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○
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
緒
言

「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
」
の
「
一
」
か
ら
「
五
」
の
基
礎
底
本
は
一
九
七
八
年
刊
岩
波
版
旧

全
集
第
七
巻
・
第
九
巻
・
第
十
巻
・
第
十
一
巻
と
、
一
九
八
三
年
刊
の
同
全
集
二
刷
に
追
加
さ
れ
た
第
十
二

巻
の
「
拾
遺
」
及
び
一
九
九
八
年
刊
岩
波
版
新
全
集
第
二
十
三
巻
、
一
九
六
八
年
刊
岩
波
版
未
定
稿
集
、
一

九
九
二
年
蝸
牛
社
刊
の
中
田
雅
敏
編
著
に
な
る
蝸
牛
俳
句
文
庫
「
芥
川
龍
之
介
」
等
を
用
い
て
い
る
。

本
「
一

発
句
」
は
、
基
礎
底
本
で
あ
る
岩
波
版
旧
全
集
第
八
巻
の
「
發
句
」
と
岩
波
版
新
全
集
第
七
巻

が
例
外
的
に
本
文
と
し
て
採
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
雑
誌
「
文
芸
倶
楽
部
」
の
「
文
壇
眞
珠
抄
」
に
掲
載
さ

れ
た
、
芥
川
龍
之
介
の
俳
句
が
纏
ま
っ
て
生
前
に
公
に
さ
れ
、
し
か
も
新
全
集
が
詩
歌
の
発
句
パ
ー
ト
に
出

さ
ず
本
文
採
用
と
し
た
異
例
の
句
群
の
二
構
成
と
し
、
最
後
に
第
一
級
資
料
で
あ
る
「
澄
江
堂
句
集
」（
復
刻

本
）
に
よ
り
校
閲
し
た
。

但
し
、
全
五
巻
全
般
に
亙
っ
て
新
全
集
等
の
新
字
体
に
つ
い
て
は
、
私
の
ポ
リ
シ
ー
に
則
り
、
正
字
へ
の

独
断
に
よ
る
変
更
を
加
え
て
い
る
。
正
字
に
し
得
る
部
分
は
、
と
り
あ
え
ず
殆
ん
ど
正
字
に
変
え
て
あ
る
が
、

芥
川
龍
之
介
の
テ
ク
ス
ト
を
作
成
し
て
来
た
過
去
の
私
の
経
験
則
か
ら
、
芥
川
は
「
蟲
」「
燈
」
や
「
虫
」「
灯
」

を
気
ま
ま
に
両
方
用
い
た
り
す
る
等
、
あ
る
種
の
字
を
略
字
体
（
現
在
の
新
字
体
と
同
様
の
字
体
）
に
す
る

傾
向
や
、
「
匂
」
で
は
な
く
「
匀
」
を
、
「
嘘
」
は
「譃

」
と
書
く
等
、
あ
る
種
の
字
に
対
す
る
偏
愛
傾
向
が

あ
る
た
め
、
本
来
の
原
稿
と
は
漢
字
表
記
に
お
い
て
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
そ
れ

で
も
、
新
字
で
あ
る
よ
り
も
、
芥
川
の
「
表
現
・
表
記
」
を
ず
っ
と
尊
重
し
て
い
る
と
私
は
、
確
信
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

五
巻
総
て
の
注
記
に
於
い
て
は
、
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
刊
の
筑
摩
書
房
全
集
類
聚
版
第
七
・
八

巻
の
注
、
一
九
九
二
年
河
出
書
房
新
社
刊
の
鷺
只
雄
編
著
「
年
表
作
家
読
本

芥
川
龍
之
介
」、
一
九
八
八
年

近
代
文
藝
社
刊
の
中
田
雅
敏
著
「
俳
人
芥
川
龍
之
介

書
簡
俳
句
の
展
開
」
、
同
氏
の
上
記
蝸
牛
俳
句
文
庫
、

岩
波
版
新
全
集
注
解
等
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
れ
ら
は
皆
、
注
に
明
記
し
て
あ
る
が
、
こ
こ
に
記
し

て
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
全
集
の
構
成
の
第
二
巻
以
降
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
リ
ン
ク
先
は
総
て
新
規
作
成
に
な
る
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
）
。

や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
一

発
句



や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺

や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
三

書
簡
俳
句

や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
四

続

書
簡
俳
句

附

辞
世

や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
五

手
帳
及
び
ノ
ー
ト
・
断
片
・
日
録
・
遺
漏

二
〇
〇
五
年
十
二
月
十
三
日
の
暫
定
公
開
か
ら
二
〇
〇
六
年
一
月
二
十
五
日
の
間
に
完
了
し
た
校
訂
は
、

一
九
九
一
年
刊
村
山
古
郷
編
「
芥
川
龍
之
介
句
集

我
鬼
全
句
」（
新
装
版
）
と
私
の
本
全
五
巻
句
集
所
収
句

と
の
完
全
一
致
の
確
認
を
基
本
と
し
、
本
句
集
未
載
句
は
勿
論
、
表
記
の
相
違
や
詞
書
に
つ
い
て
も
校
合
し

た
。
未
載
句
及
び
表
記
相
違
句
、
及
び
疑
義
句
（
当
該
著
作
・
編
者
の
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
む
）
は

す
べ
て
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
五

手
帳
及
び
ノ
ー
ト
・
断
片
・
日
録
・
遺
漏
」
の
最
後
の
『
村

山
古
郷
編
「
芥
川
龍
之
介
句
集

我
鬼
全
句
」
に
現
わ
れ
た
る
句
』
に
掲
げ
た
。
暫
く
向
後
の
識
者
の
判
断

を
俟
つ
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
村
山
氏
が
蒐
集
し
た
芥
川
龍
之
介
の
句
数
は
一
〇
一
四
句
で
あ
っ
た
が
、
私

自
身
数
え
上
げ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
句
集
は
相
同
句
を
排
除
し
て
も
確
実
に
そ
れ
を
遙
か
に
上
回
っ
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。【
こ
こ
ま
で
は
二
〇
〇
六
年
一
月
二
十
五
日
の
原
注
に
基
づ
く
】

今
回
、
縦
書
の
見
易
い
も
の
と
し
て
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
を
作
成
し
た
。
但
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
で
横
転
し
て
し
ま
う

幾
つ
か
の
正
字
が
あ
り
（「蠟

」「頰

」
等
）、
そ
れ
ら
は
止
む
を
得
ず
新
字
で
示
し
て
い
る
の
で
、
御
了
承
願

い
た
い
。
但
し
、
そ
の
字
以
外
は
代
替
字
が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
「蛼

」
は
横
転
の
ま
ま
に
用
い
て
注
を
施

し
た
。

ま
た
、
前
の
注
記
以
降
の
本
全
五
巻
か
ら
成
る
句
集
全
体
の
詳
細
な
過
去
の
改
訂
・
追
加
更
新
履
歴
は
、

本
第
一
巻
の
ウ
ェ
ブ
横
書
版
の
冒
頭
注
を
参
照
さ
れ
た
い
（
最
終
更
新
は
二
〇
一
三
年
一
月
十
日
附
）
。
Ｐ
Ｄ
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Ｆ
版
で
は
な
る
べ
く
各
句
を
落
ち
着
い
て
鑑
賞
出
来
る
よ
う
に
、
思
い
切
っ
て
贅
沢
に
一
句
に
一
ペ
ー
ジ
（
注

記
附
で
は
そ
れ
以
上
）
を
配
当
し
た
た
め
、
余
白
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
配
置
ミ
ス
や
変
換
ミ
ス
で
は
な
い

の
で
注
意
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
作
業
の
中
で
、
注
も
内
容
や
表
記
法
で
一
部
を
改
変
し
て
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
こ
の

み
に
附
し
た
注
も
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

最
後
に
。

本
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
全
句
集
」（
全
五
巻
）
は
ネ
ッ
ト
上
は
も
と
よ
り
、
現
在
ま
で
発
行
さ
れ

て
い
る
如
何
な
る
芥
川
龍
之
介
俳
句
関
連
本
よ
り
も
多
く
の
我
鬼
俳
句
を
渉
猟
し
て
い
る
と
い
う
確
信
に
近

い
自
負
が
あ
る
。
本
テ
ク
ス
ト
は
二
〇
一
四
年
九
月
日
現
在
で
最
新
の
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
全
句

集
」
で
あ
る
。
ま
た
、
本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
テ
ク
ス
ト
は
私
の
ブ
ロ
グ
の
六
十
二
万
ア
ク
セ
ス
突
破
記
念
と
し
て
作
成

し
た
。【
二
〇
一
四
年
九
月
日
】］



■
発
句

 
 

發
句

蝶
の
舌
ゼ
ン
マ
イ
に
似
る
暑
さ
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
一
五
九
二
書
簡
参
照
。
］



木
が
ら
し
や
東
京
の
日
の
あ
り
ど
こ
ろ



暖
か
や
蕊し

べ

に
蝋
塗
る
造
り
花



癆
咳
の
頬
美
し
や
冬
帽
子

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
三
（
一
九
二

四
）
三
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
雲
母
』
の
「
蛇
笏
君
と
僕
と
」
、
後
に
「
飯
田
蛇

笏
」
と
改
め
ら
れ
る
作
品
か
ら
こ
の
句
に
絡
ん
だ
叙
述
を
引
用
を
し
て
い
る
が
、

こ
の
引
用
は
正
確
で
は
な
い
。
該
当
段
落
を
す
べ
て
以
下
に
引
用
す
る
。

そ
の
内
に
僕
も
作
句
を
は
じ
め
た
。
す
る
と
或
歳
時
記
の
中
に
「
死
病
得
て
爪

美
し
き
火
桶
か
な
」
と
云
ふ
蛇
笏
の
句
を
發
見
し
た
。
こ
の
句
は
蛇
笏
に
對
す
る

評
價
を
一
變
す
る
力
を
具
へ
て
ゐ
た
。
僕
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
雜
詠
に
出
る
蛇

笏
の
名
前
に
注
意
し
出
し
た
。
勿
論
そ
の
句
境
に
も
剽
竊
し
た
。
「
癆
咳
の頰

う

つ
く
し
や
冬
帽
子
」
「
惣
嫁
指
の
白
き
も
葱
に
似
た
り
け
り
」
―
―
僕
は
蛇
笏
の

影
響
の
も
と
に
さ
う
云
ふ
句
な
ど
も
製
造
し
た
。

と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
惣
嫁
」
と
は
、
上
方
で
言
う
最
下
級
の
売
春
婦
、
夜
鷹

の
こ
と
。
更
に
、
こ
の
作
品
に
は
後
半
、
次
の
芥
川
の
句
が
示
さ
れ
る
。



春
雨
の
中
や
雪
お
く
甲
斐
の
山

お
ら
が
家
の
花
も
咲
い
た
る
番
茶
か
な

前
の
「
春
雨
の
」
の
句
の
直
後
に
「
こ
れ
は
僕
の
近
作
で
あ
る
。
次
手
を
以
て
甲

斐
の
國
に
ゐ
る
蛇
笏
君
に
獻
上
し
た
い
。
」
と
書
き
、
最
近
は
時
々
句
作
す
る
が
、

忽
ち
苦
吟
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
し
、
「
所
詮
下
手
は
下
手
な
り
に
句
作
そ
の
も
の

を
樂
し
む
よ
り
外
に
安
住
す
る
所
は
な
い
と
見
え
る
。」
と
書
い
て
、「
お
ら
が
家

の
」
を
示
す
。
句
の
後
に
、「
先
輩
た
る
蛇
笏
君
の
憫
笑
を
蒙
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。」

と
文
を
結
ん
で
い
る
。
ま
た
、
「
芥
川
龍
之
介
俳
句
集
四

続

書
簡
俳
句
」
の

一
一
五
一
書
簡
参
照
。］



夏
山
や
山
も
空
な
る
夕
明
り



竹
林
や
夜
寒
の
み
ち
の
右
ひ
だ
り



霜
ど
け
の
葉
を
垂
ら
し
た
り
大
八
つ
手



木
が
ら
し
や
目
刺
に
の
こ
る
海
の
い
ろ



臘
梅
や
枝
ま
ば
ら
な
る
時
雨
ぞ
ら



お
降
さ
が
り
や
竹
深
ぶ
か
と
町
の
そ
ら

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
（
一
九
二
一
）

年
二
月
及
び
三
月
発
行
の
雑
誌
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
、「
點
心
」
の
「
御
降

り
」
の
項
を
参
照
と
あ
る
。
該
当
部
分
を
す
べ
て
私
の
電
子
テ
ク
ス
ト
か
ら
以
下

に
引
用
す
る
。
ち
な
み
に
「
御
降
り
」
は
「
お
さ
が
り
」
と
読
み
、
季
語
で
、
元

日
又
は
三
が
日
の
雪
又
は
雨
を
言
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御

降

り

今
日
は
御
降
り
で
あ
る
。
尤
も
歳
事
記
を
檢
べ
て
見
た
ら
、
二
日
は
御
降
り
と

は
云
は
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、
蓬
莱
を
飾
つ
た
二
階
に
ゐ
れ
ば
、
や
は
り
心
も
ち

は
御
降
り
で
あ
る
。
下
で
は
赤
ん
坊
が
泣
き
續
け
て
ゐ
る
。
舌
に
腫
物
が
出
來
た

と
云
ふ
が
、
鵞
口
瘡
に
で
も
な
ら
ね
ば
好
い
。
ぢ
つ
と
炬
燵
に
當
た
り
な
が
ら
、

「
つ
づ
ら
ふ
み
」
を
讀
ん
で
も
ゐ
て
も
、
心
は
何
時
か
そ
の
泣
き
聲
に
と
ら
れ
て

ゐ
る
事
が
度
々
あ
る
。
わ
た
し
の
家
は
鶉
居
で
は
な
い
。
娑
婆
界
の
苦
勞
は
御
降

り
の
今
日
も
、
遠
慮
な
く
私
を
惱
ま
す
の
で
あ
る
。
昔
或
御
降
り
の
座
敷
に
、
姉

や
姉
の
友
達
と
、
羽
根
を
つ
い
て
遊
ん
だ
事
が
あ
る
。
そ
の
仲
間
に
は
私
の
外
に

http://homepage2.nifty.com/onibi/ts.html


も
、
私
よ
り
幾
つ
か
年
上
の
、
お
と
な
し
い
少
年
が
交
つ
て
ゐ
た
。
彼
は
其
處
に

ゐ
た
少
女
た
ち
と
、
悉
く
仲
良
し
の
間
が
ら
だ
つ
た
。
だ
か
ら
羽
根
を
つ
き
落
と

し
た
も
の
は
、
羽
子
板
を
讓
る
規
則
が
あ
つ
た
が
、
自
然
と
誰
で
も
私
よ
り
、
彼

へ
羽
子
板
を
渡
し
易
か
つ
た
。
所
が
そ
の
内
に
ど
う
云
ふ
拍
子
か
、
彼
の
つ
い
た

金
羽
根

き

ん

ば

ね

が
長
押
し
の
溝
に
落
ち
こ
ん
で
し
ま
つ
た
。
彼
は
早
速
勝
手
か
ら
、
大
き

な
踏
み
臺
を
運
ん
で
來
た
。
さ
う
し
て
そ
の
上
へ
乘
り
な
が
ら
、
長
押
し
の
金
羽

根
を
取
り
出
さ
う
と
し
た
。
そ
の
時
私
は
背
の
低
い
彼
が
、
踏
み
臺
の
上
に
爪
立

つ
た
の
を
見
る
と
、
い
き
な
り
彼
の
足
の
下
か
ら
、
踏
み
臺
を
側
へ
外
し
て
し
ま

つ
た
。
彼
は
長
押
し
に
手
を
か
け
た
儘
、
ぶ
ら
り
と
宙
へ
ぶ
ら
下
が
つ
た
。
姉
や

姉
の
友
だ
ち
は
、
さ
う
云
ふ
彼
を
救
ふ
爲
に
、
私
を
叱
つ
た
り
賺
し
た
り
し
た
。

が
、
私
は
ど
う
し
て
も
、
踏
み
臺
を
人
手
に
渡
さ
な
か
つ
た
。
彼
は
少
時
下
つ
て

ゐ
た
後
、
兩
手
の
痛
み
に
堪
へ
兼
ね
た
の
か
。
と
う
と
う
大
聲
で
泣
き
始
め
た
。

し
て
見
れ
ば
、
御
降
り
の
記
憶
の
中
に
も
、
幼
い
な
が
ら
嫉
妬
な
ぞ
と
云
ふ
娑
婆

界
の
苦
勞
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
私
に
泣
か
さ
れ
た
少
年
は
、
そ
の
後
學
問
の
修

業
は
せ
ず
に
、
或
會
社
へ
通
ふ
事
に
な
つ
た
。
今
で
は
も
う
四
人
の
子
の
親
に
な

つ
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。
私
の
家
の
御
降
り
は
、
赤
ん
坊
の
泣
き
聲
に
滿
た
さ
れ

て
ゐ
る
。
彼
の
御
降
り
は
ど
う
で
あ
ら
う
。
（
一
月
二
日
）

 
 
 
 
 

御
降
り
や
竹
ふ
か
ぶ
か
と
町
の
空

以
下
、
語
注
を
附
す
。



・「
鵞
口
瘡
」「
が
こ
う
そ
う
」
と
読
み
、
カ
ン
ジ
タ
性
口
内
炎
の
広
範
に
広
が
っ

た
も
の
。

・「
つ
づ
ら
ふ
み
」
上
田
秋
成
の
歌
文
集
。

・「
鶉
居
」「
じ
ゆ
ん
き
よ
（
じ
ゅ
ん
き
ょ
）
」
と
読
む
。
こ
の
世
に
於
い
て
居
場

所
の
定
ま
ら
な
い
さ
ま
。
仮
の
住
ま
い
。

な
お
、
こ
こ
で
は
、

御
降
り
や
竹
ふ
か
ぶ
か
と
町
の
空

で
、
掲
げ
た
「
お
降
り
や
竹
深
ぶ
か
と
町
の
そ
ら
」
と
と
は
、
表
記
上
の
大
き
な

相
違
が
認
め
ら
れ
る
。］



 
 

一
游
亭
來
る

草
の
家
の
柱
半
ば
に
春
日
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
一
游
亭
は
、
芥
川
の
盟
友
、
画
家
小
穴
隆
一
の
俳
号
。
］



白
桃
や
莟
う
る
め
る
枝
の
反
り



薄
曇
る
水
動
か
ず
よ
芹せ

り

の
中



炎
天
に
あ
が
り
て
消
え
ぬ
箕
の
ほ
こ
り



初
秋
の
蝗
つ
か
め
ば
柔
か
き



桐
の
葉
は
枝
の
向
き
向
き
枯
れ
に
け
り



 
 

自
嘲

水
涕
や
鼻
の
先
だ
け
暮
れ
殘
る



元
日
や
手
を
洗
ひ
を
る
夕
ご
こ
ろ



 
 

湯
河
原
温
泉

金
柑
は
葉
越
し
に
た
か
し
今
朝
の
霜



 
 

あ
て
か
い
な

あ
て
宇
治
の
生
ま
れ
ど
す

茶
畠
に
入
り
日
し
づ
も
る
在
所
か
な



白
南
風

し

ら

ば

え

の
夕
浪
高
う
な
り
に
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
復
刻
版
「
澄
江
堂
句
集
」
で
は
「
白
南
風
」
の
ル
ビ
が
、
濁

音
が
な
く
、
「
し
ら
は
え
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
後
に
あ
る
「
白
じ
ら
と
」
の

句
の
「
絹
帽
子
」
の
ル
ビ
か
ら
見
て
も
、
ル
ビ
植
字
の
た
め
の
潰
れ
の
可
能
性
が

大
き
い
。「
白
南
風
」
は
、
梅
雨
が
明
け
る
六
月
末
ご
ろ
か
ら
吹
く
南
風
を
言
う
。

し
ろ
は
え
。
］



秋
の
日
や
竹
の
實
垂
る
る
垣
の
外



野
茨
に
か
ら
ま
る
萩
の
さ
か
り
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
は
芥
川
龍
之
介
遺
愛
の
句
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

『
に
ひ
は
り
』
大
正
十
三
年
五
月
の
「
澄
江
堂
句
抄
」
に
、

相
模
驛
に
た
だ
見
る
ま
ま
を
。

の
前
書
が
あ
る
が
、
「
芥
川
龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺
」
の
該
当
の
句
の
注
記

で
示
し
た
通
り
、
普
及
版
全
集
で
は
、

景
の
詩
に
入
る
、
巧
を
用
ふ
る
に
暇
あ
ら
ず
。

と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
中
村
慎
一
郎
著
「
俳
句
の
た
の
し
み
」
に
よ
れ
ば
、
こ

れ
が
実
は
相
模
駅
で
の
嘱
目
吟
で
な
く
、
軽
井
沢
で
の
作
の
可
能
性
が
あ
る
、
と

す
る
。
以
下
当
該
書
を
所
持
し
て
い
な
い
の
で
、
近
代
文
藝
社
二
〇
〇
〇
年
刊
大

須
賀
魚
師
著
「
芥
川
龍
之
介
の
俳
句
に
学
ぶ
」
よ
り
孫
引
き
す
る
（
表
記
は
引
用

原
書
の
マ
マ
。）
。



「
こ
れ
は
作
者
が
室
生
犀
星
な
ど
と
共
に
、
軽
井
沢
に
遊
ん
で
、
避
暑
の
つ
れ
づ

れ
に
句
作
を
競
っ
た
時
の
偶
作
で
、
『
景
の
詩
に
入
る
る
巧
を
用
ふ
る
の
暇
あ
ら

ず
』
と
前
書
が
つ
い
て
い
る
が
、
こ
の
何
気
な
い
句
に
、
心
の
通
い
合
っ
た
友
人

と
安
ら
か
な
一
刻
を
過
ご
し
て
い
る
平
和
な
雰
囲
気
が
、
お
の
づ
か
ら
漂
っ
て
い

る
。
そ
の
時
、
傍
ら
に
あ
っ
た
大
学
生
の
堀
辰
雄
が
、
こ
の
句
を
書
き
散
ら
し
た

紙
を
作
者
か
ら
乞
い
受
け
て
、
生
涯
の
記
念
と
し
た
」

こ
こ
で
は
、
詞
書
が
微
妙
に
違
う
。
し
か
し
、
私
は
少
な
く
と
も
、
「
軽
井
沢
に

遊
ん
で
、
避
暑
の
つ
れ
づ
れ
に
句
作
を
競
っ
た
時
の
偶
作
」
で
は
あ
り
得
な
い
と

思
う
。
堀
辰
雄
が
芥
川
龍
之
介
か
ら
詩
二
篇
の
批
評
を
得
て
、
親
し
く
交
わ
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
大
正
十
二
年
の
十
月
下
旬
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
現
在
の
芥
川

龍
之
介
に
関
わ
る
年
譜
上
で
は
、
こ
の
句
の
発
表
の
大
正
十
三
年
五
月
ま
で
の
間

に
軽
井
沢
に
避
暑
に
行
っ
た
事
実
は
な
い
。
な
お
、
中
村
の
言
う
こ
の
軽
井
沢
行

は
大
正
十
三
年
八
月
か
、
最
後
と
な
っ
た
十
四
年
の
八
月
の
も
の
で
（
室
生
、
堀

共
に
両
年
二
人
共
に
同
時
に
芥
川
と
同
宿
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
可
能
性
と
し

て
は
、
時
間
的
な
余
裕
か
ら
言
う
と
後
者
で
あ
る
。
但
し
、
一
般
に
私
は
知
ら
れ

て
い
る
そ
れ
以
外
に
も
芥
川
の
軽
井
沢
行
は
あ
っ
た
と
確
信
し
て
お
り
、
そ
こ
に

堀
辰
雄
が
同
行
し
て
い
た
可
能
性
も
排
除
出
来
な
い
。
私
が
ブ
ロ
グ
に
記
載
し
た

「
松
村
み
ね
子
「
五
月
と
六
月
」
か
ら
読
み
取
れ
る
あ
る
事
実
」
等
を
参
照
さ
れ

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2008/01/post_f908.html


た
い
）
、
以
上
か
ら
、
こ
の
句
の
成
立
と
は
全
く
関
係
な
し
に
、
堀
に
関
わ
る
こ

の
中
村
が
言
う
よ
う
な
『
こ
の
句
を
書
き
散
ら
し
た
紙
を
作
者
か
ら
乞
い
受
け
』

た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
は
難
く
な
い
と
言
い
添
え
て
お
く
。
］



荒
あ
ら
し
霞
の
中
の
山
の
襞

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
芥
川
我
鬼
入
魂
の
一
句
で
、
龍
之
介
自
身
、
自
信
作
と
し
て

い
た
。］



 
 

洛
陽

麥
ほ
こ
り
か
か
る
童
子
の
眠
り
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
「
雜
信
一
束
」
の
「
洛

陽
」
の
項
を
参
照
と
あ
る
。
「
雜
信
一
束
」
は
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
十
一

月
三
日
刊
の
単
行
本
『
支
那
游
記
』
に
所
収
さ
れ
た
。
該
当
部
分
を
す
べ
て
以
下

に
引
用
す
る
。
但
し
、
見
出
し
を
除
く
と
、
総
ル
ビ
な
の
で
、
難
読
語
と
俳
句
以

外
は
読
み
を
排
除
、
私
の
「
雜
信
一
束

附
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
釈
」
か
ら
注
も
引
用

し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 

十

洛 
 

陽

モ
ハ
メ
ツ
ト
教
の
客
棧

か
く
さ
ん

の
窓
は
古
い
卍
字

ま

ん

じ

の
窓
格
子

ま
ど
が
う
し

の
向
う
に
レ
モ
ン
色
の

空
を
覗
か
せ
て
ゐ
る
。
夥
し
い
麥
ほ
こ
り
に
暮
れ
か
か
つ
た
空
を
。

 
 
 
 
 

麥む
ぎ

ほ
こ
り
か
か
る
童
子
の
眠
り
か
な

芥
川
の
洛
陽
到
着
は
六
月
七
日
か
ら
十
日
で
確
定
し
な
い
。
現
在
の
最
新
知
見

で
は
、
少
な
く
と
も
十
日
に
洛
陽
の
龍
門
石
窟
を
訪
問
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

http://homepage2.nifty.com/onibi/zatu.html


あ
る
ら
し
い
（
新
全
集
年
譜
）
。「
モ
ハ
メ
ツ
ト
教
」
以
前
はal-Islām

イ
ス
ラ

ム
教
の
こ
と
を
こ
う
言
っ
た
ら
し
い
が
、M

uham
m

ad 

ム
ハ
ン
マ
ド
（
五
七
〇

～
六
三
二
）
は
預
言
者
で
あ
り
、
そ
の
教
え
は
遠
い
昔
か
ら
定
ま
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
こ
の
言
い
方
は
お
か
し
い
。
「
客
棧
」
旅
館
・
宿
屋
の
意
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
信
者
達
を
泊
め
る
モ
ス
ク
に
付
随
し
た
（
も
し
く
は
近
く
に

備
え
た
）
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
「
麥
ほ
こ
り
」
麦
打
ち
を
す
る
と
き
に
立

つ
埃
り
の
こ
と
を
言
う
。
夏
の
季
語
で
あ
る
。
脱
穀
機
の
な
か
っ
た
時
代
に
千
歯

扱
こ
き
で
扱
い
た
麦
の
穂
を
玄
穀
干
し
（
莚
を
透
間
の
な
く
重
ね
て
庭
一
面
に
敷

き
、
そ
の
上
に
穀
類
を
干
す
こ
と
）
に
し
て
直
射
日
光
で
乾
燥
さ
せ
た
後
、
炎
天

下
で
棒
打
ち
し
て
実
を
採
る
脱
穀
法
を
用
い
た
。
そ
の
際
の
、
黄
色
い
埃
り
の
こ

と
を
言
う
。
］



秋
の
日
や
榎
の
梢う

ら

の
片
な
び
き



 
 

伯
母
の
言
葉
を

薄
綿
は
の
ば
し
兼
ね
た
る
霜
夜
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
三
（
一
九
二

四
）
二
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
女
性
』
に
、
全
集
後
記
に
よ
る
と
「
冬
十
題
」
と

い
う
大
見
出
し
で
掲
載
さ
れ
た
（
こ
れ
は
諸
家
十
人
の
冬
絡
み
の
小
品
と
言
う
意

味
で
あ
ろ
う
）、「
霜
夜
」
参
照
と
あ
る
。
該
当
部
分
を
す
べ
て
以
下
に
引
用
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

霜

夜

霜
夜
の
句
を
一
つ
。

い
つ
も
の
や
う
に
机
に
向
か
つ
て
ゐ
る
と
、
い
つ
か
十
二
時
を
打
つ
音
が
す
る
。

十
二
時
に
は
必
ず
寢
る
こ
と
に
し
て
ゐ
る
。
今
夜
も
ま
づ
本
を
閉
ぢ
、
そ
れ
か
ら

あ
し
た
坐
り
次
第
、
直
に
仕
事
に
か
か
れ
る
や
う
に
机
の
上
を
片
づ
け
る
。
片
づ

け
る
と
云
つ
て
も
大
し
た
こ
と
は
な
い
。
原
稿
用
紙
と
入
用
の
書
物
と
を
一
ま
と

め
に
重
ね
る
ば
か
り
で
あ
る
。
最
後
に
火
鉢
の
始
末
を
す
る
。
は
ん
ね
ら

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
瓶
に

鐵
瓶
の
湯
を
つ
ぎ
、
そ
の
中
へ
火
を
一
つ
づ
つ
入
れ
る
。
火
は
見
る
見
る
黑
く
な

る
。
炭
の
鳴
る
音
も
盛
ん
に
す
る
。
水
蒸
氣
も
も
や
も
や
と
立
ち
昇
る
。
何
か
樂



し
い
心
も
ち
が
す
る
。
何
か
又
は
か
な
い
心
も
ち
も
す
る
。
床
は
次
の
間
に
と
つ

て
あ
る
。
次
の
間
も
書
齋
も
二
階
で
あ
る
。
寢
る
前
に
は
必
ず
下
へ
お
り
、
の
び

の
び
と
一
人
小
便
を
す
る
。
今
夜
も
そ
つ
と
二
階
を
下
り
る
。
座
敷
の
次
の
間
に

電
燈
が
つ
い
て
ゐ
る
。
ま
だ
誰
か
起
き
て
ゐ
る
な
と
思
ふ
。
誰
が
起
き
て
ゐ
る
の

か
し
ら
と
も
思
ふ
。
そ
の
部
屋
の
外
を
通
り
か
か
る
と
、
六
十
八
に
な
る
伯
母
が

一
人
、
古
い
綿
を
の
ば
し
て
ゐ
る
。
か
す
か
に
光
る
絹
の
綿
で
あ
る
。

「
伯
母
さ
ん
」
と
云
ふ
。「
ま
だ
起
き
て
ゐ
た
の
で
す
か
？
」
と
云
ふ
。「
あ
あ
、

今
こ
れ
だ
け
し
て
し
ま
は
う
と
思
つ
て
。
お
前
も
も
う
寢
る
の
だ
ら
う
？
」
と
云

ふ
。
後
架
の
電
燈
は
ど
う
し
て
も
つ
か
な
い
。
や
む
を
得
ず
暗
い
ま
ま
小
便
を
す

る
。
後
架
の
窓
の
外
に
は
竹
が
生
え
て
ゐ
る
。
風
の
あ
る
晩
は
葉
の
す
れ
る
音
が

す
る
。
今
夜
は
音
も
何
も
し
な
い
。
た
だ
寒
い
夜
に
封
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。

 
 
 
 
 

薄
綿
は
の
ば
し
兼
ね
た
る
霜
夜
か
な

「
は
ん
ね
ら
」
と
は
南
蛮
焼
の
一
種
で
、
江
戸
時
代
に
伝
わ
っ
た
、
無
釉
又
は
白

釉
の
か
か
っ
た
土
器
。
灰
器
と
し
て
は
、
普
通
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。］



庭
芝
に
小
み
ち
ま
は
り
ぬ
花
つ
つ
じ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
三
（
一
九
二

四
）
年
九
月
刊
の
「
百
艸
」
に
所
収
す
る
「
長
崎
日
録
」
の
大
正
十
一
年
五
月
十

四
日
の
条
参
照
と
あ
る
。
該
当
部
分
の
句
の
前
文
の
み
、
以
下
に
引
用
す
る
。

五
月
十
四
日

與
茂
平
、
蒲
原
春
夫
の
二
人
と
梅
若
の
謠
の
會
に
至
る
。
長
崎
に
萬
三
郎
や
六

郎
を
見
ん
と
は
思
ひ
か
け
ざ
り
し
所
な
り
。
會
場
の
庭
の
躑
躅
の
花
、
紅
將
に
褪

せ
な
ん
と
す
。（
會
場
は
富
久
屋
）

 
 
 
 
 

庭
芝
に
小
み
ち
ま
は
り
ぬ
花
つ
つ
じ

ち
な
み
に
與
茂
平
は
渡
邊
庫
輔
、
蒲
原
春
夫
と
共
に
長
崎
在
の
、
芥
川
の
弟
子
で

あ
る
。］



 
 

漢
口

ひ
と
籃
の
暑
さ
照
り
け
り
巴
旦
杏

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
「
雜
信
一
束
」
の
「
支

那
的
漢
口
」
の
項
を
参
照
と
あ
る
。
「
雜
信
一
束
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
「
麥
ほ

こ
り
」
の
句
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
該
当
部
分
を
す
べ
て
以
下
に
引
用
す
る
。

但
し
、
見
出
し
を
除
く
と
、
総
ル
ビ
な
の
で
、
難
読
語
と
俳
句
以
外
は
読
み
を
排

除
、
私
の
「
雜
信
一
束

附
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
釈
」
か
ら
注
も
引
用
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 

二

支
那
的
漢
口

彩
票
や
麻
雀
戲

マ
ア
ジ
ヤ
ン

の
道
具
の
間
に
西
日
の
赤
あ
か
と
さ
し
た
砂
利
道
。
其
處
を
ひ

と
り
歩
き
な
が
ら
、
ふ
と
ヘ
ル
メ
ツ
ト
帽
の
庇
の
下
に
漢
口

ハ
ン
カ
オ

の
夏
を
感
じ
た
の
は
、

―
―

 
 
 
 
 

ひ
と
籃か

ご

の
暑あ

つ

さ
照て

り
け
り
巴
旦
杏

は
た
ん
き
よ
う

芥
川
は
毎
日
新
聞
社
特
派
員
と
し
て
大
陸
に
赴
く
。
急
病
（
乾
性
肋
膜
炎
）
を

発
し
つ
つ
も
上
海
を
拠
点
に
周
辺
域
を
踏
査
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
五
月
十

http://homepage2.nifty.com/onibi/zatu.html


七
日
に
は
上
海
に
別
れ
を
告
げ
て
、
蕪
湖
・
九
江
・
廬
山
等
を
経
て
、
五
月
二
十

六
日
頃
に
漢
口
に
到
着
し
て
い
る
。
以
下
、
語
注
。

・「
漢
口
」（H

ànk
ǒ

u

）
は
中
国
湖
北
省
に
あ
っ
た
都
市
で
、
現
在
の
武
漢
市

の
一
部
に
当
た
る
。
明
末
以
降
、
長
江
中
流
域
の
物
流
の
中
心
と
し
て
栄
え
た
商

業
都
市
で
、
一
八
五
八
年
、
天
津
条
約
に
よ
り
開
港
後
、
上
海
の
よ
う
に
イ
ギ
リ

ス
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
・
日
本
の
五
ヶ
国
の
租
界
が
置
か
れ
、
「
東

方
の
シ
カ
ゴ
」
の
異
名
を
持
っ
た
。

・「
彩
票
」
富
く
じ
、
宝
く
じ
の
類
。
中
国
で
は
比
較
的
新
し
い
も
の
と
思
わ
れ

る
。
因
み
に
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
で
は
「
体
育
彩
票
」
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事

業
）
と
「
福
利
彩
票
」（
福
祉
関
連
事
業
）
の
二
種
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

・
「
麻
雀
戲

マ
ア
ジ
ヤ
ン

」
は
正
し
く
は
「
麻
將
」
で
（M

ájiàng

）
で
あ
る
。
中
国
起
源

の
ゲ
ー
ム
。
私
は
残
念
な
が
ら
ル
ー
ル
も
知
ら
な
い
の
で
、
ウ
ィ
キ
の
「
麻
雀
」

か
ら
引
用
す
る
（
数
字
表
記
を
変
更
し
た
。
な
お
、
こ
れ
は
ウ
ィ
キ
の
旧
記
載
で

現
在
は
書
き
代
わ
っ
て
い
る
）
。『
一
八
五
〇
年
代
、
上
海
近
辺
で
馬
弔
（
マ
ー
チ

ャ
オ
）
、
馬
将
（
マ
ー
チ
ャ
ン
）
と
も
呼
ば
れ
た
伝
統
的
な
紙
札
遊
戯
と
天
九
牌

（
骨
牌
遊
戯
の
一
種
）
か
ら
生
ま
れ
た
遊
戯
と
い
わ
れ
て
い
る
。
創
始
者
は
陳
魚

門
（
チ
ン
イ
イ
メ
ン
）
と
い
わ
れ
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
な
お
、
現
在
の
中
国

語
に
お
い
て
は
麻
雀
の
こ
と
を
一
般
に
「
麻
将
」（
マ
ー
ジ
ャ
ンm

ajiang

）
と

い
う
。「
麻
雀
」（
マ
ー
チ
ュ
エm

aque

）
は
中
国
語
で
は
ス
ズ
メ
を
意
味
す
る
。

現
在
で
は
中
国
ル
ー
ル
に
よ
る
麻
雀
を
中
国
麻
雀
と
呼
び
、
日
本
に
お
け
る
麻
雀

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E9%9B%80


と
区
別
し
て
い
る
』
と
し
、
『
日
本
人
で
初
め
て
麻
雀
に
言
及
し
た
の
は
お
そ
ら

く
夏
目
漱
石
で
、『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』（
一
九
〇
九
年
）
に
大
連
で
の
見
聞
と

し
て
「
四
人
で
博
奕
を
打
っ
て
い
た
。
（
略
）
厚
み
も
大
き
さ
も
将
棋
の
飛
車
角

ぐ
ら
い
に
当
る
札
を
五
六
十
枚
ほ
ど
四
人
で
分
け
て
、
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
に
並
べ

か
え
て
勝
負
を
決
し
て
い
た
」
と
あ
る
。
実
際
の
牌
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
も
明

治
末
期
で
、
大
正
中
期
以
降
は
ル
ー
ル
面
に
お
い
て
独
自
の
変
化
を
遂
げ
つ
つ
各

地
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
も
い
う
が
、
一
般
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

関
東
大
震
災
の
後
で
あ
る
。
神
楽
坂
の
カ
フ
ェ
ー
・
プ
ラ
ン
タ
ン
で
文
藝
春
秋
の

菊
池
寛
ら
が
麻
雀
に
熱
中
し
、
次
第
に
雑
誌
等
に
も
取
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
文
芸
春
秋
社
で
は
自
ら
麻
雀
牌
を
販
売
し
て
い
た
と
い
う
』
と
、
ず
ん
ず
ん

芥
川
の
近
親
に
近
づ
い
て
ゆ
く
よ
う
な
記
載
が
面
白
い
。

・
「
巴
旦
杏
」
は
本
来
、
中
国
語
で
は
バ
ラ
目
バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属
ヘ
ン
ト
ウ

Prunus dulcis

、
ア
ー
モ
ン
ド
の
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
、
ど
う
も
こ
の
句
柄

か
ら
見
て
、
漢
口
と
い
う
異
邦
の
地
と
は
い
え
、
果
肉
を
食
さ
な
い
ず
ん
ぐ
り
と

し
た
毛
の
生
え
た
ア
ー
モ
ン
ド
の
実
が
籠
に
盛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
相
応

し
い
景
で
は
な
い
。
実
は
中
国
か
ら
所
謂
ス
モ
モ
が
入
っ
て
来
て
か
ら
（
奈
良
時

代
と
推
測
さ
れ
る
）、
本
邦
で
は
「
李
」
以
外
に
、「
牡
丹
杏

ぼ
た
ん
き
ょ
う

」、「
巴
旦
杏

は
た
ん
き
ょ
う

」
と
い

う
字
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
芥
川
は
バ
ラ
目
バ
ラ
科
サ
ク
ラ
属

ス
モ
モ
（
ト
ガ
リ
ス
モ
モ
）Prunus salicina

の
意
で
こ
れ
を
用
い
て
い
る

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
季
語
は
春
。
］



 
 

病
中

あ
か
つ
き
や蛼

鳴
き
や
む
屋
根
の
う
ら

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
横
転
し
て
い
る
が
「蛼

」
は
（
む
し
へ
ん
）
＋
「
車
」
で
、

「
い
と
ど
」
と
読
む
。
本
来
、
狭
義
的
に
は
直
翅
目
の
カ
マ
ド
ウ
マ
を
指
す
が
、

無
翅
で
鳴
か
な
い
。
こ
こ
は
、
コ
オ
ロ
ギ
を
指
す
。「蛼

」
の
下
の
半
角
空
け
は

「蛼

」
と
連
続
さ
せ
る
と
「
鳴
」
の
字
も
一
緒
に
横
転
す
る
た
め
、
そ
れ
を
避
け

る
方
途
と
し
て
行
な
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
底
本
に
は
な
い
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。］



唐
黍
や
ほ
ど
ろ
と
枯
る
る
日
の
に
ほ
ひ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
ほ
ど
ろ
」
は
、
は
ら
は
ら
と
散
る
さ
ま
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
唐
黍
の
穗
の
ほ
お
け
た
さ
ま
を
指
す
。
］



し
ぐ
る
る
や
堀
江
の
茶
屋
に
客
ひ
と
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
堀
江
」
は
大
阪
市
の
真
ん
中
、
道
頓
堀
と
長
堀
の
間
に
あ

る
地
名
。
堀
江
堀
が
そ
こ
を
南
北
に
分
け
て
い
て
、
待
合
茶
屋
が
多
か
っ
た
。
芥

川
龍
之
介
は
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
二
月
二
十
日
に
大
阪
毎
日
新
聞
の
面
談
依

頼
（
海
外
視
察
員
と
し
て
の
中
国
特
派
の
打
診
）
を
受
け
て
来
阪
、
四
日
後
の
二

十
四
日
に
帰
京
し
て
い
る
。
初
日
は
宇
野
浩
二
と
同
伴
、
二
十
一
日
は
当
該
特
派

員
の
懇
請
を
受
け
て
、
北
浜
の
「
魚
岩
」
で
宇
野
及
び
里
見
弴
の
同
席
の
上
、
社

の
接
待
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
こ
の
句
が
嘱
目
吟
で
あ
る
と
す
れ
ば
二
月
二
十
四

日
の
可
能
性
が
高
い
か
。
］



 
 

再
び
長
崎
に
遊
ぶ

唐
寺
か
ら
で
ら
の
玉
卷
芭
蕉
肥
り
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
三
（
一
九
二

四
）
年
九
月
刊
の
『
百
艸
』
に
所
収
す
る
「
長
崎
日
録
」
の
大
正
十
一
（
一
九
二

二
）
年
五
月
二
十
一
日
の
条
参
照
と
あ
る
。
該
当
部
分
の
句
の
前
文
の
み
、
以
下

に
引
用
す
る
。

五
月
二
十
一
日

古
袷
の
尻
破
れ
た
れ
ば
、
や
む
を
得
ず
セ
ル
の
着
物
を
つ
く
る
。
再
び
唐
寺
に

詣
る
。

 
 
 
 
 
 
 

唐
寺
の
玉
卷
芭
蕉
肥
り
け
り

唐
寺
は
唐
四
箇
寺
と
も
呼
ば
れ
、
中
国
様
式
建
築
の
顕
著
な
崇
福
寺
・
興
福
寺
・

福
済
寺
・
聖
福
寺
の
四
寺
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
中
で
最
も
古
い
と
さ
れ
る

崇
福

そ
う
ふ
く

寺
で
あ
ろ
う
。］



更
く
る
夜
を
上
ぬ
る
み
け
り
泥
鰌
汁



木
の
枝
の
瓦
に
さ
は
る
暑
さ
か
な



［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
参
考
に
掲
げ
た
色
紙
は
昭
和
三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
中
央

公
論
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
小
穴
隆
一
「
芥
川
龍
之
介
遺
墨
」
に
句
帖
六
と
し
て
所

収
す
る
も
の
の
、
三
句
目
の
句
を
後
世
、
工
芸
品
と
し
て
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
。

末
尾
切
れ
字
を
「
哉
」
と
し
て
い
る
。「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
二

手

帳
及
び
ノ
ー
ト
・
断
片
・
日
録
・
遺
漏
」
の
当
該
句
及
び
以
下
の
私
の
作
成
し
た

頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。］

http://homepage2.nifty.com/onibi/kinoeda.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/kinoeda.html


夏
の
日
や
薄
苔
つ
け
る
木
木
の
枝



蒲
の
穗
は
な
び
き
そ
め
つ
つ
蓮
の
花



［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
参
考
に
掲
げ
た
画
像
は
岩
波
版
新
全
集
〔
第
二
次
〕
月
報
の

最
後
の
頁
の
下
段
に
配
さ
れ
て
い
る
、
本
句
に
河
童
（
と
思
わ
れ
る
）
を
あ
し
ら

っ
た
非
常
に
珍
し
い
一
枚
で
あ
る
（
原
本
は
写
真
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
取
り
込

む
と
非
常
に
汚
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
一
度
コ
ピ
ー
を
と
り
、
補
正
を
か
け
た

上
で
、
残
る
汚
れ
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
消
去
し
た
）
。
原
本
に
は
た
だ
こ
の
画
像
の

横
に
、

蒲
の
穗
は
な
ひ
き
そ
め
つ
つ
蓮
の
花

と
い
う
翻
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
（
「
ひ
」
は
マ
マ
）
だ
け
で
、
不
思
議
な
こ
と
に

所
蔵
者
は
勿
論
、
こ
れ
が
色
紙
な
の
か
画
帳
な
の
か
も
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
当

然
の
こ
と
乍
ら
、
筆
跡
と
河
童
の
タ
ッ
チ
か
ら
言
っ
て
も
芥
川
龍
之
介
の
真
筆
に

間
違
い
は
な
い
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
も
な
く
、
ま
た
、
平
面
画
像
の
単
な
る
撮
影
物
に

著
作
権
は
生
じ
な
い
と
い
う
文
化
庁
の
見
解
が
あ
る
た
め
、
本
複
製
及
び
補
正
は

著
作
権
法
違
反
で
は
な
い
。］



 
 

一
游
亭
を
送
る

別
情
愴
然

霜
の
ふ
る
夜
を
菅
笠
の
ゆ
く
へ
哉

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
一
游
亭
小
穴
隆
一
は
大
正
十
一
年
一
月
に
右
足
に
怪
我
を
し

細
菌
感
染
、
足
の
痛
み
が
続
い
て
い
た
。
同
年
十
一
月
に
伊
香
保
に
療
養
に
立
っ

た
際
の
送
別
句
。
芥
川
は
同
年
一
月
二
十
一
日
付
小
穴
隆
一
宛
九
八
九
書
簡
で

「
足
の
手
あ
て
怠
る
べ
か
ら
ず
怠
る
と
跛
に
な
る
」
と
書
く
が
、
そ
れ
は
不
吉
に

も
的
中
し
、
同
十
一
月
二
十
七
日
に
は
脱
疽
と
診
断
、
翌
年
、
切
断
と
な
る
。
な

お
、
こ
の
九
八
九
書
簡
で
芥
川
は
初
め
て
「
澄
江
堂
主
人
」
の
号
を
用
い
て
い
る
。
］



 
 

園
藝
を
問
へ
る
ひ
と
に

あ
さ
あ
さ
と
麥
藁
か
け
よ
草
い
ち
ご

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
あ
さ
あ
さ
と
」
は
、
あ
っ
さ
り
と
。
］



山
茶
花
の
莟
こ
ぼ
る
る
寒
さ
か
な



 
 

菊
池
寛
の
自
傳
體
小
説
「
啓
吉
物
語
」
に

元
日
や
啓
吉
も
世
に
古
簞
笥

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
啓
吉
物
語
」
は
大
正
十
三
（
一
九
二
三
）
年
二
月
に
玄
文

社
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
。
岩
波
版
新
全
集
「
隣
の
笛
」
の
本
句
の
注
解
で
山
田

俊
治
氏
は
『
「
啓
吉
」
「
雄
吉
」
「
準
吉
」
な
ど
の
作
者
を
思
わ
せ
る
人
物
［
や
ぶ

ち
ゃ
ん
補
注
：
筆
者
と
は
菊
池
。
］
を
主
人
公
に
し
て
、
そ
の
幼
年
期
か
ら
学
生

時
代
、
そ
し
て
結
婚
生
活
を
描
い
た
短
編
を
収
録
。
こ
の
句
は
そ
の
表
紙
を
飾
る
』

と
あ
り
、
更
に
「
世
に
古
箪
笥
」
に
つ
い
て
は
『
「
世
に
経
ふ
る
」
を
掛
け
る
。
』

と
し
、
太
祇
（
該
当
注
解
で
は
「
祗
」
を
用
い
て
い
る
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
）

の
「
元
日
の
居
ご
こ
ろ
や
世
に
ふ
る
疊
」
『
を
参
考
に
し
て
新
婚
の
菊
池
の
箪
笥

が
古
く
な
る
よ
う
に
、
啓
吉
物
も
一
巻
に
な
っ
た
こ
と
を
祝
す
』
歳
旦
句
と
解
説

し
て
い
る
。
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
四

続

書
簡
俳
句

附

辞

世
」
の
小
穴
隆
一
一
游
亭
宛
同
年
一
月
十
一
日
附
一
一
六
一
書
簡
の
注
参
照
。］

Yabuno
ノート
「箪」（×）
「簞」（○）



 
 

高
野
山

山
が
ひ
の
杉
冴
え
返
る
谺
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
芥
川
が
高
野
山
を
訪
れ
た
の
が
確
実
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、

明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
の
夏
季
休
業
中
に
、
十
六
歳
の
芥
川
が
、
終
生
尊

敬
し
て
止
ま
な
か
っ
た
担
任
の
英
語
教
師
廣
瀨
雄
、
同
級
の
依
田
誠
の
三
人
で
関

西
旅
行
を
し
た
折
り
で
あ
る
。
こ
の
時
、
高
野
山
の
大
円
院
に
宿
泊
、
丁
度
評
判

に
な
っ
て
い
た
高
山
樗
牛
の
「
瀧
口
入
道
」
や
「
平
家
雑
感
」
等
を
素
材
に
、
横

笛
と
入
道
の
悲
恋
に
つ
い
て
夜
が
更
け
る
ま
で
語
り
合
っ
た
が
、
廣
瀨
が
立
っ
て

別
棟
の
便
所
へ
行
っ
て
き
た
後
で
、
昼
な
お
暗
い
杉
の
間
か
ら
洩
れ
る
月
光
が
凄

か
っ
た
な
あ
と
呟
く
と
、
臆
病
な
龍
之
介
は
怖
し
く
な
っ
て
依
田
に
便
所
へ
つ
い

て
き
て
く
れ
と
頼
ん
で
い
た
と
い
う
。
（
廣
瀨
雄
「
芥
川
龍
之
介
君
の
思
出
」
よ

り
。
但
し
、
鷺
只
雄
氏
の
「
年
表
作
家
読
本
」
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
。
）］



雨
ふ
る
や
う
す
う
す
燒
く
る
山
の
な
り



 
 

再
び
鎌
倉
の
平
野
屋
に
宿
る

藤
の
花
軒
ば
の
苔
の
老
い
に
け
り



 
 

震
災
の
後
増
上
寺
の
ほ
と
り
を
過
ぐ

松
風
を
う
つ
つ
に
聞
く
よ
夏
帽
子

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
四
（
一
九
二

五
）
年
六
月
二
日
発
行
の
雑
誌
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
澄
江
堂
雜
詠
」
の
「
松
」

の
項
参
照
と
あ
る
。
該
当
部
分
を
以
下
に
引
用
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 

五

松

大
正
十
二
年
九
月
七
日
。
芝
へ
行
く
。
姉
や
弟
の
家
の
あ
た
り
は
一
面
の
燒
け

野
原
。
い
つ
か
竹
田
の
畫
の
展
觀
の
あ
つ
た
金
持
ち
の
家
も
灰
燼
に
な
り
、
燒
け

棒
杭
に
な
つ
た
椎
の
木
ば
か
り
立
つ
て
ゐ
る
。
あ
の
畫
も
燒
け
た
か
な
と
な
ど
と

思
ふ
。
増
上
寺
は
無
事
。
三
門
前
の
松
林
の
不
相
變
だ
つ
っ
た
の
は
嬉
し
か
つ
た
。

 
 
 
 
 
 
 

松
風
を
う
つ
つ
に
聞
く
よ
夏
帽
子

「
竹
田
」
は
「
ち
く
で
ん
」
と
読
む
。
田
能
村

た

の

む

ら

竹
田
、
江
戸
後
期
の
文
人
画
家
。
］



朝
顏
や
土
に
匐
ひ
た
る
蔓
の
た
け



春
雨
の
中
や
雪
お
く
甲
斐
の
山

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
「
癆
咳
の
」
の
句
で

引
用
し
た
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
三
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
雲
母
』
の
「
蛇

笏
君
と
僕
と
」
、
後
に
「
飯
田
蛇
笏
」
と
改
め
ら
れ
る
作
品
参
照
、
と
あ
る
。
再

度
引
い
て
お
く
と
、
こ
の
「
春
雨
の
」
の
句
の
直
後
に
「
こ
れ
は
僕
の
近
作
で
あ

る
。
次
手
を
以
て
甲
斐
の
國
に
ゐ
る
蛇
笏
君
に
獻
上
し
た
い
。
」
と
あ
る
。］



竹
の
芽
も
茜
さ
し
た
る
彼
岸
か
な



風
落
ち
て
曇
り
立
ち
け
り
星
月
夜

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
後
に
記
す
旧
全
集
注
記
内
容
よ
り
、
以
下
の
二
句
を
推
敲
句

形
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

う
す
う
す
と
曇
り
そ
め
け
り
星
月
夜

冷
え
び
え
と
曇
り
立
ち
け
り
星
月
夜

旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
六
月
一
日

発
行
の
雑
誌
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
微
哀
笑
」、
後
に
「
久
保
田
万
太
郎
氏
」

と
改
め
ら
れ
る
作
品
に
『
「
う
す
う
す
と
曇
り
そ
め
け
り
星
月
夜
」
を
「
冷
え
び

え
と
曇
り
立
ち
け
り
星
月
夜
」
と
改
め
た
こ
と
が
で
て
い
る
。
』
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
注
記
ゆ
え
に
、
該
当
作
品
を
容
易
に
検
討
で
き
る
の
は
有
難
い
が
、
類
型
句

の
多
い
彼
の
句
に
対
し
て
、
こ
の
注
記
を
―
―
こ
の
注
記
の
み
を
付
す
の
が
正
し

い
か
否
か
は
、
微
妙
に
留
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
「
久
保
田
万
太

郎
氏
」
の
該
当
部
分
に
相
当
す
る
最
終
段
落
を
以
下
に
引
用
す
る
。



因
み
に
云
ふ
。
小
説
家
久
保
田
万
太
郎
君
の
俳
人
傘
雨
宗
匠
た
る
は
天
下
の
周

知
す
る
所
な
り
。
僕
、
曩
日
久
保
田
君
に
「
う
す
う
す
と
曇
り
そ
め
け
り
星
月
夜
」

の
句
を
示
す
。
傘
雨
宗
匠
善
と
稱
す
。
數
日
の
後
、
僕
前
句
を
改
め
て
「
冷
え
び

え
と
曇
り
立
ち
け
り
星
月
夜
」
と
爲
す
。
傘
雨
宗
匠
頭
を
振
つ
て
曰
、
「
い
け
ま

せ
ん
。」
然
れ
ど
も
僕
畢
に
後
句
を
捨
て
ず
。
久
保
田
君
亦
畢
に
後
句
を
取
ら
ず
。

僕
等
の
差
を
見
る
に
近
か
ら
ん
乎
。

「
曩
日
」
は
「
の
う
じ
つ
」
、「
先
日
」
の
意
。
か
の
『
俳
句
の
天
才
』
久
保
田
万

太
郎
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
極
め
て
興
味
深
い
。

因
み
に
私
は
、
芥
川
の
俳
句
を
遂
に
余
技
で
あ
っ
た
と
す
る
多
く
の
識
者
の
言

説
に
対
し
て
、
鮮
や
か
に
ノ
ン
と
言
う
者
で
あ
る
。
彼
は
既
に
大
正
十
一
（
一
九

二
二
）
年
一
月
十
九
日
附
の
渡
邊
庫
輔
宛
九
八
四
書
簡
で
「
現
在
の
僕
は
俳
句
も

短
歌
も
男
兒
一
生
の
事
業
と
す
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
は
思
ひ
居
ら
ず
」
と
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
三

書
簡
俳
句
（
明
治
四

十
三
年
～
大
正
十
一
年
迄
）

」
参
照
の
こ
と
。］



小
春
日
や
木
兎
を
と
め
た
る
竹
の
枝



切
支
丹
坂
を
下
り
來
る
寒
さ
哉

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
「
切
支
丹
坂
」
は
長
崎
で
は
な
い
。
現
在
の
文
京
区
小

日
向
一
丁
目
に
地
下
鉄
の
小
石
川
検
車
区
車
両
場
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
か
ら
そ
の

下
を
潜
る
地
下
道
へ
続
く
区
役
所
の
方
へ
下
り
る
坂
で
通
称
幽
霊
坂
と
も
言
う
。

寛
永
年
間
に
こ
の
坂
を
登
っ
た
辺
り
に
切
支
丹
屋
敷
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
う
。
但

し
、
漱
石
が
「
琴
の
そ
ら
音
」
で
「
名
前
に
劣
ら
ぬ
怪
し
い
坂
」
と
語
っ
た
「
切

支
丹
坂
」
（
こ
れ
は
切
支
丹
坂
の
更
に
先
に
あ
る
庚
申
坂
と
誤
っ
て
い
る
）
を
指

す
か
も
知
れ
な
い
。］



初
午
の
祠
と
も
り
ぬ
雨
の
中



 
 

金
澤

簀
む
し
子
や
雨
に
も
ね
ま
る
蝸
牛

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
簀
む
し
子
」
に
つ
い
て
は
、
中
田
雅
敏
編
著

蝸
牛
俳
句

文
庫
「
芥
川
龍
之
介
」
の
鑑
賞
文
に
拠
れ
ば
、
竹
の
簀
を
、
道
路
に
面
し
て
格
子

代
わ
り
に
横
に
細
い
桟
で
打
ち
つ
け
、
積
雪
や
日
差
し
の
直
射
を
避
け
る
日
除
け

と
あ
る
。
一
九
八
六
年
踏
青
社
刊
の
諏
訪
優
「
芥
川
龍
之
介
の
俳
句
を
歩
く
」
で

は
、
『
中
か
ら
は
外
が
見
え
、
外
か
ら
は
中
が
見
え
な
い
こ
の
地
方
独
特
の
仕
掛

け
で
、
い
わ
ゆ
る
格
子
と
は
似
て
い
る
が
ち
が
う
も
の
ら
し
い
』
と
も
あ
る
。］



乳
垂
る
る
妻
と
な
り
つ
も
草
の
餅



松
か
げ
に
鷄
は
ら
ば
へ
る
暑
さ
か
な



苔
づ
け
る
百
日
紅
や
秋
ど
な
り



 
 

室
生
犀
星
金
澤
の
蟹
を
贈
る

秋
風
や
甲
羅
を
あ
ま
す
膳
の
蟹



 
 

一
平
逸
民
の
描
け
る
夏
目
先
生
の
カ
リ
カ
テ
ユ
ア
に

餅
花
を
今
戸
の
猫
に
さ
さ
げ
ば
や

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
四
（
一
九
二

五
）
年
六
月
二
日
発
行
の
雑
誌
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
澄
江
堂
雜
詠
」
の
『
「
今

戸
の
猫
」』
の
項
参
照
と
あ
る
。
該
当
部
分
を
以
下
に
引
用
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 

四

今
戸
の
猫

畫
賛
等
と
言
ふ
も
の
は
ま
だ
一
度
も
し
た
こ
と
は
な
い
。
が
、
下
島
先
生
に
岡

本
一
平
君
の
描
い
た
夏
目
先
生
の
戲
畫
を
つ
き
つ
け
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
考
え
た
揚

句
、
や
つ
と
か
う
言
ふ
句
を
書
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
。

 
 
 
 
 
 

餅
花
を
今
戸
の
猫
に
さ
さ
げ
ば
や

「
今
戸
の
猫
」
は
通
じ
な
い
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作
者
は
「
今
戸
の
狐
」
と

言
ふ
か
ら
、
「
今
戸
の
猫
」
と
稱
す
る
こ
と
も
差
支
へ
あ
る
ま
い
と
こ
じ
つ
け
て

ゐ
る
。

下
島
先
生
は
下
島
勲
（
空
谷
）
、
田
端
在
住
の
芥
川
家
の
ホ
ー
ム
・
ド
ク
タ
ー
に



し
て
、
俳
人
。
私
に
は
疑
惑
を
感
じ
さ
せ
る
龍
之
介
の
死
亡
診
断
書
を
書
い
た
の

も
彼
で
あ
る
。

今
戸
に
あ
る
今
戸
神
社
は
伏
見
稲
荷
か
ら
勧
請
し
た
被
官
稲
荷
神
社
が
有
名

で
あ
る
が
、
招
き
猫
発
祥
の
地
と
も
伝
え
ら
れ
、
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

に
も
登
場
す
る
。
ま
た
、
吾
輩
が
苦
沙
弥
先
生
食
べ
残
し
の
雑
煮
を
食
う
も
、
噛

み
切
れ
ず
、
歯
に
く
っ
つ
い
て
し
ま
い
、
後
足
で
立
ち
、
左
右
の
前
足
で
餅
を
払

い
落
と
そ
う
と
、
も
が
く
。
子
供
に
「
あ
ら
猫
が
お
雑
煮
を
食
べ
て
踊
を
踊
つ
て

ゐ
る
」
と
言
わ
れ
、
遂
に
は
苦
沙
弥
先
生
か
ら
「
こ
の
馬
鹿
野
郎
」
と
罵
倒
さ
れ

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
中
ほ
ど
に
あ
る
。
］



明
星
の
銚

ち
ろ
り

に
ひ
び
け
ほ
と
と
ぎ
す

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
四
（
一
九
二

五
）
年
六
月
二
日
発
行
の
雑
誌
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
澄
江
堂
雜
詠
」
の
「
ち

ろ
り
」
の
冒
頭
を
引
き
、
『
「
こ
れ
は
お
茶
屋
の
二
階
で
の
作
。
」
と
し
て
出
て
い

る
。
』
と
記
す
の
み
で
あ
る
。「
ち
ろ
り
」
を
以
下
に
全
文
引
用
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 

二

ち
ろ
り

 
 
 
 
 

明
星
の
ち
ろ
り
に
ひ
び
け
ほ
と
と
ぎ
す

こ
れ
は
お
茶
屋
の
二
階
で
の
作
。
そ
の
後
も
あ
の
位
形
の
好
い
ち
ろ
り
を
見
た

こ
と
は
な
い
。
こ
の
句
に
苦
労
し
て
ゐ
る
間
に
鼻
の
下
の
長
い
婆
さ
ん
の
藝
者
謠

つ
て
曰
、
「
四
條
の
橋
か
ら
何
と
か
を
見
れ
ば
、
灯
が
一
つ
見
え
る
、
あ
れ
は
何

と
か
の
灯
か
、
二
軒
茶
屋
の
灯
か
」
と
。
（
勿
論
唄
の
記
憶
は
確
か
で
は
な
い
。
）

「
ち
ろ
り
」
の
表
記
が
異
な
る
。
「
ち
ろ
り
」
は
銚
、
釐
。
銅
や
真
鍮
製
で
、

お
燗
に
用
い
る
容
器
。
筒
形
や
円
錐
形
で
下
の
方
が
や
や
細
く
、
注
ぎ
口
と
取
手

と
が
つ
く
。
］



 
 

寄
内

ひ
と
向
き
に
這
ふ
子
お
も
ふ
や
笹
ち
ま
き

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
、
「
澄
江
堂
句
集
」
で
は

ひ
た
す
ら
に
這
ふ
子
お
も
ふ
や
笹
ち
ま
き

と
な
っ
て
い
る
。
］



日
ざ
か
り
や
靑
杉
こ
ぞ
る
山
の
峽か

ひ

か
ひ



 
 

越
後
よ
り
來
れ
る
婢
、
當
歳
の
兒
を
「
た
ん
た
ん
」
と
云
ふ

た
ん
た
ん
の
咳
を
出
し
た
る
夜
寒
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
た
ん
た
ん
」
は
幼
児
語
（
こ
れ
は
必
ず
し
も
新
潟
の
方
言

で
は
な
い
）
で
、
靴
や
靴
下
を
言
う
が
、
使
用
例
か
ら
考
え
る
と
、
幼
児
自
身
を

指
す
こ
と
も
あ
る
。］



 
 

久
米
三
汀
新
婚

白
じ
ら
と
菊
を
映う

つ

す
や
絹
帽
子

き
ぬ
ば
う
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
米
正
雄
の
結
婚
は
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
十
一
月
十

七
日
。
復
刻
版
「
澄
江
堂
句
集
」
で
は
「
絹
帽
子
」
の
ル
ビ
に
濁
音
が
な
く
、「
き

ぬ
は
う
し
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
但
し
、
前
出
の
「
白
南
風
」
の
句
か
ら
見
て
も
、

ル
ビ
植
字
の
た
め
の
潰
れ
の
可
能
性
が
大
き
い
。
］



臘
梅
や
雪
う
ち
透
か
す
枝
の
た
け

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
大
正
十
四
（
一
九
二

五
）
年
六
月
二
日
発
行
の
雑
誌
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
澄
江
堂
雜
詠
」
の
「
臘

梅
」
の
項
参
照
と
あ
る
。
該
当
部
分
を
以
下
に
引
用
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 

一

臘
梅

わ
が
裏
庭
の
垣
の
ほ
と
り
に
一
株
の
臘
梅
あ
り
。
こ
と
し
も
亦
筑
波
お
ろ
し
の

寒
き
に
琥
珀
に
似
た
る
數
朶
の
花
を
つ
づ
り
ぬ
。
こ
は
本
所
な
る
わ
が
家
に
あ
り

し
を
田
端
に
移
し
植
ゑ
つ
る
な
り
。
嘉
永
そ
れ
の
年
に
鐫
ら
れ
た
る
本
所
繪
圖
を

ひ
ら
き
た
ま
は
ば
、
土
屋
佐
渡
守
の
屋
敷
の
前
に
小
さ
く
「
芥
川
」
と
記
せ
る
を

見
た
ま
ふ
ら
む
。
こ
の
「
芥
川
」
ぞ
わ
が
家
な
り
け
る
。
わ
が
家
も
德
川
家
瓦
解

の
後
は
多
か
ら
ぬ
扶
持
さ
へ
失
ひ
け
れ
ば
、
朝
あ
さ
の
煙
の
立
つ
べ
く
も
あ
ら
ず
、

父
ぎ
み
、
叔
父
ぎ
み
道
に
立
ち
て
家
財
の
た
ぐ
ひ
す
ら
賣
り
た
ま
ひ
け
る
と
ぞ
。

お
ほ
ぢ
の
脇
差
し
も
あ
と
を
と
ど
め
ず
。
今
は
た
だ
ひ
と
株
の
臘
梅
の
み
ぞ
十
六

世
の
孫
に
は
傳
は
り
た
り
け
る
。

 
 
 
 
 

臘
梅
や
雪
う
ち
透
か
す
枝
の
丈た

け



「
鐫
ら
れ
た
る
」
は
「
え
ら
れ
た
る
」
と
読
み
、
上
梓
さ
れ
た
、
の
意
。
「
お
ほ

ぢ
」
は
祖
父
の
こ
と
。］



春
雨
や
檜
は
霜
に
焦
げ
な
が
ら

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
は
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
四
月
発
行
の
『
文
芸

日
本
』
に
「
澄
江
堂
雑
詠
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
中
に

 
 

庭
前

春
雨
や
檜
は
霜
に
焦
げ
な
が
ら
。

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
俳
句
は
一
句
の
み
）
。
詞
書
と
句
点
が
あ
る
点
で
異

な
る
が
、
こ
の
句
読
点
は
こ
の
「
澄
江
堂
雑
詠
」
特
有
の
も
の
で
、
他
の
短
歌
に

も
下
の
句
末
に
句
点
が
打
た
れ
て
い
る
。］



 
 

偶
坐

鐵
線
の
花
さ
き
入
る
や
窓
の
穴

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
偶
坐
」
と
は
差
し
向
か
い
で
座
る
こ
と
を
言
う
が
、
こ
こ

で
は
勿
論
、
句
の
示
す
対
象
と
の
「
偶
坐
」
で
あ
る
。］



 
 

車
中

し
の
の
め
の
煤
ふ
る
中な

か

や
下
の
關

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
、
こ
の
句
の
注
記
と
し
て
「
病
牀
雜
記
」
項
参

照
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
十
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
文

藝
春
秋
』
に
「
侏
儒
の
言
葉
」
の
題
に
「
―
―
病
牀
雜
記
―
―
」
の
副
題
を
付
し

て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
俳
句
関
連
の
該
当
部
分
の
み
引
用
す
る
。

三
、
旅
に
病
め
る
こ
と
は
珍
し
か
ら
ず
、
（
今
度
も
輕
井
澤
の
寐
冷
え
を
持
ち

越
せ
る
な
り
。
）
但
し
最
も
苦
し
か
り
し
は
丁
度
支
那
へ
渡
ら
ん
と
せ
る
前
、
下

の
關
の
宿
屋
に
倒
れ
し
時
な
ら
ん
。
こ
の
時
も
高
が
風
邪
な
れ
ど
、
東
京
、
大
阪
、

下
の
關
と
三
度
の
ぶ
り
返
し
な
れ
ば
、
存
外
熱
も
容
易
に
下
ら
ず
。
お
ま
け
に
手

足
に
は
ピ
リ
ン
疹
を
生
じ
た
れ
ば
、
女
中
な
ど
少
な
く
と
も
梅
毒
患
者
位
に
は
思

ひ
し
な
る
べ
し
。
彼
等
の
一
人
、
僕
を
憐
ん
で
曰
、
「
注
射
で
も
な
す
つ
た
ら
、

よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
せ
う
に
。
」

 
 
 
 
 
 

東
雲

し
の
の
め

の
煤
ふ
る
中
や
下
の
關

http://homepage2.nifty.com/onibi/byz.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/byz.html


「
し
の
の
め
」
の
表
記
が
異
な
る
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
詳
細
に
記
す

と
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
三
月
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
海
外
視
察
員
と
し
て
中

国
へ
の
特
派
と
な
り
十
九
日
に
東
京
発
、
二
十
一
日
に
門
司
発
の
上
海
行
き
に
乗

船
予
定
で
あ
っ
た
が
、
出
発
前
に
一
旦
治
ま
っ
た
風
邪
が
ぶ
り
返
し
、
車
中
で
発

熱
、
二
十
日
に
大
阪
で
途
中
下
車
、
毎
日
新
聞
社
近
く
の
旅
館
で
療
養
、
二
十
七

日
に
大
阪
発
、
二
十
八
日
門
司
か
ら
筑
後
丸
に
乗
っ
た
。
ち
な
み
に
そ
の
後
、
船

は
玄
界
灘
で
シ
ケ
に
遭
い
、
船
酔
い
、
三
十
日
に
上
海
に
着
い
て
か
ら
も
体
調
悪

く
、
四
月
一
日
に
は
乾
性
肋
膜
炎
の
診
断
を
受
け
、
上
海
の
里
見
病
院
に
入
院
と

な
る
。
退
院
は
、
四
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
。］



庭
土
に
皐
月
の
蠅
の
親
し
さ
よ



 
 

悼
亡

更
け
ま
さ
る
火
か
げ
や
こ
よ
ひ
雛
の
顏

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
三
月
に
、
下
島
勲
（
空
谷
）
の

小
学
校
を
終
え
た
ば
か
り
の
養
女
行
枝
が
肺
炎
で
急
逝
し
た
折
の
追
悼
句
。
一
四

六
七
書
簡
参
照
。
］



唐
棕
櫚
の
下
葉
に
の
れ
る
雀
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
唐
棕
櫚
」
は
「
と
う
じ
ゆ
ろ
（
と
う
じ
ゅ
ろ
）
」
と
読
む
。

雌
雄
異
株
の
常
緑
高
木
で
、
棕
櫚
（
し
ゅ
ろ
：
単
子
葉
植
物
綱
ヤ
シ
目
ヤ
シ
科
シ

ュ
ロ
属
ワ
ジ
ュ
ロTrachycarpus fortunei

）
に
比
し
て
葉
柄
が
短
く
、
葉

も
や
や
小
さ
く
て
、
棕
櫚
の
よ
う
に
は
裂
片
が
折
れ
曲
が
ら
な
い
。
但
し
、

Trachycarpus w
agnerianus 

と
し
て
ワ
ジ
ュ
ロ
と
同
属
別
種
と
す
る
見
解

と
は
別
に
、
ワ
ジ
ュ
ロ
と
同
種
と
す
る
説
も
あ
る
。］



 
 

鵠
沼

か
げ
ろ
ふ
や
棟
も
落
ち
た
る
茅
の
屋
根

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
、
「
澄
江
堂
句
集
」
で
は

か
げ
ろ
ふ
や
棟
も
沈
め
る
茅
の
屋
根

と
な
っ
て
い
る
。
一
五
九
二
書
簡
参
照
。
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
の
印
象
句

と
思
わ
れ
る
。］



さ
み
だ
れ
や
靑
柴
積
め
る
軒
の
下



糸
萩
の
風
軟
か
に
若
葉
か
な



 
 

破
調

兎
も
片
耳
垂
る
る
大
暑
か
な



 
 

計
七
十
四
句
。
大
正
六
年
よ
り
大
正
十
五
年
に
至
る
。

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
旧
全
集
で
は
こ
こ
で
「
發
句
」
が
終
了
し
て
い
る
。
さ
て
、

こ
の
最
後
の
三
句
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
岩
波
版
新
全
集
第
十
三
巻
の
『
驢
馬
「
近

詠
」
欄
』
に
は
、

 
 

三
句

糸
萩
の
風
軟
か
に
若
葉
か
な

さ
み
だ
れ
や
靑
柴
つ
め
る
軒
の
下

破
調

兎
も
片
耳
垂
る
る
大
暑
か
な

（
大
正
十
五
年
九
月
）

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
通
り
、
「
糸
萩
の
風
軟
か
に
若
葉
か
な
」
の

句
の
前
に
「
三
句
」
と
い
う
前
書
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
最
後
の
異

様
な
破
格
句
が
そ
の
前
書
の
「
三
句
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
示
唆
す
る

た
め
に
「
破
調
」
の
文
字
が
三
句
目
の
頭
に
つ
い
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が

判
明
す
る
の
で
あ
る
。］



朝
寒
や
鬼
灯
垂
る
る
草
の
中



 
 

金
澤

町
な
か
の
銀
杏
は
乳
も
霞
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
岩
波
版
新
全
集
第
十
五
巻
に
よ
る
と
、
こ
の
句
と
前
の
「
朝

寒
や
鬼
灯
垂
る
る
草
の
中
」
は
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
六
月
発
行
の
『
椎
の
木
』

に
「
近
詠
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
、
室
生
犀
星
の
俳
句
二
句
と
一
緒
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
は
、

 
 
 

金
澤

町
中
の
銀
杏
は
乳
も
霞
け
り

朝
寒
や
鬼
灯
垂
る
る
草
の
中

の
表
記
と
順
番
に
な
っ
て
い
る
。
ひ
ら
が
な
・
漢
字
表
記
の
相
違
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
こ
の
逆
転
が
生
じ
る
と
、
「
朝
寒
や
鬼
灯
垂
る
る
草
の
中
」
も
金
沢
で
の

嘱
目
吟
と
い
う
印
象
を
生
じ
て
、
句
想
に
大
き
な
変
異
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
勿
論
、
そ
れ
な
ら
ば
前
書
は
「
金
澤
二
句
」
と
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
方
も
お

ろ
う
が
、
実
際
に
は
私
が
読
者
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
読
む
。
］



 
 

旭
川

雪
解
け
の
中
に
し
だ
る
る
柳
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
六
月
発
行
の
『
文
芸
時
報
』
掲
載

の
「
講
演
軍
記
」
の
末
尾
に
は
、

雪
ど
け
の
中
に
し
だ
る
る
柳
か
な

の
表
記
で
載
る
。
］



＊ 
 
 

＊ 
 
 

＊

◆
や
ぶ
ち
ゃ
ん
「
■
発
句
」
補
注
一

旧
全
集
で
は
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
十
二
月
二
十
五
日
新
潮
社
発
行
の

単
行
本
『
梅
・
馬
・
鶯
』
に
「
發
句
」
の
題
で
収
め
ら
れ
た
も
の
を
底
本
と
し
、

著
者
没
後
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
自
家
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
「
澄
江
堂
句
集
」

を
参
照
し
た
と
あ
り
、
「
澄
江
堂
句
集
」
に
は
こ
こ
に
掲
げ
た
三
句
「
朝
寒
や
鬼

灯
垂
る
る
草
の
中
」「
町
な
か
の
銀
杏
は
乳
も
霞
け
り
」「
雪
解
け
の
中
に
し
だ
る

る
柳
か
な
」
が
「
兔
も
片
耳
垂
る
る
大
暑
か
な
」
の
句
の
後
に
あ
る
、
と
記
載
し

て
い
る
。
従
来
の
全
集
も
こ
の
三
句
を
「
發
句
」
の
表
題
の
も
と
に
収
め
て
い
る
、

と
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
追
加
が
あ

る
た
め
に
、
「
澄
江
堂
句
集
」
で
は
本
文
末
尾
の
注
記
が
、

計
七
十
七
句
。
大
正
六
年
よ
り
昭
和
二
年
に
至
る

と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
旧
全
集
後
記
の
記
載
で
は
、
こ
の
注
記
の
末
に
「
…
…

昭
和
二
年
に
至
る
。」
と
句
点
が
あ
る
が
、
復
刻
版
「
澄
江
堂
句
集
」
を
見
る
限

り
、
句
点
は
な
い
。

＊ 
 
 

＊ 
 
 

＊



◆
や
ぶ
ち
ゃ
ん
「
■
発
句
」
補
注
二

以
上
、
旧
全
集
「
發
句
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
主
に
そ
の
「
後
記
」
に
記
さ
れ

た
注
記
や
異
同
を
元
に
注
記
を
施
し
た
が
、
そ
の
内
容
に
疑
義
が
あ
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ま
た
、
幾
つ
か
の
句
に
注
記

さ
れ
る
、
該
当
句
所
載
の
書
簡
に
つ
い
て
は
、
該
当
句
が
、
そ
の
示
さ
れ
た
書
簡

よ
り
も
前
の
別
の
書
簡
に
現
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
既
に
発
見
し
て
い
る
。
従
来
認

識
さ
れ
て
い
た
時
期
よ
り
も
、
幾
つ
か
の
句
の
成
立
が
早
ま
る
こ
と
は
最
早
、
確

実
で
あ
る
。

＊ 
 
 

＊ 
 
 

＊

◆
や
ぶ
ち
ゃ
ん
「
■
発
句
」
補
注
三

以
上
、
「
發
句
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
昭
和
五
十
二
（
一
九
七
七
）
年

ほ
る
ぷ
刊
「
名
著
復
刻

芥
川
龍
之
介
文
学
館
版

自
家
版

澄
江
堂
句
集
」
を

用
い
て
校
閲
し
た
。
こ
の
自
家
版
「
澄
江
堂
句
集
」
に
は
他
に
、
印
譜
と
印
譜
目

録
及
び
「
わ
が
庭
は
枯
れ
山
吹
の
靑
枝
の
む
ら
立
つ
な
へ
に
時
雨
ふ
る
な
り
」
の

短
冊
が
帙
に
入
る
。

＊ 
 
 

＊ 
 
 

＊



■
雑
誌
「
文
芸
倶
楽
部
」
の
「
文
壇
眞
珠
抄
」
に
掲

載
さ
れ
た
句

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
は
一
九
六
六
年
刊
の
岩
波
版
新
全
集
第
七
巻
を
用
い
た

が
、
本
ペ
ー
ジ
の
ポ
リ
シ
ー
に
随
い
、
漢
字
表
記
を
恣
意
的
に
正
字
に
改
め
た
。

底
本
後
期
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
五
月
発
行
の
「
文
芸
倶
楽
部
」

の
「
文
壇
真
珠
抄
（
１
）
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
『
同
欄
は
、
「
作
家
批
評
家

の
偶
成
の
詩
歌
俳
句
そ
の
他
を
集
め
て
、
お
目
に
か
け
る
・
余
技
集
と
も
い
ふ
可

き
も
の
だ
が
、
久
米
三
汀
（
正
雄
）
宗
匠
の
俳
句
、
佐
藤
春
夫
氏
の
小
曲
の
如
き

は
、
寧
ろ
本
技
と
目
す
可
き
で
あ
ら
う
。
本
号
以
下
得
る
に
従
つ
て
再
録
す
る
事

に
す
る
。
亦
、
諸
子
の
為
の
一
興
と
な
る
で
あ
ら
う
」
と
の
主
旨
の
も
と
に
、
芥

川
以
下
、
菊
池
寛
、
生
田
長
江
、
久
米
正
雄
、
田
山
花
袋
、
佐
藤
春
夫
、
江
口
渙
、

近
松
秋
江
、
里
見
弴
の
俳
句
、
詩
、
漢
詩
、
短
歌
を
掲
載
。
』
と
あ
る
。
最
初
の

句
を
除
い
て
殆
ん
ど
が
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺
」
所

収
す
る
句
の
相
同
句
で
あ
る
が
、
新
全
集
が
本
文
と
し
て
と
っ
て
い
る
謂
わ
ば
―

―
芥
川
龍
之
介
準
正
式
発
句
群
―
―
と
見
做
せ
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
に

重
複
を
厭
わ
ず
―
―
全
句
を
こ
こ
「
発
句
」
の
後
に
特
別
に
採
録
し
て
お
く
―
―

こ
と
と
す
る
。］



殘
雪
や
墓
を
め
ぐ
れ
ば
龍
の
髯

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
異
型
句
。
「
我
鬼
窟
句
抄
」
（
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介

句
集
二

発
句
拾
遺
」
参
照
）
の
「
大
正
八
年
」
に
、

殘
雪
や
墓
を
め
ぐ
つ
て
龍
の
髯

と
あ
る
が
、
中
七
が
有
意
に
異
な
る
。
］



白
桃
は
沾う

る

み
緋
桃

ひ

も

も

は
煙
り
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
相
同
句
。
大
正
六
年
か
ら
大
正
八
年
の
作
と
推
定
さ
れ
る
「
我

鬼
句
抄
」（
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺
」
参
照
）
の
「
春
」

に白
桃
は
沾ウ

ル

み
緋
桃
は
煙
り
け
り

と
あ
る
が
、
ル
ビ
に
異
同
が
認
め
ら
れ
る
が
、
新
全
集
は
底
本
と
し
た
も
の
に
従

わ
ず
に
、
適
宜
、
編
者
が
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
の
で
異
同
と
は
見
な
せ
な
い
。］



水
蘆
や
虹
打
ち
透
か
す
五
六
尺

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
相
同
句
。
大
正
六
年
か
ら
大
正
八
年
の
作
と
推
定
さ
れ
る
「
我

鬼
句
抄
」（
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺
」
参
照
）
の
「
春
」

に水
蘆
や
虹
打
ち
透
か
す
五
六
尺 

 
 

（
八
年
）

と
あ
り
、
ま
た
、
六
三
五
書
簡
の
十
二
月
二
十
五
日
附
龍
村
平
藏
宛
に
も
同
句
が

あ
る
（
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
三

書
簡
俳
句
（
明
治
四
十
三
年
～

大
正
十
一
年
迄
）

」
参
照
）
。
こ
の
書
簡
で
は
句
の
直
前
手
紙
文
末
尾
に
「
二
伸

數
日
前
私
の
所
で
運
座
を
し
ま
し
た
そ
の
時
の
句
を
御
披
露
し
ま
す
か
ら
御
笑

ひ
下
さ
い
寒
中
こ
と
さ
ら
夏
の
題
を
選
ん
だ
の
で
す
」
と
あ
る
。］



曇
天
や
蝮
生
き
ゐ
る
罎
の
中

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
ほ
ぼ
相
同
句
。
「
我
鬼
句
抄
」
（
『
中
央
公
論
』
大
正
十
一
年

三
月
。「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺
」
参
照
）
に

曇
天
や
ま
む
し
生
き
ゐ
る
罎
の
中

が
あ
り
、
そ
の
他
、
大
正
六
年
か
ら
大
正
八
年
の
作
と
推
定
さ
れ
る
「
我
鬼
句
抄
」

に曇
天
や
蛙
生
き
居
る
罎
の
中 

 
 

（
八
年
）

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
以
下
の
事
蹟
か
ら
も
誤
植
の
可
能
性
が
高
い
か
。
即
ち
、
澄

江
堂
句
抄
（
『
に
ひ
は
り
』
大
正
十
二
年
十
二
月
―
大
正
十
三
年
五
月
）
に
、
相

同
句
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
旧
全
集
編
者
に
よ
っ
て

曇
天
や
蜆
生
き
ゐ
る
罎
の
中



と
な
っ
て
い
る
の
を
改
め
た
と
後
記
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
厳

密
な
意
味
で
の
完
全
な
相
同
句
（
「
蝮
」
と
漢
字
表
記
に
な
っ
て
い
る
も
の
）
は
、

六
二
八
書
簡
十
二
月
十
七
日
附
小
島
政
二
郎
宛
に
あ
る
も
の
と
な
り
、
こ
こ
で
は

句
の
直
前
手
紙
文
末
尾
に
「
五
六
日
前
癇
癪
が
起
つ
た
時
作
つ
た
句
を
御
披
露
し

ま
す
」
と
あ
る
。
］



秋
の
日
や
竹
の
實
垂
る
ゝ
垣
の
外

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
相
同
句
。「
發
句
」
に
「
秋
の
日
や
竹
の
實
垂
る
る
垣
の
外
」

と
あ
り
、
こ
の
表
記
で
他
に
も
多
出
す
る
。
「
蕩
々
帖
」
（
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川

龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺
」
参
照
）
に
は
こ
の
表
記
通
り
の
「
垂
る
ゝ
」
が
所

載
さ
れ
て
い
る
。
］



竹
林

ち
く
り
ん

や
夜
寒

よ

さ

む

の
路
の
右
左

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
相
同
句
。
「
我
鬼
句
抄
」
（
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句

集
二

発
句
拾
遺
」
参
照
）
に

竹
林
や
夜
寒
の
路
の
右
左 
 
 

（
八
年
）

と
あ
る
。
ル
ビ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
新
全
集
は
底
本
と
し
た
も
の
に
従
わ
ず
に
、

適
宜
、
編
者
が
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
の
で
異
同
と
は
見
な
せ
な
い
。］



蝋
梅
や
枝
疎

ま
ば
ら

な
る
時
雨
空

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
相
同
句
。
大
正
六
年
か
ら
大
正
八
年
の
作
と
推
定
さ
れ
る
「
我

鬼
句
抄
」（
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺
」
参
照
）
の
「
我

鬼
句
抄
」
の
「
冬
」
に

蝋
梅
や
枝
疎
な
る
時
雨
空

が
あ
り
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
二
月
十
九
日
附
友
常
幸
一
宛
四
九
〇
書
簡
に

蝋
梅
や
枝
疎
ら
な
る
時
雨
空

と
い
う
相
同
句
が
載
る
。
ル
ビ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
新
全
集
は
底
本
と
し
た
も
の

に
従
わ
ず
に
、
適
宜
、
編
者
が
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
の
で
異
同
と
は
見
な
せ
な
い
。

な
お
、「
蝋
梅
」
は
前
に
載
る
句
に
も
あ
る
よ
う
に
「
臘
梅
」
と
も
書
く
。］



お
降
さ
が
り
や
竹
深
ぶ
か
と
町
の
空

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
相
同
句
。
「
發
句
」
に
「
お
降
さ
が
り
や
竹
深
ぶ
か
と
町
の

そ
ら
」
と
載
り
、
他
に
も
多
出
す
る
が
、「
我
鬼
句
抄
」
に
、

お
降
り
や
竹
深
ぶ
か
と
町
の
空

で
相
同
句
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
ル
ビ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
新
全
集
は
底
本
と
し

た
も
の
に
従
わ
ず
に
、
適
宜
、
編
者
が
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
の
で
異
同
と
は
見
な

せ
な
い
。］

や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集

一

発
句

完

「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
芥
川
龍
之
介
句
集
二

発
句
拾
遺
」
へ

http://homepage2.nifty.com/onibi/gakikusyuu.html

