
次
に芭

蕉
の
用
い
た
．
「
開
ゆ
】
亘
「
手
紙
で
い
っ
て
よ
上
す
」
の
意
味
の
用
例

が
多
㌔

∴
全
用
例
七
例
中
、
こ
の
意
味
で
手
紙
文
の
中
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
四
例
あ

る
。
こ
の
事
は
「
輿
の
細
道
新
野
．
（
大
鼓
虎
亮
氏
）
の
沖
で
二
手
紙
を
送

る
こ
と
を
単
に
ー
聞
ゆ
－
つ
と
言
う
例
が
多
い
。
」
と
指
絶
し
て
い
る
。
そ

打
か
ら
お
し
て
、
前
例
、
　
　
　
．
′

一
、
校
の
炭
し
て
岩
に
雪
付
侍
り
と
い
つ
ぞ
や
聞
え
拾
ふ
。
（
輿
の
細
道
）

二
、
折
々
に
は
の
給
ひ
聞
え
給
ふ
を
人
奥
の
細
撃
、

壷
も
手
紙
で
言
っ
て
よ
こ
⊥
虹
の
で
は
な
い
か
と
一
応
考
え
ら
れ
る
が
、
手
紙

で
言
っ
て
来
た
と
・
い
う
明
白
な
根
拠
は
知
ら
れ
な
い
。
然
し
前
例
の

七
、
折
節
あ
は
れ
な
る
作
意
な
ど
開
ゆ
∵
（
奥
の
細
道
）
や
、
前
例
、
「
去
来

聖
に
見
え
る
「
聞
ゆ
J
の
用
例
は
、
、
明
ら
か
に
、
．
直
接
「
話
す
」
・
の
敬
・

．
意
表
甥
で
あ
る
。

そ
の
事
か
ら
考
え
、
「
手
紙
で
い
っ
て
よ
こ
す
」
の
意
味
の
用
例
が
多
い
と

い
う
の
は
結
果
的
な
と
り
訂
げ
方
で
、

1
、
「
閏
ゆ
」
は
、
二
ん
が
話
し
、
そ
の
結
果
が
対
老
個
の
耳
に
入
る
・
J
t

・
言
う
過
程
が
集
的
せ
ら
れ
た
意
味
あ
い
が
あ
る
ー
帖
と
か
ら
、
r
手
紙
で
知

ら
せ
て
下
さ
っ
た
。
」
と
い
う
間
接
的
な
知
ら
せ
方
を
よ
く
現
わ
し
て
い

∴
る
。
！

2
、
「
開
ゆ
」
は
改
ま
っ
た
、
敬
意
の
為
る
表
現
で
あ
っ
た
か
ら
、
敬
墾
訳
現

の
多
い
手
紙
文
に
お
い
．
て
、
・
対
考
尊
敬
と
し
て
多
Y
用
い
ら
れ
た
。
．

∴
」
う
し
た
理
由
か
毒
紙
文
に
お
い
て
由
者
が
「
手
紙
で
言
っ
て
来
た
」

と
い
う
尊
敬
裏
朝
と
し
て
　
「
聞
少
し
の
語
彙
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
島
鼎
立
城
南
高
校
）

文
段
、
の
構
成
に
這
．
骨
を
進
展
と
揚
充

つ
「
漱
石
受
鴎
外
の
文
体
・
に
つ

′

一
・

文
岸
は
普
通
い
く
つ
か
の
文
の
集
合
に
よ
．
っ
．
で
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
・
そ
の

形
式
は
初
頭
を
l
字
下
げ
て
行
を
改
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
な
従
っ
て
ど
こ

い

　

て

1

－
▼

木、

原

茂

か
ら
ど
こ
′
ま
で
が
一
つ
の
文
段
で
あ
る
か
と
い
う
拍
達
は
こ
の
外
形
よ
り
す
れ

ば
極
め
て
容
易
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

も
ち
．
ろ
ん
、
こ
の
形
式
に
は
意
味
の
上
で
の
霞
づ
け
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ

れ
だ
け
で
意
味
上
l
つ
の
ま
と
．
ま
り
を
作
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

tosho-seibi-repo
長方形



と
こ
ろ
が
、
問
題
は
意
味
の
一
ま
と
ま
り
と
い
う
瑞
の
ほ
甚
だ
漠
然
と
し
た

も
の
で
あ
4
て
、
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
の
程
度
、
段
階
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
右
。
相
当
大
き
く
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
極
め
て

小
さ
ぐ
す
㌻
ま
．
り
を
設
定
す
る
こ
ど
も
．
で
き
る
。

・
そ
こ
で
、
異
濃
に
容
か
れ
て
存
在
⊥
て
い
る
文
段
は
、
．
外
形
か
ら
云
っ
て
、

五
十
数
個
も
の
文
で
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
大
計
な
文
段
も
あ
れ
ば
、
一
位
か
一
文

だ
け
の
文
段
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
文
段
は
作
者
が
そ
の
時
設
定
し
た
意
味
の
一
ま
．
と
ま
り
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
者
の
立
場
か
ら
批
判
し
七
言
う
な
ら
は
、

一
．
つ
の
文
段
は
さ
ら
に
小
＿
な
幾
つ
か
の
文
民
に
分
け
て
習
い
た
方
が
、
論
理

的
に
明
砧
に
な
っ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
逆
に
、
ふ
く
つ
か
の

文
段
は
合
せ
て
一
つ
の
文
段
に
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
受

し
か
し
、
・
文
芸
作
品
の
鑑
賞
で
ほ
、
我
々
は
そ
う
し
た
批
判
を
す
る
よ
り
も
、

な
ぜ
、
作
者
は
そ
こ
で
一
文
段
を
作
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
ろ
べ
き
で
あ
る
。

文
芸
作
品
で
は
J
 
r
れ
だ
け
窒
息
味
の
一
ま
と
ま
り
と
し
、
一
一
文
段
に
す
る
か

、

は
、
論
理
性
に
加
え
て
、
さ
ら
に
表
現
効
果
に
関
す
る
問
題
で
蘇
る
・
小
さ
な

文
段
に
し
て
並
べ
た
方
が
、
表
わ
そ
う
と
す
る
内
容
に
適
し
た
効
果
を
も
つ
場

合
も
あ
り
、
長
い
大
き
な
文
段
に
し
た
方
が
．
一
層
適
す
る
場
合
も
あ
る
。

例
え
は
、
短
い
文
段
を
並
べ
て
事
件
が
吾
ら
れ
る
と
音
は
速
い
転
換
、
を
感
じ
．

さ
せ
、
作
中
人
物
が
賢
き
や
と
ま
ど
い
を
感
じ
て
い
る
場
面
に
適
す
る
し
（
例

え
ば
一
l
転
即
が
池
の
ほ
と
り
で
二
人
の
女
に
初
め
て
あ
う
場
面
）
、
．
逆
艦
長
い

文
革
で
語
ら
れ
る
の
世
、
事
件
を
思
い
出
と
し
て
静
か
に
語
る
と
い
う
J
ぅ
な

場
面
に
適
す
る
（
「
階
」
で
未
迄
が
お
玉
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
か
け
あ
う
場

面
）
。
．

そ
こ
で
、
七
に
か
ぐ
小
説
に
お
け
る
文
段
は
、
形
式
的
に
初
頭
を
一
↓
字
下
げ
．

て
改
行
し
て
い
る
も
の
で
、
作
者
は
そ
こ
に
意
陳
の
上
の
何
ら
か
の
一
ま
と
を

り
を
作
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
こ
の
よ
う
に
大
き
い
小
さ
い
の
達
は
あ
そ
と
し
て
も
、
意
味
．
の
l
ま
と

ま
り
と
し
て
の
文
段
は
、
二
体
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
も
の
か
句
そ
の
構
造

に
何
ら
か
の
型
は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
構
造
に
は
作
家
に
よ
る
特
色
は
認
め
ら

れ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ

ぉ
よ
そ
苦
心
甥
言
上
ま
り
と
し
で
最
す
大
き
な
も
の
は
、
文
段
が
い
く
つ

か
集
ま
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
文
章
の
構
造
と
し
て
最
も
一
．

殴
的
に
言
わ
れ
て
い
を
こ
と
は
、
．
起
・
衰
∵
転
・
結
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
・
例

ぇ
ば
論
文
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
、
①
問
題
の
抱
起
、
◎
事
実
の
観
察
、
◎
革
翠

の
分
顎
、
④
仮
説
の
提
起
、
㊥
実
験
・
テ
ス
ト
、
◎
結
論
と
い
う
上
ケ
な
構
造

だ
と
説
い
て
い
る
人
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
O
が
起
で
、
の
㊥
が
喪
で
、
㊤

⑤
が
転
で
、
㊥
が
結
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

1
．

小
説
に
お
け
る
起
来
転
結
は
、
普
通
、
プ
ロ
ッ
ト
と
よ
ば
れ
て
い
・
る
。
そ
の

基
太
形
式
は
、
①
発
昭
、
◎
事
件
ま
た
は
性
格
の
昆
瀾
哉
び
危
機
∵
◎
ク
ラ
イ

寸
ッ
ク
ス
、
◎
大
団
円
と
い
ヶ
形
で
あ
る
。
　
　
　
　
、

－
・
し
か
七
、
こ
の
起
承
転
結
と
い
う
展
開
は
一
・
篤
の
小
説
全
体
の
構
造
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
内
部
の
い
く
つ
か
の
文
段
の
問
に
も
、
ま
七

二
個
の
文
段
の
内
部
に
鴻
見
出
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
内
容
は
一
ブ
‡
寸

の
場
合
と
は
多
少
異
？
て
、
起
－
場
面
、
蔑
－
問
題
の
対
象
の
田
男
転

－
1
対
象
と
の
た
ゝ
か
い
、
結
」
－
結
語
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
薫

▼
①
1
私
は
墓
地
の
手
前
に
あ
る
西
島
の
左
側
か
ら
這
入
？
て
、
両
方
に
風
を

植
ゑ
付
け
た
広
い
遠
か
興
の
方
へ
進
ん
で
い
っ
た
。
．
9
す
る
と
其
端
れ
に

－99－



ノ

・

見
え
る
茶
店
の
中
か
ち
先
生
ら
し
い
人
が
ふ
い
と
出
て
来
た
。
・
是
は
英

人
の
級
鏡
の
除
が
日
把
光
る
迄
近
て
寄
つ
．
て
行
っ
た
・
1
さ
う
し
て
田
技

け
紅
「
先
生
」
′
と
大
き
な
声
を
掛
け
・
た
。
遥
生
は
突
然
立
ち
誓
っ
て

・
私
の
転
を
見
た
。

こ
．
の
文
段
は
漱
石
の
＼
「
こ
こ
ろ
」
、
上
の
玉
の
冒
頭
で
あ
っ
．
て
、
全
備
と
⊥

て
骨
起
の
働
き
を
も
つ
も
の
で
あ
う
と
こ
ろ
が
ま
た
こ
の
女
瀬
の
内
部
は
、

1
が
場
面
と
私
の
行
動
を
票
た
浩
で
起
北
ふ
た
幸
、
2
は
問
題
の
人
の
出

現
で
京
に
あ
た
り
、
3
・
4
は
そ
の
人
に
接
近
し
て
つ
い
．
に
声
を
か
軒
る
と
い

ケ
の
で
、
危
践
が
ま
し
、
つ
、
い
に
取
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
転
で
あ
り
、
ニ
白
は
そ
の
′

結
果
で
あ
る
と
み
る
こ
と
▼
が
で
き
る
＝
」
の
小
さ
な
文
段
も
そ
の
内
部
に
起
来
・

転
結
と
い
ヱ
ま
音
。
の
構
造
を
も
っ
て
い
も
と
み
る
手
が
で
き
る
。
こ

れ
を
図
示
す
l
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

く
接
　
近
　
　
　
芦
を
か
け
る

私
の
行
動
　
相
手
の
出
現
料
の
行
動

1

一

　

　

ヽ

　

　

　

2

．

　

　

　

　

　

　

　

3

私
の
待
動
．
相
声
の
行
動

4　　　　　　　　　　5

起

転
　
　
　
　
　
　
　
結

モ
と

◎
1
戸
外
は
寒
い
。
遥
は
ー
局
く
晴
れ
て
・
何
処
か
ら
雷
が
降
る
の
か
と
息

ふ
位
で
あ
る
。
。
手
が
詰
物
に
触
る
受
　
触
っ
た
所
だ
け
が
冷
り
と
す

、
る
。
4
人
通
り
の
少
い
小
路
を
二
三
度
折
れ
た
カ
曲
り
た
り
し
て
行
く
う

．
ち
．
に
、
突
然
辻
占
屋
に
逢
っ
た
。
5
大
き
な
丸
い
提
灯
を
点
け
て
∵
腰
か

ら
下
を
真
赤
に
し
て
ゐ
る
。
6
三
四
郎
は
辻
占
が
買
っ
て
見
た
く
な
つ

・
．
た
い
7
然
し
敢
て
買
わ
な
か
っ
た
。
遥
垣
に
羽
紐
の
票
触
る
程
に
、

赤
い
提
灯
を
避
け
嘉
し
た
・
1
9
し
ば
ら
く
し
て
ヾ
指
い
所
を
欝
抜
け

る
と
、
・
追
分
の
通
へ
出
た
。
言
角
に
蕎
麦
屋
が
あ
る
。
．
1
1
三
四
郎
は
思
い

切
つ
宅
援
袋
を
潜
っ
た
。
1
2
少
し
酒
を
飲
む
為
で
あ
る
。
．
（
三
四
郎
）

こ
の
文
段
は
三
四
郎
が
広
訂
先
生
の
家
を
辞
去
し
て
下
指
に
帰
る
途
中
の
描

写
で
、
一
文
段
全
体
と
し
て
は
起
の
吋
た
ら
き
を
も
っ
て
・
い
る
。
・
が
こ
の
文
段
白

身
の
内
部
は
起
来
転
結
の
構
造
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
1
、
パ
ケ
昌
は
そ
の
場

所
の
状
態
で
起
に
あ
た
る
。
4
・
5
打
開
蜃
と
な
る
人
物
の
出
現
で
裏
に
あ
た

り
、
6
・
7
は
心
の
中
の
た
ゝ
か
い
と
決
心
で
転
に
あ
た
り
、
8
は
そ
の
実
行

で
絵
に
あ
た
る
？
9
は
ま
た
新
し
い
場
面
の
状
真
で
起
で
あ
り
、
1
0
は
問
題
と

な
る
家
の
出
現
で
東
に
あ
た
り
、
1
1
は
心
中
の
抵
抗
を
排
し
て
ー
旨
に
落
着
す

る
行
跡
で
、
転
と
結
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
1
2
は
1
1
の
行
動
の
▼
理
由
・
目

的
の
説
明
で
あ
る
。
・
十
の
受
段
は
辻
占
巨
と
蕎
麦
屋
と
、
意
欲
の
対
象
が
二
つ

．
出
て
来
て
い
三
一
つ
の
起
承
転
結
を
も
っ
て
い
る
。
一

七
か
も
こ
の
起
や
藷
や
転
や
絵
が
二
つ
以
上
の
文
か
ら
な
り
立
っ
て
、
そ
れ

ら
が
賢
二
・
つ
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
・
す
な
わ
ち
ー
起
の
1
・
・
2
…
は
戸

外
が
寒
い
と
い
う
状
態
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
1
は
全
般
的
劫
象
的
に
言

っ
た
も
の
で
こ
の
三
つ
の
文
の
中
の
ト
ビ
．
′
ッ
ク
．
セ
ン
テ
ン
ス
で
あ
る
。
2
ト
3

、
懸
し
れ
を
塁
の
様
子
と
語
物
の
触
感
の
二
つ
に
よ
っ
て
具
体
的
感
覚
的
に
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
文
は
、
ま
ず
抽
象
的
一
般
的
に
言
っ
て
、
次
に

具
体
的
・
感
覚
的
に
述
べ
る
上
い
う
構
造
で
あ
る
。
次
の
東
も
や
は
り
4
．
で
全

般
的
に
述
べ
、
1
5
で
4
．
の
中
の
一
部
の
辻
占
屋
に
つ
い
て
、
．
具
体
的
感
覚
的
に

述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
・
感
覚
的
に
述
べ
る
文
は
直
鼓
筋
の
展
開

進
展
に
は
関
係
せ
ず
、
読
者
の
感
覚
に
訴
え
て
．
、
も
の
の
姿
を
朋
睦
に
す
る
は

た
ら
き
を
し
て
▼
い
る
も
の
で
、
文
段
の
進
展
に
対
し
て
は
拡
充
の
は
た
ら
き
を

し
て
い
る
右
の
と
い
う
ー
寺
が
で
き
る
。
最
後
の
1
2
の
理
由
も
、
1
1
・
の
行
動
に

対
し
て
、
何
の
た
め
l
に
這
入
っ
た
君
を
説
関
す
る
も
の
で
拡
充
の
．
一
転
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
の
感
覚
的
拡
充
に
対
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま

Jq）



味
的
拡
充
で
あ
る
。

こ
の
文
段
の
構
造
を
国
元
す
れ
げ
次
の
よ
う
に
な
る
。

．抽象

．
ユ
　
　
　
　
　
ー

状

空
　
　
語
物

e
－
1
1
－
－
－
3
1
　
－
　
－

具
体

景

全
体
　
　
部
分

▲

▼

・

－

－

－

．

　

　

－

3

．

．

－

．

－

1

．

柏
手
切
出
頭

・
首
足
　
　
否
定

6
1
　
　
　
7
　
　
　
－

私
の
心
理
と
行
動

を
生
み
出
す
構
成
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
逆
に
進
展
し
て
緊
張
感
を
生
み

出
す
構
成
で
あ
る
。
転
に
お
け
る
緊
張
の
形
成
と
し
て
こ
の
二
つ
の
進
展
形
式
一

に
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

三

相
手
に
対
す
る
行
動

以
上
の
二
つ
の
文
段
は
、
文
革
の
流
れ
と
し
て
は
超
の
働
き

革

桔

行
動

理
由

’
－

相
手
の
出
甥
　
　
私
の
心
理
と
行
動

東
　
　
　
　
　
（
転
）
結
．
1

す
な
わ
ち
、
こ
の
文
段
は
起
盈
転
結
を
中
軸
と
し
て
進
展
し
て
い
る
が
、
．
そ
の

間
に
感
覚
的
怒
充
や
意
味
的
拡
充
を
し
な
が
ら
進
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
4
そ

れ
だ
け
第
一
の
も
の
よ
り
は
余
裕
を
感
じ
さ
せ
る
。
第
一
の
文
段
は
一
途
に
先

生
を
求
め
て
行
く
場
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
三
四
郎
が
広
田
先
生
の
家
で
、
．
画

家
の
原
口
が
美
商
子
の
話
を
す
る
の
を
聞
い
て
、
心
中
何
か
う
ご
く
も
の
を
感

じ
な
が
ら
下
層
へ
帰
る
途
坤
届
考
な
の
で
、
こ
の
余
裕
あ
る
描
写
が
通
わ
し

′
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
以
上
二
つ
の
文
段
に
お
い
て
、
転
の
部
分
は
何
れ
も
二
つ
の
文
で
構

成
せ
ら
れ
∵
一
つ
の
構
造
を
む
っ
て
い
薫
　
転
は
危
機
や
障
害
が
迫
↓
て
来

て
、
つ
い
に
何
と
か
ふ
み
切
る
と
い
L
ぅ
働
き
を
も
つ
も
の
甘
あ
る
が
、
第
一
の

転
け
、
問
題
の
対
象
に
援
近
し
て
行
っ
て
、
つ
い
に
接
触
す
る
に
至
る
と
い
う

進
展
で
あ
る
。
第
二
の
塙
の
ほ
買
い
た
い
豆
い
う
l
欲
求
に
対
し
て
、
逆
に
そ
れ

を
た
ち
切
る
受
い
う
構
成
で
あ
る
。
前
者
が
順
に
漸
層
的
に
進
展
し
て
緊
張
感

ツ

を
し
て
い
る
が
、
．
そ
れ
自
身
の
内
部
は
行
動
が
早
く
進
ん
で
、

．
起
承
転
結
の
進
最
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
け
よ
う
な
文
段

は
テ
ン
ポ
の
速
い
文
段
で
あ
る
。
も
っ
と
テ
ン
ポ
の
遅
い
文
段
に
な
る
受
一

っ
．
1
文
段
は
起
乗
転
結
の
う
ち
の
三
つ
と
か
二
つ
と
か
一
つ
と
か
、
・
あ
る
い
は

そ
芝
．
つ
の
ぅ
ち
の
さ
ら
に
一
部
で
構
成
ざ
れ
る
。

次
の
文
段
は
場
所
の
状
長
を
描
い
七
も
の
で
あ
る
が
起
だ
け
で
一
文
段
を
構

成
し
て
．
い
る
．
▼
㊤
の
超
の
部
分
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
・

◎
1
そ
竃
か
ら
無
縁
坂
の
南
側
県
岩
崎
．
の
邸
で
あ
っ
た
が
、
ま
ガ
今
の
よ

・
う
な
転
々
た
る
土
塀
で
囲
っ
て
は
な
か
っ
た
。
・
男
き
た
な
い
石
垣
が
築
い

し
だ

て
あ
っ
て
苔
蒸
し
た
石
と
石
と
の
問
か
ら
へ
歯
菜
や
杉
菜
が
覗
い
て
か

た
。
3
あ
の
石
垣
の
上
あ
た
り
は
平
地
だ
か
、
・
そ
れ
と
滝
小
甘
の
や
う
に

、
で
も
な
っ
て
ゐ
右
か
、
岩
崎
の
邸
の
中
に
這
入
っ
て
見
た
こ
と
の
な
い
供

は
、
．
今
で
も
知
ら
な
い
が
、
兎
に
角
当
時
は
石
塩
の
上
の
所
に
、
雑
木
が

学
ズ
た
い
準
学
兄
で
育
ち
た
い
程
育
っ
て
ゐ
る
の
が
、
往
来
か
ら
根
ま

で
見
え
て
ゐ
て
、
そ
の
根
に
茂
っ
て
ゐ
る
草
も
め
つ
た
に
苅
ち
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
（
愕
）

1
．
は
無
縁
坂
の
南
側
の
全
般
的
状
態
で
訂
る
。
・
し
か
も
こ
の
文
自
身
は
現
在

と
比
較
し
て
、
同
じ
溝
と
違
是
点
を
い
y
L
七
、
即
ち
比
艶
と
対
照
と
で
屠

ら
れ
イ
い
る
。
宿
き
と
ど
い
・
た
拡
充
の
構
成
で
あ
る
。
子
は
1
が
否
定
文
で
述
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J
h
l
h
n
H
J
H
J
．
F
P

．
－
．
m
m
H
H
I
P
ト
P
ト
L
m
い
い
V
h
J
l

べ
ら
れ
た
だ
け
で
は
安
定
し
な
い
の
に
対
し
て
肯
定
文
で
安
定
を
与
え
て
い

る
。
否
定
で
言
い
、
次
に
肯
定
で
言
l
ぅ
怒
充
で
も
を
1
∴
2
と
場
所
の
描
写

が
単
に
そ
の
当
時
の
ぁ
り
き
ま
を
い
う
の
で
な
く
、
頭
在
と
の
比
較
・
対
編
で

′

語
ら
れ
廿
い
る
こ
と
は
表
現
に
厚
み
を
与
え
る
も
の
で
、
鴎
外
の
好
ん
で
用
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
・
．
3
も
単
に
日
に
見
え
る
と
こ
ろ
だ
け
の
描
写
で
は
な
く
、
計

に
l
見
え
な
い
所
ま
で
も
想
像
し
．
て
い
薫
や
は
。
厚
み
の
あ
る
表
現
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
三
つ
の
文
牒
1
が
全
殴
的
に
否
定
文
で
言
っ
て
い
る
．
の
に
対
し
、

2
㌦
は
宵
雇
文
で
、
石
垣
と
石
垣
の
上
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
感
覚
的
具

体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

全

体

2ヽ

部FI石・

、
ヽ

垣
∵
　
　
石
垣
の
上
　
／

－

　

　

一

　

　

　

　

　

t

－

．

1

－

－

．

．

．

1

．

一

分．．

状

景

　

　

、

一
∴
起

．

　

　

　

・

＼

．

全
体
か
ら
酪
分
へ
と
い
う
拡
充
に
よ
る
構
成
で
あ
る
。
が
同
時
に
ま
た
、
否

定
で
言
い
、
肯
定
で
言
い
．
か
え
る
拡
充
で
も
あ
る
。

こ
の
文
澱
に
つ
ゞ
ぐ
次
の
文
段
は
、
言
よ
い
上
問
題
の
お
三
の
家
を
描
き
出

す
も
一
の
で
東
の
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
段
も
承
だ
け
で
一
一
文

段
を
な
す
。

④
1
坂
の
北
側
は
け
ち
な
家
が
軒
を
並
べ
で
ゐ
て
、
一
番
体
．
鼓
の
好
い
・
の

が
、
疲
塀
を
結
ら
し
た
、
小
早
い
L
も
意
竺
そ
の
外
は
手
職
を
す
る
労

な
ん
ぞ
の
住
ひ
で
あ
っ
た
。
．
9
店
は
荒
物
臣
に
旭
草
屋
位
も
か
な
か
つ

．た
。
3
中
に
往
来
の
大
の
月
に
附
く
の
は
、
裁
縫
を
教
へ
て
ゐ
る
女
の
家

で
、
．
屁
問
は
枯
子
窓
の
内
甘
大
勢
の
娘
が
債
喜
つ
て
為
事
を
し
て
ゐ
た
。

∴
時
険
が
好
く
て
、
窓
を
明
け
て
ゐ
る
と
乾
は
、
．
我
・
々
学
生
が
通
る
と
、

い
つ
も
べ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
盛
ん
に
し
ゃ
べ
っ
て
ゐ
渇
娘
共
が
、
皆
顔
を
挙
げ

て
往
来
の
方
を
見
受
　
5
そ
⊥
て
又
話
を
紀
け
た
り
、
笑
っ
た
り
す
る
。

6
そ
の
隣
に
一
軒
格
子
戸
を
綺
匿
に
拭
き
入
れ
て
、
l
l
上
り
口
の
叩
き
に
、
．

御
影
石
を
塗
4
込
ん
だ
上
へ
、
折
息
夕
方
に
通
っ
て
見
る
と
、
打
水
の
し

て
あ
る
家
が
あ
っ
た
。
．
7
寒
い
時
は
障
子
が
締
め
て
あ
る
。
－
暑
い
時
は

、
し
七
．
て

竹
粟
が
卸
し
て
あ
る
。
。
そ
し
て
為
立
物
師
の
家
の
賑
や
か
な
為
め
に
J

l
此
家
は
い
つ
も
際
立
っ
て
．
ひ
っ
そ
り
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
．

（雁）・

こ
の
女
段
は
、
1
・
2
で
坂
の
北
側
の
鞄
味
な
一
般
的
状
態
を
述
べ
、
3
・

4
・
訃
で
そ
れ
と
対
照
的
な
花
や
か
な
裁
縫
師
の
家
を
措
き
、
6
・
7
つ
8
㌧

ノ

9
で
こ
れ
と
ま
た
対
照
的
な
ひ
っ
そ
炉
し
た
お
玉
の
家
を
描
い
て
い
る
。
二
つ

の
対
照
を
重
ね
て
問
恋
の
お
王
の
家
を
召
せ
出
し
て
い
る
。
こ
の
象
の
文
段
の

中
鞄
は
対
照
に
よ
る
構
成
で
あ
そ
ざ
ら
に
ま
た
細
か
に
各
部
分
の
構
成
を
み

る
と
、
初
め
の
坂
の
北
側
の
一
般
的
状
態
は
、
1
で
け
ち
な
家
が
軒
を
並
べ
て

い
る
一
般
的
様
子
を
言
い
、
2
で
は
そ
の
中
で
異
質
的
な
、
特
殊
な
も
の
で
あ

る
店
に
ふ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
れ
も
一
般
的
状
態
の
雰
囲
気
を
殴
る
も
の
で

は
な
く
、
・
む
し
ろ
一
段
的
状
態
に
対
し
て
ア
ク
サ
ン
ト
を
作
る
佑
き
を
し
て
い

る
。
例
え
ば
鴎
外
が
よ
く
使
う
静
け
さ
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
伍
か
な
動
き
や
音

を
点
出
す
る
方
法
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
ぁ
る
。
・

第
二
の
葛
や
か
な
裁
縫
師
の
家
の
描
写
は
、
・
3
せ
二
段
的
状
態
を
言
い
、

4
・
5
．
で
具
体
的
な
描
写
を
し
て
い
る
。
こ
の
具
体
的
描
写
が
さ
ら
に
4
で
は

し
ゃ
．
へ
っ
て
い
た
の
が
や
め
て
外
を
み
る
動
か
ら
静
へ
の
う
ご
き
で
あ
り
、
5

に
そ
れ
か
ら
ま
た
動
へ
の
う
ど
き
き
の
ろ
。
こ
の
古
．
と
5
と
は
買
春
説
と
い
う

対
照
の
構
成
で
あ
る
。
最
後
の
問
題
の
お
王
の
家
は
、
6
＝
′
・
£
で
そ
の
筈

餅
の
側
か
ら
言
い
、
9
で
は
主
宗
の
側
か
ら
言
っ
て
い
る
。
客
鼓
と
、
≡
掟
の
両
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方
か
ら
す
る
拡
充
の
構
成
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
客
観
は
さ
ら
に
空
間
的
に
二
つ

に
分
け
て
、
G
の
玄
関
先
の
状
態
上
7
・
8
の
窓
の
状
態
に
分
か
れ
、
そ
の
窓

は
、
時
間
的
に
二
つ
に
分
け
て
寒
い
時
と
暑
い
時
の
状
態
が
述
．
へ
ら
れ
て
い

与
こ
れ
は
場
所
の
括
写
と
し
て
、
あ
る
場
所
の
あ
る
時
打
状
態
の
描
写
で
は

な
く
、
相
当
長
い
期
間
を
か
け
た
摂
寮
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
特

定
の
時
間
の
こ
と
で
な
く
、
長
い
期
間
に
わ
た
る
一
．
投
的
状
態
と
し
て
容
て
こ

と
吟
唱
外
の
特
色
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
ほ
り
表
現
に
こ
垣
の
厚
み
と
安
定
感

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

．
以
上
に
よ
っ
て
み
る
と
、
こ
の
文
段
に
、

◎（∋◎・◎（り①

対

照

に

よ

る

構

成

　

1

2

－

・

▼

3

4

ニ

わ

▲

1

6

7

8

9

、

4

▲

・

－

・

▼

l

D

一
般
よ
り
特
殊
へ
の
構
成

抽
象
よ
ケ
具
体
へ
の
構
成

客
鼓
よ
り
主
観
へ
l
構
成

空
間
の
分
数
に
よ
る
構
成

時
問
の
分
詞
に
よ
る
構
成

l

－

▼

2

3

－

▼

4

　

【

り

6

7

．

O

O

l

▼

9

d

U

－

◆

一

7

侵

り

7

－

▼

H

b

こ
れ
は
対
照
や
分
類
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
組
縛
的
な
構
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

と
ー
し
ろ
が
、
漱
石
で
は
こ
の
種
の
場
所
描
写
の
文
段
の
構
造
が
鴎
外
と
多
少

．
＿
＼

違
っ
た
傾
向
を
も
っ
て
小
る
。
そ
れ
は
具
体
的
な
細
部
の
分
析
が
鴎
外
の
よ
う

．
に
組
残
的
で
は
な
く
、
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
並
べ
ら
れ
」
．
し
か
も
そ
の
要
素
上

要
素
と
が
ち
ぐ
は
ぐ
な
時
に
は
一
種
の
滑
稽
感
を
生
み
出
す
効
果
を
も
っ
て
．
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

・
◎
】
部
屋
の
坤
を
見
竿
と
真
申
に
大
き
な
長
い
樫
か
髭
㌣
て
号

は
h
ソ
が
ね

。
東
上
に
は
何
だ
か
込
入
っ
た
、
太
い
針
緑
だ
ら
け
の
器
械
が
乗
ウ
か
つ

b

き

　

　

　

　

　

　

　

　

い

れ

　

　

　

　

　

　

ヽ

1

ヽ

て
・
其
傍
に
大
き
な
硝
子
の
鉢
に
水
が
入
て
あ
る
。
・
3
其
外
に
や
す
り
と

ナ
イ
フ

小
刀
と
襟
餌
が
一
つ
落
ち
て
い
る
。
t
．
4
最
後
に
向
ふ
の
隅
を
見
る
と
、
≡

上
い
う
諸
種
の
構
成
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
次
の
図
の
よ
う
に
重
な
り

合
い
、
立
体
的
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
′

′

み
か
け
い
し
．

尺
位
の
寵
禄
石
の
合
の
上
に
、
福
神
濃
の
缶
程
な
複
雑
な
器
械
が
乗
せ

、
あ
る
。
．
5
三
四
郎
は
此
缶
の
横
腹
に
開
い
て
ゐ
る
二
つ
の
穴
に
眼
を
つ

え
ノ
は
ほ
み

た
。
6
穴
が
喋
蛇
の
限
玉
の
枝
に
光
っ
て
ゐ
る
。
7
苛
々
官
君
は
笑
ひ

l
が
ら
光
る
で
せ
ぅ
と
云
つ
た
・
呈
ト
し
て
、
欺
吏
云
ふ
説
明
を
し
．
て

れ
た
。
（
三
四
郎
）
．
．

こ
の
文
段
の
構
造
は
次
の
頁
に
示
す
図
の
よ
与
に
考
え
ら
れ
る
。

呉　な　け　て

－103二
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特
殊

S
l
】
1
1
．
1

動
静
　
動

意
＝
㌦
叫
－

玄
関
　
1

6
．
1
1
1
1
1

・
寒
い
時
　
暑
い
時

7　1．－－．．8　　　－　　．1

・
窓

主
観

9

】

l

l

I

，

全
般
的
に
地
味
な
場
所

華
や
か
な
　
裁
縫
師
の
家

ひ
っ
そ
り
と
し
た
家



起

J
＿
’

′
　
三
四
郎
の
行
動
．
′
　
も
の
の
状
態

書
語

表
情

7　－．11－

・
ノ

説
明

通
り
の
左
右
に
柘
ゑ
て
あ
る
銀
杏
の
並
木
が
眼
に
付
．
い
た
。
3
銀
杏
が
向

ふ
の
方
で
尽
き
る
ぁ
た
り
か
ら
、
だ
ち
だ
ら
坂
に
下
が
っ
て
、
正
門
の
際

．
に
立
っ
た
三
四
郎
か
ら
見
る
と
」
坂
の
向
ふ
に
あ
る
理
科
大
学
惟
二
四
の

一
部
し
か
出
で
ゐ
な
い
。
．
其
臣
根
の
後
ろ
に
朝
日
を
受
け
七
上
野
の
森

が
遠
く
輝
い
て
ゐ
る
。
．
5
日
は
正
面
に
あ
る
。
。
三
四
郎
は
此
嘩
行
の
あ

定
義
色
を
愉
快
に
感
じ
た
。
　
　
　
　
　
　
（
三
四
郎
）

1
は
三
四
郎
の
行
動
で
、
2
・
3
．
・
4
．
・
5
は
場
所
の
状
態
で
、
6
ほ
主
四

郎
の
心
理
で
あ
菟
こ
の
中
、
場
所
の
状
景
描
写
で
は
、
．
2
は
日
に
甘
い
た
近

且
葦
あ
り
、
3
・
．
4
・
5
は
だ
ん
だ
ん
と
目
を
向
う
に
や
っ
た
遠
景
で
あ
る
。

そ
し
で
こ
の
遠
景
は
、
理
科
大
学
の
二
階
の
一
癖
、
上
野
の
森
、
虻
と
い
う
よ

う
に
、
近
く
か
ら
遠
く
へ
と
達
託
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

．
相
手
の
行
動

理
科
大
学
の

銀
杏
並
太
　
　
二
階
の
一
部
－

薪

　

　

　

日

4

1

　

　

5

．

1

一

1

缶
の
二
つ
の
目

ー101－

1
状
景
描
写
で
、
一
見
、
部
屋
の
坤
は
真
申
の
机
の
上
の
も
の
と
、
隅
の
石
の

●

台
の
上
の
も
の
と
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
石
の
台
の
上
の
も

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
は
、
最
後
に
と
い
う
修
即
諾
に
よ
・
つ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
l
、
真
申
の
机
の

上
の
も
の
を
次
ぎ
つ
ぎ
に
見
て
行
っ
た
そ
の
つ
ゞ
き
と
し
て
あ
る
の
去
る
。

は
ト
ッ
が
ね

そ
の
真
申
の
机
の
上
の
も
の
彗
太
い
針
練
だ
ら
け
の
器
械
、
大
き
な
硝
子
の

鉢
、
や
す
り
、
小
刀
、
襟
餌
と
位
置
の
連
続
は
あ
っ
て
も
組
柘
が
な
く
、
襟
餌

の
よ
う
な
ち
ぐ
は
ぐ
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
。

三
．
四
郎
が
大
学
の
満
か
ら
見
る
篭
は
次
号
う
に
．
雷
か
．
れ
て
い
薫

．
◎
1
翌
日
は
正
八
時
に
学
校
へ
行
っ
た
。
〇
㌢
正
門
を
這
入
る
と
、
敢
突
の
大

担

次
の
軽
物
の
構
成
に
つ
い
て
滝
同
じ
よ
う
な
つ
な
が
．
り
に
上
を
展
開
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

也
玄
関
の
代
り
に
西
洋
間
が
一
つ
突
き
出
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
と
鈎
の
手
に
庄

′
　
敦
が
あ
る
。
座
敷
の
後
が
茶
の
画
で
、
茶
の
間
の
向
ふ
が
勝
手
、
下
女
部

屋
と
並
ん
で
為
る
。
外
に
〓
帽
が
あ
る
。
但
何
畳
だ
か
分
ら
な
い
。

（
三
四
郎
）

こ
の
最
後
に
、
∴
但
何
畳
だ
か
分
ら
な
い
。
」
と
批
半
め
い
た
こ
と
ば
が
あ

る
。
場
所
描
写
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
拡
充
を
し
な
い
で
は
い
ら



れ
な
い
の
が
漱
石
の
ま
た
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
∴
し
か
も
こ
の
批
判
・
否
定
が

、
．
1
謹
統
的
に
並
べ
ら
れ
る
と
次
の
よ
う
な
文
段
と
な
る
。
二

も
の
や
き

井
は
琴
琶
彗
二
遥
竃

◎
】
三
四
郎
は
看
病

一
と
思
は
れ
て
、
柱

露語

当　る
世　。

新
式
な
学
者
が
、

物
致
奇官許　がぴめ
にが．あ　て
．こ‾当　る　’

座
敷
を
見
廻
し
た
。
2
い
か
様
古
い
超
物

お
て
つ
け

3
其
代
り
唐
紙
の
立
附
が
惑
い
か
　
4
天

に
光
っ
て
ゐ
る
。
6
野
々
宮
君
の
枝
な

ん
な
家
を
借
り
て
、
封
建
時
代
の
孟
宗
暫

を
見
て
署
ら
寸
の
上
同
柘
で
あ
る
。
∴
7
物
数
奇
な
ら
は
当
人
の
随
意
だ
1

．
せ
‡

・
が
、
も
し
必
要
に
逼
ら
れ
て
、
郊
外
に
自
ら
を
放
逐
し
た
と
す
る
と
、
甚

だ
気
の
毒
で
あ
る
。
只
開
く
所
に
上
る
と
、
あ
れ
丈
の
学
者
で
1
月
に
た

っ
た
五
十
五
円
し
か
、
大
学
か
ら
貰
っ
て
ゐ
な
い
さ
ト
だ
。
9
だ
か
ら
巳

を
待
ず
私
立
学
校
へ
政
へ
に
行
く
の
だ
ら
う
。
1
0
そ
れ
で
妹
に
入
院
さ
れ
一

て
は
堪
る
ま
い
。
1
1
大
久
保
へ
越
し
た
の
も
、
．
或
は
そ
ん
な
経
済
上
の
都

合
が
一
も
知
れ
な
い
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
（
三
四
郎
）

と
の
文
段
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
る
l
。
．

行．、動

／

′

r

L

あ
る
。
．
こ
の
部
屋
描
写
の
中
心
は
、
唐
紙
の
立
付
、
天
井
と
否
定
を
重
ね
る
に

あ
る
。
新
し
い
洋
鐙
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
l
そ
れ
．

も
調
和
的
で
な
い
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
重
の
と
し
て
お
か
れ
、
て
い
る
。
又
S
か
ら
1
1

ま
で
の
心
中
に
思
う
こ
と
も
、
全
く
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
並
ん
で
い
る
。

．
同
じ
よ
う
な
古
び
た
部
屋
の
描
写
を
鴎
外
は
次
の
よ
う
な
描
き
方
で
し
て
い

る
。㊥

－
火
事
に
も
逢
は
ず
に
、
大
ぷ
久
七
く
立
っ
て
ゐ
る
家
と
見
え
て
．
頗
ぶ

る
古
び
が
附
い
て
か
た
。
・
1
9
拉
な
ん
ぞ
は
黒
檀
の
や
う
に
光
っ
て
ゐ
た
・

3
硝
子
の
器
を
鼓
せ
た
春
慶
塗
の
卓
や
、
白
い
シ
イ
ツ
を
掩
う
た
診
察
膚

の
璧
口
が
、
血
柱
と
異
様
な
。
ソ
寸
フ
ス
ト
を
な
し
て
ゐ
薫
二
カ
ズ
イ

ス
チ
カ
）

1
が
抽
象
的
一
般
的
に
言
っ
て
い
る
の
甘
対
し
、
・
2
．
は
そ
の
中
の
代
表
的
な

一
つ
を
と
れ
あ
げ
て
具
体
的
感
覚
的
に
述
べ
て
い
る
・
そ
し
て
1
・
2
が
家
の

古
さ
を
言
」
の
に
対
し
て
、
計
は
そ
の
対
照
的
な
も
の
を
述
べ
・
て
い
る
∵
」
の

文
段
も
大
き
く
ほ
、
．
1
．
．
2
売
3
の
対
照
に
よ
る
構
成
で
、
そ
の
1
・
2
は
抽

象
か
ら
具
体
へ
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
∴

古
　
さ
、
黒

抽
　
象

体

対
　
照

新
し
さ
、
白
さ

01

．

．

1

．

．

1

．

－

－

－

題

　

　

　

，

　

1

　

　

　

　

　

　

　

－

二
軍

心
　
　
理
．
（
比
．
判
）

抽
　
象
・

体

こ
し
の
部
屋
の
状
態
描
写
で
は
、
肯
定
的
な
文
と
し
て
？
5
が
為
る
が
ご
」

れ
ほ
ほ
ん
と
に
肯
定
し
て
い
一
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
否
定
を
強
め
る
た
め
で



分
以
上
が
横
に
杉
温
か
も
、
此
方
の
供
分
を
冒
し
て
ゐ
る
丈
で
あ
る
。
・

．
3
大
き
な
桜
が
あ
脊
遥
は
倍
に
垣
根
の
中
に
生
え
て
ゐ
る
。
美
代

∵
り
枝
が
半
分
往
来
へ
逃
げ
臥
し
て
も
う
少
し
す
る
受
電
話
の
妨
害
に
空
一

、
る
。
6
菊
が
一
株
あ
る
。
7
け
れ
ど
滝
寒
菊
と
見
え
て
一
向
咲
い
て
居
な

い
。
．
8
此
外
に
は
何
に
も
な
い
。
。
気
の
毒
な
様
な
匠
で
も
る
。
”
た
ゞ
ト
∴

・
．
土
丈
は
平
ら
で
、
肌
理
が
細
か
で
甚
だ
美
し
い
。
1
1
三
四
好
は
土
を
見
て
・

、

∵
満
た
。
1
2
契
際
土
を
見
る
枝
に
出
来
た
医
で
あ
る
。
　
（
三
四
郎
）

庭
の
構
成
し
て
い
る
要
素
に
つ
い
て
、
百
計
紅
、
桜
、
輿
、
と
一
つ
一
つ
否
．

足
し
て
、
つ
い
に
す
べ
て
を
否
痘
し
、
そ
の
否
定
の
極
に
首
定
が
穿
て
、
救
わ

′

れ
慰
め
ら
れ
る
と
い
～
構
成
で
あ
る
4
．

百
日
紅
　
　
否
定

】
　
．
2
　
－
　
－

桜
　
　
　
首
定
・
否
定

3－－，　　4

8

倍

憧

－

h

　

9

1

評
価

1
㌦
「

「

否

1
1
癖
働

定

2
辟
庵
・

首
、
　
定

㊥
1
線
側
に
出
て
見
れ
ば
、
真
庭
は
裏
庭
の
三
倍
位
の
広
さ
で
l
ぁ
る
。
空
所
∵

な

所
に
蜜
柑
の
木
が
あ
っ
て
、
小
さ
い
実
が
沢
山
生
っ
て
ゐ
る
∵
。
故
に
近

い
処
に
は
、
瓦
で
築
い
た
花
垣
が
あ
っ
て
、
菊
が
造
っ
て
あ
る
。
・
4
そ
の
．

傍
に
円
石
を
畳
ん
だ
井
戸
が
あ
っ
て
、
ゼ
の
石
の
隙
間
か
ら
も
赤
い
蟹
が

覗
い
て
ゐ
る
。
．
5
花
壇
の
向
う
は
畠
に
な
っ
て
ゐ
て
、
そ
の
西
の
隅
に
別

当
部
屋
の
附
い
た
厩
が
あ
る
。
6
花
壇
の
上
に
も
、
畠
の
上
に
む
、
蜜
柑

の
木
の
周
囲
に
も
、
蜜
蜂
が
沢
山
飛
ん
で
ゐ
る
の
で
、
石
田
は
大
さ
う
項

′
蜂
の
多
い
処
ガ
と
恩
．
つ
て
爺
さ
ん
甘
問
う
て
見
た
。
・
7
こ
れ
は
爺
さ
ん
が

飼
っ
て
ゐ
る
の
で
、
巣
箪
笥
側
の
外
壁
に
由
り
下
げ
て
．
あ
る
の
で
あ
っ

し

た

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

（

鶏

1

Y

l
は
庭
の
広
さ
で
㍉
、
2
ほ
そ
の
中
に
生
え
・
て
い
る
．
蜜
柑
の
木
の
叙
述
で
あ

る
。
こ
ぞ
1
‥
2
ほ
庭
の
全
般
的
な
鍍
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
次
の
3
．

、

4
・
5
は
庭
を
構
成
し
て
い
る
屠
蘇
（
部
分
）
に
つ
い
て
述
．
へ
、
．
そ
れ
も
近
い

所
か
ら
遠
い
所
へ
と
順
次
並
．
へ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
が
ま
た
何
れ
も
′

全
体
を
言
っ
．
て
．
、
次
に
そ
の
中
の
も
の
に
及
ぶ
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
即
ち
、

花
壇
か
ら
菊
に
及
び
、
円
石
の
井
戸
か
ら
、
そ
の
石
の
問
の
壁
に
及
び
、
昌
か

ら
厩
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
2
が
蜜
柑
の
木
か
ら
、
翼
に
及
ぶ
の
も
同
じ
構
成
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
の
内
部
構
造
も
「
ま
た
、
文
が
集
っ
て
小
さ
な
ま
と
ま

り
を
作
？
て
い
る
1
・
2
と
且
・
4
・
・
5
の
関
係
構
造
も
、
・
何
れ
も
全
体
か
ち

部
分
へ
と
い
う
構
成
で
甚
だ
明
快
な
感
を
与
え
る
。
6
・
7
ば
再
び
全
般
に
か

え
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
内
部
の
G
と
7
と
の
関
係
は
、
疑
問
か
ら
解
決
へ
と

い
う
緊
張
感
を
も
っ
．
た
構
成
で
あ
る
。

ー106－

、
翼
相
の
　
　
近
事
所
・

腫
厘
l
と
魔

．
1
－
広
は
　
2
休
は
快
　
3
－

遠
い
所

4
併
－
戸
は
率
　
5
悍
陰

部

こ
と
と
疑
問
．
解
決

全
般
か
ら
部
分
へ
と
分
化
し
、
再
び
全
般
へ
．
と
統
合
す
る
払
良
的
な
構
成
で

あ
り
」
最
後
の
し
め
Y
ゝ
り
ほ
疑
問
か
ら
解
決
へ
と
い
う
緊
張
と
罫
定
か
ら
成

り
立
り
．
て
い
る
。
．
こ
の
文
段
の
構
成
は
組
技
的
彗
安
定
感
を
も
つ
も
の
だ
と

′



い
う
ー
山
と
が
で
き
よ
う
。
同
じ
庭
を
描
い
て
も
、
漱
石
の
否
定
を
た
宣
か
け

て
行
く
態
度
と
は
違
↓
た
態
度
で
あ
る
。

四

転
の
文
段
は
対
象
と
の
戦
い
で
あ
り
l
、
危
厩
で
あ
牡
、
進
匠
が
障
害
に
阻
ま

れ
る
と
い
う
段
帽
で
あ
る
。
こ
・
ゝ
で
も
、
漱
石
で
は
、
失
敗
に
失
敗
を
重
ね

る
、
又
は
否
定
に
否
芹
を
重
ね
る
と
い
う
同
じ
傾
向
の
構
成
が
見
出
さ
れ
る
。

例
え
ば
三
四
郎
が
野
々
宮
さ
ん
を
理
科
大
学
．
に
初
め
て
訪
れ
重
場
面
に
町
の
よ

う
な
部
分
が
あ
．
る
。

㊥
1
取
付
の
戸
を
あ
た
っ
て
見
た
ら
錠
が
下
り
て
ゐ
る
。
9
某
へ
担
っ
て
も

駄
目
で
あ
っ
た
。
3
仕
舞
の
横
へ
出
た
㌣
↓
念
の
為
と
思
っ
て
経
て
見
た

ら
旨
い
具
合
に
開
い
た
。
5
郎
下
の
四
つ
角
に
小
便
が
一
人
居
眠
り
を
し

て
ゐ
た
。
6
来
意
を
通
じ
る
と
、
し
ば
ら
く
の
問
は
、
正
気
を
回
復
す
る

為
に
、
上
野
の
森
を
眺
め
て
ゐ
た
が
、
突
然
↓
御
田
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

と
云
つ
．
て
奥
へ
這
入
っ
て
行
っ
た
。
　
　
　
二
三
四
郎
「

±
四
郎
は
結
奥
と
l
し
て
は
大
学
の
建
物
の
中
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
す
ぐ

に
簡
単
に
入
ら
せ
た
の
で
ほ
頭
白
味
が
な
い
の
で
作
者
は
こ
1
に
抵
抗
を
作

り
出
し
て
い
る
り
す
．
な
あ
ち
、
服
付
か
ら
行
っ
て
駄
目
、
頁
か
ら
駄
目
、
最
後

に
横
か
ら
思
い
か
け
ず
入
っ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
ま
た
こ
ゝ
．
で
も
小
便
は
居

眠
り
を
し
て
、
い
て
、
用
が
透
せ
ち
れ
る
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
。
兵
敗
に
失
敗

を
重
ね
る
構
成
で
あ
る
。
▼

㊤
三
四
郎
は
此
昇
に
見
ら
れ
た
時
l
、
何
と
な
く
極
り
が
悪
か
っ
た
。
元
で
も

か
ほ
ん

豪
語
蠣
l
を
哲
か
さ
づ
上
思
っ
て
、
革
抱
を
開
け
て
見
る
と
、
、
昨
夜
の

西
洋
手
拭
が
、
上
の
所
隻
ち
し
4
諾
っ
て
ゐ
る
。
そ
い
．
つ
を
傍
へ
掻
き

．
寄
せ
て
、
底
の
方
か
ら
、
芋
に
障
っ
た
奴
を
何
で
も
構
は
ず
引
出
す
宅

説
ん
．
で
も
解
ら
な
い
べ
つ
コ
ン
の
論
文
集
が
出
た
。
べ
」
コ
ン
に
は
気
の

竃
な
位
薄
っ
ぺ
ら
な
租
未
な
仮
綴
で
烏
る
。
・
（
三
四
郎
）
．
．
モ
く

㊥
次
の
臣
は
空
想
を
や
め
て
、
這
入
る
と
早
通
本
を
借
れ
た
▼
然
し
借
り
遍

な
っ
た
秒
で
、
す
ぐ
返
し
た
。
後
か
ら
借
り
た
本
は
六
づ
か
し
過
て
読
め

な
か
っ
た
か
ら
又
返
し
た
。
三
四
郎
は
か
を
云
ふ
風
に
し
て
在
日
本
を
八

吾
ま

九
冊
宛
は
必
ず
借
年
た
。
尤
も
会
に
は
少
し
読
ん
だ
の
も
あ
る
。

（
三
四
郎
）

何
れ
も
同
じ
構
成
で
あ
る
が
、
草
枕
の
冒
頭
の
有
名
な
文
章
に
守
J
れ
と
似

た
特
色
が
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
．

．
⑲
I
　
山
路
を
登
り
な
が
ら
Y
か
う
考
へ
た
。

王
1
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
．
2
倍
に
枯
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
3
意
埠
を

通
せ
ば
窮
屈
だ
、
．
4
兎
角
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
。

Ⅲ
1
住
み
に
く
さ
が
高
じ
る
と
ー
安
い
所
へ
引
き
越
し
た
く
な
る
が
　
2
ど

こ
へ
越
し
て
鴻
住
み
に
く
い
と
悟
っ
た
時
、
一
詩
が
生
れ
て
、
、
画
が
出
来

る
。

こ
0
文
章
は
三
つ
の
文
段
か
ら
で
き
て
い
る
ご
I
を
起
と
す
れ
ば
、
．
Ⅱ
は
転
．
・

で
、
す
け
給
で
あ
る
。
Ⅲ
の
転
の
文
段
が
、
一
方
か
ら
行
っ
て
眉
ぎ
ど
ま
り
、

」
方
か
ら
行
っ
て
行
き
ど
ま
る
と
い
う
失
敗
を
重
ね
る
構
成
で
、
最
後
の
4
ほ

一
t

要
約
で
あ
る
。
帆
が
桔
の
文
段
も
、
l
は
行
き
ど
ま
り
に
よ
る
反
転
で
あ
り
∴

2
ほ
そ
の
反
転
が
ま
た
行
き
ど
患
っ
て
、
最
後
艦
解
決
が
来
る
と
い
う
構
成
で

あ
る
。

、
闘
外
I
で
は
失
敗
に
失
敗
を
亘
れ
て
最
後
に
解
決
す
る
よ
叶
は
、
危
機
が
来
て

は
越
え
、
危
機
が
来
て
は
越
え
る
と
′
い
う
形
の
も
の
が
多
い
。
い
わ
ば
対
照
に

よ
る
発
想
で
あ
る
。
－

⑯
1
石
原
の
踏
み
込
ん
だ
処
を
見
る
と
、
泥
は
膝
の
止
ま
で
し
か
な
い
。

・
遠
の
や
・
う
濫
足
を
跨
げ
ヰ
思
買
込
ん
で
言
ぼ
り
と
は
カ
と
這
っ
て
＼

－107－



行
く
。
・
3
少
し
深
く
な
．
る
か
せ
思
ふ
と
、
女
浅
く
な
る
。
．
．
見
る
見
る
二

本
の
蓬
の
茎
よ
り
前
に
出
た
。
5
暫
く
す
る
と
岡
田
が
　
「
右
」
　
と
云
つ
㌧

た
。
．
6
石
原
は
右
へ
寄
っ
て
歩
ぐ
。
万
岡
田
が
又
r
左
」
と
云
つ
た
・

岩
原
が
余
り
右
へ
寄
り
過
ぎ
た
の
で
ぁ
る
。
．
9
忽
、
ち
石
原
は
足
毒
め

て
身
．
を
屈
め
た
。
、
1
。
そ
し
て
す
ぐ
に
跡
へ
如
き
返
し
て
来
た
・
．
．
1
1
遠
い
方
′

の
蓮
の
茎
の
辺
を
過
せ
た
頃
に
吋
．
も
う
右
晋
に
提
げ
て
ゐ
る
蟹
も
の

が
見
え
た
。
．
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
雁
）
　
バ

図
で
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
／

泥
の
状
態
．
行
動

〇
一

泥
の
状
態
　
′
行
動

－

　

　

　

　

　

－

　

、

4

」

l

●

】

成
功

起

岡
田
の
こ
と
ば

石
原
の
行
動

乗

岡
田
の
こ
と
ば
　
　
説
明

石
原
の
行
動

9

．

　

　

　

－

　

　

　

　

　

　

－

　

．

－

．

．

一

．

「
厄
佃
「
＼

間

．hHJ

．
・
一
群
取

一
一
．

鴎
外
で
さ
ら
に
特
色
あ
る
こ
と
は

障
害
に
あ
た
っ
て
は
．
そ
こ
に
と
ど
ま
っ

七
、
じ
っ
と
対
象
を
紋
察
し
、
そ
れ
が
ふ
く
あ
る
理
由
、
原
因
を
孝
見
た
彗

過
去
に
遡
っ
．
て
み
た
り
、
・
又
は
一
般
論
に
．
ひ
ろ
げ
て
考
え
た
り
、
喫
す
る
l
こ
抵

抗
そ
の
場
の
に
ぶ
っ
か
る
こ
と
を
一
時
や
め
、
こ
れ
を
離
れ
た
立
場
か
ら
見
て
l

儲
決
法
を
考
、
実
て
行
子
と
い
ヶ
こ
と
で
あ
る
。
漱
石
の
体
あ
た
。
で
ぶ
つ
か
っ
ー

一

て
は
ね
か
え
さ
れ
、
ま
た
す
ぐ
に
ぶ
つ
か
っ
て
行
く
性
急
な
一
途
な
態
度
と
は

対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
ァ

・
▼
㊥
1
岡
田
は
返
辞
を
す
る
よ
り
先
き
打
、
詩
の
下
へ
近
寄
っ
て
蛇
の
様
子
を

混
た
！
遠
は
隣
の
裁
縫
の
師
匠
の
家
の
方
に
寄
せ
．
て
、
・
窓
に
吊
し
て
あ

っ
て
、
蛇
は
此
家
と
隣
家
と
の
問
か
ら
庇
の
下
を
つ
怒
っ
て
寵
に
ね
ら
い

寄
っ
て
首
を
挿
し
込
ん
だ
の
で
あ
る
・
．
3
蛇
の
体
品
を
掛
け
た
や
ぅ

．
に
、
庇
の
腕
木
を
横
切
っ
て
ゐ
て
、
尾
は
ま
だ
隅
の
柱
の
さ
き
に
隠
れ
て

ゐ
る
。
4
随
分
長
．
い
蛇
で
あ
る
。
5
い
づ
れ
草
木
の
茂
っ
た
加
賀
屋
敬
の

l
レ

ど
こ
か
に
住
ん
で
ゐ
た
の
が
此
頃
の
気
圧
の
変
調
を
感
じ
て
さ
ま
よ
い
出

て
．
、
途
中
で
此
抗
の
烏
を
見
附
け
た
も
の
だ
ろ
う
。
。
岡
田
も
ど
う
し
よ

う
か
と
ち
よ
い
と
迷
っ
た
。
7
女
達
が
ど
う
も
す
る
こ
と
げ
出
来
な
か
っ

た
の
は
祭
理
も
無
い
の
で
あ
る
。
（
雁
）
．

1
は
岡
田
の
行
動
で
、
2
か
ら
5
ま
で
は
蛇
の
状
態
で
」
6
が
岡
田
の
心
理

で
、
7
ほ
過
去
へ
の
拡
充
で
あ
る
。
こ
の
文
段
の
進
民
の
中
軸
は
1
の
行
動
と

6
の
心
理
で
・
あ
と
の
文
は
拡
充
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
・
I
．
．
し
の
拡
充

が
危
機
に
あ
た
．
っ
て
の
実
に
落
謡
い
た
観
寧
竺
試
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
．
2

は
頭
在
に
至
を
過
程
で
あ
り
、
3
・
4
は
現
在
の
感
覚
的
状
態
で
あ
り
、
5
は

＿原
因
の
推
定
で
あ
る
。
危
接
に
あ
た
っ
て
一
時
止
ま
っ
て
、
十
分
な
拡
充
を
行

っ
た
文
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

．
五

以
上
、
漱
石
と
鴎
外
の
い
く
つ
か
の
文
段
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
字
み
て
采

た
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
す
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

一①
小
説
に
お
け
る
文
段
の
構
成
は
、
進
民
と
拡
充
の
二
つ
．
の
原
理
に
よ
る
の

で
け
な
か
ろ
う
か
。
拡
充
し
つ
つ
進
展
し
て
行
く
の
．
で
あ
る
が
、
主
と
し

ll冶



ナ
　
　
『
方
言
研
究
年
報
』
第
一
巻
一
九
五
八
年
版
な
ど
・

筆
者
は
、
そ
の
お
説
に
導
か
れ
て
、
か
ね
て
か
ら
三
重
県
を
中
心
と
す
る
地
．

域
の
文
末
詞
の
由
述
を
志
七
て
い
る
が
、
前
記
・
『
年
報
皐
一
の
第
一
巻
に
寄
せ
た

も
の
は
、
海
岸
地
帯
に
l
つ
い
て
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
は
伊
賀
方
言
を
と
り

あ
げ
て
、
大
路
な
が
ら
本
県
の
展
望
に
資
し
た
い
と
思
う
。

も
て
へ
文
末
詞
は
、
文
末
に
あ
▼
っ
七
、
そ
の
文
表
現
を
最
後
的
に
決
定
す
る

一
て
逸
民
に
よ
．
る
文
段
も
あ
り
、
童
と
し
て
拡
充
に
よ
っ
て
な
り
立
つ
文
段

・

っ
も
あ
る
。

◎
　
鴎
外
は
分
類
や
対
照
に
よ
る
組
積
的
な
拡
充
を
す
る
が
ヾ
漱
石
は
全
体
の
㍉

組
島
よ
り
は
個
と
個
と
の
つ
な
が
り
を
主
と
す
る
拡
充
を
す
る
。
．

．
㊥
．
進
展
に
は
、
障
害
や
抵
抗
が
お
か
れ
る
こ
と
．
が
多
い
が
、
漱
石
は
否
定
の

遠
第
に
よ
る
緊
張
を
作
り
、
朗
閣
外
は
否
定
主
目
定
が
交
互
に
く
る
対
照
的

・
伊
・
賀
　
方
・
言
．
の
　
文
　
末

r

・
　
な
緊
張
を
作
る
川
．

◎
体
あ
た
ヶ
で
ぶ
つ
か
て
は
は
ね
返
さ
れ
、
ま
た
ぷ
つ
か
首
級
石
の
態
l
圧

・
と
、
対
象
に
あ
る
距
離
を
お
き
、
対
象
を
組
織
的
に
、
ま
た
厚
み
を
も
っ

、
て
㌧
ら
え
る
鴎
外
の
態
度
の
達
と
い
ヶ
も
の
が
、
以
上
の
文
段
構
成
の
根

底
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
一
か
と
思
わ
れ
る
。（

広
島
女
子
短
期
大
学
）

一

文
未
詞
に
つ
い
で
は
、
．
す
で
に
藤
原
与
一
先
生
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
世
に

示
さ
れ
て
い
る
。
．

『
国
語
学
』
第
十
一
班
「
日
本
語
表
現
法
の
文
末
助
詞
」
そ
の
成
立
と
螢

成
－
し

詞
．

佐
．
臥
．
．
酪
　
男

一

こ
と
ば
で
あ
る
。
心
た
が
っ
て
「
＝
の
文
末
詞
が
ど
の
よ
う
な
決
定
性
を
賂

揮
し
て
い
る
か
．
に
バ
観
察
の
視
点
を
す
え
る
．
へ
き
こ
せ
と
な
る
。
・

ム
調
査
地
　
三
重
県
阿
山
郡
大
山
田
村
奥
尽
野
お
よ
び
鞍
馬
野

伊
勢
・
伊
賀
の
国
境
を
南
北
に
走
る
鈴
斑
山
脈
の
一
痛
、
笠
取
山
の
酉

・
・
ふ
も
と
に
あ
る
。
半
農
半
林
の
部
落
で
あ
る
。

・
△
調
査
日
廷
　
昭
和
≡
一
年
人
身
一
〇
日
－
二
四
日
（
五
日
間
）

．
云
資
∵
　
料
　
l
被
調
査
者
の
選
局
に
あ
た
っ
て
は
、
壷
料
の
純
粋
性
を
期
し

ケ
ま
う
注
意
美
・
結
果
は
、
老
年
層
・
、
女
性
層
賢
つ
く
、
青
壮

年
層
・
男
性
層
に
う
す
べ
な
っ
た
。
∴

な
お
、
奥
民
野
と
中
馬
、
野
は
、
部
落
こ
そ
ち
が
う
が
、
ご
く
近
い
位

・
置
に
あ
り
ハ
一
団
の
言
語
状
態
を
な
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
Y

．
一
括
し
て
．
扱
っ
た
。
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