
二

巴

本
四
，
四
三
＼
入
の
盤
・
界

ー
ー
孤
猫
釣
精
紳
の
傳
糊
置
ー

ノ

峯

蓼

村

文
，

人

一二三四

、芭西赤孤

蕉行入欄

’めののと

世世世澄

界界界心・

　
　
　
　
　
　
　
幽
　
、
孤
掲
と
澄
停
心
　
愚
　
　
　
　
　
　
覧
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
も
ほ
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
　
ゑ
　
　
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ね
も
ノ
や
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

井
伊
蕩
は
、
彼
の
茶
道
の
幾
成
書
秦
湯
茶
．
集
」
裁
庭
、
そ
の
極
意
と
し
三
塑
會
の
論
を
港
．
郵
茶
湯
の
蕃
は
．

一
期
一
會
と
“
ぴ
て
、
た
と
へ
ば
、
幾
度
お
な
じ
き
主
客
墨
筆
す
る
と
も
、
今
鱒
の
會
に
函
た
滋
が
か
へ
ら
ざ
る
事
を
思
へ
ば
、
．
賢
忙
我
、

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
ド
　
　
　
　
　
く
ば
　
　
い
ぶ
エ
か
そ
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
き

　
世
｝
度
の
會
な
り
。
蒙
る
に
式
り
蔑
主
人
は
萬
事
に
心
を
配
り
悔
柳
も
鹿
宋
な
謹
や
う
、
探
切
下
意
を
卑
し
、
内
曇
に
も
此
愈
に
叉
逢
ひ
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
ら
タ

が
禿
き
事
を
辮
へ
、
亭
主
め
趣
向
何
一
つ
も
お
ろ
か
な
ら
ぬ
を
感
心
し
、
費
意
を
以
て
交
る
肉
き
な
り
、
是
を
｝
、
期
一
挙
と
い
ふ
。
、
泌

ま
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
ざ
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ぎ
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
お

々
・
主
客
と
も
等
閑
に
は
一
服
を
も
催
す
ま
じ
き
筈
の
と
と
、
羨
即
一
呼
集
の
極
意
な
り
。
」
と
嘗
っ
て
み
る
。
茶
の
湯
の
交
會
が
眞
に
深
“
佳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

境
に
入
る
道
は
、
主
客
が
そ
れ
を
一
世
晶
度
の
交
響
の
機
會
と
畳
悟
予
て
深
切
な
「
費
賑
し
を
卜
す
に
あ
る
こ
と
を
論
顛
た
噛
の
で
・
あ

．
職

’



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ

る
．
叉
同
書
で
は
、
舜
猫
座
観
念
の
境
地
に
及
ん
で
、
　
「
主
客
と
も
絵
素
残
心
を
催
し
、
内
退
出
の
挨
拶
終
れ
ぽ
、
囁
客
も
露
地
を
出
る
に
、
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
ほ
な
　
　
　
　
　
　
　
し
っ
か
　
　
　
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
も

灘
に
咄
さ
ず
」
静
に
あ
と
見
か
へ
り
出
で
行
け
ば
内
亭
主
は
六
器
の
こ
と
、
客
の
見
え
ざ
る
ま
で
も
見
攣
る
な
り
。
撮
中
．
潜
り
猿
戸
簿
そ
の
「

外
戸
障
子
な
ど
・
阜
々
し
め
麟
な
ど
い
た
す
集
嬰
萬
二
臼
の
諜
も
暫
な
る
嚢
れ
剛
決
七
馨
の
言
路
見
萎
と
も
・
鴨
．

か
た
付
け
穣
べ
か
ら
鳶
い
か
に
も
翫
暴
席
笠
懸
懸
守
臨
駐
夢
吉
塚
を
・
焼
前
に
猫
座
し
て
・
管
掌
御
三

有
る
ぺ
詮
・
も
ば
や
何
方
ま
で
轟
舞
今
旦
雲
叢
み
て
・
尭
春
返
ら
ぎ
る
事
姦
越
し
或
は
猫
嬰
も
い
奪

事
、
是
一
「
會
極
意
の
…
習
な
・
り
。
し
と
言
ぴ
隔
、
更
に
語
を
纏
…
い
で
触
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
こ
の
と
ぎ
せ
ぼ
ば
く
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
や
う
が
い

　
　
此
時
論
莫
と
し
て
㍉
打
語
ら
ふ
も
の
と
て
は
、
釜
一
口
め
み
に
し
て
、
外
に
為
な
し
。
誠
に
自
得
せ
ざ
れ
ば
い
た
り
が
た
き
境
界
な
り
。

乏
言
っ
て
み
る
、
　
「
實
意
」
を
盤
七
た
主
筆
の
交
愈
が
終
っ
て
櫨
前
猫
座
の
閑
寂
に
ぴ
た
る
時
の
妙
境
を
論
い
旋
も
の
で
あ
る
。
私
は
茶

道
め
事
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
3
茶
道
論
書
を
讃
ん
で
み
て
か
う
し
た
境
地
が
述
べ
ら
れ
て
み
る
と
ご
ろ
に
出
會
ふ
と
甚
だ
感
動
せ
し
、

め
ら
れ
る
．
そ
し
て
．
か
う
し
た
境
地
は
實
は
自
然
詩
人
の
世
界
の
あ
り
方
に
外
な
ら
な
寧
と
い
ふ
事
に
氣
つ
か
し
め
ら
れ
て
來
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ふ
し
ゃ
く
に

あ
る
．
芭
蕉
は
「
奥
の
細
道
し
の
中
で
、
　
「
清
閑
の
地
」
立
石
寺
に
い
た
っ
て
次
の
や
う
な
有
名
な
一
撮
を
遺
し
た
筍

　
　
　
　
　
　
く
壌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
卜
欝
　
　
い
賦
ほ
　
か
爆
訟
　
　
　
　
　
　
　
し
や
づ
は
く
菰
し
ふ
瞬
　
　
お
，
せ
藷
郭
い
　
　
　
こ
け
な
め
ら
蜘
，

　
　
日
い
ま
だ
暮
す
冶
麓
の
坊
に
宿
か
り
置
て
山
上
の
堂
に
の
ぼ
る
噂
署
に
巖
を
重
て
山
と
し
、
松
柏
年
奮
、
土
石
発
て
、
苔
滑
に
、

　
　
岩
去
院
鵡
嘗
て
物
の
蓼
忌
ん
す
・
膿
め
ぐ
碁
鍮
っ
て
佛
緊
巷
・
俺
黒
籐
讐
↓
て
心
す
み
犠
の
み
謬
ゆ
・
、
・

　
　
　
　
蹴
．
さ
や
岩
に
し
み
独
蝉
の
二
一
　
　
　
　
y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ

　
右
の
一
勧
を
も
一
翼
集
」
の
言
葉
に
讃
み
く
ら
べ
て
見
る
な
ら
ば
、
　
「
一
會
集
」
の
、
「
寂
箕
と
し
て
、
打
語
ら
ふ
も
の
と
て
鳳
．
釜
輔

賛
の
み
に
し
て
外
に
物
な
し
ご
の
雛
は
・
ま
さ
に
・
翼
の
細
道
」
の
「
堂
の
院
藁
ゼ
離
て
物
の
蓼
こ
え
す
・
岸
を
め
ぐ
り

　
　
渡
つ
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

岩
を
這
て
佛
閣
を
拝
し
、
佳
景
寂
奨
と
し
て
心
す
み
行
の
み
お
眠
ゆ
。
し
の
境
地
で
あ
か
」
「
一
脅
集
」
の
h
釜
，
一
口
の
み
し
の
澄
韻
は

「
奥
の
細
道
」
の
句
の
「
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
聲
」
の
畳
韻
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
類
い
で
あ
ら
う
、
　
「
一
二
集
」
の
「
濁
座
」

　
　
　
夢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
亨
　
　
　
　
　
　
　
牽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
コ

㌍



艶

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伽

は
人
と
人
と
の
世
界
か
ら
の
逃
避
で
は
な
く
し
三
あ
く
ま
書
深
切
な
「
實
意
」
に
よ
る
交
響
を
一
換
言
す
れ
ば
「
ま
こ
と
」
に
回

る
主
客
め
和
合
を
忙
し
た
あ
げ
く
の
孤
猫
の
世
界
で
あ
り
、
さ
う
し
た
「
孤
猫
し
に
あ
っ
て
、
「
澄
心
」
の
境
地
に
到
達
し
た
時
、
其
虞
に

あ
っ
た
も
の
ば
釜
一
口
の
澄
み
入
っ
た
ひ
び
き
に
統
一
せ
ら
れ
た
物
心
一
如
の
寂
糞
の
世
界
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
私
は
、
金
事
に
、
　
「
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
饗
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
♂

雅
σ
誠
」
に
生
ぎ
つ
つ
、
「
孤
猫
」
の
寂
箋
に
全
身
心
を
澄
み
入
ら
し
め
て
自
然
の
一
韻
に
い
み
じ
く
も
合
一
し
旋
芭
蕉
の
世
界
を
鯵
舞

た
ら
し
め
る
事
が
出
回
る
の
で
回
る
。
　
　
．
　
，
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
．
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
“

　
「
一
蟻
集
し
の
著
者
井
伊
直
弼
は
、
茶
道
で
は
は
じ
め
石
州
流
に
雛
び
後
に
一
派
を
な
し
た
入
、
灘
離
に
も
通
じ
て
所
謂
茶
騨
一
味
の

境
地
を
求
め
て
み
る
が
、
　
二
愈
架
」
の
完
成
は
弘
化
三
年
（
西
紀
一
八
四
六
年
）
頃
と
推
定
せ
ら
れ
て
る
る
か
ら
（
莚
一
ζ
芭
蕉
の
．
「
奥

の
細
溢
し
の
族
の
元
勲
二
年
（
酉
紀
一
六
八
九
年
）
に
お
く
れ
る
事
百
五
十
徐
年
で
あ
る
。
レ
尤
も
、
周
知
の
吊
り
「
奥
の
細
道
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

囁
稿
が
成
っ
た
の
な
元
藤
七
年
で
、
族
串
迄
成
っ
た
句
の
中
に
も
推
厳
の
重
ね
ら
れ
た
為
の
が
あ
り
、
「
閑
か
さ
や
し
の
伺
の
ご
と
ぎ
も
「
さ

、
　
、
　
、
　
、
　
．
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

び
し
さ
や
岩
に
し
み
込
む
蝉
の
聲
」
「
淋
し
さ
の
岩
に
し
み
込
む
蝉
の
聾
」
の
二
つ
の
卜
形
が
傳
へ
ら
れ
て
居
り
懇
三
）
、
・
「
閑
か
さ
や
岩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
㌃

に
し
み
入
る
蝉
の
聲
」
の
句
形
と
な
っ
た
の
は
族
や
以
後
推
敲
の
過
程
を
齪
て
か
ら
の
事
で
あ
る
が
。
－
i
…
し
か
し
、
右
の
事
は
、
私
に

芭
蕉
が
「
笈
の
蘭
交
」
に
「
西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、
宗
紙
の
蓮
歌
に
お
け
る
ハ
雪
舟
の
総
に
お
け
る
、
利
休
が
茶
に
お
け
る
、
典
貫
道
．

す
る
物
は
一
な
り
。
」
と
蓮
べ
だ
心
を
あ
ら
た
に
想
起
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
と
共
に
、
　
田
本
の
慮
然
詩
人
の
世
界
の
あ
ゆ
方
に
写
し
て

，
考
察
を
め
ぐ
ら
す
一
つ
の
い
と
ぐ
ち
を
見
い
だ
さ
し
め
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
”
る
。

へ
註
」
）

（
註
二
）

（
註
三
）

「
臼
本
哲
撃
全
書
」
第
十
一
巻
i
藝
術
論
篇
一
所
牧
。
　
　
・
　
　
　
　
・
、

「
井
伊
大
老
茶
道
談
」
の
解
題
の
申
で
述
べ
ら
れ
た
申
村
駕
篭
氏
の
読
。
但
し
、
今
同
書
を
見
る
事
が
出
盛
な
い
の
で
、
　
「
臼
三
哲
墨
ゑ

書
」
の
茶
道
論
書
の
校
訂
者
三
枝
博
書
疑
の
解
説
に
よ
っ
た
、
。

　，

艶
艨
v
及
び
「
泊
船
集
」
に
「
さ
び
し
さ
や
岩
に
し
み
込
獺
の
こ
ゑ
」
の
句
形
が
傳
へ
ら
れ
、
「
芭
蕉
翁
遽
悼
こ
が
ら
し
し
に
「
淋
し

さ
の
岩
に
レ
み
込
せ
み
の
脅
し
の
墨
形
が
傳
へ
ら
れ
て
る
る
。
又
「
句
選
年
考
」
に
は
上
五
に
「
諄
し
さ
や
レ
と
あ
る
も
の
も
あ
っ
た
ら

し
い
事
を
傳
へ
て
る
る
ゆ



二
赤
人
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
島
木
赤
彦
倣
、
「
萬
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
」
の
申
で
、
山
部
赤
人
の
作
、

　
　
　
　
　
エ
し
　
ぬ
　
　
　
ぼ
さ
や
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
こ
　
ぬ
れ
　
　
　
　
　
こ
こ
だ

　
　
　
　
み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
幾
許
も
さ
わ
ぐ
鳥
の
聲
か
も
　
　

（
萬
藻
集
毬
六
～

駁
し
て
、
「
膏
の
寒
寒
に
し
て
、
澄
み
入
る
騒
騨
天
地
の
慰
籍
に
合
し
て
み
る
・
し
轟
し
て
歌
の
姿
の
轟
で
あ
る
謬

・
指
摘
し
、
・
，
更
に
、
柿
本
人
鷹
の
「
雄
渾
た
性
格
に
徹
し
」
た
歌
に
比
し
て
赤
魚
の
歌
は
「
沈
潜
し
旋
静
粛
な
性
格
に
徹
も
て
し
み
る
と
論

　
い
た
「
歌
道
小
見
し
の
丈
を
引
用
し
て
居
り
、
同
じ
時
の
赤
熊
の
作
、
．
’

　
　
　
　
ぬ
ば
た
ま
の
拠
の
灘
け
ぬ
れ
ば
嬬
馬
跳
ふ
る
溝
き
沸
離
に
千
鳥
し
ば
鳴
く
　
（
萬
葉
集
巻
六
）

　
に
珍
し
て
は
、
「
静
粛
な
感
動
し
の
あ
ら
は
れ
が
あ
る
事
、
「
～
種
澄
み
入
っ
た
世
界
へ
誘
ぴ
入
れ
ら
れ
る
心
地
し
の
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
・

　
る
事
、
h
一
首
各
音
の
捕
つ
響
き
が
塵
ま
し
く
緊
ま
っ
て
み
る
」
・
二
等
を
指
橘
し
て
み
る
が
、
叉
赤
人
の
特
色
に
要
し
て
．
「
赤
人
は
人
麿
魚

　
の
如
き
豪
肚
さ
が
な
く
て
．
誰
よ
り
も
深
い
沈
潜
が
あ
る
。
沈
潜
の
心
は
幽
か
に
し
て
静
か
な
心
で
あ
る
。
そ
れ
が
よ
く
現
れ
れ
ば
、
白

　
ら
に
し
て
天
地
の
寂
蓼
に
合
し
、
悪
し
ぺ
す
る
と
、
練
板
に
し
て
生
心
の
な
い
も
の
に
な
る
。
」
の
で
あ
っ
て
、
右
の
歌
の
ご
と
き
は
州
そ

　
の
長
所
を
遺
憾
な
く
嚢
回
し
得
た
も
の
し
の
中
に
入
る
と
い
ふ
事
を
述
べ
て
み
る
．
手
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
島
木
赤
彦
の
以
上
の
や
う
な
手
前
い
歌
競
が
萬
葉
集
に
お
け
る
赤
人
の
塒
色
を
叢
だ
鮮
明
な
ら
し
め
赤
心
の
漱
を
新
し
く
債
値
づ
け
た
，
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
事
に
つ
い
て
は
慮
評
が
あ
る
じ
た
し
か
に
、
赤
人
の
世
界
は
が
ゲ
し
疫
把
握
の
仕
方
を
揮
ぶ
事
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
に
迫
の
得
る
の
で
あ

　
ら
う
．
た
だ
し
か
し
、
「
深
い
沈
潜
」
と
言
ぴ
「
静
粛
な
身
動
」
と
言
ぴ
「
澄
み
入
る
し
と
言
ひ
「
天
地
の
寂
饗
相
に
合
し
て
み
る
」
と

ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
っ
か

　　

A
つ
啄
、
芭
蕉
の
粛
さ
や
岩
に
し
み
入
信
の
聾
」
の
ゼ
と
歪
封
し
て
も
こ
れ
ち
の
墓
は
あ
℃
嵌
め
轡
憩
の
で
あ
っ
て
、
潤
的

　
が
同
時
代
の
作
家
に
劃
す
る
特
色
の
關
晦
と
言
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
場
合
は
と
も
か
く
繁
し
て
、
赤
人
や
芭
蕉
め
史
的
位
置
を
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
　
　
・
　
一
　
　
　
・
　
一
四



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繍
罪

・
肇
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
煮
ら
ば
、
こ
れ
以
上
の
性
格
の
追
求
を
も
念
は
ぜ
試
み
な
く
て
は
な
ら
な
類
の
で
あ
る
。
．
　
，

　
土
居
光
知
氏
は
、
が
っ
て
、
　
「
発
汗
難
読
」
の
中
で
赤
入
を
論
じ
て
「
彼
が
自
然
の
難
壁
さ
を
讃
美
し
た
裏
面
に
は
入
生
の
汚
濁
さ
を

，
厭
悪
す
る
心
が
あ
っ
た
で
あ
ち
う
。
」
乏
し
、
「
馳
駆
奈
良
の
就
會
は
す
で
に
籠
臣
が
櫻
を
七
転
ら
に
し
．
風
俗
が
騰
製
し
始
め
て
み
た
し
事

及
び
「
奈
良
の
都
響
生
活
を
見
る
と
既
に
腐
敗
し
、
彼
を
し
て
面
を
そ
む
け
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
」
事
を
指
摘
せ
む
れ
た
以
外
に
ハ
「
蜘
、

部
の
姓
が
示
す
如
く
代
々
山
林
官
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
自
然
に
親
し
む
性
情
を
遺
薄
し
て
來
た
の
で
あ
ら
う
し
と
考
へ
ら
れ
る
事
・

　
「
赤
ぎ
」
と
．
「
溝
き
」
と
は
古
代
語
ど
し
て
同
じ
意
味
を
有
し
て
み
た
か
ら
「
墨
入
の
名
に
も
涛
潭
を
慕
ふ
心
が
察
せ
ら
れ
る
し
事
等
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

も
墨
げ
ら
れ
て
「
清
浮
な
る
も
の
を
慕
ひ
鴨
自
然
の
う
ち
に
放
浪
し
た
し
理
山
と
ぜ
ら
れ
て
る
る
が
、
赤
人
の
綻
歴
は
不
幸
に
し
て
あ
き

多
　
　
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瑠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
寵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

ら
か
で
は
な
く
、
か
う
し
た
方
面
か
ら
す
る
自
然
詩
人
と
し
て
の
赤
人
の
世
界
へ
の
追
求
も
さ
し
て
見
る
べ
き
成
果
を
期
待
せ
し
め
な
い

で
あ
ら
う
（
註
寸
言
叉
阿
じ
書
に
土
居
光
知
氏
は
「
赤
人
は
自
然
0
素
朴
な
移
入
で
あ
っ
て
・
自
然
と
の
融
合
が
お
め
っ
か
ら
で
き
る
し
作
・

者
で
あ
っ
だ
と
為
蓮
べ
て
居
ら
れ
る
が
、
か
う
し
た
蘇
方
か
ら
も
赤
人
の
世
界
が
あ
凌
ら
か
に
な
っ
て
罵
る
と
鳳
思
は
れ
な
い
の
で
あ
－

”
O
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
／

ザ
て
こ
縫
．
私
は
彦
赤
人
の
瑠
的
団
七
い
唾
凝
け
れ
ば
講
席
．
『
㌃
、

　
　
　
若
の
浦
に
潮
瀧
ち
來
れ
ば
潟
を
無
み
・
葦
邊
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
渡
る
　
　
　
　
ハ
萬
葉
集
総
六
〉
「
　
　
　
　
、
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
赤
人
の
此
の
一
首
に
つ
い
て
、
島
木
赤
彦
は
、
特
に
第
三
句
の
「
潟
を
慰
み
」
が
「
赤
人
流
の
微
細
味
を
持
っ
て
る
七
、
猫
多
少
灘
智
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
礎

的
に
”
つ
て
み
る
。
し
と
評
し
て
み
る
蕪
飯
）
。
し
か
し
、
此
の
理
智
的
な
と
と
ろ
は
軍
な
る
技
巧
だ
け
の
問
題
を
越
え
て
實
κ
赤
人
の
全

作
晶
養
い
て
る
る
叢
る
べ
葛
の
で
あ
ら
う
・
赤
κ
は
融
濫
に
登
っ
て
い
だ
い
た
奮
都
へ
要
点
の
情
を
・

　
　
　
　
あ
　
す
　
か
　
が
賦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
奏
　
．
．
㌧

　
　
　
明
日
香
河
川
淀
さ
ら
ず
立
つ
霧
の
思
ぴ
過
ぐ
べ
ぎ
懸
に
．
あ
ら
な
く
に
　
　
（
萬
葉
集
三
三
隔
　
　
戸

と
詠
∵
じ
、
春
a
野
で
の
、
、
コ
逢
ぱ
ぬ
兇
ゆ
ゑ
し
の
懸
愛
の
情
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓
荒
　
　
，
．
、
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ



　
　
　
み
か
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
．
高
按
の
三
笠
の
山
に
鳴
く
鳥
の
止
め
ば
糠
が
る
る
轍
も
す
る
か
も
　
』
、
（
萬
葉
集
落
馬
）

と
詠
じ
て
み
る
が
、
懸
傭
を
詠
じ
て
も
、
そ
れ
は
理
智
の
中
か
ら
静
か
に
燃
、
え
立
ち
、
燃
え
立
つ
も
の
を
理
智
に
よ
っ
て
抑
制
し
悔
凝
親

し
つ
つ
噛
み
ひ
め
て
ゆ
や
と
い
っ
た
や
う
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
か
う
し
た
傾
向
は
特
に
相
聞
歌
の
ご
と
き

も
の
の
歌
が
ら
を
ど
う
し
て
も
小
さ
い
も
の
と
し
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
傾
両
に
向
は
し
め
る
の
で
あ
る
。
島
木
赤
彦
が
「
沈
潜
し
た
艀
粛
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
く
ら

性
格
」
と
言
っ
た
や
う
な
性
格
は
此
の
理
智
的
な
性
格
に
山
上
し
て
み
る
の
だ
と
思
，
ふ
．
島
木
赤
彦
は
「
高
按
の
」
の
歌
を
嵌
入
の
傑
作

ど
し
て
激
賞
し
、
「
微
細
所
を
捉
へ
・
て
る
る
」
爲
生
歌
と
し
て
入
麿
そ
の
他
の
何
人
も
及
び
得
な
い
も
の
が
あ
る
薯
を
強
調
し
た
（
雛
ハ
）
が
．

し
か
し
、
五
味
保
義
氏
も
そ
の
赤
人
論
（
溢
七
）
で
、
「
此
一
首
の
短
調
に
は
ど
こ
か
理
智
的
に
ひ
f
い
て
來
都
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
ご
．

と
言
は
れ
た
も
の
は
赤
人
の
牲
格
に
走
っ
て
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
守
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
此
の
歌
に
あ
っ
て
も
見
の
が
す
事
の
出
来

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
．

　
赤
人
が
か
や
う
に
理
智
的
で
あ
っ
た
と
言
ふ
事
は
、
工
み
つ
が
ら
を
し
て
、
容
易
に
は
、
劉
象
へ
の
漏
壷
と
し
て
の
「
槻
る
姿
勢
」
を
’

崩
さ
し
め
な
か
っ
た
と
零
ふ
態
度
に
も
連
っ
て
み
る
。
例
へ
ば
、
故
壷
掘
大
臣
藤
原
家
～
亡
く
な
っ
た
藤
原
不
比
等
の
家
一
…
の
山
池

を
詠
じ
た
歌
、
　
　
　
　
　
　
内
　
・
　
　
　
　
’
・
　
　
　
　
　
　
馬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
　
　
　
つ
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ぐ
ぶ
　
が

　
　
　
い
に
し
へ
の
誉
き
堤
は
年
深
み
池
の
渚
に
水
草
生
ぴ
に
け
り
　
　
（
萬
葉
集
雀
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
　
つ
つ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
　
　
　
　
　
　
ゐ
凄
さ
　
　
　
　
　
∴

と
い
ふ
や
う
な
一
種
幽
玄
な
深
さ
を
湛
へ
た
作
品
に
あ
っ
て
さ
へ
も
、
「
奮
き
堤
」
と
言
ひ
「
年
深
み
」
と
言
ひ
「
池
の
渚
と
」
言
ひ
「
水

だ
も
さ草

生
ぴ
に
け
り
」
と
言
ふ
や
う
に
、
封
象
の
精
密
な
把
握
と
語
句
の
黙
然
た
る
配
列
と
か
ら
は
、
灘
か
な
凝
観
と
そ
れ
を
支
へ
て
る
る
冷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
乱
み
し
の
み
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
お
め

徹
な
理
智
ど
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
が
あ
り
、
H
並
皇
子
の
「
か
り
も
が
り
」
の
際
の
人
磨
の
挽
歌
「
ひ
婁
か
た
の
天
下
る
ご
と
く
仰
ぎ
見

　
み
こ
　
　
み
か
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
融
れ
り
　
　
　
　
　
み
た
　
　
　
　
　
　
　
諮
り
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
．
　
郭

し
皇
子
の
御
門
の
荒
れ
ま
く
惜
し
も
」
へ
萬
葉
集
雀
二
）
や
同
じ
時
の
舎
人
の
歌
「
御
立
た
し
の
島
の
荒
磯
を
今
見
れ
ば
生
ひ
ざ
り
し
草
生

・
ぴ
に
け
る
か
も
」
（
萬
葉
集
雀
二
）
の
ご
と
き
に
線
の
太
い
把
握
ど
そ
れ
を
支
へ
て
る
る
奔
騰
し
た
二
親
と
が
見
ら
れ
る
の
と
比
較
し
て
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六



無

一
七

る
な
ら
ば
、
そ
の
特
色
は
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
赤
入
の
此
の
「
繋
る
姿
勢
し
か
ら
生
れ
た
も
の
σ
中
、
最
も
代

表
的
な
も
の
を
學
げ
る
と
す
れ
ば
ぐ
萬
葉
集
懇
三
の
富
士
山
を
望
ん
で
詠
じ
た
歌
を
推
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
遭

　
　
　
あ
め
つ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
．
　
か
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
惹
が
　
　
　
　
　
　
ふ
　
じ
　
　
　
た
か
職
　
　
　
　
あ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
天
地
の
　
分
れ
し
時
ゆ
幽
思
さ
び
て
　
高
く
貴
ぎ
駿
河
な
る
　
布
士
の
高
嶺
を
　
天
の
源
　
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
　
渡
る
肩
の

　
　
，
影
も
璽
ひ
照
る
月
の
光
も
見
集
曇
も
い
行
き
響
時
じ
く
そ
簿
降
り
け
る
語
瞬
ぎ
囁
　
～
暮
響
行

　
　
　
　
　
　
ふ
　
恥
）
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
匹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宰

・
　
難
か
む
．
不
蓋
の
高
嶺
は
　
　
・
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
．
　
　
兎
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
・
亀
　
　
・
反
　
．
．
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
　
謄
の
浦
か
う
ち
瀞
で
て
見
．
蜘
ば
銀
白
に
ぞ
庖
塾
の
県
営
に
雪
は
誇
り
け
菊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畷

　
此
の
歌
は
富
出
山
の
澄
高
雄
大
な
自
然
美
を
表
現
し
た
適
の
と
し
て
た
し
か
に
傑
作
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
影
ら
う
・
　
「
赤
人
め
歌
風
分
、

，
完
成
ξ
註
八
）
言
ボ
評
の
ご
と
き
が
行
は
砦
事
も
雷
然
で
あ
ら
う
。
し
か
し
・
既
の
歌
に
は
・
講
の
自
然
な
流
露
と
い
贈
り
は
む

し
ろ
整
齊
澄
徹
の
緊
張
感
に
よ
っ
て
私
共
を
う
つ
て
借
る
も
の
が
あ
り
、
内
面
的
な
氣
息
の
深
ざ
と
い
ふ
よ
り
は
む
し
ぢ
高
潔
な
知
性
的

氣
謄
よ
つ
て
私
共
を
動
か
し
泰
を
の
罹
る
の
で
あ
み
が
、
」
種
冷
嚴
で
人
君
的
息
吹
に
は
警
も
の
の
陥
る
事
も
認
め
ひ
め

け
に
行
か
な
い
。
此
め
事
は
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
芦
赤
人
の
理
智
の
限
が
、
嵩
高
雄
大
な
富
士
に
接
し
て
起
さ
れ
允
感
幡
の
波
動
か
ら
離
声

れ
、
封
象
を
他
者
と
し
て
下
る
事
に
透
徹
し
て
行
っ
て
み
る
と
い
ふ
事
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
此
の
愚
慮
の
た
め
に
、
私
共
に
主
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
や
げ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

客
の
距
離
感
か
ら
脱
し
が
た
い
も
の
の
あ
る
事
を
蝿
え
し
め
る
の
で
あ
る
。
賀
茂
眞
淵
は
、
　
「
萬
葉
考
し
、
．
の
大
饗
に
、
赤
人
の
歌
に
つ
い

て
鍔
み
を
な
さ
す
有
る
が
建
ま
に
」
．
詠
身
妙
な
る
歌
と
な
っ
た
の
準
本
の
心
の
葛
ぎ
が
至
ウ
」
で
あ
る
と
述
べ
逸
る
が
、
樹

　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

象
が
劉
象
の
世
界
の
側
に
即
し
て
墜
齊
の
美
を
形
成
し
、
作
考
自
身
の
さ
う
し
た
高
潔
な
八
聞
的
世
界
は
、
そ
の
翻
る
膜
を
封
象
の
世
界

に
澄
み
入
ら
し
め
て
み
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
繁
る
位
置
を
崩
さ
な
い
事
に
よ
っ
て
整
齊
の
美
を
一
層
冷
か
ら
し
め
て
み
る
と

言
ふ
事
が
出
來
る
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
．
．
　
　
　
　
　
　
㌧
．
　
　
　
　
，
　
一
　
　
．
　
．
　
　
　
，
　
鴇
　
　
　
，
　
　
　
．



善
　
内

　
　
し
か
し
、
入
獄
と
し
て
は
眞
淵
の
言
ふ
や
う
に
高
き
心
の
持
主
で
あ
の
、
理
智
的
に
し
て
し
か
も
観
る
事
に
沈
潜
し
つ
つ
、
物
の
眞
實

に
澄
み
入
る
事
を
求
め
て
み
た
赤
人
の
ご
と
き
詩
人
に
と
っ
て
、
冨
士
山
の
詠
の
ご
と
き
は
た
ま
た
ま
素
材
自
象
が
お
の
つ
か
ら
制
作
活

動
に
異
常
藁
雁
垂
濡
の
し
ら
べ
を
成
さ
↓
め
燦
あ
っ
て
、
む
し
ろ
還
御
垂
て
箋
の
世
界
に
纂
つ
弼
》

　
と
誉
み
事
が
そ
の
本
質
癒
の
で
は
な
か
ら
う
が
。
そ
し
て
、
共
庭
に
こ
そ
、
「
自
然
詩
趣
し
と
じ
て
の
赤
八
の
眞
の
聖
誕
が
う
か
が
は
れ

　
る
と
い
ふ
蔑
き
な
の
で
は
な
か
ら
ヶ
か
。
か
や
う
に
考
へ
て
見
て
、
私
に
は
轟
び
最
初
に
掲
げ
た
二
首
の
歌
に
蹄
つ
鳥
行
か
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
事
が
感
ぜ
し
ぬ
ら
れ
て
回
る
。

　
　
　
　
み
三
野
の
総
雌
の
降
泉
瀬
に
は
欝
。
謙
も
さ
わ
ぐ
鳥
の
聾
か
も
　
　
．
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
ふ
　
瓢
　
　
　
　
。
　
ひ
惑
蓬
　
お
　
　
　
　
・
　
　
、
’
か
は
ら

　
　
　
　
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
深
け
ぬ
れ
ば
久
木
生
ふ
る
満
き
河
原
に
千
島
し
ば
鴨
く

　
赤
入
の
此
の
二
酋
の
歌
は
次
に
掲
げ
る
長
歌
に
劉
す
み
反
歌
で
あ
る
噂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
匙
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
識
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
悉
歌
が
営
　
　
・
　
　
　
ふ
は
な
み

　
　
　
や
す
み
し
し
　
廊
ご
大
王
の
　
高
知
ら
す
　
芳
野
の
宮
は
　
た
た
な
つ
く
青
培
こ
も
り
　
河
波
の
臨
塞
き
河
桐
ぞ
　
麻
べ
は

　
　
　
　
　
　
を
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
セ
ノ
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
サ
ぬ
　
ま

　
　
　
花
険
き
挑
り
・
秋
さ
れ
ば
　
霧
立
ち
渡
る
・
そ
の
山
の
　
い
や
釜
々
に
　
こ
の
河
の
　
絶
ゆ
る
こ
と
無
く
　
百
磯
城
の
　
大
宮
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
璽

’
　
　
　
は
常
に
通
は
む
　
　
　
　
　
、

・
　
赤
人
は
、
長
歌
に
お
い
て
、
吉
野
の
宮
を
め
ぐ
る
「
済
き
」
自
然
を
詠
じ
、
そ
め
自
然
の
幽
久
感
を
詠
ず
る
と
共
に
、
吉
野
の
宮
の
永

遠
の
繁
榮
を
難
し
て
る
る
の
で
あ
る
．
が
、
赤
し
、
す
で
髭
進
に
よ
っ
て
指
導
ち
れ
て
る
る
や
う
量
、
野
の
宮
を
詠
じ
盗
歌

　
で
は
か
う
し
た
詠
じ
ぶ
り
に
は
實
は
類
…
型
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
．
柿
本
入
寮
に
は
、
　
　
　
　
・

　　

@
　
や
す
み
し
し
吾
螢
㊨
朧
養
す
縢
の
秘
露
は
し
も
拶
あ
れ
ど
も
山
川
の
蓼
灘
と
繧
を
諏
壁

　
　
．
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
㌦
　
㎡
ぺ
　
　
　
　
　
　
ふ
と
し
　
　
　
　
　
　
　
も
も
し
嚢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
離
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
響
幅
獣

　
　
　
　
の
國
の
　
応
益
ら
ふ
　
秋
津
の
野
心
に
　
宮
柱
　
太
敷
き
ま
せ
ば
　
百
磯
城
の
　
大
宮
入
は
　
船
並
め
て
、
朝
川
渡
り
　
舟
競
ぴ

　
　
　
夕
露
わ
た
る
こ
の
川
ρ
．
維
ゆ
る
こ
惹
く
こ
の
山
の
い
や
高
知
ら
す
旗
撃
瀧
の
雛
は
見
れ
ど
簸
か
賦
も
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一
塾

　
　
　
　
（
萬
葉
集
巻
剛
）

が
あ
り
、
・
大
俘
族
人
に
は
、

　
　
轟
　
・
　
よ
し
ぬ
　
　
　
　
よ
し
心
　
　
　
　
　
　
　
　
磐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
話
や
　
　
　
　
　
、
　
　
　
譲
め
つ
勤

　
　
沸
　
み
吉
野
の
　
芳
野
の
宮
は
　
山
か
ち
七
　
貴
く
あ
ら
し
　
川
か
ら
し
，
驚
け
く
あ
ら
し
、
。
天
地
志
　
長
く
久
し
く
　
攣
ら
す
姦
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
釜
　
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
　
壽
囁
　
　
　
・
－

　
　
　
む
　
い
で
ま
し
の
宮
　
　
　
（
萬
葉
集
巻
ご
ζ
　
　
．
竃
　
　
　
　
・
　
．
　
・
魯

旗
あ
る
の
に
選
べ
て
見
れ
ば
あ
奮
か
で
あ
ら
う
，
．
叢
に
嶺
て
．
赤
会
心
讐
養
畜
身
と
の
關
係
の
世
界
に
あ
り
、
㌧
　
．
は
ば
，

公
式
的
謹
嚴
さ
の
世
界
に
あ
る
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
慮
り
で
は
、
人
麿
や
族
ん
と
共
に
圓
∵
漏
な
㎡
教
養
人
と
し
。
．
て
砂
存
在
な
の
で
あ
る
概
し

　
　
　
ン

か
る
た
、
反
歌
に
な
る
と
、
か
う
し
た
類
型
的
な
長
歌
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
は
猫
樹
の
世
界
を
あ
き
ら
か

に
あ
ら
は
し
て
來
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
－
囁
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囁
　
　
　
、

　
　
　
見
れ
ど
飽
か
犠
勤
の
河
の
催
濫
の
絶
ゆ
る
之
．
と
な
く
ま
盈
登
見
む

　
　
　
　
　
　
　
．
奢
誤
　
　
　
を
　
が
賦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
慧
や
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
嘱
欝
見
し
象
の
小
河
を
三
児
れ
峡
よ
よ
溝
け
く
肇
に
け
強
も
、

　
前
者
は
人
畜
の
反
歌
で
あ
・
P
、
後
者
は
族
人
の
反
歌
で
あ
る
。
入
麿
は
長
歌
の
律
動
と
氣
格
の
流
れ
と
～
を
が
っ
し
り
と
承
け
止
め
、
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

リ
あ
が
っ
た
錨
を
逞
し
く
歌
ぴ
あ
げ
て
淀
む
と
こ
ろ
が
無
塾
。
振
人
は
長
歌
の
世
界
か
ら
呼
び
起
さ
れ
て
來
た
懐
奮
の
世
界
に
立
ρ

　
　
　
　
　
　
ぼ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　

　
て
、
眼
前
の
「
象
の
小
河
」
の
清
け
き
姿
に
封
ず
る
感
動
を
歌
ぴ
あ
げ
、
七
か
竜
蕊
ハ
庭
に
長
歌
の
世
界
を
も
承
け
止
め
て
し
ち
べ
を
高
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
ぬ

・
て
行
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
七
か
し
、
赤
人
に
あ
っ
セ
は
、
』
み
吉
野
の
」
、
の
歌
に
し
て
も
、
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
の
歌
露
㌧
て
も
、
．
自
己
の
。

世
界
を
長
歌
の
世
界
か
ち
絶
ち
切
り
ゑ
く
の
始
孤
啓
し
に
置
い
て
自
然
の
二
軸
に
枕
潜
し
ょ
う
と
し
て
み
る
態
度
が
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ

ら
う
．
か
う
し
た
態
度
は
も
は
や
赤
人
の
世
界
の
本
質
的
煮
も
の
だ
と
塾
ふ
外
は
な
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
ぎ

私
ぱ
　
以
上
の
考
察
に
お
い
て
、
’
理
智
的
に
し
て
、
．
親
る
事
に
透
徹
し
よ
う
と
し
、
量
器
に
お
い
セ
寂
箕
に
澄
み
入
ら
う
と
す
る
赤
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
評



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幾

の
世
界
を
あ
き
ら
か
に
し
で
見
た
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
、
か
や
う
に
槻
て
來
る
と
、
自
然
詩
人
と
し
て
の
赤
人
の
世
界
は
、
肖
然
詩

吟
と
℃
て
の
西
行
や
芭
蕉
の
血
続
に
熱
し
て
ま
さ
に
原
型
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
だ
事
を
思
は
な
い
わ
け
に
行
か
な
い
も
の
が
あ
5

る
．
土
居
光
知
氏
は
「
文
學
序
論
」
の
中
で
、
「
自
然
け
愛
．
の
爽
黙
し
と
い
ふ
方
画
か
ら
、
自
然
詩
人
の
系
譜
に
り
い
て
「
西
行
や
芭
蕉

も
赤
人
を
租
と
し
て
み
る
。
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
が
、
私
は
以
上
の
や
ケ
な
角
度
か
ら
赤
八
・
西
行
・
芭
蕉
の
關
聯
を
考
へ
て
見
た
い

の
で
あ
る
。
　
・
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
嚢

　
、
（
註
四
）
　
赤
入
の
場
立
の
此
の
問
題
に
顕
し
て
は
、
五
昧
保
義
氏
も
「
萬
葉
集
講
座
し
第
州
釜
中
の
「
山
部
赤
人
し
の
論
に
「
そ
の
時
代
の
就
會
的

　
　
　
　
　
　
情
勢
な
ど
か
ら
、
容
易
に
作
贔
を
論
じ
得
ら
れ
ぬ
』
黙
を
強
調
し
て
居
ら
れ
る
。

　
　
6
駐
五
）
　
島
木
赤
彦
「
萬
葉
集
の
鑑
賞
及
び
其
批
評
」

　
　
（
註
六
）
同
　
　
右

　
　
（
註
七
）
　
「
萬
葉
集
講
座
」
第
一
雀
一
五
昧
保
義
氏
「
山
部
赤
人
」

　
ヒ
λ
註
八
）
同
　
右
書
　
　
　
　
　
　
　
．
’

　
　
　
　
　
　
　
．
三
．
西
行
の
世
界
’

　
萬
葉
集
以
後
の
詩
人
で
、
深
く
寂
蓼
の
中
に
生
き
た
詩
人
と
し
て
は
第
一
に
酉
行
を
學
げ
る
箏
が
出
煮
る
。
彼
も
亦
自
然
の
中
に
生
き

る
べ
き
世
界
を
見
い
だ
し
、
身
を
「
孤
猫
」
に
握
き
、
寂
蓼
に
面
し
て
、
　
「
澄
心
」
を
求
め
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
．
西
行
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
継

と
、
そ
の
和
歌
に
あ
っ
て
は
古
今
時
代
か
ら
の
理
智
的
反
省
的
傾
向
を
眞
實
探
求
の
蜴
と
し
て
の
詩
の
世
界
に
深
め
て
行
っ
て
居
り
．
更

に
そ
の
「
入
間
」
に
あ
っ
て
鳳
先
づ
境
涯
を
嵩
家
と
し
て
限
界
づ
け
、
現
象
界
を
超
越
し
て
眞
如
界
に
悟
り
入
る
べ
き
場
に
生
逢
て
澄
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

入
唐
を
求
め
て
み
た
と
言
ふ
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
詩
の
世
界
も
い
選
る
し
ぐ
二
言
上
的
で
あ
妙
槻
念
的
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
・

西
行
の
世
界
は
赤
入
の
世
界
に
齢
し
て
樹
駄
的
な
も
の
と
し
て
成
立
し
て
み
た
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
允
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
二
〇



ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吋
二

で
あ
り
な
が
ら
私
共
を
し
て
大
い
な
る
寂
蓼
に
燭
れ
深
い
哀
れ
に
鰯
れ
さ
せ
な
い
で
は
お
か
な
い
の
が
西
行
の
歌
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
け
ぼ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
せ

　
　
　
墨
7
き
身
に
て
聞
く
も
惜
し
き
は
鶯
の
霞
に
咽
囁
ぶ
曙
の
聲

　
　
　
し
を
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

　
　
　
回
せ
で
猫
山
深
く
分
け
入
ぢ
む
憂
き
事
，
聞
か
ぬ
乏
こ
ろ
あ
り
ゃ
と
ち
：
・

’
西
行
は
「
憂
き
」
’
を
厭
ぴ
「
憂
き
」
境
か
ら
離
脱
し
て
悟
り
の
h
澄
心
し
に
入
る
事
を
求
め
た
。

　
　
　
い
か
で
わ
れ
清
く
曇
ら
ぬ
身
。
と
な
り
て
心
の
月
の
影
を
磨
か
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か

　
　
　
影
．
冴
充
て
ま
ζ
と
に
月
の
明
き
夜
は
心
巻
塞
に
浮
び
て
ぞ
澄
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
び
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

　
　
　
何
と
な
ぐ
汲
む
度
に
澄
む
心
か
な
岩
井
の
水
に
影
映
し
つ
つ
ゼ
酵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
お

　
　
　
瀬
を
早
み
宮
瀧
嵐
を
渡
り
行
け
ば
心
の
底
の
澄
む
心
地
す
る

　
西
行
が
い
か
に
深
切
に
清
浮
0
世
界
に
澄
み
入
る
事
を
求
め
て
み
た
か
を
知
り
得
る
で
あ
ら
ケ
，
・
そ
し
で
、
右
の
歌
は
、
西
行
の
求
め
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　

て
沁
た
も
の
が
、
先
づ
悟
り
と
し
て
の
眞
如
の
月
の
世
界
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
み
る
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
〃
、
思
ふ
に
ま
か
せ
ぬ
入
闇
の
ド

心
は
容
易
に
「
回
心
し
の
境
地
に
透
徹
し
切
る
事
を
許
さ
な
い
。
西
行
に
と
っ
て
ば
、
ま
さ
に
、
　
、

　
　
　
如
何
に
せ
む
影
を
ば
袖
に
宿
ぜ
ど
も
心
の
燈
め
ぱ
月
の
曇
る
を
　
　
．
　
・
．

　
　
、
涙
の
一
み
か
き
暗
さ
る
る
蕨
な
れ
や
さ
や
か
に
見
よ
と
胤
は
澄
め
ど
も

が
彼
の
生
の
姿
の
眞
實
で
あ
っ
た
。
「
如
何
に
せ
む
」
，
の
歌
の
「
刑
し
に
は
涙
が
曙
示
せ
ら
れ
、
「
周
の
曇
る
」
に
は
涙
に
曇
る
意
味
が
曙

示
せ
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
　
一
は
「
月
の
曇
る
を
』
で
あ
妙
一
は
「
月
は
澄
め
ど
も
し
で
あ
る
が
、
い
つ
れ
め
歌
も
涙
の
た
め
に
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
曇
ら
さ
れ
て
し
ま
ふ
歎
き
の
歌
に
外
な
ら
な
塾
。
そ
し
て
、
彼
の
「
寂
し
さ
し
に
堪
へ
る
と
胃
ふ
生
活
も
實
は
此
の
涙
を
と
ち
へ
．
囁

．
「
澄
心
」
と
「
煩
悩
」
と
の
聞
に
あ
っ
て
、
し
み
じ
み
と
入
聞
の
心
を
省
み
る
と
書
ふ
生
活
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
言
ふ
事
が
出
　
來
る
で
．

あ
ら
㍉
う
。
　
・
　
　
　
　
二
　
　
，
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
∴
・
　
　
F
　
　
、
　
　
．
㍉
　
炉
　
、
　
　
　
　
　
　
一
．
、



、

r

　
　
訪
ふ
入
も
思
ひ
絶
え
た
る
山
里
の
寂
し
さ
な
く
ば
住
み
憂
か
ら
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
よ
ぶ
　
こ
　
ど
り

　
　
山
里
に
誰
を
ま
」
た
こ
は
呼
子
鳥
ひ
と
り
の
み
こ
そ
住
ま
む
と
思
ふ
に
．

　
　
賭
化
も
散
り
人
も
都
へ
齢
り
な
ば
山
寂
し
く
や
な
ら
む
と
す
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と

　
　
山
里
に
う
き
世
厭
は
む
友
も
が
な
悔
し
く
過
ぎ
し
昔
諮
ら
む

　
　
寂
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
叉
も
あ
れ
な
い
ほ
り
な
ら
べ
む
冬
の
山
鼠

r
脱
俗
の
境
涯
に
あ
り
、
「
澄
心
」
を
求
め
て
、
自
然
の
中
で
「
孤
猫
」
の
「
寂
家
〔
に
住
し
、
「
嘉
穂
」
に
あ
っ
て
「
寂
蓼
」
に
堪
へ
る

と
言
ひ
な
が
ら
、
・
「
寂
蓼
」
に
徹
し
切
れ
ず
、
…
逆
に
、
そ
の
た
め
に
「
人
冊
」
の
漁
界
へ
深
く
蹄
っ
て
來
て
る
る
と
言
ふ
の
が
四
行
の
世

界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
．
れ
に
も
か
か
は
ら
す
、
西
行
ぱ
「
孤
猫
者
」
と
し
て
の
出
家
の
位
置
を
断
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
其
腱

ζ
、

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葛

　
　
こ
が
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ

　
　
木
枯
に
木
の
葉
の
落
つ
る
山
里
は
、
涙
さ
へ
こ
そ
脆
く
な
り
け
れ

の
ご
と
き
堪
へ
が
た
い
涙
の
歌
が
生
れ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
ま

　
　
谷
の
間
に
ひ
と
り
ぞ
松
は
立
て
り
け
る
わ
れ
の
み
友
は
無
き
か
と
思
へ
ば
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
お
と

　
　
水
の
晋
は
寂
し
き
庵
の
友
な
れ
や
嶺
の
嵐
の
絶
え
閥
絶
え
間
に
・

の
ご
と
き
、
自
然
の
姿
の
中
に
自
分
の
姿
を
見
い
だ
し
、
自
然
の
姿
の
中
に
友
の
姿
を
見
い
だ
し
て
み
る
歌
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
か
う
し
た
西
行
の
心
が
《
寂
蓼
の
素
直
な
享
受
と
な
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る
と
、

　
　
松
風
の
晋
哀
れ
な
る
山
里
に
寂
し
さ
添
ふ
る
日
ぐ
ら
し
の
醗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
鞍
知
ら
れ
け
り
鴫
，
立
つ
澤
の
秋
の
夕
ぐ
れ

の
ご
と
き
歌
と
な
り
、
あ
た
た
か
い
入
間
的
息
吹
の
流
露
と
な
っ
て
表
現
せ
ら
れ
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
謬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三

　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ミ
　
　
　
　
　
　
む
け
　
　
　
し
た
み
ぢ

　
　
岩
間
閉
ぢ
し
氷
も
今
朝
臨
解
け
初
め
て
苔
の
下
水
道
求
む
・
ら
む
　
　
、
’
、

　
　
吉
野
血
三
筆
の
し
を
ド
リ
の
道
か
へ
で
ま
だ
見
ぬ
竣
の
花
を
た
つ
ね
む
。
　
、
，
　
　
．

　
　
道
の
べ
・
の
清
水
回
る
る
柳
蔭
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
，
ど
ま
り
つ
れ
．
　
、
　
　
ゴ
　
　
　
F
、
．
　
・

　
・
，
撫
雌
昧
の
庵
近
野
鳴
《
鹿
の
書
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
嘉
ど
う
か
す
か
な
　
　
’
　
・

わ
ご
疑
き
歌
と
な
り
、
更
に
、
時
と
し
で
、
，
韓
じ
て
自
然
の
爽
掠
・
溝
澄
の
柑
に
槻
照
の
腿
を
そ
そ
ぐ
と
、

　
　
　
よ
ら
れ
つ
る
野
，
も
せ
の
草
の
か
げ
ろ
ひ
て
涼
し
・
く
曇
る
夕
立
の
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ

　
　
三
三
，
み
て
浪
こ
ま
か
な
δ
さ
ざ
，
れ
水
渡
り
や
ら
れ
融
山
川
の
光
　
　
　
　
　
・
．
・

｛
の
こ
ど
き
歌
が
生
れ
、
自
然
の
生
命
の
躍
動
の
相
に
鱗
れ
る
と
、
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ゑ
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
降
り
積
み
し
高
嶺
の
み
な
雪
解
け
起
け
り
清
瀧
川
の
水
の
白
浪

の
で
と
き
繁
生
れ
券
で
髪
。
し
か
し
、
・
西
港
の
歌
境
は
、
馨
、
「
底
澄
み
て
し
‘
の
歌
や
「
降
轟
み
と
の
歌
の
方
向
に
徹
し
．
．

て
行
く
事
が
出
來
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
次
の
や
う
な
作
に
こ
そ
そ
の
中
核
を
な
し
て
み
る
も
の
を
見
い
だ
さ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
汐
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塾
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
　
　
　
　
囁
　
　
　
，

　
　
吉
野
山
楕
の
花
を
回
し
矯
よ
り
心
は
身
に
懲
添
は
ず
な
り
に
き
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
．
　
　
　
～

　
　
眺
む
と
て
詫
三
略
い
た
ぐ
馴
れ
ぬ
滋
ば
散
る
わ
か
’
れ
こ
そ
悲
冗
し
冠
か
り
け
れ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
お

　
　
吉
野
麿
花
の
散
り
に
し
木
の
下
に
と
め
し
心
・
は
我
を
待
つ
ら
む

　
　
捨
て
て
出
炉
で
し
憂
ぎ
世
に
月
の
、
澄
ま
で
あ
れ
な
さ
ら
ば
心
の
と
ま
ら
ざ
ら
ま
し

　
　
ゆ
く
　
へ

　
、
行
方
な
く
月
・
に
心
の
澄
み
澄
み
・
て
果
は
い
か
に
か
な
ら
む
と
す
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
酉
行
は
自
然
の
中
に
身
を
投
じ
な
が
ら
、
・
そ
の
生
み
話
す
歌
境
は
心
の
妾
の
把
握
に
向
っ
て
居
り
、
し
か
も
其
虞
に
結
ば
れ
る
槻
念
か



。
ら
再
び
自
然
の
姿
に
麟
ρ
て
行
く
と
い
っ
た
や
う
な
世
界
に
生
嚢
て
る
た
詩
人
で
み
っ
た
と
い
ふ
事
が
出
寂
る
で
あ
ら
う
か
。
，
深
切
に
心

の
澄
み
透
っ
て
行
く
事
を
求
め
て
ぬ
た
筈
の
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
．
「
捨
て
て
出
で
し
」
の
歌
や
「
行
方
な
く
」
の
歌
の
ご
と
き
が
生
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
テ
げ

て
る
る
の
も
、
彼
の
「
澄
心
し
が
封
象
の
演
實
に
鰯
れ
て
澄
み
入
う
て
行
く
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
す
し
て
親
試
の
世
界
に
求
め
ら
れ
た
も
・

の
で
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
、
　
　
　
．
・
’

　
赤
人
が
あ
く
ま
で
竜
「
観
る
姿
勢
」
を
崩
さ
す
し
て
樹
，
象
忙
澄
み
入
ら
う
と
し
た
態
度
に
生
登
て
る
た
の
に
零
し
て
、
西
行
は
槻
念
的

鷲
に
生
き
て
「
燈
心
」
‘
を
求
め
、
し
か
も
途
に
「
憂
き
」
寂
し
さ
を
脱
し
得
な
，
い
心
を
抱
い
て
自
然
を
友
と
し
、
口
然
を
友
と
し
つ
つ
心
の

塗
を
反
省
し
槻
念
の
世
界
を
廣
げ
且
つ
深
め
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
西
行
の
か
う
し
た
熊
度
臨
、
歴
象
か
あ
把
握
せ
ら
れ
る
も
の
の
整

齊
透
徹
の
美
を
成
さ
し
め
る
と
こ
ろ
は
無
か
っ
た
か
は
り
に
、
其
の
歌
の
世
界
に
内
面
的
な
深
さ
が
投
影
せ
ら
れ
て
る
た
り
丙
面
的
な
葛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　

藤
の
気
息
が
波
う
つ
て
る
た
り
し
て
、
そ
の
友
め
に
、
悠
揚
迫
ら
ざ
る
廣
が
り
の
世
界
を
も
形
成
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
西
行
の
ご
と
き
態
度
か
ら
は
眞
の
意
味
の
主
客
合
一
と
い
ふ
ご
と
き
境
地
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
で
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
て
　
　
　
　
　
こ
け
　
　
　
し
な
み
つ

う
。
例
へ
ば
、
囲
下
聞
閉
ぢ
し
氷
も
今
朝
は
解
け
初
め
て
苔
の
下
水
道
求
む
ら
む
」
の
歌
に
つ
い
て
見
る
と
隅
此
庭
掲
は
、
た
し
か
に
、

．
溜
雅
に
し
て
迫
ら
ざ
る
し
あ
べ
の
中
に
森
の
自
然
の
動
き
が
微
妙
に
あ
ら
は
れ
て
み
る
。
し
か
し
、
結
句
の
「
道
求
む
ら
む
」
は
作
者
の

槻
念
の
世
界
の
投
影
で
あ
っ
て
、
生
命
感
の
流
動
を
阻
ん
で
み
る
も
の
が
あ
る
事
を
認
め
な
い
わ
け
に
行
、
か
な
い
コ
更
に
、
勿
論
境
地
は

睡
じ
で
は
な
い
が
、
良
寛
の
歌
に
、
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
山
か
げ
の
織
蹄
を
つ
だ
ふ
都
鵬
の
か
す
か
に
わ
れ
、
は
す
み
わ
だ
る
か
も

の
ご
と
き
立
派
な
作
の
あ
る
事
を
想
起
ザ
る
と
、
西
行
が
「
尉
幽
閉
ぢ
七
」
の
歌
の
や
う
な
素
材
を
取
り
上
げ
な
が
ら
何
故
に
澄
み
入
る

事
を
し
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
事
に
想
到
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
至
る
。
が
、
そ
の
理
由
は
も
は
や
更
め
て
説
明
す
る
を
要
し
な
い
で
あ

ら
う
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

ダ

穐



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歪
　
、
、

　
か
う
し
た
西
行
の
世
界
を
い
み
じ
く
も
超
え
得
た
自
然
詩
人
は
芭
蕉
で
あ
っ
た
．

　
　
曽
　
＼
蔑
　
　
．
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
帝
　
　
　
　
　
監
島
　
’
　
　
　
　
　
＼

　
　
　
。
　
　
四
芭
蕉
の
世
界
鋳

　
芭
蕉
は
元
緑
四
年
の
「
嵯
峨
旧
記
」
の
四
月
二
十
嚇
二
口
の
條
に
次
の
や
う
に
書
い
て
ぬ
る
。
．

　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
奪
　
　
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漁
声
の
二
滋
ぱ

　
　
甘
二
臼
。
朝
の
間
雨
降
、
今
H
は
入
も
な
く
さ
び
し
き
ま
』
に
、
む
だ
書
し
て
遊
ぶ
。
其
詞
、

　　

@　
q
居
る
も
の
は
悲
し
み
を
募
じ
競
、
酒
辱
舅
の
し
み
を
響
し
、
馨
住
蓬
の
懸
を
あ
る
む
と
し
，

　
　
　
　
徒
然
に
住
す
る
も
の
ぼ
つ
れ
ん
＼
を
主
と
す
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
さ
び
し
さ
な
く
ば
う
か
ら
ま
し
ど
、
西
上
ん
の
よ
み
侍
る
は
ふ
さ
び
し
さ
を
主
な
る
べ
し
。
叉
よ
め
る
、
　
　
．

　
　
　
　
山
里
に
ご
に
ま
た
誰
を
よ
ぶ
こ
鳥
び
と
り
す
ま
ん
と
思
び
し
も
の
を

　
　
ひ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
省
や
う
せ
う
　
　
．
　
い
は
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん

　
　
猫
す
む
ほ
ど
お
も
し
ろ
き
は
な
し
ρ
長
囎
隙
士
の
口
、
客
は
牛
日
の
閑
を
得
れ
ば
．
主
猿
孚
澱
の
閑
を
う
し
な
ふ
と
。
｛
素
堂
此
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
　
　
　
　
　
象
　
冗
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

　
　
葉
を
常
に
あ
は
れ
む
、
予
も
叉
、

　
　
　
　
う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
・
．
か
ん
こ
，
鳥

　
　
と
は
、
あ
る
寺
に
猫
居
し
て
い
び
し
句
也
。

　
即
行
の
詠
じ
た
と
匝
ふ
「
さ
び
し
さ
な
く
ば
う
か
ら
ま
し
し
の
歌
は
、
「
山
家
集
」
に
見
え
る
．
「
訪
ふ
人
も
思
ひ
絶
え
た
る
山
里
の
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

し
さ
な
く
ば
蕾
み
憂
か
ら
ま
し
し
を
指
し
、
「
山
里
に
」
の
歌
竜
同
じ
く
騎
行
の
作
で
ハ
「
山
家
集
」
に
見
え
る
「
由
里
に
誰
を
ま
た
こ
は

撃
衡
と
り
の
み
こ
そ
讐
む
意
ふ
に
」
藷
し
て
み
る
。
芭
蕉
は
・
砦
峯
・
「
寂
し
清
に
鯵
「
寂
し
三
を
あ
る
じ
と

し
た
酉
行
の
心
を
昧
は
ひ
つ
つ
、
洞
℃
く
「
寂
し
さ
」
に
住
し
「
寂
し
さ
」
を
あ
る
じ
と
す
る
自
ら
の
生
活
を
反
省
し
、
更
に
．
西
行
の

・
「
山
里
に
」
の
歌
に
求
め
ち
れ
て
る
る
「
同
居
」
の
生
活
の
趣
を
禮
，
讃
し
て
、
臨
ら
の
「
同
居
し
の
句
を
示
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
㌧



　
　
　
訪
ふ
人
も
思
ぴ
絶
え
た
る
山
里
の
寂
し
ざ
な
く
ば
住
み
憂
か
ら
ま
し

　
　
　
憂
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
と
、
鳥

　
芭
蕉
の
「
「
憂
き
我
を
」
の
句
が
酉
行
の
「
訪
ふ
人
も
し
の
歌
を
路
ま
へ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
事
は
言
ふ
を
侯
た
な
い
。
し
か
し
、
此

の
こ
つ
の
詩
境
は
決
し
て
等
し
い
も
の
で
．
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
芭
蕉
は
「
孤
猫
」
の
「
寂
し
さ
」
に
住
し
て
上
行
の
「
寂
し
さ
し
に
仕
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

た
世
界
ど
等
し
い
も
の
の
や
う
に
言
ひ
、
西
行
の
歌
を
引
用
し
た
筆
の
勢
ぴ
を
承
け
「
予
も
嫁
し
と
言
っ
て
「
憂
き
我
を
」
の
句
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
る
じ

て
居
り
、
句
そ
の
も
の
も
酉
行
の
歌
を
蹴
ま
へ
て
は
み
る
。
が
、
酉
行
の
歌
が
・
「
寂
し
さ
」
に
住
し
て
「
寂
し
さ
」
を
主
と
し
つ
つ
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
じ

も
「
寂
し
さ
な
く
ば
」
と
反
省
し
て
「
憂
き
」
に
及
ん
で
み
る
の
忙
封
し
て
、
芭
蕉
の
句
は
、
　
「
憂
き
」
に
住
し
「
憂
費
」
を
主
と
し
た

と
て
う
に
立
っ
て
、
　
「
寂
し
さ
」
に
徹
し
た
い
心
で
「
か
ん
こ
鳥
」
に
呼
び
か
け
て
み
る
の
で
あ
る
の
西
行
の
「
憂
き
」
は
、
’
此
の
歌
の
．

場
合
．
現
下
に
其
虞
に
佳
し
て
る
な
い
、
す
で
に
脱
し
切
っ
て
み
る
筈
の
世
界
に
外
な
ら
な
い
に
七
て
も
、
彼
は
「
寂
し
さ
」
艇
徹
し
得

す
し
て
「
憂
き
」
畳
界
に
羅
び
心
を
返
し
て
み
る
．
し
か
る
に
、
芭
蕉
の
「
憂
き
し
は
現
實
に
住
し
て
噛
み
し
め
つ
つ
あ
る
心
で
あ
り
《

そ
の
航
に
立
っ
て
「
寂
し
さ
」
に
徹
し
て
行
か
う
と
す
る
境
地
で
あ
っ
た
，
し
か
も
内
　
「
寂
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
島
」
と
詠
じ
た
時
、
芭
、
、

蕉
の
心
は
「
憂
き
」
身
の
ま
ま
に
「
か
ん
こ
鳥
」
と
共
に
「
寂
爽
」
の
世
界
に
限
り
な
く
澄
み
入
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
．
也
蕉
の
「
寂
し
三
は
迷
て
「
澄
む
」
事
を
恐
れ
奮
後
を
ふ
り
か
翰
た
り
す
る
や
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
．
西
行
の
「
寂
し
さ
」
が
槻
念
と
し
て
そ
の
「
入
聞
」
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
に
晒
し
て
、
論
巴
蕉
の
「
寂
し
さ
」
が
そ
の

・
「
入
間
」
の
あ
る
が
ま
ま
の
心
の
上
に
「
澄
心
」
の
世
界
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
悔
と
言
ふ
相
違
で
も
あ
る
。
和

辻
哲
郎
博
士
は
か
つ
て
此
の
句
に
つ
い
て
「
『
憂
き
』
は
清
極
的
な
、
重
く
沈
ん
だ
心
で
す
が
、
『
寂
し
さ
』
鰍
積
極
的
な
、
無
限
を
懸
轟

胤
と
云
っ
た
様
な
逃
高
風
昇
る
心
で
す
。
こ
の
涯
別
を
ハ
ツ
キ
リ
と
心
得
て
、
自
然
の
内
の
深
い
『
寂
し
さ
』
を
強
く
か
み
し
め
て
み
た

芭
蕉
は
え
ら
い
と
思
ひ
ま
す
。
し
（
註
九
）
と
述
べ
ら
れ
た
が
」
私
は
以
上
の
や
う
に
親
て
來
て
か
う
し
た
解
織
に
自
然
に
從
ふ
事
が
出
來
る
、

二
六

、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
睾
二
七

’
》
芭
蕉
ぱ
元
肇
年
の
秋
一
・
、
す
七
難
後
の
年
の
鰍
に
有
名
な
次
の
句
を
遺
し
て
ゐ
．
⇔
。

　
　
　
　
此
め
・
道
や
製
行
べ
入
な
し
に
秋
の
、
慕
．
、
、

　
　
す
で
に
周
知
の
通
り
、
，
此
の
句
が
域
つ
た
時
に
ノ
　
　
　
　
，
．
臣
　
　
　
　
雪
、
　
儲

　
　
　
　
入
．
聲
　
や
　
此
　
の
　
道
　
か
　
へ
こ
る
秋
の
孔
暮
‘
　
　
、
　
　
　
　
　
　
「

　
の
句
も
成
っ
た
が
、
結
局
っ
此
の
這
や
」
の
句
の
方
を
遙
か
に
す
ぐ
れ
充
も
の
と
し
て
、
取
る
べ
き
事
に
定
ま
っ
た
の
だ
と
い
ふ
。
支
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
募
鱗
ど
　
　
　
　
　
　
、
’
．

　
の
「
笈
H
記
」
に
「
此
二
句
の
添
い
つ
れ
を
か
と
申
廻
れ
↓
に
、
こ
の
道
や
葎
ひ
と
な
し
に
と
猫
翻
し
た
る
所
貸
馬
か
そ
の
後
に
し
た
が

　
　
さ
ふ
ら
ほ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
ひ
候
律
と
て
、
是
に
、
所
思
と
い
ふ
題
を
つ
け
て
、
牛
歌
仙
侍
り
。
」
と
記
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
．
芭
蕉
の
心
に
は
「
人
聲
」
へ
の
「
懐

　
か
し
さ
」
（
註
δ
y
が
先
づ
動
い
た
の
で
あ
ら
う
噂
其
虞
に
「
入
盤
や
」
の
句
が
生
れ
た
の
で
あ
ち
う
．
し
か
し
さ
彼
の
心
の
深
奥
か
ら
破

　
を
衝
き
土
げ
て
る
た
も
の
は
彼
の
俳
譜
の
道
を
彼
以
外
に
は
つ
ぴ
に
行
く
人
も
な
い
と
い
ふ
徽
し
さ
で
あ
り
簿
そ
の
寂
し
さ
が
「
入
聲
」

・
に
よ
っ
て
混
獲
さ
れ
て
溢
珍
出
て
來
た
詔
其
々
に
「
此
の
遁
や
」
の
旬
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
私
に
は
」
此
庭
に
、
　
「
灘
浜
や
此
の
廼
か

べ
る
愁
暮
」
の
弱
齢
芒
の
け
三
寂
し
さ
の
極
み
に
覆
し
て
行
ぐ
芭
蕉
の
叫
び
蜜
語
の
衡
叢
垂
が
出
謬
る
や
う
な

　
氣
が
す
る
。
西
行
は
「
寂
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
叉
も
あ
れ
な
い
ほ
り
な
ち
べ
む
冬
の
墨
筆
」
と
詠
じ
て
「
人
懐
か
も
さ
し
に
低
難
し
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
が
ハ
芭
蕉
は
さ
う
し
た
「
寂
し
さ
」
を
の
り
こ
え
て
更
に
前
進
し
た
の
で
あ
る
、
此
の
相
違
は
西
行
の
「
訪
ふ
人
も
し
の
歌
之
芭
蕉
の
「
憂
、

　
き
我
聾
」
の
句
と
σ
相
違
に
も
相
通
す
る
も
の
だ
と
思
ふ
。
＝
加
藤
徽
邨
氏
は
、
「
此
の
遁
や
」
の
句
に
つ
い
て
、
「
芭
蕉
講
廃
し
（
麩
一
）
の

　
巾
に
．
「
『
所
思
』
．
と
題
し
て
こ
の
句
が
提
出
せ
ら
れ
た
時
は
、
も
う
純
粋
な
躍
然
の
厨
家
あ
み
で
は
な
い
、
心
申
に
『
此
の
道
守
を
俳
譜
の

　
湛
と
し
て
み
る
狐
猫
極
り
な
い
心
持
が
は
つ
ぎ
り
と
み
つ
め
ら
れ
て
る
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
夢
合
の
『
行
く
人
な
し
に
』
獄

　
道
路
を
た
ど
る
行
人
や
、
抽
象
的
な
人
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
く
、
　
『
此
の
道
』
に
眞
實
を
探
究
す
る
人
の
な
い
と
と
が
意
識
せ
ら
　
・

・
れ
で
る
る
の
で
あ
喝
。
」
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
が
、
総
じ
て
v
芭
蕉
の
句
に
は
、
・
形
而
上
的
な
も
の
が
多
分
に
あ
っ
て
、
さ
う
し
癒
黙
矯

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍗
　
　
　
　
㌔

〆



西
行
の
歌
の
世
界
に
甚
だ
近
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
酉
行
の
歌
の
そ
れ
は
、
軍
な
る
親
念
の
世
界
と
し
て
浮
き
あ
が
っ
て
行
く
傾
向

が
多
分
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
寂
七
さ
」
を
求
め
て
も
不
安
を
絆
ふ
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
姻
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
馬
．

芭
蕉
の
句
の
そ
れ
濾
、
自
ら
の
生
き
る
必
然
必
至
の
道
の
眞
實
に
蓮
な
っ
て
み
た
の
で
あ
っ
て
、
　
「
寂
し
さ
」
の
極
限
を
求
め
て
澄
み
入

ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
ふ
事
が
出
回
る
で
あ
ら
う
。
．
　
　
　
　
．
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
俘
．

　
し
か
し
、
芭
蕉
は
か
う
し
た
道
に
生
き
た
が
故
に
、
「
風
雅
の
誠
」
を
責
め
る
事
を
識
き
、
心
性
を
高
雅
な
ら
し
め
る
纂
と
「
私
意
」

を
離
れ
て
封
象
の
「
「
本
情
」
．
を
確
と
把
握
す
る
事
と
を
重
ん
じ
な
い
わ
け
に
行
か
な
か
っ
た
。
芭
蕉
、
の
や
う
な
世
界
に
あ
っ
て
は
、
眞
に

す
ぐ
れ
た
詩
は
心
に
形
而
上
的
な
も
の
の
眞
に
高
い
も
の
が
あ
っ
て
は
じ
あ
て
生
れ
る
の
で
あ
レ
．
又
、
そ
れ
は
封
象
の
筆
勢
と
心
の
眞

實
と
が
感
合
し
た
｝
顯
に
お
い
て
把
握
せ
ら
れ
る
時
に
の
み
い
き
い
ぎ
と
輝
き
出
て
來
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
し
ら
　
　
ぎ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
お
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　
　

　
　
　
白
菊
の
目
に
立
て
て
見
る
塵
も
な
し
・

　
芭
蕉
の
死
期
に
も
近
い
元
藤
七
雫
九
月
の
園
女
亭
の
會
に
示
さ
れ
た
此
の
句
に
つ
い
て
、
加
藤
徽
邨
氏
は
「
冷
光
を
放
つ
ま
で
の
念
力

の
籠
っ
た
凝
覗
」
．
と
「
内
奥
の
も
の
が
凄
い
ま
で
に
迫
っ
て
く
る
」
溝
澤
感
と
を
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
が
（
註
三
）
、
　
こ
れ
こ
そ
は
右
の
や

う
な
芭
蕉
の
世
界
か
ら
生
れ
た
ト
つ
の
頂
鮎
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
患
ふ
．
此
虞
ま
で
來
る
と
、
私
は
、
西
行
の
世
界
を
超
え

て
か
の
赤
人
の
高
潔
な
心
性
と
透
徹
し
た
凝
親
と
の
世
界
が
呼
態
し
て
み
る
事
を
は
っ
き
り
ど
感
じ
て
躍
る
。
　
し
か
も
、
　
芭
蕉
の
世
界

は
、
も
は
や
赤
入
の
世
界
で
は
な
く
、
あ
き
ら
か
に
西
行
の
世
界
を
通
過
し
、
い
つ
れ
の
世
界
を
も
自
ら
の
世
界
へ
の
傳
統
と
し
て
立
た

し
め
つ
つ
お
の
つ
か
ら
醇
乎
た
る
詩
境
を
完
賊
せ
し
め
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
　
9
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
・

　
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
づ

　
私
共
は
「
奥
の
細
道
」
の
「
閑
か
さ
や
」
の
句
の
境
地
の
ご
と
き
も
以
上
に
槻
て
來
た
や
う
な
芭
蕉
の
世
界
に
置
い
て
の
み
は
じ
ぬ
て
λ

正
し
い
理
愈
に
到
達
す
る
事
、
が
臨
　
來
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、

一
二
八

．’



二
九

　
　
松
’
風
や
・
軒
、
を
廻
っ
て
秋
暮
れ
’
ぬ
・

　
　
此
㌦
の
秋
卍
は
何
。
で
」
年
景
よ
る
雲
に
鳥
　
．
　
　
　
　
，
～

　
　
　
秋
　
深
　
き
　
隣
　
ば
何
．
を
、
、
す
る
・
人
　
ぞ
　
　
　
　

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
こ
轟
は
い
つ
れ
も
死
期
に
近
い
頃
の
芭
蕉
の
句
で
あ
る
が
、
q
誠
箕
」
「
か
ら
無
限
珍
「
寂
輿
」
へ
ど
澄
み
入
っ
て
行
っ
た
「
入
欄
し
・
の

記
録
に
外
な
む
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
ほ
且
り
「
族
に
お
の
れ
が
心
を
責
め
て
物
の
實
を
知
る
生
き
方
」
釜
ご
瓢
）
に
徹
し
て
ゆ
く
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
離
れ
て
ぽ
あ
り
得
な
，
か
っ
た
。
西
行
は
、
　
　
．
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
　
鐙

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ぐ

　
一
ね
が
は
く
は
躰
化
の
下
に
て
春
死
な
一
む
そ
の
き
さ
ら
、
ぎ
の
蜷
月
の
頃
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
，

と
詠
じ
た
が
、
芭
蕉
鳳
、
途
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ぐ

　
　
∴
籏
に
、
病
ん
で
夢
は
枯
・
野
を
か
け
廻
る

と
詠
じ
て
死
ん
．
で
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
硬

（
註
九
）

八
垂
○
）

へ
藁
一
）

（
註
三
）

「
（
註
曇
）

「
綾
芭
蕉
俳
句
研
究
」
　
内

嚢
雷
」
掲
載
の
能
勢
朝
次
博
士
の
琶
蕉
岱
論
評
馨
の
御
璽
参
照
。

「
芭
蕉
講
座
」
第
三
毬
。

同
右
．
　
　
二
．
　
　
・
、
・
．
・
　
　
．
♂
　
，
・
憲

「
逡
許
六
識
し
に
「
古
へ
よ
り
風
雅
に
情
あ
る
人
々
は
、
後
に
笈
を
か
げ
草
鮭
に
足
を
い
た
め
、
破
笠
に
霜
露
を
い
ど
ふ
て
、
を
の
れ
が

心
を
せ
め
て
、
物
の
實
を
し
る
箏
を
よ
ろ
こ
べ
り
」
と
あ
る
。
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（
一
九
四
八
、
五
、
　
輔
六
）
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