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、
俳
文

　
俳
文
は
、
和
文
や
漢
文
の
よ
う
な
〈
雅
〉
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
滑
稽
さ
も
含
み
込
む
〈
俗
〉
に
属
す
る
文
章
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の

一
方
で
、
風
雅
な
一
面
も
内
包
し
、
ま
た
漢
文
調
も
許
容
し
て
お
り
、
卑
俗
な
だ
け
で
は
な
い
。
俳
文
は
、
形
式
的
に
も
『
古
文
真
宝
』

な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
る
中
国
の
文
章
を
規
範
と
し
た
。

　
そ
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
た
い）

（
（

。

（
一
）
近
世
初
期
の
俳
文

　
近
世
初
期
、
松
永
貞
徳
門
下
の
立
圃
・
貞
室
・
季
吟
ら
に
も
俳
文
と
見
な
せ
る
作
は
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
季
吟
著
『
山
の
井
』

（
正
保
五
年
〈
一
六
四
八
〉
刊
）
か
ら
、「
虫
」
の
最
後
の
部
分
を
見
て
み
た
い
。
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「
壁
の
く
づ
れ
を
つ
づ
り
さ
せ
」
と
な
く
蟋
蟀
の
音
に
わ
び
、
み
の
む
し
の
、
お
や
鬼
を
こ
ひ
て
、「
ち
ち
よ
」
と
よ
ぶ
を
と
ぶ
ら
ひ
、

お
ほ
ぢ
の
ふ
ぐ
り
が
ば
け
か
は
り
た
る
、
い
ぼ
じ
り
の
か
た
ち
を
と
が
む
る
心
な
ど
つ
ら
ね
侍
る
べ
し
。

　
こ
お
ろ
ぎ
の
声
に
は
、『
古
今
集
』
歌
（「
秋
風
に
ほ
こ
ろ
び
ぬ
ら
し
藤
袴
つ
づ
り
さ
せ
て
ふ
き
り
ぎ
り
す
鳴
く
」
雑
体
・
在
原
棟
梁
、

一
〇
二
〇
番
）
を
、
蓑
虫
の
声
に
は
『
枕
草
子
』
の
文
章
（「
虫
は
」
の
段
、「
み
の
む
し
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
鬼
の
生
み
た
り
け
れ
ば
、

〈
中
略
〉
ち
ち
よ
、
ち
ち
よ
と
は
か
な
げ
に
鳴
く
」）
を
と
い
う
ふ
う
に
古
典
的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
一
方
、
か
ま
き
り
（「
い
ぼ
じ
り
」

は
、
か
ま
き
り
の
古
名
）
に
は
祖
父
の
陰
嚢
と
い
う
卑
俗
な
も
の
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
雅
俗
を
自
在
に
往
き
来
し
、
軽
妙
に
描
い
て

い
る
。
風
雅
と
卑
俗
の
混
融
、
そ
れ
に
よ
る
滑
稽
さ
の
創
出
と
い
う
俳
文
の
持
つ
本
質
的
な
要
素
が
す
で
に
初
期
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　
芭
蕉
以
前
で
最
も
す
ぐ
れ
た
俳
文
は
、
山
岡
元
隣
著
『
宝
蔵
』（
寛
文
十
一
年
〈
一
六
七
一
〉
刊
）
で
あ
る
と
の
評
価
が
一
般
的
で
あ

ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
を
随
筆
風
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
同
書
よ
り
、「
筆
」
の
特
性
や
歴
史
に
つ
い
て
記
し
て
い
く
箇
所
を
挙
げ
る
。

し
か
あ
れ
ど
も
、
そ
の
か
み
は
今
の
世
の
筆
あ
ら
ず
し
て
、
文
字
に
の
こ
さ
ま
ほ
し
き
わ
ざ
あ
れ
ば
、
竹
を
さ
き
て
簾
や
う
の
物
に

あ
み
つ
ら
ね
、
刃
物
し
て
ゑ
り
付
け
侍
る
と
ぞ
。
猶
此
の
事
の
た
や
す
か
ら
ざ
る
を
お
も
ひ
て
、
秦
の
世
に
蒙ま

う

恬て
ん

と
い
へ
る
な
ん
、

今
の
世
の
筆
つ
く
り
出
し
て
よ
り
、
も
の
か
く
わ
ざ
た
や
す
く
な
り
け
る
と
こ
そ
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
王
羲
之
・
趙
子
昂
が
か
ら

め
き
た
る
は
さ
ら
に
も
い
は
じ
。
五
筆
の
人
を
出
で
神
に
い
り
、
三
筆
の
古
風
な
る
、
御
家
の
ふ
く
よ
か
に
、
勅
筆
の
け
だ
か
く
、

禅
筆
の
世
を
は
な
れ
た
る
、
こ
れ
み
な
代
々
の
重
宝
に
し
て
天
が
下
の
見
も
の
た
る
を
や
。
彼
の
埋
木
の
人
し
れ
ぬ
思
ひ
を
つ
ぐ
る

人
、「
た
れ
さ
ま
ま
ゐ
る
」「
身
よ
り
」
な
ど
か
き
ち
ら
せ
る
は
、
な
ど
そ
の
は
じ
め
の
心
な
ら
ん
や
。

　
和
漢
の
故
事
を
引
き
、
簡
潔
に
か
つ
調
子
よ
く
叙
述
し
、
最
後
の
一
文
で
恋
文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
ど
想
定
し
な
か
っ
た
ろ
う
と
筆
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を
擬
人
化
し
て
戯
れ
、
滑
稽
味
を
き
か
せ
る
。
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
俳
文
の
典
型
的
な
特
質
が
よ
く
表
れ
て
お
り
、
こ
の
分
野
の
確

立
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
芭
蕉
の
俳
文

　
俳
文
を
高
み
に
押
し
上
げ
た
の
は
、
許
六
が
『
本
朝
文
選
（
風
俗
文
選
）』（
宝
永
三
年
〈
一
七
〇
六
〉
刊
）
序
で
「
先
師
芭
蕉
翁
、
始

め
て
一
格
を
た
て
て
、
気
韻
生
動
を
あ
ら
は
せ
り
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
芭
蕉
（
一
六
四
四
～
九
四
）
そ
の
人
で
あ
っ
た
。『
お
く
の
ほ

そ
道
』（
元
禄
七
年
〈
一
六
九
四
〉
頃
成
立
）
か
ら
三
例
を
引
こ
う
。

（
弥
生
も
末
の
七
日
、
明
ぼ
の
の
空
朧
々
と
し
て
、
月
は
在
明
に
て
光
お
さ
ま
れ
る
物
か
ら
、
不
二
の
峰
幽
に
み
え
て
、
上
野
・
谷
中

の
花
の
梢
、
又
い
つ
か
は
と
心
ぼ
そ
し
。
む
つ
ま
じ
き
か
ぎ
り
は
宵
よ
り
つ
ど
ひ
て
、
舟
に
乗
り
て
送
る
。

（
抑
こ
と
ふ
り
に
た
れ
ど
、
松
嶋
は
扶
桑
第
一
の
好
風
に
し
て
、
凡
そ
、
洞
庭
・
西
湖
を
恥
ぢ
ず
。
東
南
よ
り
海
を
入
れ
て
、
江
の
中

三
里
、
浙
江
の
潮
を
た
た
ふ
。
嶋
々
の
数
を
尽
く
し
て
、
欹
つ
も
の
は
天
を
指
し
、
ふ
す
も
の
は
波
に
匍は

ら
ば
ふ匐

。
あ
る
は
二
重
に
か
さ

な
り
、
三
重
に
畳
み
て
、
左
に
わ
か
れ
右
に
つ
ら
な
る
。
負
へ
る
あ
り
抱
け
る
あ
り
、
児
孫
愛
す
が
ご
と
し
。（
中
略
）
松
の
木
陰

に
世
を
い
と
ふ
人
も
稀
々
見
え
侍
り
て
、
落
穂
・
松
笠
な
ど
打
ち
け
ぶ
り
た
る
草
の
庵
、
閑
か
に
住
み
な
し
、
い
か
な
る
人
と
は
し

ら
れ
ず
な
が
ら
、
先
づ
な
つ
か
し
く
立
ち
寄
る
ほ
ど
に
、
月
海
に
う
つ
り
て
、
昼
の
な
が
め
又
あ
ら
た
む
。
江
上
に
帰
り
て
宿
を
求

む
れ
ば
、
窓
を
ひ
ら
き
二
階
を
作
り
て
、
風
雲
の
中
に
旅
寝
す
る
こ
そ
、
あ
や
し
き
ま
で
、
妙
な
る
心
地
は
せ
ら
る
れ
。

（
市
中
ひ
そ
か
に
引
き
入
り
て
、
あ
や
し
の
小
家
に
夕
顔
・
へ
ち
ま
の
は
え
か
か
り
て
、
鶏
頭
・
は
は
き
ぎ
に
戸
ぼ
そ
を
か
く
す
。
さ

て
は
、
此
の
う
ち
に
こ
そ
と
門
を
扣
け
ば
、
侘
し
気
な
る
女
の
出
で
て
、「
い
づ
く
よ
り
わ
た
り
給
ふ
道
心
の
御
坊
に
や
。
あ
る
じ

は
、
此
の
あ
た
り
何
が
し
と
云
ふ
も
の
の
方
に
行
き
ぬ
。
も
し
用
あ
ら
ば
尋
ね
給
へ
」
と
い
ふ
。
か
れ
が
妻
な
る
べ
し
と
し
ら
る
。
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（
は
、
旅
立
ち
の
場
面
。『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻
、
木
下
長
嘯
子
の
和
文
「
山
家
記
」、
西
行
『
山
家
集
』
な
ど
の
表
現
を
散
り
ば
め
な

が
ら
、
優
雅
に
記
述
す
る
。
歴
史
的
な
表
現
の
厚
み
を
も
っ
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
旅
立
ち
の
高
揚
感
、
緊
張
感
が
表
現
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
（
は
、
松
島
の
場
面
。
冒
頭
は
、
漢
語
や
対
句
を
用
い
な
が
ら
、
漢
文
調
で
松
島
の
風
景
を
描
写
す
る
一
方
、（
中
略
）
の
後
、
隠
者

へ
の
親
近
感
を
表
出
す
る
箇
所
は
一
転
し
て
和
文
調
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
漢
文
調
と
和
文
調
を
織
り
交
ぜ
て
い
く
こ
と
で
、
文
章
に
変

化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　
（
は
、
福
井
の
場
面
。
あ
た
か
も
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
に
登
場
す
る
謎
め
い
た
女
か
と
思
い
き
や
、
旧
知
の
俳
人
等
栽
の
わ
び
し
げ

な
女
房
が
現
れ
た
と
い
う
落
差
を
笑
い
に
転
じ
さ
せ
る
、
滑
稽
さ
を
帯
び
た
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
引
用
し
て
い
な
い
が
、
場
面
の
最

後
で
等
栽
が
「
裾
お
か
し
う
か
ら
げ
て
」
道
案
内
を
し
て
く
れ
る
の
も
、
風
流
人
な
ら
で
は
の
お
か
し
み
が
表
れ
て
い
て
、
決
ま
っ
て
い

る
。

　
（
～
（
に
よ
っ
て
も
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
が
全
体
と
し
て
風
雅
と
卑
俗
を
高
次
元
で
統
一
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
他
に
も
、
那
須
野
に
お
け
る
親
切
な
農
夫
と
可
憐
な
少
女
、
黒
羽
に
お
け
る
見
物
の
日
々
、
平
泉
で
の
懐
古

の
情
、
山
刀
伐
峠
で
の
不
安
感
、
立
石
寺
に
お
け
る
蟬
の
声
へ
の
没
入
、
市
振
に
お
け
る
遊
女
と
の
触
れ
合
い
、
山
中
温
泉
で
の
曾
良
の

離
脱
な
ど
、
読
み
ど
こ
ろ
を
挙
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

　
名
文
と
し
て
知
ら
れ
る
「
幻
住
庵
記
」（
元
禄
三
年
成
立
）
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
庵
の
所
在
、
由
来
、
そ
れ
へ
の
愛
着
、
周
辺
の
光
景
、
日
々
の
暮
ら
し
な
ど
の
描
写
が
ま
ず
あ
る
こ
と
で
風
趣
が
盛
り
上
げ
ら
れ
る
。

私
と
し
て
は
、
後
ろ
の
峰
に
這
い
登
っ
て
、
松
の
枝
を
用
い
て
棚
を
作
り
、
円
座
を
敷
い
て
「
猿
の
腰
掛
け
」
と
名
付
け
る
箇
所
が
、
楽

し
い
気
分
を
感
じ
ら
れ
て
特
に
好
き
だ
。
ま
た
、
昼
は
農
談
に
耳
を
傾
け
つ
つ
、
夜
に
な
る
と
「
罔ま

う

両り
や
う」

─
影
の
外
側
に
あ
る
薄
い
影
─
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に
精
神
を
集
中
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
、
の
ん
び
り
し
た
と
こ
ろ
と
緊
張
す
る
と
こ
ろ
が
共
存
し
て
い
て
、
と
て
も
い
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

続
け
て
、

あ
る
時
は
仕
官
懸
命
の
地
を
う
ら
や
み
、
一
た
び
は
仏
籬
祖
室
の
扉
に
入
ら
む
と
せ
し
も
、
た
ど
り
な
き
風
雲
に
身
を
せ
め
、
花
鳥

に
情
を
労
し
て
、
暫
く
生
涯
の
は
か
り
事
と
さ
へ
な
れ
ば
、
終
に
無
能
無
才
に
し
て
此
の
一
筋
に
つ
な
が
る
。

と
い
う
、
人
生
を
振
り
返
っ
て
、
俳
諧
に
し
か
己
の
生
き
る
場
所
は
な
か
っ
た
と
す
る
、
慨
嘆
と
自
負
が
入
り
混
じ
っ
た
現
在
の
心
境
を

吐
露
す
る
文
章
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
己
の
感
懐
を
読
者
に
強
く
印
象
付
け
る
。
な
お
、「
幻
住
庵
記
」
に
お
け
る
文
章
の
構
成
も
、

中
国
の
古
文
に
お
け
る
叙
事
四
段
と
議
論
一
段
か
ら
成
る
「
記
」
の
あ
り
か
た
に
範
を
取
っ
て
お
り
、
漢
文
の
影
響
が
色
濃
い
。

　『
お
く
の
ほ
そ
道
』
や
「
幻
住
庵
記
」
に
接
す
る
と
、
芭
蕉
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
俳
文
と
い
う
分
野
が
一
つ
の
到
達
点
に
達
し
た
こ

と
が
知
れ
る
。

　
芭
蕉
門
下
に
よ
る
俳
文
の
撰
集
と
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
許
六
編
の
『
本
朝
文
選
』
と
、『
本
朝
文
鑑
』（
享
保
三
年
〈
一
七
一
八
〉

刊
）『
和
漢
文
操
』（
享
保
十
二
年
刊
）
─
い
ず
れ
も
支
考
編
─
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
代
表
的
な
許
六
の
俳
文
は
、「
五
老
井

記
」
が
「
幻
住
庵
記
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
一
方
、

　
隠
士
が
曰
く
、「
汝
宇
治
の
物
語
を
し
ら
ず
や
」。
答
へ
て
曰
く
、「
其
の
拾
遺
の
瓢
も
咎
な
き
隣
人
が
一
命
を
た
て
り
。
こ
れ
全

く
瓢
の
罪
と
い
は
む
」。「
か
か
る
目
出
度
き
ひ
さ
ご
に
何
の
罪
か
あ
ら
ん
。
か
れ
仏
縁
深
き
ゆ
ゑ
、
空
也
上
人
に
は
携
へ
ら
れ
、
鉢

た
た
き
の
祖
師
と
は
な
り
け
る
」。「
か
の
さ
ざ
波
や
か
た
だ
の
海
士
が
海
老
す
く
ひ
も
仏
縁
の
内
か
」
と
ぞ
い
ひ
け
る
。

　
隠
士
大
き
に
打
ち
腹
立
ち
て
、「
汝
が
い
ひ
分
、
皆
々
理
屈
の
論
な
り
。
曾
て
風
雅
を
し
ら
ず
。
古
人
生
前
一
瓢
の
楽
は
、
身
の

後
の
金
よ
り
は
勝
し
た
り
と
い
へ
り
」。
草
刈
が
云
は
く
、「
其
の
楽
と
い
つ
ぱ
、
上
戸
の
情
也
。
瓢
の
か
た
ち
を
い
は
む
。
腹
便
々

と
肥
え
ふ
と
り
て
、
口
の
せ
ま
き
は
何
ぞ
や
」。「
せ
ま
く
て
餠
の
入
ら
ざ
る
は
下
戸
の
な
げ
き
な
り
」
と
大
笑
し
て
、
歌
つ
て
云
は
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く
、「
滄
浪
の
水
す
め
ら
ば
つ
け
て
泳
ぐ
べ
し
、
濁
ら
ば
鯰
を
押
さ
ゆ
べ
し
」
と
い
ひ
て
、
去
つ
て
共
に
物
い
は
ず
。

�

（『
本
朝
文
選
』「
瓢
辞
」）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
知
識
を
列
挙
し
て
自
在
に
展
開
さ
せ
る
、
機
知
的
な
性
格
が
強
い
も
の
も
多
い
。
芭
蕉
の
俳
文
が
ど
ち
ら
か
と
言
う

と
風
雅
に
傾
斜
し
て
い
た
の
に
比
べ
て
、
許
六
の
そ
れ
は
卑
俗
さ
も
多
く
盛
り
込
ま
れ
、
そ
し
て
滑
稽
味
が
強
い
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
は

『
山
の
井
』『
宝
蔵
』
に
も
あ
っ
た
し
、
後
述
す
る
『
鶉
衣
』
に
も
認
め
ら
れ
る
。
卑
俗
さ
も
受
け
入
れ
、
滑
稽
味
が
勝
っ
た
、
機
知
的
な

展
開
と
い
う
あ
り
か
た
が
む
し
ろ
俳
文
の
主
流
な
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
三
）
也
有
・
蕪
村
・
一
茶
の
俳
文

　
十
八
世
紀
中
頃
か
ら
、
写
実
性
や
口
語
性
も
高
ま
っ
て
い
っ
た）

（
（

。
中
で
も
、
洒
脱
な
世
界
を
機
知
的
に
作
り
上
げ
た
也
有
（
一
七
〇
二

～
八
三
）、
幻
想
的
な
世
界
を
描
き
出
し
た
蕪
村
（
一
七
一
六
～
八
三
）、
よ
り
現
実
に
即
し
た
描
写
を
行
っ
た
一
茶
（
一
七
六
三
～
一
八

二
七
）
ら
の
俳
文
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
青
に
よ
し
な
ら
の
帝
の
御
時
、
い
か
な
る
叡
慮
に
あ
づ
か
り
て
か
、
此
の
地
の
名
産
と
は
な
れ
り
け
む
。
世
は
た
だ
其
の
道
の
芸
く

は
し
か
ら
ば
、
多
能
は
な
く
て
も
あ
ら
ま
し
。
か
れ
よ
、
か
し
こ
く
も
風
を
生
ず
る
の
外
は
、
た
え
て
無
能
に
し
て
、
一
曲
一
か
な

で
の
間
に
も
あ
は
ざ
れ
ば
、
腰
に
た
た
ま
れ
て
公
界
に
へ
つ
ら
ふ
ね
ぢ
け
心
も
な
し
。
只
木
の
端
と
思
ひ
す
て
た
る
雲
水
の
生
涯
な

ら
む
。
さ
る
は
桐
の
箱
の
家
を
も
求
め
ず
。
ひ
さ
ご
が
本
の
夕
す
ず
み
、
昼
ね
の
枕
に
宿
直
し
て
、
人
の
心
に
秋
風
た
て
ば
、
又
来

る
夏
を
頼
む
と
も
見
え
ず
。
物
置
の
片
隅
に
紙
屑
籠
と
相
住
し
て
、
鼠
の
あ
し
に
け
が
さ
る
れ
ど
も
、
地
紙
を
ま
く
ら
れ
て
野
ざ
ら

し
と
な
る
扇
に
は
ま
さ
り
な
む
。
我
汝
に
心
を
ゆ
る
す
。
汝
我
に
馴
れ
て
、
は
だ
か
身
の
寝
姿
を
、
穴
か
し
こ
、
人
に
か
た
る
事
な

か
れ
。（
鶉
衣
）
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（
い
と
あ
や
し
く
て
、
め
か
れ
も
せ
ず
ま
も
り
ゐ
た
る
に
、
ひ
ろ
野
な
ど
の
碍さ

ゆ

る
も
の
な
き
と
こ
ろ
を
ゆ
き
か
ふ
さ
ま
に
て
、
や
が
て

か
き
け
つ
ご
と
く
出
で
さ
り
ぬ
。
阿
満
は
さ
ま
で
お
と
ろ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
、
は
じ
め
の
ご
と
く
物
縫
ふ
て
有
り
け
る
と
ぞ
。
あ
く

る
日
か
の
家
に
と
ぶ
ら
ひ
て
、「
い
か
に
や
、
あ
る
じ
の
帰
り
給
ふ
こ
と
の
お
そ
く
て
、
よ
ろ
づ
心
う
く
お
ぼ
さ
め
」
な
ど
、
と
ひ

な
ぐ
さ
め
け
る
に
、
阿
満
い
つ
い
つ
よ
り
も
か
ほ
ば
せ
う
る
は
し
く
、
の
ど
や
か
に
も
の
う
ち
か
た
り
、
よ
べ
か
く
か
く
の
け
い
あ

り
し
と
つ
ぐ
。
聞
く
さ
へ
え
り
さ
む
く
す
り
よ
り
て
、「
あ
な
あ
さ
ま
し
、
さ
ば
か
り
の
ふ
し
ぎ
有
る
を
、
い
か
に
家
子
ど
も
を
も

お
ど
ろ
か
し
給
は
ず
、
ひ
と
り
な
ど
か
た
ゆ
べ
き
。
に
げ
な
く
も
剛
に
お
は
し
け
る
よ
」
と
い
へ
ば
、「
い
や
と
よ
、
つ
ゆ
お
そ
ろ

し
き
と
も
覚
え
ず
侍
り
け
り
」
と
か
た
り
聞
こ
ゆ
。（
新
花
摘
）

（
閨
の
か
た
よ
り
は
、
母
の
よ
き
折
か
ら
と
声
を
は
げ
ま
し
、「
仙
六
に
朝
飯
も
た
う
べ
ず
い
な
せ
し
一
茶
の
骨ほ

ね

盗ぬ
す

人び
と

よ
。
弟
の
腹
の

空
し
さ
思
ひ
し
ら
ず
や
」
な
ど
と
、
あ
た
り
に
人
な
き
ご
と
く
の
の
し
る
に
、
我
が
身
一
つ
の
く
る
し
さ
、
今
更
す
べ
き
術
も
な
く
、

首
を
畳
に
す
り
つ
け
、
手
す
り
つ
つ
、
重
ね
て
は
慎
む
べ
き
と
、
涙
を
流
し
て
前
非
悔
ゆ
る
に
、
父
の
い
か
り
も
や
や
し
づ
か
に
な

り
き
。
生
み
、
こ
ろ
し
み
、
父
の
戒
は
皆
我
が
身
の
幸
に
し
あ
れ
ば
、
な
じ
か
悪
し
ざ
ま
に
請
く
べ
き
。
さ
る
に
て
も
父
の
い
か
り

給
ふ
声
の
細
り
、
う
た
て
あ
り
さ
ま
な
れ
。
よ
べ
は
父
に
長
の
別
れ
と
思
ひ
て
ん
に
、
今
朝
は
父
の
せ
つ
か
ん
に
あ
ふ
事
の
う
れ
し

さ
は
、
盲
亀
の
う
き
木
に
あ
へ
り
し
も
是
に
い
か
で
増
る
べ
き
。（
父
の
終
焉
日
記
）

　
（
は
、
也
有
著
『
鶉
衣
』（
前
編
天
明
七
年
〈
一
七
八
七
〉
刊
）
巻
頭
に
配
さ
れ
る
「
奈
良
団
扇
」
の
全
文
で
あ
る
。
奈
良
団
扇
は
風

を
生
じ
さ
せ
る
以
外
に
は
能
が
な
く
、
高
級
品
の
扇
の
よ
う
に
公
の
場
で
ご
機
嫌
を
取
る
よ
う
な
曲
が
っ
た
心
も
持
た
な
い
と
、
そ
の
庶

民
性
を
称
賛
す
る
。
高
級
品
の
扇
が
和
歌
的
、
雅
び
さ
を
象
徴
す
る
な
ら
ば
、
奈
良
団
扇
は
俳
諧
的
、
卑
俗
さ
を
象
徴
す
る
。
そ
し
て
、

扇
が
地
紙
を
剥
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
に
比
べ
れ
ば
、
物
置
の
片
隅
に
置
か
れ
る
奈
良
団
扇
は
ま
だ
し
も
ま
し
だ
と
慰
め
て
、
自
分
が
い

か
に
奈
良
団
扇
に
気
を
許
し
て
い
る
か
を
軽
妙
に
語
る
。
機
知
と
洒
脱
な
感
じ
に
溢
れ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
は
、
蕪
村
著
『
新
花
摘
』（
安
永
六
年
〈
一
七
七
七
〉
成
立
、
寛
政
九
年
〈
一
七
九
七
〉
刊
）
に
お
け
る
、
常
陸
の
国
の
富
豪
中
村

兵
左
衛
門
に
つ
い
て
の
話
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
餠
が
減
っ
て
い
く
な
ど
の
怪
異
が
あ
り
、
富
家
に
取
り
憑
い
て
い
た
狐
が
出
て
行
っ

て
し
ま
う
と
い
う
幻
想
的
な
出
来
事
を
記
し
た
後
、
妻
の
お
満
が
意
外
に
も
平
然
と
し
て
お
り
、
顔
色
が
よ
く
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う

に
写
実
的
に
描
写
す
る
。
い
つ
も
は
怖
が
り
な
お
満
が
こ
の
時
は
ど
う
し
て
恐
怖
も
感
じ
ず
、
顔
色
も
よ
か
っ
た
の
か
。
中
村
家
に
住
み

付
い
て
豪
家
と
し
て
栄
え
さ
せ
て
き
た
オ
サ
キ
狐
が
去
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
政
を
一
手
に
切
り
盛
り
し
て
い
た
お
満
の
緊
張
と

不
安
が
解
放
さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
学
説）

（
（

が
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
よ
う
に
こ
の
家
を
繁
栄
さ
せ
て
く
れ
た
狐
へ
の
親
愛
と
感

謝
の
気
持
ち
が
お
満
の
心
の
奥
底
に
そ
も
そ
も
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
理
由
も
提
示
し
て
お
き
た
い
。

　
（
は
、
一
茶
著
『
父
の
終
焉
日
記
』（
享
和
元
年
〈
一
八
〇
一
〉
～
文
化
初
め
〈
一
八
〇
四
～
〉
成
立
）
の
一
場
面
で
あ
る
。
父
の
死

が
刻
々
と
近
づ
い
て
い
る
状
況
で
、
義
理
の
母
が
一
茶
を
激
し
く
罵
る
さ
ま
を
や
は
り
写
実
的
に
描
写
す
る
。
ま
た
、
父
の
怒
り
に
あ
っ

た
こ
と
す
ら
喜
ば
し
い
と
感
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
一
茶
の
自
意
識
の
強
さ
を
割
り
引
い
て
も
、
父
の
死
に
臨
ん
だ
子
が
抱
く
臨
場
感
が

伝
わ
っ
て
く
る
。

　
な
お
、
同
じ
写
実
と
言
っ
て
も
、
（
よ
り
も
（
の
方
が
口
語
性
は
勝
っ
て
い
よ
う
。

　
右
の
（
～
（
の
中
で
は
、
（
が
『
山
の
井
』『
宝
蔵
』
か
ら
続
く
系
譜
─
機
知
的
、
風
雅
と
卑
俗
の
共
存
、
滑
稽
味
の
存
在
─
を
最
も

よ
く
体
現
し
、
い
わ
ゆ
る
俳
文
と
し
て
の
典
型
的
な
特
質
を
表
し
て
い
る
。
（
・
（
は
、
置
か
れ
て
い
た
時
代
性
以
上
に
、
作
者
の
個
性

が
よ
り
強
く
出
て
い
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

（
四
）
近
代
へ

　
近
世
を
通
し
て
、
写
実
性
や
口
語
性
を
増
し
て
い
っ
た
俳
文
は
、
や
が
て
近
代
に
到
っ
て
、
写
生
文
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
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ま
た
、
近
代
に
な
っ
て
も
俳
文
は
制
作
さ
れ
た
。
そ
の
掉
尾
を
飾
る
一
大
俳
文
集
は
、
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
に
刊
行
さ
れ
た

当
麻
小
太
郎
（
答
郎
）
編
集
・
発
行
の
『
明
治
俳
文
集
』
で
あ
る
。
構
成
は
ほ
ぼ
『
本
朝
文
選
』
に
倣
い
、
作
者
は
尾
崎
紅
葉
が
最
も
多

く
、
他
に
も
当
麻
答
郎
・
巌
谷
小
波
・
近
藤
幽
山
・
石
井
露
月
・
正
岡
子
規
・
大
橋
乙
羽
・
大
和
田
建
樹
ら
の
作
品
を
収
め
る）

（
（

。

二
、
狂
文

　
狂
文
は
、
狂
体
の
文
で
あ
り
、
主
と
し
て
天
明
期
を
中
心
と
し
て
、
四
方
赤
良
（
大
田
南
畝
）
ら
狂
歌
師
が
制
作
し
、
多
く
の
場
合
狂

歌
が
添
え
ら
れ
た
、
戯
作
的
な
文
章
を
言
う
。
風
来
山
人
（
平
賀
源
内
）
の
影
響
を
受
け
、
ま
た
也
有
の
俳
文
の
機
知
的
で
洒
脱
な
あ
り

か
た
に
も
学
ん
で
、
洗
練
の
度
を
加
え
て
い
っ
た）

（
（

。

　
風
来
山
人
（
一
七
二
八
～
七
九
）
の
狂
文
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
に
「
痿
陰
隠
逸
伝
」（
明
和
五
年
〈
一
七
六
八
〉
刊
）
が
あ
る
。

そ
の
冒
頭
を
引
こ
う
。

天
に
日
月
あ
れ
ば
人
に
両
眼
あ
り
。
地
に
松
蕈
あ
れ
ば
跨
に
彼
の
物
あ
り
。
其
の
父
を
屁
と
い
ひ
、
母
を
於
奈
良
と
い
ふ
。
鳴
る
は

陽
に
し
て
臭
き
は
陰
な
り
。
陰
陽
相
激
し
無
中
に
有
を
生
じ
て
此
の
物
を
産
む
。
因
つ
て
字
を
屁
子
と
い
ふ
。
稚
き
を
指
似
と
い
ひ
、

又
珍
宝
と
呼
ぶ
。
形
備
は
り
て
其
の
名
を
魔
羅
と
呼
び
、
号
を
天
礼
菟
久
と
称
し
、
ま
た
作
蔵
と
異
名
す
。
万
葉
集
に
角
の
布
具
礼

と
詠
め
る
も
、
疑
ふ
ら
く
は
此
の
物
な
ら
ん
歟
。
漢
に
て
は
勢
と
い
ひ
、
ま
た
㞗
と
い
ひ
、
屌
と
い
ひ
陰
茎
と
い
ひ
玉
茎
と
い
ひ
、

肉
具
と
呼
び
、
中
霊
と
命
け
、
俗
話
に
て
は
雞
巴
と
い
ひ
、
紅
毛
に
て
は
呂
留
と
い
ふ
。
男
た
る
人
ご
と
に
此
の
物
の
あ
ら
ざ
る
は

な
し
。
其
の
形
状
大
な
る
あ
り
、
小
な
る
あ
り
、
長
き
あ
り
短
き
あ
り
。
或
は
円
く
或
は
扁
。
又
は
豊
下
・
頭
が
ち
、
白
勢
あ
れ
ば

黒
陰
茎
あ
り
、
木
魔
羅
あ
れ
ば
麪
筋
勢
あ
り
、
痱

ま
ら
あ
れ
ば
半
皮
あ
り
。
空
穂
あ
れ
ば
す
ぼ
け
あ
り
。
亀
陵
高
あ
れ
ば
越
前
あ



近
世
文
学
史
覚
書
─
文
章
篇
（
鈴
木
）�

一
八
八

り
。
上
反
あ
れ
ば
下
反
あ
り
。
其
の
さ
ま
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
は
人
の
面
の
異
な
る
が
如
く
な
れ
ば
、
一
々
に
い
ひ
尽
く
す
べ
う
も

あ
ら
ず
。

　
前
半
は
、
陰
茎
の
呼
称
を
次
々
と
列
挙
し
て
い
く
。
後
半
は
形
状
に
つ
い
て
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
を
や
は
り
こ
れ
で
も
か
と
列
挙
し
て
い

く
。
そ
の
量
の
多
さ
に
よ
っ
て
、
文
章
に
勢
い
も
付
く
し
、
卑
猥
な
題
材
を
大
真
面
目
に
論
じ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
落
差
が
生
じ
笑
い

も
醸
し
出
さ
れ
る
。

　
事
物
を
機
知
的
に
描
写
し
て
い
く
と
こ
ろ
は
、
俳
文
─
『
山
の
井
』『
宝
蔵
』、『
本
朝
文
選
』、
そ
し
て
也
有
の
『
鶉
衣
』
─
に
も
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
風
来
山
人
の
文
章
の
性
質
も
そ
れ
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
あ
え
て
違
い
を
見
出
す
な
ら
ば
、
後
者
の

方
が
文
章
に
よ
り
勢
い
が
あ
り
、
ま
た
「
痿
陰
隠
逸
伝
」
の
場
合
に
は
性
的
な
題
材
を
扱
う
こ
と
で
卑
俗
さ
が
増
幅
さ
れ
て
い
る
。
俳
文

と
狂
文
の
違
い
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

　
天
明
期
に
到
っ
て
、
狂
文
の
質
を
さ
ら
に
高
め
た
の
は
、
四
方
赤
良
（
一
七
四
九
～
一
八
二
三
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
狂
文
集
『
四
方
の

あ
か
』（
天
明
七
年
頃
刊
）
か
ら
、
三
例
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

（
四
方
赤
良
左
に
盃
を
あ
げ
、
右
に
て
ん
ぷ
ら
を
杖
つ
き
て
、
以
て
さ
し
ま
ね
い
て
曰
く
、
来
れ
わ
が
同
盟
の
通
人
、
汝
の
耳
を
か
つ

ぽ
ぢ
り
、
汝
の
舌
を
つ
ん
出
し
、
つ
つ
し
ん
で
わ
が
御
託
を
き
け
。
い
に
し
へ
天
地
い
ま
だ
わ
か
れ
ざ
る
時
、
混
沌
と
し
て
ふ
は
ふ

は
の
如
し
。
そ
の
清
る
は
上
り
て
諸
白
と
な
り
、
濁
る
は
下
り
て
中
汲
と
な
る
。「
酒
は
こ
れ
き
ち
が
ひ
水
」
と
、
天
竺
の
古
先
生

が
一
国
な
事
い
つ
て
も
、
ま
た
百
薬
の
長
歟
半
歟
と
、
き
れ
か
は
つ
た
る
飛
目
あ
り
。「
鄭て

い
せ
い声

は
淫
な
り
」
と
、
宇
宙
第
一
の
文
に

か
き
な
ん
し
て
も
、「
と
か
く
浮
世
は
つ
つ
て
ん
て
ん
」
と
は
、
由
良
殿
の
金
言
な
り
。（
か
ら
誓
文
）

（
そ
も
そ
も
こ
の
山
、
孝
霊
の
む
か
し
生
ま
れ
出
で
し
よ
り
、
若
白
髪
の
雪
つ
も
り
つ
も
り
て
、
千
歳
の
末
は
も
欠
け
ず
崩
れ
ず
、
廿

一
代
の
千
言
万
句
も
、
赤
人
の
田
子
の
浦
に
う
ち
け
さ
れ
、
五
山
の
僧
の
抹
香
く
さ
き
詩
も
、
丈
山
が
白
扇
に
あ
ふ
ぎ
伏
せ
ら
れ
ぬ
。
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さ
れ
ど
泰
山
は
塵
土
を
譲
ら
ず
、
河
海
は
化
粧
水
を
い
と
は
ず
、
富
士
の
し
ら
雪
朝
日
で
と
け
て
と
唄
へ
ば
、
三
国
一
の
甘
酒
の
看

板
に
も
、
を
し
げ
な
く
書
き
ち
ら
す
は
、
ま
た
勿
体
な
き
事
な
ら
ず
や
。
む
か
し
よ
り
此
の
山
を
賞
で
し
人
幾
許
ぞ
や
。
在
五
は
ま

だ
ら
に
、
雪
舟
は
し
ろ
し
。
そ
の
中
に
ま
つ
黒
々
の
墨
衣
、
西
行
と
い
へ
ば
ふ
じ
を
思
ひ
、
ふ
じ
と
い
へ
ば
西
行
と
気
の
つ
く
は
、

此
の
山
此
の
人
古
今
一
対
な
る
べ
し
。
嗚
呼
さ
く
や
姫
ま
た
出
づ
る
と
も
、
わ
が
言
を
か
へ
じ
か
し
。

生
国ハ

駿
河ノ

者
　
　
本
国ハ

近
江ノ

湖

三
国
一
山ノ

外
　
　
出
鄽
出
店
無シ

う
か
が
へ
ば
ふ
じ
ほ
ど
く
ろ
き
も
の
は
な
し
管
も
て
天
を
た
つ
た
一
日
（
富
士
山
絵
賛
）

（
そ
の
世
に
あ
る
や
、
親
に
つ
か
へ
妹
を
め
ぐ
み
、
そ
の
芸
に
あ
そ
ぶ
や
、
詩
を
な
ら
べ
戯
歌
を
嗜
む
。
そ
の
志
を
た
つ
る
や
、
商
人

の
美よ

き
き
ぬ衣

着
ん
事
を
恥
ぢ
、
そ
の
家
を
治
む
る
や
、
小
鮮
を
烹
る
が
ご
と
し
。
我
か
つ
て
自
ら
過
て
り
。
汝
ま
の
あ
た
り
諫
め
て
蔵
さ

ず
。
我
か
つ
て
人
に
誹
ら
る
。
汝
侮
り
を
禦
ぎ
て
容
れ
ず
。
た
と
へ
ば
孔
子
の
子
路
を
得
て
、
さ
が
ご
と
耳
に
入
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。

今
や
時
う
つ
り
事
さ
り
て
、
春
も
ま
た
半
ば
を
過
ぎ
ぬ
。
こ
れ
に
告
げ
ん
と
す
れ
ば
、
其
の
人
花
に
先
だ
ち
て
散
り
、
こ
れ
に
見
へ

ん
と
す
れ
ば
、
其
の
影
鳥
の
翔
る
が
ご
と
し
。（
辺
越
方
人
を
い
た
め
る
こ
と
ば
）

　
（
は
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
の
作
で
あ
る
。
い
か
に
も
江
戸
っ
子
が
啖
呵
を
切
る
と
い
っ
た
風
情
で
、
文
章
に
力
強
さ
が
あ
る
。

「
い
に
し
へ
天
地
い
ま
だ
わ
か
れ
ざ
る
時
」
以
下
、『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
上
の
表
現
を
骨
格
と
し
つ
つ
、「
ふ
は
ふ
は
（
酒
の
肴
）」「
諸

白
」「
中
汲
（
濁
酒
）」
と
い
っ
た
酒
と
肴
に
関
わ
る
こ
と
ば
を
連
ね
、
雅
と
俗
を
混
ぜ
合
わ
せ
な
が
ら
、
勢
い
よ
く
筆
を
進
め
る
。「
鄭

声
は
淫
な
り
」
は
『
論
語
』、「
と
か
く
浮
世
は
つ
つ
て
ん
て
ん
」
は
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
と
基
づ
く
も
の
が
大
き
く
異
な
り
、
こ
こ
も

雅
俗
が
対
比
さ
れ
る
。
ま
た
、「
百
薬
の
長
歟
半
歟
」
と
掛
詞
に
よ
っ
て
内
容
を
展
開
さ
せ
て
い
く
と
こ
ろ
も
切
れ
味
が
鋭
い
。

　
（
は
、
富
士
山
に
関
わ
る
知
識
を
列
挙
し
つ
つ
、
機
知
的
に
述
べ
る
。『
万
葉
集
』
の
山
部
赤
人
の
歌
や
、
石
川
丈
山
の
漢
詩
と
い
っ
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た
雅
な
表
現
を
引
き
合
い
に
出
す
一
方
、「
富
士
の
白
雪
、
朝
日
で
と
け
て
、
三
島
女
郎
衆
の
化
粧
水
」
と
い
う
俗
謡
や
、
甘
酒
屋
の

「
三
国
一
」
と
い
う
看
板
な
ど
卑
俗
な
内
容
も
盛
り
込
み
、
雅
俗
の
融
合
が
調
子
よ
く
記
さ
れ
る
。

　
（
は
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
作
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
調
子
は
よ
い
が
、
た
と
え
ば
（
の
よ
う
な
勇
ま
し
さ
は
な
く
、
む
し
ろ
優

美
さ
が
前
面
に
出
て
い
る
。
（
か
ら
（
へ
は
十
三
年
が
経
っ
て
お
り
、
安
永
か
ら
天
明
に
か
け
て
狂
文
も
成
熟
し
て
い
き
、
初
期
の
激
し

さ
が
薄
れ
て
い
っ
た
と
も
言
え
る
し
、
南
畝
自
身
も
（
で
は
ま
だ
二
十
六
歳
だ
が
（
で
は
三
十
九
歳
に
な
っ
て
お
り
、
（
の
方
が
若
さ
が

反
映
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
（
は
追
悼
文
で
あ
る
た
め
や
や
押
さ
え
気
味
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
俳
文
と
狂
文
の
違
い
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
芭
蕉
の
俳
文
は
、
風
雅
に
重
き
を
置
き
、
狂
文
と
の
違
い
は
鮮
明
だ
が
、
狂
文
が
直
接
影
響
を
受
け
た
也
有
の
俳
文
は
、
機
知
的
で
洒

脱
と
い
う
点
で
狂
文
と
近
い
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
担
い
手
が
俳
人
か
狂
歌
師
か
、
末
尾
に
発
句
が
あ
る
か
狂
歌
が
あ
る

か
、
と
い
っ
た
分
野
意
識
や
形
式
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
内
容
的
に
明
確
な
違
い
を
指
摘
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

あ
え
て
言
え
ば
、
狂
文
の
方
が
、
風
雅
が
や
や
薄
ま
り
、
文
章
の
展
開
が
よ
り
鋭
利
で
勢
い
が
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。

三
、
自
伝
・
回
顧
録

　
以
上
の
和
文
・
漢
文
・
俳
文
・
狂
文
と
い
っ
た
分
類
と
は
や
や
次
元
が
異
な
る
が
、
特
に
注
目
し
た
い
文
章
に
つ
い
て
、
以
下
、
自

伝
・
回
顧
録
、
紀
行
文
、
記
録
文
、
考
証
随
筆
、
地
誌
な
ど
に
分
け
て
記
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
こ
こ
で
は
、
自
伝
・
回
顧
録
と
し
て
、
二
つ
の
著
述
を
取
り
上
げ
る
。
い
ず
れ
も
近
世
文
学
の
作
品
と
し
て
十
分
に
読
み
応
え
の
あ
る

も
の
で
あ
る
。
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ま
ず
第
一
に
、
新
井
白
石
著
『
折
た
く
柴
の
記
』（
享
保
元
年
〈
一
七
一
六
〉
起
筆
）
は
、
序
文
に
よ
れ
ば
、
自
分
が
仕
え
た
六
代
将

軍
家
宣
の
政
治
的
な
業
績
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
白
石
を
含
め
た
祖
先
の
事
跡
を
子
孫
に
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
写
本

が
伝
え
ら
れ
、
広
く
読
ま
れ
た
。
特
に
面
白
い
の
は
、
幼
少
期
の
思
い
出
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
上
総
国
久
留
里
藩
主
土
屋
利
直
に
仕
え
た
父
が
語
っ
た
、
次
の
よ
う
な
有
名
な
逸
話
が
あ
る
。
蘆
澤
と
い
う
、
生
ま
れ
つ

き
大
胆
で
物
を
恐
れ
な
い
が
、
愚
か
な
振
る
舞
い
も
多
い
若
者
が
藩
中
に
い
た
。
あ
る
時
、
蘆
澤
は
不
始
末
を
仕
出
か
し
、
土
屋
侯
は
怒

り
の
あ
ま
り
手
討
ち
に
し
よ
う
と
し
て
父
を
召
し
出
す
。
つ
い
て
く
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
父
は
返
答
を
し
な
い
。
何
を
思
っ
て
い
る
か
、

土
屋
侯
か
ら
問
わ
れ
て
、
父
は
蘆
澤
の
忠
心
、
欠
点
、
将
来
性
な
ど
を
語
っ
た
後
、
土
屋
侯
も
父
も
押
し
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
後
の

描
写
が
す
ご
い
。

ま
た
の
た
ま
ひ
出
す
事
も
な
く
、
我
も
ま
た
申
す
事
も
な
く
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
ほ
ど
に
、
や
や
あ
り
て
、「
面
に
蚊
の
聚
り
ぬ
る
ぞ
。

逐
ふ
べ
し
」
と
の
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
顔
を
動
か
し
け
れ
ば
、
血
に
飽
き
て
、
胡ぐ

み
頽
子
の
ご
と
く
に
な
り
し
蚊
の
、
六
つ
七
つ
は
ら

は
ら
と
地
に
墜
ち
し
を
、
懐
の
紙
を
と
り
出
だ
し
て
、
つ
つ
み
て
袖
に
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
。

　
父
の
顔
に
は
蚊
が
群
が
っ
て
血
を
吸
っ
て
い
た
が
、
気
付
か
な
か
っ
た
。
土
屋
侯
に
言
わ
れ
て
、
よ
う
や
く
顔
を
動
か
し
、
満
腹
に
な

っ
た
蚊
が
六
七
匹
は
ら
は
ら
と
落
ち
て
行
っ
た
。
蘆
澤
を
救
う
べ
く
主
君
へ
物
申
し
た
緊
張
の
た
め
に
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
父
は
凝
固
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
土
屋
侯
は
、
蘆
澤
を
成
敗
す
る
の
は
断
念
し
た
。

　
白
石
と
し
て
は
、
父
の
思
い
出
話
を
書
き
留
め
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
三
者
に
と
っ
て
の
読
み
物
と
し
て
十
分
堪
え

う
る
面
白
さ
を
備
え
て
い
る
。

　『
折
た
く
柴
の
記
』
で
は
、
白
石
が
眠
く
な
る
と
水
を
浴
び
て
猛
勉
強
す
る
場
面
も
印
象
的
な
の
だ
が
、
紙
数
の
関
係
上
、
省
略
す
る
。

　
さ
て
、
も
う
一
つ
は
、
杉
田
玄
白
著
『
蘭
学
事
始
』（
文
化
十
二
年
〈
一
八
一
五
〉
成
立
）
で
あ
る
。
小
塚
原
の
刑
場
で
の
腑
分
け
を
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見
学
し
た
前
野
良
沢
や
杉
田
玄
白
は
、『
タ
ー
ヘ
ル
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
の
解
剖
図
が
い
か
に
正
確
か
を
知
っ
て
感
嘆
し
、
中
国
医
学
で
は
な

く
オ
ラ
ン
ダ
医
学
を
学
ば
ね
ば
と
考
え
、
な
ん
と
か
同
書
を
翻
訳
し
た
い
と
切
実
に
願
う
。

　
た
だ
そ
れ
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
理
解
す
る
と
い
う
大
き
な
関
門
が
彼
ら
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
年
長
者
で
、
長

崎
へ
も
行
き
オ
ラ
ン
ダ
語
を
少
し
は
知
っ
て
い
た
良
沢
を
中
心
に
、
勉
強
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
未
知
の
外
国
語
に
対
し
て
、
一

つ
一
つ
問
題
を
処
理
し
て
い
く
過
程
は
、
そ
れ
だ
け
で
一
編
の
小
説
を
読
む
よ
う
だ
。
彼
ら
の
情
熱
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
て
、
自

然
と
劇
的
さ
が
高
め
ら
れ
て
い
く
。

　
玄
白
が
当
時
を
回
顧
し
て
、
あ
ま
り
脚
色
せ
ず
、
事
実
に
即
し
て
正
確
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
臨
場
感
を
高
め
て

も
い
よ
う
。
写
実
性
ゆ
え
の
現
実
感
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　「
フ
ル
ヘ
ッ
ヘ
ン
ド
」
の
意
味
を
解
き
明
か
す
、
有
名
な
場
面
が
あ
る
。
あ
る
日
の
こ
と
、
鼻
の
記
述
に
「
フ
ル
ヘ
ツ
ヘ
ン
ド
、
せ
し

物
な
り
」
と
あ
る
が
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
良
沢
が
長
崎
で
求
め
た
小
冊
子
に
は
、

木
の
枝
を
断
チ
去
れ
ば
、
其
の
迹
フ
ル
ヘ
ツ
ヘ
ン
ド
、
を
為
し
、
又
、
庭
を
掃
除
す
れ
ば
、
其
の
塵
土
聚
り
、
フ
ル
ヘ
ー
ヘ
ン
ド
す
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
玄
白
は
、

木
の
枝
を
断
り
た
る
跡
愈
れ
ば
堆
く
な
り
、
又
、
掃
除
し
て
塵
土
あ
つ
ま
れ
ば
、
こ
れ
も
う
づ
た
か
く
な
る
な
り
。
鼻
は
面
中
に
あ

り
て
、
堆
起
せ
る
も
の
な
れ
ば
、
フ
ル
ヘ
ー
ヘ
ン
ド
は
堆
し
と
い
ふ
事
な
る
べ
し
。

と
い
う
解
釈
を
す
る
。
人
々
の
賛
同
を
得
た
玄
白
は
、
非
常
に
嬉
し
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
読
者
も
、
玄
白
と
一
緒
に
な
っ
て

学
ん
で
い
く
こ
と
の
喜
び
を
体
験
で
き
る
。

　『
折
た
く
柴
の
記
』
や
『
蘭
学
事
始
』
は
、
い
わ
ゆ
る
小
説
の
よ
う
な
架
空
の
物
語
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
和
文
・

漢
文
・
俳
文
・
狂
文
の
よ
う
な
意
匠
を
凝
ら
し
た
文
章
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
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た
だ
、
き
わ
め
て
知
性
の
高
い
人
々
が
、
論
理
的
な
筋
道
を
明
確
に
し
て
理
知
的
な
筆
致
を
保
ち
つ
つ
、
自
ら
に
固
有
な
体
験
を
語
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
客
観
性
と
主
観
性
が
入
り
混
じ
っ
た
中
に
、
高
度
な
文
学
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
、
紀
行
文

　
近
世
以
前
の
紀
行
文
は
、『
土
佐
日
記
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
都
を
離
れ
た
不
安
感
を
抱
え
つ
つ
、
歌
枕
を
探
訪
し
、
旅
先
の
風
景
や

人
情
に
哀
感
を
催
す
と
い
う
趣
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
旅
が
非
日
常
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
近
世
に
入
る
と
、
旅
は
よ
り
日
常
的
な
要
素
を
強
く
す
る
。
交
通
網
は
整
備
さ
れ
、
参
勤
交
代
も
行
わ
れ
、
商
品
の
流
通
も
さ

か
ん
に
な
る
。
伊
勢
参
り
、
温
泉
で
の
湯
治
な
ど
、
旅
す
る
理
由
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
そ
こ
で
紀
行
文
に
は
、
実
用
性
─
情
報
性
─
が

期
待
さ
れ
、
自
ず
と
表
現
は
写
実
的
─
客
観
的
で
具
体
的
─
に
な
る）

（
（

。

　
板
坂
耀
子
氏
は
、
近
世
の
紀
行
文
の
特
色
を
「
豊
か
な
情
報
」「
前
向
き
な
旅
人
像
」「
正
確
で
明
快
な
表
現
」
だ
と
し
て
、
代
表
作
と

さ
れ
る
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
む
し
ろ
中
世
ま
で
の
伝
統
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
近
世
的
と
は
言
い
難
く
、
貝
原
益
軒
著
『
木
曾
路

記
』（
正
徳
三
年
刊
）、
橘
南
谿
著
『
東
遊
記
』（
寛
政
七
・
九
年
刊
）、
同
『
西
遊
記
』（
寛
政
七
～
十
年
刊
）、
小
津
久
足
著
『
陸
奥
日

記
』（
天
保
十
一
年
成
立
）
な
ど
を
こ
そ
こ
の
時
代
の
紀
行
文
の
代
表
作
と
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
今
日
の
定
説
と

な
っ
て
い
る）

7
（

。

（
一
）
前
期

　
ま
ず
は
、
近
世
前
期
の
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
～
一
七
一
四
）
の
紀
行
文
を
見
て
い
こ
う
。『
壬
申
紀
行
』（
元
禄
五
年
成
立
）
で
は
、
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富
士
登
山
の
さ
ま
が
描
か
れ
る
。

お
よ
そ
高
峯
に
の
ぼ
る
人
、
吉
原
よ
り
行
く
に
は
丑
の
時
に
宿
り
を
出
て
其
の
あ
け
の
日
ひ
ね
も
す
ゆ
け
ば
、
其
の
日
の
暮
つ
か
た

に
は
、
す
な
ぶ
る
ひ
ま
で
い
た
る
。
そ
こ
に
て
飯
な
ど
く
ひ
、
や
す
み
て
、
夜
に
入
り
、
た
い
ま
つ
を
と
も
し
て
の
ぼ
る
。
す
な
ぶ

る
ひ
よ
り
上
は
草
木
な
く
、
ざ
れ
の
上
を
ふ
み
て
の
ぼ
る
。
道
さ
か
し
け
れ
ば
、
ゆ
き
な
や
み
て
、
は
か
ゆ
か
ず
。
山
上
よ
り
す
こ

し
下
に
暁
が
た
に
い
た
る
。
そ
こ
の
石
く
ら
に
し
ば
ら
く
ね
ぶ
り
い
こ
ひ
、
か
れ
い
ゐ
な
ど
く
ひ
て
、
夜
あ
け
て
山
上
に
の
ぼ
る
。

雲
ふ
か
く
し
て
遠
く
み
へ
ざ
る
事
お
ほ
し
。
雲
は
れ
た
る
時
、
四
方
を
う
か
が
ひ
の
ぞ
め
ば
、
世
界
に
山
は
な
く
し
て
た
だ
海
の
み

見
ゆ
。
し
ぐ
れ
ふ
り
、
い
か
づ
ち
な
る
も
、
山
よ
り
は
は
る
か
下
の
方
く
も
り
と
ど
ろ
き
て
、
山
上
に
は
雷
雨
な
し
。

　
じ
つ
に
行
程
が
わ
か
り
や
す
く
、
現
実
的
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
登
ろ
う
と
す
る
人
に
は
実
際
に
役
に
立
ち
、
過
去
に
登
っ
た
人
に
と
っ

て
は
記
憶
が
ま
ざ
ま
ざ
と
甦
り
、
ま
た
登
ら
な
い
人
に
も
実
感
を
持
っ
て
捉
え
ら
れ
る
。
感
傷
に
流
さ
れ
ず
、
実
用
性
と
正
確
さ
に
重
き

を
置
い
た
、
近
世
ら
し
い
紀
行
文）

（
（

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　『
東
路
記
』（
貞
享
二
年
〈
一
六
八
五
〉
成
立
）
に
お
い
て
、
軽
井
沢
あ
た
り
を
旅
し
た
時
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
。

凡
そ
、
信
濃
は
日
本
の
内
に
て
、
尤
地
形
高
き
所
な
り
と
云
ふ
。
其
の
故
は
、
海
遠
く
し
て
山
上
に
あ
る
国
也
。
四
方
の
隣
国
よ
り

信
濃
に
行
く
に
は
、
皆
の
ぼ
る
。
甲
斐
、
飛
騨
も
地
高
く
陰
気
ふ
か
し
と
い
へ
ど
も
、
信
濃
は
猶
ま
さ
れ
り
。
故
に
、
冬
春
は
雪
ふ

か
く
甚
だ
寒
し
。
北
国
は
信
濃
よ
り
雪
ふ
か
け
れ
ど
、
地
ひ
き
き
故
、
信
濃
よ
り
は
あ
た
た
か
な
り
と
云
ふ
。

　
信
濃
は
海
か
ら
遠
く
標
高
が
高
い
の
で
、
隣
国
か
ら
行
く
時
は
必
ず
登
る
こ
と
に
な
る
。
北
国
の
方
が
雪
は
深
い
が
、
標
高
が
低
い
の

で
信
濃
よ
り
暖
か
い
。
そ
う
い
っ
た
科
学
的
な
事
柄
が
、
論
理
的
に
筋
道
立
て
て
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
か
ら
信
濃
へ
行
く
人
に
と
っ
て

実
用
的
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
、
抒
情
的
な
記
述
も
認
め
ら
れ
る
。『
己
巳
紀
行
』（
元
禄
二
年
成
立
）
で
は
、
吉
野
の
桜
を
見
て
、
感
懐
を
認
め
て
い
る
。
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此
の
さ
き
見
し
時
は
、
か
さ
ね
て
来
ん
事
を
期
せ
ず
し
て
、
今
又
幸
ひ
に
命
な
が
ら
へ
て
此
の
時
に
あ
ふ
こ
と
、
か
ね
て
お
も
ひ
の

外
也
。
い
は
ん
や
、
我
が
年
す
で
に
む
そ
ぢ
に
及
び
ぬ
れ
ば
、
重
来
は
必
ず
期
せ
ず
。
此
の
た
び
こ
そ
、
ま
こ
と
に
此
の
花
に
永
く

わ
か
る
る
成
る
べ
し
。
外
物
を
以
て
心
を
う
ご
か
さ
ざ
る
は
、
物
に
処
す
る
道
な
れ
ど
、
再
び
見
ん
事
か
た
け
れ
ば
名
残
お
し
か
ら

ず
も
あ
ら
ず
、
久
し
く
や
す
ら
ひ
て
去
り
が
た
し
。

　
自
分
は
六
十
歳
に
達
し
た
の
で
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
吉
野
の
花
盛
り
に
再
び
来
る
こ
と
は
か
な
う
ま
い
と
い
う
感
情
が
溢
れ
出
て
お
り
、

こ
れ
は
こ
れ
で
味
わ
い
が
あ
る
。「
外
物
を
以
て
心
を
う
ご
か
さ
ざ
る
は
、
物
に
処
す
る
道
」
と
は
、
朱
子
学
の
説
く
道
で
あ
る
と
同
時

に
、
益
軒
自
身
が
強
調
し
た
信
条
で
も
あ
る
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
や
は
り
こ
の
吉
野
を
見
る
と
抑
え
が
た
い
感
動
が
心
に
湧
き
上
が
っ

て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
深
い
あ
わ
れ
が
あ
る
。

（
二
）
後
期

　
寛
政
七
～
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
橘
南
谿
（
一
七
五
三
～
一
八
〇
五
）
の
著
『
西
遊
記
』
は
、
記
さ
れ
た
事
物
自
体
が
お
も
し
ろ
く
、
ま

た
著
者
が
そ
れ
に
対
し
て
好
奇
心
を
注
い
で
い
る
さ
ま
も
十
分
う
か
が
わ
れ
る
。
益
軒
に
見
ら
れ
た
実
用
性
や
写
実
性
を
保
持
し
つ
つ
、

一
編
の
話
と
し
て
の
完
成
度
が
高
ま
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
か
。
逆
に
言
う
と
、
紀
行
と
い
う
よ
り
奇
譚
集
と
い
っ
た
趣
も
見
て
取
れ

る
。

　
た
と
え
ば
「
阿
蘇
山
」
で
は
、
活
火
山
の
様
子
が
じ
つ
に
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

と
く
起
き
出
で
て
、
も
ゆ
る
所
に
至
る
。
大
な
る
穴
あ
り
。
是
を
み
か
ど
と
い
ふ
。
中
の
み
か
ど
、
北
の
み
か
ど
、
法
性
崎
と
名
付

く
。
都
合
三
ケ
所
也
。
当
時
さ
か
ん
に
も
ゆ
る
は
法
性
崎
な
り
。
た
と
へ
ば
、
ふ
い
ご
の
口
の
ご
と
し
。
黒
煙
、
天
を
覆
ひ
、
時
々
、

火
出
で
て
、
其
の
音
の
お
び
た
た
し
き
事
、
只
今
、
此
の
山
み
ぢ
ん
に
砕
く
る
心
地
す
。
其
の
勢
ひ
は
筆
に
書
き
つ
く
す
べ
く
も
あ
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ら
ず
。
し
ば
し
見
居
り
た
れ
ど
、
我
が
身
も
山
と
と
も
に
砕
け
さ
る
べ
き
心
地
し
て
、
あ
く
ま
で
も
見
尽
く
し
が
た
し
。

　
三
つ
の
噴
火
口
の
う
ち
最
も
激
し
く
燃
え
て
い
る
の
は
「
法
性
崎
」
だ
と
か
、「
黒
煙
、
天
を
覆
ひ
」
と
か
「
其
の
音
の
お
び
た
た
し

き
」
と
か
、
表
現
が
具
体
的
な
の
で
あ
る
。
実
用
性
・
写
実
性
の
高
さ
を
う
か
が
い
知
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。

　「
仙
人
」
で
も
、
仙
術
を
会
得
し
た
人
物
へ
の
興
味
・
関
心
を
脚
色
過
多
に
な
ら
ず
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
臨
場
感
が

生
ま
れ
て
い
る
。

山
に
入
り
て
後
も
、
今
ま
で
既
に
百
何
十
年
と
い
ふ
上
に
成
れ
り
。
さ
れ
ど
行
歩
健
や
か
に
て
、
老
い
た
る
と
も
、
若
き
と
も
知
れ

ず
。
彼
の
辺
に
て
は
人
皆
、
仙
人
な
り
と
敬
ひ
、
飛
行
自
在
、
其
の
外
種
々
の
奇
妙
多
し
と
い
へ
ど
、
其
の
事
は
知
ら
ず
。
誠
に
霧

嶋
山
は
天
下
の
名
山
に
し
て
、
高
き
事
、
虚
に
聳
へ
、
麓
の
め
ぐ
り
三
十
六
里
、
中
に
薬
草
、
奇
玉
多
く
、
大
な
る
池
数
十
、
又
、

火
燃
ゆ
る
谷
あ
り
。
仙
術
修
練
の
地
是
に
過
ぎ
た
る
所
有
る
べ
か
ら
ず
。

　
仙
人
の
あ
り
さ
ま
や
、
霧
島
山
が
不
思
議
な
空
間
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
淡
々
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
む
者
を
も
し
か
し
た

ら
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
点
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
こ
に
ほ
の
か
な
お

か
し
み
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
仙
人
」
か
ら
別
の
個
所
を
引
こ
う
。

た
だ
寒
気
に
は
堪
へ
が
た
か
り
し
に
や
、
冬
に
至
れ
ば
里
に
出
で
て
綿
入
を
一
ツ
宛
も
ら
へ
り
。
春
に
成
り
暖
気
を
得
れ
ば
、
脱
ぎ

捨
て
裸は

だ
か体

成
り
。
一
年
に
一
度
づ
つ
衣
類
の
為
に
里
に
出
で
し
が
、
近
き
頃
に
至
り
て
は
仙
術
も
追
々
に
成
就
せ
し
に
や
、
衣
類
も

な
く
て
住
み
け
り
。

　
仙
人
も
冬
の
寒
さ
に
は
勝
て
ず
里
に
出
て
衣
服
を
も
ら
う
が
、
春
に
な
る
と
脱
い
で
し
ま
う
し
、
修
業
が
進
む
と
そ
れ
も
要
ら
な
く
な

る
の
で
里
に
は
来
な
い
。
な
ん
だ
か
ち
ゃ
っ
か
り
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
読
ん
で
い
て
お
か
し
い
。
聞
き
知
っ
た
こ
と
を
正
確

に
描
写
し
よ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
お
か
し
み
が
出
る
の
は
、
著
者
の
好
奇
心
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
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こ
は
少
し
笑
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
と
い
う
口
吻
が
な
ん
と
な
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
も
う
一
例
、『
西
遊
記
』
か
ら
引
く
こ
と
に
し
た
い
。「
絵
踏
」
に
お
け
る
、
長
崎
の
島
原
で
掘
り
出
さ
れ
た
土
人
形
に
つ
い
て
の
記
述

で
あ
る
。

過
ぎ
し
年
も
、
百
性
畠
を
掘
つ
て
土
人
形
弐
ツ
掘
り
出
だ
せ
し
が
、
小
児
の
よ
き
も
て
遊
び
と
思
ひ
て
畠
よ
り
取
り
帰
り
、
棚
に
上

げ
て
置
き
し
に
、
或
時
、
彼
の
百
性
の
留
主
に
、
彼
の
土
人
形
棚
の
上
に
て
お
の
づ
か
ら
躍
れ
り
。
小
児
見
付
け
て
、
面
白
く
覚
へ
、

父
の
百
性
帰
り
て
後
し
か
じ
か
と
語
り
て
ほ
し
が
り
け
れ
ば
、
父
大
に
驚
き
あ
や
し
み
、
其
の
後
心
を
付
け
て
見
る
に
、
折
々
、
彼

の
人
形
お
の
づ
か
ら
動
き
け
れ
ば
、
大
に
恐
れ
て
、
も
し
む
か
し
の
切
死
丹
の
者
共
抔
が
所
持
せ
し
人
形
に
や
と
、
急
に
も
と
の
畠

に
埋
め
し
と
ぞ
。

　
こ
こ
で
は
、
土
中
か
ら
掘
り
出
し
た
土
人
形
が
自
然
に
動
き
出
す
、
と
い
う
怪
異
が
記
さ
れ
て
い
る
。
島
原
と
い
う
地
か
ら
掘
り
出
さ

れ
た
か
ら
こ
そ
、
も
し
か
し
た
ら
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
と
思
わ
さ
れ
る
説
得
力
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
書
が
刊
行

さ
れ
た
当
時
、
島
原
の
乱
か
ら
百
五
十
年
以
上
が
経
っ
て
お
り
、
江
戸
の
人
々
は
、
か
な
り
過
去
の
、
そ
し
て
遠
く
の
地
で
の
こ
と
と
し

て
、
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
出
来
事
を
捉
え
て
い
た
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
っ
そ
う
興
味
が
掻
き
立
て
ら
れ
、
ま
た
あ
る
種
異
空
間
の

物
語
を
読
む
よ
う
な
感
覚
に
誘
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
南
谿
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
、
蝦
夷
地
に
旅
を
し
た
長
崎
奉
行
遠
山
景か

げ
み
ち晋

の
紀
行
文
も
検
討
し
て
み
た
い
。
現
在
の
北
海
道
を
行
く
二

例
を
掲
げ
る
。

　『
未
曾
有
記
』（
寛
政
十
一
年
成
立
）
の
、
難
所
チ
コ
ル
シ
キ
（
現
在
の
北
海
道
日
高
支
庁
様
似
町
、
襟
裳
岬
の
や
や
西
）
を
渡
っ
て
い

く
記
述
を
見
よ
。

一
丈
二
丈
の
大
岩
六
つ
七
つ
争
つ
立
ち
、
其
の
間
を
身
を
そ
ば
め
て
繞
り
行
く
。
風
声
驕
り
て
、
打
ち
か
く
る
波
、
腰
を
過
ぎ
、
岩
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に
砕
き
て
玉
を
な
し
、
満
面
に
灑
ぎ
か
け
て
、「
雪
の
飛
ぶ
か
」
と
あ
や
ま
た
る
。
右
は
重
巌
畳
嶂
、
天
を
隠
し
日
を
蔽
ふ
。
洪
濤

激
浪
の
為
に
山
崖
崩
れ
騫そ

こ
なひ

て
、
危
岩
怪
石
、
磊
砢
と
し
て
、
足
を
履
む
べ
き
寸
地
も
な
く
、
三
里
ば
か
り
も
連
な
り
た
る
。
此
の

石
の
上
を
わ
た
り
行
く
艱
苦
い
ふ
ば
か
り
な
し
。
潮
煙
り
に
前
後
を
忘
じ
、
石
皆
鳴
つ
て
鏘
然
た
り
。
あ
る
は
倒
に
垂
る
懸
崖
の
、

頭
の
上
に
落
ち
か
か
る
か
と
跼

せ
ぐ
く
まつ

て
過
ぎ
、
あ
る
は
石
角
の
跟
に
砭
す
る
心
地
し
て
、
蹐
し
て
去
る
。
行
く
こ
と
二
里
斗
り
し
て
大

岩
二
つ
あ
り
。
是
を
テ
レ
ケ
ウ
シ
と
い
ふ
。
一
つ
は
高
さ
三
丈
ほ
ど
。
向
ひ
の
岩
は
二
丈
も
や
有
る
べ
き
。
二
つ
の
岩
の
頂
上
に
、

長
さ
四
五
尺
の
丸
木
一
本
わ
た
り
た
り
。

　
大
き
な
岩
の
間
を
身
を
そ
ば
め
て
歩
い
て
行
き
な
が
ら
険
し
い
崖
と
激
し
い
波
に
挟
撃
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
を
、
漢
語
を
多
用
し
て
、
臨

場
感
を
も
っ
て
描
い
て
い
く
。
当
時
の
人
に
と
っ
て
蝦
夷
地
を
旅
す
る
だ
け
で
も
稀
有
な
体
験
な
の
に
、
ま
し
て
こ
の
よ
う
な
難
所
を
行

く
こ
と
な
ど
本
当
に
「
未
曾
有
」
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
と
ば
に
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
創
作
に
は
な
い
生
な
体
験

が
印
象
的
に
綴
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
際
に
も
技
巧
は
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
波
を
雪
に
見
立
て
る
の
は
比
較
的
常
套
的
な
表
現
だ
が
、
石
の
角
に
よ
っ
て
踵
に

鍼
を
打
つ
よ
う
だ
と
い
う
比
喩
は
斬
新
で
、
読
む
者
に
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
最
後
の
、
三
丈
（
約
九
メ
ー
ト
ル
）
と
二
丈
の

大
き
な
岩
が
聳
え
立
ち
、
そ
の
頂
に
四
五
尺
（
約
一
・
二
～
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
の
丸
木
が
渡
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
描
写
に
よ
っ
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
光
景
を
は
っ
き
り
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
だ
見
ぬ
蝦
夷
地
の
最
果
て
に
思
い
を
馳
せ
る
た
め
の
手

段
と
し
て
、
こ
の
紀
行
文
は
き
わ
め
て
写
実
的
で
有
効
な
の
で
あ
る
。

　『
未
曾
有
後
記
』（
文
化
二
年
成
立
）
の
、
か
わ
し
ら
さ
き
（
後
部
支
庁
神
恵
内
村
、
現
在
の
北
海
道
積
丹
半
島
西
側
の
日
本
海
沿
岸
）

を
船
で
渡
っ
て
い
き
鯨
に
出
会
う
記
述
は
、
こ
う
だ
。

追
ひ
𠮟
ら
れ
て
水
中
に
沈
み
な
が
ら
舟
の
右
縁
に
、
ひ
し
と
つ
く
。
梶
取
、「
さ
し
つ
た
り
」
と
舟
を
右
へ
す
す
め
ば
、
鯨
は
左
に
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浮
み
出
づ
。
間
に
髪
を
容
れ
ざ
る
に
其
の
背
上
に
舟
乗
り
か
け
ざ
り
し
は
高
運
な
り
。「
万
一
誤
り
て
背
上
に
舟
乗
り
か
く
る
と
き

は
、
い
か
な
る
修
練
の
舟
師
に
て
も
、
逃
ぐ
る
に
術
な
く
覆
溺
す
る
こ
と
也
」
と
て
、
舟
人
、
手
に
汗
し
て
避
く
る
と
か
。

　
な
る
ほ
ど
鯨
の
背
中
に
船
が
乗
り
上
げ
て
し
ま
う
と
、
ど
ん
な
熟
練
の
漁
師
が
漕
い
で
も
必
ず
転
覆
し
て
し
ま
う
の
か
。
そ
ん
な
危
険

を
賭
し
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
写
実
的
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
も
自
分
自
身
が
体
験
し
た
心
持
ち
に
な
り
、
興
奮
し
て
し
ま
う
。

　
さ
て
、
板
坂
氏
も
高
く
評
価
し
た
小
津
久
足
の
著
し
た
『
陸
奥
日
記
』
は
、
益
軒
の
紀
行
文
を
模
範
と
し
つ
つ
、
益
軒
ほ
ど
俗
で
は
な

く
、
雅
俗
折
衷
の
趣
が
あ
る
と
い
う）

9
（

。
た
だ
、
紙
数
の
関
係
上
、
こ
こ
で
は
本
文
は
掲
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
温
泉
紀
行
も
紀
行
文
の
中
で
重
要
な
の
で
、
一
場
面
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
原
正
興
著
『
玉
匣
両
温
泉
路
記
』（
天
保
十
年
成
立
）
か

ら
、
熱
海
の
間
欠
泉
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

見
る
う
ち
に
地
鳴
り
ひ
び
き
、「
湯
涌
く
よ
」
と
て
、
ひ
と
り
ふ
た
り
つ
ど
ひ
て
、
柵
に
よ
り
て
見
る
に
、
し
ば
し
地
な
り
て
、
湯

を
り
を
り
飛
び
ち
り
、
後
に
は
童
子
の
手
す
さ
み
に
す
る
水
鉄
炮
と
云
ふ
も
の
の
如
く
に
い
で
、
其
の
後
い
よ
い
よ
勢
ひ
強
く
ほ
と

ば
し
り
、
前
の
石
垣
に
当
た
る
。
こ
の
時
は
大
筒
打
ち
出
す
如
く
見
え
な
が
ら
、
み
と
め
が
た
く
湯
け
ぶ
り
立
ち
か
さ
な
り
、
地
ひ

び
き
益
つ
よ
く
、
け
ぶ
り
数
十
丈
立
ち
の
ぼ
り
、
た
と
ふ
る
に
物
な
し
。
も
ろ
こ
し
の
軍
ぶ
み
に
、「
百
千
の
雷
一
ど
に
落
ち
か
か

る
如
し
」
と
い
ふ
は
、
か
く
も
あ
ら
ん
か
し
。
し
ば
ら
く
し
て
次
第
に
音
静
か
に
、
け
ぶ
り
薄
く
な
り
て
、
涌
き
や
む
。

　
地
鳴
り
と
と
も
に
間
欠
泉
が
勢
い
よ
く
迸
り
、「
水
鉄
炮
」
が
「
大
筒
」
へ
、
そ
し
て
「
百
千
の
雷
」
に
変
化
し
て
い
く
さ
ま
が
秩
序

立
て
て
描
写
さ
れ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
実
用
性
を
備
え
た
写
実
性
な
の
で
あ
る
。
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五
、
記
録
文

　
記
録
文
と
い
う
と
漠
然
と
し
て
い
て
、
文
学
史
の
記
述
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
あ
る
の
か
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、

物
語
性
を
帯
び
た
作
品
と
し
て
、
平
田
篤
胤
著
の
『
仙
境
異
聞
』
と
『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』（
い
ず
れ
も
文
政
六
年
成
立
）
を
取
り
上
げ

て
み
た
い
。

　
前
者
は
、
天
狗
に
連
れ
去
ら
れ
た
少
年
寅
吉
、
後
者
は
、
死
ん
で
生
ま
れ
変
わ
っ
た
勝
五
郎
か
ら
の
、
そ
れ
ぞ
れ
聞
き
取
り
で
、
と
も

に
篤
胤
の
幽
界
研
究
の
一
環
と
し
て
記
述
さ
れ
た
。

　
文
章
の
完
成
度
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。
し
か
し
、
書
か
れ
て
い
る
事
柄
が
面
白
い
た
め
、
読
み
物
と
し
て
も
堪
え
う
る
。

　
特
に
、『
仙
境
異
聞
』
で
、
五
十
歳
ほ
ど
の
老
翁
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
小
壷
に
入
れ
、
自
ら
も
入
っ
て
飛
び
去
る
場
面
、

取
り
並
べ
た
る
物
ど
も
、
小
つ
づ
ら
敷
物
ま
で
、
悉
く
か
の
小
壷
に
納
る
る
に
、
何
の
事
も
な
く
納
ま
り
た
り
。
斯
く
て
み
づ
か
ら

も
其
の
中
に
入
ら
む
と
す
。
何
と
し
て
此
の
中
に
入
ら
る
べ
き
と
見
居
り
た
る
に
、
片
足
を
踏
み
入
れ
た
り
と
見
ゆ
る
に
皆
入
り
て
、

其
の
壷
大
空
に
飛
び
揚
が
り
て
、
何
処
に
行
き
し
と
も
知
れ
ず
。

や
、『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
で
の
臨
死
体
験
、

其
の
時
に
白
髪
を
長
く
打
ち
垂
れ
て
黒
き
衣き

も
の服

着
た
る
翁
の
、
こ
な
た
へ
と
て
誘
な
は
る
る
に
従
ひ
て
、
何
処
と
も
知
ら
ず
段
々
に

高
き
奇
麗
な
る
芝
原
に
行
き
て
遊
び
あ
り
け
り
。
花
の
盛
り
な
る
所
に
あ
そ
び
た
る
と
き
、
其
の
枝
を
折
ら
む
と
す
る
に
、
小
さ
き

烏
の
出
で
来
た
り
て
、
い
た
く
威
し
た
る
事
の
あ
り
し
は
、
今
も
恐
ろ
し
く
お
ぼ
ゆ
。

な
ど
、
表
現
が
具
体
的
で
か
つ
生
き
生
き
し
て
い
る
。
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六
、
考
証
随
筆

　
考
証
随
筆
と
は
、
こ
と
ば
の
意
味
や
日
常
生
活
で
の
行
事
、
社
会
風
俗
、
ま
た
町
の
噂
話
な
ど
を
大
真
面
目
に
取
り
上
げ
、
そ
の
由
来

や
特
質
を
考
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
も
時
代
が
進
展
し
社
会
が
成
熟
・
頽
廃
し
た
結
果
と
し
て
湧
き
上
が
っ
て
き
た
、
好
事
家
的
な

知
的
探
究
心
の
成
果
と
言
え
よ
う
。

　
前
中
期
に
も
契
沖
著
『
河
社
』、
室
鳩
巣
著
『
駿
台
雑
話
』（
享
保
十
七
年
成
立
）、
荻
生
徂
徠
著
『
南
留
別
志
』（
宝
暦
十
二
年
〈
一
七

六
二
〉
刊
）
な
ど
著
名
な
も
の
が
あ
る
が
、
本
格
的
に
な
る
の
は
後
期
に
入
っ
て
か
ら
で
、
大
田
南
畝
著
『
半
日
閑
話
』、
同
『
一
話
一

言
』（
安
永
四
年
頃
～
文
政
五
年
頃
執
筆
）、
山
東
京
伝
著
『
近
世
奇
跡
考
』（
文
化
元
年
刊
）、
同
『
骨
董
集
』（
文
化
十
一
・
十
二
年
刊
）、

柳
亭
種
彦
著
『
還
魂
紙
料
』（
文
政
九
年
刊
）、
同
『
用
捨
箱
』（
天
保
十
二
年
刊
）
な
ど
が
そ
の
代
表
と
言
え
る
。
大
部
な
も
の
で
は
、

肥
前
松
浦
藩
主
松
浦
静
山
著
『
甲
子
夜
話
』（
文
政
四
年
起
稿
）
も
著
名
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
は
た
と
え
ば
、
笠
森
稲
荷
の
看
板
娘
お
仙
の
評
判
、
豊
臣
秀
吉
辞
世
の
和
歌
、
亀
山
敵
討
の
顛
末
、
小
野
小
町
複
数
人
説
、
豆

腐
の
種
類
、
吉
原
の
名
妓
吉
野
の
人
生
、
服
部
南
郭
の
詩
評
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
が
旺
盛
な
知
的
好
奇
心
に
よ
っ
て
自
由
自
在
に
選
び

取
ら
れ
て
い
く
。

　
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
知
性
の
躍
動
こ
そ
が
、
単
な
る
事
実
の
列
挙
で
は
な
い
、
一
種
の
味
わ
い
を
醸
し
出
す
こ
と
と
な
り
、
社
会
・

文
化
の
資
料
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
通
し
て
の
読
み
物
と
し
て
も
十
分
味
わ
え
る
。
森
鴎
外
は
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
の
中
で

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
机
の
下
に
忍
ば
せ
た
の
は
、
貞
丈
雑
記
が
十
冊
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
そ
の
頃
の
貸
本
屋
の
　
持
つ
て
ゐ
た
最
も
高
尚
な
も
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の
は
、
こ
ん
な
風
な
随
筆
類
で
、
僕
の
や
う
に
馬
琴
京
伝
の
小
説
を
卒
業
す
る
と
、
随
筆
読
に
な
る
よ
り
外
な
い
の
で
あ
る
。
こ
ん

な
物
の
中
か
ら
何
か
し
ら
見
出
し
て
は
、
例
の
紺
珠
（
引
用
者
注
・
主
人
公
の
備
忘
録
の
表
題
）
に
書
き
留
め
る
の
で
あ
る
。

　『
貞
丈
雑
記
』
は
、
有
職
家
伊
勢
貞
丈
が
記
し
て
天
保
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

七
、
地
誌

　
近
世
に
は
大
量
の
地
誌
類
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
地
理
的
説
明
に
と
ど
ま
る
も
の
が
多
い
が
、
読
み
物
と
し
て
鑑
賞
に
堪
え
る
も
の
も

い
く
つ
か
あ
る
。

　
江
戸
の
地
誌
で
最
も
代
表
的
な
の
は
、
斎
藤
幸
雄
・
幸
孝
・
幸
成
（
月
岑
）
著
『
江
戸
名
所
図
会
』（
天
保
五
・
七
年
刊
）
で
あ
ろ
う
。

名
所
の
配
列
が
江
戸
城
を
中
心
に
右
廻
り
へ
と
な
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
種
の
構
成
美
が
感
じ
取
れ
る
。
さ
ら
に
読
み
物
と
し
て
の
性
格

を
備
え
て
い
る
の
は
、
大
浄
敬
順
著
『
遊
歴
雑
記
』（
文
政
十
二
年
成
立
）、
寺
門
静
軒
著
『
江
戸
繁
昌
記
』（
天
保
三
～
七
年
刊
）
な
ど

で
あ
ろ
う
。

　
地
方
の
も
の
で
は
、
赤
松
宗
旦
著
『
利
根
川
図
志
』（
安
政
五
年
〈
一
八
五
八
〉
刊
）
や
、
鈴
木
牧
之
著
『
北
越
雪
譜
』（
天
保
七
～
十

三
年
刊
）
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
単
な
る
地
理
的
説
明
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
利
根
川
沿
岸
、
雪
国
の
生
活
感
情
を

伝
え
る
含
蓄
深
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
岡
山
鳥
著
『
江
戸
名
所
花
暦
』（
文
政
十
年
刊
）
な
ど
、
名
所
紹
介
が
歳
時
意
識
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

そ
こ
で
は
ゆ
か
り
の
和
歌
や
俳
諧
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
い
わ
ば
、
四
季
折
々
の
風
物
を
楽
し
も
う
と
す
る
生
活
感
情
と
文

芸
の
鑑
賞
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
（
）　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
近
世
俳
句
俳
文
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）
の
雲
英
末
雄
氏
の
解
説
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
横
沢
三
郎
『
俳

諧
の
研
究
─
芭
蕉
を
中
心
に
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
）
中
の
「
俳
文
の
特
質
」
も
参
考
と
し
た
。

（
（
）　
堀
切
実
『
俳
文
史
研
究
序
説
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
〇
年

（
（
）　
揖
斐
高
『
蕪
村
集

　
一
茶
集
』
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
六
年
、
一
四
七
～
一
四
八
頁
。

（
（
）　
注
（
（
）
堀
切
書
九
一
～
九
二
頁
。

（
（
）　
濱
田
義
一
郎
『
江
戸
文
藝
攷
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
二
二
〇
～
二
三
二
頁
「「
狂
文
」
覚
え
書
」。
そ
の
淵
源
は
、
享
保
末
か
ら
宝
暦
、
明

和
頃
に
か
け
て
の
漢
文
体
も
し
く
は
漢
文
調
の
狂
文
の
流
行
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
中
野
三
敏
『
戯
作
研
究
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
、
二
六
二

～
二
八
一
頁
「
狂
文
論
」）。

（
（
）　
白
石
良
夫
・
法
月
敏
彦
・
渡
辺
憲
司
『
江
戸
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
東
書
選
書
、
一
九
九
三
年
、
一
〇
〇
～
一
〇
二
頁
。

（
7
）　
板
坂
耀
子
『
江
戸
の
紀
行
文
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
一
年
、「
は
じ
め
に
」。

（
（
）　
注
（
7
）
板
坂
書
一
〇
三
～
一
〇
四
頁
。

（
9
）　
菱
岡
憲
司
『
小
津
久
足
の
文
事
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
年
、
二
四
七
頁
。
な
お
、『
陸
奥
日
記
』
は
、
東
北
文
化
資
料
叢
書
第
十
一
集
（
東

北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
東
北
文
化
研
究
室
）
に
翻
刻
が
備
わ
る
。

【
付
記
】
近
世
の
文
章
と
し
て
は
和
文
・
漢
文
に
触
れ
る
べ
き
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
日
本
「
文
」
学
史
』
第
三
巻
（
勉
誠
出
版
、
近
刊
）
に
お
い

て
「
近
世
の
散
文
」
と
し
て
論
じ
た
の
で
、
本
稿
で
は
割
愛
し
た
。

　
考
証
随
筆
と
地
誌
の
本
文
の
用
例
も
紙
数
の
関
係
上
、
割
愛
し
た
。




