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「
清
滝
や
波
に
ち
り
込こ

む

青
松
葉
」
再
考

│
「
難な
に
は波
の
枯
葉
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
│

石
　
上
　
　
　
　
敏

一
、
は
じ
め
に 

─ 

延
宝
五
年
の
芭
蕉

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
成
っ
た
『
六
百
番
誹は
い
か
い諧
発
句
合
』
に
載
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
作
と
さ
れ
る
芭
蕉
の
発
句
が
あ
る）

1
（

。

あ
す
は
粽
ち
ま
き

難な
に
は波

の
枯
葉
夢
な
れ
や

一
、
は
じ
め
に 
│ 
延
宝
五
年
の
芭
蕉

二
、「
あ
す
は
粽
」
│ 
西
行
・
能
因
と
の
か
か
わ
り

三
、「
難
波
の
葦
」
と
芭
蕉

四
、「
難
波
の
枯
葉
」
│
『
万
葉
集
』
と
の
か
か
わ
り

五
、「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」

六
、「
青
松
葉
」
の
意
味

七
、
お
わ
り
に

一
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延
宝
五
年
と
い
え
ば
、
芭
蕉
は
三
十
四
歳
。
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）、
伊
賀
上
野
菅
原
神
社
に
『
貝
お
ほ
ひ
』
を
奉
納
し
、
二
十
九
歳
で
江
戸
に
出
府
し
て
か

ら
五
年
後
に
当
た
る
。
ま
た
、
晴
れ
て
俳
諧
宗
匠
の
立
机
を
し
た
年
と
さ
れ
る）

2
（

。
北
村
季
吟
よ
り
『
埋う
も
れ
ぎ木
』
の
伝
授
を
受
け
た
の
が
延
宝
二
年
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
三

年
と
い
う
年
月
を
過
ご
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た）

3
（

。

そ
の
間
、
延
宝
三
年
に
は
西
山
宗
因
を
江
戸
に
迎
え
た
百
韻
に
初
め
て
桃と
う
せ
い青

の
俳
名
を
用
い
て
参
加
し
、
杉さ
ん
ぷ
う風

・
嵐ら
ん
ら
ん蘭

・
其き
か
く角

な
ど
後
に
蕉
門
の
代
表
的
な
門
人
と

な
る
面
々
が
相
次
い
で
入
門
し
て
い
る
。
翌
四
年
に
は
素そ
ど
う堂

と
詠
ん
だ
『
江
戸
両
吟
集
』
が
出
版
の
運
び
と
な
り
、
そ
の
間
に
も
宗
信
編
『
千ち

ぎ

り

き

宜
理
記
』（
発
句
六
）、

露ろ
せ
ん沾
編
『
五
十
番
句
合
』（
発
句
二
）、
蝶
々
子
編
『
当
世
男
』（
発
句
三
、
付
句
三
）、
季
吟
編
『
続
連
珠
』（
発
句
六
、
付
句
四
）
に
入
集
す
る
な
ど
俳
諧
師
と
し
て

の
足
固
め
を
着
々
と
進
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
延
宝
五
年
と
い
う
の
は
芭
蕉
に
と
っ
て
思
い
出
深
い
年
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
経
済
的
に
は
ま
だ
難
し
く
、
こ
の
頃
か
ら
神
田
上
水
の
水
道

工
事
に
携
わ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
許き
ょ
り
く六

の
『
風
俗
文
選
』
に
は
「
嘗
世
為
遺
功
。
修
武
小
石
川
之
水
道
四
年
成
」（
嘗か
つ

て
世
に
遺
功
を
為
す
。
武
（
武
蔵
国
）
小
石

川
の
水
道
を
修
し
、
四
年
に
し
て
成
る
）
と
記
さ
れ
て
お
り）

4
（

、
現
在
知
ら
れ
る
限
り
、
こ
れ
が
同
時
代
唯
一
の
証
言
で
あ
る
。
そ
の
後
、
蓑さ
り
ゅ
う
あ
ん

笠
庵
梨
一
や
喜
多
村
節と
き
の
ぶ信

が
聞
き
書
き
と
し
て
記
し
て
い
る
が
（
傍
線
引
用
者
）、
疑
わ
し
い
部
分
も
含
ま
れ
る
。

梨
一
か
つ
て
東
都
に
あ
そ
ぶ
間
、
本
船
町
の
う
ち
、
八
軒
町
と
い
ふ
処
の
長
卜ぼ
く
し
ゃ
く
尺
と
云い
ふ

俳
士
に
交ま
じ
はる
事
あ
り
。
彼か
の
も
の者
語
り
け
る
は
、
我
父
も
、
卜
尺
を
俳
名
と

し
て
、
其そ
の
こ
ろ比
は
世
に
し
る
人
も
あ
り
き
。
一
と
せ
都
へ
の
ぼ
り
し
時
に
、
芭
蕉
翁
に
出
会
て
東
武
へ
伴
ひ
下
り
、
し
ば
し
が
ほ
ど
の
た
つ
き
に
と
、
縁
を
求
て
水

方
の
官
吏
と
せ
し
に
、
風
人
の
習
ひ
、
俗
事
に
う
と
く
、
其
任
に
勝
へ
ざ
る
故
に
、
や
が
て
職
を
す
て
て
、
深
川
と
い
ふ
所
に
隠
れ
、
俳
諧
を
も
て
世
の
業
と
な

し
申
さ
れ
し
と
、
父
が
物
語
を
聞
ぬ
と
。 

（
蓑
笠
庵
梨
一
『
奥
細
道
菅す
が
こ
も菰

抄
』
芭
蕉
翁
伝）

5
（

）

桃
青
江
戸
に
来
た
り
て
、
本
船
町
の
名
主
小
澤
太
郎
得
入
（
宝
永
六
年
十
二
月
二
十
四
日
没

ス
。
卜
尺
ハ
ソ
ノ
子
也
。
卜
尺
ハ
号
）
が
許も
と

に
居
れ
り
。
日
記
な
ど
か
か
せ
た
る
が
多
く
有あ
り

し
と
也
。
其
頃
の

事
に
て
も
あ
る
に
や
。
水
道
普
請
に
か
ゝ
れ
る
事
見
え
た
り
。
そ
の
か
み
神
田
、
玉
川
両
水
道
と
も
に
、
町
年
寄
支
配
な
れ
ば
さ
や
う
の
事
工
夫
者
な
り
し
か

ば
、
こ
こ
ろ
み
に
差
図
を
計
は
せ
し
な
る
べ
し
。
役
所
日
記
延
宝
八
年
六
月
町
々
へ
触
れ
書
き
あ
り
。 

（
喜
多
村
節
信
『
筠い
ん
て
い庭

雑
録）

6
（

』、
括
弧
内
は
割
注
）

水
道
普
請
に
関
し
て
は
、
許
六
の
記
す
「
修
武
小
石
川
之
水
道
四
年
成
」
す
な
わ
ち
小
石
川
の
水
道
を
修
め
る
（
修
築
す
る
）
こ
と
四
年
に
し
て
成
る
と
い
う
辺
り

二
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ま
で
を
信
じ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
梨
一
が
記
す
「（
京
都
で
）
芭
蕉
翁
に
出
会
て
東
武
へ
伴
ひ
下
り
、
し
ば
し
が
ほ
ど
の
た
つ
き
（
生
業
）
に
と
、
縁
を
求
て
水

方
（
水
利
）
の
官
吏
と
せ
し
」
と
い
う
経
緯
は
、
さ
す
が
に
信
じ
が
た
い
。
当
世
の
随
筆
類
に
散
見
さ
れ
る
、
有
名
人
と
の
か
か
わ
り
を
誇
大
に
述
べ
た
類
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
喜
多
村
節
信
（
筠
庭
）
の
「
水
道
普
請
に
か
ゝ
れ
る
事
見
え
た
り
」
と
は
、『
風
俗
文
選
』
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
博
覧
強
記
の
こ
の
人
の

こ
と）

7
（

、「
宝
永
六
年
十
二
月
二
十
四
日
没
ス
」と
い
う
忌
日
ま
で
付
し
た「
本
船
町
の
名
主
小
澤
太
郎
得と
く
に
ゅ
う

入
が
許も
と

に
居
れ
り
」と
い
う
情
報
は
信
憑
性
が
高
い
。
続
く「
そ

の
か
み
神
田
、
玉
川
両
水
道
と
も
に
、
町
年
寄
支
配
な
れ
ば
さ
や
う
の
事
工
夫
者
な
り
し
か
ば
、
こ
こ
ろ
み
に
差
図
を
計は
か
らは
せ
し
な
る
べ
し
」
と
の
記
述
は
、「
な
る

べ
し
」
と
伝
聞
推
定
で
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
程
度
に
受
け
止
め
て
お
き
た
い
。

西
山
宗
因
も
元
々
は
熊
本
藩
主
加
藤
家
の
家
臣
で
あ
る
加
藤
正
方
に
仕
え
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
の
主
君
改
易
で
浪
人
に
な
っ
た
も
の
の
、
正
保
四
年

（
一
六
四
八
）
に
大
坂
天
満
宮
連
歌
所
の
宗
匠
と
な
る
一
方
で
俳
諧
の
素
養
を
積
ん
だ
の
で
あ
り
、
北
村
季
吟
に
せ
よ
、
家
業
で
あ
る
医
術
に
携
わ
り
、
元
禄
二
年
か

ら
は
歌
学
方
と
し
て
子
の
湖
春
と
と
も
に
五
百
石
で
幕
府
に
仕
官
し
て
い
る
。
連
歌
と
は
異
な
り
俳
諧
の
場
合
、
い
か
に
著
名
な
宗
匠
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
の
み
で
生

活
し
て
い
け
た
の
は
、
ほ
ん
の
一
握
り
の
人
だ
け
で
、
多
く
は
生
業
や
副
業
を
持
つ
こ
と
が
未
だ
一
般
的
で
あ
っ
た）

8
（

。

芭
蕉
に
お
け
る
延
宝
五
年
と
は
、
そ
の
よ
う
な
年
で
あ
っ
た
。
年
末
に
は
風
虎
編
の
前
掲
『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』
に
二
十
句
が
入
集
し
、
掲
出
句
「
あ
す
は
粽
難

波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
は
、
そ
の
中
の
一
句
で
あ
る
。
立
机
は
年
初
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
年
の
立
机
の
あ
と
仲
夏
五
月
の
節
句
前
日
に
詠
ん
だ
発
句

が
年
末
の
句
集
に
収
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
で
は
な
か
っ
た
か
。

筆
者
は
先
に
「
芭
蕉
最
晩
年
の
難
波
の
句）

9
（

」
と
い
う
小
論
を
草
し
、「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
は
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
以
上
に
、
そ

の
翌
日
（
逝
去
三
日
前
の
十
月
九
日
）
に
芭
蕉
が
詠
ん
だ
（
改
訂
し
た
）
と
さ
れ
る
「
清
滝
や
波
に
ち
り
込こ
む

青
松
葉
」
と
の
関
わ
り
が
深
い
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
理
由
や
背
景
を
可
能
な
限
り
詳
細
に
論
じ
て
い
き
た
い）

10
（

。

二
、「
あ
す
は
粽ち

ま
き
」
─
西
行
・
能
因
と
の
か
か
わ
り

こ
の
発
句
は
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
十
月
八
日
、
逝
去
四
日
前
に
芭
蕉
が
詠
ん
だ
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た）
11
（

。
こ
の
年
芭
蕉
は
九
月
八
日
に
郷
里
伊
賀
上
野
を
出
発
し
、
翌
日
高こ
う
づ津
（
現
・
大
阪
市
中
央
区
）
に
着
い
て
か
ら
病
状
が
悪
化
し
て
、
そ
の
ま
ま
大
坂
（
南
御
堂
花

三
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屋
仁
右
衛
門
方
の
貸
座
敷
）
で
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。「
あ
す
は
粽
」
も
「
旅
に
病
て
」
も
、
い
ず
れ
も
大
坂
に
関
わ
る
発
句
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、「
夢
」
や
「
枯
」

と
い
っ
た
用
字
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
、「
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
の
「
夢
」
は
、
芭
蕉
が
か
つ
て
詠
ん
だ
「
難
波
」
の
「
夢
」
と
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
あ
す
は
粽
」
は
芭
蕉
が
生
涯
敬
愛
し
た
西
行
の
和
歌
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
句
で
あ
り
、
そ
の
最
晩
年
に
も
芭
蕉
は
西
行
と
の

紐
帯
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
両
句
に
は
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

12
（

。

翌
日
の
菖
蒲
の
節
句
に
向
け
て
前
を
向
き
、
意
を
決
す
る
よ
う
な
勢
い
の
あ
る
初
句
「
あ
す
は
粽
」
に
対
し
て
、
中
七
・
末
五
は
い
さ
さ
か
趣
を
違
え
る
。「
難
波

の
枯
葉
」
は
「
夢
な
れ
や
（
夢
な
の
だ
ろ
う
か
）」
と
い
う
の
だ
が
、
こ
れ
は
『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』
の
季
吟
の
判
詞
に
「
西
上
人
の
な
に
は
の
葦
を
俤
お
も
か
げに
し
て
、

あ
す
の
か
れ
は
を
想お
も
ひ
や
り像た
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
西
行
の
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
葦
の
枯
葉
に
風
渡
る
な
り
」（『
新
古
今
集
』）
を
踏
ま
え
て
い
る）

13
（

。
そ

し
て
季
吟
は
、「
難
波
」
と
い
え
ば
「
葦
」
と
い
う
連
想
が
成
立
し
て
い
る
歌
の
世
界
を
相
手
取
り
「
あ
し
」
で
は
な
く
「
あ
す
」
と
詠
ん
だ
と
こ
ろ
に
芭
蕉
の
創
意

を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
西
行
歌
の
本
歌
で
あ
る
能
因
の
「
心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の
難
波
あ
た
り
の
春
の
景
色
を
」（『
後
拾
遺
集
』）
を
も
視
野
に
入
れ

る
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に）

14
（

、「
あ
す
は
粽
」
は
能
因
歌
を
逆
転
さ
せ
、
摂
津
難
波
の
春
の
景
色
の
な
か
に
枯
葉
の
風
景
を
夢
想
す
る
と
い
う
発
句
で
あ
る
。

「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
が
詠
ま
れ
た
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
は
、
既
述
の
通
り
芭
蕉
の
江
戸
出
府
か
ら
五
年
後
、
こ
の
年
ま
た
は
翌
年
に
芭
蕉
は

立
机
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
翌
年
の
立
机
で
あ
れ
ば
『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』
の
出
版
直
後
で
あ
っ
た
。
右
に
見
た
通
り
着
々
と
業
績
を
積
ん
で
き
た
芭
蕉
で
は
あ
る

が
、
こ
の
頃
か
ら
神
田
上
水
の
仕
事
に
携
わ
る
な
ど
、
俳
諧
だ
け
で
は
暮
ら
し
て
い
け
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
。
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
は
、
出
府
以
来
二
度
目

の
帰
郷
を
し
、
甥
（
養
子
）
の
桃と
う
い
ん印
を
連
れ
て
江
戸
に
戻
り
、
翌
年
春
、
三
年
前
の
『
埋
木
』
伝
授
か
ら
満
を
持
し
て
の
立
机
（
文
台
開
き
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

15
（

。

立
机
披
露
の
折
に
は
興
行
を
催
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
立
机
前
後
に
詠
ま
れ
た
の
が「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」

と
い
う
発
句
で
あ
っ
た
。

延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
三
月
に
、
芭
蕉
は
信
徳
・
素
堂
と
と
も
に
『
江
戸
三
吟
』
を
上
梓
し
て
い
る
。
百
韻
の
三
巻
本
で
あ
り
、
荒
木
田
守
武
の
『
俳
諧
独
吟

百
韻
』
以
来
、
独
吟
百
韻
は
俳
諧
師
と
し
て
独
立
す
る
ひ
と
つ
の
指
標
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
の
文
台
開
き
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
細
は
伝
わ
ら
ず
万
句
合
せ
興
行
の
記
録
も

残
ら
な
い
が
、
延
宝
四
年
の
『
江
戸
両
吟
集
』
を
そ
の
前
触
れ
と
し
て
、
同
五
年
の
『
芭
蕉
杉
風
両
吟
百
韻
』
と
、
こ
の
『
江
戸
三
吟
』
は
宗
匠
と
し
て
の
成
果
を
披

露
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
延
宝
四
年
ま
で
、
せ
い
ぜ
い
数
句
の
入
集
に
限
ら
れ
て
い
た
芭
蕉
が
『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』
で
は
二
十
句
、
翌
六
年
の
二
葉
子
編

『
江
戸
通
り
町
』
に
は
歌
仙
一
巻
と
付
句
五
句
、
不ふ
ぼ
く卜

編
『
江
戸
広
小
路
』
に
は
発
句
十
七
句
と
付
句
二
十
句
と
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

実
力
の
向
上
と
周
囲
の
信
頼
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
宗
匠
と
な
っ
た
芭
蕉
へ
の
執
り
成
し
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
延
宝
七
年
の
歳
旦
「
発
句
な
り
松
尾
桃
青
宿

四
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の
春
」
に
対
し
て
、
同
六
年
の
歳
旦
句
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
流
れ
か
ら
延
宝
五
年
に
は
芭
蕉
が
立
机
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

粽
（
千
巻
）
に
用
い
る
青
葉
か
ら
枯
葉
を
想
像
す
る
と
こ
ろ
に
、
若
き
日
の
芭
蕉
に
す
で
に
侘
び
の
萌
芽
が
見
て
取
れ
る
と
書
け
ば
、
い
か
に
も
予
定
調
和
的
で
あ

る
が
、
芭
蕉
は
こ
の
発
句
を
長
年
自
ら
の
内
に
温
め
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
芭
蕉
が
最
後
に
詠
ん
だ
（
改
訂
し
た
）
句
が
、
ま
さ
に
こ
の
「
あ
す
は
粽

難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
に
対
す
る
返
事
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

16
（

。

清
滝
や
波
に
ち
り
込こ
む

青
松
葉

清
滝
と
は
京
都
桂
川
（
大お
お
い堰

川
）
支
流
の
清
滝
川
の
こ
と
で
、
本
来
は
同
じ
年
（
元
禄
七
年
）
の
夏
の
落ら
く
し
し
ゃ

柿
舎
滞
在
時
に
詠
ん
だ
「
清
滝
や
浪
に
ち
り
な
し
夏
の
月
」

ま
た
は
「
大
井
川
浪
に
塵
な
き
夏
の
月
」
と
い
う
発
句
を
、
お
そ
ら
く
逝
去
三
日
前
の
十
月
九
日
に
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。「
お
そ
ら
く
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
改

訂
を
芭
蕉
が
伝
え
た
最
初
の
相
手
が
去
来
で
あ
り
、
そ
の
日
付
は
十
月
七
日
か
ら
九
日
ま
で
の
三
日
間
の
ど
こ
か
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
当
初
の
句
形
は
、
こ
の
改
訂
に
つ
い
て
記
す
支し
こ
う考
（『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈
日
記
』）
と
去
来
（
元
禄
八
年
一
月
二
十
九
日
付
許
六
宛
書
簡
、『
旅
寝
論
』『
去

来
抄
』）
と
で
異
な
っ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
の
形
で
落
ち
着
い
て
い
る）

17
（

。
後
年
の
去
来
の
回
想
（『
去
来
抄
』）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
原

稿
」
は
野や
め
い明

の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
、
芭
蕉
が
嵯
峨
の
落
柿
舎
に
滞
在
し
て
い
た
同
年
閏
五
月
二
十
二
日
か
ら
六
月
初
旬
ま
で
の
発
句
と
確
認
で
き
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
五
月
の
詠
で
あ
る
「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
と
季
節
が
重
な
る
。
そ
の
う
え
、
ほ
と
ん
ど
の
植
物
の
葉
が
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
散
る
の
に
、
松

の
葉
は
新
芽
の
生
長
を
待
つ
よ
う
に
冬
を
越
し
て
夏
に
散
る
こ
と
か
ら
、
夏
に
枯
葉
を
想
う
「
あ
す
は
粽
」
が
季
節
を
ま
た
い
だ
発
句
で
あ
る
こ
と
と
重
な
る
。
さ
ら

に
、
当
初
は
「
夏
の
月
」
で
あ
っ
た
結
句
を
、
芭
蕉
は
冬
に
「
青
松
葉
」
へ
と
詠
み
変
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
は
複
雑

に
季
節
を
ま
た
い
だ
発
句
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
と
句
想
が
重
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
あ
す
は
粽
」
は
、
先
述
の
通
り
「
清
滝
や
」
の
前
日
に
詠
ま
れ
た
「
旅
に
病
て
」
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。「
清
滝
や
」
は
、
よ
り
正
確
に
は
去
来
が
芭

蕉
の
病
臥
す
る
南
御
堂
の
花
屋
を
訪
れ
た
九
月
七
日
か
ら
支
考
が
改
訂
の
こ
と
を
芭
蕉
に
聞
い
た
九
日
ま
で
の
間
に
改
訂
さ
れ
た）

18
（

。「
旅
に
病
て
」
は
八
日
か
ら
九
日

に
か
け
て
の
深
夜
に
詠
ま
れ
た
の
で
、
詠
ま
れ
た
（
改
訂
さ
れ
た
）
順
序
が
逆
の
可
能
性
が
あ
る
の
だ
が
、
両
句
に
つ
い
て
記
し
た
最
も
詳
し
い
支
考
の
記
録
か
ら
は

「
旅
に
病
て
」
が
先
（
八
日
）、「
清
滝
や
」
が
後
（
九
日
）
に
詠
ま
れ
た
（
改
訂
さ
れ
た
）
と
読
み
取
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
、
こ
の
順
序
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
し
て

考
察
を
進
め
て
き
た
。

五

－  　　－78

大阪商業大学論集　第 18 巻 第 4 号（通号 208 号）



三
、「
難な

に
は波

の
葦
」
と
芭
蕉

先
述
の
よ
う
に
、「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
を
芭
蕉
の
生
涯
の
集
大
成
す
な
わ
ち
辞
世
句
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
に
、
三
十
四
歳
の
芭
蕉
が
俳
諧
宗
匠

と
し
て
立
机
す
る
の
と
相
前
後
し
て
詠
ん
だ
発
句
「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
と
の
関
わ
り
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
西
行
の
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢

な
れ
や
葦
の
枯
葉
に
風
わ
た
る
な
り
」（『
新
古
今
集
』）
を
踏
ま
え
た
句
で
あ
る
が
、
最
晩
年
の
芭
蕉
が
九
月
九
日
の
重ち
ょ
う
よ
う陽（
菊
の
節
句
）
に
意
識
を
注
い
で
い
た
の

に
対
し
て
、
西
行
歌
は
「
枯
葉
」
の
季
節
に
春
を
思
う
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
あ
す
は
粽
」
は
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
季
節
は
夏
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
異
な
る
季
節
を
夢
想
す
る
と
こ
ろ
に
「
津
の
国
（
摂
津
国
）
の
」
と
「
あ
す
は
粽
」
を
結
ぶ
「
夢
」
の
根
拠
が
あ
っ
た）

19
（

。

そ
の
一
方
で
、「
旅
に
病
て
」
の
「
夢
」
は
「
枯
野
」
の
季
節
に
限
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
旅
に
病
て
」
と
の
関
わ
り
を
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、「
あ
す
は
粽
」
は

あ
く
ま
で
も
一
歩
退
い
た
と
こ
ろ
か
ら
解
釈
さ
れ
る
べ
き
発
句
で
あ
る
。
確
か
に
、
俳
諧
宗
匠
と
し
て
芭
蕉
が
歩
み
始
め
た
頃
に
詠
ん
だ
記
念
碑
的
な
発
句
と
呼
ぶ
べ

き
も
の
が
「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
江
戸
に
居
て
難
波
の
葦
の
枯
葉
、
難
波
の
夢
を
詠
ん
だ
句
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
は
、
難
波
に
居
て
難
波
の
夢
を
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
河
内
の
旅
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る）

20
（

。
い
ず
れ
も
五
節
句
の
ひ
と
つ
ず
つ
を

詠
ん
だ
発
句
で
あ
り
、
そ
の
点
に
関
連
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、「
あ
す
は
粽
」で
は
盛
夏
を
迎
え
た
五
月
五
日
の
菖
蒲
の
節
句
を
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、「
旅

に
病
て
」
で
は
長
寿
を
願
う
九
月
九
日
、
す
な
わ
ち
晩
秋
の
菊
の
節
句
（
重
陽
）
に
徴
し
た
菊
の
不
在
を
詠
ん
で
い
る
。
重
陽
の
句
境
に
居
る
ま
ま
に
九
月
（
秋
）
か

ら
十
月
（
冬
）
へ
と
至
っ
た
芭
蕉
が
詠
ん
だ
、
新
句
と
し
て
は
最
後
の
発
句
で
あ
っ
た）

21
（

。

重
陽
の
節
句
も
し
く
は
大
坂
で
の
病
臥
以
来
、
西
行
を
は
じ
め
と
す
る
詩
歌
の
先
達
と
の
紐
帯
に
す
が
っ
て
最
晩
年
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
芭
蕉
で
あ
る）

22
（

。
か
つ

て
俳
諧
宗
匠
の
第
一
歩
を
記
し
た
江
戸
で
の
日
々
に
、
西
行
を
意
識
し
つ
つ
詠
ん
だ
難
波
（
大
坂
）
で
末
期
を
迎
え
る
覚
悟
を
固
め
た
芭
蕉
が
「
あ
す
は
粽
」
の
句
を

思
い
浮
か
べ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
立
机
以
来
十
七
年
間
と
い
う
自
ら
歩
ん
だ
俳
諧
の
円
環
を
今
ま
さ
に
閉
じ
る
に
当
た
っ
て
、「
難
波
の
夢
」

を
盛
り
込
ん
だ
句
を
詠
も
う
と
考
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
か
つ
て
三
十
四
歳
の
芭
蕉
（
桃
青
）
が
詠
ん
だ
の
は
、
詩
歌
の
世
界
の
中
で
難
波
の
象

徴
と
さ
れ
る
「
葦
」
の
句
で
あ
っ
た）

23
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
そ
れ
が
「
枯
葉
」
で
あ
っ
て
も
「
枯
野
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る）

24
（

。

八や

そ十
島
時
代
の
茅ち

ぬ渟
の
海
（
大
坂
湾
）
に
自
生
し
て
い
た
葦
の
群
落
は
、
芭
蕉
の
頃
に
は
す
で
に
大
坂
を
象
徴
す
る
風
景
と
い
え
る
ほ
ど
に
は
繁
茂
し
て
い
な
か
っ

た
。
葦
原
の
多
く
は
干
拓
さ
れ
て
新
田
等
と
化
し
、
葦
の
多
く
は
内
陸
部
で
計
画
的
に
生
産
さ
れ
る
葦
簀す
だ
れや
茅か
や
ぶ
き葺
（
屋
根
）
あ
る
い
は
敷
草
（
肥
料
）
な
ど
の
商
品
原

料
と
な
っ
て
い
た
。

六
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逝
去
ま
で
の
一
か
月
余
り
、
と
り
わ
け
十
月
五
日
に
御
堂
筋
の
花
屋
に
移
る
ま
で
の
二
十
五
泊
を
、
芭
蕉
は
車し
や
よ
う庸
邸
へ
の
一
泊
以
外
は
上
町
台
地
の
高こ
う
づ津
に
あ
る
洒し
や

堂ど
う

邸
と
道ど
し
よ
う
ま
ち

修
町
に
あ
る
之し
ど
う道

邸
、
す
な
わ
ち
内
陸
部
で
過
ご
し
た
。
そ
こ
か
ら
の
外
出
は
、
十
三
日
の
住
吉
、
十
四
日
の
畦け
い
し止

亭
、
十
九
日
の
其き
り
ゅ
う柳

亭
、
二
十
一
日
の

車
庸
亭
、
そ
し
て
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
の
晴
々
亭
（
浮う
か
む
せ瀬

）、
園そ
の
め女

亭
、
畦
止
亭
へ
の
計
七
回
六
か
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
知
ら
れ
る
限
り
最
も

海
に
近
い
の
は
住
吉
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
大
伴
家
持
の
歌
に
「
海
原
の
ゆ
た
け
き
見
つ
つ
葦
が
散
る
難
波
に
年
は
経
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
海
水
に
も
生
育
す
る
こ
と
で
知
ら
れ

る
葦
が
、
当
時
住
吉
大
社
の
目
前
に
あ
っ
た
住
之
江
に
「
枯
野
」
と
呼
ぶ
べ
き
群
落
を
つ
く
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。「
難
波
の
葦
」
と
い
う
成
語
は
、
周
知
の
通

り
「
伊
勢
の
浜
荻
」
と
続
く
の
で
あ
り
、
そ
の
源
流
は
平
安
末
期
の
「
住
吉
杜
歌
合
」
に
藤
原
俊
成
が
「
難
波
の
方
で
は
あ
し
と
だ
け
言
い
（
中
略
）
伊
勢
志
摩
で
は
、

は
ま
を
ぎ
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
」（
意
訳
）
と
記
し
た
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

25
（

。
つ
ま
り
、
住
吉
大
社
こ
そ
は
「
難
波
の
葦
」
と
い
う
歌
語
（
歌
枕
）
の
起
源

と
な
る
地
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
芭
蕉
は
住
吉
の
升
市
を
見
物
中
に
体
調
が
悪
化
し
、
当
日
の
句
会
を
欠
席
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
芭
蕉
に
海
辺
の
枯
葦
を
眺
め
る

余
裕
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

こ
こ
で
歌
枕
と
し
て
の「
難
波
の
葦
」に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は「
葦
」に
か
か
わ
る
歌
枕
の
一
種
で
あ
る
が
、
難
波
の
他
に「
〇
〇

の
葦
」
と
地
名
を
冠
し
た
歌
枕
は
な
い
。
す
な
わ
ち
難
波
と
い
え
ば
葦
、
葦
と
い
え
ば
難
波
と
、
少
な
く
と
も
『
万
葉
集
』
以
来
の
歌
枕
に
お
い
て
難
波
と
葦
は
不
可

分
で
あ
り
、
一
対
一
の
関
係
を
有
し
て
い
る
。
芭
蕉
と
同
時
代
を
生
き
た
鬼お
に
つ
ら貫

に
も
「
枯
葦
や
難
波
入
江
の
さ
さ
ら
波
」（『
大
悟
物
狂
』）
が
あ
る
。
芭
蕉
句
と
の
か

か
わ
り
で
見
て
行
け
ば
、
当
面
「
枯
葦
」
が
注
目
さ
れ
る
。
葦
枯
る
、
葦
の
枯
葉
、
枯
葦
原
、
寒
葦
な
ど
と
も
詠
ま
れ
る
が
、
和
歌
に
比
し
て
俳
諧
に
多
く
詠
ま
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、「
難
波
草
」
と
の
異
名
が
あ
る
よ
う
に
「
難
波
の
葦
」
は
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
。
ま
た
、「
玉
江
草
」
も
葦
の
異
名
で
あ
っ
た
。

月
見
せ
よ
玉
江
の
葦
を
刈か
ら

ぬ
先　
（『
ひ
る
ね
の
種
』）

芭
蕉
が
葦
原
を
詠
ん
だ
発
句
は
、
こ
の
一
句
の
み
で
あ
る
。「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
も
終
盤
に
近
付
い
た
元
禄
二
年
八
月
十
二
日
、「
葦
刈
」
の
歌
枕
と
し
て
知
ら

れ
る
越
前
の
玉
江
で
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
発
句
で
あ
る
が
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
載
ら
ず
、「
玉
江
の
葦
は
穂
に
出い
で

に
け
り
」
と
の
み
本
文
中
に
描
写
さ

れ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）

26
（

「
玉
江
漕
ぐ
葦
苅
り
小お
ぶ
ね舟

さ
し
分
け
て
誰
を
誰
と
か
我
は
定
め
ん
」（『
後
撰
集
』
よ
み
人
し
ら
ず
）、「
夏
刈
の
玉
江
の
葦
を

踏
み
し
だ
き
群
れ
ゐ
る
鳥
の
た
つ
空
ぞ
な
き
」（『
後
拾
遺
集
』
源
重し
げ
ゆ
き之
）
な
ど
と
「
玉
江
」
は
詩
歌
の
な
か
で
は
専
ら
葦
、
そ
れ
も
葦
苅
り
の
風
景
と
と
も
に
詠
ま
れ

七
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て
き
た
。
芭
蕉
句
は
、
本
来
は
秋
（
仲
秋
）
の
も
の
で
あ
る
月
見
を
、
葦
刈
り
の
前
に
（
葦
の
穂
波
が
広
が
る
頃
に
）
し
な
さ
い
と
強
い
命
令
調
で
勧
め
た
発
句
な
の

だ
が
、
重
之
の
和
歌
に
見
る
よ
う
に
玉
江
の
葦
刈
り
は
夏
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
夏
（
以
前
）
に
月
見
を
せ
よ
と
勧
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
刈
入
れ
の

す
ん
だ
あ
と
の
殺
風
景
な
葦
原
で
す
る
月
見
よ
り
も
、
刈
入
れ
前
の
葦
の
穂
波
と
名
月
を
取
り
合
わ
せ
た
風
景
の
方
に
、
よ
り
興
趣
を
覚
え
る
と
い
う
指
摘
な
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
季
節
の
移
り
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
発
想
は
無
理
が
大
き
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
収

め
な
か
っ
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。

対
象
を
蕉
門
に
広
げ
て
枯
葦
を
詠
ん
だ
発
句
を
探
せ
ば
、
芭
蕉
門
人
の
闌ら
ん
こ
う更
と
惟い
ぜ
ん然
に
次
の
句
が
あ
る
。

枯
葦
の
日
に
〳
〵
折
れ
て
流
れ
け
り　
　

闌
更　
（『
有
の
儘
』）

枯
葦
や
朝
日
に
氷
る
鮠は
や

の
顔　
　
　
　
　

惟
然　
（『
藤
の
実
』）

さ
ら
に
後
の
時
代
で
は
次
の
三
句
が
管
見
に
入
る
。
素そ
ま
る丸
は
素
堂
の
流
れ
を
汲
む
葛
飾
派
に
属
し
、
芭
蕉
の
顕
彰
に
つ
と
め
て
い
る
。
麦ば
く
す
い水
は
支
考
門
の
美
濃
派
か

ら
伊
勢
派
に
転
じ
、
天
明
中
興
に
邁
進
し
た
。
暁き
ょ
う
た
い台は
蕪
村
と
の
交
友
を
き
っ
か
け
に
蕉
風
復
古
に
努
め
た
人
で
あ
る
。

枯
葦
や
夜
々
に
折
れ
込
む
鴨
の
上　
　
　

素
丸　
（『
素
丸
発
句
集
』）

枯
葦
や
低
う
鳥
た
つ
水
の
上　
　
　
　
　

麦
水　
（『
葛
箒
』）

青
天
に
河
辺
の
葦
の
枯
葉
か
な　
　
　
　

暁
台　
（『
あ
さ
か
り
』）

一
方
、「
青
葦
」
は
「
青
葦
原
」
や
「
葦
茂
る
」
な
ど
の
季
語
と
か
か
わ
り
、
葦
の
生
命
力
を
表
わ
す
最
も
代
表
的
な
季
語
と
な
っ
た
（『
俳
諧
通
俗
誌
』
享
保
二
年
）。

「
葦
茂
る
」
は
葦
が
池
沼
の
岸
辺
に
青
々
と
生
い
茂
っ
て
い
る
さ
ま
を
表
わ
す
夏
の
季
語
で
あ
り
、「
葦
蟹
」
は
そ
の
生
い
茂
っ
た
葦
の
下
に
隠
れ
た
蟹
、『
万
葉
集
』

巻
十
六
「
隠な
ま

り
て
を
る
葦
蟹
を
」
以
来
の
歌
語
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
青
々
と
茂
る
葦
は
「
瑞
穂
」
と
並
ん
で
国
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
自
ら
の
国
を
称
し

て
彼
ら
は
「
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」（『
日
本
書
紀
』）
と
す
ら
呼
ん
だ
。
葦
が
豊
か
に
生
い
茂
り
、
稲
穂
の
実
る
風
景
が
「
国
」
の
繁
栄
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

中
世
以
降
は
「
豊
葦
原
」
と
い
う
言
葉
が
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
そ
れ
で
も
葦
の
風
景
が
豊
穣
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
は
長
く

八
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続
い
た
。
そ
れ
に
対
す
る
反
措
定
が
小
野
十
三
郎
「
葦
の
地
方
」
に
よ
っ
て
謳
わ
れ
る
ほ
ど
、
葦
の
風
景
は
大
き
な
イ
コ
ン
（
ア
イ
コ
ン
）
と
し
て
存
在
し
続
け
た
の

で
あ
る）

27
（

。

こ
れ
ら
に
対
し
て
「
葦
刈
（
蘆
刈
）」
は
周
知
の
よ
う
に
秋
の
季
語
、「
稲
刈
り
」
の
あ
と
に
続
く
「
葦
刈
り
」
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
成
句
で
呼
ば
れ
る
歌
語
の

「
刈
り
」
は
、
こ
の
二
つ
し
か
な
い
。
年
中
行
事
と
し
て
人
び
と
に
周
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
葦
鴨
」
は
『
万
葉
集
』
巻
一
「
葦
辺
行
く
鴨
の
羽は

交が
ひ

に
霜
降
り
て

寒
き
夕ゆ
ふ
へは
大
和
し
思
ほ
ゆ
」
以
来
の
冬
の
季
語
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
葦
の
角
、
葦
の
花
、
葦
火
な
ど
、
葦
と
か
か
わ
り
、
葦
に
由
来
す
る
季
語
は
少
な
く
な
い
。

そ
れ
ら
は
歌
や
句
に
詠
ま
れ
続
け
る
こ
と
で
、
ま
た
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
能
な
ど
の
芸
能
や
物
語
で
芭
蕉
の
時
代
ま
で
（
そ
し
て
現
代
に
至
る
ま
で
）「
葦
」
に
ま
つ

わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
人
々
の
意
識
に
植
え
付
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

四
、「
難な

に
は波
の
枯
葉
」
─
『
万
葉
集
』
と
の
か
か
わ
り

先
に
見
た
よ
う
に
、「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
の
「
夢
」
は
「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
と
の
関
係
に
よ
れ
ば
西
行
ま
で
遡
る
「
難
波
の
夢
」

で
あ
り
、
西
行
歌
は
能
因
の
「
心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の
難
波
あ
た
り
の
春
の
景
色
を
」
に
典
拠
を
も
つ
。
た
だ
し
、
周
知
の
よ
う
に
「
難
波
の
葦
」
は
『
万

葉
集
』
に
載
る
笠か
さ
の
か
な
む
ら

金
村
の
長
歌
さ
ら
に
は
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
に
志
貴
皇
子
が
難な
に
は
の
み
や

波
宮
か
ら
大
和
を
思
っ
て
詠
ん
だ
歌
以
来
の
歌
枕
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、『
万

葉
集
』
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
考
察
を
試
み
る）

28
（

。

芭
蕉
当
時
の
大
阪
平
野
（
河
内
平
野
）
に
は
、
か
つ
て
の
河
内
湾
由
来
の
湖
沼
に
加
え
て
作
物
栽
培
の
た
め
の
溜
池
が
散
在
し
、
多
く
の
葦
が
繁
茂
す
る
環
境
が
遍

在
し
て
い
た
。
芭
蕉
が
断
続
的
に
外
出
し
た
九
月
十
三
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
は
、
西
暦
で
は
十
月
三
十
一
日
か
ら
十
一
月
十
五
日
に
当
た
る）

29
（

。
現
在
、
葦
の
花
期
は

八
〜
十
月
頃
と
さ
れ
る
が
、
当
時
の
気
候
に
照
ら
す
な
ら
ば）

30
（

、
そ
の
頃
す
で
に
花
は
穂
と
な
り
、
茎
は
枯
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
現
代
の
十
一
月
上
旬
と
い
え
ば
、

輸
入
植
物
や
温
室
栽
培
に
よ
っ
て
数
多
く
の
花
が
見
ら
れ
、
地
球
温
暖
化
に
よ
っ
て
花
期
も
長
く
続
い
て
い
る
が
、
当
時
は
限
ら
れ
た
花
、
た
と
え
ば
残
菊
や
遅
咲
き

の
山
萩
、
葛
な
ど
が
咲
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
寒
牡
丹
や
寒
椿
の
花
期
に
入
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
葦
や
薄
（
尾
花
）
な
ど
の
穂
が
た
な
び
い
て
、
独
特

の
風
情
を
醸
し
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

西
行
が
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
葦
の
枯
葉
に
風
わ
た
る
な
り
」
と
『
万
葉
集
』
以
来
の
歌
枕
で
あ
る
「
難
波
の
葦
」
を
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
若

九

－  　　－74

大阪商業大学論集　第 18 巻 第 4 号（通号 208 号）



き
芭
蕉
は
「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
と
詠
ん
だ
。
つ
ま
り
「
難
波
」
は
詠
ん
で
い
て
も
「
葦
」
は
詠
ん
で
い
な
い
。「
粽
」「
枯
葉
」
と
い
う
縁
語
か
ら
「
葦
」

を
導
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

「
難
波
の
葦
」
と
い
う
歌
枕
の
初
出
は
『
万
葉
集
』
巻
六
の
九
二
八
歌
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
冬
十
月
、
難な
に
は波

の
宮
に
幸み
ゆ
きし

し
時
に
、
笠か
さ
の
あ
そ
み
か
な
む
ら

朝
臣
金
村
の
作
れ
る
歌
一
首

并
せ
て
短
歌
」
と
し
て
載
る
笠
金
村
の
長
歌
で
あ
る）

31
（

。
こ
の
九
二
八
歌
が
、
神
亀
二
年
五
月
の
聖
武
天
皇
の
吉
野
行
幸
で
金
村
自
身
が
詠
ん
だ
九
二
〇
歌
と
対
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
以
下
の
論
述
の
た
め
に
九
二
八
歌
・
九
二
〇
歌
の
順
に
掲
げ
る
。

押
し
照
る　
難な
に
は波
の
国
は　
葦あ
し
か
き垣
の　
古ふ

り
に
し
郷さ
と

と　
人
皆
の　
思
ひ
息や
す

み
て　

つ
れ
も
無
く　

あ
り
し
間
に　

積う
み
を麻
な
す　

長な
が
ら柄
の
宮
に　

真ま
き
ば
し
ら

木
柱　

太ふ
と
た
か高

敷
き
て　

食を
す
く
に国

を　

治
め
た
ま
へ
ば　

沖
つ
鳥　

味あ
じ
ふ経

の
原
に　

も
の
の
ふ
の　

八や
そ
と
も

十
伴
の
緒
は　

廬い
ほ
りし

て　

都
な
し
た
り　

旅
に
は
あ
れ
ど
も

あ
し
ひ
き
の　

み
山
も
さ
や
に　

落
ち
激た
ぎ

つ　

吉
野
の
川
の　

川
の
瀬
の　

清
き
を
見
れ
ば　

上か
み
へ辺

に
は　

千
鳥
数し
ば

鳴
き　

下し
も
へ辺

に
は　

か
は
づ
妻
呼
ぶ　

も

も
し
き
の　

大
宮
人
も　

を
ち
こ
ち
に　

繁し
じ

に
し
あ
れ
ば　

見
る
ご
と
に　

あ
や
に
羨と
も

し
み　

玉
葛　

絶
ゆ
る
こ
と
無
く　

万よ
ろ
づ
よ代
に　

か
く
し
も
が
も
と　

天あ
め
つ
ち地

の　

神
を
そ
祈
る　

畏か
し
こく
あ
れ
ど
も

こ
れ
ら
の
う
ち
前
者
が
神
亀
二
年
（
七
二
五
）
の
冬
十
月
、
後
者
が
同
年
夏
五
月
に
同
一
人
物
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
芭
蕉
の
「
清
滝
や
」
の
句
が
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
の
五
月
に
詠
ま
れ
、
十
月
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
仕
組
ん
で
得

ら
れ
る
月
次
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
月
立
て
が
重
な
る
こ
と
は
、
い
か
に
重
病
の
芭
蕉
で
あ
っ
て
も
気
が
付
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
九
月
二
十
九
日
以
降
、
作
句
の

な
か
っ
た
芭
蕉
が
、
十
月
八
日
に
至
っ
て
「
旅
に
病
て
」
の
句
作
に
至
っ
た
背
景
に
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
こ
と
で
芭
蕉
の
最
晩

年
は
ま
た
異
な
る
相
貌
を
見
せ
る
。
す
で
に
芭
蕉
は
十
月
五
日
以
降
、
難
波
で
客
死
す
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
句
作
に
お
け
る「
難
波
」

と
の
か
か
わ
り
を
思
い
返
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う）

32
（

。
も
ち
ろ
ん
芭
蕉
は
自
ら
を
笠
金
村
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
若
き
日
に

自
ら
が
詠
ん
だ
「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
の
来
歴
を
た
ど
れ
ば
、
敬
愛
す
る
西
行
や
能
因
を
経
て
笠
金
村
に
ま
で
遡
る
。
そ
の
よ
う
に
悠
久
た
る
詩
歌
の

歴
史
の
中
に
自
ら
の
俳
諧
宗
匠
と
し
て
の
生
涯
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
難
波
に
居
つ
つ
感
慨
を
新
た
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
者
は
二
十
一
句
、
後
者
は
二
十
三
句
か
ら
成
る
、
ほ
と
ん
ど
同
一
の
構
造
を
も
つ
長
歌
で
あ
る
が
、
問
題
は
以
下
の
部
分
で
あ
る
。
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「
押
し
照
る　

難
波
の
国
は　

葦
垣
の　

古
り
に
し
郷
と　

人
皆
の　

思
ひ
息
み
て
（
略
）
沖
つ
鳥　

味
経
の
原
に　

も
の
の
ふ
の　

八
十
伴
の
緒　

廬
し
て　

都

な
し
た
り　

旅
に
は
あ
れ
ど
も
」

「
あ
し
ひ
き
の　

み
山
も
さ
や
に　

落
ち
激
つ　

吉
野
の
川
の　

川
の
瀬
の　

清
き
を
見
れ
ば
（
略
）
玉
葛　

絶
ゆ
る
こ
と
無
く　

万
代
に　

か
く
し
も
が
も
と　

天
地
の
神
を
そ
祈
る　

畏
く
あ
れ
ど
も
」

い
ず
れ
の
長
歌
も
全
体
の
序
と
い
う
べ
き
最
初
の
六
句
で
、
詠
ま
れ
る
場
所
の
指
定
が
な
さ
れ
る
。
前
者
は
葦
垣
が
古
く
か
ら
有
名
な
郷
（
里
）
と
誰
も
が
思
い
や

す
ら
う
難
波
の
国
、
後
者
は
山
か
ら
落
ち
て
た
ぎ
る
川
瀬
（
川
面
）
も
清
き
吉
野
川
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
前
提
を
提
示
し
た
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
統
べ
る
治

世
の
根
拠
と
呼
ぶ
べ
き
具
体
的
な
情
景
を
描
き
出
し
、
そ
れ
ら
を
治
め
る
聖
武
天
皇
の
徳
を
示
し
た
中
略
部
分
を
経
て
、
ま
と
め
の
形
で
自
然
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
治
世
の
永
続
を
言こ
と

祝ほ

ぐ
末
尾
七
句
で
締
め
て
い
る）

33
（

。

さ
ら
に
絞
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
長
歌
で
は
「
葦
垣
の
古ふ
り

に
し
郷さ
と

」
で
あ
る
「
難な
に
は波

の
国
」
と
「
吉
野
の
川
の
川
の
瀬
の
清
き
」
と
が
対
比
的
に
詠
わ
れ
て
い
て
、

結
句
は
「
旅
に
は
あ
れ
ど
も
」「
畏か
し
こく

あ
れ
ど
も
」
と
、
い
ず
れ
も
「
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
継
続
を
示
す
否
定
句
で
終
わ
っ
て
い
る
。「
な
の
だ
け
れ
ど
も
」
と
余
韻
を

持
た
せ
、
聴
き
手
た
ち
を
歌
の
世
界
に
立
ち
止
ま
ら
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
古
に
し
郷
」
で
あ
る
「
難
波
の
国
」
と
「
川
の
瀬
の
清
き
」
を
詠
ん
だ
両
歌
の
歌
の
心
は
、

次
の
両
句
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
す
は
粽ち
ま
き難

波
の
枯
葉
夢
な
れ
や

清
滝
や
波
に
ち
り
込こ
む

青
松
葉

繰
り
返
す
が
、
前
者
は
俳
諧
宗
匠
と
し
て
立
机
し
た
頃
の
芭
蕉
が
、
夏
の
節
句
を
控
え
つ
つ
も
冬
の
景
色
を
想
起
す
る
発
句
で
あ
り
、
後
者
は
最
晩
年
に
当
た
る
元

禄
七
年
の
夏
に
詠
ん
だ
句
を
、
そ
の
年
の
冬
十
月
に
至
っ
て
改
訂
し
た
発
句
で
あ
る
。
場
所
と
し
て
は
、
江
戸
に
い
な
が
ら
難
波
の
葦
の
枯
葉
を
詠
っ
た
前
者
に
対
し

て
、
志
貴
皇
子
が
難
波
か
ら
大
和
を
偲
ん
だ
よ
う
に
難
波
（
大
坂
）
に
い
つ
つ
京
都
の
清
滝
川
を
思
う
後
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
「
あ
す
は
粽
」
の
「
夢
」
は
時
間
的

な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
空
間
的
な
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
時
間
や
空
間
の
距
離
を
埋
め
る
媒
介
と
し
て
「
夢
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
俳

諧
の
海
に
専
門
職
と
し
て
乗
り
出
そ
う
と
い
う
若
き
芭
蕉
が
、
西
行
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
歌
人
た
ち
を
介
し
て
古
代
に
ま
で
遡
る
「
難
波
の
葦
」
を
、
ま
だ
見
ぬ
難

波
と
い
う
土
地
を
遠
く
離
れ
た
場
所
に
居
つ
つ
節
句
前
日
と
い
う
境
界
か
ら
夢
想
す
る
、
そ
ん
な
時
間
と
空
間
の
霊
妙
さ
を
詠
ん
だ
発
句
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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最
晩
年
の
芭
蕉
は
、
す
で
に
「
川
の
瀬
の
清
き
」
吉
野
川
を
訪
れ
て
お
り
、「
葦
垣
の
古
に
し
郷
」
で
あ
る
難
波
の
風
景
も
見
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
難
波
に
居
て
、
今
ま
さ
に
旅
の
一
生
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
玉
葛　

絶
ゆ
る
こ
と
無
く　

万
代
に　

か
く
し
も
が
も
と　

天
地
の
神
を
そ
祈
る
」と
い
う
の
は
、

は
か
ら
ず
も
芭
蕉
の
旅
の
本
質
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が）

34
（

、
こ
の
時
の
芭
蕉
を
一
言
で
言
い
表
わ
す
言
葉
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
押
し
照
る　

難
波
の
国
は　

葦
垣
の　

古
り
に
し
郷
と　

人
皆
の　

思
ひ
息や
す

み
て
」
と
詠
い
出
し
た
九
二
八
歌
の
結
句
「
旅
に
は
あ
れ
ど
も
」
で
あ
る
。「
旅
に
病
て
」
と
い
う
句
が
「
あ
す
は
粽
」

と
か
か
わ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
そ
の
最
大
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
。

笠
金
村
が
「
沖
つ
鳥　

味あ
じ
ふ経
の
原
に　

も
の
の
ふ
の　

八や
そ
と
も

十
伴
の
緒
は　

廬い
ほ
りし
て　

都
な
し
た
り
」
と
詠
ん
だ
難
波
宮
は
、
芭
蕉
の
時
代
に
至
る
ま
で
に
日
本
全
国

の
ど
こ
よ
り
も
「
も
の
の
ふ
の　

八
十
伴
の
緒
は　

廬
し
て
」
と
呼
ぶ
べ
き
場
所
と
な
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
都
」
で
あ
る
こ
と
を
阻
ま
れ

て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
大
坂
城
築
城
と
、
大
坂
の
陣
に
よ
る
豊
臣
氏
の
滅
亡
に
よ
っ
て
で
あ
る
。「
兵
ど
も
が
夢
の
あ
と
」
と
詠
っ
た
芭
蕉

が
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
、
破
れ
去
っ
た
武
将
た
ち
に
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
赤
羽
学
氏
が
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る）

35
（

。
大
津
の
義
仲
寺
に
葬
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た

の
も
、
決
し
て
そ
の
場
の
思
い
つ
き
で
は
な
か
っ
た
。
長
い
期
間
を
経
て
、
芭
蕉
は
武
将
に
、
そ
れ
も
敗
者
に
深
い
感
慨
と
親
近
感
を
抱
き
、
自
ら
の
生
涯
を
彼
ら
の

境
遇
や
運
命
に
重
ね
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
載
る
笠
金
村
の
二
首
、
難
波
と
吉
野
川
を
詠
っ
た
同
一
年
次
の
二
つ
の
長
歌
は
、
本
来
は
天
皇
賛
歌
と
し
て
詠
ま
れ
な
が
ら
も
、
そ

の
範
疇
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
雄
大
で
霊
妙
な
自
然
を
詠
う
「
土
地
褒
め
」
の
歌
と
し
て
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
「
土
地
へ
の
挨
拶
」
の
先
蹤
と
し
て
芭

蕉
の
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う）

36
（

。「
難
波
の
葦
」
は
直
接
的
に
は
西
行
の
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
葦
の
枯
葉
に
風
わ
た
る
な
り
」
と
い
う

一
首
を
介
し
て
芭
蕉
に
届
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
笠
金
村
の
万
葉
歌
は
元
禄
七
年
十
月
と
い
う
芭
蕉
に
と
っ
て
の
最
後
の
年
、
最
後
の
月
に
至
っ
て
「
旅
に
病
て
夢

は
枯
野
を
か
け
廻
る
」「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
と
い
う
二
つ
の
発
句
を
芭
蕉
に
詠
ま
せ
る
原
動
力
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
観
点
に
お
い
て
「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
は
、「
清
滝
や
浪
に
ち
り
な
き
夏
の
月
」
ま
た
は
「
大
井
川
浪
に
塵
な
し
夏
の
月
」
と
は
ま
っ
た
く
次
元
を

異
に
す
る
発
句
で
あ
っ
た
。
仮
に
そ
れ
が
支
考
の
証
言
の
よ
う
に
等
類
を
避
け
る
た
め
に
改
訂
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
こ
の
句
を
「
新
た
な
一
句
」
と
把
握
す
る

（
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
排
除
し
な
い
）
姿
勢
で
接
す
る
必
要
が
あ
る）

37
（

。
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五
、「
清
滝
や
波
に
ち
り
込こ

む

青
松
葉
」

私
は
、
先
述
の
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
考
」
と
題
し
た
拙
稿
に
お
い
て
、
西
行
に
は
「
大
井
川
」
を
詠
ん
だ
歌
が
二
首
あ
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
波
」

と
「
井
堰
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
た）

38
（

。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
井
川
（
大
堰
川
）
の
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
井
堰
を
く
ぐ
る
波
が
障
壁
を

越
え
て
ゆ
く
「
恋
」
に
譬
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
田
仲
洋
巳
氏
は
「
そ
の
発
想
の
源
と
し
て）

39
（

」
と
述
べ
た
う
え
で
、

年
を
経
て
花
の
鏡
と
な
る
水
は
散
り
か
か
れ
る
を
曇
る
と
い
ふ
ら
む

と
い
う
伊
勢
の
和
歌
（『
古
今
集
』
春
上
・
四
四
）
を
取
り
上
げ
、
草
野
隆
氏
の
「
清
滝
川
の
川
面
を
鏡
に
見
立
て
て
、
木
の
葉
を
、
そ
れ
を
曇
ら
す
も
の
と
捉
え）

40
（

」

と
い
う
説
に
対
し
て
、「
し
か
し
な
が
ら
、
何
物
か
の
影
が
流
水
に
映
る
と
い
う
の
は
、
王
朝
和
歌
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
景
の
設
定
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い

る
。
確
か
に
水
面
を
鏡
に
譬
え
る
こ
と
は
和
歌
の
伝
統
の
う
え
で
も
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
藤
原
定
家
の
子
の
為
家
も
、
端
的
に
「
水
の
鏡
」

と
表
現
し
て
紅
葉
の
影
が
映
る
水
の
面
を
詠
っ
て
い
る）

41
（

。

散
り
か
か
る
色
だ
に
飽
か
じ
も
み
じ
葉
の
影
見
る
方
の
水
の
鏡
は

ま
た
、
十
五
世
紀
に
至
っ
て
、
連
歌
師
の
心
敬
が
「
水
青
し
消
て
い
く
か
の
春
の
雪
」
に
付
し
た
自
注
（『
芝
草
句
内
岩
橋
上
』）
に
、
順
徳
院
の
「
ち
く
ま
川
春
行

く
水
は
す
み
に
け
り
き
え
て
い
く
か
の
峰
の
し
ら
雪
」（『
風
雅
集
』
三
六
）
と
と
も
に
以
下
の
西
行
歌
を
掲
げ
て
い
る）

42
（

。

ふ
り
つ
み
し
た
か
ね
の
み
ゆ
き
と
け
に
け
り
き
よ
滝
川
の
水
の
白
な
み

漢
字
を
用
い
て
書
き
記
せ
ば
、「
降
り
積
み
し
高
嶺
の
深
雪
解
け
に
け
り
清
滝
川
の
水
の
白
波
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
心
敬
は
芭
蕉
が
連
歌
師
の
最
高
峰
と
し
て
繰
り
返
し
称
揚
し
て
い
る
宗
祇
の
師
で
あ
る
。
芭
蕉
が
心
敬
に
対
し
て
も
応
分
の
敬
意
を
払
っ
て
い
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た
こ
と
は
、
す
で
に
数
多
く
の
指
摘
が
あ
る）

43
（

。
た
と
え
ば
、
芭
蕉
が
宗
祇
の
「
世
に
ふ
る
も
更
に
時
雨
の
や
ど
り
か
な
」
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
「
世
に
ふ
る
も
更

に
宗
祇
の
や
ど
り
哉
」
と
詠
ん
で
宗
祇
へ
の
限
り
な
い
敬
慕
を
表
わ
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
宗
祇
が
依
拠
し
た
の
が
心
敬
の
「
雲
は
な
ほ
定
め
あ
る
世

の
時
雨
か
な
」
で
あ
っ
た
。『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
「
心
敬
応
仁
の
こ
ろ
、
世
の
み
だ
れ
侍
り
し
と
き
、
あ
づ
ま
に
く
だ
り
て
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
」、「
お
な
じ
比こ
ろ

、

信
濃
に
く
だ
り
て
時
雨
の
発
句
に
」
と
並
べ
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
で
両
句
の
関
係
は
人
口
に
膾
炙
し
た
。

定
家
は
、『
順
徳
院
百
首
』
で
西
行
の
掲
出
歌
に
対
し
「
西
行
法
師
が
清
滝
川
、
う
る
せ
く
仕
り
候
。
年
来
思
し
給
ひ
候
」
と
し
た
う
え
で
、
順
徳
院
の
「
ち
く
ま
川
」

を
「
春
行
水
は
す
み
に
け
り
消
え
て
い
く
か
の
峰
の
し
ら
雪
、
美
麗
の
姿
、
そ
の
隔
て
に
候
け
る
こ
と
を
誰
も
つ
か
う
ま
つ
ら
ず
候
、
お
も
し
ろ
く
候
」
と
、
西
行
歌

の
上
を
行
く
も
の
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
。

「
う
る
せ
く
」
は
、「
う
る
せ
し
」
の
連
用
形
で
あ
る
。
㈠
頭
の
回
転
が
良
い
、
気
が
利
い
て
い
る
、
利
発
だ
、
賢
い
、
㈡
技
能
な
ど
が
す
ぐ
れ
て
い
る
、
じ
ょ
う
ず

だ
と
い
う
二
様
の
意
味
が
あ
り）
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、
㈠
か
ら
、
㈢
う
る
さ
い
、
煩
わ
し
い
と
い
う
意
味
が
派
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
㈠
に
限
ら
ず
、
㈡
か
ら
の
派
生
と
考
え
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
頭
の
回
転
が
速
く
気
が
利
い
て
い
る
ゆ
え
に
か
え
っ
て
煩
わ
し
く
思
う
、
あ
る
い
は
相
手
の
技
能
が
優
れ
て
い
る
た
め
に
自
分
自
身
と
比
べ
て

煩
わ
し
く
思
う
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
定
家
に
と
っ
て
、
西
行
の
「
ふ
り
つ
み
し
た
か
ね
の
み
ゆ
き
と
け
に
け
り
き
よ
滝
川
の
水
の
白
な
み
」
に
は
技
量
に
優

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
煩
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
要
素
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
㈠
の
用
例
と
し
て
『
大
辞
泉
』
は
「
才ざ
え

か
し
こ
く
、
心
ば
へ
も
う

る
せ
か
り
け
れ
ば
」（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
十
）
を
、
㈡
の
用
例
と
し
て
「
宮
の
御
琴
の
音ね

は
、
い
と
う
る
せ
く
な
り
に
け
り
な
」（『
源
氏
物
語
』
若
紫
上
）
を
挙
げ

て
い
る
が
、
用
例
と
し
て
は
㈡
の
ほ
う
が
、
こ
の
場
合
の
「
煩
わ
し
い
」
に
直
結
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
う
る
せ
し
」
に
は
讃
嘆
と
敬
遠
と
い
う
両
価
的
な
要
素
が
微
妙
に
混
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
感
じ
る
当
の
本
人
に
も
、
ど
ち
ら
な
の
か

見
分
け
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
定
家
が
西
行
歌
を
評
価
し
た
「
う
る
せ
く
仕
り
候
。
年
来
思
し
給
ひ
候
」
と
い
う
評
言
も
、
表
向
き
に
は
「
上
手

に
詠
ん
で
い
る
と
長
年
思
っ
て
き
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
ゆ
え
に
定
家
は
順
徳
院
の
歌
を
推
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
川
の
水
が
澄
み
切
っ
て
「
美
麗

の
姿
」
に
な
る
た
め
に
は
、
山
に
降
り
積
も
っ
た
雪
が
消
え
て
（
地
中
に
浸
み
込
ん
で
）
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
詠
っ
た
の
は
西
行
の
創
見
で

あ
り
、
そ
れ
ま
で
誰
も
詠
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
と
述
べ
た
上
で
、
そ
の
こ
と
が
「
お
も
し
ろ
く
」
の
最
大
の
根
拠
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
伊
藤
伸
江
氏）
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に
よ
れ
ば
、

こ
れ
に
乗
じ
た
の
が
今
川
了
俊
で
あ
り
、『
落
書
露
顕
』
に
よ
れ
ば
西
行
の
歌
に
「
の
り
て
」、「
心
の
今
一
重
出
来
た
る
」
の
が
順
徳
院
の
「
ち
く
ま
川
」
の
歌
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
西
行
の
「
ふ
り
つ
み
し
」
を
最
大
限
に
評
価
す
る
の
が
、
心
敬
と
同
時
代
の
歌
人
で
あ
る
東と
う
の
つ
ね
よ
り

常
縁
の
『
新
古
今
和
歌
集
聞
書
』
で
あ
っ
た
。
常

縁
は
「
清
滝
と
取
出
し
て
結
句
は
水
の
白
波
と
い
へ
る
賢
作
な
り
」
と
し
て
、「
そ
の
故
は
」
と
評
価
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
西
行
歌
「
ふ
り
つ
み
し
た
か
ね
の
み
ゆ
き
と
け
に
け
り
き
よ
滝
川
の
水
の
白
な
み
」
で
あ
る
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
従
来
指
摘
さ
れ
た
こ
と

は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
芭
蕉
の
「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」（
初
案
「
清
滝
や
浪
に
ち
り
な
き
夏
の
月
」）
の
先
蹤
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
か
え
れ

ば
、
芭
蕉
は
西
行
の
二
つ
の
歌
を
意
識
し
つ
つ
、
元
禄
七
年
の
夏
五
月
に「
清
滝
や
浪
に
ち
り
な
き
夏
の
月
」と
詠
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
九
月
二
十
七
日
に「
白

菊
の
目
に
立
て
ゝ
み
る
塵
も
な
し
」
と
詠
ん
だ
こ
と
で
、「
清
滝
や
」
の
「
ち
り
な
き
（
塵
な
し
）」
と
の
あ
い
だ
に
等
類
が
生
じ
、「
清
滝
や
」
を
改
訂
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
「
ち
り
な
き
」
を
「
ち
り
込
」
へ
と
変
更
し
、「
夏
の
月
」
を
「
青
松
葉
」
へ
と
詠
み
変
え
た
と
い
う
の
で
あ
る）
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（

。

以
上
の
よ
う
に
、
西
行
に
は
大
井
川
（
大
堰
川
）
だ
け
で
は
な
く
、
清
滝
川
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
、
そ
れ
は
歌
人
や
連
歌
師
た
ち
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
論
評
の
対
象

と
さ
れ
て
き
た
。
当
該
歌
は
『
山
家
集
』
に
こ
そ
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
芭
蕉
は
目
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。
定
家
・
常
縁
・
心
敬
が

取
り
上
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る）
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（
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な
か
で
も
『
順
徳
院
百
首
』
に
お
け
る
定
家
の
評
語
に
は
、「
ふ
り
つ
み
し
た
か
ね
の

み
ゆ
き
と
け
に
け
り
き
よ
滝
川
の
水
の
白
な
み
」
を
「
西
行
法
師
が
清
滝
川
」
と
呼
ん
で
お
り
、
芭
蕉
は
定
家
│
西
行
の
ラ
イ
ン
か
ら
こ
の
短
歌
を
受
け
取
っ
た
も
の

と
想
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
を
、
こ
の
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
は
十
分
以
上
の
理
由
が
あ
り
、
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
改
め
て
「
清
滝
や
」
を
含
め
た
三
句
を
対
照
し
て
み
た
い
。

あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や

旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉

い
ず
れ
も
初
句
切
れ
の
三
句
で
あ
る
が
、
同
様
に
上
五
（
上
句
・
初
句
）
と
中
七
（
中
句
）・
下
五
（
下
句
・
結
句
）
と
の
あ
い
だ
に
時
制
の
変
化
が
あ
る
。「
あ
す

は
粽
」
は
上
五
が
未
来
、
そ
し
て
と
中
七
・
下
五
で
過
去
（
過
去
を
包
摂
し
た
未
来
）
を
詠
ん
で
い
る
。「
旅
に
病
て
」
は
上
五
が
過
去
、
中
七
と
下
五
は
未
来
を
展

望
し
た
過
去
と
現
在
を
詠
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
「
清
滝
や
」
は
全
体
で
現
在
を
詠
み
な
が
ら
、
中
七
と
下
五
で
未
来
を
展
望
し
て
い
る
。
以
上
見
て
き
た
よ

う
に
、「
旅
に
病
て
」
や
「
清
滝
に
」
を
詠
ん
だ
（
改
訂
し
た
）
最
晩
年
の
芭
蕉
が
「
あ
す
は
粽
」
に
思
い
を
致
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
第
一
に
「
あ

す
は
粽
」
と
い
う
明
確
な
未
来
に
向
け
て
の
展
望
を
こ
の
発
句
が
謳
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
難
波
」
で
生
涯
を
閉
じ

る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
静
か
な
諦
観
が
、
芭
蕉
の
俳
心
の
な
か
に
こ
の
発
句
を
引
き
寄
せ
た
と
い
う
経
緯
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
。
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六
、「
青
松
葉
」
の
意
味

「
浪
に
塵
（
ち
り
）
な
き
（
な
し
）」
は
、
西
行
の
「
目
に
た
て
ゝ
み
る
塵
も
な
し
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
塵
ひ
と
つ
な
い
か
の
よ
う
に
澄
ん
だ
清
滝

川
（
大
井
川
・
大
堰
川
）
の
水
面
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
改
め
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、「
浪
」
と
「
ち
り
な
き
（
塵
な
し
）」
と
は
明
ら

か
に
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
鏡
の
よ
う
に
水
平
か
つ
清
明
で
塵
ひ
と
つ
な
い
」
と
い
う
西
行
の
比
喩
が
「
塵
な
し
」
と
い
う
表
現
の
根
幹
だ
っ
た
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
こ
と
と
「
浪
（
ま
た
は
波
）」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
明
ら
か
に
背
馳
し
て
い
る
。
仮
に
こ
れ
が
「
波
が
な
い
」
と
い
う
表
現
で
あ
れ
ば
、
鏡
の
よ
う
に
凪
い
だ

清
い
川
面
に
夏
の
月
が
映
る
と
い
う
形
で
両
者
は
つ
な
が
る
も
の
の
、
い
か
に
「
塵
な
き
」
浪
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
浪
に
夏
の
月
が
映
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
無
理
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
芭
蕉
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
誰
も
構
想
し
表
現
で
き
な
か
っ
た
「
ひ
と
つ
も
塵
が
な
い
ほ
ど
に
澄
み
切
っ
た
浪
」
と
い
う

表
現
に
挑
ん
だ
可
能
性
が
絶
対
に
な
い
と
は
い
え
な
い）
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。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
後
進
の
誰
か
が
そ
れ
に
気
づ
き
、
そ
の
よ
う
な
趣
向
を
継
承
し
た
表
現
を
試
み
て

い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
清
滝
や
浪
に
ち
り
な
き
夏
の

月
」
と
い
う
の
は
「
清
滝
川
に
映
っ
た
夏
の
月
は
浪
に
よ
っ
て
散
り
散
り
に
な
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
塵
」
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
可
能
性
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
は
支
考
の
記
し
た
「
大
井
川
浪
に
塵
な
し
夏
の
月
」
と
い
う
句
形
は
存
在
し
得
な
い
と
い
う
可
能
性
が
高
い
。

芭
蕉
の
最
晩
年
に
関
し
て
は
、
周
知
の
通
り
支
考
が
記
録
し
た
二
つ
の
日
記
（『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈
日
記
』）
と
、
支
考
か
ら
の
伝
聞
を
中
心
と
し
た
其
角

の
『
枯
尾
華
（
芭
蕉
翁
終
焉
記
）』、
や
は
り
支
考
の
伝
聞
に
自
ら
の
見
聞
を
加
え
た
路
通
の
『
芭
蕉
翁
行
状
記
』
の
他
に
、
去
来
の
『
旅
寝
論
』
や
『
去
来
抄
』
が
知

ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
に
、
多
く
は
直
接
的
な
見
聞
を
欠
い
た
後
代
の
記
録
が
加
わ
っ
て
、
芭
蕉
評
伝
の
時
代
が
訪
れ
る
と
い
う
の
が
大
筋
の
流
れ
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
根
幹
を
な
す
支
考
の
記
録
は
信
じ
る
に
値
し
な
い
と
い
う
評
価
が
芭
蕉
逝
去
の
直
後
か
ら
操
り
返
さ
れ
て
お
り
、
支
考
の
記
録
を
眉
に
唾
つ
け
て

読
む
人
を
漸
増
さ
せ
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
の
根
拠
は
支
考
の
人
間
性
に
問
題
が
あ
る
か
ら
と
い
う
、
と
り
わ
け
芭
蕉
逝
去
以
降
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
物
評

価
が
中
心
で
あ
っ
た
。
実
際
に
支
考
の
記
録
を
精
査
し
た
先
例
は
少
な
い
。
し
か
し
、
支
考
の
記
録
は
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
信
頼
で
き
る
と
い
う
の
が
現
時
点
で
の

私
の
感
触
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

芭
蕉
の
発
句
に
関
し
て
言
え
ば
、
支
考
の
み
が
記
し
た
「
大
井
川
」
で
始
ま
る
改
案
は
、
存
在
し
た
可
能
性
が
低
く
な
い）
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。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
清
滝
や
」
と
い
う

初
句
を
残
す
こ
と
に
支
障
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
芭
蕉
が
「
大
井
川
」
か
ら
再
び
「
清
滝
や
」
に
戻
し
た
理
由
が
探

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
「
清
滝
や
」
の
改
作
に
つ
い
て
、
支
考
が
記
し
た
以
外
の
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
支
考
の
記
録
に
落
ち
度
が
あ
っ
た
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わ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
が
言
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
、
そ
の
理
由
を
ひ
と
つ
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
浪
」
と
「
塵

な
し
」
の
矛
盾
に
芭
蕉
が
心
を
痛
め
て
い
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
芭
蕉
は
「
目
に
立
て
て
見
る
塵
も
な
し
」
と
の
等
類
を
理
由
と
し
て
挙
げ
た
。
し
か
し
そ
れ
が

す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
。

最
晩
年
の
芭
蕉
の
か
た
わ
ら
に
支
考
が
い
な
け
れ
ば
、
後
代
の
者
が
末
期
の
芭
蕉
の
姿
を
知
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
其
角
は
支
考
以
外
の

者
か
ら
事
情
を
聴
き
取
っ
て
終
焉
の
記
録
を
残
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
去
来
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
支
考
が
芭
蕉
の
傍
ら
で
記
録
を
取
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

誰
か
別
の
門
人
が
そ
の
役
割
を
買
っ
て
出
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
支
考
の
レ
ベ
ル
で
記
録
を
残
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
支
考
の
果

た
し
た
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
と
記
録
の
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
真
実
を
伝
え
て
い
る
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
支
考
が
い
な
け
れ
ば
芭

蕉
の
最
晩
年
を
記
し
た
多
く
の
記
録
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
青
松
葉
」
も
、
端
的
に
い
え
ば
「
落
葉
」
で
あ
り
「
散
る
葉
」
で
あ
る
。
春
を
待
ち
、
夏
に
な
っ
て
、
次
の
世
代
の
成
熟
を
待
ち
、
青
い
ま
ま
の
姿
で

散
る
松
葉
。
そ
の
含
意
が
青
々
と
し
た
若
葉
を
思
わ
せ
る
「
青
松
葉
」
と
い
う
表
記
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
か
、
芭
蕉
も
俳
諧
師
と
し
て
の
経
歴
（
現
在
知
ら
れ
る
限

り
の
芭
蕉
句
）
の
範
囲
で
、
わ
ず
か
に
こ
の
一
度
し
か
使
っ
て
い
な
い
。
蕉
門
の
俳
諧
師
た
ち
を
は
じ
め
、
芭
蕉
に
つ
づ
く
俳
諧
師
た
ち
に
も
「
青
松
葉
」
の
用
例
は

極
め
て
少
な
い
。
芭
蕉
句
を
一
日
吟
じ
な
け
れ
ば
口
か
ら
荊
が
生
え
る
と
ま
で
言
い
、
芭
蕉
の
枯
野
を
踏
襲
し
て
「
蕭
条
と
し
て
石
に
日
の
入
る
枯
野
か
な
」
な
ど
と

詠
ん
だ
蕪
村）

50
（

さ
え
、
芭
蕉
最
後
の
こ
の
発
句
を
踏
襲
し
て
「
青
松
葉
」
を
詠
む
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
芭
蕉
の
お
よ
そ
二
十
倍
、
総
計
二
万
句
も
の
発
句
を
残
し
た
一

茶
に
し
て
も
、「
掃は
き
そ
め初

て
い
く
代
に
な
り
ぬ
青
松
葉
」（『
享
和
句
帖
』）
と
い
う
発
句
で
青
松
葉
を
一
回
詠
ん
だ
だ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、「
杠
ゆ
ず
り
は（

楪
）」
と
い
う
植
物
が
あ
る
。
現
在
は
福
島
県
か
ら
沖
縄
県
に
ま
で
広
く
分
布
す
る
と
さ
れ
る
常
緑
広
葉
樹
で
あ
る
が
、
春
に
な
る
と
若
葉
の
生

育
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
冬
の
あ
い
だ
散
ら
ず
に
残
っ
て
い
た
古
い
葉
が
一
斉
に
散
る
と
い
う
特
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
習
性
か
ら
、
前
の
世
代
が

後
の
世
代
に
み
ず
か
ら
の
生
命
や
活
躍
の
場
を
譲
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
、「
ゆ
ず
り
は
」
と
い
う
名
が
つ
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

51
（

。

青
松
葉
も
そ
れ
と
よ
く
似
た
習
性
を
持
ち
、
冬
を
過
ご
す
間
も
散
ら
ず
に
い
た
松
の
葉
が
春
に
な
っ
て
若
い
葉
が
生
い
立
つ
の
を
待
っ
て
い
た
と
で
も
い
う
よ
う
に

青
い
ま
ま
で
散
る
た
め
に
、「
青
松
葉
」
と
い
う
特
別
な
呼
称
を
以
て
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
世
代
に
席
を
譲
る
と
い
う
意
味
と
、
若
く
し
て
（
青
い

ま
ま
で
）
散
る
と
い
う
夭
折
の
意
味
を
、
ふ
た
つ
な
が
ら
に
包
摂
し
た
呼
称
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
青
い
松
葉
に
火
を
つ
け
て
燻
す
と
独
特
の
刺
激
臭
を
も
っ
た

煙
が
濛
々
と
立
ち
の
ぼ
る
た
め
に
、
悪
疫
や
狐
憑
き
な
ど
の
災
厄
を
払
う
た
め
の
呪
具
に
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
魔
除
け
と
し
て
知
ら
れ
る
柊
と
同
じ
よ

う
に
、
松
葉
の
先
端
で
邪
物
を
突
く
と
い
う
魔
除
け
の
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う）

52
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こ
の
よ
う
に
世
代
交
代
の
象
徴
で
あ
る
青
松
葉
が
、
芭
蕉
に
と
っ
て
、
あ
と
に
残
し
て
ゆ
く
門
人
た
ち
の
精
進
へ
の
祈
り
を
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
な
く
て
何
で
あ

ろ
う
か
。
逝
去
の
前
日
か
ら
食
を
絶
ち
、
身
を
清
め
る
と
い
う
備
え
は
当
時
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
誰
も
が
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

其
角
の
『
枯
尾
華
（
芭
蕉
翁
終
焉
記
）』
に
よ
れ
ば
、
汚
れ
を
憚
っ
て
親
し
い
者
た
ち
を
み
ず
か
ら
の
病
臥
す
る
一
部
屋
に
入
ら
せ
な
か
っ
た
と
い
う
芭
蕉
は
、
特
に

こ
の
時
点
に
お
い
て
「
身
を
清
め
る
」
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
（
た
だ
し
、
其
角
が
芭
蕉
の
も
と
に
駆
け
付
け
た
の
は
、
ま
さ
に
絶
食
を
始
め
た
十
月
十
一
日
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
伝
聞
に
よ
る
情
報
で
あ
り
、
入
室
の
禁
止
は
必
ず
し
も
事
実
で
は
な
い
）。
す
な
わ
ち
邪
物
を
払
う
呪
物
と
し
て
の
青
松
葉
を
最
後
に
詠
む
こ

と
で
、
芭
蕉
は
自
ら
の
俳
諧
、
そ
の
俳
業
を
清
め
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
一
句
を
、
た
だ
単
な
る
旧
作
の
改
作
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
大

い
に
疑
問
が
あ
る
。
で
は
支
考
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
芭
蕉
の
真
意
を
記
さ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
九
月
初
旬
に
芭
蕉
の
い
る

伊
賀
上
野
に
馳
せ
参
じ
て
以
来
、
一
か
月
以
上
に
わ
た
っ
て
（
さ
ら
に
は
没
後
も
）
芭
蕉
周
辺
の
動
向
を
記
録
し
続
け
て
き
た
支
考
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
芭
蕉
の
心

意
に
関
し
て
は
推
測
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

芭
蕉
が
、
こ
の
間
の
支
考
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
大
い
に
感
謝
し
つ
つ
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
支
考
に
ど
れ
ほ
ど
の
真
意
を
吐
露
し
て
い
た

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
疑
問
が
持
た
れ
る
。
支
考
が
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈
日
記
』
の
両
日
記
に
記
し
た
こ
と
の
中
に
は
、
憶
測
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
判

断
せ
ざ
る
を
え
な
い
部
分
も
散
見
さ
れ
る
。
其
角
は
『
芭
蕉
翁
終
焉
記
』
に
、
い
わ
ば
動
的
な
芭
蕉
の
姿
を
書
き
残
し
て
い
る
が
、
九
月
二
十
九
日
（
晦
日
）
以
降
の

芭
蕉
は
沈
黙
を
続
け
る
時
間
が
長
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
に
つ
い
て
も
、「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
に
つ
い
て
も
、
そ

の
意
味
で
支
考
の
記
録
に
芭
蕉
の
真
意
が
ど
れ
だ
け
書
か
れ
て
い
る
か
は
心
も
と
な
い）

53
（

。

七
、
お
わ
り
に

「
青
松
葉
」
と
は
、
新
芽
が
出
る
の
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
夏
に
青
い
ま
ま
で
散
る
松
葉
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
季
節
を
無
化
し
、
逆
行
し
た
植
物
の

象
徴
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
「
あ
す
は
粽
難
波
の
枯
葉
夢
な
れ
や
」
と
の
深
い
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
。

五
月
五
日
と
い
う
、
ま
さ
に
夏
の
さ
な
か
に
、
芭
蕉
は
「
難
波
の
枯
葉
」
を
思
っ
て
「
あ
す
は
粽
」
と
い
う
発
句
を
詠
ん
だ
。
そ
の
こ
と
を
「
夢
な
れ
や
」
と
夢
想

に
託
せ
ば
託
す
ほ
ど
、「
枯
葉
」
の
実
在
感
は
際
立
つ
の
で
あ
る
。
ち
ま
き
を
包
む
青
々
と
し
た
葦
の
葉
も
、
秋
に
な
れ
ば
枯
葉
と
な
る）

54
（

。
そ
ん
な
夢
の
よ
う
な
時
空
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の
な
か
に
自
分
は
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
感
慨
を
、
三
十
代
な
か
ば
に
し
て
芭
蕉
は
詠
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
西
行
の
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や

芦
の
枯
葉
に
風
渡
る
な
り
」
と
い
う
時
間
感
覚
を
反
転
さ
せ
て
受
け
止
め
た
句
で
あ
っ
た
。
西
行
は
能
因
の
「
心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の
難
波
あ
た
り
の
春

の
景
色
を
」
を
受
け
取
り
、「
心
あ
る
人
」
の
ひ
と
り
と
し
て
春
を
待
つ
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
若
き
俳
諧
師
で
あ
る
芭
蕉
は
、
そ
の
よ
う
な
季
節
の
受
け
渡
し
を
心

か
ら
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
元
禄
七
年
の
秋
を
よ
う
や
く
越
え
て
冬
に
た
ど
り
着
い
た
芭
蕉
は
、
次
の
春
に
は
も
う
出
会
え
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て

新
芽
で
あ
る
後
進
の
成
長
を
願
っ
て
、
青
々
と
し
た
ま
ま
で
散
っ
て
い
き
た
い
。
そ
う
願
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

短
か
夜
を
駆
け
抜
け
る
よ
う
に
沈
ん
で
ゆ
く
「
夏
の
月
」
で
は
な
く
、
最
後
に
芭
蕉
は
「
青
松
葉
」
を
選
ん
だ
。
自
ら
の
再
生
よ
り
も
、
自
ら
に
か
か
わ
っ
た
人
々

の
将
来
を
願
っ
た
、
そ
れ
は
い
か
に
も
芭
蕉
ら
し
い
選
択
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注（
1
）「
あ
す
は
粽
」
と
い
う
こ
と
で
、
五
月
五
日
を
翌
日
に
控
え
た
四
日
の
詠
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』
に
は
、「
富

士
の
雪
慮
生
が
夢
を
築
か
せ
た
り
」
も
載
る
。
本
稿
で
論
じ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
芭
蕉
の
夢
に
関
し
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

（
2
）
翌
年
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
理
由
で
、
こ
の
年
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
梅
人
の
『
桃
青
伝
』
に
延
宝
六
年
の
芭
蕉
の
歳
旦
帳
を

所
持
し
て
い
る
と
い
う
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
井
本
農
一
氏
は
前
年
に
芭
蕉
が
宗
匠
と
な
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
（『
校
本
芭
蕉
全
集
』
第
九
巻
「
芭
蕉
評
伝
」、
富
士

見
書
房
、
一
九
八
九
年
）。

（
3
）
芭
蕉
の
事
蹟
は
、
主
に
今
栄
蔵
『
芭
蕉
年
譜
大
成
（
新
装
版
）』（
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
〇
五
年
）
に
従
う
。
以
下
同
様
。

（
4
）『
風
俗
文
選
』
は
岩
波
文
庫
版
（
岩
波
書
店
、
一
九
二
八
年
）
に
拠
り
、
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
て
適
宜
表
記
に
改
変
を
施
し
た
。
以
下
同
様
。

（
5
）『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
は
、
大
内
初
夫
編
著
『
奥
細
道
菅
菰
抄
（
勉
誠
社
文
庫
）』（
勉
誠
出
版
、
一
九
八
四
年
）
に
拠
る
。

（
6
）『
筠
庭
雑
録
』
は
、『
日
本
随
筆
大
成
（
新
装
版
）』
第
二
期
七
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
に
拠
る
。

（
7
）
喜
多
村
筠
庭
（
節
信
）
に
つ
い
て
は
、
大
川
茂
雄
・
南
茂
樹
編
『
国
学
者
伝
記
集
成
2
（
復
刻
版
）』（
名
著
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
8
）
宗
因
及
び
季
吟
の
事
蹟
は
、
尾
形
仂
・
島
津
忠
夫
監
修
『
西
山
宗
因
全
集
・
第
五
巻
（
伝
記
・
研
究
篇
）』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
四
│
一
七
年
）、
島
内
景
二
『
北
村
季
吟　

一
九
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こ
の
世
の
ち
の
世
思
ふ
こ
と
な
き
（
日
本
評
伝
選
）』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
９
）
拙
稿
「
芭
蕉
最
晩
年
の
難
波
の
句
」（『
岡
大
国
文
論
稿
』
50
、
二
〇
二
二
年
）。
ま
た
、
拙
稿
「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
考 

│
「
枯
野
」
は
河
内
野
で
は
な
か
っ

た
か
│
」（『
日
本
文
学
』
70
│
4
、
二
〇
二
一
年
）
で
は
、「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
が
従
来
西
行
の
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
葦
の
か
れ
葉
に
風
わ

た
る
な
り
」（『
新
古
今
集
』）
を
典
拠
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
同
じ
西
行
の
「
朽
ち
も
せ
ぬ
其
名
ば
か
り
を
と
ど
め
置
き
て
枯
野
の
薄
形
見
に
ぞ
見
る
」（
同
前
）

と
の
関
わ
り
が
深
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
10
）
拙
稿
「
令
和
三
年
度
解
釈
学
会
全
国
大
会
（
第
五
十
三
回
）
研
究
発
表
報
告
「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
考
│
支
考
と
去
来
の
証
言
を
検
証
す
る
│
」（『
解
釈
』
第

六
十
七
巻
第
九
・
十
号
、
七
二
二
集
、
二
〇
二
二
年
）
を
先
に
執
筆
し
た
た
め
、
本
稿
の
表
題
を
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
再
考
」
と
す
る
。

（
11
）
た
だ
し
、『
諸
注
評
釈　

新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
四
年
）
に
は
そ
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
た
前
例
は
載
ら
な
い
。
大
津
の
義
仲
寺
で
の
埋
葬
を
望
ん
だ

こ
と
も
あ
り
、
実
際
に
葬
儀
や
追
悼
行
事
の
多
く
は
近
江
で
執
り
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
芭
蕉
が
難
波
（
御
堂
筋
花
屋
仁
右
衛
門
方
）
で
没
し
た
こ
と
は
偶
然
の
客
死

で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
強
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
偶
然
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
書
簡
に
よ
れ
ば
芭
蕉
は
早
晩
難
波
を
去
っ
て
伊
勢
や
伊
賀
に
移
動
す
る
こ
と
を
希
望

し
、
さ
ら
に
は
将
来
的
に
肥
前
長
崎
ま
で
の
大
吟
行
を
行
な
う
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
。
難
波
は
た
ま
さ
か
の
中
継
地
で
あ
り
、
芭
蕉
自
身
最
期
の
地
と
は
意
識
し
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
難
波
で
こ
の
世
を
去
る
こ
と
を
覚
悟
し
た
時
、
芭
蕉
は
そ
の
地
に
運
命
を
見
い
だ
し
、
そ
の
意
味
を
刻
も
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が

「
旅
に
病
て
」
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
俳
業
そ
の
も
の
の
意
味
を
刻
み
つ
け
よ
う
と
し
た
の
が
「
清
滝
や
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
12
）
注
（
9
）
の
拙
稿
「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
考
」
参
照
。
な
お
、「
西
行
の
歌
は
謡
曲
『
蘆
刈
』
な
ど
を
通
し
て
呼
び
込
ん
だ
も
の
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
加

藤
楸
邨
『
芭
蕉
全
句
・
上
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
13
）
堀
切 

実
・
田
中
善
信
・
佐
藤
勝
明
編
『
諸
注
評
釈 

新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（「
あ
す
は
粽
ち
ま
き

難
波
の
枯か
れ
ば葉

ゆ
め
な
れ
や
」
の
項
、
稲
葉
有
祐
氏
執
筆
）
を
参
照
。

（
14
）『
芭
蕉
講
座
』
第
四
巻
「
発
句
・
連
句
の
鑑
賞
」（
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
）
は
、「
あ
す
は
粽
」
が
西
行
歌
の
本
歌
で
あ
る
能
因
の
「
心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の

難
波
あ
た
り
の
春
の
景
色
を
」（『
後
拾
遺
集
』）
ま
で
を
「
視
野
に
入
れ
た
作
」
で
あ
る
と
す
る
（「
発
句
の
鑑
賞
」
永
野
仁
氏
執
筆
）
参
照
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
自

ら
が
居
な
い
季
節
を
詠
む
」
趣
向
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
じ
く
『
後
拾
遺
集
』
に
は
和
泉
式
部
の
「
津
の
国
の
こ
や
と
も
人
の
い
ふ
べ
き
に
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
葦
の

八
重
葺
」
が
載
り
、「
津
の
国
の
難
波
の
わ
た
り
に
家
居
し
て
住
む
人
あ
り
け
り
」
と
始
ま
る
『
大
和
物
語
』
第
百
四
十
八
段
を
意
識
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
注
（
12
）

の
謡
曲
『
蘆
刈
』
の
原
拠
と
な
っ
た
一
段
で
あ
る
。
な
お
、
能
因
に
つ
い
て
は
、
主
に
高
重
久
美
著
・
和
歌
文
学
会
監
修
『
能
因
（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
）』（
笠
間
書
院
、

二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。
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（
15
）
延
宝
二
年
の
季
吟
か
ら
の
『
埋
木
』
伝
授
に
よ
っ
て
、
立
机
は
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
〜
四
年
後
に
至
っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
⑴
実
力
、

⑵
門
人
、
⑶
資
金
と
い
う
三
つ
の
要
素
で
あ
る
。
⑴
は
、
連
歌
俳
諧
の
秘
伝
書
の
伝
授
が
行
わ
れ
た
の
だ
か
ら
季
吟
は
芭
蕉
の
力
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
頃
詠
ま
れ

た
芭
蕉
の
発
句
は
未
だ
談
林
風
の
漢
詩
文
調
や
極
端
な
破
調
が
目
立
つ
以
前
の
も
の
で
、
当
世
の
水
準
と
し
て
問
題
は
な
い
。
延
宝
三
年
の
宗
因
歓
迎
の
百
韻
に
名
を
連
ね
た

こ
と
が
、
何
よ
り
も
俳
壇
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
⑵
の
門
人
も
、
す
で
に
身
近
に
素
堂
が
お
り
、
延
宝
三
年
に
は
嵐
蘭
・
杉
風
・
螺
舎
（
の
ち
の
其
角
）
が
入

門
す
る
な
ど
多
彩
な
才
能
を
抱
え
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
や
は
り
問
題
は
⑶
の
資
金
で
あ
ろ
う
か
。
立
机
の
当
時
か
ら
約
四
年
間
、
芭
蕉
が
水
道
（
小

石
川
上
水
）
の
普
請
ま
た
は
浚
渫
工
事
に
お
そ
ら
く
現
場
監
督
と
し
て
携
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
延
宝
二
年
、
四
年
と
帰
郷
を
重
ね
た
の
も
、
金
策
が
主
要
な
目

的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

（
16
）
芭
蕉
最
晩
年
の
記
録
と
し
て
は
、
最
期
の
一
か
月
余
り
芭
蕉
に
伺
候
し
た
支
考
の
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』
や
『
笈
日
記
』、
逝
去
五
日
前
の
十
月
七
日
に
参
上
し
た
去
来

の
『
旅
寝
論
』
や
『
去
来
抄
』、
逝
去
前
日
に
駆
け
付
け
支
考
へ
の
聞
き
書
き
を
基
に
執
筆
し
た
其
角
の
『
枯
尾
華
（
芭
蕉
翁
終
焉
記
）』
の
ほ
か
、
最
晩
年
の
芭
蕉
か
ら
破
門

を
解
か
れ
た
と
伝
わ
る
路
通
の
『
芭
蕉
翁
行
状
記
』
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
一
長
一
短
が
あ
っ
て
使
用
に
は
注
意
を
要
す
る
。
赤
羽 

学
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
（
岡

山
大
学
国
文
学
資
料
叢
書 

八
）』（
福
武
書
店
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

（
17
）
注
（
10
）
の
拙
稿
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
考
」
参
照
。
支
考
の
両
日
記
は
「
清
滝
や
」
の
改
訂
の
記
事
に
、
十
月
八
日
に
詠
ん
だ
「
旅
に
病
て
」
と
の
関
わ
り

を
記
す
こ
と
は
な
い
。

（
18
）
注
（
10
）
の
拙
稿
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
考
」
参
照
。

（
19
）
そ
う
で
あ
れ
ば
「
枯
野
」
は
「
難
波
の
枯
葉
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
芭
蕉
が
「
旅
に
病
て
」
の
句
に
詠
ん
だ
「
夢
」
は
、
旅
の
人
生
の
総
括
的
な
夢
で
あ
っ

て
具
体
的
な
典
拠
は
な
い
と
い
う
考
え
方
よ
り
、
こ
の
考
え
方
は
根
拠
が
明
確
で
あ
る
。「
旅
に
病
て
」
が
辞
世
句
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
あ
す
は
粽
」
と
関
わ
る
可
能
性

は
よ
り
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
注
（
1
）
に
触
れ
た
「
芭
蕉
の
夢
の
句
」
で
改
め
て
考
察
し
た
い
。

（
20
）
注
（
9
）
の
拙
稿
「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
考
」
に
述
べ
た
。
私
も
「
旅
に
病
て
」
を
芭
蕉
の
辞
世
句
と
考
え
る
説
を
採
ら
な
い
。

（
21
）『
芭
蕉
全
発
句
』
上
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
四
年
）
で
山
本
健
吉
氏
が
「
西
行
の
歌
は
、
冬
の
枯
蘆
原
を
眼
の
前
に
し
て
、
難
波
の
春
を
回
想
」
す
る
の
に
対
し
て
、「
あ

す
は
粽
」
は
「
夏
の
青
蘆
原
を
眼
前
に
し
て
、
か
つ
て
の
「
蘆
の
枯
葉
」
の
冬
景
色
」
を
思
い
遣
る
も
の
と
す
る
。『
芭
蕉
全
句
集
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）』（
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）
の
「
古
歌
の
表
現
を
使
い
な
が
ら
一
転
し
た
句
境
を
示
」
す
と
い
う
解
も
あ
り
、
芭
蕉
は
西
行
歌
の
も
つ
異
な
る
季
節
を
想
起
す
る
と
い
う
機
能
を
俳
諧
に
持

ち
込
ん
だ
も
の
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
が
居
な
い
季
節
・
居
な
い
場
所
の
こ
と
を
想
起
し
て
歌
・
句
を
詠
む
こ
と
が
「
夢
」
な
の
で
あ
る
。

二
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（
22
）
注
（
9
）
の
拙
稿
「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
巡
る
」
考
」
を
成
稿
す
る
過
程
で
、
最
晩
年
の
芭
蕉
が
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
以
上
に
、
い
か
に
強
く
詩
歌
の
先
達
、

と
り
わ
け
西
行
を
意
識
し
て
い
る
か
を
実
感
し
た
。「
旅
に
病
て
」
が
「
あ
す
は
粽
」
を
介
し
て
西
行
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
「
季

節
の
移
り
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
以
下
、
前
稿
と
記
述
の
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

（
23
）「
ア
シ
」
に
は
「
蘆
」「
葦
」「
芦
」「
葭
」
と
さ
ま
ざ
ま
な
字
体
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
間
的
な
略
字
（
書
体
）
す
ら
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
引
用
等
根
拠
の
あ
る
場
合
を

除
き
表
記
を
「
葦
」
に
統
一
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

（
24
）
た
だ
し
、
す
で
に
『
松
尾
芭
蕉
集
①
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、「
悪
し
」
に
つ
な
が
る
「
葦
」
を
、
あ
え

て
詠
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

（
25
）
ち
な
み
に
、
中
略
部
分
に
は
「
東
（
あ
づ
ま
）
の
方
で
は
、
よ
し
と
も
い
う
」
と
い
う
記
述
が
入
る
。
ま
さ
に
、
葦
は
西
と
東
を
結
び
つ
つ
区
分
す
る
「
名
」
を
持
っ
た
植

物
で
あ
っ
た
。
関
西
で
は
、「
ア
シ
」
は
「
足
（
お
金
）」
と
通
ず
る
た
め
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
の
一
説
も
あ
る
。

（
26
）
注
（
11
）
の
『
諸
注
評
釈 

新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（「
月
見
せ
よ
玉
江
の
芦
を
刈
ぬ
先
」
の
項
、
深
沢
眞
二
氏
執
筆
）
参
照
。

（
27
）『
詩
集
大
阪
』（
赤
塚
書
房
、
一
九
三
九
年
）
所
収
「
葦
の
地
方
」
に
「
末
枯
れ
は
じ
め
た
大
葦
原
の
上
に
／
高
圧
線
の
弧
が
大
き
く
た
る
ん
で
ゐ
る
。」
と
い
う
著
名
な
一

節
が
あ
る
。

（
28
）
笠
金
村
で
す
ら
「
葦
垣
の
古
り
に
し
郷
」
と
詠
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
『
万
葉
集
』
を
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
歌
枕
で
あ
っ
た
。
な
お
、
芭
蕉
遺
語
に
「
正
風
俳
諧
は
万
葉
集
の

心
な
り
。
さ
れ
ば
貴
と
な
く
賤
と
な
く
味
う
べ
き
道
な
り
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
出
典
は
明
ら
か
で
は
な
い
。『
俳
諧
大
辞
典
』（
明
治
書
院
）
は
『
一
葉
集
』
が
「
右
の
條
々

祖
翁
口
訣
と
云
」
と
し
て
「
誹
諧
は
万
葉
集
の
心
也
。
さ
れ
ば
貴
と
な
く
賤
と
な
く
味
ふ
べ
き
道
也
」
を
収
録
し
て
以
来
の
伝
承
と
す
る
。「
正
風
俳
諧
」
と
し
た
の
が
誰
で

あ
る
か
は
知
ら
な
い
が
、
こ
れ
が
流
布
し
た
の
は
、
芥
川
龍
之
介
が「
芭
蕉
雑
記
」（『
新
潮
』一
九
二
三
年
一
一
月
〜
二
四
年
七
月
連
載
）に「
芭
蕉
は
子
弟
を
訓
へ
る
の
に『
俳

諧
は
万
葉
集
の
心
な
り
』
と
云
つ
た
」
と
記
し
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
29
）
高
精
度
計
算
サ
イ
ト
（casio.jp

）「
Ｋ
Ｅ
！
Ｓ
Ａ
Ｎ
」
に
よ
る
。https://keisan.casio.jp/

（
30
）
現
在
の
東
京
の
十
一
月
の
平
均
気
温
一
五
・
五
度
に
対
し
て
江
戸
は
一
一
・
八
度
。
江
戸
時
代
後
期
の
数
値
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
現
在
の
三
月
の
平
均
気
温
に
相
当
す
る
。
気

象
庁
Ｈ
Ｐ
な
ど
参
照
。

（
31
）「
難
波
の
葦
」
は
、『
小
倉
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
た
伊
勢
の
「
難
波
潟
短
き
葦
の
節
の
間
も
逢
は
で
こ
の
世
を
す
ぐ
し
て
よ
と
や
」（『
新
古
今
集
』）
に
よ
っ
て
人
口
に

膾
炙
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
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（
32
）
芭
蕉
が
難
波
を
詠
ん
だ
発
句
は
暗
峠
を
越
え
る
九
月
九
日
の
「
菊
に
出
て
な
ら
と
難
波
は
宵
月
夜
」（
元
禄
七
年
九
月
二
十
三
日
付
、
猿
雖
・
土
芳
宛
書
簡
に
初
出
）
と
前

年
（
元
禄
六
年
）
冬
に
洒
堂
に
宛
て
て
贈
ら
れ
た
「
難
波
津
や
田
螺
の
蓋
も
冬
ご
も
り
」
の
二
句
が
あ
る
。
両
句
の
検
討
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
33
）『
万
葉
集
』
に
は
笠
金
村
の
長
歌
が
八
首
収
め
ら
れ
る
が
、「
笠
金
村
の
歌
は
天
皇
の
行
幸
従
駕
時
の
儀
礼
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
天
皇
や
朝
廷
そ
の
も
の
の
権
威
は
あ
ま
り
前

面
に
出
さ
ず
に
土
地
の
美
し
さ
や
豊
か
さ
を
表
現
し
た
土
地
讃
め
に
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
万
葉
集
入
門
」（
解
説
：
黒
路
よ
し
ひ

ろ
）http://m

anyou.plabot.m
ichikusa.jp/m

anyousyu 6_ 920.htm
l

（
34
）
拙
稿
「「
く
ら
が
り
越
え
」
の
旅
│
芭
蕉
は
ど
の
よ
う
に
旅
に
生
き
た
か
│
」（『
大
阪
商
業
大
学
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
産
業
研
究
所
紀
要
』
24
、
二
〇
二
二
年
）。

（
35
）
赤
羽 

学
『
芭
蕉
俳
諧
の
精
神
拾
遺
』（
清
水
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
）
第
一
章
第
五
節
「
芭
蕉
の
木
曽
義
仲
へ
の
共
感
」
な
ど
参
照
。

（
36
）
拙
稿
「『
笈
の
小
文
』
と
『
平
家
物
語
』
│
「
須
磨
の
あ
ま
の
矢
先
に
鳴
か
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
考
│
」（『
岡
大
国
文
論
稿
』
24
、
一
九
九
六
年
）
を
同
様
の
視
点
か
ら
論
じ
た
。

（
37
）
支
考
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
は
改
訂
の
理
由
と
し
て
九
月
二
十
七
日
に
園
女
亭
で
詠
ん
だ
「
し
ら
菊
の
目
に
た
て
ゝ
み
る
塵
も
な
し
」
と
い
う
発
句
を
挙
げ
、
等
類
を
避

け
る
た
め
の
改
訂
と
い
う
理
由
を
述
べ
て
い
る
（『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈
日
記
』）。

（
38
）
注
（
34
）
の
拙
稿
参
照
。

（
39
）
田
中
洋
巳
「
藤
原
定
家
の
「
藤
河
百
首
」
に
つ
い
て
」（『
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
』
58
、
二
〇
一
二
年
）。

（
40
）
草
野 

隆
「
藤
原
定
家
『
藤
川
百
首
』
考
」（『
星
美
学
園
短
期
大
学
研
究
論
叢
』
38
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
41
）『
藤
河
百
首
』
二
二
七
、
注
（
39
）
の
田
仲
氏
論
文
一
二
九
頁
参
照
。

（
42
）『
新
古
今
集
』
二
七
・
春
歌
と
て
。
伊
藤
伸
江
「
心
敬
の
句
表
現
│
「
青
し
」
の
系
譜
か
ら
│
」（『
日
本
文
学
』
66
│
7
、二
〇
一
七
年
）
三
九
頁
参
照
。

（
43
）
九
鬼 

清
「
心
敬
と
芭
蕉
│
そ
の
芸
術
理
念
を
中
心
と
し
て
」（『
和
歌
山
大
学
学
芸
学
部
学
芸
研
究
』
1
、一
九
五
〇
年
）、
岡
本
彦
一
「
心
敬
と
芭
蕉
」（『
論
究
日
本
文
学
』
1
、

一
九
五
四
年
）
な
ど
。

（
44
）「
う
る
せ
し
」
の
語
釈
は
各
種
国
語
辞
典
、
主
に
『
大
辞
泉
』
を
参
照
し
た
。

（
45
）
注
（
42
）
の
伊
藤
氏
論
文
参
照
。

（
46
）
注
（
10
）
の
拙
稿
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
考
」
参
照
。

（
47
）
注
（
42
）
三
九
│
四
〇
頁
参
照
。

（
48
）「
塵
な
し
（
き
）」
の
対
象
が
月
の
面お
も
てで

あ
る
と
説
く
向
き
も
あ
る
が
、
前
節
に
述
べ
た
先
行
歌
と
の
関
わ
り
か
ら
も
、
そ
の
対
象
は
水
面
（
川
面
）
で
あ
ろ
う
。二

三
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（
49
）
注
（
10
）
の
拙
稿
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
考
」
参
照
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
先
行
す
る
定
家
・
西
行
・
長
嘯
子
ら
の
詩
歌
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

（
50
）
芭
蕉
と
異
な
り
、
蕪
村
は
他
に
も
「
石
に
詩
を
題
し
て
過
る
枯
野
哉
」「
馬
の
尾
に
い
ば
ら
の
か
ゝ
る
枯
野
哉
」「
暮
ま
だ
き
星
の
輝
く
枯
野
か
な
」「
子
を
捨
る
薮
さ
へ
な

く
て
枯
野
か
な
」「
大
と
こ
の
糞
ひ
り
お
は
す
枯
野
か
な
」「
真
直
に
道
あ
ら
は
れ
て
枯
野
か
な
」「
三
日
月
も
罠
に
か
ゝ
り
て
枯
野
か
な
」「
む
さ
ゝ
び
の
小
鳥
食
み
居
る
枯
野
哉
」

な
ど
多
く
の
枯
野
の
発
句
を
詠
ん
で
い
る
。
芭
蕉
へ
の
敬
慕
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

（
51
）
岡
山
県
の
西
北
の
隅
に
位
置
す
る
新
見
市
に
は
杠
城
と
呼
ば
れ
る
山
城
が
あ
り
、
こ
の
地
域
で
は
「
ゆ
ず
り
は
」
の
祝
意
を
受
け
継
い
で
、
衣
食
住
の
随
所
に
こ
の
名
を
伝

え
て
き
た
。
新
見
市
報
道
委
員
会
『
ふ
る
さ
と
探
訪
』（
岡
山
県
新
見
市
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
参
照
。

（
52
）
粽
に
用
い
る
笹
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
植
物
で
あ
る
。
柏
の
葉
に
も
杠
や
松
と
同
じ
く
新
芽
の
生
育
後
に
枯
れ
る
習
性
が
あ
る
が
、
子
孫
繁
栄
を
願
っ
て
柏
の
葉
を
用
い

た
柏
餅
の
起
源
は
徳
川
九
代
・
十
代
の
家
治
・
家
斉
の
頃
（
十
八
世
紀
）
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
芭
蕉
の
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
53
）
多
く
の
先
人
が
芭
蕉
の
真
意
の
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
斟
酌
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
が
、
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
推
測
の
域
を
出
な
い
。
そ
れ
は
十
月
に
入
っ
て

か
ら
の
去
来
を
は
じ
め
と
す
る
古
参
の
門
人
た
ち
へ
の
態
度
と
の
比
較
か
ら
伝
わ
っ
て
来
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

（
54
）
表
日
本
で
は
笹
の
生
育
が
見
ら
れ
ず
、
粽
に
は
茅
や
葦
が
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
服
部
保
・
南
山
典
子
・
澤
田
佳
宏
・
黒
田
有
寿
茂
「
か
し
わ
も
ち
と
ち
ま
き
を
包

む
植
物
に
関
す
る
植
生
学
的
研
究
」『
人
と
自
然
』
17
、
二
〇
〇
七
年
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
あ
す
は
粽
」
に
詠
わ
れ
た
「
粽
」
は
葦
の
葉
で
包
ま
れ
て
お
り
、「
難
波
の
枯
葉
」

に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
。
植
生
学
的
な
葦
の
分
布
や
そ
の
利
用
実
態
に
関
し
て
は
未
だ
知
識
が
伴
わ
な
い
た
め
、
以
上
を
記
し
て
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

二
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