
や
ぶ
ち
ゃ
ん
の
電
子
テ
ク
ス
ト
：
小
説
・
戯
曲
・
評
論
・
随
筆
・
短
歌
篇
へ

鬼
火
へ
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附

や
ぶ
ち
ゃ
ん
授
業
ノ
ー
ト

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
十
月
一
日
発
行
の
雑
誌
『
新
小
説
』
に
掲
載
、
後
に
『
傀

儡
師
』
等
の
作
品
集
に
収
め
ら
れ
た
。
芥
川
龍
之
介
二
十
六
歳
の
時
の
作
品
。

底
本
は
岩
波
版
旧
全
集
を
用
い
た
。
踊
り
字
「〱

」
は
正
字
化
し
た
（
サ
イ
ト
の
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
横
書
版
に

は
、
こ
の
「
枯
野
抄
」〔
岩
波
旧
全
集
版
〕
の
他
に
、
作
品
集
『
傀
儡
師
』
版
「
枯
野
抄
」
も
用
意
し
て
あ

る
）
。

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
縦
書
版
で
は
、
作
品
の
後
に
、
以
前
あ
っ
た
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
横
書
版
『
芥
川
龍
之
介
「
枯
野
抄
」

や
ぶ
ち
ゃ
ん
の
語
句
説
明
』
を
吸
収
さ
せ
た
上
で
本
文
を
段
落
毎
に
再
度
配
し
た
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
横
書
版
『
芥

川
龍
之
介
「
枯
野
抄
」
や
ぶ
ち
ゃ
ん
の
授
業
ノ
ー
ト
』
を
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
し
て
あ
る
（
前
の
「
語
句
説
明
」

が
授
業
ノ
ー
ト
か
ら
の
杜
撰
な
抜
粋
で
し
か
な
く
、
教
科
書
に
挙
げ
る
と
こ
ろ
の
注
は
省
い
て
い
た
上
、

「
授
業
ノ
ー
ト
」
自
体
も
、
も
と
も
と
が
板
書
の
た
め
の
メ
モ
書
き
に
毛
の
生
え
た
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
も

の
で
あ
っ
た
の
で
、
今
回
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
に
際
し
、
既
公
開
の
も
の
に
テ
ツ
テ
的
に
手
を
加
え
て
あ
る
。
詳
し
く

は
後
に
掲
げ
る
同
ノ
ー
ト
冒
頭
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
以
上
の
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
横
書
版
授
業
ノ
ー
ト
も

今
回
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
公
開
に
合
わ
せ
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
。
記
載
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（
ル
ビ
化
は
面

倒
な
の
で
（

）
で
の
読
み
表
示
と
し
て
あ
る
）
。
ま
た
、
か
つ
て
あ
っ
た
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
横
書
版
語
句
説
明
及

び
Ｉ
Ｅ
限
定
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
縦
書
版
は
、
授
業
ノ
ー
ト
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
及
び
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
縦
書
版
に
よ
っ
て

発
展
的
に
吸
収
さ
せ
得
た
と
判
断
し
、
公
開
を
停
止
し
た
。

他
に
参
考
資
料
と
し
て
芥
川
が
「
枯
野
抄
」
の
創
作
秘
話
を
語
っ
た
「
一
つ
の
作
が
出
來
上
る
ま
で
―

―
「
枯
野
抄
」
―
―
「
奉
教
人
の
死
」
―
―
」
の
テ
ク
ス
ト
・
デ
ー
タ
を
附
し
、
素
材
と
し
た
「
芭
蕉
臨

終
記

花
屋
日
記
」
文
曉
（
偽
書
）
・
「
前
後
日
記
」
各
務
支
考
（
「
笈
日
記
」
よ
り
）
・
「
芭
蕉
翁
終
焉
記
」

宝
井
其
角
（
「
枯
尾
花
集
」
よ
り
）
の
私
の
作
成
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
縦
書
デ
ー
タ
へ
の
リ
ン
ク
等
も
附
け
て
あ
る
。

芭
蕉
が
亡
く
な
っ
た
元
禄
七
年
十
月
十
二
日
（
逝
去
は
同
日
午
後
四
時
頃
）
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
一
六
九

四
年
十
一
月
二
十
八
日
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
十
八
日
、
ま
さ
に
暦
上
の
シ
ン
ク
ロ
ニ

テ
ィ
た
る
祥
月
命
日
に
合
わ
せ
て
公
開
し
た
。
な
お
、
変
換
ソ
フ
ト
の
性
能
の
関
係
上
、
一
部
の
正
字
及

び
そ
れ
を
含
む
文
字
列
が
横
転
す
る
が
、
御
寛
恕
願
い
た
い
。
ま
た
「
廻
」
の
字
の
正
字
Ｐ
Ｄ
Ｆ
で
は
表

示
出
来
な
い
の
で
仕
方
な
く
新
字
化
し
て
あ
る
。
【
二
〇
一
四
年
十
一
月
二
十
八
日
藪
野
直
史
】］

http://homepage2.nifty.com/onibi/textsyousetu.htm
http://homepage2.nifty.com/onibi/index.htm
http://homepage2.nifty.com/onibi/kareno.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/karenoKGS.html
http://homepage2.nifty.com/onibi/karenojyu.html
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丈
草
、
去
來
を
召
し
、
昨
夜
目
の
あ
は
ざ
る
ま
ま
、
ふ
と
案
じ
入
り
て
、
呑
舟
に
書
か
せ
た
り
、
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―
―
花
屋
日
記
―
―

元
祿
七
年
十
月
十
二
日
の
午
後
で
あ
る
。
一
し
き
り
赤
々
と
朝
燒
け
た
空
は
、
又
昨
日
の
や
う
に
時
雨

し

ぐ

れ

る
か
と
、
大
阪
商
人

お
ほ
さ
か
あ
き
ん
ど

の
寢
起

ね

お

き

の
眼
を
、
遠
い
瓦
屋
根
の
向
う
に
誘
つ
た
が
、
幸
、
葉
を
ふ
る
つ
た
柳
の
梢

を
、
煙
ら
せ
る
程
の
雨
も
な
く
、
や
が
て
曇
り
な
が
ら
も
う
す
明
い
、
も
の
靜
な
冬
の
晝
に
な
つ
た
。
立

ち
な
ら
ん
だ
町
家

ま

ち

や

の
間
を
、
流
れ
る
と
も
な
く
流
れ
る
川
の
水
さ
へ
、
今
日
は
ぼ
ん
や
り
と
光
澤

つ

や

を
消
し

て
、
そ
の
水
に
浮
く
葱

ね
ぶ
か

の
屑
も
、
氣
の
せ
ゐ
か
靑
い
色
が
冷
た
く
な
い
。
ま
し
て
岸
を
行
く
往
來
の
人
々

は
、
丸
頭
巾

ま

る

づ

き

ん

を
か
ぶ
つ
た
の
も
、
革
足
袋
を
は
い
た
の
も
、
皆

凩
こ
が
ら
し

の
吹
く
世
の
中
を
忘
れ
た
や
う
に
、
う

つ
そ
り
と
し
て
歩
い
て
行
く
。
暖
簾

の

れ

ん

の
色
、
車
の
行
き
か
ひ
、
人
形
芝
居
の
遠
い
三
味
線
の
音
―
―
す
べ

て
が
う
す
明
い
、
も
の
靜
な
冬
の
晝
を
、
橋
の
擬
寶
珠

ぎ

ば

う

し

ゆ

に
置
く
町
の
埃
も
、
動
か
さ
な
い
位
、
ひ
つ
そ
り

と
守
つ
て
ゐ
る
…
…

こ
の
時
、
御
堂
前
南
久
太
郎
町
、
花
屋
仁
左
衞
門
の
裏
座
敷
で
は
、
當
時
俳
諧
の
大
宗
匠
と
仰
が
れ
た

芭
蕉
庵
松
尾
桃
靑
が
、
四
方
か
ら
集
つ
て
來
た
門
下
の
人
人
に
介
抱
さ
れ
な
が
ら
、
五
十
一
歳
を
一
期
と

し
て
、「
埋
火

う
づ
み
び

の
あ
た
た
ま
り
の
冷
む
る
が
如
く
、
」
靜
に
息
を
引
き
と
ら
う
と
し
て
ゐ
た
。
時
刻
は
凡
そ
、

申さ
る

の
中
刻

ち
う
こ
く

に
も
近
か
ら
う
か
。
―
―
隔
て
の
襖
を
と
り
拂
つ
た
、
だ
だ
つ
廣
い
座
敷
の
中
に
は
、
枕
頭
に炷

た

き
さ
し
た
香
の
煙
が
、
一
す
ぢ
昇
つ
て
、
天
下
の
冬
を
庭
さ
き
に
堰
い
た
、
新
し
い
障
子
の
色
も
、
こ
こ

ば
か
り
は
暗
く
か
げ
り
な
が
ら
、
身
に
し
み
る
や
う
に
冷
々

ひ
や
ひ
や

す
る
。
そ
の
障
子
の
方
を
枕
に
し
て
、
寂
然

じ
や
く
ね
ん

と

横
は
つ
た
芭
蕉
の
ま
は
り
に
は
、
先
、
醫
者
の
木
節
が
、
夜
具
の
下
か
ら
手
を
入
れ
て
、
間
遠
い
脈
を
守

り
な
が
ら
、
浮
か
な
い
眉
を
ひ
そ
め
て
ゐ
た
。
そ
の
後
に
居
す
く
ま
つ
て
、
さ
つ
き
か
ら
小
聲
の
稱
名
を

絶
た
な
い
の
は
、
今
度
伊
賀
か
ら
伴
に
立
つ
て
來
た
、
老
僕
の
治
郎
兵
衞
に
違
ひ
な
い
。
と
思
ふ
と
又
、

木
節
の
隣
に
は
、
誰
の
眼
に
も
そ
れ
と
知
れ
る
、
大
兵
肥
滿

だ
い
ひ
や
う
ひ
ま
ん

の
晉
子

し

ん

し

其
角
が
、
紬

つ
む
ぎ

の
角
通

か
く
ど
ほ

し
の

懷
ふ
と
こ
ろ

を
鷹

揚
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
憲
法
小
紋
の
肩
を
そ
ば
立
て
た
、
も
の
ご
し
の
凛
々

り

ゝ

し
い
去
來
と
一
し
よ
に
、
ぢ



つ
と
師
匠
の
容
態
を
窺
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
其
角
の
後
に
は
、
法
師
じ
み
た
丈
草
が
、
手
く
び
に
菩
提

樹
の
珠
數
を
か
け
て
、
端
然
と
控
へ
て
ゐ
た
が
、
隣
に
座
を
占
め
た
乙
州
の
、
絶
え
ず
鼻
を
啜
つ
て
ゐ
る

の
は
、
も
う
こ
み
上
げ
て
來
る
悲
し
さ
に
、
堪
へ
ら
れ
な
く
な
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
そ
の
容
子
を
ぢ
ろ

ぢ
ろ
眺
め
な
が
ら
、
古
法
衣

ふ

る

こ

ろ

も

の
袖
を
か
き
つ
く
ろ
つ
て
、
無
愛
想
な

頤
お
と
が
ひ

を
そ
ら
せ
て
ゐ
る
、
背
の
低
い

僧
形

そ
う
ぎ
や
う

は
惟
然
坊
で
、
こ
れ
は
色
の
淺
黑
い
、
剛
愎
さ
う
な
支
考
と
肩
を
な
ら
べ
て
、
木
節
の
向
う
に
坐
つ

て
ゐ
た
。
あ
と
は
唯
、
何
人
か
の
弟
子
た
ち
が
皆
息
も
し
な
い
や
う
に
靜
ま
り
返
つ
て
、
或
は
右
、
或
は

左
と
、
師
匠
の
床
を
圍
み
な
が
ら
、
限
り
な
い
死
別
の
名
ご
り
を
惜
し
ん
で
ゐ
る
。
が
、
そ
の
中
で
も
た

つ
た
一
人
、
座
敷
の
隅
に

蹲
う
づ
く
ま

つ
て
、
ぴ
つ
た
り
疊
に
ひ
れ
伏
し
た
儘
、
慟
哭
の
聲
を
洩
し
て
ゐ
た
の
は
、

正
秀
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
さ
へ
、
座
敷
の
中
の
う
す
ら
寒
い
沈
默
に
抑
へ
ら
れ
て
、

枕
頭
の
香
の
か
す
か
な
匂
を
、
擾
す
程
の
聲
も
立
て
な
い
。

芭
蕉
は
さ
つ
き
、
痰
喘

た
ん
せ
き

に
か
す
れ
た
聲
で
、
覺
束
な
い
遺
言

ゆ
ゐ
ご
ん

を
し
た
後あ

と

は
、
半
ば
眼
を
見
開
い
た
儘
、

昏
睡
の狀

態
に
は
い
つ
た
ら
し
い
。
う
す
痘
痕

い

も

の
あ
る
顏
は
、
顴
骨

く
わ
ん
こ
つ

ば
か
り
露

あ
ら
は

に瘦

せ
細
つ
て
、
皺
に
圍

ま
れ
た
脣
に
も
、
と
う
に
血
の
氣
は
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
殊
に
傷
し
い
の
は
そ
の
眼
の
色
で
、
こ
れ

は
ぼ
ん
や
り
し
た
光
を
浮
べ
な
が
ら
、
ま
る
で
屋
根
の
向
う
に
あ
る
、
際
限
な
い
寒
空

さ
む
ぞ
ら

で
も
望
む
や
う
に
、

徒
に
遠
い
所
を
見
や
つ
て
ゐ
る
。「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
。」
―
―
事
に
よ
る
と
こ
の
時
、

こ
の
と
り
と
め
の
な
い
視
線
の
中
に
は
、
三
四
日
前
に
彼
自
身
が
、
そ
の
辭
世
の
句
に
詠
じ
た
通
り
、
茫
々

と
し
た
枯
野
の
暮
色
が
、
一
痕
の
月
の
光
も
な
く
、
夢
の
や
う
に
漂
つ
て
で
も
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
水
を
。
」

木
節
は
や
が
て
か
う
云
つ
て
、
靜
に
後
に
ゐ
る
治
郎
兵
衞
を
顧
み
た
。
一
椀
の
水
と
一
本
の
羽
根
楊
子

は

ね

や

う

じ

と

は
、
既
に
こ
の
老
僕
が
、
用
意
し
て
置
い
た
所
で
あ
る
。
彼
は
二
品
を
お
づ
お
づ
主
人
の
枕
元
へ
押
し
並

べ
る
と
、
思
ひ
出
し
た
や
う
に
又
、
口
を
早
め
て
、
專
念
に
稱

名

し
ょ
う
み
や
う

を
唱
へ
始
め
た
。
治
郎
兵
衞
の
素
朴
な
、

山
家
育
ち
の
心
に
は
、
芭
蕉
に
せ
よ
、
誰
に
も
せ
よ
、
ひ
と
し
く
彼
岸

ひ

が

ん

に
往
生
す
る
の
な
ら
、
ひ
と
し
く

又
、
彌
陀
の
慈
悲
に
す
が
る
べ
き
筈
だ
と
云
ふ
、
堅
い
信
念
が
根
を
張
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

一
方
又
木
節
は
、
「
水
を
」
と
云
つ
た
刹
那
の
間
、
果
し
て
自
分
は
醫
師
と
し
て
、
萬
方

ば
ん
ぱ
う

を
盡
し
た
ら
う

か
と
云
ふ
、
何
時

い

つ

も
の
疑
惑
に
遭
遇
し
た
が
、
す
ぐ
に
又
自
ら
勵
ま
す
や
う
な
心
も
ち
に
な
つ
て
、
隣
に

ゐ
た
其
角
の
方
を
ふ
り
む
き
な
が
ら
、
無
言
の
儘
、
ち
よ
い
と
相
圖
を
し
た
。
芭
蕉
の
床
を
圍
ん
で
ゐ
た

一
同
の
心
に
、
愈
と
云
ふ
緊
張
し
た
感
じ
が
咄
嗟
に
閃
い
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
。
が
、
そ
の
緊
張
し
た

感
じ
と
前
後
し
て
、
一
種
の
弛
緩
し
た
感
じ
が
―
―
云
は
ば
、
來
る
可
き
も
の
が
遂
に
來
た
と
云
ふ
、
安

心
に
似
た
心
も
ち
が
、
通
り
す
ぎ
た
事
も
亦
爭
は
れ
な
い
。
唯
、
こ
の
安
心
に
似
た
心
も
ち
は
、
誰
も
そ

の
意
識
の
存
在
を
肯
定
し
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
程
、
微
妙

び

め

う

な
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
か
、
現
に
こ
ゝ



に
ゐ
る
一
同
の
中
で
は
、
最
も
現
實
的
な
其
角
で
さ
へ
、
折
か
ら
顏
を
見
合
せ
た
木
節
と
、
際
ど
く
相
手

の
眼
の
中
に
、
同
じ
心
も
ち
を
讀
み
合
つ
た
時
は
、
流
石
に
ぎ
よ
つ
と
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で

あ
ら
う
。
彼
は

慌
あ
わ
た
ゞ

し
く
視
線
を
側
へ
外
ら
せ
る
と
、
さ
り
氣
な
く
羽
根
楊
子
を
と
り
あ
げ
て
、

「
で
は
、
御
先
へ
」
と
、
隣
の
去
來
に
挨
拶
し
た
。
さ
う
し
て
そ
の
羽
根
楊
子
へ
湯
呑
の
水
を
ひ
た
し

な
が
ら
、
厚
い
膝
を
に
じ
ら
せ
て
、
そ
つ
と
今
は
の
師
匠
の
顏
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
。
實
を
云
ふ
と
彼
は
、

か
う
な
る
ま
で
に
、
師
匠
と
今
生
の
別
を
つ
げ
る
と
云
ふ
事
は
、
さ
ぞ
悲
し
い
も
の
で
あ
ら
う
位
な
、
豫

測
め
い
た
考
も
な
か
つ
た
譯
で
は
な
い
。
が
、
か
う
し
て
愈
末
期

ま

つ

ご

の
水
を
と
つ
て
見
る
と
、
自
分
の
實
際

の
心
も
ち
は
全
然
そ
の
芝
居
め
い
た
豫
測
を
裏
切
つ
て
、
如
何
に
も
冷
淡
に
澄
み
わ
た
つ
て
ゐ
る
。
の
み

な
ら
ず
、
更
に
其
角
が
意
外
だ
つ
た
事
に
は
、
文
字
通
り
骨
と
皮
ば
か
り
に瘦

せ
衰
へ
た
、
致
死
期
の
師

匠
の
不
氣
味
な
姿
は
、
殆
面
を
背そ

む

け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
程
、
烈
し
い
嫌
惡
の
情
を
彼
に
起
さ
せ
た
。

い
や
、
單
に
烈
し
い
と
云
つ
た
の
で
は
、
ま
だ
十
分
な
表
現
で
は
な
い
。
そ
れ
は
恰
も
目
に
見
え
な
い
毒

物
の
や
う
に
、
生
理
的
な
作
用
さ
へ
も
及
ぼ
し
て
來
る
、
最
も
堪
へ
難
い
種
類
の
嫌
惡
で
あ
つ
た
。
彼
は

こ
の
時
、
偶
然
な
契
機

け

い

き

に
よ
つ
て
、
醜
き
一
切
に
對
す
る
反
感
を
師
匠
の
病
軀
の
上
に
洩
ら
し
た
の
で
あ

ら
う
か
。
或
は
又
「
生
」
の
享
樂
家
た
る
彼
に
と
つ
て
、
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
た
「
死
」
の
事
實
が
、
こ
の

上
も
な
く
呪
ふ
可
き
自
然
の
威
嚇
だ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
―
―
兎
に
角
、
垂
死
の
芭
蕉
の
顏
に
、
云
ひ

や
う
の
な
い
不
快
を
感
じ
た
其
角
は
、
殆
何
の
悲
し
み
も
な
く
、
そ
の
紫
が
か
つ
た
う
す
い
脣
に
、
一
刷

毛
の
水
を
塗
る
や
否
や
、
顏
を
し
か
め
て
引
き
下
つ
た
。
尤
も
そ
の
引
き
下
る
時
に
、
自
責
に
似
た
一
種

の
心
も
ち
が
、
刹
那
に
彼
の
心
を
か
す
め
も
し
た
が
、
彼
の
さ
き
に
感
じ
て
ゐ
た
嫌
惡
の
情
は
、
さ
う
云

ふ
道
德
感
に
顧
慮
す
べ
く
、
餘
り
強
烈
だ
つ
た
も
の
ら
し
い
。

其
角
に
次
い
で
羽
根
楊
子
を
と
り
上
げ
た
の
は
、
さ
つ
き
木
節
が
相
圖
を
し
た
時
か
ら
、
既
に
心
の
落

着
き
を
失
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
去
來
で
あ
る
。
日
頃
か
ら
恭
謙
の
名
を
得
て
ゐ
た
彼
は
、
一
同
に
輕
く
會
釋

を
し
て
、
芭
蕉
の
枕
も
と
へ
す
り
よ
つ
た
が
、
そ
こ
に
横
は
つ
て
ゐ
た
老
俳
諧
師
の
病
み
ほ
う
け
た
顏
を

眺
め
る
と
、
或
滿
足
と
悔
恨
と
の
不
思
議
に
錯
雜
し
た
心
も
ち
を
、
嫌
で
も
味
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
。
し
か
も
そ
の
滿
足
と
悔
恨
と
は
、
ま
る
で
陰か

げ

と
日
向

ひ

な

た

の
や
う
に
、
離
れ
ら
れ
な
い
因緣

を
背
負
つ
て
、

實
は
こ
の
四
五
日
以
前
か
ら
、
絶
え
ず
小
心
な
彼
の
氣
分
を搔

亂
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
云
ふ
の
は
、

師
匠
の
重
病
だ
と
云
ふ
知
ら
せ
を
聞
く
や
否
や
、
す
ぐ
に
伏
見
か
ら
船
に
乘
つ
て
、
深
夜
に
も
か
ま
は
ず
、

こ
の
花
屋
の
門
を
叩
い
て
以
來
、
彼
は
師
匠
の
看
病
を
一
日
も
怠
つ
た
と
云
ふ
事
は
な
い
。
そ
の
上
之
道

し

だ

う

に

賴
み
こ
ん
で
手
傳
ひ
の
周
旋
を
引
き
受
け
さ
せ
る
や
ら
、
住
吉
大
明
神
へ
人
を
立
て
ゝ
病
氣
本
復
を
祈
ら

せ
る
や
ら
、
或
は
又
花
屋
仁
左
衞
門
に
相
談
し
て
調
度
類
の
買
入
れ
を
し
て
貰
ふ
や
ら
、
殆
彼
一
人
が
車

輪
に
な
つ
て
、
萬
事
萬
端
の
世
話
を
燒
い
た
。
そ
れ
は
勿
論
去
來
自
身
進
ん
で
事
に
當
つ
た
の
で
、
誰
に



恩
を
着
せ
よ
う
と
云
ふ
氣
も
、
皆
無
だ
つ
た
事
は
事
實
で
あ
る
。
が
、
一
身
を
擧
げ
て
師
匠
の
介
抱
に
沒

頭
し
た
と
云
ふ
自
覺
は
、
勢
、
彼
の
心
の
底
に
大
き
な
滿
足
の
種
を
蒔
い
た
。
そ
れ
が
唯
、
意
識
せ
ら
れ

ざ
る
滿
足
と
し
て
、
彼
の
活
動
の
背
景
に
暖
い
心
も
ち
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
た
中
は
、
元
よ
り
彼
も
行
住
坐
臥

に
、
何
等
の
こ
だ
は
り
を
感
じ
な
か
つ
た
ら
し
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
夜
伽

よ

と

ぎ

の
行
燈
の
光
の
下
で
、
支
考
と

浮
世
話
に
耽
つ
て
ゐ
る
際
に
も
、
故

こ
と
さ
ら

に
孝
道

か
う
だ
う

の
義
を
釋と

い
て
、
自
分
が
師
匠
に
仕
へ
る
の
は
親
に
仕
へ
る

心
算

つ

も

り

だ
な
ど
ゝ
、
長
々
し
い
述
懷
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
時
、
得
意
な
彼
は
、
人
の
惡

い
支
考
の
顏
に
、
ち
ら
り
と
閃
い
た
苦
笑
を
見
る
と
、
急
に
今
ま
で
の
心
の
調
和
に
狂
ひ
の
出
來
た
事
を

意
識
し
た
。
さ
う
し
て
そ
の
狂
ひ
の
原
因
は
、
始
め
て
氣
の
つ
い
た
自
分
の
滿
足
と
、
そ
の
滿
足
に
對
す

る
自
己
批
評
と
に
存
し
て
ゐ
る
事
を
發
見
し
た
。
明
日
に
も
わ
か
ら
な
い
大
病
の
師
匠
を
看
護
し
な
が
ら
、

そ
の
容
態
を
で
も
心
配
す
る
事
か
、
徒

い
た
づ
ら

に
自
分
の
骨
折
ぶ
り
を
滿
足
の
眼
で
眺
め
て
ゐ
る
。
―
―
こ
れ
は

確
に
、
彼
の
如
き
正
直
者
の
身
に
と
つ
て
、
自
ら
疚
し
い
心
も
ち
だ
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
以
來
去

來
は
何
を
す
る
の
に
も
、
こ
の
滿
足
と
悔
恨
と
の
扞
挌

か
ん
か
く

か
ら
、
自
然
と
或
程
度
の
掣
肘
を
感
じ
出
し
た
。

將
に
支
考
の
眼
の
中
に
、
偶
然
で
も
微
笑
の
顏
が
見
え
る
時
は
、
反
つ
て
そ
の
滿
足
の
自
覺
な
る
も
の
が
、

一
層
明
白
に
意
識
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
愈
自
分
の
卑
し
さ
を
情
な
く
思
つ
た
事
も
度
々

た
び
た
び

あ
る
。
そ
れ
が
何

日
か
續
い
た
今
日
、
か
う
し
て
師
匠
の
枕
も
と
で
、
末
期
の
水
を
供
す
る
段
に
な
る
と
、
道
德
的
に
潔
癖

な
、
し
か
も
存
外
神
經
の
纖
弱
な
彼
が
、
か
う
云
ふ
内
心
の
矛
盾
の
前
に
、
全
然
落
着
き
を
失
つ
た
の
は
、

氣
の
毒
で
は
あ
る
が
無
理
も
な
い
。
だ
か
ら
去
來
は
羽
根
楊
子
を
と
り
上
げ
る
と
、
妙
に
體
中
が
固
く
な

つ
て
、
そ
の
水
を
含
ん
だ
白
い
先
も
、
芭
蕉
の
脣
を
撫
で
な
が
ら
、
頻
に
ふ
る
へ
て
ゐ
た
位
、
異
常
な
興

奮
に
襲
は
れ
た
。
が
、
幸
、
そ
れ
と
共
に
、
彼
の
睫
毛
に
溢
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
た
、
涙
の
珠
も
あ
つ
た
の

で
、
彼
を
見
て
ゐ
た
門
弟
た
ち
は
、
恐
く
あ
の
辛
辣
な
支
考
ま
で
、
全
く
こ
の
興
奮
も
彼
の
悲
し
み
の
結

果
だ
と
解
釋
し
て
ゐ
た
事
で
あ
ら
う
。

や
が
て
去
來
が
又
憲
法
小
紋
の
肩
を
そ
ば
立
て
ゝ
、
お
づ
お
づ
席
に
復
す
る
と
、
羽
根
楊
子
は
そ
の
後

に
ゐ
た
丈
艸
の
手
へ
わ
た
さ
れ
た
。
日
頃
か
ら
老
實
な
彼
が
、
つ
ゝ
ま
し
く
伏
眼
に
な
つ
て
、
何
や
ら
か

す
か
に
口
の
中
で
誦
し
な
が
ら
、
靜
に
師
匠
の
脣
を
沾

う
る
ほ

し
て
ゐ
る
姿
は
、
恐
ら
く
誰
の
見
た
眼
に
も

嚴
お
ご
そ
か

だ

つ
た
の
に
相
違
な
い
。
が
、
こ
の

嚴
お
ご
そ
か

な
瞬
間
に
突
然
座
敷
の
片
す
み
か
ら
は
、
不
氣
味
な
笑
ひ
聲
が
聞
え

出
し
た
。
い
や
、
少
く
と
も
そ
の
時
は
、
聞
え
出
し
た
と
思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
腹
の
底

か
ら
こ
み
上
げ
て
來
る
哄
笑
が
、
喉
と
脣
と
に
堰
か
れ
な
が
ら
、
し
か
も
猶
可
笑

を

か

し
さ
に
堪
へ
兼
ね
て
、

ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
に
鼻
の
孔
か
ら
、
迸
つ
て
來
る
や
う
な
聲
で
あ
つ
た
。
が
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
誰
も
こ

の
場
合
、
笑
を
失
し
た
も
の
が
あ
つ
た
譯
で
は
な
い
。
聲
は
實
に
さ
つ
き
か
ら
、
涙
に
く
れ
て
ゐ
た
正
秀

の
抑
へ
に
抑
へ
て
ゐ
た
慟
哭
が
、
こ
の
時
胸
を
裂
い
て
溢
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
慟
哭
は
勿
論
、
悲
愴
を



極
め
て
ゐ
た
の
に
相
違
な
か
つ
た
。
或
は
そ
こ
に
ゐ
た
門
弟
の
中
に
は
、「
塚
も
動
け
わ
が
泣
く
聲
は
秋
の

風
」
と
云
ふ
、
師
匠
の
名
句
を
思
ひ
出
し
た
も
の
も
、
少
く
は
な
か
つ
た
事
で
あ
ら
う
。
が
、
そ
の
凄
絶

な
る
可
き
慟
哭
に
も
、
同
じ
く
涙
に
咽
ば
う
と
し
て
ゐ
た
乙
州
は
、
そ
の
中
に
あ
る
一
種
の
誇
張
に
對
し

て
、
―
―
と
云
ふ
の
が
穩
で
な
い
な
ら
ば
、
慟
哭
を
抑
制
す
べ
き
意
志
力
の
缺
乏
に
對
し
て
、
多
少
不
快

を
感
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
唯
、
さ
う
云
ふ
不
快
の
性
質
は
、
ど
こ
ま
で
も
智
的
な
も
の
に
過
ぎ

な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
の
頭
が
否い

な

と
云
つ
て
ゐ
る
に
も
關
ら
ず
、
彼
の
心
臟
は
忽
ち
正
秀
の
哀
慟
の

聲
に
動
か
さ
れ
て
、
何
時

い

つ

か
眼
の
中
は
涙
で
一
ぱ
い
に
な
つ
た
。
が
、
彼
が
正
秀
の
慟
哭
を
不
快
に
思
ひ
、

惹
い
て
は
彼
自
身
の
涙
を
も
潔
し
と
し
な
い
事
は
、
さ
つ
き
と
少
し
も
變
り
は
な
い
。
し
か
も
涙
は
益
眼

に
溢
れ
て
來
る
―
―
乙
州
は
遂
に
兩
手
を
膝
の
上
に
つ
い
た
儘
、
思
は
ず
嗚
咽

を

え

つ

の
聲
を
發
し
て
し
ま
つ
た
。

が
、
こ
の
時
歔
欷

き

よ

き

す
る
ら
し
い
け
は
ひ
を
洩
ら
し
た
の
は
、
獨
り
乙
州
ば
か
り
で
は
な
い
。
芭
蕉
の
床
の

裾
の
方
に
控
へ
て
ゐ
た
、
何
人
か
の
弟
子
の
中
か
ら
は
、
そ
れ
と
殆
同
時
に
洟は

な

を
す
ゝ
る
聲
が
、
し
め
や

か
に
冴
え
た
座
敷
の
空
氣
を
ふ
る
は
せ
て
、
斷
續
し
な
が
ら
聞
え
始
め
た
。

そ
の
惻
々
と
し
て
悲
し
い
聲
の
中
に
、
菩
提
樹
の
念
珠
を
手
頸
に
か
け
た
丈
艸
は
、
元
の
如
く
靜
に
席

へ
返
つ
て
、
あ
と
に
は
其
角
や
去
來
と
向
ひ
あ
つ
て
ゐ
る
、
支
考
が
枕
も
と
へ
進
み
よ
つ
た
。
が
、
こ
の

皮
肉
屋

ひ

に

く

や

を
以
て
知
ら
れ
た
東
花
坊
に
は
周
圍
の
感
情
に
誘
ひ
こ
ま
れ
て
、
徒
に
涙
を
落
す
や
う
な
纖
弱
な

神
經
は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
彼
は
何
時
も
の
通
り
淺
黑
い
顏
に
、
何
時
も
の
通
り
人
を
莫
迦
に
し
た
や
う

な
容
子
を
浮
べ
て
、
更
に
又
何
時
も
の
通
り
妙
に
横
風
に
構
へ
な
が
ら
、
無
造
作
に
師
匠
の
脣
へ
水
を
塗

つ
た
。
し
か
し
彼
と
雖
も
こ
の
場
合
、
勿
論
多
少
の
感
慨
が
あ
つ
た
事
は
爭
は
れ
な
い
。
「
野
ざ
ら
し
を
心

に
風
の
し
む
身
か
な
」
―
―
師
匠
は
四
五
日
前
に
、
「
か
ね
て
は
草
を
敷
き
、
土
を
枕
に
し
て
死
ぬ
自
分
と

思
つ
た
が
、
か
う
云
ふ
美
し
い
蒲
團
の
上
で
、
往
生
の
素
懷
を
遂
げ
る
事
が
出
來
る
の
は
、
何
よ
り
も
悦

ば
し
い
」
と
繰
返
し
て
自
分
た
ち
に
、
禮
を
云
は
れ
た
事
が
あ
る
。
が
、
實
は
枯
野
の
た
だ
中
も
、
こ
の

花
屋
の
裏
座
敷
も
、
大
し
た
相
違
が
あ
る
譯
で
は
な
い
。
現
に
か
う
し
て
口
を
し
め
し
て
ゐ
る
自
分
に
し

て
も
、
三
四
日
前
ま
で
は
、
師
匠
に
辭
世
の
句
が
な
い
の
を
氣
に
か
け
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
昨
日
は
、
師

匠
の
發
句
を
滅
後

め

つ

ご

に
一
集
す
る
計
畫
を
立
て
ゝ
ゐ
た
。
最
後
に
今
日
は
、
た
つ
た
今
ま
で
、
刻
々
臨
終
に

近
づ
い
て
行
く
師
匠
を
、
ど
こ
か
そ
の
經
過
に
興
味
で
も
あ
る
や
う
な
、
觀
察
的
な
眼
で
眺
め
て
ゐ
た
。

も
う
一
歩
進
め
て
皮
肉
に
考
へ
れ
ば
、
事
に
よ
る
と
そ
の
眺
め
方
の
背
後
に
は
、
他
日
自
分
の
筆
に
よ
つ

て
書
か
る
べ
き
終
焉
記
の
一
節
さ
へ
、
豫
想
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
は
云
へ
な
い
。
し
て
見
れ
ば
師
匠
の

命
終

め
い
し
う

に
侍
し
な
が
ら
、
自
分
の
頭
を
支
配
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
他
門
へ
の
名
聞

み
や
う
も
ん

、
門
弟
た
ち
の
利
害
、
或

は
又
自
分
一
身
の
興
味
打
算

だ

さ

ん

―
―
皆
直
接
垂
死
の
師
匠
と
は
、
關
係
の
な
い
事
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
か
ら

師
匠
は
や
は
り
發
句
の
中
で
、屢

豫
想

を
逞
く
し
た
通
り
、
限
り
な
い
人
生
の
枯
野
の
中
で
、
野
ざ
ら
し



に
な
つ
た
と
云
つ
て
差
支
へ
な
い
。
自
分
た
ち
門
弟
は
皆
師
匠
の
最
後
を
悼い

た

ま
ず
に
、
師
匠
を
失
つ
た
自

分
た
ち
自
身
を
悼い

た

ん
で
ゐ
る
。
枯
野
に
窮
死
し
た
先
達
を
歎
か
ず
に
、
薄
暮
に
先
達
を
失
つ
た
自
分
た
ち

自
身
を
歎
い
て
ゐ
る
。
が
、
そ
れ
を
道
德
的
に
非
難
し
て
見
た
所
で
、
本
來
薄
情

は
く
じ
や
う

に
出
來
上
つ
た
自
分
た

ち
人
間
を
ど
う
し
よ
う
。
―
―
か
う
云
ふ
厭
世
的
な
感
慨
に
沈
み
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
沈
み
得
る
事

を
得
意
に
し
て
ゐ
た
支
考
は
、
師
匠
の
脣
を
し
め
し
終
つ
て
、
羽
根
楊
子
を
元
の
湯
呑
へ
返
す
と
、
涙
に

咽
ん
で
ゐ
る
門
弟
た
ち
を
、
嘲
る
や
う
に
じ
ろ
り
と
見
廻
し
て
、
徐
に
又
自
分
の
席
へ
立
ち
戻
つ
た
。
人

の
好
い
去
來
の
如
き
は
、
始
か
ら
そ
の
冷
然
と
し
た
態
度
に
中あ

て
ら
れ
て
、
さ
つ
き
の
不
安
を
今
更
の
や

う
に
又
新
に
し
た
が
、
獨
り
其
角
が
妙
に
擽
つ
た
い
顏
を
し
て
ゐ
た
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
白
眼
で
押
し
通

さ
う
と
す
る
東
花
坊
の
こ
の
性
行
上
の
習
氣
を
、
小
う
る
さ
く
感
じ
て
ゐ
た
ら
し
い
。

支
考
に
續
い
て
惟
然
坊
が
、
墨
染
の
法
衣

こ

ろ

も

の
裾
を
も
そ
り
と
疊
へ
ひ
き
な
が
ら
、
小
さ
く
這
ひ
出
し
た

時
分
に
は
、
芭
蕉
の
斷
末
魔
も
既
に
も
う
、
彈
指
の
間
に
迫
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
顏
の
色
は
前
よ
り
も
更

に
血
の
氣
を
失
つ
て
、
水
に
濡
れ
た
脣
の
間
か
ら
も
、
時
々
忘
れ
た
や
う
に
息
が
洩
れ
な
く
な
る
。
と
思

ふ
と
又
、
思
ひ
出
し
た
や
う
に
ぎ
く
り
と
喉
が
大
き
く
動
い
て
、
力
の
な
い
空
氣
が
通
ひ
始
め
る
。
し
か

も
そ
の
喉
の
奧
の
方
で
、
か
す
か
に
二
三
度
痰
が
鳴
つ
た
。
呼
吸
も
次
第
に
靜
に
な
る
ら
し
い
。
そ
の
時

羽
根
楊
子
の
白
い
先
を
、
將
に
そ
の
脣
へ
當
て
よ
う
と
し
て
ゐ
た
惟
然
坊
は
、
急
に
死
別
の
悲
し
さ
と
は

緣

の
な
い
、
或
る
恐
怖
に
襲
は
れ
始
め
た
。
そ
れ
は
師
匠
の
次
に
死
ぬ
も
の
は
、
こ
の
自
分
で
は
あ
る
ま

い
か
と
云
ふ
、
殆
無
理
由
に
近
い
恐
怖
で
あ
る
。
が
、
無
理
由
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
に
、
一
度
こ
の
恐
怖

に
襲
は
れ
出
す
と
、
我
慢
に
も
抵
抗
の
し
や
う
が
な
い
。
元
來
彼
は
死
と
云
ふ
と
、
病
的
に
驚
悸
す
る
種

類
の
人
間
で
、
昔
か
ら
よ
く
自
分
の
死
ぬ
事
を
考
へ
る
と
、
風
流
の
行
脚

あ
ん
ぎ
や

を
し
て
ゐ
る
時
で
も
、
總
身
に

汗
の
流
れ
る
や
う
な
不
氣
味
な
恐
し
さ
を
經
驗
し
た
。
從
つ
て
又
、
自
分
以
外
の
人
間
が
、
死
ん
だ
と
云

ふ
事
を
耳
に
す
る
と
、
ま
あ
自
分
が
死
ぬ
の
で
は
な
く
つ
て
よ
か
つ
た
と
、
安
心
し
た
や
う
な
心
も
ち
に

な
る
。
と
同
時
に
又
、
も
し
自
分
が
死
ぬ
の
だ
つ
た
ら
ど
う
だ
ら
う
と
、
反
對
の
不
安
を
も
感
じ
る
事
が

あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
芭
蕉
の
場
合
も
例
外
に
は
洩
れ
な
い
で
、
始
ま
だ
彼
の
臨
終
が
こ
れ
程
切
迫
し
て

ゐ
な
い
中
は
、
―
―
障
子
に
冬
晴
の
日
が
さ
し
て
、
園
女
の
贈
つ
た
水
仙
が
、
淸
ら
か
な
匂
を
流
す
や
う

に
な
る
と
、
一
同
師
匠
の
枕
も
と
に
集
つ
て
、
病
間
を
慰
め
る
句
作
な
ど
を
し
た
時
分
は
、
さ
う
云
ふ
明

暗
二
通
り
の
心
も
ち
の
間
を
、
そ
の
時
次
第
で
徘
徊
し
て
ゐ
た
。
が
、
次
第
に
そ
の
終
焉
が
近
づ
い
て
來

る
と
―
―
忘
れ
も
し
な
い
初
時
雨
の
日
に
、
自
ら
好
ん
だ
梨
の
實
さ
へ
、
師
匠
の
食
べ
ら
れ
な
い
容
子
を

見
て
、
心
配
さ
う
に
木
節
が
首

か
う
べ

を
傾
け
た
、
あ
の
頃
か
ら
安
心
は
追
々
不
安
に
ま
き
こ
ま
れ
て
、
最
後
に

は
そ
の
不
安
さ
へ
、
今
度
死
ぬ
の
は
自
分
か
も
知
れ
な
い
と
云
ふ
險
惡
な
恐
怖
の
影
を
、
う
す
ら
寒
く
心

の
上
に
ひ
ろ
げ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
枕
も
と
へ
坐
つ
て
、
刻
銘
に
師
匠
の
脣
を
し



め
し
て
ゐ
る
間
中
、
こ
の
恐
怖
に
祟
ら
れ
て
、
殆
末
期

ま

つ

ご

の
芭
蕉
の
顏
を
正
視
す
る
事
が
出
來
な
か
つ
た
ら

し
い
。
い
や
、
一
度
は
正
視
し
た
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
丁
度
そ
の
時
芭
蕉
の
喉
の
中
で
は
、
痰た

ん

の
つ
ま

る
音
が
か
す
か
に
聞
え
た
の
で
、
折
角
の
彼
の
勇
氣
も
、
途
中
で
挫
折
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
「
師

匠
の
次
に
死
ぬ
も
の
は
、
事
に
よ
る
と
自
分
か
も
知
れ
な
い
」
―
―
絶
え
ず
か
う
云
ふ
豫
感
め
い
た
聲
を
、

耳
の
底
に
聞
い
て
ゐ
た
惟
然
坊
は
、
小
さ
な
體
を
す
く
ま
せ
な
が
ら
、
自
分
の
席
へ
返
つ
た
後
も
、
無
愛

想
な
顏
を
一
層
無
愛
想
に
し
て
、
な
る
可
く
誰
の
顏
も
見
な
い
や
う
に
、
上
眼
ば
か
り
使
つ
て
ゐ
た
。

續
い
て
乙
州
、
正
秀
、
之
道
、
木
節
と
、
病
床
を
圍
ん
で
ゐ
た
門
人
た
ち
は
、
順
々
に
師
匠
の
脣
を
沾

し
た
。
が
、
そ
の
間
に
芭
蕉
の
呼
吸
は
、
一
息
毎
に
細
く
な
つ
て
、
數
さ
へ
次
第
に
減
じ
て
行
く
。
喉
も
、

も
う
今
で
は
動
か
な
い
。
う
す
痘
痕

い

も

の
浮
ん
で
ゐ
る
、
ど
こ
か蠟

の
や
う
な
小
さ
い
顏
、
遙
な
空
間
を
見

据
ゑ
て
ゐ
る
、
光
の
褪
せ
た
瞳
の
色
、
さ
う
し
て

頤
お
と
が
ひ

に
の
び
て
ゐ
る
、
銀
の
や
う
な
白
い
鬚
―
―
そ
れ
が

皆
人
情
の
冷

つ
め
た

さ
に
凍い

て
つ
い
て
、
や
が
て
赴
く
べ
き
寂
光
土
を
、
ぢ
つ
と
夢
み
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

す
る
と
こ
の
時
、
去
來
の
後

う
し
ろ

の
席
に
、
默
然
と
頭
を
垂
れ
て
ゐ
た
丈
艸
は
、
あ
の
老
實
な
禪
客
の
丈
艸
は
、

芭
蕉
の
呼
吸
の
か
す
か
に
な
る
の
に
從
つ
て
、
限
り
な
い
悲
し
み
と
、
さ
う
し
て
又
限
り
な
い
安
ら
か
な

心
も
ち
と
が
、
徐
に
心
の
中
へ
流
れ
こ
ん
で
來
る
の
を
感
じ
出
し
た
。
悲
し
み
は
元
よ
り
説
明
を
費
す
ま

で
も
な
い
。
が
、
そ
の
安
ら
か
な
心
も
ち
は
、
恰
も
明
方
の
寒
い
光
が
次
第
に
暗
の
中
に
ひ
ろ
が
る
や
う

な
、
不
思
議
に

朗
ほ
が
ら
か

な
心
も
ち
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
刻
々
に
、
あ
ら
ゆ
る
雜
念
を
溺お

ぼ

ら
し
去
つ
て
、
果

て
は
涙
そ
の
も
の
さ
へ
も
、
毫
も
心
を
刺
す
痛
み
の
な
い
、
淸
ら
か
な
悲
し
み
に
化
し
て
し
ま
ふ
。
彼
は

師
匠
の
魂
が虛

夢
の
生
死
を
超
越
し
て
、
常
住
涅
槃

じ
や
う
ぢ
う
ね
は
ん

の
寶
土

は

う

ど

に
還
つ
た
の
を
喜
ん
で
で
も
ゐ
る
の
で
あ
ら

う
か
。
い
や
、
こ
れ
は
彼
自
身
に
も
、
肯
定
の
出
來
な
い
理
由
で
あ
つ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
―
―
あ
あ
、
誰

か
徒
に
―
―䠖

跙 し

そ

逡
巡
し
て
、
己
を
欺
く
の
愚
を
敢
て
し
よ
う
。
丈
艸
の
こ
の
安
ら
か
な
心
も
ち
は
、
久

し
く
芭
蕉
の
人
格
的
壓
力
の
桎
梏
に
、
空
し
く
屈
し
て
ゐ
た
彼
の
自
由
な
精
神
が
、
そ
の
本
來
の
力
を
以

て
、
漸
く
手
足
を
伸
ば
さ
う
と
す
る
、
解
放
の
喜
び
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
恍
惚
た
る
悲
し
い
喜

び
の
中
に
、
菩
提
樹
の
念
珠
を
つ
ま
ぐ
り
な
が
ら
、
周
圍
に
す
す
り
な
く
門
弟
た
ち
も
、
眼
底
を
拂
つ
て

去
つ
た
如
く
、
脣
頭
に
か
す
か
な
笑ゑ

み

を
浮
べ
て
、
恭
し
く
、
臨
終
の
芭
蕉
に
禮
拜
し
た
。
―
―

か
う
し
て
、
古
今
に
倫
を
絶
し
た
俳
諧
の
大
宗
匠
、
芭
蕉
庵
松
尾
桃
靑
は
、
「
悲
歎
か
ぎ
り
な
き
」
門
弟

た
ち
に
圍
ま
れ
た
儘
、
溘
然
と
し
て
屬

纊

し
よ
く
く
わ
う

に
就
い
た
の
で
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

―
―
大
正
七
年
九
月
―
―



芥
川
龍
之
介
「
枯
野
抄
」
や
ぶ
ち
ゃ
ん
の
授
業
ノ
ー
ト

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
授
業
の
便
宜
上
、
全
体
の
構
成
を
八
段
（
冒
頭
引
用
を
除
く
。
内
、
第
一
段
と
第
二

段
は
さ
ら
に
二
節
に
分
離
し
た
の
で
結
果
と
し
て
十
パ
ー
ト
）
に
分
け
た
。
私
の
教
師
時
代
の
好
み
か
ら
、

贅
沢
に
各
パ
ー
ト
ご
と
に
改
ペ
ー
ジ
を
施
し
て
あ
る
。
本
文
は
芥
川
龍
之
介
の
原
文
を
尊
重
し
て
、
以
上

に
示
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
配
し
て
あ
る
が
、
高
校
生
が
読
解
す
る
場
合
を
考
慮
し
て
、
語
注
で
は
読
み

が
振
れ
る
と
私
が
判
断
し
た
も
の
及
び
難
読
と
思
わ
れ
る
語
句
を
可
能
な
限
り
網
羅
的
に
挙
げ
、
現
代
仮

名
遣
の
読
み
を
ル
ビ
で
附
し
た
。
私
と
し
て
は
若
者
に
は
芥
川
龍
之
介
レ
ベ
ル
の
文
章
は
正
字
正
仮
名
で

読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
と
い
う
思
い
を
込
め
て
、
こ
の
一
見
、
神
経
症
的
な
語
注
を
用
意
し
た
も

の
と
思
っ
て
戴
き
た
い
。

語
注
で
は
利
用
し
得
る
限
り
の
辞
書
事
典
類
及
び
芥
川
龍
之
介
諸
関
連
本
そ
の
他
、
更
に
ネ
ッ
ト
上
の

専
門
サ
イ
ト
の
記
載
等
を
、
吟
味
精
査
し
た
上
で
用
い
て
い
る
。
教
案
を
名
乗
っ
て
お
り
、
実
際
の
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ク
な
授
業
用
で
あ
る
た
め
、
引
用
や
参
考
元
な
ど
の
記
載
は
一
切
行
っ
て
い
な
い
が
、
全
く
の

コ
ピ
ー
・
ペ
ス
ト
は
一
箇
所
も
な
い
と
自
信
を
持
っ
て
言
え
る
。

な
お
、
こ
の
授
業
ノ
ー
ト
は
私
が
手
掛
け
た
最
後
の
、
授
業
を
し
な
い
「
授
業
案
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
私
は
本
授
業
ノ
ー
ト
の
著
作
権
を
放
棄
す
る
。

個
人
的
に
は
如
何
な
る
指
導
書
よ
り
も
詳
し
く
、
ど
れ
に
も
似
て
い
な
い
ア
ブ
ナ
い
指
導
案
と
な
っ
た

と
秘
か
に
自
負
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
は
私
の
作
成
し
た
、
芥
川
龍
之
介
が
元
素
材
と
し
た
、
文
曉

作
の
偽
書
「
芭
蕉
臨
終
記

花
屋
日
記
」
の
全
文
、
及
び
「
前
後
日
記
」
各
務
支
考
（
「
笈
日
記
」
よ
り
）

と
「
芭
蕉
翁
終
焉
記
」
宝
井
其
角
（
「
枯
尾
花
集
」
よ
り
）
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
縦
書
版
へ
の
リ
ン
ク
も
配
し
て
お
い

た
。興

味
を
持
た
れ
た
奇
特
な
若
き
国
語
教
師
の
方
は
、
ど
う
ぞ
、
「
お
の
お
の
遣
ひ
た
ま
へ
」
―
―
【
二
〇

一
四
年
十
一
月
二
十
八
日
藪
野
直
史
―
―
三
百
二
十
年
後
の
芭
蕉
臨
終
の
日
に
―
―
】］



■
冒
頭
引
用

 
 

 

丈
草
、
去
來
を
召
し
、
昨
夜
目
の
あ
は
ざ
る
ま
ま
、
ふ
と
案
じ
入
り
て
、
呑
舟
に
書
か
せ
た
り
、

 
 

 

お
の
お
の
咏
じ
た
ま
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旅
に
病
む
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

―
―
花
屋
日
記
―
―

《
語
注
》

・
丈
草

じ
ょ
う
そ
う

：
後
掲
す
る
「
□
第
一
段
第
二
節
」
の
「
★
登
場
人
物
の
確
認
」
を
参
照
。

・
去
來

き
ょ
ら
い

後
掲
す
る
：
「
□
第
一
段
第
二
節
」
の
「
★
登
場
人
物
の
確
認
」
を
参
照
。

・
呑
舟

ど
ん
し
ゅ
う

：
大
原
呑
舟
（
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
～
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
）
。
大
阪
蕉
門
の
重
鎮
槐
本

え
の
も
と

之
道

し

ど

う

の
門
人
で
画
家
。
阿
波
国
の
生
ま
れ
。
名
は
鯤こ

ん

、
別
号
に
崑
崙

こ
ん
ろ
ん

な
ど
。
京
に
出
て
、
大
原
呑
響

ど
ん
き
ょ
う

の

養
子
と
な
っ
た
。
本
句
を
筆
記
し
た
の
は
「
事
実
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
＊
何
も
付
け
加
え
ず
に
言

う
）
。

・
咏え

い

じ
：
「
詠
じ
」
に
同
じ
。

・
病や

む
で
：
元
来
の
語
表
現
と
し
て
は
こ
れ
が
正
し
い
が
、
発
音
上
、
「
病
ん
で
」
と
撥
音
に
変
化
し
た
も

の
（
平
安
末
期
に
は
発
生
し
、
実
際
に
「
病
ん
で
」
と
云
う
風
な
表
記
も
始
ま
っ
て
い
る
）
。

・
（
冒
頭
引
用
前
書
全
訳
）

芭
蕉
さ
ま
が
、
丈
草
、
去
来
を
お
呼
び
に
な
り
、「
昨
夜
眠
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
、
ふ
と
句
案
が
浮
か
び
、

呑
舟

ど
ん
し
ゅ
う

に
書
き
取
ら
せ
た
。
お
の
お
の
が
た
、
お
詠
み
下
さ
い
。
」

・
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
：
実
質
上
の
芭
蕉
の
辞
世
で
あ
る
が
、
芭
蕉
が
こ
れ
を
確
信
犯

と
し
て
辞
世
と
強
く
自
覚
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

（
句
意
）
旅
の
途
中
で
病
に
伏
し
て
い
る
と
、
夢
は
早
く
も
、
し
き
り
に
こ
れ
か
ら
行
く
先
に
待
っ
て
い

る
寂
し
い
枯
野
を
か
け
め
ぐ
っ
て
い
る
こ
と
だ

本
句
は
元
禄
七
年
の
陰
暦
十
月
九
日
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
一
六
九
四
年
で
は
十
一
月
二
十
五
日
午
前
二

時
頃
の
本
作
で
描
か
れ
る
病
床
で
の
作
と
さ
れ
る
。
芭
蕉
は
、
こ
の
ほ
ぼ
四
日
後
の
十
月
十
二
日
（
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
の
一
六
九
四
年
で
は
十
一
月
二
十
八
日
）
申
の
刻
（
午
後
四
時
頃
）
に
享
年
（
数
え
）
五

十
一
歳
（
数
え
）
で
亡
く
な
っ
た
。
即
ち
、
本
作
は
そ
の
臨
終
の
日
、



元
禄
七
年
（
陰
暦
）
十
月
十
二
日
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
一
六
九
四
年
十
一
月
二
十
八
日
）

が
舞
台
内
時
間
で
あ
る
こ
と
を
プ
レ
で
確
認
す
る
。

・
花
屋
日
記
：
芥
川
龍
之
介
が
本
作
の
主
素
材
と
し
た
、
僧
の
文
暁
の
著
に
な
る
「
芭
蕉
翁
終
焉
記

花

屋
日
記
」
（
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
刊
）
。
別
名
「
芭
蕉
翁
反
古
文

ば

し

ょ

う

お

う

ほ

ご

ぶ

み

」
「
翁
反
古

お

き

な

ほ

ご

」
と
も
呼
ぶ
。
上
下
二

巻
か
ら
な
り
、
上
巻
に
は
芭
蕉
の
発
病
か
ら
終
焉
・
葬
送
に
至
る
模
様
を
伝
え
る
門
人
た
ち
の
手
記
を
、

下
巻
に
は
門
弟
・
縁
者
の
書
簡
を
収
め
る
（
※
本
書
は
現
在
は
偽
作
（
創
作
）
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
生
徒
の
読
解
意
欲
を
殺
が
な
い
た
め
に
。
こ
こ
で
は
敢
え
て
紹
介
し

な
い
で
お
く
）。

（
「
花
屋
日
記
」
引
用
の
前
後
部
分
）

 
 

九
日

諸
子
の
取
は
か
ら
ひ
と
し
て
、
ふ
る
き
衣
裝
又
夜
具
な
ど
の
、
垢
つ
き
た
る
不
淨
あ
る
を
脱

か
は
し
、
よ
き
衣
に
召
せ
か
へ
ま
ゐ
ら
せ
申
。
師
曰
、
我
邊
地
波
濤
の
ほ
と
り
に
、
革
を
敷
寐
、
塊
を

枕
と
し
て
、
終
を
と
る
べ
き
身
の
、
か
ゝ
る
美
々
し
き
褥
の
う
へ
に
、
し
か
も
未
來
ま
で
の
友
ど
ち
に

ぎ
に
ぎ
し
く
、
鬼
錄
に
上
ら
む
こ
と
、
受
生
の
本
望
な
り
。
丈
草
・
去
來
と
召
。
昨
夜
目
の
あ
は
ざ
る

ま
ゝ
、
不
斗
案
じ
入
て
、
呑
舟
に
書
せ
た
り
。
各
詠
じ
た
ま
へ
。

 
 

 
 

旅
に
病
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

枯
野
を
め
ぐ
る
夢
心
と
も
し
侍
る
。
い
づ
れ
な
る
べ
き
。
こ
れ
は
辭
世
に
あ
ら
ず
、
辭
世
に
あ
ら
ざ
る

に
も
あ
ら
ず
。
病
中
の
吟
な
り
。
併
か
ゝ
る
生
死
の
一
大
事
を
前
に
置
な
が
ら
、
い
か
に
生
涯
好
み
し

一
風
流
と
は
言
な
が
ら
、
是
も
妄
執
の
一
ツ
と
も
い
ふ
べ
け
ん
。
今
は
ほ
い
な
し
。
去
來
言
、
左
に
あ

ら
ず
。
日
々
朝
雲
暮
雨
の
間
も
お
か
ず
、
山
水
野
鳥
の
こ
ゑ
も
す
て
た
ま
は
ず
。
心
身
風
雅
な
ら
ざ
る

な
く
、
か
く
る
河
魚
の
患
に
つ
か
れ
給
ひ
な
が
ら
、
今
は
の
か
ぎ
り
に
其
風
神
の
名
章
を
唱
へ
給
ふ
事
、

諸
門
葉
の
よ
ろ
こ
び
、
他
門
の
聞
え
、
末
代
の
龜
鑑
な
り
と
、
涕
す
ゝ
り
泪
を
流
す
。
眼
あ
る
も
の
是

を
見
ば
、
魂
を
飛
さ
む
。
耳
あ
る
も
の
是
を
き
か
ば
、
毛
髮
こ
れ
が
た
め
に
動
か
む
。
列
座
の
面
々
、

感
慨
悲
想
し
て
、
慟
絶
し
て
、
聲
な
し
。
是
師
翁
一
代
遣
教
經
な
り
。
此
日
よ
り
殊
更
に
お
と
ろ
へ
た

ま
へ
り
。
度
數
し
れ
ず
。（
去
來
記
）



■
第
一
段

プ
ロ
ロ
ー
グ
～
大
書
割
か
ら
セ
ッ
ト
へ

□
第
一
節

い
か
に
も
町
人
の
町
ら
し
い
情
景
描
写

元
祿
七
年
十
月
十
二
日
の
午
後
で
あ
る
。
一
し
き
り
赤
々
と
朝
燒
け
た
空
は
、
又
昨
日
の
や
う
に
時
雨

し

ぐ

れ

る
か
と
、
大
阪
商
人

お
ほ
さ
か
あ
き
ん
ど

の
寢
起

ね

お

き

の
眼
を
、
遠
い
瓦
屋
根
の
向
う
に
誘
つ
た
が
、
幸
、
葉
を
ふ
る
つ
た
柳
の
梢

を
、
煙
ら
せ
る
程
の
雨
も
な
く
、
や
が
て
曇
り
な
が
ら
も
う
す
明
い
、
も
の
靜
な
冬
の
晝
に
な
つ
た
。
立

ち
な
ら
ん
だ
町
家

ま

ち

や

の
間
を
、
流
れ
る
と
も
な
く
流
れ
る
川
の
水
さ
へ
、
今
日
は
ぼ
ん
や
り
と
光
澤

つ

や

を
消
し

て
、
そ
の
水
に
浮
く
葱

ね
ぶ
か

の
屑
も
、
氣
の
せ
ゐ
か
靑
い
色
が
冷
た
く
な
い
。
ま
し
て
岸
を
行
く
往
來
の
人
々

は
、
丸
頭
巾

ま

る

づ

き

ん

を
か
ぶ
つ
た
の
も
、
革
足
袋
を
は
い
た
の
も
、
皆

凩
こ
が
ら
し

の
吹
く
世
の
中
を
忘
れ
た
や
う
に
、
う

つ
そ
り
と
し
て
歩
い
て
行
く
。
暖
簾

の

れ

ん

の
色
、
車
の
行
き
か
ひ
、
人
形
芝
居
の
遠
い
三
味
線
の
音
―
―
す
べ

て
が
う
す
明
い
、
も
の
靜
な
冬
の
晝
を
、
橋
の
擬
寶
珠

ぎ

ば

う

し

ゆ

に
置
く
町
の
埃
も
、
動
か
さ
な
い
位
、
ひ
つ
そ
り

と
守
つ
て
ゐ
る
…
…

《
語
注
》

・
時
雨

し

ぐ

れ
る
：
初
冬
の
時
期
に
、
一
時
、
風
が
強
ま
っ
て
急
に
ぱ
ら
ぱ
ら
と
降
っ
て
は
止
む
、
に
わ
か
雨

を
指
す
。

・

幸
さ
い
わ
い

：
幸
運
に
も
。
副
詞
的
用
法
。

・
煙け

ぶ

ら
せ
る

・
も
の
靜

し
ず
か

な

・
明

あ
か
る

い

・
葱

ね
ぶ
か

：
ね
ぎ
。
こ
こ
は
与
謝
蕪
村
の
知
ら
れ
た
句
、

 
 

 

易
水
に
葱

ね
ぶ
か

流
る
ゝ
寒
さ
か
な

を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
句
は
「
史
記
」
「
刺
客
列
伝
」
の

風
蕭
蕭
兮
易
水
寒

壮
士
一
去
兮
不
復
還

（
風
蕭
々
と
し
て
易
水
寒
く

壮
士
ひ
と
た
び
去
っ
て
ま
た
還
ら
ず
）

に
基
づ
く
。

・
丸
頭
巾

ま

る

づ

き

ん

：

縁
を
縫
い
縮
め
て
丸
く
作
っ
た
頭
巾
。
僧
・
老
人
な
ど
が
被
っ
た
（
＊
百
人
一
種
の
坊
主
の

絵
札
を
思
い
出
さ
せ
る
）。

・
う
つ
そ
り
：
「
う
っ
そ
り
」
。
ぼ
ん
や
り
と
。
呆
け
た
よ
う
に
。

・
人
形
芝
居
：
人
形
浄
瑠
璃
。
（
＊
文
楽
を
概
説
。
）

・
擬
寶
珠

ぎ

ぼ

う

し

ゅ

：
宮
殿
の
廻
廊
や
橋
の
欄
干
な
ど
の
、
柱
の
頂
き
に
と
り
つ
け
る
丸
く
先
の
尖
っ
た
葱
の
花
の



形
を
し
た
飾
り
。
ぎ
ぼ
う
し
。
一
説
に
仏
教
の
宝
珠

ほ
う
じ
ゅ

に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
る
。
宝
珠
は
舎
利
壺
（
釈

迦
の
骨
壺
）
の
形
と
も
、
龍
神
の
持
つ
霊
珠
と
も
さ
れ
、
地
蔵
菩
薩
な
ど
の
仏
像
が
掌
に
載
せ
て
い
る

も
の
の
こ
と
。

○
芭
蕉
の
忌
日

旧
暦
十
月
十
二
日

（
＊
現
在
の
十
一
月
上
中
旬
に
相
当
す
る
こ
と
・
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
一
六
九
四
年
十
一
月
二
十
八
日
）

で
あ
る
こ
と
・
現
在
只
今
（
今
日
）
の
新
暦
を
陰
暦
に
換
算
し
て
も
季
節
感
は
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
な

ど
を
注
意
さ
せ
る
）

○
ロ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ト
か
ら
ク
レ
ー
ン
・
ダ
ウ
ン

☆
「
一
し
き
り
赤
々
と
朝
燒
け
た
空
は
、
又
昨
日
の
や
う
に
時
雨

し

ぐ

れ
る
か
と
、
大
阪
商
人

お
ほ
さ
か
あ
き
ん
ど

の
寢
起

ね

お

き

の
眼
を
、

遠
い
瓦
屋
根
の
向
う
に
誘
つ
た
」
が
示
し
て
い
る
多
量
の
情
報
を
丁
寧
に
読
み
解
く
。

●
朝
焼
け
→
雨
の
予
兆

●
昨
日
は
し
っ
か
り
と
雨
が
降
っ
た
と
い
う
事
実
＝
今
日
の
空
気
の
清
澄
感

●
大
阪
商
人
の
早
起
き

●
そ
の
眼
を
向
け
た
大
阪
商
人
の
考
え
て
い
る
こ
と
は
？

☆
朝
か
ら
午
後
へ
～
一
文
中
で
の
時
間
的
描
出
の
妙
味
！

（
＊
こ
こ
で
一
気
に
時
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
せ
る
）

☆
か
す
か
な
湿
り
と
冷
や
や
か
で
は
あ
る
が
、
透
明
感
の
あ
る
空
気
描
き
方
、
葱
や
擬
宝
珠
の
ア
ッ
プ
に

よ
る
鮮
や
か
な
色
彩
効
果
、
遠
い
人
形
浄
瑠
璃
の
三
味
の
音
の
Ｓ
Ｅ
（
音
響
効
果
）
の
巧
み
さ
を
見
逃

さ
な
い
！

☆
ク
ロ
ー
ス
・
ア
ッ
プ
や
バ
ス
ト
・
シ
ョ
ッ
ト
の
、
カ
ッ
ト
・
バ
ッ
ク
を
重
ね
た
昼
景
描
写
の
妙
に
着
目
！



□
第
一
段
第
二
節

登
場
人
物
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

こ
の
時
、
御
堂
前
南
久
太
郎
町
、
花
屋
仁
左
衞
門
の
裏
座
敷
で
は
、
當
時
俳
諧
の
大
宗
匠
と
仰
が
れ
た

芭
蕉
庵
松
尾
桃
靑
が
、
四
方
か
ら
集
つ
て
來
た
門
下
の
人
人
に
介
抱
さ
れ
な
が
ら
、
五
十
一
歳
を
一
期
と

し
て
、「
埋
火

う
づ
み
び

の
あ
た
た
ま
り
の
冷
む
る
が
如
く
、
」
靜
に
息
を
引
き
と
ら
う
と
し
て
ゐ
た
。
時
刻
は
凡
そ
、

申さ
る

の
中
刻

ち
う
こ
く

に
も
近
か
ら
う
か
。
―
―
隔
て
の
襖
を
と
り
拂
つ
た
、
だ
だ
つ
廣
い
座
敷
の
中
に
は
、
枕
頭
に炷

た

き
さ
し
た
香
の
煙
が
、
一
す
ぢ
昇
つ
て
、
天
下
の
冬
を
庭
さ
き
に
堰
い
た
、
新
し
い
障
子
の
色
も
、
こ
こ

ば
か
り
は
暗
く
か
げ
り
な
が
ら
、
身
に
し
み
る
や
う
に
冷
々

ひ
や
ひ
や

す
る
。
そ
の
障
子
の
方
を
枕
に
し
て
、
寂
然

じ
や
く
ね
ん

と

横
は
つ
た
芭
蕉
の
ま
は
り
に
は
、
先
、
醫
者
の
木
節
が
、
夜
具
の
下
か
ら
手
を
入
れ
て
、
間
遠
い
脈
を
守

り
な
が
ら
、
浮
か
な
い
眉
を
ひ
そ
め
て
ゐ
た
。
そ
の
後
に
居
す
く
ま
つ
て
、
さ
つ
き
か
ら
小
聲
の
稱
名
を

絶
た
な
い
の
は
、
今
度
伊
賀
か
ら
伴
に
立
つ
て
來
た
、
老
僕
の
治
郎
兵
衞
に
違
ひ
な
い
。
と
思
ふ
と
又
、

木
節
の
隣
に
は
、
誰
の
眼
に
も
そ
れ
と
知
れ
る
、
大
兵
肥
滿

だ
い
ひ
や
う
ひ
ま
ん

の
晉
子

し

ん

し

其
角
が
、
紬

つ
む
ぎ

の
角
通

か
く
ど
ほ

し
の

懷
ふ
と
こ
ろ

を
鷹

揚
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
憲
法
小
紋
の
肩
を
そ
ば
立
て
た
、
も
の
ご
し
の
凛
々

り

ゝ

し
い
去
來
と
一
し
よ
に
、
ぢ

つ
と
師
匠
の
容
態
を
窺
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
其
角
の
後
に
は
、
法
師
じ
み
た
丈
草
が
、
手
く
び
に
菩
提

樹
の
珠
數
を
か
け
て
、
端
然
と
控
へ
て
ゐ
た
が
、
隣
に
座
を
占
め
た
乙
州
の
、
絶
え
ず
鼻
を
啜
つ
て
ゐ
る

の
は
、
も
う
こ
み
上
げ
て
來
る
悲
し
さ
に
、
堪
へ
ら
れ
な
く
な
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
そ
の
容
子
を
ぢ
ろ

ぢ
ろ
眺
め
な
が
ら
、
古
法
衣

ふ

る

こ

ろ

も

の
袖
を
か
き
つ
く
ろ
つ
て
、
無
愛
想
な

頤
お
と
が
ひ

を
そ
ら
せ
て
ゐ
る
、
背
の
低
い

僧
形

そ
う
ぎ
や
う

は
惟
然
坊
で
、
こ
れ
は
色
の
淺
黑
い
、
剛
愎
さ
う
な
支
考
と
肩
を
な
ら
べ
て
、
木
節
の
向
う
に
坐
つ

て
ゐ
た
。
あ
と
は
唯
、
何
人
か
の
弟
子
た
ち
が
皆
息
も
し
な
い
や
う
に
靜
ま
り
返
つ
て
、
或
は
右
、
或
は

左
と
、
師
匠
の
床
を
圍
み
な
が
ら
、
限
り
な
い
死
別
の
名
ご
り
を
惜
し
ん
で
ゐ
る
。
が
、
そ
の
中
で
も
た

つ
た
一
人
、
座
敷
の
隅
に

蹲
う
づ
く
ま

つ
て
、
ぴ
つ
た
り
疊
に
ひ
れ
伏
し
た
儘
、
慟
哭
の
聲
を
洩
し
て
ゐ
た
の
は
、

正
秀
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
さ
へ
、
座
敷
の
中
の
う
す
ら
寒
い
沈
默
に
抑
へ
ら
れ
て
、

枕
頭
の
香
の
か
す
か
な
匂
を
、
擾
す
程
の
聲
も
立
て
な
い
。

芭
蕉
は
さ
つ
き
、
痰
喘

た
ん
せ
き

に
か
す
れ
た
聲
で
、
覺
束
な
い
遺
言

ゆ
ゐ
ご
ん

を
し
た
後あ

と

は
、
半
ば
眼
を
見
開
い
た
儘
、

昏
睡
の狀

態

に
は
い
つ
た
ら
し
い
。
う
す
痘
痕

い

も

の
あ
る
顏
は
、
顴
骨

く
わ
ん
こ
つ

ば
か
り
露

あ
ら
は

に瘦

せ
細
つ
て
、
皺
に
圍

ま
れ
た
脣
に
も
、
と
う
に
血
の
氣
は
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
殊
に
傷
し
い
の
は
そ
の
眼
の
色
で
、
こ
れ

は
ぼ
ん
や
り
し
た
光
を
浮
べ
な
が
ら
、
ま
る
で
屋
根
の
向
う
に
あ
る
、
際
限
な
い
寒
空

さ
む
ぞ
ら

で
も
望
む
や
う
に
、

徒
に
遠
い
所
を
見
や
つ
て
ゐ
る
。「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
。」
―
―
事
に
よ
る
と
こ
の
時
、

こ
の
と
り
と
め
の
な
い
視
線
の
中
に
は
、
三
四
日
前
に
彼
自
身
が
、
そ
の
辭
世
の
句
に
詠
じ
た
通
り
、
茫
々

と
し
た
枯
野
の
暮
色
が
、
一
痕
の
月
の
光
も
な
く
、
夢
の
や
う
に
漂
つ
て
で
も
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。



《
語
注
》

・
御
堂
前

み

ど

う

ま

え

南

久

み
な
み
き
ゅ
う

太
郎

た

ろ

う

町ま
ち

：
現
在
の
大
阪
市
の
中
心
的
な
産
業
地
区
で
あ
る
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
船
場

せ

ん

ば

に

あ
る
久
太
郎
町
通

ど
お
り

。
中
央
大
通

お
お
ど
お
り

が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
南
久
太
郎
町
通
と
呼
ば
れ
た
。
現
在
は
大
阪
府

大
阪
市
中
心
部
を
南
北
に
縦
断
す
る
で
あ
る
国
道
御
堂
筋
に
面
し
て
大
阪
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
や
「
御
堂
」

と
し
て
知
ら
れ
る
真
宗
大
谷
派
難
波
別
院
な
ど
が
あ
る
（
厳
密
に
言
う
と
「
御
堂
」
は
北
御
堂
（
本
願

寺
津
村
別
院
）
と
南
御
堂
（
真
宗
大
谷
派
難
波
別
院
）
が
沿
道
に
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
）
。

・
花
屋
仁
左
衞
門

は

な

や

に

ざ

え

も

ん

：
一
般
に
は
宿
屋
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
事
実
は
「
花
屋
」
と
あ
る
よ
う
に
御
堂

に
花
卉
を
納
め
る
出
入
り
の
花
屋
で
あ
っ
た
。

・
裏
座
敷
：
花
屋
所
有
の
貸
座
敷
で
あ
っ
た
。

・
芭
蕉
庵
松
尾
桃
靑

と
う
せ
い

：
松
尾
芭
蕉
（
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）
年
～
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
）
。
伊
賀
国

上
野
（
現
在
の
三
重
県
伊
賀
市
）
生
ま
れ
。
名
は
忠
右
衛
門
宗
房
。
俳
号
と
し
て
は
当
初
は
実
名
の
宗

房
を
用
い
て
い
た
が
、
後
に
桃
青
・
芭
蕉
と
改
め
た
。
元
、
北
村
季
吟
門
下
。

・
宗
匠

そ
う
し
ょ
う

：
和
歌
、
連
歌
、
俳
句
、
茶
道
な
ど
の
師
匠
。
俳
諧
宗
匠
は
連
句
興
行
や
俳
席
の
場
に
あ
っ
て
指

導
運
営
を
し
、
歳さ

い

旦
帳

た
ん
ち
ょ
う

（
年
初
の
発
句
や
三
つ
物
（
発
句
・
脇
句
・
第
三
の
三
句
を
集
め
た
縁
起
物
と

し
て
配
布
し
た
摺
物

す
り
も
の

）
や
撰
集
を
刊
行
し
て
一
門
を
経
営
し
た
。
芭
蕉
の
立
机

り

っ

き

（
職
業
的
俳
諧
師
と
し

て
俳
諧
宗
匠
と
な
る
こ
と
）
は
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
、
満
三
十
四
歳
の
頃
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

・
一
期

い

ち

ご

：
一
生
。
生
涯
。
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
。

・
埋
火

う
ず
み
び

：
灰
に
埋
め
た
炭
火
。
こ
こ
は
「
花
屋
日
記
」
の
芭
蕉
臨
終
の
シ
ー
ン
の
、
『
合
掌
た
ゞ
し
く
觀
音

經
と
き
こ
え
て
、
か
す
か
に
聞
え
、
息
の
か
よ
ひ
も
遠
く
な
り
、
申
の
刻
過
て
、
埋
火
の
あ
た
ゝ
ま
り

の
さ
む
る
が
ご
と
く
、
次
郎
兵
衞
が
抱
き
ま
ゐ
ら
せ
た
る
に
、
よ
り
か
ゝ
り
て
寐
入
給
ひ
ぬ
と
お
も
ふ

程
に
、
正
念
に
し
て
終
に
屬
曠
に
つ
き
給
ひ
け
り
。
時
に
元
祿
七
甲
戌
十
月
十
二
日
申
の
中
刻
、
御
年

五
十
一
歳
な
り
。
』
（
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
再
掲
）
と
あ
る
の
か
ら
、
フ
ラ
イ
ン
グ
引
用
し
て
い
る
。

・
申さ

る

の
中
刻

ち
ゅ
う
こ
く

：
午
後
三
時
四
十
分
頃
か
ら
四
時
二
十
分
頃
。
当
時
の
ス
ロ
ー
・
ラ
イ
フ
か
ら
言
え
ば
、
実

際
の
芭
蕉
終
焉
の
時
刻
（
午
後
四
時
頃
）
と
し
て
は
問
題
な
い
設
定
で
あ
り
、
こ
の
小
説
の
以
下
の
時

間
経
過
は
決
し
て
事
大
主
義
的
な
の
ろ
の
ろ
し
た
も
の
で
な
い
と
い
う
点
で
も
首
肯
出
来
る
時
間
と
言

え
る
。

・
枕
頭

ち
ん
と
う

：
臥
し
て
い
る
人
の
枕
の
そ
ば
。
枕
上

ま
く
ら
が
み

。

・炷

た

き
さ
し
た
：
「
た
く
」
は
香
を
た
く
の
意
に
用
い
る
。
「
さ
す
」
は
「
読
み
さ
し
」
等
と
言
う
の
と
同

じ
で
、
動
作
が
途
中
で
あ
る
こ
と
を
添
え
て
動
詞
を
作
る
接
尾
語
。
た
き
か
け
た
、
た
い
て
ま
だ
間
も

な
い
、
の
意
。



・
天
下
の
冬
を
庭
先
に
堰せ

い
た
：
「
堰
い
た
」
は
せ
き
止
め
る
、
遮
断
す
る
の
意
。

室
内
で
は
各
部
屋
の

襖
が
は
ず
し
て
あ
る
が
、
戸
外
と
の
間
に
は
障
子
が
あ
っ
て
、
冬
の
寒
さ
を
庭
先
ま
で
さ
え
ぎ
り
と
め

て
い
る
、
と
い
う
比
喩
表
現
。

・
寂
然

じ
ゃ
く
ね
ん

：
ひ
っ
そ
り
と
。
静
か
に
。「
せ
き
ぜ
ん
」
と
も
読
む
が
、
芥
川
は
作
品
集
「
傀
儡
師
」
で
「
じ
や

く
ね
ん
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。

・
先ま

ず

・
木
節

も
く
せ
つ

：
後
掲
す
る
「
□
第
一
段
第
二
節
」
の
「
★
登
場
人
物
の
確
認
」
を
参
照
。

・
間
遠

ま

ど

お

い
：
間
隔
が
長
い
。

・
浮
か
な
い
眉ま

ゆ

：
不
安
そ
う
な
、
う
き
う
き
し
な
い
様
子
。
「
ひ
そ
め
た
眉
」
と
同
義
で
、
ダ
ブ
っ
た
表
現

と
な
っ
て
い
る
。

・
そ
の
後

う
し
ろ

に

・
稱

名

し
ょ
う
み
ょ
う

：
念
仏
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
こ
と
。

・
老
僕

ろ
う
ぼ
く

：
年
老
い
た
下
男
。

・
治
郎
兵
衞

じ

ろ

べ

え

：
後
掲
す
る
「
□
第
一
段
第
二
節
」
の
「
★
登
場
人
物
の
確
認
」
を
参
照
。

・
大
兵
肥
滿

た
い
ひ
ょ
う
ひ
ま
ん

：
体
格
が
太
く
た
く
ま
し
く
肥
え
太
っ
て
い
る
こ
と
。

・
晉
子

し

ん

し

其
角
：
後
掲
す
る
「
□
第
一
段
第
二
節
」
の
「
★
登
場
人
物
の
確
認
」
を
参
照
。

・
紬

つ
む
ぎ

：
つ
む
ぎ
糸
（
く
ず
繭
あ
る
い
は
真
綿
）
で
織
っ
た
絹
布
。

・
角
通

か
く
ど
ほ

し
：
当
時
の
格
調
高
い
江
戸
の
小
紋
（
着
物
の
種
類
の
一
つ
。
通
常
、
全
体
に
細
か
な
模
様
を
入

れ
る
こ
と
か
ら
つ
い
た
。
普
通
の
訪
問
着
な
ど
は
肩
の
方
が
上
に
な
る
よ
う
に
模
様
づ
け
さ
れ
る
の
に

対
し
、
小
紋
は
そ
う
し
た
衣
服
の
上
下
方
向
と
は
無
関
係
に
模
様
が
入
っ
て
い
る
の
が
特
徴
）
を
代
表

す
る
江
戸
小
紋
三
役
（
他
は
細
か
な
粒
が
縦
横
に
整
然
と
並
ぶ
「
鮫
」
と
細
か
な
丸
い
点
が
斜
め
に
連

続
し
た
「
行
儀
」
）
の
柄
の
一
つ
。
細
か
い
正
方
形
を
縦
横
に
連
続
さ
せ
た
模
様
で
、
こ
れ
は
「
縦
に
も

横
に
も
し
っ
か
り
筋
を
通
す
」
と
い
う
意
気
込
み
を
も
示
す
と
さ
れ
る
。

・
憲
法
小
紋

け
ん
ぽ
う
こ
も
ん

：
「
憲
法
」
は
憲
法
染
め
と
い
う
独
特
の
染
め
方
を
い
う
。
江
戸
初
期
の
兵
法
師
範
で
あ
っ
た

吉
岡
憲
法
が
、
渡
来
し
た
明
の
人
か
ら
伝
授
さ
れ
た
手
法
を
以
っ
て
創
始
し
た
と
伝
え
る
、
黒
茶
染
め

の
染
め
方
。
こ
こ
は
赤
み
が
か
っ
た
暗
い
灰
色
を
地
色
と
し
て
染
め
た
小
紋
（
染
め
）
を
指
す
。
江
戸

時
代
に
は
黒
系
統
の
平
服
と
し
て
広
く
愛
用
さ
れ
た
。

・
鷹
揚

お
う
よ
う

に
：
ゆ
っ
た
り
と
し
て
こ
せ
こ
せ
し
て
い
な
い
様
子
。

・
凛
々

り

り

し
い
：
勇
ま
し
く
、
き
り
り
と
し
ま
っ
て
い
る
。
主
に
後
者
の
謂
い
を
採
る
。

・
端
然

た
ん
ぜ
ん

：
正
し
く
整
っ
て
い
る
さ
ま
。
き
ち
ん
と
し
て
い
る
さ
ま
。



・
容
態

よ
う
だ
い

：
「
よ
う
た
い
」
と
読
ん
で
も
よ
い
。

・
法
師
じ
み
た
：
こ
の
「
じ
み
た
」
は
、
「
如
何
に
も
～
と
い
っ
た
感
じ
を
漂
わ
せ
て
い
る
」
、
の
意
。
し

ば
し
ば
誤
っ
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
、
「
似
て
そ
の
実
、
非
な
る
」
と
い
う
謂
い
で
は
な
い
。

・
菩
提
樹

ぼ

だ

い

じ

ゅ

：
狭
義
に
は
釈
迦
が
そ
の
樹
下
で
悟
り
を
開
い
た
と
す
る
双
子
葉
植
物
綱
イ
ラ
ク
サ
目
ク
ワ
科

イ
チ
ジ
ク
属
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
を
指
す
が
、
本
邦
の
仏
教
寺
院
で
は
本
種
の
代
用
と
し
て
双
子
葉
植

物
綱
ア
オ
イ
目
ア
オ
イ
科
シ
ナ
ノ
キ
属
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
が
よ
く
植
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
ボ
ダ
イ
ジ

ュ
が
「
菩
提
樹
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
但
し
、
彼
が
持
っ
て
い
る
数
珠
は

真
正
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

・
乙
州

お
と
く
に

：
後
掲
す
る
「
□
第
一
段
第
二
節
」
の
「
★
登
場
人
物
の
確
認
」
を
参
照
。

・
啜す

す

つ
て

・
容
子

よ

う

す

：
様
子
。

・

頤
お
と
が
い

：
下
顎

し
た
あ
ご

。

・
惟
然
坊

い

ね

ん

ぼ

う

：
後
掲
す
る
「
□
第
一
段
第
二
節
」
の
「
★
登
場
人
物
の
確
認
」
を
参
照
。

・
剛
愎

ご
う
ふ
く

：
頑
固
で
容
易
に
人
に
従
わ
な
い
さ
ま
。
ま
た
、
気
が
強
く
て
独
立
自
尊
の
心
の
強
い
こ
と
。
こ

こ
は
取
り
敢
え
ず
両
意
を
採
っ
て
よ
い
。

・
慟
哭

ど
う
こ
く

：
大
声
を
あ
げ
て
泣
き
叫
ぶ
こ
と
。
号
泣
。

・
洩も

ら

し
て

・
正
秀

せ
い
し
ゅ
う

：
後
掲
す
る
「
□
第
一
段
第
二
節
」
の
「
★
登
場
人
物
の
確
認
」
を
参
照
。

・
匂

に
お
い

・
擾み

だ

す
：
騒
擾

そ
う
じ
ょ
う

す
る
。
乱
す
。

・
痰
喘

た
ん
せ
き

：
痰
が
詰
ま
り
、
咳
き
込
ん
だ
状
態
。
「
喘
」
は
「
喘あ

え

ぐ
」
と
訓
ず
る
。
本
来
は
「
タ
ン
ゼ
ン
」
が

正
し
く
、
こ
れ
は
喘
息
の
謂
い
で
も
あ
る
。

・
覺
束

お
ぼ
つ
か

な
い

・
う
す
痘
痕

い

も

：
薄
痘
痕

う

す

あ

ば

た

。
微
か
な
あ
ば
た
。
所
謂
、
し
み
。
老
人
性
色
素
斑
の
こ
と
。

・
顴
骨

か
ん
こ
つ

：
頬
骨
。

・

脣
く
ち
び
る

・
茫
々

ぼ
う
ぼ
う

：
（
一
）
広
く
は
る
か
な
さ
ま
。（
二
）
ぼ
ん
や
り
と
し
て
と
り
と
め
の
な
い
さ
ま
。（
三
）
草
・
髪

な
ど
が
乱
れ
を
お
い
茂
る
よ
う
す
。
こ
こ
も
多
層
的
な
意
味
で
、
総
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。

・
一
痕

い
っ
こ
ん

：
一
つ
の
跡
・
形
跡
。
こ
こ
の
よ
う
に
月
の
光
り
な
ど
に
用
い
る
。



〇
奥
座
敷
の
門
人
の
風
貌

（
＊
そ
の
簡
略
な
容
貌
描
写
が
、
こ
れ
か
ら
芥
川
の
銀
の
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
い
ち
い
ち
剖
検
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
実
の

※
伏
線
※

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
せ
る
）

〇
配
置
図
（
一
部
推
定
）
＝
映
像
化
へ
の
重
要
な
作
業

～
番
号
は
芥
川
の
描
写
の
順
（
⑤
番
目
―
臺
⑤
段
―
は
「
乙
州
」
と
「
正
秀
」
の
二
人
を
描
写
す
る
）

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
庭
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
（
障
子
）

 
 

②
治

①
木

 
 

蕉

⑦
惟

 
 

⑧
丈

③
其

 
 

芭

⑥
支

 
 

⑤
乙

④
去

 
 

⑤
正

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
（
襖
）

★
登
場
人
物
の
確
認
（
こ
れ
以
外
に
も
先
に
出
た
「
呑
舟

ど
ん
し
ゅ
う

」
や
後
に
出
る
「
之
道

し

ど

う

」
他
、
多
く
の
弟
子
が

周
囲
に
い
る
事
実
を
も
指
摘
す
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
）

（
＊
①
を
除
き
、
現
在
知
ら
れ
る
事
実
の
事
蹟
を
中
心
に
す
る
。
①
の
事
実
は
ま
だ
明
か
さ
な
い
）

①
治
郎
兵
衛

じ

ろ

べ

え

：
今
回
、
郷
里
伊
賀
上
野
か
ら
連
れ
立
っ
て
き
た
昔
馴
染
み
の
松
尾
家
家
附
き
の
老
下
男
。

②
木
節

も
く
せ
つ

：
望
月
木
節
（
生
没
年
不
詳
）。
近
江
蕉
門
の
一
人
。
医
師
と
し
て
末
期
の
芭
蕉
の
主
治
医
を
兼
ね

た
。
芭
蕉
自
ら
が
彼
の
処
方
や
治
療
を
望
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

③
其
角

き

か

く

：
蕉
門
十
哲
の
一
人
。
宝
井
其
角
（
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
～
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
）
江

戸
生
ま
れ
。
本
名
、
竹
下
侃
憲

た
だ
の
り

。
前
に
出
た
「
晉
子

し

ん

し

」
は
俳
号
。
近
江
国
膳
所
藩
御
殿
医
竹
下
東
順
長

男
と
し
て
医
師
を
志
し
た
が
、
父
の
紹
介
で
蕉
門
に
入
り
、
第
一
の
高
弟
と
な
っ
た
。
博
覧
強
記
の
才

人
。
こ
の
時
は
、
た
ま
た
ま
好
き
な
上
方
方
面
へ
の
旅
行
中
で
、
江
戸
蕉
門
で
は
た
だ
一
人
、
師
の
臨



終
に
立
ち
会
う
こ
と
が
出
来
た
。（
＊
赤
穂
浪
士
の
一
人
大
高
忠
雄
と
の
話
な
ど
附
説
す
る
）
当
時
、
満

三
十
三
歳
。

④
去
来

き
ょ
ら
い

：
蕉
門
十
哲
の
一
人
。
向
井
去
来
（
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
～
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
）
肥

前
国
長
崎
の
医
師
（
後
に
宮
中
儒
医
）
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
本
名
、
向
井
平
次
郎
。
武
芸
に
も

優
れ
た
が
、
若
く
し
て
武
士
身
分
を
捨
て
て
い
る
。
京
都
嵯
峨
野
の
落
柿
舎

ら

く

し

し

ゃ

を
中
心
に
西
日
本
蕉
門
の

束
ね
と
し
て
。
「
西
国
三
十
三
ヶ
国
俳
諧
奉
行
」
と
渾
名
さ
れ
る
ほ
ど
の
活
躍
を
成
し
た
。
「
去
来
抄
」

な
ど
、
蕉
門
き
っ
て
の
学
究
系
の
逸
材
。
当
時
、
四
十
三
歳
。

⑤
乙
州

お
と
く
に

：
川
井
乙
州
（
生
没
年
未
詳
）
大
津
生
ま
れ
。
問
屋
兼
伝
馬
役
川
井
左
右
衛
門
の
妻
で
芭
蕉
パ
ト

ロ
ン
に
し
て
女
流
の
門
人
で
も
あ
っ
た
川
合
智
月
の
弟
で
、
後
に
こ
の
川
井
家
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
。

大
津
蕉
門
の
重
鎮
の
一
人
で
、
通
称
の
又
七
や
次
郎
助
の
名
で
も
し
ば
し
ば
芭
蕉
の
関
連
書
に
出
る
（
妻

の
荷
月
も
蕉
門
と
な
っ
て
い
る
）
。
一
説
の
没
年
齢
な
ど
か
ら
仮
に
考
え
る
と
、
当
時
、
三
十
代
後
半
か
。

⑤
正
秀

せ
い
し
ゅ
う

：
水
田

み

ず

た

正
秀

ま
さ
ひ
で

（
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
～
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
）
近
江
蕉
門
の
重
鎮
の
一

人
で
あ
っ
た
菅
沼
曲
水
の
伯
父
と
い
わ
れ
る
。
近
江
生
ま
れ
。
武
士
で
膳
所
藩
の
重
役
に
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
て
お
り
、
芭
蕉
の
パ
ト
ロ
ン
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
当
時
、
三
十
七
歳
。

⑥
支
考

し

こ

う

：
各
務

か

が

み

支
考
（
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
～
享
保
一
六
（
一
七
三
一
）
年
）
。
蕉
門
十
哲
の
一
人
。

美
濃
国
山
県
郡
北
野
村
（
現
在
の
岐
阜
市
）
生
ま
れ
。
幼
少
の
頃
に
父
を
失
い
、
禅
刹
大
智
寺
に
小
僧

と
し
て
預
け
ら
れ
た
が
、
山
を
下
っ
て
乞
食
僧
と
な
り
、
諸
国
を
行
脚
、
十
九
の
頃
に
還
俗

げ
ん
ぞ
く

し
て
京
都

や
伊
勢
で
修
学
、
元
禄
の
始
め
頃
に
蕉
門
に
入
っ
た
。
蕉
門
十
哲
の
一
人
で
あ
る
森
川
許
六
と
と
も
に

論
客
と
知
ら
れ
た
が
、
利
己
的
で
門
人
内
で
の
評
判
は
あ
ま
り
良
く
な
い
。
芭
蕉
没
後
は
其
角
の
グ
ル

ー
プ
と
分
裂
し
、
後
年
は
美
濃
派
の
育
成
に
努
め
た
。
こ
の
芭
蕉
の
臨
終
の
床
で
は
遺
書
を
代
筆
し
て

い
る
。
後
に
出
る
「
東
花
坊
」
彼
の
俳
号
の
一
つ
。
因
み
に
彼
は
生
涯
を
僧
形
で
通
し
た
。
当
時
、
二

十
九
歳
。

⑦
惟
然
坊

い

ね

ん

ぼ

う

：
広
瀬
維
然
（
？
～
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
）
。
武
田
信
玄
家
臣
広
瀬
郷
左
衛
門
の
子
孫
で
、

美
濃
国
関
の
酒
造
家
岩
本
屋
の
三
男
坊
。
本
名
、
広
瀬
源
之
丞
。
当
初
、
素
牛

そ
ぎ
ゅ
う

と
号
し
た
。
こ
の
直
前
、

芭
蕉
が
伊
賀
か
ら
最
後
の
大
坂
入
り
を
し
た
際
、
伊
賀
か
ら
随
行
、
こ
の
臨
終
に
至
る
ま
で
、
そ
の
末

期
の
時
間
を
殆
ど
一
緒
に
過
ご
し
た
門
人
で
あ
っ
た
。
一
説
に
よ
る
没
年
齢
か
ら
仮
に
考
え
る
と
、
当

時
、
既
に
四
十
を
越
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
主
要
人
物
の
中
で
は
、
事
実
と
し
て
は
去
来
と
と

も
に
最
年
長
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑧
丈
草

じ
ょ
う
そ
う

：
内
藤
丈
草
（
寛
文
二
（
一
六
六
二
）
年
～
元
禄
一
七
（
一
七
〇
四
）
）
年
）
蕉
門
十
哲
の
一
人
。

尾
張
国
犬
山
藩
士
内
藤
源
左
衛
門
長
男
で
あ
っ
た
が
、
幼
少
時
に
生
母
と
死
別
し
て
継
母
に
育
て
ら
れ
、



公
私
と
も
に
不
幸
な
半
生
を
歩
ん
だ
。
若
く
し
て
無
常
を
感
じ
、
武
士
を
捨
て
て
遁
世
、
近
江
松
本
に

隠
棲
後
、
元
禄
初
め
に
蕉
門
に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
後
に
芭
蕉
が
葬
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
膳
所
義
仲
寺

境
内
に
あ
る
無
名
庵
を
栖
か
と
し
、
し
ば
し
ば
あ
っ
た
芭
蕉
の
近
江
滞
在
中
は
常
に
芭
蕉
の
そ
ば
に
あ

っ
た
。
こ
の
芭
蕉
の
死
の
二
年
後
の
元
禄
九
（
一
六
九
六
年
）
に
は
近
く
の
竜
が
岡
（
現
在
の
滋
賀
県

大
津
市
竜
が
丘
）
に
仏
幻
庵
を
結
び
、
芭
蕉
の
没
後
、
自
ら
示
寂

じ
じ
ゃ
く

（
享
年
四
十
三
歳
）
す
る
ま
で
の
十

年
、
た
だ
た
だ
師
の
追
善
に
日
々
を
送
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
当
時
、
三
十
二
歳
。

☆
死
に
瀕
し
た
病
み
つ
か
れ
た
痛
ま
し
い
芭
蕉
～
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
の
芥
川
に

よ
る
簡
明
に
し
て
秀
抜
な
句
解
釈
に
着
目
す
る

『
事
に
よ
る
と
こ
の
時
、
こ
の
と
り
と
め
の
な
い
視
線
の
中
に
は
、
三
四
日
前
に
彼
自
身
が
、
そ
の
辭
世

の
句
に
詠
じ
た
通
り
、
茫
々
と
し
た
枯
野
の
暮
色
が
、
一
痕
の
月
の
光
も
な
く
、
夢
の
や
う
に
漂
つ
て
で

も
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
』

 
 

 

↓

昏
睡
の
夢
の
中
に
在
っ
て
芭
蕉
一
人
き
り

→
※
伏
線
※



■
第
二
段
（
以
下
最
後
ま
で
の
く
っ
き
り
と
し
た
一
人
一
人
の
整
然
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
構

成
に
着
目
）

□
第
二
段
第
一
節

［
治
郎
兵
衛
］

「
水
を
。
」

木
節
は
や
が
て
か
う
云
つ
て
、
靜
に
後
に
ゐ
る
治
郎
兵
衞
を
顧
み
た
。
一
椀
の
水
と
一
本
の
羽
根
楊
子

は

ね

や

う

じ

と

は
、
既
に
こ
の
老
僕
が
、
用
意
し
て
置
い
た
所
で
あ
る
。
彼
は
二
品
を
お
づ
お
づ
主
人
の
枕
元
へ
押
し
並

べ
る
と
、
思
ひ
出
し
た
や
う
に
又
、
口
を
早
め
て
、
專
念
に
稱

名

し
ょ
う
み
や
う

を
唱
へ
始
め
た
。
治
郎
兵
衞
の
素
朴
な
、

山
家
育
ち
の
心
に
は
、
芭
蕉
に
せ
よ
、
誰
に
も
せ
よ
、
ひ
と
し
く
彼
岸

ひ

が

ん

に
往
生
す
る
の
な
ら
、
ひ
と
し
く

又
、
彌
陀
の
慈
悲
に
す
が
る
べ
き
筈
だ
と
云
ふ
、
堅
い
信
念
が
根
を
張
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

《
語
注
》

・
一
椀

ひ
と
わ
ん

・
二
品

ふ
た
し
な

・
羽
根
楊
子

は

ね

や

う

じ

：
細
長
い
柄
の
先
に
小
鳥
の
羽
を
つ
け
た
小
さ
な
楊
枝
。
鉄
漿

お
は
ぐ
ろ

や
薬
な
ど
を
つ
け
る
の
に
用

い
る
が
、
こ
こ
は
唇
を
潤
す
の
に
置
か
れ
て
あ
る
。
以
下
、
最
早
、
死
に
水
の
儀
式
に
入
る
。

・
山
家

や

ま

が

：
山
里
に
あ
る
家
。
山
村
。

・
誰
（
＊
私
は
朗
読
で
は
強
意
で
「
た
れ
」
と
読
む
）

・
彼
岸

ひ

が

ん

：
【
仏
教
用
語
】
こ
ち
ら
の
岸
（
＝
此
岸

し

が

ん

・
現
世
）
か
ら
彼
の
岸
（
＝
涅
槃

ね

は

ん

）
に
行
く
こ
と
。
つ
ま

り
仏
道
に
精
進
し
、
迷
い
を
脱
し
、
涅
槃
に
達
す
る
こ
と
。
悟
り
の
境
地
。

・
往
生

お
う
じ
ょ
う

：
【
仏
教
用
語
】
死
後
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
。

・
彌
陀

み

だ

の
慈
悲

じ

ひ

：
【
仏
教
用
語
】
阿
弥
陀
仏
が
人
々
に
楽
を
与
え
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
取
り
去
る
こ
と
。

〇
従
順
な
老
下
男
＝
（
愚
昧

ぐ

ま

い

な
）
大
衆
を
代
表
す
る
男
＝
（
一
つ
覚
え
の
）
念
仏
の
信
者
。

（
＊
但
し
、
実
際
は
若
者
で
あ
っ
た
事
実
を
こ
こ
で
初
め
て
暴
露
す
る
。
こ
の
次
郎
兵
衛
な
る
人
物
は
生

没
年
不
詳
で
あ
る
が
、
青
年
で
あ
る
。
一
説
に
よ
れ
ば
、
彼
の
母
は
芭
蕉
の
内
縁
の
妻
の
よ
う
な
存
在

で
あ
っ
た
、
こ
の
三
月
前
に
深
川
芭
蕉
庵
で
亡
く
な
っ
た
寿
貞

じ
ゅ
て
い

（
？
～
元
禄
七
年
六
月
二
日
）
の
連
れ

子
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
別
説
で
は
、
治
郎
兵
衛
は
実
は
芭
蕉
が
若
き
日
に
こ
の
寿
貞
と

の
間
に
も
う
け
た
実
の
子
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
こ
と
、
寿
貞
に
纏
わ
る
不
可
解
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
芭
蕉
の
述
懐
及
び
芭
蕉
の
追
悼
吟
「
数
な
ら
ぬ
身
と
な
お
も
ひ
そ
玉
祭
」
な
ど
を
紹
介
す
る
）



（
＊
称
名
念
仏
と
御
題
目
の
違
い
と
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
的
意
味
を
解
説
）

（
＊
こ
こ
で
、
序
で
に
芥
川
が
素
材
と
し
た
文
曉
の
芭
蕉
臨
終
記
「
花
屋
日
記
」
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
を

紹
介
、
但
し
、
芥
川
龍
之
介
は
実
は
こ
れ
が
偽
書
で
あ
る
こ
と
に
薄
々
気
づ
い
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も

述
べ
て
、
一
種
、
確
信
犯
的
に
典
拠
と
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
暗
示
し
て
お
く
。
な
お
、
実
は
「
花

屋
日
記
」
の
下
巻
所
収
の
書
簡
に
は
「
壽
貞
子
治
郎
兵
衞
」（
治
郎
兵
衛
と
同
一
人
物
）
と
は
っ
き
り
出

て
い
る
の
で
あ
る
）

★
素
朴
～
山
家
育
ち
＝

無
知

★
こ
こ
で
の
下
男
治
郎
兵
衛
は
、
芭
蕉
の
周
縁
の
非
芸
術
的
存
在
で
あ
る
一
般
的
な
不
特
定
多
数
の
民
衆

の
一
人
を
代
表
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
芭
蕉
個
人
の
死
を
純
粋
に
悼
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、
死
ぬ
者

に
は
誰
で
あ
ろ
う
と
一
つ
覚
え
の
念
仏
を
唱
え
る
べ
き
＝
唱
え
る
こ
と
し
か
能
が
な
い
も
の
＝
無
知
蒙
昧

も
う
ま
い

の
徒
（
大
衆
）
と
い
う
醒
め
た
芥
川
龍
之
介
の
視
線
が
感
じ
ら
れ
は
し
な
い
か
？

（
＊
但
し
、
彼
は
唯
一
、
本
登
場
人
物
の
中
で
門
人
で
は
な
い
形
で
描
か
れ
て
お
り
、
皮
肉
に
も
そ
の
点

で
は
仏
信
心
で
は
な
い
が
―
―
救
わ
れ
て
い
る
―
―
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
）



□
第
二
段
第
二
節

［
木
節
］

一
方
又
木
節
は
、
「
水
を
」
と
云
つ
た
刹
那
の
間
、
果
し
て
自
分
は
醫
師
と
し
て
、
萬
方

ば
ん
ぱ
う

を
盡
し
た
ら
う

か
と
云
ふ
、
何
時

い

つ

も
の
疑
惑
に
遭
遇
し
た
が
、
す
ぐ
に
又
自
ら
勵
ま
す
や
う
な
心
も
ち
に
な
つ
て
、
隣
に

ゐ
た
其
角
の
方
を
ふ
り
む
き
な
が
ら
、
無
言
の
儘
、
ち
よ
い
と
相
圖
を
し
た
。
芭
蕉
の
床
を
圍
ん
で
ゐ
た

一
同
の
心
に
、
愈
と
云
ふ
緊
張
し
た
感
じ
が
咄
嗟
に
閃
い
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
。
が
、
そ
の
緊
張
し
た

感
じ
と
前
後
し
て
、
一
種
の
弛
緩
し
た
感
じ
が
―
―
云
は
ば
、
來
る
可
き
も
の
が
遂
に
來
た
と
云
ふ
、
安

心
に
似
た
心
も
ち
が
、
通
り
す
ぎ
た
事
も
亦
爭
は
れ
な
い
。
唯
、
こ
の
安
心
に
似
た
心
も
ち
は
、
誰
も
そ

の
意
識
の
存
在
を
肯
定
し
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
程
、
微
妙

び

め

う

な
性
質
の
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
か
、
現
に
こ
ゝ

に
ゐ
る
一
同
の
中
で
は
、
最
も
現
實
的
な
其
角
で
さ
へ
、
折
か
ら
顏
を
見
合
せ
た
木
節
と
、
際
ど
く
相
手

の
眼
の
中
に
、
同
じ
心
も
ち
を
讀
み
合
つ
た
時
は
、
流
石
に
ぎ
よ
つ
と
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で

あ
ら
う
。
彼
は

慌
あ
わ
た
ゞ

し
く
視
線
を
側
へ
外
ら
せ
る
と
、
さ
り
氣
な
く
羽
根
楊
子
を
と
り
あ
げ
て
、

《
語
注
》

・
刹
那

せ

つ

な

：
【
仏
教
用
語
】
極
め
て
短
い
時
間
。
梵
語

ぼ

ん

ご

ク
シ
ャ
ナ
の
音
訳
。
経
典
「
倶
舎
論

く

し

ゃ

ろ

ん

」
に
よ
れ
ば
、
一

度
指
を
は
じ
く
時
間
（
指
弾

し

だ

ん

・
弾
指

だ

ん

し

）
の
六
十
五
分
の
一
と
い
う
極
め
て
短
い
時
間
。
←
→
劫

・
萬
方

ば
ん
ぽ
う

：
あ
ら
ゆ
る
手
段
・
処
置
。

・
弛
緩

し

か

ん

：
ゆ
る
む
こ
と
。
だ
ら
け
る
こ
と
。
←
→
緊
張

・

愈
い
よ
い
よ

・
咄
嗟

と

っ

さ

・
閃

ひ
ら
め

い
た

・
側わ

き

〇

医
師

★
医
師
と
し
て
、
す
べ
て
の
な
す
べ
き
＝
な
し
う
る
最
善
の
施
療
を
し
た
か
ど
う
か
自
問
し
つ
つ
（
し
か

し
、
そ
れ
は
「
い
つ
も
の
疑
念
」
＝
「
（
医
師
と
し
て
の
）
い
つ
も
の
」
癖
で
し
か
な
い
、
即
ち
芭
蕉
を

「
た
だ
の
一
患
者
」
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
）
、
ま
た
気
を
取
り
直
す
。

 
 

 

↓

『
手
段
は
尽
く
し
た
。
手
落
ち
は
な
い
。
彼
の
死
は
所
詮

し
ょ
せ
ん

、
天
命
で
あ
る
。
』

 
 

 

↓



職
業
人
と
し
て

死
を
業
務
の
一
帰
結
と
し
て
捉
え
る

の
ク
ー
ル
な
姿
。

あ
と
は
患
者
の
死
を
（
医
師
と
し
て
）
待
つ
の
み
。

 
 

 

↓

『
来
る
べ
き
も
の
』
が
早
く
来
て
片
付
い
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
そ
れ
が
や
っ
と
や
っ
て
来
た
と
い
う

 
 

 

↓

  

安
堵

 
 

 

↓
そ
う
し
て
こ
れ
は

こ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
す
べ
て
の
人
々
の
内
心

→
※
伏
線
※

（
＊
漱
石
の
「
こ
ゝ
ろ
」
の
学
生
の
「
私
」
や
そ
の
兄
が
最
早
助
か
り
よ
う
は
な
い
実
の
父
に
対
し
て
抱

く
内
心
を
想
起
さ
せ
る
。）

（
＊
芭
蕉
の
存
在
が
あ
ま
り
に
巨
大
過
ぎ
、
門
弟
個
々
人
の
存
在
を
圧
迫
し
て
い
た
と
い
う
作
品
末
の

※
伏
線
※
。
尊
敬
し
崇
拝
す
る
偉
大
な
師
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
か
ら
の
解
放
感
も
大
き
い
と
い
う

ラ
ス
ト
の
丈
草
の
内
実
に
、
ど
こ
ま
で
こ
こ
の
部
分
で
思
い
至
れ
る
か
と
い
う
点
も
ポ
イ
ン
ト
。
そ

れ
は
必
し
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
）

☆
ど
の
よ
う
な
点
が
「
微
妙
」
な
の
か
？

何
よ
り
彼
は
医
師
で
あ
る
前
に
、
や
は
り
こ
の
場
の
治
郎
兵
衛
を
除
く
総
て
の
人
間
と
同
じ
く

芭
蕉
の
門
人
木
節

で
あ
る
と
い
う
事
実
に
想
到
す
る
と

芭
蕉
の
死
を
迎
え
て
安
心
を
感
じ
る
な
ん
て
…
…

↓
ま
さ
か
？
！

芭
蕉
の
死
を
無
意
識
に
も
せ
よ
望
ん
で
い
た
？ 

 

←

↓
い
や
！ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

↑

門
弟
と
し
て
絶
対
に
あ
る
は
ず
が
な
い
！ 

 
 

 
 

↑

↓
し
か
し
…
… 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

↑

事
実
と
し
て
安
心
し
た
じ
ゃ
な
い
か
？
！ 

 
 

 
 

↑

↓
と
す
れ
ば
…
…
［
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
せ
ざ
る
を
得
な
い
！
］

★
芭
蕉
の
死
を
無
意
識
に
も
せ
よ
望
ん
で
い
た
／
い
る
の
か
も
知
れ
ぬ

→
※
伏
線
※



■
第
三
段

［
其
角
］

「
で
は
、
御
先
へ
」
と
、
隣
の
去
來
に
挨
拶
し
た
。
さ
う
し
て
そ
の
羽
根
楊
子
へ
湯
呑
の
水
を
ひ
た
し

な
が
ら
、
厚
い
膝
を
に
じ
ら
せ
て
、
そ
つ
と
今
は
の
師
匠
の
顏
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
。
實
を
云
ふ
と
彼
は
、

か
う
な
る
ま
で
に
、
師
匠
と
今
生
の
別
を
つ
げ
る
と
云
ふ
事
は
、
さ
ぞ
悲
し
い
も
の
で
あ
ら
う
位
な
、
豫

測
め
い
た
考
も
な
か
つ
た
譯
で
は
な
い
。
が
、
か
う
し
て
愈
末
期

ま

つ

ご

の
水
を
と
つ
て
見
る
と
、
自
分
の
實
際

の
心
も
ち
は
全
然
そ
の
芝
居
め
い
た
豫
測
を
裏
切
つ
て
、
如
何
に
も
冷
淡
に
澄
み
わ
た
つ
て
ゐ
る
。
の
み

な
ら
ず
、
更
に
其
角
が
意
外
だ
つ
た
事
に
は
、
文
字
通
り
骨
と
皮
ば
か
り
に瘦

せ
衰
へ
た
、
致
死
期
の
師

匠
の
不
氣
味
な
姿
は
、
殆
面
を
背そ

む

け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
程
、
烈
し
い
嫌
惡
の
情
を
彼
に
起
さ
せ
た
。

い
や
、
單
に
烈
し
い
と
云
つ
た
の
で
は
、
ま
だ
十
分
な
表
現
で
は
な
い
。
そ
れ
は
恰
も
目
に
見
え
な
い
毒

物
の
や
う
に
、
生
理
的
な
作
用
さ
へ
も
及
ぼ
し
て
來
る
、
最
も
堪
へ
難
い
種
類
の
嫌
惡
で
あ
つ
た
。
彼
は

こ
の
時
、
偶
然
な
契
機

け

い

き

に
よ
つ
て
、
醜
き
一
切
に
對
す
る
反
感
を
師
匠
の
病
軀
の
上
に
洩
ら
し
た
の
で
あ

ら
う
か
。
或
は
又
「
生
」
の
享
樂
家
た
る
彼
に
と
つ
て
、
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
た
「
死
」
の
事
實
が
、
こ
の

上
も
な
く
呪
ふ
可
き
自
然
の
威
嚇
だ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
―
―
兎
に
角
、
垂
死
の
芭
蕉
の
顏
に
、
云
ひ

や
う
の
な
い
不
快
を
感
じ
た
其
角
は
、
殆
何
の
悲
し
み
も
な
く
、
そ
の
紫
が
か
つ
た
う
す
い
脣
に
、
一
刷

毛
の
水
を
塗
る
や
否
や
、
顏
を
し
か
め
て
引
き
下
つ
た
。
尤
も
そ
の
引
き
下
る
時
に
、
自
責
に
似
た
一
種

の
心
も
ち
が
、
刹
那
に
彼
の
心
を
か
す
め
も
し
た
が
、
彼
の
さ
き
に
感
じ
て
ゐ
た
嫌
惡
の
情
は
、
さ
う
云

ふ
道
德
感
に
顧
慮
す
べ
く
、
餘
り
強
烈
だ
つ
た
も
の
ら
し
い
。

《
語
注
》

・
湯
呑

ゆ

の

み

・
今
生

こ
ん
じ
ょ
う

：
こ
の
世
に
生
あ
る
間
。
こ
の
世
。
現
世
。

・
あ
ら
う
位

く
ら
い

な
（
＊
芥
川
は
「
ぐ
ら
い
」
と
は
濁
ら
な
い
清
音
の
ケ
ー
ス
の
方
が
多
い
）

・
末
期

ま

つ

ご

の
水
：
死
に
ぎ
わ
に
口
に
ふ
く
ま
せ
る
水
。
死
に
水
。

・
致
死
期

ち

し

き

：
こ
の
語
、
如
何
に
も
芥
川
龍
之
介
ら
し
い
謂
い
に
見
え
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
と
錯
覚
す
る
が
、

実
は
こ
れ
は
彼
が
「
花
屋
日
記
」
以
外
に
参
考
に
し
た
と
こ
ろ
の
、
宝
井
其
角
が
元
禄
七
（
一
六
九
四
）

年
に
出
し
た
芭
蕉
追
善
集
「
枯
尾
花
」
の
一
節
、
「
芭
蕉
翁
終
焉
記
」
で
、
病
床
の
芭
蕉
に
対
面
し
た
際

の
描
写
、
『
予
は
岩
翁
・
龜
翁
ひ
と
つ
船
に
、
ふ
け
ゐ
の
浦
心
よ
く
詠
め
て
堺
に
と
ま
り
、
十
一
日
の
夕

へ
大
坂
に
著
て
、
何
心
な
く
お
き
な
の
行
衞
覺
束
な
し
と
ば
か
り
に
尋
け
れ
ば
、
か
く
な
や
み
お
は
す

と
い
ふ
に
胸
さ
は
ぎ
、
と
く
か
け
つ
け
て
病
床
に
う
か
ゞ
ひ
よ
り
、
い
は
ん
か
た
な
き
懷

ヲ
モ
ヒ

を
の
べ
、
力

な
き
聲
の
詞
を
か
は
し
た
り
。
是
年
ご
ろ
の
深
志
に
通
じ
て
、
住
吉
の
神
の
引
立
玉
ふ
に
や
と
歡
喜
す
。



わ
か
の
う
ら
に
て
も
祈
つ
る
事
は
、
か
く
有
る
べ
し
と
も
思
ひ
よ
ら
ず
、
蟻
通
の
明
神
の
物
と
が
め
な

き
も
、
有
が
た
く
覺
侍
る
に
、
い
と
ゞ
泪
せ
き
あ
げ
て
う
づ
く
ま
り
居
る
を
、
去
來
・
支
考
が
か
た
は

ら
に
ま
ね
く
ゆ
へ
に
、
退
い
て
妄
昧
の
心
を
や
す
め
け
り
。
膝
を
ゆ
る
め
て
病
顏
を
み
る
に
、
い
よ
い

よ
た
の
み
な
く
て
、
知
死
期
も
定
め
な
く
し
ぐ
る
ゝ
に
、

 
 

 
 

吹
井
よ
り
鶴
を
招
か
ん
時
雨
か
な 

 

晉
子

と
祈
誓
し
て
な
ぐ
さ
め
申
け
り
。
』
の
「
知
死
期
」
を
イ
ン
ス
パ
イ
ア
し
た
も
の
で
あ
る
。

・

殆
ほ
と
ん
ど

・
面

お
も
て

・
恰

あ
た
か

も

・
病
軀

び
ょ
う
く

：
病
に
冒
さ
れ
た
体
。

・
享
樂
家

き
ょ
う
ら
く
か

：
何
事
も
思
う
ま
ま
に
楽
し
み
を
味
わ
う
こ
と
を
信
条
と
す
る
人
。

・
威
嚇

い

か

く

：
脅
す
こ
と
。
脅
か
し
。

・
垂
死

す

い

し

：
今
に
も
死
に
そ
う
な
状
態
。
瀕
死
。

・
一
刷
毛

ひ

と

は

け

・
顧
慮

こ

り

ょ

：
気
に
す
る
こ
と
。
気
を
使
う
こ
と
。
「
考
慮
」
と
同
義
的
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
「
さ
う
云
ふ
道

德
感
に
顧
慮
す
べ
く
、
餘
り
強
烈
だ
つ
た
も
の
ら
し
い
」
は
、
―
―
そ
う
い
う
道
徳
感
に
基
づ
い
た
顧

慮
を
加
え
得
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
余
り
に
も
そ
れ
（
嫌
悪
感
）
が
強
烈
な
も
の
あ
っ
た
が
故
に
抑

制
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
ら
し
い
。
―
―
と
い
う
謂
い
で
あ
る
。
（
＊
今
は
こ
う
い
う
言

い
回
し
は
し
な
い
に
し
て
も
、
芥
川
の
こ
の
表
現
の
格
好
良
さ
は
、
学
ん
で
い
い
と
思
う
）

〇
木
節
の
目
に
、
自
分
と
同
じ

安
堵
の
気
持
ち

を
認
め
て
、
ぎ
ょ
っ
と
す
る
。

 
 

 

↓
し
か
も

〇
予
測
に
反
し
て
、
冷
淡
に
澄
み
わ
た
っ
た
心
境
。

（
「
澄
わ
た
」
る
と
は
心
の
平
衡
（
フ
ラ
ッ
ト
な
）
状
態
を
指
す
）

 
 

 

↓
そ
う
し
て
だ
ん
だ
ん
と
変
化
が
起
こ
る

★
生
の
享
楽
家
に
し
て
現
実
主
義
者

↓
故
に

★
醜
き
一
切
に
対
す
る
反
感

醜
い
芭
蕉
の
姿
＝
《
醜
と
死
の
象
徴
》
＝
「
死
」
と
い
う
人
間
の
持
つ
宿
命
を
突
き
つ
け
ら
れ
脅
さ
れ
た



（
＊
「
羅
生
門
」
の
下
人
が
死
体
を剝

ぐ
老
婆
を
見
た
際
の
心
理
を
想
起
さ
せ
る
）

↓
結
果

★

死
穢

し

え

に
対
す
る
生
理
的
嫌
悪
感

～

不
快
・
吐
き
気

●
か
す
め
る
自
責
の
念
の
提
示
（
＊
但
し
、
こ
れ
は
実
は
嫌
悪
の
情
が
如
何
に
大
き
い
か
を
逆
に
引
き
出

す
た
め
の
逆
技
巧
で
あ
る
点
に
着
目
さ
せ
る
）



■
第
四
段

［
去
来
］

其
角
に
次
い
で
羽
根
楊
子
を
と
り
上
げ
た
の
は
、
さ
つ
き
木
節
が
相
圖
を
し
た
時
か
ら
、
既
に
心
の
落

着
き
を
失
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
去
來
で
あ
る
。
日
頃
か
ら
恭
謙
の
名
を
得
て
ゐ
た
彼
は
、
一
同
に
輕
く
會
釋

を
し
て
、
芭
蕉
の
枕
も
と
へ
す
り
よ
つ
た
が
、
そ
こ
に
横
は
つ
て
ゐ
た
老
俳
諧
師
の
病
み
ほ
う
け
た
顏
を

眺
め
る
と
、
或
滿
足
と
悔
恨
と
の
不
思
議
に
錯
雜
し
た
心
も
ち
を
、
嫌
で
も
味
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
。
し
か
も
そ
の
滿
足
と
悔
恨
と
は
、
ま
る
で
陰か

げ

と
日
向

ひ

な

た

の
や
う
に
、
離
れ
ら
れ
な
い
因
緣
を
背
負
つ
て
、

實
は
こ
の
四
五
日
以
前
か
ら
、
絶
え
ず
小
心
な
彼
の
氣
分
を搔

亂

し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
云
ふ
の
は
、

師
匠
の
重
病
だ
と
云
ふ
知
ら
せ
を
聞
く
や
否
や
、
す
ぐ
に
伏
見
か
ら
船
に
乘
つ
て
、
深
夜
に
も
か
ま
は
ず
、

こ
の
花
屋
の
門
を
叩
い
て
以
來
、
彼
は
師
匠
の
看
病
を
一
日
も
怠
つ
た
と
云
ふ
事
は
な
い
。
そ
の
上
之
道

し

だ

う

に

賴
み
こ
ん
で
手
傳
ひ
の
周
旋
を
引
き
受
け
さ
せ
る
や
ら
、
住
吉
大
明
神
へ
人
を
立
て
ゝ
病
氣
本
復
を
祈
ら

せ
る
や
ら
、
或
は
又
花
屋
仁
左
衞
門
に
相
談
し
て
調
度
類
の
買
入
れ
を
し
て
貰
ふ
や
ら
、
殆
彼
一
人
が
車

輪
に
な
つ
て
、
萬
事
萬
端
の
世
話
を
燒
い
た
。
そ
れ
は
勿
論
去
來
自
身
進
ん
で
事
に
當
つ
た
の
で
、
誰
に

恩
を
着
せ
よ
う
と
云
ふ
氣
も
、
皆
無
だ
つ
た
事
は
事
實
で
あ
る
。
が
、
一
身
を
擧
げ
て
師
匠
の
介
抱
に
沒

頭
し
た
と
云
ふ
自
覺
は
、
勢
、
彼
の
心
の
底
に
大
き
な
滿
足
の
種
を
蒔
い
た
。
そ
れ
が
唯
、
意
識
せ
ら
れ

ざ
る
滿
足
と
し
て
、
彼
の
活
動
の
背
景
に
暖
い
心
も
ち
を
ひ
ろ
げ
て
ゐ
た
中
は
、
元
よ
り
彼
も
行
住
坐
臥

に
、
何
等
の
こ
だ
は
り
を
感
じ
な
か
つ
た
ら
し
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
夜
伽

よ

と

ぎ

の
行
燈
の
光
の
下
で
、
支
考
と

浮
世
話
に
耽
つ
て
ゐ
る
際
に
も
、
故

こ
と
さ
ら

に
孝
道

か
う
だ
う

の
義
を
釋と

い
て
、
自
分
が
師
匠
に
仕
へ
る
の
は
親
に
仕
へ
る

心
算

つ

も

り

だ
な
ど
ゝ
、
長
々
し
い
述
懷
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
時
、
得
意
な
彼
は
、
人
の
惡

い
支
考
の
顏
に
、
ち
ら
り
と
閃
い
た
苦
笑
を
見
る
と
、
急
に
今
ま
で
の
心
の
調
和
に
狂
ひ
の
出
來
た
事
を

意
識
し
た
。
さ
う
し
て
そ
の
狂
ひ
の
原
因
は
、
始
め
て
氣
の
つ
い
た
自
分
の
滿
足
と
、
そ
の
滿
足
に
對
す

る
自
己
批
評
と
に
存
し
て
ゐ
る
事
を
發
見
し
た
。
明
日
に
も
わ
か
ら
な
い
大
病
の
師
匠
を
看
護
し
な
が
ら
、

そ
の
容
態
を
で
も
心
配
す
る
事
か
、
徒

い
た
づ
ら

に
自
分
の
骨
折
ぶ
り
を
滿
足
の
眼
で
眺
め
て
ゐ
る
。
―
―
こ
れ
は

確
に
、
彼
の
如
き
正
直
者
の
身
に
と
つ
て
、
自
ら
疚
し
い
心
も
ち
だ
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
以
來
去

來
は
何
を
す
る
の
に
も
、
こ
の
滿
足
と
悔
恨
と
の
扞
挌

か
ん
か
く

か
ら
、
自
然
と
或
程
度
の
掣
肘
を
感
じ
出
し
た
。

將
に
支
考
の
眼
の
中
に
、
偶
然
で
も
微
笑
の
顏
が
見
え
る
時
は
、
反
つ
て
そ
の
滿
足
の
自
覺
な
る
も
の
が
、

一
層
明
白
に
意
識
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
愈
自
分
の
卑
し
さ
を
情
な
く
思
つ
た
事
も
度
々

た
び
た
び

あ
る
。
そ
れ
が
何

日
か
續
い
た
今
日
、
か
う
し
て
師
匠
の
枕
も
と
で
、
末
期
の
水
を
供
す
る
段
に
な
る
と
、
道
德
的
に
潔
癖

な
、
し
か
も
存
外
神
經
の
纖
弱
な
彼
が
、
か
う
云
ふ
内
心
の
矛
盾
の
前
に
、
全
然
落
着
き
を
失
つ
た
の
は
、

氣
の
毒
で
は
あ
る
が
無
理
も
な
い
。
だ
か
ら
去
來
は
羽
根
楊
子
を
と
り
上
げ
る
と
、
妙
に
體
中
が
固
く
な



つ
て
、
そ
の
水
を
含
ん
だ
白
い
先
も
、
芭
蕉
の
脣
を
撫
で
な
が
ら
、
頻
に
ふ
る
へ
て
ゐ
た
位
、
異
常
な
興

奮
に
襲
は
れ
た
。
が
、
幸
、
そ
れ
と
共
に
、
彼
の
睫
毛
に
溢
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
た
、
涙
の
珠
も
あ
つ
た
の

で
、
彼
を
見
て
ゐ
た
門
弟
た
ち
は
、
恐
く
あ
の
辛
辣
な
支
考
ま
で
、
全
く
こ
の
興
奮
も
彼
の
悲
し
み
の
結

果
だ
と
解
釋
し
て
ゐ
た
事
で
あ
ら
う
。

《
語
注
》

・
恭
謙

き
ょ
う
け
ん

：
慎
み
深
く
、
謙
虚
で
あ
る
こ
と
。

・
病や

み
ほ
う
け
た
：
病
ん
で
も
う
ろ
く
し
た
。
病
気
の
た
め
に
ぼ
け
た
。

・
錯
雜

さ
く
ざ
つ

：
入
り
ま
じ
る
こ
と
。

・
因
緣

い
ん
ね
ん

：
こ
こ
で
は
、
宿
命
的
に
結
ば
れ
た
関
係
、
の
意
。

・搔
亂

そ
う
ら
ん

：
か
き
乱
す
こ
と
。

・
之
道

し

だ

う

：
槐
本
之
道

え
の
も
と
し
ど
う

（
万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
？
～
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
）
。
本
名
久
右
衛
門
。
大

坂
道
修
町

ど
う
し
ゅ
う
ま
ち

（
現
在
の
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
道
修
町
。
薬
種
問
屋
街
。
当
時
、
清
や
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
入

っ
た
薬
は
一
旦
、
こ
の
道
修
町
に
集
め
ら
れ
て
そ
の
後
に
全
国
に
流
通
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
薬
種
を

一
手
に
扱
う
「
薬
種
中
買
仲
間
」
が
こ
こ
に
店
を
出
し
て
い
た
。
現
在
で
も
製
薬
会
社
や
薬
品
会
社
の

オ
フ
ィ
ス
が
多
い
）
の
薬
種
問
屋
伏
見
屋
の
主
人
。
大
坂
蕉
門
の
重
鎮
の
一
人
。
こ
の
元
禄
七
年
九
月

九
日
に
伊
賀
か
ら
大
坂
に
着
い
た
芭
蕉
は
、
最
初
、
酒
堂

し
ゃ
ど
う

（
浜
田
洒
堂
（
？
～
元
文
二
（
一
七
三
七
）

年
）
近
江
膳
所
の
医
師
で
、
菅
沼
曲
水
と
並
ぶ
近
江
蕉
門
の
重
鎮
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
、
大
坂
に
移

住
し
て
い
た
）
亭
に
入
る
が
、
後
に
之
道
亭
に
、
そ
の
後
、
花
屋
仁
左
衛
門
方
へ
と
移
っ
て
い
る
。
酒

堂
と
之
道
は
こ
の
頃
激
し
く
対
立
し
て
お
り
、
芭
蕉
は
之
道
の
同
輩
で
あ
っ
た
膳
所
の
正
秀
ら
の
懇
請

を
受
け
て
両
者
の
和
解
を
策
す
た
め
、
病
体
を
押
し
て
こ
の
大
阪
へ
出
向
い
て
い
た
。
和
睦
は
一
応
成

功
し
た
よ
う
に
見
え
た
が
、
実
際
に
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
芭
蕉
も
察
し
て
い
た
事
実
は
本
小
説

の
外
縁
の
事
実
と
し
て
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

・
手
傳

て

つ

だ

ひ
の
周
旋

し
ゅ
う
せ
ん

：
飯
炊
き
や
洗
濯
の
用
を
す
る
人
間
の
手
配
。

・
住
吉
大
明
神

す
み
よ
し
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

：
現
在
の
大
阪
府
大
阪
市
住
吉
区
住
吉
に
あ
る
住
吉
大
社
神
社
。
全
国
の
住
吉
神
社
の
総

本
社
で
、
下
関
の
住
吉
神
社
及
び
博
多
の
住
吉
神
社
と
と
も
に
「
日
本
三
大
住
吉
」
の
一
社
。
仲
哀
天

皇
の
妃
神
功
皇
后

じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

の
新
羅
遠
征
（
三
韓
征
伐
）
の
際
、
皇
后
は
住
吉
大
神
の
神
力
に
よ
っ
て
海
を
渡
っ

て
新
羅
を
平
定
、
無
事
帰
還
を
果
た
し
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
に
お
告
げ
に
よ
っ
て
住
吉
大
神
を
祀
っ
た

の
を
創
建
と
す
る
。
海
の
神
と
さ
れ
る
。 

 
 

 
 

・
本
復

ほ
ん
ぷ
く

：
全
快
。

・
調
度

ち
ょ
う
ど

：
手
回
り
の
道
具
、
家
具
。



・
彼
一
人
が
車
輪
に
な
つ
て
：
芭
蕉
を
看
病
す
る
弟
子
た
ち
の
中
心
に
な
っ
て
、
の
意
。

・
行
住
座
臥

ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う
ざ
が

：
ふ
だ
ん
の
起
居
動
作
。

・
夜
伽

よ

と

ぎ

：
夜
通
し
の
看
病
。

・
行
燈

あ
ん
ど
ん

・
孝
道
：
本
来
は
親
に
仕
え
る
孝
行
の
道
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
後
に
去
来
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
師
へ
の

思
い
を
そ
れ
に
準
じ
た
の
で
あ
る
。

・
釋と

い
て
：
「
説
く
」
に
同
じ
く
、
相
手
に
解
る
よ
う
に
話
し
聞
か
せ
て
、
の
意
。

・
さ
も
な
け
れ
ば
夜
伽

よ

と

ぎ

の
行
燈
の
光
の
下
で
、
支
考
と
浮
世
話
に
耽
つ
て
ゐ
る
際
に
も
、

故
こ
と
さ
ら

に
孝
道

か
う
だ
う

の
義

を
釋と

い
て
、
自
分
が
師
匠
に
仕
へ
る
の
は
親
に
仕
へ
る
心
算

つ

も

り

だ
な
ど
ゝ
、
長
々
し
い
述
懷
は
し
な
か
つ

た
で
あ
ら
う
。：
こ
の
箇
所
は
、
や
は
り
芥
川
が
素
材
の
一
つ
と
し
た
、
各
務
支
考
編
に
な
る
元
禄
八
（
一

六
九
五
）
年
奥
書
の
「
笈
日
記
」
の
一
節
に
あ
る
、
芭
蕉
終
焉
前
後
の
日
記
風
の
記
載
の
七
日
の
条
の
、

『
洛
の
去
來
は
、
し
ば
ら
く
も
病
家
を
は
な
れ
ず
。
い
か
な
る
ゆ
へ
に
か
と
申
に
、
此
夏
阿
叟
の
我
方

に
い
ま
し
て
、
誰
れ
誰
れ
の
人
は
吾
を
親
の
ご
と
く
し
侍
る
に
、
吾
老
て
子
の
ご
と
く
す
る
事
侍
ら
ず

と
仰
せ
ら
れ
し
を
、
い
さ
し
ら
ず
、
去
來
は
世
務
に
ひ
か
れ
て
さ
る
べ
き
孝
道
も
な
き
に
、
か
ゝ
る
事

承
る
事
の
肝
に
銘
じ
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
せ
め
て
此
度
は
は
な
れ
じ
と
こ
そ
お
も
ひ
候
へ
と
申
さ
れ
し
也
』

と
い
う
箇
所
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

・
疚や

ま

し
い
：
良
心
に
恥
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

・
扞
挌

か
ん
か
く

：
意
見
な
ど
が
食
い
違
う
こ
と
。
互
い
に
相
手
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
。
こ
こ
は
去
来
の
内
的
な

ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
い
う
。
（
＊
こ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
場
の
人
々
に
共
通

し
た
内
的
感
情
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
せ
る
）

・
掣
肘

せ
い
ち
ゅ
う

：
脇
か
ら
干
渉
し
て
人
の
自
由
な
行
動
を
妨
げ
る
こ
と
。
こ
こ
も
去
来
の
内
実
に
於
け
る
抑
圧
、

抑
鬱
的
気
分
を
指
す
。
（
＊
同
前
）

・
纖
弱

せ
ん
じ
ゃ
く

：
か
よ
わ
い
こ
と
。

・
睫
毛

ま

つ

げ

・
涙
の
珠た

ま

・
辛
辣

し
ん
ら
つ

：
き
わ
め
て
手
厳
し
い
こ
と
。

★
「
あ
る
満
足
と
悔
恨
」

１
．

満
足

…
…
芭
蕉
の
看
病
に
献
身
的
に
没
頭
し
て
い
た
状
態



２
．

悔
恨

…
…
師
が
師
の
床
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
そ
の
献
身
的
骨
折
り
を
、
満
足
の
目
で
眺

め
て
い
る
」
こ
と
に
対
す
る
自
己
批
評

★
こ
の
満
足
感
を
支
考
に
悟
ら
れ
て
内
心
苦
々
し
く
思
わ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
悔
恨

無
意
識
の
満
足
感
＝
調
和
し
た
心
理

↓
支
考
に
見
抜
か
れ
て
以
降

満
足
感
を
強
く
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
か
ら
生
じ
る

倫
理
的
罪
障
感

＝

心
理
的
不
調
和
の
発
生

↓
結
果

去
来
は
落
ち
着
き
を
失
っ
て
興
奮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る

＝

心
内
の
１
と
２
の
二
律
背
反
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
捕
わ
れ
る

↓
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
が
ま
た
都
合
の
よ
い
こ
と
に

 
 

 

他
人
の
目
に
は
、
そ
の
状
態
が
悲
し
み
の
結
果
と
映
る

～
強
烈
な
皮
肉

〇
物
腰
り
り
し
い
［
＋
］

〇
恭
謙
［
＋
］

 
 

 

↑

 
 

 

↓

×
繊
弱
な
神
経
［
－
］

×

卑
小
な
小
心
者
に
過
ぎ
な
い
下
劣
漢

［
－
］



■
第
五
段

［
乙
州
］

や
が
て
去
來
が
又
憲
法
小
紋
の
肩
を
そ
ば
立
て
ゝ
、
お
づ
お
づ
席
に
復
す
る
と
、
羽
根
楊
子
は
そ
の
後

に
ゐ
た
丈
艸
の
手
へ
わ
た
さ
れ
た
。
日
頃
か
ら
老
實
な
彼
が
、
つ
ゝ
ま
し
く
伏
眼
に
な
つ
て
、
何
や
ら
か

す
か
に
口
の
中
で
誦
し
な
が
ら
、
靜
に
師
匠
の
脣
を
沾

う
る
ほ

し
て
ゐ
る
姿
は
、
恐
ら
く
誰
の
見
た
眼
に
も

嚴
お
ご
そ
か

だ

つ
た
の
に
相
違
な
い
。
が
、
こ
の

嚴
お
ご
そ
か

な
瞬
間
に
突
然
座
敷
の
片
す
み
か
ら
は
、
不
氣
味
な
笑
ひ
聲
が
聞
え

出
し
た
。
い
や
、
少
く
と
も
そ
の
時
は
、
聞
え
出
し
た
と
思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
腹
の
底

か
ら
こ
み
上
げ
て
來
る
哄
笑
が
、
喉
と
脣
と
に
堰
か
れ
な
が
ら
、
し
か
も
猶
可
笑

を

か

し
さ
に
堪
へ
兼
ね
て
、

ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
に
鼻
の
孔
か
ら
、
迸
つ
て
來
る
や
う
な
聲
で
あ
つ
た
。
が
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
誰
も
こ

の
場
合
、
笑
を
失
し
た
も
の
が
あ
つ
た
譯
で
は
な
い
。
聲
は
實
に
さ
つ
き
か
ら
、
涙
に
く
れ
て
ゐ
た
正
秀

の
抑
へ
に
抑
へ
て
ゐ
た
慟
哭
が
、
こ
の
時
胸
を
裂
い
て
溢
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
慟
哭
は
勿
論
、
悲
愴
を

極
め
て
ゐ
た
の
に
相
違
な
か
つ
た
。
或
は
そ
こ
に
ゐ
た
門
弟
の
中
に
は
、「
塚
も
動
け
わ
が
泣
く
聲
は
秋
の

風
」
と
云
ふ
、
師
匠
の
名
句
を
思
ひ
出
し
た
も
の
も
、
少
く
は
な
か
つ
た
事
で
あ
ら
う
。
が
、
そ
の
凄
絶

な
る
可
き
慟
哭
に
も
、
同
じ
く
涙
に
咽
ば
う
と
し
て
ゐ
た
乙
州
は
、
そ
の
中
に
あ
る
一
種
の
誇
張
に
對
し

て
、
―
―
と
云
ふ
の
が
穩
で
な
い
な
ら
ば
、
慟
哭
を
抑
制
す
べ
き
意
志
力
の
缺
乏
に
對
し
て
、
多
少
不
快

を
感
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
唯
、
さ
う
云
ふ
不
快
の
性
質
は
、
ど
こ
ま
で
も
智
的
な
も
の
に
過
ぎ

な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
の
頭
が
否い

な

と
云
つ
て
ゐ
る
に
も
關
ら
ず
、
彼
の
心
臟
は
忽
ち
正
秀
の
哀
慟
の

聲
に
動
か
さ
れ
て
、
何
時

い

つ

か
眼
の
中
は
涙
で
一
ぱ
い
に
な
つ
た
。
が
、
彼
が
正
秀
の
慟
哭
を
不
快
に
思
ひ
、

惹
い
て
は
彼
自
身
の
涙
を
も
潔
し
と
し
な
い
事
は
、
さ
つ
き
と
少
し
も
變
り
は
な
い
。
し
か
も
涙
は
益
眼

に
溢
れ
て
來
る
―
―
乙
州
は
遂
に
兩
手
を
膝
の
上
に
つ
い
た
儘
、
思
は
ず
嗚
咽

を

え

つ

の
聲
を
發
し
て
し
ま
つ
た
。

が
、
こ
の
時
歔
欷

き

よ

き

す
る
ら
し
い
け
は
ひ
を
洩
ら
し
た
の
は
、
獨
り
乙
州
ば
か
り
で
は
な
い
。
芭
蕉
の
床
の

裾
の
方
に
控
へ
て
ゐ
た
、
何
人
か
の
弟
子
の
中
か
ら
は
、
そ
れ
と
殆
同
時
に
洟は

な

を
す
ゝ
る
聲
が
、
し
め
や

か
に
冴
え
た
座
敷
の
空
氣
を
ふ
る
は
せ
て
、
斷
續
し
な
が
ら
聞
え
始
め
た
。

《
語
注
》

・
老
實

ろ
う
じ
つ

：
物
慣
れ
て
い
て
誠
実
な
こ
と
。

・
誦ず

し
：
唱
え
。

・
哄
笑

こ
う
し
ょ
う

：
大
声
で
笑
う
こ
と
。

・
堰せ

か
れ
：
前
出
。
ふ
さ
が
れ
る
。
せ
き
と
め
ら
れ
る
。
さ
え
ぎ
ら
れ
る
。

・

迸
ほ
と
ば
し

つ
て

・
溢あ

ふ

れ
た



・
悲
愴

ひ

そ

う

：
悲
し
く
痛
ま
し
い
こ
と
。

・
「
塚
も
動
け
わ
が
泣
く
聲
は
秋
の
風
」
：
芭
蕉
の
「
奥
の
細
道
」
の
中
の
句
。
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年

七
月
二
十
二
日
の
金
沢
の
門
人
小
杉
一
笑
追
悼
の
句
。
一
笑
は
芭
蕉
の
来
訪
を
心
待
ち
に
し
つ
つ
、
前

年
の
冬
に
没
し
、
他
方
、
芭
蕉
は
そ
の
死
を
知
ら
ず
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
句
意
）
墓
も
動
け
！

と
ば
か
り
泣
く
私
の
嘆
き
の
声
は
、
さ
な
が
ら
秋
風
と
化
し
て
墓
標
を
吹
き
め

ぐ
っ
て
い
る
！

・
凄
絶

せ
い
ぜ
つ

：
も
の
す
ご
さ
の
き
わ
ま
る
こ
と
。

・
哀
慟

あ
い
ど
う

：
悲
し
み
と
嘆
き
。

・
し
か
も
涙
は

益
ま
す
ま
す

・
嗚
咽

お

え

つ

：
む
せ
び
泣
き
。
す
す
り
泣
き
。

・
歔
欷

き

よ

き

：
す
す
り
泣
く
こ
と
。
噎む

せ

び
泣
き
。

・
冴さ

え
た
：
こ
こ
は
、
外
気
を
元
と
し
な
が
ら
、
精
神
的
な
意
味
で
、
冷
え
切
っ
た
と
い
う
心
象
的
形
容

で
あ
る
。

〇
乙
州

こ
こ
でサ

ブ
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
正
秀
は
実
は
最
初
か
ら
終
始

道
化
役

→

ト
リ
ッ
ク
・
ス
タ
ー

と
し
て
の
み
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
。

〇
乙
州
は
正
秀
の
慟
哭
に
対
し
、

１

あ
る
誇
張
を
不
快
に
感
じ
る
。

２

意
志
力
の
欠
乏
。

１
＝
『
所
詮
、
こ
の
よ
う
な
臨
終
の
床
で
、
人
は
芝
居
じ
み
た
感
情
表
現
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
』

 
 

 

《
冷
め
切
っ
た
感
じ
》
＋
『
い
く
ら
な
ん
で
も
さ
ぁ
…
…
オ
ー
バ
ー
・
ア
ク
ト
じ
ゃ
な
い
？
』

２
＝
知
的
批
判
→
冷
徹
な
理
性

 
 

 

↓
と
こ
ろ
が
、

★
乙
州
自
身
が
知
的
抑
制
力
に
欠
く

 
 

 

↓
ク
ー
ル
な
は
ず
の
自
己
の
単
純
な
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い



★

自
己
矛
盾

 
 

 
↓

「
正
秀
の
哀
慟
」
に
動
か
さ
れ
て
嗚
咽
を
も
ら
し
て
し
ま
う

 
 

～

貰
い
泣
き

に
過
ぎ
な
い
・
単
な
る

非
論
理
的
悲
哀
感
の
伝
染

・

無
内
容
な
涙

（
＊
『
悲
し
い
か
ら
泣
く
の
か
、
泣
く
か
ら
悲
し
い
の
か
？
』
と
い
う
脳
生
理
学
的
な
概
説
）



■
第
六
段

［
支
考
］

そ
の
惻
々
と
し
て
悲
し
い
聲
の
中
に
、
菩
提
樹
の
念
珠
を
手
頸
に
か
け
た
丈
艸
は
、
元
の
如
く
靜
に
席

へ
返
つ
て
、
あ
と
に
は
其
角
や
去
來
と
向
ひ
あ
つ
て
ゐ
る
、
支
考
が
枕
も
と
へ
進
み
よ
つ
た
。
が
、
こ
の

皮
肉
屋

ひ

に

く

や

を
以
て
知
ら
れ
た
東
花
坊
に
は
周
圍
の
感
情
に
誘
ひ
こ
ま
れ
て
、
徒
に
涙
を
落
す
や
う
な
纖
弱
な

神
經
は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
彼
は
何
時
も
の
通
り
淺
黑
い
顏
に
、
何
時
も
の
通
り
人
を
莫
迦
に
し
た
や
う

な
容
子
を
浮
べ
て
、
更
に
又
何
時
も
の
通
り
妙
に
横
風
に
構
へ
な
が
ら
、
無
造
作
に
師
匠
の
脣
へ
水
を
塗

つ
た
。
し
か
し
彼
と
雖
も
こ
の
場
合
、
勿
論
多
少
の
感
慨
が
あ
つ
た
事
は
爭
は
れ
な
い
。
「
野
ざ
ら
し
を
心

に
風
の
し
む
身
か
な
」
―
―
師
匠
は
四
五
日
前
に
、
「
か
ね
て
は
草
を
敷
き
、
土
を
枕
に
し
て
死
ぬ
自
分
と

思
つ
た
が
、
か
う
云
ふ
美
し
い
蒲
團
の
上
で
、
往
生
の
素
懷
を
遂
げ
る
事
が
出
來
る
の
は
、
何
よ
り
も
悦

ば
し
い
」
と
繰
返
し
て
自
分
た
ち
に
、
禮
を
云
は
れ
た
事
が
あ
る
。
が
、
實
は
枯
野
の
た
だ
中
も
、
こ
の

花
屋
の
裏
座
敷
も
、
大
し
た
相
違
が
あ
る
譯
で
は
な
い
。
現
に
か
う
し
て
口
を
し
め
し
て
ゐ
る
自
分
に
し

て
も
、
三
四
日
前
ま
で
は
、
師
匠
に
辭
世
の
句
が
な
い
の
を
氣
に
か
け
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
昨
日
は
、
師

匠
の
發
句
を
滅
後

め

つ

ご

に
一
集
す
る
計
畫
を
立
て
ゝ
ゐ
た
。
最
後
に
今
日
は
、
た
つ
た
今
ま
で
、
刻
々
臨
終
に

近
づ
い
て
行
く
師
匠
を
、
ど
こ
か
そ
の
經
過
に
興
味
で
も
あ
る
や
う
な
、
觀
察
的
な
眼
で
眺
め
て
ゐ
た
。

も
う
一
歩
進
め
て
皮
肉
に
考
へ
れ
ば
、
事
に
よ
る
と
そ
の
眺
め
方
の
背
後
に
は
、
他
日
自
分
の
筆
に
よ
つ

て
書
か
る
べ
き
終
焉
記
の
一
節
さ
へ
、
豫
想
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
は
云
へ
な
い
。
し
て
見
れ
ば
師
匠
の

命
終

め
い
し
う

に
侍
し
な
が
ら
、
自
分
の
頭
を
支
配
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
他
門
へ
の
名
聞

み
や
う
も
ん

、
門
弟
た
ち
の
利
害
、
或

は
又
自
分
一
身
の
興
味
打
算

だ

さ

ん

―
―
皆
直
接
垂
死
の
師
匠
と
は
、
關
係
の
な
い
事
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
か
ら

師
匠
は
や
は
り
發
句
の
中
で
、屢

豫
想

を
逞
く
し
た
通
り
、
限
り
な
い
人
生
の
枯
野
の
中
で
、
野
ざ
ら
し

に
な
つ
た
と
云
つ
て
差
支
へ
な
い
。
自
分
た
ち
門
弟
は
皆
師
匠
の
最
後
を
悼い

た

ま
ず
に
、
師
匠
を
失
つ
た
自

分
た
ち
自
身
を
悼い

た

ん
で
ゐ
る
。
枯
野
に
窮
死
し
た
先
達
を
歎
か
ず
に
、
薄
暮
に
先
達
を
失
つ
た
自
分
た
ち

自
身
を
歎
い
て
ゐ
る
。
が
、
そ
れ
を
道
德
的
に
非
難
し
て
見
た
所
で
、
本
來
薄
情

は
く
じ
や
う

に
出
來
上
つ
た
自
分
た

ち
人
間
を
ど
う
し
よ
う
。
―
―
か
う
云
ふ
厭
世
的
な
感
慨
に
沈
み
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
沈
み
得
る
事

を
得
意
に
し
て
ゐ
た
支
考
は
、
師
匠
の
脣
を
し
め
し
終
つ
て
、
羽
根
楊
子
を
元
の
湯
呑
へ
返
す
と
、
涙
に

咽
ん
で
ゐ
る
門
弟
た
ち
を
、
嘲
る
や
う
に
じ
ろ
り
と
見
廻
し
て
、
徐
に
又
自
分
の
席
へ
立
ち
戻
つ
た
。
人

の
好
い
去
來
の
如
き
は
、
始
か
ら
そ
の
冷
然
と
し
た
態
度
に
中あ

て
ら
れ
て
、
さ
つ
き
の
不
安
を
今
更
の
や

う
に
又
新
に
し
た
が
、
獨
り
其
角
が
妙
に
擽
つ
た
い
顏
を
し
て
ゐ
た
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
白
眼
で
押
し
通

さ
う
と
す
る
東
花
坊
の
こ
の
性
行
上
の
習
氣
を
、
小
う
る
さ
く
感
じ
て
ゐ
た
ら
し
い
。

《
語
注
》



・
東
花
坊

と

う

か

ぼ

う

：
支
考
の
俳
号
の
一
つ
。

・
莫
迦

ば

か

：
馬
鹿
。

・
横
風

お
う
ふ
う

：
傲
慢

ご
う
ま
ん

な
態
度
。
横
柄
。

・
「
野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な
」
：
芭
蕉
の
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
冒
頭
句
。

（
句
意
）
旅
で
行
き
倒
れ
に
な
っ
て
、
白
骨
を
さ
ら
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
と
、
覚
悟
を
決
め
て
出
立
す
る

と
、
一
入

ひ
と
し
お

、
秋
風
が
骨
身
に
し
み
る
こ
と
よ
。

・
他
日
自
分
の
筆
に
よ
つ
て
書
か
る
べ
き
終
焉
記
：
支
考
に
は
事
実
、
実
に
芭
蕉
の
亡
く
な
っ
た
同
年
元

禄
７
年
中
に
記
さ
れ
た
「
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
」
と
い
う
同
年
七
月
十
五
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

を
日
記
風
に
綴
っ
た
作
品
が
残
る
。

・
名
聞

み
ょ
う
も
ん

：
世
間
に
於
け
る
評
判
・
名
誉
。

・
差
支

さ
し
つ
か

へ
な
い

・
窮
死

き
ゅ
う
し

：
困
窮
の
う
ち
に
死
ぬ
こ
と
。
こ
こ
に
は
、
真
の
理
解
者
が
い
な
い
精
神
的
な
孤
独
と
し
て
の
困

窮
の
謂
い
が
核
心
で
あ
る
。

・

屢 し
ば
し
ば

・
厭
世
的

え
ん
せ
い
て
き

：
人
生
に
は
苦
痛
や
悲
し
み
が
多
い
と
考
え
、
生
き
る
の
が
い
や
に
な
る
様
子
や
傾
向
。
悲
観

的
。
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
。
←
→
楽
観
的
（
オ
プ
テ
ィ
ミ
ッ
ク
）

・
嘲

あ
ざ
け

る

〇
支
考
の
性
格
描
写
の

※
伏
線
※

の
確
認

●
剛
愎
そ
う
な

●
人
の
悪
い

●
皮
肉
屋
（
と
し
て
周
囲
か
ら
認
知
さ
れ
て
お
り
同
時
に
自
分
も
そ
れ
を
確
信
犯
と
し
て
い
る
）

●
色
の
浅
黒
い
、
人
を
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
顔

●
横
風

《
結
構
な
場
所
で
美
し
い
布
団
に
く
る
ま
れ
、
弟
子
達
に
囲
ま
れ
て
安
ら
か
に
往
生
出
来
る
》

 
 

 

↓
絵
面

え

づ

ら

上
で
の
華
や
か
な
死
に
過
ぎ
な
い

 
 

 

↓
だ
か
ら
、
こ
こ
は



★

《
人
生
の
枯
野
》

 
 

 
↓

弟
子
達
の
誰
一
人
と
し
て
（
自
己
を
含
め
）
彼
の
死
を
純
粋
に
悼
む
者
は
な
い

 
 

 

↓

《
た
っ
た
一
人
枯
野
の
中
で
行
き
倒
れ
に
な
っ
た
の
と
精
神
的
な
孤
独
と
い
う
点
に
お
い
て
は
全
く
同
じ
で

あ
る
と
い
う
絶
対
零
度
の
認
識
》

 
 

 

↓

★

支
考
の
中
の
リ
ア
ル
な
「
枯
野
」

１
．
三
、
四
日
前
ま
で
は
師
匠
に
辞
世
の
句
が
な
い
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
た
。

２
．
師
匠
の
発
句
集
を
、
そ
の
死
後
一
本
に
ま
と
め
る
計
画
を
立
て
て
い
た
。

３
．
師
の
臨
終
の
姿
を
、
そ
の
経
過
に
興
味
で
も
あ
る
よ
う
な
、
観
察
的
な
目
で
眺
め
て
い
た
。

 
 

 

↓

「
他
門
へ
の
名
聞
」
＝
１

「
門
弟
た
ち
の
利
害
」
＝
２

「
自
分
一
身
の
興
味
打
算
」
＝
３

 
 

 

↓

師
の
死
と
は
全
く
無
関
係
な
こ
と
ば
か
り

 
 

 

↓
明
確
に
冷
徹
に
自
覚
し
た
も
の
で
あ
る
点
に
注
意
！

★

他
の
門
弟
た
ち
も
同
様

 
 

 

↓

そ
れ
が

《
真
実
》

だ

と
い
う
開
き
直
り
の

救
い
難
い
露
悪
性

の
提
示

…
…
し
か
し
そ
れ
は
…
…
人
間
の
持
た
ざ
る
を
得
な
い

存
在
悪

と
も
言
え
ま
い
か
？
…
…

★
顕
在
的
主
題
の
提
示

…
…
限
り
な
い
人
生
の
枯
野
の
中
で
、
野
ざ
ら
し
に
な
っ
た
と
云
っ
て
差
支
え
な
い
。
自
分
た
ち
門
弟
は
皆

師
匠
の
最
後
を
悼
ま
ず
に
、
師
匠
を
失
っ
た
自
分
た
ち
自
身
を
悼
ん
で
い
る
。
枯
野
に
窮
死
し
た
先
達
を
嘆

か
ず
に
、
薄
暮
に
先
達
を
失
っ
た
自
分
た
ち
自
身
を
嘆
い
て
い
る
。
が
、
そ
れ
を
道
徳
的
に
非
難
し
て
見
た

所
で
、
本
来
薄
情
に
出
来
上
っ
た
自
分
た
ち
人
間
を
ど
う
し
よ
う
。
…
…

（
＊
漱
石
の
「
こ
ゝ
ろ
」
上
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
「
私
」
の
感
懐
を
想
起
さ
せ
る
。
）



 
 

 
↓
し
か
し

★
こ
の
よ
う
な
厭
世
観
に

「
沈
み
得
る
事
を
得
意
に
し
て
い
た
支
考
」

 
 

 

↓
と
い
う
風
に

理
智
的
に

皮
肉
に

見
抜
く
こ
と
自
体
に

快
感
を
得
る
の
を
常
と
し
て
い
た
支
考

 
 

 

↓
と
は
実
は
…
…

鼻
に
つ
く
衒
学

げ
ん
が
く

者

の
イ
メ
ー
ジ
＝
後
年
の
芥
川
龍
之
介
自
身
の
影
が
感
じ
ら
れ
な
い
か
？



■
第
七
段

［
惟
然
坊
］

支
考
に
續
い
て
惟
然
坊
が
、
墨
染
の
法
衣

こ

ろ

も

の
裾
を
も
そ
り
と
疊
へ
ひ
き
な
が
ら
、
小
さ
く
這
ひ
出
し
た

時
分
に
は
、
芭
蕉
の
斷
末
魔
も
既
に
も
う
、
彈
指
の
間
に
迫
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
顏
の
色
は
前
よ
り
も
更

に
血
の
氣
を
失
つ
て
、
水
に
濡
れ
た
脣
の
間
か
ら
も
、
時
々
忘
れ
た
や
う
に
息
が
洩
れ
な
く
な
る
。
と
思

ふ
と
又
、
思
ひ
出
し
た
や
う
に
ぎ
く
り
と
喉
が
大
き
く
動
い
て
、
力
の
な
い
空
氣
が
通
ひ
始
め
る
。
し
か

も
そ
の
喉
の
奧
の
方
で
、
か
す
か
に
二
三
度
痰
が
鳴
つ
た
。
呼
吸
も
次
第
に
靜
に
な
る
ら
し
い
。
そ
の
時

羽
根
楊
子
の
白
い
先
を
、
將
に
そ
の
脣
へ
當
て
よ
う
と
し
て
ゐ
た
惟
然
坊
は
、
急
に
死
別
の
悲
し
さ
と
は

緣

の
な
い
、
或
る
恐
怖
に
襲
は
れ
始
め
た
。
そ
れ
は
師
匠
の
次
に
死
ぬ
も
の
は
、
こ
の
自
分
で
は
あ
る
ま

い
か
と
云
ふ
、
殆
無
理
由
に
近
い
恐
怖
で
あ
る
。
が
、
無
理
由
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
に
、
一
度
こ
の
恐
怖

に
襲
は
れ
出
す
と
、
我
慢
に
も
抵
抗
の
し
や
う
が
な
い
。
元
來
彼
は
死
と
云
ふ
と
、
病
的
に
驚
悸
す
る
種

類
の
人
間
で
、
昔
か
ら
よ
く
自
分
の
死
ぬ
事
を
考
へ
る
と
、
風
流
の
行
脚

あ
ん
ぎ
や

を
し
て
ゐ
る
時
で
も
、
總
身
に

汗
の
流
れ
る
や
う
な
不
氣
味
な
恐
し
さ
を
經
驗
し
た
。
從
つ
て
又
、
自
分
以
外
の
人
間
が
、
死
ん
だ
と
云

ふ
事
を
耳
に
す
る
と
、
ま
あ
自
分
が
死
ぬ
の
で
は
な
く
つ
て
よ
か
つ
た
と
、
安
心
し
た
や
う
な
心
も
ち
に

な
る
。
と
同
時
に
又
、
も
し
自
分
が
死
ぬ
の
だ
つ
た
ら
ど
う
だ
ら
う
と
、
反
對
の
不
安
を
も
感
じ
る
事
が

あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
芭
蕉
の
場
合
も
例
外
に
は
洩
れ
な
い
で
、
始
ま
だ
彼
の
臨
終
が
こ
れ
程
切
迫
し
て

ゐ
な
い
中
は
、
―
―
障
子
に
冬
晴
の
日
が
さ
し
て
、
園
女
の
贈
つ
た
水
仙
が
、
淸
ら
か
な
匂
を
流
す
や
う

に
な
る
と
、
一
同
師
匠
の
枕
も
と
に
集
つ
て
、
病
間
を
慰
め
る
句
作
な
ど
を
し
た
時
分
は
、
さ
う
云
ふ
明

暗
二
通
り
の
心
も
ち
の
間
を
、
そ
の
時
次
第
で
徘
徊
し
て
ゐ
た
。
が
、
次
第
に
そ
の
終
焉
が
近
づ
い
て
來

る
と
―
―
忘
れ
も
し
な
い
初
時
雨
の
日
に
、
自
ら
好
ん
だ
梨
の
實
さ
へ
、
師
匠
の
食
べ
ら
れ
な
い
容
子
を

見
て
、
心
配
さ
う
に
木
節
が
首

か
う
べ

を
傾
け
た
、
あ
の
頃
か
ら
安
心
は
追
々
不
安
に
ま
き
こ
ま
れ
て
、
最
後
に

は
そ
の
不
安
さ
へ
、
今
度
死
ぬ
の
は
自
分
か
も
知
れ
な
い
と
云
ふ
險
惡
な
恐
怖
の
影
を
、
う
す
ら
寒
く
心

の
上
に
ひ
ろ
げ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
枕
も
と
へ
坐
つ
て
、
刻
銘
に
師
匠
の
脣
を
し

め
し
て
ゐ
る
間
中
、
こ
の
恐
怖
に
祟
ら
れ
て
、
殆
末
期

ま

つ

ご

の
芭
蕉
の
顏
を
正
視
す
る
事
が
出
來
な
か
つ
た
ら

し
い
。
い
や
、
一
度
は
正
視
し
た
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
丁
度
そ
の
時
芭
蕉
の
喉
の
中
で
は
、
痰た

ん

の
つ
ま

る
音
が
か
す
か
に
聞
え
た
の
で
、
折
角
の
彼
の
勇
氣
も
、
途
中
で
挫
折
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
「
師

匠
の
次
に
死
ぬ
も
の
は
、
事
に
よ
る
と
自
分
か
も
知
れ
な
い
」
―
―
絶
え
ず
か
う
云
ふ
豫
感
め
い
た
聲
を
、

耳
の
底
に
聞
い
て
ゐ
た
惟
然
坊
は
、
小
さ
な
體
を
す
く
ま
せ
な
が
ら
、
自
分
の
席
へ
返
つ
た
後
も
、
無
愛

想
な
顏
を
一
層
無
愛
想
に
し
て
、
な
る
可
く
誰
の
顏
も
見
な
い
や
う
に
、
上
眼
ば
か
り
使
つ
て
ゐ
た
。

《
語
注
》



・
彈
指

だ

ん

し

：
既
注
。
ご
く
直
近
。

・
驚
悸

き
ょ
う
き

：
驚
い
て
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
こ
と
。
拍
動
が
高
ま
る
こ
と
。

・
風
流
の
行
脚

あ
ん
ぎ
ゃ

：
俳
諧
の
道
を
極
め
る
た
め
の
諸
国
遍
歴
。

・
園
女

そ

の

め

の
贈
つ
た
水
仙
：
「
園
女
」
は
斯
波
園
女

し

ば

そ

の

め

（
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
～
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）

年
）
。
蕉
門
の
女
流
俳
人
。
伊
勢
国
山
田
（
現
在
の
三
重
県
伊
勢
市
）
の
神
官
の
家
に
生
ま
れ
、
同
地
の

医
師
斯
波
一
有
（
俳
号
は
渭
川

い

せ

ん

）
に
嫁
し
た
。
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
に
蕉
門
に
入
り
、
同
五
年
、

夫
と
大
阪
に
移
住
し
て
い
た
。
こ
の
直
前
の
九
月
二
十
七
日
、
園
女
に
斯
波
亭
へ
招
か
れ
た
芭
蕉
は
、

最
晩
年
の
清
新
な
恋
句
「
白
菊
の
目
に
立
て
ゝ
見
る
塵
も
な
し
」
を
も
の
し
て
い
る
。

・
な
る
可べ

く

・
上
眼

う

わ

め

〇
「
明
暗
二
と
お
り
の
心
持
ち
」

「
明
」
…
自
分
以
外
の
人
が
死
ん
だ
場
合
の
安
心

「
暗
」
…
万
一
自
分
の
死
だ
っ
た
ら
と
考
え
る
時
の
不
安

 
 

 

↓
次
第
に

★
「
暗
」
の
恐
怖
に
捕
わ
れ
て
行
く
惟
然
坊

↓
～
師
匠
の
次
に
は
自
分
の
死
が
あ
る
と
い
う
険
悪
な
恐
怖
の
影

死
恐
怖
＝
不
安
神
経
症
（
強
迫
観
念
）
＝

ネ
ク
ロ
フ
ォ
ビ
ア

（
＊
「
こ
ゝ
ろ
」
の
先
生
を
想
起
さ
せ
る
）

（
＊
広
場
恐
怖
・
先
端
恐
怖
・A

rachnophobia 

等
、
さ
ま
ざ
ま
な
恐
怖
症
（-phobia

）
に
つ
い
て
、

そ
の
発
症
の
精
神
分
析
学
的
意
味
等
を
含
め
て
概
説
。
つ
い
で
に
、necrophlia

・pedophilia

等
の

（-philia

）
の
異
常
性
愛
と
の
混
同
の
注
意
を
促
し
、
こ
れ
も
概
説
）

 
 

 

↓
そ
の
た
め

師
の
末
期
の
顔
が
正
視
で
き
な
い
～

無
愛
想
な
顔
つ
き
（
で
誤
魔
化
す
）

（
＊
こ
の
段
は
、
も
う
駄
目
押
し
で
飽
き
る
気
が
す
る
―
―
作
品
の
構
成
上
は
蛇
足
で
は
な
い
か
―
―
と

う
私
の
意
見
を
投
げ
掛
け
て
み
る
）



■
第
八
段

［
丈
草
］

續
い
て
乙
州
、
正
秀
、
之
道
、
木
節
と
、
病
床
を
圍
ん
で
ゐ
た
門
人
た
ち
は
、
順
々
に
師
匠
の
脣
を
沾

し
た
。
が
、
そ
の
間
に
芭
蕉
の
呼
吸
は
、
一
息
毎
に
細
く
な
つ
て
、
數
さ
へ
次
第
に
減
じ
て
行
く
。
喉
も
、

も
う
今
で
は
動
か
な
い
。
う
す
痘
痕

い

も

の
浮
ん
で
ゐ
る
、
ど
こ
か蠟

の
や
う
な
小
さ
い
顏
、
遙
な
空
間
を
見

据
ゑ
て
ゐ
る
、
光
の
褪
せ
た
瞳
の
色
、
さ
う
し
て

頤
お
と
が
ひ

に
の
び
て
ゐ
る
、
銀
の
や
う
な
白
い
鬚
―
―
そ
れ
が

皆
人
情
の
冷

つ
め
た

さ
に
凍い

て
つ
い
て
、
や
が
て
赴
く
べ
き
寂
光
土
を
、
ぢ
つ
と
夢
み
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

す
る
と
こ
の
時
、
去
來
の
後

う
し
ろ

の
席
に
、
默
然
と
頭
を
垂
れ
て
ゐ
た
丈
艸
は
、
あ
の
老
實
な
禪
客
の
丈
艸
は
、

芭
蕉
の
呼
吸
の
か
す
か
に
な
る
の
に
從
つ
て
、
限
り
な
い
悲
し
み
と
、
さ
う
し
て
又
限
り
な
い
安
ら
か
な

心
も
ち
と
が
、
徐
に
心
の
中
へ
流
れ
こ
ん
で
來
る
の
を
感
じ
出
し
た
。
悲
し
み
は
元
よ
り
説
明
を
費
す
ま

で
も
な
い
。
が
、
そ
の
安
ら
か
な
心
も
ち
は
、
恰
も
明
方
の
寒
い
光
が
次
第
に
暗
の
中
に
ひ
ろ
が
る
や
う

な
、
不
思
議
に

朗
ほ
が
ら
か

な
心
も
ち
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
刻
々
に
、
あ
ら
ゆ
る
雜
念
を
溺お

ぼ

ら
し
去
つ
て
、
果

て
は
涙
そ
の
も
の
さ
へ
も
、
毫
も
心
を
刺
す
痛
み
の
な
い
、
淸
ら
か
な
悲
し
み
に
化
し
て
し
ま
ふ
。
彼
は

師
匠
の
魂
が虛

夢

の
生
死
を
超
越
し
て
、
常
住
涅
槃

じ
や
う
ぢ
う
ね
は
ん

の
寶
土

は

う

ど

に
還
つ
た
の
を
喜
ん
で
で
も
ゐ
る
の
で
あ
ら

う
か
。
い
や
、
こ
れ
は
彼
自
身
に
も
、
肯
定
の
出
來
な
い
理
由
で
あ
つ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
―
―
あ
あ
、
誰

か
徒
に
―
―䠖

跙 し

そ

逡
巡
し
て
、
己
を
欺
く
の
愚
を
敢
て
し
よ
う
。
丈
艸
の
こ
の
安
ら
か
な
心
も
ち
は
、
久

し
く
芭
蕉
の
人
格
的
壓
力
の
桎
梏
に
、
空
し
く
屈
し
て
ゐ
た
彼
の
自
由
な
精
神
が
、
そ
の
本
來
の
力
を
以

て
、
漸
く
手
足
を
伸
ば
さ
う
と
す
る
、
解
放
の
喜
び
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
恍
惚
た
る
悲
し
い
喜

び
の
中
に
、
菩
提
樹
の
念
珠
を
つ
ま
ぐ
り
な
が
ら
、
周
圍
に
す
す
り
な
く
門
弟
た
ち
も
、
眼
底
を
拂
つ
て

去
つ
た
如
く
、
脣
頭
に
か
す
か
な
笑ゑ

み

を
浮
べ
て
、
恭
し
く
、
臨
終
の
芭
蕉
に
禮
拜
し
た
。
―
―

か
う
し
て
、
古
今
に
倫
を
絶
し
た
俳
諧
の
大
宗
匠
、
芭
蕉
庵
松
尾
桃
靑
は
、
「
悲
歎
か
ぎ
り
な
き
」
門
弟

た
ち
に
圍
ま
れ
た
儘
、
溘
然
と
し
て
屬

纊

し
よ
く
く
わ
う

に
就
い
た
の
で
あ
る
。

《
語
注
》

・
頭

こ
う
べ

を
垂
れ
て
ゐ
た

・
寂
光
土

じ
ゃ
っ
こ
う
ど

：
極
楽
浄
土
。

・
禪
客

ぜ
ん
か
く

：
禅
の
修
行
者
。

・

徐
お
も
む
ろ

に

・
明
方

あ
け
が
た

・
暗や

み

・
亳ご

う

も
：
（
下
に
打
ち
消
し
を
伴
っ
て
）
少
し
も
。
い
さ
さ
か
も
。
（
～
な
い
）



・虛
夢 き

ょ

む

：
本
来
は
事
実
と
は
異
な
る
夢
や
実
現
し
な
い
空
し
い
夢
の
謂
い
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
無
常
の
こ

の
世
そ
の
も
の
を
い
う
。

・
常
住
涅
槃

じ
や
う
ぢ
う
ね
は
ん

の
寶
土

は

う

ど

：
極
楽
浄
土
。

・䠖
跙 し

そ

逡

巡

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

：
あ
れ
こ
れ
と
た
め
ら
い
迷
っ
て
動
き
が
と
れ
な
く
な
る
こ
と
。

・
桎
梏

し
っ
こ
く

：
手
枷

て

か

せ

と
足
枷
で
、
行
動
や
生
活
を
厳
し
く
制
限
し
、
自
由
を
束
縛
す
る
も
の
。

・
漸

よ
う
や

く

・
恍
惚

こ
う
こ
つ

：
あ
る
対
象
や
そ
の
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
に
心
奪
わ
れ
て
意
識
を
失
い
、
う
っ
と
り
と
す
る
さ
ま
。

・
眼
底

が
ん
て
い

を
拂は

ら

つ
て
去
つ
た
如
く
：
眼
中
に
入
ら
な
く
な
っ
た
よ
う
に
。

・
脣
頭

し
ん
と
う

：
口
先
。

・
禮
拜

ら
い
は
い

・
倫り

ん

を
絶
し
た
：
凡
そ
比
類
し
得
る
も
の
が
な
い
。

・
「
悲
歎

ひ

た

ん

か
ぎ
り
な
き
」
：
こ
こ
は
芭
蕉
の
死
後
、
臨
終
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
伊
賀
の
門
人
土
芳
ら
が
、

義
仲
寺
で
死
顔
を
拝
す
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
あ
る
、
『
幸
ひ
出
船
あ
り
け
れ
ば
、
其
ま
ゝ
飛
乘
り
、
伏
見

京
橋
に
著
し
は
夜
明
也
。
直
に
飛
下
り
狼
谷
に
か
ゝ
り
、
義
仲
寺
に
著
し
は
、
未
入
棺
し
給
は
ざ
る
ま

へ
な
り
け
れ
ば
、
諸
子
に
斷
り
て
、
死
顏
の
う
る
は
し
き
を
拜
し
ま
ゐ
ら
せ
、
悲
歎
か
ぎ
り
な
く
、
一

夜
も
病
床
に
咫
尺
せ
ざ
る
事
を
か
き
く
ど
き
け
れ
ど
、
ま
づ
因
緣
の
深
き
こ
と
を
身
に
あ
ま
り
有
が
た

く
、
嬉
し
く
燒
香
に
つ
ら
な
り
け
り
。
（
〔
土
芳
・
卓
袋
〕
物
語
）
』
（
「
花
屋
日
記
」
）
か
ら
の
時
間
差
引

用
で
あ
る
。

・
溘
然

こ
う
ぜ
ん

：
俄
か
な
さ
ま
。
突
然
で
あ
る
さ
ま
。
特
に
人
の
死
に
用
い
る
。

・
屬

纊

し
よ
く
く
わ
う

：
元
は
臨
終
の
人
の
口
に
真
綿
を
当
て
が
っ
て
呼
吸
の
有
無
を
見
る
こ
と
を
い
う
。
臨
終
の
こ
と
。

前
掲
の
如
く
、
「
花
屋
日
記
」
の
芭
蕉
臨
終
の
シ
ー
ン
に
、
『
合
掌
た
ゞ
し
く
觀
音
經
と
き
こ
え
て
、
か

す
か
に
聞
え
、
息
の
か
よ
ひ
も
遠
く
な
り
、
申
の
刻
過
て
、
埋
火
の
あ
た
ゝ
ま
り
の
さ
む
る
が
ご
と
く
、

次
郎
兵
衞
が
抱
き
ま
ゐ
ら
せ
た
る
に
、
よ
り
か
ゝ
り
て
寐
入
給
ひ
ぬ
と
お
も
ふ
程
に
、
正
念
に
し
て
終

に
屬
曠
に
つ
き
給
ひ
け
り
。
時
に
元
祿
七
甲
戌
十
月
十
二
日
申
の
中
刻
、
御
年
五
十
一
歳
な
り
。
』
と
あ

る
の
を
踏
ま
え
る
。

〇
「
人
情
の
冷
た
さ
」
＝
「
限
り
な
い
人
生
の
枯
野
」
～
末
尾
の
皮
肉
と
し
て
の
「
悲
嘆
か
ぎ
り
な
き
」

限
り
な
い
悲
し
み

↓



安
ら
か
な
心
持
ち

 
 

 
↓

次
第
に
広
が
っ
て
ゆ
く
朗
ら
か
な
気
持
ち

 
 

 

↓

悲
し
み
さ
え
清
ら
か
な
も
の
に
変
化
し
て
し
ま
う
事
実

●
師
の
極
楽
往
生
を
喜
ん
で
い
る
？

 
 

 

↓

×
「
肯
定
で
き
な
い
理
由
で
あ
っ
た
」

＝
僧
が
死
者
の
極
楽
往
生
を
確
信
し
、
そ
れ
を
讃
え
る
等
と
い
う
の
は
、
余
り
に
も
出
来
す
ぎ
て
、
美

化
さ
れ
過
ぎ
て
い
て
、
法
体

ほ
っ
た
い

の
自
分
で
さ
え
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ら
可
笑
し
く
て
と
っ
て
も
言
え
な
い
。

 
 

 

↓
そ
れ
は
実
に

★

長
く
芭
蕉
の
人
格
的
圧
力
の
下
に
む
な
し
く
屈
し
て
い
た
彼
の
自
由
な
精
神
の
解
放
の
喜
び

↓
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
真
相
の
暴
露

か
す
か
な
笑
み

～

ネ
ガ
テ
イ
ヴ
な
慄
っ
と
さ
せ
る
余
韻
に
注
目
さ
せ
る



※
補
説

◎
偽
書
「
花
屋
日
記
」
で
は
、
支
考
が
芭
蕉
の
発
句
を
滅
後
に
一
集
し
よ
う
と
病
床
の
芭
蕉
に
相
談
し
よ

う
と
し
て
、
去
来
が
殊
の
外
に
立
腹
す
る
と
い
う
、
本
作
に
出
る
精
神
の
「
枯
野
」
に
似
た
シ
ー
ク
エ

ン
ス
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
読
ん
で
み
る
と
、
決
し
て
強
い
重
さ
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
終
焉
と
い

う
全
体
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
投
げ
込
ん
だ
一
種
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
寧
ろ
、

「
花
屋
日
記
」
の
流
れ
は
、
何
度
か
小
康
を
取
り
戻
し
て
は
だ
ん
だ
ん
と
悪
く
な
っ
て
ゆ
く
芭
蕉
に
、

門
人
た
ち
が
子
ど
も
の
よ
う
に
一
喜
一
憂
す
る
と
い
う
、
最
後
に
は
途
轍
も
な
く
憂
鬱
に
な
っ
て
く
る

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
一
辺
倒
の
本
作
と
は
全
く
異
な
っ
た
、
極
め
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
さ
え
見
え
る
リ
ズ
ム
を
持

っ
て
い
る
。

◎
一
見
、
こ
の
場
の
弟
子
た
ち
を
支
配
し
て
い
る
感
情
が
《
主
題
》
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、

芭
蕉
の
門
弟
た
ち
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
抉
り
出
す
と
い
う
仕
掛
け
の
向
こ
う
に
あ
る
の
は
、

実
は

芥
川
龍
之
介
の
師
夏
目
漱
石
の
臨
終
に
集
ま
っ
た
門
人
ら
の
カ
リ
カ
チ
ャ
ア
で
あ
る
と
い
う
真
相

・
漱
石
の
臨
終
は
本
作
に
先
立
つ
二
年
前
の
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
十
二
月
九
日
、
満
四
十
九
歳
。

（
＊
便
所
に
落
ち
た
岩
波
重
雄
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
。
よ
ろ
し
く
）

↓
し
か
し

◎
ド
ラ
マ
・
画
面
の
中
心
に
居
て
、
終
始
無
言
の
昏
睡
状
態
の

芭
蕉

こ
そ
が
、
や
は
り
も
う
一
人
の
主

人
公
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
意
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
を
指
摘

恐
ら
く
、
芭
蕉
の
魂
は

◎
弟
子
達
と
の
関
係
と
は
、
実
は
全
く
無
縁
な

枯
野
＝
芸
術
と
哲
学
の
人
生
的
地
平

に
立
っ
て
い
る

 
 

↓
愚
昧
な
群
小
詩
人
に
囲
ま
れ
た

大
芸
術
家
の
孤
高
の
最
後
が
全
体
の
絵
の
中
に
浮
上
し
は
し
ま
い
か
？

 
 

↓
「
俳
句
に
生
き
、
俳
句
に
死
ぬ
」
～
「
鬼
」
と
し
て
の
芸
術
家

 
 

↓
孤
独
な
芸
術
至
上
主
義
者
と
し
て
の
理
想
像

 
 

↓
芥
川
我
鬼
自
身
の
影
と
の
重
層
化



※
参
考
資
料
Ⅰ

芥
川
龍
之
介
は
本
作
発
表
の
ほ
ぼ
二
年
後
の
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
四
月
発
行
の
『
文
藝
倶
樂

部
』
に
、
本
作
の
創
作
に
纏
わ
る
随
筆
「
一
つ
の
作
が
出
來
上
る
ま
で
」
を
も
の
し
て
い
る
。
本
作
の

解
読
の
ヒ
ン
ト
と
創
作
秘
話
を
垣
間
見
せ
る
、
非
常
に
貴
重
な
文
章
で
あ
る
。
以
下
に
全
文
を
示
し
て

参
考
に
供
す
る
（
底
本
は
岩
波
版
旧
全
集
に
拠
る
）
。

一
つ
の
作
が
出
來
上
る
ま
で

―
―
「
枯
野
抄
」
―
―
「
奉
教
人
の
死
」
―
―

或
る
一
つ
の
作
品
を
書
か
う
と
思
つ
て
、
そ
れ
が
色
々
の
徑
路
を
辿
つ
て
か
ら
出
來
上
が
る
場
合
と
、

直
ぐ
初
め
の
計
畫
通
り
に
書
き
上
が
る
場
合
と
が
あ
る
。
例
へ
ば
最
初
は
土
瓶
を
書
か
う
と
思
つ
て
ゐ
て
、

そ
れ
が
何
時
の
間
に
か
鐵
瓶
に
出
來
上
が
る
こ
と
も
あ
り
、
又
初
め
か
ら
土
瓶
を
書
か
う
と
思
ふ
と
土
瓶

が
そ
の
ま
ゝ
出
來
上
が
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
土
瓶
に
し
て
も
蔓
を
籐
に
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
た
の
が
竹

に
な
つ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
私
の
作
品
の
名
を
上
げ
て
言
へ
ば
「
羅
生
門
」
な
ど
は
そ
の
前
者
で
あ

り
、
今
こ
ゝ
に
話
さ
う
と
思
ふ
「
枯
野
抄
」
「
奉
教
人
の
死
」
な
ど
は
そ
の
後
者
で
あ
る
。

そ
の
「
枯
野
抄
」
と
い
ふ
小
説
は
、
芭
蕉
翁
の
臨
終
に
會
つ
た
弟
子
達
、
其
角
、
去
來
、
丈
艸
な
ど
の

心
持
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
書
く
時
は
「
花
屋
日
記
」
と
い
ふ
芭
蕉
の
臨
終
を
書
い
た
本
や
、

支
考
だ
と
か
其
角
だ
と
か
い
ふ
連
中
の
書
い
た
臨
終
記
の
や
う
な
も
の
を
參
考
と
し
材
料
と
し
て
、
芭
蕉

が
死
ぬ
半
月
ほ
ど
前
か
ら
死
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
を
書
い
て
み
る
考
で
あ
つ
た
。
勿
論
、
そ
れ
を
書
く
に
つ
い

て
は
、
先
生
の
死
に
會
ふ
弟
子
の
心
持
と
い
つ
た
や
う
な
も
の
を
私
自
身
も
そ
の
當
時
痛
切
に
感
じ
て
ゐ

た
。
そ
の
心
持
を
私
は
芭
蕉
の
弟
子
に
借
り
て
書
か
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
さ
う
い
ふ
風
に
し
て
一
二

枚
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
沼
波
瓊
音
氏
が
丁
度
そ
れ
と
同
じ
や
う
な
小
説(

？)

を
書
い
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、

今
迄
の
計
畫
で
書
く
氣
が
す
つ
か
り
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

そ
こ
で
今
度
は
、
芭
蕉
の
死
骸
を
船
に
乘
せ
て
伏
見
へ
上
ぼ
つ
て
行
く
そ
の
途
中
に
シ
イ
ン
を
取
つ
て
、

そ
し
て
、
弟
子
達
の
心
持
を
書
か
う
と
し
た
。
そ
れ
が
當
時(

大
正
七
年
の
九
月)

の
「
新
小
説
」
に
出
る
筈

に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
初
め
の
計
畫
が
變
つ
た
の
で
、
締
切
が
近
づ
い
て
も
ど
う
し
て
も
書
け

な
か
つ
た
。
原
稿
紙
ば
か
り
無
駄
に
し
て
ゐ
る
間
に
締
切
の
期
日
が
つ
い
來
て
し
ま
つ
て
甚
だ
心
細
い
氣

が
し
た
。
そ
の
時
の
「
新
小
説
」
の
編
輯
者
は
今
「
人
間
」
の
編
輯
を
し
て
ゐ
る
野
村
治
輔
君
で
、
同
君

が
私
の
書
け
な
い
事
に
非
常
に
同
情
し
て
く
れ
て
、
そ
の
原
稿
が
な
か
つ
た
ら
實
際
困
つ
た
で
も
あ
ら
う

が
、
心
よ
く
翌
月
號
に
延
ば
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
直
ぐ
に
そ
の
號
の
た
め
に
書
き
出
し
た
が
、
そ
の



頃
、
私
の
知
つ
て
ゐ
る
人
が
蕪
村
の
書
い
た
「
芭
蕉
涅
槃
圖
」
―
―
そ
れ
は
佛
畫
で
あ
る
―
―
を
手
に
入

れ
た
。
そ
れ
が
前
に
見
て
置
い
た
川
越
の
喜
多
院
に
あ
る
「
芭
蕉
涅
槃
圖
」
よ
り
は
大
き
さ
も
大
き
か
つ

た
し
、
そ
れ
に
出
來
も
面
白
か
つ
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
私
の
計
畫
が
又
變
つ
た
。
で
、
今
度
は
そ
の
「
芭

蕉
涅
槃
圖
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
芭
蕉
の
病
床
を
弟
子
達
が
取
り
圍
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
を
書
い
て
漸
く

初
め
の
目
的
を
達
し
た
。

か
う
い
ふ
風
に
持
つ
て
ま
は
つ
た
の
は
先
づ
珍
し
い
こ
と
で
、
大
抵
は
筆
を
取
る
前
に
考
へ
て
、
そ
の

考
へ
た
通
り
に
書
い
て
行
ゆ
く
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
普
通
と
い
ふ
の
は
主
に
短
い
も
の
を
書
く
場
合

で
、
長
い
も
の
に
な
る
と
書
い
て
ゐ
る
中
に
、
作
中
の
人
間
な
り
事
件
な
り
が
豫
定
と
は
違
つ
た
發
展
の

し
か
た
を
す
る
こ
と
が
往
々
あ
る
。

神
樣
が
こ
の
世
界
を
造
つ
た
も
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
こ
の
世
の
中
に
惡
だ
の
悲
し
み
が
あ
る
の
だ
ら

う
と
人
々
は
よ
く
言
ふ
が
、
神
樣
も
私
の
小
説
と
同
じ
や
う
に
、
こ
の
世
界
を
拵
へ
て
行
ゆ
く
う
ち
に
、

世
界
そ
れ
自
身
が
勝
手
に
發
展
し
て
思
ふ
通
り
に
行
か
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
冗
談
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
さ
う
い
ふ
風
に
人
物
な
り
事
件
な
り
が
豫
定
と
ち
が
つ
て
發
展
を
す

る
場
合
、
ち
が
つ
た
爲
た
め
に
作
品
が
よ
く
な
る
か
、
わ
る
く
な
る
か
は
一
概
に
言
へ
な
い
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。
併
し
、
ち
が
ふ
に
し
て
も
、
凡
そ
ち
が
ふ
程
度
が
あ
る
も
の
で
、
馬
を
書
か
う
と
思
つ
た
の
が
馬

蠅
に
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
ま
あ
牛
に
な
る
と
か
羊
に
な
る
と
か
い
ふ
位
で
あ
る
。
併
し
、
も
う

少
し
大
筋
お
ほ
す
ぢ
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
な
る
と
、
書
い
て
ゐ
る
う
ち
に
色
々
な
こ
と
を
思
ひ
つ
く
の
で
、

隨
分
ち
が
ふ
こ
と
が
あ
る
。
例
へ
ば
「
奉
教
人
の
死
」
と
い
ふ
小
説
は
、
昔
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
女
が

男
に
な
つ
て
ゐ
て
、
色
々
の
苦
し
い
目
に
逢
ふ
。
そ
の
苦
し
み
を
堪
へ
し
の
ん
だ
後
に
死
ん
だ
が
、
死
ん

で
見
た
ら
ば
始
め
て
女
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
つ
た
と
い
ふ
筋
で
あ
る
。
そ
の
小
説
の
仕
舞
の
と
こ
ろ
に
、

火
事
の
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
火
事
の
と
こ
ろ
は
初
め
ち
つ
と
も
書
く
氣
が
し
な
か
つ
た
の
で
、
只
主
人
公

が
病
氣
か
何
ん
か
に
な
つ
て
、
靜
か
に
死
ん
で
行
く
と
こ
ろ
を
書
く
つ
も
り
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
書

い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
そ
の
火
事
場
の
景
色
を
思
ひ
つ
い
て
そ
れ
を
書
い
て
し
ま
つ
た
。
火
事
場
に
し
て
よ

か
つ
た
か
惡
か
つ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
け
れ
ど
も
。



※
参
考
資
料
Ⅱ

以
下
は
総
て
私
の
サ
イ
ト
「
鬼
火
」
の
「
や
ぶ
ち
ゃ
ん
の
電
子
テ
ク
ス
ト
集
：
俳
句
篇
」
内
に
配
し
た

私
の
作
成
に
な
る
Ｐ
Ｄ
Ｆ
縦
書
デ
ー
タ
で
あ
る
。
参
考
に
さ
れ
た
い
。
印
刷
は
勿
論
、
デ
ー
タ
・
コ
ピ
ー

も
可
能
で
あ
る
。

「
芭
蕉
臨
終
記

花
屋
日
記
」
文
曉
（
偽
書
）

「
前
後
日
記
」
各
務
支
考
（
「
笈
日
記
」
よ
り
）

「
芭
蕉
翁
終
焉
記
」
宝
井
其
角
（
「
枯
尾
花
集
」
よ
り
）

※
参
考
資
料
Ⅲ

私
は
以
下
の
私
の
ブ
ロ
グ
内
カ
テ
ゴ
リ
「
松
尾
芭
蕉
」
で
、「
奥
の
細
道
」
の
行
程
の
中
で
創
ら
れ
た
総

て
の
句
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
評
釈
や
、
萩
原
朔
太
郎
の
「
郷
愁
の
詩
人
與
謝
蕪
村
」
の
巻
末
に
配
さ
れ
た
「
附

錄

芭
蕉
私
見
」
の
掉
尾
に
配
さ
れ
た
芭
蕉
鑑
賞
文
の
電
子
化
を
手
掛
け
て
い
る
。
恐
ら
く
は
何
ら
か
の

参
考
に
な
る
（
特
に
古
文
の
「
奥
の
細
道
」
の
教
授
の
際
な
ど
）
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
に
リ
ン

ク
し
て
お
く
。

藪
野
直
史

ブ
ロ
グ
「
鬼
火
～
日
々
の
迷
走
」
内
・
カ
テ
ゴ
リ
「
松
尾
芭
蕉
」

な
お
、
こ
の
内
、

芭
蕉
、
杜
国
を
伊
良
湖
に
訪
ね
る

「
笈
の
小
文
」
よ
り

藪
野
唯
至
附
注

二
〇
一
四
年
「
奥
の
細
道
」
シ
ン
ク
ロ
ニ
テ
ィ
の
記
録 

 

藪
野
唯
至
附
注

の
二
本
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ
縦
書
版
が
あ
る
（
リ
ン
ク
先
）
。
御
笑
覧
戴
け
る
な
ら
ば
、
恩
幸
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
は
な

い
。

枯
野
抄

芥
川
龍
之
介

附

や
ぶ
ち
ゃ
ん
授
業
ノ
ー
ト

完

http://homepage2.nifty.com/onibi/texthaiku.htm
http://homepage2.nifty.com/onibi/index.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86531384/hanayanikki.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86531384/zengonikki.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86531384/kikakusyuuen.pdf
http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/cat23605930/index.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86531384/basyou%2Ctokoku%20wo%20tazuneru.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/86531384/2014Okunohosomiti-synchro.pdf

