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は
じ
め
に

蕪
村
・
太
祇
の
色
紙
一
双

ｌ
み
ち
の
く
か
ら
の
来
客
Ｉ

れ
は
、
蕪
村
と
太
祇
が
自
句
を
書
き
つ
け
た
色
紙
だ
っ
た
。
色
紙
は
一
軸

ず
つ
対
幅
に
軸
装
さ
れ
て
い
た
。
あ
り
が
た
く
お
受
け
し
て
、
角
屋
所
蔵

の
蕪
村
絵
画
作
品
な
ど
と
と
も
に
、
初
公
開
と
い
う
触
れ
込
み
で
会
場
に

彩
り
を
そ
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
太
祇
の
作
は
さ
て
お
い
て
、
蕪
村
の
句

は
名
句
と
し
て
周
知
の
作
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
筆
で
見
ら
れ
る
と
い
う
の

、
、
、

だ
。
し
か
も
蕪
村
に
し
て
は
若
書
き
の
筆
跡
と
い
う
珍
し
さ
も
加
わ
っ
て
、

出
座
し
た
俳
人
方
の
興
味
を
か
き
立
て
た
よ
う
だ
っ
た
。

そ
の
と
き
句
会
報
道
の
た
め
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
カ
メ
ラ
取
材
も
あ
っ
た
の

だ
が
、
取
材
し
た
松
永
道
隆
記
者
が
こ
の
色
紙
に
こ
と
さ
ら
関
心
を
し
め

し
、
こ
れ
だ
け
別
に
取
材
し
た
い
と
い
う
申
し
出
を
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

所
蔵
者
に
許
可
を
得
た
う
え
で
、
時
日
を
改
め
て
取
材
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
後
日
、
や
は
り
角
屋
の
座
敷
を
お
借
り
し
て
取
材
に
応
じ
た
。

取
材
を
終
え
て
、
記
者
か
ら
断
り
の
発
言
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ど
う
い
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二
○
一
二
年
三
月
二
十
二
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
方

か
ら
、
思
い
が
け
な
い
メ
ー
ル
の
連
絡
を
も
ら
っ
た
。
宮
城
県
加
美
町
在

住
の
両
国
潔
俊
と
い
う
方
だ
っ
た
。
メ
ー
ル
の
文
面
は
、
十
九
日
昼
の
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
で
報
道
さ
れ
た
の
は
、
地
元
の
山
の
こ
と
で
は
な
い
か
、

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
「
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
」
と
の
願
い
を
こ
め
て
連
絡

し
た
と
も
書
か
れ
て
い
た
。

こ
と
の
発
端
は
、
前
年
十
一
一
月
二
十
三
日
に
京
都
島
原
の
角
屋
で
催
さ

れ
た
、
第
七
回
蕪
村
忌
大
句
会
で
の
こ
と
で
あ
る
。
六
回
ま
で
の
句
会
で

は
、
角
屋
所
蔵
の
蕪
村
や
太
祇
の
書
画
、
ま
た
そ
の
関
連
の
作
品
を
会
場

に
展
観
し
て
も
ら
っ
て
き
た
。
そ
の
年
は
あ
る
所
蔵
家
か
ら
、
未
紹
介
の

蕪
村
作
品
を
提
供
し
て
も
よ
い
と
い
う
、
好
意
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
そ



間
、
情
報
の
信
懸
性
を
直
感
し
た
。

、

、

恥
ず
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
は
「
薬
莱
」
の
文
字
を
、
「
蓬
莱
」
と
あ

る
べ
き
文
字
の
単
純
な
誤
記
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
蕪
村

が
揮
奄
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
相
手
の
こ
と
を
慮
っ
て
、
富
士
と
い
う
霊

、

山
の
美
称
と
し
て
「
蓬
莱
山
」
と
書
く
と
こ
ろ
を
「
薬
」
と
誤
っ
た
だ
け

だ
と
、
軽
く
す
ま
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
両
国
氏
の
教
示
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
本
作
の
重
要
性
を
自
覚
し
、
本
格
的
に
調
査
を
す
る
必
要
を
痛
感

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
後
日
、
松
永
氏
と
も
ど
も
加
美
町
を
訪
問
し
て
、
両
国
氏
を
は

じ
め
現
地
の
方
々
か
ら
種
々
の
教
え
を
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、

現
地
調
査
で
は
把
握
で
き
な
か
っ
た
文
献
を
求
め
て
、
東
北
大
学
を
訪
ね
、

貴
重
な
資
料
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
現
時
点
で
判
明
し
た

事
柄
の
報
告
と
俳
文
学
上
の
意
義
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

本
論
に
は
い
る
に
あ
た
っ
て
、
翻
字
と
と
も
に
、
ふ
た
つ
の
色
紙
の
概

要
を
示
し
て
お
く
。
先
後
関
係
は
不
明
な
の
で
、
便
宜
的
に
蕪
村
の
色
紙

を
先
に
掲
げ
る
（
句
読
点
・
濁
点
は
適
宜
施
す
）
。

み
ち
の
く
色
紙

5０

う
と
き
に
、
ま
た
ど
ん
な
番
組
の
な
か
で
報
道
さ
れ
る
か
は
確
約
で
き
な

い
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
か
っ
て
、
い
い
か
た
ち
で
報
道
し
た
い
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
お
よ
そ
一
ケ
月
後
の
三
月
十
九
日
、
昼
の
ニ
ュ
ー

ス
番
組
の
な
か
で
の
報
道
と
な
っ
た
。

そ
れ
が
た
ま
た
ま
、
両
国
氏
の
目
に
と
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
初
は

近
畿
版
の
報
道
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
の
都
合
で
全
国
版

の
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
、
遠
隔
地
の
ひ
と
の
注
意
を
引
い
た
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
か
り
に
地
方
ニ
ュ
ー
ス
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
後
の

展
開
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ニ
ュ
ー
ス
の
な
か
で
は
、
太
祇
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
ず
、
蕪
村
の
色

紙
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
映
像
の
な
か
に
、
「
薬
莱
山
」
と
い
う

文
字
が
明
瞭
に
映
し
出
さ
れ
た
の
を
目
に
し
て
、
両
国
氏
は
わ
が
町
の
名

山
薬
莱
山
に
ち
が
い
な
い
と
判
断
し
、
し
か
る
べ
き
準
備
を
整
え
た
う
え

で
連
絡
し
て
こ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
も
、
「
う
ち
の
山
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
」
と
い
う
単
純
な
問
い
合
わ
せ
で
は
な
く
、
山
容
の
く
っ
き
り
し
た

写
真
を
貼
り
付
け
た
メ
ー
ル
を
送
っ
て
こ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
目
に
し
た
瞬
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〔
蕪
村
色
紙
〕
肥
・
５
×
〃
・
２
ｍ

富
士
の
句
を
得
て
し
折
か
ら
、

み
ち
の
く
に
な
る
人
の
訪
ひ
来
ま
し
て
、

薬
莱
山
の
句
を
乞
れ
に
け
る
。

か
の
薬
莱
山
は
士
峰
の
か
た
ち
に

似
た
り
と
あ
れ
ば
、
や
が
て
右
の
を

か
い
つ
け
て
お
く
り
侍
り
ぬ
。

不
二
ひ
と
つ
埋
み
の
こ
し
て
若
葉
か
な

平
安
夜
半
事
蕪
村

〔
太
祇
色
紙
〕
肥
・
５
×
巧
・
２
ｍ

ろ
ず
い
Ｌ

ミ
ち
の
く
の
呂
誰
子
に

と
絵
が
ん
造
う

訊
れ
、
雁
翁
の
う
は
さ

な
つ
か
し
く
き
秘

し
め
け
れ
ば
、
し
き
り
に

ゆ
か
し
さ
ま
さ
り
ぬ
。

蝿
見
て
も
旅
を
し
ぞ

お
も
ふ
け
ふ
は
又

太
祇

〃
い
つ
〃
一
、
童
奉
り
僧
勿

う
の
そ
め
抵
苛
斗
山
背
這
士
小
峰
寺
の
１
デ
池
誇
ト

岬
ｉ
と
う
川
港
や
＆
し
造
・
の
り
渦

壷
と
つ
り
を
危
帰
Ｋ
～
市
ら
苑

ク
ワ
？
ド
ー
パ
可
一
驚
吸
柔
才
で

斌
購
華
雛
山
の
勺
瞥
ｆ
眠
い
Ⅷ
。

Ｌ

難
易
全
但
年
官
街
蝋
補

》〉上

今1審
ユリ

乃
冶
、



る
関
連
性
や
一
貫
性
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
本
稿
の
め

ざ
す
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
論
じ
る
内
容
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
。

つ
ぎ
に
両
者
の
発
句
に
目
を
転
じ
て
み
る
。
蕪
村
の
句
は
、
か
ね
て
名

句
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
作
で
あ
る
。
晩
年
の
「
自
筆
句
帳
」
に
み
ず

か
ら
撰
び
入
れ
、
む
ろ
ん
「
蕪
村
句
集
」
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
生
前

か
ら
蕪
村
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
、
本
句
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が

あ
っ
た
。
明
和
七
年
五
月
十
三
日
付
の
江
戸
の
楼
川
に
宛
て
た
書
簡
中
に
、

「
四
季
」
と
題
し
て
自
作
九
句
を
列
記
す
る
な
か
に
も
報
じ
て
い
る
。
近
況

報
告
の
よ
う
だ
が
、
自
信
作
を
知
ら
せ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

富
士
山
を
描
い
た
自
画
賛
の
な
か
で
も
、
一
世
代
前
の
詩
僧
万
庵
原
資
の

詩
句
「
青
天
八
果
玉
芙
蓉
」
（
「
江
陵
集
」
巻
二
所
収
）
と
並
べ
て
、
本
句

を
書
き
つ
け
て
い
る
。

そ
も
そ
も
本
句
は
、
明
和
六
年
四
月
十
日
、
召
波
亭
で
催
さ
れ
た
「
夏

よ
り
」
の
句
会
の
た
め
に
詠
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
（
尾
形
仇
「
蕪
村
自
筆

句
帳
」
）
。
兼
題
は
「
更
衣
・
若
葉
・
閑
古
鳥
」
の
三
題
、
「
若
葉
」
の
題
で

句
稿
に
記
録
さ
れ
た
の
は
別
の
句
だ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
む
し
ろ

広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
楼
川
に
宛
て
た
手
紙
に
採
録
し
た
の
は
、
ま
だ
近

作
報
告
の
範
囲
と
い
え
る
が
、
遠
来
の
客
に
も
こ
れ
を
再
利
用
し
た
こ
と

に
な
る
。
同
一
句
を
何
度
も
、
い
わ
ば
使
い
回
し
す
る
と
い
う
行
為
を
ど

う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

5２

ま
ず
筆
跡
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。
蕪
村
の
色
紙
は
、
安
永

中
期
か
ら
晩
年
に
い
た
る
典
型
的
な
蕪
村
調
筆
致
で
は
な
く
、
明
和
末
期

こ
ろ
に
よ
く
見
ら
れ
る
特
徴
を
み
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
明
和
七
年
に

書
か
れ
た
「
貞
徳
終
駕
記
」
の
識
語
の
筆
跡
と
酷
似
し
た
筆
致
と
な
っ
て

い
る
。
文
字
を
ほ
と
ん
ど
続
け
な
い
で
、
一
字
ご
と
分
ち
書
き
の
よ
う
で

あ
る
の
も
共
通
す
る
。
太
祇
の
ほ
う
は
、
自
筆
の
現
存
が
限
ら
れ
て
い
る

な
か
、
や
は
り
「
貞
徳
終
駕
記
」
の
識
語
や
、
角
屋
保
存
会
に
伝
わ
る
筆

跡
と
の
間
に
共
通
性
を
見
出
す
の
は
た
や
す
い
。
両
者
と
も
、
真
筆
を
否

定
す
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。

揮
奄
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
双
方
の
記
事
を
勘
案
す
る
と
お
よ
そ

し
ぼ
ら
れ
て
く
る
。
ま
ず
蕪
村
が
夜
半
亭
を
名
乗
る
の
は
明
和
七
年
三
月
、

ま
た
太
祇
が
没
す
る
の
は
翌
明
和
八
年
八
月
九
日
で
あ
る
。
両
句
の
季
語

は
夏
、
と
な
る
と
明
和
七
年
か
八
年
の
夏
を
お
い
て
他
に
は
想
定
し
が
た

い
。
先
述
し
た
蕪
村
の
筆
跡
と
の
整
合
性
も
妥
当
と
い
え
る
。

念
を
入
れ
て
検
討
す
べ
き
は
、
こ
の
二
色
紙
が
一
連
の
も
の
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
色
紙
の
紙
質
は
ま
っ
た
く
同
一
、
サ
イ
ズ
に
つ
い

て
は
、
横
幅
が
二
セ
ン
チ
ほ
ど
の
差
異
を
み
せ
て
い
る
が
、
縦
は
双
方
と

も
十
八
・
五
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
所
蔵
者
に
よ
る
と
、
入
手
時

か
ら
両
色
紙
は
い
っ
し
ょ
に
あ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
も
ひ
と
つ
の

状
況
証
拠
に
は
な
る
。
そ
の
う
え
で
何
よ
り
肝
要
な
の
は
、
内
容
に
お
け



う
の
で
事
足
れ
り
と
す
る
の
は
、
早
計
に
過
ぎ
る
。

本
句
の
背
景
に
、
在
原
業
平
の
「
か
ら
ご
ろ
も
き
つ
つ
な
れ
に
し
っ
ま

し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
」
の
歌
が
あ
る
こ
と
は
、
た

だ
ち
に
了
解
さ
れ
る
。
本
歌
取
り
と
い
っ
て
よ
い
。
出
典
は
、
伊
勢
物
語

と
し
て
も
、
古
今
和
歌
集
と
し
て
も
違
い
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も

「
東
下
り
」
の
旅
の
歌
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
京
か
ら
東
国
へ

向
か
う
旅
で
あ
る
。

江
戸
出
身
と
さ
れ
る
太
祇
に
と
っ
て
、
和
歌
の
主
人
公
が
向
か
っ
た
武

蔵
あ
る
い
は
江
戸
は
、
わ
が
故
郷
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
つ
か
し
い
仲
間

や
知
友
の
く
ら
す
町
で
も
あ
る
。
目
の
前
を
飛
び
交
う
蝿
の
姿
を
目
に
し

た
だ
け
で
、
旅
の
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
と
い
う
句
ぶ
り
を
、
「
東
下

り
」
の
本
歌
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
作
者
の
心
が
ど
こ
を
向
い
て
い
る
か

が
明
白
と
な
る
。
本
歌
は
句
づ
く
り
の
便
宜
的
な
技
法
に
と
ど
ま
る
の
で

は
な
く
、
作
者
の
や
み
が
た
い
望
郷
の
念
を
託
し
た
も
の
と
し
て
想
起
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。
江
戸
は
そ
れ
ほ
ど
の
重
み
を
も
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

京
都
に
移
住
し
、
島
原
に
不
夜
庵
を
か
ま
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
表
面
上

は
江
戸
へ
の
思
い
を
き
っ
ぱ
り
断
ち
切
っ
た
か
に
み
え
る
太
祇
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
東
国
の
来
客
を
迎
え
て
、
奥
底
に
秘
め
ら
れ
た
心
の
動
き
が

思
わ
ず
こ
ぼ
れ
出
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
し
か
り
に
、
蕪
村
が
太
祇
の
そ
う
し
た
思
い
を
承
知
し
た
う
え
で
、

5３

太
祇
の
句
の
ほ
う
は
、
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
太
祇
句
選
」
や
そ
の
後

篇
、
あ
る
い
は
句
会
記
録
な
ど
で
も
い
っ
さ
い
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
色
紙
の
た
め
に
詠
じ
ら
れ
た
作
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

奥
州
の
訪
問
客
が
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
の
た
め
に
案
じ
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
一
句
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
蕪
村
の
ご
と
き
転
用
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
が
ふ
つ
う
の
揮
奄
の
あ
り
方
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
太
祇
の
句
「
蝿
見
て
も
旅
を
し
ぞ
お
も
ふ
け
ふ
は
又
」
の
中

身
を
瞥
見
し
て
お
く
。
季
語
は
蝿
で
夏
、
た
だ
し
歳
時
記
に
よ
っ
て
扱
い

が
異
な
る
。
六
月
と
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
（
「
花
火
草
」
「
増
山
井
」
「
滑
稽

雑
談
」
「
俳
題
正
名
」
等
）
、
四
月
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
「
手
提
灯
」
「
四

季
部
類
」
な
ど
）
。
そ
の
一
方
、
夏
兼
三
月
と
す
る
も
の
も
あ
る
（
「
歳
時

記
莱
草
」
「
年
浪
草
」
な
ど
）
。
近
世
初
期
は
六
月
に
組
み
入
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
が
、
お
お
む
ね
時
代
が
下
る
と
と
も
に
、
四
月
あ
る
い
は
た
ん

に
夏
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
か
り
に
六
月
と
特
定
で
き
れ
ば
、
来
客

の
時
期
を
し
ぼ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
季
語
を
も
っ
て
即
断
す
る
に
は

無
理
が
あ
る
。

前
書
と
と
も
に
一
読
、
一
句
に
は
、
奥
州
か
ら
京
都
と
い
う
大
旅
行
を

し
て
き
た
旅
人
を
ね
ぎ
ら
う
心
遣
い
が
読
み
と
れ
る
。
蝿
の
飛
ぶ
姿
に
旅

の
想
い
が
触
発
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
俳
請
的
な
発
想
と
い
っ

て
よ
い
。
だ
が
、
こ
の
句
の
理
解
と
し
て
、
単
純
に
旅
人
へ
の
挨
拶
と
い



「
不
二
ひ
と
つ
」
の
自
作
を
書
き
つ
け
た
と
し
た
ら
、
こ
の
富
士
の
句
の
意

味
合
い
が
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
伊
勢
物
語
の
同
じ
「
東
下
り
」

の
段
に
、
「
と
き
知
ら
ぬ
山
は
ふ
じ
の
ね
い
つ
と
て
か
か
の
こ
ま
だ
ら
に
雪

の
ふ
る
ら
ん
」
の
和
歌
が
あ
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
（
古
今
集
に
は

未
収
載
）
。
直
前
の
文
章
は
、
「
ふ
じ
の
山
を
見
れ
ば
、
五
月
の
つ
ど
も
り

に
、
雪
い
と
し
ろ
う
ふ
れ
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
来
客
の
話
に
、
あ
る
い

は
旅
上
で
目
に
し
た
富
士
山
の
こ
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
太
祇
の
句
が
「
東

下
り
」
に
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
な
れ
ば
、
蕪
村
の
句
は
、
旧
作
と

は
い
え
、
ま
っ
た
く
場
違
い
の
転
用
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
く
る
。

こ
の
仮
想
の
当
否
を
考
え
る
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
詞
普
を
含
め
て
、

一
対
の
色
紙
全
体
を
見
直
す
こ
と
に
す
る
。

二
み
ち
の
く
の
訪
問
者

け
た
。
な
お
、
文
末
に
「
右
の
句
」
と
あ
る
の
は
、
む
ろ
ん
「
左
の
句
」

の
単
純
な
書
き
損
な
い
で
、
過
大
に
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
。

つ
ぎ
に
太
祇
の
色
紙
を
見
て
み
る
。
第
一
、
み
ち
の
く
の
来
客
の
名
は

呂
誰
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
第
二
、
そ
の
ひ
と
か
ら
雁
翁
の
近
況
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
。
第
三
、
「
雁
翁
」
の
こ
と
を
聞
い
て
、
太
祇
も
な
つ
か
し

く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
雁
翁
と
は
、
雁
宕
と
い
う
俳
人
で
、

蕪
村
の
師
巴
人
の
弟
子
、
つ
ま
り
蕪
村
の
兄
弟
子
に
あ
た
る
。
と
く
に
巴

人
没
後
、
蕪
村
は
引
き
続
き
関
東
に
あ
っ
て
、
雁
宕
か
ら
受
け
た
恩
義
は

計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
詞
書
に
よ
る
と
、
太
祇
も
ま
た
雁
宕
と

親
交
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば
三
者
は
ひ
と
つ
の
共
通
の
土
壌
を

も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
情
報
を
と
り
ま
と
め
る
と
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
が
み

え
て
く
る
。
上
洛
し
た
訪
問
者
は
呂
誰
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

俳
号
と
み
ら
れ
る
の
で
、
俳
人
と
し
て
訪
れ
た
と
し
て
よ
い
。
こ
の
人
物

に
つ
い
て
、
太
祇
は
既
知
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
蕪
村
は
初
対
面
だ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
呂
誰
は
薬
莱
山
と
い
う
山
に
親
し
み
が
あ
っ
て
、
こ

れ
に
ち
な
ん
だ
句
を
蕪
村
に
求
め
た
も
の
の
、
蕪
村
は
心
当
た
り
が
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
富
士
山
に
似
た
山
だ
と
知
ら
さ
れ
て
、
な
ん
と
か
応
じ
ら

れ
た
、
と
い
う
の
が
真
相
で
は
な
い
か
。

蕪
村
は
二
十
代
終
わ
り
の
こ
ろ
、
奥
州
を
旅
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
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さ
ら
な
る
吟
味
に
当
っ
て
、
詞
書
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
を
摘
出
し
、

こ
れ
を
整
理
し
て
み
る
。

ま
ず
、
蕪
村
の
色
紙
か
ら
の
情
報
で
あ
る
。
第
一
、
み
ち
の
く
か
ら
の

来
客
が
あ
っ
た
。
第
二
、
富
士
山
に
似
て
い
る
と
い
う
「
薬
莱
山
」
の
話

題
が
あ
り
、
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
句
を
書
い
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ
た
。
第

三
、
ち
ょ
う
ど
富
士
山
を
よ
ん
だ
近
作
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
沓
き
つ



あ
や
の
こ
う
じ
き
が
る

七
年
前
後
だ
と
、
「
室
町
通
綾
小
路
下
町
」
に
あ
っ
た
（
「
誹
譜
家
譜
拾
遺

集
」
明
和
八
年
刊
）
。
歩
く
と
小
一
時
間
ほ
ど
の
距
離
な
の
で
、
続
け
て
訪

問
す
る
こ
と
は
さ
し
て
難
儀
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
ぱ
あ
い
、
行
っ
た
順

番
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
太
祇
と
は
既
知
の
間

柄
だ
っ
た
と
す
る
と
、
ま
ず
不
夜
庵
を
訪
ね
て
い
っ
て
、
そ
の
あ
と
蕪
村

宅
へ
ま
わ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
た
だ
、
蕪
村
を
訪
問
す
る
理

由
や
事
情
は
、
残
さ
れ
た
文
面
か
ら
は
判
明
し
な
い
（
確
言
で
き
な
い
な

が
ら
、
雁
宕
の
縁
は
想
像
で
き
る
）
。
ま
た
、
同
一
の
料
紙
だ
っ
た
色
紙

は
、
呂
誰
が
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
蕪
村
・
太
祇
が
同
席
す
る
場
を
訪
ね
た
と
い
う
想
定
も
可

能
で
あ
る
。
句
会
の
記
録
や
、
さ
ま
ざ
ま
に
残
さ
れ
た
資
料
や
作
品
か
ら
、

両
者
が
同
席
す
る
機
会
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
互

い
に
訪
問
し
あ
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。

た
ま
た
ま
両
者
が
居
合
わ
せ
た
場
に
、
こ
の
来
訪
者
が
や
っ
て
き
て
、
久

閥
を
叙
し
、
ま
た
初
対
面
の
挨
拶
を
か
わ
す
、
そ
の
あ
と
こ
の
遠
来
の
客

の
た
め
に
、
一
筆
の
労
を
い
と
わ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
想
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
前
節
で
ふ
れ
た
、
太
祇
の
新
作
発
句
と

蕪
村
の
旧
作
揮
牽
の
連
携
と
い
う
考
え
方
が
、
ま
ん
ざ
ら
空
想
で
も
な
く
、

現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

京
に
い
る
太
祇
の
も
と
へ
、
と
き
に
江
戸
か
ら
の
来
訪
者
が
あ
っ
た
こ
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る
が
、
こ
の
山
に
は
覚
え
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
薬
莱
山
と
い
う
の
は
、

仙
台
の
北
方
に
あ
る
山
だ
が
、
奥
の
細
道
の
旅
の
と
き
、
芭
蕉
の
歩
い
た

ル
ー
ト
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
る
。
芭
蕉
の
足
跡
を
し
た
っ
て
旅
す
る
俳
人

に
と
っ
て
、
取
り
立
て
て
関
心
を
そ
そ
る
地
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
蕪

村
に
と
っ
て
も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
蕪
村
の
奥
州
旅
行
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
点
と
し
て
い
く
つ

か
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
線
で
つ
な
ぐ
こ
と
は
不

可
能
に
近
い
。
発
句
の
前
普
や
自
画
賛
に
し
る
さ
れ
た
文
章
、
ま
た
「
新

花
摘
」
中
の
逸
話
な
ど
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
土
地
を
な
ぞ
る
こ
と
が

や
し
や
ぶ
く
ろ

で
き
る
く
ら
い
で
あ
る
。
順
不
同
に
並
べ
て
み
る
と
、
九
十
九
袋
（
秋
田

県
）
・
松
島
・
仙
台
・
白
石
（
以
上
宮
城
県
）
・
白
河
（
福
島
県
）
・
日
光
・

遊
行
柳
（
栃
木
県
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
か
ら
、
足
跡

を
つ
ぶ
さ
に
つ
な
ぐ
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
「
新
花
摘
』
の
逸
話
か
ら
、
松

島
か
ら
奥
州
街
道
を
南
下
し
た
道
筋
を
か
ろ
う
じ
て
た
ど
る
こ
と
が
で
き

る
く
ら
い
で
あ
る
。
『
奥
の
細
道
」
の
跡
を
求
め
て
旅
す
る
心
づ
も
り
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
す
ら
、
ま
っ
た
く
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
呂
誰
な
る
人
物
が
上
洛
し
た
折
、

蕪
村
・
太
祇
を
ど
う
い
う
か
た
ち
で
訪
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ふ

た
通
り
の
想
定
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
両
者
を
個
別
に
訪
れ
た
と
い
う

も
の
。
太
祇
の
住
ま
い
は
島
原
内
の
不
夜
庵
で
、
蕪
村
の
ほ
う
は
、
明
和



顔
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
呂
誰
も
そ
の
よ
う
な
ひ
と
り
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
呂
誰
の
名
前
だ
が
、
安
永
一
一
年
（
一
七
七
三
）
三
月
の
序

文
を
も
つ
、
「
俳
譜
新
選
」
の
春
部
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

音
な
し
て
畳
に
落
る
椿
か
な
ム
ッ
中
断
Ⅲ
呂
誰

な
か
に
い
鰹

所
瞥
に
よ
る
と
、
陸
奥
国
の
中
新
田
と
い
う
と
こ
ろ
の
俳
人
だ
っ
た
の

だ
。
こ
の
土
地
、
現
在
は
中
新
田
・
小
野
田
・
宮
崎
の
三
町
合
併
に
よ
っ

て
、
宮
城
県
加
美
郡
加
美
町
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
「
日
本
歴
史

地
名
大
系
」
（
平
凡
社
刊
）
の
「
中
新
田
宿
」
の
項
目
か
ら
、
そ
の
冒
頭
を

掲
げ
て
お
く
。

仙
台
藩
領
中
心
部
西
側
の
交
通
の
要
衝
。
南
北
の
岩
出
山
（
現
玉
造

郡
岩
出
山
町
）
と
一
関
（
現
色
麻
町
）
を
結
ぶ
道
か
ら
田
代
西
越
出

羽
道
・
軽
井
沢
越
出
羽
道
が
分
岐
し
、
東
方
へ
の
道
は
古
川
（
現
古

川
市
）
で
奥
州
街
道
に
結
ば
れ
る
。
当
地
は
代
官
所
・
大
肝
入
の
所

在
地
で
、
加
美
郡
の
郡
政
・
商
業
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。

奥
州
路
の
宿
駅
で
あ
る
と
と
も
に
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
枢
要
の

地
で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
呂
誰
の
実
像
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、

上
洛
目
的
が
何
で
あ
っ
た
の
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
実
業
に
か
か
わ
る
用

向
き
だ
っ
た
可
能
性
が
た
か
い
。
蕪
村
ら
を
訪
ね
た
の
は
、
あ
く
ま
で
余

禄
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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と
は
た
し
か
で
あ
る
。

た
づ
ね
き

江
戸
雅
光
訊
来
て
、
』
日
原
・
珠
来
な
ど
が
噂
申
い
で
餌
、
予
が

顔
の
年
よ
ら
ぬ
事
、
お
も
ひ
し
に
た
が
へ
る
な
ど
餌
、
む
か
し

が
た
り
出
て
興
じ
け
る
、

年
よ
ら
ぬ
顔
な
ら
べ
た
や
は
つ
鰹

本
作
は
、
太
祇
七
回
忌
の
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
上
梓
さ
れ
た
「
太

祇
句
選
後
篇
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
旨
原
・
珠
来
は
か
っ
て
太
祇
と
親

交
の
あ
っ
た
俳
人
で
あ
り
、
上
洛
後
い
っ
た
ん
江
戸
に
も
ど
っ
た
太
祇
が

編
集
し
た
「
夏
秋
集
」
に
も
、
く
り
か
え
し
顔
を
見
せ
て
い
る
。
と
り
わ

け
珠
来
は
、
江
戸
尾
張
町
に
あ
っ
た
太
祇
の
旧
居
を
譲
り
受
け
た
と
さ
れ

る
人
物
で
あ
る
（
谷
地
快
一
「
与
謝
蕪
村
の
俳
景
’
１
太
祇
を
軸
と
し
て
」

三
五
九
頁
）
。
雅
光
来
訪
と
い
う
願
っ
て
も
な
い
機
会
、
か
れ
ら
の
近
況
に

心
が
動
か
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
江
戸
か
ら
太
祇
を
訪
ね
て
き
た
と
い
う
、
当
の
雅
光
に
つ

い
て
は
、
な
ん
の
手
が
か
り
も
得
ら
れ
な
い
。
旨
原
・
珠
来
と
親
交
の
あ

っ
た
人
物
と
お
も
わ
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
詳
細
不
明
と
せ
ざ
る
を
え

な
い
。
ま
た
、
前
書
に
み
ら
れ
る
訪
問
に
つ
い
て
も
、
そ
の
時
期
な
ど
推

測
す
ら
つ
か
な
い
。
た
だ
、
太
祇
の
顔
が
昔
の
ま
ま
だ
と
い
う
印
象
を
も

ら
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
江
戸
に
い
る
こ
ろ
か
ら
な
じ
み
の
人
物

だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
、
京
に
上
る
や
、
太
祇
の
も
と
に



雁
宕
と
は
三
者
そ
れ
ぞ
れ
に
相
識
の
間
柄
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

み
ち
の
く
か
ら
の
訪
問
客
に
贈
っ
た
色
紙
は
、
遠
来
の
珍
客
に
ふ
さ
わ

し
い
内
容
だ
っ
た
。
蕪
村
は
、
富
士
に
も
た
と
え
ら
れ
る
奥
州
の
秀
峰
を

た
た
え
て
、
富
士
の
自
作
を
揮
毒
し
て
与
え
た
。
か
た
や
太
祇
は
、
み
ず

か
ら
望
郷
の
思
い
を
吐
露
し
て
み
せ
て
、
東
海
道
を
上
っ
て
き
た
旅
人
の

心
境
に
添
い
寄
る
こ
と
と
し
た
。

さ
て
、
呂
誰
が
蕪
村
た
ち
を
訪
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
再
度
考
察
を
試

み
て
お
く
。
蕪
村
・
太
祇
の
身
辺
状
況
や
筆
跡
な
ど
を
考
慮
し
て
、
明
和

七
年
な
い
し
八
年
の
い
ず
れ
か
の
夏
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
し
ぼ
ら
れ
た
。

そ
こ
で
さ
ら
に
、
七
年
な
の
か
、
八
年
な
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

村
山
貞
之
助
著
「
中
新
田
町
史
」
（
一
九
六
四
年
刊
）
に
、
以
下
の
よ
う

な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

明
和
庚
寅
年
、
早
睡
に
て
世
上
一
帯
迷
惑
に
及
び
し
所
に
、
同
八
年

辛
卯
は
前
年
に
増
し
て
旧
冬
よ
り
雨
降
ら
ず
大
暑
。

明
和
庚
寅
（
七
年
）
の
早
越
と
い
う
の
は
、
夏
以
降
の
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
翌
年
ま
で
続
い
て
、
大
不
作
に
陥
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
地
域

の
こ
う
し
た
悪
条
件
を
考
え
る
と
、
明
和
八
年
の
早
越
の
さ
な
か
に
、
と

て
も
旅
行
ど
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
呂
誰
上
洛
の
用
向
き
は
不
明
な
が

ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
旅
行
を
す
る
の
は
困
難
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
上
洛
は
明
和
七
年
の
夏
と
す
る
の
が
し
ぜ
ん
の
よ
う
に
お
も

5７

こ
の
中
新
田
を
探
る
う
ち
に
、
看
過
で
き
な
い
事
実
に
出
会
う
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
が
、
薬
莱
山
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
番
組
に
蕪
村
の
色
紙
が

映
し
出
さ
れ
た
と
き
、
文
字
が
は
っ
き
り
読
め
た
、
あ
の
「
薬
莱
山
」
で

あ
る
。
加
美
町
に
あ
る
山
で
、
昔
か
ら
名
山
と
し
て
地
元
の
誇
り
だ
っ
た

薬
莱
山
、
通
報
の
引
き
金
を
な
っ
た
、
そ
の
わ
ず
か
な
文
字
に
よ
っ
て
、

こ
の
一
色
紙
が
が
ぜ
ん
光
を
放
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
ふ
た
た
び
「
日
本
歴

史
地
名
大
系
」
に
よ
っ
て
、
「
薬
莱
山
」
の
説
明
を
見
て
お
く
こ
と
と
す
る

（
引
用
文
中
、
小
野
田
町
は
合
併
し
て
加
美
町
に
な
っ
て
い
る
）
。

小
野
田
町
の
町
域
中
央
、
船
形
山
北
麓
の
高
原
に
あ
る
富
士
山
型
の

孤
峰
で
、
標
高
五
五
三
・
一
メ
ー
ト
ル
に
す
ぎ
な
い
が
遠
方
か
ら
も

目
立
つ
整
っ
た
山
容
の
た
め
、
加
美
富
士
と
も
よ
ば
れ
て
親
し
ま
れ

て
い
る
。

薬
莱
山
が
「
加
美
富
士
」
（
「
大
日
本
地
名
辞
書
」
で
は
「
賀
美
富
士
」
）

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、
呂
誰
が
「
士
峯
の
か
た

ち
に
似
た
り
」
と
蕪
村
に
告
げ
た
と
す
る
と
、
江
戸
中
期
に
は
す
で
に
こ

の
見
立
て
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
両
色
紙
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
き
た
っ
た
こ
と
を
整

理
し
て
お
く
。
陸
奥
国
仙
台
藩
に
属
す
る
中
新
田
住
の
呂
誰
と
い
う
人
物

が
上
洛
し
て
、
蕪
村
・
太
祇
の
も
と
を
訪
ね
て
き
た
。
太
祇
と
は
面
識
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
蕪
村
と
は
初
対
面
の
よ
う
だ
っ
た
。
た
だ
し
、



わ
れ
る
。

以
上
で
ふ
た
つ
の
色
紙
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
述
べ
き
た

っ
た
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
れ
を
離
れ
て
、
旅
人
の
地
元
中
新
田
と
京
俳

壇
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

三
「
俳
譜
新
選
」
と
中
新
田
俳
人

た
ん
ぽ

人
肌
に
合
す
湯
婆
や
加
減
物
中
新
田
玄
流

呂
誰
と
李
有
が
そ
れ
ぞ
れ
二
句
出
し
て
い
る
ほ
か
は
一
句
ず
つ
で
、
九

俳
人
計
十
一
句
と
な
っ
て
い
る
。
季
節
は
四
季
に
わ
た
っ
て
い
て
、
偏
り

は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
広
大
な
奥
州
に
あ
っ
て
、
ピ
ン
ポ
イ
ン

ト
の
よ
う
な
中
新
田
か
ら
こ
れ
だ
け
集
中
し
て
入
集
す
る
、
そ
の
背
景
が

そ
れ
な
り
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、

雁
宕
の
動
向
が
ひ
と
つ
の
鍵
に
な
る
だ
ろ
う
。

当
然
な
が
ら
雁
宕
は
、
「
新
選
」
に
な
ん
ど
も
登
場
す
る
。
春
部
に
は
、

「
鴬
や
橡
で
物
縫
ふ
道
明
寺
」
と
い
う
句
が
、
「
下
；
域
雁
宕
」
の
作
者
表
示

で
見
ら
れ
、
以
後
は
「
雁
宕
」
の
名
だ
け
で
表
示
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、

巻
之
五
・
雑
部
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
作
が
見
ら
れ
る
。

中
新
田
留
別

寝
す
が
た
を
こ
、
に
残
す
や
草
の
鹿
雁
宕

こ
こ
に
「
中
新
田
」
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
留
別
」
と
あ

り
、
中
新
田
の
人
び
と
に
別
れ
を
告
げ
る
と
い
う
前
書
で
あ
る
。
た
ん
に

旅
行
途
次
の
通
り
す
が
り
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。
発
句
を
み
て
も
、
相
当
期
間
の
逗
留
と
そ
の
間
の
親
密

ぶ
り
、
そ
し
て
旅
立
ち
に
あ
た
っ
て
の
名
残
惜
し
さ
が
に
じ
み
で
て
い
る
。

太
祇
が
呂
誰
か
ら
雁
宕
の
消
息
を
つ
ぶ
さ
に
聞
い
た
と
い
う
背
景
に
、
こ

う
し
た
事
情
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

5８

「
俳
譜
新
選
」
（
以
下
適
宜
「
新
選
」
と
表
記
）
に
は
、
呂
誰
の
ほ
か
に

も
中
新
田
の
発
句
が
入
集
す
る
。
前
掲
の
呂
誰
の
一
句
を
含
め
て
、
十
一

句
す
べ
て
を
掲
出
し
て
み
る
（
所
瞥
も
「
新
選
」
の
ま
ま
）
。

仕
丁
達
烏
帽
子
に
若
菜
摘
れ
け
り

陸
奥
；
田
芦
風

水
の
中
に
捨
子
の
育
つ
蛙
か
な
同
中
新
田
不
斐

音
な
し
て
畳
に
落
る
椿
か
な
ム
ッ
中
新
田
呂
誰

で
ゆ
け
む
り

色
々
に
温
泉
の
畑
や
夏
木
立
ム
ッ
中
断
Ⅲ
李
有

う
ご
か

諸
声
に
山
や
動
す
樹
々
の
蝉
ム
ッ
中
研
Ⅲ
楚
江

嫌
は
る
、
物
と
は
し
ら
じ
茨
の
花
呂
誰

と
な
へ
つ
ぎ
く

七
夕
や
妹
が
唱
に
次
句
せ
ん
ム
ッ
中
断
田
浮
白

星
合
や
樟
脳
匂
ふ
か
し
小
袖
同
如
江

は
っ
雪
の
覚
束
な
く
も
降
に
け
り

同
中
駈
田
舎
人

水
鳥
や
藁
火
焼
さ
す
片
明
り

ム
ッ
中
：
李
有



に
居
つ
い
て
庵
を
開
き
、
俳
譜
活
動
を
は
じ
め
た
よ
う
に
み
え
る
。
一
句

か
ら
は
、
連
衆
百
人
が
泊
れ
る
ほ
ど
の
空
間
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
読
め
る
。

し
か
も
仙
台
に
は
、
な
ん
と
十
年
の
あ
い
だ
居
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
の
だ
。
「
た
ま
ま
つ
り
」
を
み
る
と
、
「
十
と
せ
を
経
て
故
郷
へ
帰
る
」

と
題
し
て
、
「
日
や
月
や
老
の
植
た
る
若
ざ
く
ら
」
等
、
春
の
三
句
が
し
る

さ
れ
て
い
る
。
明
和
元
年
に
仙
台
入
り
し
て
、
そ
の
十
年
後
は
安
永
二
年

に
あ
た
る
。
帰
郷
記
念
の
右
の
句
か
ら
す
る
と
、
結
城
に
帰
り
着
い
た
の

は
、
三
月
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
雁
宕
は
そ
の
年
七
月
に
没
す

る
の
で
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
仙
台
で
活
動
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
時
期
で
あ
る
。
「
中
新
田
留
別
」
が
明
和
元
年

の
奥
州
旅
行
途
次
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は
仙
台
滞
在
後
の
話
と
な
る
の
か

に
つ
い
て
試
案
し
て
み
る
。
留
別
句
の
季
節
は
秋
で
あ
る
。
大
旅
行
の
行

き
が
け
な
ら
ば
、
た
し
か
に
季
節
は
合
致
す
る
も
の
の
、
こ
れ
か
ら
津
軽

の
果
て
ま
で
行
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
途
中
で
長
逗
留
を
す
る
と
は
考
え

に
く
い
。
で
は
帰
郷
の
途
中
だ
と
す
る
と
、
秋
に
中
新
田
を
出
て
、
翌
年

、
、

一
一
一
月
の
帰
郷
ま
で
お
よ
そ
半
年
の
あ
い
だ
、
ど
こ
か
途
中
で
長
期
に
道
草

、
、
、
、
、
、

を
食
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
現
実
的
で
は
な
い
。

い
ま
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
仙
台
逗
留
の
十
年
の
間
に
、
中
新
田
を
訪

れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
し
ば
ら
く
滞
在
し
て
い
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

仙
台
か
ら
現
地
ま
で
は
、
北
方
お
よ
そ
三
十
キ
ロ
の
位
置
に
あ
り
、
け
っ

5９

で
は
こ
の
雁
宕
の
中
新
田
逗
留
が
、
は
た
し
て
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
の

か
。
「
結
城
市
史
」
第
五
巻
「
近
世
通
史
編
」
（
一
九
八
三
年
刊
）
に
よ
る

と
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
七
月
に
奥
州
旅
行
の
途
に
つ
き
、
「
郡
に
遊

び
て
は
奥
州
を
た
ど
り
歩
行
て
、
芭
蕉
の
翁
の
跡
を
し
た
ひ
、
柳
陰
に
い

こ
ふ
て
奥
の
細
道
を
お
も
ひ
、
雨
の
木
下
に
や
ど
り
て
は
、
象
潟
の
古
事

（
１
）

を
し
た
ふ
」
（
「
た
ま
ま
つ
り
」
序
）
と
い
う
大
旅
行
と
な
っ
た
。
た
だ
し

「
た
ま
ま
つ
り
」
で
は
、
雁
宕
の
遺
吟
が
四
季
別
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
旅
行
の
足
跡
を
正
確
に
た
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

途
中
吟
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
の
経
路
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。

象
潟
へ
は
九
月
二
十
五
日
に
至
り
、
鮒
満
珠
寺
に
立
ち
寄
っ
て
、
「
小
鰻

よ
る
浪
ふ
と
こ
ろ
や
五
湖
の
秋
」
と
い
う
句
を
書
き
残
し
た
（
鮒
満
珠
寺

蔵
「
旅
客
集
」
）
。
さ
ら
に
外
ケ
浜
ま
で
足
を
延
ば
し
た
の
ち
、
平
泉
を
通

っ
て
仙
台
に
到
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。

仙
台
は
そ
の
ま
ま
行
き
過
ぎ
る
の
で
は
な
く
、
し
ば
ら
く
逗
留
す
る
こ

と
に
な
る
。
雁
宕
十
三
回
忌
集
「
た
ま
ま
つ
り
」
所
載
の
句
に
よ
る
と
、

か
つ
て
百
里
（
高
野
氏
）
が
仙
台
に
い
た
と
き
の
茅
風
庵
に
入
っ
て
、
道

（
２
）

場
の
よ
う
な
も
の
を
開
い
た
と
い
う
。

せ
ん
超
い
ち
ふ
う
あ
ん

倦
台
茅
風
庵
開
堂

泊
ら
れ
よ
連
衆
百
人
ひ
と
つ
堀

こ
う
し
て
み
る
と
た
し
か
に
、
通
り
す
が
り
の
旅
客
が
そ
の
ま
ま
仙
台



し
て
遠
い
と
は
い
え
な
い
。
同
じ
仙
台
藩
内
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
な
ん

ら
か
の
機
縁
が
あ
っ
て
、
い
つ
と
き
中
新
田
の
町
に
入
り
、
当
地
の
俳
譜

好
き
の
人
び
と
と
交
流
を
持
っ
た
と
い
う
考
え
方
は
ど
う
だ
ろ
う
。
時
期

を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
機
会
に
、
呂
誰
ら
地
元
俳
人
と

相
当
親
し
い
交
わ
り
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
呂
誰
は
太

祇
に
雁
宕
の
消
息
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
経
緯
の
詳
細
は
明
か
し

き
れ
な
い
も
の
の
、
み
ち
の
く
の
呂
誰
か
ら
京
の
太
祇
や
蕪
村
へ
と
、
昔

な
じ
み
の
雁
宕
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
雁
宕
の
奥
州
旅
行

お
よ
び
仙
台
長
期
滞
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
疑
う
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。

四
京
・
み
ち
の
く
の
交
誼

に
ど
こ
か
飛
躍
が
あ
る
の
で
は
、
と
の
懐
疑
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。

こ
こ
に
そ
の
飛
躍
を
埋
め
る
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
資
料
が
存
在
す

る
。
ま
ず
あ
げ
る
べ
き
は
、
中
新
田
（
現
加
美
町
）
の
熊
谷
家
に
伝
わ
る

（
３
）

「
先
祖
古
記
詠
写
」
で
あ
る
。
当
家
は
平
安
末
期
源
平
の
争
乱
で
活
躍
し
た

熊
谷
直
実
直
系
の
家
柄
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
二
十
四
代
目
当
主
熊
谷

彦
五
郎
直
□
（
□
は
不
明
と
さ
れ
る
）
が
、
代
々
伝
わ
る
記
録
類
を
筆
写
・

整
理
し
た
文
書
で
あ
る
。
巻
末
に
「
安
永
五
年
丙
申
正
月
」
の
年
記
が
確
認

さ
れ
る
。
そ
の
な
か
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
書
が
見
ら
れ
る
（
一
部
ミ
セ

ヶ
チ
が
あ
る
が
、
修
正
後
の
文
章
を
掲
出
）
。

京
都
三
宅
噸
山
、
太
祇
と
申
俳
諾
之
宗
匠
御
公
家
様
方
よ
り

お
ほ
せ
つ
け
ら
れ

あ
つ
め

被
仰
付
、
諸
国
之
俳
士
よ
り
発
句
を
集
、
俳
譜
新
選
と
申
書
二
巻
編

集
仕
候
処
、
安
永
二
巳
年
、
京
都
之
書
林
野
田
治
兵
衛
・
橘
仙
堂
善

し
ゆ
っ
た
い
ひ
ろ
く
よ
に
お
こ
な
は
れ

兵
衛
方
に
而
板
行
出
来
、
広
子
世
被
行
候
処
、
藤
右
衛
門
義
、
右
聯

山
・
太
祇
弐
人
江
文
通
を
恥
赫
軒
蕊
罷
在
候
に
付
、
明
和
年
中
発
句

あ
ひ
の
ぼ
せ
ら
る
る

為
相
登
様
、
右
両
人
よ
り
申
下
シ
候
間
、
其
節
相
登
、
右
書
江
相
入

申
候
。
宜
刻
同
然
の
書
江
選
入
候
発
句
、
乍
恐
筆
殉
之
両
免
（
「
句
」

の
誤
記
か
）
書
記
指
上
申
候
。

い
る
／
、
に
温
泉
の
畑
や
夏
木
立
隙
器
斬
棚
李
有

水
鳥
や
藁
火
焚
さ
す
片
明
り
陸
奥
中
新
田
李
有

一
部
難
読
個
所
が
あ
る
が
、
文
意
の
掛
酌
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
で
は
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京
の
蕪
村
や
太
祇
と
、
仙
台
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
雁
宕
と
は
、
か

ね
て
よ
り
親
密
な
間
柄
だ
っ
た
。
あ
る
と
き
、
仙
台
近
く
の
中
新
田
と
い

う
町
か
ら
蕪
村
た
ち
を
訪
ね
て
き
た
人
物
が
、
雁
宕
の
な
つ
か
し
い
消
息

を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
色
紙
を

し
た
た
め
て
与
え
た
。
こ
れ
で
都
と
奥
州
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
つ
な
が

っ
た
。
俳
譜
な
ら
で
は
の
遠
距
離
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
い
え
、
こ
れ
だ
け
で
京
の
一
大
撰
集
に
、
中
新
田
か
ら
一
挙
九
名

も
の
俳
人
が
入
集
す
る
と
い
う
の
は
、
瞳
目
に
値
す
る
事
態
で
あ
る
。
話



『
俳
譜
新
選
」
の
凡
例
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
条
が
あ
る
。

此
集
思
ひ
立
ぬ
る
は
じ
め
よ
り
、
何
処
へ
も
句
を
多
く
得
ん
事
を
請

し
と
い
へ
共
、
あ
る
は
其
意
通
ぜ
ず
、
又
は
世
上
の
常
に
て
や
、
綴

に
四
季
一
両
句
な
ど
来
し
所
々
も
あ
り
。
そ
れ
が
多
く
は
遠
っ
国
に

て
、
再
び
往
返
せ
ん
事
も
心
に
任
せ
ず
。
こ
国
を
も
て
止
が
た
き
事

も
す
ぐ
な
か
ら
ず
。

実
際
に
出
来
上
が
っ
た
句
集
で
す
ら
、
版
型
は
小
本
な
が
ら
、
収
録
句

数
三
千
に
な
ん
な
ん
と
す
る
大
撰
集
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
文
面
に
よ
る
と
、

全
国
各
地
に
投
句
の
依
頼
を
な
し
た
も
の
の
、
意
思
疎
通
が
ま
ま
な
ら
ず
、

応
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
あ
る
い
は
想
定
し
た

句
数
を
得
る
こ
と
が
容
易
で
な
か
っ
た
と
も
い
う
。
か
な
り
遠
国
へ
も
依

頼
状
を
送
っ
た
よ
う
だ
。
集
句
は
期
待
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
で
も
こ
れ
だ
け
の
成
果
を
世
に
問
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

遠
国
へ
の
依
頼
状
は
、
こ
こ
中
新
田
へ
も
発
送
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

熊
谷
家
文
瞥
は
、
そ
の
事
実
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
裏
書
き
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
職
山
・
太
祇
両
人
の
名
義
に
お
い
て
、
新
作
の
出
句
要
請

が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
直
接
の
送
付
先
は
、
上
洛
し
て
面
識
の
で
き
た

呂
誰
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
町
の
有
力
者
李
有
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
、
個
人
的
に
出
句
要
請
を
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
の
俳
人

、
、
、
、

全
体
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
九
名
の
、
集
団
入
集
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（
４
）

な
い
。
瞥
簡
体
の
文
面
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
差
し
出
さ
れ
た
相
手
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

概
要
は
、
京
都
の
翰
山
と
太
祇
が
編
集
し
た
「
俳
譜
新
選
」
に
自
作
二

句
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
、
筆
つ
い
で
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
と
い
う
も

（
５
）

の
で
、
末
尾
に
そ
の
一
一
句
が
’
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
表
記
の
小
異
は
お

い
て
、
当
然
な
が
ら
「
新
選
」
中
の
句
と
同
一
で
あ
る
。
野
田
・
橘
仙
堂

の
両
騨
か
ら
安
永
二
年
に
上
梓
さ
れ
た
と
い
う
記
述
に
も
誤
り
は
な
く
、

記
事
の
内
容
に
問
題
は
な
い
と
し
て
よ
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
新
選
』
に

中
新
田
か
ら
二
句
寄
せ
た
李
有
の
実
名
が
、
「
藤
右
衛
門
」
と
い
う
の
だ
と

判
明
す
る
。
か
れ
こ
そ
、
熊
谷
家
二
十
三
代
当
主
で
、
記
録
者
彦
五
郎
の

実
父
に
あ
た
る
。

そ
こ
で
詳
細
に
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、
見
過
ご
し
に
で
き
な
い
記
載
が

見
受
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
輪
山
・
太
祇
が
公
家
方
の
要
請
に
よ
っ
て
、

諸
国
の
俳
請
作
品
を
募
っ
て
一
集
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
記

述
で
あ
る
。
現
行
の
「
新
選
」
の
ど
こ
を
見
て
も
、
公
家
某
の
関
与
を
う

か
が
わ
せ
る
痕
跡
は
片
鱗
す
ら
な
い
。
遠
方
ゆ
え
の
誤
情
報
と
も
み
ら
れ

か
ね
な
い
が
、
噸
山
が
学
者
と
し
て
仁
和
寺
や
青
蓮
院
の
侍
講
を
務
め
た

こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
（
「
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
」
な
ど
）
、
ガ
セ
ネ
タ
と

頭
か
ら
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
も
蹄
諾
さ
れ
る
。
後
考
を
ま
つ
、
と
し
て
お

き
た
い
。



じ
つ
は
こ
れ
と
同
様
の
文
書
が
、
お
な
じ
熊
谷
家
の
別
の
資
料
に
残
さ

れ
て
い
る
。
煩
を
厭
わ
ず
に
、
原
文
の
漢
文
の
ま
ま
で
、
全
文
を
掲
げ
て

（
６
）

お
く
。

洛
ノ
之
三
宅
輔
山
・
炭
太
祇
両
宗
匠
、
触
諦
諸
邦
之
干
俳
士
》
一
一
、
編
集
謡

俳
譜
新
選
二
巻
↓
也
・
安
永
二
年
、
洛
ノ
之
瞥
蝉
野
田
治
兵
衛
・
橘
仙

ガ

堂
善
兵
衛
梓
行
ス
実
。
李
有
（
直
良
之
俳
名
也
）
、
発
句
撰
入
如
睦
左
ノ
。

以
呂
々
々
仁
温
泉
乃
姻
也
夏
木
立
陸
奥
中
新
田
李
有

水
鳥
也
藁
火
焼
佐
須
賀
多
阿
賀
理
陸
奥
中
新
田
李
有

先
掲
「
先
祖
古
記
詠
写
」
の
文
書
よ
り
文
章
は
簡
潔
な
が
ら
、
大
筋
は

ま
っ
た
く
同
一
の
内
容
で
あ
る
。
表
紙
に
は
愚
熊
谷
家
譜
直
良
撰
之

全
」
と
墨
瞥
さ
れ
、
書
末
に
は
、
「
干
時
安
永
五
丙
申
年
二
月
上
旬
熊
谷

直
良
宇
渓
選
之
」
と
い
う
、
年
記
お
よ
び
署
名
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
き
の

「
先
祖
古
記
詠
写
」
と
は
一
ヶ
月
違
い
の
筆
写
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
親

子
二
代
の
あ
い
だ
で
示
し
合
わ
せ
て
、
整
理
・
筆
写
の
作
業
を
す
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
新
選
」
入
集
の
経
緯
の
補
強
と
い
う
意
味
で
は
絶
好
の
資
料
と
い
え
る

の
だ
が
、
こ
の
直
後
に
い
さ
さ
か
い
ぶ
か
し
い
記
事
が
見
ら
れ
る
。

洛
之
蕪
村
之
集
二
実
。

池
寒
之
後
乃
月
夜
乃
物
多
羅
須
全

発
句
は
、
「
池
寒
し
後
の
月
夜
の
物
た
ら
ず
」
と
で
も
読
む
の
だ
ろ
う
。
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と
い
う
成
果
に
結
び
つ
い
た
の
だ
ろ
う
。
呂
誰
の
上
洛
と
「
新
選
」
へ
の

一
挙
入
集
の
あ
い
だ
を
埋
め
る
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
ス
テ
ッ
プ
が
こ
の

文
瞥
に
記
録
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
李
有
（
熊
谷
藤
右
衛
門
）
が
以
前
か
ら
噸

山
・
太
祇
と
連
絡
し
合
っ
て
い
て
、
は
や
く
明
和
年
中
に
は
作
品
を
送
っ

て
い
た
と
明
か
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
口
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
明

和
八
年
八
月
に
太
祇
が
没
し
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
奥
州
ま

で
計
報
が
届
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
新
選
」
は
、
最
後
ま
で

聯
山
・
太
祇
両
人
の
手
に
な
る
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
た
ふ
し
が
う
か
が

え
る
。太

祇
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、
京
の
俳
譜
宗
匠
と
文
通
し
合
う
よ
う
に

な
っ
た
き
っ
か
け
と
し
て
、
か
つ
て
の
呂
誰
の
上
洛
を
考
慮
し
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
節
、
蕪
村
と
太
祇
に
揮
牽
し
て
も
ら
っ
た

色
紙
は
、
き
っ
と
家
づ
と
と
し
て
故
郷
中
新
田
に
持
ち
帰
ら
れ
た
に
ち
が

い
な
い
。
帰
郷
後
は
そ
の
色
紙
を
見
せ
な
が
ら
、
み
や
こ
の
宗
匠
か
ら
得

た
知
遇
を
吹
聴
し
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
そ
ん
な
な
か
で
、
折
か
ら
京

で
新
撰
集
の
企
画
が
持
ち
上
が
り
、
奥
州
か
ら
の
投
句
を
う
な
が
す
依
頼

が
も
た
ら
さ
れ
た
。
九
人
も
の
ま
と
ま
っ
た
入
集
と
い
う
の
は
、
そ
う
し

た
経
緯
を
思
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
が
、
こ
の
文

書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



な
い
が
、
自
信
作
が
不
採
用
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
現
実
を
前
に
し

て
、
わ
れ
わ
れ
は
当
惑
を
禁
じ
得
な
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
李
有
は
、
俳
人
と
は
ま
た
別
の
側
面
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
た
。
漢
詩
の
た
し
な
み
で
あ
る
。
仙
台
の
富
田
王
屋
（
源
吉
）

編
「
仙
台
四
時
歌
」
の
な
か
に
、
七
言
絶
句
二
首
が
入
集
す
る
の
で
あ
る
。

本
詩
集
は
は
じ
め
に
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
に
分
け
て
、
す
べ
て
無
題
の
五

言
絶
句
が
収
め
ら
れ
た
の
ち
、
「
附
録
」
と
し
て
種
々
の
作
品
が
掲
出
さ
れ

る
。
そ
の
附
録
の
部
に
、
熊
宇
渓
の
名
前
で
、
「
松
島
帰
帆
」
と
「
宮
城
野

秋
月
」
と
題
す
る
二
首
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
こ
の
書
に
は
、
序
文
や
奥
書
に
成
立
・
出
版
の
時
期
を
う
か
が
わ

せ
る
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
掲
の
熊
谷
直
良
（
す
な
わ
ち
李

有
）
の
「
熊
谷
家
譜
」
に
は
、
「
明
和
七
年
、
仙
台
大
屋
翁
（
冨
田
源
吉
）

之
社
中
、
撰
仙
台
四
時
歌
」
な
ど
と
い
う
記
述
の
あ
と
、
右
の
漢
詩
二
作

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
「
仙
台
四
時
歌
」
の
出
版
は
、

明
和
七
年
か
八
年
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
俳
譜
新
選
」
に
二
句
の
入
集
を
み
た
俳
人
李
有
は
、
ま
た
漢
詩
の
分
野

で
も
腕
前
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
典
型
的
な
文
人
と
い
う
べ
き
あ

り
よ
う
を
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
実
世
界
に
お
い
て
も
、
熊
谷
家
代
々
肝

入
を
務
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
か
れ
の
代
に
な
っ
て
大
肝
入
（
大
庄
屋
）
へ

と
格
上
げ
に
な
っ
て
い
る
（
「
熊
谷
家
系
譜
」
）
。
中
新
田
に
あ
っ
て
、
文
字
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「
全
（
同
）
」
は
む
ろ
ん
李
有
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
蕪
村
の
集
と
あ
る
か
ら
、

凡
董
を
含
め
て
夜
半
門
企
画
の
撰
集
に
向
け
て
送
っ
た
作
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
明
和
末
年
か
ら
安
永
初
期
に
か
け
て
の
撰
集
と
な
る
と
、

「
其
雪
影
」
（
明
和
九
年
刊
）
、
も
し
く
は
「
あ
け
烏
』
（
安
永
二
年
刊
）
に

限
ら
れ
る
が
、
両
瞥
に
は
こ
の
句
ど
こ
ろ
か
、
李
有
の
名
を
見
る
こ
と
す

ら
で
き
な
い
。
や
や
広
げ
て
、
安
永
五
年
の
「
続
明
烏
」
に
も
入
集
は
な

い
。
季
語
か
ら
み
て
、
歳
旦
や
春
興
の
集
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
記
事
は
蕪
村
の
も
と
へ
自
作
を
送
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
み
で
、
実

際
に
ど
の
撰
集
に
収
め
ら
れ
た
の
か
知
ら
ず
、
ま
た
は
入
集
の
事
実
を
確

認
も
し
な
い
で
記
戦
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
「
寒

し
」
（
冬
）
と
「
後
の
月
」
（
秋
）
と
い
う
季
語
の
扱
い
の
不
備
を
以
て
、

不
採
用
に
な
っ
た
事
態
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
と
す
る
と
、

「
新
選
」
と
「
蕪
村
之
集
」
と
は
、
採
択
方
針
の
う
え
で
、
少
な
か
ら
ず
様

相
が
異
な
っ
て
い
た
と
も
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
現
時
点
で
は
、

未
確
認
情
報
の
域
を
出
な
い
。

た
だ
、
か
り
に
作
品
の
出
来
映
え
に
未
熟
さ
が
あ
っ
た
と
し
て
、
都
の

晴
舞
台
へ
出
そ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
李
有
本
人
は
自
信
作
と
し
て
送
り

届
け
た
可
能
性
は
あ
る
。
熊
谷
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
瑞
雲
寺
に
は
、
こ
の

（
７
）

句
を
刻
ん
だ
句
碑
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
作
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
も
な
る
。
俳
譜
に
お
い
て
、
自
他
の
評
価
が
異
な
る
こ
と
は
珍
し
く
は



通
り
八
面
六
腎
の
活
動
を
し
た
重
鎮
と
い
え
る
存
在
だ
っ
た
。
町
を
あ
げ

て
、
遥
か
な
る
み
や
こ
の
宗
匠
に
発
句
を
届
け
よ
う
と
い
う
気
運
を
醸
成

す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
李
有
が
中
心
的
な
役
回
り
を
演
じ
た
と
想
像
さ

せ
る
に
足
る
人
物
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

で
あ
っ
て
、
こ
の
南
部
と
同
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
現
時
点
で
は

未
詳
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ
ら
の
地
域
で
も
、
中
新
田
と
同
様
、
投
句
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
て
、

京
へ
ま
と
め
て
発
句
を
寄
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

際
、
呂
誰
の
よ
う
な
コ
ネ
ク
タ
ー
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
二
枚
の
色
紙
が
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
重
要
な
証
文
で
あ
る
の
は
ま

ち
が
い
な
い
。
こ
の
さ
さ
や
か
な
形
見
は
、
中
新
田
以
外
で
も
、
奥
州
と

み
や
こ
と
の
連
絡
網
が
あ
り
得
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
「
新
選
」
に
み
え
る
「
谷
地
森
」
は
周
知
の
地
名
と
は
い
え
な
い

が
、
じ
つ
は
現
在
、
宮
城
県
加
美
郡
加
美
町
に
属
す
る
地
区
で
あ
る
。
中

新
田
に
も
ご
く
近
い
。
と
な
る
と
、
こ
こ
か
ら
入
集
し
て
い
た
桃
有
・
梅

有
の
二
句
は
、
中
新
田
に
く
る
め
て
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

谷
地
森
が
、
中
新
田
に
隣
接
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
両
名
と
も
、
俳

号
か
ら
す
る
と
、
李
有
と
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
有
す
る
俳
人
か
と
も

想
像
さ
れ
る
。
「
桃
」
「
梅
」
に
そ
れ
ぞ
れ
「
有
」
を
組
み
合
わ
せ
て
、
桃

す
も
も

有
・
梅
有
と
す
る
命
名
法
は
、
「
李
」
に
「
有
」
と
い
う
方
式
に
通
じ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
李
有
の
存
在
感
が
ま
す
ま
す
増

し
て
く
る
よ
う
に
み
え
る
。

今
世
紀
に
は
い
っ
て
、
市
町
村
合
併
が
加
速
さ
れ
、
中
新
田
や
谷
地
森

と
い
っ
た
伝
統
あ
る
地
名
が
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
ん
な
な
か

6４

「
俳
譜
新
選
」
に
登
場
す
る
奥
州
俳
人
は
、
中
新
田
在
の
人
び
と
ば
か
り

や
ち
も
り

で
は
な
か
っ
た
。
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
仙
台
・
岩
沼
・
浅
香
・
谷
地
森
・

と
こ
ろ
な

南
部
と
い
っ
た
所
名
が
散
見
す
る
。
こ
の
う
ち
仙
台
や
浅
香
か
ら
は
、
わ

ず
か
一
、
二
句
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
岩
沼
か
ら
は
、
九
名
の
俳
人
が
計
十
句
の
入
集
を
み

せ
、
ま
た
南
部
か
ら
は
、
七
名
が
八
句
の
作
品
を
寄
せ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
季
節
は
四
季
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ひ
と
り
二
句
の
人
物
が
、
中
新
田
の

李
有
や
呂
誰
の
よ
う
な
役
柄
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
岩
沼

は
仙
台
よ
り
南
方
に
位
置
す
る
地
域
で
、
逆
方
向
の
中
新
田
と
直
接
的
な

関
係
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
「
南
部
」
と
あ
る
土
地
が
、
南

部
藩
全
体
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
南
部
と
い
う
限
定
さ
れ
た
町
ま

た
は
村
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
現
在
、
青
森
県
八
戸
の

近
く
に
南
部
町
と
い
う
町
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
戦
後
に
で
き
た
行
政
区
画



（
２
）
茅
風
は
百
里
の
初
号
と
さ
れ
る
。
百
里
は
高
野
氏
、
江
戸
小
田
原

町
で
魚
問
屋
を
営
ん
だ
と
さ
れ
る
（
寛
文
六
年
～
享
保
十
二
年
）
。
た
だ

し
「
俳
文
学
大
辞
典
」
等
に
は
、
か
れ
が
仙
台
に
い
た
と
の
指
摘
は
な

い
。
た
だ
「
結
城
市
史
」
第
五
巻
・
近
世
通
史
編
に
は
、
雁
宕
の
活
動

と
し
て
、
「
仙
台
で
は
高
野
百
里
の
茅
風
庵
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
道
場
を

開
い
た
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
句
は
前
書
と
も
「
新
選
」
に
も
入
集
。

（
３
）
現
在
、
加
美
町
熊
谷
チ
ヱ
氏
蔵
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
宮
城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
所
蔵
さ
れ
る
写
真
資
料

に
よ
っ
て
引
用
す
る
。

（
４
）
先
掲
「
中
新
田
町
史
」
に
紹
介
が
あ
る
が
も
の
Ｑ
原
文
通
り
の

〔
注
〕

（
１
）
「
俳
譜
た
ま
ま
つ
り
」
は
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
七
月
に
没
し

た
雁
宕
の
十
三
回
忌
追
善
集
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
進
歩
編
（
進
歩
は

雁
宕
の
息
）
。
千
叉
賊
。
刊
記
は
な
い
が
、
年
忌
を
考
慮
す
る
と
、
天
明

五
年
（
一
七
八
五
）
の
刊
行
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
は
、
「
結
城
市
史
」

五
年
（
一
七
八
五
）
の
刊
行
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
巻
・
近
世
史
料
編
所
載
の
翻
刻
に
よ
る
。

正
確
な
翻
字
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

【
追
記
一

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
貴
重
な
色
紙
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ

た
所
蔵
者
に
感
謝
の
こ
と
ば
を
捧
げ
ま
す
。
ま
た
文
中
に
も
し
る
し
た
よ

う
に
、
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
両
国
潔
俊
・
松
永
道
隆
両

氏
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
そ
し
て
現
地
調
査
で
お
世

話
に
な
っ
た
、
熊
谷
チ
ヱ
氏
・
磯
谷
博
氏
お
よ
び
加
美
町
立
図
書
館
の

方
々
、
さ
ら
に
写
真
資
料
に
つ
い
て
便
宜
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
、
東
北

大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
の
方
々
に
も
深
甚
の
謝
意
を
申
し
述
べ

ま
す
。

（
ふ
じ
た
し
ん
い
ち
／
本
学
教
授
）

（
５
）
書
簡
中
に
、
「
陸
奥
中
新
田
」
と
所
書
を
付
し
た
ま
ま
報
じ
る
の
は

や
や
不
審
だ
が
、
こ
の
か
た
ち
で
「
新
選
」
に
入
集
し
て
い
ま
す
、
と

い
う
意
向
の
表
れ
と
も
み
ら
れ
る
。

（
６
）
注
３
と
同
様
、
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
宮
城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
所
蔵
の
写
真
版
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。

（
７
）
「
中
新
田
町
史
」
に
よ
る
と
、
句
碑
は
も
と
山
門
の
す
ぐ
西
側
に
あ

っ
た
と
す
る
が
、
現
在
は
熊
谷
家
の
墓
碑
の
す
ぐ
横
に
た
て
ら
れ
て
い

る
。

6５

で
、
「
俳
譜
新
選
」
と
い
う
撰
集
が
、
は
か
ら
ず
も
奥
州
の
か
つ
て
の
文
化

の
要
地
に
光
を
照
射
し
直
す
働
き
を
な
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。


