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榾
火
燃
ゆ
戸
口
に
来
た
る
山
兎 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
八
年
） 

  

い
ま
の
若
い
子
た
ち
で
な
く
と
も
、
思
わ
ず
「
か
ー
わ
い
ー
」
と
内
心
叫
び
た
く
な
り

そ
う
な
句
。「
い
い
と
こ
ろ
に
来
た
ぞ
。
さ
あ
、
捉
ま
え
て
食
お
う
！
」
と
い
う
の
で
は
な

い
の
で
念
の
た
め
。
文
筆
と
俳
句
に
追
わ
れ
て
の
鬱
屈
し
た
日
常
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
が
、
そ
の
八
束
に
は
、
こ
の
よ
う
な
童
話
の
よ
う
な
無
垢
な
も
の
へ
向
け
る
や
さ
し
い

ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た
。
こ
の
風
景
は
実
際
に
出
遭
っ
た
も
の
か
、
幼
年
時
代
の
風
景
を
思

い
出
し
て
の
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
特
に
都
会
の
喧
騒
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
、

山
里
の
こ
ん
な
珍
客
に
心
を
慰
め
ら
れ
た
く
も
な
る
。 

 

バ
イ
ブ
ル
に
鞣な

め

し
香
の
あ
る
深
雪
か
な 

 

（
昭
和
五
八
年
） 

 

雪
に
深
く
閉
ざ
さ
れ
た
教
会
な
ど
を
思
い
出
し
た
い
。
あ
た
り
の
音
が
雪
に
吸
い
込
ま

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
し
ず
か
な
部
屋
の
片
隅
に
置
か
れ
た
バ
イ
ブ
ル
。
だ
い
ぶ
使
い
込

ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
表
紙
は
革
製
で
あ
る
。
手
に
取
っ
て
見
る
と
、
そ
の
な
め
し

革
の
匂
い
が
鼻
先
に
漂
っ
て
き
た
、
と
い
う
句
で
あ
ろ
う
。
深
々
と
し
た
匂
い
に
は
、
た

っ
ぷ
り
と
し
た
時
間
と
、
多
く
の
人
々
の
息
が
感
じ
ら
れ
る
。
重
厚
な
中
に
も
清
潔
さ
の

通
う
句
だ
と
思
う
。 

 

月
夜
な
る
湯
川
の
吹ふ

つ

越こ

し

霙
み
ぞ
れ

か
な 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
八
年
） 

 

「
吹
越
」
と
い
う
の
は
、
山
越
え
に
雪
が
吹
き
わ
た
っ
て
く
る
現
象
。
風
花
と
似
た
よ

う
な
も
の
だ
が
、
上
州
あ
た
り
で
は
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
ら
し
い
。
ロ
ー
カ
ル
な
呼
び
名
だ

が
、「
風
花
」
と
い
う
雅
な
趣
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
大
ぶ
り
な
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
。〈
吹

越
に
大
き
な
耳
の
兎
か
な 

加
藤
楸
邨
〉
の
句
に
よ
っ
て
こ
の
季
語
が
定
着
し
た
か
と
思

う
。
八
束
の
こ
の
句
は
、
霙
の
吹
越
だ
か
ら
多
少
陰
影
を
濃
く
す
る
。
湯
川
を
照
ら
し
出

す
よ
う
な
月
夜
に
、
山
か
ら
吹
越
し
の
霙
が
吹
き
あ
が
っ
て
く
る
か
の
よ
う
な
風
景
で
は

な
い
か
。
す
な
お
に
「
吹
越
」
と
言
え
ず
に
「
霙
」
を
付
け
加
え
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
と
こ
ろ
に
八
束
の
胸
中
を
覗
く
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

ひ
と
つ
指さ

し
ひ
と
つ
見
や
り
て
土
筆
つ
む 

 

（
昭
和
五
九
年
） 

  

不
思
議
な
句
だ
。「
ひ
と
つ
指
し
」
は
分
か
る
。
た
と
え
ば
一
緒
に
行
っ
た
子
供
で
も
よ
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い
。「
ほ
ら
、
そ
こ
に
土
筆
が
あ
る
よ
」
と
指
さ
し
て
や
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
「
見

や
り
て
」
は
ど
の
よ
う
な
情
景
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
な
か
な
か
解
け
な
い
。「
ほ
ら
あ
そ
こ

に
も
」
と
言
い
そ
う
に
な
る
自
分
を
あ
え
て
抑
え
て
、
そ
の
土
筆
を
「
見
や
る
」
だ
け
と

い
う
心
理
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
引
き
起
こ
さ
れ
る

の
か
。
そ
こ
が
ど
う
し
て
も
謎
め
い
た
ま
ま
な
の
だ
。
ひ
と
つ
指
し
、 

す
で
に
次
に
指
し
示
し
た
い
土
筆
に
目
星
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
だ
と
い
う
決
定
的
な
手
が
か
り
も
希
薄
だ
。
そ
れ
と
も
、
も
う
一
つ
は
見
つ
け
た
け

れ
ど
、
意
に
沿
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
摘
む
気
持
ち
が
生
じ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ

も
変
だ
。
そ
れ
に
、
連
れ
添
う
相
手
が
誰
か
も
句
の
上
で
は
指
定
さ
れ
て
い
な
い
。
万
が

一
、
一
人
芝
居
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
尋
常
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
実

は
、
「
ひ
と
つ
指
し
」
た
土
筆
を
摘
ん
だ
の
か
ど
う
か
、
も
よ
く
考
え
る
と
分
か
ら
な
い
。 

だ
が
、
句
と
し
て
は
、
へ
ん
に
ふ
つ
う
の
脈
絡
の
中
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
よ
り
も
、
中

七
で
ひ
ょ
い
と
読
み
手
の
期
待
を
は
ぐ
ら
か
し
た
よ
う
な
仕
掛
け
が
謎
と
し
て
残
る
方
が

お
も
し
ろ
い
と
も
言
え
る
。
さ
り
げ
な
く
分
か
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
よ
う
に
書
い
て
あ
っ

て
、
実
は
不
思
議
な
空
白
感
が
の
こ
る
。
私
に
と
っ
て
こ
の
句
は
そ
の
よ
う
な
謎
を
含
み

な
が
ら
も
、
春
先
の
明
る
い
風
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
や
さ
し
さ
を
も
た
ら
す
句
だ
、
と
今

の
時
点
で
は
書
い
て
お
こ
う
。 

 

花
の
世
の
花
散
る
山
の
音
す
な
り 

 
 

 
 

（
昭
和
五
九
年
） 

 

前
書
に
「
三
月
十
一
日
中
川
宋
渕
禅
師
遷
化
四
月
十
一
日
本
葬
に
参
列 

二
句
」
と
あ

る
。
中
川
宋
淵
（
一
九
〇
七
‐
八
四
）
は
三
島
市
の
龍
沢
寺
に
住
し
た
臨
済
宗
の
禅
僧
で
、

飯
田
蛇
笏
門
『
雲
母
』
の
俳
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
た
ま
た
ま
本
葬
の
日
が
桜
の
満
開

の
頃
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
や
脚
色
が
あ
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
よ
い
。
こ
の
世
は
桜
一
色

で
染
ま
り
、
ま
さ
に
華
や
ぎ
に
満
ち
た
「
花
の
世
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
満
開
に
な
る
と
同

時
に
、
花
は
散
り
始
め
る
。
そ
の
散
り
始
め
る
音
が
、
山
の
音
と
し
て
し
ず
か
に
重
な
る

よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
（
よ
う
だ
）
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
最
後
に
「
山
の
音
」
を
据
え
ら

れ
る
あ
た
り
が
、
自
ら
も
甲
州
育
ち
で
、
同
時
に
蛇
笏
の
句
に
な
じ
ん
だ
八
束
な
ら
で
は

と
言
え
よ
う
。「
あ
」
音
と
「
お
」
音
が
多
用
さ
れ
て
い
て
、
老
僧
が
明
る
い
中
に
つ
つ
し

ん
で
こ
の
世
を
遠
ざ
か
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
。 

 

古
き
書
の
我
鬼
三
汀
や
花
籠
り 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
九
年
） 

 

前
書
に
「
東
門
居
先
生
作
に
〈
花
曇
り
大
壺
ひ
そ
と
照
り
翳
り
〉
が
あ
れ
ば
」
と
あ
る
。

そ
の
二
句
前
に
「
四
月
十
七
日
鎌
倉
な
る
永
井
家
花
見
句
会
」
と
前
書
の
あ
る
句
が
あ
る
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か
ら
、
そ
の
折
の
風
景
で
も
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
、
東
門
居
は
永
井
龍
男
、
我
鬼
は
芥

川
龍
之
介
、
三
汀
は
久
米
正
雄
の
俳
号
。
永
井
龍
男
を
要
に
し
て
の
過
ぎ
し
日
の
文
壇
の

交
流
が
、
花
明
り
に
掛
け
ら
れ
た
墨
書
に
よ
っ
て
偲
ば
れ
る
よ
う
だ
。「
古
き
書
」
だ
か
ら
、

掛
軸
で
は
な
く
、
案
外
古
書
の
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
主
題
は
よ
く
伝

わ
る
。
む
し
ろ
、
私
は
、
こ
の
句
の
前
書
が
律
儀
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
思
い
出
を

克
明
に
残
し
て
お
き
た
い
気
持
ち
は
分
か
る
し
、
後
世
の
読
者
に
親
切
で
は
あ
る
が
、
少

な
く
て
も
こ
の
一
句
に
関
し
て
は
前
書
は
不
要
だ
っ
た
と
思
う
。
句
は
中
七
以
降
が
、
古

格
と
で
も
言
お
う
か
、
深
々
と
し
た
郷
愁
と
陰
影
に
富
ん
だ
音
調
を
獲
得
し
て
、
三
誦
し

て
飽
き
な
い
。 

 

墓
山
に
灯
の
点
く
盆
や
瀬
戸
の
渦 

 
 

 
 

（
昭
和
五
九
年
） 

 

最
初
に
接
し
た
時
か
ら
印
象
の
深
か
っ
た
句
。
墓
山
と
い
っ
て
も
東
京
近
辺
の
大
霊
園

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
先
祖
代
々
土
地
の
者
が
寄
せ
合
う
よ
う

に
作
っ
て
来
た
小
規
模
の
墓
地
で
は
な
い
か
。「
灯
の
点
く
」
と
い
っ
て
も
、
煌
々
と
照
り

わ
た
る
よ
う
で
は
な
く
、
日
暮
れ
の
山
ふ
と
こ
ろ
に
十
や
二
十
く
ら
い
の
蝋
燭
の
灯
が
点

る
よ
う
な
墓
山
。
そ
の
墓
山
を
瀬
戸
の
渦
汐
の
向
う
に
見
て
と
っ
て
い
る
よ
う
な
作
で
は

な
い
か
と
思
う
。
夕
暮
れ
が
迫
っ
て
翳
り
を
濃
く
し
な
が
ら
力
動
的
な
渦
汐
と
対
照
的
に
、

彼
岸
に
寄
り
添
う
よ
う
に
点
き
始
め
る
盆
の
灯
。
そ
の
風
景
に
は
都
会
で
は
忘
れ
ら
れ
そ

う
な
、
風
土
と
祖
霊
の
根
っ
こ
が
見
え
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
感
じ
る
。
私
自
身
、
現

代
俳
句
に
向
き
合
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
風
土
詠
の
深
さ
に
は
い
ま
だ
も
っ
て
魅
力

を
感
じ
続
け
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
。 

 

唇
あ
け
て
虚
空
に
燃
え
る
の
う
ぜ
ん
花 

 
 

（
昭
和
五
九
年
） 

 

濃
艶
な
句
だ
。
凌
霄
の
花
の
一
つ
一
つ
が
唇
に
な
っ
て
虚
空
に
燃
え
た
っ
て
い
る
と
い

う
の
だ
。
百
目
鬼
よ
り
も
あ
る
意
味
で
は
気
押
さ
れ
そ
う
な
世
界
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
女

人
の
情
念
の
み
が
煮
え
立
っ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
も
あ
る
が
、
同
時
に
何
か
枯
渇
し
て

し
き
り
に
虚
空
に
叫
ん
で
い
る
よ
う
な
気
配
も
す
る
。
超
現
実
主
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
世

界
が
両
義
的
に
開
花
し
た
作
と
も
言
え
よ
う
。
本
来
な
ら
ば
「
燃
ゆ
る
」
と
な
る
は
ず
だ

が
、
勢
い
を
優
先
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
口
語
的
な
勢
い
の
「
燃
え
る
」
の
方
が
狂
れ

る
よ
う
な
さ
ま
が
い
き
い
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
で
は
な
い
か
。 
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伊
予
吉
田
潮
さ
し
河
の
の
う
ぜ
ん
花 

 
 

 

（
昭
和
五
九
年
） 

 

こ
う
い
う
句
の
よ
さ
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
れ
で
も
し
っ
か
り
と
し
た
背
骨

を
感
じ
る
句
だ
。
伊
予
吉
田
と
は
、
つ
い
最
近
ま
で
は
愛
媛
県
北
宇
和
郡
吉
田
町
（
よ
し

だ
ち
ょ
う
）
。
町
村
合
併
に
よ
っ
て
現
在
は
宇
和
島
市
吉
田
町
と
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
日

本
一
の
み
か
ん
産
地
だ
が
、
水
産
業
も
盛
ん
。
そ
の
昔
は
、
伊
予
吉
田
藩
の
陣
屋
町
で
も

あ
っ
た
。
い
ま
で
も
御
殿
内
と
い
う
町
名
が
残
っ
て
い
る
。
伊
予
吉
田
藩
は
宇
和
島
藩
か

ら
分
か
れ
出
た
も
の
だ
が
、
そ
の
宇
和
島
藩
は
江
戸
時
代
に
伊
達
政
宗
の
庶
長
子
、
秀
宗

が
入
封
し
、
以
降
は
伊
達
氏
が
廃
藩
置
県
ま
で
治
め
た
。
町
の
人
々
と
接
す
る
と
、
鄙
び

た
人
の
よ
さ
の
中
に
も
背
筋
の
ぴ
ん
と
立
っ
た
よ
う
な
雰
囲
気
を
時
折
感
じ
る
の
は
、
そ

の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
の
句
に
は
、
城
下
町
の
名
残
り
を
偲
ぶ
か
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
名
詞
の
み
で

動
詞
が
な
い
た
め
に
饒
舌
を
感
じ
さ
せ
な
い
。「
伊
予
吉
田
」
と
地
名
の
中
に
城
下
町
の
歴

史
を
感
じ
さ
せ
、
次
い
で
「
潮
さ
し
河
」
と
地
勢
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
の
後
で
、
最

後
に
「
の
う
ぜ
ん
花
」
を
置
い
て
、
あ
え
か
な
彩
り
を
添
え
て
い
る
。
色
町
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
詳
し
く
な
い
の
だ
が
、
武
家
の
町
に
も
華
や
い
だ
一
角
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で

は
あ
る
ま
い
。
下
五
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
人
の
華
や
ぎ
や
情
熱
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
。 

吉
田
町
を
訪
れ
る
た
び
に
こ
の
句
を
思
い
出
す
。
こ
の
句
に
は
風
土
を
深
く
引
き
出
す

た
め
の
装
置
が
備
わ
っ
て
い
る
。
地
名
と
地
形
と
植
物
を
組
み
合
わ
せ
た
だ
け
で
、
風
土

が
い
き
い
き
と
再
生
す
る
の
を
目
の
当
た
り
に
見
る
思
い
が
す
る
の
だ
。 

 

ラ
ム
ネ
玉
鳴
つ
て

舷
ふ
な
ば
た

の
し
ぶ
き
虹 

 
 

 

（
昭
和
五
九
年
） 

 

こ
の
句
も
、
今
回
読
み
直
し
て
新
た
に
気
づ
い
た
秀
品
。
小
型
の
観
光
船
な
ど
で
あ
ろ

う
。
舷
に
は
ス
ク
リ
ュ
ー
に
よ
っ
て
騰
が
る
水
し
ぶ
き
が
小
さ
な
虹
を
作
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
見
な
が
ら
、
誰
彼
と
な
く
乗
り
込
む
と
き
に
買
っ
て
き
た
ラ
ム
ネ
を
飲
み
始
め
た
の

だ
ろ
う
。
ポ
ン
と
い
う
ラ
ム
ネ
玉
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
一
時
代
の
楽
し
い
船
の
旅
が

い
き
い
き
と
描
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
深
刻
な
事
だ
け
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
と
き

に
は
く
つ
ろ
い
だ
時
間
も
八
束
に
は
流
れ
込
ん
で
き
た
。
そ
こ
を
す
か
さ
ず
に
俳
句
に
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
深
い
屈
折
が
な
く
明
る
く
伸
び
や
か
な
一
句
に
な
っ
た
。 
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露
の
彩い

ろ

動
き
赤
富
士
現
じ
け
り 

 
 

 
 

 

（
昭
和
五
九
年
） 

 

こ
の
句
を
今
は
亡
き
藤
田
湘
子
が
称
揚
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
私
も
こ
の
句
を

本
句
集
の
代
表
句
と
し
て
「
秋
」
に
一
句
評
を
書
い
た
覚
え
が
あ
る
。
骨
子
は
、〈
赤
富
士

の
露
滂
沱
た
る
四
辺
か
な 

冨
安
風
生
〉
の
句
と
比
較
し
な
が
ら
、
風
生
の
句
が
富
士
の

頂
上
の
方
か
ら
す
そ
野
へ
と
視
線
を
下
ろ
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
八
束
の
句
で
は
す
そ

野
の
方
か
ら
逆
に
視
線
を
上
げ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ

っ
た
と
思
う
。 

す
そ
野
の
い
ち
め
ん
の
草
露
が
色
彩
が
す
こ
し
揺
れ
動
い
た
と
思
っ
て
見
上
げ
て
み
る

と
、
赤
富
士
が
顕
ち
現
れ
た
の
だ
。
草
露
と
富
士
山
が
「
赤
」
と
い
う
語
を
介
し
て
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
時
間
に
こ
の
句
の
魅
力
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

か
ろ
う
。
き
り
り
と
引
き
締
ま
っ
た
「
現
じ
け
り
」
も
こ
の
句
を
力
強
く
支
え
て
や
ま
な

い
。「
現
れ
に
け
り
」
よ
り
漢
文
調
で
あ
る
「
現
じ
け
り
」
を
選
び
ぬ
い
た
八
束
の
語
感
は

や
は
り
鋭
い
。 

蛇
笏
か
ら
学
ん
だ
漢
文
調
の
よ
さ
が
こ
こ
ぞ
と
言
う
と
き
に
、
地
下
水
脈
か
ら
突
然
湧

き
あ
が
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

目
を
す
ゑ
て
涼
し
き
別
れ
か
は
し
け
り 

 
 

（
昭
和
五
九
年
） 

 

「
十
月
七
日
」
と
前
書
が
あ
る
。「
雲
母
」
の
重
鎮
で
も
あ
っ
た
父
・
石
原
舟
月
を
死
去

の
一
週
間
ほ
ど
前
に
見
舞
っ
た
折
の
作
。
か
つ
て
、
舟
月
は
、
山
梨
か
ら
上
京
し
、
実
業

家
と
し
て
も
成
功
し
た
。
八
束
の
経
済
的
な
側
面
を
強
力
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
。
八
束

の
と
き
に
無
頼
と
も
言
え
る
生
き
方
の
裏
に
は
、
こ
の
父
の
支
え
の
あ
っ
た
こ
と
も
大
き

い
。 こ

の
句
に
つ
い
て
は
、
多
く
言
う
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
武
士
道
と
ま
で
は
言
わ
な
い
も

の
の
、
絵
に
か
い
た
よ
う
な
潔
い
父
子
の
別
れ
方
で
あ
る
。
も
っ
と
も
父
の
方
は
重
態
だ

か
ら
、
八
束
の
方
が
さ
っ
ぱ
り
し
た
別
れ
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
俳
句
に

な
っ
て
み
る
と
、
最
後
の
別
れ
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
父
子
の
間
に
申
し
合
わ
せ
が
出
来

て
い
た
か
の
よ
う
な
気
配
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。「
涼
し
き
」
と
の
中
に
は
、
そ
の
生
き
方
に

共
感
し
て
父
親
を
尊
敬
し
続
け
た
八
束
の
感
謝
の
心
が
現
れ
て
い
よ
う
。 

 

煮
凝
や
い
の
ち
の
う
た
も
衰
へ
し 

 
 

 
 

（
昭
和
六
〇
年
） 

 

一
見
、
俳
壇
に
対
す
る
不
満
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
そ
れ
が
本
意
な
の
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で
は
な
か
ろ
う
。
老
い
の
意
識
の
な
か
で
、
以
前
と
比
べ
る
と
「
も
の
の
い
の
ち
」
へ
の

共
感
が
淡
白
に
な
り
が
ち
な
自
分
の
詩
心
へ
の
、
や
や
さ
び
し
さ
を
含
ん
だ
自
嘲
風
の
作

か
と
思
う
。
そ
の
寂
寥
感
は
「
煮
凝
」
に
接
し
た
と
き
に
形
に
な
っ
て
胸
の
中
に
凝
る
よ

う
に
居
場
所
を
定
め
る
の
だ
。 

 

「
い
の
ち
の
う
た
」
と
は
俳
句
を
詠
む
者
に
と
っ
て
は
、
い
つ
も
心
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
最
後
は
「
こ
と
ば
」
で
俳
句
と
し
て
の
感
動
を
生
み
だ
す
わ
け

だ
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
も
の
」
に
心
を
動
か
す
共
感
性
を
い
つ
も
持
ち
続
け
る
こ
と

が
大
切
だ
。
こ
の
と
き
の
「
も
の
」
と
い
う
の
は
「
も
の
の
い
の
ち
」
と
言
い
換
え
て
も

よ
い
。「
も
の
」
を
た
ん
に
メ
カ
ニ
カ
ル
に
無
機
質
的
に
詠
む
方
法
も
あ
ろ
う
が
、
八
束
は

も
っ
と
「
も
の
」
の
「
い
の
ち
」
に
迫
っ
て
深
い
共
感
性
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
。 

人
間
も
自
然
も
あ
る
い
は
人
間
が
作
り
出
し
た
「
モ
ノ
」
も
、
そ
し
て
文
明
も
宇
宙
も
、

誕
生
か
ら
死
へ
向
か
っ
て
の
一
生
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
の
奥
に
い
の
ち

が
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
い
の
ち
に
触
れ
、
い
の
ち
を
思
い
や
り
、
そ
の
息
づ
か
い
と

運
命
を
自
分
の
内
面
に
引
き
入
れ
て
詠
む
。
そ
れ
が
八
束
の
俳
句
の
詠
み
方
で
あ
っ
た
。

客
観
写
生
で
は
な
く
主
観
写
生
を
称
揚
し
て
い
た
八
束
の
「
主
観
」
は
こ
の
「
い
の
ち
」

へ
の
共
振
れ
に
基
づ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
直
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
に
八
束

の
俳
句
の
「
う
た
」
の
「
い
の
ち
」
も
あ
っ
た
。 

 

走
馬
燈
庭
に
来
て
ゐ
る
浪
の
貌か

ほ 
 

 
 

 
 

（
昭
和
六
〇
年
） 

 

も
ち
ろ
ん
こ
の
句
を
見
て
〈
梅
咲
い
て
庭
中
に
青
鮫
が
来
て
い
る 

金
子
兜
太
〉
を
思

い
出
さ
な
い
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
世
代
の
兜
太
の
若
い
時
の
代
表
句
が
、
八
束
の

意
識
の
中
に
棲
み
つ
い
て
い
な
い
わ
け
も
あ
る
ま
い
。
兜
太
の
句
に
つ
い
て
は
、
不
条
理

の
中
の
青
春
の
危
機
感
め
い
た
も
の
が
直
感
的
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
立
ち
現
れ
て
き
た
感

が
あ
る
。
他
人
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
「
未
知
の
」
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
に
あ
た
っ
て
の

兜
太
の
書
き
方
は
隙
が
な
く
正
確
だ
。 

こ
れ
に
比
し
て
、
上
掲
の
八
束
の
句
は
、
む
し
ろ
風
土
性
の
強
い
句
だ
。
風
土
を
通
し

て
意
識
下
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
句
。
海
の
す
ぐ
そ
ば
で
も
よ
い
が
、

こ
の
句
の
く
つ
ろ
い
だ
安
け
さ
か
ら
は
、
私
な
ら
ば
小
さ
な
潮
入
り
川
べ
り
の
家
な
ど
を

思
い
浮
か
べ
る
。
高
い
堤
も
な
く
、
庭
先
の
す
ぐ
そ
こ
ま
で
せ
せ
ら
ぎ
が
見
え
て
く
る
よ

う
な
風
景
だ
。 

八
束
の
敬
愛
し
た
詩
人
三
好
達
治
の
句
を
借
り
る
な
ら
、〈
蚊
帳
を
つ
る
川
の
む
か
ひ
の

す
ま
ひ
か
な 

達
治
〉
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
川
辺
の
風
景
だ
。
な
ん
と
も
し
ず
か
で
懐
か

し
い
日
本
的
な
風
景
。 

八
束
の
句
に
戻
れ
ば
、
し
ず
か
に
回
り
続
け
る
走
馬
燈
の
灯
が
洩
れ
る
庭
先
に
、
さ
ざ

波
だ
っ
て
く
る
浪
の
一
つ
一
つ
に
表
情
を
感
じ
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
。
浪
に
個
人
の
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貌
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
と
い
う
よ
り
は
、
気
息
と
で
も
い
う
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
庭
先
と
川
波
の
距
離
感
は
意
識
の
中
で
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
。

現
代
の
多
忙
な
都
会
生
活
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
し
ず
か
な
対
話
の
時
間
を
も
ち
た
い

と
願
う
の
は
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。 

 

犀
星
の
桜
う
ぐ
ひ
の
河
二
つ 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
六
〇
年
） 

 

「
桜
う
ぐ
い
」
と
は
、「
桜
の
花
の
咲
く
こ
ろ
に
と
れ
る
ウ
グ
イ
。
こ
の
こ
ろ
は
ち
ょ
う

ど
産
卵
期
に
あ
た
り
、
赤
の
婚
姻
色
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
ウ
グ
イ
が
産
卵
の
た
め
に
瀬
に
集

ま
り
、
多
量
に
漁
獲
さ
れ
る
」（
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
よ
り
）
と
い
う
も

の
。
も
ち
ろ
ん
春
の
季
語
と
な
っ
て
い
る
。
犀
川
の
そ
ば
に
育
て
ら
れ
た
犀
星
へ
の
思
い

を
通
し
て
の
金
沢
へ
の
挨
拶
句
だ
が
、「
桜
う
ぐ
い
＝
婚
姻
色
が
出
て
く
る
ウ
グ
イ
」
に
は

母
へ
の
思
慕
も
た
だ
よ
う
か
。
こ
の
八
束
の
句
は
、
叙
法
は
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
、
「
さ
」

の
頭
韻
と
共
に
軽
や
か
な
風
情
さ
え
ひ
ろ
が
る
。
二
つ
の
川
と
は
、
も
ち
ろ
ん
金
沢
の
犀

川
と
浅
野
川
。
抒
情
小
曲
集
の
「
ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の/

そ
し
て
悲
し
く

う
た
ふ
も
の
」
の
詩
句
に
こ
め
ら
れ
た
「
ふ
る
さ
と
」
の
風
景
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
う

つ
く
し
い
一
句
と
な
っ
た
。 

 

早
瀬
打
ち
太
鼓
と
下
る
焔ほ

の
鵜
舟 

 
 

 
 

（
昭
和
六
〇
年
） 

 

内
観
造
型
を
主
張
し
た
八
束
だ
っ
た
が
、
ふ
だ
ん
は
こ
の
よ
う
な
吟
行
に
よ
る
写
生
の

句
も
多
数
な
し
て
い
た
。
臨
場
感
豊
か
な
句
と
言
え
よ
う
。 

た
と
え
ば
長
良
川
に
し
て
も
、
流
れ
に
任
せ
る
鵜
舟
は
ゆ
く
り
な
く
目
の
前
を
す
ぎ
て

ゆ
く
。
短
い
時
間
に
何
を
書
き
と
め
る
か
、
何
を
表
現
す
る
か
が
、
作
者
の
腕
の
見
せ
所

と
な
る
。
八
束
の
句
で
は
、
最
初
は
早
瀬
を
打
つ
よ
う
な
太
鼓
の
音
（
＝
聴
覚
）
が
聞
え
、

次
に
焔
（
＝
視
覚
）
が
見
え
、
鵜
舟
の
さ
ま
が
暗
闇
の
中
か
ら
抜
け
出
て
く
る
。
や
が
て

か
な
し
き
、
の
常
識
に
引
き
ず
ら
れ
ず
に
、
豪
壮
と
も
言
え
る
よ
う
な
焔
と
音
響
の
接
近
・

通
過
を
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
が
、
い
か
に
も
八
束
ら
し
い
。「
下
る
」
と
い
う
冷

静
さ
が
う
か
が
え
る
客
観
風
の
中
に
、「
早
瀬
打
ち
」
と
い
う
主
観
が
交
わ
っ
て
い
る
と
こ

ろ
も
見
逃
せ
な
い
。
鵜
舟
を
中
心
に
一
つ
の
宇
宙
が
創
ら
れ
、
作
者
の
眼
前
に
迫
り
胸
の

奥
へ
と
去
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
雰
囲
気
の
句
と
も
言
え
よ
う
。 
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雲
に
似
て
火
に
似
て
飛
べ
り
し
ぐ
れ
虹 

 
 

（
昭
和
六
〇
年
） 

 

句
の
成
立
背
景
は
不
明
だ
が
、
「
雲
に
似
て
」
「
火
に
似
て
」
＋
「
飛
べ
り
」
と
い
う
対

句
仕
立
て
の
比
喩
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
さ
て
主
体
は
何
か
。
も
ち
ろ
ん
、「
飛
べ
り
」
と

切
れ
て
い
る
か
ら
「
し
ぐ
れ
虹
」
で
は
な
い
し
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
不
自
然
だ
。
も
と

よ
り
不
可
思
議
な
句
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
八
束
の
俳
句
を
順
に
追
っ
て
来
た
読
者
な

ら
ば
、
な
ん
と
な
く
「
死
」
「
い
の
ち
」
「
た
ま
し
い
」
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る

の
で
は
な
い
か
。
飛
ぶ
も
の
は
、「
死
」
と
「
い
の
ち
」
を
と
も
に
抱
え
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
い
ま
や
脱
ぎ
去
っ
た
「
た
ま
し
い
」
で
あ
ろ
う
と
。
八
束
の
最
後
の
句
集
『
春
風
琴
』

に
、
盟
友
・
鈴
木
詮
子
追
悼
の
次
の
句
が
あ
る
。 

 
 

邯
鄲
の
夢
と
も
空
を
ゆ
く
火
と
も 

 
八
束 

こ
の
句
の
発
想
の
根
に
は
、
こ
の
「
雲
に
似
て
」
の
句
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の

去
り
ゆ
く
た
ま
し
い
の
飛
翔
を
、
嫋
々
と
「
し
ぐ
れ
虹
」
が
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
人
生

終
焉
の
し
ず
か
な
華
や
ぎ
を
、
天
が
演
出
し
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
。 

  
 

切
山
椒
つ
ま
み
て
こ
こ
ろ
母
に
倚
る 

 
 

 

（
昭
和
六
〇
年
） 

 
 

何
の
説
明
も
要
る
ま
い
。
淡
い
色
の
切
山
椒
を
つ
ま
ん
だ
瞬
間
に
母
親
の
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
の
懐
か
し
い
気
持
ち
を
直
接
的
表
現
で
は
な
く
て
、「
こ

こ
ろ
母
に
倚
る
」
と
い
く
ぶ
ん
婉
曲
的
に
表
現
し
た
の
が
、
含
羞
を
含
ん
で
「
切
山
椒
」

に
ふ
さ
わ
し
く
和
ら
い
だ
詩
情
と
郷
愁
を
伝
え
る
。
八
束
の
「
母
恋
い
」
の
俳
句
を
ま
と

め
て
眺
め
直
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
素
朴
な
感
情
が
働
い
た
や
さ
し
い
心
根
の
句

を
た
く
さ
ん
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。 

 
 

木
の
葉
髪
誤
算
だ
ら
け
の
世
を
呪の

ろ

ひ 
 

 
 

（
昭
和
六
一
年
） 

 

八
束
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
の
心
理
が
否
応
な
く
剥
き
出
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
句
だ
。
多

少
の
演
出
を
感
じ
て
疎
ま
し
く
思
う
向
き
も
あ
ろ
う
。
八
束
の
生
真
面
目
な
部
分
が
そ
の

ま
ま
深
刻
に
下
降
し
て
出
て
し
ま
っ
た
の
が
「
世
を
呪
ひ
」
で
あ
っ
て
、
や
は
り
勇
み
足

の
そ
し
り
は
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
誇
張
法
で
あ
り
「
反
語
」
で
あ
る
と
い
う
に
は
、

常
識
的
な
収
ま
り
ど
こ
ろ
で
直
線
的
過
ぎ
る
。 

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
、
と
敢
え
て
言
お
う
。
日
常
瑣
末
な
こ
と
の
み
を
、
傷
の
少
な
い

よ
う
に
器
用
に
詠
む
だ
け
の
句
よ
り
は
、
は
る
か
に
私
に
は
面
白
い
。
こ
の
句
は
、
人
間
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の
あ
る
い
は
人
生
の
真
実
を
追
求
す
る
道
の
り
の
途
中
に
ふ
と
飛
び
出
し
て
き
た
暗
黒
の

異
物
に
、
強
引
に
瞬
時
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
だ
け
の
こ
と
。
そ
の
後
味
の
悪
さ
も

不
快
さ
も
八
束
に
と
っ
て
は
、
書
き
残
し
て
お
か
ね
ば
、
先
に
進
め
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

や
が
て
、
こ
れ
ら
の
暗
澹
た
る
事
実
は
暗
色
の
糸
と
な
り
、
明
色
の
糸
と
撚
り
合
わ
さ

り
な
が
ら
、
両
面
性
を
抱
え
た
作
へ
と
、
熟
し
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
た
め
の
勇

み
足
な
ら
ば
、
恥
じ
る
こ
と
も
怖
じ
る
こ
と
も
こ
と
も
な
い
。 

 

驢
馬
を
ひ
く
城
塞
の
道
芥
子
赤
し 

 
 

 
 

（
昭
和
六
一
年
） 

 

こ
の
年
、
八
束
は
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
吟
行
に
出
か
け
、
こ
の
句
を
筆
頭
に
十
八
句
を
句
集

に
収
め
て
い
る
。
全
体
的
に
は
必
ず
し
も
好
調
と
は
言
い
に
く
い
報
告
句
め
い
た
も
の
が

多
い
。
旅
吟
の
難
点
の
第
一
は
、
固
有
名
詞
を
交
え
な
け
れ
ば
伝
達
性
が
確
保
さ
れ
に
く

い
風
景
に
向
き
合
う
こ
と
だ
。
「
エ
ゲ
オ
ン
海
」
「
ギ
リ
シ
ア
」
「
ペ
イ
レ
ー
ネ
」
「
ア
ク
ロ

ポ
リ
ス
」
な
ど
、
な
か
な
か
省
く
の
に
は
勇
気
が
要
る
。
そ
の
上
、「
ギ
リ
シ
ア
」
と
言
え

ば
、
ど
う
し
て
も
神
話
や
古
代
遺
跡
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
の
結
果
は
、

十
七
音
の
俳
句
の
器
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
す
で
に
日
本
人
が
吸
収
し
て
い
る
教
養
の
域

を
出
な
い
地
点
に
収
束
し
て
し
ま
う
。
八
束
の
悩
み
と
格
闘
が
目
に
見
え
る
よ
う
な
旅
吟

で
あ
っ
た
。 

そ
れ
ら
の
中
で
、
冒
頭
に
掲
げ
た
句
は
、
「
驢
馬
」
と
い
う
八
束
好
み
の
「
鈍
（
ど
ん
）

で
」
愛
嬌
の
あ
る
動
物
を
風
景
の
中
心
に
し
て
、
庶
民
の
生
活
の
一
面
を
切
り
取
り
な
が

ら
、
一
幅
の
絵
の
中
に
歴
史
の
長
い
時
間
を
閉
じ
込
め
た
小
品
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
。
そ

の
上
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
添
え
ら
れ
た
「
芥
子
」
の
赤
さ
が
印
象
的
で
も
あ
る
。
そ
れ
ま
で
長

い
歴
史
を
含
ん
だ
モ
ノ
ト
ー
ン
の
城
塞
の
道
の
風
景
は
、
下
五
に
及
ん
で
鮮
明
な
赤
い
色

彩
を
添
え
て
、
そ
こ
に
人
々
の
生
命
を
息
づ
か
せ
る
の
だ
。 

こ
の
句
も
、
き
び
し
い
目
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る
意
味
で
予
定
調
和
的
な
句
か
も
し
れ
な

い
が
、
八
束
の
晩
年
へ
移
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
憧
れ
の
よ
う
な
、
人
な
つ
こ
い
ゆ
っ
た

り
し
た
世
界
に
読
者
を
包
み
込
ん
で
く
れ
る
と
こ
ろ
が
う
れ
し
い
。 

 

亀
鳴
く
は
己
れ
の
拙せ

つ

を
泣
く
ご
と
し 

 
 

 

（
昭
和
六
一
年
） 

 
 

 

「
亀
鳴
く
」
と
い
う
俳
諧
的
で
「
目
に
見
え
な
い
」
季
語
を
使
っ
て
自
分
の
内
面
を
覗

い
て
み
た
句
。
こ
の
句
集
の
代
表
句
二
句
と
し
て
藤
田
湘
子
は
、
こ
の
句
と
〈
露
の
彩
動

き
赤
富
士
現
じ
け
り
〉
を
挙
げ
て
お
ら
れ
た
が
、
私
も
こ
の
句
集
か
ら
二
句
を
と
言
わ
れ

た
ら
、
同
じ
句
を
引
く
と
思
う
。 

 

こ
ち
ら
の
句
は
、
い
か
に
も
八
束
ら
し
く
、
翳
り
を
多
分
に
含
ん
だ
内
向
の
ベ
ク
ト
ル
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を
、「
亀
鳴
く
」
と
い
う
季
語
を
介
し
て
、
軽
妙
に
日
の
も
と
へ
方
向
転
換
し
て
晒
し
出
し

た
よ
う
な
感
が
あ
る
。
の
っ
け
か
ら
「
亀
鳴
く
は
」
と
、
な
に
や
ら
定
義
文
み
た
い
な
ス

タ
イ
ル
を
取
り
な
が
ら
、
「
己
の
拙
（
せ
つ
）
」
と
い
う
八
束
ら
し
い
凝
縮
し
た
内
面
深
耕

の
語
を
く
ぐ
り
抜
け
た
後
は
、
下
五
で
「
泣
く
ご
と
し
」
と
一
気
に
分
か
り
や
す
い
共
感

性
へ
と
引
き
込
む
。 

一
句
の
流
れ
の
中
に
、
読
者
の
共
感
の
対
象
は
、「
亀
」
か
ら
「
八
束
」
へ
と
無
意
識
の

う
ち
に
移
行
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
マ
ジ
ッ
ク
の
よ
う
な
諧
謔
句
と
も
言
え
よ
う
。 

「
亀
鳴
く
」
と
い
う
や
や
と
ぼ
け
た
味
わ
い
の
季
語
が
も
つ
「
春
」
の
空
気
の
中
に
こ

の
句
を
も
う
一
度
置
き
直
し
て
み
る
と
、
こ
の
句
の
味
わ
い
が
一
段
と
深
ま
る
よ
う
な
気

が
す
る
で
は
な
い
か
。 

 

虫
の
音
の
一
振
り
高
し
い
ざ
寝
ね
む 

 
 

 

（
昭
和
六
一
年
） 

  

文
人
的
な
気
息
と
い
う
か
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
の
感
じ
ら
れ
る
句
。
お
そ
ら
く
は

一
人
夜
更
け
ま
で
原
稿
で
も
書
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
区
切
り
よ
い
と
こ
ろ
ま
で
書
き

あ
が
っ
て
、
一
息
つ
く
。
と
、
虫
の
声
が
ひ
と
き
わ
高
く
聞
こ
え
て
く
る
で
は
な
い
か
。

そ
れ
を
「
一
振
り
」
と
し
た
形
容
に
、
贅
肉
の
と
れ
た
渋
い
味
が
あ
る
。
「
い
ざ
寝
ね
む
」

と
い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
表
現
も
、
一
人
で
言
い
聞
か
せ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
っ

て
、
晩
年
を
意
識
し
始
め
た
八
束
の
心
境
を
う
か
が
わ
せ
る
。 

 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
句
を
読
む
と
、
あ
ら
た
め
て
日
本
の
旧
式
の
木
造
建

築
の
よ
さ
を
思
い
浮
か
べ
る
。
サ
ッ
シ
で
完
全
に
外
音
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
て
し
ま
う

今
の
建
築
で
は
、
虫
の
声
な
ど
な
か
な
か
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
現
代
の
都
会
育
ち
の
世
代

が
こ
の
句
を
読
む
と
、
部
屋
の
中
で
は
な
く
、
庭
に
で
も
降
り
立
っ
て
主
の
声
を
聞
い
て

い
る
よ
う
な
句
と
し
て
解
釈
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
昔
の
隙
間
が
あ
る
よ
う
な
書
室
の
窓

辺
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
虫
の
声
の
よ
さ
な
ど
、
そ
ろ
そ
ろ
忘
れ
ら
れ
て
ゆ
く
時
代
で
あ
ろ

う
。
何
か
、
日
本
人
が
大
事
に
し
て
き
た
贅
沢
な
自
然
と
の
交
感
が
、
一
つ
消
さ
れ
て
し

ま
う
よ
う
で
淋
し
い
思
い
も
す
る
。 

「
ひ
」
「
り
」
「
し
」
「
い
」
「
い
」
と
、
中
七
以
降
に
ひ
び
く
「
イ
」
音
が
し
ず
か
な
ひ

そ
や
か
な
雰
囲
気
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
も
隠
し
味
と
言
え
よ
う
。 

 

く
さ
む
ら
の
聖
体
拝
領
吾
亦
紅 

 
 

 
 

 

（
昭
和
六
一
年
） 

 
 

 

こ
れ
は
ま
た
可
愛
ら
し
い
作
。
聖
体
拝
領
と
い
う
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
キ
リ
ス
ト
の

血
肉
の
象
徴
と
し
て
の
パ
ン
と
ワ
イ
ン
を
拝
受
す
る
儀
式
を
言
う
が
、
い
ま
で
は
ホ
ス
チ

ア
と
呼
ば
れ
る
う
す
い
ウ
エ
ハ
ー
ス
を
拝
領
す
る
の
が
一
般
的
な
よ
う
だ
。
と
も
あ
れ
、
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吾
亦
紅
の
あ
の
楚
々
と
し
た
さ
ま
は
、
草
む
ら
で
小
さ
な
動
植
物
た
ち
が
敬
虔
に
聖
体
拝

領
で
も
し
て
い
る
さ
ま
に
ぴ
っ
た
り
。
ル
ナ
ー
ル
の
短
詩
に
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
な
気

配
が
あ
る
。
純
粋
な
比
喩
だ
け
の
句
で
、
こ
れ
以
上
の
意
味
的
な
広
が
り
は
な
い
が
、
ひ

そ
か
に
宝
石
箱
に
で
も
収
め
て
お
き
た
い
よ
う
な
小
さ
な
光
を
放
つ
詩
品
だ
。 

 

喘
鳴
を
ひ
き
木
枯
に
睡ね

む

る
か
な 

 
 

 
 

 

（
昭
和
六
一
年
） 

 

喘
鳴
と
は
喘
息
な
ど
で
呼
吸
を
す
る
と
き
に
喉
も
と
で
糸
を
引
く
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ

ー
と
鳴
る
こ
と
。
私
も
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
の
ア
レ
ル
ギ
ー
が
ひ
ど
か
っ
た
若
い
頃
に
、
こ
れ

に
近
い
症
状
を
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
る
。
呼
吸
困
難
を
引
き
起
こ
す
前
触
れ
と
も
な
る
よ

う
な
の
で
、
油
断
は
禁
物
と
の
こ
と
。
夜
、
身
を
横
た
え
た
後
で
も
、
自
分
の
息
の
哀
し

い
音
を
聞
き
な
が
ら
な
か
な
か
眠
れ
な
い
。
な
ん
と
も
苦
し
く
心
細
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。 

こ
の
句
で
は
、
ま
し
て
や
木
枯
の
音
が
聞
こ
え
て
い
る
。
戸
外
に
は
木
枯
、
身
の
内
に

は
喘
鳴
、
と
奇
妙
な
不
安
な
音
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、
一
刻
一
刻
が
す
ぎ
て
ゆ
く
。
否

が
応
に
も
わ
が
身
の
衰
退
を
感
じ
な
が
ら
晩
年
の
行
く
末
を
思
い
や
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ

う
。
最
後
の
「
か
な
」
に
諦
念
の
ゆ
と
り
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。「
喘
鳴
」
と
い

う
語
を
、
俳
句
に
も
な
じ
ま
せ
た
こ
と
は
特
記
さ
れ
て
よ
い
か
と
思
う
。 

 

狐
火
や
憑つ

き
の
落
ち
た
る
女
形

お

や

ま

逝
く 

 
 

（
昭
和
六
一
年
） 

 

滑
稽
の
後
味
の
し
ん
み
り
し
た
句
。
女
形
ひ
と
す
じ
に
、
は
た
か
ら
見
れ
ば
物
の
怪
に

で
も
「
憑
か
れ
た
」
か
の
よ
う
に
自
分
の
演
技
を
磨
き
続
け
て
き
た
名
役
者
が
、
あ
る
日

「
憑
き
」
が
落
ち
た
か
の
よ
う
に
、
油
断
と
言
う
わ
け
で
も
な
い
が
、
ど
こ
と
な
く
く
つ

ろ
ぎ
を
見
せ
た
。
身
の
軽
く
な
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
の
も
束
の
間
、
た
と
え
ば
そ

の
数
日
後
に
急
逝
し
て
し
ま
っ
た
、
と
で
も
い
う
句
意
か
。 

墓
場
に
漂
う
狐
火
を
見
た
瞬
間
に
、
役
者
に
取
り
憑
い
て
い
た
の
は
狐
で
あ
っ
て
、
そ

の
狐
も
狐
に
戻
っ
た
の
も
つ
か
の
間
、
ま
も
な
く
「
狐
火
」
に
昇
華
し
て
し
ま
っ
た
、
と
。

理
屈
っ
ぽ
い
よ
う
で
い
な
が
ら
、
役
者
の
死
に
重
ね
て
狐
の
哀
し
み
も
漂
う
よ
う
な
読
後

感
に
、
妖
怪
味
と
も
滑
稽
と
も
ま
た
一
味
違
っ
た
情
の
厚
さ
を
感
じ
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
思
わ
ず
、
シ
ニ
カ
ル
な
よ
う
で
い
て
人
情
肌
の
八
束
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
で
弟

子
に
と
っ
て
は
懐
か
し
い
。
な
か
な
か
写
生
一
辺
倒
だ
と
こ
の
よ
う
な
句
は
生
ま
れ
ま
い
。 
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楼
門
は
あ
か
ね
に
幽
む
羽
子
板
市 

 
 

 
 

（
昭
和
六
一
年
） 

 

羽
子
板
市
は
師
走
の
一
七
～
一
九
日
に
、
浅
草
寺
境
内
で
開
か
れ
る
浅
草
の
風
物
詩
。

そ
の
夕
暮
れ
の
頃
を
活
写
し
た
一
句
。
活
写
と
言
っ
て
も
、
単
な
る
客
観
写
生
で
は
な
く

「
あ
か
ね
に
幽
（
く
ら
）
む
」
と
言
っ
た
あ
た
り
が
蛇
笏
の
主
観
写
生
を
讃
え
る
八
束
ら

し
い
。
こ
の
時
間
を
境
に
し
て
、
羽
子
板
市
は
江
戸
の
闇
を
纏
い
は
じ
め
、
裸
電
球
に
照

ら
し
出
さ
れ
た
役
者
絵
の
羽
子
板
が
、
ま
る
で
結
界
が
軋
み
わ
た
る
よ
う
に
聳
え
立
つ
。

こ
こ
か
ら
が
、
江
戸
っ
子
浅
草
の
人
た
ち
の
、
郷
愁
に
も
似
た
濃
密
で
幻
想
的
な
時
間
と

空
間
だ
。「
楼
門
」
と
い
う
語
も
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
て
幽
玄
境
へ
の
入
口
と
し
て
の
威

厳
を
保
っ
て
い
る
。
「
楼
門
」
と
い
い
、
「
あ
か
ね
に
幽
む
」
と
い
い
、
こ
と
ば
の
斡
旋
に

も
八
束
の
長
年
の
修
練
が
見
え
る
。
下
五
の
六
音
の
破
調
も
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
上
五
中
七
の
緊
密
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。 

 

ま
な
じ
り
に
霰
た
ば
し
る
破
魔
矢
か
な 

 
 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

「
ま
な
じ
り
に
霰
た
ば
し
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
緊
迫
感
が
な
ん
と
も
快
い
一
句
。

「
破
魔
矢
」
を
得
て
の
意
気
込
み
の
よ
う
な
も
の
が
、
お
の
ず
と
霰
を
ま
な
じ
り
近
く
に

感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、「
ま
な
じ
り
に
霰
た
ば
し
る
」
に
は
、
厳
密
な
意

味
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
無
理
に
「
ま
な
じ
り
を
決
す
」
の
よ
う
な
成
句
を
呼
び
だ
さ
な
い

方
が
よ
い
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
、
日
常
の
意
味
を
超
え
た
よ
う
な
音
韻
の
も
つ
迫
力
を
感

じ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
か
と
思
う
。
そ
も
そ
も
「
破
魔
矢
」
が
引
き
受
け
る
の
は
、
個
人
の

日
常
的
な
意
味
や
常
識
を
は
る
か
に
超
え
た
、
意
識
の
奥
の
あ
る
い
は
意
識
の
下
の
「
魔
」

の
世
界
な
の
だ
か
ら
。 

 

灯
移
り
て
風
の
中
な
る
白
魚
舟 

 
 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

〈
篝
火
に
飛
び
込
む
雪
や
白
魚
舟 

松
本
た
か
し
〉
の
名
品
が
あ
る
よ
う
に
、
夜
に
篝

火
を
焚
い
て
行
う
。
八
束
の
句
も
、
そ
の
よ
う
な
夜
の
白
魚
漁
の
風
景
で
あ
ろ
う
。
舟
を

少
し
ず
つ
動
か
し
篝
火
を
少
し
ず
つ
移
動
さ
せ
な
が
ら
、
白
魚
を
集
め
て
ゆ
く
の
か
。
春

先
と
は
言
え
、
松
本
た
か
し
の
句
は
雪
が
降
る
頃
の
情
景
で
あ
っ
た
が
、
八
束
の
句
で
は

ま
だ
寒
さ
の
残
る
風
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
〈
明
ぼ
の
や
し
ら
魚
白
き
こ
と
一
寸 

芭
蕉
〉

の
春
の
情
感
に
満
ち
た
明
る
い
作
も
あ
る
が
、
八
束
は
少
々
き
び
し
い
風
景
を
求
め
た
。

こ
の
句
で
は
、
す
こ
し
張
り
つ
め
た
と
こ
ろ
の
感
じ
ら
れ
る
空
気
が
白
魚
と
ど
こ
か
で
響

き
合
っ
て
い
る
。
八
束
の
心
象
風
景
に
な
じ
ん
で
い
る
よ
う
な
気
配
の
小
品
に
な
っ
た
。 
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団
扇
手
に
し
て
煽
が
ざ
る
と
き
寧や

す

し 
 

 
 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

団
扇
風
を
起
こ
し
て
い
る
と
き
は
、
暑
苦
し
い
か
ら
涼
し
さ
を
呼
び
込
ん
で
い
る
の
で

あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
団
扇
＝
涼
し
さ
」
と
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
ふ
だ
ん
私
た
ち
は
団

扇
を
見
る
と
涼
し
さ
を
連
想
し
て
し
ま
う
。
八
束
は
こ
の
「
団
扇
手
に
し
て
」
の
状
況
に
、

単
な
る
自
然
の
涼
し
さ
の
呼
び
込
み
で
は
な
く
、
人
事
に
お
け
る
鬱
陶
し
さ
や
気
ま
ず
さ

を
紛
ら
わ
す
た
め
の
団
扇
ま
で
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ち
ょ
っ
と
行
き
詰
っ

て
し
ま
っ
た
り
、
立
場
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
な
ど
に
、
扇
子
や
団
扇
を
ふ
と
煽

ぎ
だ
す
人
を
し
ば
し
ば
見
か
け
る
。
た
ぶ
ん
八
束
も
そ
の
癖
を
持
っ
て
い
る
一
人
な
の
か

も
し
れ
な
い
。 

だ
か
ら
、
団
扇
を
手
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
煽
が
ず
に
済
ん
で
い
る
自
分
に
気
が
つ
い

て
、
心
の
安
け
さ
を
味
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
苦
笑
も
い
く
ぶ
ん
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。「
寧
し
」
は
俳
句
の
下
五
の
最
後
に
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
て
い
る
。
八
束
の
「
寧
し
」

も
生
活
の
片
隅
の
い
っ
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
。 

 

越
や
こ
の
人
恋
ひ
浜
の
笹
ち
ま
き 

 
 

 
 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

人
恋
の
情
の
濃
い
作
。
状
況
は
言
わ
な
く
て
も
想
像
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
新
潟
や
富

山
あ
た
り
の
日
本
海
側
の
し
ず
か
な
浜
に
出
て
、
そ
の
人
気
の
な
さ
に
却
っ
て
人
恋
の
思

い
が
つ
の
っ
て
く
る
。
見
る
と
、
浜
の
片
隅
の
方
で
笹
ち
ま
き
を
売
っ
て
い
る
で
は
な
い

か
。
い
や
い
や
、
あ
る
い
は
駅
な
ど
で
買
っ
て
携
え
て
き
た
も
の
を
、
浜
辺
で
取
り
出
し

て
人
懐
し
く
食
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
恋
し
く
な
る
と
、
甘
い
も
の
が
食
べ
た

く
な
る
と
い
う
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の
句
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
、
読
後
感
か
ら
言

え
ば
、「
笹
ち
ま
き
」
が
要
に
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
個
人
へ
の
思
い
出
が
広
が
り
つ
の
っ
て

ゆ
く
よ
う
な
気
配
が
あ
ろ
う
。 

「
越
」
と
い
う
地
勢
的
に
そ
し
て
歴
史
的
に
も
う
ら
さ
び
し
い
地
名
が
、
「
笹
ち
ま
き
」

と
い
う
鄙
び
た
そ
し
て
甘
や
か
な
季
語
と
出
合
っ
て
、
八
束
の
個
人
的
な
人
恋
を
越
え
た

普
遍
的
な
人
恋
へ
と
こ
の
句
は
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。 

 

雁
立
ち
の
目
隠
し
雪
や
信
濃
川 

 
 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
『
石
原
八
束
』（
春
陽
堂
・
俳
句
文
庫
）
の
巻
末
の
作
品

解
説
で
あ
る
「
石
原
八
束
・
人
と
作
品
」
に
、
こ
の
当
時
の
結
論
め
い
た
推
測
を
記
し
た
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一
文
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
、
そ
れ
を
引
く
。 

 
「
「
雁
の
目
隠
し
」
と
は
「
雁
が
北
方
に
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
の
雁
の
目
を
隠
し
て
し

な
う
ほ
ど
は
げ
し
く
降
る
春
の
雪
の
こ
と
」
と
の
自
解
が
あ
る
。
ふ
と
想
起
さ
れ
た
の
は
、

三
好
達
治
の
詩
「
山
な
み
遠
に
春
は
き
て
／
こ
ぶ
し
の
花
は
天
上
に
／
雲
は
か
な
た
に
か

へ
れ
ど
も
／
か
へ
る
べ
し
ら
に
越
ゆ
る
路
」
の
一
篇
で
あ
る
。
随
筆
集
『
秋
琴
帖
』
で
「
越

ゆ
る
路
は
越
路
、
い
は
ば
越
前
三
国
行
を
暗
喩
し
て
い
る
」
旨
の
石
原
の
解
が
あ
っ
た
。

本
句
集
あ
と
が
き
で
「
何
と
な
く
ゆ
っ
た
り
し
た
気
分
が
、
い
つ
も
暗
い
自
分
の
胸
中
を
、

い
く
ら
か
明
る
く
し
て
い
る
の
を
覚
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
長
年
の
課
題
で
あ
っ
た

三
好
達
治
の
評
伝
『
駱
駝
の
瘤
に
ま
た
が
つ
て
』
を
上
梓
で
き
た
事
情
に
も
拠
る
だ
ろ
う

か
。
亡
き
三
好
達
治
の
享
年
を
す
で
に
越
え
た
自
ら
の
晩
年
に
対
し
て
の
意
識
と
も
無
縁

で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
こ
れ
を
思
っ
て
「
雁
の
目
隠
し
」
の
暗
喩
と
内
観
風
景
の
深
ま
り

を
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
」 

 

こ
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
文
庫
に
掲
載
す
る
前
に
八
束
が
一
読
し
て
い
る
か
ら
、
個
人

の
思
い
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
俳
句
は
発
表
さ
れ
た
後
は
一
人

歩
き
す
る
文
芸
だ
。
俳
句
が
蔵
し
て
い
る
こ
と
ば
を
手
掛
か
り
に
、
そ
れ
ら
の
磁
場
か
ら

そ
れ
て
し
ま
わ
な
い
範
囲
で
の
、
最
上
質
の
読
み
が
得
ら
れ
れ
ば
よ
い
。
昨
日
紹
介
し
た

「
笹
ち
ま
き
」
の
句
と
言
い
、
こ
の
句
に
も
「
人
恋
」
の
気
配
を
濃
厚
に
感
じ
た
の
は
、

私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。 

 

風
紋
や
音
し
て
ひ
ら
く
灘
の
芥
子 

 
 

 
 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

風
紋
と
は
風
に
よ
っ
て
砂
丘
の
上
に
で
き
る
捩
じ
れ
る
よ
う
な
模
様
で
、
そ
の
美
し
さ

は
人
智
を
超
え
て
な
ん
と
も
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
こ
の
句
で
は
、
灘
（
＝
海
の
中

で
も
風
や
波
の
荒
い
と
こ
ろ
）
を
眺
め
る
よ
う
に
立
っ
て
い
る
芥
子
の
花
が
砂
丘
の
ほ
と

り
に
あ
っ
て
、
角
度
に
よ
っ
て
は
ち
ょ
う
ど
灘
に
芥
子
が
ひ
ら
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
芥
子
の
花
が
ひ
ら
く
と
き
、
こ
こ
ろ
な
し
か
ぽ
あ
ん
と
開
く
音
が
八

束
の
耳
に
は
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
れ
は
砂
丘
の
風
紋
が
誘
い
出
し
た
空
音
で
も
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
が
、
ま
っ
さ
お
な
灘
に
向
き
合
い
な
が
ら
咲
く
芥
子
の
花
を
眺
め
て
い
る
と
、
そ

の
幻
聴
も
あ
な
が
ち
嘘
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。 

中
七
は
自
然
科
学
の
事
実
か
ら
言
え
ば
ま
っ
た
く
の
嘘
に
な
る
が
、
自
分
が
花
の
世
界

に
生
き
て
い
た
ら
お
そ
ら
く
聞
こ
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
事
実
だ
け
で
は
俳
句
の

詩
の
世
界
は
狭
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
虚
に
お
け
る
実
感
を
大
切
に
し
な
が
ら
八
束

の
拓
い
て
き
た
幻
想
的
な
世
界
が
こ
こ
に
は
現
出
し
て
い
る
。 

芥
子
の
花
が
、
ぽ
あ
ん
ぽ
あ
ん
と
次
々
に
開
い
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
八
束

の
夢
想
は
沖
へ
と
誘
わ
れ
て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。 
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と
も
り
ゐ
る
灯
に
鳴
く
艀
の
月
鈴
子 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

恵
ま
れ
た
時
代
に
育
っ
た
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
に
「
艀
の
生
活
」
な
ど
と
い
う
と
「
楽

し
そ
う
」
と
の
声
が
返
っ
て
き
そ
う
だ
が
、（
も
ち
ろ
ん
私
も
戦
無
派
の
世
代
だ
か
ら
実
際

に
は
知
ら
な
い
が
）
貧
困
な
時
代
で
あ
っ
た
な
ら
ば
逆
に
た
い
そ
う
狭
窄
な
生
活
空
間
で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
が
つ
く
。
日
が
暮
れ
て
、
そ
の
小
さ
な
舟
に
も
裸
電
球
が
と
も
り
、

そ
の
明
り
を
頼
る
か
の
よ
う
に
鈴
虫
が
鳴
い
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。 

つ
つ
ま
し
い
貧
困
の
生
活
あ
る
い
は
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
も
の
も
あ

る
。
そ
の
見
え
て
く
る
も
の
こ
そ
、
俳
句
の
季
語
と
し
て
は
豊
か
な
も
の
を
内
包
し
て
い

た
。
季
語
の
意
味
性
だ
け
が
独
り
歩
き
し
て
や
ま
な
い
今
日
、
季
語
に
季
節
感
の
豊
か
さ

を
取
り
戻
す
こ
と
は
急
務
で
あ
ろ
う
。 

も
っ
と
も
、
私
な
ら
ば
、
季
語
に
は
さ
ら
に
創
造
的
意
味
性
を
求
め
て
や
ま
な
い
の
だ

が
、
こ
の
句
に
関
し
て
は
そ
こ
ま
で
理
屈
っ
ぽ
い
も
の
を
持
ち
込
む
必
要
は
あ
る
ま
い
。

貧
し
い
な
が
ら
も
、
と
り
ま
く
自
然
を
宝
物
の
よ
う
に
有
難
く
感
じ
て
日
々
を
送
っ
て
い

る
、
そ
の
生
活
風
景
の
中
で
の
「
月
鈴
子
」
の
親
し
さ
を
感
じ
取
れ
ば
よ
い
と
思
う
。 

「
月
鈴
子
」
の
言
葉
か
ら
、
夜
空
に
は
月
が
呼
び
出
せ
れ
て
も
い
る
が
、
そ
こ
が
こ
の

句
の
隠
し
味
に
も
な
っ
て
い
よ
う
。 

 

ひ
と
り
ご
と
遅
稿
に
こ
ぼ
し
桜
餅 

 
 

 
 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

私
は
弟
子
と
し
て
、
八
束
の
こ
う
い
う
「
ぼ
そ
っ
」
と
こ
ぼ
し
た
と
き
の
表
情
が
好
き

だ
。
ふ
だ
ん
は
正
面
か
ら
現
代
俳
句
を
切
り
拓
い
て
い
く
強
い
志
に
、
た
だ
な
ら
ぬ
緊
迫

感
も
あ
る
が
、
こ
の
句
で
は
自
分
の
不
器
用
さ
に
ほ
と
ほ
と
愛
想
が
尽
き
て
、
慰
め
を
桜

餅
に
求
め
て
い
る
よ
う
な
少
し
「
カ
ッ
コ
悪
い
」
八
束
が
い
る
。
で
も
、
し
ょ
ぼ
し
ょ
ぼ

と
桜
餅
に
逃
げ
る
と
こ
ろ
が
、
飾
ら
ぬ
人
間
ら
し
く
て
微
笑
ま
し
い
で
は
な
い
か
。 

八
束
は
江
戸
前
グ
ル
メ
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
甘
い
も
の
も
好
物
だ
っ
た
。
あ
る
日
訪

ね
る
と
、
す
こ
し
大
き
め
な
ゆ
で
小
豆
の
缶
詰
を
二
つ
出
さ
れ
て
、「
一
つ
ず
つ
空
け
ま
し

ょ
う
」
と
。
先
生
自
ら
淹
れ
て
く
だ
さ
っ
た
玉
露
と
共
に
、
豪
快
に
い
た
だ
い
た
こ
と
を

思
い
出
し
た
。
さ
す
が
に
こ
の
と
き
は
先
生
の
こ
と
が
心
配
に
な
っ
た
も
の
だ
。
こ
れ
に

比
べ
れ
ば
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
的
に
は
小
振
り
だ
が
、
桜
餅
も
そ
の
路
線
か
も
し
れ
な
い
。 

 

あ
く
ま
で
憶
測
だ
が
、
こ
の
時
期
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
『
飯
田
蛇
笏
論
』
の
原
稿
執
筆

も
大
詰
め
だ
っ
た
か
と
お
も
う
。
蛇
笏
の
文
章
や
俳
句
を
何
度
も
読
み
直
し
て
は
、
蛇
笏

の
生
涯
の
輪
郭
線
を
確
定
し
た
い
と
、
も
が
い
て
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。 

八
束
が
最
後
に
突
き
当
た
っ
た
難
関
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
は
歳
晩
年
の
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恩
師
（
＝
蛇
笏
）
の
代
表
句
を
見
定
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
蛇
笏
は
七
〇
歳
を
超
え
る
と
、

病
気
と
共
に
作
品
も
衰
え
て
ゆ
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
弟
子
と
し
て
は
先
生
の
歳
晩
年
の

決
定
的
な
名
品
を
探
し
当
て
た
い
。
そ
の
と
き
の
思
い
の
一
途
さ
は
今
で
も
印
象
に
残
っ

て
い
る
。
一
句
独
立
を
旨
と
し
た
読
み
と
し
て
は
、
か
な
り
脱
線
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
が
、
た
ま
に
は
例
外
も
あ
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

改
め
て
掲
句
を
読
み
直
せ
ば
、
中
七
の
「
こ
ぼ
し
」
が
、
さ
り
げ
な
い
表
現
な
が
ら
す

ぐ
に
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
地
味
な
と
こ
ろ
に
も
殊
の
ほ
か
言
葉
を
だ

い
じ
に
し
て
き
た
八
束
の
句
の
よ
さ
が
見
え
る
。
私
も
学
生
時
代
以
降
、
根
っ
か
ら
の
夜

型
だ
っ
た
。
夜
更
け
に
書
斎
に
こ
も
っ
て
い
る
と
、
八
束
の
こ
の
「
桜
餅
」
が
親
し
く
感

じ
ら
れ
る
。 

 

紫
木
蓮
羽
ば
た
く
風
に
幽
み
け
り 

 
 

 
 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

紫
木
蓮
は
高
貴
な
艶
を
感
じ
さ
せ
る
厚
み
の
あ
る
花
だ
。「
セ
レ
ブ
」
な
ん
て
流
行
り
の

カ
タ
カ
ナ
語
で
は
及
び
も
つ
か
な
い
よ
う
な
、
し
っ
と
り
と
し
た
ふ
く
よ
か
な
大
人
の
女

性
の
イ
メ
ー
ジ
。「
あ
な
た
は
薔
薇
の
よ
う
だ
」
な
ら
ば
、
割
合
簡
単
に
言
え
そ
う
だ
が
（
ほ

ん
と
？
）
、
「
あ
な
た
は
紫
木
蓮
の
よ
う
だ
」
な
ど
と
は
な
か
な
か
言
え
る
機
会
は
あ
る
ま

い
。
し
か
も
、
こ
の
句
で
は
、
花
の
翼
を
返
し
た
ら
、
幽
暗
の
気
分
が
い
っ
せ
い
に
た
ち

こ
め
る
。
そ
ん
な
女
性
に
合
っ
た
ら
、「
あ
な
た
は
・
・
・
」
な
ど
と
言
葉
を
滑
ら
せ
る
前

に
逃
げ
帰
っ
て
来
た
方
が
身
の
た
め
。
そ
う
は
、
言
い
な
が
ら
も
、
怖
い
も
の
見
た
さ
、

幽
界
へ
の
入
口
を
見
た
さ
に
、
ま
た
紫
木
蓮
の
木
の
下
に
春
に
な
る
と
足
を
運
ん
で
し
ま

う
の
だ
。 

と
、
ふ
つ
う
な
ら
ば
こ
ん
な
気
取
っ
た
戯
言
も
許
さ
れ
そ
う
だ
が
、
こ
の
句
に
は
そ
の

よ
う
な
軽
々
し
い
振
舞
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
鎮
魂
に
も
似
た
感
情
に
引
き
込
ま
れ
て

し
ま
う
。
こ
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
風
に
羽
ば
た
こ
う
と
し
た

ら
、
そ
の
ま
ま
幽
界
へ
と
去
っ
て
し
ま
っ
た
女
人
の
暗
喩
に
思
え
る
の
だ
。 

そ
う
、
八
束
の
心
の
中
に
は
、
早
世
し
た
洋
子
夫
人
を
は
じ
め
、
若
き
日
に
胸
を
病
み
、

戦
争
の
悲
惨
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
中
で
、
誰
彼
の
死
の
翳
り
が
宿
っ
て
い
る
の
だ
。 

吹
き
わ
た
る
春
先
の
風
の
光
に
も
、
死
の
影
が
す
ぐ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
し
ま
う
。

そ
ん
な
内
観
風
景
を
最
後
ま
で
八
束
は
抱
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

片
陰
や
寄
れ
ば
艶つ

や

光て

る
細
格
子 

 
 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

「
金
沢
に
て 

一
句
」
と
前
書
き
の
あ
る
句
。
金
沢
で
の
錬
成
会
の
際
、
浅
野
川
の
友

禅
晒
し
を
見
学
し
た
後
、
金
沢
の
郭
跡
な
ど
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
細
格
子
も
歳
月
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に
磨
か
れ
て
艶
光
り
し
て
い
る
。
私
自
身
は
、
片
陰
の
細
格
子
越
し
に
い
く
つ
も
の
女
人

の
ま
な
ざ
し
が
こ
ち
ら
を
眺
め
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
た
が
、
八
束
は
も
っ
と
現
実

に
手
が
か
り
を
探
っ
た
。
近
く
に
「
寄
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
格
子
の
「
艶
」
が
見
え

て
き
た
と
い
う
の
だ
。
細
格
子
の
「
艶
」
の
光
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
郭

の
情
念
の
世
界
へ
の
入
り
口
が
ひ
ら
く
。
華
や
か
さ
と
哀
し
い
運
命
を
辿
っ
た
数
多
く
の

女
人
の
息
が
、
細
格
子
に
か
よ
っ
て
艶
を
出
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。 

 

氷
壁
の
下も

と

の
教
会
と
も
り
そ
む 

 
 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

ど
こ
の
氷
壁
か
は
知
ら
な
い
が
、
思
い
切
っ
て
ア
ル
プ
ス
あ
た
り
を
思
い
浮
か
べ
て
も

よ
い
か
。
断
崖
を
な
す
一
面
の
氷
の
壁
。
そ
の
氷
壁
の
迫
る
ふ
も
と
に
、
小
さ
な
教
会
が

あ
っ
て
、
小
さ
な
灯
が
と
も
り
は
じ
め
た
、
と
い
う
の
だ
。
危
機
感
の
も
と
に
小
さ
な
命

を
抱
え
て
生
き
て
い
る
、
け
な
げ
な
人
間
が
見
え
て
く
る
よ
う
だ
。
敬
虔
さ
と
慎
ま
し
さ
。

あ
た
り
が
闇
を
ま
と
い
始
め
て
も
、
こ
の
小
さ
な
心
の
灯
が
い
つ
ま
で
も
点
り
続
け
て
い

る
か
の
よ
う
に
。
そ
れ
は
ま
た
、
八
束
の
祈
り
の
心
象
風
景
に
重
な
る
。 

         

第
一
三
句
集
『
雁
の
目
隠
し
』 


