
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

蕪村の俳諧（一）

白井田, 敏雄
岡山県立天城中学校

https://doi.org/10.15017/10582

出版情報：九大國文學. 2, pp.1-30, 1931-10-05. 九大國文學研究會
バージョン：
権利関係：



（ ）

白
井
　
田

敏

雄

　
芭
蕉
蕪
村
二
家
に
翁
す
る
認
否
聖
書
の
起
伏
ば
．
今
日
に
造
ん
で
荷
ほ
わ
れ
わ
れ
の
周
園
に
聞
く
所
で
あ
る
．
既
の
事
は
、
蕉
村
二
家

が
、
如
何
に
相
異
な
る
世
界
を
持
っ
て
俳
講
史
上
に
輝
く
作
家
で
あ
る
か
を
有
力
に
語
っ
て
み
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
凡
そ
、
各
々
猫

自
の
世
界
を
持
つ
雨
作
家
を
拉
し
來
っ
て
、
一
に
與
す
る
の
故
に
他
に
許
す
に
吝
な
る
態
度
は
、
私
に
と
っ
て
、
全
く
謂
れ
な
き
事
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
多
く
の
作
家
を
眺
め
、
作
品
を
鑑
賞
し
て
ゆ
く
時
に
、
何
よ
り
の
恰
悦
を
齎
ら
し
て
呉
れ
る
も
の
は
、
個
々
の
作
品

に
よ
っ
て
個
々
に
示
さ
れ
る
多
彩
な
世
界
で
あ
り
、
個
々
の
作
家
に
依
っ
て
生
活
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
個
々
の
生
命
の
多
様
さ
で
あ
る
．

俳
譜
史
上
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
作
家
や
、
冷
遇
さ
れ
て
み
る
作
家
に
も
、
ま
っ
し
い
乍
ら
猫
自
的
な
る
も
の
を
課
し
て
み
る
筈
で
あ

る
。
私
は
謝
る
安
ら
か
な
飴
ぴ
な
し
に
是
等
の
作
品
を
見
る
事
は
出
來
な
い
。
若
し
同
一
．
色
に
塗
ウ
つ
ぶ
さ
れ
た
多
く
の
作
家
が
あ
る
と

し
た
ら
、
窯
業
そ
れ
等
が
、
如
何
に
卓
抜
な
る
地
歩
を
許
さ
れ
て
み
る
と
し
て
も
、
私
に
於
て
、
極
め
て
退
屈
な
る
存
在
で
し
か
な
い
。
’

　
斯
う
し
た
立
場
か
ら
眺
め
る
時
、
特
に
、
蕪
村
の
存
在
は
饒
か
な
る
興
趣
を
唆
．
り
、
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
來
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
’
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丁
融
自
在
な
る
俳
譜
の
道
を
生
活
し
た
芭
蕉
に
は
、
絡
に
受
生
の
本
望
を
實
現
し
た
事
の
、
静
か
な
喜
び
が
あ
っ
た
。
私
が
彼
の
作
品
を

眺
め
て
ゆ
く
時
に
、
私
の
心
を
浸
す
も
の
は
寓
彼
・
の
作
品
に
な
す
り
込
め
ら
れ
た
此
の
喜
び
で
あ
る
。
固
よ
り
彼
の
鋭
し
て
行
つ
距
世
界
．

は
大
い
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
が
今
回
に
於
て
は
、
是
が
解
澤
は
遍
く
ゆ
き
亘
っ
て
居
り
、
寧
ろ
、
群
議
衆
論
い
さ
さ
か
煩
を
加
ふ
る

観
が
な
い
で
も
な
い
。
欝
か
な
る
一
筋
の
道
を
歩
ん
で
行
っ
た
芭
蕉
に
渡
し
て
、
蕪
村
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
俳
人
蕪
村
の
胸
申
に
は
、

彼
に
と
っ
て
の
大
い
な
る
先
行
者
芭
蕉
へ
の
絶
え
ざ
る
憧
憬
が
あ
っ
た
。
・
と
同
時
に
苫
葺
に
於
て
は
、
彼
自
ら
の
賦
性
に
塗
擦
し
て
、
猫

自
の
俳
譜
を
成
就
し
よ
う
と
の
や
み
難
き
意
欲
が
あ
っ
た
。
此
の
二
律
背
反
的
な
相
克
の
、
瞼
愚
な
道
を
歩
み
乍
ら
も
、
蕪
村
は
覚
に
蕪

村
自
ら
の
世
界
を
開
拓
す
る
事
が
出
職
た
。
で
は
、
此
の
蕪
村
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
世
界
が
、
如
何
に
興
趣
を
繋
ぐ
に
足
り
、
軍
籍
な

意
味
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
就
て
は
、
た
穿
彼
蕪
村
の
作
品
に
撮
っ
て
論
ず
る
の
他
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
此
事
に
曲
れ
て

ゆ
く
前
に
、
序
論
的
に
、
一
こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
お
か
う
と
思
ふ
。

　
蕪
村
は
、
俳
譜
に
於
て
、
緯
欝
に
於
て
、
共
に
史
上
に
一
時
期
を
劃
す
る
作
家
で
あ
っ
た
。
蕪
村
の
藝
術
を
論
ず
る
と
な
ら
ば
、
固
よ

り
其
の
雷
俳
爾
遣
に
亘
っ
て
、
縦
横
の
考
籔
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ひ
美
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
色
彩
に
衷
現
の
具
を
借

り
よ
う
と
、
言
語
に
之
を
求
め
よ
う
と
、
作
者
の
感
得
し
た
美
の
本
質
に
於
て
、
さ
し
た
る
動
を
が
あ
ら
う
と
は
思
は
れ
な
い
。
只
、
前
’

者
の
場
合
が
、
よ
り
具
象
的
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
が
よ
り
象
徴
的
で
あ
る
と
い
ふ
に
過
さ
な
い
。
從
っ
て
、
蕪
村
の
俳
号
を
解
節
す
る

に
方
っ
て
も
、
其
の
馬
験
を
顧
み
な
い
事
は
、
明
か
に
盤
面
的
な
繁
り
を
謬
れ
難
い
で
あ
ら
う
。
と
い
ふ
や
う
な
事
が
云
は
れ
る
か
も
知

れ
な
い
。
け
れ
ど
も
私
は
巽
ひ
窺
い
、
紬
書
は
あ
く
迄
も
給
嵩
で
あ
っ
て
、
所
詮
、
毒
筆
で
な
あ
り
得
な
い
、
と
。
俳
人
と
し
て
の
蕪
村

の
曇
り
な
き
資
質
は
た
讐
彼
の
俳
書
上
の
作
品
に
依
っ
て
の
み
眺
め
る
事
が
野
芝
る
。
概
念
的
な
言
ひ
方
を
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
絡
書
に

離8



於
て
看
取
し
得
る
美
の
世
界
は
、
彼
の
俳
譜
の
世
界
に
も
通
ふ
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
爲
に
、
俳
譜
の
鑑
賞
に
於

て
も
細
…
書
を
願
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
に
は
な
ら
な
い
。
盛
ん
や
、
諭
…
書
よ
り
得
起
つ
た
概
念
を
以
て
俳
諮
に
臨
ま
う
と
す
る
の

は
、
明
か
に
一
種
の
方
便
的
な
機
械
論
的
な
見
解
か
ら
脆
し
て
は
み
な
い
と
思
ふ
。

　
蕪
村
の
生
涯
に
賦
し
て
は
、
未
だ
に
疑
問
符
の
ま
レ
に
淺
さ
れ
て
る
る
部
分
が
多
く
、
到
底
そ
の
方
面
に
於
て
の
わ
れ
わ
れ
の
期
待
に

添
ひ
難
い
も
の
が
あ
る
。
俳
人
蕪
村
の
面
目
を
全
ぎ
姿
に
於
て
把
握
せ
ん
が
爲
に
は
、
彼
の
全
き
面
心
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
恥
、
と

云
ふ
主
張
が
聞
か
れ
る
が
、
私
は
與
し
難
い
。
云
ふ
迄
も
な
く
、
蕪
村
が
歩
ん
で
行
っ
た
長
い
生
涯
の
雷
管
閲
歴
は
、
私
に
と
っ
て
も
、
深

い
心
血
を
與
へ
る
し
、
止
み
難
い
興
味
の
封
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蕪
村
に
は
果
し
て
如
何
な
る
血
が
受
講
が
れ
て
る
た
の
で
あ
ら

う
か
。
彼
自
ら
の
人
格
を
築
き
上
げ
る
爲
に
は
、
如
何
な
る
蓮
命
が
伸
つ
た
か
、
又
如
何
な
る
偶
然
性
が
彼
を
苦
し
め
た
の
で
あ
ら
う
か
、

斯
う
し
た
彼
の
足
跡
を
険
な
く
尋
ね
求
め
る
と
い
ふ
事
は
、
或
は
軍
な
る
知
的
興
味
の
事
象
と
の
み
は
言
へ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
斯
う
し
た
事
實
を
、
如
何
に
委
曲
を
溶
し
て
知
悉
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
蕪
村
の
俳
譜
を
鑑
賞
し
た
事
に
は
な
ら
な
い
。
藝

術
は
人
格
の
反
映
で
あ
り
、
生
活
上
の
事
實
も
ま
た
野
畑
化
さ
れ
た
人
格
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
そ
れ
故
に
、
蕪
村
俳
譜
の
鑑
賞
の
上
に
も
、

傳
記
的
知
識
が
顧
み
ち
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
事
に
は
な
ら
な
い
。
況
ん
や
傅
記
的
知
識
を
携
へ
て
俳
論
の
鑑
賞
に
臨
ま
ん
と
す
る
が

如
き
は
、
亦
一
種
の
方
便
的
な
機
械
論
的
な
見
解
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
蕪
村
が
生
き
た
の
は
、
享
保
か
ら
天
明
に
亘
る
六
十
八
年
で
あ
っ
た
。
此
の
間
に
於
て
、
蕪
村
の
周
團
に
如
何
な
る
黒
影
が
動
い
て
行

っ
た
か
。
如
何
な
る
思
想
が
支
払
を
支
配
し
て
み
た
か
。
文
學
的
に
如
何
な
る
思
潮
が
隆
替
し
た
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
等
と
蕪
村
諸
等

と
の
聞
に
如
何
な
る
交
渉
が
見
ら
れ
る
か
。
漢
詩
文
と
の
間
に
は
如
何
な
る
程
度
の
關
係
が
存
す
る
か
。
等
々
の
事
實
を
糟
細
に
聖
心
す
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四

る
に
非
ざ
れ
ば
、
ま
た
蕪
村
俳
譜
は
論
じ
難
い
、
と
い
ふ
見
解
が
逸
り
且
々
聞
か
れ
る
所
で
あ
る
。
斯
る
立
場
も
、
私
は
一
議
に
は
讃
し

難
い
と
思
ふ
。
蕪
村
俳
譜
に
影
響
し
た
あ
ら
ゆ
る
時
代
的
知
識
が
野
業
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
蕪
村
俳
諮
の
本
質
を
動
か
す
幾
許
の
灌

威
が
有
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
俳
人
蕪
村
の
生
命
の
曇
り
な
き
相
は
、
た
穿
其
の
右
記
上
の
作
品
に
倹
つ
事
に
依
っ
て
の
み
眺
め
る
事
が
出
隠
る
。
言
ふ
迄
も
な
く
、

蕪
村
の
俳
譜
上
の
作
品
は
、
蕪
村
自
ら
の
俳
人
性
の
所
産
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
更
に
云
は
穿
、
蕪
村
自
ら
の
晶
晶
を
規
定
す
る
も

の
は
、
蕪
村
に
は
た
ら
い
た
純
粋
意
志
で
あ
っ
た
。
蕪
村
俳
譜
に
取
入
れ
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
、
此
の
純
輝
意
志
を
通
し
て
構
成
せ

ら
れ
た
蕪
村
三
聖
の
理
念
の
世
界
の
も
の
、
冷
翻
な
意
志
的
形
式
に
於
て
せ
ち
れ
た
も
の
と
は
、
自
ら
世
界
を
異
に
し
て
み
る
筈
で
あ

る
。
蕪
村
の
周
園
に
難
い
所
の
、
當
時
の
丈
離
上
の
思
潮
や
、
作
風
や
、
其
他
あ
ら
ゆ
る
時
代
的
事
象
、
そ
れ
等
が
蕪
村
の
作
晶
に
取
入

れ
ら
れ
て
み
る
と
し
て
も
、
右
の
如
く
に
世
界
を
異
に
し
て
眺
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
意
志
的
形
式
以
上
の
、
純
緯
慧
志
に
倹
っ

て
實
現
せ
ら
れ
た
俳
人
蕪
村
の
生
命
で
あ
る
故
に
、
】
句
々
々
に
は
個
々
の
生
命
が
賦
與
せ
ら
れ
、
過
去
の
一
句
は
俳
人
蕪
村
の
過
去
の

生
命
淺
骸
で
あ
る
。
俳
人
蕪
村
の
新
し
を
生
命
よ
り
之
を
ふ
り
返
っ
た
時
、
蕪
村
に
と
っ
て
、
己
が
淺
骸
に
も
亦
鑑
賞
上
の
三
聖
が
愚
ぜ

ら
れ
た
で
あ
ら
う
し
、
反
感
や
不
快
が
感
ぜ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
斯
う
し
て
實
現
せ
ら
れ
た
一
句
々
々
を
、
即
ち
、
蕪
村
の
受
業
性
の
不

断
の
活
動
と
進
展
の
跡
を
精
細
に
辿
る
事
に
依
っ
て
、
俳
人
蕪
村
の
曇
り
な
き
相
が
眺
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
又
、
こ
玉
に
て

．
於
て
、
既
述
し
た
所
の
機
械
論
的
な
、
方
便
的
な
見
解
の
無
用
な
事
も
了
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
干
瓢
を
俳
諮
に
極
限
し
て
蕪
村
を
解

澤
す
る
事
も
、
俳
人
蕪
村
の
本
質
を
規
定
す
る
に
方
っ
て
特
に
、
試
み
ら
る
べ
き
筈
の
問
題
で
あ
る
。

　
私
は
、
斯
く
て
、
あ
く
迄
も
本
質
に
即
し
て
蕪
村
俳
譜
を
語
ち
う
と
思
ふ
。
蕪
村
の
多
く
の
作
晶
に
、
親
和
の
手
を
さ
し
伸
べ
な
け
れ

脚



ぼ
な
ら
な
い
。
清
潔
な
る
感
情
と
、
新
鮮
な
る
感
官
と
を
傾
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
享
受
さ
る
」
愉
快
と
満
足
と
虹
色
と
「

が
、
必
ず
し
も
蕪
村
を
動
か
し
た
所
の
も
の
に
通
ふ
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
私
に
於
て
關
歯
す
る
所
で
は
な
い
。
私
は
、
私

の
眼
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
た
る
所
に
就
て
語
る
の
他
は
な
い
で
あ
ら
う
。

一

　
蕪
村
の
俳
諮
は
、
一
に
彼
の
俳
譜
性
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
其
の
俳
言
性
を
透
し
て
の
み
俳
人
蕪
村
の
二
相
を
把
握
し
得
る

の
で
あ
る
し
、
’
叉
斯
う
し
た
態
度
で
私
が
蕪
村
に
臨
ま
う
と
し
て
み
る
事
は
巳
に
忍
べ
て
來
た
。
こ
玉
に
於
て
、
淺
ざ
れ
て
み
る
今
一
つ

の
問
題
に
通
れ
て
お
か
う
と
思
ふ
。
そ
れ
は
、
彼
蕪
村
が
、
俳
諮
に
蜀
し
て
如
何
な
る
考
へ
を
有
っ
て
み
た
か
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
更
に

云
は
ミ
意
志
的
形
式
に
於
て
、
蕪
村
に
依
珍
眺
め
ら
れ
た
る
終
講
如
何
の
問
題
で
あ
る
。
．
即
ち
彼
の
俳
聖
観
、
俳
論
に
就
で
の
検
討
で

あ
る
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
俳
論
は
俳
譜
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
」
蕪
村
総
譜
を
解
聾
す
る
に
あ
た
っ
て
、
’
何
等
か
の
準
備
的
な
問
題
が

あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
彼
の
俳
論
で
あ
ら
う
。
蓋
し
是
は
、
彼
の
俳
譜
の
素
地
を
最
も
直
接
的
に
語
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
俳

譜
へ
の
識
見
抱
負
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
■
凡
そ
、
自
己
の
描
け
る
理
想
と
歯
黒
上
の
作
品
と
が
大
き
い
隔
り
を
見
せ
て
み
る

と
い
ふ
事
は
作
家
と
し
て
淋
し
い
事
に
違
ひ
な
い
し
、
．
斯
る
事
は
屡
々
あ
り
勝
な
事
で
あ
る
。
自
己
の
俳
譜
上
の
識
見
と
實
際
作
晶
と
の

乖
離
に
就
て
は
、
作
家
的
修
練
の
未
熟
や
、
本
然
的
な
自
己
の
俳
聖
性
の
動
き
や
、
其
他
様
々
な
理
由
が
考
へ
ら
焦
る
で
あ
ら
う
。
そ
し

て
叉
斯
く
考
へ
る
に
到
っ
て
、
俳
論
な
ど
を
検
討
す
る
事
の
迂
愚
な
る
に
思
ひ
到
ら
ぬ
で
も
な
い
が
、
併
し
乍
ら
、
前
項
に
叙
べ
た
や
う

な
輩
な
る
作
品
を
続
る
外
的
事
情
と
同
一
．
列
に
考
へ
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
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に
眺
め
ら
れ
た
か
、
そ
し
て
又
、
蕪
村
が
目
標
と
し
た
俳
譜
の
世
界
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
就
て
の
、
凡
そ
の
輪
廓
が
浮
ん
で
曲

る
や
う
に
思
ふ
。

　
安
永
五
年
、
一
音
法
師
著
す
所
の
「
寂
栗
」
に
序
し
た
．
一
文
に
於
て
蕪
村
は
「
は
せ
を
の
翁
の
の
給
び
け
む
、
こ
と
は
は
僅
俗
に
ち
か

き
も
、
こ
腹
ろ
は
向
上
の
】
路
に
遊
ふ
へ
し
と
そ
。
こ
れ
や
一
貫
の
を
し
へ
に
し
て
、
千
古
の
確
言
な
る
を
や
。
し
と
弐
ひ
、
更
に
叉
「
ま

と
と
に
蕉
門
の
蕊
奥
は
此
ふ
み
に
と
玉
ま
り
て
、
他
に
も
と
む
へ
き
こ
と
は
あ
ら
し
か
し
。
世
人
さ
ひ
と
い
ふ
は
さ
ひ
し
き
を
い
ひ
、
し

を
り
と
は
琳
句
の
な
よ
ら
か
な
る
を
い
ふ
と
の
み
こ
玉
ろ
う
る
は
、
ひ
か
こ
と
に
や
侍
ん
。
冒
を
も
て
疑
う
る
こ
と
か
た
し
．
意
を
も
て

さ
と
す
へ
き
こ
と
に
こ
そ
。
さ
れ
は
其
玄
妙
を
了
解
し
た
る
と
ち
む
か
ひ
か
た
ら
ん
に
・
は
、
老
の
ま
さ
に
い
た
る
を
も
し
ら
す
、
の
ち
の

世
の
一
大
事
を
も
わ
す
る
エ
は
か
り
う
れ
し
き
わ
さ
に
な
ん
侍
れ
。
」
と
も
語
っ
て
み
る
。
蕪
村
が
、
蕉
門
の
、
さ
び
、
し
を
り
、
を
ば
大

い
な
る
憧
憬
を
以
て
眺
め
て
み
た
事
な
、
此
の
」
一
文
で
見
て
も
明
瞭
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
さ
て
興
の
、
さ
び
、
し
を
り
、
を
果
し
て

如
何
に
解
麗
し
た
の
で
あ
ら
う
か
と
、
右
の
】
文
が
．
意
味
す
る
所
を
穿
盤
し
た
と
こ
ろ
で
、
道
れ
だ
け
で
は
到
底
明
確
な
概
念
は
探
り
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

な
い
。
私
は
こ
玉
に
、
右
の
漢
然
と
し
た
剛
文
か
、
ら
、
二
様
の
推
断
的
な
答
を
得
て
お
か
う
と
思
ふ
。
即
ち
、
　
一
は
、
假
令
明
瞭
な
表
現

を
取
り
得
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
蕪
村
の
心
に
於
て
は
、
か
の
風
雅
に
徹
し
た
芭
蕉
の
世
界
が
納
得
さ
れ
て
み
た
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
芭

蕉
俳
詣
に
下
し
て
下
す
や
う
な
解
繹
を
以
て
、
凡
そ
は
臨
ん
で
み
た
の
で
あ
ら
う
。
．
と
い
ふ
こ
と
。
他
は
、
芭
蕉
の
風
雅
に
徹
し
た
世
界

に
封
っ
て
、
之
を
逃
詩
的
に
、
牛
面
的
に
解
益
し
て
み
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
固
よ
り
右
の
一
文
は
頗
る
漠
然
と
し

て
み
る
が
、
蕪
村
の
心
中
何
等
か
の
解
樺
の
方
向
は
定
ま
っ
て
み
た
筈
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
此
の
二
様
の
推
断
が
示
す
方
向
の
何

れ
か
で
あ
っ
た
と
見
て
お
く
の
外
は
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
蕪
村
　
の
俳
譜
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山
ハ

・
こ
監
に
私
は
芭
蕉
の
そ
れ
と
關
蓮
的
に
蕪
村
の
見
解
を
眺
め
る
事
に
し
暑
い
。
さ
う
す
る
事
が
、
彼
の
特
性
を
浮
ば
せ
る
に
有
意
義
で
］
鵬

あ
り
便
宜
的
で
も
あ
る
。

　
扱
て
、
蕪
村
は
彼
に
と
っ
て
の
大
い
な
る
先
行
者
芭
蕉
を
如
何
に
眺
め
た
の
で
あ
ら
う
か
。
子
規
は
其
の
「
俳
人
蕪
村
」
の
末
頁
に
於
て

『
蕪
村
は
年
盛
句
選
の
蹟
に
て
其
角
、
洗
雪
、
素
堂
、
去
來
、
鬼
貫
を
五
子
と
稻
し
、
春
泥
集
の
序
に
て
其
角
、
嵐
雪
、
素
堂
、
鬼
貫
を

四
老
と
聾
す
。
中
に
も
蕪
村
は
其
角
を
推
し
た
ら
ん
と
鍋
ゆ
、
」
「
其
角
ほ
俳
申
の
李
青
蓮
と
呼
れ
た
る
も
の
也
」
と
い
ひ
「
讃
む
た
び
に

あ
か
す
畳
ゆ
、
是
其
角
が
ま
さ
れ
る
所
也
」
と
も
い
へ
り
。
七
か
も
共
映
窯
を
學
げ
て
「
其
集
も
閲
す
る
に
大
か
た
解
し
難
き
句
の
み
に
て

よ
き
と
思
ふ
句
は
ま
れ
く
な
り
」
と
い
ひ
「
百
千
の
句
の
う
ち
に
て
め
で
た
し
と
聞
ゆ
る
は
二
十
句
に
足
ら
す
畳
ゆ
」
と
評
せ
り
。
自
己

が
唯
二
の
俳
人
と
崇
め
た
る
其
角
の
句
を
許
し
て
佳
什
二
十
首
に
上
ら
す
と
い
ふ
、
見
る
べ
し
蕪
村
の
眼
中
に
古
人
な
ぎ
を
。
其
五
子
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

稻
し
野
老
と
零
す
、
圃
よ
り
比
較
的
の
張
芝
に
し
て
、
芭
蕉
の
俳
句
と
い
へ
ど
も
其
一
笑
を
博
す
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
な
ら
ん
。
蕪
村
の
眼

高
き
と
と
此
の
如
く
、
手
腕
亦
之
に
副
ふ
。
而
し
て
後
に
俳
壇
の
革
命
は
成
れ
り
。
』
と
叙
ぺ
て
る
る
。
子
規
の
此
の
一
途
的
な
蕪
村
へ

の
讃
蹉
に
就
て
は
、
一
概
に
論
じ
去
り
難
い
鷲
の
を
其
の
動
機
に
於
て
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
此
の
讃
辮
の
決
し
て
當
を
得
た

も
の
で
は
な
い
事
は
、
蕪
村
の
真
読
を
一
通
り
渉
猟
す
る
事
に
依
っ
て
容
易
に
認
識
し
得
る
所
で
あ
る
。
荷
叉
、
是
に
劉
し
て
は
、
先
年
・

小
宮
豊
隆
氏
に
よ
つ
て
精
密
な
反
駁
が
試
み
ら
れ
た
と
，
記
憶
し
て
み
る
。
從
っ
て
私
は
筆
墨
即
ち
、
蕪
村
に
と
っ
て
芭
蕉
は
決
し
て
一
笑

を
博
す
る
程
度
の
も
の
で
な
く
、
始
絡
芭
蕉
へ
の
憧
憬
追
慕
の
情
を
以
て
溢
し
た
事
に
澄
し
て
は
繰
返
し
賜
べ
よ
う
と
は
思
は
な
い
．
芭

蕉
二
黒
に
於
て
、
其
の
門
人
達
の
間
に
も
旺
々
な
る
解
灘
が
下
さ
れ
て
み
る
所
の
さ
び
、
し
を
り
、
の
読
を
蕪
村
は
如
何
に
解
繹
し
て
み

た
の
で
あ
ら
う
か
、
之
に
就
て
の
蕪
村
の
読
を
聞
く
事
が
出
題
る
な
ら
ば
、
憧
憬
追
慕
措
か
ざ
り
し
芭
蕉
の
相
が
蕪
村
に
依
っ
て
如
何



　
　
　
　
　
九
大
國
丈
學
　
　
第
二
號
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
八

　
そ
こ
で
更
に
進
ん
で
、
翌
安
永
六
年
「
春
泥
句
集
」
に
序
し
た
蕪
村
の
鴇
文
に
就
て
見
よ
う
。
此
一
文
は
か
ね
て
蕪
村
が
門
下
の
諸
子

と
野
早
し
た
事
を
号
し
た
「
受
忍
茗
話
」
・
か
ら
再
冒
し
た
旨
蕪
村
自
ら
曇
っ
て
み
る
か
ら
、
安
永
六
年
に
成
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
自

ら
之
を
再
悪
し
て
序
と
す
る
所
よ
り
し
て
、
し
か
く
翌
年
の
彼
の
見
解
と
背
馳
し
た
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
し
て
見
れ
ば
、
　
「
夜
孚
茗

話
」
に
執
筆
平
時
か
ら
、
當
年
に
か
け
て
、
す
っ
と
永
く
蕪
村
の
心
を
領
し
て
み
た
見
解
で
あ
る
と
も
受
取
れ
る
講
で
あ
る
。
と
に
か
く

之
に
見
る
に
「
俳
話
は
俗
語
を
企
て
俗
を
震
る
ム
を
街
ふ
、
俗
を
離
れ
て
俗
を
用
ゆ
、
離
俗
ノ
法
最
か
た
し
己
と
宏
ひ
、
又
「
書
家
．
に

去
俗
論
あ
り
、
目
、
欝
去
当
無
他
法
、
多
讃
書
意
雲
雀
逆
意
上
書
誤
俗
之
氣
下
降
夷
、
學
者
警
語
栃
哉
。
そ
れ
欝
の
俗
を
去
た
庵
、
筆
を

投
し
て
書
を
話
し
む
。
聯
詩
と
俳
書
と
、
・
何
の
暑
し
と
す
る
事
あ
払
ん
や
。
」
と
云
ひ
、
更
に
又
コ
其
角
を
尋
ね
、
嵐
雪
を
訪
ひ
、
素
堂

を
偶
ひ
鬼
貫
に
件
ふ
。
目
々
、
此
四
老
に
肥
し
て
、
は
っ
か
に
市
城
名
利
の
域
を
離
れ
、
林
園
に
遊
ひ
山
水
に
う
た
け
し
、
酒
を
酌
て
談
笑

し
、
句
を
得
る
こ
と
は
專
ラ
不
用
意
を
貴
ふ
。
動
了
す
る
事
日
々
、
忌
日
又
青
星
に
會
す
、
幽
賞
雅
懐
は
し
め
の
こ
と
七
。
眼
を
撃
て
苦

吟
・
し
、
句
を
得
て
眼
を
開
く
。
忽
四
望
の
所
在
を
失
す
。
し
ら
す
い
つ
れ
の
と
こ
ろ
に
仙
化
し
去
る
や
、
悦
A
「
し
て
一
人
自
そ
ム
。
時
に

花
香
風
に
和
し
、
月
光
水
に
浮
ふ
。
是
子
か
俳
譜
の
境
也
。
」
と
論
い
て
る
る
。
蕪
村
は
先
に
「
五
衰
」
の
序
に
於
て
、
言
葉
は
聖
俗
に

近
い
が
心
は
向
上
の
”
路
に
遊
ぶ
の
が
俳
譜
だ
、
と
轟
い
た
芭
蕉
の
言
を
、
千
古
の
確
言
と
し
て
み
た
。
此
の
芭
蕉
の
腎
は
、
蕪
村
に
依
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も
　
　
も

る
と
、
俗
語
を
用
ひ
て
俗
を
離
れ
る
、
と
い
ふ
事
に
な
る
ら
し
い
が
、
併
し
、
こ
玉
に
云
ふ
離
れ
る
と
い
ふ
一
語
が
如
何
な
る
意
味
を
意

味
し
て
み
る
か
讐
明
か
で
な
い
。
け
れ
ど
も
次
に
読
か
れ
て
る
る
、
欝
家
の
表
俗
論
の
一
條
が
、
可
な
り
此
の
疑
問
を
明
か
に
し
て
呉
れ

る
や
う
に
見
え
る
。
即
ち
、
心
を
絶
え
ず
詩
的
鑑
賞
の
世
界
に
浸
す
事
に
依
っ
て
、
世
俗
の
氣
を
放
下
せ
よ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
常
に
俗

界
が
ら
逃
避
し
名
利
の
域
よ
り
游
離
す
る
事
に
よ
り
己
が
心
を
美
化
せ
よ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
蕪
村
の
書
志
へ
の
道
で
あ
り
、
斯

麟



し
て
浮
び
來
る
美
的
な
心
境
を
逸
す
る
事
な
ぐ
「
專
ラ
不
用
意
に
」
作
り
な
さ
れ
た
も
の
即
ち
蕪
村
俳
譜
で
あ
っ
た
。

　
と
玉
に
於
て
、
先
に
學
げ
て
お
い
た
、
二
様
の
推
断
的
な
答
を
顧
み
る
時
は
ど
ケ
で
あ
ら
う
か
。
先
の
推
断
の
後
者
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
．

が
芭
蕉
五
平
に
下
さ
う
と
す
る
解
繹
よ
り
は
、
寧
ろ
、
逃
避
的
な
、
牛
市
的
な
解
澤
を
芭
蕉
母
上
に
謝
し
て
持
し
て
み
た
も
の
義
如
ぐ
、

所
詮
先
σ
第
二
の
推
断
に
傾
か
ざ
る
を
得
な
い
と
思
ふ
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
玉
に
叉
斯
う
し
た
事
が
言
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
「
空
拝
」
の
序
に
於
て
は
只
蕪
村
が
さ
び
、
し
を
り
、
に
就
て
述

べ
た
も
の
、
　
「
春
泥
句
集
」
の
序
に
て
は
、
蕪
村
自
ら
が
考
へ
を
披
上
し
た
も
の
で
、
爾
者
を
“
列
に
蕪
村
の
芭
蕉
俳
豊
野
と
す
る
は
如

何
と
。
が
轟
之
に
獲
て
は
既
に
少
し
く
遜
れ
て
お
い
た
通
り
、
芭
蕉
の
世
界
か
ら
蔵
然
と
分
離
し
た
蕪
村
の
階
隠
槻
は
到
底
考
ふ
べ
く
竜

な
い
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
の
偉
大
な
る
先
行
者
芭
蕉
の
世
界
に
憧
擬
し
、
ひ
た
す
ら
之
に
追
随
し
た
蕪
村
で
あ
っ
た
事
は
蔽
ひ
難
い

事
實
で
あ
る
。
芭
蕉
へ
の
復
蹄
を
理
想
と
し
た
蕪
村
の
俳
譜
上
の
言
読
は
、
と
り
も
直
さ
す
、
彼
の
芭
蕉
俳
乱
撃
で
あ
っ
た
事
に
何
等
の

疑
ひ
も
な
い
筈
で
あ
る
。
事
實
、
此
の
去
俗
論
を
覆
む
時
は
、
芭
蕉
が
「
笈
の
小
文
」
に
馨
し
た
一
文
を
思
ひ
あ
は
さ
す
に
は
み
ら
れ
な

い
。
　
（
此
事
は
小
宮
豊
隆
氏
も
既
に
ふ
れ
て
ゐ
ら
れ
た
か
に
記
憶
す
る
）
申
に
も
、
　
「
見
る
所
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
露
な
し
、
思
ふ
所
月

に
あ
ら
す
と
い
ふ
歪
な
し
。
思
ひ
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
長
秋
に
ひ
と
し
、
心
花
に
あ
ら
ざ
る
時
は
鳥
獣
に
類
ひ
す
。
夷
秋
を
出
、
鳥
獣
を

離
れ
て
、
造
化
に
し
た
が
ひ
、
造
化
に
か
へ
れ
と
な
り
。
」
と
い
ふ
一
文
は
、
蕪
村
の
離
俗
論
の
母
胎
の
や
う
に
思
へ
る
。
去
ふ
ま
で
も

な
く
、
此
・
の
一
文
の
意
味
す
る
所
は
決
し
て
、
蕪
村
に
依
っ
て
見
ら
れ
た
如
く
一
面
的
に
受
取
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
さ
び
、

し
を
り
、
を
ぱ
逃
避
的
に
牛
面
的
に
眺
め
た
蕪
村
が
、
「
笈
の
小
文
」
の
一
丈
を
斯
く
解
樺
す
る
事
に
、
何
の
不
自
然
も
感
じ
ら
れ
な

い
。
　
「
句
を
得
る
こ
と
は
專
ラ
不
用
意
を
貴
ふ
。
」
．
と
述
べ
て
み
る
が
、
私
は
何
と
な
く
芭
蕉
の
、
氣
さ
を
、
心
頭
、
の
読
即
「
氣
さ
き
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う
　
　
う
　
　
カ
　
　
も
　
　
で

を
以
て
無
分
別
に
零
す
べ
し
心
頭
に
落
す
べ
か
ら
す
。
」
（
柿
晋
問
答
）
を
思
ひ
耕
す
。
逆
読
が
、
ま
た
蕪
村
に
響
い
て
不
用
意
の
読
と
な

っ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
氣
さ
ぎ
を
以
て
無
分
別
に
作
せ
よ
と
い
ふ
芭
蕉
の
見
解
は
、
更
に
く
端
的
な
彊
烈
さ
を
以
て
見
直
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
意
味
の
も
の
で
あ
ら
う
が
、
こ
玉
に
は
只
、
蕪
村
の
芭
蕉
俳
無
量
を
、
よ
り
明
か
に
す
る
意
味
か
ら
興
味
深
く
思
ふ
。

　
蕪
村
に
依
っ
て
眺
め
ら
れ
た
芭
蕉
俳
号
は
V
斯
く
し
て
、
ひ
た
す
ら
な
る
世
俗
的
な
る
も
の
か
ら
，
の
離
晩
に
よ
っ
て
睡
蓮
し
得
る
無
可

有
郷
で
あ
っ
た
。
あ
や
し
く
も
美
し
い
美
の
殿
堂
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
之
が
よ
り
多
く
蕪
村
猫
糞
の
金
鋸
の
世
界
を
語
る
も
の
で
あ
る

や
う
に
思
は
れ
る
。
と
い
ふ
皐
は
、
以
上
の
蕪
村
の
言
論
を
通
し
て
、
凡
そ
誤
り
な
き
も
の
で
あ
ら
う
し
、
街
又
是
を
支
持
す
る
に
足
る

蕪
村
の
言
葉
は
、
他
に
求
む
る
に
難
く
は
な
い
。
「
取
句
法
」
に
は
、
「
知
俳
譜
図
大
道
無
他
。
囎
月
韓
紅
使
遊
心
於
塵
望
外
常
友
蕉
翁

其
嵐
等
流
亜
專
以
脆
俗
筆
爲
最
。
」
と
論
い
て
る
る
し
又
、
ご
見
形
文
嘉
に
次
の
如
き
事
が
記
さ
れ
て
み
る
由
で
あ
る
。
「
今
こ
と
く

く
其
繁
を
省
き
疎
を
荷
ふ
、
翌
朝
蕉
門
の
一
憂
。
」
而
し
て
之
に
添
へ
た
路
景
宛
尺
贋
の
添
書
に
、
　
「
蕉
門
の
流
行
ま
す
く
さ
び
し
を

b
’
を
伺
ふ
是
則
薔
家
に
云
ふ
繁
を
省
き
疎
を
尚
ふ
も
の
と
痒
き
を
一
に
す
」
と
述
べ
て
み
る
。
暮
雨
巷
の
句
に
脇
を
つ
い
だ
僻
に
於
て

は
、
　
「
よ
み
曳
る
に
悲
テ
批
也
、
よ
く
老
杜
か
妙
境
に
人
レ
リ
、
乏
し
て
五
七
、
よ
く
蕉
翁
の
幽
懐
を
さ
く
れ
り
ご
と
言
っ
て
み
る
。

ま
だ
之
等
の
外
に
徴
す
べ
き
も
の
は
あ
る
が
、
こ
、
に
其
の
要
を
認
め
ぬ
故
に
省
く
。
わ
れ
わ
れ
の
見
る
芭
蕉
と
、
蕪
村
の
見
た
芭
蕉
と

は
、
要
す
る
に
、
同
一
の
世
界
に
は
許
し
難
い
。
言
を
換
へ
る
な
ら
、
芭
蕉
俳
譜
と
蕪
村
俳
譜
と
、
雨
者
は
各
々
面
白
の
世
界
を
有
っ
て

み
た
と
い
ふ
事
は
、
以
上
を
以
て
明
断
さ
れ
て
い
玉
と
思
ふ
。

こ
妻
妾
て
、
更
に
；
の
問
票
浮
ん
棊
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
即
ち
、
蕪
村
蓬
三
遠
な
る
世
界
重
り
乍
ら
、
糞
な
る

解
繹
を
俳
譜
に
持
し
乍
ら
、
自
ら
そ
の
相
異
な
る
事
を
認
識
し
得
す
に
絡
直
し
た
か
。
自
ら
持
す
る
見
解
が
、
自
ら
實
現
す
る
俳
譜
が
、

1お



正
し
く
芭
蕉
の
そ
れ
に
通
ふ
も
の
な
る
を
信
じ
て
、
心
中
何
の
疑
惧
を
も
抱
か
な
か
っ
た
か
。
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
安
永
二
年
に
、
蕪

村
が
蔦
蔓
に
遣
し
た
と
い
ふ
尺
膿
が
残
さ
れ
て
み
る
。
之
に
於
て
、
蕪
村
は
次
の
や
う
に
書
選
っ
て
み
る
事
が
見
ら
れ
る
。
　
「
拙
老
は
い

か
い
は
敢
て
芭
蕉
遺
糞
風
を
直
ち
に
擬
候
に
も
無
益
、
傷
心
の
適
す
る
に
随
き
の
ふ
に
け
ふ
に
風
調
も
遽
ひ
候
を
相
樂
み
、
尤
ヘ
ン
瞬
ヤ

ク
か
馨
を
施
し
候
檬
に
所
々
に
而
氣
格
を
蓮
へ
候
事
に
御
座
候
。
此
た
び
の
は
い
か
い
も
愚
眞
面
目
の
所
に
は
無
御
座
候
。
賢
兄
實
に
は

い
か
い
の
伯
樂
此
所
御
玉
磁
器
被
下
襲
。
」
此
の
蕪
村
の
言
葉
は
、
　
一
面
に
於
て
、
如
何
に
彼
が
芯
蕉
俳
譜
に
離
心
を
有
っ
て
み
た
か
を
・

有
力
に
物
語
っ
て
み
る
。
と
同
時
に
、
又
一
面
で
は
、
芭
蕉
俳
譜
と
は
離
れ
た
蕪
村
濁
自
の
俳
風
を
主
張
し
て
み
る
。
尤
も
此
の
手
紙
の

性
質
上
、
殊
更
蕪
村
俳
譜
の
巻
藁
と
特
異
性
と
を
、
尾
張
な
る
曉
豪
に
示
し
言
い
心
持
も
あ
っ
た
ら
う
。
と
も
あ
れ
、
蕪
村
の
心
の
一
隅
、

に
は
、
蕪
村
猫
自
の
世
界
を
自
平
し
、
此
の
世
界
に
佳
し
且
之
を
援
漏
し
て
行
き
た
い
欲
求
の
動
き
初
め
て
み
る
事
を
、
此
一
文
に
発
て

認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
．
尚
ほ
、
と
れ
よ
わ
約
十
年
後
、
蕪
村
は
花
鳥
篇
に
て
雪
ふ
「
お
の
れ
か
こ
玉
ろ
さ
し
賎
随
に
し
て
、
寂
し
を
り
を
も

は
ら
と
せ
ん
よ
り
は
、
流
麗
に
句
を
つ
く
り
出
さ
む
人
こ
そ
こ
玉
う
に
く
け
れ
。
か
の
伏
波
將
軍
か
老
當
釜
肚
と
い
へ
る
そ
、
よ
う
つ
の

道
に
わ
た
り
て
、
致
を
一
に
す
へ
し
。
古
市
河
栢
鑓
今
の
中
む
ら
慶
子
な
と
は
、
よ
く
そ
の
道
理
を
わ
き
ま
へ
し
り
て
、
と
し
～
～
に
優

伎
の
は
な
や
か
な
る
は
、
ま
こ
と
に
堪
能
の
輩
と
云
へ
し
。
」
此
の
一
文
に
於
て
も
、
全
く
前
と
同
一
の
事
が
言
は
れ
る
と
思
ふ
。
た
讐
、

さ
す
が
に
彼
が
他
界
の
前
年
、
前
の
文
と
は
十
年
の
後
で
あ
る
だ
け
に
、
自
著
の
世
界
が
影
堂
の
明
瞭
さ
を
加
へ
て
る
る
事
は
看
過
し
難

い
で
あ
ら
う
。
爾
．
々
併
せ
見
る
に
、
蕪
村
の
晩
年
士
数
年
の
間
に
は
、
．
蕪
村
が
從
來
自
己
露
な
解
繹
を
下
し
て
追
随
し
て
み
た
芭
蕉
の
世

”
界
が
、
漸
く
自
己
の
描
け
る
世
界
と
相
異
な
る
も
の
な
る
こ
と
を
蝿
り
初
め
、
一
面
自
己
の
世
界
の
圓
熟
と
共
に
、
眞
直
に
自
己
の
帯
留

へ
の
大
道
を
歩
み
綬
け
よ
う
と
の
自
畳
が
、
開
け
つ
蕊
あ
っ
た
事
を
明
か
に
語
っ
て
み
る
。
こ
エ
に
於
て
、
然
ら
ば
、
芭
蕉
の
世
界
と
異
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な
る
を
畳
つ
た
蕪
村
は
、
芭
蕉
を
捨
て
玉
自
己
に
還
っ
た
か
と
い
ふ
に
、
必
ず
し
も
さ
う
で
は
な
か
っ
た
。
右
に
雪
げ
た
二
丈
で
も
分
る

通
り
、
一
面
に
於
て
は
や
み
難
い
芭
蕉
へ
の
奪
信
を
示
し
て
み
る
し
、
几
董
の
「
か
ら
垂
葉
」
に
よ
る
と
、
　
「
か
う
や
う
の
病
に
二
つ
＆

も
、
好
子
道
の
わ
り
な
く
て
、
句
案
に
わ
た
ら
ん
と
す
る
に
、
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
な
ど
い
へ
る
妙
境
．
及
ぶ
べ
し
と
も
畳
え
す
。
さ

れ
ば
蕉
翁
の
豪
傑
な
る
事
噛
今
は
た
感
に
堪
ざ
る
は
」
と
嘆
じ
た
事
が
語
ら
れ
て
み
る
。
蕪
村
は
、
芭
蕉
と
自
己
と
、
遠
く
離
れ
た
世
界

に
画
す
る
事
を
自
知
し
初
め
て
か
ら
も
、
樹
ほ
芭
蕉
の
世
界
へ
の
憧
憬
は
持
し
績
け
て
る
た
。
こ
玉
に
芭
蕉
の
世
界
に
封
ず
る
蕪
村
言
霊

の
世
界
の
自
畳
は
、
同
時
に
、
芭
蕉
俳
諮
へ
の
蕪
村
の
全
的
な
解
繹
を
意
味
す
る
事
に
も
な
る
筈
で
あ
る
が
、
，
併
し
蕪
村
が
果
し
て
わ
れ

わ
れ
の
満
足
す
る
や
う
な
解
澤
の
下
に
芭
蕉
の
世
界
か
ら
離
れ
て
自
白
の
世
界
に
還
り
、
自
巳
の
世
界
か
ら
更
に
薪
に
芭
蕉
の
世
界
に
向

っ
て
憧
憬
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
此
の
漫
は
甚
だ
明
瞭
で
ば
な
い
。
が
恐
ら
く
は
先
に
學
げ
た
や
う
な
、
逃
避
的
な
、
立
面
的
な
解
…
樺
を

持
ち
浸
け
て
み
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
た
サ
芭
蕉
の
、
あ
の
風
雅
に
徹
し
た
世
界
、
面
杖
】
鉢
に
命
を
む
す
ぶ
評
点
行
脚
の
境
涯
を
ぱ

逃
遜
に
徹
し
、
牛
面
に
徹
し
た
も
の
と
見
て
、
・
到
底
自
己
の
及
び
難
い
も
の
の
や
う
に
思
ひ
、
然
る
が
故
に
や
み
難
い
憧
憬
を
持
し
置
け

た
の
で
は
な
い
か
。
追
う
て
及
ば
ぬ
も
の
を
邉
ひ
績
け
る
よ
り
は
、
ぼ
し
い
ま
玉
な
る
自
己
の
世
界
に
安
配
す
る
薯
が
、
蕪
村
に
と
っ
て

遙
か
に
恰
適
な
、
愉
快
な
世
界
で
あ
っ
た
に
蓮
ひ
な
い
。
追
う
て
及
ば
ぬ
世
界
を
實
現
し
た
も
の
故
に
、
芭
蕉
俳
譜
は
、
何
故
か
蕪
村
の

氣
持
に
そ
ぐ
は
ぬ
う
ら
み
が
あ
っ
た
。
凡
そ
斯
う
し
た
境
涯
、
斯
う
し
た
世
界
に
相
封
卜
す
る
境
涯
に
生
き
、
相
濫
立
す
る
世
界
に
佳
し

た
き
本
然
を
持
っ
て
る
た
の
が
蕪
村
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
如
く
考
へ
て
來
て
、
こ
玉
に
思
ひ
あ
は
さ
れ
る
の
は
、
蕪
村
の
蕩
落
自
由
の
見
解
で
あ
る
。
蕪
村
は
元
來
が
跣
宕
不
覇
の
人
で

あ
っ
た
ら
し
い
事
は
其
の
俳
君
上
の
言
醗
を
通
し
て
明
か
で
あ
る
。
安
永
三
年
置
「
む
か
し
を
今
」
に
序
し
た
文
に
は
「
夫
俳
譜
の
み
ち
’



や
・
か
な
ら
す
師
の
句
法
に
泥
む
へ
か
ら
す
、
時
に
蝕
し
時
に
化
し
、
忽
焉
と
し
て
前
後
相
か
へ
り
み
ざ
る
か
こ
と
く
有
へ
し
と
そ
。
予

此
一
棒
下
に
頓
悟
し
て
、
や
玉
は
い
か
い
の
自
在
を
し
れ
り
。
さ
れ
は
今
我
門
に
し
め
す
と
こ
ろ
は
、
阿
隻
の
爆
落
な
る
語
勢
に
な
ら
は

す
・
も
は
ら
蕉
翁
の
さ
脅
し
ほ
り
を
し
た
ひ
．
い
に
し
へ
に
か
へ
さ
ん
こ
と
を
お
も
ふ
己
と
述
べ
て
み
る
。
蕪
村
が
そ
の
昔
、
巴
人
に

師
事
し
て
み
た
頃
、
か
の
石
町
夜
孚
亭
に
於
て
巴
人
か
ら
示
さ
れ
た
所
を
、
釜
山
追
懐
し
て
み
る
所
に
見
て
、
彼
が
嘉
落
自
由
の
見
解
に

就
て
は
、
深
く
巴
人
に
敏
へ
ら
る
工
所
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
い
ふ
事
は
、
蕪
村
の
中
に
び
そ
む
根
本
的
な
る
脇
の
が
、
如
何
に
力
張
く

巴
人
に
依
っ
て
啓
磯
さ
れ
た
か
と
い
ふ
事
に
他
な
ら
な
い
。
斯
う
し
て
蕪
村
は
己
が
内
な
る
此
傾
向
を
助
長
し
、
且
つ
之
に
導
か
れ
て
、

絡
に
抜
き
難
い
信
念
に
迄
高
め
て
み
た
と
も
思
は
れ
る
。
先
に
翠
げ
た
安
永
六
年
の
「
春
泥
句
集
」
の
序
に
於
て
、
蕪
村
は
叉
斯
う
戴
い

て
み
る
。
　
「
或
日
又
，
問
、
い
に
し
ゑ
よ
の
俳
藷
の
数
家
各
々
門
戸
を
分
ち
、
風
調
を
異
に
す
、
い
つ
れ
の
門
よ
り
し
て
鰍
、
其
堂
奥
を
う

か
玉
は
ん
や
。
四
日
、
俳
譜
に
門
戸
な
し
、
只
是
俳
詣
門
と
い
ふ
を
以
テ
門
と
す
。
又
是
叢
論
日
、
諸
名
家
不
分
離
平
戸
、
門
戸
自
在
其

中
。
俳
講
又
か
く
の
こ
と
し
、
諸
流
を
饗
し
て
し
れ
を
一
嚢
中
に
貯
へ
、
．
み
つ
か
ら
其
よ
き
も
の
を
撰
ひ
、
用
に
随
て
出
す
。
唯
自
已
ノ

胸
遍
い
か
ん
と
顧
る
の
外
気
の
法
な
し
。
」
蕪
村
の
俳
諮
修
行
上
の
態
度
は
實
に
此
の
言
葉
に
羅
き
て
み
る
。
取
っ
て
以
て
已
が
向
上
に
資
．

す
る
爲
に
は
一
切
を
沸
せ
す
、
然
る
が
被
に
一
切
に
執
す
る
所
な
く
、
頼
む
と
こ
ろ
は
只
自
己
の
内
な
る
も
の
で
あ
り
、
希
ふ
と
こ
ろ
ば
只

是
を
育
み
高
め
る
事
で
あ
っ
た
。
極
言
す
る
な
ら
娯
、
蕪
村
に
と
っ
て
一
切
は
師
で
あ
り
、
。
一
切
は
搬
ら
な
い
笑
話
を
持
っ
て
る
た
。
か

の
「
取
句
法
」
に
於
て
「
註
一
角
之
豪
肚
。
嵐
雪
之
竜
華
。
去
善
悪
眞
卒
。
素
堂
之
酒
落
各
可
法
。
・
学
林
支
藩
難
句
格
巨
富
各
々
爲
一
家
。

亦
有
下
取
者
。
」
と
説
い
て
み
る
の
も
此
の
信
念
の
現
れ
で
あ
り
、
俳
中
の
李
青
蓮
と
推
賞
し
た
其
角
に
就
て
す
ら
、
「
大
か
た
解
し
か

た
き
句
の
み
に
て
、
よ
き
と
お
も
ふ
句
は
ま
れ
く
な
り
。
」
．
「
百
千
の
句
の
う
ち
、
め
て
た
し
と
聞
ゆ
る
は
二
．
十
島
に
た
ら
す
畳
ゆ
。
」

　
　
　
　
　
蕪
村
の
俳
讃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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一
四

（
新
花
摘
）
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
（
亦
斯
う
し
た
立
場
か
ら
眺
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
爆
げ
た
や
う
な
子
規
の
言
葉

は
、
蕪
村
へ
の
一
面
的
な
見
方
か
ら
出
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
　
「
月
の
御
句
朱
雀
鬼
お
も
し
ろ
く
承
り
出
撃
、
尋
常
の
事
は
お
か
し
か
ら

す
・
候
。
」
と
断
じ
、
「
ぱ
さ
と
云
響
き
置
傘
二
取
合
よ
ろ
し
き
欺
と
藩
候
。
何
昌
も
せ
よ
人
の
ぜ
ぬ
警
士
て
候
。
」
（
何
れ
も
几
董
宛
尺
断
）
と

嬉
し
が
る
の
は
、
要
す
る
に
、
一
切
を
師
と
し
て
己
が
内
な
る
も
の
を
高
め
て
ゆ
か
う
と
す
る
の
蕪
村
の
理
学
の
鮭
り
と
見
る
べ
き
で
あ

ら
う
。
先
に
學
げ
た
暁
籔
宛
の
手
紙
に
於
て
蕪
村
の
蓮
べ
た
言
葉
適
、
安
永
九
年
「
俳
講
桃
李
」
に
序
し
て
、
「
央
俳
譜
の
活
蓮
な
る
や
、

實
に
流
行
有
て
實
に
流
行
な
し
。
た
と
は
ム
一
．
史
上
に
添
て
、
入
を
追
ふ
て
走
る
か
こ
と
し
。
先
ン
す
る
も
の
却
τ
後
れ
た
る
も
の
を
追

ふ
に
似
た
り
。
流
朽
の
先
後
何
を
以
て
わ
か
つ
へ
け
む
や
。
た
玉
日
々
に
お
の
れ
か
胸
懐
を
う
つ
し
出
て
、
け
ふ
は
け
ふ
の
は
い
か
い
に

し
て
、
翌
は
又
あ
す
の
俳
譜
也
。
」
と
語
っ
て
み
る
の
も
、
等
し
く
彼
の
信
念
が
言
は
せ
た
自
然
の
雷
読
で
あ
る
と
思
ふ
，
で
、
若
し
斯

う
し
た
心
持
、
斯
う
し
た
信
念
が
」
翌
冬
に
推
し
進
め
ら
れ
、
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
し
た
時
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
行
き
つ
く
所
は
蕪
村

の
所
謂
自
得
の
俳
諮
の
世
界
で
あ
り
、
俳
譜
最
高
の
領
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
其
塵
に
は
、
其
角
も
嵐
雪
も
素
堂
も
去
來
も

鬼
貫
も
、
は
た
何
れ
の
世
界
も
、
既
に
強
暴
さ
れ
零
し
た
、
到
ら
ぬ
事
遠
き
世
界
と
な
る
筈
で
あ
る
。
大
先
人
芭
蕉
の
世
界
に
就
て
も
同

じ
事
が
言
は
れ
る
。
だ
が
、
天
は
蕪
村
に
假
す
に
十
分
な
る
齢
を
以
て
せ
す
、
深
い
な
げ
き
の
中
に
去
っ
て
行
っ
た
。
只
彼
が
此
の
藝
復

的
意
欲
の
幾
分
を
實
現
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
は
云
へ
、
此
の
彼
の
歩
み
の
跡
は
、
私
を
し
て
右
の
や
う
な
事
を
言
は
し
む
る
に
足
る
も

の
で
あ
っ
た
。
蕪
村
は
芭
蕉
の
世
界
に
封
っ
て
、
曾
池
憧
憬
を
持
ち
績
け
は
し
た
け
れ
ど
、
既
に
、
先
に
遊
げ
た
や
う
な
、
芭
蕉
の
世
界

に
面
立
的
な
言
葉
を
放
た
す
に
る
ら
れ
な
か
っ
た
ど
い
ふ
事
は
、
や
が
て
、
蕪
村
の
斯
う
し
た
進
畏
の
過
程
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
思

ふ
。
蕪
村
が
如
何
な
る
程
度
に
芭
蕉
の
世
界
を
解
議
し
て
み
た
か
は
、
結
局
明
瞭
に
し
難
い
事
で
あ
る
が
、
芭
蕉
俳
譜
の
世
界
へ
の
愈
信

鞠



は
臨
絡
ま
で
離
れ
な
か
っ
た
の
は
否
み
難
い
。
け
れ
ど
も
、
叉
｝
面
、
以
上
述
べ
撃
つ
た
如
き
妙
齢
自
由
の
態
度
、
彼
の
根
本
的
信
念
の

擾
充
さ
れ
ゆ
く
と
こ
ろ
を
望
み
見
る
時
に
、
先
に
塞
げ
た
や
う
な
心
持
が
蕪
村
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
の
は
、
画
然
の
過
程
で
、
何
等
異
と

す
る
に
足
ら
ぬ
と
思
ふ
。
之
を
要
す
る
に
、
蕪
村
は
、
恐
ら
く
跣
宕
不
覇
と
見
ら
れ
る
ま
で
に
、
自
己
の
希
求
す
る
俳
譜
の
世
界
の
探
求

欲
を
秘
め
、
之
が
實
現
過
程
に
於
て
、
藻
落
自
由
な
態
度
を
持
し
て
み
た
。
其
角
に
堅
し
、
嵐
雪
に
塗
し
、
素
堂
、
去
來
、
鬼
貫
、
其
他

凡
て
に
歯
し
。
そ
し
て
又
芭
蕉
に
薄
し
て
も
。
只
併
し
乍
ら
、
芭
蕉
の
世
界
は
蕪
村
に
と
っ
て
、
未
だ
遽
く
及
び
難
い
も
の
玉
如
く
思
は

れ
た
。
と
い
ふ
意
味
は
、
恐
ら
く
は
、
芭
蕉
0
あ
の
羅
馬
餌
塵
の
愁
か
ら
徹
底
的
に
離
脆
し
た
か
の
如
き
境
涯
に
即
し
た
、
即
ち
逃
避
に

徹
し
た
と
い
ふ
意
馬
に
於
て
で
は
あ
ら
う
が
、
絡
始
憧
憬
を
持
ち
導
け
た
と
見
る
外
は
な
い
。
と
は
云
へ
、
其
の
芭
蕉
に
写
し
て
す
ら
、

晩
年
に
臨
む
に
つ
れ
、
可
な
り
著
し
く
自
己
の
世
界
の
主
張
を
向
け
初
め
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。

三

　
蕪
村
が
界
雷
上
の
識
見
の
程
は
、
以
上
の
如
く
辿
る
事
に
よ
っ
て
、
略
記
之
を
明
に
し
得
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
此
の
識
見
を
、
蕪
村

は
作
晶
の
上
に
於
て
如
何
に
實
現
し
得
た
で
あ
ら
う
か
。
芭
蕉
の
俳
講
は
》
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
幾
度
か
の
攣
風
が
考
へ
ち
れ
る
の
で
あ

る
が
沸
蕪
村
に
在
っ
て
は
、
圃
よ
り
時
代
的
に
其
の
圓
熟
の
程
度
に
幾
分
の
差
異
は
認
め
得
る
も
、
蕪
村
軍
国
の
本
領
は
、
馬
繋
攣
る
所

が
な
か
っ
た
と
い
ふ
に
不
可
は
な
い
で
み
ら
う
。
而
も
そ
の
大
部
分
の
獲
句
並
に
連
句
は
彼
が
晩
年
即
ち
俳
人
蕪
村
の
最
も
圓
熟
せ
る
時

代
に
重
て
の
作
口
㎜
で
あ
っ
た
。
從
つ
τ
蕪
村
の
俳
諮
を
鑑
賞
吟
味
す
る
迄
あ
た
っ
て
、
年
代
的
に
作
品
を
考
媛
す
る
事
は
、
殆
ん
ど
そ
の

要
を
認
め
難
く
、
凡
そ
一
律
に
之
を
取
扱
ふ
事
に
よ
っ
て
俳
人
蕪
村
の
面
貌
を
窺
っ
て
い
玉
章
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
蕪
村
の
俳
譜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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先
づ
襲
句
に
就
て
見
る
に
、
’
蕪
村
が
作
句
の
上
に
於
て
、
甚
ぐ
芭
蕉
に
追
随
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
。
，
「
夕
か
ら
す
秋
の
あ
は
れ
を
告
に

け
り
」
の
句
境
は
、
芭
蕉
の
「
枯
杖
に
烏
の
と
ま
夢
け
り
秋
の
暮
し
か
ら
通
う
て
居
り
、
　
「
辛
崎
の
朧
い
く
つ
そ
報
謝
の
海
」
は
≒
唐
崎

の
松
は
花
よ
り
朧
に
て
」
を
ふ
ま
へ
て
み
る
。
　
「
春
惜
し
む
宿
や
あ
ふ
み
の
置
火
燵
」
は
直
ち
に
芭
蕉
の
「
行
春
を
近
江
の
人
と
温
み
け

る
」
．
を
思
は
せ
る
し
、
　
「
晶
出
に
き
ぬ
た
う
て
今
は
叉
止
ミ
子
」
を
詰
む
時
自
ら
思
ひ
浮
ぶ
の
は
、
芭
蕉
の
「
砧
う
つ
で
我
に
き
か
せ
よ

や
坊
が
妻
」
で
あ
り
「
う
き
我
を
淋
し
が
ら
せ
よ
閑
古
鳥
」
で
あ
る
。
一
々
こ
玉
に
摘
出
の
要
を
認
め
ぬ
が
、
蕪
村
の
稜
句
を
通
覧
す
る

時
、
そ
の
句
境
に
去
て
、
叉
そ
の
格
調
に
於
て
、
或
は
芭
蕉
の
句
を
ふ
ま
へ
、
或
は
芭
蕉
に
教
へ
ら
れ
た
と
思
は
れ
る
も
の
極
め
で
多

く
、
芭
蕉
雑
費
の
遺
著
な
る
に
氣
つ
く
の
で
あ
る
。
固
よ
り
斯
う
し
た
見
方
に
立
つ
時
は
、
芭
蕉
以
外
に
他
の
多
く
の
俳
人
の
投
影
を
蕪

村
の
句
の
上
に
認
め
な
い
諜
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
就
中
芭
蕉
の
影
響
の
尤
繋
る
事
も
亦
否
み
難
い
事
業
で
あ
る
。
だ
が
併
し
、
芭
蕉
か
ら

ヒ
ン
ト
を
奪
ひ
、
句
法
絡
調
を
學
ん
だ
事
そ
れ
自
身
よ
り
も
、
斯
く
し
て
實
現
さ
れ
た
句
の
償
値
如
何
が
、
寧
ろ
問
題
と
さ
る
べ
き
で

あ
ら
う
が
、
由
來
、
斯
う
し
た
場
合
の
作
品
に
、
却
て
薪
鮮
な
語
呂
を
見
出
す
事
の
至
難
な
事
は
、
過
去
の
様
々
な
文
學
作
晶
が
わ
れ
わ

れ
に
教
へ
て
る
る
。
蕪
村
の
場
合
に
於
て
も
、
蕪
村
の
依
詳
し
た
芭
蕉
の
句
の
便
値
を
う
す
め
る
に
足
る
程
の
も
の
は
絶
無
と
去
ひ
た
い
σ

蕪
村
の
褒
句
に
於
て
芭
蕉
廻
顧
の
論
著
な
幾
多
の
句
は
、
恐
ら
く
菰
芭
蕉
に
追
随
せ
ん
と
し
た
事
實
の
故
、
に
、
そ
の
贋
値
の
大
牛
は
減
殺

さ
る
べ
き
も
の
が
多
い
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
、
蕪
村
自
ら
は
此
の
事
を
如
何
に
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
．
既
述
の
如
く
、
蕪
村
は

芭
蕉
を
追
慕
．
し
、
・
芭
蕉
俳
譜
の
再
現
を
以
て
理
想
と
し
た
事
が
蔽
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
る
以
上
、
蕪
村
の
俳
譜
に
芭
蕉
の
影
響
が
濃

厚
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
等
異
と
す
る
に
は
足
ら
な
い
。
殊
に
叉
、
己
が
俳
譜
の
向
上
の
爲
に
は
一
切
の
門
戸
を
認
め
す
、
点
く
先
人
に

畢
ぶ
所
あ
ら
む
と
し
、
中
に
も
、
芭
蕉
は
諸
家
を
包
括
す
る
も
の
と
考
へ
、
己
が
俳
譜
の
最
高
の
指
導
者
と
考
へ
て
る
た
蕪
村
で
あ
っ

1翻



た
。
芭
蕉
に
倣
は
ん
と
し
た
の
も
當
に
然
る
べ
き
事
で
あ
ら
う
。
　
「
し
く
る
曳
や
我
も
古
人
の
夜
に
似
た
る
」
「
門
を
出
れ
ば
我
も
行
人

秋
の
く
れ
」
蕪
村
の
心
の
一
面
に
は
、
古
人
へ
け
追
随
に
、
何
と
は
な
き
喜
び
が
動
い
て
み
た
や
う
に
も
思
は
れ
る
σ
事
實
、
蕪
村
の
句

に
は
、
右
に
述
べ
た
や
う
な
芭
蕉
模
倣
の
跡
を
明
か
に
句
画
に
と
穿
め
た
債
値
の
う
す
い
も
の
以
外
に
、
格
調
は
あ
く
迄
も
蕪
村
風
で
あ

り
乍
ら
、
飴
情
に
於
て
、
賑
々
と
芭
蕉
俳
譜
の
心
に
通
う
て
み
る
と
思
は
れ
る
も
の
が
甚
だ
多
い
。

戸負鮎雁わ行春
にまく行り・春の

夜
．

　
　
　
や

り
な
し

行
　
て

く
　
れ

ま
　
し

に
　
犬

に
　
奪
き
御
所
を
守

　
撰
　
者
　
を
　
恨
　
む
‘

　
や
つ
は
め
集
つ
く
る

門
　
田
　
も
遠
く
　
お
　
も

て
　
よ
ら
　
て
　
過
行
夜

き
　
角
　
力
　
を
　
寝
　
物

の
　
疲
　
か
　
へ
　
る
　
昔

や語口は塔寄身
冬かのるののか

斯
う
し
た
川
開
の
句
を
拾
へ
ば
欲
し
い
数
に
の
ぼ
る
に
違
ひ
な
い
が
、

な主前玉門な籠
一
々
こ
玉
に
摘
出
の
要
を
認
め
ぬ
。
と
も
あ
れ
、
蕉
風
の
再
現

を
以
て
理
想
と
し
た
蕪
村
の
一
面
を
首
肯
せ
し
む
る
も
の
で
あ
り
、
渾
然
た
る
格
調
と
相
盛
っ
て
、
蕪
村
風
の
一
班
を
語
る
に
足
る
も
の

で
あ
ら
う
が
、
未
だ
蕪
村
風
の
本
領
を
以
て
許
し
難
い
と
思
ふ
。
蕪
村
が
、
斯
る
境
地
以
上
に
出
で
す
、
何
等
か
．
の
意
味
に
於
て
蕉
風
模

倣
者
と
し
て
の
蕪
村
を
示
す
に
止
ま
っ
て
み
た
と
す
れ
ば
、
．
蕪
村
は
、
或
は
雑
な
る
蕉
門
ρ
徒
と
し
て
蜜
語
史
上
に
名
を
と
讐
め
た
か
も

知
れ
な
い
が
凸
異
色
あ
る
俳
風
を
以
て
一
時
期
を
劃
す
る
な
ど
い
ふ
事
は
到
底
望
み
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
事
も
、
極
め
て
見
易
い
と
こ

　
　
　
　
　
蕪
村
の
俳
誰
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一
八

ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
蕪
村
は
既
遊
の
如
く
、
俳
人
と
し
て
の
意
欲
に
於
て
も
、
決
し
て
絡
始
不
攣
の
忠
實
な
る
芭
蕉
追
随
者
で
は
な
か
．
餌

づ
た
し
、
作
品
の
上
に
顧
て
も
亦
芭
蕉
と
は
異
な
る
俳
譜
性
を
賦
與
さ
れ
た
壁
書
で
あ
っ
た
。
寧
ろ
芭
蕉
と
は
葉
箒
的
な
世
界
に
住
す
る

作
家
で
あ
っ
た
と
去
っ
て
い
玉
の
で
あ
る
。
以
下
順
を
　
う
て
此
の
顯
に
以
れ
て
ゆ
か
う
と
思
ふ
。
蕪
村
の
獲
伺
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
見

ら
る
玉
特
異
性
は
、
先
づ
一
一
つ
の
大
き
な
範
瞬
に
片
づ
け
る
事
が
出
託
る
。

第

類
知
豊
的
な
る
も
の

　
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
言
語
そ
れ
自
身
は
知
畳
的
に
倣
荒
聖
値
で
あ
る
が
、
句
に
取
入
れ
ら
れ
距
表
象
が
鑑
賞
者
の
想
像
を
刺
戟
し
て
明

瞭
な
る
印
象
を
描
か
し
む
る
鮎
に
於
て
即
自
的
な
る
が
故
に
、
斯
く
稻
す
る
が
最
も
適
業
で
あ
る
。
即
ち
、
或
は
青
畳
に
訴
へ
、
或
は
聴

畳
…
を
動
か
し
、
時
に
は
之
等
が
互
に
渾
融
し
、
叉
時
に
は
更
に
捕
捉
し
難
い
墜
畳
を
伴
ひ
、
專
ら
官
能
の
世
界
に
外
書
を
染
出
す
事
に
よ

っ
て
特
殊
な
美
を
實
現
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
春
雨
や
も
の
が
た
り
ゆ
く
簑
と
傘

　
　
　
　
夕
風
や
水
青
鷺
の
脛
を
う
っ

　
　
　
　
揮
に
團
扇
さ
し
距
る
亭
主
か
な

の
如
き
】
類
の
句
は
、
正
に
此
の
傾
向
を
代
表
す
る
も
の
と
云
へ
る
と
思
ふ
が
、
さ
す
が
に
、
覗
量
的
な
句
が
数
に
於
て
最
多
い
や
う
で

あ
る
。
聴
畳
的
な
も
の
を
求
め
て
も
、

　
　
　
　
時
鳥
號
珀
の
玉
を
な
ら
し
行



　
　
　
　
4
め
．
は
遽
く
も
聞
ゆ
か
は
　
つ
か
な

　
　
　
　
月
今
脊
め
く
ら
突
當
り
笑
ひ
け
診

な
ど
其
藪
も
な
か
一
少
く
は
な
い
。
が
、
然
ら
ば
斯
う
し
た
句
を
以
て
、
何
故
に
私
が
蕪
村
風
…
俳
譜
の
本
領
と
し
て
許
す
か
、
此
勲
に

就
て
少
し
く
述
べ
．
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
凡
そ
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
・
わ
れ
ノ
＼
・
が
美
の
世
界
を
味
識
し
つ
」
あ
る
時
に
は
、
わ
れ
く
は
愉
快
感
を
畳
え
る
。
わ
れ
ノ
＼
・

の
あ
ち
ゆ
る
機
能
が
満
足
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
愈
々
そ
の
愉
快
感
は
高
め
ら
れ
、
強
，
め
ら
れ
、
深
め
ら
れ
る
。
之
と
反
封
に
わ
れ
一
の

機
能
的
要
求
が
満
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
わ
れ
ノ
＼
の
感
得
す
る
美
の
世
界
は
縮
少
さ
れ
輕
減
さ
れ
る
。
同
じ
く
一
杯
の
牛
乳
を
飲
む

に
し
て
も
、
身
は
登
臨
の
快
を
恣
に
韻
塞
ら
傾
け
る
■
一
杯
の
方
が
ど
れ
だ
け
美
味
で
あ
ら
う
。
丈
學
黒
点
の
世
界
で
も
何
等
之
に
異
な
る

筈
は
な
い
。
詩
歌
に
し
ろ
、
．
小
弟
に
し
ろ
、
讃
ん
で
わ
れ
一
の
知
的
機
能
を
満
さ
な
い
も
の
は
、
何
よ
り
先
づ
、
わ
れ
ノ
＼
の
美
感
を
動

か
し
難
い
。
蹴
り
、
わ
か
ら
な
い
も
の
は
面
白
く
な
い
。
從
っ
て
、
一
躍
わ
れ
わ
れ
の
惰
的
機
能
を
衝
い
て
、
深
切
な
る
美
的
機
縁
と
は

な
り
得
な
い
の
さ
あ
る
。
蕪
村
は
、
其
角
の
伺
の
難
解
な
の
を
批
評
し
て
「
大
か
た
解
し
か
た
き
句
の
み
に
て
、
よ
き
と
お
も
ふ
句
は
ま
れ

ノ
＼
な
の
。
そ
れ
か
中
に
世
に
瞼
適
せ
る
は
い
つ
れ
も
や
す
ら
か
に
し
て
き
こ
ゆ
る
句
也
。
さ
れ
は
作
者
の
こ
玉
う
に
こ
れ
は
妙
に
し
得

た
り
な
と
う
ち
ぼ
の
め
く
も
、
い
と
む
つ
か
し
く
聞
え
か
た
き
は
闇
夜
に
に
し
き
着
た
ら
ん
類
い
に
て
、
無
釜
の
わ
さ
な
る
へ
し
。
」
と

述
べ
て
み
る
の
は
、
此
の
漕
息
を
語
っ
て
妙
で
あ
ら
う
。
此
の
蕪
村
の
言
葉
は
、
た
璽
難
解
な
何
に
投
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
知
者
的
に
も

知
的
に
も
、
．
そ
し
て
叉
感
情
的
に
も
」
そ
の
要
求
が
十
足
さ
れ
な
い
も
の
を
去
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
知
畳
的
に
し
ろ
、
知
的

に
し
ろ
、
何
れ
わ
罫
＋
分
に
満
さ
れ
た
場
合
に
は
、
丈
學
的
表
現
で
あ
る
限
り
、
．
わ
れ
く
は
そ
こ
に
美
を
味
ひ
得
る
。
而
し
て
又
此
の

　
　
　
　
　
蕪
村
の
俳
譜
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○

美
に
も
、
軍
に
知
的
に
或
は
知
畳
々
に
止
ま
る
も
の
と
、
逆
に
感
情
の
世
界
に
ま
で
獲
面
接
充
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
り
、
別
に
叉
、
裁
ち
　
鵬

に
感
情
の
世
界
に
訴
へ
る
場
合
も
あ
る
。
芭
蕉
俳
譜
に
あ
っ
て
は
、
知
的
、
知
畳
的
の
爾
要
求
の
満
足
感
を
越
え
て
、
直
に
わ
れ
一
の

感
情
の
世
界
に
迫
る
事
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
美
が
感
得
さ
る
玉
に
反
し
、
蕪
村
俳
譜
に
在
っ
て
は
、
岡
よ
り
先
述
し
た
や
う
な
、
芭
蕉
の

流
れ
を
汲
む
一
類
の
句
も
あ
る
が
、
知
畳
的
、
知
的
の
爾
要
求
を
満
す
事
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
俳
講
に
激
て
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
濁
自
の

世
界
を
實
現
し
得
て
み
る
の
で
あ
る
。
層
斯
う
し
た
世
界
の
實
現
に
於
て
、
芭
蕉
以
前
に
、
叉
芭
蕉
以
後
に
、
蕪
村
の
先
躍
を
見
な
い
。
來

山
や
凡
兆
や
、
或
は
洒
堂
あ
た
り
に
は
、
そ
の
格
調
や
、
蕪
村
に
通
ふ
の
も
あ
る
が
、
私
が
こ
玉
に
蕪
村
風
の
本
領
と
し
て
暴
げ
た
．
一
類

の
も
の
と
比
較
し
て
、
到
底
同
列
に
は
許
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
假
令
蕪
村
を
凌
ぐ
一
句
短
句
を
難
し
た
と
し
て
も
、
蕪
村
の
猫
自
性
を

曇
ら
せ
る
に
は
足
り
な
い
し
、
且
叉
、
蕪
村
の
意
申
に
之
等
の
俳
入
は
影
を
だ
に
落
し
て
な
み
な
か
っ
た
。
私
が
、
先
に
離
げ
た
知
畳
的

な
る
句
を
以
て
、
蕪
村
俳
譜
の
特
異
性
と
し
て
許
す
所
以
で
あ
る
。

　
扱
て
、
右
に
學
げ
た
句
に
撃
て
穿
あ
る
が
、
之
等
を
盗
ん
で
、
わ
れ
く
は
、
情
感
の
尾
を
曳
く
何
ら
か
を
感
ず
る
で
あ
ら
う
か
。
潔

く
も
鮮
明
な
格
調
と
印
象
と
は
、
そ
れ
く
の
特
異
な
美
を
わ
れ
く
に
獣
畜
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
感
情
を
持
た
す
、
句
は
そ
れ
・

一
の
世
界
に
、
鮮
か
に
静
か
に
自
足
し
て
み
る
。
更
に
去
は
讐
、
芭
蕉
の
句
に
は
、
外
象
に
謝
し
て
動
い
た
芭
蕉
の
心
が
あ
っ
た
に
反

し
、
蕪
村
の
句
に
は
蕪
村
の
聴
し
た
外
張
が
さ
乍
ら
染
出
さ
れ
て
み
る
。
之
を
、
窮
静
的
と
云
ふ
や
う
な
一
般
的
な
言
葉
で
読
を
得
る
か

も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
句
に
取
入
れ
ら
れ
た
外
寸
の
世
界
は
、
そ
れ
が
手
際
よ
く
鮮
明
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
時
腱
に
限
定
さ
れ
た

外
象
の
個
有
性
が
明
瞭
と
な
り
、
從
て
わ
れ
ノ
＼
の
感
興
を
愈
々
深
め
る
わ
け
で
あ
る
。
此
の
、
時
麗
に
限
定
さ
れ
た
四
聖
の
心
と
な
り

』
切
る
事
に
よ
っ
て
、
蕪
村
の
心
は
わ
れ
く
の
心
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
蕉
村
二
家
の
墨
譜
が
、
其
の
本
領
に
入
る
に
つ
れ
て
愈
々
上
意



の
如
き
特
異
性
が
明
か
に
な
る
。
例
へ
ぱ
、
　
「
い
は
り
せ
し
蒲
團
ほ
し
た
り
須
磨
の
里
蕪
村
」
「
蛸
壼
や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
芭
蕉
」

を
並
べ
味
っ
て
み
る
時
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
風
光
の
須
磨
に
、
い
ぼ
塾
の
蒲
團
を
顯
出
す
る
特
殊
の
伺
境
、
之
に
謝
す
る
に
、
芭
蕉
の

句
の
持
つ
繧
紗
と
傅
は
り
ゆ
く
音
樂
的
な
情
調
は
、
や
が
て
爾
者
の
根
本
的
な
相
違
を
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
蕪
村
風
の
一
瓢
を
領
す
る
知
蜀
的
な
る
俳
言
は
、
右
の
如
き
句
に
於
て
最
も
鮮
明
に
見
得
る
や
う
に
思
ふ
が
、
更
に
、
知
弐
心
に
外
張

を
染
拙
し
て
る
て
而
も
あ
や
し
ぎ
ま
で
に
外
象
を
興
る
雰
團
氣
を
傳
へ
る
事
に
依
っ
て
、
特
異
な
句
風
を
成
し
て
み
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
春
の
海
絡
日
の
た
り
く
哉

　
　
　
　
て
ら
く
と
石
に
日
の
照
枯
野
か
な

　
　
　
　
鰻
汁
の
宿
赤
く
と
燈
し
け
り

の
如
き
｝
類
で
あ
る
。
之
等
は
一
見
識
蓮
の
も
の
と
異
な
る
所
は
な
い
や
う
に
も
思
へ
る
が
、
な
ほ
両
者
同
列
に
は
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
－

の
を
秘
め
て
み
る
。
前
述
の
場
合
に
は
、
句
に
現
れ
た
外
象
が
、
い
つ
迄
も
知
畳
の
世
界
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
動
か
ぬ
や
う
な
感
じ
で
あ

る
が
、
此
の
場
合
の
は
、
外
象
そ
れ
自
身
の
知
畳
的
印
象
は
や
が
て
添
え
去
っ
て
、
あ
や
し
く
も
美
し
い
雰
團
氣
の
世
界
に
鑑
賞
者
を
奪
，

ひ
去
る
も
の
あ
る
か
に
感
ず
る
。
　
言
を
弄
す
る
な
ら
ば
、
知
畳
を
融
合
し
た
、
官
能
の
彼
方
に
或
不
可
思
議
な
官
能
の
世
界
を
開
い
て

み
る
と
で
も
云
ひ
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
知
畳
さ
れ
る
も
の
は
先
づ
、
軍
慮
な
併
し
力
老
い
浪
晋
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ
一
の
美
意
識

を
捕
へ
る
も
の
は
、
絡
に
、
春
が
齎
す
不
可
思
議
な
る
官
能
の
動
き
で
あ
る
。
軍
に
、
浪
の
姿
、
入
日
の
色
、
赤
く
と
も
さ
れ
た
灯
、
と

い
ふ
の
み
な
ら
ば
、
圃
よ
り
平
凡
で
は
あ
る
が
、
斯
る
知
畳
の
封
象
を
拉
し
來
っ
て
斯
く
迄
に
特
殊
の
美
を
實
現
し
得
た
所
に
、
蕪
村
の

猫
自
性
が
あ
っ
た
。
而
し
て
是
を
前
古
の
場
合
と
比
較
す
る
に
、
彼
は
絡
書
的
な
豪
語
の
世
界
を
主
と
し
、
此
は
或
塵
の
或
時
の
浮
動
せ

　
　
　
　
　
蕪
付
の
俳
譜
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ニ
躍

る
雰
園
氣
を
圭
と
し
て
み
る
。
從
っ
て
構
造
の
上
に
於
て
も
亦
相
異
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
彼
に
湿
て
は
何
れ
か
と
云
へ
ぱ
表
象

の
数
が
多
か
っ
た
。
春
雨
一
簑
－
傘
、
で
あ
り
、
，
風
一
水
－
鷺
、
で
あ
り
、
密
旨
團
扇
－
－
亭
主
、
で
あ
っ
た
。
が
此
場
合
は
極
め
て
少
い

表
象
を
持
つ
に
過
唾
な
い
。
十
七
書
句
に
於
て
、
表
象
を
多
く
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
衷
象
の
世
界
に
誘
は
れ
易
く
、
雰
團
氣
の
動
き
を
表
現

す
る
飴
裕
を
少
か
ら
し
む
る
事
は
云
ふ
を
倹
た
な
い
で
あ
ち
う
。
從
っ
て
焼
畑
言
上
の
帯
磁
は
、
又
芭
蕉
の
句
の
代
表
的
な
も
の
と
、
蕪

村
の
そ
れ
と
の
比
較
忙
於
て
も
當
然
認
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
圃
よ
り
例
外
は
あ
る
と
し
て
も
、

　
　
　
　
夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
の
夢
の
あ
と

　
　
　
　
病
雁
の
夜
塞
に
落
ち
て
族
・
疲
か
な

　
　
　
　
折
々
に
伊
吹
を
見
て
や
冬
・
こ
も
り

と
や
う
に
極
め
て
患
い
の
が
嚇
般
の
傾
向
で
あ
る
。
芭
蕉
は
門
下
σ
酒
醤
が
多
く
の
表
象
を
取
入
れ
る
傾
向
あ
る
を
誠
め
て
、
こ
が
ね
を

打
の
べ
た
る
如
く
あ
る
べ
し
、
と
云
っ
た
と
傳
へ
ら
れ
て
る
る
。
外
象
に
思
し
た
時
、
そ
こ
に
動
く
己
が
心
を
凝
幌
し
、
句
に
取
入
れ
ら

れ
た
表
象
は
、
そ
の
心
を
曙
示
す
る
爲
の
機
縁
に
過
ぎ
な
い
芭
蕉
の
俳
譜
に
、
上
蓮
の
如
く
蕪
村
と
反
す
る
傾
向
の
認
め
ら
れ
る
の
も
亦

異
と
す
る
迄
も
な
い
が
、
然
ら
ば
、
前
述
し
陀
雰
園
氣
を
圭
と
し
た
場
合
の
句
の
傾
向
と
芭
蕉
棋
譜
の
場
合
と
を
並
べ
た
時
は
如
何
で
あ

ら
う
か
。
爾
者
同
じ
く
句
の
表
象
は
少
く
と
も
、
芭
蕉
の
場
合
の
場
合
は
あ
く
迄
も
己
が
心
の
表
現
を
理
想
と
す
る
に
反
し
、
蕪
村
の
揚

合
は
、
あ
く
迄
も
外
界
に
動
く
雰
園
氣
の
表
現
に
理
想
が
向
け
ら
れ
て
み
る
。
芭
蕉
の
句
に
於
け
る
表
象
は
芭
蕉
の
心
を
噌
示
す
る
爲
の

機
縁
に
過
ぎ
す
、
蕪
村
の
旬
に
於
け
る
表
象
は
、
此
の
場
合
、
表
象
を
饒
る
開
園
氣
を
染
幽
す
爲
の
機
縁
に
過
ぎ
な
い
。
、
從
っ
て
、
同
じ
・

く
表
象
を
少
く
す
と
も
、
句
の
生
を
る
世
界
は
、
彼
此
各
．
々
相
異
な
る
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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外
界
の
景
趣
や
事
象
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
、
芭
蕉
の
立
場
を
踏
襲
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
蕪
村
風
に
擦
る
の
他
は
な
か
ら
う
が
、
同

じ
く
蕪
村
風
に
櫨
る
と
し
て
も
、
前
述
の
二
様
の
場
合
が
先
づ
老
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
蕪
村
の
襲
撃
に
は
、
更
に
今
一
っ
の
猫
自

的
な
世
界
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
同
じ
く
叢
雲
を
機
縁
と
す
る
事
は
上
述
と
同
じ
で
あ
る
が
、
警
笛
的
な
景
致
や
雰
園
氣
に
止
ま
ら
す
し
て

豊
麗
自
在
な
る
聯
想
を
騙
り
、
奔
放
不
覇
な
る
憶
想
に
乗
っ
て
、
非
悪
霊
的
な
怪
異
美
の
世
界
に
遊
ば
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
腹
の
斯
も
合
鰍
の
葉
蔭
哉

　
　
　
　
草
枯
て
狐
の
飛
脚
通
り
け
り

　
　
　
　
河
童
の
懇
す
る
宿
や
夏
の
月

の
や
う
な
世
界
が
即
是
で
あ
る
。
上
述
の
二
つ
の
場
合
以
外
に
は
、
知
劇
的
に
探
る
べ
き
美
の
世
界
が
無
い
故
に
噛
意
識
し
て
此
世
界
に

躍
進
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
性
格
的
に
、
蕪
村
は
異
妖
な
婆
心
を
狐
狸
の
怪
に
慰
し
て
有
し
て
み
た
。
そ
れ
は
、
一
種
の
驚
怖
で

あ
り
更
に
多
く
の
興
味
で
も
あ
り
不
可
思
議
で
も
あ
っ
た
。
之
等
の
事
實
が
、
時
あ
っ
て
か
あ
や
し
く
も
蕪
村
の
官
舵
を
刺
戟
し
で
斯
う

し
た
或
怪
異
美
の
世
界
を
實
現
せ
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
斯
る
世
界
の
性
質
で
あ
る
だ
け
に
、
向
の
数
も
さ
し
て
多
く
を
数
へ

る
事
は
出
來
な
い
が
、
而
も
な
砥
以
て
俳
人
蕪
村
の
猫
自
性
を
語
っ
て
逸
し
難
い
一
面
で
あ
る
と
思
ふ
。
蕪
村
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
恵

ま
れ
た
偶
然
で
あ
っ
た
。

第
二
顛
知
的
内
省
的
な
る
も
の

言
ふ
所
の
意
味
は
、
こ
れ
が
創
作
忙
於
て
も
ま
た
鑑
賞
に
あ
た
っ
て
も
、

　
　
　
　
蕪
村
　
の
　
俳
譜

知
的
要
素
を
除
外
し
、

知
的
内
省
を
倹
た
ナ
し
て
は
不
可
能

　
　
二
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九
大
國
文
質
　
　
第
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
四

な
る
も
の
を
指
先
す
る
。
．
芭
蕉
の
場
合
の
如
き
下
め
．
年
譜
で
も
な
く
、
叉
蕪
村
に
．
し
て
も
、
前
・
牛
に
述
べ
た
や
う
な
立
場
で
も
な
い
。
即

ち
、
直
ち
に
感
情
を
動
か
さ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
知
覧
的
機
能
を
通
じ
て
美
を
把
握
せ
ん
と
す
る
立
場
で
も
な
い
。
直
接
に
は
知

的
機
能
の
は
た
ら
き
を
侠
っ
て
万
治
場
立
の
世
界
を
開
か
ん
と
す
る
立
場
に
外
な
乞
な
か
っ
た
。
鼓
ふ
迄
も
な
く
文
墨
は
昔
樂
に
比
し
て

蓬
に
多
く
知
性
に
依
糠
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
文
學
に
於
て
も
、
．
芭
蕉
に
見
ら
れ
た
や
う
な
書
誌
的
な
る
も
の
、
乃
至
は
前
蓮
せ
る

蕪
村
の
感
官
的
な
る
も
の
等
は
、
比
較
的
速
に
情
的
機
能
に
迄
進
み
．
得
る
も
、
此
の
場
合
に
在
っ
て
は
知
．
性
に
倹
つ
事
甚
だ
多
き
が
故

に
、
先
づ
表
現
せ
ら
れ
た
る
意
味
の
世
界
を
完
全
に
理
解
し
且
つ
そ
の
理
解
を
進
展
せ
し
め
得
る
境
に
至
っ
て
初
め
て
惰
的
な
ゐ
領
域
が

開
け
美
の
世
界
が
開
け
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
知
性
の
媒
介
に
よ
る
所
多
き
内
容
を
十
七
音
句
の
如
き
最
短
詩
形
に
表
現
せ
ん
と
す
る
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

藝
術
と
し
て
の
純
粋
性
に
遠
か
る
べ
ぐ
、
言
句
の
慣
値
と
し
て
も
甚
だ
高
き
を
期
ル
難
い
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
蕪
村
の
詩
才
は
此
の
方

面
に
発
進
ま
す
に
は
み
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
曾
て
貞
門
や
談
林
に
於
て
熾
り
に
百
々
見
ら
れ
た
や
う
な
翠
な
る
知
的
遊
戯
の
世
界
よ
り

脆
適
し
て
、
能
く
夫
々
猫
自
の
匂
ひ
と
色
ど
り
と
を
持
つ
た
美
の
世
界
を
見
せ
て
み
る
の
で
あ
る
。
荷
ほ
こ
曳
に
於
て
、
私
が
知
的
内
省

的
な
る
一
類
を
掲
げ
る
事
に
依
っ
て
、
蕪
村
風
の
一
下
を
語
ら
う
と
す
る
所
以
に
就
て
、
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
諜
だ
が
、
略
二
面
の

事
を
既
に
前
段
鰯
れ
る
所
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
玉
に
そ
の
重
複
を
避
け
よ
う
と
思
ふ
。

．
扱
て
此
の
．
部
類
の
句
に
達
て
見
る
に
、
や
は
り
前
と
同
じ
く
、
梢
傾
向
を
異
に
し
た
数
類
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
先
づ
・
畢
け
ね
ば
な

ら
な
炉
の
は
、
故
事
故
由
を
踏
襲
し
た
一
類
、
所
謂
古
典
主
義
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
由
來
、
古
典
主
義
文
壌
の
齎
す
二
九
は
、

　
L
　
遙
か
な
る
歳
月
の
維
過
そ
れ
自
身
が
一
樋
，
の
懐
し
く
も
崇
高
な
る
美
を
以
て
鑑
賞
者
に
迫
る
こ
と
。

　
且
　
古
典
的
な
事
象
な
る
が
故
に
、
豊
か
な
る
意
味
と
昌
’
ユ
ァ
ン
ス
め
世
界
を
以
て
鑑
賞
者
を
動
か
す
に
足
る
こ
と
。

二40



の
何
れ
か
、
・
或
は
盛
者
の
交
錯
に
繋
っ
て
み
る
と
思
は
れ
る
っ
從
っ
て
畿
句
の
如
き
短
詩
形
に
之
を
取
入
れ
る
事
の
極
め
て
効
果
的
な
る

事
も
自
ら
考
へ
ら
れ
る
。
古
典
主
義
傾
向
に
向
ふ
動
機
と
し
て
、
豊
代
藝
術
の
衰
頽
よ
り
徒
に
往
時
の
盛
大
を
廻
顧
せ
ん
と
す
る
に
隣
る

場
合
多
く
、
こ
玉
に
、
從
っ
て
叉
、
弊
害
の
多
く
を
宿
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
姑
く
措
き
、
古
典
主
義
文
學
の
齎
す
魅
力
は
右

の
二
つ
の
場
合
を
多
く
出
で
な
い
。
蕪
村
以
前
の
俳
人
も
亦
多
く
之
に
擦
る
所
が
あ
っ
た
。
叉
敢
て
古
典
主
義
と
は
去
へ
な
い
と
し
て

も
、
か
の
歴
史
的
吟
詠
の
一
類
の
如
き
も
、
主
と
し
て
右
の
場
合
と
そ
の
美
の
世
界
を
同
じ
う
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
何
れ
に
す
る
も
、

蕪
村
以
前
に
あ
っ
て
は
、
原
盤
直
に
情
感
を
動
か
す
貼
に
於
て
、
明
に
蕪
村
風
と
相
封
解
し
て
み
る
事
が
思
は
れ
る
が
、
蕪
村
の
依
聾
す

る
古
典
主
義
に
は
、
叉
蔽
ふ
べ
く
も
な
い
蕪
村
風
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

忘く褒足白
梅

跡
　
を

居
　
士

れ
　
の

る
　
な

や
　
墨
　
芳
　
は
　
し

宇
　
に
　
も
　
よ
　
ま

　
は
　
圃
　
い
　
親

秋
有
職
　
の
　
人

　
よ
　
程
は
雲
助

ほは父れ』一
　　　　きと宿よす
玉に竹閑旧
き在婦古回
すす人鳥三

等
に
よ
っ
て
そ
の
「
班
を
窺
ふ
に
足
る
如
く
、
之
が
創
作
に
際
し
て
は
固
よ
り
、
鑑
賞
者
も
完
全
な
る
知
的
内
省
な
く
し
で
は
到
底
之
等

の
句
に
感
興
を
見
出
す
事
は
不
可
能
で
あ
ら
う
。
蕪
村
以
前
の
斯
る
傾
向
の
句
と
の
相
違
は
、
主
と
し
て
情
趣
的
と
知
と
の
相
違
で
あ
る

事
は
既
に
云
っ
た
。
即
ち
、
蕪
村
以
前
の
も
の
は
先
述
し
た
一
一
つ
の
場
合
の
前
者
に
偏
す
る
も
の
で
あ
り
、
蕪
村
に
在
っ
て
は
、
何
れ
か

と
云
へ
ば
、
後
者
に
傾
く
も
の
と
云
へ
よ
う
。
同
じ
く
故
事
故
実
を
踏
襲
し
て
も
、
蕪
村
の
猫
自
性
は
ま
た
明
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
蕪
村
の
俳
譜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
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學
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二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

い
。
而
し
て
、
斯
る
知
的
領
域
を
完
全
に
開
拓
し
且
つ
更
に
之
を
進
展
せ
し
め
得
る
に
至
っ
て
初
め
て
美
を
把
握
し
得
る
も
の
た
る
は
先

述
の
通
り
で
あ
る
。

　
吹
に
著
し
い
の
は
、
封
句
と
か
、
縁
語
、
掛
詞
に
依
る
一
類
で
診
る
。
之
は
形
式
的
な
技
巧
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ら
う
が
、

併
し
軍
に
縁
語
を
借
り
、
輩
に
掛
詞
を
用
ひ
た
と
云
ひ
さ
る
に
は
親
り
に
知
的
趣
味
に
傾
い
て
み
る
所
に
、
蕪
村
の
俳
潜
性
が
鮮
や
か
に

投
影
し
て
み
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
先
づ
選
句
を
取
入
れ
た
も
の
を
見
る
に
、
凡
そ
眞
の
承
句
は
、
内
容
形
式
に
亘
っ
て
或
特
殊
な
平
齢
美
・
調
和
美
・
細
雷
的
美
を
漂
は

す
も
の
で
あ
る
が
、
蕪
村
の
場
合
に
於
て
も
、
亦
箪
に
形
式
的
な
野
立
の
み
に
止
ま
ら
す
、
巧
に
内
容
に
迄
亘
る
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
釣
鐘
に
と
ま
り
て
眠
る
胡
蝶
哉

　
　
　
　
み
じ
か
夜
の
闇
よ
り
出
で
て
大
井
川

等
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
一
見
感
官
的
な
美
に
過
ぎ
ぬ
も
の
玉
如
く
に
も
思
へ
る
が
、
併
し
、
唯
翠
に
胡
蝶
の
と
ま
っ
て
眠
れ
る
、
大
井

川
の
流
れ
る
る
、
と
の
み
な
ら
ば
灯
り
に
凡
に
過
ぎ
る
。
乃
ち
、
可
憐
な
一
匹
の
胡
蝶
に
封
ず
る
に
大
き
く
グ
ロ
テ
ス
ク
な
釣
鐘
を
配
し

大
井
川
に
封
ず
る
に
み
じ
か
夜
を
以
て
七
た
も
の
と
見
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
何
れ
も
知
綴
…
的
に
把
握
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に

は
以
上
述
べ
た
や
う
な
知
的
婁
素
の
介
在
す
る
事
を
度
外
覗
し
た
鑑
賞
は
、
斯
う
し
た
＝
歎
の
句
に
臨
む
所
以
守
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
．

　
縁
語
に
つ
い
て
見
て
も
、

　
　
　
　
葛
を
得
て
・
清
水
に
遠
き
う
ら
み
哉

　
　
　
　
あ
だ
花
は
雨
に
ヶ
た
れ
て
．
瓜
畑
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等
に
於
て
、
軍
に
斯
る
句
の
意
味
す
る
や
う
な
場
合
の
経
験
か
ら
自
ら
生
れ
た
句
と
受
取
ら
ば
、
，
蕪
村
風
を
解
す
べ
く
射
り
に
皮
相
に
過

ぎ
る
嫌
が
あ
ら
う
。
少
く
と
も
、
葛
に
配
す
る
に
う
ら
み
を
以
て
せ
る
、
あ
だ
（
仇
）
に
封
し
て
う
た
れ
を
忘
れ
ぬ
用
意
を
看
過
し
て
は
な

ら
な
い
。

　
掛
詞
に
就
て
見
る
に
、

　
　
　
　
橘
の
か
こ
と
か
ま
し
き
袷
か
な

　
　
　
　
愚
痴
無
知
の
あ
ま
酒
造
る
松
か
岡

な
ど
、
固
よ
り
蕪
村
の
知
的
に
敏
な
る
作
用
を
癒
し
て
み
る
と
し
て
も
、
掛
詞
と
い
ふ
宇
島
の
．
｝
職
よ
り
し
て
は
、
特
に
蕪
村
風
を
嚢
爲

す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
同
時
に
故
事
を
踏
へ
、
客
語
を
捕
へ
て
る
る
所
を
併
せ
吟
味
す
る
時
、
ま
た

輕
く
見
遁
す
べ
き
で
も
あ
る
ま
い
。

　
洒
落
・
滑
…
稽
に
就
て
は
、

蓼猫ひや鏡
竈
や
青
　
砥

ふ
　
入
　
の
夢

へ
　
鳥
を
　
廿

鈷
　
鎌
　
首

の
　
葉
　
を

な
ど
の
一
類
が
見
ら
れ
る
し
、

　
　
　
　
　
蕪
村
　
の
　
俳

譜

此『水チやも

知
　
ら
　
ぬ
　
・
山

小
豆
　
の
煮
る

重
　
ね
　
て
　
雲

か
　
け
　
論
　
の

君
　
と
　
申
　
せ

雀蛙雀う清
鮮哉哉ち水

二
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九
大
　
國
丈
學
　
　
　

第
二
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
八

　
　
　
　
學
問
は
尻
か
ら
ぬ
け
る
螢
か
な

　
　
　
　
大
と
こ
の
糞
ぴ
の
お
は
す
か
れ
の
哉

の
如
き
手
法
も
青
く
な
い
。
洒
落
に
し
て
は
、
何
左
複
雑
な
洒
落
で
あ
ら
う
。
何
と
知
的
な
そ
し
て
文
難
解
な
洒
落
で
あ
ら
う
。
滑
稽
に

し
て
は
、
何
と
巧
妙
な
滑
稽
で
あ
ら
う
，
尚
又
、
前
者
即
ち
洒
落
の
藪
句
に
於
て
見
ら
る
玉
如
く
～
故
事
を
ふ
ま
へ
故
語
を
弄
す
る
所
は
、

既
に
述
べ
た
一
類
と
鍵
グ
は
な
い
が
、
而
も
な
ほ
、
酒
落
的
要
素
を
以
て
よ
り
力
強
く
彩
ら
れ
て
み
る
。
同
様
に
、
後
者
即
ち
滑
稽
の
句

に
於
て
も
、
言
句
的
な
手
法
に
量
る
も
め
で
あ
ら
う
が
、
句
と
し
て
の
面
目
は
、
滑
稽
を
以
て
立
つ
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
の
如
く
、
蕪
村
無
界
句
の
特
質
を
ぱ
、
美
的
把
握
の
過
程
に
即
し
て
知
観
…
的
・
知
的
内
省
的
の
二
つ
の
立
場
か
ら
眺
め
て
來
た
の

で
あ
る
が
心
術
厭
蕪
村
風
樹
句
を
愚
な
く
訪
ね
る
時
は
、
以
上
二
範
聴
を
以
て
蔽
ふ
に
躊
躇
す
る
や
う
な
句
を
見
出
す
で
あ
ら
う
が
、
こ

れ
等
と
て
も
、
芭
蕉
風
に
見
ら
る
玉
主
情
的
な
る
も
の
に
比
す
れ
ば
、
寧
ろ
疑
も
な
く
以
上
の
二
方
向
の
何
れ
か
に
謝
っ
て
み
る
こ
と
が

分
る
。
主
と
し
て
芭
蕉
風
乃
至
ば
芭
蕉
風
を
　
，
ふ
流
派
と
比
較
的
に
論
ず
る
時
、
蕪
村
風
琴
句
の
特
質
は
以
上
を
以
て
明
か
に
認
め
ら
れ

る
で
あ
ら
う
し
、
芭
蕉
風
以
外
の
諸
流
派
に
於
て
、
或
ぱ
知
畳
的
・
知
的
内
，
省
的
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
と
に
は
香
り
に

多
く
の
挾
雑
的
分
子
が
あ
っ
た
。
之
悪
習
流
派
か
ら
、
或
は
遊
戯
的
な
、
或
は
即
興
的
な
、
或
は
幻
惑
的
な
叉
或
は
理
窟
的
な
、
さ
ま

み
＼
な
挾
雑
物
を
完
全
に
濾
過
す
る
事
に
よ
っ
て
、
明
晰
さ
純
一
さ
を
増
し
、
艶
麗
さ
典
雅
さ
を
加
へ
、
猫
自
的
な
藝
術
美
の
世
界
に
颯

爽
た
る
風
格
を
備
へ
て
自
得
せ
る
も
の
玉
如
く
に
思
は
れ
る
の
が
蕪
村
の
褒
句
で
あ
る
。
而
し
て
、
之
が
美
的
把
握
の
過
程
に
即
し
て
論

・
す
る
時
は
博
以
上
の
如
く
尾
篭
的
・
知
的
内
省
的
の
二
範
聴
を
以
て
す
る
の
外
は
な
く
、
且
叉
蕪
粧
風
を
語
る
に
最
も
便
宜
的
で
あ
る
滋

思
ふ
。
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更
に
進
ん
で
蕪
村
猫
自
の
修
畔
的
技
巧
や
、
素
材
に
就
て
多
く
の
謹
白
を
要
す
る
で
あ
ら
う
が
、
以
下
簡
略
に
働
れ
て
融
き
た
い
。
凡

そ
文
學
的
美
意
識
の
封
象
と
な
る
素
材
は
、
之
を
自
然
と
人
事
と
の
二
方
面
に
求
む
る
の
他
は
な
い
が
、
芭
蕉
に
在
っ
て
は
、
か
の
中
世

蓮
歌
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
幽
玄
の
思
想
を
禰
示
し
て
、
深
く
自
然
の
心
に
悟
入
せ
ん
と
し
、
句
作
の
素
材
も
多
く
自
然
に
之
を
求
め
た

の
で
あ
っ
た
。
併
し
、
蕪
村
は
、
自
然
に
於
て
と
等
し
く
人
事
に
之
を
求
め
、
而
も
複
雑
な
人
事
を
巧
に
十
七
書
句
の
短
詩
形
の
中
に
統

一
し
て
特
異
の
美
を
實
現
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
主
し
れ
ぬ
協
手
と
り
に
酒
宴
哉

　
　
　
　
御
乎
討
の
夫
婦
な
り
し
を
更
衣

な
ど
の
や
う
な
傾
向
の
句
を
求
め
れ
ば
、
其
数
少
く
は
な
い
4
斯
る
一
類
が
、
先
に
述
べ
た
や
う
に
、
知
畳
的
と
も
知
的
内
省
的
と
も
明

断
し
難
い
傾
向
の
も
の
で
あ
ら
う
が
、
詮
す
る
所
、
前
者
は
知
畳
的
、
後
者
は
知
的
内
省
的
な
過
程
を
取
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
特
に

翻
剛
者
に
あ
つ
で
は
、
想
像
的
要
素
多
く
、
想
像
的
知
蝿
と
で
も
云
ふ
べ
き
も
の
に
倹
つ
べ
く
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、
物
帯
締
要
素
が
見
ら

れ
、
ま
と
ま
り
あ
る
知
的
構
成
に
侯
っ
て
、
特
異
な
美
の
世
界
が
味
は
れ
る
の
・
で
あ
ら
う
。

　
蕪
村
の
修
群
的
技
巧
を
精
細
に
辿
る
時
は
、
そ
こ
に
も
芭
蕉
模
倣
の
跡
が
明
に
印
せ
ら
れ
て
み
る
が
、
こ
玉
に
は
略
す
る
。
寧
ろ
彼
の

句
に
一
種
の
光
彩
を
投
げ
て
み
る
異
艦
字
絵
り
の
一
類
こ
そ
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
ら
弓
。

　
　
　
　
蚊
帳
の
内
に
ほ
た
る
放
し
て
ア
・
樂
や

　
　
　
　
宮
城
野
の
萩
更
科
の
蕎
∵
萎
に
い
っ
れ

　
　
　
　
雪
の
暮
鴫
は
も
と
っ
て
み
る
や
う
な

　
　
　
　
　
蕪
村
の
俳
諾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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九
大
國
丈
．
學
　
　
第
ご
號
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　

．
三
〇

の
如
き
自
在
な
る
手
法
に
至
っ
て
は
、
果
し
て
完
成
さ
れ
た
も
の
か
、
又
は
未
完
成
な
0
か
迷
は
ざ
る
を
得
な
い
。
が
、
逐
う
し
た
詮
議

こ
そ
無
用
の
沙
汰
で
、
．
そ
こ
に
は
た
ど
沸
々
と
た
ぎ
る
彼
が
美
的
探
求
欲
の
渦
巻
を
看
取
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
玉
に
至
っ
て
は
彼
を
役
す

る
何
も
の
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
心
の
動
く
ま
玉
に
動
い
て
み
る
．
か
，
の
爆
落
自
由
の
態
度
が
露
呈
さ
れ
て
み
る
と
見
る
の
他
は
な

い
。

　
美
的
把
握
の
過
程
に
於
て
、
取
材
の
世
界
に
於
て
、
表
現
の
技
巧
に
於
て
、
猫
自
的
な
豊
か
憾
を
以
て
實
現
さ
れ
た
美
の
眞
實
に
黙
し

て
は
、
様
々
な
概
念
的
判
定
が
下
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
固
よ
り
そ
れ
は
鑑
賞
者
の
自
由
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
自
然
・
人
事
を
蔽
ひ
、
濃

淡
疎
密
と
な
く
、
明
曙
大
小
と
な
く
、
美
の
諸
相
に
訪
ね
入
っ
て
嚇
す
所
が
な
か
っ
た
の
が
蕪
村
の
獲
句
で
あ
る
。
句
は
夫
汝
猫
自
の
美

を
竃
現
し
得
て
み
る
と
し
て
も
、
底
を
流
る
L
蕪
村
の
俳
里
心
に
鍵
り
は
な
い
。
曇
り
な
く
高
き
相
、
蓬
疑
す
る
事
な
く
、
王
威
す
る
．
所

、
な
き
力
、
　
一
言
以
て
蔽
ふ
な
ら
ば
、
や
は
り
、
颯
爽
た
る
風
格
を
備
へ
た
の
が
蕪
村
の
露
宿
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
　
（
玉
出
）
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