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や
ぶ
ち
ゃ
ん
の
電
子
テ
ク
ス
ト
集
：
俳
句
篇
へ

鬼
火
へ

杉
田
久
女
全
句
集

附
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
は
既
に
電
子
化
し
た
筑
摩
書
房
一
九
六
七
年
刊

「
現
代
日
本
文
学
全
集

巻
九
十
一

現
代
俳
句
集
」
に
所
収
す
る
「
杉

田
久
女
集
」
及
び
「
杉
田
久
女
句
集
（
や
ぶ
ち
ゃ
ん
選
）
」
を
公
開
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
私
の
選
句
集
で
も
用
い
た
一
九
八
九
年
立
風
書
房

刊
の
「
杉
田
久
女
全
集
」
を
用
い
た
。
こ
の
基
本
と
な
る
の
は
、
久
女
の

死
後
に
刊
行
さ
れ
た
角
川
書
店
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
十
月
二
十
日

刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
で
あ
る
。
但
し
、
杉
田
久
女
（
明
治
二
三
（
一
八

九
〇
）
年
五
月
三
十
日
～
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
一
月
二
十
一
日

旧

姓
は
赤
堀
、
本
名
は
久ひ

さ

）
は
戦
前
か
ら
活
動
し
た
作
家
で
あ
り
、
し
か
も

そ
の
活
動
期
は
事
実
上
、
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
で
終
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
私
の
特
に
俳
句
の
テ
ク
ス
ト
化
ポ
リ
シ
ー
（
こ
の
理
由
に
つ
い

て
は
俳
句
の
場
合
、
特
に
私
に
は
確
信
犯
的
意
識
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
私
の
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
版
鈴
木
し
づ
子
句
集
」
の
冒
頭
注
で
、
私
の

拘
り
の
考
え
方
を
示
し
て
あ
る
。
疑
義
の
あ
る
方
は
必
ず
お
読
み
頂
き
た

い
）
に
従
い
、
恣
意
的
に
漢
字
を
正
字
化
し
て
示
し
て
あ
る
。
但
し
、
ポ

http://homepage2.nifty.com/onibi/texthaiku.htm
http://homepage2.nifty.com/onibi/index.htm
http://homepage2.nifty.com/onibi/sizuko.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/hisajyo2.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/hisajyo2.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/hisajyo.html
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イ
ン
ト
の
違
い
や
字
空
け
・
行
空
け
は
底
本
の
そ
れ
を
再
現
し
て
は
い
な

い
。
特
に
前
書
を
同
ポ
イ
ン
ト
で
示
し
、
句
と
の
間
を
一
行
空
け
に
し
た

の
は
私
の
こ
れ
は
一
種
の
私
の
確
信
犯
の
仕
儀
と
心
得
ら
れ
た
い
。

本
テ
ク
ス
ト
は
二
〇
一
四
年
一
月
十
三
日
に
開
始
し
た
私
の
ブ
ロ

グ
・
カ
テ
ゴ
リ
「
杉
田
久
女
」
で
全
電
子
化
を
終
了
し
た
も
の
を
一
括
化

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
注
の
一
部
を
増
補
し
て
あ
る
。

ま
た
、
久
女
を
俳
壇
か
ら
抹
殺
し
た
高
浜
虚
子
の
角
川
書
店
昭
和
二
七

（
一
九
五
二
）
年
版
の
「
杉
田
久
女
句
集
」
の
序
文
を
附
す
こ
と
に
し
た

（
本
文
同
様
に
恣
意
的
に
正
字
化
し
た
）
。「虛

子
嫌

ひ
」
で
あ
る
私
は
実

際
に
は
こ
れ
を
載
せ
た
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
ブ
ロ
グ
版
の
冒
頭
で
約
束

も
し
、
ま
た
久
女
の
句
集
出
版
の
執
念
と
そ
れ
が
成
ら
ず
し
て
逝
っ
た
怨

念
を
考
え
れ
ば
、
あ
の
殺
人
者
を
無
言
で
弾
劾
す
る
た
め
に
も
、
こ
れ
を

外
す
こ
と
は
や
は
り
出
来
な
い
と
私
は
考
え
る
。

な
お
、
本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
で
は
ソ
フ
ト
の
限
界
か
ら
一
部
の
正
字
や
環
境
依

存
文
字
が
横
転
し
て
い
る
。
御
寛
恕
願
い
た
い
。

【
二
〇
一
四
年
十
二
月
二
十
八
日

藪
野
直
史
】
］

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/cat23652099/index.html


3

序杉
田
久
女
さ
ん
は
大
正
昭
和
に
か
け
て
女
流
俳
人
と
し
て
輝
や
か
し

い
存
在
で
あ
つ
た
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
雜
詠
の
投
句
家
の
う
ち
で
も
群
を
拔
い

て
居
た
。
生
前
一
時
其
の
句
集
を
刊
行
し
度
い
と
言
つ
て
私
に
序
文
を
書

け
と
い
ふ
要
請
が
あ
つ
た
。
喜
ん
で
そ
の
需
め
に
應
ず
べ
き
で
あ
つ
た
が
、

其
の
時
分
の
久
女
さ
ん
の
行
動
に
や
ゝ
不
可
解
な
も
の
が
あ
り
、
私
は
た

や
す
く
そ
れ
に
應
じ
な
か
つ
た
。
此
の
事
は
久
女
さ
ん
の
心
を
焦
立
た
せ

て
そ
の
精
神
分
裂
の
度
を
早
め
た
か
と
思
は
れ
る
節
も
無
い
で
は
な
か

つ
た
が
、
併
し
な
が
ら
、
私
は
其
の
需
め
に
應
ず
る
こ
と
を
し
な
か
つ
た
。

久
女
さ
ん
の
沒
後
、
そ
の
長
女
の
石
昌
子
さ
ん
か
ら
、
母
の
遺
稿
を
出

版
し
た
い
の
だ
が
一
應
目
を
通
し
て
呉
れ
な
い
か
、
と
い
ふ
依
賴
を
受
け

た
。
私
は
喜
ん
で
御
引
受
け
す
る
と
い
ふ
返
事
を
出
し
た
。
送
つ
て
來
た

そ
の
遺
稿
と
い
ふ
の
を
見
る
と
、
全
く
句
集
の
體
を
爲
さ
な
い
、
只
亂
雜

に
書
き
散
ら
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
を
整
正
し
且
つ
淸
書
す
る
事
を

昌
子
さ
ん
に
話
し
た
。
昌
子
さ
ん
は
丹
念
に
そ
れ
を
淸
書
し
て
再
び
そ
の

草
稿
を
送
つ
て
來
た
。
私
は
句
に
な
つ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
も
の
に
○
を

附
し
て
、
そ
れ
を
返
し
た
。
そ
の
面
白
い
と
思
は
れ
る
句
は
、
曾
て
ホ
ト

ト
ギ
ス
の
雜
詠
欄
其
の
他
で
一
通
り
私
の
目
に
觸
れ
た
も
の
で
あ
る
樣

に
思
へ
た
。
他
に
遺
珠
と
思
は
れ
る
も
の
は
さ
う
澤
山
は
無
か
つ
た
。
試
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み
に
そ
の
句
數
句
を
擧
げ
て
み
よ
う
な
ら
ば
、

 
 

 

無
憂
華
の
樹
か
げ
は
い
づ
こ
佛
生
會

 
 

 

灌
浴
の
淨
法
身
を
拜
し
け
る

 
 

 

花
衣
ぬ
ぐ
や
ま
つ
は
る
紐
い
ろ
い
ろ

 
 

 

む
れ
落
ち
て
楊
貴
妃
櫻
尚
あ
せ
ず

 
 

 

咲
き
移
る
外
山
の
花
を
め
で
住
め
り

 
 

 

櫻
咲
く
宇
佐
の
呉
橋
う
ち
わ
た
り

 
 

 

風
に
落
つ
楊
貴
妃
櫻
房
の
ま
ゝ

 
 

 

む
れ
落
ち
て
楊
貴
妃
櫻
房
の
ま
ゝ

 
 

 

菊
干
す
や
東
籬
の
菊
も
つ
み
そ
え
て

 
 

 

摘
み
競
ひ
企
玖
の
嫁
菜
は
籠
に
み
て
り

こ
れ
ら
の
句
は
淸
艷
高
華
で
あ
つ
て
、
久
女
獨
特
の
も
の
で
あ
る
。
尚
、

こ
の
種
の
句
は
他
に
多
い
。
生
前
の
序
文
を
書
け
と
い
ふ
そ
の
依
囑
に
應

ず
る
事
が
出
來
な
か
っ
た
私
は
、
昌
子
さ
ん
の
求
め
る
儘
に
丹
念
に
そ
の

句
を
克
驗
し
て
こ
れ
を
返
し
た
。

 
 

 
 

 

昭
和
二
十
六
年
八
月
十
六
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鎌
倉
草
庵

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高
濱
虛
子
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
花
衣
ぬ
ぐ
や
ま
つ
は
る
紐
い
ろ
い
ろ
」
の
「
い
ろ

い
ろ
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。「
克
驗
」
見
馴
れ
ぬ
熟
語
で

あ
る
が
、
よ
く
点
検
す
る
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。
「
精
神
分
裂
」
は
現
在
、

統
合
失
調
症
と
呼
称
が
変
わ
っ
て
い
る
が
、
杉
田
久
女
が
統
合
失
調
症
で

あ
っ
た
と
い
う
正
式
な
診
断
や
信
頼
す
る
に
足
る
情
報
は
、
私
の
知
る
限

り
に
於
い
て
、
存
在
し
な
い
。
こ
の
久
女
の
切
望
し
た
句
集
の
序
に
あ
っ

て
さ
え
、
殺
人
鬼
高
浜
虚
子
は
い
ま
わ
し
き
久
女
伝
説
の
形
成
の
一
役
を

演
じ
て
い
る
。
ま
あ
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
好
い
。
私
は
「虛

子
嫌
ひ
」
で
あ
る
か
ら
。
―
―
］
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境
町
（
大
正
七
年
よ
り
昭
和
四
年
ま
で
）

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
境
町
」
杉
田
久
女
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
二

十
八
歳
の
時
、
夫
で
中
学
校
美
術
教
師
で
あ
っ
た
杉
田
宇
内

う

な

い

と
二
人
の
娘

と
と
も
に
福
岡
県
小
倉
市
境
町
百
十
一
番
地
に
転
居
し
て
い
る
。
因
み
に

彼
女
の
句
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
載
っ
た
の
は
こ
の
前
年
大
正
六
年
一
月

号
の
「
台
所
雑
詠
」
欄
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
載
っ
た
の
は
、

鯛
を
料
る
俎
せ
ま
き
師
走
か
な

皿
破
り
し
婢
の
わ
び
ご
と
や
年
の
暮

冬
野
朝
道
々
こ
ぼ
す
手
桶

を

け

の
水

へ
つ
つ
い
の
灰
か
き
出
し
て
年
暮
る
ゝ

凩
や
流
シ
の
下
の
石
乾
く

以
上
の
全
五
句
で
あ
っ
た
。
］

春
寒
や
刻
み
鋭
き
小
菊
の
芽

麦
の
芽
に
日
こ
ぼ
す
雲
や
春
寒
し
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春
寒
の
髮
の
は
し
踏
む
梳
手
か
な

春
寒
や
う
け
し
ま
ゝ
置
く
小
盞

揃
は
ざ
る
火
鉢
二
つ
に
餘
寒
か
な

鳥
の
餌
草
摘
み
に
出
し
餘
寒
か
な

春
曉
の
窓
掛
け
垂
れ
て
睡
り
け
り

春
曉
の
夢
の
あ
と
追
ふ
長
ま
つ
げ

春
曉
の
紫
玉
菜
抱
く
葉
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
紫
玉
菜
」
ム
ラ
サ
キ
キ
ャ
ベ
ツ
。
ア
カ
キ
ャ
ベ
ツ

と
も
い
う
。
今
で
こ
そ
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
が
、
俳
句
で
は
珍
し
い
。
し
か
も

こ
の
時
代
に
で
あ
る
。
そ
の
葉
を
「
抱
く
」
と
捉
え
て
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ

プ
す
る
と
こ
ろ
に
久
女
の
モ
ダ
ン
さ
が
垣
間
見
え
る
と
私
は
思
う
。
］
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草
庵
や
こ
の
繪
ひ
と
つ
に
春
の
宵

小
鏡
に
う
つ
し
拭
く
墨
宵
の
春

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
艶
麗
に
し
て
春
怨
を
美
事
に
描
い
た
一
句
で
あ
る
。
］

春
の
夜
の
ね
む
さ
押
へ
て
髮
梳
け
り

鐡
瓶
あ
け
て
春
夜
の
顏
を
洗
ひ
寢
し

春
の
夜
や
粧
ひ
終
へ
し蠟

短

か

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
…
…
夜
化
粧
…
…
ジ
ジ
ジ
…
…
と
細
る
灯
明
…
…
何

と
い
う
妖
艶
！
…
…
］

春
の
夜
の
ま
ど
ろ
ゐ
の
中
に
ゐ
て
寂
し

吊
革
に
春
夜
の
腕
の
し
な
は
せ
て

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
に
は
独
特
の
ア
ッ
プ
の
画
像
の
妖
し
い
美
し
さ
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が
光
る
。
こ
れ
も
そ
の
一
句
。
］

ゆ
く
春
や
と
げ
柔
ら
か
に
薊
の
座

ゆ
く
春
の
流
れ
に
沿
う
て
歩
み
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
後
の
英
彦
山
雜
吟

百
二
十
句
の
内
の
、

蝶
追
う
て
春
山
深
く
迷
ひ
け
り

を
私
は
何
処
か
で
久
女
の
辞
世
の
よ
う
に
錯
覚
す
る
こ
と
を
好
ん
で
い

る
。
…
…
久
女
さ
ん
、
こ
の
句
は
そ
の
迷
い
行
く
こ
と
を
望
ん
だ
貴
女
の

最
初
の
一
歩
だ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
…
…
］

の
ぞ
き
見
て
塀
穴
ふ
さ
ぐ
日
永
か
な

あ
た
た
か
や
水
輪
ひ
ま
な
き
廂
う
ち

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
水
輪
」
は
「
み
な
わ
」
で
あ
ろ
う
。
庭
の
池
塘
か

雪
解
け
の
溜
り
水
の
水
面

み

な

も

の
そ
れ
が
煌
め
く
晩
春
の
陽
光
を
し
き
り
に



10

廂
の
下
の
蔭
に
差
し
か
け
て
く
る
。
タ
ル
コ
フ
ス
キ
イ
好
み
の
ス
カ
ル
プ

テ
ィ
ン
グ
・
イ
ン
・
タ
イ
ム
で
あ
る
。
］

弥
生
盡
芥
子
こ
ま
ご
ま
と
芽
生
え
け
り

淡
雪
に
み
な
現
は
れ
し
葉
先
か
な

東
風
吹
く
や
耳
現
は
る
ゝ
う
な
ゐ
髮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
う
な
ゐ
髮
」
髫
・
髫
髪
。
昔
、
七
、
八
歳
の
童
児

の
髪
を
項

う
な
じ

の
辺
り
で
結
ん
で
垂
ら
し
た
も
の
。
ま
た
、
女
児
の
髪
を
襟
首

の
あ
た
り
で
切
り
下
げ
て
お
く
も
の
。
単
に
「
う
な
ゐ
」
と
も
言
っ
た
。

そ
こ
か
ら
髪
形
を
う
な
い
髪
に
し
た
童
児
や
幼
い
子
の
意
と
も
な
る
。
語

源
は
「
項
居

う

な

ゐ

」
の
意
か
と
さ
れ
る
。
］

船
板
に
東
風
の
旗
か
げ
飛
び
に
け
り

春
の
雨
苗
す
こ
や
か
に
届
き
け
り

春
雨
や
土
押
し
上
げ
て
枇
杷
二
葉
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春
雨
の
畠
に
燈
流
す
二
階
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
「
燈
」
は
「
灯
」
。
迷
っ
た
が
こ
こ
は
シ
ー
ク

エ
ン
ス
か
ら
見
て
正
字
を
採
っ
た
。
］

春
雨
や
疊
の
上
の
か
く
れ
ん
ぼ

菓
子
ね
だ
る
子
に
戲
畫
か
く
や
春
の
雨

齒
莖
か
ゆ
く
乳
首
か
む
子
や
花
曇

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
フ
ロ
イ
ト
な
ら
鬼
の
首
を
獲
っ
た
よ
う
に
口
唇
期
固

着
と
揶
揄
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
個
人
的
に
こ
の
句
が
す
こ
ぶ
る
附
き

で
好
き
で
あ
る
。
下
五
の
妖
艶
な
る
春
怨
の
情
が
堪
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
］

嵐
山
の
枯
木
も
す
で
に
花
曇

春
泥
に
柄
浸
け
て
散
れ
る
木
の
實
赤
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浮
き
つ
づ
く
杭
根
の
泡
や
水
ぬ
る
む

ぬ
る
む
水
に
棹
張
り
し
な
ふ
濁
り
か
な

水
ぬ
る
み
網
打
ち
見
入
る
郵
便
夫

少
し
轉
げ
て
と
ど
ま
る
蜷
や
水
ぬ
る
む

土
出
で
て
歩
む
蟇
見
ぬ
水
ぬ
る
む

春
著
き
る
や
裾
踏
み
押
へ
腰
細
く

髷
重
き
う
な
じ
伏
せ
め
に
春
著
か
な

春
襟
や
ホ
句
會
つ
ゞ
く
こ
の
夜
ご
ろ

鬢
か
く
や
春
眠
さ
め
し
眉
重
く

風
を
い
と
ひ
て
鬢
に
傾
げ
し
春
日
傘
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道
の
べ
の
茶
す
こ
し
摘
み
て
袂
か
な

嫁
菜
摘
む
う
し
ろ
の
汽
笛
か
へ
り
見
ず

草
摘
む
子
幸
あ
ふ
れ
た
る
面
か
な

草
摘
む
と
し
も
な
く
子
等
を
從
へ
し

簷
に
吊
る
瓢
の
種
も
蒔
か
ば
や
な

芥
子
蒔
く
や
風
に
乾
き
し
洗
ひ
髮

靑
き
踏
む
や
離
心
を
抱
け
る
友
の
さ
ま

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
「
友
」
は
…
…
も
し
か
す
る
と
…
…
橋
本
多
佳

子
（
リ
ン
ク
先
は
私
の
ブ
ロ
グ
・
カ
テ
ゴ
リ
「
橋
本
多
佳
子
」
）
か
も
知

れ
な
い
。
橋
本
多
佳
子
は
久
女
よ
り
九
歳
下
で
、
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）

年
に
夫
雄
次
郎
の
小
倉
の
櫓
山
荘
の
サ
ロ
ン
で
高
浜
虚
子
や
久
女
と
出

逢
っ
て
俳
句
を
始
め
た
が
、
そ
の
当
初
の
師
は
久
女
で
あ
っ
た
（
底
本
年

譜
に
よ
れ
ば
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
五
月
に
吉
岡
禪
寺
洞
に
指
導
を

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/cat23643171/index.html
http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/cat23643171/index.html
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譲
っ
て
い
る
）
。
私
は
多
佳
子
の
俳
句
の
輝
き
は
こ
の
久
女
の
情
熱
的
な

指
導
を
濫
觴
と
す
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
人
間
で
あ
る
。
］

姉
ゐ
ね
ば
お
と
な
し
き
子
や
し
や
ぼ
ん
玉

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
宇
内
と
久
女
の
次
女
光
子
（
大
正
五
（
一
九
一
六
）

年
生
）
。
長
女
昌
子
は
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
八
月
二
十
二
日
生
ま

れ
。
］

 
 

私
立
女
學
校
に
圖
畫
を
教
ふ

一
句

押
し
習
ふ
卒
業
式
の
太
鼓
判

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
前
書
を
持
つ
句
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。
久
女
は
特

別
な
絵
画
教
育
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
夫
で
中
学
校
美
術

教
師
で
あ
っ
た
宇
内
は
東
京
上
野
美
学
校
西
洋
画
科
卒
で
も
あ
り
、
大
正

一
一
（
一
九
二
二
）
年
に
橋
本
多
佳
子
が
弟
子
入
り
し
た
際
も
、
『
作
句

も
し
た
し
絵
も
描
か
さ
れ
た
』
（
底
本
年
譜
。
因
み
に
こ
の
年
譜
は
久
女

の
長
女
石い

し

昌
子
氏
の
編
に
な
る
、
め
っ
た
に
な
い
書
く
人
の
情
の
伝
わ
っ

て
く
る
優
れ
た
年
譜
で
あ
る
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
私
立
女
學
校
に
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圖
畫
を
教
ふ
」
と
い
う
の
は
、
年
譜
に
於
い
て
、
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）

年
『
四
月
に
私
立
勝
山
女
学
校
（
現
在
の
市
立
三
萩
野
商
業
）
に
て
宇
内

の
代
理
と
し
て
図
画
と
国
語
を
教
え
る
。
校
長
吉
村
女
史
の
経
営
の
苦
労

を
援
助
し
て
、
市
立
に
昇
格
す
る
ま
で
数
年
間
教
壇
に
立
』
っ
た
と
あ
る

こ
と
を
指
し
て
い
る
（
珍
し
く
作
句
時
期
が
限
定
出
来
る
句
で
あ
る
）
。

他
に
も
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
の
項
に
福
岡
『
県
立
京
都

み
や
こ

高
等
女
学

校
（
福
岡
県
京
都
郡
行
橋

ゆ

く

は

し

）
に
て
、
卒
業
生
と
父
母
を
対
象
と
す
る
手
芸
、

フ
ラ
ン
ス
刺
繡
の
講
習
会
講
師
。
鍛
冶
町
に
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
建
設
の
バ

ザ
ー
出
品
の
た
め
、
刺
繡
、
手
工
芸
品
（
貝
合
わ
せ
玩
具
な
ど
）
製
作
』

と
あ
り
、
久
女
に
は
美
術
工
芸
の
素
養
が
あ
り
、
手
先
も
器
用
で
あ
っ
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
］

入
學
兒
に
鼻
紙
折
り
て
持
た
せ
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
長
女
昌
子
の
小
学
校
入
学
の
景
と
す
れ
ば
、
大
正
七

年
四
月
の
詠
か
と
思
わ
れ
る
。
底
本
年
譜
は
昌
子
氏
の
編
に
な
る
が
、
同

年
の
項
に
は
し
っ
か
り
と
入
学
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
可
能
性

は
極
め
て
高
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
］

燕
來
る
軒
の
深
さ
に
棲
み
な
れ
し
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
個
人
的
に
閨
怨
の
情
頗
る
切
に
し
て
好
き
な
句
で
あ

る
。
］

藪
風
に
蝶
た
だ
よ
へ
る虛

空
か
な

蝶
來
初
め
ぬ
北
窓
畠
に
開
け
て
す
む

も
つ
れ
映
り
て
河
を
横
切
る
蝶
々
か
な

蝶
の
目
に
触
れ
て
き
び
し
き
小
花
か
な

蝶
去
る
や
葉
を
と
じ
て
眠
る
う
ま
ご
や
し

蝶
と
ま
り
て
靜
に
翅
を
た
た
む
花

す
こ
し
飛
び
て
又
土
に
あ
り
翅
破
れ
蝶

旭
注
ぐ
や
蝶
に
目
醒
め
し
う
ま
ご
や
し
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
索
引
か
ら
「
旭
注
ぐ
や
」
は
「
ひ
そ
そ
ぐ
や
」

と
訓
じ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
久
女
は
蝶
を
詠
わ
せ
た
ら
右
に
出
る

者
は
な
い
。
彼
女
に
と
っ
て
蝶
は
傷
心
の
自
身
の
肉
体
で
あ
り
、
後
に

足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

と
詠
む
「
人
形
の
家
」
の
ノ
ラ
の
自
己
投
影
の
表
象
で
あ
り
、
そ
う
し
て

―
―
そ
う
し
て

蝶
追
う
て
春
山
深
く
迷
ひ
け
り

と
詠
ん
だ
彼
女
の
、
魂
の
迷
宮

ラ

ビ

リ

ン

ス

へ
の
誘
い
で
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
］

指
輪
ぬ
い
て
蜂
の
毒
吸
ふ
朱
唇
か
な

さ
し
ゝ
蜂
投
げ
捨
て
し
菜
に
歩
み
居
り

椿
流
る
ゝ
行
衞
を
遠
く
お
も
ひ
け
り

木
立
ふ
か
く
椿
落
ち
ゐ
し
落
葉
か
な

褄
と
り
て
こ
ゞ
み
乘
幌
花
の
雨
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
和
服
の
褄
、
人
力
の
黒
い
幌
、
落
ち
散
る
桜
―
―
色

彩
と
匂
い
の
実
に
豊
か
な
一
句
で
あ
る
。
］

バ
イ
ブ
ル
を
よ
む
寂
し
さ
よ
花
の
雨

花
衣
ぬ
ぐ
や
ま
つ
は
る
紐
い
ろ
い
ろ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
い
ろ
い
ろ
」
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
大
正
八

（
一
九
二
九
）
年
二
十
九
の
時
の
作
。
言
わ
ず
も
が
な
、
久
女
の
句
の
艶

を
最
も
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
風
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
で
あ
る
「
花
衣
」
は
春
の
季
語
で
花
見
に
着
る
晴
れ
着
の
こ
と
。
大
野

林
火
「
近
代
俳
句
の
鑑
賞
と
批
評
」（
明
治
書
院
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）

年
刊
）
で
大
野
は
本
句
の
鑑
賞
文
の
中
で
、
久
女
の
作
を
『
不
羈
奔
放
、

華
麗
、
情
熱
的
で
男
を
た
じ
た
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
始
終
誰
か
を
恋

い
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
肯
か
れ
る
こ
と
だ
。

万
葉
の
額
田
王
、
中
国
の
魚
玄
機
に
擬
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
』
と
し
、

同
時
期
の
画
期
的
な
女
流
俳
人
の
中
で
も
長
谷
川
『
か
な
女
、
久
女
と
も

に
そ
の
作
品
で
優
に
男
に
頡
頏
し
た
作
家
で
あ
る
』
と
記
す
（
こ
う
し
た

叙
述
は
あ
る
意
味
で
肥
大
し
た
久
女
伝
説
を
助
長
し
て
お
り
、
的
を
射
て
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い
る
部
分
は
部
分
と
し
て
、
批
判
的
な
読
み
も
同
時
に
不
可
欠
で
あ
る
と

言
い
た
い
）
。
本
句
に
つ
い
て
大
野
は
、『
肉
体
を
幾
重
に
も
緊
繋
し
て
い

る
紐
類
だ
が
、
そ
れ
を
い
ま
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
解
き
捨
て
て
ゆ
く
こ

と
に
肉
体
の
解
放
感
が
思
わ
れ
、
艶
麗
で
あ
る
。
句
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ

と
は
作
者
の
足
許
に
す
で
に
散
ら
ば
り
、
ま
た
、
ま
だ
肉
体
に
ま
つ
わ
り

残
る
紐
だ
が
、
脱
ぐ
も
の
が
花
見
衣
裳
で
あ
る
だ
け
に
こ
の
紐
類
ま
た
華

麗
、
肉
体
の
解
放
感
と
相
俟
っ
て
艶
麗
さ
を
一
句
に
与
え
て
い
る
。
い
え

ば
ヌ
ー
ド
一
歩
手
前
で
あ
り
、
女
の
匂
い
が
濃
厚
で
、
つ
つ
ま
し
や
か
と

は
裏
腹
で
あ
る
』
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
評
言
、
実
に
男
の
脂
ぎ

っ
た
視
線
が
感
じ
ら
れ
て
な
ん
だ
か
い
や
ら
し
い
。
三
文
の
中
で
「
肉
体
」

と
い
う
語
を
四
度
も
用
い
、
「
緊
繋
し
て
い
る
紐
類
」
と
い
う
謂
い
に
は

恰
も
そ
れ
が
生
々
し
い
猥
雑
な
ク
リ
チ
ャ
ー
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な

生
理
的
嫌
悪
感
を
さ
え
私
は
抱
く
。
最
後
の
一
文
な
ど
は
評
者
自
身
の
中

年
男
性
の
如
何
に
も
猥
褻
な
視
線
が
感
じ
ら
れ
て
、
ま
さ
に
「
鑑
賞
と
批

評
」
と
い
う
「
つ
つ
ま
し
や
か
」
な
標
題
「
と
は
裏
腹
で
あ
る
」
と
返
し

た
い
気
が
し
て
く
る
。
］

木
々
の
芽
の
苞
吹
き
と
べ
る
嵐
か
な

今
掃
き
し
土
に
苞
ぬ
ぐ
木
の
芽
か
な
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晴
天
に
苞
押
し
ひ
ら
く
木
の
芽
か
な

莊
の
道
躑
躅
と
な
り
て
先
上
り

花
ふ
か
く
躑
躅
見
る
歩
を
移
し
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
嘱
目
吟
、
私
は
高
い
確
率
で
橋
本
豊
次
郎
・
多

佳
子
夫
妻
の
小
倉
市
中
原
（
な
か
ば
る
。
現
在
の
小
倉
北
区
中
井
浜
）
に

あ
っ
た
豊
次
郎
自
ら
設
計
建
築
に
な
る
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
落
成

の
三
階
建
和
洋
折
衷
西
洋
館
櫓
山

ろ

ざ

ん

荘
で
の
も
の
と
読
む
。
櫓
山
荘
に
つ
い

て
は
私
の
ブ
ロ
グ
電
子
テ
ク
ス
ト
『
橋
本
多
佳
子
句
集
「
海
燕
」

昭
和

十
年

櫓
山
日
記
』
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
］

靑
麥
に
降
れ
よ
と
思
ふ
地
の
か
は
き

靑
麥
や
や
た
ら
に
歩
み
氣
が
沈
む

靑
麥
に
潮
風
ね
ば
く
吹
き
狂
ふ

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/01/post-31ae.html
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捨
て
で
あ
る
花
菜
う
れ
し
や
逢
は
で
去
る

花
畠
に
糞
す
る
犬
を
憎
み
け
り

花
大
根
に
蝶
漆
黑
の
翅
を
あ
げ
て

月
お
そ
き
畦
お
く
ら
れ
ぬ
花
大
根

活
く
る
ひ
ま
無
き
小
繡
毬
や
水
瓶
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
小
繡
毬
」
バ
ラ
目
バ
ラ
科
シ
モ
ツ
ケ
亜
科
シ
モ
ツ

ケ
属
コ
デ
マ
リ

Spiraea
cantoniensis

。
知
ら
れ
た
花
で
あ
る
が
、

続

け

た

注

と

の

バ

ラ

ン

ス

か

ら

グ

ー

グ

ル

画

像

検

索

「Spiraea 

cantoniensis

」
を
示
し
て
お
く
。
な
お
、繡

毬
花

て

ま

り

ば

な

と
書
く
と
、
歳
時
記

上
は
六
月
頃
に
ア
ジ
サ
イ
に
似
た
球
形
の
青
白
い
花
を
枝
の
両
側
に
つ

け
る
キ
ク
亜
綱
マ
ツ
ム
シ
ソ
ウ
目
ス
イ
カ
ズ
ラ
科
ガ
マ
ズ
ミ
属
オ
オ
デ

マ

リ

Viburnum
 

plicatum

変

種

ヤ

ブ

デ

マ

リ

Viburnum
 

plicatum
var. tom

entosum

若
し
く
は
そ
の
更
な
る

変
種
を
指
す

（

グ

ー

グ

ル

画

像

検

索

「

Viburnum
 

plicatum
var. 

tom
entosum

」
）
。
］

https://www.google.co.jp/search?q=Spiraea+cantoniensis&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=l7fdUq-cN4rIkAXZhIHwDw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=860
https://www.google.co.jp/search?q=Viburnum+plicatum+var.+tomentosum&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BLfdUrm7D42ekgWF0oCAAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=860
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春
蘭
に
く
ち
づ
け
去
り
ぬ
人
居
ぬ
ま

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
春
蘭
」
単
子
葉
類
ク
サ
ス
ギ
カ
ズ
ラ
目
ラ
ン
科
セ

ッ

コ

ク

亜

科

シ

ュ

ン

ラ

ン

連

C
ym

bidiinae

亜

連

シ

ュ

ン

ラ

ン

C
ym

bidium
 goeringii

。
土
壌
中
に
根
を
広
げ
る
地
生
蘭
の
代
表
種
。

春
咲
き
。
参
照
し
た
ウ
ィ
キ
の
「
シ
ュ
ン
ラ
ン
」
の
冒
頭
に
は
、
『
古
く

か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
植
物
で
あ
り
、
ホ
ク
ロ
、
ジ
ジ
バ
バ
な
ど
の
別
名

が
あ
る
。
一
説
に
は
、
ジ
ジ
バ
バ
と
い
う
の
は
蕊
柱
を
男
性
器
に
、
唇
弁

を
女
性
器
に
な
ぞ
ら
え
、
一
つ
の
花
に
両
方
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

つ
い
た
も
の
と
も
言
わ
れ
る
』
と
記
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
ウ
ィ
キ
の

粋
な
と
こ
ろ
。
無
粋
な
私
の
評
釈
な
ん
ぞ
、
最
早
、
不
要
。
］

春
燈
消
え
し
闇
に
む
き
合
ひ
語
り
ゐ
し

大
江
戸
の
雛
な
つ
か
し
む
句
會
か
な

雛
菓
子
に
足
投
げ
出
せ
る
人
形
た
ち

手
よ
り
手
に
め
で
見
る
人
形
宵
節
句

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%B3
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ほ
ゝ
笑
め
ば

簪
か
ん
ざ
し

の
び
ら
や
雛
の
客

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
簪
の
び
ら
」「
び
ら
」
は
銀
な
ど
の
金
属
性
の
簪
の

装
飾
具
の
一
種
で
、
細
長
い
板
状
の
下
げ
飾
り
。
ウ
ィ
キ
の
「
簪
」
に
よ

れ
ば
、
こ
れ
を
メ
イ
ン
に
し
た
簪
に
は
、
例
え
ば
「
ビ
ラ
カ
ン
」
「
扇
」

「
姫
型
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
金
属
製
の
簪
が
頭
の
部

分
が
扇
子
の
よ
う
な
形
状
を
し
て
い
る
も
の
や
、
丸
い
形
の
も
の
が
あ
り
、

家
紋
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
頭
の
平
た
い
部
分
の
周
り
に
、
ぐ
る
り
と
細
長

い
板
状
の
ビ
ラ
が
下
が
っ
て
い
る
。
耳
か
き
の
無
い
平
打
に
、
ビ
ラ
を
つ

け
た
よ
う
な
形
状
。
現
代
の
舞
妓
も
こ
れ
を
用
い
（
芸
妓
に
な
っ
た
ら
使

用
し
な
い
）
、
前
挿
し
に
す
る
。
そ
の
場
合
、
右
の
こ
め
か
み
辺
り
に
ビ

ラ
カ
ン
、
左
に
は
つ
ま
み
か
ん
ざ
し
を
挿
す
』
と
あ
り
（
「
つ
ま
み
か
ん

ざ
し
」
と
は
布
を
小
さ
く
カ
ッ
ト
し
た
も
の
を
折
り
畳
ん
で
竹
製
の
ピ
ン

セ
ッ
ト
で
つ
ま
ん
で
糊
を
つ
け
、
土
台
に
つ
け
て
い
き
、
幾
重
に
も
重
ね

た
り
な
ど
し
て
花
を
表
現
し
た
も
の
を
纏
め
て
簪
に
し
た
も
の
。
多
く
は

花
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
花
簪
」
と
も
い
う
。
布
は
正
絹

が
基
本
で
、
か
つ
て
は
職
人
が
自
分
で
染
め
か
ら
手
掛
た
。
布
製
で
あ
っ

た
た
め
、
昔
の
も
の
は
残
り
に
く
い
。
そ
の
辺
り
も
花
ら
し
い
と
い
え
る
。

現
代
で
は
舞
妓
た
ち
が
使
う
ほ
か
、
子
供
の
七
五
三
の
飾
り
と
し
て
使
わ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%AA
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れ
る
こ
と
が
多
い
。
少
女
向
け
。
と
同
ウ
ィ
キ
に
は
あ
る
）
、
ま
た
「
び

ら
び
ら
簪
」
と
称
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
『
江
戸
時
代
（
寛
政
年
間
）

に
登
場
し
た
未
婚
女
性
向
け
の
簪
。
本
体
か
ら
鎖
が
何
本
も
下
が
っ
て
い

て
、
そ
の
先
に
蝶
や
鳥
な
ど
の
飾
り
物
が
下
が
っ
て
い
る
派
手
な
も
の
。

裕
福
な
商
人
の
娘
な
ど
が
使
っ
た
も
の
で
、
既
婚
者
や
婚
約
を
済
ま
せ
た

も
の
は
身
に
付
け
な
い
。
天
保
二
年
か
ら
三
年
頃
に
は
、
京
阪
の
裕
福
な

家
庭
の
若
い
子
女
の
間
で
、
鎖
を
七
・
九
筋
垂
ら
し
た
先
に
硝
子
の
飾
り

物
を
下
げ
た
豪
勢
な
タ
イ
プ
が
人
気
を
博
し
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い

る
。
本
格
的
に
普
及
し
た
の
は
明
治
以
降
で
あ
る
。
左
の
こ
め
か
み
あ
た

り
に
挿
す
用
途
の
も
の
と
す
る
』
と
あ
る
。
］

幕
垂
れ
て
玉
座
く
ら
さ
や
案
の
雛

函
を
出
て
よ
り
添
ふ
雛
の
御
契
り

古
雛
や
花
の
み
衣け

し

の
靑
丹
美
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
み
衣け

し

」「
御
衣

み

け

し

」
の
形
で
「
こ
ろ
も
」
の
意
。
上
代

の
「
着
る
」
の
尊
敬
語
で
あ
る
サ
行
四
段
活
用
動
詞
「
着け

す
」
の
連
用
形

が
名
詞
化
し
た
も
の
。「
靑
丹
」
は
「
あ
を
に
（
あ
お
に
）
」
で
、
こ
こ
は
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襲
か
さ
ね

の
色
目
の
名
で
あ
ろ
う
。
表
裏
と
も
に
濃
い
青
に
黄
を
加
え
た
色
で
染

め
た
も
の
、
若
し
く
は
、
表
が
濃
い
香
色
（
赤
味
の
強
い
茶
色
）
、
裏
は

薄
い
青
色
。
］

雛
愛
し
わ
が
黑
髮
を
き
り
て
植
ゑ

古
雛
や
華
や
か
な
ら
ず
﨟
た
け
れ

髮
そ
ぎ
て
﨟
た
く
老
い
し
雛
か
な

古
り
つ
つ
も
雛
の
眉
引
匂
や
か
に

紙
雛
の
を
み
な
倒
れ
て
お
は
し
け
り

雛
市
に
見
と
れ
て
母
に
お
く
れ
が
ち

雛
買
う
て
疲
れ
し
母
娘
食
堂
へ

瓔
珞
搖
れ
て
雛
顏
暗
し
藏
座
敷
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雛
の
間
や
色
紙
張
り
ま
ぜ
広
襖

 
 

 

＊

縫
ふ
肩
を
ゆ
す
り
て
す
ね
る
子
暑
さ
か
な

髮
の
香
の
い
き
る
る
夜
か
な
鳴
く
蛙

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
い
き
る
」
は
ラ
行
四
段
活
用
の
自
動
詞
「
熱い

き

る
」

「熅

い

き

る
」
と
同
じ
ラ
行
下
一
段
活
用
の
自
動
詞
「
熱
れ
る
」
「熅

れ
る
」
。

あ
つ
く
な
る
・
ほ
て
る
・
む
し
む
し
す
る
の
意
。
熱
気
の
た
め
に
む
っ
と

す
る
「
草
い
き
れ
」
の
「熅

い

き

れ
」
は
こ
れ
が
名
詞
化
し
た
も
の
。
な
お
、

こ
の
一
句
前
の
前
に
打
た
れ
た
ア
ス
タ
リ
ス
ク
は
特
異
で
、
し
か
も
そ
の

意
図
が
読
者
に
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
は
久
女
の
中
の
隠
さ
れ
た
意
識

の
一
つ
の
区
切
り
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
］

月
の
輪
を
ゆ
り
去
る
船
や
夜
半
の
夏

日
盛
の
塗
下
駄
ぬ
げ
ば
曇
り
か
な
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旱
魃
の
鋪
道
は
ふ
や
け
靴
の
あ
と

萱
の
中
に
花
摺
る
百
合
や
靑
嵐

一
間
よ
り
僧
の
鼾
や
靑
嵐

松
の
根
の
苔
な
め
ら
か
に
淸
水
吸
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
二
十
八
の
時
の
作
。
彼
女

の
句
群
の
中
に
あ
る
だ
け
で
こ
の
叙
景
が
妖
艶
に
な
る
と
い
う
こ
れ
ぞ

久
女
マ
ジ
ッ
ク
。
］

衣
更
て
帶
上
赤
し
厨
事

み
づ
み
づ
と
こ
の
頃
肥
り
絹
袷

眉
か
く
や
顏
ひ
き
締
る
袷
人

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
言
わ
ず
も
が
な
乍
ら
、
「
袷
人
」
は
「
あ
は
せ
び
と

（
あ
わ
せ
び
と
）
」
。
］
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夏
の
帶
廣
葉
の
ひ
ま
に
映
り
過
ぐ

夏
の
帶
翡
翠
に
と
め
し
鏡
去
る

後
妻

う

は

な

り

の
姑
の
若
さ
や
藍
ゆ
か
た

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
笑
顔
の
久
女
の
見
る
目
は
い
た
っ
て
穏
や
か
だ
が
、

そ
の
眼
底
に
、
何
か
ど
き
っ
と
す
る
一
閃
が
、
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
な

お
、
「
う
は
な
り
」
の
語
源
は
未
詳
で
あ
る
。
］

洗
ひ
髮
か
わ
く
間
月
の
籐
椅
子
に

四
季
の
句
の
こ
と
に
水
色
う
ち
わ
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
水
色
う
ち
わ
」
（
「
う
ち
わ
」
は
マ
マ
）
は
高
級
品

の
奈
良
団
扇
と
思
わ
れ
る
。
「
大
呂
俳
句
会
」
公
式
サ
イ
ト
の
「
季
語
散

策
３

団
扇
」
に
『
淡
い
水
色
や
ほ
ん
の
り
と
し
た
鳥
子

と

り

の

こ

色
が
特
徴
で
、

奈
良
の
風
物
で
あ
る
鹿
や
、
正
倉
院
に
伝
わ
る
文
様
な
ど
が
切
り
絵
に
さ

れ
て
貼
っ
て
あ
る
』
と
あ
る
（
他
に
両
面
に
漆
を
塗
っ
た
岐
阜
特
産
の
岐

http://dairo.main.jp/?p=8387
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阜
団
扇
の
一
種
に
、
「
水
団
扇
」
と
い
っ
て
透
け
る
よ
う
に
薄
い
雁
皮
紙

に
ニ
ス
を
塗
っ
て
作
ら
れ
た
団
扇
が
あ
る
。
耐
水
性
が
高
い
た
め
に
水
で

濡
ら
し
て
煽
ぐ
こ
と
で
涼
味
を
楽
し
む
も
の
ら
し
い
が
、
採
ら
な
い
）
。

季
語
そ
の
も
の
を
詠
唱
の
対
象
と
し
た
面
白
い
一
句
で
あ
る
。
］

な
つ
か
し
き
水
色
う
ち
わ
師
の
句
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
水
色
う
ち
わ
」
は
マ
マ
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
虚
子

の
句
に
「
水
色
う
ち
わ
」
を
詠
ん
だ
句
を
発
見
出
来
な
い
。
識
者
の
ご
教

授
を
乞
う
。
な
お
、
さ
る
方
か
ら
は
「
手
に
當
る
五
色
團
扇
の
赤
を
取
る
」

で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
虚
子
の
句
は
昭
和
二
一

（
一
九
四
六
）
年
（
奇
し
く
も
こ
の
一
月
二
十
一
日
に
久
女
は
孤
独
に
死

ん
だ
）
の
句
で
あ
る
か
ら
あ
り
得
な
い
。
私
は
「虛

子
嫌

ひ
」
な
の
で
今

後
も
、
熱
心
に
こ
の
「
う
ち
わ
」
の
句
を
探
す
つ
も
り
は
な
い
。
奇
特
な

方
の
御
指
摘
を
気
長
に
待
つ
こ
と
と
す
る
。
］

照
り
降
り
に
さ
し
て
色
な
し
古
日
傘

麻
蚊
帳
に
足
う
つ
く
し
く
重
ね
病
む
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稻
妻
に
面
を
う
た
す
蚊
帳
か
な

母
の
帶
卷
き
つ
ゝ
語
る
蚊
帳
の
外

コ
レ
ラ
怖
ぢ
蚊
帳
吊
り
て
喰
ふ
晝
餉
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
の
作
。
こ
の
二
年
前
の
大

正
五
（
一
九
一
六
）
年
の
夏
、
本
邦
で
は
コ
レ
ラ
が
流
行
、
死
者
七
千
四

百
八
十
二
人
を
数
え
た
。
こ
れ
は
呪

ま
じ
な

い
の
類
い
で
は
な
く
、
れ
っ
き
と
し

た
コ
レ
ラ
感
染
予
防
の
蠅
対
策
で
、
小
児
の
昼
寝
の
際
な
ど
に
は
奨
励
さ

れ
た
。
］

蚊
帳
の
中
團
扇
し
き
り
に
動
き
け
り

 
 

上
阪

一
句

母
と
寢
て
か
ご
と
き
く
な
り
蚊
帳
の
月

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
上
阪
」
は
小
倉
か
ら
の
大
阪
行
で
あ
ろ
う
が
、
久

女
の
実
家
は
東
京
で
あ
り
不
審
（
愛
知
県
西
加
茂
郡
小
原
の
義
母
杉
田
し
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げ
は
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
逝
去
し
て
い
る
）
。
編
年
式
編
集
の
角

川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
か
ら
こ
の
句

は
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
の
句
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
底
本
年
譜

の
同
年
の
三
月
と
思
し
い
部
分
に
『
実
母
を
訪
う
』
と
あ
る
。
し
か
し
年

譜
上
の
記
載
か
ら
も
大
阪
と
実
母
さ
よ
の
接
点
は
見
当
た
ら
な
い
。
「
か

ご
と
」
（
託
言
。
心
が
満
た
さ
れ
ず
に
不
平
を
言
う
・
愚
痴
を
こ
ぼ
す
・

嘆
く
の
意
の
「
か
こ
つ
」
の
名
詞
節
「
か
こ
ち
ご
と
」
が
元
）
と
い
う
、

（
人
の
せ
い
に
し
て
い
う
）
恨
み
言
・
不
平
・
愚
痴
と
い
う
表
現
か
ら
は
、

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
八
月
か
ら
腎
臓
病
の
た
め
に
一
年
ほ
ど
東
京
上

野
桜
木
町
の
実
家
に
戻
っ
た
際
、
宇
内
と
の
離
婚
問
題
が
起
こ
っ
た
（
主

に
久
女
の
実
家
側
か
ら
ら
し
い
）
も
の
の
、
翌
年
七
月
に
小
倉
に
帰
っ
て

い
る
。
そ
の
際
、
実
家
で
母
さ
よ
か
ら
『
子
供
の
た
め
に
辛
抱
し
て
、
夫

が
俳
句
を
嫌
う
な
ら
俳
句
を
や
め
る
よ
う
に
説
得
さ
れ
た
』
（
久
女
長
女

石
昌
子
さ
ん
編
の
年
譜
記
載
）
と
あ
る
の
は
句
柄
と
合
致
す
る
が
、
や
は

り
大
阪
で
は
な
い
し
、
角
川
版
の
時
系
列
と
も
齟
齬
す
る
。
］

蚊
帳
の
中
よ
り
朝
の
指
圖
や
旅
疲
れ

蒼
海
の
落
日
と
ゞ
く
蚊
帳
か
な
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緣
側

に
夏
座
布
團
を
す
ゝ
め
け
り

打
水
に
木
蔭
湿
れ
る
茶
店
か
な

水
打
つ
て
石
涼
し
さ
や
瓜
を
も
む

玄
海
に
連
な
る
漁
火
や
窓
涼
み

夕
凪
や
釣
舟
去
れ
ば
涼
み
舟

遊
女
ら
の
涼
め
る
前
を
通
り
け
り

遊
船
の
さ
ん
ざ
め
き
つ
ゝ
す
れ
違
ひ

灯
せ
る
遊
船
遠
く
現
は
れ
し

夏
祭
髮
を
洗
つ
て
待
ち
に
け
り

風
鈴
に
黍
畠
よ
り
の
夜
風
か
な
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孤
り
居
に
風
鈴
吊
れ
ば
黍
の
風

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
「
黍
」
が
真
正
の
単
子
葉
植
物
綱
イ
ネ
目
イ
ネ

科
キ
ビ

Panicum
 m

iliaceum

を
指
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
イ
ネ

科
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

Zea m
ays

の
別
称
で
あ
る
か
、
判
定
出
来
ず
に
い

る
。
当
時
の
福
岡
で
は
キ
ビ

Panicum
 m

iliaceum

な
ど
栽
培
し
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
情
報
が
あ
れ
ば
情
景
は
知
ら
れ
た
玉
蜀
黍
畑
で
落

ち
着
く
の
だ
が
。
実
は
私
は
そ
の
室
内
で
の
立
ち
位
置
か
ら
見
て
、
キ
ビ

で
は
な
く
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
読
み
た
く
な
る
の
で
あ
る
が
。
識
者
の
御
教

授
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
］

帽
子
ぬ
ぐ
や
汗
に
撚
れ
あ
ふ
も
つ
れ
髮

金
魚
掬
ふ
行
水
の
子
の
肩
さ
め
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
は
女
性
と
し
て
母
と
し
て
の
み
創
り
得
る
句

で
あ
り
、
そ
う
し
て
し
か
も
久
女
に
よ
っ
て
の
み
描
き
得
る
少
女
の
エ
ロ

テ
ィ
シ
ズ
ム
を
も
幽
か
に
香
ら
せ
て
い
る
佳
品
で
あ
る
。
］

蟲
干
や
つ
な
ぎ
合
は
せ
し
紐
の
數
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
蟲
」
は
底
本
で
は
「
虫
」
で
あ
る
。
容
易
に
想
像

が
お
出
来
に
な
る
と
思
う
が
、
「
蟲
」
の
字
を
生
理
的
に
嫌
悪
す
る
作
家

は
芥
川
龍
之
介
を
始
め
と
し
て
殊
の
外
多
い
（
書
く
の
が
面
倒
臭
い
と
い

う
意
味
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
）
。
た
だ
私
の
筑
摩
書
房
一
九
六
七
年
刊

「
現
代
日
本
文
学
全
集

巻
九
十
一

現
代
俳
句
集
」
に
所
収
す
る
「
杉

田
久
女
集
」
を
底
本
と
し
た
「
杉
田
久
女
集
」
を
見
て
戴
け
ば
分
か
る
通

り
、
そ
こ
で
は
当
該
字
を
含
む
三
句
あ
る
総
て
が
「
蟲
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
（
但
し
、
こ
れ
は
久
女
没
後
の
選
集
で
あ
り
、
編
者
に
よ
る
編
集
方

針
で
正
字
化
さ
れ
た
可
能
性
も
頗
る
高
い
か
ら
確
実
な
証
左
と
は
な
ら

な
い
）
こ
と
に
鑑
み
、「
蟲
」
と
し
た
。
以
下
、
同
様
の
仕
儀
を
行
う
が
、

こ
の
注
は
略
す
。
］

さ
う
め
ん
や
孫
に
あ
た
り
て
舅
不
興

新
茶
汲
む
や
終
り
の
雫
汲
み
わ
け
て

枕
つ
か
み
て
起
上
り
た
る
晝
寢
か
な

夏
瘦
の
お
と
が
ひ
う
す
く
洗
ひ
髮

http://homepage2.nifty.com/onibi/hisajyo2.html
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夏
瘦
や頰
も
色
ど
ら
ず
束
ね
髮

ホ
句
の
わ
れ
慈
母
た
る
わ
れ
や
夏
瘦
ぬ

子
ら
た
の
し
夏
瘦
も
せ
ず
海
に
山
に

歸
省
子
に
糸
瓜
大
き
く
垂
れ
に
け
り

 
 

櫓
山
山
莊
一
句

水
汲
女
に
門
坂
急
な
避
暑
館

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
は
本
句
に
は
顕
在
的
な
弟
子
橋
本
多
佳
子
の
優
雅

な
生
活
へ
の
明
確
な
羨
望
と
密
や
か
な
妬
心
が
窺
え
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
］

湖
を
泳
ぎ
上
り
し
木
蔭
か
な

羅
を
裁
つ
や
亂
る
ゝ
窓
の
黍
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
羅
」
は
「
う
す
も
の
」
と
訓
じ
て
い
る
（
底
本
索

引
か
ら
）
。
「
黍
」
は
単
子
葉
植
物
綱
イ
ネ
目
イ
ネ
科
キ
ビ

Panicum
 

m
iliaceum

か
、
イ
ネ
科
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

Zea m
ays

の
孰
れ
で
あ
ろ

う
か
？

単
漢
字
「
黍
」
か
ら
は
前
者
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ら
ば
「
玉

蜀
黍
」
と
書
い
て
「
き
び
」
と
振
る
か
）
な
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も

私
は
こ
れ
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

薄
絹
の
透
明
感
―
―
裁
ち
鋏
の
ハ
レ
ー
シ
ョ
ン
―
―
ザ
ワ
ザ
ワ
と
乱

れ
る
窓
外
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
―
―
乱
れ
る
悶
々
と
鬱
屈
し
た
久
女
の
心

―
―
「
羅
」「
裁
つ
」（
切
れ
字
）「
亂
る
」
と
い
う
語
彙
の
選
び
と
い
い
、

ゴ
ッ
ホ
張
り
の
窓
枠
が
額
縁
と
化
し
た
向
こ
う
の
玉
蜀
黍
畑
の
動
景
と

い
い
、
写
生
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
、
カ
メ
ラ
は
反
転
し
て
―
―
触
れ

な
ば
シ
ャ
ッ
！
―
―
と
―
―
斬
れ
ん
ば
か
り
の
―
―
窓
の
中う

ち

に
愁
い
に

沈
む
女
の
心
象
を
風
景
と
し
て
描
き
出
し
て
余
り
あ
る
。
―
―
と
感
じ
る

か
ら
で
あ
る
。
大
方
の
御
批
判
を
俟
つ
も
の
で
あ
る
。
］

夕
闇
の
中
に
蟇
這
ふ
け
は
ひ
か
な

つ
れ
づ
れ
の
わ
れ
に
蟇
這
ふ
小
庭
か
な
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晝
灯
す
み
山
燈
籠
や
ひ
き
が
へ
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
山
燈
籠
」
と
は
「
化
け
燈
籠
」
と
も
い
い
、
自
然

石
を
集
め
て
石
灯
籠
の
形
に
し
た
も
の
で
鹿
児
島
の
庭
園
で
よ
く
見
か

け
る
と
「
こ
と
ぶ
き
造
園
設
計
」
（
鹿
児
島
市
吉
野
町
）
の
公
式
サ
イ
ト

の
こ
ち
ら
の
解
説
ペ
ー
ジ
に
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
写
真
を
見
る
と
如
何
に

も
蟇
蛙
を
配
す
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
］

生
き
鮎
の
鰭ひ

れ

を
こ
が
せ
し
強
火
か
な

笹
づ
と
を
と
く
や
生
き
鮎
ま
一
文
字

獺う

そ

に
も
と
ら
れ
ず
小
鮎
釣
り
來
し
夫
を
か
し

鮎
や
け
ば
猫
梁
を
下
り
て
來
し

登
り
來
て
は
杭
を
と
び
散
る
羽
蟻
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
羽
蟻
」
は
ア
リ
・
シ
ロ
ア
リ
類
で
初
夏
か
ら
盛
夏

に
か
け
て
の
交
尾
期
に
羽
化
し
て
巣
か
ら
飛
び
立
っ
た
女
王
ア
リ
と
雄

http://kotobukilandscape.com/koborebanasi/3.html
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ア
リ
群
を
指
す
。
こ
の
久
女
の
描
写
か
ら
そ
れ
が
孰
れ
の
羽
蟻
（
は
あ
り
）

で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
杭
と
あ
る
か
ら
屋
外
の
景
で
は
あ
る
。

因
み
に
両
者
の
区
別
は
「
関
東
白
蟻
防
除
株
式
会
社
」
公
式
サ
イ
ト
内
に

「
シ
ロ
ア
リ
と
ア
リ
の
羽
ア
リ
を
見
分
け
る
に
は
？
」
に
詳
し
く
、
そ
こ

に
は
家
の
外
で
見
か
け
た
だ
け
で
あ
れ
ば
特
に
問
題
は
な
く
、
シ
ロ
ア
リ

は
ど
こ
に
で
も
い
る
昆
虫
で
あ
る
と
あ
る
。
］

雌
を
追
う
て
草
に
腹
返
す
蠑
螈
の
緋

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
な
ら
で
は
詠
め
ぬ
（
少
な
く
と
も
女
流
俳
人
に

し
て
こ
の
生
臭
く
ど
ぎ
つ
く
し
か
も
慄
っ
と
す
る
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を

湛
え
た
誘
惑
的
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
詠
も
う
と
し
た
の
は
彼
女
を
嚆

矢
と
す
る
と
私
は
信
じ
て
疑
わ
な
い
）
句
で
あ
る
。
老
婆
心
乍
ら
「
蠑
螈
」

は
「
い
も
り
」
と
読
む
（
音
は
「
エ
イ
ゲ
ン
」
で
漢
語
）
。
両
生
綱
有
尾

目
イ
モ
リ
上
科
イ
モ
リ
科Salam

andridae

の
イ
モ
リ
類
の
総
称
で
あ

る
が
、
本
邦
で
は
「
イ
モ
リ
」
と
言
え
ば
ト
ウ
ヨ
ウ
イ
モ
リ
属
ア
カ
ハ
ラ

イ
モ
リ

C
ynops pyrrhogaster

を
指
す
こ
と
が
多
い
。
「
蠑
螈
」
は

「
蜥
蜴
」
（
ト
カ
ゲ
）
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は
後
の
「
緋
」

と
い
う
描
写
及
び
「
雌
を
追
う
て
草
に
腹
返
す
」
と
い
う
特
異
な
行
動
か

ら
も
ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
の
特
長
的
な
成
体
個
体
と
繁
殖
行
動
を
描
い
て

http://blog.woody.co.jp/article/13400641.html
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い
て
す
こ
ぶ
る
附
き
で
正
確
な
の
で
あ
る
（
私
は
高
校
時
代
に
理
科
部
で

ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
を
用
い
た
四
肢
の
切
断
再
生
実
験
に
関
わ
っ
た
。
従
っ

て
通
常
人
よ
り
も
遙
か
に
彼
ら
に
は
親
し
い
の
で
あ
る
）
。
以
下
、
ウ
ィ

キ
の
「
ア
カ
ハ
ラ
イ
モ
リ
」
の
「
生
態
」
の
項
に
も
、
『
春
に
な
り
気
温

が
上
昇
し
始
め
る
と
、
成
体
が
水
中
に
姿
を
現
す
。
オ
ス
が
メ
ス
の
行
く

先
に
ま
わ
り
こ
み
、
紫
色
の
婚
姻
色
を
呈
し
た
尾
を
身
体
の
横
ま
で
曲
げ

て
小
刻
み
に
ふ
る
わ
せ
る
な
ど
複
雑
な
求
愛
行
動
を
行
う
。
こ
の
と
き
に

オ
ス
が
分
泌
す
る
フ
ェ
ロ
モ
ン
で
あ
る
ソ
デ
フ
リ
ン
（sodefrin

、
額
田

王
の
短
歌
に
ち
な
む
）
が
、
脊
椎
動
物
初
の
ペ
プ
チ
ド
フ
ェ
ロ
モ
ン
と
し

て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
メ
ス
が
受
け
入
れ
る
態
勢
に
な
る
と
、
メ
ス
は
オ

ス
の
後
ろ
に
つ
い
て
歩
き
、
オ
ス
の
尾
に
触
れ
る
合
図
を
送
る
と
、
オ
ス

が
精
子
嚢
を
落
と
し
メ
ス
が
総
排
出
腔
か
ら
取
り
込
む
。
そ
の
際
に
オ
ス

の
求
愛
行
動
に
地
域
差
が
あ
り
、
地
域
が
異
な
る
個
体
間
で
は
交
配
が
成

立
し
に
く
い
と
い
わ
れ
る
』
と
あ
る
。
な
お
、
彼
ら
は
両
生
類
で
あ
る
か

ら
湿
っ
た
草
地
に
も
登
っ
て
く
る
の
で
「
追
う
て
草
に
」
も
何
ら
問
題
な

い
。
…
…
因
み
に
―
―
ソ
デ
フ
リ
ン
―
―
と
い
う
こ
の
ケ
ッ
タ
イ
な
、
万

葉
好
き
の
科
学
者
が
つ
け
た
で
あ
ろ
う
ペ
プ
チ
ド
・
フ
ェ
ロ
モ
ン
の
響
き

が
、
私
は
ど
う
も
今
一
つ
好
き
に
な
れ
な
い
で
い
る
こ
と
を
告
白
し
て
お

く
。
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
性
フ
ェ
ロ
モ
ン
が
額
田
女
王
の
そ
れ
の
如
く

「
フ
リ
ン
」
と
い
う
発
音
か
ら
寧
ろ
「
不
倫
」
と
い
う
不
道
徳
の
イ
メ
ー

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%AA
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ジ
を
惹
起
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
…
…
し
か
し
そ
の
程
度

の
名
で
驚
い
て
い
て
は
お
ら
れ
な
い
。
今
や
ナ
マ
コ
の
性
フ
ェ
ロ
モ
ン
に

「
ク
ビ
フ
リ
ン
」
、
シ
リ
ケ
ン
イ
モ
リ

C
ynops

ensicauda

が
尻
尾
を

振
っ
て
求
愛
し
て
い
る
際
に
出
し
て
い
る
フ
ェ
ロ
モ
ン
は
「
シ
リ
フ
リ
ン
」

な
の
だ
（
但
し
、
こ
れ
は
逆
に
如
何
に
も
残
念
な
こ
と
に
「
尻
振
（
り
ん
）
」

が
元
義
で
は
な
く
、
最
初
の
ア
ミ
ノ
酸
が
「
Ｓ
Ｉ
Ｌ
」
で
始
ま
る
と
い
う

極
め
て
厳
粛
な
る
と
こ
ろ
の
学
術
的
命
名
な
の
で
あ
る
）
。
興
味
の
あ
る

方
は
私
が
か
つ
て
書
い
た
ブ
ロ
グ
「
ク
ビ
フ
リ
ン
・
ソ
デ
フ
リ
ン
・
シ
リ

フ
リ
ン
」
を
お
読
み
あ
れ
か
し
。
な
お
こ
う
し
た
科
学
的
事
実
は
イ
モ
リ

が
遙
か
な
古
代
よ
り
媚
薬
や
不
倫
（
姦
淫
）
の
探
知
薬
と
し
て
知
ら
れ
て

い
た
旧
来
の
本
草
学
的
博
物
学
的
知
見
と
明
ら
か
に
繋
が
っ
て
い
る
と

私
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
辺
り
に
関
心
の
あ
る
向
き
は
、
是
非
、
私
の
電

子
テ
ク
ス
ト
「
寺
島
良
安

和
漢
三
才
圖
會

卷
第
四
十
五

龍
蛇
部

龍
類

蛇
類
」
の
「
ゐ
も
り

蠑
螈
」
の
項
を
お
読
み
戴
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。
］

ゐ
も
り
釣
る
童
の
群
に
わ
れ
も
ゐ
て

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
子
ど
も
た
ち
の
イ
モ
リ
を
釣
っ
て
い
る
方
法
に

つ
い
て
、
如
何
に
も
相
応
し
い
一
つ
の
釣
り
方
の
可
能
性
が
三
重
県
在
住

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2008/11/post-af56.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/wakan45.html
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の
ム
ー
氏
の
ブ
ロ
グ
「
野
人
エ
ッ
セ
イ
す
」
の
「
イ
グ
サ
で
イ
モ
リ
を
釣

る
方
法
」
に
示
さ
れ
て
あ
る
。
イ
グ
サ
の
端
で
輪
を
作
っ
た
簡
便
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
輪
の
部
分
を
イ
モ
リ
や
カ
エ
ル
の
顔
の
前
に
置
い
て
待
ち

伏
せ
す
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
彼
ら
が
輪
に
入
っ
た
瞬
間
に
『
勢
い
よ
く

引
っ
張
れ
ば
簡
単
に
輪
が
締
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
』
る
。
イ
モ
リ
で
も

カ
エ
ル
で
も
『
後
ず
さ
り
を
し
な
い
か
ら
飛
び
込
ん
で
く
る
。
イ
モ
リ
が

動
か
な
い
場
合
は
草
で
尾
を
突
け
ば
嫌
々
な
が
ら
輪
に
入
っ
て
く
る
。
カ

エ
ル
は
跳
ぶ
と
き
に
両
足
が
や
や
開
く
。
つ
ま
り
、
輪
を
飛
び
ぬ
け
抜
け

そ
う
に
見
え
て
足
元
が
引
っ
掛
か
っ
て
自
分
か
ら
締
ま
っ
て
し
ま
う
。

「
キ
ュ
～
！
」
と
両
手
両
足
お
っ
ぴ
ろ
げ
た
格
好
で
釣
ら
れ
て
来
る
が
特

に
害
は
な
い
。
イ
グ
サ
の
輪
は
簡
単
に
緩
ん
で
す
ぐ
に
息
を
吹
き
返
す
。

や
り
始
め
る
と
面
白
い
よ
う
に
釣
れ
る
か
ら
や
め
ら
れ
な
い
。
や
っ
て
見

せ
た
の
は
ヤ
マ
ハ
音
楽
教
室
の
子
供
達
数
十
人
だ
っ
た
』
と
あ
る
。
ま
こ

と
に
こ
れ
で
私
は
本
句
の
情
景
を
心
に
確
か
に
描
け
た
の
で
あ
る
。
］

玉
蟲
や
瑠
璃
翅
亂
れ
て
疊
と
ぶ

草
に
落
ち
し
螢
に
伏
せ
し
面
輪
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
個
人
的
す
こ
ぶ
る
好
き
な
句
で
あ
る
。
］

http://ameblo.jp/muu8/entry-10194597439.html
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螢
籠
廣
葉
の
風
に
明
滅
す

こ
が
ね
蟲
葉
か
げ
を
歩
む
風
雨
か
な

燕
に
機
窓
明
け
て
縫
ひ
に
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
の
作
。
私
が
莫
迦
な
の
か
、

本
句
は
解
釈
に
苦
し
ん
で
い
る
。
「
機
窓
」
は
ど
う
読
ん
で
も
「
は
た
ま

ど
」
と
い
う
熟
語
と
し
か
思
え
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
一
体
、
何
だ
？

機
織
り
機
の
置
い
て
あ
る
別
棟
の
機
屋

は

た

や

の
窓
か
？

そ
れ
と
も
何
か
独

特
の
（
機
織
り
機
に
似
た
）
構
造
の
窓
の
こ
と
か
？
（
「
日
本
国
語
大
辞

典
」
に
も
「
機
窓
」
は
乗
ら
な
い
。
ネ
ッ
ト
で
引
っ
掛
か
る
の
は
、
こ
れ
、

飛
行
「
機
」
の
「
窓
」
で
あ
る
。
）
―
―
そ
の
窓
を
開
け
る
（
「
明
け
て
」

の
用
字
も
気
に
な
る
が
暫
く
「
開
け
て
」
の
意
で
採
る
）
の
は
「
燕
」（
「
つ

ば
く
ら
」
と
訓
じ
て
い
よ
う
）
の
た
め
、
と
い
う
の
は
―
―
例
え
ば
そ
の

機
屋
の
内
に
燕
が
入
り
込
ん
で
い
て
巣
を
作
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
巣
に

親
鳥
を
通
わ
す
た
め
に
機
屋
の
窓
を
開
け
た
―
―
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
自
然
に
浮
か
ん
で
そ
こ
だ
け
は
腑
に
落
ち
る
の
だ
が
、
し
か
し

下
五
で
ま
た
躓
く
。
そ
こ
で
機は

た

を
織
る
の
で
は
な
く
、
手
で
何
か
を
「
縫
」
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っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
故
？
…
…
こ
れ
は
貧
し
い
私
の
知
恵

で
は
…
…
久
女
は
こ
の
時
、
機
を
織
ろ
う
と
機
屋
へ
入
っ
た
の
だ
っ
た
が
、

気
が
つ
け
ば
そ
の
屋
内
に
は
燕
が
巣
を
作
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
既
に

沢
山
の
子
が
生
ま
れ
て
い
た
（
だ
か
ら
こ
そ
餌
を
運
ぶ
燕
を
通
わ
せ
る
た

め
に
「
機
」
屋
の
「
窓
」
を
「
明
け
」
（
開
け
）
た
の
で
あ
る
）
。
だ
か
ら

…
…
そ
の
燕
の
子
た
ち
を
驚
か
さ
ぬ
た
め
に
久
女
は
大
き
な
音
の
出
る

機は
た

を
織
る
の
は
や
め
に
し
、
静
か
に
別
な
手
縫
い
仕
事
を
そ
こ
で
始
め
た

…
…
と
い
う
牽
強
付
会
の
謗
り
を
受
け
そ
う
な
解
釈
し
か
出
来
な
い
。
…

…
私
は
…
…
も
し
か
す
る
と
…
…
と
ん
で
も
な
い
思
い
込
み
と
誤
読
を

し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
（
で
な
け
れ
ば
こ
こ
ま
で
の
不
審
と
解
釈
へ

の
自
信
の
な
さ
は
募
ら
ぬ
は
ず
だ
か
ら
）
。
ど
う
か
識
者
の
御
教
授
を
乞

う
。
目
か
ら
鱗
の
解
釈
を
お
願
い
し
た
い
。
］

訪
ふ
を
待
た
で
い
つ
巣
立
ち
け
む
燕
の
子

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
本
句
集
は
明
ら
か
に
季
題
ご
と
に
纏
め
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
句
が
前
句
と
必
ず
し
も
繋
が
る
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、

も
し
、
前
句
が
私
の
推
測
し
た
よ
う
な
意
で
あ
る
と
し
、
本
句
が
そ
の
後

日
の
同
じ
場
所
で
の
詠
と
す
れ
ば
、
私
は
腑
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。
］
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む
き
か
は
る
通
風
筒
に
蚊
喰
鳥

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
通
風
筒
」
こ
れ
は
炭
鉱
の
坑
内
の
換
気
の
た
め
の

そ
れ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
蚊
喰
鳥
」
蝙
蝠
の
別
名
。
夏
の
季
語
。
］

蟬
時

雨
日

斑
ま
だ
ら

あ
び
て
掃
き
移
る

蟬
涼

し
わ
が
よ
る
机
大
い
な
る

雨
の
ご
と
降
る
病
葉
の
館
か
な

夕
顏
に
水
仕
も
す
み
て
た
ゝ
ず
め
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
三
十
九
の
時
の
作
。
「
水

仕
」
は
「
み
づ
し
（
み
ず
し
）
」
と
読
み
、
台
所
で
水
仕
事
を
す
る
こ
と
。
］

夕
顏
や
ひ
ら
め
き
か
ゝ
り
て
襞ひ

だ

深
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
の
作
。
］
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夕
顏
を
蛾
の
飛
び
め
ぐ
る
薄
暮
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
の
作
。
］

逍
遙
や
垣
夕
顏
の
咲
く
頃
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
の
作
。
］

夕
顏
を
見
に
來
る
客
も
な
か
り
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
三
十
九
の
作
。
個
人
的
に

こ
の
夕
顔
句
群
、
頗
る
附
き
で
好
き
で
あ
る
。
但
し
、
以
上
に
注
し
た
通

り
、
実
際
に
は
連
作
で
は
な
い
。
］

仮
名
か
き
う
み
し
子
に
そ
ら
ま
め
を
む
か
せ
た
り

忍
び
來
て
摘
む
は
誰
が
子
ぞ
紅
苺

苺
摘
む
盗
癖
の
子
ら
を
あ
は
れ
と
も
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睡
蓮
や
鬢
に
手
あ
て
て
水
鏡

お
の
づ
か
ら
流
る
ゝ
水
葱

な

ぎ

の
月
明
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
単
子
葉
植
物
綱
ツ
ユ
ク
サ
目
ミ
ズ
ア
オ
イ
科
ミ
ズ
ア

オ
イ

M
onochoria korsakow

ii 
の
別
名
。
ウ
ィ
キ
の
「
ミ
ズ
ア
オ
イ
」

に
よ
れ
ば
、
『
か
つ
て
は
水
田
雑
草
と
し
て
よ
く
見
ら
れ
た
が
、
水
路
の

改
修
や
除
草
剤
の
使
用
な
ど
に
よ
っ
て
生
息
環
境
が
悪
化
し
、
個
体
数
が

減
少
し
て
い
る
』
。「
万
葉
集
」
で
は
「
水
葱

な

ぎ

」
と
し
て
『
求
愛
の
歌
に
詠

ま
れ
る
な
ど
、
人
間
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
ま
た
、
青
紫
色
の
花
は
染
物

に
利
用
さ
れ
た
ほ
か
、
食
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
』
。『
食
用
に
す
る

場
合
は
、
若
芽
や
若
葉
を
塩
ゆ
で
に
し
て
流
水
に
よ
く
さ
ら
し
、
汁
物
、

煮
物
、
和
え
物
に
用
い
る
』
と
あ
る
。
万
葉
好
き
の
久
女
ら
し
い
句
で
あ

る
。
］

笑
み
を
ふ
く
ん
で
牡
丹
に
よ
せ
し
面
輪
か
な

黄
薔
薇
や
異
人
の
厨
に
料
理
會

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
二
十
九
の
時
の
作
。
「
黄

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%A4
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薔
薇
」
花
言
葉
は
―
―
あ
な
た
を
恋
し
ま
す
／
友
情
／
友
情
／
献
身
／
可

憐
／
美
／
さ
わ
や
か
―
―
薄
ら
ぐ
愛
／
恋
に
飽
き
た
／
別
れ
よ
う
／
誠

意
が
な
い
／
不
貞
／
嫉
妬
…
…
］

貧
し
き
家
を
め
ぐ
る
野
茨
月
貴
と

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
二
十
八
の
時
、
本
格
的
な

作
句
最
初
期
の
作
と
思
わ
れ
る
。
私
は
こ
の
句
が
好
き
で
あ
る
。
］

夏
草
に
愛
慕
濃
く
踏
む
道
あ
り
ぬ

月
光
搖
れ
て
夏
草
の
間
を
流
れ
か
な

蕗
む
く
や
ま
た
襲
ひ
き
し
齒
の
い
た
み

住
み
か
は
る
扉
の
蔦
若
葉
見
て
過
し

厨
着
ぬ
い
で
ひ
と
り
汲
む
茶
や
若
楓

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
厨
着
」
は
「
く
り
や
ぎ
」
と
読
む
か
。
］
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傘
に
す
け
て
擦
り
ゆ
く
雨
の
若
葉
か
な

茄
子
苗
の
日
除
し
置
い
て
ま
た
縫
へ
り

茄
子
も
ぐ
や
日
を
照
り
か
へ
す
櫛
の
み
ね

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
偏
愛
の
久
女
の
句
。
こ
の
ハ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
凄

い
！
］

茄
子
も
ぐ
や
天
地
の
祕
事
を
さ
ゝ
や
く
蚊

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
偏
愛
の
久
女
の
句
。
蚊
の
音
が
気
に
な
る
の
は
ね

…
…
そ
れ
は
私
た
ち
の
悩
ま
し
い
秘
め
事
を
…
…
私
た
ち
の
耳
元
で
囁

い
て
い
る
か
ら
な
の
だ
っ
た
…
…
］

富
家
の
茄
子
我
つ
く
る
茄
子
に
負
け
に
け
り

月
に
出
て
水
や
る
音
す
茄
子
畠
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牛
蒡
葉
に
雨
大
粒
や
竿
入
る
ゝ

葉
が
く
れ
に
星
に
風
湧
く
槐
か
な

 
 

 
虛

子
先

生
御

來
關

下
ノ
關
に
て

簀
戸
た
て
ゝ
棕
梠
の
花
降
る
一
日
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
簀
戸
」
は
「
す
ど
」
と
読
み
、
葭
簀

よ

し

ず

を
張
っ
た
戸

の
こ
と
で
、
「
棕
櫚
」
と
と
も
に
夏
の
季
語
で
あ
る
。
季
節
と
場
所
及
び

年
譜
の
記
載
か
ら
は
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
五
月
の
年
譜
に
あ
る
『
虚

子
先
生
歓
迎
関
門
俳
句
大
会
（
下
の
関
市
三
日
会
倶
楽
部
）
出
席
』
の
折

り
の
句
と
思
わ
れ
る
。
久
女
二
十
九
歳
。
］

針
も
て
ば
ね
む
た
き
ま
ぶ
た
藤
の
雨

寂
し
が
る
庵
主
と
あ
り
ぬ
唐
菖
蒲

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
唐
菖
蒲
」
は
通
常
は
「
と
う
し
や
う
ぶ
（
と
う
し

ょ
う
ぶ
）
」
で
単
子
葉
植
物
綱
キ
ジ
カ
ク
シ
目
ア
ヤ
メ
科
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
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属

G
ladiolus

に
属
す
る
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
類
。
本
邦
に
は
自
生
し
な
い
。

オ
ラ
ン
ダ
シ
ョ
ウ
ブ
（
阿
蘭
陀
菖
蒲
）
と
も
い
う
。
属
名
は
ラ
テ
ン
語
で

古
代
ロ
ー
マ
の
「
剣
」
の
意
「G

ladius

」
（
グ
ラ
デ
ィ
ウ
ス
）
で
葉
が

剣
に
似
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
日
本
で
は
明
治
時
代
に
輸
入
さ

れ
て
園
芸
種
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
夏
期
七
～
八
月
に
か
け
て
開
花

す
る
春
植
え
球
根
と
し
て
流
通
し
て
い
る
も
の
が
一
般
的
で
、
晩
夏
の
季

語
と
し
て
い
る
（
以
上
は
ウ
ィ
キ
の
「
グ
ラ
ジ
オ
ラ
ス
」
に
拠
る
）
。
春

咲
き
品
種
も
あ
り
、
そ
れ
を
読
ん
だ
ら
春
で
あ
る
こ
と
を
句
や
前
書
に
記

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
を
有
季
俳
句
の
掟
と
す
る
の
な
ら
、
こ
ん
な
馬
鹿
馬
鹿

し
い
こ
と
は
な
い
。
］

子
犬
ら
に
園
め
ち
や
く
ち
や
や
箒
草

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
箒
草
」
は
個
人
的
に
は
「
は
は
き
ぐ
さ
」
と
読
み

た

い

。

ナ

デ

シ

コ

目

ヒ

ユ

科

バ

ッ

シ

ア

属

ホ

ウ

キ

ギ

B
assia 

scoparia

。
黄
緑
色
の
小
花
を
穂
状
に
つ
け
る
晩
夏
に
合
わ
せ
て
季
語

と
し
て
い
る
が
、
秋
の
鮮
や
か
に
赤
く
色
づ
く
頃
こ
そ
歳
時
記
と
し
て
は

相
応
し
い
よ
う
に
季
語
嫌
い
の
私
と
し
て
は
強
く
感
じ
る
。
］

つ
れ
づ
れ
の
小
簾
捲
き
あ
げ
ぬ
濃
紫
陽
花

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%82%B9
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
濃
紫
陽
花
」
無
論
、
ミ
ズ
キ
目
ア
ジ
サ
イ
科
ア
ジ

サ

イ

ア

ジ

サ

イ

節

ア

ジ

サ

イ

亜

節

ア

ジ

サ

イ

H
ydrangea 

m
acrophylla

で
濃
紫
陽
花

こ

い

あ

じ

さ

い

な
る
種
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
俳

句
で
は
比
較
的
よ
く
見
か
け
る
語
で
あ
り
、
仲
夏
の
季
語
と
す
る
ら
し
い

が
、
こ
の
語
、
一
見
、
情
緒
的
に
は
響
き
は
よ
い
が
、
す
こ
ぶ
る
非
博
物

学
的
で
い
い
加
減
な
俳
語
（
季
語
）
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
こ
の
紫
陽
花

の
色
は
読
者
に
よ
っ
て
紫
陽
花
の
別
名
の
文
字
通
り
、「
七
変
化
」「
八
仙

花
」
「
四
葩
変
化

よ

ひ

ら

へ

ん

げ

」
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
私
は
鑑
賞
者
の
自

在
勝
手
で
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
と
思
う
人
間
だ
が
伝
統
俳
句
で
そ
ん
な

許
容
は
噴
飯
物
で
あ
ろ
う
）
。「
万
葉
集
」
に
既
に
現
れ
る
「
味
狹
藍
・
安

治
佐
爲
」（
あ
ぢ
さ
ゐ
。
源

順

み
な
も
と
の
し
た
ご
う

の
「
和
名
類
聚
抄
」
で
は
「
阿
豆
佐
爲
」

の
字
を
当
て
て
い
る
）
と
い
う
語
の
語
源
説
の
有
力
な
一
つ
は
、「
あ
づ
」

（
集
ま
る
）
に
「
さ
あ
い
」
（
真
の
藍
色
）
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
こ
と

や
「
赤
」「
紫
」
で
は
な
く
一
般
的
に
は
青
や
空
色
が
「
紫
陽
花
」（
但
し
、

ウ
ィ
キ
の
「
ア
ジ
サ
イ
」
に
よ
れ
ば
、
『
日
本
語
で
漢
字
表
記
に
用
い
ら

れ
る
「
紫
陽
花
」
は
、
唐
の
詩
人
白
居
易
が
別
の
花
、
お
そ
ら
く
ラ
イ
ラ

ッ
ク
に
付
け
た
名
で
、
平
安
時
代
の
学
者
源
順
が
こ
の
漢
字
を
あ
て
た
こ

と
か
ら
誤
っ
て
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
』
と
あ
る
）
の
一
般
的
な
嘱

目
の
色
彩
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
「
赤
」
や
「
濃
い
紫
」
ひ
い

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%B5%E3%82%A4#.E5.90.8D.E7.A7.B0
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て
は
「
白
」
を
心
象
像
に
交
え
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
？

と
こ
ろ
が
そ
も
そ
も
が
「
濃
」
と
つ
け
る
の
は
そ
の
発
色
が
最
も

鮮
烈
で
あ
る
こ
と
を
指
す
か
ら
、
例
え
ば
久
女
の
句
と
し
て
こ
の
句
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
の
に
「
赤
」
を
そ
こ
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
私
に
は
到
底
あ

り
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
諸
記
載
を
見
る
と
や
は
り
俳
諧
サ
イ
ト
で
は
「
濃

紫
陽
花
」
と
は
濃
い
青
の
種
を
指
す
と
す
る
見
解
が
主
流
の
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
そ
ん
な
最
大
公
約
数
的
な
陳
腐
感
覚
の
歳
時
記
事
大
絶
対
主

義
こ
そ
非
芸
術
的
で
あ
り
非
博
物
学
的
で
あ
り
非
科
学
的
で
あ
る
と
私

は
断
ず
る
も
の
で
あ
る
。
］

箒
目
に
莟
を
こ
ぼ
す
柚
の
樹
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
ム
ク
ロ
ジ
目
ミ
カ
ン
科
ミ
カ
ン
亜
科
ミ
カ
ン
連
ミ
カ

ン
属
ユ
ズ

C
itrus junos

。
五
月
頃
に
花
が
咲
き
、
六
～
七
月
頃
に
実

成
、
秋
に
黄
色
く
色
づ
く
が
、
そ
の
時
期
で
晩
秋
の
季
語
と
す
る
ら
し
い
。

二
月
末
の
今
も
私
の
家
の
下
の
庭
に
は
芳
し
い
柚
子
の
実
は
た
わ
わ
に

実
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
。
］

蓮
咲
く
や
旭
ま
だ頰

に
暑
か
ら
ず
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
歳
時
記
で
は
「
蓮
」
は
晩
夏
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の

句
は
晩
夏
の
句
で
は
な
い
。
寧
ろ
「
旭
ま
だ頰

に
暑
か
ら
ず
」
こ
そ
が
、

総
て
季
の
詞
な
ら
ざ
る
も
の
な
し
と
喝
破
し
た
芭
蕉
の
言
っ
た
優
れ
た

真
正
の
「
季
の
詞
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
季
語
と
は
一
箇
の
句
の
内
的

世
界
に
於
い
て
自
然
に
湧
き
出
る
自
然
の
持
っ
た
本
来
的
な
パ
ト
ス
で

あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
］

水
暗
し
葉
を
ぬ
き
ん
出
て
大
蓮
華

日
を
遮
る
廣
葉
吹
き
お
つ
日
ご
と
日
ご
と

汲
み
あ
て
ゝ
花
苔
剝
げ
し
釣
瓶
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
花
苔
」（
は
な
ご
け
）
は
仲
夏
の
季
語
だ
そ
う
で
あ

る
。
無
論
、
俳
諧
で
用
い
ら
れ
る
「
花
苔
」
は
そ
ん
な
「
生
物
種
」
を
指

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
但
し
、
蘚
苔
類
で
は
な
く
地
衣
類
に
生
物
種

と
し
て
の
ハ
ナ
ゴ
ケ
科
ハ
ナ
ゴ
ケ
属

C
ladonia rangiferina

は
存

在
す
る
。
極
地
及
び
温
帯
の
高
山
帯
に
分
布
し
体
は
灰
白
色
、
密
に
繰
り

返
し
分
枝
し
て
長
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
樹
枝
状
と
な
っ
て
い

る
。
別
名
ト
ナ
カ
イ
ゴ
ケ
と
も
。
因
み
に
こ
れ
を
有
季
定
型
と
し
て
詠
ん
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だ
場
合
は
「
ハ
ナ
ゴ
ケ
」
と
片
仮
名
表
記
し
た
上
、
前
書
き
に
「C

ladonia 

rangiferina

を
詠
め
る
」
と
記
し
て
、
し
か
も
句
中
に
は
別
の
季
語
を

配
し
て
初
め
て
有
季
定
型
俳
句
と
し
て
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
。

こ
の
「
花
苔
」
と
は
蘚
類
・
苔
類
・
ツ
ノ
ゴ
ケ
類
（
以
上
三
類
を
蘚
苔
類

と
す
る
）
・
地
衣
類
か
ら
立
ち
上
が
る
生
殖
器
官
と
し
て
の
胞
子
体
等
の

視
認
形
態
（
苔
類
で
は
雌
器
床
・
雄
器
床
、
蘚
類
・
地
衣
類
で
は
胞
子
嚢
）

の
総
称
で
、
梅
雨
の
頃
に
形
成
さ
れ
た
白
色
や
薄
紫
色
の
そ
れ
を
「
花
」

に
見
立
て
て
言
っ
た
語
で
あ
る
。
］

瓜
一
つ
殘
暑
の
草
を
敷
き
伏
せ
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
…
…
あ
あ
、
い
い
な
…
…
こ
の
句
！
］

 
 

櫓
山
臨
海
學
校

一
句

麥
湯
湧
か
し
く
ど
日
も
す
が
ら
松
の
根
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
橋
本
豊
次
郎
・
多
佳
子
夫
妻
の
別
荘
櫓
山
荘
（
現
在

の
小
倉
北
区
中
井
浜
。
「
櫓
山
」
は
地
名
と
し
て
は
「
や
ぐ
ら
や
ま
」
と

読
む
。
江
戸
時
代
、
こ
の
一
帯
は
筑
前
と
豊
前
の
国
境
近
く
で
海
に
突
き
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出
た
地
形
か
ら
「
堺
鼻
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
小
山
に
は
小
倉
藩
見
張
番
所

が
あ
っ
た
）
の
敷
地
内
に
あ
っ
た
広
場
で
は
し
ば
し
ば
林
間
学
校
や
催
し

が
行
わ
れ
た
。
北
家
登
巳
氏
の
サ
イ
ト
「
北
九
州
の
あ
れ
こ
れ
」
の
「
櫓

山
荘
跡
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
］

親
雀
キ
ャ
ベ
ツ
の
蟲
を
喰
へ
飛
ぶ

秋
來
ぬ
と
サ
フ
ァ
イ
ア
色
の
小
鰺
買
ふ

秋
の
ご
と
瞳
澄
め
ば
嬉
し
鏡
拭
く

袂
か
む
や
ま
な
じ
り
上
げ
て
秋
女

秋
暑
し
熱
砂
に
ひ
た
と
葉
つ
ぱ
草

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
葉
つ
ぱ
草
」
同
定
不
能
。
福
岡
の
方
言
か
？

識

者
の
御
教
授
を
乞
う
。
］

障
子
し
め
て
灯
す
湯
殿
や
秋
涼
し

http://kitaqare.d.dooo.jp/tenk01.htm
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新
涼
や
紫
苑
を
し
の
ぐ
草
の
丈

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
紫
苑
」
キ
ク
目
キ
ク
科
キ
ク
亜
科
シ
オ
ン
連
シ
オ

ン

A
ster tataricus

。
別
名
は
オ
ニ
ノ
シ
コ
グ
サ
（
鬼
の
醜
草
）
・
ジ

ュ
ウ
ゴ
ヤ
ソ
ウ
（
十
五
夜
草
）
。
参
照
し
た
ウ
ィ
キ
の
「
シ
オ
ン
（
植
物
）
」

に
よ
れ
ば
、
草
丈
は
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
ま
で
に
な
り
、
『
開
花

期
は
秋
で
、
薄
紫
で
一
重
の
花
を
咲
か
せ
る
』
。
本
邦
で
は
園
芸
種
と
し

て
『
花
を
観
賞
す
る
た
め
に
よ
く
栽
培
さ
れ
て
い
る
』
が
、
『
九
州
の
山

間
部
に
、
少
数
で
あ
る
が
自
生
し
て
い
る
』
と
も
あ
り
、
ま
た
、
『
そ
の

花
の
色
か
ら
紫
苑
と
い
う
色
名
の
語
源
と
な
っ
た
。
花
言
葉
は
「
君
の
事

を
忘
れ
な
い
」
・
「
遠
方
に
あ
る
人
を
思
う
」
』
で
あ
る
と
す
る
。
］

新
涼
や
日
當
り
な
が
ら
竹
の
雨

新
涼
の
雨
吸
ひ
足
り
て
砂
畠

新
涼
や
ほ
の
明
る
み
し
柿
の
數

新
涼
や
濡
れ
髮
ほ
の
と
束
ね
ぐ
せ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%83%B3_(%E6%A4%8D%E7%89%A9)
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新
涼
や
障
子
は
め
あ
る
化
粧
部
屋

秋
涼
し
朝
刊
を
よ
む
蚊
帳
裾
濃

す

そ

ご

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
裾
濃
」
染
め
や
織
り
の
技
法
の
一
つ
。
同
系
色
で
、

上
方
を
淡
く
し
、
下
方
に
向
う
に
従
っ
て
次
第
に
濃
く
し
て
ゆ
く
も
の
。
］

二
百
十
日
の
月
穩
や
か
に
芋
畠

二
百
十
日
の
月
玲
瓏
と
花
畠

編
物
や
ま
つ
毛
目
下
に
秋
似
日
か
げ

白
豚
や
秋
日
に
透
い
て
耳
血
色

秋
の
日
や
啼
き
疲
れ
寢
し
縛
り
犬

秋
の
夜
の
敷
き
寢
る
袴
た
ゝ
み
け
り

汝
を
泣
か
せ
て
心
と
け
た
る
秋
夜
か
な
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さ
み
し
身
に
ピ
ア
ノ
鳴
り
出
よ
秋
の
暮

う
そ
寒
や
黑
髮
へ
り
て
枕
ぐ
せ

朝
寒
の
窯く

ど

焚
く
我
に
起
き
來
る
子

朝
寒
や
小
く
な
り
ゆ
く
蔓
の
花

朝
寒
や
菜
屑
た
だ
よ
ふ
船
の
腹

朝
寒
の
杉
間
流
る
ゝ
日
す
じ
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
日
す
じ
」
は
マ
マ
。
］

朝
寒
に
起
き
來
て
厨
に
ち
ゞ
め
る
子

朝
寒
の
峯
旭
あ
た
り
來
し
障
子
か
な

汲
み
あ
て
ゝ
朝
寒
ひ
ゞ
く
釣
瓶
か
な
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髷
結
う
て
前
髮
馴
れ
ぬ
夜
寒
か
な

搔

き
あ
は
す
夜
寒
の
膝
や
机
下

歸
り
路
の
夜
寒
く
な
れ
る
句
會
か
な

髮
く
ゝ
る
も
と
ゆ
ひ
切
れ
し
夜
寒
か
な

夜
寒
さ
や
ひ
き
し
ぼ
り
ぬ
く
絹
糸

き

ぬ

の
音

夜
寒
灯
に
厨
す
む
わ
れ
を
待
つ
子
か
な

先
に
寢
し
子
の
ぬ
く
も
り
奪
ふ
夜
寒
か
な

ひ
ろ
葉
打
つ
無
月
の
雨
と
な
り
に
け
り

夜
露
下
り
し
芝
生
を
踏
み
て
辭
し
に
け
り

秋
晴
や
何
を
小
刻
む
よ
そ
の
厨
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秋
晴
や
岬
の
外
の
遠
つ
洋

秋
空
に
つ
ぶ
て
の
ご
と
き
一
羽
か
な

湯
さ
め
し
て
足
袋
は
く
足
や
秋
の
雨

秋
雨
に
縫
ふ
や
遊
ぶ
子
ひ
と
り
ご
と

秋
雨
に
髮
卷
く
窓
を
明
け
に
け
り

燈
に
縫
う
て
子
に
教
ゆ
る
字
秋
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
燈
」
は
底
本
の
用
字
。
］

秋
雨
や
母
を
乘
せ
去
る
幌
車

片
足
あ
げ
て
木
戸
押
す
犬
に
秋
の
雨

よ
そ
に
鳴
る
夜
長
の
時
計
數
へ
け
り
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髮
卷
い
て
夜
長
の
風
呂
に
浸
り
け
り

わ
れ
に
借
す
本
抱
へ
來
よ
夜
長
入

い
つ
つ
き
し
膝
の
繪
具
や
秋
袷

文
使
や
子
規
忌
に
缺
け
し
か
の
女
よ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
缺
け
し
」
は
底
本
で
は
「
欠
」
。
原
句
の
も
「
欠
」

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
四
十
歳
の
時
の
作
。

「
子
規
忌
」
正
岡
子
規
の
命
日
は
九
月
十
九
日
。
糸
瓜
忌
・
獺
祭
忌
と
も

い
う
が
韻
律
の
上
で
最
も
経
済
的
で
張
り
の
あ
る
音
の
こ
れ
を
久
女
な

ら
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
女
弟
子
と
思
わ
れ
る
そ
の
「
女め

」
に
対
す
る

彼
女
の
癇
の
強
さ
が
、
初
五
の
「
ふ
み
づ
か
ひ
や
」
の
字
余
り
に
よ
っ
て

増
幅
さ
れ
て
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
気
が
私
に
は
す
る
。
こ
れ
は
恐

ら
く
前
年
に
大
阪
に
転
居
し
た
橋
本
多
佳
子
（
当
時
三
十
一
、
当
時
の
彼

女
の
俳
号
は
「
多
加
女
」
で
あ
っ
た
）
で
あ
る
。
］

走
馬
燈
に
木
の
間
の
月
や
子
ら
は
寢
し
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走
馬
燈
俄
の
雨
に
は
づ
し
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
両
句
と
も
「
燈
」
は
底
本
の
用
字
。
私
は
走
馬
燈
を

偏
愛
す
る
人
間
で
あ
る
。
］

髮
す
ね
て
遂
に
留
守
し
ぬ
秋
祭

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
き
っ
と
娘
昌
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
こ
の
句
、

私
は
そ
の
光
景
が
見
え
る
ま
で
に
愛
お
し
い
…
…
。
］

岐
阜
提
灯
う
な
じ
を
伏
せ
て
灯
し
け
り

岐
阜
提
灯
庭
石
ほ
の
と
濡
れ
て
あ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
は
個
人
的
に
岐
阜
提
灯
が
好
き
で
あ
る
。
］

蟲
な
く
や
帶
に
手
さ
し
て
倚
り
柱

秋
蝶
の
羽
す
り
き
れ
し
う
す
さ
か
な
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
マ
ジ
ッ
ク
。
蝶
は
久
女
に
な
る
―
―
］

玄
海
の
濤
の
く
ら
さ
や
雁
叫
ぶ

西
日
し
て
薄
紫
の
干
鰯

鯊
煮
る
や
夜
寒
灯
に
あ
り
し
子
等
は
寢
て

花
散
り
て
甕
太
り
ゆ
く
柘
榴
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
二
十
九
の
時
の
作
。
こ
の

句
、
何
か
慄
っ
と
す
る
妖
し
さ
が
あ
る
。
］

降
り
足
ら
ぬ
砂
地
の
雨
や
鳳
仙
花

大
輪
の
藍
朝
顏
や
し
ぼ
り
咲
き

朝
顏
や
濁
り
初
め
た
る
市
の
空
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摘
み
摘
み
て
隱
元
い
ま
は
竹
の
先

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
摘
み
摘
み
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
］

あ
て
も
な
く
子
探
し
歩
く
芒
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
偏
愛
の
句
で
あ
る
。
］

相
寄
り
て
葛
の
雨
き
く
傘
ふ
れ
し

白
萩
の
雨
を
こ
ぼ
し
て
束
ね
け
り

草
苅
る
や
萩
に
沈
め
る
紺
法
被

箒
お
い
て
ひ
き
拔
き
く
べ
し雞
頭

か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
偏
愛
の
句
。
「雞

頭

」
は
「
け
い
と
」
と
読
ん
で

い
よ
う
。
こ
れ
を
「
け
い
と
」
と
読
む
例
は
、
例
え
ば
白
神
山
地
は
西
津

軽
郡
深
浦
町
に
あ
る
、
十
二
湖
の
一
つ
「
鶏
頭
場
の
池
」
を
「
け
い
と
ば

の
い
け
」
（
或
い
は
「
け
と
ば
の
い
け
」
と
も
）
と
読
む
例
を
挙
げ
れ
ば
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十
分
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
「雞

頭

」
は
残
念
な
こ
と
に
、
後
に
続
く

二
句
が
葉
鶏
頭
の
句
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
私
に
と
っ
て
の
第
一

読
の
印
象
は
間
違
い
な
く
あ
の
鮮
烈
な
紅
い
色
そ
し
て
独
特
の
形
状
の

花
穂
を
持
っ
た
ヒ
ユ
科
ケ
イ
ト
ウ
属

C
elosia argentea

で
あ
っ
た

の
だ
が
―
―
鶏
頭
で
は
な
く
て
葉
鶏
頭
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
分
か

る
。
ナ
デ
シ
コ
目
ヒ
ユ
科

A
m

aranthoideae 

亜
科
ヒ
ユ
属
ヒ
ユ
亜
種

ハ
ゲ
イ
ト
ウ

A
m

aranthus tricolor
var. m

angostanus

で
あ
る
。

…
…
し
か
し
…
…
こ
こ
に
至
っ
て
も
個
人
的
に
は
や
は
り
、
こ
れ
は
葉
鶏

頭
で
は
な
く
真
正
の
鶏
頭
の
方
が
「
絵
」
に
な
る
と
感
じ
て
し
ま
う
私
が

い
る
。
孰
れ
も
晩
秋
の
季
語
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
こ
れ
を
葉
鶏
頭
に

同
定
す
る
必
要
は
な
い
し
、
久
女
の
家
の
庭
に
両
種
が
植
え
ら
れ
て
い
た

と
し
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
こ
は
や
は
り
私
は
あ
の
真
正
の
鶏

頭
と
採
っ
て
鑑
賞
す
る
。

こ
こ
で
久
女
は
自
身
の
行
動
を
映
画
の
よ
う
に
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
し
て

い
る
。

―
―
庭
掃
除
を
す
る
私

―
―
ふ
と
何
か
堪
走
っ
た
視
線
を
送
る
私
の
眼
！
（
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
）

―
―
箒
を

タ
ン
！

と
置
き
放
つ
私

―
―
花
壇
に
近
づ
く
私

―
―
枯
れ
か
け
萎
み
か
け
た
赤
い
鶏
頭
（
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
）
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―
―摑

む
私
の
手
（
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
）

―
―
力
を
込
め
て
一
気
に
！

ひ
き
抜
く
！

―
―
庭
の
落
ち
葉
焚
き

―
―
投
げ
入
れ
ら
れ
る
赤
い
鶏
頭

―
―
く
す
ぶ
り
煙
を
上
げ
て
燃
え
始
め
る
鶏
頭

―
―
見
つ
め
る
私
…
…

…
…
そ
う
し
て
…
…
そ
の
「
私
」
が
、
あ
の
妖
艶
な
久
女
の
顔
で
あ
っ
て

み
れ
ば
…
…
こ
の
句
、
凄
絶
と
謂
わ
ず
し
て
何
と
言
お
う
。
］

葉
雞
頭
の
い
た
だ
き
踊
る
驟
雨
か
な

葉
雞
頭
に
土
の
固
さ
や
水
沁
ま
ず

草
の
花
靡
く
と
こ
ろ
に
井
戸
掘
ら
ん

草
花
に
か
げ
澄
む
纜
を
ほ
ど
き
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
纜
」
は
船
尾
に
あ
っ
て
船
を
陸
に
つ
な
ぎ
と
め
る

「
と
も
づ
な
」
「
も
や
い
づ
な
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
つ
な
」
と
訓
じ

て
い
よ
う
。
］
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穗
に
出
で
て
靡
く
も
哀
れ
草
の
花

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
前
句
「
草
花
」
及
び
こ
の
「
草
の
花
」
は
秋
に
咲
く

草
々
の
花
で
晩
秋
の
季
語
で
あ
る
。
］

露
草
や
飯い

ひ

噴
く
ま
で
の
門
歩
き

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：

竈
へ
っ
つ
い

で
朝
餐
の
御
飯
が
炊
け
る
ま
で
の
、
一
時
の
そ

ぞ
ろ
歩
き
の
折
り
の
、
朝
露
に
瑞
々
し
い
花
の
色
を
見
せ
て
い
る
露
草
の

嘱
目
吟
。
］

草
む
ら
や
露
草
ぬ
れ
て
一
と
こ
ろ

花
蕎
麥
に
水
車
鎖
し
て
去
る
灯
か
な

花
蕎
麥
や
濃
霧
晴
れ
た
る
莖
雫

淺
間
曇
れ
ば
小
諸
は
雨
よ
蕎
麥
の
花
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聖
壇
や
日
曜
毎
の
秋
の
花

好
晴
や
壺
に
開
い
て
濃
龍
胆

龍
胆
莊
園
背
戸
に
籬
せ
ず

龍
胆
や
入
船
見
入
る
小
笹
原

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
学
芸
出
版
二
〇
〇
八
年
刊
の
坂
本
宮
尾
「
杉
田

久
女

美
と
格
調
の
俳
人
」
に
、
『
龍
胆
も
久
女
が
好
ん
だ
花
で
、
門
司

近
く
の
大
里

だ

い

り

の
野
に
こ
の
花
を
摘
み
に
行
っ
た
』
と
し
て
、
前
の
二
句
と
、

龍
胆
の
夕
む
ら
さ
き
は
昃
り
け
り

の
句
を
引
く
（
「
昃
り
け
り
」
は
「
か
げ
り
け
り
」
と
読
む
）
。
そ
し
て
、

『
一
句
目
、
気
持
ち
よ
く
晴
れ
た
日
に
、
摘
ん
で
き
て
活
け
た
野
の
花
が

咲
け
ば
、
家
の
中
に
も
爽
や
か
な
秋
の
気
が
満
ち
て
く
る
。
「
好
晴

こ

う

せ

い

や
」

と
い
う
固
い
響
き
の
上
五
は
、
「
濃
龍
胆

こ

り

ん

ど

う

」
と
い
う
古
武
士
の
よ
う
に
凛

と
し
た
花
の
イ
メ
ー
ジ
、
ま
た
画
数
の
多
い
漢
字
三
文
字
と
よ
く
調
和
し

て
い
る
』
と
、
読
み
を
含
め
、
ま
さ
に
目
か
ら
鱗
の
評
釈
を
な
さ
っ
て
お

zvn04
ノート
（✕）「龍胆」→（○）「龍胆や」



69

ら
れ
る
。
な
お
、
大
里
は
現
在
の
福
岡
県
北
九
州
市
門
司
区
の
地
名
及
び

地
域
名
で
門
司
区
の
南
西
部
に
位
置
す
る
。
参
照
し
た
ウ
ィ
キ
の
「
大
里
」

に
よ
れ
ば
、
『
九
州
最
北
端
の
宿
場
町
と
し
て
古
く
か
ら
繁
栄
し
』
、
『
か

つ
て
は
内
裏

だ

い

り

で
あ
っ
た
が
、
享
保
年
間
』（
一
七
一
六
年
～
一
七
三
六
年
）

『
に
大
里
に
変
更
さ
れ
た
』
。
こ
の
旧
地
名
は
、
寿
永
二
（
一
一
八
三
）

年
に
こ
の
地
に
安
徳
天
皇
の
御
所
で
あ
っ
た
柳
の
御
所
が
あ
っ
た
こ
と

に
由
来
し
、
現
在
、
御
所
神
社
が
あ
る
門
司
区
大
里
戸
ノ
上
一
丁
目
辺
り

が
、
そ
の
柳
の
御
所
の
比
定
地
と
な
っ
て
い
る
と
あ
る
。
『
享
保
の
頃
、

こ
の
地
に
海
賊
が
出
没
し
、
内
裏
の
海
に
血
を
流
す
の
は
恐
れ
多
い
と
し

て
大
里
に
変
更
さ
れ
た
』
と
あ
り
、
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
の
明
治

天
皇
熊
本
行
幸
の
際
に
は
『
御
所
神
社
の
社
殿
が
明
治
天
皇
の
休
憩
場
所

に
使
わ
れ
た
。
安
徳
天
皇
の
慰
霊
が
目
的
だ
っ
た
と
さ
れ
る
』
と
も
あ
る
。
］

こ
の
夏
や
ひ
さ
ご
作
り
に
餘
念
な
く

咲
き
初
め
し
簾
越
し
の
花
は
瓢
垣

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
三
十
九
歳
の
時
の
句
。「
簾

越
し
」
は
「
す
ご
し
」
、「
瓢
垣
」
は
「
ふ
す
べ
が
き
」
か
「
ふ
く
べ
が
き
」

か
「
ひ
さ
ご
が
き
」
か
。
私
は
初
読
、
個
人
的
な
韻
律
の
好
み
か
ら
「
ふ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%87%8C_(%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82)


70

す
べ
が
き
」
と
読
ん
だ
が
、
次
の
句
の
「
繭
瓢
」
を
角
川
書
店
昭
和
二
七

（
一
九
五
二
）
年
刊
の
「
杉
田
久
女
句
集
」
で
は
「
ま
ゆ
ひ
さ
ご
」
と
読

ん
で
は
い
る
か
ら
、
「
ひ
さ
ご
が
き
」
か
。
］

露
け
さ
や
う
ぶ
毛
生
え
た
る
繭
瓢

ま

ゆ

ひ

さ

ご

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
三
十
七
歳
の
時
の
句
。「
繭

瓢
」
と
は
聞
き
な
れ
な
い
語
で
あ
る
が
、
後
掲
す
る
昭
和
二
（
一
九
二
七
）

年
九
月
発
行
の
『
天
の
川
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
随
筆
「
瓢
作
り
」
に
よ
っ

て
、
久
女
が
好
ん
だ
自
庭
で
の
瓢
簞
作
り
の
中
で
、
『
子
供
の
つ
く
つ
て

ゐ
る
の
で
、
二
尺
た
ら
ず
の
か
は
い
ゝ
棚
に
小
ま
ゆ
程
の
が
、
二
つ
三
つ

漸
く
最
近
に
な
り
は
じ
め
た
』
と
あ
る
、
ま
さ
に
そ
の
「
小
ま
ゆ
程
の
」

も
の
を
「
繭
瓢
」
と
呼
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
造
語
っ
ぽ
い
が
、

ヒ
ョ
ウ
タ
ン
を
育
て
た
こ
と
の
あ
る
方
や
親
し
く
見
た
こ
の
と
あ
る
方

は
、
当
該
随
筆
を
読
ま
ず
と
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
比
較
的
容
易
に
腑
に
落

ち
る
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
私
は
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
久
女

三
十
七
歳
、
長
女
昌
子
は
満
十
六
、
次
女
美
津
子
は
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
］

靑
ふ
く
べ
地
を
す
る
ば
か
り
大
い
さ
よ
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晩
凉
や
う
ぶ
毛
生
え
た
る
長
瓢

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
は
「
晩
涼
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
後
掲
す
る
久

女
の
随
筆
「
瓢
作
り
」
の
表
記
を
採
用
し
た
。
］

颱
風
に
傾
く
ま
ゝ
や
瓢
垣

枯
色
の
華
紋
し
み
出
し
瓢
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
夕
刻
に
咲
く
ス
ミ
レ
目
ウ
リ
科
ユ
ウ
ガ
オ
属

Lagenaria 
siceraria

種

変

種

ヒ

ョ

ウ

タ

ン

Lagenaria 

siceraria
var. gourda

の
白
い
花
弁
に
は
独
特
の
紋
様
が
あ
る
。
グ

ー
グ
ル
画
像
検
索
「
ひ
ょ
う
た
ん

花
」
。
］

反
古
入
れ
の
大
瓢
簞
に
左
右
の
塵

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
瓢
簞
」
の
「簞

」
の
字
は
底
本
の
マ
マ
。

以
下
、
底
本
第
二
巻
に
あ
る
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
九
月
発
行
の
『
天

の
川
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
随
筆
「
瓢
作
り
」
の
全
文
を
恣
意
的
に
正
字
化

し
て
示
す
。
太
字
は
底
本
で
は
傍
点
「
ヽ
」
、
踊
り
字
「〱

」「〲

」
は
正

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%81%B2%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%9F%E3%82%93+%E8%8A%B1&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qVqfVMXyI8KumAX64IAY&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
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字
に
直
し
た
。

 
 

 
＊

瓢
作
り

今
年
私
は
瓢
作
り
を
樂
し
み
に
、
毎
朝
起
き
る
と
す
ぐ
畠
へ
出
て
ゆ
く
。

ま
づ
門
傍
の
ポ
プ
ラ
の
枝
へ
は
ひ
登
つ
て
、
ぶ
ら
り
と
下
が
つ
て
ゐ
る

大
瓢
が
一
つ
。
こ
れ
は
ま
る
で
く
く
り
の
な
い
、
丁
度
貧
乏
德
利
み
た
い

に
そ
こ
肥
り
の
し
た
奴
。
私
が
こ
な
い
だ虛

子
先
生
に
お
目
に
か
か
り
に

別
府
迄
行
つ
て
き
て
、
汗
の
單
帶
を
と
き
す
て
る
と
す
ぐ
見
に
行
つ
た
ら
、

ほ
ん
の
二
日
の
間
に
見
違
へ
る
ほ
ど
快
よ
く
ま
つ
靑
く
太
つ
て
ゐ
た
。
あ

ん
ま
り
の
つ
ぺ
り
と
く
く
り
が
な
い
の
で
一
體
瓢
簞
だ
ら
う
か
白
瓜
か
、

も
し
く
は
信
州
邊
で
ゆ
ふ
ご
と
言
つ
て
ゐ
る
か
ん
ぺ
う
を
作
る
瓜
な
の

か
、
な
ど
と
家
中
で
評
定
と
り
ど
り
だ
つ
た
が
、
や
は
り
ず
ぼ
ら
な
が
ら

瓢
簞
で
あ
る
ら
し
い
。
實
に
大
ま
か
な
氣
樂
げ
な
か
つ
か
う
を
し
て
、
夕

立
雨
の
時
な
ど
は
う
ぶ
毛
の
生
え
た
ま
つ
靑
な
肌
を
ポ
ト
ポ
ト
と
雫
が

つ
た
ふ
。
夕
立
晴
の
雲
が
う
ご
く
頃
に
は
、
柄
の
長
い
純
白
な
瓢
の
花
が
、

涼
し
げ
に
咲
き
出
す
。
こ
の
外
に
も
ポ
プ
ラ
の
樹
に
這
ひ
つ
い
て
ゐ
る
瓢

が
三
木
。
之
れ
は
ア
ダ
花
が
咲
く
の
み
で
、
ま
だ
ド
ン
な
形
の
と
も
見
當

が
つ
か
な
い
。
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一
體
う
ち
で
は
棚
を
つ
ら
う
つ
く
ら
う
と
話
し
あ
つ
て
ゐ
る
中
に
、
樹

に
垣
に
地
面
に
ど
の
蔓
も
が
靑
々
と
這
ひ
ま
は
り
、
そ
こ
ら
中
に
花
が
咲

き
出
し
た
の
で
あ
つ
た
。

さ
て
私
は
、
茄
子
や
葉
鷄
頭
の
露
に
ふ
れ
つ
つ
徑
を
歩
む
と
、
そ
こ
に

は
瓢
の
葉
を
き
れ
い
に
ま
き
つ
け
た
低
い
垣
根
が
、
あ
ち
こ
ち
に
長
瓢
を

ぶ
ら
下
げ
て
ゐ
た
。
こ
の
瓢簞
は
頸
の
長
い
、
瓢
逸
な
い
か
に
も
ご
ま
な

呑
氣
げ
な
か
ほ
し
て
、
一
と
ゝ
こ
ろ
に
四
つ
も
五
つ
も
よ
り
あ
ひ
、
は
て

は
蔓
が
重
く
な
つ
て
地
べ
た
に
尻
を
落
ち
つ
け
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
も

あ
る
。
こ
つ
ち
の
え
に
し
だ
の
枝
に
抱
き
つ
い
て
ゐ
る
一
尺
餘
り
の
長
瓢

は
、
丁
度
窓
か
ら
見
る
の
に
こ
ろ
あ
ひ
な
長
短
で
、
か
つ
か
う
よ
く
宙
ぶ

ら
に
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
そ
の
一
つ
の
蔓
先
は
、
隣
の
爺
さ
ん
の
畠
へ

垣
根
ご
し
に
侵
入
し
、
そ
こ
に
尻
曲
り
の
長
瓢
が
、
く
び
を
も
た
げ
か
げ

ん
に
二
つ
。
こ
ろ
り
と
地
上
に
露
出
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
ぎ
り
で
蔓
先
を
と

め
て
し
ま
つ
た
の
で
徑
の
へ
り
に
尻
を
む
け
た
こ
の
靑
瓢簞

は
、
時
々
雨

露
を
い
つ
ぱ
い
ふ
り
た
め
、
靑
草
を
敷
い
て
涼
し
げ
に
太
つ
て
ゆ
く
の
で

あ
つ
た
。
幸
ひ
に
朝
夕
潮
あ
び
の
ゆ
き
か
へ
り
に
こ
の
畠
徑
を
ぬ
け
る
近

所
の
子
供
ら
に
も
も
が
れ
ず
、
此
の
頃
は
む
し
ろ
に
敷
き
か
へ
て
先
づ
健

在
。そ

れ
に
引
か
へ
、
垣
根
の
方
の
長
瓢
は
敷
わ
ら
も
吊
も
か
け
な
か
つ
た

の
で
、
地
面
に
つ
け
た
尻
の
先
が
す
こ
し
黒
い
し
み
に
な
り
か
け
て
來
た
。
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二
三
目
前
の
朝
、
露
つ
ぽ
い
草
の
間
に
か
ゞ
ん
で
私
は
瓢
を
吊
し
た
り
、

わ
ら
を
し
い
た
り
し
て
や
つ
た
が
、
今
朝
行
つ
て
見
る
と
、
折
角
き
れ
い

に
抱
き
つ
い
た
靑
い
葉
は
、
む
ざ
ん
に
う
ら
が
へ
し
に
亂
れ
、
瓢
は
誰
か

に
頗
る
ぐ
わ
ん
こ
に
荒
繩
で
う
ご
き
の
と
れ
ぬ
樣
し
ば
り
あ
げ
ら
れ
て

ゐ
た
。
そ
し
て
鄰
畠
の
南
瓜
の
蔓
が
勢
よ
く
幾
筋
も
瓢
垣
ね
の
あ
ほ
ひ
か

ら
こ
ち
ら
へ
侵
入
し
て
ゐ
た
。

旭
は
す
で
に
ポ
プ
ラ
並
木
を
透
し
て
光
り
、
征
矢
の
如
く
輝
き
出
し
、

大
向
日
葵
の
濃
蕊
の
霧
が
き
ら
め
く
。
市
街
の
空
は
煤
煙
で
に
ご
り
そ
め
、

海
上
の
汽
笛
に
あ
は
せ
て
、
所
々
の
工
場
の
笛
が
な
り
つ
ゞ
け
る
。
私
は

更
ら
に
愛
す
べ
き
千
成
瓢簞

の
垣
へ
と
歩
を
移
し
、
き
ま
り
の
樣
に
か
が

み
こ
ん
で
眺
め
入
る
。

蔓
毎
に
た
れ
下
つ
た
小
瓢簞

の
愛
ら
し
さ
。
く
ゝ
り
深
く
丸
々
と
小
肥

り
の
靑
い
瓢
は
う
ぶ
毛
が
柔
ら
か
く
は
え
て
ゐ
る
。
小
さ
い
蟻
が
這
つ
て

ゐ
た
り
、
時
に
は
曉
雨
の
名
殘
の
小
つ
ぶ
な
玉
が
汗
を
か
い
た
や
う
に
た

ま
つ
て
ゐ
た
り
し
て
一
層
愛
着
を
ま
さ
し
め
る
。
子
供
ら
も
毎
日
こ
ゝ
へ

必
ら
ず
し
や
が
み
に
き
て
は
、
二
十
五
な
つ
て
ゐ
る
と
か
、
葉
の
か
げ
に

も
う
三
つ
な
つ
て
た
と
か
、
數
へ
て
は
た
の
し
み
に
し
て
ゐ
た
。

更
ら
に
そ
の
横
手
の
樹
に
、
や
せ
こ
け
た
一
本
の
蔓
が
中
位
の
瓢
を
つ

け
て
は
ひ
の
ぼ
つ
て
ゐ
た
。
澤
山
の
瓢
の
中
こ
れ
が
一
番
形
も
面
白
く
俗

ぬ
け
が
し
て
ゐ
て
、
し
か
も
ひ
ね
く
れ
す
ぎ
ず
、
私
の
一
番
好
き
な
瓢
な
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の
で
あ
る
が
、
肥
が
足
ら
ぬ
の
か
木
か
げ
の
せ
ゐ
か
一
向
ず
ば
ず
ば
と
成

長
せ
ず
、
ほ
ん
と
の
一
瓢
き
り
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
も
う
一
本
。
之
れ
は
子
供
の
つ
く
つ
て
ゐ
る
の
で
、
二
尺
た
ら

ず
の
か
は
い
ゝ
棚
に
小
ま
ゆ
程
の
が
、
二
つ
三
つ
漸
く
最
近
に
な
り
は
じ

め
た
。

 
 

此
の
夏
や
瓢
作
り
に
餘
念
な
く

 
 

靑
々
と
地
を
這
ふ
蔓
や
花
瓢

 
 

晩
凉
や
う
ぶ
毛
は
え
た
る
長
瓢

數
年
前
俳
句
を
つ
く
り
は
じ
め
た
頃
、
板
櫃
河
畔
の
假
寓
で
も
大
瓢簞

を
つ
く
つ
た
が
、
そ
の
美
事
な
青
瓢
は
軒
に
吊
る
す
中
作
り
か
た
を
知
ら

ず
腐
ら
し
て
し
ま
つ
た
。

 
 

く
く
り
ゆ
る
く
て
瓢
正
し
き
形
か
な

 
 

梯
子
か
け
て
瓢
の
た
す
き
い
そ
ぎ
け
り

今
年
は
ど
う
か
し
て
一
つ
で
も
實
が
入
つ
て
、
ほ
ん
と
の
瓢簞

を
得
た

い
も
の
で
あ
る
。
（
八
月
十
日
雨
の
草
庵
に
て
）

（
「
天
の
川
」
昭
和
二
年
九
月
）

 
 

 

＊

・
「
い
か
に
も
ご
ま
な
」
の
「
ご
ま
な
」
は
不
詳
。
底
本
に
も
右
に
マ
マ

注
記
が
あ
る
。

・
「
板
櫃
河
畔
の
假
寓
」
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
か
ら
大
正
七
年
八
月
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に
小
倉
市
堺
町
に
移
る
ま
で
住
ん
で
い
た
、
小
倉
市
外
の
福
岡
県
企
救

き

く

郡

板
櫃

い

た

び

つ

村
字
日
明

ひ

あ

か

り

の
家
（
何
と
美
し
い
住
所
名
で
あ
ろ
う
）
。
長
女
晶
子
氏

の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
『
郊
外
の
板
櫃
川
河
口
に
面
し
、
極
楽
寺
橋
よ
り
五

〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
場
所
。
海
鳴
り
も
聞
こ
え
、
朝
夕
の
潮
の
干
満
が

家
の
石
段
ま
で
及
ん
だ
』
と
あ
る
。
北
家
登
巳
氏
の
サ
イ
ト
「
北
九
州
あ

れ
こ
れ
」
の
「
板
櫃
川
河
口

小
倉
北
区
」
に
詳
細
な
解
説
や
地
図
と
と

も
に
、
ま
さ
に
そ
の
頃
、
久
女
が
住
ん
で
い
た
家
が
写
真
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
実
に
巧
み
の
な
い
美
し
い
文
章
が
そ
の
ま
ま
、
前
に
掲
げ
た
瓢
簞

の
句
群
の
優
れ
た
評
釈
、
自
然
な
映
像
化
を
誘
っ
て
余
り
あ
る
。
］

唐
黍
を
燒
く
間
待
つ
子
等
文
戀
へ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
が
莫
迦
な
の
か
、
下
五
の
意
が
今
一
つ
、
分
か
ら

な
い
。
句
柄
か
ら
「
文
」
を
恋
う
て
い
る
の
は
子
等
で
あ
る
が
、
そ
の
相

手
は
今
こ
こ
に
い
な
い
父
か
、
実
家
の
親
族
の
久
女
方
の
祖
母
か
？

「
子
等
」
と
あ
り
、
「
唐
黍
を
燒
く
」
で
季
語
は
秋
だ
か
ら
、
久
女
方
の

祖
父
は
考
え
に
く
い
（
次
女
光
子
は
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
生
ま
れ
で

あ
る
が
、
久
女
の
祖
父
廉
蔵
は
大
正
七
年
七
月
に
脳
溢
血
で
死
去
し
て
い

る
。
四
歳
の
昌
子
は
い
い
と
し
て
、
未
だ
一
歳
の
光
子
は
「
唐
黍
を
燒
く

http://kitaqare.d.dooo.jp/tenk09.htm
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間
待
つ
子
等
」「
文
戀
」
う
「
子
等
」
に
は
含
ま
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
）
。

そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
も
う
少
し
後
年
、
大
正
九
年
八
月
に
信
州
松
本
に

父
の
骨
を
納
骨
に
行
っ
た
際
（
恐
ら
く
二
人
の
子
を
連
れ
て
）
、
腎
臓
病

を
発
症
、
東
京
上
野
の
実
家
へ
戻
っ
て
入
院
加
療
に
入
り
、
そ
の
ま
ま
実

家
に
て
療
養
に
入
っ
た
（
こ
の
時
、
当
然
の
如
く
、
専
ら
久
女
側
か
ら
の

意
志
で
離
婚
問
題
が
生
じ
た
こ
と
が
年
譜
に
記
さ
れ
て
あ
る
）
。
こ
の
時

の
夫
宇
内
と
の
別
居
は
約
一
年
の
及
ん
で
い
る
（
小
倉
へ
の
帰
還
は
大
正

十
年
七
月
）
。
こ
の
句
は
そ
の
病
み
上
が
り
の
大
正
九
年
秋
の
句
か
も
知

れ
な
い
。
父
と
離
れ
て
数
ヶ
月
、
昌
子
九
歳
・
光
子
四
歳
、
「
唐
黍
を
燒

く
間
待
つ
子
等
」
が
父
の
「
文
戀
」
う
「
子
等
」
で
あ
っ
て
不
思
議
で
は

な
い
。
］

紅
葉
狩
時
雨
る
ゝ
ひ
ま
を
莊
に
あ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
莊
」
は
つ
い
、
櫓
山
荘
を
想
起
し
て
し
ま
う
。
何

故
、
「
し
ま
う
」
か
で
あ
る
か
？
―
―
そ
う
想
起
す
る
と
、
こ
の
句
柄
に

は
必
ず
し
も
し
っ
と
り
と
落
ち
着
い
た
も
の
と
し
て
の
感
懐
の
背
後
に
、

そ
う
で
な
い
微
か
な
心
の
動
き
が
感
じ
ら
れ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
し
か
も
私
は
そ
れ
を
秘
か
に
楽
し
ん
で
も
い
る
の
で
あ
る

が
。
］
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知
ら
ぬ
人
と
默
し
拾
へ
る
木
の
實
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
も
や
は
り
櫓
山
荘
っ
ぽ
い
。
］

髮
よ
せ
て
柿
む
き
競
ふ
燈
下
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
八
（
一
九
二
九
）
年
「
燈
」
は
底
本
の
用
字
。

角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
は
下
五
を

「
燈
火
」
と
す
る
。
従
え
な
い
。
こ
れ
は
作
句
年
代
か
ら
櫓
山
荘
で
は
な

い
。
］

甕
た
の
し
葡
萄
の
美
酒
が
わ
き
澄
め
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
も
ま
た
し
て
も
櫓
山
荘
っ
ぽ
い
。
但
し
、
本
句

集
は
編
年
型
で
は
あ
る
も
の
の
、
季
題
別
編
集
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の

句
が
全
く
別
々
の
シ
ー
ン
の
中
で
作
ら
れ
た
（
そ
れ
は
全
く
同
じ
か
幾
つ

か
同
じ
場
所
か
も
知
れ
ず
、
ま
た
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
）

可
能
性
も
当
然
あ
る
わ
け
で
は
あ
る
。
］
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く
ゞ
り
摘
む
葡
萄
の
雨
を
ふ
り
か
ぶ
り

み
が
か
れ
て
櫃
の
古
さ
よ
む
か
ご
飯

露
け
さ
や
こ
ぼ
れ
そ
め
た
る
む
か
ご
飯

蔓
起
せ
ば
む
か
ご
こ
ぼ
れ
ゐ
し
濕
り
土

む
か
ご
も
ぐ
ま
れ
の
閑
居
を
訪
は
れ
ま
じ

菊
畠
に
干
竿
躍
り
お
ち
に
け
り

菊
苗
を
植
ゑ
ゐ
る
母
に
き
か
す
こ
と

菊
の
日
に
雫
振
り
梳
く
濡
毛
か
な

し
ろ
し
ろ
と
花
び
ら
そ
り
ぬ
月
の
菊

白
菊
に
棟
か
げ
光
る
月
夜
か
な
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日
の緣

に
羽
織
ぬ
ぎ
捨
て
菊
に
掃
く

夏
菊
に
病
む
子
全
く
癒
え
に
に
け
り

黄
豆
菊
に
汲
み
あ
ぐ
る
水
や
輝
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
黄
豆
菊
」
は
「
き
ま
め
ぎ
く
」
で
黄
の
小
菊
で
あ

ろ
う
。
井
筒
の
脇
に
一
叢
を
な
し
て
い
る
と
見
た
い
。
］

野
菊
摘
ん
で
水
に
か
ゞ
め
ば
愛
慕
濃
し

咲
き
ほ
そ
め
て
花
辨
す
る
ど
き
野
菊
か
な

わ
が
傘
の
影
の
中
こ
き
野
菊
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
菊
は
正
し
く
久
女
の
花
で
あ
る
。
菊
枕
な
ん
ど
の
話

で
は
な
い
。
清
廉
に
し
て
気
品
高
く
、
そ
う
し
て
ど
こ
か
慄
っ
と
さ
せ
る

よ
う
な
堪
の
鋭
い
香
を
匂
わ
せ
る
、
稀
有
の
才
媛
久
女
に
と
っ
て
、
ま
さ

に
菊
の
香
は
彼
女
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
］
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萬
難
に
堪
え
て
萱
草
五
年
振

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
萱
草
」
は
「
く
わ
ん
ざ
う
（
か
ん
ぞ
う
）
」
で
単
子

葉
植
物
綱
ユ
リ
亜
綱
ユ
リ
目
ユ
リ
科
ワ
ス
レ
グ
サ
属
（
標
準
種
は
ワ
ス
レ

グ
サ

H
em

erocallis fulva

）
に
属
す
る
多
年
草
の
総
称
で
、
ノ
カ
ン

ゾ

ウ

H
em

erocallis fulva
var. longituba

・

ヤ

ブ

カ

ン

ゾ

ウ

H
em

erocallis 
fulva

var. 
kw

anso

・

ハ

マ

カ

ン

ゾ

ウ

H
em

erocallis fulva
var. littorea

・
ユ
ウ
ス
ゲ

H
em

erocallis 

citrina
var. vespertina

・
ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
（
ゼ
ン
テ
イ
カ
・
禅
庭

花
）

H
em

erocallis dum
ortieri

var. esculenta
な
ど
を
含
む
。

葉
は
刀
身
状
で
、
夏
に
黄
や
橙
色
の
ユ
リ
に
似
た
大
き
い
花
を
数
個
開
く
。

多
く
の
園
芸
品
種
や
近
縁
種
が
あ
る
。
「
け
ん
ぞ
う
」
と
も
い
う
（
生
薬

と
し
て
知
ら
れ
る
双
子
葉
植
物
綱
マ
メ
目
マ
メ
科
マ
メ
亜
科
カ
ン
ゾ
ウ

（
甘
草
）
属

G
lycyrrhiza

と
は
全
く
の
別
種
で
あ
る
の
で
注
意
）
。
ワ

ス
レ
グ
サ
（
忘
れ
草
）
と
い
う
和
名
は
概
ね
花
が
一
日
限
り
で
萎
む
こ
と

に
由
来
し
、
英
語
で
も
“D

aylily

”
と
呼
ば
れ
る
。
］

日
面
に
搖
れ
て
雪
解
の
朱
欒
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
朱
欒
」
は
「
ざ
ぼ
ん
」
で
ム
ク
ロ
ジ
目
ミ
カ
ン
科
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ミ
カ
ン
属
ザ
ボ
ン

C
i
t
r
u
s
 m

a
x
i
m
a

。
ボ
ン
タ
ン
・
ブ
ン
タ
ン
と
も
呼

ば
れ
る
。
ウ
ィ
キ
の
「
ザ
ボ
ン
」
に
よ
れ
ば
、『
原
生
地
は
東
南
ア
ジ
ア
・

中
国
南
部
・
台
湾
な
ど
で
あ
り
、
日
本
に
は
江
戸
時
代
初
期
に
』
『
鹿
児

島
県
の
阿
久
根
市
』
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
、
『
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
は

ジ
ャ
ボ
ン
と
呼
ば
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
文
旦
貿
易
に
関
与

し
た
ジ
ア
ブ
ン
タ
ン
（
謝
文
旦
）
の
略
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ジ
ャ
ボ
ン
か

ら
転
じ
た
ザ
ボ
ン
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の

zam
boa

（
元
の
意
味
は
「
サ
イ
ダ
ー
」
）
か
ら
転
じ
た
と
い
う
説
も
あ
る
』
と
あ

る
（
但
し
、
最
後
の
説
に
は
出
典
要
請
が
附
さ
れ
て
あ
る
）
。
］

塀
そ
と
の
盧
橘

た

ち

ば

な

か
げ
を
掃
き
移
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
盧
橘
」
普
通
に
我
々
が
呼
ぶ

橘
た
ち
ば
な

は
ム
ク
ロ
ジ
目
ミ

カ
ン
科
ミ
カ
ン
亜
科
ミ
カ
ン
属
タ
チ
バ
ナ

C
itrus tachibana

で
あ

る
が
、
「
盧
橘
」
（
読
み
は
「
ろ
き
つ
」
）
と
書
く
と
、
一
般
に
は
ミ
カ
ン

属
ナ
ツ
ミ
カ
ン

C
itrus natsudaidai

又
は
ミ
カ
ン
科
キ
ン
カ
ン
属

Fortunella

の
キ
ン
カ
ン
類
の
別
名
と
し
て
の
用
法
が
一
般
的
で
は
あ

り
、
ま
た
、
盧
橘
で
食
用
柑
橘
類
を
広
く
総
称
す
る
語
と
し
て
も
用
い
ら

れ
る
。
個
人
的
に
は
キ
ン
カ
ン
が
こ
の
句
柄
に
は
合
う
と
思
っ
て
い
る

（
私
の
亡
き
母
が
好
き
な
木
で
今
も
私
の
家
の
猫
の
額
の
庭
に
実
を
つ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3
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け
て
い
る
か
ら
）
。
］

落
葉
道
掃
き
し
め
り
た
る
箒
か
な

わ
が
歩
む
落
葉
の
音
の
あ
る
ば
か
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
の
愛
す
る
久
女
の
一
句
で
あ
る
。
］

栗
む
く
や
た
の
し
み
寢
ね
し
子
ら
の
明
日

ゆ
く
年
や
忙
し
き
中
に
も
の
思
ひ

元
旦
や
束
の
間
起
き
出
で
結
び
髮

松
の
内
社
前
に
統
べ
し
舳
か
な

松
の
内
海
日
に
荒
れ
て
霙
け
り

松
と
れ
し
町
の
雨
來
て
初
句
會
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正
月
や
胼
の
手
洗
ふ
ね
も
ご
ろ
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、「
胼
」
は
「
た
こ
」
で
胼
胝

た

こ

の
こ
と
、

「
ね
も
ご
ろ
に
」
は
後
に
音
変
化
し
た
「
懇
ろ
」
の
万
葉
以
来
の
古
形
の

形
容
動
詞
。
清
音
「
ね
も
こ
ろ
に
」
の
方
が
古
い
か
。
］

戲
曲
讀
む
冬
夜
の
食
器
漬
け
し
ま
ゝ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
の
作
。
久
女
が
「
冬
」

の
「
夜
」
に
「
食
器
」
を
厨
の
桶
の
中
に
「
漬
け
し
ま
ゝ
」
に
食
い
入
る

よ
う
に
「
讀
」
ん
で
い
る
「
戲
曲
」
―
―
と
な
れ
ば
―
―
こ
れ
は
如
何
に

も
な
が
ら
―
―
イ
プ
セ
ン
の
「
人
形
の
家
」
―
―
で
な
く
て
は
な
る
ま
い

―
―
。
編
年
式
編
集
の
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田

久
女
句
集
」
で
は
ま
さ
に
こ
の
句
の
後
に
「
足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら

ず
教
師
妻
」
が
載
る
―
―
］

水
焚
や
入
江
眺
め
の
夕
時
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
水
焚
」
は
「
み
づ
た
き
（
み
ず
た
き
）
」
で
水
辺
で

の
榾
火
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
見
て
私
は
高
い
確
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率
で
櫓
山
荘
で
の
景
と
思
う
。
］

訪
れ
て
山
家
は
暗
し
初
時
雨

初
凪
げ
る
湖
上
の
富
士
を
見
出
で
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
初
凪
げ
る
」
「
初
凪
」
は
一
般
に
は
「
は
つ
な
ぎ
」

で
、
元
日
の
風
も
波
も
な
い
穏
や
か
な
海
や
湖
の
様
を
い
う
新
年
の
季
語

で
あ
る
が
、
私
は
韻
律
上
、「
そ
め
な
げ
る
」
と
読
み
た
く
な
る
。
な
お
、

逆
さ
富
士
を
写
す
と
こ
ろ
か
ら
は
富
士
五
湖
の
孰
れ
か
と
考
え
ら
れ
、
そ

う
す
る
と
在
京
し
て
い
た
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
の
年
初
の
嘱
目
吟

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
病
み
上
が
り
の
久
女
で
も
あ
り
、
不
審
。
］

更
け
て
去
る
人
に
月
よ
し
北
の
風

北
風
に
訪
ひ
た
き
塀
を
添
ひ
曲
る

夫
留
守
や
戸
搖
る
ゝ
北
風
に
お
も
ふ
こ
と

北
風
の
藪
鳴
り
た
わ
む
月
夜
か
な
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寄
鍋
や
た
そ
が
れ
頃
の
雪
も
よ
ひ

寒
風
に
葱
ぬ
く
わ
れ
に
絃
歌
や
め

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
二
十
九
の
時
の
作
。
「
絃

歌
」
の
「
絃
」
は
広
く
和
楽
器
の
琵
琶
・
琴
・
三
味
線
な
ど
の
弦
楽
器
で

あ
る
が
、
特
に
三
味
線
を
弾
き
鳴
ら
し
て
歌
を
謳
う
、「
絃
歌
の
巷

ち
ま
た

」「
絃

歌
さ
ん
ざ
め
く
傾
城
の
街
」
と
い
う
風
に
用
い
る
よ
う
な
、
町
屋
や
遊
郭

で
の
遊
興
の
さ
ま
を
い
う
。
私
は
こ
の
「
や
め
」
と
い
う
命
令
形
に
久
女

を
強
く
感
ず
る
。
］

寒
林
の
日
す
ぢ
爭
ふ
羽
蟲
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
蟲
」
は
底
本
「
虫
」
。
し
か
し
こ
の
句
の
場
合
、
断

然
、
「
虫
」
で
は
な
く
「
蟲
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
］

枯
野
路
に
影
か
さ
な
り
て
別
れ
け
り

冬
川
や
の
ぼ
り
初
め
た
る
夕
芥
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
の
偏
愛
の
句
。
写
生
と
は
単
な
る
実
景
で
は
な
い
。

タ
ル
コ
フ
ス
キ
イ
風
に
言
え
ば
、
そ
れ
を
ス
カ
ル
プ
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ン
・

タ
イ
ム
す
る
瞬
間
の
詩
人
の
心
象
と
し
て
焼
き
付
け
て
こ
そ
、
そ
の
風
景

は
ま
さ
に
写
「
生
」
と
し
て
「
生
」
を
享
け
る
の
だ
と
思
う
。
］

唇
を
な
め
消
す
紅
や
初
鏡

櫛
卷
に
目
の緣

黑

ず
む
冬
女

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
九
（
一
九
二
九
）
年
三
十
歳
の
時
の
句
。
「
櫛

卷
」
女
性
の
髪
の
結
い
方
の
一
つ
で
、
鬢び

ん

・
髱た

ぼ

・
前
髪
・
髷ま

げ

な
ど
を
紐
で

結
ん
だ
り
成
形
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
全
体
に
一
体
と
し
て
崩
し
、
そ
の
束

ね
た
髪
の
毛
先
を
一
枚
の
櫛
の
歯
に
巻
き
つ
け
て
、
頭
頂
部
で
束
ね
留
め

た
だ
け
の
簡
単
な
も
の
。
洗
髪
後
な
ど
の
仮
の
髷
。
若
い
女
は
櫛
の
棟む

ね

を

上
に
し
て
根
を
高
く
作
り
、
年
増
は
櫛
の
歯
を
上
に
根
は
幾
分
低
く
結
っ

た
。
］

炭
つ
ぐ
や
髷
の
粉
雪
を
撫
で
ふ
い
て
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炭
つ
い
で
お
く
れ
來
し
人
を
な
つ
か
し
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
二
句
、
中
七
の
確
信
犯
の
字
余
り
が
如
何
に
も

久
女
ら
し
く
、
心
地
よ
い
。
］

足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
一
番
の
代
表
句
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
ス
キ

ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
久
女
伝
説
の

濫
觴
と
も
な
っ
た
句
で
は
あ
る
。
底
本
の
久
女
の
長
女
石い

し

昌
子
さ
ん
の
編

に
な
る
年
譜
の
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
の
項
に
よ
れ
ば
、
『
二
月
、

「
冬
服
や
辞
令
を
祀
る
良
教
師
」
（
ホ
ト
ト
ギ
ス
２
）
の
句
を
め
ぐ
り
家

庭
内
の
物
議
を
か
も
す
。
こ
の
と
き
の
発
表
句
は
次
の
五
句
』
と
し
て
句

を
掲
げ
る
（
以
下
、
恣
意
的
に
正
字
化
し
た
）
。

足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

遂
に
來
ぬ
晩
餐
菊
に
は
じ
め
け
り

戲
曲
讀
む
冬
夜
の
食
器
漬
け
し
ま
ゝ
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枯
れ
柳
に
來
し
鳥
吹
か
れ
飛
び
に
け
り

冬
服
や
辭
令
を
祀
る
良
教
師

こ
の
連
作
の
特
に
奇
数
句
の
流
れ
は
確
か
に
鮮
烈
で
あ
る
。

さ
て
、
大
野
林
火
「
近
代
俳
句
の
鑑
賞
と
批
評
」
（
明
治
書
院
昭
和
四

二
（
一
九
六
七
）
年
刊
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
角
川

書
店
刊
の
「
杉
田
久
女
句
集
」
に
は
、

足
袋
つ
ぐ
や
醜
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

と
し
て
収
め
て
い
る
、
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
所
持
す
る
立
風
書
房

版
全
集
に
は
、
こ
の
句
形
が
何
処
に
も
載
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
如
何
に
も
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
初
出
形
を
知
る
人

は
少
な
い
と
思
う
（
不
肖
、
私
も
今
回
、
こ
の
電
子
化
作
業
の
中
で
実
は

初
め
て
知
っ
た
）
。
以
下
、
こ
の
一
句
に
つ
い
て
徹
底
的
に
追
究
し
た
倉

田
紘
文
氏
の
素
晴
ら
し
い
論
文
「
杉
田
久
女
の
俳
句
―
―
ノ
ラ
の
背
景
―

―
」
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
）
に
拠
り
な
が
ら
簡
単
に
述
べ
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
句
は
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
二

http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4387
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月
号
に
発
表
さ
れ
た
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
杉
田
久
女
句
集
」
（
昭
和

二
七
（
一
九
五
二
）
年
角
川
書
店
刊
）
で
は
中
七
が
、
か
く
「
醜
と
も
な

ら
ず
」
と
推
敲
さ
れ
た
形
で
入
集
さ
れ
て
い
る
、
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

再
版
本
（
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
角
川
書
店
刊
）
や
私
が
底
本
と
し

て
い
る
立
風
書
房
全
集
で
は
、
初
出
の
「
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
」
に
再
び
改

め
ら
れ
て
い
る
、
と
あ
る
。
倉
田
氏
は
『
久
女
は
昭
和
二
十
一
年
に
五
十

六
歳
で
没
し
て
お
り
、
昭
和
二
十
七
年
の
句
集
で
「
醜
と
も
な
ら
ず
」
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
句
集
が
久
女
生
前
に
自
ら
編
集
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
理
解
で
き
る
が
、
再
版
及
び
全
集
で
「
ノ
ラ
」
に

改
め
ら
れ
た
い
き
さ
つ
は
分
ら
な
い
』
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
倉
田
氏
は
注
で
小
室
善
弘
「
鑑
賞
現
代
俳
句
」
の
言
を
引
き
、
「
ノ

ラ
と
も
な
ら
ず
」
の
斬
新
な
措
辞
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
見

に
よ
っ
て
再
び
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
記
し
て
は
お
ら
れ
る
が
、

後
の
全
集
に
「
醜
と
も
な
ら
ず
」
の
句
形
が
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
の
は
、
頗
る
奇
怪
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
作
者
の
没
後
に
『
「
ノ

ラ
と
も
な
ら
ず
」
の
斬
新
な
措
辞
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
見

に
よ
っ
て
再
び
改
め
ら
れ
』
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
し

た
ら
、
こ
れ
は
文
芸
創
作
上
、
と
ん
で
も
な
い
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
う
指
示
し
た
の
が
何
者
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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考
証
部
分
は
リ
ン
ク
先
の
原
典
で
確
認
し
て
戴
く
と
し
て
（
大
変
興
味

深
い
）
、
ま
ず
倉
田
氏
は
本
句
が
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
作
と
同
定

さ
れ
、
さ
ら
に
「
ノ
ラ
」
は
実
は
イ
プ
セ
ン
の
「
人
形
の
家
」
の
主
人
公

で
あ
る
と
同
時
に
、
当
時
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
事
件
と
し
て
新
聞
で
報

道
さ
れ
巷
を
騒
が
せ
た
夫
と
の
離
縁
状
の
公
開
、
そ
し
て
情
人
宮
崎
龍
介

（
辛
亥
革
命
の
志
士
宮
崎
滔
天
の
長
男
）
へ
と
走
っ
た
歌
人
柳
原
白
蓮
そ

の
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
極
め
て
リ
ア
リ
ズ
ム
に
富
ん
だ
魅
力
的
な
推
理

を
展
開
し
て
お
ら
れ
る
。
最
後
に
は
更
に
、
こ
の
句
の
製
作
時
期
を
大
正

一
〇
（
一
九
二
一
）
年
の
冬
十
一
月
初
旬
か
ら
十
二
月
初
旬
（
も
っ
と
厳

密
に
い
う
な
ら
立
冬
の
日
か
ら
投
句
稿
が
十
二
月
十
五
日
ま
で
に
『
ホ
ト

ト
ギ
ス
』
に
必
着
す
る
ま
で
の
閉
区
間
）
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
快

刀
乱
麻
切
れ
味
鋭
く
同
定
な
さ
っ
て
も
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
個
人
的
に

こ
う
い
う
拘
っ
た
手
法
は
す
こ
ぶ
る
私
好
み
で
あ
る
）
。

こ
こ
で
再
び
大
野
林
火
氏
の
評
釈
に
戻
ろ
う
。
氏
は
ま
ず
、
こ
の
句
集

の
句
の
『
「
醜
」
の
意
曖
昧
で
あ
』
る
と
し
て
、「
ノ
ラ
」
の
方
を
提
示
句

と
し
て
は
採
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
無
論
、
先
の
小
室
氏
の
謂
い
と
と
も
に

肯
ん
ず
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
彼
は
続
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
語
り

始
め
る
の
で
あ
る
（
下
線
部
や
ぶ
ち
ゃ
ん
）
。

 
 

 

（
引
用
開
始
）

こ
の
句
に
つ
い
て
は
久
女
の
略
歴
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
煩
を
い
と
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わ
ず
記
せ
ば
、
明
治
二
十
三
年
鹿
児
島
に
生
れ
た
赤
堀
久
女
は
、
幼
時
、

大
蔵
省
官
吏
で
あ
っ
た
父
の
任
地
、
琉
球
、
台
湾
等
に
転
住
、
の
ち
、
束

京
に
移
り
、
名
門
お
茶
の
水
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
。
同
級
に
の
ち
理

学
士
三
宅
恒
方
に
嫁
い
だ
加
藤
や
す
子
が
い
た
。
や
す
子
の
文
才
は
同
輩

に
重
き
を
な
し
、
久
女
は
ひ
そ
か
に
や
す
子
に
ラ
イ
バ
ル
意
識
を
燃
や
し

た
。
卒
業
翌
年
（
明
治
四
十
二
年
）
、
上
野
美
術
学
校
群
画
科
出
身
の
杉

田
宇
内
と
結
婚
、
収
入
は
乏
し
く
も
、
苦
し
く
も
、
芸
術
に
生
き
る
画
家

の
妻
た
り
得
た
よ
ろ
こ
び
を
久
女
は
持
っ
た
。
結
婚
と
同
時
に
杉
田
宇
内

は
小
倉
の
中
学
の
図
画
の
教
師
と
な
っ
た
。
久
女
は
芸
術
家
の
妻
で
あ
り

た
か
っ
た
が
、
良
人
の
宇
内
は
た
だ
謹
直
な
図
画
の
教
師
で
あ
り
、
一
枚

の
絵
も
描
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
久
女
は
そ
れ
を
責
め
た
が
、
良
人
は
謹

直
な
教
師
で
あ
る
こ
と
に
満
足
し
た
。
久
女
は
金
子
元
臣
の
注
釈
つ
き
の

源
氏
物
語
を
ひ
ろ
げ
、
ノ
ー
ト
に
注
釈
と
首
引
き
で
意
訳
の
文
章
を
書
き

綴
っ
て
み
ず
か
ら
を
慰
め
る
。
し
か
し
、
良
人
に
は
心
の
触
れ
あ
う
こ
と

な
し
の
生
活
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
遺
子
石
昌
子
は
「
主
と
し
て
私
の
目

に
写
つ
た
の
は
、
争
ひ
が
ち
の
家
庭
生
活
」（
『
久
女
句
集
』
あ
と
が
き
［
や

ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
こ
は
底
本
で
は
割
注
で
ポ
イ
ン
ト
落
ち
二
行
。
］
）
と
そ

の
幼
時
を
語
る
が
、
そ
の
争
い
で
も
久
女
だ
け
が
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
声
を

荒
げ
、
良
人
宇
内
は
黙
々
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
ま

た
久
女
を
ま
す
ま
す
い
ら
だ
た
し
く
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
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こ
の
句
は
田
舎
教
師
の
妻
と
し
て
、
凡
々
の
日
夜
を
送
り
、
そ
こ
か
ら

脱
し
よ
う
と
し
な
い
自
分
を
嘲
る
句
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
三
宅
や
す
子

が
着
々
と
文
名
を
高
め
て
行
く
こ
と
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
も
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
句
は
久
女
の
我
の
つ
よ
さ
が
露
骨
に
出
て
い
る

句
で
あ
り
、
そ
れ
が
有
名
に
も
し
た
の
だ
が
、
親
し
め
な
い
。
「
足
袋
つ

ぐ
や
」
に
一
抹
の
あ
わ
れ
さ
が
た
だ
よ
う
に
し
て
も
―
―
。
し
か
し
、
久

女
を
知
る
に
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
句
と
い
え
よ
う
か
。

 
 

 

（
引
用
終
了
）

こ
れ
を
お
読
み
戴
い
て
、
あ
な
た
は
こ
の
句
の
評
釈
が
正
統
に
し
て
冷
静

な
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
（
私
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
せ
せ
ら
笑
う
人
間
で
は
あ

る
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
は
俳
句
評
論
と
い
う
公
的
認
知
の
頂
点
に
あ
る

書
籍
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
実
際
に
多
く
の
国
語
教
師
が
こ

れ
を
虎
の
巻
と
し
、
恰
も
自
分
が
鑑
賞
し
た
か
の
よ
う
に
（
！
）
俳
句
の

授
業
を
実
際
に
し
て
い
る
事
実
を
か
つ
て
高
校
の
国
語
教
師
で
あ
っ
た

私
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
詩
歌
ぐ
ら
い
、
一
般
の
国
語
教
師
が
避
け
よ
う

と
す
る
苦
手
な
教
材
は
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、
実
際
に
詩
歌
教
材
に
関
し

て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
授
業
案
を
創
れ
る
国
語
教
師
と
い
う
の
は
一
握
り
し

か
い
な
い
と
思
う
。
感
想
を
書
か
せ
て
お
茶
を
濁
す
、
や
ら
ず
に
読
ん
で

お
き
な
さ
い
と
い
う
の
は
ま
だ
よ
い
方
で
、
受
験
勉
強
に
は
不
要
と
い
う

伝
家
の
宝
刀
を
抜
い
て
堂
々
と
ス
ル
ー
す
る
の
を
正
当
化
す
る
同
僚
も
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悲
し
い
こ
と
に
実
に
多
か
っ
た
）
「
近
代
俳
句
の
鑑
賞
と
批
評
」
と
名
打

つ
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
？

私
は
断
じ
て
到
底
肯
ん
じ

得
な
い
の
で
あ
る
！

そ
れ
は
ま
ず
、
大
野
氏
の
引
用
が
、
大
野
氏
自
身

が
自
分
の
中
に
創
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
歪
ん
だ
久
女
像
に
合
わ
せ
て
、
極

め
て
恣
意
的
に
情
報
の
パ
ッ
チ
・
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に

於
い
て
で
あ
る
。

氏
は
最
初
に
、
全
集
年
譜
に
も
載
ら
ず
、
倉
田
氏
の
緻
密
な
論
文
に
さ

え
も
出
な
い
、
加
藤
（
三
宅
）
や
す
子
を
登
場
さ
せ
て
、
こ
の
句
の
遙
か

な
淵
源
と
し
て
い
る
。
三
宅
や
す
子
（
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
～
昭

和
七
（
一
九
三
二
）
年
）
は
作
家
で
評
論
家
、
本
名
は
安
子
。
京
都
市
生
。

京
都
師
範
学
校
校
長
加
藤
正
矩
の
娘
で
久
女
と
は
同
い
年
で
あ
る
。
お
茶

の
水
高
等
女
学
校
卒
業
後
、
夏
目
漱
石
・
小
宮
豊
隆
に
師
事
、
昆
虫
学
者

三
宅
恒
方
と
結
婚
す
る
も
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
に
夫
が
死
去
す

る
と
文
筆
活
動
に
入
っ
て
、
大
正
十
二
年
に
は
雑
誌
『
ウ
ー
マ
ン
・
カ
レ

ン
ト
』
を
創
刊
、
作
家
宇
野
千
代
と
も
親
し
か
っ
た
人
物
で
あ
る
（
以
上

は
ウ
ィ
キ
の
「
三
宅
や
す
子
」
に
拠
る
）
。
こ
の
句
は
先
に
示
し
た
通
り
、

大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
二
月
の
発
表
句
で
あ
り
、
そ
れ
は
確
か
に
三

宅
や
す
子
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
る
。

新
し
い
女
性
の
文
化
進
出
の
旗
手
と
し
て
登
場
し
て
く
る
か
つ
て
の
ラ

イ
バ
ル
や
す
子
を
、
こ
の
時
、
小
倉
の
中
学
教
師
の
妻
で
あ
っ
た
久
女
が

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%AE%85%E3%82%84%E3%81%99%E5%AD%90
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強
く
意
識
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
話
で
は
あ
る
。
し
か
し
何

よ
り
二
人
が
同
級
生
で
あ
っ
た
の
は
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
お

茶
の
水
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
以
前
の
話

で
（
大
野
氏
は
久
女
の
卒
業
年
を
一
年
間
違
え
て
い
る
の
で
注
意
）
、
こ

こ
ま
で
に
実
に
十
五
年
以
上
の
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
の
句
の
情
念
が
、
そ

の
後
、
連
絡
も
文
通
も
な
か
っ
た
（
と
思
わ
れ
る
）
、
十
五
年
も
前
の
特

定
の
同
級
生
に
対
す
る
ラ
イ
バ
ル
感
情
を
濫
觴
と
す
る
、
な
ど
と
い
う
仮

説
は
私
な
ら
鼻
で
せ
せ
ら
笑
う
（
後
文
で
「
そ
の
背
景
に
は
三
宅
や
す
子

が
着
々
と
文
名
を
高
め
て
行
く
こ
と
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
も
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
体
、
如
何
な
る
一
次
資
料
か
ら
論
証

さ
れ
る
も
の
な
の
か
？

亡
き
大
野
氏
に
訊
い
て
み
た
い
気
が
強
く
す

る
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
偏
執
的
淵
源
が
あ
る
と
す
れ
ば
倉
田
論
文
も
当

然
そ
れ
を
示
さ
な
い
は
ず
は
な
い
）
。
と
も
か
く
も
こ
の
三
宅
や
す
子
を

枕
、
否
、
額
縁
と
す
る
こ
の
評
釈
の
論
理
展
開
や
論
理
的
正
当
性
は
―
―

そ
の
推
理
の
出
典
や
情
報
元
の
提
示
が
殆
ん
ど
な
い
上
に
、
如
何
に
も
な

推
量
表
現
だ
ら
け
の
文
末
を
見
た
だ
け
で
も
―
―
失
礼
乍
ら
、
ど
う
考
え

て
も
全
く
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
夫
宇
内
が
美
術
の
教
師
で
あ
り
な
が
ら
一
枚
の
絵
も
描
こ
う
と

せ
ず
、
「
久
女
は
そ
れ
を
責
め
た
が
、
良
人
は
謹
直
な
教
師
で
あ
る
こ
と

に
満
足
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
、
久
女
の
小
説
「
河
畔
に
棲
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み
て
」
の
「
十
一
」
辺
り
か
ら
の
謂
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
注
意
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
同
小
説
は
明
ら
か
な
モ
デ
ル
私
小
説
で
は
あ
る
。
し
か

し
『
小
説
』
で
あ
る
。
大
野
氏
は
恰
も
こ
れ
ら
を
何
ら
か
客
観
的
な
事
実

記
録
や
杉
田
家
を
よ
く
知
る
親
族
知
人
の
確
か
な
証
言
に
よ
っ
て
書
い

て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
（
但
し
、
私
は
次
に
示
す
二
冊
の
「
杉
田
久

女
句
集
」
に
石
昌
子
さ
ん
の
書
い
た
文
章
を
読
ん
で
い
な
い
の
で
そ
の
中

に
そ
う
し
た
叙
述
が
全
く
な
い
と
断
言
は
出
来
な
い
）
。
し
か
し
、
続
く

叙
述
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
こ
れ
ら
は
寧
ろ
、
既
に
出
来
上
が
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
久
女
伝
説
に
基
づ
く
尾
鰭
や
曲
解
・
噂
の
類
い
を
都
合
よ
く

切
り
張
り
し
た
謂
い
で
あ
る
と
い
う
強
い
感
触
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

こ
で
大
野
氏
は
「
満
足
し
た
」
「
良
人
に
は
心
の
触
れ
あ
う
こ
と
な
し
の

生
活
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
鮮
や
か
な
断
定
と
、
久
女
の
心
に
土
足
で

踏
み
込
ん
で
指
弾
す
る
よ
う
な
推
定
を
附
し
て
は
、
結
局
、
読
者
を
し
て

―
―
我
儘
な
久
女
は
強
烈
な
欲
求
不
満
の
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
夫
を
追
い

詰
め
、
病
的
な
ま
で
に
只
管
に
そ
の
利
己
的
な
鬱
憤
を
溜
め
に
溜
め
て
い

っ
た
の
だ
―
―
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
と
し
か
読
め
な
い

点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

続
く
長
女
昌
子
さ
ん
の
引
用
で
あ
る
が
（
こ
の
割
注
の
書
名
は
正
確
で

は
な
い
。
句
集
名
は
「
杉
田
久
女
句
集
」
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
「
あ

と
が
き
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
大
野
氏
の
著
作
が
後
に
改
訂
さ
れ
た
も
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の
と
考
え
れ
ば
（
私
の
所
持
す
る
も
の
は
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
刊

の
改
訂
増
補
八
版
で
あ
る
）
、
こ
れ
は
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
の
角

川
書
店
版
「
杉
田
久
女
句
集
」
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
の
巻
末
の
石

昌
子
さ
ん
の
文
章
は
「
あ
と
が
き
」
と
い
う
題
名
で
は
な
く
「
母
久
女
の

思
ひ
出
」
で
あ
り
、
「
あ
と
が
き
」
と
題
す
る
昌
子
さ
ん
の
そ
れ
は
昭
和

四
四
（
一
九
六
九
）
年
の
角
川
書
店
版
「
杉
田
久
女
句
集
」
の
巻
末
に
あ

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
残
念
な
が
ら
私
は
両
原
本
と
も
に
所
持

し
な
い
の
で
内
容
の
確
認
は
出
来
な
い
）
、
こ
こ
で
大
野
氏
は
昌
子
さ
ん

の
幼
時
の
記
憶
と
し
て
「
主
と
し
て
私
の
目
に
写
つ
た
の
は
、
争
ひ
が
ち

の
家
庭
生
活
」
と
い
う
箇
所
を
の
み
採
り
、
そ
こ
か
ら
畳
み
掛
け
る
よ
う

に
「
そ
の
争
い
で
も
久
女
だ
け
が
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
声
を
荒
げ
、
良
人
宇

内
は
黙
々
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
久
女
を
ま
す

ま
す
い
ら
だ
た
し
く
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
」
と
、
ま
た
し
て

も
久
女
の
異
様
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
状
態
の
想
像
を
安
易
に
開
陳
し
、
し
か
も

「
推
察
」
と
い
う
語
で
読
者
を
ナ
ー
バ
ス
で
病
的
な
久
女
像
へ
と
確
実
に

導
こ
う
と
し
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
る
。

と
こ
ろ
が
翻
っ
て
、
私
が
底
本
と
し
て
い
る
立
風
書
房
版
全
集
の
石
昌

子
さ
ん
の
編
に
な
る
、
ま
こ
と
に
素
晴
ら
し
い
年
譜
の
叙
述
を
見
る
と
、

こ
れ
―
―
相
当
に
印
象
が
違
う
―
―
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
無
論
、
永
年
、

異
常
な
ま
で
に
歪
曲
さ
れ
た
久
女
伝
説
に
基
づ
く
久
女
像
を
正
そ
う
と
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努
力
さ
れ
て
き
た
昌
子
さ
ん
（
底
本
全
集
出
版
の
一
九
七
九
年
当
時
で
既

に
七
十
八
歳
で
あ
ら
れ
た
。
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
で
は
既
に
鬼
籍
に
入
ら
れ

て
い
る
）
の
中
で
、
美
化
さ
れ
た
母
親
像
へ
の
正
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
ら

な
か
っ
た
と
は
言
わ
な
い
。
昌
子
さ
ん
ご
自
身
の
人
生
経
験
も
当
然
そ
こ

に
加
わ
っ
た
述
懐
と
も
な
っ
て
は
い
よ
う
（
因
み
に
御
主
人
の
石
一
郎
氏

（
故
人
）
は
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
の
「
怒
り
の
葡
萄
」
の
翻
訳
で
知
ら
れ
る

米
文
学
者
）
。
し
か
し
と
も
か
く
、
そ
の
叙
述
は
ど
う
み
て
も
大
野
氏
が

誘
導
す
る
よ
う
な
―
―
内
部
崩
壊
寸
前
の
愛
情
の
通
わ
ぬ
夫
婦
や
狂
気

へ
と
只
管
走
る
悲
劇
の
才
媛
の
物
語
―
―
な
ん
ぞ
で
は
、
こ
れ
、
全
く
な

い
の
で
あ
る
。

幾
つ
か
の
記
載
を
見
て
み
よ
う
。

昌
子
さ
ん
の
母
の
記
憶
は
『
玩
具
を
玩
具
箱
に
し
ま
っ
て
く
れ
た
母
、

そ
の
箱
が
張
り
絵
で
美
し
か
っ
た
こ
と
、
破
い
た
絵
本
を
和
綴
じ
に
し
て

人
形
の
絵
な
ど
描
き
、
ワ
ッ
ト
マ
ン
紙
で
表
紙
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
』

と
い
う
映
像
に
始
ま
り
、
小
倉
で
の
生
活
は
『
こ
の
頃
の
宇
内
は
釣
や
テ

ニ
ス
を
趣
味
と
し
、
玄
海
の
夜
釣
や
沖
釣
な
ど
を
た
の
し
ん
だ
。
田
舎
育

ち
』（
宇
内
の
実
家
は
愛
知
県
西
加
茂
郡
小
原
）『
の
野
性
的
な
一
面
が
あ

り
、
久
女
の
方
は
お
だ
や
か
な
人
と
い
え
た
』
（
大
正
三
（
一
九
一
四
）

年
の
項
）
。
翌
五
年
か
ら
俳
句
に
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
久
女
は
、
大
正

六
年
一
月
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
台
所
雑
詠
に
初
め
て
五
句
掲
載
、
虚
子
や
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鳴
雪
の
好
評
を
得
て
、
大
正
八
～
九
年
ま
で
句
作
は
す
こ
ぶ
る
順
調
で
あ

っ
た
が
、
他
の
注
で
述
べ
る
よ
う
に
大
正
九
年
八
月
の
実
父
の
納
骨
に
赴

い
た
信
州
で
腎
臓
病
を
発
症
、
東
京
の
実
家
へ
帰
っ
た
の
を
機
に
離
婚
問

題
が
起
き
た
。
同
年
の
項
に
は
『
小
倉
で
の
生
活
が
痛
ま
し
す
ぎ
る
と
実

家
で
は
考
え
た
。
旅
暮
ら
し
の
家
庭
生
活
に
波
風
が
多
く
、
二
十
代
は
泣

い
て
暮
ら
し
た
と
久
女
は
よ
く
言
っ
た
が
、
編
者
に
は
お
と
な
し
い
静
か

な
印
象
し
か
残
っ
て
い
な
い
』
（
当
時
久
女
三
十
歳
）
と
あ
る
。
翌
大
正

十
年
七
月
に
小
倉
へ
戻
る
が
、
そ
の
項
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
（
下
線

や
ぶ
ち
ゃ
ん
）
。

 
 

 

《
引
用
開
始
》

編
者
の
記
憶
で
は
、
宇
内
は
腹
の
悪
い
人
で
は
な
い
か
わ
り
単
純
で
、
久

女
の
離
婚
し
た
い
と
い
う
気
持
を
夜
昼
責
め
た
て
た
。
亭
主
関
白
と
も
い

え
る
時
代
だ
っ
た
の
で
、
久
女
は
泣
き
の
涙
で
家
を
飛
び
出
さ
ね
ば
喧
嘩

は
止
ま
な
か
っ
た
。
宇
内
は
病
的
な
く
ら
い
執
拗
で
、
久
女
を
怒
ら
せ
、

目
を
吊
り
上
げ
る
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
す
ま
な
か
っ
た
。
怒
れ
ば
久
女
の

方
が
強
か
っ
た
に
せ
よ
、
怒
ら
せ
る
ま
で
に
挑
発
す
る
の
は
い
つ
も
宇
内

の
方
で
あ
っ
た
。
中
学
教
師
は
嫌
い
と
い
っ
た
久
女
の
言
い
分
は
表
面
的

な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
宇
内
の
性
格
的
な
も
の
に
対
す
る
批
判
と
非

難
が
籠
っ
て
い
る
。

 
 

 

《
引
用
終
了
》
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「
怒
れ
ば
久
女
の
方
が
強
か
っ
た
」
と
い
う
辺
り
は
ご
愛
嬌
で
あ
る
が
、

寧
ろ
、
昌
子
さ
ん
は
ち
ゃ
ん
と
真
実
を
な
る
べ
く
公
平
に
語
ろ
う
と
し
て

い
る
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
逆
に
垣
間
見
れ
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
れ
以

降
、
久
女
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
接
近
・
宇
内
の
受
洗
・
久
女
の
教
会
か
ら

の
離
反
、
な
ど
が
記
さ
れ
る
が
省
略
す
る
（
ま
た
、
久
女
の
人
生
を
大
き

く
狂
わ
せ
、
ま
さ
に
天
地
が
裂
け
た
に
等
し
か
っ
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
除

名
（
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
十
月
）
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
宇
内
と
の

関
係
で
は
な
い
か
ら
こ
の
注
釈
で
は
記
さ
な
い
）
。
こ
の
頃
か
ら
逝
去
す

る
ま
で
の
部
分
の
年
譜
上
に
は
、
宇
内
と
の
軋
轢
や
具
体
な
記
載
は
殆
ん

ど
書
か
れ
て
い
な
い
。
敢
え
て
附
記
し
て
お
く
な
ら
、
昌
子
さ
ん
は
昭
和

一
六
（
一
九
四
一
）
年
に
次
女
光
子
さ
ん
の
結
婚
式
の
た
め
に
上
京
し
て

来
た
久
女
に
つ
い
て
、
『
精
神
に
精
彩
な
く
、
悲
痛
で
胸
が
痛
ん
だ
』
と

記
さ
れ
、
ま
た
最
後
の
対
面
と
な
っ
た
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
七
月

の
上
京
（
実
母
赤
堀
さ
よ
の
葬
儀
の
た
め
）
対
面
の
項
に
は
、
『
何
時
に

も
な
く
あ
せ
り
も
消
え
て
、
落
ち
つ
い
て
い
た
』『
「
俳
句
よ
り
人
間
で
す
」

「
私
は
昌
子
と
光
子
の
母
と
し
て
染
ん
で
ゆ
こ
う
と
思
う
」
「
子
供
を
大

切
に
育
て
な
さ
い
」
「
も
し
句
集
を
出
せ
る
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
死
ん
だ

後
で
も
い
い
か
ら
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
っ
』
た
と
あ
る
。
『
自
分

に
好
意
を
持
た
な
い
人
と
は
没
交
渉
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
編
者
宅

で
は
子
供
を
遊
ば
せ
て
く
れ
、
子
ど
も
に
や
さ
し
か
っ
た
し
、
「
子
供
を
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あ
ま
り
叱
っ
て
は
い
け
な
い
。
の
び
の
び
し
た
子
に
育
て
る
よ
う
に
」
と

言
い
お
い
て
帰
っ
た
』
と
あ
る
。
翌
昭
和
二
十
年
十
月
末
に
福
岡
市
郊
外

大
宰
府
の
県
立
筑
紫
保
養
院
に
入
院
、
翌
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
一

月
二
十
一
日
、
こ
の
病
院
で
腎
臓
病
の
悪
化
に
よ
り
久
女
は
亡
く
な
っ
た
。

満
五
十
五
歳
で
あ
っ
た
（
久
女
は
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
五
月
三
十

日
生
ま
れ
で
あ
る
）
。
夫
宇
内
は
小
倉
を
引
き
上
げ
て
実
家
の
愛
知
に
戻

っ
た
が
そ
の
際
、
久
女
の
遺
品
は
句
稿
・
文
章
・
原
稿
な
ど
を
含
め
、
宇

内
の
手
で
収
集
整
理
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
事
実
、
夫
宇
内
の
優
し
さ

も
し
っ
か
り
と
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
（
宇
内
は
実
際
、
当

時
の
教
え
子
た
ち
か
ら
も
非
常
に
人
気
が
あ
っ
た
と
い
う
）
。
宇
内
は
昭

和
三
六
（
一
九
六
二
）
年
五
月
十
九
日
に
七
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
大
野
氏
の
物
言
い
と
昌
子
さ
ん
の
こ
れ
ら
の
叙
述
と

を
煩
を
厭
わ
ず
再
掲
し
て
比
較
し
て
み
よ
う
（
大
野
氏
の
割
注
と
改
行
は

除
去
し
た
）
。

（
石
昌
子
さ
ん
の
叙
述
）

編
者
の
記
憶
で
は
、
宇
内
は
腹
の
悪
い
人
で
は
な
い
か
わ
り
単
純
で
、
久

女
の
離
婚
し
た
い
と
い
う
気
持
を
夜
昼
責
め
た
て
た
。
亭
主
関
白
と
も
い

え
る
時
代
だ
っ
た
の
で
、
久
女
は
泣
き
の
涙
で
家
を
飛
び
出
さ
ね
ば
喧
嘩

は
止
ま
な
か
っ
た
。
宇
内
は
病
的
な
く
ら
い
執
拗
で
、
久
女
を
怒
ら
せ
、

目
を
吊
り
上
げ
る
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
す
ま
な
か
っ
た
。
怒
れ
ば
久
女
の
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方
が
強
か
っ
た
に
せ
よ
、
怒
ら
せ
る
ま
で
に
挑
発
す
る
の
は
い
つ
も
宇
内

の
方
で
あ
っ
た
。
中
学
教
師
は
嫌
い
と
い
っ
た
久
女
の
言
い
分
は
表
面
的

な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
宇
内
の
性
格
的
な
も
の
に
対
す
る
批
判
と
非

難
が
籠
っ
て
い
る
。

（
大
野
林
火
氏
の
叙
述
）

し
か
し
、
良
人
に
は
心
の
触
れ
あ
う
こ
と
な
し
の
生
活
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
遺
子
石
昌
子
は
「
主
と
し
て
私
の
目
に
写
つ
た
の
は
、
争
ひ
が
ち
の

家
庭
生
活
」
と
そ
の
幼
時
を
語
る
が
、
そ
の
争
い
で
も
久
女
だ
け
が
ヒ
ス

テ
リ
ッ
ク
に
声
を
荒
げ
、
良
人
宇
内
は
黙
々
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
が
ま
た
久
女
を
ま
す
ま
す
い
ら
だ
た
し
く
さ
せ
た
の
で
あ
ろ

う
と
推
察
す
る
。
こ
の
句
は
田
舎
教
師
の
妻
と
し
て
、
凡
々
の
日
夜
を
送

り
、
そ
こ
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
な
い
自
分
を
嘲
る
句
だ
が
、
そ
の
背
景
に

は
三
宅
や
す
子
が
着
々
と
文
名
を
高
め
て
行
く
こ
と
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
句
は
久
女
の
我
の
つ
よ
さ
が
露

骨
に
出
て
い
る
句
で
あ
り
、
そ
れ
が
有
名
に
も
し
た
の
だ
が
、
親
し
め
な

い
。

 
 

 

＊

前
者
は
親
し
く
久
女
の
傍
に
い
た
肉
親
で
あ
る
長
女
の
生な

ま

の
証
言
で

あ
る
。
後
者
は
赤
の
他
人
の
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
も
の
を
女
に
帰
す
る

傾
向
の
強
い
普
遍
的
な
男
性
の
属
性
を
有
す
る
一
人
の
男
の
（
そ
れ
が
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「
俳
人
」
で
あ
ろ
う
が
何
で
あ
ろ
う
が
実
は
余
り
関
係
な
い
）
、
不
完
全

な
伝
聞
と
、
た
だ
の
憶
測
に
基
づ
く
記
述
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
昌
子
さ
ん
の
母
に
対
す
る
バ
イ
ア
ス
を
考
慮
に
入
れ
る

と
し
て
も
、
こ
の
叙
述
は
同
一
の
夫
婦
の
心
的
複
合
を
叙
述
し
な
が
ら
、

ほ
ぼ
正
反
対
の
そ
れ
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
て
こ
れ
は
、

単
に
―
―
母
と
娘
対
女
と
男
―
―
の
感
じ
方
の
相
違
―
―
ど
こ
ろ
の
騒

ぎ
で
は
な
く
（
但
し
、
女
流
俳
人
に
対
す
る
評
価
に
は
こ
の
評
者
の
側
の

性
差
の
問
題
が
「
絶
望
的
」
な
ま
で
に
影
響
す
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
女
流
歌
人
や
小
説
家
等
よ
り
も
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
要
素
が
大
き

い
俳
句
の
場
合
、
遙
か
に
「
絶
望
的
」
に
顕
著
な
の
で
あ
る
）
、
明
ら
か

に
―
―
こ
の
大
野
林
火
氏
の
認
識
そ
の
も
の
に
致
命
的
な
誤
り
が
あ
る

―
―
と
し
か
私
に
は
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

大
野
林
火
（
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
～
昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）

年
）
は
、
ま
さ
に
昌
子
さ
ん
の
言
っ
た
「
亭
主
関
白
と
も
い
え
る
時
代
」

に
生
き
た
〈
男
〉
の
俳
人
で
あ
る
。
そ
う
し
た
彼
に
し
て
「
い
ず
れ
に
し

て
も
こ
の
句
は
久
女
の
我
の
つ
よ
さ
が
露
骨
に
出
て
い
る
句
で
あ
り
」

「
親
し
め
な
い
」
と
い
う
如
何
に
も
な
そ
っ
け
な
く
、
乱
暴
な
評
言
は
反

対
に
実
に
私
に
は
腑
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
異
様
な
ま

で
に
、
こ
こ
ま
で
の
枕
や
分
析
が
長
い
の
は
、
ま
さ
に
〈
男
〉
の
俳
人
と

し
て
の
大
野
が
（
単
な
る
俳
人
と
し
て
で
は
な
い
！
）
〈
女
〉
と
し
て
の
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久
女
（
「
女
の
俳
人
と
し
て
の
久
女
」
で
は
な
い
！
）
を
断
罪
し
て
い
る

に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
過
去
現
在
未
来
を
通
し
て
、
少
な
く
と
も

こ
の
句
に
対
す
る
大
野
氏
の
こ
の
「
鑑
賞
と
批
評
」
は
「
鑑
賞
」
な
ん
ぞ

で
も
「
批
評
」
な
ん
ど
で
も
な
い
、
只
管
、
バ
レ
だ
ら
け
に
な
っ
た
小
道

具
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
、
お
ぞ
ま
し
く
誤
っ
た
、
男
の
女
へ
の
、
物
言

い
の
安
舞
台
で
し
か
な
い
と
断
ず
る
も
の
で
あ
る
。
］

軒
の
足
袋
は
づ
し
て
あ
ぶ
り
は
か
せ
け
り

白
足
袋
に
褄
み
だ
れ
踏
む
疊
か
な

絨
毯
に
足
袋
重
ね
ゐ
て
椅
子
深
く

椿
色
の
マ
ン
ト
着
す
れ
ば
色
白
子

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
色
白
子
」
は
「
い
ろ
じ
ろ
ご
」
と
読
ん
で
い
よ
う
。
］

遊
學
の
我
子
の
布
團
縫
ひ
し
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
は
ず
っ
と
後
に
載
る
「
遊
學
の
旅
に
ゆ
く
娘
の
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布
團
と
ぢ
」
の
極
め
て
酷
似
し
た
類
型
句
で
、
し
か
も
「
遊
學
の
旅
に
ゆ

く
娘
の
布
團
と
ぢ
」
の
方
は
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉

田
久
女
句
集
」
で
『
〈
昭
和
四
年
―
―
昭
和
十
年
〉
（
創
作
年
月
未
詳
）
』

の
パ
ー
ト
に
あ
る
。
長
女
昌
子
は
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
八
月
二
十

二
日
生
、
次
女
の
光
子
は
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
八
月
二
十
二
日
生
で
、

後
に
「
光
子
県
立
小
倉
高
女
卒
業
」
と
前
書
す
る
昭
和
八
（
一
九
三
三
）

年
作
の
「
靑
き
踏
む
靴
新
ら
し
き
處
女
ご
こ
ろ
」
以
下
二
句
が
載
る
こ
と

か
ら
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
時
点
で
も
昌
子
満
十
八
歳
・
光
子
十
三

歳
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
か
ら
ち
ょ
っ
と
迂
遠
な
注
に
な
る
。
実
は
当
初
私
は
以
上
の

事
実
か
ら
次
の
よ
う
に
注
を
続
け
て
い
た
。

『
従
っ
て
、
こ
の
「
遊
學
」
と
い
う
の
が
泊
を
伴
う
修
学
旅
行
の
こ
と
で

あ
り
、
久
女
の
縫
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
に
持
参
す
る
蒲
団
で
あ
る
と
す
れ

ば
そ
れ
は
光
子
の
修
学
旅
行
で
あ
る
。
高
等
女
学
校
の
修
学
旅
行
は
四
年

で
実
施
さ
れ
た
と
い
う
体
験
者
の
記
載
が
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
か
ら
、
光
子

の
高
等
女
学
校
四
年
は
昭
和
七
（
一
九
三
三
）
年
と
な
り
（
高
等
女
学
校

は
五
年
制
）
、
本
句
の
創
作
年
代
が
限
定
出
来
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

当
時
な
ら
ば
蒲
団
持
参
で
あ
っ
た
と
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
穿
っ
て
考

え
る
と
、
前
の
句
の
鮮
や
か
な
紅
い
「
椿
色
の
マ
ン
ト
」
を
「
着
す
れ
ば

色
白
子
」
に
見
え
る
と
い
う
の
は
実
は
修
学
旅
行
の
た
め
の
装
い
で
で
も
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あ
っ
た
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。
』

と
こ
ろ
が
底
本
全
集
第
二
巻
に
載
る
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
「
日

記
抄
２
」
を
見
る
と
、
小
倉
高
等
女
学
校
を
卒
業
後
す
ぐ
に
次
女
光
子
は

合
格
し
て
い
た
東
京
の
女
子
美
術
専
門
学
校
（
現
在
の
女
子
美
術
大
学
）

に
「
遊
學
」
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
（
坂
本
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に

よ
れ
ば
夫
宇
内
の
強
い
『
反
対
を
押
し
切
っ
て
』
『
送
り
出
し
た
』
と
あ

る
。
以
下
の
日
記
で
も
そ
れ
が
分
か
る
）
。
そ
し
て
そ
の
日
記
に
は
冒
頭

（
こ
の
部
分
は
日
付
が
入
っ
て
い
な
い
が
二
月
三
日
以
前
）
か
ら
彼
女
の

学
資
の
た
め
の
倹
約
の
誓
い
が
記
さ
れ
、

遊
學
の
春
ま
つ
娘
な
り
靴
み
が
く

遊
學
や
か
ゝ
と
の
高
き
春
の
く
つ

と
い
う
句
が
載
る
一
方
、
三
月
五
日
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
雑
詠
欄
へ
投
句

し
た
も
の
の
一
句
と
し
て
、

ひ
な
か
ざ
る
子
の
遊
學
は
尚
ゆ
り
ず

と
あ
る
（
「
ゆ
り
ず
」
は
「
許
り
ず
」
で
下
二
段
活
用
「
許
る
」
は
、
許
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さ
れ
る
・
許
可
が
下
り
る
の
意
味
の
古
語
で
あ
る
）
。
次
に
続
く
日
附
不

詳
（
三
月
六
日
か
ら
十
二
日
の
間
）
の
項
に
、
『
此
頃
光
子
出
立
の
し
た

く
の
フ
ト
ン
わ
た
ぬ
き
』
『
洗
濯
、
テ
ガ
ミ
、
セ
ン
句
、
歳
時
記
し
ら
べ

等
に
て
、
十
二
時
前
ね
し
夜
は
ま
れ
也
。
多
忙
多
忙
』
と
か
、
『
光
子
』

『
フ
ト
ン
布
地
五
円
也
』
と
あ
り
、
三
月
二
十
日
の
条
に
は
『
光
子
遊
學

の
三
年
間
は
世
と
た
ち
、
習
字
と
藝
術
著
作
等
自
分
も
勉
強
し
て
暮
さ
う
。

一
点
に
集
中
す
べ
し
。
』
、
続
く
三
月
二
十
一
日
の
条
で
は
『
光
子
の
遊
學

問
題
を
中
心
に
し
て
、
夫
と
の
爭
ひ
ま
す
ま
す
深
刻
。
金
も
百
円
以
上
に

入
用
な
の
に
、
夫
は
が
み
が
み
叱
言
と
朝
夕
の
怒
罵
叱
言
の
み
に
て
、
一

銭
も
出
し
て
く
れ
ぬ
か
ら
私
は
し
か
た
な
い
な
け
な
し
の
預
金
を
は
た

い
て
皆
出
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
ど
こ
ま
で
も
光
子
の
味
方
だ
。

い
の
り
て
す
ゝ
む
所
、
よ
き
方
法
あ
ら
ん
か
？
』
と
綴
る
。
光
子
の
東
京

へ
の
「
遊
學
の
旅
」
立
ち
は
三
月
二
十
八
日
で
あ
っ
た
が
、『
光
子
東
上
。

／
夜
來
よ
り
風
雨
は
げ
し
く
か
つ
夫
の
異
議
出
た
れ
ば
、
光
子
も
し
く
し

く
な
く
。
』『
「
い
ん
き
な
出
立
ね
」
と
光
子
の
し
づ
む
も
あ
は
れ
也
。
』
光

子
を
送
っ
た
後
、
『
誰
も
ゐ
ぬ
家
へ
十
二
時
歸
宅
し
て
心
う
つ
ろ
、
淋
し

さ
に
た
へ
ず
。
』
と
あ
る
。
ま
た
、
三
月
二
十
九
日
の
条
に
も
後
送
の
荷

作
り
が
語
ら
れ
、
『
荷
ご
し
ら
へ
す
。
／
ま
だ
布
団
團
袋
一
個
の
こ
し
あ

り
。
カ
ル
ト
ン
を
入
れ
る
。
』
と
ま
た
し
て
も
「
蒲
團
」
が
出
る
の
で
あ

る
。
以
上
か
ら
こ
の
句
は
東
京
で
の
生
活
の
た
め
に
母
久
女
が
布
団
を
縫
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っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
都
合
三
度
に
亙
っ
て
こ
の
注
は
改
稿
し
た
。
お

騒
が
せ
の
段
、
深
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
］

六
つ
な
る
は
父
の
布
團
に
ね
か
せ
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
は
編
年
式
編
集
の
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一

九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
に
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
の
パ

ー
ト
に
載
る
。
前
句
の
注
に
示
し
た
通
り
長
女
昌
子
は
明
治
四
四
（
一
九

一
一
）
年
八
月
二
十
二
日
生
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
句
は
前
年
大
正
六
年
末

の
冬
（
季
語
「
布
團
」
）
の
作
と
考
え
ら
れ
る
（
満
年
齢
で
昌
子
六
歳
。

次
女
光
子
は
大
正
七
年
で
は
数
え
で
も
ま
だ
三
歳
で
あ
る
）
。
実
は
私
は

当
初
、
作
句
年
代
の
同
定
を
い
い
加
減
に
し
、
こ
れ
ら
を
完
全
な
連
作
と

思
い
込
ん
だ
上
、
さ
ら
に
救
い
よ
う
も
な
く
、
「
遊
學
」
を
姉
昌
子
の
方

の
修
学
旅
行
だ
と
思
い
込
み
誤
認
し
上
に
、

 
 

 

＊

…
…
姉
が
修
学
旅
行
で
い
な
く
な
っ
て
一
人
で
は
寝
ら
れ
ぬ
と
光
子
が

む
づ
が
る
か
ら
「
父
の
布
團
に
ね
か
せ
」
た
と
本
句
を
読
む
な
ら
、
こ
れ

ら
三
句
と
次
の
夫
婦
で
「
右
左
に
」
一
人
次
女
の
光
「
子
を
は
さ
み
寢
る
」

と
い
う
一
句
は
実
は
四
枚
の
組
写
真
、
連
作
と
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
二
句
後
に
続
く
風
邪
を
ひ
い
た
娘
（
こ
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れ
も
次
女
光
子
で
あ
ろ
う
）
の
連
作
の
方
に
こ
れ
ら
を
属
さ
せ
る
と
す
る

考
え
方
も
出
来
よ
う
が
、
で
あ
る
な
ら
ば
、
風
邪
を
ひ
い
て
い
る
こ
と
を

こ
の
句
で
示
さ
な
け
れ
ば
連
作
句
と
し
て
は
お
か
し
い
、
失
敗
と
な
る
と

私
は
思
う
。
久
女
に
し
て
そ
ん
な
ミ
ス
は
し
な
い
。
大
方
の
御
批
判
を
俟

つ
も
の
で
は
あ
る
。

 
 

 

＊

な
ど
と
い
う
（
ト
ン
デ
モ
）
二
乗
の
解
釈
を
し
て
い
た
。
こ
れ
は
も
う
お

笑
い
の
世
界
で
あ
っ
た
。
…
…
］

右
左
に
子
を
は
さ
み
寢
る
布
團
か
な

風
邪
の
子
や
眉
に
の
び
來
し
ひ
た
ひ
髮

瞳
う
る
み
て
朱
唇
つ
や
ゝ
か
風
邪
に
臥
す

熊
の
子
の
如
く
着
せ
た
る
風
邪
か
な

そ
の
中
に
羽
根
つ
く
吾
子
の
聲
す
め
り

笑
み
解
け
て
寒
紅
つ
き
し
前
齒
か
な
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寢
ね
が
て
の
蕎
麥
湯
か
く
な
る
庵
主
か
な

玻
璃
の
海
全
く
暮
れ
し
煖
爐
か
な

ホ
句
た
の
し
松
葉
く
ゆ
ら
せ
煖
爐
た
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
ら
の
二
句
も
間
違
い
な
く
櫓
山
荘
で
の
句
で
あ

ろ
う
。
］

凧
を
飾
り
て
子
等
籠
り
と
る
か
る
た
か
な

胼
の
手
も
交
り
て
歌
留
多
賑
へ
り

書
初
や
う
る
し
の
如
き
大
硯

縫
初
の
糸
の
縺
れ
を
ほ
ど
き
け
り

空
似
と
は
知
れ
ど
な
つ
か
し
頭
巾
人
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橇
や
が
て
吹
雪
の
渦
に
吸
は
れ
け
り

雪
道
や
降
誕
祭
の
窓
明
り

な
泣
き
そ
と
拭
へ
ば
胼
や
吾
子
の
顏

柚
子
湯
出
て
身
伸
ば
し
歩
む
夜
道
か
な

緋
鹿
子
に
あ
ご
埋
め
よ
む
炬
燵
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
緋
鹿
子
」
は
炬
燵
の
掛
け
布
団
の
模
様
で
あ
ろ
う

が
、
そ
こ
に

頤
お
と
が
い

な
で
す
っ
ぽ
り
と
埋
め
て
読
み
耽
っ
て
い
る
の
は
、「
伊

達
娘
恋
緋
鹿
子
」
、
八
百
屋
お
七
の
浄
瑠
璃
本
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
―
―

久
女
と
お
七
…
…
こ
ん
な
に
相
応
し
い
組
み
合
わ
せ
は
あ
る
ま
い
と
、
私

は
思
う
の
だ
が
…
…
］

眉
根
よ
せ
て
文
卷
き
返
す
火
鉢
か
な

狐
火
や
風
雨
の
芒
は
し
り
ゐ
る
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
に
は
比
較
的
珍
し
い
鬼
趣
の
句
。
私
は
好
き
で

あ
る
。
］

我
作
る
菜
に
死
に
て
あ
り
冬
の
蜂

掃
き
よ
す
る
土
に
冬
蜂
這
ひ
い
た
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
本
句
は
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉

田
久
女
句
集
」
の
『
大
正
七
年
―
―
昭
和
四
年
（
創
作
年
月
未
詳
）
』
に

あ
り
、
先
行
す
る
村
上
鬼
城
の
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
五
十
一
歳
の
折

り
の
名
吟
「
冬
蜂
の
死
に
ど
こ
ろ
な
く
歩
き
け
り
」
に
、
遙
か
に
及
ば
な

い
イ
ン
ス
パ
イ
ア
で
あ
る
。
］

牡
蠣
舟
に
上
げ
潮
暗
く
流
れ
け
り

け
ふ
の
糧
に
幸
足
る
汝
や
寒
雀

枯
芝
に
松
影
さ
わ
ぐ
二
月
か
な

枯
草
に
粉
雪
さ
ゝ
や
け
ば
胼
の
吾
れ
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枯
枝
に
殘
月
冴
ゆ
る
炊
ぎ
か
な

寒
獨
活
に
松
葉
掃
き
寄
せ
圍
ふ
な
り

思
ひ
つ
つ
草
に
か
ゞ
め
ば
寒
雀

木
苺
の
寒
を
實
れ
り
摘
み
こ
ぼ
す

葱
ぬ
い
て
訪
ひ
來
し
婢
を
ば
も
て
な
せ
り

葱
植
う
る
夫
に
移
し
ぬ
廂
の
灯

肥
か
け
て
冬
菜
太
る
を
た
の
し
め
り

わ
が
蒔
い
て
い
つ
く
し
み
見
る
冬
菜
か
な

縫
ひ
疲
れ
冬
菜
の
色
に
慰
む
目

肥
き
い
て
日
を
吸
ひ
ふ
と
る
冬
菜
か
な
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
冬
菜
」
は
冬
に
出
回
る
根
菜
類
の
総
称
。
白
菜
・

京
菜
・
唐
菜

と

う

な(
ア
ブ
ラ
ナ
の
変
種
で
葉
は
大
形
で
厚
み
が
あ
っ
て
柔
ら
か

く
漬
物
に
す
る
。
つ
け
な
。
ま
さ
に
「
ふ
ゆ
な
」
と
も
呼
ぶ)

・
小
松
菜

な
ど
。
］

寒
椿
に
閉
ぢ
住
む
窓
の
あ
り
に
け
り

炭
つ
い
で
吾
子
の
部
屋
に
語
り
け
り

 
 

虛
子

先
生

歡
迎
句
會

下
關
公
會
堂

二
句

春
の
灯
に
こ
こ
ろ
お
ど
り
て
襟
か
け
ぬ

バ
ナ
ナ
下
げ
て
子
等
に
歸
り
し
日
暮
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
春
の
灯
」
は
春
の
、「
バ
ナ
ナ
」
は
夏
の
季
語
で
あ

る
が
、
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
に

は
次
の
「
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
丸
入
港
」
の
一
句
と
合
わ
せ
て
大
正
八
（
一

九
一
九
）
年
の
項
に
載
せ
る
か
ら
、
こ
れ
は
年
譜
の
同
年
五
月
に
あ
る
『
虚
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子
先
生
歓
迎
関
門
俳
句
大
会
（
下
の
関
市
三
日
会
倶
楽
部
）
へ
出
席
』
し

た
折
り
に
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
］

 
 

リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
丸
入
港

一
句

上
陸
の
た
の
し
き
學
徒
バ
ナ
ナ
買
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
丸
」
り
お
で
じ
ゃ
ね
ろ
丸
は

大
阪
商
船
所
属
の
初
代
「
り
お
で
志
゛
や
ね
ろ
丸
」
で
あ
ろ
う
。
貨
客
船

と
し
て
西
回
り
南
米
航
路
に
就
航
し
、
主
に
移
民
輸
送
に
活
躍
し
た
。
後
、

太
平
洋
戦
争
で
日
本
海
軍
の
特
設
潜
水
母
艦
・
特
設
運
送
船
と
し
て
艤
装
、

昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
二
月
の
ト
ラ
ッ
ク
島
空
襲
に
よ
っ
て
沈
没
し

て
い
る
（
ウ
ィ
キ
の
「
り
お
で
じ
ゃ
ね
ろ
丸
」
に
拠
っ
た
）
。
西
回
り
航

路
で
あ
る
か
ら
下
関
と
は
関
係
が
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
「
學
徒
」
で
、
こ

れ
は
船
旅
の
修
学
旅
行
の
景
で
は
な
か
ろ
う
か
？

お
よ
そ
そ
ん
な
修

学
旅
行
が
戦
前
に
あ
っ
た
の
か
と
疑
わ
れ
そ
う
だ
が
、
ネ
ッ
ト
検
索
し
た

と
こ
ろ
、
実
は
実
際
に
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
「
り
お
で
志
゛

や
ね
ろ
丸
」
な
の
で
あ
る
。
群
馬
県
立
桐
生
高
等
学
校
の
関
連
ブ
ロ
グ
「
桐

中
・
桐
高
外
史
」
の
「
其
の
四
十
二

修
学
旅
行
①
」
に
、
同
校
が
関
西

方
面
へ
の
修
学
旅
行
に
汽
船
を
利
用
し
て
い
た
旨
の
記
載
が
あ
り
、
そ
こ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8A%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%AD%E3%82%8D%E4%B8%B8
http://kiritaka-gaishi.sblo.jp/pages/user/iphone/article?article_id=41623840
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に
は
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
代
え
た
）
『
な
ぜ
「
汽
船
」
利
用
が

始
ま
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
の
だ
が
、
一
般
的
に
は
昭
和
四
年
か
ら
の

世
界
恐
慌
で
海
運
業
界
が
不
況
と
な
り
利
用
が
促
さ
れ
、
「
海
無
し
県
」

群
馬
の
生
徒
に
体
験
さ
せ
る
良
い
機
会
と
考
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
』
と

あ
り
、
県
内
で
は
高
崎
中
学
校
『
が
昭
和
五
年
に
利
用
し
て
い
る
。
桐
中

は
、
昭
和
六
年
は
不
明
だ
が
昭
和
七
年
か
ら
十
四
年
ま
で
八
年
利
用
し
て

お
り
、
恐
ら
く
県
下
中
学
校
の
中
で
は
最
も
多
く
利
用
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
』
と
あ
っ
て
、
利
用
し
た
船
舶
と
し
て
ハ
ワ
イ
丸
の
次
に
、
南
米

移
民
船
で
あ
る
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
丸
九
千
六
百
二
十
九
ト
ン
と
あ
る

の
で
あ
る
（
ウ
ィ
キ
の
記
載
で
は
総
ト
ン
数
は
九
千
六
百
二
十
六
ト
ン
）
。

但
し
、
こ
の
句
は
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
の
作
で
果
し
て
そ
ん
な
頃
か

ら
、
こ
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
丸
利
用
の
修
学
旅
行
が
あ
っ
た
も
の
か
ど

う
か
ま
で
は
辿
り
得
て
い
な
い
。
］

 
 

長
女
チ
ブ
ス
入
院

十
二
句

童
話
よ
み
盡
し
て
金
魚
子
に
に
吊
り
ぬ
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親
ご
こ
ろ

梶
の
葉
に
墨
濃
く
す
り
て
願
ふ
こ
と

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
梶
の
葉
」
「
か
ぢ
の
は
（
か
じ
の
は
）
」
は
イ
ラ
ク

サ
目
ク
ワ
科
コ
ウ
ゾ
属
カ
ジ
ノ
キB

roussonetia papyrifera

の
葉
。

神
道
で
は
神
に
捧
げ
る
神
木
と
し
て
尊
ば
れ
、
主
と
し
て
神
事
の
供
物
の

敷
物
に
使
わ
れ
た
。
ま
た
昔
は
七
夕
の
祭
り
で
は
短
冊
で
は
な
く
、
こ
の

葉
七
枚
に
歌
な
ど
を
認
め
て
手
向
け
る
風
習
が
あ
っ
た
。
］

七
夕
百
句
靑
き
紙
に
ぞ
書
き
初
む
る

子
等
は
寢
し
簷
端
の
月
に
涼
み
け
り

七
夕
竹
を
病
む
子
の
室
に
横
た
へ
ぬ

水
上
げ
ぬ
紫
陽
花
忌
む
や
看
る
子
に
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退
院

面
瘦
せ
し
子
に
新
し
き
單
衣
か
な

 
 

昌
子
快
復

七
夕
や
布
團
に
凭
れ
紙
縒
る
子

庭
木
の
ぼ
る
蛇
見
て
さ
わ
ぐ
病
兒
か
な

銀
河
濃
し
救
ひ
得
た
り
し
子
の
命

床
に
起
き
て
繪
か
く
子
と
な
り蟬

涼

し

 
 

全
快

初
秋
の
土
ふ
む
靴
の
う
す
埃

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
二
十
八
の
時
の
句
。
長
女

昌
子
数
え
八
歳
で
あ
っ
た
。
］
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子
等
の
幼
時

四
句

ま
ろ
寢
し
て
熱
あ
る
子
か
な
秋
の
暮

熱
下
り
て
蜜
柑
む
く
子
の
機
嫌
よ
く

熱
と
れ
て
寢
息
よ
き
子
の
蚊
帳
の
ぞ
く

熱
の
瞳
の
う
る
み
て
あ
は
れ
蜜
柑
吸
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
以
上
四
句
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
二
十
八
の
時

の
最
初
期
の
句
群
で
あ
る
。
］

 
 

大
正
七
年
實
父
逝
く

四
句

父
逝
く
や
明
星
霜
の
松
に
な
ほ

湯
婆
み
な
は
ず
し
奉
り
北
枕
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椀
一
つ
足
ら
ず
と
探
す
寒
さ
か
な

み
佛
に
母
に
別
る
ゝ
時
雨
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
杉
田
久
女
（
本
名
久
）
の
父
廉
蔵
は
大
正
七
（
一
九

一
八
）
年
十
二
月
七
日
に
脳
溢
血
の
た
め
に
東
京
の
実
家
で
亡
く
な
っ
た
。

昌
子
さ
ん
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
こ
の
上
京
の
時
、『
連
絡
船
に
乗
り
遅
れ
』
、

『
関
門
海
峡
を
急
行
に
間
に
合
』
わ
あ
せ
る
た
め
に
漁
船
『
を
傭
い
途
中

ポ
ン
ポ
ン
蒸
気
に
曳
航
し
て
も
ら
っ
て
間
に
合
っ
た
。
後
年
、
若
か
っ
た

か
ら
出
来
た
無
鉄
砲
だ
と
言
っ
た
』
と
い
う
息
女
な
ら
で
は
書
け
ぬ
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
記
し
て
お
ら
れ
る
。
久
女
ら
し
い
、
い
い
話
で
あ
る
。
］

 
 

父
の
喪

一
句

松
の
内
を
淋
し
く
籠
る
今
年
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
前
注
し
た
よ
う
に
父
廉
蔵
の
死
は
大
正
七
（
一
九
一

八
）
年
十
二
月
七
日
で
あ
っ
た
。
大
正
八
年
初
中
旬
の
感
懐
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
こ
と
が
特
定
さ
れ
る
句
で
あ
る
。
］
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耶
馬
溪
羅
漢
寺
一
句
外

五
句

苔
を
ま
ろ
く
踏
み
凹
め
た
る
木
の
實
か
な

深
耶
馬
の
空
は
瑠
璃
な
り
紅
葉
狩

洞
門
を
出
れ
ば
濶
し
簗
の
景

濃
龍
胆
浸
せ
る
溪
に
櫛
梳
り

茸
や
く
松
葉
く
ゆ
ら
せ
山
日
和

耶
馬
溪
の
岩
に
干
し
あ
る
晩
稻
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
三
十
歳
の
時
の
作
。
「
耶

馬
溪
羅
漢
寺
」
こ
れ
は
「
羅
漢
寺
」
か
ら
景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
る
大
分

県
中
津
市
に
あ
る
山
国
川
の
上
中
流
域
及
び
そ
の
支
流
域
を
中
心
と
し

た
渓
谷
で
あ
る
。
以
下
、
私
は
訪
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
ウ
ィ
キ
の
「
耶

馬
渓
」
よ
り
引
く
。
『
日
本
三
大
奇
勝
や
新
日
本
三
景
の
一
つ
に
選
ば
れ

て
い
る
』
（
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
に
名
勝
指
定
、
昭
和
二
五
（
一

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E9%A6%AC%E6%B8%93
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九
五
〇
）
年
に
は
一
帯
が
耶
馬
日
田
英
彦
山
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
た
）
。

以
下
、
「
地
域
別
の
主
な
景
勝
」
に
よ
る
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に

代
え
、
記
号
の
一
部
も
変
更
し
た
）
。

 
 

 

（
引
用
開
始
）

本
耶
馬
渓

本
耶
馬
渓
（
ほ
ん
や
ば
け
い
）
は
、
青
の
洞
門
や
競
秀
峰
を
中
心
と
す
る

山
国
川
上
流
一
帯
。
青
の
洞
門
は
羅
漢
寺
の
禅
海
和
尚
が
、
参
拝
客
が
難

所
を
渡
る
際
に
命
を
落
と
さ
な
い
よ
う
、
ノ
ミ
一
本
で
掘
り
抜
い
た
ト
ン

ネ
ル
で
、
菊
池
寛
が
『
恩
讐
の
彼
方
に
』
を
上
梓
し
た
こ
と
で
、
全
国
に

そ
の
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
禅
海
和
尚
は
遂
道
を
開
通

さ
せ
た
後
は
利
用
者
か
ら
通
行
料
を
徴
収
し
た
こ
と
か
ら
国
内
初
の
有

料
道
路
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
は
車
道
拡
幅
工
事
に
よ
り
当
時
の
痕

跡
は
歩
行
者
用
通
路
の
一
部
に
ノ
ミ
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
程
度
と
な

っ
て
い
る
。
目
立
た
な
い
が
、
遂
道
を
通
ら
ず
に
難
所
で
あ
っ
た
崖
側
を

通
る
ル
ー
ト
が
今
も
残
っ
て
お
り
、
険
し
い
場
所
で
は
あ
る
が
鎖
な
ど
を

伝
っ
て
通
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
青
の
洞
門
」
よ
り
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
流
に
あ
る
耶
馬
渓
橋
は
、
全

長
百
十
六
メ
ー
ト
ル
、
日
本
最
長
の
石
造
ア
ー
チ
橋
で
あ
る
。
ア
ー
チ
は

十
二
メ
ー
ト
ル
ス
パ
ン
で
や
や
偏
平
で
あ
り
、
そ
の
西
洋
的
な
外
観
か
ら

「
オ
ラ
ン
ダ
橋
」
と
の
愛
称
で
呼
ば
れ
る
。
こ
の
近
辺
に
は
他
に
も
石
造
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ア
ー
チ
橋
が
多
く
か
け
ら
れ
て
い
る
。
耶
馬
渓
橋
の
一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
上
流
に
は
、
橋
長
八
十
九
メ
ー
ト
ル
の
三
連
ア
ー
チ
の
羅
漢
寺
橋
が
、

ま
た
、
さ
ら
に
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
に
は
橋
長
八
十
三
メ
ー
ト
ル
の
馬

渓
橋
が
あ
る
。

深
耶
馬
渓

深
耶
馬
渓
（
し
ん
や
ば
け
い
）
は
、
山
国
川
支
流
山
移
川
支
流
に
位
置
す

る
渓
谷
。
一
目
八
景
が
有
名
。
一
度
に
海
望
嶺
、
仙
人
岩
、
嘯
猿
山
、
夫

婦
岩
、
群
猿
山
、
烏
帽
子
岩
、
雄
鹿
長
尾
嶺
、
鷲
の
巣
山
の
八
つ
の
景
色

が
眺
望
で
き
る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。
近
く
に
は
鴫
良
、
深
耶
馬
渓

な
ど
の
温
泉
が
あ
る
。

裏
耶
馬
渓

裏
耶
馬
渓
（
う
ら
や
ば
け
い
）
は
、
金
吉
川
上
流
の
渓
谷
で
玖
珠
町
と
の

境
界
に
位
置
す
る
。
浸
食
を
受
け
た
岩
壁
が
屏
風
の
よ
う
に
屹
立
す
る
。

近
く
に
は
伊
福
温
泉
が
あ
り
、
温
泉
水
を
使
っ
て
養
殖
し
た
ス
ッ
ポ
ン
料

理
が
名
物
。

奥
耶
馬
渓

奥
耶
馬
渓
（
お
く
や
ば
け
い
）
は
、
山
国
川
上
流
に
位
置
す
る
。
猿
飛
の

景
と
名
付
け
ら
れ
た
猿
飛
千
壺
峡
が
知
ら
れ
る
。
耶
馬
渓
猿
飛
の
甌
穴
群

は
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

椎
屋
耶
馬
渓
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椎
屋
耶
馬
渓
（
し
や
や
ば
け
い
、
し
い
や
や
ば
け
い
）
は
、
宇
佐
市
と
隣

接
す
る
駅
館
川
支
流
の
温
見
川
源
流
付
近
の
渓
谷
。
近
隣
に
は
岳
切
渓
谷

（
た
っ
き
り
け
い
こ
く
）
と
い
う
谷
底
が
一
枚
の
大
き
な
岩
盤
で
で
き
た

渓
谷
が
あ
り
、
椎
屋
耶
馬
渓
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

津
民
耶
馬
渓

津
民
耶
馬
渓
（
つ
た
み
や
ば
け
い
）
は
、
山
国
川
支
流
の
津
民
川
に
位
置

す
る
渓
谷
。
手
付
か
ず
の
自
然
が
残
る
穴
場
。

そ
の
他
の
地
域

か
つ
て
は
こ
の
他
に
羅
漢
寺
耶
馬
渓
（
現
在
で
は
本
耶
馬
渓
に
含
ま
れ

る
）
、
麗
谷
耶
馬
渓
（
う
つ
く
し
だ
に
や
ば
け
い
、
現
在
で
は
深
耶
馬
渓

に
含
ま
れ
る
）
、
東
耶
馬
渓
、
南
耶
馬
渓
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
加
え
た
十

か
箇
所
の
渓
谷
は
総
称
し
て
耶
馬
十
渓
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
現
在
、
こ
の

四
つ
の
呼
び
方
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
耶
馬
十
渓
と
い

う
呼
び
方
を
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

 
 

 

（
引
用
終
了
）

そ
の
他
、
『
耶
馬
渓
に
は
数
々
の
絶
景
が
点
在
し
て
お
り
、
総
称
し
て
耶

馬
渓
六
十
六
景
と
呼
ば
れ
て
い
る
』
と
あ
っ
て
景
名
が
示
さ
れ
て
あ
る
。

「
羅
漢
寺
」
大
分
県
中
津
市
本
耶
馬
渓
町
に
あ
る
曹
洞
宗
の
寺
院
。
前
注

と
同
じ
理
由
か
ら
以
下
、
ウ
ィ
キ
の
「
羅
漢
寺(

中
津
市)

」
か
ら
引
く
（
ア

ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
代
え
た
）
。『
山
号
は
耆
闍
崛
山
（
ぎ
し
ゃ
く
つ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%85%E6%BC%A2%E5%AF%BA_(%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E5%B8%82)
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せ
ん
）
。
本
尊
は
釈
迦
如
来
。
日
本
国
内
の
羅
漢
寺
の
総
本
山
で
あ
る
』
。

『
羅
漢
山
の
中
腹
に
位
置
す
る
。
岩
壁
に
無
数
の
洞
窟
が
あ
り
、
山
門
も

本
堂
も
そ
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
る
よ
う
に
建
築
さ
れ
て
い
る
。
洞
窟
の
中

に
三
千
七
百
体
以
上
の
石
仏
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
無
漏
洞
（
む

ろ
ど
う
）
の
五
百
羅
漢
は
五
百
羅
漢
と
し
て
は
日
本
最
古
の
も
の
で
、
二

〇
一
四
年
三
月
十
八
日
に
は
国
の
重
要
文
化
財
へ
の
指
定
が
答
申
さ
れ

て
い
る
』『
伝
承
で
は
大
化
元
年
（
六
四
五
年
）
、
法
道
仙
人
の
創
建
と
い

う
が
、
伝
説
の
域
を
出
な
い
』
。『
延
元
二
年
（
一
三
三
七
年
）
な
い
し
暦

応
元
年
（
北
朝
年
号
、
一
三
三
八
年
）
、
円
龕
昭
覚
が
当
地
に
十
六
羅
漢

を
祀
っ
た
の
が
実
質
的
な
開
山
で
あ
る
。
こ
の
時
の
寺
は
、
現
羅
漢
寺
の

対
岸
の
岩
山
に
あ
る
「
古
羅
漢
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
あ
っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
延
元
四
年
（
一
三
三
九
年
）
に
は
中
国
か
ら
逆
流
建
順
と
い

う
僧
が
来
寺
し
、
円
龕
昭
覚
と
と
も
に
わ
ず
か
一
年
で
五
百
羅
漢
像
を
造

立
し
た
と
い
う
』

。『
寺
は
当
初
臨
済
宗
で
あ
っ
た
が
、
慶
長
五
年
（
一

六
〇
〇
年
）
鉄
村
玄
さ
く
（
「
さ
く
」
は
「
族
」
の
下
に
「
鳥
」
）
が
来
寺

し
て
か
ら
曹
洞
宗
と
な
っ
た
』
。
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に
火
災
で

本
堂
を
焼
失
し
、
現
在
の
本
堂
は
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
の
再
建
で

あ
る
と
あ
る
か
ら
、
久
女
の
見
た
で
あ
ろ
う
そ
れ
は
消
失
前
の
本
堂
で
あ

る
。

「
簗
」
老
婆
心
乍
ら
、
「
や
な
」
と
読
む
。
河
川
の
両
岸
又
は
片
岸
よ
り
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列
状
に
杭
や
石
等
を
敷
設
し
て
水
流
を
堰
き
止
め
、
誘
導
さ
れ
て
中
に
入

っ
た
魚
類
を
捕
獲
す
る
川
漁
の
仕
掛
け
を
い
う
。

な
お
、
こ
の
句
ま
で
が
冒
頭
か
ら
続
い
た
「
堺
町
」
句
群
で
あ
る
。
］

信
州
吟
（
大
正
九
年
八
月

病
中
吟
と
も
百
六
十
五
句
）

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
以
前
に
も
注
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
大
正
九
（
一
九
二

〇
）
年
八
月
に
信
州
松
本
に
父
の
骨
を
納
骨
に
行
っ
た
際
（
恐
ら
く
二
人

の
子
を
連
れ
て
）
、
腎
臓
病
を
発
症
、
東
京
上
野
の
実
家
へ
戻
っ
て
入
院

加
療
に
入
り
、
そ
の
ま
ま
実
家
に
て
療
養
に
入
っ
た
（
こ
の
時
、
当
然
の

如
く
、
専
ら
久
女
側
か
ら
の
意
志
で
離
婚
問
題
が
生
じ
た
こ
と
が
年
譜
に

記
さ
れ
て
あ
る
）
。
こ
の
時
の
夫
宇
内
と
の
別
居
は
約
一
年
の
及
ん
で
い

る
（
小
倉
へ
の
帰
還
は
大
正
十
年
七
月
）
。
］

 
 

松
本
城
山
の
墓
地
に
父
の
埋
骨
式
、
弟
の
墓
と
並
ぶ

野
菊
は
や
咲
い
て
露
け
し
墓
參
道

墓
の
前
の
土
に
折
り
さ
す
野
菊
か
な

Yabuno
ノート
（☓）「の」→（○）「に」
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屋
根
石
に
炊
煙
洩
る
ゝ
豆
の
花

父
の
忌
林
檎
二
籠
鯉
十
尾

夏
雨
に
母
が
爐
を
た
く
法
事
か
な

茄
子
煮
る
や
爐
邊
に
伏
せ
し
大
十
能

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
十
能
」
炭
火
を
載
せ
て
運
ぶ
た
め
の
柄
の
つ
い
た

器
ま
た
は
ス
コ
ッ
プ
状
の
火
搔
き
。

季
語
と
し
て
は
冬
で
あ
る
が
、
こ

こ
は
「
茄
子
」
が
季
語
で
夏
。
］

夏
爐
邊
に
電
燈
ひ
き
し
法
事
か
な

目
に
し
み
て
爐
煙
は
け
ず
茄
子
の
汁

雨
暗
爐
煙
籠
る
す
ゝ
け
哉

風
呂
焚
く
や
梁
に
漂
ふ
榾
煙
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茄
子
買
ふ
や
框

か
ま
ち

濡
ら
し
て
數
へ
つ
ゝ

夏
雨
に
爐
邊
な
つ
か
し
き
夕
餉
か
な

屋
根
石
に
し
め
り
て
旭
あ
り
花
棗

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
の
父
廉
蔵
の
祥
月
命
日
は
十
二
月
七
日
（
大
正

七
（
一
九
一
八
）
年
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
大
正
九
年
の
信
州
松
本
城
山

墓
地
へ
の
納
骨
は
前
書
に
あ
っ
た
よ
う
に
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
］

紫
陽
花
に
秋
冷
い
た
る
信
濃
か
な

濃
霧
晴
れ
し
玻
璃
に
映
れ
る
四
葩
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
四
葩
」
は
「
よ
ひ
ら
」
と
読
み
、
紫
陽
花
の
異
名
。
］

山
冷
に
羽
織
重
ね
し
ゆ
か
た
か
な

落
ち
杏
踏
み
つ
ぶ
す
べ
く
い
ら
だ
て
り
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秋
宮
に
髮
む
し
り
泣
く
女
か
な

障
子
締
め
て
爐
邊
な
つ
か
し
む
黍
の
雨

雨
降
れ
ば
爐
邊
の
雜
話
黍
を
燒
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
を
読
む
と
実
は
前
の
下
五
は
―
―
黍
に
降
る

雨
の
音
―
―
な
の
で
は
な
く
、
「
爐
邊
な
つ
か
し
む
黍
の
」
で
切
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
「
雨
」
の
「
障
子
締
め
て
」
、「
黍
を
燒
く
」「
爐

邊
の
雜
話
」
を
「
な
つ
か
し
」
ん
で
い
る
久
女
と
い
う
情
景
が
自
ず
と
見

え
て
く
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
曲
解
で
あ
ろ
う
か
？
］

忌
に
寄
り
し
身
よ
り
皆
知
ら
ず
洗
ひ
鯉

爐
の
ほ
と
り
に
集
り
て
雜
話
や
靑
な
ん
ば
燒
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
靑
な
ん
ば
」
青
南
蛮
。
青
唐
辛
子
の
こ
と
。
］

新
蕎
麥
を
打
つ
て
も
て
な
す
髮
鄙
び
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掘
つ
て
來
し
大
俎
板
の
新
牛
蒡

精
進
お
ち
の
生
鯉
料
理
る
筧
か
な

芋
汁
や
紙
す
ゝ
け
た
る
大
障
子

三
軒
の
孫
の
喧
嘩
や
靑
林
檎

鬼
灯
や
き
ゝ
分
さ
と
き
ひ
よ
わ
の
子

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
こ
ま
で
、
父
納
骨
式
後
の
精
進
落
し
の
嘱
目
吟
と

と
る
。
平
凡
社
「
世
界
大
百
科
事
典
」
の
「
精
進
落
し
」
の
項
に
は
、
仏

教
関
係
行
事
が
終
わ
っ
て
再
び
日
常
生
活
に
帰
る
際
に
行
わ
れ
る
行
事

で
、
肉
食
を
精
進
落
し
の
象
徴
と
し
て
い
る
地
域
が
多
い
と
あ
り
、
ま
さ

に
『
長
野
県
上
伊
那
郡
で
は
葬
式
か
ら
帰
っ
た
人
々
が
仏
前
に
膳
を
並
べ

鯉
の
吸
物
な
ど
を
食
べ
る
こ
と
を
精
進
落
し
と
い
う
』
と
あ
る
。
］

 
 

淺
間
温
泉

鷹
の
湯

秋
雨
に
翅
の
雫
や
網
の
鷲
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つ
れ
づ
れ
に
浸
る
湯
壺
や
秋
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
淺
間
温
泉

鷹
の
湯
」
長
野
県
松
本
市
北
東
部
に

あ
る
同
市
の
奥
座
敷
と
い
わ
れ
る
温
泉
で
、
そ
の
七
ヶ
所
あ
る
源
泉
の
内

の
一
つ
が
鷹
の
湯
源
泉
。
泉
質
は
ア
ル
カ
リ
性
単
純
温
泉
。
「
浅
間
温
泉

旅
館
協
同
組
合
」
公
式
サ
イ
ト
の
「
歴
史
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
以
降
は
『
多

く
の
文
人
墨
客
に
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
正
岡
子
規
や
伊
東
左
千

夫
か
ら
な
る
ア
ラ
ラ
ギ
派
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
』
、『
竹
久
夢
二
、
与

謝
野
晶
子
、
若
山
牧
水
、
田
山
花
袋
ら
多
く
の
文
人
墨
客
が
訪
れ
て
、
こ

の
地
で
優
れ
た
作
品
を
残
し
て
い
』
る
と
あ
る
。
］

 
 

信
濃
に
病
む

山
廬
淋
し
蚊
帳
の
裾
飛
ぶ
靑
蛙

霧
雨
に
病
む
足
冷
え
て
湯
婆
か
な

障
子
は
め
て
重
ね
し
夜
着
や
秋
の
雨

http://www.asamaonsen.com/intro/history/
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病
中
吟

 
 

淺
間
温
泉
枇
杷
の
湯

衰
へ
て
今
蠶
飼
ふ
温
泉
宿
か
な

簾
捲
か
せ
て
銀
河
見
て
ゐ
る
病
婦
か
な

屋
根
石
に
四
山
濃
く
す
む
蜻
蛉
か
な

今
朝
秋
の
湯
け
む
り
流
れ
大
鏡

林
檎
畠
に
夕
峰
の
濃
ゆ
き
板
屋
か
な

八
月
の
雨
に
蕎
麥
咲
く
高
地
か
な

行
水
の
提
灯

ひ

の
輪
う
つ
れ
る
柿
葉
う
ら

行
水
や
肌
に
粟
立
つ
黍
の
風
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
淺
間
温
泉
枇
杷
の
湯
」
浅
間
温
泉
で
現
在
「
湯
々

庵

枇
杷
の
湯
」
と
し
て
営
業
し
て
い
る
。
公
式
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら
で
、

そ
の
「
歴
史
」
に
よ
れ
ば
、
『
信
州
・
松
本
の
奥
座
敷
、
浅
間
温
泉
に
佇

む
伝
統
の
湯
。「
湯
々
庵

枇
杷
の
湯
」
の
歴
史
は
、
今
を
遡
る
こ
と
』
四

百
年
の
昔
、『
初
代
松
本
城
主

石
川
氏
が
浅
間
に
湯
御
殿
を
造
営
し
、
湯

殿
を
整
備
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
』
、『
初
代
の
湯
守
で
あ
る
当
館
の
先
祖

「
石
川
晶
光
（
改
易
後

小
口
楽
斎
）
」
は
、
石
川
数
正
公
の
三
男
康
次
の

子
で
あ
り
、
戦
で
負
傷
し
歩
行
困
難
の
身
と
な
っ
た
こ
と
で
御
殿
守
の
役

職
を
あ
ず
か
る
に
至
り
』
（
文
禄
三
（
一
五
九
四
）
年
）
、
『
以
後
、
小
口

家
は
代
々
御
殿
湯
の
湯
守
を
勤
め
、
松
本
藩
の
最
藩
政
資
料
と
な
る
「
信

府
統
記
」
に
も
、
「
湯
守
小
口
治
庵
と
云
う
者
代
々
之
を
務
む
」
と
あ
』

る
と
あ
る
由
緒
あ
る
温
泉
で
あ
る
。
］

 
 

母
病
む

か
く
ら
ん
や
ま
ぶ
た
凹
み
て
寢
入
る
母

か
く
ら
ん
に
町
醫
ひ
た
待
つ
草
家
か
な

痢
人
癒
え
て
す
ゝ
れ
る
粥
や
秋
の
蚊
帳

http://biwanoyu.com/index.html
http://biwanoyu.com/history.html
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夏
服
や
老
い
ま
す
母
に
兄
不
幸

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
兄
不
幸
」
不
詳
。
］

難
苦
へ
て
母
す
こ
や
か
に
障
子
張
る

朝
な
梳
く
母
の
切
髮
花
芙
蓉

葉
洩
日
に
碧
玉
透
け
し
葡
萄
か
な

葡
萄
暗
し
顏
よ
せ
粧つ

く

る
夕
鏡

落
葉
松
に
浮
雲
あ
そ
ぶ
月
夜
か
な

葡
萄
投
げ
て
我
儘
つ
の
る
病
婦
か
な

山
の
温
泉
や
居
殘
つ
て
病
む
秋
の
蚊
帳

鏡
借
り
て
發
つ
髮
捲
く
や
明
け
や
す
き
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草
い
き
れ
鐵
材
さ
び
て
積
ま
れ
け
り

病
人
に
干
草
の
い
き
れ
迫
り
け
り

馬
車
停
る
宿
か
と
胸
つ
く
草
い
き
れ

草
い
き
れ
連
山
襞
濃
く
刻
み
け
り

北
斗
爛
た
り
高
原
く
ら
き
草
い
き
れ

草
い
き
れ
妖
星
さ
め
ず
赤
き
か
な

赤
き
月
は
げ
山
登
る
旱
か
な

 
 

東
京
へ
歸
り
て

蟲
鳴
く
や
三
と
こ
に
別
れ
病
む
親
子

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
三
と
こ
」
富
士
見
書
房
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
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年
刊
の
坂
本
宮
尾
「
杉
田
久
女
」
に
、
こ
の
頃
、
『
小
倉
の
宇
内
も
痔
で

入
院
し
、
長
女
は
宇
内
の
郷
里
の
小
原
村
に
、
次
女
は
久
女
の
実
家
に
預

け
ら
れ
て
い
た
』
と
い
う
事
実
を
指
す
。
］

西
日
し
て
日
毎
赤
ら
む
柿
の
數

頓
に
色
づ
く
柿
數
へ
つ
ゝ
病
む
久
し

こ
ほ
ろ
ぎ
や
鼾
靜
か
に
看
護
人

葉
を
打
つ
て
し
ぼ
み
落
ち
た
る
芙
蓉
か
な

お
い
ら
ん
草
こ
ぼ
れ
溜
り
し
殘
暑
か
な

 
 

松
名
に
あ
る
昌
子
を
お
も
ふ

鬼
灯
や
父
母
へ
だ
て
病
む
山
家
の
娘

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
松
名
」
夫
杉
山
宇
内
の
実
家
愛
知
県
西
加
茂
郡
小

原
村
松
名
（
現
在
は
豊
田
市
に
編
入
）
。
］
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山
馴
れ
で
母
戀
し
き
か
三
日
月

 
 

か
な
女
樣
來
訪
。
十
月
振
り
の
來
訪
と
ぞ
嬉
し
。

秋
雨
や
瞳
に
こ
び
り
つ
く
松
葉
杖

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
前
書
末
尾
の
句
点
は
マ
マ
。
「
か
な
女
」
杉
田
久
女

と
と
も
に
大
正
期
を
代
表
す
る
女
流
俳
人
長
谷
川
か
な
女
（
か
な
じ
ょ

明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
～
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
）
。
本
名
カ

ナ
。
東
京
日
本
橋
生
。
私
立
松
原
小
学
校
卒
業
後
、
小
松
原
塾
で
学
び
、

明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
、
十
六
歳
で
三
井
家
に
行
儀
見
習
い
で
入
っ

た
が
心
臓
の
病
気
に
よ
り
辞
し
、
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
二
十
二
歳

の
時
、
英
語
の
家
庭
教
師
で
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
俳
人
で
あ
っ
た
富
田
諧
三

（
後
の
長
谷
川
零
余
子
）
と
結
婚
、
そ
の
頃
よ
り
自
身
も
句
作
を
始
め
、

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
は
高
浜
虚
子
が
女
性
俳
人
育
成
の
た
め
に
始

め
た
婦
人
俳
句
会
『
婦
人
十
句
集
』
の
幹
事
役
を
務
め
た
。
大
正
一
〇
（
一

九
二
一
）
年
に
夫
零
余
子
が
『
枯
野
』
」
を
創
刊
し
て
主
宰
と
な
る
と
そ

れ
を
よ
く
助
け
た
。
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
零
余
子
が
死
去
し
、
そ

の
直
後
に
新
宿
柏
木
の
自
宅
が
全
焼
、
埼
玉
県
浦
和
市
（
現
在
の
さ
い
た
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ま
市
）
に
転
居
し
た
。
ま
た
夫
の
俳
誌
を
『
ぬ
か
ご
』
と
改
題
、
後
に
『
水

明
』
を
創
刊
し
て
没
年
ま
で
主
宰
し
た
（
以
上
は
ウ
ィ
キ
の
「
長
谷
川
か

な
女
」
に
拠
っ
た
）
。
久
女
よ
り
三
つ
年
上
で
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）

年
以
来
の
『
婦
人
十
句
集
』
の
先
輩
で
盟
友
で
も
あ
っ
た
（
無
論
、
夫
零

余
子
と
も
親
し
か
っ
た
）
。
本
句
の
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
当
時
は
三

十
三
歳
。
久
女
に
は
こ
の
時
の
、
腎
臓
病
に
よ
る
入
院
時
を
綴
っ
た
随
筆

「
病
院
の
秋
」
が
あ
る
（
末
尾
に
『
大
正
九
年
十
月
十
八
日

病
床
に
て

認
む
』
」
と
い
う
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
あ
る
）
が
、
冒
頭
に
ま
さ
に
雨
の
中
を

見
舞
い
に
来
た
か
な
女
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
『
御
病
氣
以
來
、

十
月
ぶ
り
で
外
出
な
さ
っ
た
と
い
ふ
か
な
女
樣
を
、
四
年
ぶ
り
で
拜
し
』

（
底
本
の
第
二
巻
所
収
の
も
の
を
用
い
た
が
恣
意
的
に
正
字
化
し
た
）
と

あ
る
か
ら
、
こ
の
「
松
葉
杖
」
を
つ
い
て
い
る
の
は
か
な
女
で
あ
る
。
］

 
 

入
院
、
隔
日
に
食
鹽
注
射

壁
に
動
く
秋
日
み
つ
め
て
注
射
す
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
食
鹽
注
射
」「
鹽
」
は
底
本
で
は
「
塩
」
で
あ
る
が
、

筑
摩
書
房
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
刊
「
現
代
日
本
文
学
全
集

巻
九

十
一

現
代
俳
句
集
」
に
所
収
す
る
「
杉
田
久
女
集
」
で
は
「
塩
」
の
用

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%9D%E3%81%8B%E3%81%AA%E5%A5%B3
http://homepage2.nifty.com/onibi/hisajyo2.html
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字
は
な
く
、「
か
き
な
ら
す
鹽
田
ひ
ろ
し
夕
千
鳥
」
と
あ
る
。「
食
鹽
注
射
」

は
体
液
を
補
充
す
る
た
め
に
生
理
的
食
塩
水
を
注
入
す
る
こ
と
を
指
す

が
、
所
謂
、
現
在
の
点
滴
の
類
い
を
か
く
言
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ

る
が
、
も
し
か
す
る
と
久
女
の
病
気
は
腎
臓
病
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
は
無

塩
に
近
い
減
塩
食
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
を
、
こ
れ
で
最
低
限
補
助
す
る

目
的
も
あ
っ
た
か
。
医
家
の
御
教
授
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
］

秋
風
や
あ
れ
し頰

へ
ぬ
る
糸
瓜
水

秋
風
の
枕
上
な
る
櫛
鏡

色
ど
れ
ど
淋
し
き頰

や
な
花
芙
蓉

蟋
蟀
も
來
鳴
き
て
默
す
四
壁
か
な

椀
に
浮
く
つ
ま
み
菜
う
れ
し
病
む
わ
れ
に

窓
掛
を
さ
す
月
も
が
な
夜
長
病
む

門
限
に
連
れ
立
ち
去
り
し
夜
長
か
な
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我
を
捨
て
遊
ぶ
看
護
婦
秋
日
か
な

廊
通
ふ
ス
リ
ッ
パ
の
音
夜
長
か
な

仰
臥
し
て
腰
骨
い
た
き
夜
長
か
な

 
 

姉
よ
り
柔
か
き
布
團
贈
ら
れ
る

ふ
わ
と
寢
て
布
團
嬉
し
き
秋
夜
か
な

仰
臥
し
て
見
飽
き
し
壁
の
夜
長
か
な

柿
熟
る
ゝ
や
臥
し
て
迎
へ
し
神
無
月

病
め
る
手
の
爪
美
く
し
や
秋
海
棠

我
に
逆
ふ
看
護
婦
憎
し
栗
捨
て
よ

我
寢
息
守
る
か
に
野
菊
枕
上
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目
ひ
ら
け
ば
搖
れ
て
親
し
き
野
菊
か
な

閉
ぢ
し
ま
ぶ
た
を
落
つ
る
涙
や
秋
の
暮

秋
の
灯
を
く
ら
め
て
寢
入
る
病
婦
か
な

 
 

看
護
婦
を
の
ゝ
し
る
句

椅
子
移
す
音
手
荒
さ
よ
夜
半
の
秋

汝
に
比
し
て
血
な
き
野
菊
ぞ
好
も
し
き

芋
の
如
肥
え
て
血
う
す
き
汝
か
な

我
ド
ア
を
過
ぐ
足
音
や
秋
の
暮

藥
つ
ぎ
し
猪
口
な
め
て
居
ぬ
秋
の
蠅

病
む
卓
に
林
檎
紅
さ
や
む
か
ず
見
る



142

寢
返
る
や
床
に
ず
り
落
つ
羽
根
布
團

 
 

昌
子
を
二
月
振
り
に
病
院
に
見
る

に
こ
の
こ
と
林
檎
う
ま
げ
や
お
下
げ
髮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
に
こ
に
こ
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
］

扉
の
隙
や
土
三
尺
の
秋
の
雨

九
月
盡
日
ね
も
す
降
り
て
誰
も
來
ず

雨
降
れ
ば
暮
る
ゝ
早
さ
よ
九
月
盡

終
電
車
野
菊
震
は
し
過
ぎ
し
か
ど

よ
べ
の
風
に
柿
の
安
否
や
家
人
來
ず

土
が
見
た
し
日
日
に
見
飽
き
し
壁
の
秋
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寢
返
れ
ば
暫
し
身
安
き
夜
長
か
な

秋
夕
や
い
つ
も
塀
外
を
豆
腐
賣

よ
べ
の
野
分
を
語
る
廊
人
旭
を
浴
び
て

 
 

光
子
來
る

朱
唇
ぬ
れ
て
葡
萄
う
ま
き
か
い
と
し
子
よ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
次
女
光
子
は
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
八
月
二
十
二

日
生
ま
れ
で
、
当
時
は
未
だ
四
歳
で
あ
っ
た
。
］

野
菊
や
ゝ
飽
き
て
眞
紅
の
花
戀
へ
り

秋
晴
や
絽
刺
に
こ
れ
る
看
護
人

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
絽
刺
」
は
「
ろ
ざ
し
」
と
読
む
。
絽
刺
し
縫
い
。

日
本
刺
繡
で
絽
織
り
の
透
き
目
に
色
糸
を
刺
し
て
布
目
を
埋
め
込
み
、
模
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様
を
作
る
も
の
。
袋
物
・
帯
・
草
履
の
表
な
ど
に
用
い
る
。
グ
ー
グ
ル
画

像
検
索
「
絽
刺
」
。
］

秋
晴
や
寢
臺
の
上
の
ホ
句
つ
く
り

 
 

熱
無
し

秋
風
や
氷
嚢
か
ら
び
搖
る
ゝ
壁

我
い
ま
だ
帝
都
の
秋
の
土
踏
ま
ず

粥
す
ゝ
る
匙
の
重
さ
や
ち
ゝ
ろ
蟲

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
ち
ゝ
ろ
蟲
」
蟋
蟀

こ

お

ろ

ぎ

の
異
名
。「
ち
ろ
ろ
む
し
」
と
も

呼
ぶ
。
］

咳
堪
ゆ
る
腹
力
な
し
そ
ゞ
ろ
寒

秋
朝
や
痛
が
り
と
か
す
縺
れ
髮

https://www.google.co.jp/search?q=%E7%B5%BD%E5%88%BA&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RCdcU-m7F4u78gX1zYDACg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899


145

 
 

夫
出
立

言
葉
少
く
別
れ
し
夫
婦
秋
の
宵

栗
む
く
や
夜
行
に
て
發
つ
夫
淋
し

父
立
ち
て
子
の
起
伏

お

き

ふ

し

や
柿
の
家

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
宇
内
が
見
舞
い
に
訪
れ
た
そ
の
帰
還
の
景
と
思
わ
れ

る
。
既
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
東
京
で
の
療
養
を
機
に
離
婚
問
題
が
起
こ

っ
て
い
る
。
年
譜
の
同
年
の
項
に
は
『
小
倉
で
の
生
活
が
痛
ま
し
す
ぎ
る

と
実
家
で
は
考
え
た
』
と
あ
る
。
当
時
久
女
三
十
歳
。
し
か
し
「
栗
む
く

や
」
を
中
心
に
こ
の
三
句
に
は
そ
う
し
た
陰
影
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、

ど
こ
か
宇
内
へ
の
愛
憐
の
情
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ

れ
る
。
］

長
病
や
足
荒
れ
て搔

く
羽
根
ぶ
と
ん

許
さ
れ
て
む
く
嬉
し
さ
よ
柿
一
つ
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野
路
の
茶
屋
の
柿
下
げ
て
來
ぬ
日
暮
人

腹
痛
に
醒
め
て
人
呼
ぶ
夜
半
の
秋

外
出
し
て
看
護
婦
遲
し
夜
半
の
秋

 
 

兄
姉
打
連
れ
見
舞
は
れ
て

秋
晴
や
栗
む
き
く
れ
る
兄
と
姉

病
む
我
に
兄
姉
親
し
栗
を
む
く

ほ
つ
ほ
つ
と
樂
し
み
む
く
や
栗
の
秋

獨
り
居
て
淋
し
く
栗
を
む
く
日
か
な

吾
子
に
似
て
泣
く
は
誰
が
子
ぞ
夜
半
の
秋

秋
の
夜
や
あ
ま
へ
泣
き
居
る
ど
こ
か
の
子
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母
上
來
る

老
顏
に
秋
の
曇
り
や
母
來
ま
す

歸
り
路
を
轉
び
給
ふ
な
秋
の
暮

 
 

退
院

二
十
五
日
振
り
目
白
へ
歸
宅

退
院
の
足
袋
の
白
さ
よ
秋
袷

髮
捲
い
て
疲
れ
し
腕
秋
袷

面
瘦
せ
て
束
ね
卷
く
髮
秋
袷

病
み瘦

せ
て
帶
の
重
さ
よ
秋
袷

帶
重
く
締
め
て
疲
れ
ぬ
秋
袷

躾
と
る
明
日
退
院
の
秋
袷
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
躾
と
る
」
裁
縫
用
語
。
縫
い
目
や
折
り
目
を
正
し

く
整
え
る
た
め
に
仮
に
ざ
っ
と
あ
ら
く
縫
わ
れ
た
糸
を
抜
く
こ
と
］

歸
り
見
れ
ば
芙
蓉
散
り
つ
き
し
袷
か
な

秋
袷
日
日
病
院
へ
通
ひ
け
り

敷
か
れ
あ
る
臥
床
に
入
れ
ば
秋
灯
つ
く

 
 

神
田
阿
久
津
病
院
へ
入
院

看
護
婦
つ
れ
て
秋
日
浴
び
に
出
し
露
臺
か
な

 
 

草
合
せ
の
秋
草
の
色
々
を
、
か
な
女
せ
ん
女
の
御
二
方
に
て
わ
ざ
わ

ざ
病
床
へ
御
見
舞
下
さ
る
。

友
禪
菊
の
か
げ
灯
に
浮
き
し
敷
布
か
な

秋
草
に
日
日
水
か
へ
て
枕
邊
に
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
か
な
女
せ
ん
女
」
長
谷
川
か
な
女
と
金
子
せ
ん
女

（
老
婆
心
乍
ら
孰
れ
も
「
女
」（
ぢ
よ
／
じ
ょ
）
と
読
む
）
。
か
な
女
は
当

時
三
十
三
歳
。
金
子
せ
ん
女
は
現
在
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
か

な
女
の
俳
誌
『
水
明
』
で
か
な
女
と
双
璧
を
成
し
た
女
流
俳
人
で
、
本
名

を
金
子
徳
（
子
）
と
い
う
。
句
集
に
「
な
つ
く
さ
」
（
昭
和
八
（
一
九
三

三
）
年
水
明
発
行
所
刊
）
。
当
時
の
年
齢
は
四
十
一
歳
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
彼
女
は
実
は
、
大
正
期
に
三
井
・
住
友
・
三
菱
を
凌
ぐ
勢
い
を
持

っ
て
い
た
神
戸
鈴
木
商
店
大
番
頭
と
し
て
丁
稚
奉
公
か
ら
身
を
起
こ
し

た
叩
き
上
げ
の
実
業
家
に
し
て
「
財
界
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
の
異
名
を
と
っ

た
金
子
直
吉
（
彼
自
身
は
土
佐
出
身
）
の
妻
で
あ
っ
た
（
未
見
で
あ
る
が
、

つ
い
最
近
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
「
お
家い

え

さ
ん
」
と
い
う
の
は
鈴
木
商
店
の
女

主
人
鈴
木
よ
ね
と
こ
の
金
子
直
吉
を
主
人
公
と
し
た
も
の
で
あ
る
）
。
杉

田
久
女
の
評
論
「
大
正
女
流
俳
句
の
近
代
的
特
色
」
（
昭
和
二
（
一
九
二

七
）
年
十
月
稿
・
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
二
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

所
収
）
で
久
女
が
引
い
て
い
る
せ
ん
女
の
句
を
以
下
に
示
す
（
底
本
の
第

二
巻
所
収
の
者
を
底
本
と
し
つ
つ
、
「
虫
」
以
外
は
正
字
化
し
、
踊
り
字

「〱

」
も
正
字
で
示
し
た
）
。

灯
に
お
ぢ
て
鳴
か
ず
廣
葉
の
虫
の
髭 

 
 

 
 

せ
ん
女

白
萩
の
こ
ま
こ
ま
こ
ぼ
れ
つ
く
し
け
り 

 
 

 

せ
ん
女
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山
駕
に
さ
し
し
ね
む
け
や
葛
の
花 

 
 

 
 

 

せ
ん
女

病
ん
で
さ
へ
お
れ
ば
ひ
ま
な
り
菊
の
晴
れ 

 
 

せ
ん
女

鈴
虫
や
疾
は
疾
我
生
き
ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

せ
ん
女

極
月
や
何
や
ら
ゆ
め
見
病
み
ど
ほ
し 

 
 

 
 

せ
ん
女

病
み
な
が
ら
松
の
内
な
る
わ
が
調
度 

 
 

 
 

せ
ん
女

よ
き
母
で
あ
り
た
き
願
ひ
夜
半
の
冬 

 
 

 
 

せ
ん
女

極
月
や
婢
や
さ
し
く
己
が
幸 

 
 

 
 

 
 

 

せ
ん
女

母
が
手
わ
ざ
の
葛
布
を
そ
め
て
着
た
り
け
り 

 

せ
ん
女

わ
が
編
み
て
古
手
袋
と
な
り
に
け
り 

 
 

 
 

せ
ん
女

な
お
、
「
病
ん
で
さ
へ
」
以
下
の
句
は
同
俳
論
の
「
三

境
遇
個
性
を
よ

め
る
句
」
に
所
収
す
る
も
の
で
、
そ
こ
で
久
女
は
『
須
磨
の
山
莊
に
久
し

い
宿
痾
を
養
つ
て
ゐ
る
せ
ん
女
氏

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
は
病
の
句
が
澤
山
あ
る
』
と
記
し
て

い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

な
お
、
「
鈴
木
商
店
記
念
館
」
の
金
子
直
吉
の
事
蹟
に
よ
れ
ば
、
彼
も
妻

の
影
響
を
受
け
て
俳
句
を
や
り
、

初
夢
や
太
閤
秀
吉
那

翁

ナ
ポ
レ
オ
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

白
鼠

天
正
の
矢
叫
び
を
啼
け
時

鳥

ホ
ト
ト
ギ
ス 

 
 

 
 

 
 

白
鼠

http://www.suzukishoten-museum.com/footstep/person/cat9/
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の
句
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
俳
号
「
白
鼠
」
と
は
主
家
に
献
身
的
な
家
僕

を
意
味
す
る
と
リ
ン
ク
先
に
あ
る
。
］

 
 

み
さ
子
樣
の
御
文
あ
り
、
萩
の
花
を
戴
く

ま
ど
ろ
む
や
さ
ゝ
や
く
如
き
萩
紫
苑

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
み
さ
子
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
大
正
女
流
俳
人
飯
島

み
さ
子
（
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
～
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
）

と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
二
十
一
歳
。
大
阪
生
ま
れ
。
生
後
間
も
な
く
罹
患

し
た
ポ
リ
オ
に
よ
っ
て
歩
行
困
難
と
な
っ
た
が
、
十
六
歳
頃
よ
り
俳
句
を

長
谷
川
零
余
子
に
学
ぶ
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
で
虚
子
に
認
め
ら
れ
た
が
、

チ
フ
ス
に
よ
り
二
十
五
歳
で
死
去
し
た
。
翌
年
、
句
集
「
擬
宝
珠
」
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
（
代
表
作
で
あ
る
「
熱
の
目
に
紫
う
す
き
ぎ
ぼ
し
ゆ
か
な
」

に
因
む
も
の
で
あ
ろ
う
）
。
や
は
り
久
女
の
評
論
「
大
正
女
流
俳
句
の
近

代
的
特
色
」
か
ら
久
女
が
引
い
て
い
る
み
さ
子
の
句
を
以
下
に
示
す
（
底

本
そ
の
他
は
同
前
）
。

 
 

花
び
ら
に
深
く
虫
沈
め
冬
の
ば
ら 

 
 

 
 

み
さ
子

 
 

秋
蝶
や
漆
黑
う
す
れ
檜
葉
に
と
ぶ 

 
 

 
 

み
さ
子
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い
た
ゞ
き
に
ぼ
や
け
し
實
や
な
枯
芙
蓉 

 
 

み
さ
子

 
 

大
輪
の
あ
と
莟
な
し
冬
の
ば
ら 

 
 

 
 

 

み
さ
子

 
 

櫻
餠
ふ
く
み
え
く
ぼ
や
話
し
あ
く 

 
 

 
 

み
さ
子

 
 

元
ゆ
い
か
た
き
冬
夜
の
髮
に
寢
た
り
け
り 

 

み
さ
子

 
 

病
み
心
地
の
母
と
よ
り
そ
ひ
林
檎
む
く 

 
 

み
さ
子

 
 

手
に
う
け
て
盆
提
灯
を
た
ゝ
み
け
り 

 
 

 

み
さ
子

 
 

簪
の
み
さ
し
か
え
て
髮
や
夜
櫻
に 

 
 

 
 

み
さ
子

 
 

春
晝
や
出
船
の
へ
り
の
う
す
埃 

 
 

 
 

 

み
さ
子

 
 

大
池
の
ま
ど
か
な
る
端
や
菖
蒲
の
芽 

 
 

 

み
さ
子

 
 

春
雷
や
夜
半
灯
り
て
父
母
の
聲 

 
 

 
 

 
み
さ
子

 
 

雨
ふ
れ
ば
雨
な
つ
か
し
み
菊
に
縫
ふ 

 
 

 

み
さ
子

 
 

菊
人
形
と
き
け
ど
外
出
の
心
な
く 

 
 

 
 

み
さ
子

 
 

母
に
似
し
眉
う
れ
し
け
れ
冬
鏡 

 
 

 
 

 

み
さ
子

 
 

炭
つ
い
で
い
つ
か
し
み
じ
み
と
語
り
け
り 

 

み
さ
子

 
 

木
の
芽
雨
母
お
う
て
傘
ま
ゐ
ら
せ
ぬ 

 
 

 

み
さ
子

こ
の
評
論
を
認
め
た
時
、
み
さ
子
は
既
に
白
玉
楼
中
の
姫
と
な
っ
て
い
た
。

同
俳
論
の
「
三

境
遇
個
性
を
よ
め
る
句
」
で
は
、
後
半
の
句
を
挟
み
な

が
ら
久
女
は
『
二
十
幾
歳
で
早
世
し
た
み
さ
子
氏

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

は
、
其
性
白
萩
の
如
く

優
雅
純
眞
。
足
の
固
疾
に
對
し
て
も
す
こ
し
の
不
平
も
な
く
、
大
正
女
流
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中
唯
一
の
年
少
處
女
俳
人
』
と
し
、
『
花
の
さ
か
り
の
年
頃
を
引
籠
り
が

ち
に
、
只
俳
句
を
生
命
と
し
て
暮
し
、
ひ
た
す
ら
父
母
を
た
よ
る
乙
女
心

か
ら
父
母
を
よ
め
る
句
頗
る
多
く
』
、『
一
生
を
父
母
の
慈
愛
に
生
き
、
す

な
お
な
落
付
を
も
て
、
女
ら
し
い
し
と
や
か
な
佳
句
を
の
こ
し
て
い
る
』

と
綴
っ
て
い
る
。
先
の
金
子
せ
ん
女
と
と
も
に
久
女
に
と
っ
て
は
生
涯
忘

れ
難
い
同
朋
で
あ
っ
た
こ
と
が
し
み
じ
み
と
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
］

毛
蟲
の
子
莖
を
這
ひ
ゐ
し
芒
か
な

火
な
き
火
鉢
並
ぶ
夜
寒
の
廊
下
か
な

枯
野
菊
廊
下
に
出
し
て
寢
た
り
け
り

 
 

吾
妻
病
院
へ
再
入
院

十
月

ト
ラ
ン
プ
や
病
院
更
け
て
石
蕗
の
雨

子
等
を
夢
見
て
病
院
淋
し
石
蕗
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、
「
石
蕗
」
は
「
つ
わ
」
で
キ
ク
亜
綱
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キ
ク
目
キ
ク
科
キ
ク
亜
科
ツ
ワ
ブ
キ
属

Farfugium
 japonicum

を

指
す
。
和
名
は
「
艶
葉
蕗

つ

や

ば

ぶ

き

」
、「
艶
の
あ
る
葉
の
蕗
」
か
ら
転
じ
た
と
さ
れ

る
。
］

菊
の
日
を
浴
び
て
耳
透
く
病
婦
か
な

 
 

始
め
て
歩
む
日

病
癒
え
て
菊
に
あ
る
日
を
尊
め
り

菊
も
わ
れ
も
生
き
え
て
尊
と
日
の
惠
み

 
 

退
院

菊
に
掃
き
ゐ
し
庭
師
午
砲
に
立
去
れ
り

山
茶
花
や
病
み
つ
ゝ
思
ふ
金
の
こ
と

泣
き
し
あ
と
の
心
す
が
す
が
し
菊
畠
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母
留
守
の
菊
に
そ
と
下
り
し
病
後
か
な

個
性

さ

が

ま
げ
て
生
く
る
道
わ
か
ず
ホ
句
の
秋

妬
心
ほ
の
と
知
れ
ど
な
つ
か
し
白
芙
蓉

螺
線

ね

じ

ま
い
て
崖
落
つ
時
の
一
葉
疾
し

雞
頭

大

き
く
倒
れ
浸
り
ぬ
潦

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
。
前
に
注
し
た
よ
う
に
「雞

頭

」
は
「
け

い
と
」
と
読
ん
で
い
よ
う
。
「
潦
」
は
「
に
は
た
づ
み
（
に
わ
た
ず
み
）
」

と
読
み
、
雨
が
降
っ
て
地
上
に
溜
ま
っ
て
は
流
れ
る
水
を
い
う
。
］

櫛
卷
に
か
も
じ
乾
け
る
菊
の
垣

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
。
「
櫛
卷
」
は
「
く
し
ま
き
」
で
女
性

の
髪
の
結
い
方
の
一
つ
。
紐
で
結
ん
だ
り
せ
ず
、
束
髪
を
櫛
に
巻
き
つ
け

て
頭
頂
部
に
留
め
る
だ
け
の
簡
単
な
髪
型
。「
か
も
じ
」
は
「
髢
」「
髪
文

字
」
。
頭
の
「
か
」
は
「
か
み
（
髪
）
」「
か
ず
ら
（
髢
）
」
な
ど
の
頭
音
で
、
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「
も
じ
」
は
文
字
言
葉
（
あ
る
馴
染
み
の
単
語
の
後
半
部
を
省
い
て
そ
の

語
の
頭
音
又
は
前
半
部
分
を
表
わ
す
仮
名
の
下
に
付
い
て
品
よ
く
言
い

表
し
た
り
、
婉
曲
に
言
い
表
わ
し
た
り
す
る
一
種
の
女
房
詞
）
。
狭
義
に

は
、
婦
人
が
髪
を
結
う
際
に
豊
か
に
す
る
た
め
に
添
え
る
毛
、
添
え
髪
・

入
れ
髪
を
い
う
が
、
広
義
に
は
「
お
か
も
じ
」
で
髪
全
般
を
指
す
女
房
詞

で
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
久
女
は
病
み
上
が
り
で
あ
る
か
ら
、
髪
全
体
と
い

う
意
の
後
者
で
あ
ろ
う
。
］

夫
へ
戻
す
子
等
の
衣
縫
ふ
冬
夜
か
な

 
 

昌
子
猖
紅
熱

十
二
月

北
斗
凍
て
た
り
祈
り
つ
急
ぐ
藥
取
り

燭
と
り
て
菊
根
の
雪
を
か
き
取
り
ぬ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
長
女
昌
子
は
当
時
満
九
歳
。
こ
れ
は
昌
子
が
預
け
ら

れ
て
い
た
宇
内
の
実
家
へ
と
病
気
の
急
を
聴
い
て
駆
け
付
け
た
そ
の
際

の
景
か
、
そ
れ
と
も
小
康
を
得
た
久
女
が
昌
子
を
宇
内
の
実
家
か
ら
東
京

へ
引
き
取
っ
た
後
に
発
症
し
た
と
す
れ
ば
東
京
の
景
か
、
孰
れ
か
は
不
詳
。
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後
者
か
。
後
の
句
の
雪
は
熱
を
冷
や
す
た
め
に
夜
に搔

き
採
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
］

 
 

父
の
忌

二
句

御
僧
に
門
の
雪
搔
く
忌
日
か
な

御
僧
に
蕪
汁
あ
つ
し
三
囘
忌

 
 

柿
の
花

目
白
實
家

五
句

灯
れ
ば
蚊
の
く
る
花
柿
の
葉
か
げ
よ
り

雨
に
來
ぬ
人
誰
々
ぞ
柿
の
花

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
來
ぬ
」
こ
こ
は
無
論
、
久
女
な
れ
ば
こ
そ
、
雨
の

中
、
退
院
し
た
彼
女
を
、
わ
ざ
わ
ざ
「
き
ぬ
人
」
、
訪
ね
来
て
く
れ
た
人

を
、
で
は
な
く
、「
こ
ぬ
人
」
、
来
て
く
れ
な
い
つ
れ
な
い
人
を
、
執
拗
（
し

ゅ
う
ね
）
く
数
え
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
］
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花
柿
に
簾
高
く
捲
い
て
部
屋
く
ら
し

障
子
し
め
て
雨
音
し
げ
し
柿
の
花

苑
の
柿
ま
だ
澁
切
れ
ぬ
會
式
か
な

 
 

櫓
山
山
莊虛

子
先
生
來
遊
句
會

四
句

潮
干
人
を
松
に
佇
み
見
下
せ
り

花
石
蕗
の
今
日
の
句
會
に
缺
け
し
君

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
缺
け
し
君
」
底
本
で
は
「
缺
」
は
「
欠
」
。
］

秋
山
に
映
り
て
消
え
し
花
火
か
な

石
の
間
に
生
え
て
小
さ
し
葉雞

頭

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「雞

」
は
底
本
の
用
字
。
こ
れ
は
大
正
一
一
（
一
九

二
二
）
年
十
月
に
長
崎
に
西
下
す
る
高
浜
虚
子
を
迎
え
た
、
橋
本
多
佳
子
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豊
次
郎
夫
妻
の
櫓
山
荘
で
の
句
会
風
景
で
あ
る
。
実
際
に
は
既
に
こ
の
年

の
三
月
二
十
五
日
に
同
じ
櫓
山
荘
で
虚
子
は
長
崎
旅
行
の
帰
途
に
句
会

を
開
い
て
い
る
（
底
本
と
同
じ
立
風
書
房
一
九
八
九
年
刊
の
「
橋
本
多
佳

子
全
集
」
の
多
佳
子
年
譜
に
よ
る
）
。
こ
の
時
、
久
女
の
年
譜
に
よ
れ
ば

橋
本
夫
妻
は
句
会
を
見
学
と
あ
り
句
会
自
体
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
従

っ
て
私
は
二
句
目
に
あ
る
「
缺
け
し
君
」
と
久
女
が
愛
お
し
ん
で
い
る
の

は
、
実
は
多
佳
子
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
後
よ
り
久
女
は
本
格

的
な
久
女
の
句
作
指
導
（
絵
も
描
か
さ
れ
た
と
多
佳
子
の
言
を
載
す
）
を

受
け
る
よ
う
に
な
る
。
底
本
の
久
女
の
年
譜
に
は
虚
子
来
訪
三
月
の
記
事

が
な
く
、
逆
に
多
佳
子
の
年
譜
に
は
こ
の
十
月
の
虚
子
再
訪
の
記
事
が
な

い
。
何
か
、
奇
妙
で
あ
る
。
］

 
 

江
津
湖
の
日

十
一
句

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久

女
句
集
」
に
は
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
の
句
群
と
し
て
入
っ
て
い
る

が
、
実
際
に
は
そ
の
前
年
大
正
十
年
九
月
に
熊
本
の
江
津
湖
畔
に
住
ん
で

い
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
で
親
し
く
な
っ
た
斎
藤
汀
女
（
後
の
中
村
汀
女
。

当
時
二
十
一
歳
。
久
女
よ
り
十
歳
若
い
）
を
訪
ね
た
際
の
嘱
目
吟
で
あ
る

（
言
っ
て
お
く
と
同
句
集
の
大
正
十
年
パ
ー
ト
に
は
一
句
し
か
載
っ
て
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お
ら
ず
、
明
ら
か
に
編
集
上
の
奇
異
な
感
じ
を
与
え
る
。
こ
こ
に
は
も
し

か
す
る
と
、
宇
内
と
の
結
婚
生
活
を
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
同
年
に
は
実

母
さ
よ
か
ら
『
夫
が
俳
句
を
嫌
う
の
な
ら
俳
句
を
や
め
る
よ
う
に
説
得
さ

れ
た
』
（
底
本
年
譜
）
と
い
っ
た
事
情
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
即
ち
、
俳
句
を
や
め
た
『
振
り
を
し
て
い
た
』
可
能
性
で
あ
る
）
。

「
江
津
湖
」
は
「
え
づ
こ
（
え
ず
こ
）
」
と
読
む
。
現
在
の
熊
本
県
熊
本

市
東
区
及
び
中
央
区
に
か
か
っ
て
存
在
す
る
湖
。
上か

み

江
津
湖
と
下し

も

江
津
湖

に
分
か
れ
た
瓢
簞
型
を
成
し
、
間
を
加
勢
川
が
繋
い
で
お
り
、
上
江
津
湖

の
東
側
半
分
が
中
央
区
に
属
し
て
い
る
。
「
水
前
寺
江
津
湖
公
園
」
公
式

サ
イ
ト
の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
句
群
で
も
水
棲
植
物
が
多
く
詠
ま

れ
て
い
る
が
、
特
に
九
州
の
一
部
だ
け
に
自
生
す
る
食
用
の
淡
水
産
稀
少

藍
藻
類
で
あ
る
真
正
細
菌
藍
色
細
菌
門
藍
色
細
菌
綱
ク
ロ
オ
コ
ッ
カ
ス

目
ク
ロ
オ
コ
ッ
カ
ス
科
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ
リ

A
phanothece sacrum

の
発
生
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ
リ
（
水
前
寺
海
苔
）
は
茶

褐
色
で
不
定
形
、
単
細
胞
の
個
体
が
寒
天
質
の
基
質
の
中
で
群
体
を
形
成
、

郡
体
は
成
長
す
る
と
川
底
か
ら
離
れ
て
水
中
を
漂
う
。
但
し
、
現
在
も
上

江
津
湖
に
国
天
然
記
念
物
「
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ
リ
発
生
地
」
は
あ
る
も
の
の
、

一
九
九
七
年
以
降
に
於
い
て
水
質
の
悪
化
と
水
量
の
減
少
に
よ
り
こ
こ

の
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ
リ
は
ほ
ぼ
絶
滅
し
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
（
現
在
、
自

生
地
と
し
て
は
福
岡
県
朝
倉
市
甘
木
地
区
の
黄
金
川
一
箇
所
の
み
）
。
本

http://www.ezuko-park.com/about_s
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種
は
熊
本
市
の
水
前
寺
成
趣
園
の
池
で
発
見
さ
れ
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）

年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
植
物
学
者
ス
リ
ン
ガ
ー
（

W
illem

 Frederik 

R
einier Suringar

）
に
よ
っ
て
世
界
に
紹
介
さ
れ
た
。
因
み
に
こ
の

種
小
名
「sacrum
」
は
英
語
の
「sacrifice

」
で
「
聖
な
る
」
を
意
味

す
る
。
こ
れ
は
彼
が
こ
の
藍
藻
の
棲
息
環
境
の
あ
ま
り
の
清
浄
な
さ
ま
に

驚
嘆
し
て
命
名
し
た
も
の
と
い
う
。
た
だ
近
年
で
は
人
口
養
殖
に
成
功
し
、

食
用
に
生
産
さ
れ
て
い
る
他
、
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ
リ
の
細
胞
外
マ
ト
リ
ッ
ク

ス
（

E
xtracellular M

atrix

：
生
物
細
胞
の
外
側
を
外
皮
の
よ
う
に

覆
う
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
超
分
子
構
造
体
。
）
に
含
ま
れ
る
高
分
子
化

合
物
の
硫
酸
多
糖
で
あ
る
サ
ク
ラ
ン
（

Sacran
種
小
名
に
由
来
）
が

重
量
比
で
約
六
一
〇
〇
倍
も
の
水
分
を
吸
収
す
る
性
質
を
持
つ
こ
と
か

ら
保
湿
力
を
高
め
た
化
粧
水
に
応
用
さ
れ
た
り
、
サ
ク
ラ
ン
が
陽
イ
オ
ン

と
の
結
合
に
よ
っ
て
ゲ
ル
化
す
る
と
い
う
性
質
を
利
用
、
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ

リ
を
原
料
に
生
産
し
た
サ
ク
ラ
ン
を
工
場
排
水
な
ど
に
投
入
し
て
レ
ア

メ
タ
ル
を
回
収
す
る
研
究
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
（
以
上
は
主
に

ウ
ィ
キ
の
「
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ
リ
」
及
び
そ
の
リ
ン
ク
先
に
拠
っ
た
）
。
こ

こ
で
藻
を
刈
っ
て
い
る
の
は
晩
夏
初
秋
の
湖
に
繁
茂
し
て
し
ま
っ
た
水

草
を
刈
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
「
刈
藻
の
香
」
と
い
う
と

こ
ろ
な
ど
、
多
量
に
刈
り
揚
げ
て
干
さ
れ
た
生
臭
い
雑
草
と
し
て
の
水
草

類
の
そ
れ
と
は
思
わ
れ
ず
、
こ
の
食
用
に
さ
れ
る
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ
リ
や
後

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8E%E3%83%AA
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の
句
に
掲
げ
ら
れ
る
染
料
や
や
は
り
食
用
に
供
さ
れ
る
ミ
ズ
ア
オ
イ
（
後

注
参
照
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
し
て
よ
い
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ

の
句
群
、
さ
な
が
ら
、
水
棲
水
辺
植
物
博
物
句
集
の
体て

い

を
成
し
て
す
こ
ぶ

る
附
き
で
私
に
は
面
白
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
久
女
も
、
こ
こ
で
句
に
は
詠
ま

れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
ぬ
ス
イ
ゼ
ン
ジ
ノ
リ
の
こ
と
を
私
が
長
々
と
注

し
た
こ
と
を
、
き
っ
と
許
し
て
く
れ
る
、
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
］

遊
船
の
提
灯
赤
く
搖
れ
あ
へ
る

藻
の
花
に
自
ら
渡
す
水
馴
棹

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
水
馴
棹
」
は
「
み
な
れ
ざ
を
（
み
な
れ
ざ
お
）
」
と

読
み
、
水
底
に
挿
し
て
船
を
進
め
る
竿
の
こ
と
。
古
語
。
］

水
莊
の
蚊
帳
に
と
ま
り
し
螢
か
な

藻
を
刈
る
と
舳
に
立
ち
て
映
り
を
り

藻
刈
竿
水
揚
ぐ
る
時
た
わ
み
つ
ゝ
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
藻
刈
竿
」
藻
を
刈
る
た
め
に
用
い
る
専
用
の
道
具
。

藻
刈
器
。
現
在
ネ
ッ
ト
上
で
販
売
さ
れ
て
い
る
も
の
を
画
像
で
視
認
す
る

と
、
鎌
の
柄
が
非
常
に
長
い
形
状
を
成
す
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
も
そ
の

柄
が
驚
く
ほ
ど
長
い
も
の
を
想
起
出
来
る
。
］

湖
畔
歩
む
や
秋
雨
に
ほ
の
と
刈
藻
の
香

舟
人
や
秋
水
叩
く
刈
藻
竿

水
葱

な

ぎ

の
花
折
る
間
舟
寄
せ
太
藺
中

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
水
葱
」
単
子
葉
綱
ツ
ユ
ク
サ
目
ミ
ズ
ア
オ
イ
科
ミ

ズ
ア
オ
イ

M
onochoria korsakow

ii 

の
別
名
。
ウ
ィ
キ
の
「
ミ
ズ
ア

オ
イ
」
に
よ
れ
ば
、
「
万
葉
集
」
で
は
「
水
葱
」
と
し
て
求
愛
の
歌
に
詠

ま
れ
る
な
ど
し
て
古
く
か
ら
湖
や
川
辺
に
住
ま
う
人
々
に
親
し
ま
れ
て

き
た
も
の
で
、
青
紫
色
の
花
は
染
物
に
利
用
さ
れ
た
他
、
食
用
に
供
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
、
食
用
に
す
る
場
合
は
若
芽
や
若
葉
を
塩
茹
で
に
し
て
流

水
に
よ
く
晒
し
、
汁
物
・
煮
物
・
和
え
物
に
用
い
る
と
あ
る
。「
太
藺
中
」

は
「
ふ
と
ゐ
／
な
か
（
ふ
と
い
／
な
か
）
」
と
読
ん
で
い
よ
う
。「
藺
」
は

畳
表
に
使
わ
れ
る
湿
地
や
水
中
に
植
生
す
る
単
子
葉
植
物
綱
イ
グ
サ
目

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%A4
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イ
グ
サ
科
イ
グ
サ

Juncus effusus
var. decipens

の
こ
と
。
別
名

ト
ウ
シ
ン
ソ
ウ
（
燈
芯
草
）
。
夏
の
季
語
。
］

漕
ぎ
よ
せ
て
水
葱
の
花
折
る
手
の
べ
け
り

藻
に
弄
ぶ
指
蒼
ざ
め
ぬ
秋
の
水

羊
蹄

ぎ

し

ぎ

し

に
石
摺
り
上
る
湖
舟
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
羊
蹄
」
や
や
湿
っ
た
道
端
や
水
辺
・
湿
地
な
ど
に

植
生
す
る
双
子
葉
植
物
綱
ナ
デ
シ
コ
目
タ
デ
科
ス
イ
バ
属
ギ
シ
ギ
シ

R
um

ex japonicas

の
こ
と
。
若
芽
や
若
葉
は
山
菜
食
用
に
、
根
は
皮

膚
薬
に
な
る
。
］

 
 

 

秋
月
と
コ
ス
モ
ス

五
句

月
の頰

を
つ
た
ふ
涙
や禱

り
け
り

熱
涙
拭
ふ
袂
の
緋
絹
や
秋
袷
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わ
れ
に
つ
き
ゐ
し
サ
タ
ン
離
れ
ぬ
曼
珠
沙
華

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
曼
珠
沙
華
の
句
で
は
群
を
抜
く
久
女
な
ら
で
は
の
佳

句
で
あ
る
。
］

コ
ス
モ
ス
く
ら
し
雲
の
中
ゆ
く
月
の
暈

コ
ス
モ
ス
に
風
あ
る
日
か
な
咲
き
殖
ゆ
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
三
十
二
歳
の
時
の
句
群
。

久
女
は
前
年
か
ら
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
こ
の
年
の
二

月
に
洗
礼
を
受
け
、
十
二
月
に
は
夫
宇
内
も
受
洗
し
て
い
る
。
］

 
 

 

大
正
十
四
年
姉
死
去

二
句

霧
し
め
り
重
た
き
蚊
帳
を
た
た
み
け
り

夏
帶
や
は
る
ば
る
葬
に
間
に
合
は
ず

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
前
書
の
「
大
正
十
四
年
」
は
誤
記
と
思
わ
れ
る
（
底
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本
に
も
右
に
マ
マ
注
記
が
附
さ
れ
て
あ
る
）
。
年
譜
に
よ
れ
ば
姉
越
村
靜

は
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
七
月
に
逝
去
し
て
い
る
。
富
士
見
書
房
平

成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
刊
の
坂
本
宮
尾
「
杉
田
久
女
」
に
よ
れ
ば
、『
小

倉
か
ら
駆
け
つ
け
た
が
葬
儀
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
』
と
あ
り
、
『
三
歳

違
い
の
姉
は
享
年
三
十
八
』
で
、
『
草
稿
に
久
女
は
東
京
で
最
後
に
姉
と

会
っ
た
日
の
こ
と
を
、
「
い
つ
に
な
く
新
橋
ま
で
見
送
つ
て
く
れ
優
し
く

涙
ぐ
ん
で
ゐ
た
姉
靜
子
」
と
し
の
ん
で
い
る
』
と
記
す
（
引
用
元
で
は
「
静

子
」
で
あ
る
が
正
字
化
し
た
）
。
な
お
、
久
女
に
は
兄
二
人
姉
二
人
の
五

人
兄
姉
の
三
女
で
あ
っ
た
が
、
姉
の
一
人
は
夭
折
し
て
い
る
。
］

 
 

 
 

 
 

＊

 
 

 

大
正
十
四
年

松
山
に
て

五
句

上
陸
や
わ
が
夏
足
袋
の
う
す
よ
ご
れ

夏
羽
織
と
り
出
す
う
れ
し
旅
鞄

替
り
す
る
墨
ま
だ
う
す
し
靑
嵐
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卓
の
百
合
あ
ま
り
香
つ
よ
し
疲
れ
た
り

姫
著
莪
の
花
に
墨
す
る
朝
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
姫
著
莪
」
は
「
ひ
め
し
や
が
（
ひ
め
し
ゃ
が
）
」
で
、

単
子
葉
植
物
綱
キ
ジ
カ
ク
シ
目
ア
ヤ
メ
科
ア
ヤ
メ
属
シ
ャ
ガ

Iris 

japonica

の

近

縁

種

ヒ

メ

ジ

ャ

ガ

（

姫

射

干

・

姫

著

莪

）Iris 

gracilipes

。
常
緑
の
シ
ャ
ガ
と
は
異
な
り
冬
に
は
枯
れ
る
。
花
期
は

五
～
六
月
で
直
径
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
淡
紫
色
の
花
を
花
茎
に

二
、
三
個
咲
か
せ
る
。
外
花
被
片
の
中
央
は
白
色
で
、
紫
色
の
脈
と
黄
色

の
斑
紋
が
あ
り
、
鶏
冠
状
の
突
起
が
あ
る
（
以
上
は
ウ
ィ
キ
の
「
ヒ
メ
シ

ャ
ガ
」
に
拠
る
。
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「
ヒ
メ
ジ
ャ
ガ
」
）
。

大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
五
月
二
十
四
日
の
高
浜
虚
子
歓
迎
松
山
俳

句
大
会
出
席
時
の
吟
詠
。

な
お
、
こ
の
一
句
群
の
前
に
打
た
れ
た
ア
ス
タ
リ
ス
ク
は
前
の
箇
所
と

同
じ
く
や
は
り
特
異
で
、
し
か
も
そ
の
意
図
が
読
者
に
は
判
然
と
し
な
い
。

や
は
り
こ
れ
は
久
女
の
中
の
隠
さ
れ
た
意
識
の
一
つ
の
区
切
り
の
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
］

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%AC
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%92%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%AC&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZkyGU_uiMcX-8QXewYDwDw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
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昭
和
元
年

箱
崎
に
て

七
句

病
間
や
破
船
に
凭
れ
日
向
ぼ
こ

間
借
し
て
塵
な
く
住
め
り
籠
の
菊

炭
つ
ぐ
や頰

笑
ま
れ
よ
む
子
の
手
紙

筑
紫
野
は
は
こ
べ
花
咲
く
睦
月
か
な

山
茶
花
の
紅
つ
き
ま
ぜ
よ
ゐ
の
こ
餠

ゐ
の
こ
餠
博
多
の
假
寢
馴
れ
し
頃

ゐ
の
こ
餠
紅
濃
く
つ
け
て
鄙
び
た
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
箱
崎
」
現
在
の
福
岡
県
福
岡
市
東
区
箱
崎
。
福
岡

市
東
区
南
部
に
あ
り
、
現
在
は
東
区
区
役
所
が
置
か
れ
て
い
る
東
区
の
行

政
上
の
中
心
。
古
い
町
並
み
が
残
っ
て
お
り
、
筑
前
国
一
の
宮
で
旧
官
幣

大
社
の
筥
崎
宮

は
こ
ざ
き
ぐ
う

な
ど
の
神
社
や
史
跡
が
多
く
存
在
す
る
（
以
上
は
ウ
ィ
キ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E5%B4%8E_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82)
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の
「
箱
崎
」
に
拠
る
）
。
底
本
年
譜
の
大
正
一
五
・
昭
和
元
（
一
九
二
六
）

年
の
条
に
、『
十
一
月
、
病
気
療
養
の
た
め
箱
崎
へ
』
と
あ
り
、『
俳
句
に

専
心
の
心
を
固
め
る
』
と
も
あ
る
。
前
掲
の
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」

に
は
『
入
院
治
療
す
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
し
ば
ら
く
福

岡
の
箱
崎
で
部
屋
を
借
り
て
静
養
』
し
た
と
あ
る
。

「
ゐ
の
こ
餠
」
「
ゐ
の
こ
」
は
「
亥
の
子
」
で
旧
暦
十
月
即
ち
亥
の
月
の

最
初
の
亥
の
日
に
行
わ
れ
る
祭
祀
行
事
で
主
に
西
日
本
で
見
ら
れ
る
も

の
。
亥
の
子
餅
を
作
っ
て
食
べ
て
万
病
除
去
や
子
孫
繁
栄
を
祈
る
、
子
供

た
ち
が
地
区
の
家
の
前
で
地
面
を
搗
い
て
回
っ
た
り
す
る
。
玄
猪
・
亥
の

子
の
祝
い
・
亥
の
子
祭
り
と
も
い
う
。
参
照
し
た
ウ
ィ
キ
の
「
亥
の
子
」

に
よ
る
と
、
古
代
中
国
で
旧
暦
十
月
『
亥
の
日
亥
の
刻
に
穀
類
を
混
ぜ
込

ん
だ
餅
を
食
べ
る
風
習
か
ら
、
そ
れ
が
日
本
の
宮
中
行
事
に
取
り
入
れ
ら

れ
た
と
い
う
説
』
、『
古
代
に
お
け
る
朝
廷
で
の
事
件
か
ら
と
い
う
伝
承
も

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
景
行
天
皇
が
九
州
の
土
蜘
蛛
族
を
滅
ぼ
し
た
際
に
、

椿
の
槌
で
地
面
を
打
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
行
事
に
よ
っ
て
天
皇
家
へ
の
反
乱
を
未
然
に
防
止
す
る
目
的
で
行

わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
行
事
は
次
第
に
貴
族
や
武
士
に
も
広
が
り
、
や
が

て
民
間
の
行
事
と
し
て
も
定
着
し
た
。
農
村
で
は
丁
度
刈
入
れ
が
終
わ
っ

た
時
期
で
あ
り
、
収
穫
を
祝
う
意
味
で
も
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
地
面
を
搗

く
の
は
、
田
の
神
を
天
（
あ
る
い
は
山
）
に
返
す
た
め
と
伝
え
る
地
方
も

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%B1%E5%B4%8E_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A5%E3%81%AE%E5%AD%90
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あ
る
。
猪
の
多
産
に
あ
や
か
る
と
い
う
面
も
あ
り
、
ま
た
こ
の
日
に
炬
燵

等
の
準
備
を
す
る
と
、
火
災
を
逃
れ
る
と
も
さ
れ
る
』
と
あ
る
。
ウ
ィ
キ

の
「
亥
の
子
餅
」
に
は
、
『
名
称
に
亥
（
猪
）
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
餅
の
表
面
に
焼
き
ご
て
を
使
い
、
猪
に
似
せ
た
色
を
付
け
た

も
の
や
、
餅
に
猪
の
姿
の
焼
印
を
押
し
た
も
の
、
単
に
紅
白
の
餅
、
餅
の

表
面
に
茹
で
た
小
豆
を
ま
ぶ
し
た
も
の
な
ど
、
地
方
に
よ
り
大
豆
、
小
豆
、

サ
サ
ゲ
、
胡
麻
、
栗
、
柿
、
飴
な
ど
素
材
に
差
異
が
あ
り
、
特
に
決
ま
っ

た
形
・
色
・
材
料
は
な
い
』
と
あ
っ
て
、
「
摂
津
国
能
勢
に
お
け
る
亥
の

子
餅
」
と
い
う
項
を
設
け
て
、
そ
こ
に
は
神
功
皇
后
と
応
神
天
皇
に
纏
わ

る
詳
し
い
伝
承
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
応
神
天
皇
の
誕
生
は
神
功
皇
后
が
三

韓
征
伐
か
ら
戻
っ
た
筑
紫
で
の
出
来
事
で
あ
り
、
福
岡
と
の
関
連
も
あ
り

そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
箱
崎
の
筥
崎
宮
参
道
沿
い
に
あ
る
真
言
宗
恵
光
院

の
「
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」
の
記
載
に
あ
る
「
年
間
定
例
行
事
」
の
十
一
月
に

『
初
亥
の
日

い
の
こ
金
幣
祭
』
と
い
う
の
が
あ
り
、
『
い
の
こ
ま
つ
り

は
地
方
に
よ
り
祝
い
方
が
異
る
が
中
国
の
行
事
（
こ
の
日
に
餅
を
つ
い
て

食
べ
る
と
万
病
が
よ
く
な
る
）
を
真
似
て
古
く
は
平
安
時
代
か
ら
伝
わ
る

風
習
が
あ
』
り
、
『
い
の
こ
節
句
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
イ
ロ
リ
の
焚

き
初
め
と
い
い
季
節
の
変
わ
り
目
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
稲
の
収
穫
を

祝
う
と
こ
ろ
も
あ
る
』
と
し
、
当
院
で
は
愛
染
明
王
を
御
神
体
と
し
て
、

『
す
し
桶
と
一
升
桝
を
用
い
て
そ
の
中
に
明
王
の
金
幣
を
立
て
、
い
の
こ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A5%E3%81%AE%E5%AD%90%E9%A4%85
http://nttbj.itp.ne.jp/0926515133/index.html
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餅
、
御
神
酒
を
供
え
季
節
の
野
菜
や
果
物
を
盛
り
つ
け
て
』
祀
る
と
あ
る
。

『
す
し
桶
や
一
升
桝
を
使
う
の
は
家
庭
円
満
で
益
々
繁
昌
、
良
縁
、
安
産

を
願
う
と
い
う
意
味
』
の
他
に
、『
イ
ロ
リ
を
祝
う
ま
つ
り
』
で
、『
参
詣

者
に
は
金
の
御
幣
と
供
物
の
ぎ
ん
な
ん
、
紅
白
の
鏡
も
ち
、
稲
穂
』
が
授

け
ら
れ
る
と
も
あ
る
。
］

 
 

橋
本
多
佳
子
氏
と
別
離

四
句

忘
れ
め
や
實
葛
の
丘
の
榻
二
つ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
實
葛
」
は
「
み
く
ず
」
で
常
緑
蔓
性
木
本
の
モ
ク

レ
ン
亜
綱
マ
ツ
ブ
サ
科
サ
ネ
カ
ズ
ラ

K
adsura japonica

の
こ
と
。

ビ
ナ
ン
カ
ズ
ラ
（
美
男
葛
）
と
も
い
う
が
、
こ
れ
は
昔
こ
の
蔓
か
ら
粘
液

を
と
っ
て
整
髪
料
に
使
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
葉
は
長
さ
数
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
で
光
沢
が
あ
り
、
互
生
。
通
常
は
雌
雄
異
株
で
八
月
頃
開
く
花
は

直
径
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
十
枚
前
後
の
白
い
花
被
に
包
ま
れ
、
中

央
部
分
に
雄
蕊
或
い
は
雌
蕊
が
そ
れ
ぞ
れ
多
数
、
螺
旋
状
に
集
ま
っ
て
い

る
。
雌
花
の
花
床
は
結
実
と
と
も
に
膨
ら
み
、
キ
イ
チ
ゴ
を
大
き
く
し
た

よ
う
な
真
っ
赤
な
丸
い
集
合
果
を
つ
く
る
。
花
は
葉
の
陰
に
咲
く
が
、
果

実
の
柄
は
伸
び
て
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
こ
と
が
あ
り
、
よ
り
目
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に
つ
く
よ
う
に
な
る
。
単
果
は
直
径
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
全
体

で
は
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
る
。
果
実
は
個
々
に
落
ち
て
、
あ
と

に
は
や
は
り
真
っ
赤
な
ふ
く
ら
ん
だ
花
床
が
残
り
、
冬
ま
で
よ
く
目
立
つ

（
こ
こ
ま
で
は
主
に
ウ
ィ
キ
の
「
サ
ネ
カ
ヅ
ラ
」
に
拠
る
。
グ
ー
グ
ル
画

像
検
索
「K

a
d
s
u
r
a
 
j
a
p
o
n
i
c
a

」
）
。
こ
の
「
丘
」
と
は
櫓
山
荘
の
あ
っ

た
小
倉
北
区
中
井
浜
櫓

山

や
ぐ
ら
や
ま

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
］

芋
畠
に
沈
め
る
納
屋
の
露
け
き
灯

遊
船
の
み
よ
し
の
月
に
出
で
た
ち
し

脱
ぎ
捨
て
し
木
の
實
の
か
さ
も
こ
ろ
げ
を
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
ら
は
橋
本
多
佳
子
が
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）

年
十
一
月
、
夫
豊
次
郎
の
大
阪
橋
本
組
の
創
立
者
で
父
の
橋
本
料
左
衛
門

の
逝
去
に
伴
い
、
夫
が
本
社
（
豊
次
郎
は
大
阪
橋
本
久
美
北
九
州
出
張
所

駐
在
重
役
で
あ
っ
た
）
へ
移
る
こ
と
と
な
り
、
櫓
山
荘
か
ら
大
阪
帝
塚
山

に
転
居
し
た
こ
と
を
指
す
（
豊
次
郎
は
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
九
月

に
享
年
五
十
で
逝
去
し
た
が
、
櫓
山
荘
は
後
の
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）

年
ま
で
は
多
佳
子
の
別
荘
と
し
て
使
用
さ
れ
た
）
。
な
お
、
こ
の
十
一
月

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%82%AB%E3%82%BA%E3%83%A9
https://www.google.co.jp/search?q=Kadsura+japonica&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Xw2IU7HOOcfOlAX224HgDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
https://www.google.co.jp/search?q=Kadsura+japonica&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Xw2IU7HOOcfOlAX224HgDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
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二
十
三
日
に
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
四
百
号
記
念
俳
句
大
会
」
が
大
阪
中
央
公

会
堂
で
開
催
さ
れ
、
そ
れ
に
出
席
し
た
久
女
は
多
佳
子
と
再
会
、
多
佳
子

は
久
女
の
紹
介
で
多
佳
子
終
生
の
師
と
な
る
山
口
誓
子
に
初
め
て
逢
っ

て
い
る
（
こ
の
部
分
は
立
風
書
房
一
九
八
九
年
刊
の
「
橋
本
多
佳
子
全
集
」

年
譜
に
拠
る
）
。
久
女
三
十
九
、
多
佳
子
三
十
歳
。
］

山
茶
花
の
簷
に
も
白
く
散
り
た
ま
り

 
 

京
都
吉
田
に
鈴
鹿
野
風
呂
氏
訪
問

一
句

 
 

王
城
、
草
城
、
白
川
御
夫
婦
、
雄
月
氏
等

節
分
の
宵
の
小
門
を
く
ゞ
り
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
は
編
年
式
編
集
の
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九

六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
か
ら
、
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
の

こ
と
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
底
本
年
譜
に
は
記
載
が
な
い
。
久
女
三

十
四
歳
。

「
吉
田
」
は
京
都
府
京
都
市
左
京
区
南
部
の
地
域
名
。

「
鈴
鹿
野
風
呂
」
（
す
ず
か

の
ぶ
ろ

明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
～

昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
）
は
俳
人
。
本
名
、
登
。
京
都
生
。
京
都
帝
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国
大
学
卒
。
高
濱
虚
子
に
師
事
し
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
同
人
。
大
正
九
（
一

九
二
〇
）
年
の
京
大
三
高
俳
句
会
を
母
体
と
し
て
日
野
草
城
・
田
中
王
城

ら
と
と
も
に
『
京
鹿
子
』
を
創
刊
、
同
誌
は
後
に
野
風
呂
が
主
宰
と
な
っ

て
関
西
に
於
け
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
中
軸
と
な
っ
て
い
っ
た
。
俳
諧
活
動

の
傍
ら
学
校
で
も
教
鞭
を
と
り
、
戦
後
の
一
時
期
に
は
旧
制
京
都
文
科
専

門
学
校
の
最
後
の
校
長
を
務
め
て
い
る
。
『
京
鹿
子
』
発
行
所
で
も
あ
っ

た
吉
田
中
大
路
町
に
あ
っ
た
生
家
は
現
在
、
野
風
呂
記
念
館
と
な
っ
て
い

る
（
主
に
ウ
ィ
キ
の
「
鈴
鹿
野
風
呂
」
に
拠
る
）
。
当
時
三
十
七
歳
。
現

代
俳
句
協
会
の
「
現
代
俳
句
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
載
る
彼
の
句
を
掲
げ
て

お
く
。

し
ぼ
り
出
す
み
ど
り
つ
め
た
き
新
茶
か
な

北
嵯
峨
の
水
美
し
き
冷
奴

雲
を
吐
く
三
十
六
峯
夕
立
晴

「
王
城
」
田
中
王
城
（
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
～
昭
和
一
四
（
一
九

三
九
）
年
）
は
俳
人
。
京
都
生
。
本
名
、
常
太
郎
。
初
め
、
正
岡
子
規
の

句
風
を
慕
い
、
中
川
四
明
に
も
学
ん
だ
。
後
に
高
浜
虚
子
に
師
事
し
、『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
同
人
と
な
り
、
京
都
俳
壇
の
第
一
人
者
と
な
っ
た
。
大
阪
俳

壇
の
先
進
と
と
も
に
関
西
全
般
に
多
く
の
門
下
を
育
て
、
ま
た
雑
誌
『
鹿

笛
』
を
刊
行
し
た
（
思
文
閣
「
美
術
人
名
辞
典
」
に
拠
る
）
。
ネ
ッ
ト
上

か
ら
句
を
引
く
。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E9%B9%BF%E9%87%8E%E9%A2%A8%E5%91%82
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竹
伐
る
や
う
ち
倒
れ
ゆ
く
竹
の
中

水
取
や
廂
に
つ
ゞ
く
星
の
空

山
茶
花
の
あ
ら
た
に
散
り
ぬ
石
の
上

「
白
川
」
『
京
鹿
子
』
同
人
の
水
野
白
川
（
本
名
、
武
）
で
あ
ろ
う
。
彼

の
句
は
ネ
ッ
ト
で
は
次
の
一
句
し
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

京
な
れ
や
ま
し
て
祇
園
の
事
始

「
雄
月
」
不
詳
。
］

 
 

京
都
白
川
莊

一
句

鶯
や
螺
鈿
古
り
た
る
小
衝
立

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
の
句
。「
京
都
白
川
莊
」

不
詳
。
］

 
 

琵
琶
湖

二
句

舳
先
細
く
そ
り
て
湖
舟
や
春
の
雪

水
鳥
に
滋
賀
の
小
波
よ
せ
が
た
し
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
以
下
、「
時
雨
雲
」
ま
で
の
十
句
は
総
て
昭
和
四
（
一

〇
二
九
）
年
三
十
九
歳
の
時
の
作
。
］

 
 

若
王
子

一
句

緣

起
圖
繪
よ
む
一
行
に
梅
さ
か
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」

で
は
前
書
を
、

 
 

若
王
寺

一
句

と
す
る
。
こ
れ
は
前
後
の
京
都
関
連
か
ら
見
る
と
、
京
都
府
京
都
市
左
京

区
若
王
子
町
の
熊
野
若
王
子
神
社
か
。
但
し
、
同
神
社
に
「緣

起
圖

繪

」

を
確
認
出
来
な
い
。
ま
た
桜
の
名
所
で
は
あ
る
が
、
梅
は
ネ
ッ
ト
で
は
掛

か
ら
な
い
。
］

春
雪
に
四
五
寸
靑
し
木
賊
の
芽
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洛
北
詩
仙
堂

一
句

き
こ
え
來
る
添
水
の
音
も
ゆ
る
や
か
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
詩
仙
堂
」
正
式
に
は
凹
凸
窠

お

う

と

つ

か

(

お
う
と
つ
か)

。
京

都
市
左
京
区
一
乗
寺
門
口
町
に
あ
る
江
戸
初
期
の
徳
川
家
家
臣
石
川
丈

山
（
天
正
一
一
（
一
五
八
三
）
年
～
文
一
二
（
一
六
七
二
）
年
）
が
隠
居

の
た
め
造
営
し
た
山
荘
跡
で
、
現
在
は
曹
洞
宗
丈
山
寺
。
名
前
は
中
国
の

詩
家
三
六
人
の
肖
像
を
掲
げ
た
「
詩
仙
の
間
」
に
由
来
し
、
詩
仙
は
日
本

の
三
十
六
歌
仙
に
倣
っ
て
林
羅
山
の
意
見
を
求
め
な
が
ら
、
漢
晋
唐
宋
の

各
時
代
か
ら
選
ば
れ
た
。
肖
像
は
狩
野
探
幽
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
四
方
の

壁
に
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
。
「
凹
凸
窠
」
と
は
凸
凹

で

こ

ぼ

こ

の
土
地
に
建
て
ら
れ
た

住
居
の
意
味
で
、
建
物
や
庭
園
は
山
の
斜
面
に
沿
っ
て
作
ら
れ
て
あ
る
。

丈
山
は
詩
仙
の
間
を
含
め
建
物
や
庭
の
十
個
の
要
素
を
凹
凸
窠
十
境
と

い
う
名
数
に
見
立
て
た
。
寛
永
一
八
（
一
六
四
一
）
年
、
丈
山
五
十
九
の

時
に
造
営
さ
れ
、
九
十
歳
で
没
す
る
ま
で
こ
こ
で
詩
歌
三
昧
の
生
活
を
送

っ
た
。
小
有
洞
と
い
う
門
を
潜
っ
て
竹
林
の
中
の
道
を
行
く
と
石
段
の
上

に
老
梅
関
と
い
う
門
が
あ
り
、
そ
の
先
に
詩
仙
堂
の
玄
関
が
あ
る
。
玄
関

上
は
三
階
建
て
の
嘯
月
楼
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
右
手

(

西
側)

 

に
は
瓦

敷
の
仏
間
と
六
畳
、
八
畳
の
座
敷
、
左
手
に
は
四
畳
半
の
詩
仙
の
間
、
他
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に
も
読
書
の
間
な
ど
多
く
の
部
屋
が
あ
る
（
嘯
月
楼
と
詩
仙
の
間
の
部
分

の
み
が
丈
山
当
時
の
建
築
で
、
他
は
後
世
の
改
築
）
。
庭
園
造
り
の
名
手

で
も
あ
っ
た
丈
山
自
身
に
よ
り
設
計
さ
れ
た
庭
は
四
季
折
々
に
楽
し
む

こ
と
が
で
き
、
特
に
春
の
皐
と
秋
の
紅
葉
で
知
ら
れ
、
縁
の
前
に
植
え
ら

れ
た
大
き
く
枝
を
広
げ
た
白
い
山
茶
花
も
見
所
の
一
つ
で
あ
る
。
一
般
に

猪
威
し
と
し
て
知
ら
れ
る
添
水

そ

う

ず 
 

と
呼
ば
れ
る
仕
掛
け
に
よ
り
時
折
り

響
く
音
は
、
鹿
や
猪
の
進
入
を
防
ぐ
と
い
う
実
用
性
と
と
も
に
静
寂
な
庭

の
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
て
、
丈
山
も
好
ん
だ
と
い
う
（
こ
こ
ま
で
ウ

ィ
キ
の
「
詩
仙
堂
」
に
拠
っ
た
が
、
京
に
暗
い
私
が
実
は
と
て
も
好
き
な

名
所
で
あ
る
）
。
］

 
 

京
都
に
て

三
句

芹
す
ゝ
ぐ
一
枚
岩
の
あ
り
に
け
り

梅
林
の
そ
ゞ
ろ
歩
き
や
筧
鳴
る

探
梅
に
走
せ
參
じ
た
る
旅
衣

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%A9%E4%BB%99%E5%A0%82
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粟
生
光
明
寺
歸
途

時
雨
雲
は
る
か
の
比
叡
に
か
ゝ
り
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
光
明
寺
」
京
都
府
長
岡
京
市
粟
生

あ

お

西
条
ノ
内
に
あ

る
西
山
浄
土
宗
総
本
山
報
国
山
光
明
寺
。
法
然
が
初
め
て
念
仏
の
教
え
を

説
い
た
地
で
、
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
広
く
知
ら
れ
る
。
参
照
し
た
ウ
ィ

キ
の
「
光
明
寺
（
長
岡
京
市
）
」
に
よ
れ
ば
、
『
法
然
を
慕
い
帰
依
し
た
、

弟
子
の
蓮
生
（
熊
谷
直
実
）
が
』
、
建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
に
『
当
地

に
、
念
仏
三
昧
堂
を
建
立
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
の
ち
に
こ
こ
で
法

然
の
遺
骸
を
荼
毘
に
付
し
、
廟
堂
が
建
て
ら
れ
た
。
法
然
の
石
棺
か
ら
、

ま
ば
ゆ
い
光
明
が
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
四
条
天
皇
は
そ
の
こ
と
を
聞
い

て
、
光
明
寺
の
勅
額
を
あ
た
え
た
と
い
う
』
。
建
永
二
（
一
二
〇
七
）
年

に
『
熊
谷
で
予
告
往
生
を
遂
げ
た
蓮
生
の
遺
骨
は
遺
言
に
よ
り
』
こ
こ
の

『
念
仏
三
昧
院
に
安
置
さ
れ
た
』
と
あ
る
。
因
み
に
熊
谷
直
実
は
私
が
殊

の
外
好
き
な
鎌
倉
武
士
で
あ
る
。
］

 
 

法
然
院

山
か
げ
の
紅
葉
た
く
火
に
あ
た
り
け
り

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E6%98%8E%E5%AF%BA_(%E9%95%B7%E5%B2%A1%E4%BA%AC%E5%B8%82)
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
法
然
院
」
京
都
市
左
京
区
鹿
ヶ
谷
御
所
ノ
段
町
に

あ
る
寺
院
（
現
在
は
浄
土
宗
系
単
立
宗
教
法
人
で
正
式
に
は
善
気
山
法
然

院
萬
無
教
寺
と
号
す
る
が
、
院
号
の
法
然
院
の
方
で
知
ら
れ
る
）
。
ウ
ィ

キ
の
「
法
然
院
」
に
よ
れ
ば
、
『
寺
の
起
こ
り
は
、
鎌
倉
時
代
に
、
法
然

が
弟
子
た
ち
と
共
に
六
時
礼
讃
行
を
修
し
た
草
庵
に
由
来
す
る
と
い
う
』
。

『
寺
は
鄙
び
た
趣
き
を
』
持
ち
、
『
茅
葺
で
数
奇
屋
造
り
の
山
門
』
の
内

に
は
『
内
藤
湖
南
、
河
上
肇
、
谷
崎
潤
一
郎
、
九
鬼
周
造
な
ど
の
著
名
な

学
者
や
文
人
の
墓
が
』
多
い
と
あ
る
。
］

 
 

豐
後
洋
上
に
て

二
句

春
潮
に
群
れ
飛
ぶ鷗

縦
横
に

春
雷
や
俄
に
變
る
洋
の
色

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
四
月
三
日
に
出
席
し
た
道

後
公
会
堂
の
第
一
回
関
西
俳
句
大
会
の
際
の
句
で
あ
ろ
う
。「
豐
後
洋
上
」

と
は
福
岡
か
ら
豊
後
水
道
を
渡
っ
た
そ
の
時
の
船
旅
の
途
次
を
指
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。
］

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%84%B6%E9%99%A2


181

 
 

昭
和
四
年

松
山
に
て

二
句

師
に
侍
し
て
吉
書
の
墨
を
す
り
に
け
り

春
雨
や
木
く
ら
げ
生
き
て
く
ゞ
り
門

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
年
譜
の
当
該
年
に
松
山
行
の
記
載
は
な
い
。
］

 
 

花
衣
（
昭
和
四
年
よ
り
昭
和
十
年
ま
で
）

逆
潮
を
の
り
き
る
船
や
瀨
戸
の
春

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
は
、
富
士
見
書
房
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）

年
刊
の
坂
本
宮
尾
「
杉
田
久
女
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年

五
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
、
三
度
目
に
な
る
雑
詠
巻
頭
五
句
の
内

の
一
句
で
あ
る
。
］
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教
へ
子
に
有
無
を
言
は
せ
ず
家
の
春

春
寒
の
銀屛
ひ
き
よ
せ
語
り
け
り

舟
に
乘
り
て
眺
む
る
橋
も
春
め
け
り

春
淺
く
火
酒
し
た
た
ら
す
紅
茶
か
な

梨
畠
の
朧
を
く
ね
る
徑
か
な

く
ぐ
り
見
る
松
が
根
高
し
春
の
雪

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
も
、
坂
本
宮
尾
「
杉
田
久
女
」
に
よ
れ
ば
、

昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
五
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
、
三
度
目
に

な
る
雑
詠
巻
頭
五
句
の
内
の
一
句
で
あ
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
坂
本
氏
は

「
企
救
の
高
浜
」
と
題
し
て
詳
細
な
評
釈
を
な
さ
っ
て
い
る
。
部
分
引
用

で
は
そ
の
評
釈
の
素
晴
ら
し
さ
を
損
な
う
の
で
例
外
的
に
冒
頭
の
句
を

除
く
全
文
を
引
用
さ
せ
て
戴
く
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
代
え
た
）
。

 
 

 

《
引
用
開
始
》

「
松
が
根
」
と
は
松
の
根
の
こ
と
で
、
こ
の
句
は
根
上
り
の
松
を
詠
ん
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だ
も
の
。
大
和
の
山
辺
の
道
、
兼
六
園
な
ど
、
日
本
の
各
地
に
昔
か
ら
有

名
な
根
上
り
の
松
が
あ
る
。
松
は
常
緑
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
代
よ
り
神

霊
の
宿
る
木
と
し
て
扱
わ
れ
、
永
遠
性
の
象
徴
と
さ
れ
て
き
た
。
『
万
葉

集
』
に
も
松
を
詠
ん
だ
歌
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。

万
葉
の
人
び
と
は
松
の
木
だ
け
で
は
な
く
、
崖
な
ど
に
し
が
み
つ
く
よ

う
に
生
え
た
松
の
根
に
も
目
を
と
め
た
。
盛
り
あ
が
っ
て
入
り
組
み
な
が

ら
地
を
這
っ
て
い
る
根
を
見
て
、
先
が
ど
こ
ま
で
伸
び
て
い
る
の
か
わ
か

ら
な
い
そ
の
強
靭
さ
に
感
嘆
し
、
松
の
根
も
ま
た
、
心
や
命
の
永
遠
性
を

表
す
も
の
と
し
て
尊
ん
だ
。
根
が
深
く
長
く
伸
び
て
い
る
よ
う
に
、
い
つ

ま
で
も
深
く
思
う
心
持
ち
の
象
徴
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

久
女
の
草
稿
に
は
、
こ
の
句
と
（
冬
浜
の
煤
枯
れ
松
を
惜
し
み
け
り
）

の
間
に
、
「
こ
の
万
葉
の
根
上
り
松
は
次
第
に
煤
煙
と
漁
夫
ら
の
あ
ら
す

と
こ
ろ
に
あ
り
。
今
上
陛
下
の
よ
き
御
屏
風
の
小
倉
赤
坂
の
名
所
万
葉
に

う
た
は
れ
し
企
救
の
高
浜
も
次
第
に
枯
れ
今
数
本
あ
る
の
み
。
お
し
む
べ

し
」（
七
十
七
頁
）
と
詞
書
が
あ
る
。［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
お
し
む
べ
し
」

の
「
お
」
の
右
に
マ
マ
注
記
。
］

万
葉
の
企
救
の
高
浜
の
根
上
り
の
松
の
歌
と
は
、

 
 

豊
国

と

よ

く

に

の
企
救

き

く

の
高
浜

た

か

は

ま

高
々

た

か

た

か

に
君
待
つ
夜よ

ら
は
さ
夜よ

更ふ

け
に
け
り
（
十

二
―
三
二
二
〇
）

（
豊
国
の
企
敦
の
高
浜
の
高
々
に
、
ま
だ
か
ま
だ
か
と
君
を
待
つ
夜
は
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も
う
ふ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
）

「
豊
国
の
企
政
の
高
浜
」
ま
で
は
、
「
高
々
」
を
起
こ
す
た
め
の
序
詞

で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
に
は
こ
の
浜
を
詠
ん
だ
歌
が
ほ
か
に
三
首
あ
る
。
こ
れ
ら

の
歌
の
「
企
救
の
高
浜
」
、「
企
救
の
長
浜
」
、「
企
救
の
浜
」
は
、
呼
び
方

は
違
う
が
同
じ
場
所
で
、
現
在
の
小
倉
北
区
赤
坂
か
ら
戸
畑
区
の
洞
海
湾

口
ま
で
の
響
灘
に
面
し
た
国
道
一
九
九
号
線
沿
い
の
海
岸
を
指
す
も
の

で
、
小
倉
に
残
る
高
浜
町
、
長
浜
町
と
い
う
町
名
は
そ
の
名
残
り
と
さ
れ

て
い
る
。

鷗
外

は
長
浜
に
つ
い
て
『
小
倉
日
記
』
に
、
「
聞
く
今
宵
長
浜
に
盆
踊

あ
り
て
夜
を
徹
す
と
。
小
倉
男
女
の
高
く
笑
ひ
高
く
歌
ひ
て
門
を
過
ぐ
る

も
の
暁
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
翌
年
に
は
、鷗

外
も
踊

り
を
見
に
行
き
、
〈
満
潮
に
踊
の
足
を
あ
ら
ひ
け
り
〉
と
詠
ん
だ
。

久
女
の
句
は
、
高
く
盛
り
あ
が
っ
た
松
の
根
を
仰
ぎ
見
る
と
、
春
の
雪

が
残
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
春
の
雪
が
舞
っ

て
き
た
と
い
う
句
意
で
あ
ろ
う
。
「
春
の
雪
」
と
い
う
季
語
の
感
じ
が
よ

く
出
て
い
る
。
松
の
緑
と
春
の
淡
雪
と
い
う
色
彩
の
取
り
合
わ
せ
か
ら
古

典
的
な
実
の
世
界
が
展
開
し
、
そ
こ
に
永
遠
性
と
は
か
な
さ
の
対
比
が
浮

か
び
あ
が
る
。
こ
の
句
の
表
現
上
の
手
柄
は
「
松
が
根
」
と
い
う
措
辞
で

あ
る
。
松
の
根
を
「
松
が
根
」
と
詠
む
こ
と
で
、
万
葉
の
時
代
か
ら
こ
の
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語
が
ま
と
う
情
趣
が
、
句
に
高
い
格
調
を
与
え
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
に

も
詠
ま
れ
た
松
を
眺
め
た
と
き
に
湧
い
た
感
動
を
伝
え
る
清
々
し
い
写

生
句
で
、「
松
が
根
高
し
」
と
荘
重
に
泳
い
あ
げ
、「
春
の
雪
」
と
名
詞
で

結
ん
だ
句
の
姿
は
端
正
で
、
調
べ
も
重
厚
で
あ
る
。

 
 

 

《
引
用
終
了
》

宮
尾
氏
の
当
該
書
で
の
評
釈
は
孰
れ
も
他
の
追
従
を
許
さ
ぬ
鋭
い
も

の
で
あ
る
。
是
非
、
一
読
を
お
薦
め
す
る
。
］

岩
壁
を
離
れ
し
巨
船
春
の
雪

ぬ
か
づ
い
て
ね
ぎ
ご
と
長
し
花
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
四
十
四
の
時
の
作
。
］

野
々
宮

の

の

み

や

を
詣
で
し
ま
ひ
や
花
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
三
十
八
の
時
の
作
。
前
掲

の
坂
本
氏
の
著
作
に
よ
れ
ば
「
野
々
宮
」
は
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
野
宮
町

に
あ
る
野
宮

の

の

み

や

神
社
で
あ
る
。
「
野
宮
じ
ゅ
う
た
ん
苔
」
の
庭
園
で
知
ら
れ

る
京
の
私
の
好
き
な
神
社
の
一
つ
で
あ
る
。
］
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ぬ
か
づ
き
し
わ
れ
に
春
光
盡
天
地

春
光
に
躍
り
出
し
芽
の
一
列
に

莊
守
も
芝
生
の
春
を
惜
み
け
り

春
惜
む
布
團
の
上
の
寢
起
か
な

佇
め
ば
春
の
潮
鳴
る
舳
先
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
四
十
五
の
時
の
作
。
］

春
潮
に
流
る
る
藻
あ
り
矢
の
如
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
本
句
群
「
花
衣
」
は
「
昭
和
四
年
よ
り
昭
和
十
年
ま

で
」
と
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）

年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
で
は
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
の
パ
ー
ト
に

載
る
。
坂
本
氏
の
「
杉
田
久
女
」
で
も
、
こ
の
句
は
同
年
三
月
に
虚
子
を

迎
え
て
門
司
で
開
か
れ
た
句
会
の
一
句
（
句
会
の
席
題
が
「
春
潮
」
）
と
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す
る
か
ら
、
こ
の
配
置
は
不
審
で
あ
る
。
私
に
は
虚
子
に
対
す
る
久
女
の

あ
る
屈
折
し
た
意
識
が
こ
れ
を
こ
こ
に
配
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
］

い
つ
と
な
く
解
け
し

纜
と
も
づ
な

春
の
潮

春
の
山
暮
れ
て
温
泉
の
灯
ま
た
た
け
り

春
の
襟
染
め
て
着
初
め
し
こ
の
袷

灌
沐
の
淨
法
身
を
拜
し
け
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
四
十
二
の
時
の
句
。
小
倉

北
区
寿
山
町
に
あ
る
黄
檗
宗
の
名
刹
広
寿
山
福
聚
寺

こ

う

じ

ゅ

さ

ん

ふ

く

じ

ゅ

じ

で
の
吟
。
「
灌
沐
」

は
「
く
わ
ん
も
く
（
か
ん
も
く
」
で
、
陰
暦
四
月
八
日
の
釈
迦
の
生
誕
日

に
花
御
堂(

は
な
み
ど
う)

に
安
置
し
た
釈
迦
像
に
香
湯
（
甘
茶
）
を
注
ぎ

か
け
て
洗
い
清
め
る
こ
と
を
い
う
。
春
の
季
語
。
但
し
、t

e
a
m
-
k
u
m
a

氏

の
ブ
ロ
グ
記
事
『
小
原
「
夏
の
七
草
そ
ば
」
と
杉
田
久
女
句
碑
―
１
４
』

に
よ
れ
ば
、
長
女
石
昌
子
は
「
か
ん
よ
く
」
と
読
ん
で
い
る
旨
の
記
載
が

あ
る
。
「
淨
法
身
」
は
「
じ
よ
う
は
う
し
ん
（
じ
ょ
う
ほ
う
し
ん
）
」
で
、

禅
宗
や
浄
土
宗
な
ど
で
灌
仏
会
で
香
湯
を
灌
ぐ
際
に
唱
え
る
灌
沐
偈

か

ん

も

く

げ

http://ttru.exblog.jp/i17/2/
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（
「
仏
説
浴
像
経
」
の
一
句
を
基
に
し
た
偈
）
に
、

我
今
灌
沐
釋
迦
佛

が

こ

ん

か

ん

も

く

し

ゃ

か

ぶ

（
我
れ
今
、
釋
迦
佛
を
灌
沐
す
）

淨
智
功
德
莊
嚴
聚

じ

ょ

う

ち

く

ど

く

し

ょ

う

ご

ん

じ

ゅ

う

（
淨
智
を
も
つ
て
莊
嚴
せ
る
功
德
聚
に
て
）

五
濁
衆
生
令
離
苦

ご

じ

ょ

く

し

ゅ

じ

ょ

う

り

ょ

う

り

く

（
五
濁
の
衆
生
を
し
て
苦
を
離
れ
し
め
）

願
証
如
來
淨
法
身

が

ん

し

ょ

う

に

ょ

ら

い

じ

ょ

う

ほ

っ

し

ん

（
願
は
く
は
如
來
の
淨
法
身
を
証
せ
ん
）

と
あ
る
。
最
後
の
句
は
―
―
こ
の
灌
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
願
わ
く
は
こ
の

現
世
の
衆
生
が
煩
悩
の
垢
を
離
れ
て
と
も
に
悟
り
を
開
い
て
如
来
と
同

じ
清
ら
か
な
法
身
（
永
遠
不
滅
の
仏
法
の
真
理
そ
の
も
の
。
理
法
と
し
て

の
仏
。
法
性
身

ほ

っ

し

ょ

う

し

ん

）
を
体
現
し
ま
す
よ
う
に
―
―
の
意
で
あ
る
。
］

ぬ
か
づ
け
ば
わ
れ
も
善
女
や
佛
生
會

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
次
の
句
と
と
も
に
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
四
十
二

の
時
の
作
。
小
倉
北
区
寿
山
町
に
あ
る
黄
檗
宗
の
名
刹
広
寿
山
福
聚
寺
で

の
吟
。
坂
本
氏
は
「
杉
田
久
女
」
で
こ
の
句
と
先
に
出
た
二
年
後
の
「
ぬ

か
づ
き
し
わ
れ
に
春
光
盡
天
地
」
の
「
ぬ
か
づ
け
ば
」
と
「
ぬ
か
づ
き
し
」

の
呼
吸
の
違
い
に
着
目
し
、
さ
ら
に
「
灌
沐
の
」
及
び
次
の
「
無
憂
華
」

の
句
を
も
含
め
て
久
女
の
内
的
葛
藤
を
鋭
く
抉
り
出
し
て
い
る
（
同
書
一

〇
〇
～
一
〇
一
頁
）
。
是
非
読
ま
れ
た
い
。
］
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無
憂
華
の
木
蔭
は
い
づ
こ
佛
生
會

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
同
前
で
の
吟
。
］

葺
き
ま
つ
る
芽
杉
か
ん
ば
し
花
御
堂

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
の
作
。
］

波
痕
の
か
わ
く
に
間
あ
り
大
干
潟

 
 

光
子
縣
立
小
倉
高
女
卒
業

三
句

靴
買
う
て
卒
業
の
子
の
靴
磨
く

卒
業
や
ち
び
靴
は
く
も
今
日
限
り

靑
き
踏
む
靴
新
ら
し
き
處
女
ご
こ
ろ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
三
月
十
五
日
の
次
女
光
子

卒
業
式
の
時
の
作
。
久
女
、
四
十
三
歳
。
次
女
光
子
は
大
正
五
（
一
九
一
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六
）
年
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
当
時
十
七
歳
（
高
等
女
学
校
は
五
年
制
）
。

同
日
の
久
女
の
日
記
に
『
光
子
卒
業
式
。
快
晴
也
。
／
光
子
も
二
百
三
人

中
の
優
等
生
の
一
人
に
て
う
れ
し
か
り
き
』（
「
／
」
は
改
行
を
示
す
。
底

本
全
集
の
第
二
巻
所
収
の
抄
録
日
記
を
底
本
と
し
つ
つ
、
恣
意
的
に
正
字

化
し
た
）
。
］

 
 

光
子
女
子
美
術
卒
業

一
句

卒
業
の
子
に
電
報
す
よ
き
あ
し
た

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
女
子
美
術
」
東
京
の
私
立
女
子
美
術
専
門
学
校
（
昭

和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
専
門
学
校
に
昇
格
。
現
在
の
女
子
美
術
大
学
）

当
時
は
本
郷
菊
坂
に
校
舎
が
あ
っ
た
。
次
女
光
子
の
女
子
美
合
格
は
先
に

引
用
し
た
「
日
記
抄
２
」
の
上
京
ま
で
の
一
連
の
記
載
を
読
む
に
、
昭
和

八
（
一
九
三
三
）
年
年
初
の
非
常
に
速
い
段
階
で
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
に

読
め
る
（
も
し
か
す
る
と
そ
の
前
年
末
の
可
能
性
も
あ
り
そ
う
な
記
載
で

あ
る
）
。
］

身
の
上
の
相
似
て
親
し
櫻
貝

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/03/post-fcd4.html
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
に
は
酷
似
し
た
句
と
し
て
、
角
川
書
店
昭
和

四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
の
昭
和
八
（
一
九
三
三
）

年
の
パ
ー
ト
に
載
る
（
実
は
私
は
同
句
集
の
編
年
に
は
既
に
何
箇
所
か
で

疑
問
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
よ

れ
ば
、
草
稿
は
昭
和
九
年
と
記
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
確

か
に
「
お
か
し
い
」
の
で
あ
る
）
、

由
比
ケ
濱

身
の
上
の
相
似
て
う
れ
し
櫻
貝

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
何
と
、
こ
の
「
杉
田
久
女
句
集
」
の
本
句
集
の
ず
っ

と
後
半
に
は
突
如
、

由
比
ケ
濱

身
の
上
の
相
似
で
う
れ
し
櫻
貝

と
い
う
驚
く
べ
き
、
酷
似
し
乍
ら
逆
ベ
ク
ト
ル
の
否
定
形
句
形
で
そ
の
ま

ま
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
お
分
か
り
の
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
前
書
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「
由
比
ケ
濱
」
に
解
く
鍵
が
あ
り
、
そ
れ
を
坂
本
氏
は
久
女
の
草
稿
を
精

査
す
る
中
で
美
事
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
軽
々
に
注
す

る
訳
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
句
は
普
通
に
彼
女
の
句
集
を

読
ん
で
さ
ら
り
と
読
み
流
し
し
て
し
ま
う
句
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
再
度
、

否
定
形
で
出
る
こ
と
の
驚
愕
の
部
分
で
初
め
て
こ
の
句
の
持
つ
意
味
が

自
ず
と
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
身
の
上
の
相
似
で
う
れ
し

櫻
貝
」
の
句
が
出
現
す
る
ま
さ
そ
の
「
場
所
」
で
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み

た
い
の
で
あ
る
。
］

春
蘭
の
咲
い
て
ゐ
た
れ
ば
木
の
根
攀
づ

炊
き
上
げ
て
う
す
き
綠
や
嫁
菜
飯

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
嫁
菜
」
一
応
、
ル
ビ
も
な
い
の
で
「
よ
め
な
め
し
」

と
読
ん
で
お
く
が
、
私
は
実
は
「
う
は
ぎ
め
し
」
と
読
み
た
い
。
キ
ク
亜

綱
キ
ク
目
キ
ク
科
キ
ク
亜
科
シ
オ
ン
属
ヨ
メ
ナ

A
ster yom

ena

は
若

芽
を
摘
ん
で
食
べ
る
が
こ
れ
は
ま
さ
に
万
葉
の
昔
か
ら
の
習
慣
で
、
古
く

は
「
お
は
ぎ
」「
う
は
ぎ
」
と
読
ん
だ
。「
万
葉
集
」
巻
第
十
の
一
八
七
九

番
歌
に
、

春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
少
女
ら
し
春
野
の
う
は
ぎ
採
み
て
煮
ら
し
も
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同
巻
第
二
に
載
る
柿
本
人
麿
の
二
二
一
番
歌
（
二
二
〇
番
の
長
歌
の
反
歌
）

に
も
、

妻
も
あ
ら
ば
摘
み
て
た
げ
ま
し
佐
美

さ

み

の
山
野
の
上へ

の
う
は
ぎ
過
ぎ
に

け
ら
ず
や

と
あ
る
（
「
食た

ぐ
」
は
飲
食
す
る
こ
と
を
い
う
古
代
の
動
詞
）
。
久
女
は
俳

句
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
生
活
に
於
い
て
も
古
え
の
季
節
を
大
切
に
す
る

女
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
］

か
き
わ
く
る
砂
の
ぬ
く
み
や
防
風
摘
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久

女
句
集
」
で
は
昭
和
九
（
一
九
三
五
）
年
の
パ
ー
ト
に
、

 
 

筑
前
博
多
元
寇
の
防
壘
跡

の
前
書
を
持
っ
て
載
り
、
こ
の
句
か
ら
「
磯
菜
つ
む
行
手
い
そ
が
ん
い
ざ

子
ど
も
」
ま
で
の
五
句
は
セ
ッ
ト
で
博
多
の
元
寇
防
塁
跡
で
の
嘱
目
吟
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
底
本
年
譜
に
は
防
塁
訪
問
の
条
々
は
な
い
が
、
昭

和
九
年
の
二
月
の
条
に
『
「
梅
探
る
―
―
香
橿
神
宮
に
あ
そ
び
て
」
の
句
』

と
あ
り
、
こ
の
『
香
橿
神
宮
』
と
は
香
椎

か

つ

い

神
宮
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
ウ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E5%AE%AE
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ィ
キ
の
「
香
椎
宮
」
に
社
伝
で
は
仲
哀
天
皇
九
（
二
〇
〇
）
年
に
熊
襲
征

伐
の
途
次
、
橿
日
宮

か
し
ひ
の
み
や

（
古
事
記
で
は
「
訶
志
比
宮
」
）
で
仲
哀
天
皇
が
急

逝
し
た
た
め
に
妻
の
神
功
皇
后
が
そ
の
地
に
祠
を
建
て
て
天
皇
の
神
霊

を
祀
っ
た
の
が
香
椎
宮
の
起
源
と
さ
れ
る
と
あ
り
、
久
女
は
「
香
橿
」
も

恐
ら
く
「
か
し
ひ
（
か
し
い
）
」
と
読
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
）
、
防
塁
に
近
い
。
以
下
に
見
る
通
り
、
春
の
句
で
あ
り
、
こ
の

二
月
の
探
梅
の
折
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
元
寇
の
防
壘
」
は
鎌
倉
時
代
、
蒙
古
の
襲
来
（
元
寇
）
に
備
え
て
築
か

れ
た
、
北
部
九
州
の
博
多
湾
沿
岸
一
帯
に
築
か
れ
た
石
に
よ
る
防
衛
用
の

石
造
防
壁
で
、
ウ
ィ
キ
の
「
元
寇
防
塁
」
に
よ
れ
ば
、
本
来
の
呼
称
は

石
築
地

い

し

つ

い

じ

で
、
高
さ
及
び
幅
は
平
均
し
て
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
総
延
長
は
西

の
福
岡
市
西
区
今
津
か
ら
東
の
福
岡
市
東
区
香
椎
ま
で
約
二
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
に
及
ぶ
、
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
内
部
に
は
小
石
を
詰
め
て

陸
側
に
傾
斜
を
持
た
せ
、
海
側
は
切
り
立
っ
て
い
る
。
『
弘
安
の
役
の
際

に
は
防
塁
が
築
か
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
モ
ン
ゴ
ル
・
高
麗
軍
は
一
切
上
陸

す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
』
と
あ
る
。

「

防

風

」

海

岸

域

に

自

生

す

る

セ

リ

目

セ

リ

科

ハ

マ

ボ

ウ

フ

ウ

G
lehnia littoralis

で
あ
ろ
う
。
言
わ
ず
も
が
な
乍
ら
、
酢
味
噌
和
え

や
刺
身
の
ツ
マ
と
し
て
食
用
に
な
る
。
］

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%AF%87%E9%98%B2%E5%A1%81
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防
人

さ

き

も

り

の
妻
戀
ふ
歌
や
磯
菜
摘
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
磯
菜
摘
む
」
春
の
季
語
。「
磯
菜
」
は
通
常
、
食
用

に
な
る
主
に
岩
礁
海
岸
の
沿
岸
性
藻
類
、
岸
辺
近
く
や
打
ち
上
げ
ら
れ
た

海
藻
類
を
指
す
が
、
私
は
こ
れ
は
前
の
句
と
同
じ
、
防
風
、
ハ
マ
ボ
ウ
フ

ウ

G
lehnia littoralis

を
指
し
て
い
る
と
読
む
。
冒
頭
に
「
防
風
摘
」

み
を
出
し
て
、
こ
こ
か
ら
は
砂
浜
を
海
辺
に
下
り
て
海
藻
摘
み
に
変
更
し

た
と
い
う
の
も
無
粋
で
、
意
図
的
に
わ
ざ
わ
ざ
離
れ
て
お
い
て
防
塁
（
後

述
）
＝
「
石
疊

と

り

で

は
い
づ
こ
」
か
と
い
う
よ
う
な
シ
ー
ン
の
変
更
を
行
う
必

要
性
自
体
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
磯
菜
」
は
「
山
菜
」
の
対
義

語
で
あ
る
か
ら
寧
ろ
、
海
藻
類
の
他
に
海
浜
性
食
用
植
物
を
含
ん
だ
表
現

と
と
っ
て
何
ら
問
題
が
な
い
。
単
独
で
こ
れ
よ
り
後
の
句
を
読
ん
だ
ら
、

若
し
く
は
、
こ
の
句
な
し
に
そ
れ
ら
を
読
ん
だ
ら
、
恐
ら
く
は
殆
ん
ど
の

鑑
賞
者
が
海
藻
を
採
っ
て
い
る
と
読
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
大
い

な
る
勘
違
い
な
の
だ
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
大
方
の
御
批
判
を
俟
つ
も

の
で
は
あ
る
。

「
防
人
の
妻
戀
ふ
歌
」
久
女
は
鎌
倉
時
代
の
戦
場
遺
跡
を
さ
ら
に
万
葉
の

過
去
に
ま
で
遡
っ
て
時
代
幻
想
し
て
い
る
。
ウ
ィ
キ
の
「
防
人
」
に
よ
れ

ば
、
防
人
は
天
智
天
皇
二
（
六
六
三
）
年
に
朝
鮮
半
島
の
百
済
救
済
の
た

め
に
出
兵
し
た
倭
軍
が
白
村
江

は

く

す

き

の

え

の
戦
い
に
て
唐
・
新
羅
連
合
軍
に
大
敗
し

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E4%BA%BA


196

た
こ
と
を
契
機
に
、
唐
か
ら
の
侵
攻
を
憂
慮
し
て
、
九
州
沿
岸
の
防
衛
の

た
め
に
配
備
さ
れ
た
辺
境
防
備
兵
で
あ
る
（
も
と
は
「
岬
守

み
さ
き
ま
も
り

」
と
呼
ば
れ

た
も
の
に
唐
の
制
度
で
あ
る
「
防
人
」
の
漢
字
を
当
て
た
も
の
）
。
任
期

は
三
年
で
『
諸
国
の
軍
団
か
ら
派
遣
さ
れ
、
任
期
は
延
長
さ
れ
る
事
が
よ

く
あ
り
、
食
料
・
武
器
は
自
弁
で
あ
っ
た
。
大
宰
府
が
そ
の
指
揮
に
当
た

り
、
壱
岐
・
対
馬
お
よ
び
筑
紫
の
諸
国
に
配
備
さ
れ
た
』
。『
当
初
は
遠
江

以
東
の
東
国
か
ら
徴
兵
さ
れ
、
そ
の
間
も
税
は
免
除
さ
れ
る
事
は
な
い
た

め
、
農
民
に
と
っ
て
は
重
い
負
担
で
あ
り
、
兵
士
の
士
気
は
低
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
徴
集
さ
れ
た
防
人
は
、
九
州
ま
で
係
の
者
が
同
行
し

て
連
れ
て
行
か
れ
た
が
、
任
務
が
終
わ
っ
て
帰
郷
す
る
際
は
付
き
添
い
も

無
く
、
途
中
で
野
垂
れ
死
に
す
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
』
。
天
平
宝
字

元
・
天
平
勝
宝
九
（
七
五
七
）
年
『
以
降
は
九
州
か
ら
の
徴
用
と
な
っ
た
。

奈
良
時
代
末
期
の
』
延
暦
一
一
（
七
九
二
）
年
に
桓
武
天
皇
が
健
児

こ

ん

で

い

の
制せ

い

（
庶
民
出
身
の
軍
団
の
徴
兵
制
が
廃
さ
れ
た
代
わ
り
に
設
け
ら
れ
た
兵

制
度
で
郡
司
の
子
弟
や
勲
位
者
な
ど
か
ら
選
抜
さ
れ
た
。
「
こ
ん
に
」
と

も
読
む
）
を
成
立
さ
せ
て
軍
団
や
兵
士
が
廃
止
さ
れ
て
も
、
『
国
土
防
衛

の
た
め
兵
士
の
質
よ
り
も
数
を
重
視
し
た
朝
廷
は
防
人
廃
止
』
は
先
送
り

し
て
い
る
。
実
際
、
八
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
は
、
『
し
ば

し
ば
新
羅
の
海
賊
が
九
州
を
襲
っ
た
（
新
羅
の
入
寇
）
。
弘
仁
の
入
寇
の

後
に
は
、
人
員
が
増
強
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
一
旦
廃
止
さ
れ
て
い
た
弩
』
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（
ど
／
お
お
ゆ
み
：
長
射
程
で
破
壊
力
が
強
い
代
わ
り
に
扱
い
が
難
し
か

っ
た
大
型
の
弓
。
）『
を
復
活
し
て
、
貞
観
、
寛
平
の
入
寇
に
対
応
し
た
』
。

『
院
政
期
に
な
り
北
面
武
士
・
追
捕
使
・
押
領
使
・
各
地
の
地
方
武
士
団

が
成
立
す
る
と
、
質
を
重
視
す
る
院
は
次
第
に
防
人
の
規
模
』
は
縮
小
さ

れ
、
十
世
紀
に
は
『
実
質
的
に
消
滅
し
た
』
と
あ
る
。「
万
葉
集
」
に
も
、

最
も
多
く
収
載
さ
れ
る
巻
第
二
十
の
若
倭
部
身
麻
呂
の
四
三
二
二
番
歌
、

我
が
妻
は
い
た
く
戀
ひ
ら
し
飮
む
水
に
影
さ
へ
見
え
て
よ
に
忘
ら
れ

ずな
ど
、
多
く
の
防
人
歌
が
載
る
の
は
御
存
じ
の
通
り
で
あ
る
。
］

元
寇
の
石
疊

と

り

で

は
い
づ
こ
磯
菜
摘
む

寇
ま
も
る
石
疊

と

り

で

は
い
づ
こ
磯
菜
摘
む

磯
菜
つ
む
行
手
い
そ
が
ん
い
ざ
子
ど
も

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
い
ざ
子
ど
も
」
坂
本
宮
尾
氏
は
「
杉
田
久
女
」
で

本
句
に
つ
い
て
、『
俳
句
に
は
珍
し
い
「
い
ざ
子
ど
も
」
と
い
う
用
語
は
、
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実
は
『
万
葉
集
』
な
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
表
現
で
、
目
下
の
者
、
燃

焼
の
者
た
ち
に
対
し
て
親
し
み
を
こ
め
て
い
う
と
き
に
用
い
ら
れ
る
』
と

記
さ
れ
、
以
下
の
「
万
葉
集
」
巻
第
六
の
大
伴
旅
人
の
九
五
七
番
歌
を
引

い
て
、
本
句
が
間
違
い
な
く
こ
の
和
歌
の
本
歌
取
り
で
あ
る
と
い
っ
た
主

旨
の
発
言
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
。

 
 

冬
十
一
月
、
大
宰
の
官
人

く

わ

ん

に

ん

等ら

、

香
椎

か

し

ひ

の
廟

み
や
う

を
拜
み
奉
り
訖を

へ
て
退ま

か

り
歸
り
し
時
に
、

馬
を
香
椎
の
浦
に
駐た

め
て
、

各
お
の
も
お
の
も

懷
お
も
ひ

を
述
べ
て
作
れ
る
歌

 
 

 

師
大
伴
卿
が
歌
一
首

い
ざ
子
ど
も
香
椎
の
潟か

た

に
白
妙

し

ろ

た

へ

の
袖
さ
へ
濡
れ
て
朝
菜
摘
み
て
む

坂
本
氏
曰
く
、
『
こ
の
句
は
旅
人
の
本
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
、
久
女
の
溌
剌

と
し
た
精
神
が
こ
め
ら
れ
た
新
し
い
作
品
と
な
っ
て
』
お
り
、
『
春
の
渚

の
浪
音
と
潮
風
が
感
じ
ら
れ
る
、
勇
ん
だ
勢
い
の
あ
る
句
』
で
、
『
行
く

手
の
春
の
浜
辺
へ
と
、
さ
ら
に
洋
々
た
る
文
芸
の
未
来
へ
と
誘
う
、
久
女

の
連
衆
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
』
と
評
さ
れ
て
い
る
。
全
く
同
感
で
あ
る
。

最
後
の
『
洋
々
た
る
文
芸
の
未
来
へ
と
誘
う
、
久
女
の
連
衆
へ
の
呼
び
か

け
』
と
い
う
部
分
に
首
を
か
し
げ
る
方
の
た
め
に
、
こ
の
句
に
つ
い
て
久

女
が
昭
和
九
年
八
月
発
行
の
『
天
の
川
』
に
以
下
の
よ
う
な
自
注
を
載
せ
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て
い
る
こ
と
を
お
示
し
し
て
お
く
。

 
 

 
＊

「
い
ざ
子
供
」
の
こ
と

七
月
号
高
崎
烏
城
氏
の
御
文
章
を
も
つ
と
も
と
存
じ
ま
す
。
あ
の
句
中

に
ふ
く
む
子
ど
も
は
私
の
門
下
の
女
流
、
子
ど
も
の
如
く
思
ふ
人
達
の
も

ろ
と
も
に
句
作
精
進
の
ゆ
く
手
を
い
そ
ぎ
、
道
草
を
つ
ま
ず
、
一
歩
で
も

人
生
の
旅
路
を
つ
な
い
で
進
ま
う
と
い
ふ
い
み
を
の
べ
た
ま
で
ゝ
自
分

で
も
大
し
た
句
と
は
存
じ
ま
せ
ぬ
。
が
只
私
の
目
下
の
、
門
下
女
流
、
及

生
活
の
鬪
に
あ
へ
ぎ
ゐ
る
子
ら
へ
の
は
は
げ
ま
し
の
い
み
を
う
た
つ
た

も
の
で
す
。
私
の
長
女
昌
子
も
今
横
浜
で
若
い
の
に
働
い
て
ま
す
。
次
女

光
子
十
九
歳
之
ま
た
少
い
学
資
で
日
々
自
炊
し
つ
ゝ
繪
を
一
心
に
勉
強

し
私
は
學
資
の
爲
め
之
ま
た
人
生
の
鬪
に
あ
へ
ぎ
つ
ゞ
け
て
ま
す
。
二
人

の
愛
す
る
娘
の
事
を
考
へ
、
人
生
の
も
ろ
も
ろ
の
苦
も
（
こ
と
ば
は
古
い

が
）
子
ら
に
よ
び
か
け
自
分
に
よ
び
か
け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

 
 

 

＊

な
お
、
こ
の
引
用
の
最
後
の
行
に
は
下
イ
ン
デ
ン
ト
で
『
（
七
月
八
日
）
』

と
い
う
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
附
さ
れ
て
あ
る
。
］

蕗
の
薹
ふ
み
て
ゆ
き
き
や
善
き
隣
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甦
る
春
の
地
靈
や
蕗
の
薹

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久

女
句
集
」
で
は
以
上
二
句
は
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
の
パ
ー
ト
に
置
か

れ
て
い
る
。
］

蘆
の
芽
の
ひ
ら
き
初
む
れ
ば
初
袷

水
上
へ
う
つ
す
歩
み
や
濃
山
吹

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
濃
山
吹
」
は
「
こ
や
ま
ぶ
き
」
と
読
む
。
八
重
山

吹

（

バ

ラ

目

バ

ラ

科

バ

ラ

亜

科

ヤ

マ

ブ

キ

属

ヤ

マ

ブ

キ

K
erria 

japonica

品
種
ヤ
エ
ヤ
マ
ブ
キ

K
erria japonica f. plena

）
の
中

で
も
、
特
に
花
の
黄
色
が
鮮
や
か
な
も
の
を
指
す
。
］

百
合
根
分
鍬
切
り
し
芽
を
惜
し
と
思
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
は
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊

「
杉
田
久
女
句
集
」
で
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
パ
ー
ト
に
置
か
れ
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て
い
る
。
］

筆
と
り
て
門
邊
の
草
も
摘
む
氣
な
し

晴
天
に
芽
ぐ
み
來
し
枝
を
ふ
れ
あ
へ
る

盆
に
盛
る
春
菜
淡
し
鶴
料
理
る

鶴
料
理
る
ま
な
箸
淨
く
も
ち
ひ
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
鶴
料
理
る
」「
つ
る
つ
く
る
」
と
読
む
。
ウ
ィ
キ
の

「
ツ
ル
」
の
「
文
化
」
の
項
に
は
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
代
え
た
）
、

『
江
戸
時
代
に
は
鶴
の
肉
は
白
鳥
と
と
も
に
高
級
食
材
と
し
て
珍
重
さ

れ
て
い
た
。
武
家
の
本
膳
料
理
や
朝
鮮
通
信
使
の
饗
応
の
た
め
に
鶴
の
料

理
が
振
る
舞
わ
れ
た
こ
と
が
献
立
資
料
な
ど
の
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。

鶴
の
肉
は
、
江
戸
時
代
の
頃
の
「
三
鳥
二
魚
」
と
呼
ば
れ
る
五
大
珍
味
の

一
つ
で
あ
り
、
歴
史
的
に
も
名
高
い
高
級
食
材
。
三
鳥
二
魚
と
は
、
鳥
＝

鶴
（
ツ
ル
）
、
雲
雀
（
ヒ
バ
リ
）
、
鷭(

バ
ン)

、
魚
＝
鯛
（
タ
イ
）
、
鮟
鱇

（
ア
ン
コ
ウ
）
の
こ
と
で
あ
る
』
と
あ
る
。
久
女
に
は
こ
の
折
り
の
様
子

を
綴
っ
た
随
筆
「
鶴
料
理
る
」（
「
か
り
た
ご
」
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%83%AB
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四
月
号
）
が
あ
る
。
以
下
に
全
文
を
紹
介
す
る
（
底
本
第
二
巻
所
収
の
も

の
を
恣
意
的
に
正
字
化
し
た
）
。
こ
の
二
句
と
併
せ
て
以
下
を
読
む
時
、

久
女
の
中
に
稀
有
の
日
本
女
性
の
優
し
さ
を
見
る
思
い
が
私
に
は
す
る

の
で
あ
る
。

 
 

 

《
引
用
開
始
》

鶴
料
理
る

一
月
三
十
一
日
の
夜
、
ち
さ
女
さ
ん
が
き
て
、

「
朝
鮮
の
妹
か
ら
白
鶴
を
一
羽
送
つ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
先
生
に
も
一
と

片
も
つ
て
來
ま
し
た
」

と
い
つ
て
、
お
皿
に
の
せ
た
一
塊
の
鶴
の
肉
を
さ
し
出
し
た
。

鶴
の
肉
と
い
ふ
も
の
は
、
私
が
子
供
の
時
、
東
京
の
實
家
で
、
や
は
り

朝
鮮
か
ら
送
ら
れ
た
の
を
食
べ
た
事
は
あ
る
が
、
も
う
三
十
年
も
前
の
事

で
、
一
向
覺
え
も
な
い
の
で
、
手
に
と
り
あ
げ
て
眺
め
る
と
、
牛
肉
の
樣

な
赤
い
肉
だ
つ
た
。

「
こ
れ
は
胸
の
肉
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
ゆ
ふ
べ
は
二
時
頃
迄
鶴
を

料
理

つ

く

る
の
に
か
ゝ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
肉
は
、
け
ふ
主
人
と
二
人
で
三
十

軒
ば
か
り
お
わ
け
し
ま
し
た
、
白
鶴
は剝

製
に
や
つ
た
り
し
て
、
此
三
日

ほ
ど
鶴
の
事
で
さ
わ
い
で
ま
す
、
お
隣
の
方
な
ど
、
鶴
は
食
べ
た
事
な
い

か
ら
た
つ
た
一
片
下
さ
い
、
お
つ
し
や
る
か
ら
二
三
片
差
上
げ
ま
し
た
ら
、
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今
日
は
、
汽
車
に
の
つ
て
直
方
の
七
十
幾
つ
か
の
お
母
さ
ん
に
あ
げ
に
お

出
に
な
る
さ
う
で
す
」

と
、
ち
さ
女
さ
ん
は
鶴
の
肉
を
方
々
へ
わ
け
て
、
自
分
達
夫
婦
は
骨
ば
か

り
し
や
つ
ぶ
つ
た
と
も
愉
快
げ
に
話
し
て
笑
ふ
の
だ
つ
た
。

「
先
生
も
う
一
片
の
方
は
、
縫
野
さ
ん
の
坊
ち
や
ん
に
上
げ
て
下
さ
い
。

い
く
よ
さ
ん
が
あ
ん
な
に
心
配
し
て
い
ら
し
た
か
ら
」

と
、
ち
さ
女
さ
ん
は
も
の
優
し
く
言
ひ
お
い
て
歸
つ
て
い
つ
た
。

翌
日
私
は
、
草
庵
の
ま
は
り
を
歩
き
ま
は
つ
て
、
ま
だ
莟
の
固
い
紫
色

の
蕗
の
莖
や
、
芹
、
嫁
菜
を
つ
ん
で
來
、
市
場
へ
い
つ
て
、
赤
い
小
蕪
や

春
の
お
菜
を
五
六
種
買
つ
て
來
た
。

そ
れ
ら
を
き
れ
い
に
洗
ひ
、
塗
盆
に
の
せ
て
、
居
間
の
疊
の
上
に
置
い

た
。
へ
や
の
中
は
き
れ
い
に
取
か
た
づ
け
ら
れ
、
名
香
の
煙
が
し
つ
か
に

流
れ
て
ゐ
た
。

燈
下
の
屏
風
の
前
に
、
ま
な
い
た
を
す
ゑ
て
坐
つ
た
私
は
、
一
塊
の
鶴

の
肉
や
、
庖
丁
、
摘
草
籠
に
入
れ
た
芹
よ
め
な
、
盆
に
瑞
々
と
も
ら
れ
た

春
菜
の
彩
ど
り
を
め
で
な
が
ら
、
白
布
を
し
い
た
狙
板
の
上
で
、
し
づ
か

に
鶴
を
庖
丁
し
は
じ
め
た
。

私
は
ふ
と
氣
が
つ
い
て
、
机
の
上
の
歳
事
記
を
ひ
つ
ぱ
り
出
し
、
鶴
の

庖
丁
と
い
ふ
所
を
め
く
つ
て
見
た
。

例
句
が
少
い
の
で
、
鶴
を
料
理
る
宮
中
の
古
式
を
想
像
す
る
事
も
か
た
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く
、
千
年
切
も
萬
年
切
も
わ
か
ら
な
い
が
、
鶴
の
肉
を
、
す
き
乍
ら
、
大

空
を
飛
翔
し
て
ゐ
る
白
鶴
を
想
像
し
た
り
、
ち
さ
女
さ
ん
の
語
つ
た
、
鶴

の
も
も
の
う
す
紅
色
の
肉
だ
つ
た
ら
一
層
料
理
る
の
に
も
感
じ
が
い
い

だ
ら
う
に
と
そ
ん
な
事
を
思
ひ
つ
ゝ
う
す
く
へ
い
だ
肉
を
、
古
代
蒔
繪
の

ふ
た
も
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
も
り
な
ら
べ
る
の
で
あ
つ
た
。

此
蒔
繪
の
ふ
た
も
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

は
、
主
人
の
家
が
昔
大
庄
や
を
し
て
ゐ
た
頃
殿
樣

か
ら
拜
領
し
た
と
い
ふ
根
ご
ろ
塗
の
本
膳
中
の
御
椀
な
の
で
、
三
百
年
前

の
、
金
箔
總
ま
き
繪
の
大
時
代
も
の
。
私
が
朝
夕
机
邊
に
む
い
て
、
愛
で

て
ゐ
る
器
な
の
で
あ
る
が
、
白
鶴
の
肉
に
芹
や
若
菜
、
蕗
の
珠
等
山
肴
を

も
り
よ
せ
て
、
じ
つ
と
眺
め
て
ゐ
る
と
、
何
と
も
い
へ
ぬ
古
典
の
な
つ
か

し
さ
が
わ
い
て
く
る
の
だ
つ
た
。

さ
て
そ
の
翌
日
は
、
そ
の
ふ
た
も
の
を
持
つ
て
、
記
念
病
院
を
た
づ
ね
、

手
術
後
の
令
息
の
容
體
を
き
い
て
か
ら
、
白
鶴
の
肉
を
あ
げ
る
と
、
い
く

代
さ
ん
は
、
看
病
や
つ
れ
し
た
顏
に
喜
び
の
色
を
う
か
べ
て

「
靜
彌
さ
ん
。
す
ぐ煑

て
あ
げ
ま
せ
う
ね
、
で
す
が
瀧
川
さ
ん
も
、
昨
日

か
ら
酸
素
吸
入
し
て
ら
し
て
、
大
分
お
わ
る
い
か
ら
一
片
で
も
さ
し
上
げ

ま
せ
う
」

と
ふ
た
物
の
ま
ゝ
、
令
息
の
友
人
で
大
分
容
體
の
わ
る
い
瀧
川
さ
ん
の
病

室
へ
出
て
ゆ
か
れ
た
が
、
直
ぐ
戻
つ
て
き
て
、

「
先
生
瀧
川
さ
ん
の
奧
樣
が
大
變
お
喜
び
に
な
つ
て
、
で
も
お
は
つ
に
頂
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戴
し
て
は
す
ま
な
い
か
ら
今
頂
戴
に
こ
ち
ら
か
ら
出
ま
す
と
お
つ
し
や

つ
て
で
し
た
」

と
の
事
。
ま
も
な
く
瀧
川
夫
人
が
小
皿
を
手
に
し
て
は
入
つ
て
き
て
私
に

も
あ
い
さ
つ
さ
れ
、
鶴
の
肉
を
三
切
も
ら
ひ
、
ふ
き
の
た
う
や
他
の
春
菜

も
と
り
そ
へ
て
歸
ら
れ
た
。
私
も
御
病
人
の
御
見
舞
を
の
べ
て
、
せ
め
て
、

日
が
か
ゝ
つ
て
も
全
快
さ
る
ゝ
樣
に
い
の
つ
た
。

い
く
よ
さ
ん
は
、
火
鉢
に
小
い
鍋
を
か
け
て
鶴
の
肉
を
に
は
じ
め
た
。

私
は
袂
か
ら
、
長
崎
の
あ
ち
や
さ
ん
と
、
オ
モ
チ
ヤ
の
鈴
と
、
香
椎
で
ひ

ろ
つ
た
橿
の
み
を
、
靜
彌
さ
ん
の
枕
も
と
に
さ
し
出
し
た
。

病
人
は
ね
ど
こ
の
上
に
起
き
上
つ
て
大
變
機
嫌
が
よ
く
、
私
の
あ
げ
た

鈴
を
な
ら
し
て
、
鶴
の
吸
も
の
の
出
來
る
の
を
ま
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
へ
御

主
人
も
製
鐵
所
の
歸
り
み
ち
に
た
ち
よ
ら
れ
、

「
先
生
も
御
一
緒
に
御
食
事
し
て
お
か
へ
り
な
さ
い
、
今
日
は
私
の
誕
生

日
だ
か
ら
」

と
す
ゝ
め
ら
れ
る
の
で
、
つ
い
私
も
呑
氣
に
そ
の
き
に
な
り
、
御
病
人
が

あ
の
古
蒔
繪
の
う
つ
は
で
、
機
嫌
よ
く
白
鶴
の
吸
も
の
を
吸
は
れ
る
そ
ば

で
、
縫
野
御
夫
婦
と
一
緒
に
の
ん
び
り
と
御
馳
走
を
い
た
ゞ
い
た
。

私
の
も
つ
て
い
つ
た
鶴
の
七
片
の
う
ち
。
の
こ
り
の
三
き
れ
を
、
縫
野

氏
の
令
息
が
た
べ
、
一
片
を
御
主
人
が
誕
生
日
の
祝
ひ
に
と
た
べ
、
又
私

宅
の
の
こ
り
の
鶴
の
肉
は
、
節
分
の
夜
八
十
一
の
老
母
と
、
主
人
と
私
と
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が
一
片
づ
一
、
千
年
の
壽
に
あ
や
か
る
や
う
に
と
語
り
あ
ひ
な
が
ら
賞
味

し
た
の
で
あ
つ
た
。

 
 

 

《
引
用
終
了
》

底
本
で
は
最
終
行
下
イ
ン
デ
ン
ト
で
創
作
ク
レ
ジ
ッ
ト
『
（
九
年
三
月
十

七
日
記
）
』
が
入
っ
て
い
る
。

「
ち
さ
女
」
は
久
女
の
俳
句
弟
子
土
井
ち
さ
女
で
あ
ろ
う
（
「
九
州
の
女

流
俳
人
を
語
る
」（
『
女
性
風
景
』
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
五
月
号
の

記
載
）
。
ま
た
、「
縫
野
さ
ん
」「
い
く
よ
さ
ん
」「
縫
野
御
夫
婦
」
と
い
う

の
も
同
じ
評
論
で
、
久
女
の
弟
子
と
し
て
並
ぶ
中
の
『
八
幡
製
鐡
所
の
夫

人
』『
縫
野
い
く
代
』（
但
し
、
こ
の
二
つ
の
文
字
列
は
底
本
で
は
一
緒
に

は
並
ん
で
い
な
い
）
と
出
る
人
物
か
と
思
わ
れ
る
。

「
鶴
の
庖
丁
」
は
「
つ
る
の
は
い
ち
や
う
（
つ
る
の
ほ
う
ち
ょ
う
）
」
と

読
み
、
江
戸
時
代
、
正
月
十
七
日
に
将
軍
家
か
ら
朝
廷
に
献
上
し
た
鶴
を

清
涼
殿
で
料
理
し
た
儀
式
。
舞
御
覧
（
正
月
十
七
日
ま
た
は
十
九
日
に
宮

廷
舞
楽
を
奏
し
て
天
皇
に
献
じ
た
行
事
）
の
前
儀
と
し
て
、
行
内
膳
司
の

庖
丁
人
が
衣
冠
を
正
し
、
故
実
に
則
っ
て
調
理
さ
れ
、
舞
御
覧
の
間
に
於

い
て
御
前
に
供
さ
れ
た
。
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
も
、
歳
時
記
の
項
と
し
て

は
あ
る
も
の
の
、
久
女
の
言
う
よ
う
に
、
例
句
が
見
当
た
ら
な
い
。

「
ふ
た
も
の
」
蓋
物
。
通
常
は
陶
器
の
そ
れ
を
挿
す
が
、
「
根
ご
ろ
塗
」

（
根
来
塗
：
日
本
の
塗
装
技
法
の
一
種
で
、
黒
漆
に
よ
る
下
塗
り
に
朱
漆
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塗
り
を
施
す
漆
器
。
呼
称
は
和
歌
山
県
の
根
来
寺
に
由
来
す
る
。
）「
金
箔

總
ま
き
繪
」
と
あ
る
か
ら
古
雅
な
漆
器
の
蓋
の
附
い
た
椀
で
あ
る
。

「
橿
の
み
」
カ
シ
の
実
。
ブ
ナ
目
ブ
ナ
科

F
agaceae

の
実
。
ど
ん
ぐ

り
。

「
瀧
川
さ
ん
」
不
詳
。「
令
息
の
友
人
で
大
分
容
體
の
わ
る
い
瀧
川
さ
ん
」

「
昨
日
か
ら
酸
素
吸
入
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
彼
ら
は
結
核
患
者
か

と
推
測
さ
れ
る
。

「
長
崎
の
あ
ち
や
さ
ん
」
お
手
上
げ
か
と
思
っ
た
ら
、
個
人
ブ
ロ
グ
「
ま

こ
っ
ち
ゃ
ん
の
好
奇
心
倶
楽
部

【
恋
文
】
」
の
『
基
礎
か
ら
わ
か
る
長
崎

弁
講
座
（
１
０
）「
阿
蘭
陀
さ
ん
」
、「
阿
茶
さ
ん
」
、「
じ
げ
も
ん
」
』
に
と

れ
ば
、「
阿
茶

あ

ち

ゃ

さ
ん
」
と
は
、
中
国
人
の
親
称
で
、「
あ
ち
ら
さ
ん
」
か
ら

来
て
い
る
言
葉
だ
と
い
う
と
あ
り
、
長
崎
古
賀
人
形
の
「
阿
茶
さ
ん
」
の

写
真
が
載
る
。
こ
れ
に
間
違
い
あ
る
ま
い
。
］

落
椿
の
葉
く
ぐ
り
落
ち
し
日
の
斑
か
な

蒼
海
の
波
騷
ぐ
日
や
丘
椿

梅
莟
む
官
舍
も
あ
り
て
訪
れ
ぬ

http://makotchan-i0223.at.webry.info/200511/article_10.html
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花
見
に
も
行
か
ず
も
の
憂
き
結
び
髮

盛
會
を
祈
り
て
花
に
ゆ
く
遠
く

花
影
あ
び
て
群
衆
遲
々
と
う
ご
く
か
な

花
ふ
か
き
館
に
徑
あ
る
夜
宴
か
な

花
莟
む
梢
の
煙
雨
ひ
も
す
が
ら

襟
卷
に
花
風
寒
き
夕
べ
か
な

た
も
と
ほ
る
櫻
月
夜
や
人
お
そ
き

神
風
に
こ
ぼ
れ
ぬ
花
を
見
上
げ
け
り

故
里
の
藁
屋
の
花
を
た
づ
ね
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
は
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
五
月
三
十
日
に

父
赤
堀
廉
蔵
、
母
さ
よ
の
三
女
と
し
て
官
吏
で
あ
っ
た
父
の
任
地
で
あ
っ
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た
鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
平ひ

ら

の
馬
場
（
現
在
の
鹿
児
島
市
の
中
央
部
で
あ
る

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
平
野
町
）
で
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
後
父
の
転
勤
で
久

女
四
歳
の
時
に
岐
阜
県
大
垣
へ
、
翌
年
辺
り
に
は
沖
繩
県
那
覇
市
へ
、
明

治
三
一
（
一
八
九
七
）
年
に
は
台
湾
の
台
北
へ
と
移
り
住
ん
で
い
る
。
こ

こ
に
い
う
「
故
里
」
と
は
し
か
し
な
か
な
か
に
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
久

女
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
以
外
に
も
父
の
信
州
の
実
家
も
そ
の
中
に
含
ま

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
「
た
づ
ね
け

り
」
と
詠
じ
た
辺
り
か
ら
は
（
再
訪
し
得
る
圏
内
と
し
て
も
）
鹿
児
島
の

生
家
を
指
す
も
の
の
よ
う
に
私
は
読
む
。
］

せ
ゝ
ら
ぎ
に
耳
す
ま
せ
居
ぬ
山
櫻

花
腐く

だ

つ
雨
ひ
ね
も
す
よ
侘
び
ご
も
り

船
長
の
案
内
く
ま
な
し
大
南
風

翠
巒
を
降
り
消
す
夕
立
襲
ひ
來
し

旱
魃
の
舗
道
は
ふ
や
け
靴
の
あ
と
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夜
毎
た
く
山
火
も
む
な
し
ひ
で
り
星

汲
み
濁
る
家
主
の
井
底
水
飢
饉

水
飢
饉
わ
が
井
は
淸
く
湧
き
澄
め
ど

夏
の
海
島
か
と
現
れ
て
艦
遠
く

煙
あ
げ
て
鹽
屋
は
低
し
鯉
幟

大
阪
の
甍

い
ら
か

の
海
や
鯉
幟

目
の
下
の
煙
都
は
冥
し
鯉
幟

男
の
子
う
ま
ぬ
わ
れ
な
り
粽
結
ふ

櫛
卷
の
歌
麿
顏
や
袷
人

ミ
シ
ン
踏
む
足
の
か
ろ
さ
よ
衣
更
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蒼
朮

そ

う

じ

ゆ

つ

の
煙
賑
は
し
梅
雨
の
宿

焚
き
や
め
て
蒼
朮
薫
る
家
の
中

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
蒼
朮
」
中
国
華
中
東
部
に
自
生
す
る
多
年
生
草
本

の
キ
ク
目
キ
ク
科
オ
ケ
ラ
属
ホ
ソ
バ
オ
ケ
ラ

A
tractylodes lancea 

の
根
茎
を
乾
燥
さ
せ
た
生
薬
。
中
枢
抑
制
・
胆
汁
分
泌
促
進
・
抗
消
化
性

潰
瘍
作
用
な
ど
が
あ
る
。
参
照
し
た
ウ
ィ
キ
の
「
ホ
ソ
バ
オ
ケ
ラ
」
に
よ

れ
ば
、
草
体
の
『
日
本
へ
の
伝
来
は
江
戸
時
代
、
享
保
の
頃
と
い
わ
れ
』
、

『
特
に
佐
渡
ヶ
島
で
多
く
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
サ
ド
オ
ケ
ラ
（
佐
渡
蒼
朮
）

と
も
呼
ば
れ
る
』
と
あ
る
。
］

お
く
れ
ゐ
し
窓
邊
の
田
植
今
さ
か
ん

早
苗
水
走
り
流
る
ゝ
籬
に
沿
ひ

お
く
れ
ゐ
し
門
邊
の
早
苗
植
ゑ
す
め
り

一
人
寢
の
月
さ
へ
さ
ゝ
ぬ
よ
き
蚊
帳
に

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%BD%E3%83%90%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%A9
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踏
み
な
ら
す
歸
省
の
靴
は
ハ
イ
ヒ
ー
ル

寮
の
娘
や
歸
省
近
づ
く
ペ
ン
便
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
は
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊

「
杉
田
久
女
句
集
」
で
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
パ
ー
ト
に
配
さ
れ

て
あ
る
。
一
見
、
こ
の
年
に
東
京
の
女
子
美
術
専
門
学
校
に
進
ん
だ
次
女

光
子
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
長
女
昌
子
が
こ
の
前
年
昭
和
七
年
八

月
に
横
浜
税
関
長
官
房
文
書
係
雇
と
し
て
就
職
し
て
お
り
、
角
川
版
の
前

年
パ
ー
ト
に
後
に
出
る
、

 
 

昌
子
よ
り
し
き
り
に
手
紙
來
る

三
句

春
愁
の
子
の
文
長
し
憂
へ
よ
む

春
愁
癒
え
て
子
よ
す
こ
や
か
に
よ
く
眠
れ

望
郷
の
子
の
お
き
ふ
し
も
花
の
雨

の
三
句
が
載
る
こ
と
か
ら
、
私
は
こ
れ
ら
は
「
寮
の
娘
」
と
い
う
措
辞
か
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ら
長
女
昌
子
を
詠
ん
だ
も
の
と
推
定
す
る
。
前
の
句
は
か
く
並
べ
ら
れ
る

と
「
ハ
イ
ヒ
ー
ル
」
か
ら
や
は
り
昌
子
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
角
川
版
で

は
創
作
年
代
未
詳
の
『
昭
和
四
年
―
―
昭
和
十
年
』
パ
ー
ト
に
配
さ
れ
て

あ
る
の
で
断
定
は
出
来
な
い
。
本
底
本
句
集
は
時
期
の
異
な
る
句
が
季
題

別
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
、
一
読
連
作
と
と
る
の
は
こ
れ
以

降
の
「
歸
省
子
」
の
句
群
で
も
か
な
り
危
険
で
あ
る
こ
と
を
言
い
添
え
て

お
く
。
］

歸
省
子
の
琴
の
し
ら
べ
を
き
く
夜
か
な

歸
省
子
や
わ
が
ぬ
ぎ
衣
た
ゝ
み
居
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
版
で
は
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
の
パ
ー
ト

に
あ
る
。
こ
の
時
、
昌
子
十
四
歳
、
光
子
九
歳
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
歸

省
子
」
は
（
ご
本
人
で
あ
る
長
女
石
昌
子
さ
ん
の
編
に
な
る
底
本
年
譜
に

は
ご
本
人
と
次
女
光
子
さ
ん
の
事
蹟
記
載
が
極
め
て
少
な
い
の
で
特
定

は
出
来
な
い
）
感
触
と
し
て
は
長
女
昌
子
か
。
］

い
と
し
子
や
歸
省
の
肩
に
繪
具
函
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
に
描
か
れ
た
の
は
「
繪
具
函
」
か
ら
次
女
光

子
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
］

歸
省
子
と
歩
む
も
久
し
夜
の
町

遊
園
の
暗
き
灯
か
げ
に
涼
み
け
り

起
し
繪
の
御
殿
葺
け
た
る
筧
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
、
今
一
つ
、
句
意
が
取
れ
な
い
。「
起
し
繪
」

は
組
立
灯
籠

く

み

た

て

と

う

ろ

う

と
か
立
版
古

た

て

ば

ん

こ

と
も
言
い
、
し
ば
し
ば
子
供
の
絵
本
に
見
ら
れ

る
建
物
・
樹
木
・
人
物
な
ど
を
切
り
抜
い
て
枠
の
中
に
立
て
、
風
景
・
舞

台
な
ど
が
立
体
的
に
再
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
絵
を
い
う
。
辞
書

に
は
茶
室
の
絵
図
面
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
た
と
あ
る
。
「
葺
け
た
る
」
の

「
葺
く
」
は
カ
行
四
段
活
用
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
已
然
形
か
命
令
形
と

な
る
が
、
す
る
と
以
下
の
「
た
る
」
が
分
か
ら
な
い
。
起
し
絵
の
御
殿
が

遠
近
感
に
齟
齬
が
生
じ
て
庭
の
筧
が
屋
根
を
葺
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
と
い
う
意
で
あ
る
な
ら
、
連
用
形
接
続
の
完
了
の
助
動
詞
「
た
り
」
で

「
御
殿
葺
き
た
る
」
と
し
て
―
―
御
殿
葺
き
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
し
ま

っ
て
い
る
）
筧
よ
―
―
と
す
る
か
、
若
し
く
は
体
言
接
続
の
断
定
の
助
動
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詞
「
た
り
」
で
「
御
殿
葺ぶ

き
た
る
」
と
し
て
―
―
御
殿
の
葺ふ

き
と
な
っ
て

い
る
筧
よ
―
―
で
な
く
て
は
お
か
し
い
と
思
う
。
識
者
の
御
教
授
を
俟
つ

も
の
で
あ
る
。
］

大
樹
下
の
夜
店
明
る
や
地
藏
盆

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
地
藏
盆
」
は
八
月
二
十
三
日
～
二
十
四
日
（
古
く

は
陰
暦
七
月
二
十
四
日
）
に
行
わ
れ
る
行
事
で
石
地
蔵
に
お
飾
り
を
し
て

祀
り
、
様
々
な
余
興
を
行
う
。
地
蔵
祭
り
。
地
蔵
会

じ

ぞ

う

え

。
］

涼
み
舟
門
司
の
灯
ゆ
る
く
あ
と
し
ざ
り

羅
に
衣そ

通
る
月
の
肌
か
な

遠
泳
の
子
ら
に
つ
き
そ
ひ
救
助
船

潮
あ
び
の
戻
り
て
夕
餉
賑
か
に

潮
あ
び
の
子
ら
危
險
な
し
旗
た
て
ゝ
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上
つ
瀨
の
歌
劇
明
り
や
河
鹿
き
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久

女
句
集
」
で
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
パ
ー
ト
に
配
さ
れ
て
い
る
。

を
流
れ
る
川
に
佇
み
蛙
の
声
が
響
き
、
そ
の
上
流
直
近
に
歌
劇
場
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
？

ロ
ケ
地
が
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
識
者
の
御
教
授
を

乞
う
も
の
で
あ
る
。
］

水
疾
し
岩
に
は
り
つ
き
啼
く
河
鹿

河
鹿
き
く
我
衣
手
の
露
し
め
り

河
鹿
な
く
大
堰
の
水
も
暮
れ
に
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
大
堰
」
は
「
お
ほ
い
」
で
大
堰
川
の
こ
と
か
。
京

都
府
北
桑
田
郡
南
部
か
ら
船
井
郡
園
部
町
・
八
木
町
と
亀
岡
市
を
経
、
保

津
峡
（
こ
の
部
分
は
保
津
川
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
入
る
ま
で
の
河
川
で
、

保
津
峡
の
出
口
嵐
山
か
ら
下
流
は
桂
川
と
名
を
変
え
て
淀
川
に
合
流
す

る
（
以
上
は
平
凡
社
「
世
界
大
百
科
事
典
」
に
拠
る
）
。
］
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病
快
し
河
鹿
の
水
を
か
ふ
る
な
ど

忘
れ
ゐ
し
河
鹿
の
蜘
蛛
を
捜
さ
ば
や

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
ち
ょ
っ
と
し
た
発
見
！

久
女
は
蛙
が
好
き
で
飼
っ

て
い
た
！
］

蛙
き
く
人
顏
く
ら
く
佇
め
り

蟬

涼
し
長
官
邸
は
木
が
く
れ
に

ひ
き
の
こ
る
岩
間
の
潮
に
海
ほ
う
ず
き

薔
薇
む
し
る
垣
外
の
子
ら
を
と
が
め
ま
じ

藁
づ
と
を
ほ
ど
い
て
活
け
し
牡
丹
か
な

牡
丹
を
活
け
て
お
く
れ
し
夕
餉
か
な

牡
丹
や
ひ
ら
き
か
ゝ
り
て
花
の
隈
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牡
丹
や
揮
毫
の
書
箋
そ
の
ま
ゝ
に

牡
丹
に
あ
た
り
の
は
こ
べ
延
ぶ
が
ま
ゝ

牡
丹
に
あ
た
り
の
は
こ
べ
拔
き
す
て
し

端
居
し
て
月
の
牡
丹
に
風
ほ
の
か

隔
た
れ
ば
葉
蔭
に
白
し
夕
牡
丹

紅
苺
垣
根
し
て
よ
り
摘
む
子
來
ず

牡
丹
芥
子
あ
せ
落
つ
瓣
は
地
に
敷
け
り

凌
霄
花

の

う

ぜ

ん

の
朱
に
散
り
浮
く
草
む
ら
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
凌
霄
花
」
シ
ソ
目
ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
科
タ
チ
ノ
ウ

ゼ
ン
連
ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ

C
am

psis grandiflora

。
参
照
し
た
ウ
ィ

キ
の
「
ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
」
に
よ
れ
ば
、
「
凌
霄
花
」
の
ほ
か
、
「
紫
葳
」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%82%BA%E3%83%A9
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と
も
書
く
。
『
夏
か
ら
秋
に
か
け
橙
色
あ
る
い
は
赤
色
の
大
き
な
美
し
い

花
を
つ
け
る
、
つ
る
性
の
落
葉
樹
。
気
根
を
出
し
て
樹
木
や
壁
な
ど
の
他

物
に
付
着
し
て
つ
る
を
延
ば
す
。
花
冠
は
漏
斗
状
。
結
実
は
ま
れ
で
あ
る
。

中
国
原
産
で
、
平
安
時
代
に
渡
来
し
た
と
い
わ
れ
る
』
。『
ノ
ウ
ゼ
ン
と
い

う
の
は
凌
霄
の
字
音
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
。
古
く
は
ノ
ウ
セ
ウ
カ
ズ
ラ
と

読
ま
れ
、
こ
れ
が
な
ま
っ
て
ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
と
な
っ
た
。
霄
は
「
空
」

「
雲
」
の
意
味
が
あ
り
、
空
に
向
か
っ
て
高
く
咲
く
花
の
姿
を
表
し
て
い

る
。
夏
の
暑
い
時
期
は
花
木
が
少
な
く
、
枝
を
延
ば
し
た
樹
木
全
体
に
、

ハ
ッ
と
す
る
よ
う
な
鮮
や
か
な
色
の
花
を
付
け
、
日
に
日
に
咲
き
変
る
の

で
、
よ
く
目
立
つ
。
花
の
形
が
ラ
ッ
パ
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
英
語
で
は
』

「C
hinese trum

pet vine

」
『
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
フ
ラ
ワ
ー
」
、
「
ト

ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
ヴ
ァ
イ
ン
」
あ
る
い
は
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
・
ク
リ
ー
パ
ー
」

と
呼
ば
れ
る
』
と
あ
る
（
「vine

」
と
「creeper

」
は
孰
れ
も
蔓つ

る

・
蔓
性

植
物
の
意
）
。
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「
ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ヅ
ラ
」
は
こ
ち
ら
。
］

流
れ
去
る
雲
の
ゆ
く
え
や
靑
芭
蕉

晴
天
に
廣
葉
を
あ
ほ
つ
芭
蕉
か
な

夕
顏
や
遂
に
無
月
の
雨
の
音

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%82%BA%E3%83%A9&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hV6uU9tzx-PwBd3pgJgD&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
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か
へ
り
見
ぬ
葡
萄
の
蔓
も
花
芽
ぐ
む

霖
雨
や
泰
山
木
の
花
墮
ち
ず

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
霖
雨
」
は
音
は
「
り
ん
う
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
は

訓
じ
て
何
日
も
降
り
つ
づ
く
「
な
が
あ
め
」
で
あ
る
。
］

活
け
終
へ
て
百
合
影
す
め
る
襖
か
な

上
げ
潮
に
ま
ぶ
し
き
芥
花
楝

あ
ふ
ち

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
楝
」
ム
ク
ロ
ジ
目
セ
ン
ダ
ン
科
セ
ン
ダ
ン

M
e
l
i
a
 

a
z
e
d
a
r
a
c
h

の
別
名
。
五
～
六
月
の
初
夏
、
若
枝
の
葉
腋
に
淡
紫
色
の

五
弁
の
小
花
を
多
数
、
円
錐
状
に
咲
か
せ
る
（
こ
こ
か
ら
別
名
で
「
花
お

う
ち
」
と
も
呼
ぶ
）
。
因
み
に
、
「
栴
檀
は
双
葉
よ
り
芳
し｣

の
「
栴
檀
」

は
こ
れ
で
は
な
く
全
く
無
縁
の
異
な
る
種
で
あ
る
白
檀
の
中
国
名
（
ビ
ャ

ク
ダ
ン
目
ビ
ャ
ク
ダ
ン
科
ビ
ャ
ク
ダ
ン
属
ビ
ャ
ク
ダ
ン

Santalum
 

album
 

）
な
の
で
注
意
（
し
か
も
ビ
ャ
ク
ダ
ンSantalum

 album

は

植
物
体
本
体
か
ら
は
芳
香
を
発
散
し
な
い
か
ら
こ
の
諺
自
体
は
頗
る
正
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し
く
な
い
。
な
お
、
切
り
出
さ
れ
た
心
材
の
芳
香
は
精
油
成
分
に
基
づ
く
）
。

こ
れ
は
ビ
ャ
ク
ダ
ンSantalum

 album

の
原
産
国
イ
ン
ド
で
の
呼
称

「
チ
ャ
ン
ダ
ナ
」
が
中
国
音
で
「
チ
ャ
ン
タ
ン
」
と
な
り
、
そ
れ
に
「
栴

檀
」
の
字
が
与
え
ら
れ
た
も
の
を
、
当
植
物
名
が
本
邦
に
伝
え
ら
れ
た
際
、

本
邦
の
楝
の
別
名
で
あ
る
現
和
名
「
セ
ン
ダ
ン
」
と
当
該
文
字
列
の
音
が

た
ま
た
ま
一
致
し
、
そ
の
ま
ま
誤
っ
て
楝
の
別
名
と
し
て
慣
用
化
さ
れ
て

し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
邦
の
セ
ン
ダ
ンM

elia azedarach

の
現

代
の
中
国
語
表
記
は
正
し
く
「
楝
樹
」
で
あ
る
。
］

籐
椅
子
に
看
と
り
疲
れ
や
濃
紫
陽
花

窓
明
け
て
見
渡
す
山
も
む
ら
若
葉

歸
り
來
て
天
地
明
る
し
四
方
若
葉

新
樹
濃
し
日
は
午
に
迫
る
鐘
の
聲

欄
涼
し
鎔
炉
明
り
の
か
の
樹
立

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
鎔
炉
」
の
「
炉
」
は
迷
っ
た
が
底
本
の
用
字
を
用
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い
た
。
電
子
化
し
て
い
る
私
が
「
鎔
爐
」
で
は
熔
鉱
炉
を
想
起
出
来
な
い

か
ら
で
あ
る
。
］

葉
櫻
や
流
れ
釣
な
る
瀨
戸
の
舟

降
り
歇
ま
ぬ
雨
雲
低
し
枇
杷
熟
れ
る

わ
が
も
い
で
愛
づ
る
初
枇
杷
葉
敷
け
り

わ
が
も
い
で
贈
る
初
枇
杷
葉
敷
け
り

手
折
ら
ん
と
す
れ
ば
萱
吊
ぬ
け
て
來
し

稻
妻
に
水
田
は
ひ
ろ
く
湛
え
た
る

書
肆
の
灯
に
そ
ゞ
ろ
讀
む
書
も
秋
め
け
り

語
り
ゆ
く
雨
月
の
雨
の
親
子
か
な

ジ
ム
紅
茶
す
ゝ
り
冷
え
た
る
夜
長
か
な
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
ジ
ム
紅
茶
」
タ
イ
・
シ
ル
ク
の
ブ
ラ
ン
ド
で
知
ら

れ
る
ジ
ム
・
ト
ン
プ
ソ
ン
の
紅
茶
の
こ
と
か
。
］

領
布

ひ

れ

振
れ
ば
隔
た
る
船
や
秋
曇

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
領
布
」
上
代
や
中
古
、
主
に
女
性
が
首
に
掛
け
て

両
肩
か
ら
垂
ら
し
た
細
長
い
白
い
布
。
羅
（
薄
絹
）
や
紗し

ゃ

な
ど
で
作
ら
れ
、

本
来
は
呪
具
と
し
て
呪

ま
じ
な

い
・
神
事
・
護
身
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、
後

に
は
装
飾
品
と
も
な
っ
た
。
領
巾
・
肩
巾
・
比
礼
と
も
書
く
。
］

掘
り
か
け
し
土
に
秋
雨
降
り
に
け
り

ヨ
ッ
ト
の
帆
し
づ
か
に
動
く
秋
の
湖

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
ヨ
ッ
ト
」
の
拗
音
表
記
は
マ
マ
。
］

走
馬
燈
灯
し
て
賣
れ
り
わ
れ
も
買
ふ

燈
を
入
れ
て
今
宵
も
た
の
し
走
馬
燈
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走
馬
燈
い
つ
か
消
え
ゐ
て
軒
ふ
け
し

こ
ろ
ぶ
し
て
語
る
も
久
し
走
馬
燈

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
こ
ろ
ぶ
し
て
」
の
「
こ
ろ
ぶ
す
」
と
は
サ
行
四
段

活
用
の
動
詞
「
自
伏

こ

ろ

ぶ

す
」
で
、
「
こ
ろ
」
は
自
分
独
り
の
意
。
自
分
独
り

は
横
に
な
っ
て
、
の
意
。
相
手
は
娘
た
ち
で
あ
ろ
う
。
］

一
人
居
の
岐
阜
提
灯
も
灯
さ
ざ
り

星
の
竹
北
斗
へ
な
び
き
か
は
り
け
り

う
ち
曇
る
空
の
い
づ
こ
に
星
の
戀

板
の
如
き
帶
に
さ
ゝ
れ
ぬ
秋
扇

わ
が
描
き
し
秋
の
扇
に
句
を
し
る
す

蟲
を
き
く
月
の
衣
手
ほ
の
し
め
り
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籠
の
蟲
夜
半
の
豪
雨
に
鳴
き
す
め
り

蟲
籠
を
し
め
し
歩
み
ぬ
萩
の
露

放
さ
れ
て
高
音
の
蟲
や
園
の
闇

草
む
ら
に
放
ち
し
蟲
の
高
音
か
な

鳴
き
出
で
て
く
つ
わ
は
忙
し
籬
か
げ

椅
子
涼
し
衣そ

通
る
月
に
身
じ
ろ
が
ず

月
涼
し
い
そ
し
み
綴
る
蜘
蛛
の
糸

流
れ
越
す
水
田
の
月
に
涼
み
ゐ
し

大
波
の
う
ね
り
も
去
り
ぬ
鯊

ふ
る
せ

釣
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
鯊

ふ
る
せ

」
は
ス
ズ
キ
目
ハ
ゼ
亜
目

G
obioidei

に
属
す
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る
広
汎
な
ハ
ゼ
類
（
ウ
ィ
キ
の
「
ハ
ゼ
」
に
よ
れ
ば
現
在
発
見
さ
れ
て
い

る
も
の
だ
け
で
二
一
〇
〇
種
類
を
超
え
る
と
あ
る
）
を
指
す
「
ハ
ゼ
」
の

別
名
で
あ
る
。
因
み
に
釣
師
の
間
で
は
ハ
ゼ
亜
目
ハ
ゼ
科
ゴ
ビ
オ
ネ
ル
ス

亜
科
マ
ハ
ゼ

A
canthogobius flavim

anus

の
う
ち
、
特
に
二
年
越

し
の
大
型
の
個
体
を
指
し
て
い
う
ら
し
い
。
］

鯊
釣
る
和
布
刈
の
礁
へ
下
り
た
て
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
和
布
刈
」
は
現
在
の
福
岡
県
北
九
州
市
門
司
区
門

司
に
あ
る
和
布
刈

め

か

り

神
社
の
こ
と
。
ウ
ィ
キ
の
「
和
布
刈
神
社
」
に
、
『
神

社
名
と
な
っ
て
い
る
「
和
布
刈
」
と
は
「
ワ
カ
メ
を
刈
る
」
の
意
で
あ
り
、

毎
年
旧
暦
元
旦
の
未
明
に
三
人
の
神
職
が
そ
れ
ぞ
れ
松
明
、
手
桶
、
鎌
を

持
っ
て
神
社
の
前
の
関
門
海
峡
に
入
り
、
海
岸
で
ワ
カ
メ
を
刈
り
採
っ
て
、

神
前
に
供
え
る
「
和
布
刈
神
事
」（
め
か
り
し
ん
じ
）
が
行
わ
れ
る
』
。
和

銅
三
（
七
一
〇
）
年
に
は
『
神
事
で
供
え
ら
れ
た
ワ
カ
メ
が
朝
廷
に
献
上

さ
れ
て
い
る
と
の
記
述
が
残
っ
て
』
お
り
、
現
在
、
こ
の
神
事
は
『
福
岡

県
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
』
と
あ
る
。
因
み
に
こ
の
神
事
、

私
に
は
中
学
生
の
頃
に
貪
る
よ
う
に
読
ん
だ
松
本
清
張
の
一
作
、
「
時
間

の
習
俗
」
以
来
、
耳
馴
染
み
の
神
事
で
あ
る
。「
磴
」
は
同
神
社
の

階
き
ざ
は
し

の

謂
い
。
私
は
実
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
だ
が
、
壇
ノ
浦
に
面
し
た
海
岸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E5%B8%83%E5%88%88%E7%A5%9E%E7%A4%BE
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に
鳥
居
が
建
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
石
段
が
社
殿
に
向
か
っ
て
延
び
て
い

る
の
が
ネ
ッ
ト
上
の
写
真
で
確
認
出
来
る
。

「
礁
」
は
水
面
下
に
隠
れ
る
暗
礁
を
指
し
、
「
か
く
れ
い
わ
」
「
い
く
り
」

な
ど
と
訓
ず
る
が
、
こ
こ
は
音
数
律
か
ら
見
る
と
音
の
「
セ
ウ
（
シ
ョ
ウ
）
」

の
方
が
し
っ
く
り
く
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
］

野
菊
む
ら
か
ゞ
め
ば
風
の
強
か
ら
ず

八
十
の
母
手
ま
め
さ
よ
萩
束
ね

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
年
譜
上
の
久
女
の
母
の
さ
よ
の
久
女
出
生
時
の
年
齢

（
三
十
六
歳
）
及
び
後
掲
さ
れ
る
類
型
句
「
八
十
の
母
手
ま
め
さ
よ
雛
つ

く
り
」
が
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」

配
さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
か
ら
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
の
句
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
］

山
萩
に
ふ
れ
つ
ゝ
來
れ
ば
座
禪
石

塀
外
へ
あ
ふ
れ
咲
く
枝
や
萩
の
宿
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門
と
ざ
し
て
あ
さ
る
佛
書
や
萩
の
雨

唐
も
ろ
こ
し
の
實
の
入
る
頃
の
秋
涼
し

唐
黍
を
焼
く
子
の
喧
嘩
き
く
も
い
や

不
知
火
の
見
え
ぬ
芒
に
う
づ
く
ま
り

戻
り
來
て
植
ゑ
し
萱
草
未
だ
咲
か
ず

佇
ち
つ
く
す
み
幸
の
あ
と
は
草
紅
葉

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
の
秋
、
『
大
伴
旅
人
、
山

上
憶
良
、
観
音
寺
別
当
の
沙
弥
満
誓

さ

み

ま

ん

ぜ

い

』
（
生
没
年
不
詳
。
万
葉
歌
人
。
俗

名
を
笠

か
さ
の

朝
臣
麻
呂

ま

ろ

。
和
銅
年
間
に
美
濃
守
と
し
て
優
れ
た
国
司
振
り
を
見

せ
、
ま
た
木
曾
道
を
開
い
た
り
し
、
尾
張
守
を
兼
ね
、
養
老
年
間
に
は
尾

張･

三
河･

信
濃
の
三
国
の
按
察
使

あ

ぜ

ち

も
兼
務
、
右
大
弁
と
し
て
中
央
政
界
に

復
帰
す
る
が
、
元
明
上
皇
病
臥
に
際
し
て
自
ら
申
し
出
て
出
家
、
養
老
七

（
七
二
三
）
年
に
は
造
筑
紫
観
世
音
寺
別
当
と
し
て
西
下
し
て
大
宰
帥
大

伴
旅
人
ら
と
交
わ
っ
た
。
人
間
味
豊
か
な
短
歌
七
首
を
「
万
葉
集
」
に
所
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収
す
る
。
こ
こ
は
主
に
平
凡
社
「
世
界
大
百
科
事
典
」
に
拠
る
）
『
な
ど

が
集
っ
た
筑
紫
万
葉
歌
壇
の
舞
台
、
大
宰
府
、
都
府
楼
趾
を
訪
れ
た
』
折

り
の
句
で
あ
る
（
引
用
部
は
坂
本
宮
尾
「
杉
田
久
女
」
よ
り
）
。
「
み
幸
」

と
は
行
幸
伝
承
の
あ
る
天
智
天
皇
の
こ
と
を
指
す
か
。
］

大
な
つ
め
落
す
竿
な
く
見
上
げ
ゐ
し

人
や
が
て
木
に
登
り
も
ぐ
棗
か
な

な
つ
め
盛
る
古
き
藍
繪
の
よ
き
小
鉢

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
藍
繪
」
は
「
あ
ゐ
ゑ
（
あ
い
え
）
」
と
読
み
、
陶
磁

器
の
呉
須

ご

す

（
磁
器
の
染
め
付
け
に
用
い
る
藍
色
の
顔
料
。
主
成
分
は
酸
化

コ
バ
ル
ト
で
他
に
鉄
・
マ
ン
ガ
ン
な
ど
を
含
む
。
天
然
に
は
青
緑
色
を
帯

び
た
黒
色
の
粘
土
（
呉
須
土
）
と
し
て
産
出
す
る
）
の
染
め
付
け
模
様
の

こ
と
。
］

銀
杏
の
熟
れ
落
つ
ひ
ゞ
き
嵐
く
る
ら
し

銀
杏
を
ひ
ろ
ひ
集
め
ぬ
黄
葉
を
ふ
み
て
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旅
た
の
し
葉
つ
き
橘
籠こ

に
み
て
り

蜜
柑
も
ぐ
心
動
き
て
下
り
た
ち
ぬ

掃
き
よ
り
て
木
の
實
拾
ひ
や
尉
と
姥

わ
け
入
り
て
孤
り
が
た
の
し
椎
拾
ふ

邸
内
に
祀
る
祖
先
や
椋
拾
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
椋
」
マ
ン
サ
ク
亜
綱
イ
ラ
ク
サ

目
ニ
レ
科
エ
ノ
キ
亜
科
ム
ク
ノ
キ

A
phananthe aspera

。
春
に
開

花
し
た
後
に
直
径
七
～
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
緑
色
球
状
の
果
実
（
核
果
）

を
つ
け
、
十
月
頃
に
な
る
と
黒
紫
色
に
熟
し
、
果
肉
は
甘
く
食
べ
ら
れ
る
。

干
し
柿
に
似
た
味
が
す
る
と
さ
れ
る
。
］

 
 

門
弟
を
つ
れ
て

二
句

邸
内
の
木
の
實
の
宮
に
歩
み
つ
れ
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木
の
實
降
る
ほ
と
り
の
宮
に
君
と
あ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
本
句
は
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉

田
久
女
句
集
」
で
は
『
〈
昭
和
四
年
―
―
昭
和
十
年
〉（
創
作
年
月
未
詳
）
』

の
パ
ー
ト
に
あ
り
、
同
定
の
ヒ
ン
ト
も
な
い
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
邸
内
」
と

言
い
、
そ
の
屋
敷
内
に
個
人
的
な
「
宮
」
（
祠
）
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
私
は
あ
の
広
大
な
櫓
山
荘
を
直
ち
に
想
起
し
て
し
ま
う
。

当
時
の
櫓
山
荘
に
そ
う
し
た
お
社
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
現
在
の
櫓
山
荘
跡
の
写
真
を
見
る
限
り
、
「
木
の
實
」
降
る
よ
う

な
鬱
蒼
と
し
た
木
々
の
叢
の
中
の
社
が
あ
っ
て
も
何
ら
お
か
し
く
な
い

印
象
を
受
け
る
（
寧
ろ
、
幕
藩
時
代
の
堺
鼻
、
小
倉
藩
の
見
張
番
所
跡
と

い
う
地
形
か
ら
見
て
も
、
海
神
な
ど
を
祀
る
に
相
応
し
い
所
で
あ
る
よ
う

に
私
に
は
思
わ
れ
る
）
。
但
し
、「
門
弟
を
つ
れ
て
」
と
前
書
き
し
て
そ
の

門
弟
の
「
邸
内
」
と
い
う
の
は
や
や
奇
異
な
印
象
を
受
け
る
も
の
で
は
あ

る
。
私
の
誤
釈
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
な
お
、
少
な
く
と
も
二
句
目
の

「
木
の
實
」
は
底
本
の
索
引
か
ら
「
こ
の
み
」
で
は
な
く
「
き
の
み
」
と

読
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
］

菊
花
摘
む
新
種
の
名
づ
け
た
の
ま
れ
て
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菊
摘
む
や
廣
壽
の
月
と
い
ふ
新
種

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
廣
壽
の
月
」
と
い
う
も
し
か
す
る
と
久
女
が
名
づ

け
た
か
も
知
れ
な
い
菊
の
品
種
、
御
存
じ
の
方
が
い
た
ら
、
是
非
、
お
教

え
下
さ
い
。
］

菊
摘
む
や
群
れ
伏
す
花
を
も
た
げ
つ
ゝ

摘
み
移
る
日
か
げ
あ
ま
ね
し
菊
畠

添
竹
を
は
づ
し
歩
む
や
菊
も
末

菊
干
す
や
東
籬
の
菊
も
摘
み
そ
へ
て

菊
干
す
や
日
和
つ
ゞ
き
の
菊
ケ
丘

菊
干
す
や
何
時
ま
で
褪
せ
ぬ
花
の
色

日
當
り
て
う
す
紫
の
菊
筵
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今
日
は
ま
た
白
菊
ば
か
り
干
し
ひ
ろ
げ

緣

の
日
の
ふ
た
た
び
嬉
し
菊
日
和

朝
な
朝
な
掃
き
出
す
塵
も
菊
の
屑

大
輪
の
か
わ
き
お
そ
さ
よ
菊
筵

今
年
ゐ
て
菊
咲
く
頃
の
我
家
か
な

門
邊
よ
り
咲
き
伏
す
菊
の
小
家
か
な

ひ
ろ
げ
干
す
菊
か
ん
ば
し
く
南緣

愛
藏
す
東
籬
の
詩
あ
り
菊
枕

ち
な
み
ぬ
ふ
陶
淵
明
の
菊
枕

白
妙
の
菊
の
枕
を
ぬ
ひ
上
げ
し
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ぬ
ひ
あ
げ
て
菊
の
枕
の
か
ほ
る
な
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
の
電
子
テ
ク
ス
ト
杉
田
久
女
の
随
筆
「
菊
枕
」
も

参
照
さ
れ
た
い
。
］

 
 

萬
葉
企
救

き

く

の
高
濱
根
上
り
松
次
第
に
煤
煙
に
枯
る
ゝ

一
句

冬
濱
の
す
ゝ
枯
れ
松
を
惜
み
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
企
救
の
高
濱
」
は
「
万
葉
集
」
に
「
企
救
の
濱
」

「
企
救
の
長
濱
」
「
企
救
の
高
濱
」
な
ど
と
詠
ま
れ
た
歌
枕
で
、
現
在
の

北
九
州
市
小
倉
北
区
赤
坂
附
近
か
ら
戸
畑
区
の
洞
海
湾
湾
口
ま
で
の
、
響

灘
に
面
し
た
国
道
一
九
九
号
線
沿
い
の
海
浜
を
指
す
。
現
在
は
大
方
が
臨

海
埋
立
造
成
に
よ
っ
て
全
く
消
失
し
て
い
る
が
、
往
古
は
白
砂
と
美
し
い

根
上
り
松
（
根
の
部
分
が
地
表
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
い
る
松
を
い
う
）
が

群
生
し
、
太
宰
府
へ
行
き
交
う
旅
人
や
大
里
宿
へ
通
じ
る
街
道
筋
の
美
観

と
し
て
多
く
の
人
々
の
心
を
慰
め
た
と
い
う
。
小
倉
の
高
浜
町
や
長
浜
町

は
そ
の
地
名
の
名
残
と
さ
れ
る
。
以
下
に
「
万
葉
集
」
の
当
地
の
詠
歌
を

総
て
示
す
。

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/07/post-ab17.html
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豊
國

の
企

救
の

濱
辺

は

ま

へ

の

眞
砂
地

ま

な

ご

つ

ち

眞
直

ま

な

ほ

に
し
あ

ら
ば

何

か
嘆
か

む 
 

 
 

 
 

 

（
巻
七
・
一
三
九
三
）

あ
な
た
の
私
へ
の
思
い
が
あ
の
真
砂
の
よ
う
に
ま
っ
さ
ら
な
清
い
み
心

で
あ
た
な
ら
、
ど
う
し
て
か
く
も
歎
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
女

の
詠
歌
。

豊
國
の
企
救
の
濱
松
ね
も
こ
ろ
に
何
し
か
妹い

も

に
相
言
ひ
そ
め
け
む

 
 

 

（
巻
十
二
・
三
一
三
〇
）

「
松
根
」
の
「
ね
」
に
「
め
も
こ
ろ
」
（
懇
ろ
）
を
掛
け
た
。
ど
う
し
て

妻
に
お
前
に
か
く
も
恋
を
囁
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と

い
う
男
の
側
の
恋
の
苦
悶
を
詠
む
。
『
柿
本
人
麻
呂
歌
集
に
出
づ
』
と
後

書
す
る
。

豊
國
の
企
救
の
長
濱
行
き
暮
ら
し
日
の
暮
れ
ゆ
け
ば
妹
を
し
ぞ
思
ふ

 
 

 

（
巻
十
二
・
三
二
一
九
）

豊
國
の
企
救
の
高
濱
高
高

た

か

だ

か

に
君
待
つ
夜
ら
は
さ
夜
更
け
に
け
り 
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（
巻
十
二
・
三
二
二
〇
）

「
高
高
に
」
は
心
の
高
揚
感
を
掛
け
る
。
先
に
続
く
恋
情
に
燃
え
る
同
じ

男
の
詠
歌
。

 
 

 
 

豐

前

國

と
よ
の
み
ち
の
く
ち
の
く
に

の
白
水
郎

あ

ま

の
歌
一
首

豊
國
の
企
救
の
池
な
る
菱
の
末
う
れ
を
摘
む
と
や
妹
が
み
袖
濡
れ
け

む

 
 

（
巻
十
六
・
三
八
七
六
）

菱
の
実
の
先
を
摘
も
う
と
し
て
あ
な
た
の
恩
袖
は
濡
れ
遊
ば
さ
れ
た
ろ

う
か
、
こ
の
恋
情
の
相
手
は
上
流
階
級
の
女
性
か
、
と
中
西
進
氏
（
講
談

社
文
庫
「
万
葉
集
」
注
）
は
注
す
る
。

坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
よ
れ
ば
、
久
女
の
草
稿
に
は
、
既
に

出
た
、

く
ぐ
り
見
る
松
が
根
高
し
春
の
雪

の
句
と
こ
の
句
の
間
に
、

 
 

こ
の
萬
葉
の
根
上
り
松
は
次
第
に
煤
煙
と
漁
夫
ら



237

 
 

の
あ
ら
す
と
こ
ろ
に
あ
り
。
今
上
陛
下
の
よ
き
御

 
 

屛
風

の
小
倉
赤
坂
の
名
所
萬
葉
に
う
た
は
れ
し
企

 
 

救
の
高
濱
も
次
第
に
枯
れ
今
數
本
あ
る
の
み
。
お

 
 

し
む
べ
し

と
の
詞
書
が
あ
る
と
あ
る
（
底
本
引
用
を
恣
意
的
に
正
字
化
し
た
。
「
お

し
む
べ
し
」
は
底
本
に
マ
マ
注
記
が
あ
る
）
。
］

冬
凪
げ
る
瀨
戸
の
比
賣
宮
ふ
し
を
が
み

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
瀨
戸
の
比
賣
宮
」

福
岡
県
宗
像
市
田
島
に
あ
る

全
国
の
弁
天
の
総
本
宮
と
も
さ
れ
、
裏
伊
勢
と
も
称
さ
れ
る
宗
像
三
女
神

を
祀
る
宗
像
大
社

む

な

か

た

た

い

し

ゃ

。「
瀨
戸
」
は
現
在
の
福
岡
県
宗
像
市
の
古
称
。「
比
賣

宮
」
は
「
ひ
め
み
や
」
と
読
み
、
比
売
は
宗
像
三
女
神
を
指
す
。
］

初
凪
げ
る
和
布
刈
の
磴
に
下
り
た
て
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
初
凪
げ
る
和
布
刈
の
磴
に
下
り
た
て
り
」
は
「
は

つ
な
げ
る
め
か
り
の
と
う
に
お
り
た
て
り
」
と
読
む
。
「
和
布
刈
」
は
再

注
す
る
と
、
福
岡
県
北
九
州
市
門
司
区
門
司
に
あ
る
和
布
刈

め

か

り

神
社
の
こ
と
。
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ウ
ィ
キ
の
「
和
布
刈
神
社
」
に
、
『
神
社
名
と
な
っ
て
い
る
「
和
布
刈
」

と
は
「
ワ
カ
メ
を
刈
る
」
の
意
で
あ
り
、
毎
年
旧
暦
元
旦
の
未
明
に
三
人

の
神
職
が
そ
れ
ぞ
れ
松
明
、
手
桶
、
鎌
を
持
っ
て
神
社
の
前
の
関
門
海
峡

に
入
り
、
海
岸
で
ワ
カ
メ
を
刈
り
採
っ
て
、
神
前
に
供
え
る
「
和
布
刈
神

事
」（
め
か
り
し
ん
じ
）
が
行
わ
れ
る
』
。
和
銅
三
（
七
一
〇
）
年
に
は
『
神

事
で
供
え
ら
れ
た
ワ
カ
メ
が
朝
廷
に
献
上
さ
れ
て
い
る
と
の
記
述
が
残

っ
て
』
お
り
、
現
在
、
こ
の
神
事
は
『
福
岡
県
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
』
と
あ
る
。
因
み
に
こ
の
神
事
、
私
に
は
中
学
生
の
頃
に
貪
る

よ
う
に
読
ん
だ
松
本
清
張
の
一
作
「
時
間
の
習
俗
」
以
来
、
耳
馴
染
み
の

神
事
で
あ
る
。「
磴
」
は
同
神
社
の

階
き
ざ
は
し

の
謂
い
。
私
は
実
は
行
っ
た
こ
と

が
な
い
の
だ
が
、
壇
ノ
浦
に
面
し
た
海
岸
に
鳥
居
が
建
っ
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
石
段
が
社
殿
に
向
か
っ
て
延
び
て
い
る
の
が
ネ
ッ
ト
上
の
写
真
で

確
認
出
来
る
。
］

嚴
寒
や
夜
の
間
に
萎
え
し
卓
の
花

如
月
の
雲
嚴
め
し
く
ラ
ヂ
オ
塔

ほ
の
ゆ
る
ゝ
閨
の
と
ば
り
は
隙
間
風

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E5%B8%83%E5%88%88%E7%A5%9E%E7%A4%BE
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眉
引
も
四
十
路
と
な
り
し
初
鏡

た
ら
ち
ね
に
送
る
頭
巾
を
縫
ひ
に
け
り

遊
學
の
旅
に
ゆ
く
娘
の
布
團
と
ぢ

か
ざ
す
手
の
珠
美
く
し
や
塗
火
鉢

筆
と
れ
ば
わ
れ
も
王
な
り
塗
火
鉢

ひ
と
り
居
も
淋
し
か
ら
ざ
る
火
鉢
か
な

銀屛

の
夕
べ
明
り
に
ひ
そ
と
居
し

色
褪
せ
し
コ
ー
ト
な
れ
ど
も
好
み
着
る

句
會
に
も
着
つ
ゝ
な
れ
に
し
古
コ
ー
ト

ア
イ
ロ
ン
を
あ
て
ゝ
着
な
せ
り
古
コ
ー
ト
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身
に
ま
と
ふ
黒
き
シ
ョ
ー
ル
も
古
り
に
け
り

鶺
鴒
に
障
子
洗
ひ
の
な
ほ
去
ら
ず

か
き
馴
ら
す
鹽
田
ひ
ろ
し
夕
千
鳥

首
に
捲
く
銀
狐
は
愛
し
手
を
垂
る
ゝ

牡
蠣
舟
や
障
子
の
ひ
ま
の
雨
の
橋

君
來
る
や
草
家
の
石
蕗
も
咲
き
初
め
て

そ
の
の
ち
の
旅
便
り
よ
し
石
蕗
日
和

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
石
蕗
日
和
」
は
「
つ
は
び
よ
り
」
で
石
蕗

つ

わ

ぶ

き

（
キ
ク

亜
綱
キ
ク
目
キ
ク
科
キ
ク
亜
科
ツ
ワ
ブ
キ

Farfugium
 japonicum

 

）

の
花
の
映
え
る
好
天
を
い
う
。
ツ
ワ
ブ
キ
は
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
咲

く
か
ら
、
小
春
日
和
と
同
義
で
冬
の
季
語
で
あ
る
。
］

冬
ご
も
る
簷
端
を
雨
に
と
は
れ
け
り
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悼
柳
琴

一
句

莖
高
く
ほ
う
け
し
石
蕗
に
た
も
と
ほ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
柳
琴
」
太
田
柳
琴
。
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」

に
よ
れ
ば
、
久
女
の
子
ら
の
主
治
医
で
あ
っ
た
小
児
科
医
で
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
、
俳
句
も
た
し
な
ん
だ
人
物
で
、
夫
宇
内
と
の
不
仲
に
悩
ん
だ
久
女
の

メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
へ
の
入
信
を
勧
め
た
一
人
で
あ
る
。
『
俳
句
を
た
し
な

み
、
小
倉
の
俳
句
会
『
二
八
会
』
の
創
設
者
の
ひ
と
り
で
、
久
女
に
よ
れ

ば
、
「
物
質
万
能
の
Ｋ
市
に
は
珍
し
い
様
な
高
い
人
格
者
だ
つ
た
」
』
（
小

説
「
河
畔
に
棲
み
て
」
か
ら
の
引
用
）
と
あ
る
。
彼
の
没
年
は
調
べ
得
な

か
っ
た
が
、
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」

で
は
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
の
パ
ー
ト
に
あ
る
。
久
女
大
正
一
〇
（
一

九
二
一
）
年
よ
り
教
会
に
通
い
出
し
、
翌
大
正
一
一
年
八
月
に
受
洗
し
た
。

因
み
に
夫
も
同
年
十
二
月
に
受
洗
し
て
い
る
が
、
久
女
は
四
年
後
の
大
正

十
五
年
十
一
月
頃
に
は
教
会
か
ら
距
離
を
お
き
、
同
時
に
俳
句
に
専
心
す

る
決
意
を
固
め
て
い
る
。
因
み
に
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
一
月
二
十

一
日
に
大
宰
府
県
立
筑
紫
保
養
院
に
て
腎
臓
病
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た

久
女
の
遺
骨
は
夫
宇
内
の
実
家
の
裏
山
の
墓
地
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
戒
名
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は
無
憂
院
釋
久
欣
妙
恆
大
師
で
あ
る
。
教
会
を
離
れ
て
か
ら
五
年
後
で
あ

る
が
、
同
人
に
対
す
る
敬
愛
の
念
は
続
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
久
女

伝
説
の
一
つ
に
は
こ
の
大
田
柳
琴
と
の
醜
聞
が
あ
る
が
、
私
は
全
く
採
ら

な
い
、
と
い
う
か
、
彼
女
の
不
倫
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
自
体
が
孰
れ
も
怪
し
い

も
の
ば
か
り
で
私
に
は
関
心
が
な
い
の
で
あ
る
と
述
べ
お
く
こ
と
と
す

る
。
］

 
 

越
ケ
谷
附
近
御
獵
地

一
句

耕
人
に
雁
歩
む
な
り
禁
獵
地

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
越
ケ
谷
附
近
御
獵
地
」
現
在
の
埼
玉
県
越
谷
市
の

地
に
慶
長
九
（
一
六
〇
四
）
年
に
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
越
ヶ

谷
御
殿
の
傍
の
鷹
狩
の
た
め
の
御
猟
地
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
こ

の
越
ヶ
谷
御
殿
は
、
江
戸
の
大
火
で
失
わ
れ
た
江
戸
城
の
建
物
の
代
替
と

し
て
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
に
な
っ
て
江
戸
城
二
の
丸
に
移
さ
れ
る
ま

で
の
五
十
三
年
間
、
家
康
・
秀
忠
・
家
光
な
ど
が
鷹
狩
で
訪
れ
た
御
殿
の

跡
と
し
て
現
在
に
知
ら
れ
る
（
こ
こ
は
個
人
サ
イ
ト
「
し
ら
こ
ば
と

N
E
T
W
O
R
K

」
の
「
越
ヶ
谷
御
殿
跡
」
を
参
照
し
た
）
。
］

http://homepage3.nifty.com/shirakobato-network/famous/goten.html
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英
彦

え

ひ

こ

山

六
句

谺
し
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
し
い
ま
ゝ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
阪
毎
日
新
聞
社
及
び
東
京
日
日
新
聞
社
共
主
催
に

な
る
「
日
本
新
名
勝
俳
句
」
の
「
山
岳
の
部
英
彦
山
」
で
帝
国
風
景
院
賞

（
金
賞
）
に
選
ば
れ
た
久
女
の
代
表
作
と
さ
れ
る
名
吟
で
あ
る
（
同
受
賞

作
は
全
二
十
句
）
。
久
女
三
十
歳
。

「
英
彦
山
」
は
通
常
「
ひ
こ
さ
ん
」
と
読
み
、
福
岡
県
田
川
郡
添
田
町
と

大
分
県
中
津
市
山
国
町
に
跨
る
山
で
標
高
は
一
一
九
九
メ
ー
ト
ル
。
耶
馬

日
田
英
彦
山
国
定
公
園
の
一
部
を
成
す
。
ウ
ィ
キ
の
「
英
彦
山
」
に
よ
れ

ば
、『
日
本
百
景
・
日
本
二
百
名
山
の
一
つ
。
ま
た
、
弥
彦
山
（
新
潟
県
）
・

雪
彦
山
（
兵
庫
県
）
と
と
も
に
日
本
三
彦
山
に
数
え
ら
れ
る
』
。
古
く
は

「
彦
山
」
と
い
う
表
記
で
あ
っ
た
が
、
享
保
一
四
（
一
七
二
九
）
年
、
霊

元
法
皇
の
院
宣
に
よ
り
「
英
」
の
字
を
つ
け
た
と
い
う
。
『
英
彦
山
は
羽

黒
山
（
山
形
県
）
・
熊
野
大
峰
山
（
奈
良
県
）
と
と
も
に
「
日
本
三
大
修

験
山
」
に
数
え
ら
れ
、
山
伏
の
坊
舎
跡
な
ど
往
時
を
し
の
ぶ
史
跡
が
残
る
。

山
伏
の
修
験
道
場
と
し
て
古
く
か
ら
武
芸
の
鍛
錬
に
力
を
入
れ
、
最
盛
期

に
は
数
千
名
の
僧
兵
を
擁
し
、
大
名
に
匹
敵
す
る
兵
力
を
保
持
し
て
い
た

と
い
う
』
と
あ
る
。
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
は
、
『
江
戸
時
代

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E5%BD%A6%E5%B1%B1


244

に
は
英
彦
山
参
り
の
講
が
組
織
さ
れ
て
多
く
の
参
拝
者
が
あ
っ
た
が
、
明

治
維
新
の
神
仏
分
離
令
や
修
験
道
廃
止
令
で
霊
山
の
参
拝
は
衰
退
し
、
山

伏
の
多
く
は
還
俗
し
た
。
最
盛
期
に
は
三
千
八
百
あ
っ
た
宿
坊
も
百
ほ
ど

に
な
っ
て
い
た
、
と
久
女
の
日
記
に
あ
る
』
と
あ
る
。
山
の
中
腹
五
百
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
の
位
置
に
英
彦
山
神
宮

ひ

こ

さ

ん

じ

ん

ぐ

う

（
通
称
、
彦
山
権
現
。
現
在
の
福
岡

県
田
川
郡
添
田
町
内
）
が
あ
り
、
ウ
ィ
キ
の
「
英
彦
山
神
宮
」
に
よ
れ
ば
、

天
忍
穂
耳
尊

ア

メ

ノ

オ

シ

ホ

ミ

ミ

（
高
天
原
で
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
と
の
神
生
み
比
べ

の
誓
約
の
際
に
ス
サ
ノ
オ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
勾
玉
を
譲
り
受
け
て
生
ま

れ
た
五
皇
子
の
一
柱
。
葦
原
中
国
平
定
の
折
り
に
は
天
降
っ
て
中
つ
国
を

治
め
る
よ
う
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
命
令
さ
れ
る
も
、
下
界
は
物
騒
だ
と
し
て

途
中
で
引
き
返
し
て
し
ま
う
。
後
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ら
に
よ
っ
て
大
国
主

か
ら
国
譲
り
が
な
さ
れ
、
再
び
オ
シ
ホ
ミ
ミ
に
降
臨
の
命
が
下
っ
た
が
、

オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
息
子
の
ニ
ニ
ギ
に
行
か
せ
る
よ
う
に
進
言
し
、
ニ
ニ
ギ
が

天
下
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
、
天
孫
降
臨
で
も
重
要
な
役
柄
を
担
っ
て
い

る
。
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
「
忍
穂
耳
」
で
生
命
力
に
満
ち
た
稲
穂
の
神
の
意
で
、

後
、
稲
穂
の
神
、
農
業
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
は
ウ

ィ
キ
の
「
オ
シ
ホ
ミ
ミ
」
に
拠
っ
た
）
を
主
祭
神
と
し
、
伊
佐
奈
伎
尊
・

伊
佐
奈
美
尊
を
配
祀
す
る
』
。『
英
彦
山
は
、
北
岳
・
中
岳
・
南
岳
の
三
峰

か
ら
な
り
、
中
央
に
あ
る
中
岳
の
山
頂
に
当
社
の
本
社
で
あ
る
「
上
宮
」

が
あ
り
、
英
彦
山
全
域
に
摂
末
社
が
点
在
す
る
』
と
あ
る
。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E5%BD%A6%E5%B1%B1%E7%A5%9E%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%9B%E3%83%9F%E3%83%9F
Yabuno
ノート
リンク先を訂正します。正しくは「オシホミミ」ではなく「アメノオシホミミ」です。
藪野直史
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本
句
を
総
て
現
代
仮
名
遣
の
で
ロ
ー
マ
字
化
し
て
み
る
。

K
odam

a site yanahototogisu hosiim
am

a

十
七
音
中
、「a

」
音
が
六
音
（
そ
の
内
、
子
音
の
“m

a

”
音
が
三
音
を
占

め
る
）
、
「o

」
音
が
五
音
（
そ
の
内
、
子
音
の
「h

o

」
音
が
二
音
、
「t

o

」

音
が
二
音
を
占
め
る
）
で
、
こ
の
優
勢
音
が
ま
さ
に
不
如
帰
の
音ね

の
木
霊

と
な
っ
て
霊
性
に
満
ち
た
幽
邃
な
英
彦
山
全
山
を
領
し
つ
つ
、
そ
の
絶
対

の
静
謐
と
広
角
景
観
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
響
か
せ
、
映
し
出
し
て
い
る
。

句
柄
は
豪
放
に
し
て
磊
落
に
し
て
自
然
の
持
つ
神
秘
の
力
を
伝
え
る
男

性
的
な
霊
力
を
孕
む
も
の
の
、
以
上
の
音
律
の
与
え
る
も
の
は
極
め
て
女

性
的
で
限
り
な
く
優
し
い
。
寧
ろ
そ
れ
は
私
に
は
老
子
の
称
し
た
玄
牝
や

ユ
ン
グ
の
言
う

原

母

グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー

に
通
じ
る
も
の
の
さ
え
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
た
、

久
女
と
い
う
熱
情
の
詩
人
に
相
応
し
い
と
も
感
ず
る
の
で
あ
る
。
］

橡と

ち

の
實
の
つ
ぶ
て
颪
や
豐
前
坊

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
同
じ
く
「
日
本
新
名
勝
俳
句
」
で
帝
国
風
景
院
銀
賞

に
選
ば
れ
た
句
。

「
豐
前
坊
」
は
こ
の
時
は
既
に
前
注
に
示
し
た
明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ

zvn04
ノート
誤りが多いので、以下に、訂正したものを掲げる。
　　　＊
　試みに、本句を、総て現代仮名遣でローマ字化してみる。 

Kodama site yamahototogisu hosiimama

十七音中、“a”音が六音（その内、子音の“ma”音が四音を占める）、“o”五音（その内、子音の“ho”音が二音、“to”音が二音を占める）で、この優勢音が、まさに、不如帰の音（ね）の木霊となって、霊性に満ちた幽邃な英彦山全山を領しつつ、その絶対の静謐と広角景観を余すところなく響かせ、映し出している。句柄は豪放にして磊落、自然の持つ神秘の力を伝える男性的な霊力を孕むものの、以上の音律の与えるものは極めて女性的で限りなく優しい。寧ろそれは、私には、老子の称した玄牝やユングの原母（グレート・マザー）に通じるもののさえ感じられ、それがまた、久女という熱情の詩人に相応しいとも感ずるのである。
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て
英
彦
山
神
宮
摂
社
高
住

た

か

す

み

神
社
と
な
っ
て
い
た
。
英
彦
山
神
宮
銅
の
鳥
居

か
ら
更
に
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
東
へ
入
っ
た
英
彦
山
北
東
中
腹
に
鎮
座

す
る
（
前
句
の
注
も
参
照
さ
れ
た
い
）
。
ウ
ィ
キ
の
「
英
彦
山
」
に
よ
れ

ば
、
『
彦
山
豊
前
坊
と
い
う
天
狗
が
住
む
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
豊
前
坊

大
天
狗
は
九
州
の
天
狗
の
頭
領
で
あ
り
、
信
仰
心
篤
い
者
を
助
け
、
不
心

得
者
に
は
罰
を
下
す
と
言
わ
れ
て
い
る
。
英
彦
山
北
東
に
建
て
ら
れ
て
い

る
高
住
神
社
に
は
御
神
木
・
天
狗
杉
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
古
く
か
ら

の
修
験
道
の
霊
地
で
、
全
盛
期
に
は
多
く
の
山
伏
が
修
行
に
明
け
暮
れ
た
』

と
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
「
橡
の
實
の
つ
ぶ
て
颪
」
は
そ
う
し
た
天
狗
の
石
礫

い

し

つ

ぶ

て

（
主
に
江
戸
時
代
以
降
、
明
治
期
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
怪
異
の
一
つ
。

凡
そ
自
然
現
象
や
人
為
と
は
思
わ
れ
な
い
、
石
や
当
該
物
質
な
ど
が
存
在

し
な
い
場
所
（
屋
内
を
含
む
）
に
、
ど
こ
か
ら
飛
ん
で
来
た
の
か
分
か
ら

な
い
物
が
投
げ
込
ま
れ
る
（
若
し
く
は
投
げ
つ
け
る
・
投
げ
落
と
す
音
の

み
が
し
て
投
げ
た
対
象
物
体
が
存
在
し
な
い
）
怪
奇
現
象
を
言
う
。
ウ
ィ

キ
の
「
天
狗
礫

て

ん

ぐ

つ

ぶ

て

」
に
よ
れ
ば
、
『
天
狗
が
投
げ
た
石
つ
ぶ
て
で
は
な
い
か

な
ど
と
言
わ
れ
る
。
天
狗
が
人
々
に
素
行
の
悪
さ
を
悔
い
改
め
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
と
も
い
い
、
狐
狸
の
仕
業
と
も
い
わ
れ
る
』
と
あ
る
。
）
を

直
ち
に
想
起
さ
せ
る
久
女
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
珍
し
い
、
お
か
し
み
の
諧

謔
を
も
含
ま
せ
た
益
荒
男
振
り
の
句
で
あ
る
。
］

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E5%BD%A6%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8B%97%E7%A4%AB
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六
助
の
さ
び
鐵
砲
や
秋
の
宮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
六
助
の
さ
び
鐵
砲
」
戦
国
期
の
毛
野
村
出
身
の
毛

野
村
六
助
（
木
田
孫
兵
衛
）
に
纏
わ
る
。
福
岡
県
添
田
町
公
式
サ
イ
ト
内

の
「
毛
野
村
六
助
伝
説
」
か
ら
引
用
さ
せ
て
戴
く
。

 
 

 

《
引
用
開
始
》

英
彦
山
高
住
神
社
か
ら
東
へ
行
き
、
野
峠
か
ら
大
分
県
側
に
四
キ
ロ
ほ

ど
下
っ
た
東
側
山
中
に
槻
の
木
の
人
家
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
木
田
孫
兵

衛
墓
」
と
彫
っ
た
石
塔
が
あ
っ
て
、
毛
谷
村
六
助
の
墓
だ
と
い
わ
れ
る
。

六
助
の
父
は
広
島
の
人
で
佐
竹
勘
兵
衛
と
い
い
、
九
州
の
緒
方
氏
を
討
つ

た
め
に
京
都
郡
今
井
に
や
っ
て
来
て
、
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
園
部
与
兵
衛

の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
六
助
だ
と
い
う
。
当
時
浪
人
は
人
家
に
は

住
め
な
か
っ
た
の
で
、
犬
ヶ
岳
に
登
り
ケ
ヤ
キ
の
ほ
ら
穴
で
夜
を
明
か
し
、

そ
れ
か
ら
六
四
町
下
っ
た
現
在
地
に
村
を
開
い
た
。
毛
谷
村
の
名
は
ケ
ヤ

キ
か
ら
つ
い
た
と
い
わ
れ
る
。

六
助
は
正
直
で
親
孝
行
な
男
で
、
き
こ
り
を
し
薪
を
背
負
っ
て
小
倉
の

町
（
彦
山
の
町
だ
と
も
い
う
。
）
に
売
り
に
行
っ
た
。
大
変
な
力
持
ち
で

馬
の
四
本
足
を
両
手
で
持
っ
て
差
し
あ
げ
た
と
い
う
。
そ
の
力
は
彦
山
権

現
に
祈
願
し
て
さ
ず
か
り
、
彦
山
豊
前
坊
の
窟
で
天
狗
か
ら
剣
術
を
授
け

ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

https://www.town.soeda.fukuoka.jp/_common/themes/joruri/densetu/rokusuke.htm
zvn04
ノート
頭の部分、誤りが多いので、以下に、「～纏わる。」の箇所まで訂正文を記す。
　　　＊
「六助のさび鐵砲」戦国期の、ここの近くの毛谷村出身（現在の大分県中津市山国町（やまのくにまち）槻木（つきのき）。「毛谷村神社」と神社名に旧村名が残っている）の怪力無双の義人毛谷村六助（木田孫兵衛）に纏わるとされる錆びた鉄砲が同神社にはあったものか。
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そ
の
こ
ろ
、
広
島
藩
の
剣
術
師
範
に
微
塵
流
の
京
極
内
匠
と
い
う
者
が

い
て
、
同
じ
藩
の
師
範
八
重
垣
流
の
達
人
吉
岡
一
味
斎
の
娘
お
園
に
思
い

を
寄
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
お
園
も
一
味
斎
も
受
け
つ
け
な
い
の
で
、

内
匠
は
一
味
斎
を
や
み
討
ち
し
て
豊
前
へ
逃
げ
た
。

内
匠
は
小
倉
藩
に
仕
官
す
る
た
め
に
、
藩
主
の
前
で
試
合
を
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
前
に
相
手
で
あ
る
六
助
を
た
ず
ね
「
老
い
た
母
へ
の
孝

養
の
た
め
に
勝
た
せ
て
も
ら
え
ま
い
か
」
と
頼
ん
だ
。
六
助
は
、
そ
の
親

を
思
う
気
持
に
感
激
し
て
内
匠
に
勝
を
ゆ
ず
っ
た
。
後
に
な
っ
て
六
助
は

そ
れ
が
ま
っ
た
く
の
偽
り
で
あ
る
と
知
り
、
烈
火
の
ご
と
く
怒
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
お
園
は
母
親
と
彦
山
に
参
詣
に
来
て
、
六
助
の

家
に
立
ち
寄
り
、
あ
だ
討
ち
の
助
太
刀
を
頼
む
の
で
、
六
助
は
承
諾
し
た
。

そ
の
後
、
小
倉
城
下
で
め
ざ
す
相
手
の
内
匠
を
見
つ
け
、
首
尾
よ
く
か
た

き
討
ち
を
果
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
が
縁
で
六
助
は
お
園
と
結
婚

し
た
。

上
津
野
の
高
木
神
社
よ
り
今
川
の
ず
っ
と
上
流
に
お
園
の
妹
お
菊
の

墓
と
い
う
の
が
あ
る
。
父
の
あ
だ
を
討
つ
た
め
に
六
助
を
頼
っ
て
毛
谷
村

に
行
く
途
中
、
か
た
き
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。
む
ら
人
は
そ
の
悲
運
を
あ

わ
れ
み
、
墓
石
を
た
て
て
供
養
し
た
と
い
わ
れ
る
。
側
に
大
き
な
松
が
あ

っ
て
、
こ
の
松
に
提
灯
を
か
け
て
姉
の
お
園
を
待
っ
た
と
い
う
の
で
提
灯

掛
の
松
と
い
わ
れ
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
今
は
枯
れ
て
な
い
し
、
そ
の
跡
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も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

六
助
は
後
に
、
豊
臣
秀
吉
の
前
で
相
撲
を
と
り
、
三
五
人
に
勝
っ
た
が
、

三
六
人
目
の
木
村
又
蔵
に
負
け
た
の
で
（
三
六
人
抜
き
し
た
と
い
う
話
も

あ
る
。
）
加
藤
清
正
の
家
臣
に
な
り
、
木
田
孫
兵
衛
と
名
乗
り
、
秀
吉
の

朝
鮮
出
兵
に
従
軍
し
て
戦
死
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
無
事
帰
国
し
て
六

二
歳
で
没
し
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

 
 

 

《
引
用
終
了
》

以
下
を
示
す
と
引
用
許
容
を
越
え
る
の
で
、
要
約
さ
せ
て
戴
く
と
、
こ

の
六
助
の
仇
討
ち
は
江
戸
時
代
の
軍
記
物
「
豊
臣
鎮
西
軍
記
」
（
成
立
年

代
未
詳
・
作
者
未
詳
）
に
天
正
十
四
（
一
五
八
六
）
年
の
事
実
と
記
さ
れ

て
あ
る
が
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
に
大
阪
道
頓
堀
で
人
形
浄
瑠
璃
と

し
て
上
演
さ
れ
た
「
彦
山
権
現
誓
助
劔

ひ

こ

さ

ん

ご

ん

げ

ん

ち

か

い

の

す

け

だ

ち

」
（
梅
野
下
風
・
近
松
保
蔵
作
）

が
大
当
り
と
な
っ
た
の
が
巷
間
流
布
の
元
と
さ
れ
る
（
但
し
、
浄
瑠
璃
の

特
性
で
原
話
か
ら
の
有
意
な
改
変
が
行
わ
れ
て
あ
る
）
。
そ
の
後
、
寛
政

二
（
一
七
九
〇
）
年
に
は
大
坂
で
歌
舞
伎
化
さ
れ
、
人
形
浄
瑠
璃
と
と
も

に
人
気
狂
言
と
し
て
上
演
さ
れ
る
こ
と
で
、
六
助
伝
承
は
大
い
に
広
ま
る

こ
と
と
な
っ
た
と
あ
る
。
二
〇
一
一
年
の
大
阪
松
竹
座
公
演
「
通
し
狂
言

彦
山
権
現
誓
助
劔
」
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
『
六
助
は
、
英
彦
山
麓

の
毛
谷
村
、
い
ま
の
大
分
県
中
津
市
の
山
中
に
住
ん
で
い
た
が
、
六
助
の

墓
が
土
地
に
伝
わ
り
、
福
岡
県
側
の
英
彦
山
神
社
に
は
六
助
が
使
っ
た
と
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い
う
刀
、
鉄
砲
が
残
っ
て
い
る
。
郷
土
の
英
雄
と
い
う
こ
と
だ
』
と
あ
る

（
や
ま
爺
氏
の
「
お
気
楽
庵
」
の
「
二
月
大
歌
舞
伎

松
竹
座

行
っ
て

き
ま
し
た
。
」
か
ら
孫
引
き
さ
せ
て
戴
い
た
）
。
ま
た
、
毛
谷
村
六
助
と
同

一
人
物
と
し
て
載
せ
る
ウ
ィ
キ
の
「
貴
田
孫
兵
衛
」
に
は
（
ア
ラ
ビ
ア
数

字
を
漢
数
字
に
代
え
た
）
、『
貴
田

孫
兵
衛
（
き
だ

ま
ご
べ
え
、
生
没
年

不
詳
）
は
、

戦
国
時
代
の
武
将
で
、
加
藤
清
正
の
家
臣
。
実
名
は
「
統

治
」
と
も
さ
れ
る
が
不
詳
』
。『
俗
に
「
加
藤
十
六
将
」
の
一
人
と
さ
れ
る
。

九
百
余
石
を
知
行
し
て
い
た
と
い
い
、
文
禄
・
慶
長
の
役
に
は
鉄
炮
衆
四

十
名
を
率
い
て
従
軍
し
た
。
『
清
正
記
』
は
加
藤
軍
の
オ
ラ
ン
カ
イ
（
満

州
）
攻
め
の
際
に
討
死
し
た
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
清
正
の
書
状
に

貴
田
孫
兵
衛
の
名
が
あ
る
た
め
こ
れ
は
誤
伝
ら
し
い
。
そ
の
最
期
は
不
明

で
あ
る
が
、
孫
兵
衛
の
一
族
は
、
加
藤
家
改
易
後
細
川
藩
士
と
な
っ
て
い

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
孫
兵
衛
は
毛
谷
村
六
助
の
名
で
有
名
で
あ
る
が
、

史
実
と
伝
説
と
の
区
別
が
必
要
で
あ
る
』
と
し
、
『
江
戸
時
代
の
軍
記
本

『
豊
臣
鎮
西
軍
記
』
に
、
貴
田
孫
兵
衛
は
前
名
を
毛
谷
村
六
助
と
い
い
、

女
の
仇
討
ち
を
助
太
刀
し
た
と
い
う
物
語
が
載
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
天
明
年

間
に
人
形
浄
瑠
璃
『
彦
山
権
現
誓
助
剣
』
と
し
て
上
演
さ
れ
て
人
気
を
博

し
、
後
に
は
歌
舞
伎
の
演
目
に
も
な
り
、
大
正
時
代
に
は
映
画
化
も
さ
れ

て
い
る
。
更
に
一
九
六
〇
年
代
に
韓
国
の
民
間
伝
承
論
介
伝
説
と
結
び
付

け
ら
れ
、
晋
州
城
で
殺
さ
れ
た
こ
と
に
さ
れ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
史
実
で
は

http://blogs.yahoo.co.jp/morimori935/23428755.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B4%E7%94%B0%E5%AD%AB%E5%85%B5%E8%A1%9B
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な
い
。
大
分
県
中
津
市
に
は
木
田
孫
兵
衛
（
毛
谷
村
六
助
）
の
墓
な
る
も

の
が
あ
り
地
元
で
は
こ
の
地
で
六
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
て
い

る
が
、
歌
舞
伎
等
で
有
名
に
な
っ
た
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

も
あ
る
』
と
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
「
論
介
」
（
？
～
一
五
九
三
年
）
と

は
朝
鮮
李
朝
時
代
の
妓
生

キ

ー

セ

ン

で
、
壬
辰･

丁
酉
倭
乱
（
文
禄･

慶
長
の
役
）
の

義
妓
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
。
全
羅
道
長
水
生
ま
れ
。
一
五
九
三
年
六
月

に
慶
尚
道
の
晋
州
城
を
占
領
し
た
日
本
軍
が
城
の
南
側
を
流
れ
る
南
江

の
畔
り
の
矗
石

ち

く

せ

き

楼
で
酒
宴
を
開
い
た
が
、
そ
の
席
に
侍
ら
せ
ら
れ
た
論
介

は
日
本
の
一
武
将
（
朝
鮮
で
は
毛
谷
村
六
助
と
さ
れ
る
）
を
岩
の
上
に
誘

い
出
し
て
抱
き
抱
え
た
ま
ま
と
も
に
南
江
に
身
を
投
じ
た
と
い
う
。
以
来
、

こ
の
岩
を
義
岩
と
し
て
矗
石
楼
の
奥
に
論
介
祠
堂
を
建
て
、
毎
年
六
月
に

祭
事
が
行
わ
れ
る
、
朝
鮮
で
は
知
ら
ぬ
人
の
い
な
い
義
女
で
あ
る
（
以
上

の
論
介
の
事
蹟
は
平
凡
社
「
世
界
大
百
科
事
典
」
に
拠
っ
た
）
。
］

秋
晴
や
由
布
に
ゐ
向
ふ
高
嶺
茶
屋

坊
毎
に
春
水
は
し
る
筧
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
現
在
の
英
彦
山
詣
で
を
さ
れ
た
坂
本
宮
尾
氏
（
「
杉

田
久
女
」
）
に
よ
れ
ば
、『
鳥
居
か
ら
奉
幣
殿
ま
で
一
キ
ロ
に
お
よ
ぶ
長
い
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長
い
石
畳
の
参
道
』
『
の
両
側
に
宿
坊
跡
と
記
し
た
立
て
札
が
並
び
、
人

が
住
ん
で
い
る
宿
坊
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
久
女
が

〈
坊
毎
に
春
水
は
し
る
筧
か
な
と
〉
詠
ん
だ
、
坊
か
ら
坊
へ
竹
の
樋
を
渡

し
た
光
景
も
見
ら
れ
な
い
』
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
］

三
山
の
高
嶺
づ
た
ひ
や
紅
葉
狩

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
三
山
」
英
彦
山
は
北
岳
・
中
岳
・
南
岳
の
三
峰
か

ら
成
り
、
中
央
に
あ
る
中
岳
山
頂
に
英
彦
山
神
宮
本
社
で
あ
る
上
宮
が
あ

る
（
ウ
ィ
キ
の
「
英
彦
山
」
に
拠
る
）
。
］

 
 

廣
壽
山
の
老
僧
林
隆
照
氏
遷
化

四
句

木
の
實
降
る
石
に
座
れ
ば
雲
去
來

蕗
味
噌
や
代
替
り
な
る
寺
の
厨

櫻
咲
く
廣
壽
の
僧
も
住
み
替
り

お
茶
古
び
し
花
見
の緣

も
代
替
り

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E5%BD%A6%E5%B1%B1
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
廣
壽
山
の
老
僧
林
隆
照
氏
」
小
倉
北
区
寿
山
町
に

あ
る
黄
檗
宗
の
名
刹
広
寿
山
福
聚
寺

こ

う

じ

ゅ

さ

ん

ふ

く

じ

ゅ

じ

の
住
持
で
、
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田

久
女
」
に
よ
れ
ば
、
林
隆
照
『
禅
師
は
漢
詩
に
造
詣
が
深
く
、
久
女
の
よ

き
理
解
者
で
あ
り
親
交
が
深
か
っ
た
』
と
あ
る
。
］

 
 

馬
關
春
帆
樓

三
句

薰
風
や
釣
舟
絶
え
ず
並
び
か
へ

釣
舟
の
並
び
か
は
り
し
籐
椅
子
か
な

晩
涼
や
釣
舟
並
ぶ
樓
の
前

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
馬
關
春
帆
樓
」
赤
間
神
宮
・
安
徳
天
皇
御
陵
に
隣

接
す
る
関
門
海
峡
を
望
む
高
台
（
現
在
は
山
口
県
下
関
市
阿
弥
陀
寺
町
）

に
現
在
も
あ
る
割
烹
旅
館
春
帆
楼

し

ゅ

ん

ぱ

ん

ろ

う

。
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
四
月
十

七
日
に
日
清
戦
争
後
の
日
清
講
和
条
約
（
下
関
条
約
・
馬
関
条
約
）
が
締

結
さ
れ
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ウ
ィ
キ
の
「
春
帆
楼
」
に
よ
れ
ば
、

『
敷
地
内
に
日
清
講
和
記
念
館
（
登
録
有
形
文
化
財
）
、
伊
藤
博
文
・
陸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E5%B8%86%E6%A5%BC
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奥
宗
光
の
胸
像
、
講
和
条
約
時
、
李
鴻
章
が
宿
泊
し
た
引
接
寺
へ
は
、
敷

地
内
よ
り
李
鴻
章
道
が
続
く
』
と
あ
る
。
］

 
 

和
布
刈
の
鼻
枕
潮
閣
に
て

二
句

新
船
卸
す
瀨
戸
の
春
潮
と
こ
し
な
へ

新
艘
お
ろ
す
東
風
の
彩
旗
へ
ん
ぽ
ん
と

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
和
布
刈
の
鼻
枕
潮
閣
」
枕
潮
閣

ち

ん

ち

ょ

う

か

く

は
現
在
の
福
岡
県

北
九
州
市
門
司
区
門
司
に
あ
る
百
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
河
豚

ふ

ぐ

料
理
専

門
の
料
亭
。
先
に
注
し
た
和
布
刈

め

か

り

神
社
（
「
初
凪
げ
る
和
布
刈
の
磴
に
下

り
た
て
り
」
な
ど
の
注
を
参
照
）
の
境
内
か
ら
関
門
海
峡
に
突
き
出
し
た

形
で
社
務
所
の
前
に
建
つ
。
参
照
し
た
Ｍ
Ａ
Ｃ
＆
Ｊ
Ｏ
Ｙ
氏
の
「
九
州
旅

倶
楽
部
」
の
「
枕
潮
閣
と
源
平
小
菊
」
で
現
在
の
画
像
が
見
ら
れ
る
。

「
新
船
」「
新
艘
」
は
恐
ら
く
「
し
ん
ぞ
」
と
読
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
新
造
下
ろ
し
」「
新
艘
下
ろ
し
」
は
「
し
ん
ざ
う
（
し
ん
ぞ
う
お
ろ
し
）
」

で
新
造
の
船
を
初
め
て
水
上
に
浮
か
べ
る
こ
と
、
ふ
な
お
ろ
し
の
こ
と
を

言
う
が
、
こ
れ
に
は
別
に
他
人
の
妻
の
敬
称
と
し
て
「
御
新
造

ご

し

ん

ぞ

う

」
（
古
く

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/07/post-4738.html
http://www.geocities.jp/joysunny/moji2/moji127.htm
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は
武
家
の
妻
、
後
に
富
裕
な
町
家
の
妻
の
敬
称
。
特
に
新
妻
や
若
女
房
に

用
い
た
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
音
変
化
し
た
「
ご
し
ん
ぞ
」
（
こ
れ
は
さ
ら

に
近
世
遊
郭
用
語
と
し
て
、
遊
里
で
姉
女
郎
の
後
見
つ
き
で
客
を
と
り
始

め
た
若
い
遊
女
の
呼
称
と
も
な
っ
た
。
語
源
は
遊
女
を
舟
に
見
立
て
た
も

の
と
も
い
う
が
不
詳
）
が
あ
る
。
音
数
か
ら
も
、
こ
の
「
し
ん
ぞ
」
の
方

が
（
そ
れ
で
も
字
余
り
で
は
あ
る
が
）
し
っ
く
り
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
］

 
 

タ
ラ
バ
蟹
を
貰
ふ

二
句

大
釜
の
湯
鳴
り
た
の
し
み
蟹
う
で
ん

大
鍋
を
は
み
出
す
脚
よ
蟹
う
で
る

 
 

或
家
の
初
盆
に

四
句

う
つ
し
ゑ
の
笑
め
る
が
如
し
魂
迎
へ

美
し
き
蓮
華
燈
籠
も
灯
を
入
る
ゝ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
燈
籠
」
「
灯
」
は
底
本
の
用
字
。
次
句
も
同
じ
。
］
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玄
關
を
入
る
よ
り
燈
籠
灯
り
ゐ
し

露
の
灯
に
ま
み
ゆ
る
機
な
く
逝
き
ま
せ
り

 
 

出
生
地
鹿
児
島

五
句

朱
欒
咲
く
五
月
と
な
れ
ば
日
の
光
り

朱
欒
咲
く
五
月
の
空
は
瑠
璃
の
ご
と

天
碧
し
盧
橘

ろ

き

つ

は
軒
を
う
づ
め
咲
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
盧
橘
」
は
ミ
カ
ン
属
ナ
ツ
ミ
カ
ン

C
itrus 

natsudaidai 

又
は
ミ
カ
ン
科
キ
ン
カ
ン
属

Fortunella 

の
キ
ン
カ

ン
類
の
別
名
で
、
食
用
柑
橘
類
を
広
く
総
称
す
る
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
五
月
の
初
夏
の
句
で
季
語
は
「
天
碧
し
」（
「
盧
橘
」
は
実

の
つ
く
秋
の
季
語
）
、「
う
づ
め
咲
く
」
と
あ
る
か
ら
初
夏
に
白
い
花
を
つ

け
る
キ
ン
カ
ン
で
あ
る
。
］
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花
朱
欒
こ
ぼ
れ
咲
く
戸
に
す
む
樂
し

風
か
ほ
り
香
欒

ざ

ぼ

ん

咲
く
戸
を
訪
ふ
は
誰
ぞ

南
國
の
五
月
は
た
の
し
花
朱
欒

 
 

琉
球
を
よ
め
る
句

十
三
句

常
夏
の
碧
き
潮
あ
び
わ
が
そ
だ
つ

爪
ぐ
れ
に
指
そ
め
交
は
し
戀
稚
く

栴
檀
の
花
散
る
那
覇
に
入
學
す

島
の
子
と
花
芭
蕉
の
蜜
の
甘
き
吸
ふ

砂
糖
黍
か
ぢ
り
し
頃
の
童
女
髮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
童
女
髮
」
は
「
う
な
ゐ
が
み
（
う
な
い
が
み
）
」
と

読
ん
で
い
よ
う
。
］
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榕
樹
鹿
毛

か

げ

飯
匙
倩

ハ

ブ

捕
の
子
と
遊
び
も
つ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
飯
匙
倩

ハ

ブ

」
こ
れ
は
有
鱗
目
ヘ
ビ
亜
目
ク
サ
リ
ヘ
ビ

科
マ
ム
シ
亜
科

Protobothrops

属
及
び

Trim
eresurus 

属
に
属

す
る
す
る
ハ
ブ
の
三
角
形
の
頭
部
が
飯
を
掬
う
匙
に
似
る
こ
と
に
由
来

す
る
ら
し
い
（
英
名
で
は
西
洋
の
騎
士
が
用
い
た
槍
（
ラ
ン
ス
）
に
擬
え

て
「lance-head snake

」
と
呼
ぶ
）
が
、「
倩
」
の
意
は
不
詳
（
「
倩
」

に
は
「
愛
ら
し
い
口
元
」
と
か
「
は
や
い
」
と
い
う
意
が
あ
り
、
こ
の
辺

り
が
関
係
す
る
か
？

因
み
に
「
飯
匙
倩
」
音
読
み
す
る
と
「
は
ん
し
（
又

は
「
じ
」
又
は
「
ひ
」
）
せ
い
」
で
あ
る
）
。
「
鹿
毛
」
は
本
来
は
馬
の
毛

色
の
名
で
、
全
体
に
シ
カ
の
毛
色
の
よ
う
に
茶
褐
色
で
鬣
と
尾
及
び
四
肢

下
部
が
黒
色
の
も
の
を
い
う
が
、
こ
こ
は
蔭
に
同
音
の
こ
れ
を
当
て
て
、

熱
帯
の
異
国
風
俗
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
］

ひ
と
で
ふ
み
蟹
と
た
は
む
れ
磯
あ
そ
び

紫
の
雲
の
上
な
る
手
毬
唄

海
ほ
う
づ
き
口
に
ふ
く
め
ば
潮
の
香
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海
ほ
う
づ
き
流
れ
よ
る
木
に
ひ
し
と
生
え

海
ほ
う
づ
き
鳴
ら
せ
ば
遠
し
乙
女
の
日

吹
き
習
ふ
麥
笛
の
音
は
お
も
し
ろ
や

潮
の
香
の
ぐ
ん
ぐ
ん
か
わ
く
貝
拾
ひ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
ぐ
ん
ぐ
ん
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。

こ
れ
ら
の
句
は
久
女
六
～
八
歳
の
頃
の
追
想
吟
で
あ
る
。
底
本
年
譜
に

よ
れ
ば
、
久
女
は
三
、
四
歳
ま
で
は
鹿
児
島
に
住
み
、
明
治
二
九
（
一
八

九
六
）
年
六
歳
の
時
、
父
（
鹿
児
島
県
県
庁
の
官
吏
）
が
沖
縄
郡
那
覇
県

庁
へ
転
勤
（
他
県
の
県
庁
職
員
を
転
々
と
転
勤
す
る
と
い
う
、
こ
う
し
た

人
事
が
あ
っ
た
の
は
少
し
私
に
は
意
外
で
あ
る
）
し
た
の
に
伴
い
、
一
家

で
那
覇
に
移
り
、
翌
明
治
三
十
年
四
月
に
那
覇
の
小
学
校
に
入
学
し
た
も

の
の
、
五
月
に
は
父
が
ま
た
転
勤
で
当
時
の
日
本
領
で
あ
っ
た
台
湾
の
南

西
の
嘉
義
（
現
在
の
中
華
民
国
嘉
義
市
）
に
転
住
、
翌
明
治
三
十
一
年
に

は
台
北
に
移
っ
て
こ
こ
で
久
女
は
明
治
三
十
六
年
に
小
学
校
を
卒
業
、
上

京
し
て
東
京
女
子
師
範
学
校
（
現
在
の
お
茶
の
水
女
子
大
学
）
附
属
お
茶
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水
高
等
女
学
校
を
受
験
し
て
合
格
、
入
学
し
た
（
一
家
は
明
治
三
九
（
一

九
〇
六
）
年
、
久
女
十
六
歳
の
時
に
父
が
内
地
転
勤
と
な
っ
て
東
京
に
戻

っ
た
）
。
］

 
 

八
幡
製
鐵
所
起
業
祭

三
句

か
き
時
雨
れ
鎔
炉
は
聳た

て
り
嶺
近
く

群
衆
も
鎔
炉
の
旗
も
か
き
時
雨
れ

お
で
ん
賣
る
夫
人
の
天
幕
訪
ひ
寄
れ
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
炉
」
は
勘
案
の
末
、
マ
マ
と
し
た
。「
八
幡
製
鐵
所

起
業
祭
」
福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
東
区
で
行
わ
れ
る
祭
り
。
毎
年
十
一
月

三
日
付
近
の
三
日
間
で
開
催
さ
れ
る
。
正
式
名
称
は
「
ま
つ
り
起
業
祭
八

幡
」
。
も
と
は
官
営
八
幡
製
鐵
所
（
現
在
の
新
日
鐵
住
金
八
幡
製
鐵
所
）

の
創
業
を
記
念
し
た
祭
り
で
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
十
一
月
に
「
作

業
開
始
式
」
が
行
わ
れ
た
の
を
始
ま
り
と
す
る
。
当
初
は
八
幡
製
鐵
所
主

催
の
企
業
の
祭
り
で
、
八
幡
製
鐵
所
が
操
業
を
開
始
し
た
十
一
月
十
八
日

か
ら
三
日
間
に
亙
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
当
時
の
十
一
月
は
寒
く
、
た
び
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た
び
霙
や
霰
が
降
っ
た
と
い
う
（
昭
和
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
よ
り
、「
ま

つ
り
起
業
祭
八
幡
実
行
委
員
会
」
主
催
に
な
る
市
民
祭
と
な
り
開
催
日
時

も
現
在
の
十
一
月
三
日
前
後
に
移
動
、
現
在
で
は
八
幡
の
秋
の
風
物
詩
と

し
て
定
着
し
て
い
る
。
会
場
は
八
幡
製
鐵
所
の
企
業
城
下
町
と
し
て
発
展

し
て
き
た
八
幡
東
区
中
央
、
八
幡
製
鐵
所
の
福
利
厚
生
施
設
が
立
ち
並
ぶ

大
谷
、
そ
し
て
八
幡
製
鐵
所
発
祥
の
地
で
あ
る
東
田
と
広
範
囲
に
及
び
、

製
鐵
所
の
一
般
公
開
も
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
は
ウ
ィ
キ
の
「
起
業
祭
」

に
拠
っ
た
）
。
］

櫻
の
句

 
 

一

延
命
寺
（
小
倉
郊
外
）

三
句

釣
舟
の
漕
ぎ
現
は
れ
し
花
の
上

花
の
寺
登
つ
て
海
を
見
し
ば
か
り

花
の
坂
船
現
は
れ
て
海
蒼
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
延
命
寺
」
現
在
の
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
上

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E7%A5%AD
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富
四
丁
目
に
あ
る
黄
檗
宗
東
北
山
延
命
寺
。
恒
武
帝
の
延
暦
二
一
（
八
〇

二
）
年
に
最
澄
入
唐
の
前
に
一
夜
霊
夢
に
感
じ
て
開
山
し
た
と
い
う
古
刹

で
あ
る
が
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
の
小
倉
戦
争
で
長
州
軍
に
よ
り
火

を
か
け
ら
れ
て
焼
失
、
そ
の
後
、
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
に
現
在
の
寺

と
し
て
再
興
さ
れ
た
。
ネ
ッ
ト
上
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
は
本
州
と
の

海
路
の
玄
関
口
で
も
あ
り
、
寺
の
高
台
か
ら
は
関
門
海
峡
が
臨
め
る
と
あ

る
。
］

 
 

二

阿
部
山
五
重
櫻
（
花
衣
所
載
）

四
句

傘
を
う
つ
牡
丹
櫻
の
雫
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
牡
丹
櫻
」
八
重
桜
の
こ
と
。
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索

「
牡
丹
桜
」
。
］

う
す
墨
を
ふ
く
み
て
さ
み
し
雨
の
花

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
う
す
墨
」
次
の
句
に
も
出
る
淡
墨
桜
は
狭
義
に
は

岐
阜
県
本
巣
市
の
淡
墨
公
園
に
あ
る
樹
齢
千
五
百
年
以
上
の
エ
ド
ヒ
ガ

https://www.google.co.jp/search?q=%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%A1%9C&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lYbYU7zLMszd8AWj8IL4BA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
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ン
ザ
ク
ラ
の
古
木
を
指
し
、
蕾
の
と
き
は
薄
い
ピ
ン
ク
、
満
開
に
至
っ
て

は
白
色
、
散
り
ぎ
わ
に
特
異
な
淡
い
墨
色
に
な
り
、
名
は
こ
の
散
り
ぎ
わ

の
花
び
ら
の
色
に
因
む
（
ウ
ィ
キ
の
「
淡
墨
桜
」
に
拠
る
。
グ
ー
グ
ル
画

像
検
索
「
淡
墨
桜
」
）
。
一
重
。
こ
れ
を
分
け
た
も
の
か
。
］

雨
ふ
く
む
淡
墨
櫻
み
ど
り
が
ち

花
の
坂
海
現
は
れ
て
凪
ぎ
に
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
阿
部
山
五
重
櫻
」
こ
れ
は
安
部
山
の
誤
り
で
は
あ

る
ま
い
か
？

安
部
山
公
園
な
ら
ば
、
現
在
の
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南

区
安
部
山
に
あ
る
。
小
倉
南
区
北
端
部
の
足
立
山
（
標
高
五
九
七
・
八
メ

ー
ト
ル
）
の
南
麓
に
あ
る
公
園
で
、
敷
地
は
小
倉
南
区
安
部
山
と
湯
川
四

丁
目
及
び
大
字
葛
原
に
跨
る
。
参
照
し
た
ウ
ィ
キ
の
「
安
部
山
公
園
」
に

よ
れ
ば
、
安
部
山
の
地
名
は
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
『
こ
の
地

を
開
墾
し
果
樹
や
桜
を
植
え
て
公
開
し
た
小
倉
市
生
ま
れ
の
農
業
指
導

者
で
あ
る
安
部
熊
之
輔
に
由
来
し
』
、
園
内
に
は
約
七
百
本
も
の
『
桜
が

植
え
ら
れ
て
お
り
、
花
見
の
名
所
と
な
っ
て
い
る
』
と
あ
る
。
し
か
し
前

書
の
「
五
重
櫻
」
の
意
が
不
詳
。
八
重
ほ
ど
で
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
し

か
し
薄
墨
桜
は
一
重
で
あ
る
か
ら
解
せ
な
い
。
識
者
の
御
教
授
を
乞
う
。
］

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%A1%E5%A2%A8%E6%A1%9C
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%83%A9&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=H4bYU_TwM9Gl8AXz7YDoBg&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=899#q=%E6%B7%A1%E5%A2%A8%E6%A1%9C&safe=off&tbm=isch
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%83%A9&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=H4bYU_TwM9Gl8AXz7YDoBg&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=899#q=%E6%B7%A1%E5%A2%A8%E6%A1%9C&safe=off&tbm=isch
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%83%A8%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9C%92
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三

八
幡
公
會
ク
ラ
ブ
に
て

六
句

掃
き
よ
せ
て
あ
る
花
屑
も
貴
妃
櫻

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
貴
妃
櫻
」
楊
貴
妃
桜
。
サ
ト
ザ
ク
ラ
（
グ
ー
グ
ル

画
像
検
索
「
サ
ト
ザ
ク
ラ
」
）
の
一
品
種
で
花
は
大
き
く
淡
紅
色
の
八
重

咲
き
。
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「
楊
貴
妃
桜
」
。
］

風
に
落
つ
楊
貴
妃
櫻
房
の
ま
ゝ

花
房
の
吹
か
れ
ま
ろ
べ
る
露
臺
か
な

む
れ
落
ち
て
楊
貴
妃
櫻
房
の
ま
ゝ

む
れ
落
ち
て
楊
貴
妃
櫻
尚
あ
せ
ず

き
ざ
は
し
を
降
り
る
沓
な
し
貴
妃
櫻

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
よ
れ
ば
、
六
句
と

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%83%A9&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=H4bYU_TwM9Gl8AXz7YDoBg&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=899
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B5%E3%83%88%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%83%A9&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=H4bYU_TwM9Gl8AXz7YDoBg&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=899
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%A5%8A%E8%B2%B4%E5%A6%83%E6%A1%9C&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vYXYU6i_PI_f8AXh0IKoCA&ved=0CB0QsAQ&biw=1280&bih=899
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も
八
幡
製
鉄
所
の
迎
賓
館
で
あ
っ
た
八
幡
公
餘
倶
楽
部
（
現
在
は
新
日
鐡

の
研
修
所
で
あ
る
高
見
倶
楽
部
）
と
す
る
。
す
る
と
こ
の
前
書
の
「
八
幡

公
會
ク
ラ
ブ
」（
底
本
表
記
は
「
八
幡
公
会
ク
ラ
ブ
」
）
の
「
會
」
は
「
餘
」

の
誤
り
と
も
考
え
ら
れ
る
。
］

 
 

花
衣
時
代

一
句

春
晝
や
坐
れ
ば
ね
む
き
文
机

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久

女
句
集
」
で
は
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
の
パ
ー
ト
に
同
じ
く
『
花
衣

時
代
』
の
前
書
で
六
句
載
る
そ
の
冒
頭
の
句
で
あ
る
。
因
み
に
他
の
五
句

は
直
ぐ
後
に
出
る
『
蒲
生
に
て

五
句
』
と
同
一
で
あ
る
。
本
句
集
で
こ

の
一
句
を
独
立
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
久
女
の
本
句
に
対
す
る
な
み
な
み
な

ら
ぬ
自
信
の
ほ
ど
が
見
て
と
れ
る
。
久
女
を
知
る
人
に
は
言
わ
ず
も
が
な

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
応
注
し
て
お
く
と
、
俳
誌
『
花
衣
』
は
、
久
女
が

昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
三
月
に
主
宰
誌
と
し
て
創
刊
し
た
女
性
だ
け
の

俳
誌
『
花
衣
』
を
創
刊
し
主
宰
と
な
っ
た
が
、
こ
の
『
花
衣
』
は
同
年
九

月
の
五
号
を
以
っ
て
廃
刊
と
な
っ
た
。
長
女
石
昌
子
氏
編
の
底
本
年
譜
に

よ
れ
ば
『
家
事
の
多
忙
と
雑
務
に
追
わ
れ
作
品
の
低
下
す
る
の
を
お
そ
れ
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た
の
が
理
由
だ
っ
た
』
と
あ
る
。
続
く
同
年
の
記
載
に
は
『
こ
の
頃
よ
り

久
女
は
俳
句
作
者
と
し
て
生
涯
を
打
ち
込
む
決
意
を
』
し
た
と
あ
り
、
ま

た
、
『
句
集
出
版
の
志
を
持
ち
、
序
文
を
虚
子
に
願
う
も
承
諾
さ
れ
な
か

っ
た
』
の
も
こ
の
時
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
―
―
気
怠
い
春
昼
…
…
文
机
に

前
屈
み
に
凭
れ
る
…
…
春
愁
に
沈
む
麗
人
…
…
そ
れ
が
俳
人
久
女
そ
の

人
の
絵
姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
…
…
］

 
 

昭
和
七
年
昌
子
東
上

五
句

春
寒
の
毛
布
敷
き
や
る
夜
汽
車
か
な

い
つ
く
し
む
雛
と
も
別
れ
草
枕

寮
住
の
さ
み
し
き
娘
か
な
雛
ま
つ
る

健
や
か
に
ま
し
ま
す
子
娘
等
の
雛
祭

寢
返
り
て
埃
の
雛
を
見
や
り
け
り
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昌
子
よ
り
し
き
り
に
手
紙
來
る

三
句

春
愁
の
子
の
文
長
し
憂
へ
よ
む

望
郷
の
子
の
お
き
ふ
し
も
花
の
雨

春
愁
癒
え
て
子
よ
す
こ
や
か
に
よ
く
眠
れ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
年
譜
に
よ
れ
ば
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
の

八
月
、
長
女
昌
子
（
当
月
で
満
二
十
一
歳
）
は
横
浜
税
関
監
視
部
長
中
村

重
善
氏
夫
妻
の
世
話
で
同
税
関
長
官
房
文
書
係
雇
と
し
て
就
職
し
た
。
久

女
四
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
］

 
 

蒲
生
に
て

五
句

杜
若
雨
に
殖
え
さ
く
高
欄
に

杜
若
映
れ
る
矼
を
ま
た
ぎ
け
り
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
矼
」
は
「
は
し
」
と
訓
じ
て
い
る
か
。
石
橋
の
こ

と
。
］

柚
の
花
の
香
を
な
つ
か
し
み
雨
や
ど
り

降
り
出
で
し
矼
を
か
へ
し
ぬ
杜
若

杜
若
ま
た
ぐ
矼
あ
り
見
え
が
く
れ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
蒲
生
」
現
在
の
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
蒲
生

か
と
思
わ
れ
る
。
当
地
を
流
れ
る
紫
川
の
名
は
、
こ
こ
蒲
生
の
鷲
峰
山
大

興
善
寺
の
門
前
に
残
っ
て
い
た
万
葉
集
の
歌
枕
と
し
て
詠
ま
れ
た
「
企
救

の
池
」
の
名
残
り
と
い
わ
れ
る
「
紫
池
」
に
由
来
す
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

万
葉
好
き
で
あ
っ
た
久
女
に
相
応
し
い
地
で
あ
り
、
こ
の
五
句
も
万
葉
ぶ

り
の
装
束
の
久
女
を
配
し
て
こ
そ
よ
り
美
し
く
幻
想
的
で
あ
る
。
］

 
 

深
耶
馬
溪

六
句

大
嶺
に
歩
み
迫
り
ぬ
紅
葉
狩
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自
動
車
の
つ
い
て
賑
は
し
紅
葉
狩

打
ち
か
へ
す
野
球
の
ひ
ゞ
き
草
紅
葉

 
 

靑
の
洞
門
を
見
て

洞
門
を
う
が
つ
念
力
短
日
も

嚴
寒
ぞ
遂
に
う
が
ち
し
岩
襖

鎚
と
れ
ば
恩
讐
親
し
法
の
秋

洞
門
を
う
が
ち
し
僧
禪
海
の
像
及
び
碑
が
靑
の
洞
門
の
入
口
に
あ
る
。

人
間
の
一
心
は
遂
に
何
事
も
成
就
す
る
と
い
ふ
事
を
感
知
せ
ら
る
。

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久

女
句
集
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
の
連
作
。
本
句
集
で

は
異
例
の
長
い
後
書
で
、
そ
の
「
人
間
の
一
心
は
遂
に
何
事
も
成
就
す
る

と
い
ふ
事
を
感
知
せ
ら
る
」
と
い
う
箇
所
は
、
実
に
実
に
久
女
の
ひ
た
む

き
且
つ
恐
る
べ
き
執
心
の
人
生
の
意
思
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
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か
。
因
み
に
、
こ
の
翌
昭
和
十
一
年
十
月
、
久
女
は
突
如
、
虚
子
に
よ
っ

て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
か
ら
除
名
処
分
と
な
る
。

「
深
耶
馬
溪
」
は
既
注
。
「
靑
の
洞
門
」
同
じ
く
大
分
県
中
津
市
本
耶
馬

渓
町
樋
田
に
あ
る
洞
門
（
隧
道
）
で
、
名
勝
耶
馬
渓
に
含
ま
れ
、
山
国
川

に
面
し
て
そ
そ
り
立
つ
競
秀
峰
の
裾
に
位
置
す
る
。
全
長
は
約
三
四
二
メ

ー
ト
ル
で
、
そ
の
う
ち
ト
ン
ネ
ル
部
分
は
約
一
四
四
メ
ー
ト
ル
（
ウ
ィ
キ

の
「
青
の
洞
門
」
に
拠
る
）
。
中
津
市
公
式
サ
イ
ト
内
の
「
青
の
洞
門
」

よ
り
引
用
す
る
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
、
一
部
の
記
号
を
カ
タ
カ

ナ
に
変
え
さ
せ
て
戴
い
た
）
。

 
 

 

《
引
用
開
始
》

大
正
八
年
に
発
表
さ
れ
た
菊
池
寛
の
短
編
小
説
「
恩
讐
の
彼
方
に
」
で
一

躍
有
名
に
な
っ
た
、
禅
海
和
尚
が
掘
っ
た
洞
門
（
ト
ン
ネ
ル
）
で
、
耶
馬

渓
を
代
表
す
る
名
勝
で
あ
る
競
秀
峰
の
裾
野
に
穿
た
れ
て
い
る
。

諸
国
巡
礼
の
旅
の
途
中
に
耶
馬
渓
へ
立
ち
寄
っ
た
禅
海
和
尚
は
、
極
め
て

危
険
な
難
所
で
あ
っ
た
鎖
渡
で
人
馬
が
命
を
落
と
す
の
を
見
て
、
慈
悲
心

か
ら
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
洞
門
開
削
の
大
誓
願
を
興
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

禅
海
和
尚
は
托
鉢
勧
進
に
よ
っ
て
資
金
を
集
め
、
雇
っ
た
石
工
た
ち
と
と

も
に
ノ
ミ
と
鎚
だ
け
で
掘
り
続
け
、
三
十
年
余
り
経
っ
た
明
和
元
年
（
一

七
六
四
）
、
全
長
三
四
二
メ
ー
ト
ル
（
う
ち
ト
ン
ネ
ル
部
分
は
一
四
四
メ

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/04/post-7e6d.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E3%81%AE%E6%B4%9E%E9%96%80
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ー
ト
ル
）
の
洞
門
が
完
成
し
た
。

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
は
第
一
期
工
事
落
成
記
念
の
大
供
養
が
行
わ

れ
、
以
降
は
「
人
は
四
文
、
牛
馬
は
八
文
」
の
通
行
料
を
徴
収
し
て
工
事

の
費
用
に
充
て
て
お
り
、
日
本
初
の
有
料
道
路
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

完
成
当
初
は
樋
田
の
刳
抜
（
く
り
ぬ
き
）
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

江
戸
末
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
樋
田
の
ト
ン
ネ
ル
や
青
の
洞
門
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
十
二
年
四
月
尋
常
小
学
校
国
語
読
本
巻
第
二
十

一
詠
に
は
青
の
洞
門
と
書
か
れ
て
お
り
、
昭
和
十
七
年
に
大
分
県
の
史
跡

指
定
に
あ
た
り
、
青
の
洞
門
が
正
式
名
称
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
三
十
九
年
か
ら
翌
四
十
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
大
改
修
で
大
部
分

が
原
型
を
破
壊
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
現
在
の
青
の
洞
門
に
は
、
ト

ン
ネ
ル
内
の
一
部
に
明
か
り
採
り
窓
な
ど
の
手
掘
り
部
分
が
残
っ
て
い

る
。

 
 

 

《
引
用
終
了
》

「
禪
海
」
禅
海
（
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
～
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
）

は
正
し
く
は
真
如
庵
禅
海
で
曹
洞
宗
の
六
十
六
部
（
法
華
経
を
六
十
六
部

書
写
し
、
日
本
全
国
六
十
六
ヶ
国
の
国
々
の
霊
場
に
一
部
ず
つ
行
脚
し
て

奉
納
し
た
僧
。
鎌
倉
時
代
か
ら
流
行
り
、
江
戸
時
代
に
は
広
く
諸
国
の
寺

社
に
参
詣
す
る
巡
礼
又
は
遊
行
聖
を
指
す
。
白
衣
に
手
甲
・
脚
絆
・
草
鞋

が
け
で
背
に
阿
弥
陀
像
を
納
め
た
長
方
形
の
龕
（
が
ん
）
を
負
い
、
六
部
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笠
を
か
ぶ
っ
た
姿
で
諸
国
を
廻
っ
た
が
、
後
に
は
同
装
の
巡
礼
姿
で
米
銭

を
請
い
歩
い
た
乞
食
に
零
落
し
た
。
六
部
と
も
。
こ
こ
は
「
大
辞
林
」
の

記
載
に
拠
っ
た
）
越
後
国
高
田
藩
士
の
子
で
本
名
は
福
原
市
九
郎
。
生
年

に
つ
い
て
は
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
説
も
あ
る
。
両
親
が
亡
く
な
っ
た

こ
と
か
ら
世
の
無
常
を
感
じ
て
出
家
、
諸
国
を
行
脚
し
、
正
徳
五
（
一
七

一
五
）
年
に
得
度
し
て
禅
海
と
称
し
た
。
回
国
の
途
中
で
豊
後
国
羅
漢
寺

を
参
詣
し
た
折
り
、
川
沿
い
の
断
崖
に
架
け
ら
れ
た
桟
橋
、
青
野
渡
し
が

危
険
で
、
人
馬
が
し
ば
し
ば
覆
没
す
る
こ
と
を
知
っ
て
、
こ
れ
を
哀
れ
み
、

鑿
道
の
誓
願
を
発
し
て
陸
道
の
掘
削
を
思
い
つ
い
た
。
享
保
一
五
（
一
七

三
〇
）
年
頃
に
は
豊
前
国
中
津
藩
主
の
許
可
を
得
て
掘
削
を
始
め
た
が
、

そ
の
後
周
辺
の
村
民
や
九
州
諸
藩
の
領
主
の
援
助
を
得
て
三
十
年
余
り

の
歳
月
を
か
け
て
、
宝
暦
一
三
（
一
七
六
三
）
年
に
完
成
さ
せ
た
。
当
時

の
そ
れ
は
高
さ
二
丈
（
約
六
メ
ー
ト
ル
）
、
径
三
丈
（
約
九
メ
ー
ト
ル
）
、

長
さ
三
〇
八
歩
（
三
六
九
・
六
メ
ー
ト
ル
）
。
開
通
後
、
通
行
人
か
ら
通

行
料
を
徴
収
し
た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
洞
門
は
日
本
最
古

の
有
料
道
路
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
菊
池
寛
の
小
説
「
恩
讐
の
彼
方
に
」

の
主
人
公
「
了
海
」（
俗
名
・
市
九
郎
）
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。『
作
中
で

は
主
で
あ
る
旗
本
中
川
三
郎
兵
衛
を
殺
害
し
て
そ
の
妾
と
出
奔
、
木
曽
鳥

居
峠
で
茶
屋
経
営
の
裏
で
強
盗
を
働
い
て
い
た
が
、
己
の
罪
業
を
感
じ
て

出
家
、
主
殺
し
の
罪
滅
ぼ
し
の
た
め
に
青
の
洞
門
の
開
削
を
始
め
、
後
に
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仇
と
つ
け
狙
っ
た
三
郎
兵
衛
の
息
子
と
共
に
鑿
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、

主
殺
し
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
菊
池
の
創
作
で
あ
る
』
（
以
上
は
引
用
を

含
め
、
ウ
ィ
キ
の
「
禅
海
」
に
拠
っ
た
。
一
部
に
前
掲
し
た
中
津
市
の
記

載
と
異
な
る
箇
所
が
あ
る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
）
。
］

鶴
の
句

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
全
六
十
一
句
で
「
鶴
を
見
に
ゆ
く
」
と
「
孤
鶴
群
鶴
」

の
二
部
か
ら
な
る
久
女
の
大
作
。
こ
れ
ら
の
長
歌
と
も
い
う
べ
き
昭
和
九

（
一
九
三
四
）
年
十
二
月
二
十
三
日
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
持
つ
随
筆
「
野
鶴

飛
翔
の
圖
」
を
引
き
続
い
て
電
子
化
し
て
お
く
。
是
非
、
併
せ
て
お
読
み

戴
き
た
い
。
吟
行
先
で
あ
る
旧
山
口
県
熊
毛
郡
八
代
村
（
現
在
の
周
南
市
）

及
び
こ
こ
に
登
場
す
る
鶴
（
ナ
ベ
ヅ
ル
）
な
ど
に
つ
い
て
は
「
野
鶴
飛
翔

の
圖
」
の
方
の
私
の
後
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
］

 
 

一

鶴
を
見
に
ゆ
く

月
高
し
遠
の
稻
城
は
う
す
霧
ら
ひ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%85%E6%B5%B7
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
稻
城
」「
い
な
き
／
い
な
ぎ
」
と
読
み
、
稲
束
を
貯

蔵
す
る
小
屋
の
こ
と
。
た
だ
、
私
は
次
の
「
並
び
た
つ
稻
城
の
影
や
山
の

月
」
や
、
後
の
「
二

孤
鶴
群
鶴
」
の
「
鶴
の
群
屋
根
に
稻
城
に
か
け
過

ぐ
る
」
を
眺
め
て
い
る
と
、
こ
れ
は
稲
城
で
は
な
く
て
稲
木

い

な

ぎ

、
刈
り
取
っ

た
稲
を
束
に
し
て
掛
け
並
べ
て
干
す
柵
や
木
組
み
（
稲
架

は

さ

・
稲
掛

い

ね

か

け
）
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
そ
う
読
ん
だ
方
が
ロ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
し
て
遙
か
に
よ
い
。
］

並
び
た
つ
稻
城
の
影
や
山
の
月

鶴
舞
ふ
や
日
は
金
色
の
雲
を
得
て

山
冷
に
は
や
炬
燵
し
て
鶴
の
宿

松
葉
焚
く
け
ふ
始
ご
と
煖
爐
か
な

燃
え
上
る
松
葉
明
り
の
初
煖
爐

ス
ト
ー
ヴ
に
椅
子
ひ
き
よ
せ
て
讀
む
書
か
な
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横
顏
や
煖
爐
明
り
に
何
思
ふ

投
げ
入
れ
し
松
葉
け
ぶ
り
て
煖
爐
燃
ゆ

菊
白
し
ピ
ア
ノ
に
う
つ
る
我
起
居

霜
晴
の
松
葉
掃
き
よ
せ
焚
き
に
け
り

向
う
山
舞
ひ
翔
つ
鶴
の
聲
す
め
り

舞
ひ
下
り
て
こ
の
も
か
の
も
の
鶴
啼
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
こ
の
も
か
の
も
」
此
の
面
彼
の
面
。
連
語
で
、
あ

ち
ら
こ
ち
ら
・
そ
こ
こ
こ
の
意
。
］

月
光
に
舞
ひ
す
む
鶴
を
軒
高
く

 
 

二

孤
鶴
群
鶴

曉
の
田
鶴
啼
き
わ
た
る
軒
端
か
な
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寄
り
添
ひ
て
野
鶴
は
く
ろ
し
草
紅
葉

畔
移
る
孤
鶴
は
あ
は
れ
寄
り
添
は
ず

雛
鶴
に
親
鶴
何
を
つ
い
ば
め
る

ふ
り
仰
ぐ
空
の
靑
さ
や
鶴
渡
る

子
を
連
れ
て
落
穗
拾
ひ
の
鶴
の
群

鶴
遊
ぶ
こ
の
も
か
の
も
の
稻
城
か
げ

遠
く
に
も
歩
み
現
は
れ
田
鶴
の
群

畔
ぬ
く
し
靜
か
に
移
る
鶴
の
群

一
群
の
田
鶴
舞
ひ
下
り
る
刈
田
か
な

鶴
の
群
屋
根
に
稻
城
に
か
け
過
ぐ
る
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一
群
の
田
鶴
舞
ひ
す
め
る
山
田
か
な

親
鶴
に
從
ふ
雛
の
や
さ
し
け
れ

鶴
の
影
ひ
ら
め
く
畔
を
我
行
け
り

好
晴
や
鶴
の
舞
ひ
澄
む
稻
城
か
げ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
好
晴
」
は
「
か
う
せ
い
（
こ
う
せ
い
）
」
で
快
晴
の

こ
と
。
］

群
鶴
の
影
舞
ひ
移
る
山
田
か
な

鶴
の
影
舞
ひ
下
り
る
時
大
い
な
る

遠
く
に
も
群
鶴
う
つ
る
田
の
面
か
な

舞
ひ
下
り
る
鶴
の
影
あ
り
稻
城
晴
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枯
草
に
舞
ひ
た
つ
鶴
の
翅
づ
く
ろ
ひ

歩
み
寄
る
わ
れ
に
群
鶴
舞
ひ
た
て
り

大
嶺
に
こ
だ
ま
す
鶴
の
聲
す
め
り

近
づ
け
ば
野
鶴
も
移
る
刈
田
か
な

群
鶴
を
驚
か
し
た
る
わ
が
歩
み

翅
ば
た
い
て
群
鶴
さ
つ
と
舞
ひ
た
て
り

大
空
に
舞
ひ
別
れ
た
る
鶴
も
あ
り

三
羽
鶴
舞
ひ
澄
む
空
を
眺
め
け
り

學
童
の
會
釋
優
し
く
草
紅
葉

冬
晴
の
雲
井
は
る
か
に
田
鶴
ま
へ
り
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旅
籠
屋

は

た

ご

や

の
背
戸
に
も
下
り
ぬ
鶴
の
群

舞
ひ
下
り
て
田
の
面
の
田
鶴
は
啼
き
か
は
し

彼
方
よ
り
舞
ひ
來
る
田
鶴
の
聲
す
め
り

軒
高
く
舞
ひ
過
ぐ
田
鶴
を
ふ
り
仰
ぎ

啼
き
過
ぐ
る
簷
端
の
田
鶴
に
月
淡
く

田
鶴
舞
ふ
や
稻
城
の
霜
の
け
さ
白
く

田
鶴
舞
ふ
や
日
輪
峰
を
登
り
く
る

鶴
な
く
と
起
き
出
し
わ
れ
に
露
臺
の
旭

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
確
信
犯
の
字
余
り
の
多
重
露
光
が
却
っ
て
清
冽
な
リ

ア
リ
ズ
ム
を
生
ん
で
い
る
。
］

鶴
舞
ふ
や
稻
城
が
あ
ぐ
る
霜
け
む
り
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鶴
鳴
い
て
郵
便
局
も
菊
日
和

家
毎
に
咲
い
て
明
る
し
小
菊
む
ら

鶴
の
里
菊
咲
か
ぬ
戸
は
あ
ら
ざ
り
し

稻
城
か
げ
遊
べ
る
鶴
に
歩
み
寄
り

好
晴
や
田
鶴
啼
き
わ
た
る
小
田
の
か
げ

舞
ひ
あ
が
る
翅
ば
た
き
強
し
田
鶴
百
羽

鶴
の
群
驚
ろ
か
さ
じ
と
稻
架
か
げ
に

近
づ
け
ば
舞
ひ
た
つ
田
鶴
の
羽
音
か
な

こ
の
里
の
野
鶴
は
く
ろ
し
群
れ
遊
ぶ
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水
郷
遠
賀

十
一
句

萍
の
遠
賀
の
水
路
は
縱
横
に

菱
の
花
咲
き
閉
づ
江
沿
ひ
句
帳
手
に

菱
刈
る
と
遠
賀
の
乙
女
ら
裳
を
濡
す
も

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
後
掲
さ
れ
る
、

菱
採
る
と
遠
賀
の
娘
子

い

ら

つ

こ

裳す

そ

濡ひ

づ
も

の
句
の
推
敲
形
の
一
つ
。
そ
ち
ら
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
］

菱
の
花
引
け
ば
水
垂
る
長
根
か
な

水
ぬ
る
む
卷
葉
の
紐
の
長
か
り
し

水
底
に
映
れ
る
影
も
ぬ
る
む
な
り
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靑
す
ゝ
き
傘
に
か
き
わ
け
ゆ
け
ど
ゆ
け
ど

泳
ぎ
子
に
遠
賀
は
潮
を
上
げ
來
り

千
々
に
ち
る
蓮
華
の
風
に
佇
め
り

藻
鹽
焚
く
遠
賀
の
港
の
夕
け
む
り

も
て
な
し
の
蓮
華
飯
な
ど
ね
も
ご
ろ
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
蓮
華
飯
」
ハ
ス
の
実
は
ま
だ
青
い
う
ち
は
食
用
に

な
る
。
ネ
ッ
ト
上
で
は
発
案
者
を
横
浜
三
溪
園
園
主
で
あ
っ
た
原
富
太
郎

（
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
～
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
）
と
し
、
ま

た
以
下
の
よ
う
な
レ
シ
ピ
を
見
つ
け
た
。
実
の
固
い
皮
を
剥
い
た
後
、
さ

ら
に
そ
の
下
の
薄
皮
も
剥
き
取
り
、
出
汁
で
さ
っ
と
煮
て
お
く
。
器
に
ご

飯
と
蓮
の
実
を
入
れ
て
出
汁
を
は
り
、
千
切
り
の
し
そ
の
葉
を
添
え
て
供

す
る
。
『
蓮
の
実
の
仄
か
な
香
り
と
シ
ャ
キ
っ
と
し
た
食
感
で
と
て
も
美

味
し
く
い
た
だ
け
』
る
と
あ
る
（tokeiji

氏
の
個
人
ブ
ロ
グ
「
ま
つ
が

お
か
日
記
」
の
「
蓮
華
飯
」
に
拠
る
）
。
但
し
、
蓮
華
の
実
を
食
用
と
す

る
習
慣
は
汎
ア
ジ
ア
的
に
古
く
か
ら
あ
り
、
こ
の
久
女
の
「
蓮
華
飯
」
も

http://tokeiji.exblog.jp/5525518
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そ
う
し
た
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
原
三
溪
の
そ
れ
と
は
思
わ
れ

な
い
。
］

 
 

企
玖
の
紫
池
に
て

三
句
な
ら
び
に
五
句

 
 

 

豐
國
の
企
玖
の
池
な
る
菱
の
末
を

 
 

 

つ
む
と
や
妹
が
御
袖
ぬ
れ
け
む

 
 

 
 

 
 

 
 

萬
葉
集
豐
前
國
白
水
郎
歌

菱
摘
み
し
水
江
や
い
づ
こ
嫁
菜
摘
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
嫁
菜
」
を
久
女
は
「
万
葉
集
」
の
古
称
に
因
ん
で
、

「
う
は
ぎ
」
と
読
ん
で
い
る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
（
少
な
く
と
も
坂
本

宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
で
坂
本
氏
は
そ
う
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
後

に
示
す
引
用
の
ル
ビ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
）
。
所
謂
、
野
菊
（
実
際

に
現
在
で
も
ヨ
メ
ナ
に
似
る
近
縁
種
の
キ
ク
類
を
総
称
し
て
「
嫁
菜
」
と

呼
ん
で
い
る
）
と
呼
ば
れ
る
キ
ク
亜
綱
キ
ク
目
キ
ク
科
キ
ク
亜
科
シ
オ
ン

属
ヨ
メ
ナ

A
ster yom

ena

の
こ
と
。
参
照
し
た
ウ
ィ
キ
の
「
ヨ
メ
ナ
」

に
よ
れ
ば
、
『
若
芽
を
摘
ん
で
食
べ
る
。
古
く
は
万
葉
集
の
時
代
か
ら
使

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
オ
ハ
ギ
、
あ
る
い
は
ウ
ハ
ギ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

ヨ
メ
ナ
ご
飯
な
ど
も
有
名
。
名
前
の
由
来
は
嫁
菜
と
も
夜
目
菜
と
も
言
わ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%A1%E3%83%8A
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れ
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
一
説
に
は
、
美
し
く
優
し
げ
な
花
を
咲
か
せ
る

た
め
「
嫁
」
の
名
が
つ
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
の
ぎ
く
を
ヨ
メ
ナ

の
別
名
と
す
る
記
述
が
国
語
辞
典
関
連
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
植
物
図

鑑
で
は
ヨ
メ
ナ
の
別
名
と
し
て
ノ
ギ
ク
を
挙
げ
た
例
は
な
い
』
と
あ
る
。
］

萬
葉
の
池
今
狹
し
櫻
影

 
 

池
の
傳
説

夕
づ
ゝ
に
這
ひ
出
し
蛙
み
な啞

と

摘
み
競
ふ
企
玖
の
嫁
菜
は
籠
に
み
て
り

嫁
菜
つ
み
夕
づ
く
馬
車
を
待
た
せ
つ
ゝ

里
人
の
茅
の
輪
く
ぐ
り
に
從
は
ず

一
人
強
し
夜
の
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
わ
れ

萬
葉
の
菱
の
咲
き
と
づ
江
添
ひ
か
な
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
（
九
六
頁
）
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
句
（
若
し
く
は
少
な
く
と
も
「
菱
積
み
し
」「
摘
み
競
ふ
」

「
嫁
菜
摘
み
」
の
三
句
）
は
「
企
玖
の
紫
池
に
て
」
と
し
て
久
女
の
主
宰

誌
『
花
衣
』
第
二
号
（
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
四
月
発
行
）
に
初
出
す

る
（
同
前
書
の
万
葉
歌
は
初
出
で
は
万
葉
仮
名
表
記
の
平
仮
名
ル
ビ
附
）
。

句
群
は
春
に
始
ま
り
最
後
の
三
句
は
夏
で
あ
る
か
ら
総
て
が
同
一
時
制

の
嘱
目
吟
で
は
な
く
、
吟
自
体
は
前
年
以
前
の
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

「
企
玖
の
紫
池
」
企
救

き

く

は
既
に
何
度
も
出
て
い
る
が
、
現
在
の
福
岡
県
北

九
州
市
小
倉
北
区
・
小
倉
南
区
・
門
司
区
の
広
域
を
指
す
古
地
名
。
万
葉

時
代
の
「
企
救
の
紫
池
」
の
所
在
地
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
久
女
が
佇

ん
で
い
る
の
は
そ
の
比
定
地
の
一
つ
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
現
在
の
福
岡

県
北
九
州
市
小
倉
南
区
蒲
生
に
あ
る
曹
洞
宗
鷲
峰
山

し

ゅ

う

ぶ

さ

ん

大
興
善
寺
門
前
に

あ
る
紫
池
で
あ
る
（
宮
尾
氏
の
引
用
を
参
照
。
そ
こ
で
は
「
禅
寺
」
と
な

っ
て
い
る
が
誤
認
で
あ
ろ
う
）
。
但
し
、
ネ
ッ
ト
上
で
見
る
限
り
（
こ
こ

の
鷲
峰

わ

し

み

ね

公
園
の
紹
介
記
事
中
に
窪
地
の
画
像
が
あ
る
）
、
少
な
く
と
も
現

在
は
水
が
全
く
な
く
、
池
跡
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
は
ま
だ
狭
い
な
が
ら

も
沼
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
も
の
ら
し
い
（
宮
尾
氏
の
引
用
に
よ
れ
ば
、

道
路
建
設
工
事
で
無
惨
に
も
埋
め
立
て
ら
れ
た
と
あ
る
）
。「
北
九
州
あ
れ

こ
れ
」
の
「
蒲
生
」
の
地
図
を
見
る
と
、
池
跡
の
直
近
東
に
文
字
通
り
の

http://www.geocities.jp/dream8840684/ps_i1a.htm
http://kitaqare.d.dooo.jp/tens04.htm
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現
在
は
軽
く
蛇
行
す
る
紫
川
が
南
北
に
流
れ
、
そ
の
右
岸
が
紫
川
河
畔
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
恐
ら
く
は
こ
の
周
辺
一
帯
の

原
紫
川
の
氾
濫
原
に
有
意
に
広
い
沼
沢
地
帯
が
紫
川
畔
に
存
在
し
、
そ
こ

に
菱
が
植
生
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
の
紫
池
と
い
う

の
は
紫
川
の
中
下
流
域
に
広
が
っ
た
そ
う
し
た
沼
沢
地
方
の
総
各
称
で

あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

「
豊
國
」
現
在
の
福
岡
県
東
部
と
大
分
県
を
含
む
広
域
を
指
す
地
名
と
推

定
さ
れ
て
い
る
。

「
豐
國
の
企
玖
の
池
な
る
菱
の
末
を
つ
む
と
や
妹
が
御
袖
ぬ
れ
け
む
」

「
万
葉
集
」
巻
第
十
六
の
三
八
七
六
番
歌
、

 
 

 

豊

前

國

と
よ
の
み
ち
の
く
ち
の
く
に

の
白
水
郎

あ

ま

の
歌
一
首

豊
國

と

よ

く

に

の
企
救

き

く

の
池
な
る
菱ひ

し

の
末う

れ

を
採つ

む
と
や
妹
が
御
袖

み

そ

で

濡
れ
け
む

で
、
「
豊
前
國
」
は
企
救
郡
、
現
在
の
北
九
州
市
。
「
白
水
郎

あ

ま

」
は
漁
師
。

海
士

あ

ま

で
「
白
水
」
は
元
来
は
中
国
の
地
名
で
、
こ
の
地
方
出
身
の
者
は
水

に
潜
る
こ
と
が
上
手
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
「
妹
」
は
講
談
社
文

庫
版
中
西
進
訳
注
で
は
『
上
層
階
級
の
女
か
』
と
す
る
。

「
池
の
傳
説
」
大
興
善
寺
公
式
サ
イ
ト
内
の
「
伝
承
」
の
頁
に
、
最
盛
期

で
あ
っ
た
律
宗
当
時
（
同
寺
は
執
権
北
条
時
頼
の
命
に
よ
っ
て
寛
元
三

http://www.daikouzenji.jp/den.html
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（
一
二
四
五
）
年
に
建
立
さ
れ
た
奈
良
西
大
寺
末
寺
で
当
時
は
十
八
大
寺

の
一
つ
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
律
宗
で
あ
っ
た
が
、
慶
長
元
（
一
五
九
六
）

年
頃
に
現
在
の
曹
洞
宗
に
改
宗
し
て
い
る
）
の
延
元
三
・
建
武
五
／
暦
応

元
（
一
三
三
八
）
年
頃
の
伝
承
と
伝
え
る
以
下
の
話
を
指
す
。
『
住
職
の

玄
海
律
師
は
戒
徳
密
行
、
人
々
に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
寺
を
治
め
て
お
ら
れ
ま

し
た
が
、
あ
る
日
、
一
室
に
坐
し
て
阿
字
観
を
修
し
て
お
ら
れ
た
と
き
、

山
林
寂
静
の
中
、

修
行
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
、
蛙
が
鳴
き
止

ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
と
き
よ
り
今
に
い
た
る
ま
で
寺
の
境
内
周
囲
に

蛙
の
鳴
く
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
紫
の
池
に
蛙
鳴
か
ず
と
い
う

云
い
伝
え
が
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
』
。

以
下
、
坂
本
氏
の
前
掲
書
の
「
万
葉
の
企
救
の
紫
池
」
か
ら
部
分
引
用

す
る
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
代
え
た
）
。

 
 

 

《
引
用
開
始
》

企
救
（
あ
る
い
は
企
玖
）
郡
は
現
在
の
北
九
州
市
門
司
区
と
小
倉
区
に
あ

た
る
。
古
代
の
小
倉
の
南
部
一
帯
は
大
き
な
湖
水
で
あ
っ
た
が
、
万
葉
の

時
代
に
入
っ
て
次
第
に
滴
れ
て
、
「
企
救
の
池
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
た
企
救
の
他
の
所
在
地
に
つ
い
て

は
諸
説
あ
る
が
、
久
女
が
訪
れ
た
の
は
小
倉
郊
外
の
蒲
生

が

も

う

に
あ
る
大
興

だ

い

こ

う

禅

寺
門
前
の
紫
池
で
、
久
女
は
〈
万
葉
の
池
今
狭
し
桜
影
〉
と
詠
ん
だ
。
現

在
、
こ
の
場
所
は
、
道
路
建
設
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
ら
れ
た
が
、
紫
池
が
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小
倉
の
中
央
を
流
れ
る
紫
川
の
名
の
起
こ
り
と
さ
れ
て
い
る
。

「
花
衣
」
の
第
三
号
に
、
佐
藤
普
士
枝
が
「
蒲
生
吟
行
」
と
し
て
報
告

を
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
久
女
と
小
倉
の
「
花
衣
」
含
月
の
十
名

が
、
縫
野
い
く
代
邸
で
土
筆
を
摘
み
、
句
を
詠
み
、
近
く
の
大
興
禅
寺
に

詣
で
て
、
紫
池
で
嫁
菜
摘
み
に
興
じ
た
。
『
万
葉
集
』
に
造
詣
の
深
い
久

女
は
紫
池
や
、
嫁
菜
の
説
明
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
久
女
た
ち
は
、
春

の
一
日
を
心
ゆ
く
ま
で
遊
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
こ
に
詠
ま
れ
た
嫁
菜
は
古
来
食
用
に
さ
れ
て
き
た
。
柿
本
人
麻
呂
の

歌
に
「
妻
も
あ
ら
ば
摘つ

み
て
食た

げ
ま
し
沙
弥

さ

み

の
山
野
の
上へ

の
う
は
ぎ
過
ぎ

に
け
ら
ず
や
」（
二
－
二
二
一
）（
妻
が
居
合
わ
せ
た
ら
一
緒
に
摘
ん
で
食

べ
も
し
よ
う
も
の
を
、
沙
弥
の
山
の
野
の
上
の
嫁
菜
は
盛
り
を
過
ぎ
た
で

は
な
い
か
）
と
あ
る
よ
う
に
、
早
春
の
嫁
菜
の
若
葉
は
香
り
が
高
く
、
お

ひ
た
し
や
、
て
ん
ぷ
ら
、
汁
の
実
と
さ
れ
た
。
久
女
の
時
代
に
ど
れ
ほ
ど

の
人
が
こ
の
嫁
菜
を
食
べ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
久
女
は
野
趣
の

あ
る
食
べ
物
を
好
ん
だ
ら
し
く
、
ご
飯
に
炊
き
込
み
、
〈
炊
き
上
げ
て
う

す
き
緑
や
嫁
菜
飯
〉
と
句
に
残
し
た
。
久
女
は
春
に
は
嫁
菜
飯
を
炊
い
て

客
を
も
て
な
し
、
秋
に
は
菊
枕
を
作
る
な
ど
、
季
節
の
風
雅
を
こ
ま
め
に

実
行
に
移
し
て
み
た
く
な
る
俳
人
だ
っ
た
。

 
 

 

《
引
用
終
了
》

私
は
こ
の
最
後
に
語
ら
れ
る
久
女
の
姿
に
誰
よ
り
も
強
く
惹
か
れ
る
の



289

で
あ
る
…
…
。

「
里
人
の
茅
の
輪
く
ぐ
り
に
從
は
ず
」
と
「
一
人
強
し
夜
の
茅
の
輪
を
く

ぐ
る
わ
れ
」
の
組
写
真
は
意
志
鞏
固
に
し
て
独
立
の
人
久
女
な
ら
で
は
の

も
の
こ
う
い
う
組
み
句
と
い
う
の
は
、
知
ら
れ
た
俳
人
の
も
の
で
も
、
妙

に
説
明
調
の
印
象
を
与
え
て
上
手
く
ゆ
か
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後

の
句
に
強
靭
な
響
き
が
収
斂
し
て
素
晴
ら
し
い
希
有
の
成
功
例
で
あ
る
。

最
後
に
。
最
後
の
句
の
た
め
に
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「
菱
の
花
」
を
リ

ン
ク
さ
せ
て
お
く
。
］

 
 

水
郷
遠
賀

三
句

菱
實
る
遠
賀
の
水
路
は
縱
横
に

菱
採
る
と
遠
賀
の
娘
子

い

ら

つ

こ

裳す

そ

濡ひ

づ
も

菱
摘
む
と
か
ゞ
め
ば
沼
は
沸
く
匂
ひ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
菱
採
り
の
乙
女
の
裳
裾
が
「
濡
」
れ
る
と
い
う
の
は
、

坂
本
宮
尾
が
「
杉
田
久
女
」
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
万
葉
以
来
の

官
能
的
な
美
の
慣
用
表
現
で
、
情
熱
の
女
人
久
女
の
面
目
躍
如
た
る
三
句

https://www.google.co.jp/search?q=%E8%8F%B1%E3%81%AE%E8%8A%B1&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m2kCVJOHO83q8AXZ6ILgAg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
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で
あ
る
。
宮
尾
氏
の
よ
れ
ば
、
名
吟
「
菱
採
る
と
」
の
句
は
、
何
度
も
推

敲
を
重
ね
て
い
る
と
あ
る
。
そ
れ
ら
を
宮
尾
氏
の
記
載
に
従
っ
て
復
元
し

て
み
る
と
、

菱
採
る
と
遠
賀
の
乙
女
は
裳
濡
づ
も

↓
菱
採
る
と
遠
賀
の
乙
女
ら
裳
濡
づ
も

↓
菱
採
る
と
遠
賀
の
娘
子
裳
濡
づ
も

は
と
な
る
。
宮
尾
氏
は
『
「
乙
女
は
」
は
説
明
的
だ
。「
乙
女
ら
」
よ
り
も

「
娘
子
」
の
方
が
字
面
が
い
い
。
そ
の
た
め
久
女
は
最
終
的
に
娘
子
を
採

用
し
た
の
で
あ
ろ
う
』
と
さ
れ
、
但
し
、
『
久
女
は
「
娘
子
」
に
「
い
ら

つ
こ
」
の
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
る
が
、
辞
書
に
は
「
い
ら
つ
こ
」
と
は
若
い

男
の
こ
と
、
若
い
女
は
「
い
ら
つ
め
」
と
あ
る
。
そ
う
な
る
と
こ
の
読
み

に
は
無
理
が
あ
り
そ
う
だ
』
と
附
記
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
句
、

そ
の
瑕
疵
を
補
っ
て
十
分
に
素
晴
ら
し
い
と
私
は
思
う
。
］
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遠
賀

を

ん

が

川

十
一
句

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
標
題
は
確
か
に
「
を
ん
が
（
お
ん
が
）
」
と
ル
ビ
を

振
っ
て
い
る
が
、
本
句
群
の
句
中
に
於
い
て
は
「
遠
賀
」
を
恐
ら
く
は
後

注
す
る
古
地
名
の
「
お
か
」
か
ら
「
お
が
」
と
読
ん
で
い
る
可
能
性
が
高

い
か
。
坂
本
宮
尾
氏
は
「
杉
田
久
女
」
で
そ
う
断
定
し
て
お
ら
れ
る
。
］

菱
蒸う

む

す
遠
賀
の
茶
店
に
來
馴
れ
た
り

す
ぐ
ろ
な
る
遠
賀
の
萱
路
を
た
だ
ひ
と
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
す
ぐ
ろ
」
末
黒
。
野
焼
き
の
跡
が
一
面
に
黒
く
な

っ
て
い
る
さ
ま
を
い
う
語
。
春
の
季
語
。
］

生
ひ
そ
め
し
水
草
の
波
梳
き
來
た
り

添
ひ
下
る
塢
舸

お

か

の
運
河
は
ぬ
る
み
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
塢
舸

お

か

」
は
崗お

か

の
水
門

み

な

と

の
こ
と
。
遠
賀
川
河
口
付
近

の
古
え
の
地
名
。
神
武
東
征
の
際
に
皇
子
や
水
主
を
率
い
て
到
着
し
た
所
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と
い
う
。
崗
津
・
崗
の
浦
と
も
い
う
。
「
お
か
」
は
「
お
ほ
こ
」
（
大
河
）

→
「
お
う
こ
」
→
「
お
か
」
と
転
訛
し
た
も
の
で
、
古
代
語
で
川
の
こ
と

を
「
こ
」
と
言
っ
た
と
宮
崎
康
平
氏
の
「
ま
ぼ
ろ
し
の
邪
馬
台
国
」
（
昭

和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
講
談
社
刊
）
に
は
あ
る
。
］

土
堤
長
し
萱
の
走
り
火
ひ
も
す
が
ら

風
さ
そ
ふ
遠
賀
の
萱
む
ら焰

ほ

鳴
り
つ
ゝ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「焰

鳴

り
」「
日
本
国
語
大
辞
典
」
に
「
ほ
な
る
」
の

項
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
方
言
と
し
て
火
が
起
こ
る
（
山
梨
県
南
巨
摩
郡
奈

良
田
）
、
熱
を
・
ほ
て
る
（
伊
豆
三
宅
島
）
と
あ
る
。
坂
本
宮
尾
氏
は
「
杉

田
久
女
」
で
、
他
の
句
の
「
ひ
も
す
が
ら
」
「
風
さ
そ
ふ
」
と
い
う
措
辞

と
並
べ
て
、
確
信
犯
で
『
あ
き
ら
か
に
和
歌
の
調
べ
を
取
り
入
れ
て
い
る
』

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
］

蘆
む
ら
を
燒
く
火
は
か
な
く
消
え
に
け
り

焰

迫
れ
ば
草
薙
ぐ
鎌
よ
野
燒
守
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も
え
迫
る
野
燒
の
草
を
薙
ぎ
拂
ひ

蘆
の
火
の
燃
え
ひ
ろ
が
り
て
消
え
に
け
り

蘆
の
火
に
天
帝
雨
を
降く

だ

し
け
り

蘆
の
火
の
消
え
て
は
か
な
し
ざ
ん
ざ
降
り

 
 

昭
和
八
年
光
子
東
上

三
句

子
の
た
ち
し
あ
と
の
淋
し
さ
土
筆
摘
む

降
り
出
で
し
傘
の
つ
ぶ
や
き
松
露
と
る

娘
が
ゐ
ね
ば
夕
餉
も
ひ
と
り
花
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
既
に
注
し
た
が
、
一
部
を
再
掲
す
る
。
昭
和
八
（
一

九
三
三
）
年
の
「
日
記
抄
２
」
を
見
る
と
、
小
倉
高
等
女
学
校
を
卒
業
後

す
ぐ
に
次
女
光
子
は
合
格
し
て
い
た
東
京
の
女
子
美
術
専
門
学
校
（
現
在

の
女
子
美
術
大
学
）
に
遊
学
し
て
い
る
（
坂
本
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
よ
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れ
ば
夫
宇
内
の
強
い
『
反
対
を
押
し
切
っ
て
』『
送
り
出
し
た
』
と
あ
る
。

以
下
の
日
記
で
も
そ
れ
が
分
か
る
）
。
そ
し
て
そ
の
日
記
に
は
冒
頭
（
こ

の
部
分
は
日
付
が
入
っ
て
い
な
い
が
二
月
三
日
以
前
）
か
ら
彼
女
の
学
資

の
た
め
の
倹
約
の
誓
い
が
記
さ
れ
、

遊
學
の
春
ま
つ
娘
な
り
靴
み
が
く

遊
學
や
か
ゝ
と
の
高
き
春
の
く
つ

と
い
う
句
が
載
る
一
方
、
三
月
五
日
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
雑
詠
欄
へ
投
句

し
た
も
の
の
一
句
と
し
て
、

ひ
な
か
ざ
る
子
の
遊
學
は
尚
ゆ
り
ず

と
あ
る
（
「
ゆ
り
ず
」
は
「
許
り
ず
」
で
下
二
段
活
用
「
許
る
」
は
、
許

さ
れ
る
・
許
可
が
下
り
る
の
意
味
の
古
語
で
あ
る
）
。
次
に
続
く
日
附
不

詳
（
三
月
六
日
か
ら
十
二
日
の
間
）
の
項
に
、
『
此
頃
光
子
出
立
の
し
た

く
の
フ
ト
ン
わ
た
ぬ
き
』
『
洗
濯
、
テ
ガ
ミ
、
セ
ン
句
、
歳
時
記
し
ら
べ

等
に
て
、
十
二
時
前
ね
し
夜
は
ま
れ
也
。
多
忙
多
忙
』
と
か
、
『
光
子
』

『
フ
ト
ン
布
地
五
円
也
』
と
あ
り
、
三
月
二
十
日
の
条
に
は
『
光
子
遊
學
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の
三
年
間
は
世
と
た
ち
、
習
字
と
藝
術
著
作
等
自
分
も
勉
強
し
て
暮
さ
う
。

一
点
に
集
中
す
べ
し
。
』
、
続
く
三
月
二
十
一
日
の
条
で
は
『
光
子
の
遊
學

問
題
を
中
心
に
し
て
、
夫
と
の
爭
ひ
ま
す
ま
す
深
刻
。
金
も
百
円
以
上
に

入
用
な
の
に
、
夫
は
が
み
が
み
叱
言
と
朝
夕
の
怒
罵
叱
言
の
み
に
て
、
一

銭
も
出
し
て
く
れ
ぬ
か
ら
私
は
し
か
た
な
い
な
け
な
し
の
預
金
を
は
た

い
て
皆
出
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
ど
こ
ま
で
も
光
子
の
味
方
だ
。

い
の
り
て
す
ゝ
む
所
、
よ
き
方
法
あ
ら
ん
か
？
』
と
綴
る
。
光
子
の
東
京

へ
の
「
遊
學
の
旅
」
立
ち
は
三
月
二
十
八
日
で
あ
っ
た
が
、『
光
子
東
上
。

／
夜
來
よ
り
風
雨
は
げ
し
く
か
つ
夫
の
異
議
出
た
れ
ば
、
光
子
も
し
く
し

く
な
く
。
』『
「
い
ん
き
な
出
立
ね
」
と
光
子
の
し
づ
む
も
あ
は
れ
也
。
』
光

子
を
送
っ
た
後
、
『
誰
も
ゐ
ぬ
家
へ
十
二
時
歸
宅
し
て
心
う
つ
ろ
、
淋
し

さ
に
た
へ
ず
。
』
と
あ
る
。

「
松
露
」
菌
界
デ
ィ
カ
リ
ア
亜
界D

ikarya

担
子
菌
門
ハ
ラ
タ
ケ
亜
門

ハ
ラ
タ
ケ
綱
ハ
ラ
タ
ケ
亜
綱
イ
グ
チ
目
ヌ
メ
リ
イ
グ
チ
亜
目
シ
ョ
ウ
ロ

科
シ
ョ
ウ
ロ

R
hizopogon roseolus

。
以
下
、
ウ
ィ
キ
の
「
シ
ョ
ウ

ロ
」
に
よ
れ
ば
、
『
子
実
体
は
歪
ん
だ
塊
状
を
な
し
、
ひ
げ
根
状
の
菌
糸

束
が
表
面
に
ま
と
い
つ
く
。
初
め
は
白
色
で
あ
る
が
成
熟
に
伴
っ
て
次
第

に
黄
褐
色
を
呈
し
、
地
上
に
掘
り
出
し
た
り
傷
つ
け
た
り
す
る
と
淡
紅
色

に
変
わ
る
。
外
皮
は
剥
げ
に
く
く
、
内
部
は
薄
い
隔
壁
に
囲
ま
れ
た
微
細

な
空
隙
を
生
じ
て
ス
ポ
ン
ジ
状
を
呈
し
、
幼
時
は
純
白
色
で
弾
力
に
富
む

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AD
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が
、
成
熟
す
る
に
従
っ
て
次
第
に
黄
褐
色
な
い
し
黒
褐
色
に
変
色
す
る
と

と
も
に
弾
力
を
失
い
、
最
後
に
は
粘
液
状
に
液
化
す
る
』
。『
胞
子
は
楕
円

形
で
薄
壁
・
平
滑
、
成
熟
時
に
は
暗
褐
色
を
呈
し
、
し
ば
し
ば
』
一
、
二

個
の
『
さ
な
油
滴
を
含
む
。
担
子
器
は
こ
ん
棒
状
を
な
し
、
無
色
か
つ
薄

壁
、
先
端
に
は
角
状
の
小
柄
を
欠
き
』
小
、
六
～
八
個
の
胞
子
を
生
ず
る
。

『
子
実
体
の
外
皮
層
の
菌
糸
は
淡
褐
色
で
薄
壁
な
い
し
い
く
ぶ
ん
厚
壁
、

通
常
は
か
す
が
い
連
結
を
欠
い
て
い
る
。
子
実
体
内
部
の
隔
壁
（Tram

al 

P
late

）
の
実
質
部
の
菌
糸
は
無
色
・
薄
壁
、
時
に
か
す
が
い
連
結
を
有

す
る
こ
と
が
あ
る
』
。『
子
実
体
は
春
お
よ
び
秋
に
、
二
針
葉
マ
ツ
属
の
樹

林
で
見
出
さ
れ
る
。
通
常
は
地
中
に
浅
く
埋
も
れ
た
状
態
で
発
生
す
る
が
、

半
ば
地
上
に
現
れ
る
こ
と
も
多
い
。
マ
ツ
属
の
樹
木
の
細
根
に
典
型
的
な

外
生
菌
根
を
形
成
し
て
生
活
す
る
。
先
駆
植
物
に
類
似
し
た
性
格
を
持
ち
、

強
度
の
攪
乱
を
受
け
た
場
所
に
典
型
的
な
先
駆
植
物
で
あ
る
ク
ロ
マ
ツ

や
ア
カ
マ
ツ
が
定
着
す
る
の
に
伴
っ
て
出
現
す
る
こ
と
が
多
い
。
既
存
の

マ
ツ
林
な
ど
に
お
け
る
新
た
な
林
道
開
設
な
ど
で
撹
乱
さ
れ
た
場
所
に

発
生
す
る
こ
と
も
あ
る
』
。『
安
全
か
つ
美
味
な
食
用
菌
の
一
つ
で
、
古
く

か
ら
珍
重
さ
れ
た
が
、
発
見
が
容
易
で
な
い
た
め
希
少
価
値
が
高
い
。
現

代
で
は
、
マ
ツ
林
の
管
理
不
足
に
よ
る
環
境
悪
化
に
伴
い
、
産
出
量
が
激

減
し
、
市
場
に
は
出
回
る
こ
と
は
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
栽
培
の

試
み
も
あ
る
が
、
ま
だ
商
業
的
成
功
に
は
至
っ
て
い
な
い
』
。
食
材
と
し
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て
の
松
露
は
『
未
熟
で
内
部
が
ま
だ
純
白
色
を
保
っ
て
い
る
も
の
を
最
上

と
し
、
こ
れ
を
俗
に
コ
メ
シ
ョ
ウ
ロ
（
米
松
露
）
と
称
す
る
。
薄
い
食
塩

水
で
き
れ
い
に
洗
っ
て
砂
粒
な
ど
を
除
去
し
た
後
、
吸
い
物
の
実
・
塩
焼

き
・
茶
碗
蒸
し
の
具
な
ど
と
し
て
食
用
に
供
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

成
熟
と
と
も
に
内
部
が
黄
褐
色
を
帯
び
た
も
の
は
ム
ギ
シ
ョ
ウ
ロ
（
麦
松

露
）
と
呼
ば
れ
、
食
材
と
し
て
の
評
価
は
や
や
劣
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に

成
熟
が
進
ん
だ
も
の
は
弾
力
を
失
い
、
色
調
も
黒
褐
色
と
な
り
、
一
種
の

悪
臭
を
発
す
る
た
め
に
食
用
と
し
て
は
利
用
さ
れ
な
い
』
と
あ
る
。
］

 
 

宇
佐
櫻
花
祭

三
句

う
ら
ゝ
か
や
朱
の
き
ざ
は
し
み
く
じ
鳩

三
宮
を
賽
し
お
は
ん
ぬ
櫻
人

櫻
咲
く
宇
佐
の
呉
橋
う
ち
渡
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
宇
佐
」
大
分
県
宇
佐
市
南
宇
佐
に
あ
る
宇
佐
神
宮
。

公
式
サ
イ
ト
な
ど
に
よ
れ
ば
、
全
国
の
四
万
社
余
り
あ
る
八
幡
の
総
本
宮

で
、
祭
神
で
あ
る
八
幡
大
神

は

ち

ま

ん

お

お

か

み

は
応
神
天
皇
の
神
霊
で
、
欽
明
天
皇
の
御
代
、

http://www.usajinguu.com/
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五
七
一
年
に
初
め
て
宇
佐
の
地
に
示
顕
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
神
亀
二
（
七

二
五
）
年
に
現
在
地
に
御
殿
を
造
立
、
八
幡
神
を
祀
っ
た
の
を
創
建
と
す

る
と
あ
る
。
天
平
三
（
七
三
一
）
年
に
は
神
託
に
よ
り
二
之
御
殿
が
造
立

さ
れ
、
宇
佐
の
国
造
が
比
売
大
神
を
祀
っ
て
い
る
。
比
売
大
神
（
ひ
め
の

お
お
か
み
）
は
八
幡
神
が
現
わ
れ
る
以
前
の
古
い
地
主
神
と
し
て
祀
ら
れ

崇
敬
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
宗
像
三
女
神
（
多
岐
津
姫
命
・
市
杵
島
姫
命
・

多
紀
理
姫
命
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
二
句
目
に
出
る
応
神
天
皇
の
母
神

功
皇
后
（
別
名
を
息
長
足
姫
命

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

と
も
呼
ぶ
）
を
祀
る
三
之
御
殿
は
弘
仁
一

四
（
八
二
三
）
年
の
建
立
に
な
り
、
母
神
と
し
て
神
人
交
歓
・
安
産
・
教

育
な
ど
の
守
護
を
成
す
と
さ
れ
る
。

「
宇
佐
櫻
花
祭
」
公
式
サ
イ
ト
に
よ
る
と
、
桜
花
祭

お

う

か

さ

い

は
四
月
十
日
に
行
わ

れ
る
宇
佐
神
宮
の
小
例
祭
で
巫
女
が
桜
の
枝
を
手
に
し
て
豊
栄
の
舞
を

舞
う
と
あ
る
。

「
み
く
じ
鳩
」
宇
佐
神
宮
の
民
芸
品
で
御
御
籤
を
兼
ね
る
。「
観
光
館

文

福
」
（
昭
和
三
一
年
創
業
の
宇
佐
神
宮
の
参
道
入
り
口
に
位
置
す
る
レ
ス

ト
ラ
ン
）
の
こ
の
ブ
ロ
グ
記
事
に
よ
れ
ば
、
『
本
来
は
宇
佐
の
溝
口
ひ
ょ

う
た
ん
本
舗
の
創
業
者
（
現
在
の
溝
口
栄
治
社
長
の
祖
父
に
あ
た
る
方
）

の
発
明
品
』
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
あ
る
。
リ
ン
ク
先
で
新
旧
の
み
く
じ
鳩

を
見
ら
れ
、
『
画
像
の
右
側
に
色
鮮
や
か
で
、
大
き
な
張
り
子
の
鳩
が
二

つ
あ
り
』
、
そ
れ
が
『
本
来
の
み
く
じ
鳩
で
』
、
『
胸
の
と
こ
ろ
に
み
く
じ

http://www.usajinguu.com/
http://happy.ap.teacup.com/bunpuku/245.html
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鳩
と
書
い
て
あ
り
』
、『
こ
の
紙
を
剥
ぐ
と
中
か
ら
み
く
じ
が
出
る
よ
う
な

仕
組
み
に
な
っ
て
い
』
る
と
あ
る
。
但
し
、
『
残
念
な
が
ら
こ
の
張
り
子

の
み
く
じ
鳩
は
今
は
も
う
作
っ
て
い
』
な
い
と
あ
る
の
で
、
久
女
が
手
に

し
た
の
は
今
の
土
鈴
で
は
な
く
、
こ
の
大
き
な
張
子
の
鳩
で
あ
っ
た
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
賽
し
」
「
さ
い
し
」
と
読
む
。
賽
銭
な
ど
を
掲
げ
て
拝
む
の
意
。
こ
こ

は
巫
女
が
舞
い
つ
つ
桜
の
枝
を
奉
じ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
い
う
の

で
あ
ろ
う
。

「
呉
橋
」
「
く
れ
は
し
と
読
む
。
宇
佐
神
宮
西
参
道
に
あ
る
屋
根
付
き
の

木
造
橋
。
ウ
ィ
キ
の
「
呉
橋
」
に
よ
れ
ば
、
宇
佐
神
宮
の
神
域
を
画
す

寄
藻
川

よ

り

も

が

わ

に
架
か
る
『
屋
根
付
き
で
朱
塗
り
の
優
美
な
橋
で
あ
る
。
こ
の
橋

が
位
置
す
る
西
参
道
は
、
昭
和
初
期
ま
で
は
表
参
道
で
あ
り
、
朝
廷
よ
り

派
遣
さ
れ
た
宇
佐
使
と
呼
ば
れ
る
勅
使
が
通
っ
た
た
め
勅
使
街
道
と
も

呼
ば
れ
て
い
た
』
。
現
在
の
橋
は
元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
に
、
豊
前
小

倉
藩
第
二
代
藩
主
細
川
忠
利
に
よ
っ
て
修
築
さ
れ
た
も
の
で
（
但
し
、
明

治
九
（
一
八
七
六
）
年
と
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
に
大
改
修
さ
れ
て

い
る
）
。
上
部
は
木
造
で
、
三
基
あ
る
橋
脚
は
石
造
り
、
屋
根
は
向
唐
破
風

む

こ

う

か

ら

は

ふ

造
り
（
出
窓
の
よ
う
に
独
立
し
て
葺
き
下
ろ
し
の
屋
根
の
上
に
千
鳥
破
風

の
如
く
造
ら
れ
た
も
の
）
で
檜
皮
葺
（
棟
は
銅
瓦
葺
）
で
あ
る
。
現
在
は

渡
る
こ
と
は
で
き
ず
、
十
年
に
一
度
の
勅
使
祭
の
時
に
の
み
使
用
さ
れ
る
。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%89%E6%A9%8B
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『
創
建
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
よ
り
前
に
存
在
し
て
い
た
と

い
わ
れ
る
。
中
国
の
呉
の
人
が
架
け
た
と
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
が
橋
の
名
の

由
来
と
な
っ
て
い
る
』
。
正
安
三
（
一
三
〇
一
）
年
に
は
『
勅
使
と
し
て

宇
佐
神
宮
を
訪
れ
た
』
和
気
篤
成

わ

け

の

あ

つ

し

げ

（
医
師
。
典
薬
頭
・
大
膳
大
夫
。
「
徒

然
草
」
第
百
三
十
六
段
に
名
が
出
る
）
『
が
「
影
見
れ
ば

月
も
南
に

寄

藻
川

く
る
る
に
橋
を

渡
る
宮
人
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
頃
に
は
す
で
に
呉
橋
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
』
と
あ
る
。
公

式
サ
イ
ト
に
勅
使
祭
は
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
か
ら
現
在
の
十
年
に

一
度
の
臨
時
奉
幣
祭
と
な
っ
た
と
あ
り
、
彼
女
が
本
句
を
詠
ん
だ
（
坂
本

宮
尾
「
杉
田
久
女
」
一
一
九
頁
に
拠
る
）
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
は
こ

れ
に
当
た
ら
な
い
。
も
し
や
、
こ
の
頃
は
呉
橋
を
一
般
参
詣
人
が
渡
る
こ

と
が
許
さ
れ
て
い
た
も
の
か
？

識
者
の
御
教
授
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

私
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
が
、
リ
ン
ク
先
の
画
像
を
見
る
と
、
と
て
も
素

敵
な
橋
で
あ
る
。
］

 
 

宇
佐
神
宮

五
句

う
ら
ゝ
か
や
齋い

つ

き
祀
れ
る
瓊た

ま

の
帶

藤
挿
頭

か

ざ

す
宇
佐
の
女に

よ

禰
宜
は
今
在
さ
ず

http://www.usajinguu.com/
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丹
の
欄
に
さ
へ
づ
る
鳥
も
惜
春
譜

雉
子
鳴
く
や
宇
佐
の
盤
境

い

は

さ

か

禰
宜
ひ
と
り

春
惜
む
納
蘇
利
の
面
ン

は
靑
丹
さ
び

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
よ
れ
ば
、
本
五
句

は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
七
月
号
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
久
女
二
度
目
の

雑
詠
欄
巻
頭
を
飾
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
前
の
「
宇
佐
櫻
花

祭

三
句
」
の
翌
年
の
再
訪
と
吟
詠
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
久
女
に
は
、

発
表
誌
年
月
不
詳
の
「
息
長
帶
姫
命

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

の
瓊た

ま

の
み
帶お

び

に
つ
い
て
」
と
い
う
文

章
が
あ
り
、
本
歌
及
び
こ
の
参
拝
吟
行
を
細
か
に
語
っ
て
い
る
の
で
以
下

に
引
用
す
る
。
底
本
全
集
第
二
巻
を
用
い
た
が
、
恣
意
的
に
正
字
化
し
た
。

踊
り
字
「〱

」
「〲

」
は
正
字
化
し
た
。

 
 

 

＊

息
長
帶
姫
命
の
瓊
の
み
帶
に
つ
い
て

お
た
づ
ね
の
宇
佐
神
官
と
宇
佐
八
幡
と
は
同
一
の
も
の
に
御
座
い
ま

す
。
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宇
佐
本
殿
は
三
殿
合
祀
で
中
央
三
比
賣

ヒ

メ

大
神
（
多
岐
津
姫
命
、
市
杵
島

姫
命
、
多
岐
理
姫
命
）
、
右
殿
神
功
皇
后
（
御
名
息
長
帶
姫
命

（

オ

キ

ナ

ガ

メ

ラ

シ

ヒ

メ

）

）
、
左
殿
応

神
天
皇
（
御
名
譽
田
別
尊
）
、
こ
の
三
神
を
合
し
て
宇
佐
神
官
と
申
し
ま

す
。
昔
は
宇
佐
八
幡
と
申
し
上
げ
た
の
で
す
が
明
治
四
年
五
月
官
幣
大
社

に
列
せ
ら
れ
、
同
六
月
か
ら
宇
佐
神
官
と
申
す
様
に
な
り
ま
し
た
由
。

さ
て
瓊タ

マ

の
帶
は
、
（
聖
武
天
皇
奉
獻
に
よ
る
）
神
功
皇
后
の
御
物
と
申

し
奉
る
古
い
唐
錦
の
御
帶
で
、
禰
宜
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
こ

げ
茶
の
地
に
、
草
花
模
樣
が
あ
り
、
そ
れ
に
五
色
の
小
い
瓊
を
所
々
に
ぬ

ひ
つ
け
た
誠
に
高
貴
な
お
み
帶
で
ご
ざ
い
ま
す
と
か
。
も
つ
と
も
地
色
も

模
樣
も
、
か
し
こ
け
れ
ど
、
す
で
に
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
、
ほ
ん
の
四
五
寸
の
布

地
だ
と
い
ふ
の
み
で
ご
ざ
い
ま
す
由
。
こ
れ
が
今
は
神
功
皇
后
の
御
神
殿

ヽ

ヽ

ヽ

中
に
秘
藏
さ
れ
る
宇
佐
第
一
の
神
宝
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
説
に
は
応
神

天
皇
樣
の
御
袴
腰
と
も
申
さ
れ
、
い
づ
れ
が
正
し
い
か
は
、
判
じ
ま
せ
ぬ

が
。三

比
賣
大
神
及
神
功
皇
后
が
い
づ
れ
も
女
神
に
お
は
し
ま
さ
れ
、
ま
た

宇
佐
神
官
が
、
う
ら
ゝ
か
な
朱ア

ケ

宮
居
で
い
ら
せ
ら
れ
る
事
も
、
玉
の
み
帯

と
い
ふ
感
じ
の
方
が
私
に
は
ふ
さ
は
し
く
思
は
れ
ま
し
た
。
殊
に
又
此
の

日
の
透
る
ば
か
り
な
好
晴
の
う
ら
ゝ
か
さ
も
、
只
も
う
瓊
の
や
う
な
感
じ

が
ピ
ン
と
私
に
は
き
ま
し
た
。
尚
玉
を
單
に
う
つ
く
し
い
帶
と
い
ふ
意
の

み
で
は
な
く
、
瓊
を
ま
つ
り
つ
け
た
お
ん
帶
の
意
で
用
ひ
ま
し
た
。
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中
央
宇
佐
神
宮
が
兵
火
に
あ
ひ
御
寶
庫
中
の
神
宝
も
大
か
た
う
ば
ひ

去
ら
れ
た
中
に
、
此
瓊
の
御
帶
の
み
が
、
今
の
彌
勒
神
宮
寺
跡
に
お
ち
て

ゐ
ま
し
た
の
を
、
禰
宜
の
一
人
が
見
出
し
て
取
も
ど
し
、
そ
の
後
は
ず
つ

と
、
神
殿
の
朱
の
御
扉
中
に
奉
安
し
て
あ
る
も
の
ゝ
由
。
宮
司
以
外
は
（
宮

司
も
一
年
一
度
例
祭
開
扉
の
外
は
）
立
入
る
を
絶
對
に
ゆ
る
さ
れ
ぬ
神
殿

中
故
、
実
際
拜
觀
し
た
も
の
は
殆
ど
な
い
と
か
い
ふ
事
で
す
。
此
手
紙
の

大
帶
姫
命
と
い
ふ
事
は
私
は
一
向
存
じ
ま
せ
ん
が
、
神
功
皇
后
の
御
名
息

長
帶
姫
命
の
事
と
は
ち
が
ひ
ま
せ
う
か
。

私
は
今
春
宇
佐
へ
ま
ゐ
り
、
古
実
に
く
は
し
い
禰
宜
か
ら
以
上
の
話
を

承
つ
た
丈
け
で
す
。

尚
お
た
づ
ね
の
藤
か
ざ
す
は
、
別
に
宇
佐
神
宮
の
古
事
か
ら
え
た
わ
け

で
も
な
く
、
私
の
創
始
で
ご
ざ
い
ま
す
。

宇
佐
の
女
禰
宜

ニ

ヨ

ネ

ギ

は
昔
は
大
変
な
勢
力
が
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
時
代

に
廢
絶
し
た
も
の
ゝ
如
く
、
今
も
女
禰
宜
の
屋
敷
跡
な
ど
い
ひ
つ
た
へ
る

も
の
が
宇
佐
の
古
い
築
地
町
の
中
な
ど
に
は
さ
ま
つ
て
ゐ
ま
す
。

丁
度
私
が
宇
佐
に
詣
つ
た
時
は
、
神
苑
の
藤
が
咲
く
こ
ろ
で
、
あ
の
濃

紫
色
の
花
房
か
ら
、
私
は
奈
良
朝
時
代
や
源
氏
物
語
中
の
古
典
の
舞
樂
、

丹
の
欄
に
ぬ
か
づ
く
、
淸
そ
な
女
禰
宜
の
藤
を
か
ざ
し
て
で
も
ゐ
る
樣
な

面
影
を
ふ
と
思
ひ
う
か
べ
ま
し
た
。
神
苑
の
森
ふ
か
く
老
樟
そ
び
ゆ
る
と

こ
ろ
、
昔
の
宇
佐
の
宮
居
は
、
さ
ぞ
藤
が
い
つ
ぱ
い
う
ち
垂
れ
て
ゐ
は
し
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な
か
つ
た
ら
う
か
な
ど
と
も
考
へ
ま
し
て
。

尚
宇
佐
の
盤
境
は
、
神
宮
発
祥
の
地
と
し
て
現
今
の
宮
か
ら
数
十
丁
奥

の
、
人
跡
ま
れ
な
宇
佐
山
に
あ
り
、
三
比
賣
大
神
天
降
の
地
。
三
比
賣
神

に
か
た
ど
つ
て
三
体
の
、
一
丈
餘
の
大
岩
を
た
て
、
其
め
ぐ
り
岩
で
か
こ

ん
だ
、
つ
ま
り
石
器
時
代
の
神
祇
の
古
跡
で
、
し
め
を
張
り
、
常
は
た
つ

た
一
人
の
禰
宜
が
居
ま
す
。

古
事
記
等
に
あ
る
盤
場
の
一
つ
で
、
御
承
知
と
は
在
じ
上
ま
す
が
申
添

ま
す
。
尚
宇
佐
の
鎭
疫
祭
奉
納
の
雅
楽
の
蘭
陵
納
蘇
利
の
つ
け
ま
す
二
つ

の
面
は
宝
物
で
千
年
以
上
の
も
の
。
之
を
か
ぶ
り
、
古
剣
を
ふ
る
ひ
つ
つ
、

神
宮
寺
跡
の
大
地
で
土
地
の
古
老
が
毎
年
ま
ひ
ま
す
。
此
蘭
陵
、
な
そ
り

ヽ

ヽ

ヽ

と
二
つ
の
悠
長
な
面
に
眺
め
入
つ
て
ま
す
と
、
千
年
と
い
ふ
永
い
歳
月
の

流
れ
、
幾
変
遷
し
て
ゆ
く
悠
長
の
時
代
と
い
ふ
も
の
を
私
は
今
更
ら
な
が

ら
感
じ
、
自
分
自
身
も
ど
ん
ど
ん
時
代
の
波
に
洗
ひ
流
さ
れ
て
し
ま
ふ
の

だ
と
い
ふ
心
地
が
し
み
ぐ
し
ま
し
た
。

 
 

 

＊

簡
単
に
語
注
を
附
し
て
お
く
。

・「
譽
田
別
尊
」
応
神
天
皇
の
諱
で
「
ほ
む
た
わ
け
の
み
こ
と
」
と
読
む
。

・
「
四
五
寸
」
十
三
～
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
。

・
「
女
禰
宜

ニ

ヨ

ネ

ギ

」
巫
女
。
め
ね
ぎ
。

・
「
盤
境
」
底
本
に
は
編
者
に
よ
る
『
（
マ
マ
）
』
注
記
が
右
に
つ
く
が
、
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問
題
な
い
。
こ
れ
は
「
い
わ
く
ら
」
又
は
「
い
わ
さ
か
」
と
読
み
（
盤
座

と
も
書
く
）
、
祭
祀
に
際
し
て
神
が
降
臨
す
る
岩
石
若
し
く
は
石
を
築
き

廻
ら
し
た
一
定
の
場
所
を
指
す
語
で
、
本
邦
に
於
い
て
は
社
殿
建
築
以
前

の
古
代
祭
祀
の
結
界
祭
場
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
後
の
「
盤
場
」

（
「
ば
ん
じ
ょ
う
」
若
し
く
は
「
い
わ
ば
」
と
読
ん
で
い
る
か
）
も
同
じ
。

「
数
十
丁
」
十
丁
（
町
）
は
一
キ
ロ
強
。
「
宇
佐
山
」
と
い
う
の
は
宇
佐

神
宮
の
東
南
約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
御
許
山

お

お

も

と

や

ま

（
神
宮
で
は
「
大

元
山
」
と
書
く
）
の
こ
と
。
個
人
サ
イ
ト
「
戸
原
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
」
の

「
社
寺
巡
拝
記
」
の
「
宇
佐
の
原
信
仰
／
御
許
山
（
三
女
神
降
臨
伝
承
）
」

に
よ
る
と
、
こ
れ
は
八
幡
宇
佐
宮
の
元
宮
と
い
う
意
味
を
含
み
、
久
女
の

述
べ
て
い
る
よ
う
に
三
女
神
降
臨
の
伝
承
が
あ
り
、
山
頂
に
三
女
神
が

依
代

よ

り

し

ろ

と
し
て
降
臨
し
た
と
す
る
三
個
の
立
石
か
ら
成
る
磐
座
が
あ
る
と

い
う
（
現
在
の
頂
上
部
は
禁
足
地
と
な
っ
て
い
て
実
見
不
能
）
。『
資
料
に

よ
れ
ば
、
中
央
の
石
が
最
も
大
き
く
高
さ
一
丈
五
尺
』
（
約
四
・
五
メ
ー

ト
ル
）
『
の
烏
帽
子
型
、
右
の
石
は
こ
れ
に
次
ぐ
大
き
さ
で
形
は
ほ
ぼ
同

じ
、
左
の
石
は
高
さ
四
尺
』
（
約
一
・
二
メ
ー
ト
ル
）
と
有
意
に
『
小
さ

く
、
人
の
手
が
加
え
ら
れ
た
痕
跡
が
あ
る
と
い
う
』
と
あ
る
。

・
「
鎭
疫
祭
」
「
ち
ん
え
き
さ
い
」
と
読
み
、
「
御
心
経
会

お

し

ん

ぎ

ょ

う

え

」
と
も
呼
ぶ
。

公
式
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
二
月
十
三
日
に
宇
佐
神
宮
で
行
わ
れ
る
大
祭
。

疫
病
災
禍
を
祓
い
鎮
め
る
祭
で
、
『
前
日
の
宵
祭
、
当
日
の
本
殿
祭
に
続

http://www.usajinguu.com/
http://www3.ocn.ne.jp/~tohara/usa-omotoyama.html
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き
八
坂
神
社
前
で
祭
典
が
行
わ
れ
』
、『
幣
越
神
事
・
陵
王
の
舞
・
鳩
替
神

事
が
あ
り
』
、『
境
内
に
浄
火
が
焚
か
れ
、
古
神
札
を
焼
納
』
す
る
と
あ
る
。

・「
蘭
陵
納
蘇
利
の
つ
け
ま
す
二
つ
の
面
」
坂
本
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
、

『
納
蘇
利

な

そ

り

の
面
は
蘭
陵

り

ょ

う

お

う

の
面
と
も
に
池
畔
の
宝
物
館
に
展
示
し
て
あ
る
。

こ
れ
は
龍
を
象

か
た
ど

っ
た
イ
ン
ド
系
の
雅
楽
面
で
、
鎌
倉
時
代
の
作
と
さ
れ
る
。

盛
る
句
飛
び
出
し
た
大
き
な
眼
、
吊
り
顎
、
白
い
牙
を
も
ち
、
深
い
皺
は

刻
ま
れ
て
い
て
、
お
お
ら
か
な
ユ
ー
モ
ア
を
た
た
え
た
表
情
で
あ
る
。
全

体
に
黒
に
近
い
く
す
ん
だ
色
で
、
目
の
周
囲
な
ど
に
朱
が
残
っ
て
い
る
』

と
し
、
句
の
『
青
丹
と
は
染
料
や
画
材
に
用
い
る
青
黒
い
土
』
と
注
さ
れ

て
お
ら
れ
る
。
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「
納
蘇
利
」
。

な
お
、
坂
本
宮
尾
氏
は
こ
れ
ら
五
句
に
つ
い
て
、
「
杉
田
久
女
」
で
特

に
「
宇
佐
神
宮
五
句
」
と
い
う
章
を
設
け
、
諸
家
の
評
と
と
も
に
美
事
な

評
釈
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
是
非
お
読
み
戴
き
た
い
（
一
一
八
～
一

二
二
頁
）
。
坂
本
氏
は
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
五
句
は
『
久
女
の
俳
句
が
、

日
常
を
抜
け
て
は
る
か
古
代
の
浪
漫
の
世
界
へ
突
き
抜
け
た
こ
と
を
示

す
記
念
す
べ
き
作
品
群
と
い
え
る
』
と
讃
え
て
お
ら
れ
る
。
蓋
し
、
名
評

で
あ
る
。
］

https://www.google.co.jp/search?q=%E7%B4%8D%E8%98%87%E5%88%A9&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=I2AaVODkFoS68gWrrILIAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899


307

 
 

昌
子
歸
省

二
句

元
旦
の
阜
頭
に
瀨
戸
の
舟
つ
け
り

北
風
寒
き
阜
頭
に
吾
子
の
舟
つ
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
年
初
。
長
女
昌
子
の
帰
省

の
折
り
の
句
。
前
に
注
し
た
よ
う
に
、
こ
の
前
年
の
昭
和
七
年
八
月
に
長

女
昌
子
は
横
浜
税
関
監
視
部
長
中
村
重
善
氏
夫
妻
の
世
話
で
同
税
関
長

官
房
文
書
係
雇
と
し
て
就
職
し
て
い
た
。
］

 
 

花
の
旅

六
句

ま
だ
散
ら
ぬ
帝
都
の
花
を
見
に
來
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
以
下
六
句
は
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年

刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
で
は
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
パ
ー
ト
に
あ
る

が
、
富
士
見
書
房
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
刊
の
坂
本
宮
尾
「
杉
田
久

女
」
に
よ
れ
ば
、
総
て
翌
九
年
の
四
月
の
句
で
あ
る
。
同
書
の
一
四
七
～

一
四
八
頁
に
載
る
草
稿
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
四
月
十
七
日
に
東
上
、
同
月
二
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十
八
日
に
東
京
を
出
立
と
あ
り
、
そ
の
間
は
横
浜
の
長
女
昌
子
の
山
王
寮

に
滞
在
し
て
い
る
（
以
下
の
注
も
そ
の
メ
モ
に
よ
る
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

こ
の
句
は
四
月
十
八
日
に
昌
子
と
と
も
に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
発
行
所
に
高

浜
虚
子
を
訪
問
し
た
、
そ
の
日
の
詠
で
あ
る
。
］

 
 

茅
舍
庵

訪
れ
て
暮
春
の緣

に
あ
る
こ
ゝ
ろ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
四
月
二
十
五
日
に
大
田
区
池
上
の
俳
人
川
端
茅
舍
を

訪
れ
た
際
の
句
（
二
十
七
日
に
も
昌
子
と
と
も
に
再
訪
し
て
い
る
）
。
こ

の
年
に
彼
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
同
人
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
茅
舎
は
三

十
七
歳
（
久
女
は
四
十
四
歳
）
で
あ
っ
た
。
茅
舎
は
こ
の
七
年
後
、
肺
結

核
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
。
］

 
 

鎌
倉
虚
子
庵

虚
子
留
守
の
鎌
倉
に
來
て
春
惜
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
草
稿
メ
モ
に
よ
れ
ば
四
月
二
十
六
日
の
訪
問
で
あ
る
。
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無
論
、
句
集
序
文
の
懇
請
の
た
め
で
あ
る
が
、
虚
子
は
す
で
に
こ
の
時
、

久
女
を
疎
ん
じ
て
い
た
。
こ
の
不
在
も
確
信
犯
で
あ
ろ
う
。
］

 
 

由
比
ケ
濱

身
の
上
の
相
似
で
う
れ
し
櫻
貝

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
同
四
月
二
十
六
日
。
久
女
は
こ
の
比
較
主
体
は
虚
子

の
長
女
星
野
立
子

た

つ

こ

（
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
～
昭
和
五
九
（
一
九
八

四
）
年
）
で
あ
る
。
虚
子
が
留
守
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
じ
鎌
倉
に
住

ん
で
い
た
立
子
を
訪
な
い
、
と
も
に
由
比
ヶ
浜
を
散
策
し
た
。
そ
の
際
の

句
で
あ
る
。
立
子
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
に
父
虚
子
の
後
ろ
盾
に
よ

っ
て
初
の
女
性
に
よ
る
主
宰
誌
『
玉
藻
』
を
創
刊
し
て
お
り
、
虚
子
に
と

っ
て
久
女
は
あ
る
意
味
で
目
の
上
の
た
ん
こ
ぶ
の
存
在
で
あ
っ
た
と
考

え
て
よ
い
。
そ
れ
が
虚
子
の
久
女
忌
避
の
核
心
に
あ
っ
た
の
だ
と
私
は
信

じ
て
疑
わ
な
い
。
こ
の
句
は
後
に
出
る
よ
う
に
実
は
草
稿
で
は
、

身
の
上
の
相
似
て
う
れ
し
櫻
貝

と
い
う
真
逆
の
句
で
あ
っ
た
。
宮
本
氏
に
よ
れ
ば
、
草
稿
は
『
最
初
は
「
似
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て
」
と
あ
っ
た
も
の
を
、
上
か
ら
「
似
で
」
と
濃
く
墨
で
直
し
て
あ
る
』

と
あ
る
。
し
か
も
余
白
に
は
『
朱
筆
で
窮
屈
に
小
さ
な
字
で
書
き
込
み
が

あ
』
り
、
そ
れ
は
『
「
立
子
な
ど
と
似
て
た
ま
ら
な
い
よ
」
と
読
め
る
』

と
い
う
驚
天
動
地
の
記
載
が
あ
る
と
す
る
（
「
杉
田
久
女
」
二
二
八
～
二

二
九
頁
）
。
こ
の
追
記
は
後
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
情
念
の
人
久
女
の
、

親
の
七
光
り
の
立
子
に
対
す
る
、
強
烈
な
妬
心
が
も
ろ
に
出
て
い
て
読
む

者
を
震
撼
さ
せ
る
。
］

種
浸
す
大
盥
に
も
花
散
ら
す

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
草
稿
の
同
じ
鎌
倉
訪
問
の
四
月
二
十
六
日
の
条
に
、

前
の
「
身
の
上
の
相
似
て
う
れ
し
櫻
貝
」
（
「
て
」
で
あ
る
）
と
並
べ
て
、

種
浸
す
大
盥
に
も
花
數
片

と
あ
る
句
の
再
案
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
草
稿
メ
モ
に
よ
れ
ば
同
二
十
六

日
に
は
水
原
秋
桜
子
に
面
会
も
し
て
い
る
。
］
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茅
舍
庵

水
そ
ゝ
ぐ
姫
龍
膽
に
暇
乞
ひ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
四
月
二
十
七
日
。
草
稿
メ
モ
に
は
、
こ
の
句
の
草
稿

と
思
わ
れ
る
、

水
そ
ゝ
ぐ
姫
り
ん
ど
う
に
い
と
ま
乞
ひ

（
「
り
ん
ど
う
」
は
マ
マ
）
と
あ
る
。

因
み
に
、
宮
本
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
草
稿
メ
モ
の
東
京
を
失
意
の
う
ち

に
発
っ
た
四
月
二
十
八
日
の
条
の
余
白
に
は
、
や
は
り
後
日
に
書
き
記
し

た
と
思
し
い
、

こ
の
時
久
女
の
句
集
出
版
の
邪
マ
せ
し
者
は
何
人
か
。
何
か
ハ
ワ
カ
つ
て

ゐ
る
。

と
い
う
恐
る
べ
き
朱
筆
（
！
）
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
！
］
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横
濱
外
人
墓
地

一
句

ば
ら
薰
る
マ
ー
ブ
ル
の
碑
に
哀
詩
あ
り

 
 

筑
前
大
島

十
二
句

大
島
の
港
は
く
ら
し
夜
光
蟲

濤
靑
く
藻
に
打
ち
上
げ
し
夜
光
蟲

足
も
と
に
走
せ
よ
る
潮
も
夜
光
蟲

夜
光
蟲
古
鏡
の
如
く
漂
へ
る

海
松

み

る

か
け
し
蟹
の
戸
ぼ
そ
も
星
祭

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
坂
本
宮
尾
氏
は
「
杉
田
久
女
」
で
、
『
こ
の
句
の
中

七
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」（
昭
和
９
・
９
）
、
久
女
の
草
稿
、
い
ず
れ
も
「
蜑

の
戸
ぼ
そ
」
と
な
っ
て
い
る
。
句
集
に
「
蟹
の
戸
ぼ
そ
」
と
あ
る
の
は
蟹か

に

と
蜑あ

ま

と
い
う
文
字
の
形
が
似
て
い
る
い
る
た
め
に
植
字
段
階
で
生
じ
た
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間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
』
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
私
も
そ
れ
を
支
持
す

る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
正
し
い
句
形
を
読
み
を
附
し
て
示
し
て
お
く
。

海
松

み

る

か
け
し
蜑あ

ま

の
戸
ぼ
そ
も
星
祭

実
は
当
初
、
海
産
無
脊
椎
動
物
フ
リ
ー
ク
の
私
は
、
真
顔
で
、
砂
蟹
な
ど

の
巣
の
入
り
口
に
海
松
が
懸
っ
て
い
る
の
を
擬
人
化
し
た
の
だ
な
、
な
ど

と
独
り
合
点
し
て
読
ん
で
い
た
こ
と
を
告
白
し
て
お
く
。
］

 
 

大
島
星
の
宮
吟
咏

下
り
た
ち
て
天
の
河
原
に
櫛
梳
り

彦
星
の
祠
は
愛
し
な
の
木
蔭

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
坂
本
宮
尾
氏
は
「
杉
田
久
女
」
で
、
本
句
に
つ
い
て
、

『
ま
ず
「
愛か

な

し
」
と
読
ん
で
、
そ
れ
に
つ
づ
く
「
な
」
は
「
何な

」
と
と
っ

て
、
「
祠

ほ
こ
ら

に
は
深
く
心
を
惹
か
れ
る
か
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
何
の
木
の
陰

で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
と
解
釈
し
て
お
く
。
木
陰
に
あ
る
彦
星
の
祠

を
見
つ
け
た
作
者
の
気
分
の
高
揚
が
伝
わ
っ
て
く
る
』
と
鑑
賞
さ
れ
て
い
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る
。
穏
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
私
は
『
高
揚
』
と
い
う
よ
り
、
年
に
一

度
、
盥
の
面
を
介
し
て
し
か
語
り
合
え
ぬ
貴
公
子
（
彦
星
）
へ
の
強
い
愛

惜
の
思
い
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
う
。
］

口
す
ゝ
ぐ
天
の
眞
名
井
は
葛
が
く
れ

 
 

玄
界
灘
一
望
の
中
に
あ
り

荒
れ
初
め
し
社
前
の
灘
や
星
祀
る

大
波
の
う
ね
り
も
や
み
ぬ
沖
膾

星
の
衣き

ぬ

吊
す
も
あ
は
れ
島
の
娘
ら

 
 

 
 

 
 

 
 

 

星
の
衣
は
七
夕
の
五
色
の
紙
を

衣
の
形
に
切
り
願
事
を
し
る
し
て

笹
に
吊
す
も
の

乘
り
す
ゝ
む
舳
に
こ
そ
騷
げ
月
の
潮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
ら
は
底
本
年
譜
で
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
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の
八
月
末
に
、
響
灘
と
玄
界
灘
の
境
界
部
に
面
す
る
現
在
の
福
岡
県
宗
像

市
に
属
す
る
筑
前
大
島
の
ほ
し
の
宮
の
七
夕
祭
り
に
詣
で
て
お
り
、
そ
の

折
り
の
吟
詠
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
年
の
旧
暦
の
七
月
七
日
は
八
月
二
十

七
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
島
の
中
央
部
に
あ
る
最
高
峰
の
御
嶽
（
標
高
二
百

二
十
四
メ
ー
ト
ル
）
の
山
頂
に
は
宗
像
大
社
中
津
宮
の
奥
の
院
に
当
る
御

嶽
神
社
が
あ
る
。
こ
の
山
の
麓
の
丘
の
上
に
あ
る
中
津
宮
（
船
着
き
場
近

く
で
も
あ
る
）
に
は
宗
像
三
女
神
が
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
天
の

真
名
井

ま

な

い

が
あ
る
が
、
同
時
に
こ
こ
は
本
邦
で
の
七
夕
伝
説
発
祥
の
地
と
し

て
も
知
ら
れ
る
。
宗
像
大
社
公
式
サ
イ
ト
の
「
夏
の
ま
つ
り
」
に
よ
れ
ば
、

こ
こ
で
の
七
夕
祭
は
古
く
、
鎌
倉
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
宗
像
大
社

中
津
宮
の
境
内
に
流
れ
る
「
天
の
川
」
を
挟
ん
で
牽
牛
神
社
と
織
女
神
社

が
祀
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
旧
暦
の
七
月
七
日
に
近
い
八
月
七
日
に
島

内
で
盛
大
に
七
夕
祭
り
が
行
わ
れ
る
、
と
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
「
筑
前
大

島
天
の
川
伝
説
」
や
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
あ
る
同
伝
説
に
よ

れ
ば
―
―
昔
、
貴
公
子
が
唐
の
国
に
遣
い
し
、
何
人
か
の
唐
人
の
織
女
を

伴
っ
て
帰
国
の
途
次
、
そ
の
内
の
一
人
と
深
い
愛
し
合
っ
た
が
、
そ
れ
は

果
敢
な
い
仮
初
の
縁
で
し
か
な
く
、
帰
国
す
る
や
、
貴
公
子
は
無
論
、
都

に
戻
っ
て
し
ま
い
離
れ
ば
な
れ
と
な
っ
た
。
織
女
を
忘
れ
ら
れ
ぬ
貴
公
子

は
鬱
々
と
日
を
過
ご
し
て
い
た
が
、
あ
る
夜
、
夢
枕
に
天
女
が
現
わ
れ
、

こ
の
筑
前
大
島
の
中
津
宮
に
行
け
と
告
げ
る
。
来
職
を
擲
っ
た
貴
公
子
は

http://www.munakata-taisha.or.jp/html/summer.html
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そ
の
中
津
宮
の
神
官
と
な
っ
た
。
あ
る
星
の
美
し
晩
、「
天
の
川
」
に
盥

た
ら
い

を

浮
か
べ
て
禊

み
そ
ぎ

を
し
て
い
る
と
、
そ
の
盥
の
中
の
水
の
面
に
織
女
が
映
っ
て

い
た
。
二
人
は
そ
う
し
て
秘
か
に
二
人
き
り
の
逢
瀬
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
。

―
―
］

 
 

母
の
句

五
句

八
十
の
母
て
ま
め
さ
よ
雛
つ
く
り

母
淋
し
つ
く
り
た
め
た
る
押
繪
雛

娘
を
た
よ
る
八
十
路
の
母
よ
雛
作
り

扶
助
料
の
あ
り
て
長
壽
や
置
炬
燵

雛
つ
く
る
老
の
か
ご
と
も
慰
め
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
の
久
女
四
十
五
歳
の
折

り
の
句
群
。
久
女
の
母
さ
よ
は
三
十
六
歳
の
時
に
久
女
を
生
ん
で
い
る

（
久
女
は
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
五
月
三
十
日
生
ま
れ
）
か
た
、
当
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時
は
満
八
十
一
。
兵
庫
県
出
石

い

ず

し

の
出
身
で
、
坂
本
宮
尾
氏
は
「
杉
田
久
女
」

で
、
さ
よ
は
『
龍
生
派
池
之
坊
の
稼
働
教
授
』
で
、
『
赤
龍
軒
美
玉
と
号

し
、
最
高
職
の
関
西
家
代
理
と
し
て
八
十
八
歳
ま
で
現
役
を
務
め
た
人
だ

と
い
う
。
久
女
も
華
道
、
茶
道
、
書
道
の
心
得
が
あ
っ
た
』
と
記
し
て
お

ら
れ
る
。
母
さ
よ
は
戦
局
の
悪
化
す
る
昭
和
十
九
年
七
月
に
亡
く
な
っ
て

い
る
。
因
み
に
、
こ
の
時
の
葬
儀
で
上
阪
し
た
の
が
、
長
女
昌
子
が
逢
っ

た
最
後
と
な
っ
た
旨
の
記
載
が
年
譜
に
あ
る
（
久
女
の
逝
去
は
昭
和
二
十

一
年
一
月
二
十
一
日
）
。
］

出
雲
旅
行

四
十
三
句

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久

女
句
集
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、

年
譜
に
は
載
ら
な
い
。
］

 
 

一

出
雲
御
本
社

水
手
洗
の
杓
の
柄
靑
し
初
詣

雪
解
の
雫
ひ
ま
な
し
初
詣
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仰
ぎ
見
る
大
〆
飾
出
雲
さ
び

巨
い
さ
や
雀
の
出
入
る
〆
飾

神
前
に
遊
ぶ
雀
も
出
雲
が
ほ

椿
落
ち
ず
神
代
に
還
る
心
な
し

斐
伊
川
の
つ
ゝ
み
の
蘆
芽
雪
殘
る

斐
伊
川
の
つ
ゝ
み
の
蘆
芽
萌
え
初
め
し

 
 

二

宍
道
湖
（
松
江
大
橋
）

蘆
芽
ぐ
む
古
江
の
橋
を
わ
た
り
け
り

蘆
の
芽
に
上
げ
潮
ぬ
る
み
滿
ち
來
た
り

上
げ
潮
に
お
さ
る
ゝ
雜
魚
蘆
の
角
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若
蘆
に
う
た
か
た
堰
を
逆
な
が
れ

 
 

三

美
保
關
に
向
ふ
途
中

目
の
下
に
霞
み
初
め
た
る
湖
上
か
な

立
春
の
輝
く
潮
に
船
行
け
り

春
潮
の
上
に
大
山
雲
を
か
つ
ぎ

若
刈
干
す
美
保
關
へ
と
船
つ
け
り

 
 

四

日
の
見
磯
に
至
る
途
上
風
景
絶
好

群
岩
に
上
る
し
ぶ
き
も
春
め
け
り

潮
碧
し
わ
か
め
刈
る
舟
木
の
葉
の
如
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
日
の
見
磯
」
前
後
の
句
か
ら
考
え
て
、
日
御
碕

ひ

の

み

さ

き

の
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こ
と
と
思
わ
れ
る
。
私
は
不
遜
に
も
出
雲
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、

ウ
ィ
キ
の
「
日
御
碕
」
か
ら
引
用
す
る
。
『
島
根
県
出
雲
市
大
社
町
日
御

碕
に
位
置
し
、
島
根
半
島
の
ほ
ぼ
西
端
で
日
本
海
に
面
す
る
岬
』
で
、『
大

山
隠
岐
国
立
公
園
に
含
ま
れ
る
』
。『
流
紋
岩
か
ら
構
成
さ
れ
る
山
が
沈
降

し
て
海
に
浸
か
り
、
波
に
侵
食
さ
れ
た
後
に
わ
ず
か
に
隆
起
し
「
海
食
台
」

と
呼
ば
れ
る
地
形
が
形
成
さ
れ
た
』
。『
周
辺
に
は
柱
状
節
理
や
洞
穴
が
見

ら
れ
、
海
上
に
は
小
島
や
岩
礁
が
点
在
す
る
』
。『
海
底
に
は
サ
ド
ガ
セ
と

ボ
ン
グ
イ
と
呼
ば
れ
る
岩
が
あ
り
、
人
工
的
に
彫
ら
れ
た
階
段
や
参
道
、

祭
祀
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
沖
縄
県
の
南
城
市
に
あ
る
世
界
遺

産
斎
場
御
嶽
に
似
て
い
る
と
い
わ
れ
天
照
大
神
の
神
話
に
よ
く
似
た
神

話
が
斎
場
御
嶽
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
岬
上
に
は
』
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）

年
初
点
灯
の
『
出
雲
日
御
碕
燈
台
が
立
つ
』
。
こ
の
灯
台
は
海
抜
六
十
三

メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、
光
達
距
離
二
十
一
海
里
（
三
十
八
・
八
九
二
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）
、
灯
塔
四
十
三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
と
『
石
作
り
の
灯
台
と
し

て
は
日
本
一
の
高
さ
を
誇
り
、
ま
た
白
亜
の
姿
が
美
し
い
。
参
観
灯
台
な

の
で
見
学
も
可
能
で
あ
る
』
。『
日
御
碕
駐
車
場
近
く
に
は
商
店
街
が
あ
り
、

い
か
焼
き
、
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
な
ど
の
飲
食
店
や
土
産
店
が
あ
る
。
季
節

に
も
よ
る
が
、
「
天
日
干
し
」
の
カ
レ
イ
や
ノ
ド
グ
ロ
な
ど
の
干
物
も
売

っ
て
い
る
』
。『
「
日
御
碕
の
大
ソ
テ
ツ
」
及
び
南
方
に
浮
か
ぶ
経
島
の
「
経

島
ウ
ミ
ネ
コ
繁
殖
地
」
は
、
国
の
天
然
記
念
物
』
で
あ
る
。
久
女
が
辿
っ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%BE%A1%E7%A2%95
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た
と
思
わ
れ
る
島
根
県
道
二
十
九
号
大
社
日
御
碕
線
に
つ
い
て
も
、
『
出

雲
大
社
（
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
）
と
日
御
碕
を
結
ぶ
海
沿
い
の
道
。
冬

は
、
海
が
時
化
る
（
し
け
る
）
と
「
潮
被
り
」
の
道
と
な
り
、
安
全
に
冬

の
日
本
海
を
体
感
で
き
る
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
晴
れ
る
と
、
出
雲
神

話
の
舞
台
で
あ
る
、
稲
佐
の
浜
や
三
瓶
山
が
見
渡
せ
る
。
カ
ー
ブ
が
非
常

に
多
く
急
峻
な
場
所
も
目
立
つ
。
ト
ン
ネ
ル
等
の
付
け
替
え
に
よ
り
路
線

改
良
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
も
時
折
、
荒
天
等
を
原
因
と
す
る
法

面
等
の
崩
落
が
起
こ
り
や
す
く
、
そ
の
度
に
交
通
規
制
が
発
生
す
る
場
合

が
あ
る
の
で
、
走
行
に
は
十
分
に
注
意
さ
れ
た
い
』
と
あ
る
。
］

 
 

五

出
雲
神
話
を
よ
め
る
。
稻
佐
の
濱

群
岩
に
春
潮
し
ぶ
き
鰐
い
か
る

虛

僞
の
兎
神
も
援
け
ず
東
風
つ
よ
し

春
潮
の
渚
に
神
の
國
讓
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
稻
佐
の
濱
」
は
「
い
な
さ
の
は
ま
」
と
読
み
、
島

根
県
出
雲
市
大
社
町
に
あ
る
砂
浜
海
岸
で
あ
る
。
ウ
ィ
キ
の
「
稲
佐
の
浜
」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E4%BD%90%E3%81%AE%E6%B5%9C
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に
よ
れ
ば
、『
国
譲
り
神
話
の
舞
台
で
も
あ
り
、「
伊
那
佐
の
小
濱
」（
『
古

事
記
』
）
、
「
五
十
田
狭
の
小
汀
」
（
『
日
本
書
紀
』
）
な
ど
の
名
が
み
え
る
。

ま
た
稲
佐
の
浜
か
ら
南
へ
続
く
島
根
半
島
西
部
の
海
岸
は
「
薗
の
長
浜

（
園
の
長
浜
）
」
と
呼
ば
れ
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
記
載
さ
れ
た
「
国
引

き
神
話
」
に
お
い
て
は
、
島
根
半
島
と
佐
比
売
山
（
三
瓶
山
）
と
を
つ
な

ぐ
綱
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
』
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
出
雲
大
社
の
神
事
で

あ
る
神
幸
祭
（
八
月
十
四
日
）
と
神
迎
祭
（
旧
暦
十
月
十
日
）
が
行
わ
れ

る
、
と
あ
る
。
以
下
、
周
辺
の
名
跡
と
し
て
弁
天
島
（
稲
佐
の
浜
の
中
心

に
あ
る
。
か
つ
て
は
弁
才
天
を
祀
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
豊
玉
毘
古
命
を

祀
る
）
・
塩
掻
島

し
お
か
き
し
ま

（
神
幸
祭
に
於
い
て
は
こ
の
島
で
塩
を
汲
み
、
掻
い
た

塩
を
出
雲
大
社
に
供
え
る
）
・
屏
風
岩
（
大
国
主
神
と
建
御
雷
神
が
こ
の

岩
陰
で
国
譲
り
の
協
議
を
行
っ
た
と
い
わ
れ
る
）
・
つ
ぶ
て
岩
（
国
譲
り

の
際
、
建
御
名
方
神
と
建
御
雷
神
が
力
比
べ
を
し
、
稲
佐
の
浜
か
ら
投
げ

合
っ
た
岩
が
積
み
重
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
）
を
挙
げ
て
あ
る
。
久
女
が
詠

ん
で
い
る
知
ら
れ
た
「
稲
羽
の
白
兎
」
伝
説
と
の
関
連
は
書
か
れ
て
お
ら

ず
、
ウ
ィ
キ
の
「
因
幡
の
白
兎
」
に
も
稲
佐
の
浜
は
出
な
い
が
、
如
何
に

も
そ
れ
ら
し
い
名
で
も
あ
る
の
で
調
べ
て
み
る
と
、m

lsenyou

氏
の
ブ

ロ
グ
「
橙
色
の
豚
～
旅
と
株
と
共
に
去
り
ぬ
～
」
の
「
稲
佐
の
浜
（
稲
狭

の
浜
）

国
譲
り
の
伝
説
と
古
代
史
」
に
、
『
ち
な
み
に
、
稲
佐
の
浜
は

稲
羽
（
因
幡
）
の
白
兎
の
伝
説
の
場
所
で
も
あ
る
。
因
幡
の
白
兎
の
話
は
、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A0%E5%B9%A1%E3%81%AE%E7%99%BD%E5%85%8E
http://mlsenyou.exblog.jp/18298751
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白
兎
が
ワ
ニ
を
騙
し
た
せ
い
で
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
と
い
う
も
の
だ
が
、

そ
の
後
日
談
と
し
て
、
大
国
主
は
白
兎
を
助
け
て
い
る
』
と
あ
る
。
］

 
 

稻
佐
の
濱
國
讓
り
の
故
事
―
―
高
天
原
か
ら
天
孫

 
 

降
臨
の
爲
、
こ
の
濱
で
出
雲
族
と
國
讓
り
の
議
に

 
 

つ
い
て
神
々
相
會
し
、
遂
に
亂
を
好
ま
ぬ
大
國
主

 
 

命
は
賢
明
に
も
國
土
を
全
部
獻
上
。
そ
の
爲
、
天

 
 

照
大
神
大
い
に
喜
び
給
ひ
、
御
子
を
出
雲
に
つ
か

 
 

は
し
、
大
國
主
の
宮
を
造
營
し
て
仕
へ
せ
し
め
給

 
 

ふ
と
あ
る
。

椿
咲
く
絶
壁
の
底
潮
碧
く

春
潮
に
眞
砂
ま
白
し
神
ぞ
逢
ふ

春
潮
か
ら
し虛

僞
の
む
く
い
に
泣
く
兎

潮
浴
び
て
泣
き
出
す
兎
赤
裸

兎
か
な
し
蒲
の
穗
絮
の
甲
斐
も
な
く
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
穗
絮
」
は
「
ほ
わ
た
」
。
］

春
潮
に
神
も
怒
れ
り虛
僞
兎

春
寒
し
見
離
さ
れ
た
る
雪
兎

ゆ
る
ゆ
る
と
登
れ
ば
成
就
椿
坂

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
椿
坂
」
は
固
有
名
詞
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
］

雪
兎
援
け
ず
潮
に
わ
が
そ
だ
つ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
一
句
、
連
想
の
感
懐
な
が
ら
、
私
は
掬
す
べ
き

佳
句
と
感
ず
る
。
］

 
 

六

小
泉
八
雲
の
舊
居

春
寒
み
八
雲
舊
居
は
見
ず
し
ま
ひ
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燈
臺
の
ま
た
た
き
滋
し
壺
燒
屋

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
島
根
県
松
江
市
北
堀
町
に
あ
る
。
中
海
・
宍
道
湖
・

大
山
圏
域
観
光
連
携
事
業
推
進
協
議
会
公
式
サ
イ
ト
「
山
陰
」
の
「
小
泉

八
雲
旧
居(

ヘ
ル
ン
旧
居)
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
壺
燒
屋
」
の
「
壺
燒
」

は
栄
螺
の
壺
焼
き
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ネ
ッ
ト
を
管
見
す
る
と
当
地
の

名
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
］

 
 

七

出
雲
御
本
社
寶
物

春
光
や
塗
美
し
き
玉
櫛
屋

 
 

八

八
重
垣
神
社

處
女
美う

ま

し
連
理
の
椿
髮
に
挿
頭

か

ざ

し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
島
根
県
松
江
市
佐
草
町
に
あ
る
神
社
で
、
こ
こ
に
は

現
在
も
二
股
の
根
を
し
た
連
理
玉
椿
（
夫
婦
椿
）
が
あ
る
。
大
木
浩
士
氏

の
サ
イ
ト
「
ぶ
ら
り
神
社
め
ぐ
り
」
の
「
八
重
垣
神
社
」
の
写
真
が
二
股

の
根
を
よ
く
写
し
て
お
ら
れ
る
。
］

http://furusato.sanin.jp/p/area/matsue/33/
http://www.geocities.jp/flow_and_stock/jisya-chugoku/yaegaki.html
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九

境
内
に
鏡
の
池

み
づ
ら
結
ふ
神
代
の
春
の
水
鏡

日
表
の
莟
も
堅
し
こ
の
椿

椿
濃
し
神
代
の
春
の
御
姿

春
の
旅
子
ら
の緣

も
い
そ
ぐ
ま
じ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
ウ
ィ
キ
の
「
八
重
垣
神
社
」
に
、『
「
鏡
の
池
」
は
稲

田
姫
命
が
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
に
勧
め
ら
れ
、
こ
の
社
で
ヤ
マ
タ
ノ
オ

ロ
チ
か
ら
身
を
隠
し
て
い
る
間
、
鏡
代
わ
り
に
姿
を
映
し
た
と
伝
え
ら
れ

る
も
の
で
、
良
縁
占
い
（
銭
占
い
）
が
行
わ
れ
る
。
社
務
所
で
売
ら
れ
て

い
る
薄
い
半
紙
の
中
央
に
、
小
銭
を
乗
せ
て
池
に
浮
か
べ
る
と
、
お
告
げ

の
文
字
が
浮
か
ぶ
と
い
う
手
法
。
紙
が
遠
く
の
方
へ
流
れ
て
い
け
ば
、
遠

く
の
人
と
縁
が
あ
り
、
早
く
沈
め
ば
、
早
く
縁
づ
く
と
い
わ
れ
』
、『
ま
た
、

紙
の
上
を
イ
モ
リ
が
横
切
っ
て
泳
い
で
い
く
と
、
大
変
な
吉
縁
に
恵
ま
れ

る
と
い
う
』
と
あ
る
が
、
哀
し
い
か
な
、
一
九
七
〇
年
代
頃
、『
こ
の
「
鏡

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E9%87%8D%E5%9E%A3%E7%A5%9E%E7%A4%BE
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の
池
」
に
賽
銭
泥
棒
が
出
没
し
て
以
来
、
池
の
底
に
は
目
の
大
き
め
な
金

網
が
張
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
』
て
し
ま
っ
た
と
も
あ
る
。
こ
れ
、
世
の
末

の
鏡
な
ら
む
や
…
…
］

 
 

十

出
雲
八
重
垣

神
代
よ
り
變
ら
ぬ
道
ぞ
紅
椿

節
分
の
丑
滿
詣
降
ら
れ
ず
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
節
分
の
丑
滿
詣
」
と
い
う
よ
う
な
仕
来
り
は
少
な

く
と
も
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
ネ
ッ
ト
検
索
に
拠
る
）
。

こ
れ
は
後
の
句
に
「
夜
汽
車
」
と
あ
り
、
出
雲
の
旅
の
最
後
で
、
た
ま
た

ま
深
夜
の
参
拝
（
前
の
句
群
は
明
ら
か
に
昼
景
で
あ
る
か
ら
、
出
雲
出
立

の
最
後
に
再
拝
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
）
と
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い

る
も
の
か
。
識
者
の
御
教
授
を
乞
う
。
］

東
風
吹
く
や
八
重
垣
な
せ
る
舊
家
の
門と

煖
房
に
汗
ば
む
夜
汽
車
神
詣
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筑
紫
觀
世
音
寺
三
句
外
九
句

さ
ゝ
げ
も
つ
菊
み
そ
な
は
せ
觀
世
音

菊
の
香
の
く
ら
き
佛
に
灯
を
獻
ず

月
光
に
こ
だ
ま
す
鐘
を
つ
き
に
け
り

か
ゞ
み
折
る
野
菊
つ
ゆ
け
し
都
府
樓
址

道
ひ
ろ
し
野
菊
も
つ
ま
ず
歩
み
け
り

こ
も
り
居
の
門
邊
の
菊
も
時
雨
さ
び

菊
の
簇
れ
落
葉
を
か
ぶ
り
亂
れ
伏
す

簇
れ
伏
し
て
露
い
つ
ぱ
い
の
小
菊
か
な

遂
に
こ
ぬ
晩
餐
菊
に
は
じ
め
け
り
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菊
根
分
誰
ぞ
わ
が
鏝
を
使
ひ
失
す

菊
の
根
に
降
り
こ
ぼ
れ
敷
く
松
葉
か
な

日
の
菊
に
雫
振
り
梳
く
濡
毛
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
秋
に
福
岡
県
太
宰
府
市
に

あ
る
観
世
音
寺
（
「
続
日
本
紀
」
の
記
述
に
よ
れ
ば
天
智
天
皇
が
母
斉
明

天
皇
（
六
六
一
年
没
）
追
善
の
た
め
に
発
願
し
た
寺
で
あ
っ
た
が
、
完
成

し
た
の
は
発
願
か
ら
約
八
十
年
も
経
っ
た
天
平
一
八
（
七
四
六
）
年
の
こ

と
と
さ
れ
る
。
こ
こ
は
ウ
ィ
キ
の
「
観
世
音
寺
」
に
拠
る
）
及
び
「
都
府
楼
趾

と

ふ

ろ

う

あ

と

」

を
訪
れ
た
。
こ
こ
は
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
・
観
世
音
寺
別
当
沙
弥
満
誓

さ

み

ま

ん

ぜ

い

ら
が
集
っ
た
筑
紫
万
葉
歌
壇
の
舞
台
で
あ
っ
た
（
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田

久
女
」
（
一
三
七
頁
）
の
記
載
を
参
照
し
た
）
。
］

 
 

飛
鳥
み
ち

稻
架
の
飛
鳥
み
ち
な
り
語
り
つ
ゝ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E4%B8%96%E9%9F%B3%E5%AF%BA
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
稻
架
」
は
「
い
ね
か
け
／
い
な
か
け
」
と
素
直
に

読
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
稲
架
は
「
は
さ
」「
は
ざ
」（
挟
む
の
意
）
と

も
読
ん
で
秋
の
季
語
で
あ
る
。
］

 
 

大
和
橘
寺
の
鐘
樓
所
見

つ
ら
ね
干
す
簷
の
橘
ま
だ
靑
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
橘
寺
」
は
「
た
ち
ば
な
で
ら
」
と
読
み
、
奈
良
県

高
市
郡
明
日
香
村
に
あ
る
天
台
宗
寺
院
。
正
式
に
は
「
仏
頭
山
上
宮
皇
院

菩
提
寺
」
と
称
し
、
本
尊
は
聖
徳
太
子
・
如
意
輪
観
音
。
橘
寺
と
い
う
名

は

垂

仁

天

皇

の

命

に

よ

り

不

老

不

死

の

果

物

を

取

り

に

行

っ

た

田
道
間
守

た

ぢ

ま

も

り

が
持
ち
帰
っ
た
橘
の
実
を
植
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
『
橘
寺

の
付
近
に
は
聖
徳
太
子
が
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
場
所
が
あ
り
、
寺
院
は
聖

徳
太
子
建
立
七
大
寺
の
』
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
『
太
子
が
父
用
明
天
皇

の
別
宮
を
寺
に
改
め
た
の
が
始
ま
り
と
伝
わ
る
。
史
実
と
し
て
は
、
橘
寺

の
創
建
年
代
は
不
明
で
』
。「
日
本
書
紀
」
天
武
天
皇
九
（
六
八
〇
）
年
四

月
の
条
に
、
『
「
橘
寺
尼
房
失
火
、
以
焚
十
房
」
（
橘
寺
の
尼
房
で
火
災
が

あ
り
、
十
房
を
焼
い
た
）
と
あ
る
の
が
文
献
上
の
初
見
で
あ
る
』
。『
皇
族
・

貴
族
の
庇
護
を
受
け
て
栄
え
た
が
、
鎌
倉
期
以
降
は
徐
々
に
衰
え
』
、
現
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存
す
る
建
物
は
江
戸
期
に
徐
々
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
ウ
ィ
キ
の

「
橘
寺
」
に
拠
る
）
。
］

 
 

國
寶
信
貴
山緣
起
繪
卷
源
氏
車
爭
之
圖

爭
へ
る
牛
車
も
人
も
春
霞

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
前
書
の
前
者
は
国
宝
で
奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
の
朝

護
孫
子
寺
蔵
で
現
在
、
奈
良
博
物
館
寄
託
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
後
者
は
複

数
あ
る
が
、
こ
れ
は
底
本
「
補
遺
」
の
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
の
パ

ー
ト
に
、

 
 

山
樂
源
氏
物
語
屛
風

爭
へ
る
牛
車
も
宮
も
春
が
す
み

と
載
り
、
そ
の
二
つ
後
に
、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%98%E5%AF%BA
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信
貴
山
緣
起
繪
卷

百
獸
の
戲
畫
お
も
し
ろ
し
こ
と
に
秋

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
重
要
文
化
財
指
定
の
狩
野
山
楽
筆
「
紙
本
著

色
車
争
図
」
（
現
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
角
川

書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久
女
句
集
」
で
は
、
「
爭
へ

る
牛
車
も
人
も
春
霞
」
が
昭
和
十
年
の
パ
ー
ト
に
載
る
が
、
こ
れ
は
昭
和

十
二
年
の
方
が
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
句
集
は
同
定
年
代
に
か
な

り
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
）
。
句
は
「
源
氏
車
爭
之
圖
」
の

み
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
補
遺
」
か
ら
実
際
に
は
久
女
は
「
百
獸
の
」

の
句
を
ペ
ア
で
出
す
つ
も
り
だ
っ
た
も
の
を
誤
っ
て
落
と
し
た
も
の
か
、

若
し
く
は
そ
れ
を
捨
て
た
の
を
前
書
の
み
う
っ
か
り
そ
の
ま
ま
に
し
て

出
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
］

 
 

淸
朝
翡
翠
香
爐

春
怨
の
麗
妃
が
焚
け
る
香
煙
は
も



333

 
 

抱
一
四
季
花
鳥
繪
卷
極
彩
色

花
鳥
美
し
葡
萄
は
う
る
み
菖
蒲
濃
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
は
酒
井
抱
一
筆
「
四
季
花
鳥
図
巻
」
で
あ
ろ
う
。

国
立
博
物
館
公
式
サ
イ
ト
内
の
ブ
ロ
グ
記
事
、
絵
画
・
彫
刻
室
研
究
員
本

田
光
子
氏
の
『
五
感
で
味
わ
う
酒
井
抱
一
筆
「
四
季
花
鳥
図
巻
」
』
が
お

薦
め
。
］

 
 

旅
か
な
し

九
句

歇
む
ま
じ
き
藤
の
雨
な
り
旅
疲
れ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、「
歇
む
ま
じ
き
」
は
「
や
む
ま
じ
き
」

で
ど
う
に
も
降
り
終
ん
で
く
れ
そ
う
に
も
な
い
雨
で
あ
る
こ
と
を
言
っ

て
い
る
。
］

蕨
餠
た
う
べ
乍
ら
の
雨
宿
り

く
ち
す
ゝ
ぐ
古
き
井
筒
の
ゆ
す
ら
梅

http://www.tnm.jp/modules/rblog/index.php/1/2013/09/21/%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E8%8A%B1%E9%B3%A5%E5%9B%B3%E5%B7%BB/
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わ
が
袖
に
ま
つ
は
る
鹿
も
竹
柏
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
竹
柏
」
は
「
な
ぎ
」
と
読
む
。
梛な

ぎ

。
古
来
、
神
木

と
さ
れ
る
裸
子
植
物
門
マ
ツ
綱
マ
ツ
目
マ
キ
科
ナ
ギ

N
ageia nagi

の
こ
と
。
奈
良
公
園
に
接
す
る
春
日
大
社
の
ナ
ギ
樹
林
は
大
正
一
二
（
一

九
二
三
）
年
に
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
厄
災
除
け
や
縁
結
び

と
し
て
葉
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
葉
を
滴
る
雨
が
久
女
の
「
袖
に
ま
つ
は
る

鹿
」（
こ
こ
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
牡
鹿
で
あ
り
た
い
）
、
そ
の
鹿
と
久
女

の
両
方
に
雨
が
梛
か
ら
滴
る
雨
が
「
ま
つ
は
る
」
と
い
う
ル
ー
プ
を
見
逃

し
て
は
な
ら
ぬ
。
］

公
園
の
馬
醉
木
愛
し
く頰

に
ふ
れ

拜
殿
の
下
に
生
れ
ゐ
し
子
鹿
か
な

鹿
の
子
の
生
れ
て
間
な
き
背
の
斑
か
な

旅
か
な
し
馬
醉
木
の
雨
に
は
ぐ
れ
鹿
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旅
衣
春
ゆ
く
雨
に
ぬ
る
ゝ
ま
ゝ

 
 

菊
ヶ
丘
（
昭
和
十
年
よ
り
昭
和
二
十
一
年
ま
で
）

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
菊
ヶ
丘
」
久
女
は
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
四
月

に
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
八
月
よ
り
住
ん
で
い
た
当
時
の
小
倉
市
堺

町
か
ら
同
市
富
野
菊
ケ
丘
（
現
在
の
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
上
富
野
）

に
転
居
し
て
い
た
。
］

大
い
な
る
春
の
月
あ
り
山
の
肩

春
曉
の
大
火
事
あ
り
し
か
の
煙

春
寒
の
樹
影
遠
ざ
け
庭
歩
み

庭
石
に
か
ゞ
め
ば
木
影
春
寒
み

新
ら
し
き
春
の
袷
に
襟
か
け
ん

新
調
の
久
留
米
は
着
よ
し
春
の
襟
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春
の
襟
か
へ
て
着
そ
め
し
久
留
米
か
な

花
も
實
も
あ
り
て
う
る
は
し
春
袷

春
の
風
邪
癒
え
て
外
出
も
快
く

戀
猫
を
一
歩
も
入
れ
ぬ
夜
の
襖

冬
去
り
て
春
が
来
る
て
ふ
木
肌
の
香

土
濡
れ
て
久
女
の
庭
に
芽
ぐ
む
も
の

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
本
名
を
詠
み
込
ん
で
格
調
を
維
持
出
来
る
の
は
久
女

以
外
に
は
お
る
ま
い
。
］

故
里
の
小
庭
の
菫
子
に
見
せ
む

ほ
ろ
苦
き
戀
の
味
な
り
蕗
の
薹
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蕗
の
薹
摘
み
來
し
汝
と
爭
は
ず

移
植
し
て
白
た
ん
ぽ
ぽ
は
か
く
殖
え
ぬ

空
襲
の
灯
を
消
し
お
く
れ
花
の
寺

近
隣
の
花
見
て
家
事
に
い
そ
し
め
る

掘
り
す
て
ゝ
沈
丁
花
と
も
知
ら
ざ
り
し

船
客
涼
し
朝
潮
の
鳴
る
舳
に
立
て
ば

蟬

涼
し
汝
の
殼
を
ぬ
ぎ
し
よ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
の
好
き
な
一
句
。
］

こ
の
頃
は
仇
も
守
ら
ず蟬

涼
し

羅
の
乙
女
は
笑
ま
し
腋
を
剃
る
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
の
好
き
な
一
句
。
］

壇
浦
見
渡
す
日
覆
ま
か
せ
け
り

日
覆
か
げ
ま
ぶ
し
き
潮
の
流
れ
を
り

お
び
き
出
す
砂
糖
の
蟻
の
黑
だ
か
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
の
好
き
な
一
句
。
］

植
ゑ
か
へ
し
薔
薇
の
新
芽
の
し
ほ
れ
た
る

英
彦
よ
り
採
り
來
し
小
百
合
莟
む
な
り

冷
水
を
し
た
た
か
浴
び
せ
躑
躅
活
け

實
梅
も
ぐ
最
も
高
き
枝
に
の
り

目
に
つ
き
し
毛
蟲
援
け
ず
こ
ろ
し
や
る
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鍬
入
れ
て
豆
蒔
く
土
を
ほ
ぐ
す
な
り

千
萬
の
寶
に
た
ぐ
ひ
初
ト
マ
ト

處
女
の頰

の
に
ほ
ふ
が
如
し
熟
れ
ト
マ
ト

母
美
し
ト
マ
ト
つ
く
り
に
面瘦

せ
ず

朝
に
灌
ぎ
夕
べ
に
肥
し
花
ト
マ
ト

降
り
足
り
し
雨
に
育
ち
ぬ
花
ト
マ
ト

新
鮮
な
ト
マ
ト
喰
ふ
な
り
慾
も
あ
り

こ
の
雨
に
豆
種
も
み
な
擡
頭
す

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
擡
頭
」
老
婆
心
乍
ら
、「
た
い
と
う
」
で
台
頭
に
同

じ
い
。
頭
を
持
ち
上
げ
て
伸
び
る
こ
と
。
］

朝
な
朝
な
摘
む
夏
ぐ
み
は
鈴
成
に
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
で
は
「
朝
な
朝
な
」
の
後
半
は
踊
り
字
「〱

」
。
］

靑
芒
こ
ゝ
に
歩
み
を
返
し
つ
ゝ

た
て
と
ほ
す
男
嫌
ひ
の
單
帶

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
の
好
き
な
一
句
。
］

張
り
と
ほ
す
女
の
意
地
や
藍
ゆ
か
た

秋
耕
の
老
爺
に
子
ら
は
出
で
征
け
る

鳥
渡
る
雲
の
笹
べ
り
金
色
に

菱
實
る
遠
賀
に
も
行
か
ず
こ
の
頃
は

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
前
に
も
注
し
た
が
、
「
遠
賀
」
は
古
称
で
「
お
が
」

と
読
ん
で
い
よ
う
。
］
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菊
の
句
も
詠
ま
ず
こ
の
頃
健
か
に

雲
間
よ
り
降
り
注
ぐ
日
は
菊
畠
に

龍
胆
も
鯨
も摑

む
わ
が
双
手

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
の
好
き
な
一
句
。
］

解
け
そ
め
て
ま
す
ほ
は
風
に
せ
高
け
れ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
ま
す
ほ
」
真
赭

ま

そ

お

。
赤
い
色
の
意
で
、
こ
こ
は
「
ま

す
ほ
の
薄

す
す
き

」
の
意
。
］

蔓
ひ
け
ば
こ
ぼ
る
ゝ
珠
や
冬
苺

 
 

上
京
、
丸
ビ
ル
に
て

一
束
の
緋
薔
薇
貧
者
の
誠
よ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
坂
本
宮
尾
氏
は
本
句
に
つ
い
て
「
杉
田
久
女
」
で
以



342

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
少
し
長
い
が
、
久
女
の
衝
撃
と
非
常

に
重
要
な
転
機
の
動
機
を
明
か
す
部
分
で
も
あ
る
の
で
敢
え
て
引
用
さ

せ
て
戴
く
。

 
 

 

《
引
用
開
始
》

「
俳
句
研
究
」
の
昭
和
十
四
年
七
月
号
「
プ
ラ
タ
ナ
ス
と
苺
」
の
な
か

の
句
で
あ
る
。
丸
ビ
ル
は
も
ち
ろ
ん
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
発
行
所
で
あ
る
。

虚
子
は
箱
根
丸
で
の
渡
仏
の
折
が
久
女
に
会
っ
た
最
後
と
記
し
て
い
る

か
ら
、
蕎
薇
の
花
束
を
抱
え
て
発
行
所
を
訪
れ
た
久
女
は
虚
子
に
会
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
上
京
で
久
女
は
同
人
復
帰
の
可
能
性
も
、
虚

子
の
序
文
も
絶
望
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
悟
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

帰
宅
後
す
ぐ
に
久
女
は
、
「
プ
ラ
タ
ナ
ス
と
苺
」
四
十
二
句
を
ま
と
め

た
。
宇
佐
神
宮
、
大
島
星
の
宮
、
野
鶴
の
句
な
ど
と
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
ら
の
句
に
も
は
や
全
盛
期
の
久
女
の
力
が
な
か
っ
た
こ
と
は
す
で

に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
誰
よ
り
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
の

は
、
久
女
自
身
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
長
谷
川
か
な
女
主
宰
の
「
水
明
」
八
月

号
（
八
月
一
日
発
行
）
に
「
水
明
十
周
年
記
念
行
事
」
の
社
告
が
載
っ
た
。

行
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
先
生
の
今
日
ま
で
に
至
る
作
品
の
内
か
ら
代
表

的
の
佳
品
を
選
つ
て
凡
そ
八
百
句
を
句
集
に
致
し
ま
す
。
用
紙
も
先
年
購
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入
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
純
日
本
紙
で
相
当
立
派
な
も
の
を
出
す
つ
も
り

で
あ
り
ま
す
。
九
月
中
に
出
版
の
予
定
で
す
」
と
あ
る
。
「
水
明
」
は
長

い
つ
き
あ
い
の
久
女
の
も
と
に
も
送
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
か
つ
て
「
東

の
か
な
女
、
西
の
久
女
」
と
並
び
称
さ
れ
た
か
な
女
の
豪
華
句
集
刊
行
の

予
告
は
、
句
集
出
版
を
熱
望
し
て
叶
わ
な
か
っ
た
久
女
に
は
つ
ら
い
も
の

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

上
京
し
て
虚
子
と
の
関
係
修
復
が
望
め
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
自
身
の

作
句
力
が
衰
え
て
句
が
輝
き
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
実
感
し
、
さ
ら

に
か
な
女
の
句
集
出
版
予
定
の
知
ら
せ
が
届
い
た
こ
と
は
、
久
女
に
筆
を

折
ら
せ
る
に
充
分
な
打
撃
で
あ
っ
た
と
思
う
。

 
 

 

《
引
用
終
了
》

久
女
の
絶
望
が
如
何
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
察
す
る
に
余
り
あ
り
、

ま
た
坂
本
氏
の
こ
う
し
た
事
実
背
景
を
知
ら
ず
に
本
句
に
現
わ
れ
た
真

の
久
女
の
心
の
痛
み
を
理
解
す
る
こ
と
は
到
底
出
来
な
い
。
］

 
 

歸
宅

三
句

去
年
よ
り
あ
ま
た
實
を
も
ち
プ
ラ
タ
ナ
ス

プ
ラ
タ
ナ
ス
多
く
實
を
も
ち
芽
ぐ
む
な
る
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仰
ぎ
見
る
吾
に
鈴
懸
惠
む
な
り

 
 

大
乘
寺

十
句

一
椀
の
餉
に
あ
た
ゝ
ま
り
梅
雨
の
寺

實
桑
も
ぐ
乙
女
の
朱
唇
戀
知
ら
ず

旅
に
出
て
病
む
こ
と
も
な
し
栗
の
花

栗
の
花
う
ご
け
ば
晴
れ
ぬ
窓
の
富
士

栗
の
花
そ
よ
げ
ば
箱
根
天
霧
ら
し

か
な
か
な
に
醒
め
て
涼
し
午
前
四
時

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
か
な
か
な
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
］

雲
海
の
夕
富
士
あ
か
し
帆
の
上
に
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ヨ
ッ
ト
見
る
白
樺
か
げ
の
椅
子
涼
し

草
の
名
も
き
か
ず
佇
み
苑
の
夏

苔
庭
を
は
く
こ
と
も
あ
り
梅
み
の
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
大
乘
寺
」
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
の
一
六

一
頁
に
、
「
栗
の
花
そ
よ
げ
ば
箱
根
天
霧
ら
し
」
と
「
か
な
か
な
に
醒
め

て
涼
し
午
前
四
時
」
が
掲
げ
ら
れ
て
、
『
俳
句
研
究
』
昭
和
一
〇
（
一
九

三
五
）
年
九
月
号
の
「
富
士
と
旅
人
」
十
句
の
中
の
二
句
と
あ
り
、
さ
ら

に
『
こ
れ
は
蘇
峰
の
山
中
湖
畔
の
別
荘
を
訪
れ
た
折
の
吟
で
あ
ろ
う
』
と

推
測
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
大
乗
寺
と
い
う
寺
は
山
梨
県
内
に
複
数
あ
る
が
、

山
中
湖
に
近
い
そ
れ
と
な
る
と
静
岡
県
御
殿
場
市
仁
杉
（
ひ
と
す
ぎ
）
地

区
に
あ
る
浄
土
宗
の
そ
れ
か
。
国
道
百
三
十
八
号
沿
い
で
、
山
中
湖
か
ら

は
道
な
り
で
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
て
い
る
（
由
緒
な
ど
は
浄
土

宗
公
式
サ
イ
ト
の
「
廣
智
山
大
乗
寺
」
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
し
か
し
こ

の
寺
か
ら
ヨ
ッ
ト
が
見
え
る
と
い
う
の
は
地
図
上
か
ら
は
位
置
的
に
無

理
が
あ
る
。
同
定
が
正
し
い
か
、
識
者
の
御
教
授
を
乞
う
。
］

http://jodo.jp/20-048/
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山
中
湖

七
句

漕
ぎ
出
で
ゝ
倒
富
士
見
え
ず
水
馬

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
倒
富
士
」
は
「
さ
か
さ
ふ
じ
」
、「
水
馬
」「
あ
め
ん

ぼ
う
」
と
訓
じ
て
い
よ
う
。
］

栗
の
花
紙
縒

こ

よ

り

の
如
し
雨
雫

お
く
れ
ゆ
く
湖
畔
は
た
の
し
常
山
木

く

さ

ぎ

折
る

［

や

ぶ

ち

ゃ

ん

注

：
「

常

山

木

」

シ

ソ

目

シ

ソ

科

ク

サ

ギ
C

lerodendrum
 trichotom

um

。
臭
木
（
葉
に
悪
臭
が
あ
る
こ
と
に

由
来
）
。
常
山
木
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
は
、
栗
田
子
郎
氏
の
サ
イ
ト
「
草

と
木
と
花
の
博
物
誌
」
の
「
野
の
花
便
り
－
夏
」
の
「
ク
サ
ギ
」
に
、
平

安
時
代
に
中
国
産
の
常
山

じ

ょ

う

ざ

ん

＝
ジ
ョ
ウ
サ
ン
ア
ジ
サ
イ
（
ユ
キ
ノ
シ
タ
目
ユ

キ
ノ
シ
タ
科
或
い
は
バ
ラ
目
ア
ジ
サ
イ
科
の

D
ichroa febrifuga

。

正
式
和
名
は
ジ
ョ
ウ
ザ
ン
）
を
ク
サ
ギ
と
混
同
し
て
以
来
の
誤
用
で
あ
る

旨
の
解
説
が
出
る
。
］

http://www5e.biglobe.ne.jp/~lycoris/nonohana.dayori.natu.html
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柿
吊
す
湖
畔
の
茶
店
淵
に
映
え

湖
ぞ
ひ
の
道
な
が
な
が
と
小
春
凪

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
な
が
な
が
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
］

う
ね
り
ふ
す
伏
屋
の
菊
も
明
治
節

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、
「
伏
屋
」
は
「
ふ
せ
や
」
で
低
い
小

さ
な
家
。
粗
末
な
み
す
ぼ
ら
し
い
家
の
謂
い
で
、
「
明
治
節
」
は
明
治
天

皇
の
誕
生
日
。
現
在
の
十
月
三
日
の
「
文
化
の
日
」
。
］

雨
つ
よ
し
辨
慶
草
も
土
に
伏
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
辨
慶
草
」
ユ
キ
ノ
シ
タ
目
ベ
ン
ケ
イ
ソ
ウ
科
ム
ラ

サ

キ

ベ

ン

ケ

イ

ソ

ウ

属

ベ

ン

ケ

イ

ソ

ウ

H
ylotelephium

 

erythrostictum

。
山
地
の
日
当
た
り
の
良
い
草
地
に
生
え
、
高
さ
は

三
〇
～
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
葉
は
卵
形
か
ら
楕
円
形
で
対
生
又
は
互

生
し
、
縁
に
は
疎
ら
に
鋸
歯
が
あ
る
。
九
月
～
十
月
頃
に
茎
頂
に
複
散
房

花
序
を
出
し
、
淡
い
紅
色
の
花
を
咲
か
せ
る
（
以
上
は
「W

eblio 

辞
書
」
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の
「
植
物
図
鑑
」
の
「
べ
ん
け
い
そ
う

(

弁
慶
草)

」
に
拠
っ
た
。
リ
ン

ク
先
に
は
花
の
写
真
も
あ
る
）
］

 
 

墓
參

六
句

信
濃
な
る
父
の
み
墓
に
草
む
し
り

城
山
の
桑
の
道
照
る
墓
參
か
な

母
屋
か
ら
運
ぶ
夕
餉
や
栗
の
花

厨
裡
ひ
ろ
し
四
眠
ご
ろ
な
る
蠶
飼
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
四
眠
」
通
常
の
蚕
の
最
後
の
四
回
目
の
脱
皮
か
ら

繭
を
作
る
時
期
を
指
す
。
］

繭
を
煮
る
工
女
美
し
や
ぶ
に
ら
み

ゆ
る
や
か
に
さ
そ
ふ
水
あ
り
茄
子
の
馬

http://www.weblio.jp/content/Hylotelephium+erythrostictum
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉
田
久

女
句
集
」
で
は
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
以
後
の
パ
ー
ト
に
あ
る
（
父

廉
蔵
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
十
二
月
七
日
に
脳
溢
血
で
逝
去
し
て
い

る
。
彼
は
長
野
県
松
本
市
宮
淵
の
出
身
で
あ
っ
た
）
。
］

 
 

松
本
に
て

二
句

健
や
か
な
吾
子
と
相
見
る
登
山
驛

高
嶺
星
出
て
う
れ
し
明
日
登
山

英
彦
山
雜
吟

百
十
二
句
（
昭
和
十
二
年
）

神
前
の
雨
洩
り
か
し
こ
秋
の
宮

上
宮
は
時
じ
く
霧
ぞ
む
ら
紅
葉

上
宮
は
雨
も
よ
ひ
な
り
柿
の
花

谿
水
を
擔
ひ
登
れ
ば
ほ
と
ゝ
ぎ
す
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橡
の
實
や
彦
山

ひ

こ

も
奥
な
る
天
狗
茶
屋

絶
壁
に
擬
寶
珠

ぎ

ぼ

し

咲
き
む
れ
岩
襖

色
づ
き
し
梢
の
柚
よ
り
山
の
秋

よ
ぢ
登
る
上
宮
道
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す

わ
が
攀
づ
る
高
嶺
の
花
を
家
づ
と
に

霧
淡
し
彌
宜
が
掃
き
よ
る
崖
紅
葉

坊
毎
に
懸
け
し
高
樋
よ
葛
の
花

花
葛
の
谿
よ
り
走
る
筧
か
な

幣ぬ

さ

た
て
ゝ
彦
山
踊
月
の
出
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
彦
山
踊
」
英
彦
山
山
開
き
前
夜
祭
に
行
わ
れ
る
彦
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山
踊
り
か
。m

onogusa3

氏
の
動
画
を
リ
ン
ク
し
て
お
く
。
］

初
雪
の
久
住
と
相
見
て
高
嶺
茶
屋

蕎
麥
蒔
く
と
英
彦
の
外と

山
を
燒
く
火
見
ゆ

 
 

北
岳
に
て

三
句

は
り
つ
け
る
岩
萵
苣

ち

し

や

採
の
命
綱

岩
萵
苣
の
花
を
仰
げ
ば
巖
雫

岩
萵
苣
の
花
紫
に
可
憐
な
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
標
高
一
一
九
二
メ
ー
ト
ル
。
個
人
サ
イ
ト
「
九
州
・

大
分
附
近
の
楽
し
い
山
あ
る
記
」
の
「
英
彦
山

北
岳
」
が
素
晴
ら
し
い

の
で
参
照
さ
れ
た
い
が
、
結
構
、
ハ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
こ
を
和
装
の
久
女

が
登
る
さ
ま
は
、
想
像
し
た
だ
け
で
私
は
惹
か
れ
る
。
リ
ン
ク
先
で
は
岩

萵
苣
（
イ
ワ
タ
バ
コ
。
後
注
参
照
）
の
写
真
も
見
ら
れ
る
。

「
岩
萵
苣
」
キ
ク
亜
綱
ゴ
マ
ノ
ハ
グ
サ
目
イ
ワ
タ
バ
コ
科
イ
ワ
タ
バ
コ

https://www.youtube.com/watch?v=C4N0d_oTGVc
http://ooitanoyama.in.coocan.jp/sub20546.html
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C
onandron ram

ondioides

の
別
名
。
湿
っ
た
岩
壁
に
着
生
し
、
花

が
美
し
く
、
山
草
と
し
て
栽
培
も
さ
れ
る
。
和
名
は
葉
が
タ
バ
コ
に
似
る

こ

と

に

由

来

。

若

葉

は

食

用

に

も

な

る

。

グ

ー

グ

ル

画

像

検

索

「C
onandron ram

ondioides

」
。
］

 
 

彦
山
辨
天
岩

美
し
き
神
蛇
見
え
た
り
草
の
花

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
個
人
サ
イ
ト
「kiyo

の
き
ま
ぐ
れ
山
歩
き
」
の
「
檜

原
山
」
（
英
彦
山
六
峰
の
一
つ
）
の
一
番
下
の
左
に
写
真
が
あ
る
。
］

ご
そ
ご
そ
と
逃
げ
ゆ
く
蛇
や
蕨
刈

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
ご
そ
ご
そ
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
］

手
習
の
肩
も
凝
ら
ざ
る
日
永
か
な

彦
山
の
早
蕨
太
し
萱
ま
じ
り

https://www.google.co.jp/search?q=Conandron+ramondioides&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mc45VPy5Nc6n8AXD4IDoDA&ved=0CB4QsAQ&biw=1280&bih=899
http://www.geocities.jp/mkiyo111/hibarusan090307/index.htm
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筆
と
り
て
肩
い
た
み
な
し
著
莪

し

や

が

の
花

汚
れ
ゐ
る
手
に
ふ
れ
さ
せ
ず
セ
ル
の
膝

春
服
の
子
に
さ
は
ら
せ
ず
歩
み
去
る

 
 

豐
原
氏
よ
り
墨
を
戴
く

石
楠
花
に
よ
き
墨
と
ゞ
き
機
嫌
よ
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
豐
原
氏
」
不
詳
。
］

全
山
の
木
の
芽
か
ん
ば
し
萌
え
競
ひ

 
 

豐
前
坊

仰
ぎ
見
る
樹
齡
い
く
ば
く
ぞ
栃
の
花

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
豐
前
坊
」
既
注
。
］

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/07/post-5b07.html


354

奉
納
の
し
や
も
じ
新
ら
し
杉
の
花

 
 

英
彦
山
九
大
研
究
所

八
句

捕
蟲
器
に
伏
せ
た
る
蝶
は
蛇
の
目
蝶

捕
蟲
器
に
伏
せ
薊
の
蝶
白
し

蝶
の
名
を
き
ゝ
つ
ゝ
午
後
の
研
究
所

芋
蟲
と
き
ゝ
て
厭
は
し
黑
揚
羽

芋
蟲
と
き
い
て
戀
さ
む
蝶
も
あ
り

捉
へ
た
る
蜻
蛉
を
放
ち
や
り
に
け
り

捕
ら
ま
へ
て
扶
け
や
る
蝶
の
命
あ
り

葵
つ
む
法
親
王
の
屋
敷
趾



355

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
英
彦
山
九
大
研
究
所
」
九
州
大
学
附
属
彦
山
生
物

学
研
究
所
。
久
女
が
訪
れ
た
こ
の
前
年
の
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
十

月
二
十
日
に
設
置
さ
れ
て
い
る
（
現
在
名
は
九
州
大
学
農
学
部
附
属
彦
山

生
物
学
実
験
所
）
。

「
法
親
王
の
屋
敷
趾
」「
英
彦
山
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ

ル
）
に
、
元
弘
三
（
一
三
三
三
）
年
、
後
伏
見
天
皇
第
六
皇
子
助
有
法
親

王
が
座
主
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
彦
山
山
伏
を
統
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（
こ
の
時
か
ら
輪
番
制
座
主
か
ら
世
襲
制
座
主
と
な
っ
た
と
あ
る
）
。
城

壁
を
思
わ
せ
る
石
垣
と
黒
門
跡
が
残
り
、
池
泉
鑑
賞
式
庭
園
は
桃
山
期
の

作
と
あ
る
。
現
在
は
旧
座
主
院
庭
園
と
し
て
生
物
学
実
験
所
が
管
理
し
て

お
り
、
拝
観
に
は
予
約
が
必
要
。
ほ
あ
ぐ
ら
氏
の
「
ほ
あ
ぐ
ら
の
美
の
世

界
紀
行
」
の
「
九
州
地
方
の
庭
園
」
に
写
真
と
簡
単
な
解
説
が
載
る
。
］

天
碧
し
靑
葉
若
葉
の
高
嶺
づ
た
ひ

六
助
の
碑
に
戀
も
な
し
笹
粽

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
六
助
の
碑
」「
六
助
」
は
加
藤
清
正
に
従
っ
た
武
将

毛
谷
村
六
助
。
既
注
。
本
句
は
リ
ン
ク
先
の
最
後
に
注
し
た
お
い
た
六
助

と
論
介
の
伝
承
に
基
づ
く
感
懐
で
あ
る
。
］

http://tagawa-net.jp/documents/maps/hikosan_guide.pdf
http://www5e.biglobe.ne.jp/~truffe/kyushu.htm
http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/07/post-5b07.html
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北
岳
を
攀
ぢ
降
り
る
な
り
岩
躑
躅

雉
子

愛
し
さ
よ
雉
子
の
玉
子
を
手
に
と
り
て

奪
ら
れ
た
る
玉
子
か
な
し
め
雉
子
の
妻

雉
子
か
な
し
生
み
し
玉
子
を
吾
に
と
ら
れ

雉
子
た
ち
し
草
分
け
見
れ
ば
こ
の
玉
子

雉
子
鳴
く
や
都
に
あ
る
子
思
ふ
と
き

雉
子
の
妻
驚
ろ
か
し
た
る
蕨
刈

今
た
ち
し
雉
子
の
卵
子
を
奪
り
來
た
り

杉
の
月
佛
法
僧
と
三
聲
づ
ゝ
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若
葉
濃
し
雨
後
の
散
歩
の
快
く

つ
な
ぎ
牛
遠
ざ
け
歩
む
蓮
華
か
な

南
へ
は
降
り
ず
躑
躅
を
眺
め
け
り

杉
く
ら
し
佛
法
僧
を
目
の
あ
た
り

 
 

奉
幣
殿
に
て

一
句
外

疑
ふ
な
神
の
眞
榊
風
薫
る

病
快
し
雨
後
の
散
歩
の
若
葉
か
げ

杖
つ
い
て
誰
を
待
つ
な
る
日
永
人

平
凡
の
長
壽
願
は
ず
ま
む
し
酒

物
言
ふ
も
逢
ふ
も
い
や
な
り
坂
若
葉
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會
釋
し
て
通
る
里
人
蕨
摘
む

先
生
に
逢
う
て
蕨
を
分
け
入
れ
し

燒
け
あ
と
の
蕨
は
太
し
二
三
本

歩
み
よ
る
人
に
も
の
言
は
ず
若
葉
蔭

若
葉
蔭
佇
む
彼
を
疎
み
過
ぐ

宮
ほ
と
り
相
逢
ふ
人
も
夏
裝
ひ

よ
ぢ
下
り
る
岩
に
さ
し
出
て
濃
躑
躅

里
の
女
と
別
れ
て
さ
み
し
芽
獨
活
掘
る

や
う
や
う
に
掘
れ
し
芽
獨
活
の
薰
る
な
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
や
う
や
う
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
］
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芹
摘
む
や
淋
し
け
れ
ど
も
た
ゞ
一
人

竹
の
子
を
掘
り
て
山
路
を
あ
や
ま
た
ず

百
合
を
掘
り
竹
の
子
を
掘
る
山
路
か
な

百
合
を
掘
り
蕨
を
干
し
て
生
活
す

ふ
と
醒
め
て
初
ほ
と
ゝ
ぎ
す
二
三
聲

か
た
く
り
に
す
る
山
百
合
を
掘
る
と
い
ふ

魚
よ
り
百
合
根
が
う
ま
し
山
な
れ
ば

一
人
靜
か
二
人
靜
か
も
摘
む
氣
な
し

杉
の
根
の
暗
き
と
こ
ろ
に
一
人
靜
か

彦
山
の
天
は
晴
れ
た
り
鯉
幟
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滿
開
の
さ
つ
き
水
面
に
照
る
ご
と
し

早
苗
束
投
げ
し
と
こ
ろ
に
起
直
り

雨
晴
れ
て
忘
れ
な
草
に
仲
直
り

逢
ふ
も
よ
し
逢
は
ぬ
も
を
か
し
若
葉
雨

花
散
る
な
よ
う
ら
く

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

躑
躅
心
あ
ら
ば

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
よ
う
ら
く
躑
躅
」
は
ツ
ツ
ジ
目
ツ
ツ
ジ
科
ヨ
ウ
ラ

ク
ツ
ツ
ジ
属

M
enziesia

の
ツ
ツ
ジ
の
仲
間
。
本
邦
産
は
コ
ヨ
ウ
ラ
ク

ツ
ツ
ジ
（
小
瓔
珞
躑
躅
）M

enziesia pentandra 

や
ウ
ラ
ジ
ロ
ヨ
ウ

ラ
ク
（
裏
白
瓔
珞
）M

enziesia m
ultiflora

な
ど
は
七
～
八
種
が
あ

る
（
ウ
ィ
キ
の
「
ヨ
ウ
ラ
ク
ツ
ツ
ジ
属
」
及
び
そ
の
リ
ン
ク
先
に
拠
る
）
。

グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「M

enziesia

」
。
］

日
が
照
れ
ば
登
る
坂
道
鯉
幟

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%84%E3%82%B8%E5%B1%9E
https://www.google.co.jp/search?q=Menziesia&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YG0_VPusDuHSmAWu14GICQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
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菖
蒲
ふ
く
軒
の
高
さ
よ
彦
山

ひ

こ

の
宿

美
し
き
胡
蝶
な
れ
ど
も
氣
味
惡
く

秋
蝶
と
お
ぼ
し
き
蝶
の
翅
う
す
く

枯
色
の
品
よ
き
蝶
は
蛇
の
目
蝶

蝶
追
う
て
春
山
深
く
迷
ひ
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
の
名
吟
と
し
て
一
読
、
忘
れ
難
い
句
で
あ
る
が
、

坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
（
三
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
句
、
か
く

本
句
集
の
終
り
の
方
（
終
わ
り
か
ら
五
十
六
句
目
）
に
配
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
後
の
編
年
式
編
集
の
角
川
書
店
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
刊
「
杉

田
久
女
句
集
」
で
は
昭
和
十
年
以
降
の
パ
ー
ト
に
置
か
れ
て
あ
る
が
、
実

は
本
句
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
何
と
、
久
女
が
句
作
を
初
め
て
一
年
足

ら
ず
の
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
七
月
号
の
「
春
の

山
十
句
集
」
に
載
っ
た
も
の
も
の
で
あ
る
と
あ
る
。
私
は
一
種
、
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
の
久
女
の
辞
世
と
し
て
本
句
を
措
定
し
て
い
る
が
（
こ
の
事
実

を
知
っ
て
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
が
）
、
本
句
を
も
の
し
た
当
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時
の
彼
女
は
未
だ
二
十
七
歳
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
］

美
し
き
胡
蝶
も
追
は
ず
こ
の
山
路

道
を
し
へ
法
の
み
山
を
あ
や
ま
た
ず

道
を
し
へ
一
筋
道
の
迷
ひ
な
く

何
も
な
し
筧
の
水
に
冷
奴

花
過
ぎ
て
尚
彦
山
の
春
炬
燵

な
ま
ぬ
る
き
春
の
炬
燵
に
戀
も
な
し

風
呂
に
汲
む
筧
の
水
も
ぬ
る
み
そ
む

風
呂
汲
み
も
晝
寢
も
一
人
花
の
雨

咲
き
移
る
外
山
の
花
を
愛
で
住
め
り
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梨
花
の
月
浴
み
の
窓
を
の
ぞ
く
な
よ

窓
叩
く
鮮
人
去
り
ぬ
梨
花
の
月

日
が
出
れ
ば
消
ゆ
る
雲
霧
峰
若
葉

田
樂
の
燒
け
て
ゐ
る
な
る
爐
の
ほ
と
り

田
樂
に
夕
餉
す
ま
せ
ば
寢
る
ば
か
り

田
樂
の
木
の
芽
を
も
つ
と
摺
り
ま
ぜ
よ

田
樂
の
木
の
芽
摺
る
な
り
坊
が
妻

苔
庭
に
散
り
敷
く
花
を
掃
く
な
か
れ

石
楠
花
に
全
く
晴
れ
ぬ
山
日
和

花
の
戸
に
け
ふ
よ
り
男
子
禁
制
と
掟
て
棲
む
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垣
間
見
を
許
さ
ぬ
こ
の
扉
山
櫻

風
に
汲
む
筧
も
濁
り
花
の
雨

ひ
ろ
げ
干
す
傘
に
も
落
花
乾
き
ゐ
し

齒
の
い
た
み
衰
へ
風
邪
も
快
く

石
楠
の
恥
ろ
ふ
如
く
搖
れ
交
す

 
 

昭
和
十
二
年
秋
長
女
昌
子
を
嫁
入
ら
す

四
句

菊
薫
り
ま
れ
人
來
ま
す
よ
き
日
か
な

新
妻
の
厨
著
愛め

で

た
し
さ
ん
ま
燒
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
厨
著
」
は
音
な
ら
「
ち
う
ち
よ
」
で
音
数
律
は
合

う
が
、
固
い
。
確
信
犯
で
「
く
り
や
ぎ
」
と
字
余
り
で
読
み
た
い
。
］

新
婚
の
昌
子
美
し
さ
ん
ま
燒
く
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實
を
も
ち
て
鉢
の
萬
年
靑
の
威
勢
よ
く

 
 

寶
塚
武
庫
川
に
て

昭
和
十
四
年

十
句

熟
れ
そ
め
し
葉
蔭
の
苺
玉
の
ご
と

露
の
葉
を
か
き
わ
け
か
き
わ
け
苺
つ
み

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
か
き
わ
け
か
き
わ
け
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り

字
「〱

」
。
］

朝
な
つ
む
苺
の
露
に
指
染
め
む

綠
葉
に
か
く
さ
う
べ
し
や
紅
苺

朝
日
濃
し
苺
は
籠
に
摘
み
み
ち
て

手
づ
く
り
の
苺
食
べ
よ
と
宣
す
母
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病
む
母
に
苺
摘
み
來
ぬ
傘
も
さ
ゝ
ず

初
苺
喰
ま
せ
た
く
思
ふ
子
は
遠
く

村
孃
に
夕
燒
あ
せ
ぬ
苺
摘

刈
り
か
け
て
去
る
村
童
や
蓼
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
年
譜
の
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
の
条
に
、

『
上
阪
し
て
、
実
母
を
訪
ね
、
一
か
月
滞
在
。
六
月
、
「
プ
ラ
タ
ナ
ス
と

苺
」
四
二
句
（
俳
句
研
究
８
）
。
せ
め
て
一
冊
の
句
集
を
持
ち
た
い
と
い

う
念
願
は
、
戦
時
下
の
悪
条
件
の
た
め
実
ら
ず
、
ま
た
編
者
（
昌
子
）
は

そ
の
こ
と
に
寄
せ
て
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
説
得
し
た
。
作
品
を
か
き
油
絵

を
描
い
て
日
日
を
過
ご
し
た
が
、
生
き
る
張
合
い
を
失
っ
た
心
境
を
吐
露

し
た
手
紙
を
受
け
取
る
た
び
心
が
痛
ん
だ
』
と
あ
る
。
こ
の
時
、
母
さ
よ

は
八
十
五
歳
で
あ
っ
た
（
母
の
東
京
か
ら
の
移
転
は
定
か
で
な
い
が
、
彼

女
は
元
来
が
兵
庫
県
出
石
市
宮
淵
出
身
で
あ
っ
た
）
。
言
わ
ず
も
が
な
で

あ
る
が
、
久
女
は
こ
の
三
年
前
の
昭
和
十
一
年
十
月
に
虚
子
に
よ
っ
て
突

如
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
除
籍
さ
れ
て
い
る
。
理
由
の
公
開
も
通
達
も
な

い
全
く
突
然
の
同
人
削
除
で
あ
っ
た
。
］
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温
室

六
句

温
室
訪
ふ
や
ゴ
ム
の
日
向
を
た
の
し
み
に

温
室
訪
へ
ば
ゴ
ム
は
芽
ほ
ど
き
嫩
葉
照
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
嫩
葉
」
は
「
わ
か
ば
」
と
読
む
（
音
は
「
ど
ん
え

ふ
（
ど
ん
よ
う
）
」
）
。
新
芽
の
葉
。
若
葉
。
］

パ
パ
イ
ア
の
雄
花
い
づ
れ
ぞ
温
室
の
中

温
室
ぬ
く
し
女
王
の
如
き
ア
マ
リ
ヽ
ス

百
合
の
香
に
愛
す
る
子
ら
と
あ
る
こ
ゝ
ろ

む
ろ
咲
の
花
の
息
吹
き
に
曇
る
玻
璃
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別
府

三
句

佇
ち
よ
れ
ば
湯
け
む
り
な
び
く
紅
葉
か
な

 
 

海
地
獄

湧
き
上
る
湯
玉
の
瑠
璃
や
葛
の
雨

這
ひ
か
ゝ
る
温
泉
け
む
り
濃
さ
や
葛
の
花

 
 

横
濱
に
て

三
句

寸
陰
を
惜
み
毛
糸
を
編
む
子
か
な

ク
リ
ス
マ
ス
近
づ
く
寮
の
歌
稽
古

毛
糸
卷
く
子
と
睦
じ
く
夜
の
卓
に
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税
關
に
て

二
句

屋
上
の
冬
凪
に
あ
り
富
士
ま
と
も

北
風
吹
く
や
月
あ
き
ら
か
に
港
の
灯

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
「
横
濱
に
て

三
句
」
と
「
税
關
に
て

二
句
」

の
六
句
は
、
横
浜
税
関
長
官
官
房
の
秘
書
役
を
し
て
い
た
長
女
昌
子
さ
ん

の
恐
ら
く
は
独
身
時
代
の
句
（
「
寮
」
が
出
る
）
と
推
察
す
る
。
昌
子
さ

ん
の
結
婚
は
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
十
一
月
で
あ
る
か
ら
、
時
制
的

に
は
そ
れ
よ
り
前
（
結
婚
直
近
の
可
能
性
も
高
い
）
の
句
作
で
あ
る
。
本

句
集
の
極
め
て
特
異
な
点
で
あ
る
が
、
大
き
な
標
題
句
群
は
時
系
列
上
の

一
応
の
纏
ま
り
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
乍
ら
、
そ
の
中
の
並
び
（
概

ね
季
別
）
で
は
編
年
性
が
ほ
ぼ
な
い
と
考
え
て
よ
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は

本
句
集
を
読
む
上
で
最
も
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
点
で
あ
る
。
］

 
 

昭
和
十
七
年
光
子
結
婚
式
に
上
京

三
句

歌
舞
伎
座
は
雨
に
灯
流
し
春
ゆ
く
夜
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蒸
し
壽
司
の
た
の
し
き
ま
ど
ゐ
始
ま
れ
り

鳥
雲
に
わ
れ
は
明
日
た
つ
筑
紫
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
昭
和
十
七
年
」
は
久
女
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
次

女
光
子
さ
ん
の
結
婚
は
昭
和
一
六
（
一
九
五
一
）
年
十
月
で
あ
る
。
底
本

の
長
女
昌
子
さ
ん
の
編
に
成
る
年
譜
に
、
『
十
月
、
次
女
・
光
子
、
竹
村

猛
に
嫁
す
。
結
婚
式
に
上
京
、
鎌
倉
在
住
の
昌
子
宅
に
泊
っ
た
が
』
（
こ

の
叙
述
か
ら
も
直
前
の
句
群
と
は
ス
パ
ン
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
た

い
）
、『
精
神
的
な
精
彩
な
く
、
悲
痛
で
胸
が
痛
ん
だ
。
若
夫
婦
は
台
北
の

任
地
（
台
北
高
商
）
へ
赴
く
。
神
戸
よ
り
乗
船
、
文
字
に
寄
港
碇
泊
、
戦

時
中
と
て
上
陸
禁
止
。
普
通
は
面
会
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
宇
内
の
教
え
子

が
門
司
税
関
に
い
た
た
め
、
税
関
の
ラ
ン
チ
で
船
に
赴
き
別
れ
を
告
げ
て

き
た
。
こ
れ
は
次
女
・
光
子
と
の
最
後
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
は
小
倉
中

学
の
お
か
げ
だ
っ
た
と
非
常
に
喜
ん
で
い
た
』
と
あ
る
。
久
女
、
五
十
一
。

因
み
に
、
こ
の
光
子
さ
ん
の
夫
竹
村
猛
と
い
う
人
物
は
、
橋
本
恭
子
氏

の
論
文
「
島
田
謹
二
『
華
麗
島
文
学
志
』
に
お
け
る
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
の

役
割
」（
「
日
本
台
湾
学
会
報
」
第
八
号
・
二
〇
〇
六
年
五
月
発
行
）
の
中

で
（
以
下
総
て
の
引
用
で
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
代
え
た
）
、
占
領

下
の
『
台
湾
文
壇
で
の
一
九
四
〇
年
代
に
入
っ
て
日
本
人
と
台
湾
人
が
共
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に
文
学
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る
と
、
台
湾
文
壇
で
は
約
二
年
に
わ
た
り

「
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
」
と
「
レ
ア
リ
ス
ム
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
、

「
外
地
文
学
」
の
本
質
は
「
レ
ア
リ
ス
ム
」
に
あ
る
と
の
共
通
認
識
が
確

立
し
て
い
く
』
。『
日
台
双
方
の
論
者
は
一
連
の
議
論
を
通
じ
、
台
湾
の
文

学
が
内
地
か
ら
「
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
」
と
見
ら
れ
る
の
は
仕
方
な
い
に
し

て
も
、
作
家
た
ち
は
そ
れ
を
意
図
す
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
台
湾
と

い
う
土
地
に
根
ざ
し
た
「
レ
ア
リ
ス
ム
」
の
文
学
を
目
指
し
、
台
湾
文
化

の
向
上
を
は
か
る
べ
き
、
と
の
結
論
に
達
し
た
。
も
っ
と
も
、
台
湾
人
作

家
の
龍
瑛
宗
（
一
九
一
一
―
一
九
九
九
）
と
黄
得
時
（
一
九
〇
九
－
一
九

九
九
）
は
「
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
文
学
は
あ
つ
て
も
い
ゝ
」
と
文
学
の
多
様

性
を
認
め
、
台
北
高
商
講
師
の
竹
村
猛
も
、
「
エ
グ
ゾ
テ
ィ
ス
ム
」
の
真

偽
は
素
材
に
対
す
る
作
家
の
態
度
に
係
わ
る
も
の
で
あ
り
、
「
真
の
エ
グ

ゾ
テ
イ
ス
ム
」
は
今
な
お
「
取
り
出
さ
れ
る
べ
き
価
値
」
が
あ
る
、
と
一

連
の
議
論
を
締
め
く
く
っ
た
』
と
出
る
「
竹
村
猛
」
な
る
明
ら
か
に
文
学

者
（
同
論
文
註
に
は
彼
が
『
台
湾
公
論
』
一
九
四
二
年
九
月
刊
に
「
作
家

の
態
度
」
と
い
う
評
論
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
）
と
思
わ
れ
る
人

物
と
同
一
人
物
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
彼
の
載
る
人
名
リ
ス
ト
を
ネ
ッ
ト

上
で
得
た
が
、
そ
こ
に
は
台
北
高
商
講
師
の
彼
の
生
没
年
と
思
わ
れ
る
デ

ー
タ
が
載
り
、
『
一
九
一
四
－
一
九
八
七
』
と
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
と

す
れ
ば
大
正
三
年
生
ま
れ
（
光
子
さ
ん
よ
り
一
つ
年
上
）
で
昭
和
六
十
五
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年
に
逝
去
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
中
央
大
学
名
誉

教
授
で
あ
っ
た
竹
村
猛
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）

年
東
京
帝
国
大
学
仏
文
科
卒
。
中
央
大
学
教
授
、
一
九
八
五
年
に
定
年
退

任
し
て
名
誉
教
授
。
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
専
攻
、
多
く
の
作
品
を

翻
訳
し
た
、
と
ウ
ィ
キ
の
「
竹
村
猛
」
に
載
る
。
そ
の
著
作
リ
ス
ト
を
見

て
驚
い
た
。
私
は
こ
の
竹
村
氏
の
訳
書
を
胸
躍
ら
せ
て
読
ん
で
い
た
こ
と

に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
「
三
銃
士
」

（
一
九
六
一
年
～
一
九
六
二
年
・
角
川
文
庫
／
後
に
偕
成
社
文
庫
・
角
川

文
庫
。
私
は
偕
成
社
版
を
読
ん
だ
）
…
…
「
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス
ト
伯
爵
」

（
一
九
六
八
年
・
旺
文
社
文
庫
）
…
…
。

角
川
書
店
・
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
十
月
二
十
日
刊
の
「
杉
田
久

女
句
集
」
の
句
本
文
は
本
句
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
最
後
に
長
女
石

昌
子
さ
ん
の
「
母
久
女
の
思
ひ
出
」
が
載
る
（
著
作
権
継
続
に
つ
き
、
省

略
）
。

杉
田
久
女
、
本
名
杉
田
（
旧
姓
赤
堀
）
久ひ

さ

は
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）

年
一
月
二
十
一
日
、
大
宰
府
県
立
筑
紫
保
養
院
に
て
腎
臓
病
悪
化
の
た
め

に
満
五
十
五
と
八
ヶ
月
（
久
女
は
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
五
月
三
十

日
生
）
で
亡
く
な
っ
た
。
―
―
］

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9D%91%E7%8C%9B
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杉
田
久
女
句
集
未
収
録
作
品

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
以
下
、
句
集
「
杉
田
久
女
句
集
」
（
角
川
書
店
昭
和

二
七
（
一
九
五
二
）
年
十
月
二
十
日
刊
・
文
庫
判
）
に
所
収
さ
れ
な
か
っ

た
句
を
電
子
化
す
る
。
底
本
は
引
き
続
き
、
一
九
八
九
年
立
風
書
房
刊
の

「
杉
田
久
女
全
集
」
を
用
い
る
が
（
当
該
部
は
第
一
巻
の
『
補
遺
（
杉
田

久
女
句
集
未
収
録
作
品
）
』
パ
ー
ト
）
、
そ
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
確

信
犯
で
恣
意
的
に
多
く
の
漢
字
を
正
字
化
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。
総
句

五
百
七
十
六
句
で
、
後
の
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
角
川
書
店
版
四
六

判
全
集
（
編
年
体
）
は
前
句
集
に
補
遺
句
数
二
百
四
十
四
句
を
加
え
た
も

の
と
底
本
書
誌
解
題
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
よ
り
電
子
化
す
る
半
分
を
有
に

超
え
る
三
百
三
十
二
句
が
、
こ
の
安
く
な
い
（
二
巻
セ
ッ
ト
で
本
体
一
万

四
千
円
）
底
本
全
集
を
買
っ
た
人
以
外
に
は
現
在
ま
で
殆
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
い
杉
田
久
女
の
句
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
下
、
冒
頭
の
六
十
九
句
に
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
標
題
が
な
い
（
こ
の
次
の

句
群
が
『
大
正
七
年
』
の
柱
と
な
っ
て
い
る
）
。
句
群
の
後
半
部
に
大
正

六
（
一
九
一
七
）
年
一
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
（
「
台
所
雑
詠
」
欄
）

へ
の
久
女
初
掲
載
の
句
が
六
句
確
認
出
来
る
（
石
昌
子
さ
ん
は
年
譜
で
五

句
と
さ
れ
が
、
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
（
二
六
頁
）
に
よ
れ
ば
掲

載
数
は
『
六
句
』
と
あ
り
、
そ
こ
に
引
か
れ
た
三
句
の
内
の
一
句
は
年
譜
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引
用
に
載
ら
な
い
句
で
あ
る
の
で
坂
本
氏
の
句
数
を
採
る
）
。
年
譜
に
よ

れ
ば
、
小
倉
に
い
た
久
女
は
こ
の
前
年
の
大
正
五
年
の
秋
に
、
両
親
の
依

頼
で
当
時
同
居
さ
せ
て
い
た
次
兄
（
俳
号
赤
堀
月
蟾

げ
っ
せ
ん

。
渡
辺
水
巴
門
。
商

社
マ
ン
で
あ
っ
た
が
俳
句
へ
の
傾
倒
著
し
く
そ
れ
を
心
配
し
て
の
措
置

で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
と
年
譜
に
は
あ
る
）
の
手
解
き
を
受
け
て
句
作

を
始
め
て
い
る
（
さ
す
れ
ば
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
）
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
前
半
の
句
群
は
大
正
五
年
秋
か
ら
年
末
へ
の
数

ヶ
月
の
作
か
と
一
応
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
久
女
の
杉
田
宇
内
と
の
結

婚
は
先
立
つ
八
年
七
年
前
の
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
八
月
で
、
こ
の

大
正
五
年
八
月
に
は
次
女
光
子
も
生
ま
れ
（
長
女
昌
子
は
既
に
五
歳
）
て

い
た
。
こ
の
時
、
久
女
二
十
六
歳
。
］
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
以
下
、
ノ
ン
ク
レ
ジ
ッ
ト
。
］

初
凪
や
内
海
川
の
如
く
酒
庫
の
壁

初
凪
や
船
に
寢
て
今
日
も
陸
地
な
し

小
唄
や
め
て
臼
只
ひ
け
り
土
間
の
冬

炭
の
粉
を
寒
菊
に
掃
く
箒
か
な

先
つ
ん
で
捨
て
た
る
葱
の
寒
の
雨

蜜
柑
送
る
に
蒲
鉾
板
を
け
づ
り
書
き
し

韮
炊
く
や
夜
寒
灯
に
居
り
し
兒
は
い
ね
ぬ

知
ら
で
踏
む
小
草
の
花
や
春
淺
き

新
し
き
柄
杓
の
木
香
や
水
温
む
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薪
濡
れ
て
燃
え
ぬ
竈
や
春
の
雨

宴
は
て
ゝ
膳
あ
ら
ふ
灯
や
若
葉
雨

拭
巾
白
く
干
し
つ
ら
ね
た
り
若
葉
か
げ

も
ぎ
た
て
の
茄
子
色
濃
さ
や
桶
に
浮
く

茄
子
苗
を
買
う
て
伏
せ
置
く
め
ざ
る
か
な

庖
丁
と
ぐ
や
無
花
果
の
葉
に
夕
立
う
つ

修
理
し
て
厨
明
る
き
若
葉
か
な

井
側
替
へ
て
靑
桐
に
木
の
香
新
し
き

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
井
側
」
老
婆
心
乍
ら
、
「
い
が
は
（
い
が
わ
）
」
と

読
む
。
井
戸
側
の
こ
と
。
日
常
的
に
使
う
漢
字
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
理
解

さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
注
し
て
お
く
と
、
「
側
」
に
は
単
な

る
対
象
の
傍
ら
・
そ
ば
・
横
脇
の
謂
い
以
外
に
、
曲
面
を
成
す
対
象
物
の
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そ
の
周
囲
又
は
そ
の
周
囲
を
包
ん
で
い
る
も
の
の
意
味
が
あ
る
。
］

色
白
く
肥
え
て
婢
美
し
茄
子
畑

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
婢
美
し
」
は
「
ひ
は
し
」
と
訓
じ
て
い
る
か
。「
婢
」

は
「
は
し
」
の
訓
も
あ
り
音
数
律
も
合
う
が
、
ど
う
も
私
に
は
「
は
し
は

し
」
で
は
し
っ
く
り
こ
な
い
。
私
の
読
み
で
は
中
七
字
足
ら
ず
と
な
る
が

詠
ん
だ
際
、
少
な
く
と
も
私
に
は
抵
抗
感
が
な
く
、
「
婢
」
の
後
の
ブ
レ

イ
ク
が
映
像
的
に
も
鮮
烈
で
あ
る
。
私
は
こ
の
句
が
好
き
で
あ
る
。
］

桑
の
海
に
ふ
り
そ
ゝ
ぐ
日
や
暑
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
破
調
で
面
白
い
。
］

手
づ
く
り
の
初
な
り
の
茄
子
や
夕
の
膳

皿
の
絵
に
赤
く
し
み
つ
く
苺
か
な

幟
ひ
た
と
默
し
て
暑
き
街
道
埃
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
街
道
埃
」
は
「
み
ち
ぼ
こ
り
」
と
訓
じ
て
い
よ
う
。
］

松
原
に
虹
美
し
き
幟
か
な

明
日
の
麥
を
井
に
か
す
や
月
出
で
に
け
り

椀
の
ふ
た
に
花
柚
の
香
や
朝
う
れ
し

干
瓢
干
て
日
盛
や
連
山
せ
ま
る
家

日
盛
土
人
葉
か
げ
の
バ
ナ
ナ
切
り
に
入
る

夏
草
を
退
き
た
め
し
朝
の
潮
か
な

山
畑
の
茄
子
な
り
盛
る
秋
涼
し

今
朝
秋
や
酢
の
香
う
せ
た
る
櫃
の
飯

パ
セ
リ
添
へ
て
皿
繪
美
し
萩
の
夕
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か
け
す
馴
れ
て
婢
の
名
を
呼
ぶ
や
今
朝
の
秋

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
ウ
ィ
キ
の
「
カ
ケ
ス
」
に
よ
れ
ば
、
ス
ズ
メ
目
カ
ラ

ス
科
カ
ケ
ス

G
arrulus glandarius 

は
「
ジ
ェ
ー
、
ジ
ェ
ー
」
と
し

わ
が
れ
た
声
で
鳴
く
き
、
英
名
「E

urasian jay

」
の
「Jay

」
は
こ
の

鳴
き
声
に
由
来
す
る
と
し
、
ま
た
、
『
他
の
鳥
の
鳴
き
声
や
物
音
を
真
似

す
る
の
が
巧
く
、
林
業
の
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
や
枝
打
ち
、
木
を
倒
す
時
の
作

業
音
を
「
ジ
ェ
ー
ジ
ェ
ー
」
の
間
奏
を
入
れ
つ
つ
再
現
す
る
こ
と
も
あ
る
。

飼
い
鳥
と
し
て
人
に
慣
れ
た
も
の
は
人
語
の
真
似
ま
で
す
る
』
と
あ
る
。

私
は
鳥
に
は
疎
い
の
で
吃
驚
り
（
私
は
実
は
か
つ
て
「
日
本
野
鳥
の
会
」

に
属
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
妻
の
家
族
会
員
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
っ

た
）
。
］

霧
の
中
に
ボ
ー
と
鳴
る
汽
笛
や
默
す
夫
婦

 
 

五
月
振
り
に
家
に
歸
る

一
句

妻
留
守
の
汚

よ
ご
れ

衣
た
め
て
秋
暑
し

秋
空
の
如
く
瞳
の
す
む
子
か
な

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B1%E3%82%B9
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皿
愛
で
て
菊
膾
す
る
旗
日
か
な

コ
ス
モ
ス
や
と
ま
と
切
る
皿
の
繪
の
模
樣

婢
を
ま
ぜ
て
女
三
人
や
い
も
の
秋

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
三
人
」
は
「
み
た
り
」
と
訓
じ
て
い
る
か
。
］

間
引
菜
を
浸
し
て
寒
し
桶
の
水

間
引
菜
洗
う
て
水
切
る
笊
や
破
れ
ゐ
し

庭
の
菜
を
笊
に
う
づ
た
か
し
小
春
緣

箒
す
て
て
根
深
の
肥
に
去
り
に
け
り

小
包
の
繩
切
る
柿
の
庖
丁
か
な

箒
目
こ
ま
や
か
に
葉
雞
頭
の
ま
は
り
掃
き
に
け
り
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
特
異
点
の
確
信
犯
の
字
余
り
の
句
で
あ
る
。
底
本
で

も
文
字
の
詰
め
が
最
も
著
し
い
。
こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
久
女
の
非
凡

さ
が
既
に
現
わ
れ
て
い
る
。
久
女
は
句
作
の
ス
タ
ー
ト
に
於
い
て
既
に
意

識
的
に
音
数
律
を
壊
し
て
意
識
的
に
新
た
な
久
女
の
世
界
観
を
開
こ
う

と
し
て
い
る
と
私
に
は
読
め
る
。
］

ひ
や
ゝ
か
に
竈
に
子
猫
は
死
に
ゝ
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
私
が
久
女
の
初
期
秀
句
と
し
て
一
番
に
選
ん
だ
句
で

あ
る
。
当
時
の
女
流
の
句
に
盛
ん
に
言
わ
れ
た
『
台
所
俳
句
』
（
こ
の
呼

称
は
実
に
厭
ら
し
い
。
誰
と
は
言
わ
な
い
が
、
あ
い
つ
の
名
づ
け
そ
う
な

実
に
悍
ま
し
い
分
類
で
あ
る
）
と
し
て
も
、
こ
れ
は
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ

美
事
な
句
で
あ
る
と
私
は
断
言
す
る
。
］

夜
寒
さ
や
棚
の
隅
な
る
皿
小
鉢

魚
に
酢
の
利
く
間
や
菜
を
間
引
き
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
菜
」
は
「
サ
イ
」
と
音
で
読
ん
で
い
る
か
。
］

Yabuno
ノート
（×）「ひやゝかに」→（○）「ひやゝかの」
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柿
む
い
て
澁
に
染
む
手
の
幾
日
か
な

冬
の
朝
道
々
こ
ぼ
す
手
桶

を

け

の
水

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
一
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
（
「
台
所
雑
詠
」
欄
）
へ
の
久
女
初
掲
載
句
の
一
句
。
］

凩
や
流
し
の
下
の
石
乾
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
一
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
（
「
台
所
雑
詠
」
欄
）
へ
の
久
女
初
掲
載
句
の
一
句
。
］

妻
若
く
前
掛
に
冬
菜
抱
き
に
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
一
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』（
「
台
所
雑
詠
」
欄
）
へ
の
久
女
初
掲
載
句
の
一
句
。
既
に
し
て
芸
術

的
な
ス
カ
ル
プ
テ
ィ
ン
グ
・
イ
ン
・
タ
イ
ム
の
句
で
あ
る
。
］

蠣
飯
に
灯
し
て
夫
を
待
ち
に
け
り
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
夫
」
は
「
と
ま
」
と
訓
じ
て
い
よ
う
。
］

霜
に
映
り
て
竈
火
震
ふ
や
霜
の
朝

霜
に
出
し
て
燃
す
七
輪
の
屑
炭

ガ

ラ

赤
し

枯
菊
の
根
の
泥
石
を
掘
り
て
來
し

氷
豆
腐
の
笊
つ
る
枝
や
北
斗
冴
ゆ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
パ
ー
ス
の
利
い
た
、
し
か
も
凄
絶
な
シ
ャ
ー
プ
さ
を

持
っ
た
秀
句
と
私
は
思
う
。
］

外
厠
に
婢
の
行
く
音
や
夜
半
の
冬

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
外
厠
」
は
「
と
が
は
や
」
と
訓
じ
て
い
る
か
。
］

魚
見
せ
て
呼
べ
ど
猫
來
ぬ
寒
さ
哉
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こ
は
ば
り
て
死
に
し
子
猫
や
冬
の
雨

猫
の
皿
空
し
く
あ
り
し
寒
さ
か
な

炭
小
屋
に
灯
し
行
く
婢
や
露
を
言
ふ

き
な
粉
挽
い
て
婢
等
が
情
話
や
夜
半
の
冬

か
そ
と
婢
の
も
の
書
く
夜
か
な
氷
雨
降
る

舊
習
に
老
婢
我
を
張
る
師
走
か
な

鯛
を
料
る
に
俎
せ
ま
き
師
走
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
料
る
」
は
「
つ
く
る
」
。
後
の
「
鶴
料
理
る
ま
な
箸

淨
く
も
ち
ひ
け
り
」
で
「
料
理

つ

く

る
」
の
表
記
は
出
る
が
、
既
存
句
で
は
例

を
見
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
ま
た
し
て
も
確
信
犯
の
字
余
り
で
あ
る
。
］

皿
破
り
し
婢
の
わ
び
ご
と
や
年
の
暮
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
一
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
（
「
台
所
雑
詠
」
欄
）
へ
の
久
女
初
掲
載
句
の
一
句
。
］

へ
つ
つ
ひ
の
灰
か
き
出
し
て
年
暮
る
ゝ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
一
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
（
「
台
所
雑
詠
」
欄
）
へ
の
久
女
初
掲
載
句
の
一
句
。
］

大
蛸
を
つ
る
し
て
除
夜
の
厨
廣
し

猫
泣
く
を
起
出
て
見
る
や
厨
寒
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
か
く
こ
の
六
十
九
句
を
通
し
て
読
む
と
、
そ
の
殆
ん

ど
が
、
確
信
犯
の
字
余
り
の
手
法
と
詠
物
対
象
の
ず
ら
し
方
か
ら
見
て
も
、

平
凡
な
厨
房
の
婦
人
の
生
活
の
切
り
取
り
で
は
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
が

よ
く
分
か
る
。
男
ど
も
が
微
温
的
な
も
の
を
意
識
的
に
志
向
し
た
に
違
い

な
い
『
台
所
雑
詠
』
の
女
世
界
に
、
真
相
と
し
て
の
子
猫
の
死
を
侵
入
さ

せ
、
殊
更
に
老
下
女
の
皺
の
肌
え
に
キ
ャ
メ
ラ
を
向
け
、
冷
た
さ
の
勝
っ

た
切
れ
の
あ
る
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
を
多
用
、
そ
こ
に
は
紅
や
緑
の
鮮
烈

な
原
色
を
配
す
る
こ
と
も
忘
れ
ず
、
し
か
も
早
く
も
夫
婦
の
冷
や
や
か
な
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擦
れ
違
い
を
も
描
き
初
め
て
い
る
で
は
な
い
か
。
ま
さ
に
こ
こ
に
既
に
し

て
―
―
久
女
は
「
在
る
」
―
―
］
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大
正
七
（
一
九
一
八
）
年

大
火
鉢
据
う
る
板
間
や
年
の
暮

子
等
殘
し
來
て
日
暮
れ
た
る
年
賀
哉

福
壽
草
の
芽
を
摘
み
し
子
と
夫
に
わ
び
ぬ

 
 

門
司
に
買
物
に
ゆ
く

ま
ゆ
玉
買
ふ
や
路
次
に
海
濃
き
港
町

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
初
期
句
の
内
、
最
初
に
私
の
琴
線
に
触
れ
た
句
。
被

写
界
深
度
の
深
い
優
れ
た
映
像
と
思
う
。
］

ま
ゆ
玉
に
濱
風
強
く
見
し
鏡
哉

父
を
持
つ
子
等
に
灯
す
た
大
吹
雪

庭
の
葱
引
き
く
れ
て
移
る
隣
か
な
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厨
事
そ
こ
そ
こ
や
畠
の
冬
菜
見
に

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
そ
こ
そ
こ
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「
く
」
。

し
か
し
、
こ
の
句
、
読
み
方
が
分
か
ら
ぬ
。
上
句
「
く
り
や
ご
と
」
と
訓

じ
た
の
で
は
中
七
の
リ
ズ
ム
が
痛
く
悪
い
。
「
ち
ゆ
う
じ
そ
こ
／
そ
こ
や

は
た
け
の
」
と
読
み
と
音
律
は
整
う
が
、
如
何
に
も
で
あ
る
。
識
者
の
御

教
授
を
乞
う
。
］

襟
卷
い
て
土
間
に
産
湯
を
焚
く
夜
哉

菜
洗
ふ
や
流
に
濡
れ
て
足
袋
の
甲

寒
鮒
を
汲
み
上
げ
て
井
の
底
く
ら
し

砂
深
く
春
待
つ
貝
を
見
出
で
け
り

く
く
ら
れ
て
春
ま
つ
桑
に
岨
道
高
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
岨
道
」
は
二
字
で
「
そ
は
（
そ
わ
）
」
と
訓
じ
た
い
。
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険
し
い
山
道
の
意
。「
そ
は
み
ち
（
そ
わ
み
ち
）
」（
「
そ
は
」
の
読
み
が
よ

り
古
語
）
「
そ
ば
み
ち
」
が
読
み
の
定
石
だ
が
、
如
何
に
も
字
余
り
は
句

柄
に
合
わ
ぬ
。
「
そ
ば
じ
」
と
読
ま
せ
る
つ
も
り
な
ら
ル
ビ
を
振
っ
た
で

あ
ろ
う
。
］

孫
に
子
に
ひ
や
ゝ
か
の
舅ち

ち

や
冴
え
返
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
二
十
八
、
結
婚
九
年
目
。
宇
内
（
長
男
）
の
父

は
愛
知
県
西
加
茂
郡
の
山
間
の
小
原
村
松
名
の
素
封
家
で
あ
っ
た
。
大
正

二
年
に
義
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
久
女
は
し
ば
し
ば
こ
の
田
舎
の
実

家
に
赴
き
義
父
の
世
話
を
見
た
。
実
家
の
資
産
は
『
お
そ
ろ
し
く
豊
富
だ

っ
た
け
れ
ど
』
も
、
こ
の
義
父
は
非
常
な
吝
嗇
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
昌
子

さ
ん
の
年
譜
記
載
に
あ
る
。
『
住
宅
も
小
倉
に
建
て
れ
ば
帰
ら
ず
に
終
い

に
な
る
の
を
恐
れ
て
』
建
て
さ
せ
な
か
っ
た
由
の
記
述
も
あ
る
（
大
正
二

年
の
条
）
。
こ
こ
で
描
か
れ
る
の
も
、
そ
う
し
た
県
立
小
倉
中
学
校
美
術

教
師
で
あ
っ
た
夫
の
休
暇
帰
省
時
の
、
昌
子
さ
ん
（
当
時
、
七
歳
）
若
し

く
は
次
女
の
光
子
さ
ん
（
同
二
歳
）
へ
の
愛
情
な
き
舅
の
視
線
を
描
い
て

し
か
も
「
冴
え
返
る
」
お
の
が
じ
し
が
描
か
れ
る
と
い
う
慄
然
と
さ
せ
る

句
で
あ
る
。
既
に
し
て
目
の
付
け
所
が
久
女
で
、
『
台
所
雑
詠
』
な
ど
と

お
茶
を
濁
し
て
漫
然
と
駘
蕩
し
て
い
る
虚
子
を
始
め
と
し
た
『
ホ
ト
ト
ギ
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ス
』
の
凡
愚
ど
も
を
恐
懼
と
さ
せ
る
に
余
り
あ
る
句
と
思
う
。
私
の
大
嫌

い
な
虚
子
（
後
に
「虛

子
嫌

ひ
」
と
詠
む
久
女
の
た
め
に
も
）
に
、
ざ
ま

あ
み
ろ
、
と
言
っ
て
や
り
た
い
気
に
さ
せ
る
句
で
あ
る
。
］

ホ
句
忘
れ
て
洗
濯
に
日
々
や
春
め
き
ぬ

厨
の
灯
に
笊
も
ち
よ
り
て
芹
そ
ろ
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
笊
」
と
「
芹
」
の
リ
ズ
ム
が
、
上
五
の
字
余
り
を

吸
収
し
て
し
か
も
そ
の
「
灯
」
の
光
が
美
し
く
優
し
い
。
し
か
も
背
後
に

賑
わ
い
見
せ
な
が
ら
で
あ
る
。
美
事
な
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
巧
ま
ぬ
演
出
と

思
う
。
］

笊
の
一
つ
に
は
か
ま
ぬ
が
せ
し
土
筆
か
な

 
 

次
女
病
床
に
來
て
甚
あ
ど
け
な
し

椿
よ
り
も
汝
を
見
る
我
目
た
の
し
め
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
当
時
、
次
女
光
子
さ
ん
は
二
歳
。
］
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熱
の
乳
呑
み
に
來
る
兒
や
紅
椿

我
病
め
ば
子
の
も
つ
れ
髮
春
寒
し

 
 

或
夜

正
夢
の
如
く
母
來
ぬ
夜
半
の
梅

春
の
夜
を
我
魂
飛
ぶ
都
か
な

傘
の
紺
色
沈
め
て
蝌
蚪
を
見
つ
め
け
り

ひ
し
と
出
て
芥
子
の
二
た
葉
や
別
れ
霜

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
別
れ
霜
」
八
十
八
夜
の
別
れ
霜
の
こ
と
。
八
十
八

夜
（
雑
節
の
一
つ
で
立
春
か
ら
八
十
八
日
目
。
五
月
二
日
頃
。
こ
こ
を
境

に
農
家
は
種
蒔
・
茶
摘
・
養
蚕
な
ど
の
繁
忙
期
に
入
っ
た
）
の
頃
に
降
り

る
霜
。
こ
の
後
に
は
霜
は
降
り
な
い
と
さ
れ
た
。
忘
れ
霜
。
］
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客
の
前
に
こ
の
我
儘
や
紅
椿

春
木
か
げ
踏
み
歩
む
子
に
庭
せ
ま
し

灯
に
淋
し
き
雛
な
ぐ
さ
め
て
起
き
ゐ
た
り

春
雨
や
夢
に
と
け
こ
む
曉
の
鐘

尾
を
引
い
て
鐘
が
な
る
夜
や
春
の
雨

雞

し
き
り
に
告
げ
て
春
雨
菜
に
晴
る
ゝ

山
吹
に
濡
れ
歸
る
婢
の
は
だ
し
か
な

桶
の
貝
に
潮
く
み
て
來
ぬ
春
の
川

花
銀
杏
廣
き
板
間
の
ひ
え
に
け
り

爭
ひ
安
く
な
れ
る
夫
婦
や
花
曇
り
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昨
春
の
上
京
を
思
出
で
て

三
句

花
の
旅
し
ば
し
ば
下
車

お

り

て
知
己
を
と
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
し
ば
し
ば
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
］

父
母
の
老
を
花
に
訪
は
ん
と
旅
立
て
り

爐
ふ
さ
い
で
老
父
母
の
布
團
し
く
淋
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昨
春
と
あ
り
、
年
譜
を
見
る
と
大
正
六
（
一
九
一
七
）

年
の
条
に
、
『
五
月
、
虚
子
に
は
じ
め
て
会
う
（
目
白
の
里
へ
上
京
中
、

飯
島
み
さ
子
邸
の
俳
句
会
に
て
）
。
み
さ
子
、
か
な
女
、
み
ど
り
女
を
知

る
』
と
あ
る
の
と
一
致
す
る
。
こ
の
大
正
七
年
十
二
月
に
実
父
廉
蔵
は
脳

溢
血
の
た
め
に
享
年
六
十
六
で
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
前
の

追
想
吟
で
あ
る
。
十
一
月
に
廉
蔵
は
重
態
と
な
っ
て
久
女
上
京
し
て
い
る

が
、
句
柄
か
ら
は
や
は
り
そ
れ
よ
り
も
前
、
こ
の
大
正
六
年
初
春
の
雰
囲

気
の
中
で
の
追
懐
と
採
る
。
］
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上
野
櫻
木
町
に
て

花
の
町
こ
ゝ
に
尚
あ
る
我
家
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
年
譜
の
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
の
条
に
、

大
蔵
省
官
吏
で
あ
っ
た
父
赤
堀
廉
蔵
の
内
地
転
勤
に
伴
い
、
一
家
で
占
領

地
で
あ
っ
た
台
湾
か
ら
引
き
揚
げ
（
廉
蔵
の
職
務
は
台
湾
に
税
制
を
敷
く

た
め
の
調
査
官
）
、
当
初
は
学
習
院
大
学
官
舎
に
住
み
、
次
い
で
上
野
桜

木
町
に
自
宅
を
構
え
た
、
と
あ
る
（
東
京
転
勤
後
の
廉
蔵
は
宮
内
省
と
学

習
院
大
学
の
会
計
官
で
、
当
時
の
学
習
院
は
宮
内
省
が
所
轄
す
る
正
式
な

官
立
学
校
で
あ
っ
た
）
。
当
時
久
女
十
六
歳
、
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校

（
現
在
の
お
茶
の
水
女
子
大
学
）
附
属
お
茶
水
高
等
女
学
校
の
二
年
生
で

あ
っ
た
。
但
し
、
一
家
は
翌
明
治
四
十
年
（
久
女
の
同
高
等
女
学
校
卒
業

の
年
）
に
東
京
府
下
下
北
郡
豊
嶋
郡
高
田
字
若
葉
（
現
在
の
目
白
）
に
転

居
し
て
い
る
。
本
句
は
十
数
年
後
、
た
ま
た
ま
か
つ
て
の
赤
堀
家
の
近
く

を
通
っ
て
の
感
懐
吟
と
思
わ
れ
る
。
］

生
計

た

つ

き

た
つ
る
花
畠
に
風
雨
憂
ひ
け
り

花
畠
に
色
澄
む
峰
や
蜂
群
る
ゝ
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用
な
き
灯
厨
尚
あ
る
春
夜
か
な

河
に
む
い
て
厨
窓
灯
す
春
の
宵

春
夕
べ
ホ
句
な
し
竈
赤
く
燃
ゆ

卓
の
皿
そ
の
ま
ゝ
や
消
す
春
夜
の
灯

今
日
の
客
に
み
が
く
ナ
イ
フ
や
櫻
草

洗
濯
に
主
從
仲
よ
し
椿
か
げ

洗
ひ
干
す
こ
の
衣
皆
赤
し
桃
の
風

犬
に
む
ご
き
婢
を
た
し
な
め
ぬ
木
瓜
の
雨

つ
ま
立
て
ゝ
桃
に
竿
の
す
小
婢
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
小
婢
」
「
せ
う
ひ
（
し
ょ
う
ひ
）
」
と
音
読
み
し
て
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い
よ
う
。
］

婢
が
し
め
し
木
戸
お
す
犬
や
春
の
雨

花
吹
雪
犬
を
つ
な
い
で
外
出
か
な

晝
飯
た
べ
に
歸
り
來
る
夫
日
永
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
晝
飯
」
は
「
ひ
る
」
、
「
歸
り
來
る
夫
」
は
「
か
え

り
く
る
つ
ま
」
と
訓
じ
て
い
よ
う
。
］

或
時
は
憎
む
貧
あ
り
花
曇

ソ
ー
ス
煮
て
冷
せ
る
鍋
や
春
あ
つ
し

笊
に
摘
む
花
菜
つ
ぼ
み
や
彌
生
盡

彌
生
盡
子
を
連
れ
て
よ
く
出
で
あ
り
く

彼
岸
會
の
鐘
の
と
ゞ
か
ぬ
野
住
か
な
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垣
の
根
の
菫
摘
む
子
を
い
ま
し
め
ぬ

 
 

舊
師
の
訃
報

ゑ
が
き
ま
と
む
る
面
影
あ
は
し
花
の
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
舊
師
」
不
詳
。
］

讀
み
う
め
ば
首
振
り
人
形
日
永
か
な

畫
く
父
ホ
句
よ
む
母
や
野
邊
遊
び

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
に
も
こ
う
し
た
小
さ
な
至
福
の
瞬
間
が
あ
っ
た

こ
と
に
、
私
は
ど
こ
か
で
心
救
わ
れ
る
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
］

 
 

述
懷

か
な
し
み
を
つ
げ
て
悔
あ
り
春
の
露
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婢
が
と
づ
る
買
物
帳
や
暮
の
春

豆
種
雨
に
ほ
と
び
て
土
に
あ
か
ら
さ
ま

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
本
句
、
読
み
方
が
分
か
ら
な
い
。
識
者
の
御
教
授
を

乞
う
。
］

 
 

博
多
へ
ゆ
く

四
句

訪
ふ
家
の
婢
に
馴
染
あ
り
著
莪
の
花

訪
ふ
家
の
婢
に
買
ふ
も
の
や
花
の
雨

菜
の
花
に
沈
む
家
と
ぞ
た
づ
ね
行
く

牡
丹
に
ひ
ね
も
す
客
や
疲
れ
た
り

靑
海
苔
干
す
や
連
翹
の
雨
旭
に
か
わ
く
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東
公
園

金
魚
は
や
買
ふ
家
も
あ
り
ぬ
若
葉
か
げ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
東
公
園
」
は
恐
ら
く
は
現
在
の
福
岡
市
博
多
区
東

公
園
（
こ
れ
は
町
名
）
に
あ
る
日
本
風
公
園
の
東
公
園
の
こ
と
と
思
わ
れ

る
（
公
園
の
一
部
は
博
多
区
千
代
及
び
東
区
馬
出
に
入
る
）
。
福
岡
市
経

済
観
光
文
化
局
文
化
財
部
文
化
財
保
護
課
公
式
サ
イ
ト
「
福
岡
市
の
文
化

財
」
の
「
東
公
園
」
に
は
、
『
文
永
の
役
で
元
軍
と
激
戦
が
展
開
さ
れ
た

古
戦
場
跡
で
、
か
つ
て
は
博
多
湾
に
面
す
る
千
代
の
松
原
と
し
て
知
ら
れ

た
名
所
で
あ
っ
た
』
も
の
を
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
の
太
政
官
布
告

に
基
づ
い
て
公
園
と
し
、
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
か
ら
は
福
岡
県
最

初
の
県
営
公
園
と
な
っ
た
。
『
園
内
に
は
、
元
寇
に
ち
な
ん
で
建
立
さ
れ

た
亀
山
上
皇
銅
像
、
日
蓮
上
人
の
銅
像
の
ほ
か
、
福
の
神
で
あ
る
恵
比
須

神
を
祭
っ
た
十
日
恵
比
須
神
社
や
元
寇
史
料
館
が
あ
る
』
と
あ
る
。
ウ
ィ

キ
の
「
東
公
園
（
福
岡
市
）
」
に
は
、『
そ
の
後
、
公
園
周
辺
の
開
発
に
よ

り
白
砂
青
松
の
景
観
は
失
わ
れ
る
が
、
代
わ
っ
て
』
明
治
四
三
（
一
九
一

〇
）
年
に
は
『
川
上
音
二
郎
に
よ
っ
て
洋
風
劇
場
の
博
多
座
（
現
在
の
博

多
座
は
こ
の
名
を
踏
襲
し
た
も
の
）
が
建
て
ら
れ
』
、
昭
和
八
（
一
九
三

三
）
年
に
は
『
福
岡
市
動
物
園
が
開
園
し
』
て
い
る
（
動
物
園
は
後
の
太

http://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/cultural_properties/detail/77
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%85%AC%E5%9C%92_(%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82)
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平
洋
戦
争
に
よ
る
戦
局
悪
化
に
よ
り
昭
和
十
九
年
に
閉
園
、
戦
後
の
動
物

園
再
建
で
は
南
公
園
へ
と
移
転
し
た
と
あ
る
）
。
］

茄
子
植
ゑ
を
へ
し
泥
鍬
川
に
す
ゝ
ぎ
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
当
時
、
一
家
は
小
倉
市
外
日
明

ひ

あ

か

り

（
当
時
は
福
岡
県
企
救

き

く

郡
板
櫃

い

た

び

つ

村
字
日
明
。
現
在
の
小
倉
北
区
日
明
）
に
い
た
。
住
居
は
関
門
海

峡
に
注
ぐ
板
櫃
川
河
口
に
面
し
て
い
た
と
年
譜
に
あ
る
の
で
、
こ
の
「
川
」

も
そ
の
板
櫃
川
で
あ
ろ
う
。
］

牡
丹
に
ひ
ね
も
す
降
り
ぬ
新
井
筒

栗
の
花
ち
る
や
大
屋
根
の
雨
に
炊
煙
這
ふ

牡
丹
散
る
を
笊
に
ひ
ろ
え
る
夕
か
な

ア
ネ
モ
ネ
し
き
り
に
散
る
を
惜
し
み
て
竈
焚
く

貝
す
り
の
膳
に
榮
え
た
り
牡
丹
の
灯
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
貝
す
り
の
膳
」
は
貝
摺

か

い

す

り

の
膳
で
、
螺
鈿
細
工
を
施

し
た
漆
塗
り
の
箱
膳
又
は
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
漆
器
の
膳
椀
を
指
し
て
い

よ
う
。
］

膳
椀
の
百
人
前
や
松
の
花

牡
丹
に
家
寶
の
繪
皿
出
し
た
り

若
葉
の
旭
板
間
に
靑
く
流
れ
た
り

厨
窓
の
障
子
は
づ
し
て
若
葉
濃
し

牡
丹
咲
く
や
梁
す
ゝ
ぶ
大
厨

 
 

次
女
光
子

ひ
ま
は
り
に
背
丈
負
け
た
る
我
子
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
当
時
次
女
光
子
さ
ん
は
満
三
歳
前
後
（
大
正
五
（
一

九
一
六
）
年
八
月
二
十
二
日
生
ま
れ
）
。
］
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茶
釜
た
ぎ
る
や
大
笊
の
新
茶
つ
か
み
入
る

よ
べ
豪
雨
に
焚
か
れ
ぬ
竈
や
柿
の
花

古
俎
の
か
び
白
く
噴
い
て
梅
雨
入
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
古
俎
」
は
「
ふ
る
ま
な
い
た
」
と
読
ん
で
い
る
か
。

す
る
と
上
七
・
中
八
と
い
う
字
余
り
に
な
る
が
、
私
に
は
却
っ
て
そ
れ
が

「
つ
い
り
」
の
饐
え
た
雰
囲
気
を
よ
く
出
せ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
］

ゆ
す
ら
の
實
赤
し
垣
根
に
櫃
干
た
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
櫃
干
た
り
」
は
読
み
が
不
明
。
「
ひ
つ
ほ
し
た
り
」

で
は
字
余
り
の
効
果
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ひ
た
り
」
は
響
き
が

悪
い
。
こ
れ
は
た
だ
の
直
感
だ
が
「
干ほ

せ
り
」
の
誤
り
（
判
読
の
誤
り
か

誤
植
か
）
で
は
な
か
ろ
う
か
？
］

コ
レ
ラ
流
行
れ
ば
蚊
帳
つ
り
て
喰
ふ
ひ
る
げ
哉
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
角
川
版
「
杉
田
久
女
句

集
」
に
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
の
作
と
し
て
、

コ
レ
ラ
怖
ぢ
蚊
帳
吊
り
て
喰
ふ
晝
餉
か
な

が
載
る
。
そ
こ
で
注
し
た
が
、
こ
の
二
年
前
の
大
正
五
年
の
夏
に
本
邦
で

は
コ
レ
ラ
が
流
行
、
死
者
七
千
四
百
八
十
二
人
を
数
え
て
い
た
。
蚊
帳
の

中
の
食
事
と
い
う
の
は
呪

ま
じ
な

い
な
ん
ど
で
は
な
く
、
れ
っ
き
と
し
た
コ
レ
ラ

感
染
予
防
の
蠅
対
策
で
、
当
時
は
小
児
の
昼
寝
の
際
な
ど
に
も
蚊
帳
を
吊

る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
］

大
鮎
一
尾
づ
ゝ
靑
串
打
つ
て
燒
き
に
け
り

鼠
死
に
居
て
氣
味
わ
ろ
き
井
や
梅
雨
に
殖
え
て

夏
足
袋
ほ
す
や
茄
子
を
支
へ
て
竹
細
し

衣
紋
竹
に
柿
の
葉
風
の
つ
の
り
け
り
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夏
夜
人
に
蓮
池
ひ
ろ
く
灯
を
浸
す

 
 

矢
矧
川
沿
岸

灯
皆
消
し
て
瀨
音
に
寢
る
や
夏
の
夜

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
矢
矧
川
」
「
や
は
ぎ
が
は
（
や
は
ぎ
が
わ
）
」
で
、

福
岡
県
遠
賀
郡
岡
垣
町
の
山
中
を
源
流
と
し
、
同
岡
垣
町
の
三
里
松
原

（
芦
屋
海
岸
）
で
玄
界
灘
に
注
ぐ
川
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
］

起
し
繪
淋
し
寢
ね
ゐ
し
蒲
團
積
み
よ
せ
て

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
起
し
繪
」
建
物
や
樹
木
な
ど
の
絵
を
切
り
抜
い
て

厚
紙
で
裏
打
ち
し
、
枠
組
み
の
中
に
立
て
並
べ
て
立
体
的
に
構
成
し
た
、

一
種
の
ペ
ー
パ
ー
・
ク
ラ
フ
ト
。
木
版
刷
り
の
豊
か
な
彩
色
が
な
さ
れ
た

も
の
や
、
灯
火
を
点
ず
る
仕
掛
け
を
施
し
た
り
し
た
も
の
も
あ
り
、
「
忠

臣
蔵
」「
白
浪
五
人
男
」「
道
成
寺
」
な
ど
の
歌
舞
伎
の
舞
台
や
、
名
所
風

景
な
ど
を
題
材
と
し
、
遠
近
法
を
も
取
り
入
れ
た
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
立

体
の
紙
玩
具
で
あ
る
（
茶
室
の
設
計
時
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
る
）
。「
立
て

絵
」
「
立
て
版
古

ば

ん

こ

」
と
も
呼
び
、
大
正
頃
ま
で
流
行
し
た
。
季
語
と
し
て
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は
夏
と
す
る
。
以
下
、
ネ
ッ
ト
よ
り
採
句
。

お
こ
し
繪
に
灯
を
と
も
し
け
り
夕
涼
み

（
正
岡
子
規
）

う
ち
並
べ
と
も
し
勝
た
り
立
版
古 

 
 

（
高
浜
虚
子
）

起
し
繪
の
男
を
殺
す
女
か
な 

 
 

 
 

（
中
村
草
田
男
）
］

玻
璃
の
水
草
白
根
漲
る
つ
い
り
か
な

 
 

長
女
病
む

熱
高
き
子
に
蔓
朝
顏
の
風
は
げ
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
長
女
昌
子
さ
ん
小
学
一
年
生
の
夏
で
あ
る
。
年
譜
記

載
は
な
い
。
］

 
 

入
院

病
兒
寢
ぬ
れ
ば
我
に
蠅
襲
ふ
疊
哉

次
女
を
よ
そ
に
あ
づ
け
看
護
す
る
事
四
日
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子
燕
や
我
に
な
き
焦
る
と
あ
は
れ
な
り

廣
葉
雫
葉
を
打
つ
て
ま
た
淸
水
に

新
涼
や
黄
葉
出
來
そ
め
し
小
楮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
小
楮
」
「
ち
さ
か
う
ぞ
（
ち
さ
こ
う
ぞ
）
」
と
読
ん

で
い
る
か
。
］

厨
窓
に
の
ぞ
く
穗
先
や
箒
草

く
ゝ
り
ゆ
る
く
て
瓢
正
し
き
形
か
な

梯
子
か
け
て
瓢
の
た
う
き
急
ぎ
け
り

黍
に
浴
め
ば
庭
に
月
噴
く
泉
哉

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
浴
め
ば
」
は
「
あ
め
ば
」
で
「
浴
む
」（
マ
行
上
二

段
動
詞
）
の
未
然
形
で
、
浴
び
せ
る
、
注
ぎ
か
け
る
の
謂
い
で
あ
ろ
う
。

何
か
、
今
の
私
に
は
不
思
議
に
心
惹
か
れ
る
句
で
あ
る
。
］
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畑
厨
を
め
ぐ
れ
ば
多
し
秋
の
蠅

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
畑
厨
」「
は
た
く
り
」
と
読
む
か
。
台
所
の
勝
手
口

に
隣
接
し
た
家
庭
菜
園
の
こ
と
か
。
「
畑
／
厨
」
で
は
あ
る
ま
い
。
］

雞
頭

に
白
々
と
立
て
ぬ
厨
障
子

障
子
ま
だ
張
ら
で
夜
寒
や
厨
窓

丸
く
寢
て
犬
も
夜
寒
し
厨
土
間

葱
畑
に
障
子
は
め
た
る
厨
か
な

竈
の
灰
か
き
と
り
か
く
る
冬
菜
哉

笊
の
目
の
泥
や
冬
菜
を
ぬ
き
入
れ
て

笊
い
ぬ
い
て
ど
こ
そ
こ
分
か
つ
冬
菜
哉
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粉
雪
散
る
引
窓
し
め
ぬ
乾
鮭
に
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大
正
八
（
一
九
一
九
）
年

髷
重
き
う
な
じ
伏
せ
縫
ふ
春
着
か
な

 
 

新
年

注
連
か
け
て
屋
根
な
き
井
戸
や
お
降
す

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
お
降
」
は
「
お
さ
が
り
」
で
、
元
日
に
雨
や
雪
が

降
る
こ
と
又
は
そ
の
樋
を
い
う
新
年
の
季
語
。
］

あ
み
の
餠
番
す
る
子
等
や
初
烏

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
個
人
的
に
好
き
な
句
で
あ
る
。
］

雪
搔
い
て
雜
煮
菜
掘
り
し
と
こ
ろ
か
な

晴
衣
か
け
て
松
の
内
な
る
衣
桁
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
着
物
を
掛
け
て
お
く
衣
紋
掛
け
を
指
す
「
衣
桁
」
は
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「
い
か
う
（
い
こ
う
）
」「
え
か
う
（
え
こ
う
）
」
と
二
様
に
読
め
る
。「
晴

衣
」
（H

aregi

）
「
か
け
て
」
（kakete

)

「
か
な
」
（kana

)

の
カ
行
音
及

び
母
音
「e
」
音
の
有
機
的
連
続
の
心
地
よ
さ
か
ら
私
は
「
え
こ
う
」
と

読
み
た
い
。
］

水
仙
に
至
り
し
雪
の
齒
あ
と
哉

か
き
ま
ぜ
て
ま
だ
ぬ
る
き
湯
や
寒
の
入
り

短
日
の
雀
に
閉
め
て
夕
餉
か
な

壁
に
よ
せ
て
布
團
寒
げ
に
寢
る
婢
か
な

あ
た
へ
た
る
足
袋
を
婢
が
つ
ぐ
爐
べ
り
か
な

大
河
豚
の
腹
横
た
へ
し
俎
上
か
な

竈
た
く
や
石
の
如
落
つ
凍
て
雀

料
理
人
來
て
冬
木
根
に
竈
す
ゑ
に
け
り
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鴨
料
る
庖
丁
鋭
く
血
を
戀
へ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
真
骨
頂
の
鬼
趣
句
。
こ
う
い
う
の
は
他
の
女
流

が
真
似
て
も
、
彼
女
の
句
ほ
ど
の
鬼
気
は
生
じ
ぬ
と
私
は
感
ず
る
。
そ
れ

ほ
ど
に
久
女
の
「
鬼
」
に
は
熱
い
「
血
」
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
］

活
け
殘
り
し
水
仙
つ
け
て
甕
久
し

石
鹼
玉
小
さ
く
破
れ
た
る
疊
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
タ
ル
コ
フ
ス
キ
イ
に
撮
ら
せ
た
い
。
］

靑
天
衝
て
春
め
く
枝
の
光
り
か
な

菜
飯
ふ
く
や
い
た
く
曇
り
し
豆
ラ
ン
プ

春
の
夜
や
帶
卷
き
を
へ
て
枕
上
ミ

病
蝶
や
石
に
翅
を
ま
つ
平
ら
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靑
蔦
や
露
臺
支
へ
て
丸
柱

蛙
田
に
灯
流
し
去
れ
る
電
車
か
な

行
く
春
や
玉
い
つ
ぬ
け
し
手
の
指
輪

實
櫻
や
羽
織
か
さ
ね
て
つ
か
ね
髮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
つ
か
ね
髮
」
束
ね
髪
。
］

こ
で
ま
り
や
油
し
ま
ざ
る
櫛
笄

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
し
」
は
強
意
の
副
助
詞
。
］

紫
陽
花
や
剪
る
や
袂
く
は
え
て
起
し
つ
ゝ

大
枝
を
引
き
づ
り
去
り
て
茂
り
か
な

衣
更
て
來
し
花
賣
や
手
覆
白
し
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
手
覆
」
は
通
常
は
「
て
お
ほ
ひ
（
て
お
お
い
）
」
で
、

布
帛
製
の
手
の
甲
の
覆
い
を
い
う
が
、
こ
こ
は
上
五
の
字
余
り
も
あ
る
か

ら
、
こ
れ
で
「
こ
て
」
と
読
ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
］

木
の
花
の
我
れ
に
薰
る
や
更
衣

衣
更
て
上
陸

あ

が

ら
ぬ
港
な
が
め
け
り

笊
干
す
や
茄
子
の
添
木
に
あ
ち
ら
む
き

熱
高
き
子
に
水
汲
む
や
五
月
闇

花
桐
や
か
り
か
り
こ
す
る
鍋
の
尻

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
か
り
か
り
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〱

」
。
］

若
楓
の
色
み
な
ぎ
れ
る
硝
子
か
な

曇
天
に
漲
り
た
て
る
新
樹
か
な
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鳥
の
餌
の
夏
菜
す
り
た
る
小
鉢
哉

夏
山
を
め
が
け
て
は
や
き
燕
か
な

蠅
帳
に
蟻
道
つ
け
し
敷
居
か
な

夫
留
守
の
夕
餉
早
さ
よ
蚊
喰
鳥

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
蚊
喰
鳥
」
蝙
蝠
の
異
称
。
夏
の
季
語
。

哺
乳
綱

ロ
ー
ラ
シ
ア
獣
上
目
翼
手
（
コ
ウ
モ
リ
）
目

C
hiroptera
に
属
す
る

コ
ウ
モ
リ
類
は
多
く
が
昆
虫
食
で
、
実
際
に
蚊
を
多
く
捕
食
す
る
。
「
か

は
ほ
り
」
が
転
訛
し
た
と
さ
れ
る
「
こ
う
も
り
」
の
古
い
呼
称
は
「
蚊
欲

か

ほ

る
」
が
元
と
も
さ
れ
、
そ
う
す
る
と
我
々
が
認
識
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で

「
こ
う
も
り
」
自
体
が
「
蚊
を
食
う
」
と
い
う
意
を
既
に
含
ん
で
い
る
こ

と
に
な
る
。
］

殘
り
火
に
煮
返
す
鍋
の
小
鰺
か
な

木
下
闇
肩
當
白
き
竿
の
も
の
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
肩
當
」
か
た
あ
て
。
単

ひ
と
え

の
長
着
や
夜
着
の
肩
か
ら

背
に
補
強
と
汚
れ
を
防
ぐ
た
め
に
当
て
る
布
の
こ
と
。
］

梅
干
の
鹽
噴
く
笊
や
夾
竹
桃

蟬
涼

し
盥
に
ね
ぢ
し
水
道
栓

麥
煎
る
や
炮
烙
ま
ぜ
つ
ゝ
ホ
句
見
る
目

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
の
句
は
、
厨
房
で
麦
茶
の
た
め
の
麦
を
焙
烙
で
手

交
ぜ
し
て
煎
り
つ
つ
、
自
身
の
作
っ
た
句
を
書
き
出
し
た
も
の
を
推
敲
し

て
い
る
と
い
う
所
謂
、
当
時
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
『
台
所
俳
句
』
好
み

の
そ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
一
読
し
た
時
、
実
は
こ
れ
は
久
女
が
「
麥

を
煎
る
」
た
め
に
「
炮
烙
ま
ぜ
」
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
そ
の
自
分
の
「
麥

煎
る
」
た
め
の
「
炮
烙
ま
ぜ
」
の
手
元
の
景
に
「
ホ
句
」
を
「
見
」
て
い

る
と
錯
覚
し
た
。
無
論
、
こ
れ
は
私
の
勝
手
な
解
釈
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
久
女
は
に
っ
こ
り
と
笑
っ
て
肯
ん
じ
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て

い
る
。
］
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船
港
に
み
ち
て
灯
り
し
葭
戸
か
な

梁
暗
し
尚
蟹
生
く
る
魚
籠
の
音

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、
「
魚
籠
」
は
「
び
く
」
と
読
む
。
］

濡
れ
し
土
に
影
濃
き
蟹
の
歩
み
か
な

蟹
這
ふ
や
濤
赤
く
照
る
松
の
脚

熱
の
子
の
夜
明
ひ
た
待
つ
蚊
帳
哉

月
の
瀨
の
音
高
ま
り
蚊
帳
か
な

涼
し
さ
や
厨
事
を
へ
て
畠
逍
遙

露
涼
し
い
ま
だ
眠
れ
る
お
じ
ぎ
草

露
落
ち
て
枝
長
く
泳
ぐ
廣
葉
か
な
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崖
の
船
に
垂
れ
ゐ
て
明
か
し
草
の
花

草
の
花
に
陽
の
か
げ
や
せ
ぬ
纜つ

な

の
石

 
 

ポ
プ
ラ
並
木

月
う
け
し
皆
し
ろ
が
ね
の
葉
搖
り
け
り

月
光
つ
ゝ
む
木
立
の
霧
と
な
り
に
け
り

茶
釜
上
げ
て
唐
黍
や
く
火
搔
き
に
け
り

子
等
ま
つ
や
た
う
も
ろ
こ
し
を
燒
く
板
間

竈
燃
す
や
黍
畠
翔
る
蝶
く
ろ
し

秋
雨
や
母
を
乘
せ
た
る
幌
車

藪
の
端
に
露
乾
き
咲
く
野
菊
か
な
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朝
寒
の
そ
で
な
し
探
す
行
李
か
な

秋
夕
や
氣
を
ひ
き
た
て
て
厨
事

夜
寒
さ
や
艫
聲
き
ゝ
つ
つ
厨
事

コ
ス
モ
ス
に
障
子
貼
り
か
へ
て
厨
明
し

コ
ス
モ
ス
に
俎
干
し
て
垣
低
し

湯
ざ
め
せ
る
足
冷
か
に
板
間
ふ
む

秋
雨
や
文
よ
み
さ
し
て
竈
の
ふ
ち

ま
は
り
來
て
秋
日
す
ぐ
消け

ぬ
厨
窓

一
つ
と
り
て
針
さ
し
て
見
ぬ
鍋
の
栗

夜
寒
の
灯
橋
渡
る
見
し
外
厠
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狐
火
の
如
く
岨
行
く
灯
を
見
た
り

 
 

幼
時
追
懷

狐
火
に
お
と
な
し
く
怖
き
父
と
寂
し

打
ち
上
げ
て
忽
ち
氷
る
藻
な
り
け
り

水
鳥
に
枯
蓮
皆
折
る
ゝ
氷
か
な

氷
る
底
に
紅
う
ご
い
た
る
金
魚
か
な

折
れ
て
惜
し
む
手
馴
れ
の
針
を
供
養
か
な

一
間
ふ
さ
ぎ
て
料
理
並
べ
あ
る
寒
さ
か
な

送
り
膳
に
灯
し
て
行
き
し
霜
夜
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
送
り
膳
」
法
事
な
ど
の
供
応
の
席
に
欠
席
し
た
人

に
出
席
し
た
人
と
同
じ
料
理
を
送
り
届
け
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
料
理
を
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指
す
。
当
初
、
私
は
、
こ
の
場
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
筆
者
の
親
し
い

既
に
こ
の
世
に
な
い
故
人
で
は
あ
る
ま
い
か
？

な
ど
と
読
ん
だ
が
、
す

る
と
「
行
き
し
」
の
語
彙
が
定
ま
ら
ぬ
感
じ
が
し
た
。
こ
れ
は
霜
夜
に
言

葉
通
り
の
送
り
膳
を
届
け
る
実
景
と
一
応
は
と
っ
て
お
く
。
］

枯
木
は
づ
し
來
て
干
大
根
土
間
に
あ
り

す
べ
き
事
皆
を
へ
し
厨
や
除
夜
の
鐘
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大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年

門
松
に
つ
ぎ
つ
ぎ
下
車
り
て
褄
と
り
ぬ

松
立
て
ゝ
灯
り
し
町
の
繁
華
か
な

彩
旗
の
か
げ
飛
ぶ
船
板
や
松
飾

霜
と
け
て
か
わ
き
か
ら
び
し
草
を
焚
け
り

霜
消
え
て
草
に
み
じ
か
き
木
影
か
な

焚
火
あ
と
に
焦
げ
て
霜
お
く
蔓
太
し

落
葉
し
て
雲
透
き
動
く
ポ
プ
ラ
か
な

落
葉
ふ
ん
で
木
深
く
入
れ
ば
落
椿

落
葉
掃
く
や
い
つ
し
か
と
け
ゐ
し
羽
織
紐
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踏
み
去
る
や
出
代
る
坂
の
枯
木
影

春
の
人
さ
と
染
め
し頰

へ
袂
か
な

芹
す
ゝ
ぐ
や
水
堰
き
覺
ゆ
る
足
の
甲

芹
摘
む
や
灯
の
街
に
來
て
裾
下
ろ
す

芹
洗
ふ
や
雨
輪
見
え
來
し
船
の
横

漂
ふ
芹
に
水
輪
ひ
ろ
ご
る
濯
ぎ
か
な

波
紋
ひ
ま
な
き
船
の
障
子
や
水
温
む

揚
羽
蝶
花
首
曲
げ
て
す
が
り
け
り

切
れ
蔓
に
吹
き
あ
ふ
ら
る
ゝ
蝶
々
哉

桃
折
る
や
髮
の
地
に
落
つ
雨
雫
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塵
の
中
に
く
さ
り
う
づ
も
る
椿
か
な

出
代
や
塀
摺
り
て
さ
る
傘
の
ふ
ち

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
出
代
」
は
「
で
が
は
り
／
で
か
は
り
（
で
が
わ
り

／
で
か
は
り
）
」
と
読
む
。
出
替
（
わ
）
り
。
奉
公
人
が
一
年
又
は
半
年

の
年
季
を
終
え
て
交
替
す
る
こ
と
、
又
は
、
そ
の
日
。
一
年
年
季
が
春
（
半

年
年
季
は
春
と
秋
）
が
交
代
期
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
春
の
季
語
。
］

し
め
か
へ
て
捲
く
常
帶
や
出
代
女

つ
き
來
る
犬
に
戻
り
つ
な
い
で
出
代
り
ぬ

菊
の
芽
に
曉
雨
お
や
ま
で
出
代
り
ぬ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
曉
雨
」
「
げ
う
う
（
ぎ
ょ
う
う
）
」
は
夜
明
け
に
降

る
雨
。
］

夏
近
し
梧
桐
の
苞
浮
く
潦
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
梧
桐
」
ア
オ
イ
目
ア
オ
イ
科

Sterculioideae 

亜

科
ア
オ
ギ
リ

Firm
iana sim

plex

。
「
苞
」
は
「
は
う
（
ほ
う
）
」
と

読
み
、
花
や
花
序
の
基
部
に
あ
っ
て
芽
や
蕾
を
包
ん
で
保
護
す
る
小
形
の

葉
状
体
。
通
常
の
葉
と
同
様
の
緑
色
の
も
の
、
鱗
片
状
で
褐
色
を
呈
す
る

も
の
、
花
弁
と
見
紛
う
（
実
際
に
花
と
誤
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
ド
ク

ダ
ミ
の
白
い
「
花
」
（
事
実
は
花
序
全
体
の
基
部
を
包
む
総
苞
）
や
、
肉

穂
花
序
を
大
き
な
苞
が
包
む
サ
ト
イ
モ
科
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
の
白
い
「
花
」

（
特
に
仏
炎
苞
と
呼
称
す
る
）
な
ど
）
も
の
な
ど
多
種
多
様
で
あ
る
が
、

ア
オ
ギ
リ

Firm
iana sim

plex

の
そ
れ
は
独
特
の
ヘ
ラ
の
よ
う
な
葉

状
体
を
成
す
。
ア
オ
ギ
リ
は
六〜

七
月
に
枝
先
に
雄
花
と
雌
花
を
交
え
た

大
形
の
円
錐
花
序
を
出
し
、
黄
白
色
五
辨
の
小
花
を
群
生
さ
せ
る
が
萼
片

が
五
つ
あ
る
も
の
の
実
は
花
弁
は
な
い
。
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「
ア
オ
ギ

リ
の
苞
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
老
婆
心
乍
ら
、
「
潦
」
は
「
に
は
た
づ
み

（
に
わ
た
ず
み
）
」
と
読
み
、
雨
が
降
っ
て
地
上
に
流
れ
溜
ま
る
水
若
し

く
は
そ
の
流
れ
を
い
う
。
］

新
茶
す
ゝ
め
て
帶
高
く
去
る
廊
下
か
な

臼
肌
に
染
み
し
葉
色
や
新
茶
碾
く

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%81%AE%E8%8B%9E&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xpyLVMyHKoPs8gWI1oLACw&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_
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腹
か
け
や
頭
勝
ち
過
ぎ
し
足
弱
子

四
葩
切
る
や
前
髮
わ
る
ゝ
洗
ひ
髮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
四
葩
」
は
「
よ
ひ
ら
」
と
読
み
、
ア
ジ
サ
イ
の
異

名
。
「
葩
」
は
花
弁
の
意
。
夏
の
季
語
。
］

玉
蟲
や
瑠
璃
翅
亂
れ
て
疊
這
ふ

月
の
齒
朶
影
濃
く
搖
る
る
淸
水
哉

蝸
牛
に
枝
岐
れ
ん
と
し
て
木
瘤
哉

芥
子
に
佇
つ
や
胸
に
手
く
み
て
腰
細
く

夏
帶
や
浮
葉
の
ひ
ま
に
映
し
過
ぐ

風
を
い
と
ひ
て
鬢
に
か
し
げ
し
日
傘
哉

月
光
涼
し
く
肩
に
碎
く
る
湯
槽
哉



426

坂
人
や
日
の
斑
す
り
行
く
白
日
傘

黄
ば
ら
萎
び
て
香
高
く
散
り
し
机
哉

芥
子
散
る
や
拾
ひ
集
め
て
ま
白
き
掌

涼
し
さ
や
水
つ
け
て
か
く
ほ
つ
れ
髮

梧
桐
や
地
を
亂
れ
打
つ
月
雫

肩
を
す
ぼ
め
て
咳
く
力
な
し
秋
袷

百
舌
鳴
く
や
苔
深
く
さ
す
枝
の
影

つ
る
し
柿
の
色
透
け
て
來
し
軒
夜
寒

こ
ま
ご
ま
と
枯
枝
折
れ
散
る
木
立
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
こ
ま
ご
ま
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〲

」
。
］
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枯
草
に
裾
か
へ
す
時
足
袋
白
し

鍋
に
遠
く
足
袋
か
わ
き
あ
る
爐
ぶ
ち
哉

地
に
近
く
搖
れ
時
雨
ゐ
て
菊
眞
白

葱
畑
に
雨
に
灯
流
す
障
子
か
な

土
に
出
て
濡
れ
ゐ
る
小
石
葱
畠
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大
正
十
（
一
九
二
一
）
年

水
鳥
の
波
紋
靜
か
や
樓
の
脚

水
玉
ふ
つ
て
水
鳥
首
を
立
て
に
け
り

雨
の
菊
起
し
折
る
足
袋
ぬ
れ
に
け
り

鶯
や
う
た
ゝ
ね
さ
め
し
長
ま
つ
げ

山
吹
の
枝
吹
き
上
げ
ぬ
地
這
ふ
風

別
る
ゝ
日
迫
る
と
思
ふ
新
茶
か
な

黑
蝶
に
親
し
む
端
居
夏
殘
し

傘
に
さ
ゝ
や
く
粉
雪
う
れ
し
や
二
の
替

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
二
の
替
」
は
「
に
の
か
は
り
（
に
の
か
わ
り
）
」
で
、

主
に
京
阪
で
の
歌
舞
伎
で
言
う
正
月
興
行
の
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
上
演
狂
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言
。
顔
見
世
の
次
の
興
行
な
の
で
か
く
い
う
。
新
年
の
季
語
。
］
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大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年

重
ね
着
の頰

皺
よ
せ
て
笑
み
貧
し

枯
れ
柳
に
來
し
鳥
吹
か
れ
飛
び
に
け
り

冬
服
や
辭
令
を
祀
る
良
教
師

あ
た
ゝ
か
や
芝
生
に
ま
は
す
客
の
下
駄

灯
の
町
深
く
春
潮
わ
か
れ
の
ぼ
り
け
り

病
め
る
子
に
太
鼓
う
る
さ
き
祭
か
な

芋
畠
に
住
み
て
灯
も
る
ゝ
小
窓
か
な
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大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年

芒
穗
に
荒
れ
居
る
海
や
ど
ろ
に
ご
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
芒
穗
」
は
「
す
す
き
ほ
」
。
］
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大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年

誘
は
れ
て
草
つ
む
と
な
く
出
で
に
け
り

摘
み
草
の
兒
等
佇
ち
見
る
や
描
く
心

松
山
に
來
て
師
に
ま
み
え
夏
羽
織

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
年
譜
に
こ
の
年
の
『
五
月
二
十
四
日
、
高
浜
虚

子
歓
迎
松
山
俳
句
大
会
出
席
』
と
あ
る
。
］

競
ひ
か
ち
て
尾
ふ
る
大
紙
鳶
峰
の
上



433

 
 

大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年

は
し
近
く
金
魚
見
に
出
し
恙
か
な

雁
な
く
や
釣
ら
ね
ど
す
な
る
母
の
供
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昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年

松
籟
や
こ
も
り
な
れ
た
る
冬
座
敷

灯
と
も
し
て
雛
守
る
子
や
宵
の
尼

厨
事
す
み
し
婢
も
居
ぬ
雛
の
前

燭
と
れ
ば
雛
の
影
皆
移
り
け
り

蜆
籠
舳
に
お
か
れ
人
あ
ら
ず

大
地
う
つ
雨
久
し
け
れ
瓢
苗

海
峽
の
潮
こ
く
榮
え
し
幟
か
な

若
あ
し
や
う
た
か
た
堰
を
逆
流
れ

朝
涼
や
芝
刈
見
守
る
老
守
衞



435

苫
か
け
て
舳
高
さ
よ
若
葉
雨

三
日
月
や
槐
若
葉
の
雨
露
し
き
り

葦
葺
の
簷
の
厚
さ
よ
若
楓

昃
り
去
る
雲
の
靜
か
や
牡
丹
園

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
昃
り
」
は
「
か
げ
り
」
と
読
む
。
］

花
茄
子
や
名
も
な
き
妻
と
こ
も
り
す
む

夏
の
夜
や
月
に
干
衣
の
玉
雫

夏
の
夜
や
い
で
ゆ
泊
り
の
た
だ
一
人

葉
鷄
頭
や
紅
ま
え
そ
め
て
露
し
と
ゞ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
、「
ま
え
」
の
右
に
『
（
マ
マ
）
』
注
記
を
施
す
。
］
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夏
祭
渡
御
の
舳
を
つ
ら
ね
た
り

高
原
の
干
草
い
き
れ
星
あ
か
く

銀
漢
や
芝
生
の
映
画
人
だ
か
り

 
 

大
阪
の
母
滯
在

夕
顏
や
灯
と
ほ
く
母
と
ね
こ
ろ
び
て

温
泉
の
宿
や
夜
明
の
靑
嶺
蚊
帳
ご
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
上
五
は
「
で
ゆ
の
や
ど
や
」
と
読
ん
で
い
る
も
の
と

推
測
す
る
。
］

吹
き
と
ほ
す
月
の
蚊
帳
や
濱
館

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
個
人
的
に
好
き
な
句
で
あ
る
。
］

蚊
帳
を
す
く
さ
靑
き
灯
か
な
戲
曲
よ
む
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
個
人
的
に
好
き
な
句
で
あ
る
。
］

小
萩
野
や
峰
を
下
り
る
雲
の
影

海
廊
や
紅
葉
し
そ
め
し
蔦
柱

り
ん
ど
う
の
濃
る
り
輝
く
岩
根
か
な

雨
冷
の
俄
か
障
子
や
葉
鷄
頭

稻
妻
の
は
た
め
き
う
つ
る
芙
蓉
か
な

冬
籠
る
有
髮
の
僧
や
子
澤
山
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昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年

松
の
内
こ
も
り
く
ら
し
て
雪
と
け
ず

足
袋
白
き
婢
の
た
ち
ゐ
か
な
松
の
内

寒
菊
や
身
を
い
た
は
り
て
厨
事

水
仙
や
小
家
な
が
ら
も
靑
疊

如
月
の
海
を
わ
た
り
し
句
會
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
同
年
二
月
の
句
会
は
年
譜
で
は
『
二
月
五
日
、
若
松

俳
句
会
（
若
松
市
本
町
ひ
さ
や
旅
館
）
。
嫩
葉
会
第
九
回
句
会
。
一
方
亭

惜
春
会
』
と
あ
る
孰
れ
か
か
。
小
倉
か
ら
な
ら
若
松
へ
は
洞
海
湾
を
渡
る
。
］

二
ン
月
や
芝
生
の
ざ
ぼ
ん
落
ち
し
ま
ゝ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
二
ン
月
」
は
「
に
ん
が
つ
」
と
読
み
、
俳
句
で
し

か
見
ら
れ
な
い
用
法
で
あ
る
。「
日
本
国
語
大
辞
典
」
に
は
「
に
ん
が
ち
」
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と
し
て
二
月
の
転
訛
し
た
語
と
い
う
の
が
古
語
と
し
て
載
る
が
、
こ
れ
辺

り
を
も
と
に
音
数
律
に
合
わ
せ
る
た
め
、
恣
意
的
に
転
訛
し
て
拵
え
た
語

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
］

春
寒
や
う
す
み
ど
り
も
え
廣
野
み
ち

莖
立
に
曇
り
日
な
が
ら
散
歩
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
莖
立
」
は
「
く
き
た
ち
（
だ
ち
）
／
く
く
た
ち
（
だ

ち
）
」
と
読
み
、
春
三
、
四
月
頃
に
大
根
や
蕪
な
ど
の
菜
が
茎
を
伸
ば
す

こ
と
を
い
う
語
で
、
そ
の
伸
び
た
茎
が
、
「
と
う
が
立
つ
」
の
薹と

う

に
当
た

る
。
］

春
も
は
や
牡
丹
櫻
の
落
花
か
な

大
い
な
る
古
蚊
帳
吊
り
て
槐
宿

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、
「
槐
」
は
「
ゑ
ん
じ
ゆ
」
と
読
み
、

マ
メ
目
マ
メ
科
マ
メ
亜
科
エ
ン
ジ
ュ

Styphnolobium
 japonicum

で
あ
る
。
巨
木
の
槐
の
木
蔭
に
あ
る
老
舗
の
宿
の
景
か
。
い
や
、
こ
れ
は
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自
宅
を
か
く
称
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
］

靑
蘆
や
萬
葉
遠
賀
の
古
江
道

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
の
表
記
は
「
青
芦
」
「
万
葉
」
。
］

歸
省
子
に
師
を
招
び
ま
つ
る
夕
べ
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、「
招
び
ま
つ
る
」
は
「
よ
び
ま
つ
る
」
。

こ
の
「
歸
省
子
」
は
長
女
昌
子
さ
ん
か
。
］

唐
黍
や
子
ら
す
こ
や
か
に
夫
の
留
守

新
涼
の
草
し
き
ふ
せ
り
靑
瓢

葉
ご
も
り
の
靑
い
ち
ぢ
く
や
秋
涼
し

壺
な
が
ら緣

の
日
あ
て
る
野
菊
か
な
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熊
本
水
前
寺
に
て

絵
簾
の
か
た
は
ず
れ
し
て
泉
殿

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
同
年
年
譜
に
よ
れ
ば
こ
の
夏
に
熊
本
へ
旅
し
て
い

る
。
］

草
堤
鯊
釣
る
母
に
從
へ
り

晩
涼
や
月
今
の
ぼ
る
庭
木
立

小
萩
原
下
り
く
る
杣
を
見
上
げ
け
り

り
ん
ど
う
や
莊
園
に
し
て
す
そ
の
原

俳
信
の
く
る
日
こ
ぬ
日
や
む
か
ご
垣

と
ざ
し
あ
る
花
見
の
亭
や
か
へ
り
花

む
か
ご
蔓
こ
ぼ
れ
つ
く
し
て
き
ば
み
け
り
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松
風
や
病
養
ふ
桐
火
桶

 
 

昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年

庭
隅
に
お
ち
し
柑
子
や
冬
籠
り

一
む
ら
の
寒
菊
の
芽
も
根
分
か
な

童
顏
の
合
屋
校
長
紀
元
節

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
合
屋
校
長
」
合
屋
武
城

ご

う

や

ぶ

じ

ょ

う

は
、
宇
内
の
上
司
で
あ
る

当
時
の
小
倉
中
学
校
（
現
在
の
県
立
小
倉
高
等
学
校
）
の
校
長
（
専
門
は

博
物
学
）
。
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
よ
れ
ば
、
彼
と
は
『
家
族

ぐ
る
み
親
し
か
っ
た
。
久
女
が
没
し
た
と
き
に
宇
内
と
と
も
に
病
院
で
通

夜
を
し
た
の
は
こ
の
合
屋
校
長
で
あ
っ
た
』
と
あ
る
。
］

薄
氷
や
橋
の
袂
の
緋
鮒
賣

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
条
鰭
綱
骨
鰾
上
目
コ
イ
目
コ
イ
科
コ
イ
亜
科
フ
ナ
属
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ヒ
ブ
ナ

C
arassius auratus auratus

。
ウ
ィ
キ
の
「
ヒ
ブ
ナ
」
に

よ
れ
ば
、
約
一
七
〇
〇
年
前
、
『
中
国
で
発
見
さ
れ
た
フ
ナ
の
突
然
変
異

で
誕
生
し
た
。
そ
の
後
、
突
然
変
異
な
ど
で
キ
ン
ギ
ョ
と
な
っ
た
。
た
だ

し
、
フ
ナ
属
の
ど
の
種
が
キ
ン
ギ
ョ
の
野
生
種
で
あ
る
か
は
特
定
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
が
』
、
二
〇
〇
八
年
に
な
っ
て
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
結
果
、
フ
ナ

属
ギ
ベ
リ
オ
ブ
ナ

C
arassius gibelio 

が
『
直
接
の
先
祖
に
あ
た
る

事
が
判
明
し
た
』
と
あ
る
。
］

探
梅
や
お
石
茶
屋
に
て
行
逢
へ
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
お
石
茶
屋
」
福
岡
県
太
宰
府
市
宰
府
太
宰
府
天
満

宮
本
殿
裏
側
の
北
神
苑
に
あ
る
茶
屋
。
福
岡
県
観
光
連
盟
公
社
の
観
光
情

報
サ
イ
ト
内
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
生
ま
れ
の

先
代
女
将
江
崎
イ
シ
さ
ん
が
始
め
た
茶
店
で
、
『
イ
シ
さ
ん
は
美
し
い
女

性
で
お
イ
シ
し
ゃ
ん
と
親
し
み
を
込
め
て
呼
ば
れ
、
当
時
の
帝
国
大
学
の

学
生
の
人
気
の
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
や
が
て
学
生
か
ら
社
会
人
と
な
り
、

政
界
、
財
界
、
文
学
界
で
活
躍
し
た
彼
ら
が
全
国
に
お
イ
シ
し
ゃ
ん
の
噂

を
広
め
た
。
炭
鉱
王
、
麻
生
太
吉
は
自
宅
か
ら
通
い
や
す
い
よ
う
に
と
お

イ
シ
し
ゃ
ん
の
た
め
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
ト
ン
ネ
ル

は
今
で
も
店
の
先
に
あ
り
、
現
役
で
使
わ
れ
て
い
る
』
。
お
イ
シ
し
ゃ
ん

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%96%E3%83%8A
http://www.crossroadfukuoka.jp/event/?mode=detail&isSpot=1&id=400000005731
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は
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
に
『
亡
く
な
る
ま
で
独
身
を
貫
き
、
現
在

は
お
イ
シ
し
ゃ
ん
の
姪
が
跡
を
継
い
で
い
る
。
梅
ヶ
枝
餅
が
食
べ
ら
れ
る

ほ
か
、
食
事
も
で
き
る
。
松
花
堂
弁
当
の
お
石
弁
当
は
女
性
に
人
気
。
梅

の
香
う
ど
ん
は
自
家
製
の
梅
肉
と
う
ど
ん
の
だ
し
が
か
ら
ま
り
、
フ
ァ
ン

が
多
い
。
山
か
け
う
ど
ん
は
粘
り
が
強
い
丹
波
の
丸
い
も
を
使
用
。
北
神

苑
の
奥
に
あ
る
た
め
静
か
で
五
月
の
新
緑
の
こ
ろ
は
こ
と
さ
ら
美
し
い
』

と
あ
る
。
昭
和
四
年
当
時
は
久
女
三
十
九
、「
お
イ
シ
し
ゃ
ん
」
は
三
十
。

『
亡
く
な
る
ま
で
独
身
を
貫
』
い
た
と
い
う
お
イ
シ
し
ゃ
ん
は
久
女
を
ど

う
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
久
女
が
固
有
名
詞
を
か
く
も
詠
み
込
む
の
は
極

め
て
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
久
女
は
き
っ
と
こ
の
茶
屋
と
「
お
イ
シ
し
ゃ

ん
」
が
好
き
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
］

ま
き
か
へ
す
遲
日
の
院
の
繪
卷
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
前
後
の
句
か
ら
は
「
院
」
は
太
宰
府
天
満
宮
内
の
宝

物
殿
で
、
「
繪
卷
」
は
福
岡
藩
初
代
藩
主
黒
田
長
政
が
元
和
五
（
一
六
一

九
）
年
に
「
北
野
天
神
縁
起
」
を
書
写
さ
せ
て
奉
納
し
た
九
州
最
古
の
天

神
縁
起
で
「
天
神
縁
起
絵
巻
元
和
本
」
（
現
在
県
指
定
文
化
財
。
以
上
は

太
宰
府
天
満
宮
公
式
サ
イ
ト
の
デ
ー
タ
に
拠
る
）
か
？

識
者
の
御
教
授

を
乞
う
。
］
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探
梅
や
手
に
ぶ
ら
さ
げ
し
削
鷽

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
削
鷽
」
は
「
け
ず
り
う
そ
」
と
読
み
、
大
宰
府
天

満
宮
の
鷽
替

う

そ

が

え
神
事
で
知
ら
れ
る
「
木
う
そ
」
で
あ
る
。
太
宰
府
天
満
宮

公
式
サ
イ
ト
の
神
事
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
神
事
自
体
は
一
月
七
日
の
午
後

六
時
か
ら
楼
門
横
の
天
神
広
場
の
斎
場
で
行
わ
れ
る
と
あ
り
、『
「
替
え
ま

し
ょ
、
替
え
ま
し
ょ
」
の
掛
け
声
の
も
と
、
暗
闇
の
中
で
手
に
し
た
「
木

う
そ
」
を
お
互
い
に
交
換
し
取
り
替
え
』
る
。
『
こ
れ
は
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
つ
い
た
す
べ
て
の
嘘
を
天
神
さ
ま
の
誠
心
に
替
え
、
ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
悪
い
こ
と
を
嘘
う
そ
に
し
て
今
年
の
吉
に
取
り
替
え
る
と

い
う
意
味
が
あ
り
』
、『
神
事
の
後
に
手
に
し
た
「
木
う
そ
」
は
ご
自
宅
の

神
棚
に
お
祀
り
し
、
一
年
間
の
幸
福
を
お
祈
り
し
ま
す
』
と
あ
る
。
］

ふ
る
さ
と
の
野
に
遊
ぶ
娘
や
す
み
れ
草

秀
枝
な
る
一
重
山
吹
咲
き
初
め
し

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
秀
枝
」
は
「
ほ
つ
え
」
と
読
む
。
秀
つ
枝
・
上
つ

枝
（
孰
れ
も
「
ほ
つ
え
」
と
読
む
）
と
も
書
く
。
上
代
語
で
「
つ
」
は
位

http://www.dazaifutenmangu.or.jp/sanpai/saiten/special/onisube
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置
を
示
す
格
助
詞
で
、
上
の
方
の
枝
の
意
。
反
対
語
は
「
下
枝
」
（
し
し

づ
え
（
し
ず
え
）
。
］

一
二
辨
そ
り
か
へ
り
た
る
姫
辛
夷

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
姫
辛
夷
」
は
「
ひ
め
こ
ぶ
し
」
と
読
む
が
、
こ
れ

は
狭
義
に
は
モ
ク
レ
ン
目
モ
ク
レ
ン
科
モ
ク
レ
ン
属
シ
デ
コ
ブ
シ
（
幣
辛

夷
・
四
手
拳
）M

agnolia stellata

の
別
名
で
あ
る
。
但
し
、
本
種
は

日
本
固
有
種
で
、
愛
知
・
岐
阜
・
三
重
県
の
一
部
に
分
布
す
る
周
伊
勢
湾

要
素
（
東
海
丘
陵
要
素
植
物
群
）
」
の
一
種
で
あ
る
か
ら
ど
う
も
こ
れ
で

は
な
く
（
こ
こ
ま
で
は
ウ
ィ
キ
の
「
シ
デ
コ
ブ
シ
」
に
拠
る
）
、
こ
こ
で

は
単
に
モ
ク
レ
ン
属
コ
ブ
シ

M
agnolia K

obus 

の
樹
体
も
花
も
小
さ

な
も
の
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
］

芽
杉
も
て
ふ
け
る
と
こ
ろ
や
花
御
堂

大
蛇
の
す
が
り
し
ま
ゝ
に
風
の
藤

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
ら
し
い
い
い
句
で
あ
る
。
］

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%87%E3%82%B3%E3%83%96%E3%82%B7
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靑
芝
や
樋
割
れ
に
の
せ
し
石
一
つ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
個
人
的
に
好
き
な
視
線
で
あ
る
。
］

老
鶯
や
こ
も
り
馴
れ
た
る
槐
宿

草
む
し
る
芝
生
の
所
化
も
紺
單
衣

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、
「
所
化
」
は
「
し
よ
け
（
し
ょ
け
）
」

で
修
行
僧
。
こ
こ
は
若
い
必
要
が
あ
る
よ
う
に
私
は
思
う
。
］

梅
雨
雲
の
か
く
さ
う
べ
し
や
霧
が
嶽

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
霧
が
嶽
」
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
に
あ
る
標

高
五
九
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
足
立
山
の
別
名
。
］

釣
蘭
や
深
彫
り
し
た
る
十
字
架

く

る

す

の
名

一
椀
の
味
な
き
飯
や
梅
雨
ご
も
り



448

靑
桐
や
い
よ
い
よ
し
げ
き
簷
の
雨

わ
か
る
ゝ
や
夾
竹
桃
の
影
ふ
み
て

斑
猫
の
翅
を
ひ
ろ
げ
て
舞
ひ
去
れ
り

川
上
へ
の
ぼ
り
つ
れ
け
り
星
の
笹

青
瓢
驟
雨
過
ぎ
た
る
草
む
ら
に

育
瓢
曉
雨
凝
り
た
る
草
む
ら
に

新
涼
や
莟
尖
り
し
白
桔
梗

夫
を
ま
つ
料
理
も
冷
え
ぬ
ち
ゝ
ろ
蟲

芋
畑
に
沈
め
る
納
屋
の
細
灯

月
光
を
遮
る
簷
の
廣
葉
か
な
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そ
こ
ば
く
の
稿
料
え
た
り
ホ
句
の
秋

草
の
實
を
い
つ
し
か
つ
け
て
憩
ひ
け
り
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昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年

蘆
嫩
芽
む
ら
立
つ
中
に
か
ゞ
み
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
蘆
」
は
底
本
で
は
「
芦
」
。
老
婆
心
乍
ら
、「
嫩
芽
」

は
「
わ
か
め
」
で
若
か
芽
。
］

春
蘭
や
雨
を
ふ
く
み
て
薄
み
ど
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
春
蘭
」
単
子
葉
植
物
綱
ク
サ
ス
ギ
カ
ズ
ラ
目
ラ
ン

科
セ
ッ
コ
ク
亜
科
シ
ュ
ン
ラ
ン
連

C
ym

bidiinae 

亜
連
シ
ュ
ン
ラ
ン

C
ym

bidium
 goeringii

。
本
邦
で
は
各
地
で
普
通
に
見
ら
れ
る
野
生

蘭
の
一
種
。
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「C

ym
bidium

 goeringii

」
。
］

杜
若
さ
げ
來
し
君
と
業
平
忌

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
元
慶
四
年
五
月
二
十
八
日
（
八
八
〇
年
七
月
九
日
）

に
享
年
五
十
六
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
、
晩
年
を
過
ご
し
た
と
伝
え
る
京

大
原
野
の
十
輪
寺
で
は
こ
の
五
月
二
十
八
日
を
業
平
の
忌
日
と
し
て
が

法
要
が
営
ま
れ
る
。
］

https://www.google.co.jp/search?q=Cymbidium+goeringii&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BFOWVJW2PJLn8AXWvYD4BQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899
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露
凝
れ
ば
垣
夕
顏
の
閉
ぢ
あ
へ
ず

伐
り
は
ら
ふ
軒
の
ひ
ろ
菓
や
居
待
月

 
 

英
彦
山
に
て

雲
海
に
さ
丹
づ
ら
ふ
日
や
秋
の
蕃

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
底
本
で
は
「
さ
丹
づ
ら
ふ
」
の
「
丹
」
の
右
に
編
者

に
よ
る
『
（
マ
マ
）
』
注
記
が
あ
る
が
、
何
故
か
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
こ

れ
で
問
題
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
さ
丹
づ
ら
ふ
」
は
「
さ
丹
頰
ふ
（
さ
に

つ
ら
ふ
）
」
で
、
赤
み
を
帯
び
て
美
し
く
映
え
て
い
る
、
ほ
の
赤
い
の
意

の
万
葉
以
来
の
上
代
語
。
接
頭
語
「
さ
」
＋
名
詞
「
丹に

」
＋
名
詞
「頰

つ

ら

」

＋
動
詞
を
作
る
接
尾
語
「
ふ
」
で
、
原
義
は
「
赤
い頰

を
し
て
い
る
」
の

意
。
そ
こ
か
ら
「
色
」「
君
」「
妹い

も

」「
紐ひ

も

」「
も
み
ぢ
」
な
ど
を
形
容
す
る

言
葉
と
し
て
多
彩
に
用
い
ら
れ
、
枕
詞
と
す
る
辞
書
も
多
い
。
］

山
腹
の
町
に
下
り
き
ぬ
秋
の
暮
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枯
蔦
を
誘
て
こ
ぼ
る
る
む
か
ご
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
誘
て
」
は
何
と
読
ん
で
い
る
か
？

私
は
「
を
び

き
て
（
お
び
き
て
）
」
と
一
応
訓
じ
た
い
と
思
う
。
］
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昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年

娘
に
ゆ
づ
る
櫛
笄
や
花
の
春

塀
ぎ
は
に
萌
え
し
蕨
を
そ
だ
て
け
り

む
す
び
や
る
娘
の
春
帶
は
板
の
如

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
二
句
前
の
も
の
と
併
せ
、
長
女
昌
子
さ
ん
で
あ
ろ
う
。

こ
の
年
、
二
十
歳
成
人
式
で
あ
っ
た
。
］

木
蓮
や
人
來
り
去
る
井
の
ほ
と
り

木
蓮
の
花
影
あ
び
て
去
り
が
た
く

竹
た
て
て
百
合
根
の
上
を
ふ
ま
じ
と
ぞ

は
ね
つ
る
べ
菖
蒲
の
水
の
上
り
下
り

た
も
と
ほ
る
女
誰
々
ぞ
濃
紫
陽
花
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、
「
た
も
と
ほ
る
」
は
ラ
行
四
段
活
用

の
自
動
詞
で
、
同
じ
と
こ
ろ
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
、
歩
き
回
る
。
徘

徊
る
。
「
た
」
は
接
頭
語
で
「
も
と
ほ
る
」
は
巡
る
、
回
る
の
意
の
上
代

の
動
詞
。
］

星
の
竹
病
む
娘
の
ホ
句
も
吊
り
添
ゆ
れ

囮
籠
か
け
ゐ
る
人
を
木
影
よ
り

秋
耕
の
古
鍬
の
柄
を
す
げ
に
け
り

干
鰯
見
て
ゐ
る
欄
も
夕
づ
け
り

す
で
に
し
て
簀
子
の
鰯
夕
づ
け
り



455

 
 

昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年

草
の
戸
に
住
む
う
れ
し
さ
よ
若
菜
つ
み

雲
影
を
か
き
消
す
波
や
蓴
摘
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
蓴
」
は
「
ぬ
な
は
（
ぬ
な
わ
）
」
で
、
双
子
葉
植
物

綱
ス
イ
レ
ン
目
ハ
ゴ
ロ
モ
モ
科
ジ
ュ
ン
サ
イ

B
rasenia schreberi

の
こ
と
。
］

木
の
芽
垣
日
に
か
が
や
い
て
雫
暗

露
け
し
や
掌
に
も
ぎ
の
せ
し
濃
無
花
果

 
 

世
の
煩
ひ
を
忘
れ
て
龍
胆
を
つ
み
つ
ゝ
さ
ま
よ
ふ
こ
と

七
日
ば
か
り

龍
胆
や
孤
り
來
な
れ
し
仙
の
背
戸

龍
胆
の
夕
む
ら
さ
き
は
昃
り
け
り
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昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年

温
室

む

ろ

の
戸
を
流
る
ゝ
露
や
萵
苣

ち

さ

そ
だ
つ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
萵
苣

ち

さ

」
キ
ク
目
キ
ク
科
ア
キ
ノ
ノ
ゲ
シ
属
チ
シ
ャ

Lactuca sativa

は
レ
タ
ス
の
こ
と
。
］

か
や
む
ら
を
飛
出
す
鳥
や
堤
や
く

春
の
風
邪
臥
す
に
も
あ
ら
ず
い
つ
ま
で
も

三
方
に
も
え
咲
く
筒
や
ア
マ
リ
リ
ス

き
よ
ら
か
に
す
み
て
子
の
無
し
雛
の
前

甘
酒
を
わ
か
し
我
ま
つ
母
や
さ
し

つ
れ
づ
れ
の
雛
つ
く
り
す
母
手
ま
め

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
つ
れ
づ
れ
」
の
後
半
は
底
本
で
は
踊
り
字
「〲

」
。
］
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ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
し
文
あ
り
春
の
徑

雛
か
ざ
る
娘
の
遊
學
は
な
ほ
許
り
ず

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
次
女
光
子
さ
ん
で
あ
る
。
東
京
の
女
子
美
術
専
門
学

校
（
現
在
の
女
子
美
術
大
学
）
に
合
格
し
て
も
、
そ
れ
で
も
夫
宇
内
は
な

か
な
か
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ゆ
り
ず
」
は
「
許
り
ず
」

で
下
二
段
活
用
「
許
る
」
は
、
許
さ
れ
る
・
許
可
が
下
り
る
の
意
味
の
古

語
で
あ
る
。
］

鳳
蝶
の
陽
を
照
り
か
へ
す
瑠
璃
翅
か
な

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
鳳
蝶
」
は
「
あ
げ
は
（
で
ふ
／
ち
ょ
う
）
」
の
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
こ
は
下
五
の
「
瑠
璃
翅

る

り

し

」
か
ら
も
「
ほ
う
て
ふ
」
と
音
読

み
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
］

高
み
よ
り
水
に
降
り
來
る
藤
し
づ
か

春
の
帶
む
す
び
か
へ
ゐ
る
芝
生
か
な
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紅
つ
つ
じ
椽
に
坐
れ
ば
照
る
お
も
ひ

花
散
ら
す
椽
端
の
風
雨
猛
り
來
れ

 
 

寶
塚
に
て

並
び
聽
く
母
耳
う
と
し
遠
河
鹿

月
涼
し
四
方
の
水
田
の
歌
蛙

 
 

於
遠
賀
堤

水
上
の
英
彦
は
白
し
若
葉
つ
む

沙
羅
の
花
降
り
來
る
鐘
を
つ
き
に
け
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
沙
羅
の
花
」
ツ
バ
キ
目
ツ
バ
キ
科
ナ
ツ
ツ
バ
キ

Stew
artia pseudocam

ellia

。
グ
ー
グ
ル
画
像
検
索
「
夏
椿
の
花
」
。

仏
教
の
聖
樹
娑
羅
樹
に
擬
せ
ら
れ
て
多
く
の
寺
院
に
植
え
ら
れ
て
い
る

https://www.google.co.jp/search?q=Stewartia+pseudocamellia&safe=off&rlz=1C1ARAB_enJP452JP452&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EmCWVLnzB6G1mwWJi4HQBA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=899#safe=off&tbm=isch&q=%E5%A4%8F%E6%A4%BF%E3%81%AE%E8%8A%B1
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が
、
あ
れ
は
熱
帯
性
の
ア
オ
イ
目
フ
タ
バ
ガ
キ
科

Shorea 

属
サ
ラ
ソ

ウ
ジ
ュ

Shorea robusta

で
全
く
の
別
物
で
あ
る
。
］

鳴
り
ひ
び
く
鐘
も
供
養
や
沙
羅
の
花

鐘
つ
く
や
四
方
に
わ
き
た
つ
雲
の
峰
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昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年

鴛
鴦
の
ゐ
て
ひ
ろ
ご
る
波
や
月
明
り

 
 

二
月
十
日
稚
内
よ
り
巨
蟹
を
送
ら
れ
て
打
興
ず

オ
ホ
ツ
ク
の
海
鳴
か
た
れ
巨
き
蟹

ゆ
で
あ
げ
て
蟹
美
し
や
湯
氣
赤
く

釜
の
湯
の
た
ぎ
る
も
た
の
し
蟹
う
で
ん

 
 

紀
元
節
ひ
と
り
香
春

カ

ハ

ル

神
宮
院
に
あ
そ
び
て

岩
ば
し
る
水
の
響
き
や
梅
探
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
香
春
神
社
」
は
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町

か

わ

ら

ま

ち

大
字
香
春

に
あ
る
香
春

か

わ

ら

神
社
。
但
し
、
こ
ち
ら
の
個
人
ブ
ロ
グ
「
頑
固
親
爺
の
独
り

言
」
の
同
神
社
の
記
事
に
は
「
カ
ハ
ル
」
の
訓
読
例
が
示
さ
れ
て
あ
り
、

し
か
も
『
香
春
は
「
か
は
る
」
と
読
む
が
、
も
と
は
「
カ
ル
」
で
あ
る
。

http://blog.sun20.jp/201302/article_2.html
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カ
ル
と
は
金
属
、
特
に
銅
の
こ
と
で
あ
る
。
香
春
の
三
ノ
岳
に
は
古
い
採

銅
所
が
あ
り
、
こ
こ
の
銅
か
ら
八
幡
宮
の
神
鏡
が
作
ら
れ
て
い
た
』
と
あ

る
。
］

背
山
よ
り
た
つ焰

ほ

煙
や
梅
の
茶
屋

裏
山
の
笹
の焰

鳴
り
や
梅
の
茶
屋

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「焰

鳴

り
」「
日
本
国
語
大
辞
典
」
に
「
ほ
な
る
」
の

項
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
方
言
と
し
て
火
が
起
こ
る
（
山
梨
県
南
巨
摩
郡
奈

良
田
）
、
熱
を
・
ほ
て
る
（
伊
豆
三
宅
島
）
と
あ
る
。
先
行
す
る
こ
ち
ら

の
「
風
さ
そ
ふ
遠
賀
の
萱
む
ら焰

ほ

鳴
り
つ
ゝ
」
の
私
の
注
や
そ
の
前
後
の

句
も
参
照
さ
れ
た
い
。
］

探
梅
や
暮
れ
て
嶮
し
き
香
春
嶽

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
香
春
嶽
」
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
に
あ
る
三
連
峰

（
地
図
上
の
ピ
ー
ク
は
四
ヶ
所
）
の
香
春
岳

か

わ

ら

だ

け

。
参
照
し
た
ウ
ィ
キ
の
「
香

春
岳
」
に
よ
れ
ば
、『
地
元
で
は
香
春
岳
と
呼
ば
ず
、
一
ノ
岳
、
二
ノ
岳
、

三
ノ
岳
と
各
々
を
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
』
と
あ
り
、
最
高
峰
は
三
ノ
岳
で
標

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/09/post-ee07.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%98%A5%E5%B2%B3
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高
五
〇
八
・
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
香
春
神
社
（
古
く
は
こ
れ
ら
の
山
岳

上
に
あ
っ
た
）
は
現
在
、
一
ノ
岳
の
真
北
の
山
麓
に
あ
り
、
山
は
こ
の
一

ノ
岳
か
ら
北
北
東
に
二
ノ
岳
・
香
春
岳
（
地
図
上
に
確
認
出
来
る
四
つ
目

の
ピ
ー
ク
）
・
三
ノ
岳
と
続
い
て
い
る
。
］

谷
深
く
探
ぐ
る
一
宇
や
梅
花
節

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
梅
花
節
」
は
「
ば
い
く
わ
せ
つ
（
ば
い
か
せ
つ
）
」
」

と
読
み
、
紀
元
節
の
別
名
。
梅
佳
節
と
も
。
］

芹
つ
む
で
淋
し
き
歩
を
ぞ
返
し
け
る

春
寒
く
籠
り
て
や
せ
ぬ
も
の
食
ま
ず

い
ぢ
け
ゐ
る
我
魂
あ
は
れ
芹
つ
ま
ん

東
風
寒
や
孤
り
來
な
れ
し
遠
賀
堤

雛
淋
し
け
れ
ど
も
孤
り
か
ざ
り
ゐ
る
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潮
疾
し
さ
よ
り
を
抄
ふ
礁
ほ
と
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
抄
ふ
」
は
「
と
ら
ふ
」
と
訓
じ
て
い
る
か
。
］

見
渡
し
て
帝
都
は
親
し
花
の
雲

 
 

英
彦
よ
り

降く

だ

り
來
て
石
楠
折
る
や
谷
深
く

石
楠
花
や
こ
こ
よ
り
仰
ぐ
彦
の
宮

郭
公
や
太
敷
た
て
し
朱
の
宮

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、「
太
敷
」
は
「
ふ
と
し
く
」
と
読
む
。
］

南
國
の
五
月
は
た
の
し
朱
欒
咲
く

朱
欒
咲
く
わ
が
誕
生

あ

れ

月
の
空
眞
珠

ま

た

ま
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
は
五
月
生
ま
れ
（
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年

五
月
三
十
日
）
。
］

ほ
り
出
し
て
全
き
古
瓦
や
草
の
花

へ
や
深
く
漂
ふ
日
あ
り
菊
花
干
す

炎
上
を
の
が
れ
て
尊
と
御頰

疵

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
各
所
の
寺
院
で
こ
う
し
た
話
を
聴
く
が
、
年
譜
に
は

旅
行
な
ど
の
記
載
が
な
く
（
行
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
記
載
が
な
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
、
同
定
出
来
な
い
。
］

疾
く
起
き
て
掃
く
た
の
し
み
や
露
の
花
園

澁
ぬ
け
て
旭
に
透
く
色
や
つ
る
し
柿

秋
晴
の
嚴
に
こ
し
か
け
釣
の
幸

雪
颪
す
帆
柱
山

ホ

バ

シ

ラ

冥
し
官
舍
訪
ふ



465

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
補
注
：
こ
の
句
、
実
は
底
本
全
集
本
文
に
は
載
ら
な
い
。

底
本
年
譜
の
同
年
の
条
に
、
こ
の
年
の
五
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
雜

詠
巻
頭
（
三
回
目
。
坂
本
宮
尾
「
杉
田
久
女
」
に
拠
る
）
に
次
の
五
句
が

載
っ
た
と
し
て
、

雪
颪
す
帆
柱
山

ホ

バ

シ

ラ

冥
し
官
舍
訪
ふ

生
ひ
そ
め
し
水
草
の
波
梳
き
來
た
り

逆
潮
を
の
り
き
る
船
や
瀨
戸
の
春

磯
菜
つ
む
行
手
い
そ
が
ん
い
ざ
子
ど
も

く
ぐ
り
見
る
松
が
根
高
し
春
の
雪

と
記
載
さ
れ
て
あ
る
（
本
文
同
様
、
恣
意
的
に
正
字
化
し
て
あ
る
）
。
と

こ
ろ
が
、
今
ま
で
久
女
の
句
を
打
ち
込
ん
で
き
た
私
に
は
、
こ
の
冒
頭
の

句
に
は
見
覚
え
が
な
か
っ
た
。
検
索
し
て
も
出
て
こ
な
い
。
打
ち
落
と
し

た
の
か
と
不
安
に
な
っ
た
が
、
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
発
見
、

そ
こ
に
『
こ
の
句
は
句
集
に
は
未
収
録
』
と
あ
っ
て
ま
ず
は
安
心
し
た
。

以
下
、
宮
尾
氏
が
こ
の
句
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
や
や
長
い
が
、
山
口

青
邨
の
評
引
用
な
ど
、
非
常
に
興
味
深
い
の
で
引
用
さ
せ
て
戴
く
（
ア
ラ

ビ
ア
数
字
を
漢
数
字
に
代
え
た
）
。
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《
引
用
開
始
》

雪
颪
す
帆
柱
山

ほ

ば

し

ら

冥
し
官
舎
訪
ふ

こ
の
句
は
句
集
に
は
未
収
録
で
あ
る
。
帆
柱
山
は
北
九
州
市
八
幡
東
区

に
あ
る
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
山
で
久
女
の
家
か
ら
も
見
え
た
。
帆
柱
山

と
い
う
名
前
は
、
神
功
皇
后
の
船
の
帆
柱
に
す
る
杉
を
伐
り
出
し
た
と
い

う
伝
説
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
（
昭
九
・
六
）
で
こ
の
句
の
評
を
担
当
し
た
山
口
青

邨
は
、
「
官
舎
訪
ふ
」
と
い
う
下
五
の
も
つ
斬
新
さ
と
力
強
さ
に
注
目
し

て
、
「
此
句
で
変
つ
て
ゐ
る
点
は
突
然
に
篭
と
い
ふ
事
を
拉
し
来
つ
た
こ

と
で
あ
つ
て
、
か
う
置
か
れ
て
見
る
と
官
舎
で
な
い
他
の
家
と
い
ふ
や
う

な
生
ぬ
る
い
事
で
は
斯こ

う
し
た
強
い
感
じ
は
出
な
い
、
何
故
官
舎
を
訪
ね

る
の
か
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
詮
索
は
無
用
の
こ
と
で
あ
る
。
久
女
さ
ん
の

句
は
何
時
も
か
う
し
た
力
強
い
句
で
あ
る
が
、
此
句
の
場
合
も
洵

ま
こ
と

に
力
強

い
男
性
的
な
感
じ
を
出
し
て
ゐ
る
」
と
あ
る
。

青
邨
の
指
摘
通
り
、
官
舎
と
い
う
ま
だ
俳
句
に
は
珍
し
か
っ
た
語
が
、

句
に
斬
新
さ
と
あ
る
種
の
硬
質
な
響
き
を
与
え
て
い
る
。
山
口
誓
子
は
八

幡
製
鉄
を
見
学
し
て
〈
七
月
の
青
嶺
ま
ぢ
か
く
熔
鉱
炉
〉
と
鮮
烈
な
印
象

の
句
を
残
し
た
が
、
「
青
嶺
」
と
は
、
こ
の
帆
柱
山
で
あ
る
。

久
女
も
現
代
的
な
風
景
を
詠
む
こ
と
に
挑
戦
し
た
。
帆
柱
山
と
い
う
地

名
の
響
き
も
、
文
字
も
句
に
情
趣
を
添
え
て
い
る
。
「
帆
柱
山

ほ

ば

し

ら

冥
し
」
で
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小
休
止
が
あ
っ
て
、
下
五
に
つ
づ
く
。
町
に
迫
る
よ
う
に
立
つ
帆
柱
山
か

ら
の
雪
嵐
の
情
景
を
描
写
し
な
が
ら
、
官
舎
を
訪
問
す
る
作
者
の
小
さ
な

決
意
を
要
す
る
よ
う
な
心
持
ち
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

橋
本
多
佳
子
は
、
こ
の
句
の
官
舎
と
は
八
幡
製
鉄
所
長
官
用
の
官
舎
で
、

久
女
は
「
『
ダ
イ
ヤ
を
捨
て
た
』
と
云
ひ
な
が
ら
、『
中
学
教
師
の
妻
』
と

云
は
れ
る
の
を
と
て
も
嫌
」
が
っ
て
、「
『
有
閑
夫
人
の
お
相
手
は
出
来
な

い
』
と
絶
交
し
て
了
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
（
「
久
女
の
こ
と
」
）
。
意
欲

の
乏
し
い
有
閑
夫
人
の
句
会
に
出
て
い
く
こ
と
は
、
久
女
に
は
苦
痛
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

 
 

 

《
引
用
終
了
》

橋
本
多
佳
子
の
「
久
女
の
こ
と
」
（
因
み
に
私
は
こ
の
『
俳
句
研
究
』

（
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
九
月
発
行
）
に
載
っ
た
多
佳
子
の
久
女
論

に
つ
い
て
は
、
一
部
を
省
略
し
た
も
の
で
し
か
読
ん
で
い
な
い
も
の
の
、

ど
う
も
多
佳
子
に
し
て
―
―
少
な
く
と
も
こ
の
文
章
の
あ
る
一
部
は
―

―
か
つ
て
の
師
の
―
―
悪
し
き
「
久
女
伝
説
」
の
形
成
の
片
棒
を
―
―
結

果
と
し
て
―
―
担
い
で
し
ま
っ
た
非
常
に
問
題
の
あ
る
作
品
で
は
な
い

か
と
疑
っ
て
お
り
、
い
つ
か
親
し
く
解
析
し
て
み
た
い
と
感
じ
て
い
る
も

の
で
あ
る
）
は
以
下
（
底
本
と
同
じ
立
風
書
房
版
全
集
の
も
の
を
用
い
た
）
。

 
 

 

＊

雪
颪
す
帆
柱
山
冥
し
官
舎
訪
ふ 

 
 

 

久
女
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か
き
し
ぐ
れ
鎔
炉
は
聳た

て
り
厳
近
し 

 

久
女

久
女
は
常
に
自
己
の
社
会
地
位
が
気
に
か
ゝ
つ
た
。
「
ダ
イ
ヤ
を
捨
て

た
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
「
中
学
教
師
の
妻
」
と
云
は
れ
る
の
を
と
て
も
嫌

つ
た
。
こ
の
官
舎
―
―
八
幡
製
鉄
所
長
官
官
舎
―
―
に
於
て
も
「
有
閑
婦

人
の
お
相
手
は
出
来
な
い
」
と
絶
交
し
て
了
つ
た
。
こ
の
句
か
ら
も
久
女

の
何
か
息
苦
し
い
魂
を
感
じ
る
。

 
 

 

＊

因
み
に
、
こ
の
翌
六
月
に
久
女
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
同
人
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
年
は
句
集
上
梓
の
希
望
を
以
っ
て
虚
子
に
序
文

を
懇
請
す
る
も
希
望
が
容
れ
ら
れ
ず
、
久
女
の
俳
句
人
生
―
―
い
や
、
彼

女
に
そ
れ
以
外
の
人
生
が
あ
っ
た
か
？
―
―
に
翳
り
が
差
し
始
め
る
の

で
も
あ
っ
た
―
―
］
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昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年

山
頭
の
赫
土
さ
す
日
や
小
松
曳

雪
嶺
の
襞
濃
く
晴
れ
ぬ
小
松
曳

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
小
松
曳
」「
こ
ま
つ
ひ
き
」
と
読
み
、
平
安
時
代
の

昔
か
ら
正
月
初
め
の
子ね

の
日
に
、
野
に
出
で
て
小
松
を
引
き
抜
い
て
遊
ん

だ
行
事
を
い
う
。
子
の
日
の
遊
び
で
新
年
の
季
語
。
］

電
車
待
つ
未
明

ま

だ

き

の
北
斗
冴
え
返
り

風
呂
焚
く
や
石
炭
喜
々
と焰

鳴
り
つ
つ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「焰

」
は
底
本
の
用
字
。
］

節
分
の
く
ら
き
神
樂
に
詣
で
け
り

御
廟
所
へ
向
ふ
徑
も
笹
鳴
け
り
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陽
炎
へ
る
老
の
歩
み
に
そ
む
く
ま
じ

久
方
に
笑
み
交
す
瞳
も
雛
さ
び

古
雛
や
花
の
み
衣け

し

の
靑
丹
さ
び

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
衣
」
の
「
け
し
」
の
読
み
は
、
動
詞
「
着け

す
」
の

連
用
形
か
ら
生
じ
た
古
語
。
一
般
に
は
「
御
衣

み

け

し

」
の
形
で
使
わ
れ
る
。
］

雛
愛
し
わ
が
黑
髮
を
植
ゑ
奉
る

と
ほ
く
よ
り
櫻
の
蔭
の
師
を
拜
す

わ
が
袖
に
ま
つ
は
る
鹿
の
あ
し
び
雨

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
あ
し
び
」
ツ
ツ
ジ
目
ツ
ツ
ジ
科
ス
ノ
キ
亜
科
ネ
ジ

キ
連
ア
セ
ビ
（
馬
酔
木
）Pieris japonica

は
晩
春
の
季
語
で
あ
る
が
、

「
あ
し
び
雨
」
と
い
う
季
語
が
存
在
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
「
あ
し
び

／
雨
」
も
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
は
季
語
を
出
す
た
め
の
大
胆
な
造
語
と
思
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わ
れ
る
。
］

叱
ら
れ
て
ね
む
れ
ぬ
夜
半
の
春
時
雨

花
過
ぎ
し
斑
鳩

い

か

る

が

み
ち
の
草
刈
女

名
草
の
芽
も
ゆ
る
と
こ
ろ
に
日
は
濃
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：「
名
草
」
は
辞
書
に
よ
れ
ば
、「
め
い
さ
う
（
め
い
そ

う
）
」
と
読
み
、
花
が
美
し
い
と
か
薬
効
が
あ
る
な
ど
の
理
由
で
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
草
の
意
と
す
る
。
］

岩
惣
の
傘
ほ
し
な
ら
べ
若
楓

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
岩
惣
」
広
島
県
廿
日
市
市
宮
島
町
南
町
に
あ
る
旅

宿
「
岩
惣
」
か
？

同
旅
館
の
公
式
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
安
政
元
（
一
八

五
四
）
年
に
初
代
岩
国
屋
惣
兵
衛
が
厳
島
神
社
の
管
絃
祭
（
旧
六
月
十
七

日
）
の
前
後
一
ヶ
月
間
に
立
つ
市い

ち

の
賑
わ
い
に
着
目
、
奉
行
所
よ
り
紅
葉

谷
（
現
在
の
も
み
じ
谷
公
園
）
の
開
拓
の
許
可
を
受
け
、
も
み
じ
川
に
架

橋
し
て
渓
流
に
茶
屋
を
設
け
、
道
行
く
人
々
の
憩
い
の
場
と
し
た
の
を
始

http://www.iwaso.com/
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ま
り
と
す
る
実
に
百
五
十
年
の
歴
史
を
持
つ
旅
館
で
あ
る
。
「
岩
惣
」
と

い
う
名
も
、
こ
の
岩
国
屋
惣
兵
衛
の
名
前
に
因
ん
だ
も
の
で
、
旅
館
形
式

と
な
っ
た
の
は
明
治
に
な
っ
て
間
も
な
く
の
頃
の
こ
と
と
あ
る
。
違
っ
て

い
た
ら
、
御
教
授
方
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
。
］

秋
來
ぬ
と
サ
フ
イ
ヤ
色
な
す
小
鯵
買
ふ

舞
下
り
て
山
田
の
鶴
や
な
き
交
す

菊
う
り
の
少
女
ま
て
ど
も
こ
ぬ
日
が
ち

緣

の
日
の
ふ
た
た
び
う
れ
し
黄
豆
菊

芝
に
あ
れ
ば
木
の
實
も
ふ
ら
ず
よ
き
日
和
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昭
和
十
一
（
一
九
三
一
）
年

冬
凪
げ
る
湖
上
の
富
士
を
見
出
け
り

 
 

横
濱
税
關

屋
上
の
冬
晴
に
あ
り
富
士
か
す
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
既
注
し
た
が
、
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
八
月
に
長

女
昌
子
さ
ん
は
横
浜
税
関
長
官
房
文
書
係
雇
と
し
て
就
職
し
て
い
た
。
］

街
路
樹
の
黄
葉
あ
た
た
か
し
電
車
ま
つ

夜
の
街
に
去
年
の
な
じ
み
の
菊
う
り
女

ま
ち
あ
ほ
す
冬
日
の
町
の
時
計
臺

 
 

ユ
ダ
と
も
な
ら
ず

春
や
む
か
し
む
ら
さ
き
あ
せ
ぬ
袷
見
よ
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
満
四
十
六
歳
の
こ
の
年
の
十
月
、
彼
女
は
突
如
、

虚
子
に
よ
っ
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
か
ら
除
名
さ
れ
る
。
同
月
発
行
の
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
上
で
の
除
名
社
告
『
同
人
變
更
／
從
來
の
同
人
の
う
ち
、
日

野
草
城
、
吉
岡
禪
寺
洞
、
杉
田
久
女
三
君
を
削
除
し
、
淺
井
啼
魚
、
瀧
本

水
／
鳴
兩
君
を
加
ふ
。
／
ホ
ト
ト
ギ
ス
發
行
所
』
（
底
本
年
譜
引
用
の
者

を
恣
意
的
に
正
字
化
し
た
）
に
よ
る
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
既
に
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
に
は
前
年
九
月
か
ら
全
く
入
選
し
な
い
状
態
が
続
い
て
い
た

が
（
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
に
拠
る
）
、
除
名
理
由
は
現
在
に
至

る
ま
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
。
久
女
自
身
に
も
解
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
辺
り
の
真
相
は
坂
本
宮
尾
「
杉
田
久
女
」
に
詳
し
い
の
で
、

一
読
を
お
勧
め
す
る
が
、
こ
の
句
に
つ
い
て
は
同
書
中
に
坂
本
氏
の
非
常

に
素
晴
ら
し
い
解
説
と
評
釈
が
あ
る
。
少
し
長
い
が
、
引
用
さ
せ
て
戴
く

（
「
Ⅵ

同
人
削
除
以
後
」
の
「
一

失
意
の
日
々
」
の
冒
頭
「
ユ
ダ
と

も
な
ら
ず
」
と
い
う
見
出
し
を
持
つ
冒
頭
部
で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を

漢
数
字
に
代
え
た
）
。

 
 

 

《
引
用
開
始
》

昭
和
十
一
年
に
同
人
除
名
の
公
告
が
出
さ
れ
た
後
も
、
久
女
は
い
つ
の

日
に
か
虚
子
の
勘
気
が
解
け
て
、
同
人
に
返
り
咲
く
こ
と
が
あ
る
と
思
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
別
の
結
社
に
移
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
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除
名
後
に
「
俳
句
研
究
」
に
発
表
さ
れ
た
作
品
を
み
よ
う
。
昭
和
十
一

年
十
二
月
号
の
自
選
十
句
の
う
ち
、

 
 

 
 

 
ユ
ダ
と
も
な
ら
ず

 
 

春
や
む
か
し
む
ら
さ
き
あ
せ
ぬ
袷
見
よ

前
書
に
は
、
除
名
さ
れ
て
も
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
裏
切
る
者
で
は
な
い
と
い

う
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
句
は
言
う
ま
で
も
な
く
在
原
業
平
の
、

「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
我
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に

し
て
」
の
本
歌
取
り
で
あ
る
。
業
平
は
月
が
美
し
い
春
の
夜
に
、
自
分
ひ

と
り
は
元
の
ま
ま
で
あ
る
の
に
、
自
身
を
と
り
ま
く
状
況
は
す
っ
か
り
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
。
久
女
の
句
か
ら
に
じ
む
思
い
は
、
業

平
と
同
じ
く
「
我
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
と
い
う
深
い
詠
嘆
で

あ
る
。

紫
と
い
う
色
は
万
葉
の
時
代
か
ら
情
感
を
こ
め
て
詠
ま
れ
て
き
た
。

大
海
人
皇
子

お

お

あ

ま

の

お

う

じ

は
額
田
王

ぬ
か
た
の
お
お
き
み

の
歌
に
応
え
て
、
「
紫
草

む

ら

さ

き

の
に
ほ
へ
る
妹い

も

を
憎
く

あ
ら
ば
人
妻

ひ

と

づ

ま

故ゆ

ゑ

に
我あ

れ

恋
ひ
め
や
も
」（
一
―
二
一
）（
紫
の
色
が
美
し
く
匂

う
よ
う
に
美
し
い
あ
な
た
を
、
も
し
憎
く
思
っ
て
い
た
な
ら
、
人
妻
と
知

り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
恋
い
慕
う
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
）
。
ま
た
、

麻
田
陽
春

あ

さ

だ

の

や

す

は
大
伴
旅
人
を
送
る
別
れ
の
宴
で
、
「
韓
人

か

ら

ひ

と

の
衣

こ
ろ
も

染そ

む
と
ふ
紫

の
心
に
染
み
て
思
ほ
ゆ
る
か
も
」（
四
―
五
六
九
）（
韓
国
の
人
が
衣
を
染

め
る
と
い
う
紫
の
よ
う
に
、
心
に
し
み
て
あ
な
た
の
こ
と
は
忘
れ
が
た
い
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こ
と
だ
）
と
詠
ん
だ
。

久
女
は
紫
色
を
純
情
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い
て
い
る
。
「
む
ら
さ

き
あ
せ
ぬ
」
の
中
七
で
万
葉
ゆ
か
り
の
紫
色
に
託
し
て
、
俳
句
に
、
ま
た

虚
子
に
対
す
る
彼
女
の
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
訴
え
て
い
る
。

同
人
除
名
が
久
女
に
与
え
た
打
撃
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

蘇
峰
の
孫
、
名
和
長
昌
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
少
年
時
代
の
夏
の
出
来
事
を

伝
え
て
い
る
。
昭
和
十
一
年
の
七
月
に
、
久
女
は
蘇
峰
の
山
中
湖
畔
の
別

荘
、
双
宜
荘
で
家
族
の
よ
う
に
温
か
く
も
て
な
さ
れ
た
。
翌
年
、
除
名
さ

れ
た
傷
心
を
抱
え
て
彼
女
は
蘇
峰
を
慕
っ
て
、
ふ
た
た
び
双
宜
荘
を
訪
れ

た
。
そ
の
年
は
暑
い
夏
で
別
荘
は
千
客
万
来
で
ど
の
部
屋
も
い
っ
ぱ
い
で

あ
っ
た
た
め
、
別
の
旅
館
に
案
内
さ
れ
た
。
蘇
峰
に
も
冷
た
く
扱
わ
れ
た

と
思
い
こ
ん
だ
久
女
は
旅
館
に
上
が
ら
ず
、
次
第
に
激
昂
し
て
、
大
声
で

叫
び
出
し
、
駅
員
や
駐
在
の
巡
査
も
出
て
く
る
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
結
局
久

女
は
駅
の
ベ
ン
チ
で
一
夜
を
明
か
し
て
帰
っ
て
行
っ
た
と
い
う
（
「
双
宜

荘
の
杉
田
久
女
」
）
。
突
然
の
除
名
以
来
、
久
女
は
周
囲
か
ら
好
奇
の
視
線

を
あ
び
、
冷
た
い
扱
い
を
さ
れ
、
も
う
誰
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
も
痛
ま
し
い
話
で
あ
る
。

 
 

《
引
用
終
了
》

「
蘇
峰
」
は
徳
富
蘇
峰
。
虚
子
の
序
文
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
久
女
は
、
虚

子
の
渡
欧
中
に
両
者
に
親
し
か
っ
た
蘇
峰
（
虚
子
は
か
つ
て
、
蘇
峰
の
創
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刊
し
た
『
国
民
新
聞
』
の
俳
句
欄
の
選
者
で
あ
り
社
員
の
一
人
で
あ
っ
た
）

に
句
集
出
版
を
持
ち
か
け
て
い
た
（
宮
本
氏
の
同
書
に
よ
れ
ば
実
は
こ
れ

が
虚
子
の
久
女
除
籍
の
最
後
の
動
機
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
）
。
こ
の
名
和

長
昌
氏
の
話
は
―
―
久
女
伝
説
と
は
切
り
離
し
て
―
―
事
実
で
あ
っ
た

と
私
は
思
う
。
私
は
―
―
駅
の
ベ
ン
チ
に
一
夜
を
明
か
す
―
―
そ
の
久
女

の
姿
を
―
―
見
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
…
…
］

歸
朝
翁
横
顏
日
や
け
笑
み
給
ふ

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
年
譜
に
同
年
『
二
月
、
門
司
に
て
虚
子
の
渡
欧
を
送

る
』
と
あ
る
。
例
の
虚
子
の
没
後
の
「
墓
に
詣
り
度
い
と
思
つ
て
ゐ
る
」

（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
十
一
月
）
で
捏
造
形
成

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
お
ぞ
ま
し
き
久
女
伝
説
の
一
つ
、
所
謂
「
箱
根
丸

事
件
」
（
の
一
部
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
折
り
の
送
別
吟
で
あ
ろ
う
。
こ

の
一
句
に
は
『
氣
違
ひ
じ
み
』（
「
墓
に
詣
り
度
い
と
思
つ
て
ゐ
る
」
の
一

節
。
但
し
、
坂
本
宮
尾
氏
の
「
杉
田
久
女
」
よ
り
孫
引
き
）
た
彼
女
の
姿

は
全
く
見
え
て
こ
な
い
。
］

粟
の
花
そ
よ
げ
ば
峰
は
天
霧
ら
ひ
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
老
婆
心
乍
ら
、
「
天
霧
ら
ひ
」
は
「
あ
ま
き
ら
ひ
」

と
読
む
。「
霧
ら
ひ
」
は
「
き
ら
ふ
（
き
ら
う
）
」
で
、
霧
や
霞
が
一
面
に

立
ち
こ
め
る
の
意
の
上
代
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
霧
が
立
つ
」
の
意
（
他

に
「
目
が
曇
る
」
「
涙
で
霞
ん
で
は
っ
き
り
見
え
な
い
」
の
意
が
あ
る
）

の
ラ
行
四
段
の
自
動
詞
「
霧き

る
」
の
未
然
形
に
反
復
・
継
続
の
上
代
の
助

動
詞
「
ふ
」
（
ハ
行
四
段
と
全
く
同
じ
活
用
を
す
る
）
が
つ
い
た
連
語
で

あ
る
が
、
平
安
以
後
に
は
「
語
ら
ふ
」
「
住
ま
ふ
」
「
慣
ら
ふ
」
「
願
ふ
」

「
交
じ
ら
ふ
」「
守
ら
ふ
」「
呼
ば
ふ
」
な
ど
の
特
定
の
動
詞
の
活
用
語
尾

に
残
る
だ
け
で
接
尾
語
化
し
て
し
ま
う
。
「
霧
ら
ふ
」
も
ハ
行
四
段
活
用

の
自
動
詞
の
よ
う
に
振
る
舞
う
語
と
い
え
る
。
］

栗
の
花
そ
よ
げ
ば
晴
れ
ぬ
窓
の
富
士

こ
ぎ
い
で
て
倒
富
士
見
え
ず
ほ
と
と
ぎ
す

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
倒
富
士
」
は
流
石
に
「
さ
か
さ
ふ
じ
」
と
訓
じ
て

い
よ
う
。
］

灯
さ
ぬ
水
邊
の
キ
ャ
ン
プ
早
も
寢
し
？
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［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
キ
ャ
ン
プ
」
の
拗
音
表
記
や
「
？
」
は
マ
マ
。
但

し
、
底
本
の
「
？
」
活
字
は
明
ら
か
に
半
角
で
あ
る
。
初
五
は
「
と
も
さ

ぬ
」
で
あ
ろ
う
が
、
索
引
は
「
ひ
」
の
項
に
あ
る
。
「
？
」
は
底
本
本
文

句
表
示
の
行
の
高
さ
の
中
に
納
ま
っ
て
お
り
、
確
信
犯
で
句
の
一
部
、
下

五
の
末
尾
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
疑
い
を
示
す
編
者
に
よ
る
附
帯
記
号
な
ど

で
は
な
い
（
但
し
、
表
記
が
半
角
で
あ
る
の
は
や
や
気
に
は
な
る
）
。
無

論
、
久
女
の
句
表
現
と
し
て
は
他
に
例
を
見
な
い
異
様
異
形
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
昭
和
十
一
年
な
れ
ば
こ
そ
あ
っ
た
と
し
て
お
か
し
く

な
い
の
で
あ
る
。
］

鳥
の
巣
も
ぬ
れ
て
赤
富
士
見
に
出
よ
と

嶺
靑
し
妹
と
相
み
る
登
山
驛

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
妹
」
久
女
に
妹
が
い
た
か
ど
う
か
は
不
詳
。
「
妹
」

は
久
女
の
句
で
は
こ
の
句
に
の
み
出
る
特
異
点
の
漢
字
で
あ
る
。
「
登
山

驛
」
不
詳
。
可
能
性
と
し
て
は
箱
根
湯
本
か
。
］
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信
州

杏
熟
れ
桑
照
り
四
方
は
靑
嶺
晴

賑
は
し
や
市
場
は
つ
ゆ
の
疏
菜
競せ

る

わ
が
た
ち
ゐ
ピ
ア
ノ
に
う
つ
り
菊
の
前

雲
海
の
夕
富
士
紅
し
稻
架
の
上

菊
携
げ
て
笑
み
か
ほ
す
目
に
情
あ
り

花
園
に
糞
す
る
犬
を
と
が
め
ま
じ

旅
に
出
て
や
む
事
も
な
し
柿
と
粟
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昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年

筆
と
れ
ば
し
づ
か
に
た
の
し
塗
火
鉢

 
 

圓
山
應
擧
墨
繪

金
屛
の
蛟
竜
雲
に
乘
ず
べ
く

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
重
文
の
丸
山
応
挙
の
「
雲
龍
図
屏
風
」（
安
永
二
（
一

七
七
三
）
年
作
・
東
寺
観
智
院
伝
来
）
か
？
］

 
 

山
樂
源
氏
物
語
屛
風

爭
へ
る
牛
車
も
宮
も
春
が
す
み

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
重
文
の
狩
野
山
楽
の
「
車
争
図
屏
風
」（
四
曲
一
隻
・

紙
本
着
色
・
江
戸
時
代
十
七
世
紀
作
・
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
で
あ
ろ
う
。

九
条
家
の
「
源
氏
の
間
」
の
襖
絵
を
屏
風
に
仕
立
て
た
も
の
で
、
「
源
氏

物
語
」
「
葵
」
の
帖
の
知
ら
れ
た
「
車
争
い
」
の
シ
ー
ン
を
材
と
し
た
も

の
（
リ
ン
ク
先
は
国
立
博
物
館
公
式
サ
イ
ト
の
同
屏
風
図
）
。
］

http://atelierrusses.img.jugem.jp/20101103_679506.jpg?_ga=1.62066220.1047659078.1393368867
http://www.emuseum.jp/detail/100276/000/000?mode=detail&d_lang=ja&s_lang=ja&class=1&title=&c_e=&region=&era=&century=&cptype=&owner=&pos=49&num=4
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淸
朝
ひ
す
い
香
爐

春
怨
の
王
妃
が
ゆ
め
を
ま
の
あ
た
り

 
 

信
貴
山
緣
起
繪
卷

百
獸
の
戲
畫
お
も
し
ろ
し
こ
と
に
秋

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
国
宝
で
奈
良
県
生
駒
郡
平
群
町
の
朝
護
孫
子
寺
蔵
で

現
在
、
奈
良
博
物
館
寄
託
の
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」
（
リ
ン
ク
先
は
平
群

町
公
式
サ
イ
ト
内
）
。
］

今
た
の
し
雉
子
の
玉
子
草
に
あ
り

雉
子
の
雌め

の
ぬ
く
め
ゐ
た
り
し
こ
の
玉
子

愛
し
け
れ
き
ぎ
す
の
玉
子
手
に
と
り
て

押
し
と
ほ
す
俳
句
嫌
ひ
の
靑
田
風

http://www.town.heguri.nara.jp/web/kankou/bunkazai/bunkazai04-01.html
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虛

子
ぎ
ら
ひ
か
な
女
嫌
ひ
の
ひ
と
へ
帶

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
同
年
十
月
の
『
俳
句
研
究
』
に
載
っ
た
「
靑
田
風
」

十
句
の
内
の
二
句
。
徹
底
し
た
「虛

子
嫌

ひ
」
の
私
の
偏
愛
す
る
二
句
で

あ
る
。
］

一
人
寢
の
水
色
蚊
帳
に
夢
淸
き
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昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年

あ
せ
や
す
き
に
せ
む
ら
さ
き
の
薺
う
ち

英
彦
に
て
覺
え
し
蝶
に
こ
と
問
は
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
絶
唱
、

蝶
追
う
て
春
山
深
く
迷
ひ
け
り

と
遠
く
響
き
合
う
句
で
あ
る
。
］

 
 

寶
塚
聖
天
に
詣
づ
れ
ば

聖
天
の
鐘
が
鳴
る
な
り
わ
ら
び
つ
む

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
寶
塚
聖
天
」
兵
庫
県
宝
塚
市
宝
梅
に
あ
る
七
宝
山

了
徳
密
院
。
大
阪
浦
江
福
島
聖
天
了
徳
院
別
院
と
し
て
大
正
八
（
一
九
一

九
）
年
に
元
真
言
宗
東
寺
派
管
長
日
下
義
禅
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
新
し

い
寺
で
あ
る
。
通
称
「
宝
塚
の
聖
天
さ
ん
」
。
因
み
に
こ
の
句
の
後
の
こ
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と
と
な
る
が
、
こ
の
寺
に
は
神
風
特
攻
隊
敷
島
隊
に
二
名
を
出
し
た
第
十

期
海
軍
甲
種
飛
行
予
科
練
習
生
の
慰
霊
碑
を
含
む
全
国
陸
海
空
戦
没
者

二
百
五
十
万
の
英
霊
を
祀
る
光
明
殿
（
昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
建
立
）

が
あ
り
、
そ
の
殿
上
に
配
さ
れ
た
零
戦
の
レ
プ
リ
カ
で
も
知
ら
れ
る
。
同

寺
の
公
式
サ
イ
ト
を
リ
ン
ク
し
て
お
く
。
］

實
を
搖
り
て
鈴
か
け
わ
れ
に
め
ぐ
む
な
り

鈴
か
け
の
大
樹
と
成
り
て
芽
ぐ
む
な
り

春
雷
の
う
て
ば
松
魚
節

か

つ

ぶ

し

折
れ
ち
ま
ふ

新
樹
か
げ
鈴
成
の
實
を
仰
ぎ
た
つ

土
濡
れ
て
鈴
か
け
め
ぐ
む
そ
よ
風
に

 
 

一
月
振
に
て
歸
宅

ト
マ
ト
早
や
靑
き
實
を
つ
け
目
當
て
よ
く

http://www1.ocn.ne.jp/~shoten11/
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群
れ
通
る
工
女
盜
む
な
紅
苺

な
り
は
ひ
の
苺
積
み
の
せ
ト
ラ
ッ
ク
に

夕
月
ま
ろ
し
滿
地
の
苺
熟
れ
み
ち
て

大
阪
へ
積
み
出
す
苺
摘
み
急
ぎ

鐘
涼
し
松
間
を
一
人
降
り
く
れ
ば

靑
梅
ち
ぎ
る
小
梯
子
移
し
次
々
に

手
と
ど
け
ど
梢
の
み
梅
ぬ
す
む
ま
じ

實
梅
も
ぐ
徑
も
あ
り
て
塚
涼
し

鐘
涼
し
寶
の
塚
に
詣
づ
れ
ば
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武
庫
川
に
て

晝
河
鹿
き
ゝ
つ
ゝ
わ
た
る
橋
の
上

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
武
庫
川
」
「
む
こ
が
は
（
む
こ
が
わ
）
」
は
兵
庫
県

南
東
部
を
流
れ
る
河
川
。
兵
庫
県
篠
山
市
真
南
条
地
区
付
近
を
源
と
し
、

蛇
行
を
繰
り
返
し
な
が
ら
次
第
に
南
行
、
三
田
盆
地
を
潤
し
た
の
ち
に
再

び
山
峡
に
入
り
、
武
庫
川
渓
谷
を
形
成
、
宝
塚
市
街
西
方
で
大
阪
平
野
の

北
西
端
へ
出
て
南
流
、
下
流
域
で
は
尼
崎
市
と
西
宮
市
の
境
界
を
成
し
つ

つ
、
瀬
戸
内
海
に
注
ぐ
。
因
み
に
先
に
出
た
「
寶
塚
聖
天
」
は
、
こ
の
河

畔
に
建
つ
宝
塚
劇
場
の
対
岸
か
ら
南
西
に
約
一
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位

置
に
あ
る
（
ウ
ィ
キ
の
「
武
庫
川
」
に
拠
っ
た
）
。
］

ゆ
く
水
を
せ
き
と
め
べ
し
や
鮎
躍
る

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
せ
き
と
め
べ
し
や
」
は
マ
マ
。
］

ゆ
る
や
か
に
せ
せ
ら
ぐ
水
よ
夕
河
鹿

月
見
草
手
に
あ
り
散
歩
月
を
め
で

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%BA%AB%E5%B7%9D
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む
し
あ
つ
き
戀
も
忍
ば
ず
ひ
と
へ
帶

 
 

高
柳
部
隊
を
見
送
る

夏
草
を
積
む
ト
ラ
ッ
ク
は
兵
た
ん
部

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
「
高
柳
部
隊
」
不
詳
。
戦
史
の
専
門
家
の
御
教
授
を

乞
う
も
の
で
あ
る
。
］

喜
べ
ど
木
の
實
も
お
ち
ず
鐘
涼
し

石
角
に
林
檎
は
つ
し
と
わ
が
い
か
り

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
久
女
句
集
本
文
の
最
後
を
飾
る
に
相
応
し
い
、
久
女

ら
し
い
印
象
的
一
句
で
あ
る
。

…
…
久
女
さ
ん
、
誰
が
何
と
言
お
う
と
、
私
は
あ
な
た
が
好
き
で
す
…
…
］

杉
田
久
女
全
句
集

附
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注

完


