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河
鹿
の
音ね

光
の
糸
を
伝
ひ
く
る 

 
 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

  

わ
れ
わ
れ
は
普
段
「
生
命
」
こ
そ
実
で
あ
っ
て
、
そ
の
周
辺
に
虚
の
世
界
が
息
づ
い
て

い
る
よ
う
な
受
け
取
り
方
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
八
束
の
世
界
観
で
は
ど
う
や

ら
「
生
」
そ
の
も
の
も
「
ま
ぼ
ろ
し
」
の
よ
う
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
「
幻
生
花
」

の
意
味
を
漢
文
的
に
「
花
を
幻
生
す
」
と
捉
え
た
詩
人
も
い
た
が
、
そ
こ
ま
で
凝
る
必
要

は
な
か
ろ
う
。「
幻
の
生
を
も
っ
た
花
」
す
な
わ
ち
「
幻
生
の
花
」
で
十
分
。
ど
の
よ
う
な

「
花
」
で
あ
っ
て
も
宇
宙
の
時
空
か
ら
見
れ
ば
寸
時
の
は
か
な
い
生
を
も
っ
た
も
の
。
あ

る
意
味
で
は
日
本
の
中
世
の
無
常
観
と
通
じ
る
よ
う
な
部
分
も
あ
る
が
、
八
束
は
だ
か
ら

こ
そ
は
か
な
い
「
花
」
あ
る
い
は
そ
の
核
に
な
る
「
生
」
を
無
上
の
価
値
と
し
、「
生
」
に

正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
、
そ
の
陰
翳
を
含
ん
だ
光
を
内
面
に
照
ら
し
て
「
生
」
の
実
相
を

描
き
出
す
。 

経
済
的
価
値
か
ら
見
れ
ば
無
価
値
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
間
生
活
あ
る
い
は
文
化
か
ら

見
れ
ば
、
そ
の
「
光
」
こ
そ
人
間
の
生
が
継
承
さ
れ
る
上
で
い
ち
ば
ん
底
辺
に
流
れ
て
や

ま
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
絢
爛
な
光
で
は
な
く
、
薄
闇
を
ま
と
っ
た
よ

う
な
淡
く
細
い
光
。
淡
く
細
い
と
言
っ
て
も
、
瞬
間
的
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
強
さ
を
も

っ
て
伝
わ
る
よ
う
な
光
で
あ
る
。 

上
掲
の
句
は
、
河
鹿
の
声
を
「
光
の
糸
を
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
」
と
言
い
と
め
た
。

句
集
巻
頭
に
ふ
さ
わ
し
い
一
句
だ
と
思
う
。
意
味
的
に
は
一
物
仕
立
て
な
が
ら
、「
光
の
糸
」

と
い
う
比
喩
を
持
ち
込
ん
だ
た
め
に
二
物
仕
立
て
の
句
の
よ
う
に
も
実
感
さ
れ
る
。 

ま
た
、
あ
と
で
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
八
束
に
と
っ
て
「
河
鹿
」
は
三
好
達
治
の

幼
少
期
に
つ
な
が
る
素
材
の
一
つ
だ
。
三
好
達
治
が
養
子
に
も
ら
わ
れ
て
い
く
と
き
に
、

「
お
じ
さ
ん
の
家
に
は
河
鹿
が
い
る
」
と
聞
い
て
、
養
子
を
了
解
し
て
し
ま
う
。
三
好
達

治
の
随
筆
の
中
に
も
河
鹿
の
登
場
す
る
名
品
「
暮
春
記
」
が
あ
る
。
そ
ん
な
思
い
出
も
八

束
の
胸
中
を
去
来
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
一
句
独
立
の
読
み
で
は
出
て
こ
な
い
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
い
ま
は
付
記
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。 

 

樹
に
登
り
ゐ
る
は
誰
か
や
月
ひ
ら
く 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

幻
想
的
な
雰
囲
気
の
あ
る
句
。
物
語
風
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
の
句
の

原
型
は
八
束
の
随
筆
集
『
稀
れ
な
仙
客
』
に
収
め
ら
れ
た
「
稀
れ
な
仙
客
」
と
い
う
一
篇

に
あ
る
。
舞
台
は
、
仙
台
市
国
分
寺
跡
の
周
辺
の
桜
並
木
の
あ
る
公
園
の
よ
う
な
と
こ
ろ
。

少
し
長
い
が
、
引
い
て
み
よ
う
。 

「
桜
大
樹
の
幹
は
太
い
の
が
四
抱
え
、
他
は
い
ず
れ
も
三
抱
え
く
ら
い
は
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
四
百
年
く
ら
い
は
す
る
老
木
で
、
中
に
は
枯
死
し
た
の
も
あ
っ
た
が
、
折
か
ら
満
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開
の
花
を
つ
け
た
枝
ぶ
り
の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
三
十
本
は
並
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
驚
い

た
。
中
ほ
ど
に
あ
っ
た
と
く
に
幹
太
の
大
樹
は
、
半
分
は
枯
れ
か
か
っ
た
太
い
幹
が
、
十

メ
ー
ト
ル
も
の
び
て
い
る
そ
の
先
の
と
こ
ろ
か
ら
、
小
学
校
五
、
六
年
く
ら
い
の
小
僧
ッ

子
が
首
を
出
し
て
、
あ
た
り
を
見
廻
し
て
い
る
の
に
気
付
い
た
と
き
に
は
、
更
に
あ
ッ
と

驚
い
て
胸
が
つ
ま
っ
た
。 

 

つ
ま
り
、
こ
の
老
大
樹
の
桜
の
幹
は
そ
の
高
さ
ま
で
虚
（
う
ろ
）
に
な
っ
て
い
て
、
こ

の
小
僧
ッ
子
は
そ
の
ウ
ロ
の
中
を
よ
じ
登
っ
て
い
っ
て
、
十
メ
ー
ト
ル
も
高
い
そ
の
先
か

ら
首
を
出
し
て
悦
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
供
な
が
ら
ど
こ
か
仙
客
、
と

い
っ
た
風
格
が
あ
っ
た
。
稀
れ
な
仙
客
、
と
思
っ
て
、
私
は
感
に
堪
え
た
ま
ま
、
し
ば
ら

く
眺
め
い
っ
た
。 

 

桜
の
老
大
樹
の
迫
力
に
私
が
魅
入
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
時
か
ら
で
あ
る
。
」
（
石
原
八
束

『
稀
れ
な
仙
客
』
角
川
書
店
） 

目
の
つ
け
ど
こ
ろ
の
よ
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
加
え
て
、「
月
ひ
ら
く
」
と
い

う
表
現
が
上
五
中
七
ま
で
の
文
脈
を
受
け
て
、
し
ぜ
ん
な
展
開
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
、

こ
の
句
の
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
樹
に
登
っ
て
い
る
主
人
公
の
あ
た
り
か
ら
、
月
の
光

が
ち
ょ
う
ど
花
が
開
く
か
の
よ
う
に
「
ひ
ら
い
て
」
見
え
る
の
だ
。「
誰
か
や
」
は
も
ち
ろ

ん
清
音
で
「
た
れ
か
や
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

 

鰒ふ

く

は
目
を
み
ひ
ら
き
て
を
り
ゑ
ま
ひ
を
り 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

フ
グ
は
下
関
の
方
で
は
「
ふ
く
」
と
呼
ぶ
。
鰒
は
袋
糶
（
ふ
く
ろ
ぜ
り
）
と
い
う
独
特

の
仕
方
で
値
段
の
交
渉
を
す
る
。
こ
の
句
は
、
糶
に
か
け
ら
れ
た
鰒
が
、
そ
ば
で
き
ょ
と

ん
と
し
た
丸
い
目
を
見
開
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
現
場
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
よ
う
な
句
だ
が
、
売
ら
れ
ゆ
く
わ
が
身
を
顧

み
な
が
ら
観
念
し
て
苦
笑
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
新
し
い
「
笑
い
」
が
あ
る
。
八
束
が
俳

句
に
笑
い
を
意
識
し
た
の
は
二
度
あ
る
。
一
回
目
は
第
二
・
第
三
句
集
あ
た
り
の
若
い
時
。

そ
れ
は
、
病
弱
だ
っ
た
心
の
影
に
圧
さ
れ
て
句
が
必
要
以
上
に
重
く
れ
て
し
ま
う
こ
と
か

ら
の
脱
却
を
試
み
て
の
こ
と
。
そ
し
て
、
二
回
目
が
、
こ
の
句
集
以
降
で
あ
る
。
今
回
は
、

「
白
夜
の
旅
人
」
発
刊
後
の
や
や
低
調
な
新
展
開
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
て
の
こ
と
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、
意
識
し
始
め
た
自
ら
の
晩
年
の
翳
り
を
、
ユ
ー
モ
ア
に
よ
っ
て

払
い
、
句
に
ゆ
と
り
と
く
つ
ろ
ぎ
を
求
め
よ
う
と
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

身
を
冷
や
す
水
牛
の
群
漓り

江こ

う

照
る 

 
 

 
 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

「
漓
江
煙
霧
」
の
章
の
第
一
句
。
こ
の
年
、
八
束
は
中
国
桂
林
の
漓
江
下
り
を
し
た
。
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漓
江
の
ほ
と
り
に
耕
牛
な
ら
ぬ
水
牛
が
身
を
冷
や
し
て
い
る
。
そ
れ
も
一
、
二
頭
で
は
な

く
、
群
れ
に
な
っ
て
と
い
う
の
が
中
国
の
広
さ
な
の
で
あ
ろ
う
。
ど
れ
も
気
持
ち
よ
さ
そ

う
だ
。
山
河
が
あ
れ
ば
人
間
も
動
物
も
共
生
し
て
い
る
と
い
う
原
郷
風
景
に
立
ち
戻
ら
さ

れ
る
句
で
も
あ
る
。
水
牛
の
群
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
か
の
よ
う
に
、
漓
江
は
晴
れ
上
が

っ
て
い
る
。
従
来
の
日
本
の
季
語
な
ら
ば
、
さ
し
ず
め
「
牛
冷
や
す
」
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

「
水
牛
冷
や
す
」
も
似
た
よ
う
に
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
。
そ
の
詮
索
よ
り
も
、
ま
ず
は

照
り
わ
た
っ
た
雄
大
な
景
色
を
楽
し
め
ば
よ
い
。 

 

漓
江
曲
る
と
き
に
翠す

ゐ

微び

の
闇
と
な
る 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

川
下
り
で
大
き
く
曲
が
ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
緑
な
す
奇
峰
が
迫
っ
て
来
て
大
き
な
影

を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
そ
の
中
に
船
が
入
っ
て
み
る
と
、
思
っ
た
よ

り
も
暗
く
は
な
い
。
む
し
ろ
「
翠
微
」（
う
す
緑
い
ろ
の
山
気
）
に
包
ま
れ
て
涼
や
か
に
感

じ
た
、
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
感
覚
の
細
や
か
な
「
翠
微
」
を
持
ち
出
す
ま
で
、「
漓
江
曲

る
と
き
に
」
と
ゆ
っ
た
り
し
た
リ
ズ
ム
で
句
を
引
っ
ぱ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
よ
い
バ
ラ
ン

ス
感
覚
。
言
葉
数
は
少
な
い
が
、
大
景
の
中
に
も
「
翠
微
」
を
見
逃
さ
な
い
と
こ
ろ
に
八

束
の
感
覚
の
冴
え
が
あ
る
。
人
生
の
晩
年
に
接
し
た
こ
の
風
景
は
、
八
束
の
胸
中
に
深
い

く
つ
ろ
ぎ
を
も
た
ら
し
た
こ
と
と
思
う
。 

 

孤
舟
な
る
漓
江
煙
霧
の
鯰

な
ま
づ

と
り 

 
 

 
 

 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

遊
覧
船
が
行
き
通
う
こ
と
と
は
無
縁
に
、
ぽ
つ
ん
と
霧
の
中
で
小
舟
で
鯰
と
り
を
し
て

い
る
風
景
。
地
元
の
人
に
は
日
常
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
珍
し

く
貴
重
な
風
景
に
見
え
る
。
先
回
の
「
稀
れ
な
仙
客
」
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
人

気
質
で
あ
っ
た
八
束
に
は
、
文
芸
あ
る
い
は
俳
句
を
追
う
自
分
は
こ
の
鯰
と
り
の
よ
う
だ

と
、
咄
嗟
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
代
を
超
え
る
悠
久
の
時
間
を
抱
え
た
生
命
活

動
の
象
徴
的
風
景
。
あ
る
い
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
文
化
の
根
っ
こ
の
暗
喩
的
点
景
。

不
易
流
行
の
不
易
の
一
つ
の
相
（
す
が
た
）
が
こ
こ
に
は
言
い
止
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

龍
り
ゅ
う

眼が

ん

肉に

く

啖く

ら

ひ
病
痛
し
づ
め
を
り 

 
 

 
 

（
昭
和
六
二
年
） 

 

「
龍
眼
肉
」
と
い
う
魔
力
め
い
た
言
葉
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
句
だ
が
、
句
意
は
何
の
こ

と
は
な
い
。「
龍
眼
」
は
、
ム
ク
ロ
ジ
科
の
果
実
で
ラ
イ
チ
に
似
る
が
、
果
実
の
中
の
大
き

な
黒
い
種
子
を
「
龍
の
目
」
に
た
と
え
た
も
の
ら
し
い
。
ビ
タ
ミ
ン
も
豊
富
で
、
漢
方
薬
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と
し
て
心
と
脾
を
補
う
と
の
こ
と
。
八
束
が
鎮
め
て
い
た
「
病
痛
」
は
何
か
が
気
に
な
る

と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
は
文
芸
的
な
誇
張
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
中
国
に
は
と
ん
で

も
な
い
発
想
の
命
名
が
あ
る
も
の
だ
。
日
本
で
も
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
食
材
だ
が
、
な

に
し
ろ
本
場
の
「
龍
の
眼
」
を
啖
っ
た
の
だ
か
ら
少
し
ぐ
ら
い
の
病
痛
は
鎮
ま
ろ
う
と
言

う
も
の
。
「
病
痛
」
と
は
裏
腹
に
、
「
龍
眼
肉
」
と
い
う
珍
味
と
由
来
を
愉
し
ん
で
い
る
八

束
が
見
え
て
く
る
。 

 

迎
へ
撃
た
む
さ
ま
に
白
鳥
羽
ひ
ら
く 

 
 

 

（
昭
和
六
三
年
） 

 

「
迎
へ
撃
た
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
八
束
ら
し
い
捉
え
方
。
白
鳥
は
と
か
く
や
さ
し
い

哀
し
い
動
物
と
し
て
写
さ
れ
が
ち
だ
が
、
な
に
せ
シ
ベ
リ
ア
か
ら
遠
路
は
る
ば
る
飛
来
す

る
だ
け
あ
っ
て
、
な
ま
な
人
間
よ
り
も
は
る
か
に
野
性
味
も
、
体
力
も
、
そ
し
て
闘
争
心

も
あ
る
。
白
鳥
が
湖
上
に
羽
を
広
げ
る
さ
ま
は
、
特
に
日
で
も
さ
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
上

な
く
美
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
行
為
は
人
間
の
鑑
賞
用
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
防
衛
本
能
か
ら
で
た
仮
想
の
敵
を
「
迎
え
撃
つ
」
動
作
だ
と
言
う
の
だ
。
特
に

大
白
鳥
な
ら
ば
、
私
な
ん
か
が
手
を
広
げ
て
威
嚇
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
力
強
さ
が
あ
る
。

九
・
四
・
五
と
い
う
変
則
的
な
リ
ズ
ム
だ
が
、
九
の
大
き
く
広
が
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
を
、

次
に
来
る
四
・
五
の
「
ハ
」
の
頭
韻
に
よ
っ
て
一
句
を
引
き
締
め
て
い
る
。
こ
ま
か
な
分

析
を
加
え
れ
ば
、
こ
の
九
音
は
、
さ
ら
に
三
・
三
・
三
と
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
ん

中
の
音
は
す
べ
て
「
か
」
「
た
」
「
ま
」
と
「
あ
」
音
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た

い
。「
迎
へ
撃
た
む
さ
ま
に
」
は
、
一
挙
に
で
は
な
く
、
波
の
繰
り
返
し
の
よ
う
に
少
し
ず

つ
ふ
く
ら
ん
で
ゆ
く
の
だ
。 

 

蝮
ゐ
る
島
の
昼
顔
空
を
這
ふ 

 
 

 
 

 
 

（
昭
和
六
三
年
） 

 

「
天
売
島
に
て 

二
句
」
と
あ
る
第
二
句
。
地
に
は
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
蝮
が
生
息
し
、

空
に
は
幻
の
よ
う
な
は
か
な
い
表
情
の
昼
顔
が
蔓
を
の
ば
し
て
這
っ
て
い
る
。
二
物
を
取

り
合
わ
せ
た
句
に
過
ぎ
な
い
が
、
た
と
え
ば
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
絵
を
見
る
時
の
よ

う
な
、
妖
し
さ
と
恍
惚
感
を
に
わ
か
に
覚
え
る
。
邪
悪
と
決
め
つ
け
て
は
い
け
な
い
が
、

人
間
に
と
っ
て
は
一
番
危
険
な
魔
物
み
た
い
な
も
の
と
、
薄
命
の
マ
ド
ン
ナ
の
よ
う
な
美

の
化
身
が
、
一
つ
の
島
に
共
生
し
て
い
る
。
事
実
に
過
ぎ
な
い
が
、
万
物
の
中
か
ら
こ
の

二
物
の
み
を
取
り
合
わ
せ
て
み
る
と
、
一
句
の
中
で
思
わ
ぬ
不
思
議
な
感
動
を
引
き
出
す
。 
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昼
寝
覚
め
て
み
れ
ば
誰
か
が
死
ん
で
を
り 

 

（
昭
和
六
三
年
） 

 

八
束
の
自
選
の
代
表
句
に
は
入
っ
て
い
る
作
だ
が
、
私
は
八
束
の
世
界
の
中
で
、
こ
の

種
の
シ
ニ
カ
ル
な
味
は
い
ま
一
つ
好
き
に
な
れ
な
い
。
滑
稽
と
言
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も

醒
め
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
な
ら
ば
、
や
は
り
人
が
死
ん
だ
と
き
に
は
、
も
っ
と
感

情
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
地
点
に
い
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
束
の
世
代
は
、
前
代

未
聞
の
人
間
の
大
量
死
が
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
時
代
を
経
て
き
た
か
ら
、
案
外

「
誰
か
が
」
死
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
れ
を
世
の
節
理
の
よ
う
に
感
じ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
次
々
に
身
近
な
者
が
亡
く
な
る
こ
と
を

経
験
し
て
き
た
故
に
、
無
常
観
の
中
で
諦
め
気
味
に
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
吐
き
出
さ
れ
た
句
、

と
い
う
見
方
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
と
思
い
な
が
ら
こ
の
句
に
は
違
和
感
を
持
ち

続
け
な
が
ら
今
日
に
至
っ
て
い
る
。 

 

爐
に
こ
も
り
で
び
ら
鰈

か
れ
ひ

を
た
た
き
を
り 

 
（
昭
和
六
三
年
） 

 

八
束
の
好
き
そ
う
な
世
界
。
で
び
ら
鰈
と
い
う
の
は
、
瀬
戸
内
海
で
採
れ
た
コ
ノ
ハ
カ

レ
イ
な
ど
を
天
日
で
干
し
た
も
の
。
ト
ン
ト
ン
と
木
槌
で
叩
い
て
か
ら
炙
る
と
、
骨
か
ら

身
が
離
れ
食
べ
や
す
く
な
る
。
私
も
何
度
か
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
炙
っ
た
あ
と

の
楚
々
と
し
た
香
ば
し
さ
は
、
や
は
り
日
本
の
素
朴
で
し
ず
か
な
味
の
一
つ
だ
。
八
束
の

句
は
、
炙
る
前
の
動
作
だ
が
、
こ
の
句
を
詠
ん
で
い
る
と
、
食
べ
る
こ
と
な
ど
は
忘
れ
て

し
ま
っ
て
、
木
づ
ち
で
「
叩
く
」
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
気
配
が
す
る
。
あ
る
意
味
で
は

子
ど
も
の
楽
し
み
の
よ
う
な
も
の
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
価
値
か
ら
は
お
よ
そ
縁
遠
い
こ

と
に
面
白
さ
を
感
じ
て
そ
こ
に
楽
し
み
を
見
出
す
こ
と
。
俳
句
と
ど
こ
か
似
て
い
る
よ
う

な
・
・
・
。 

尚
、
こ
の
句
は
句
集
の
作
品
の
順
序
か
ら
い
え
ば
、
秋
の
頃
の
作
品
の
中
に
並
ん
で
い

る
が
、
「
爐
」
を
主
と
す
れ
ば
冬
、
「
干
鰈
」
を
主
と
す
れ
ば
春
と
な
る
。
私
見
を
述
べ
れ

ば
、
ま
だ
爐
に
こ
も
っ
て
い
る
も
の
の
春
の
訪
れ
を
感
じ
な
が
ら
干
鰈
を
叩
い
て
い
る
、

と
受
け
取
り
た
い
。 

 

た
ち
く
ら
む
行
く
手
炎ほ

の
噴
く
去
年
今
年 

 

（
平
成
元
年
） 

 

い
よ
い
よ
平
成
の
作
に
入
る
。
平
成
と
言
っ
て
も
、「
去
年
今
年
」
の
感
懐
を
綴
っ
た
も

の
だ
か
ら
、
正
確
に
は
昭
和
六
四
年
の
新
年
の
作
と
な
ろ
う
。
天
皇
崩
御
の
日
が
一
月
七

日
。
こ
の
年
、
八
束
は
七
十
歳
を
迎
え
る
。
古
希
を
迎
え
る
と
言
っ
て
も
、
八
束
の
身
辺
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は
必
ず
し
も
平
穏
で
は
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
ま
だ
飯
田
蛇
笏
論
を
抱
え
て
い
る
。
七
十

歳
を
超
え
て
俳
句
の
世
界
を
拓
く
の
が
ど
ん
な
に
大
変
か
、
八
束
は
過
去
の
俳
人
の
例
を

よ
く
知
っ
て
い
る
し
、
恩
師
で
あ
っ
た
蛇
笏
の
苦
闘
を
一
番
身
に
し
み
て
感
じ
と
っ
て
い

た
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
の
志
操
を
改
め
て
表
明
し
た
よ
う
な
一
句
で
は
な
か
っ
た
か
。 

「
た
ち
く
ら
む
」
と
は
「
老
い
」
の
実
感
を
ほ
の
め
か
し
た
言
葉
で
も
あ
ろ
う
。「
炎
の

噴
く
」
と
い
う
の
が
心
象
風
景
そ
の
も
の
。
そ
の
気
迫
に
圧
倒
さ
れ
る
と
同
時
に
、
最
晩

年
に
至
っ
て
も
「
造
型
」
に
拘
ら
な
け
れ
ば
伝
わ
ら
な
か
っ
た
八
束
の
心
境
を
察
す
る
に
、

し
ず
か
に
涙
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
。 

 

飛
び
去
り
し
鶲
の
息
の
白
く
残
り 

 
 

 
 

 

（
平
成
元
年
） 

  

純
粋
俳
句
と
で
も
言
お
う
か
。
か
す
か
な
こ
の
「
息
の
白
」
は
見
え
た
の
か
見
え
な
か

っ
た
の
か
。
虚
で
も
あ
ろ
う
し
実
で
も
あ
ろ
う
。「
虚
実
皮
膜
の
間
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の

句
の
よ
う
な
も
の
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
け
な
げ
な
小
動
物
の
生
命
感
が

詩
的
実
感
と
共
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
音
韻
的
に
も
「
い
」
音
を
重
ね
て
、
冷
や
か
な
引
き

締
ま
っ
た
空
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
無
意
識
な
の
だ

ろ
う
が
、
こ
う
い
う
音
韻
的
な
裏
打
ち
が
あ
っ
て
、
初
め
て
こ
の
句
の
実
感
が
引
き
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
、
現
代
の
俳
句
も
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
八
束
に

し
て
は
珍
し
く
下
五
を
六
音
の
字
余
り
に
し
た
の
も
、
鶲
の
白
い
息
の
残
像
ま
で
を
思
わ

せ
て
有
効
だ
と
思
う
。 

 

廃
墟
に
て
赤
き
瞳
の
あ
る
寒
卵 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
元
年
） 

 

「
戦
中
焼
跡
の
彷
徨
を
思
ふ 

七
句
」
と
前
書
の
あ
る
連
作
の
第
一
句
。
体
験
記
的
に

読
め
ば
、
戦
後
の
焼
け
野
原
を
さ
ま
よ
い
、
寒
卵
を
見
つ
け
て
は
太
陽
に
透
か
し
な
が
ら

食
し
た
風
景
と
受
け
取
れ
る
か
。
も
ち
ろ
ん
、
廃
墟
と
卵
と
言
え
ば
、〈
広
島
や
卵
食
ふ
時

口
ひ
ら
く 

西
東
三
鬼
〉
が
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
前
書
き
を
意
識
せ
ず
に
一
句
を
読
ん
で
み
た
い
。
第
二
次
世
界

大
戦
と
は
限
ら
な
い
、
遠
い
日
の
戦
乱
や
時
代
の
潮
流
の
中
で
崩
壊
し
た
「
廃
墟
」
を
ま

ず
思
い
浮
か
べ
て
み
る
。
そ
の
廃
墟
の
真
ん
中
に
寒
卵
を
一
つ
置
く
。
卵
は
日
に
透
け
て
、

中
に
は
目
玉
の
よ
う
な
「
赤
い
瞳
」
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
「
赤
き
瞳
」
は
こ
れ
か
ら
こ

の
世
に
生
ま
れ
出
て
く
る
生
命
で
も
あ
る
し
、
こ
れ
ま
で
の
世
の
中
を
見
据
え
て
き
た
「
賢

者
」
の
目
の
よ
う
な
ま
ぎ
れ
な
い
光
を
宿
し
て
い
る
。 

こ
の
句
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
風
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
作
品
と
し
て
成
り

立
つ
か
と
思
う
。
こ
の
小
さ
な
寒
卵
の
秘
め
る
新
た
な
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
廃
墟
と
向
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き
合
っ
て
あ
る
い
は
廃
墟
に
包
ま
れ
て
、
大
き
く
遥
か
な
時
間
と
空
間
と
呼
び
合
う
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
勇
み
足
を
承
知
で
言
え
ば
、
こ
の
赤
い
瞳
こ
そ
八
束
の
詩
精
神
の
炎
立
つ

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
通
い
合
う
の
で
は
な
い
か
。
不
思
議
な
感
覚
な
が
ら
、
ど
こ
か
で
人
類
の

意
識
の
原
風
景
を
抱
え
込
ん
だ
よ
う
な
句
だ
。 

 

長
城
や
凍
雲
碧あ

を

き
傷
ひ
ら
く 

 
 

 
 

 
 

 

（
平
成
元
年
） 

 

中
国
で
の
作
。
万
里
の
長
城
が
限
り
な
く
つ
づ
き
、
凍
雲
が
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。

陰
鬱
な
大
風
景
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
あ
る
時
、
雲
の
裂
け
目
が
出
来
て
、
青
空
が

見
え
た
。
そ
の
青
空
の
美
し
さ
に
見
と
れ
な
が
ら
も
、
八
束
に
は
碧
い
傷
が
ひ
ら
い
た
よ

う
に
感
じ
と
れ
た
の
だ
。
若
い
頃
よ
り
心
身
的
な
「
傷
」
を
抱
え
て
過
ご
し
て
き
た
八
束

に
と
っ
て
、
同
じ
傷
口
で
も
こ
の
青
空
の
よ
う
に
爽
快
な
も
の
が
あ
れ
ば
よ
い
の
に
、
と

い
う
心
の
底
か
ら
の
願
望
が
「
碧
き
傷
」
と
い
う
語
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
傷

口
は
、
ど
こ
ま
で
も
澄
ん
だ
深
淵
を
覗
か
せ
て
い
て
、
宇
宙
へ
の
通
い
路
の
よ
う
に
思
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
曇
天
に
メ
ス
を
入
れ
た
か
の
よ
う
な
印
象
鮮
明
な
句
で
あ
る
が
、
古

稀
に
至
っ
て
振
り
返
っ
た
八
束
の
人
生
的
な
傷
も
平
安
へ
の
希
求
も
こ
の
く
ら
い
深
い
も

の
で
あ
っ
た
か
。 

 

躓
い
て
ひ
と
り
笑
ひ
て
麦
茶
か
な 

 
 
 
 

 
 

（
平
成
元
年
） 

 

住
み
慣
れ
た
家
の
中
で
躓
い
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
、
別
に
年
を
取
ら
な
く
て
も
と
き
ど

き
あ
る
も
の
だ
。
躓
く
こ
と
は
別
段
、
高
齢
者
の
特
権
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
子
ど
も
な

ど
の
方
が
、
勢
い
よ
く
歩
き
回
る
ぶ
ん
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
い
ち
ば
ん
躓
い
た
り
転
ん
だ

り
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
意
味
で
日
常
茶
飯
事
の
こ
の
「
躓

く
」
行
為
が
、
人
生
晩
年
の
心
境
と
相
俟
っ
て
し
み
じ
み
と
俳
句
に
な
ろ
う
と
は
、
誰
が

思
っ
た
だ
ろ
う
。
夏
の
季
語
で
あ
る
「
麦
茶
」
と
い
う
季
語
が
人
生
を
映
し
出
す
役
割
を

演
じ
て
く
れ
よ
う
と
は
、
誰
が
考
え
た
だ
ろ
う
。 

「
ひ
と
り
笑
ひ
て
」
と
い
う
中
七
の
つ
な
ぎ
が
、
躓
い
た
と
き
の
動
顚
を
自
嘲
気
味
に

し
ず
め
、
さ
ら
に
自
省
を
促
す
か
の
よ
う
な
麦
茶
を
引
き
出
す
。
い
わ
ば
、
「
さ
そ
い
水
」

の
役
割
を
見
せ
て
絶
妙
だ
と
思
う
。
身
の
回
り
に
は
、
ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も
人
生
を

か
い
ま
見
せ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
も
の
だ
。
他
人
か
ら
見
た
ら
何
で
も
な
い
よ
う
な
出

来
ご
と
に
、
人
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
瞬
間
的
に
感
じ
取
れ
る
か
ど
う
か
。
示
唆
に
富
ん
だ

句
で
は
な
い
か
。 
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【
浅
草
の
友
と
切
山
椒
】 

浅
草
の
友
ま
た
も
逝
く
切
山
椒 

 
 
 

 
 

 
 

（
平
成
二
年
） 

「
雷
門
脇
の
書
肆
清
水
屋
の
伊
藤
黄
雀
は
四
十
余
年
来
の
心
友
な
り
し
」
と
前
書
の
あ

る
句
。
番
外
編
に
し
た
の
は
、
こ
の
句
の
出
来
不
出
来
よ
り
も
個
人
的
な
思
い
出
が
あ
る

か
ら
だ
。
こ
の
黄
雀
（
お
う
じ
ゃ
く
）
翁
の
お
か
げ
で
石
原
八
束
門
を
叩
く
こ
と
に
な
っ

た
い
き
さ
つ
は
い
つ
か
述
べ
た
。
実
は
、
こ
の
句
を
読
む
ま
で
、
黄
雀
さ
ん
の
死
を
知
ら

な
か
っ
た
の
だ
。 

当
時
、
句
会
で
私
は
清
記
係
を
し
て
い
た
。
八
束
は
文
字
か
ら
自
分
の
句
で
あ
る
と
予

め
知
れ
渡
っ
て
し
ま
う
の
を
避
け
る
た
め
に
、
晩
年
は
特
に
、
私
に
こ
っ
そ
り
と
投
句
の

短
冊
を
手
渡
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
短
冊
を
清
書
し
て
選
句
用
紙
に
す
る
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
そ
の
清
記
の
折
、
私
は
何
と
い
う
こ
と
か
、
「
浅
草
の
女
ま
た
も
逝
く
切
山
椒
」

と
書
き
写
し
て
し
ま
っ
た
。
八
束
の
書
き
癖
で
「
友
」
と
い
う
字
が
「
女
」
に
見
え
た
の

だ
。
先
生
、
新
年
だ
と
言
う
の
に
、
な
ん
で
「
女
」
の
句
な
ん
か
詠
ま
れ
た
の
か
。
し
か

も
音
数
か
ら
行
く
と
、「
お
ん
な
」
で
は
な
く
「
ひ
と
」
と
読
ま
せ
る
な
ん
て
・
・
・
。
や

は
り
「
切
山
椒
」
で
浅
草
を
詠
む
し
か
な
か
っ
た
の
か
な
。 

そ
ん
な
ふ
う
に
の
ん
び
り
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
上
誰
に
も
確
か
め
る
こ
と
な
く
、

選
句
の
時
間
に
入
っ
て
、
清
記
用
紙
が
一
巡
り
し
た
。
一
巡
し
て
、
そ
の
清
記
用
紙
が
再

び
回
っ
て
く
る
と
、
そ
こ
に
は
八
束
の
字
で
「
友
」
と
直
し
て
あ
る
で
は
な
い
か
・
・
・
。

も
う
、
そ
の
後
の
時
間
は
句
会
が
終
わ
る
ま
で
、
恥
ず
か
し
さ
と
申
し
訳
な
さ
と
で
、
真

っ
蒼
に
な
っ
て
い
た
俯
い
て
い
た
以
外
は
何
も
覚
え
て
い
な
い
。 

句
会
が
終
わ
る
と
、
真
っ
先
に
先
生
に
お
詫
び
を
申
し
上
げ
た
。「
女
と
見
え
て
も
友
と

書
き
写
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
修
業
不
足
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
」
と
。
先
生
は
「
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
も
た
ま
に
は
あ
る
ね
」
と
許
し
て
く
だ
さ
っ

た
の
だ
が
、
年
来
の
友
人
へ
の
追
悼
句
が
台
無
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
さ
ぞ
寂
し
く
感
じ

ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
憤
る
に
も
余
り
の
こ
と
に
意
気
消
沈
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
黄
雀
さ
ん
も
、
こ
の
不
肖
の
弟
子
に
、
天
上
で
ま
っ
た
く
生
き
た
心
地
が
し
な

か
っ
た
に
違
い
な
い
。 

そ
れ
以
来
、
こ
の
句
を
目
に
す
る
た
び
に
、
い
つ
も
こ
の
大
失
態
を
思
い
出
し
て
は
身

の
す
く
む
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
苦
い
思
い
出
も
、
歳
月
を
経
る
と
、

そ
れ
を
許
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
生
の
懐
の
大
き
さ
と
共
に
、
そ
の
失
敗
も
懐
か
し
く
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、「
切
山
椒
」
と
い
う
季
語
の
本
意
を
全
身
全
霊
で
学
ん

だ
貴
重
な
授
業
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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崩
れ
む
と
し
て
白
牡
丹
羽
ひ
ら
く 

 
 

 
 

 

（
平
成
二
年
） 

 

華
麗
な
一
句
。
前
書
き
に
「
安
西
・
伊
藤
・
磯
村
・
鈴
木
・
畠
中
・
来
栖
等
の
詩
人
と

須
賀
川
行 

四
句
」
と
あ
る
。
須
賀
川
の
牡
丹
園
を
訪
ね
た
も
の
か
。
私
も
何
度
か
訪
ね

た
が
、
江
戸
時
代
に
植
え
た
牡
丹
の
古
木
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
紫
の
牡
丹
は
あ
で
や
か
と

言
う
よ
り
力
強
い
野
性
を
感
じ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
須
賀
川
牡
丹
園

に
は
、
二
九
〇
種
、
七
、
〇
〇
〇
株
の
古
木
が
咲
く
。
も
と
も
と
は
、
根
を
薬
用
に
し
よ

う
と
植
え
た
と
こ
ろ
か
ら
牡
丹
園
が
始
ま
っ
た
と
い
う
の
が
面
白
い
。「
白
牡
丹
が
崩
れ
る

よ
う
に
」
と
言
う
の
は
、
蛇
足
を
加
え
る
と
、「
崩
壊
す
る
」
の
で
は
な
く
女
人
が
身
を
任

せ
る
よ
う
に
「
崩
れ
か
か
る
」
こ
と
。
実
際
に
は
風
に
吹
か
れ
て
花
び
ら
が
よ
り
開
く
か

の
よ
う
に
見
え
た
瞬
間
を
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
羽
を
ひ
ら
く
か
の
よ
う
に
、
と
い
う
の

が
こ
の
句
の
明
る
い
側
面
で
あ
る
。 

 

余
命
な
き
を
し
づ
か
に
嘆
け
閑
古
鳥 

 
 

 
 

（
平
成
二
年
） 

 

も
ち
ろ
ん
芭
蕉
の
〈
憂
き
わ
れ
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
り
〉
を
意
識
し
て
の
も

の
に
違
い
な
い
が
、「
余
命
な
き
」
と
言
う
措
辞
が
、
大
胆
で
し
か
も
老
い
の
実
感
を
深
く

抱
え
て
い
る
。
先
週
引
い
た
「
麦
茶
」
の
句
と
言
い
、
そ
の
頃
に
詠
ん
だ
〈
逃
水
や
行
方

の
見
え
ぬ
老
い
の
詩
〉
の
句
と
言
い
、「
老
い
」
が
し
っ
か
り
と
意
識
化
さ
れ
て
き
た
時
期

な
の
で
あ
ろ
う
。「
し
づ
か
に
嘆
け
」
と
は
か
っ
こ
う
へ
の
語
り
か
け
の
よ
う
な
体
裁
を
取

り
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
自
分
へ
の
言
い
聞
か
せ
に
他
な
ら
な
い
。
自
分
の
運
命
に
対
す

る
覚
悟
の
よ
う
な
気
配
が
漂
う
。
郭
公
の
声
が
明
る
け
れ
ば
明
る
い
ほ
ど
、
朗
ら
か
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
八
束
の
老
い
の
憂
愁
は
深
ま
る
ば
か
り
な
の
だ
。 

 

あ
こ
や
貝
の
我
に
月
光
玉

ぎ
ょ
く

六
つ 

 
 

 
 

 

（
平
成
二
年
） 

 

「
入
院
月
余
、
特
大
結
石
六
個
を
摘
出 

四
句
」
と
あ
る
よ
う
に
、
晩
年
の
大
き
な
入

院
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
あ
こ
や
貝
と
は
も
ち
ろ
ん
真
珠
な
ら
ぬ
「
結
石
」
を
抱
え
た
八
束

自
身
を
自
嘲
し
た
も
の
。
手
術
後
月
光
を
身
の
ほ
と
り
に
感
じ
て
の
、
ほ
っ
と
し
た
心
境

を
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
特
大
結
石
六
個
と
は
、
さ
ぞ
痛
み
も
大
き

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
入
院
中
に
、
尊
敬
し
懇
意
に
し
て
い
た
永
井
龍
男
も
こ
の

世
を
去
っ
た
。
こ
れ
も
無
念
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

 

と
も
あ
れ
、
先
生
の
入
院
を
知
ら
ぬ
ま
ま
八
束
居
を
訪
ね
た
の
は
、
退
院
し
て
一
週
間

く
ら
い
経
っ
た
頃
で
は
な
か
っ
た
か
。
体
調
も
だ
い
ぶ
恢
復
さ
れ
た
様
子
で
、
ひ
さ
び
さ
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に
寛
が
れ
て
も
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
あ
こ
や
貝
の
話
も
出
る
に
は
出
た
が
、
事
情
が
分

か
ら
な
い
の
で
私
が
キ
ョ
ト
ン
と
し
て
い
る
と
、「
結
石
の
大
き
な
の
が
六
つ
。
そ
れ
を
手

術
で
取
り
出
し
た
ん
だ
け
ど
、
腹
に
石
が
た
ま
っ
て
、
そ
れ
で
ひ
っ
く
り
返
っ
た
か
ら
、

イ
シ
ハ
ラ
と
い
う
わ
け
」
と
、
愉
快
そ
う
に
笑
わ
れ
た
。
入
院
中
に
こ
の
洒
落
を
考
え
て

い
た
の
か
、
咄
嗟
の
ウ
ィ
ッ
ト
だ
っ
た
の
か
。
と
も
あ
れ
、
先
生
の
予
後
が
順
調
な
こ
と

が
感
じ
ら
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
。
先
生
が
七
一
歳
の
頃
の
話
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
結
石
摘
出
の
手
術
を
し
て
も
、
八
束
は
手
術
さ
れ
る
自
分
を
ゆ
と
り
を
持

っ
て
突
き
放
し
て
第
三
者
の
目
で
詠
む
。
内
観
の
句
を
作
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
冷
静

に
自
分
を
眺
め
る
も
う
一
人
の
自
分
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ま
り
冷
静
で
あ
る
と

句
自
体
が
冷
め
す
ぎ
て
し
ま
う
の
で
、
も
う
一
人
の
自
分
の
心
の
持
ち
加
減
は
微
妙
だ
。 

こ
の
句
で
は
、
自
ら
を
あ
こ
や
貝
に
見
立
て
て
い
る
。
男
が
自
分
を
あ
こ
や
貝
に
た
と

え
た
俳
句
は
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
本
来
生
理
的
に
は
不
毛
で
あ
る
は
ず
の
一
人

の
男
が
自
ら
の
腹
に
「
玉
六
つ
」
を
孕
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
が
面
白
い
。
五
つ
子
は
い

た
が
、
六
つ
子
は
い
た
か
ど
う
か
。
し
か
も
、
そ
こ
に
月
光
を
流
し
込
ん
で
、
幻
想
と
も

抒
情
と
も
い
え
な
い
不
思
議
な
ひ
か
り
を
纏
わ
せ
て
い
る
あ
た
り
が
、
八
束
の
句
の
豊
穣

な
由
縁
。
自
ら
の
災
い
を
俳
句
の
素
材
と
な
し
、
ユ
ー
モ
ア
に
包
み
こ
ん
で
詠
み
こ
ん
で

し
ま
う
と
は
恐
れ
入
る
。 

 

壁
冷
え
て
死
者
に
す
が
れ
る
声
き
こ
ゆ 

 
 

 

（
平
成
二
年
） 

 

病
室
と
言
う
の
は
、
ふ
だ
ん
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
死
者
を
身
近
に
し
て
い
る
場
所

だ
。
入
院
し
た
自
分
の
周
囲
に
は
、
生
へ
の
希
望
と
死
へ
の
不
安
が
渦
巻
い
て
い
る
。
こ

の
句
も
、
前
述
の
「
あ
こ
や
貝
」
と
同
じ
四
句
の
う
ち
の
第
四
句
。
八
束
の
よ
う
に
、
術

後
恙
無
く
恢
復
し
た
人
も
あ
れ
ば
、
こ
の
句
の
よ
う
に
彼
岸
へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
う
人
も

い
る
。
壁
越
し
に
で
も
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
死
者
に
す
が
り
つ
く
よ
う
に
泣
く

誰
彼
の
声
が
洩
れ
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
「
冷
え
て
」
と
は
、
壁
の
物
理
的

な
冷
た
さ
に
加
え
て
心
理
的
な
「
冷
え
」
が
加
わ
っ
て
い
よ
う
。
「
ひ
」
「
し
」
「
き
」
と
、

き
び
し
い
音
を
三
つ
ほ
ど
大
事
な
箇
所
に
埋
め
込
ん
で
い
て
、
音
韻
的
に
も
冷
や
や
か
な

印
象
を
与
え
て
い
る
。 

 

葉
鶏
頭
吹
か
れ
て
炎
立
つ
虚
空
か
な 

 
 

 
 

（
平
成
二
年
） 

 

「
十
月
十
二
日
永
井
龍
男
先
生
逝
く
、
我
は
入
院
中
な
れ
ば 

二
句
」
と
あ
る
中
の
第

一
句
。
八
束
は
永
井
龍
男
を
短
編
の
名
手
と
し
て
尊
敬
し
て
い
た
。
三
好
達
治
亡
き
あ
と
、

永
井
龍
男
氏
の
散
文
が
八
束
の
心
の
拠
り
所
と
し
て
大
き
な
励
ま
し
に
な
っ
て
い
た
の
で
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は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
葉
鶏
頭
は
風
に
吹
か
れ
て
い
る
う
ち
に
、
燃
え
あ
が
っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
「
炎
立
つ
」
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
炎
を
噴
い
て
い
る

葉
鶏
頭
は
虚
空
の
中
に
吊
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。 

も
っ
と
も
、
こ
の
句
の
「
炎
立
つ
」
を
「
虚
空
」
の
修
飾
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
葉
鶏
頭
が
風
に
吹
か
れ
て
立
っ
て
い
る
。
そ
の
周
り
を
炎
立
つ
よ
う
な
虚
空
、

つ
ま
り
夕
焼
け
が
包
ん
で
い
る
と
い
う
解
釈
だ
。 

た
だ
し
、
句
を
上
五
か
ら
読
み
下
し
て
く
る
と
、
ど
う
し
て
も
「
吹
か
れ
て
炎
立
つ
」

と
言
い
た
く
な
る
。
私
は
そ
の
勢
い
を
い
た
だ
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
葉
鶏
頭
吹
か
れ
て

炎
立
つ
／
虚
空
か
な
」
と
言
う
よ
う
に
、
中
七
で
一
回
簡
単
に
切
れ
る
の
だ
。
こ
の
葉
鶏

頭
に
、
ど
こ
か
「
月
見
座
頭
」
の
話
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
っ
て
く
る
の
は
私
だ
け
で

あ
ろ
う
か
。
直
後
の
句
が
〈
人
影
に
似
し
月
影
の
葉
鶏
頭
〉
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

お
そ
ら
く
は
そ
ん
な
に
見
当
は
ず
れ
で
も
あ
る
ま
い
。 

 

枯
菊
を
焚
い
て
黄
泉
の
火
起
し
け
り 

 
 

 
 

（
平
成
二
年
） 

  

ま
っ
た
く
自
信
の
な
い
解
釈
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
こ
の
句
を
考
え
る
。
こ
の
世
で
枯

菊
を
焚
い
た
ら
、
ず
っ
と
離
れ
た
黄
泉
の
世
界
に
火
が
点
っ
た
。
つ
ま
り
、
ま
っ
た
く
か

け
離
れ
た
世
界
な
が
ら
、
ど
こ
か
で
火
と
い
う
も
の
が
以
心
伝
心
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
。
そ
れ
に
し
て
は
、
枯
菊
を
焚
く
と
言
う
の
は
俳
人
好
み
の
風
雅
な
営
み
に
ち
が

い
な
い
。
い
く
ら
枯
れ
て
は
い
る
と
言
っ
て
も
、
ほ
ん
の
り
と
し
た
菊
の
香
り
が
立
ち
上

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
香
も
黄
泉
の
世
界
に
伝
わ
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。 

 

い
ま
ま
で
何
の
不
思
議
も
な
く
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
が
、
新
し
い
解
釈
も
思
い

浮
か
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
作
者
は
す
で
に
黄
泉
の
世
界
に
い
て
枯
菊
を
焚
き
火
を
起
こ
し

て
い
る
。
自
分
が
や
が
て
訪
ね
る
こ
と
に
な
ろ
う
黄
泉
の
世
界
に
、
わ
が
身
を
想
像
で
置

い
て
み
た
の
だ
。
枯
菊
を
焚
い
て
も
さ
ほ
ど
強
い
火
勢
に
は
な
る
ま
い
が
、
と
も
あ
れ
足

元
く
ら
い
は
照
ら
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
ら
の
行
路
を
自
ら
照
ら
し
て
い
る
の
だ
。 

 

以
上
の
二
つ
の
解
釈
の
い
ず
れ
が
よ
い
か
は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

超
空
間
的
な
第
一
の
世
界
、
仮
想
の
実
感
に
あ
ふ
れ
る
第
二
の
世
界
。
い
ず
れ
も
、
八
束

の
意
識
の
底
が
覗
け
る
よ
う
な
情
景
で
あ
ろ
う
。 

 

人
の
世
は
か
そ
け
し
暗
し
十
二
月 

 
 

 
 

 

（
平
成
二
年
） 

 

こ
れ
ま
た
な
ん
と
は
か
な
い
感
慨
か
。「
か
そ
け
し
」
に
「
暗
し
」
と
加
え
、
さ
ら
に
追

い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
「
十
二
月
」
を
か
ぶ
せ
る
。
こ
の
句
自
体
は
、
あ
ま
り
に
ス
ト

レ
ー
ト
で
名
句
と
も
思
え
な
い
が
、
一
度
読
ん
だ
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
寸
鉄
詩
の
よ
う
な
味
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わ
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
方
丈
記
」
の
有
名
な
冒
頭
の
無
常
感
は
、
俳
句
で
表
現
す
る

な
ら
ば
こ
の
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。
俳
句
の
器
に
、
輪
郭
も
危
う
い
ほ
ど
の
無
常
感
が
薄

闇
を
ま
と
っ
て
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
句
と
も
言
え
よ
う
か
。
と
も
あ
れ
、

こ
の
究
極
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
か
ら
は
早
め
に
逃
げ
る
こ
と
だ
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
こ
ん

な
地
点
に
至
っ
た
ら
最
後
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
暗
鬱
の
詩
学
に
魅
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ

る
い
は
巨
大
な
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
出
遭
っ
た
か
の
よ
う
に
、
死
と
虚
無
の
魅
惑
に
ど
こ

ま
で
も
引
き
込
ま
れ
て
為
す
す
べ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
思
わ
ず
「
そ
れ
は
ポ

ー
ズ
だ
」「
ポ
ー
ズ
で
あ
っ
て
欲
し
い
」
と
で
も
言
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
こ
の
と

き
の
八
束
の
胸
中
を
思
い
や
る
に
、
や
る
せ
な
い
淋
し
さ
が
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
や
ま
な

い
。 

 

冬
も
人
の
死
も
裏
手
よ
り
来
て
ゐ
た
り 

 
 

 

（
平
成
二
年
） 

 

や
や
形
式
的
な
捉
え
方
の
句
。
「
冬
」
も
「
（
人
の
）
死
」
も
そ
れ
自
体
は
見
え
な
い
抽

象
概
念
だ
。
そ
れ
ら
晩
節
の
身
に
感
じ
と
っ
て
い
る
こ
と
を
見
え
る
よ
う
に
伝
え
た
い
が

た
め
に
、「
裏
手
よ
り
」
と
の
措
辞
を
差
し
挟
ん
だ
の
だ
。
冬
も
正
面
か
ら
堂
々
と
や
っ
て

来
る
わ
け
で
は
な
く
、
気
が
付
い
た
ら
背
に
沁
み
込
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、

「
人
の
」
と
は
言
い
な
が
ら
も
実
際
に
は
「
自
分
自
身
の
」
身
に
感
じ
ら
れ
る
「
死
の
接

近
感
」
は
、
や
は
り
見
え
な
い
う
ち
に
背
中
（
＝
裏
口
）
か
ら
訪
ね
て
き
た
も
の
と
感
じ

ら
れ
る
。
そ
の
感
じ
方
の
う
ち
に
も
、
な
ん
で
も
正
面
に
待
ち
受
け
て
乗
り
越
え
る
若
い

と
き
と
は
異
な
る
、
老
い
の
実
相
が
お
ぼ
ろ
げ
に
浮
か
び
上
が
る
で
は
な
い
か
。 

 

身
を
か
が
め
剪
る
寒
菊
に
風
が
た
ち 

 
 

 
 

（
平
成
二
年
） 

 

身
を
か
が
め
て
寒
菊
を
剪
っ
て
い
た
ら
風
が
た
っ
た
。
そ
れ
だ
け
の
句
だ
が
、「
身
を
か

が
め
」
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寒
菊
の
小
ぶ
り
の
花
び
ら
が
こ
ま
か
く
動
き
わ
た
る
さ

ま
が
、
あ
り
あ
り
と
見
え
た
の
だ
。
瞬
間
的
な
動
き
の
始
点
を
目
撃
し
た
心
の
う
ご
き
が

手
に
取
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
よ
う
な
作
だ
と
思
う
。
そ
れ
と
共
に
、「
寒
菊
」
に
身
を
か

が
め
、
た
つ
風
を
心
身
に
感
じ
て
い
る
姿
に
は
、
こ
れ
ま
た
若
い
身
の
溌
剌
さ
で
は
な
く
、

老
い
の
自
愛
を
ま
と
っ
た
緊
迫
感
の
よ
う
な
も
の
が
た
だ
よ
う
。
八
束
の
小
ぶ
り
な
句
と

言
う
の
も
、
余
情
が
あ
っ
て
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
も
の
だ
。 
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初
鰒
は
目
を
ひ
ら
き
を
り
袋

ふ
く
ろ

糶ぜ

り 
 

 
 

 
 

 

（
平
成
三
年
） 

 

め
で
た
い
河
豚
の
初
糶
の
風
景
だ
が
、
淑
気
の
中
に
滑
稽
を
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
が
異

色
の
句
。
袋
糶
と
は
、
八
束
に
聞
い
た
話
で
は
、
下
関
の
方
の
糶
の
習
慣
で
、
両
端
を
切

っ
た
筒
っ
ぽ
の
よ
う
な
布
の
中
に
、
両
端
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
手
を
入
れ
て
、
そ
の
中
で
手
を

握
り
合
っ
て
糶
値
を
付
け
合
う
の
だ
そ
う
だ
。
外
か
ら
は
い
く
ら
の
値
段
を
付
け
合
っ
て

い
る
か
い
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
糶
の
当
人
た
ち
の
み
は
分
か
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
っ
た
や
り
方
を
考
え
た
の
か
不
思
議
で
も
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
地
方

色
の
滲
み
出
た
風
景
に
違
い
な
い
。 

こ
の
句
で
は
、
肝
心
の
競
ら
れ
て
い
る
河
豚
の
方
は
、
傍
ら
で
き
ょ
と
ん
と
目
を
ひ
ら

い
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
が
年
の
暮
の
風
景
で
は
な
く
て
、
新
年
の
風
景
で
あ
る
か

ら
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
見
え
る
。
年
初
の
珍
風
景
。 

 

竹
田
の
細
筆
描
き
の
宝
船 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
三
年
） 

 

「
竹
田
」
と
は
田
能
村
竹
田
（
た
の
む
ら
・
ち
く
で
ん
：
一
七
七
七
～
一
八
三
五
）
で
、

江
戸
時
代
後
期
の
南
画
（
文
人
画
）
家
。
竹
田
の
竹
林
と
書
室
の
取
り
合
わ
せ
の
よ
う
な

水
墨
画
が
、
八
束
の
応
接
間
に
掛
け
て
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
宝
船
の
絵
で

は
な
い
。
こ
の
季
語
の
「
宝
舟
」
は
正
月
に
こ
れ
を
敷
い
て
寝
る
と
吉
運
の
初
夢
に
恵
ま

れ
る
と
い
う
も
の
。 

八
束
は
大
雅
も
蕪
村
も
好
き
で
何
度
も
書
画
を
観
に
足
を
運
ん
だ
。
二
人
と
も
竹
田
と

年
譜
的
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
大
雅
と
蕪
村
の
競
作
「
十
便
帖
」
と
「
十
宜
図
」
の
優

劣
に
つ
い
て
、
竹
田
が
「
大
雅
は
正
に
し
て
橘
（
け
つ
）
な
ら
ず
、
春
星
（
＝
蕪
村
）
は

橘
に
し
て
正
な
ら
ず
」
と
大
雅
を
褒
め
て
蕪
村
を
貶
め
た
評
価
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

三
好
達
治
は
「
あ
れ
は
竹
田
の
言
い
過
ぎ
」
と
異
を
唱
え
て
い
た
と
い
う
話
を
、
八
束
か

ら
何
度
か
聞
い
て
い
た
の
で
、
こ
の
竹
田
と
言
う
名 

前
に
は
い
ま
で
も
懐
か
し
さ
が
つ

き
ま
と
う
。 

と
も
あ
れ
、
こ
の
宝
船
、
細
筆
で
な
ん
だ
か
頼
り
な
く
も
見
え
る
が
、
見
方
を
変
え
る

と
筆
の
速
度
感
も
あ
っ
て
、
新
年
に
ふ
さ
わ
し
い
爽
涼
感
の
た
だ
よ
う
も
の
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
句
と
し
て
は
、「
細
筆
描
き
の
宝
船
」
の
語
の
連
結
が
な
ん
と
も
言
え
な

い
、
軽
妙
な
味
わ
い
を
出
し
て
い
て
八
束
の
心
の
あ
り
方
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
の
」
を
二

つ
使
っ
て
の
三
つ
の
名
詞
を
つ
な
げ
た
文
体
も
、
ま
じ
な
い
め
い
た
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ

て
面
白
い
と
思
う
の
は
、
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。 
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磨
崖
文
殊
に
寒
の
泉
を
掬
み
に
け
り 

 
 

 
 

（
平
成
三
年
） 

 

「
国
東
に
て 

四
句
」
と
前
書
の
あ
る
句
の
第
一
句
。
こ
の
磨
崖
文
殊
が
、
未
調
査
で

特
定
で
き
な
い
の
だ
が
、
磨
崖
仏
の
そ
れ
も
知
恵
を
授
け
て
く
だ
さ
る
文
殊
菩
薩
の
ほ
と

り
に
清
冽
な
泉
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
八
束
は
そ
の
泉
に
手
を
浸
し
て
み
た
の
か
。
寒
の
さ

中
で
、
水
は
手
が
切
れ
る
ほ
ど
冷
た
い
。
自
分
の
文
筆
の
道
の
き
び
し
さ
と
授
か
る
知
恵

の
有
難
さ
を
、
改
め
て
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
季
語
と
し
て
は
、
「
泉
」
は
夏
の
季
語
で
、

「
寒
の
泉
」
は
「
泉
」
に
「
寒
」
を
加
え
た
だ
け
の
形
だ
が
、
い
ま
や
言
い
尽
く
さ
れ
て

平
凡
に
な
り
か
か
っ
て
い
る
「
泉
」
よ
り
も
、
八
束
の
厳
し
い
人
生
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ

た
こ
の
「
寒
の
泉
」
の
方
が
新
鮮
な
味
わ
い
が
あ
っ
て
、
私
に
は
好
も
し
く
感
じ
ら
れ
る
。 

 

ひ
と
つ
ば
た
ご
咲
く
浦
潮
の
濃
か
り
け
り 

 
 

（
平
成
三
年
） 

 

「
ひ
と
つ
ば
た
ご
」
は
八
束
が
対
馬
の
鰐
浦
に
渡
っ
て
挑
戦
し
た
新
季
語
。
こ
ま
か
く

て
真
っ
白
な
さ
ら
さ
ら
し
た
花
が
初
夏
に
咲
く
。
こ
の
花
が
た
い
そ
う
気
に
い
っ
た
様
子

で
、
八
束
は
晩
年
、
毎
年
の
よ
う
に
こ
の
時
期
に
な
る
と
句
会
の
仲
間
を
誘
っ
て
は
「
ひ

と
つ
ば
た
ご
」
を
詠
ん
だ
。
珍
し
い
花
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
東
京
な

ら
ば
神
宮
外
苑
に
も
何
本
か
あ
る
。
こ
れ
も
五
月
の
連
休
の
初
め
の
頃
に
見
ご
ろ
に
な
る
。 

こ
の
句
は
、
技
巧
的
に
は
何
も
特
記
す
る
こ
と
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
浦
に
臨
む
崖
の

斜
面
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
湧
く
よ
う
に
咲
い
て
い
る
ひ
と
つ
ば
た
ご
の
白
い
花
と
、
眼
下

に
迫
っ
て
く
る
紺
碧
の
「
浦
潮
」
。
そ
の
対
照
が
美
し
い
。
い
つ
か
訪
ね
て
み
た
い
と
思
い

な
が
ら
、
ま
だ
夢
を
果
た
し
て
い
な
い
。 

 

玄
海
の
仮
幻
に
ひ
と
つ
ば
た
ご
の
花 

 
 

 

（
平
成
三
年
） 

 

昨
日
に
引
き
続
き
対
馬
鰐
浦
で
の
作
。
玄
海
の
押
し
寄
せ
る
中
に
、
ま
る
で
「
仮
の
幻
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
ひ
と
つ
ば
た
ご
の
花
」
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
句
。
こ
と
ば
の
捌

き
に
観
念
性
が
少
々
残
っ
て
い
る
が
、
た
し
か
に
「
ひ
と
つ
ば
た
ご
の
花
」
に
は
、
細
か

く
湧
き
あ
が
る
よ
う
に
咲
い
た
ら
、
そ
の
ま
ま
さ
ら
さ
ら
と
跡
形
も
な
く
流
れ
去
っ
て
し

ま
い
そ
う
な
気
配
が
あ
る
。
初
夏
の
青
い
海
と
空
に
映
り
合
っ
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
。

蛇
足
だ
が
、「
ひ
と
つ
ば
た
ご
」
は
「
ひ
と
つ
ば
・
た
ご
」
と
リ
ズ
ム
を
と
る
の
が
本
来
の

読
み
方
。 
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入
り
舟
も
出
舟
も
照
ら
し
な
た
お
ろ
し 

 
 

 

（
平
成
三
年
） 

 

八
束
は
先
の
作
も
含
め
て
「
ひ
と
つ
ば
た
ご
」
で
十
三
句
を
成
し
て
い
る
。
な
か
な
か

困
難
だ
が
、
新
し
い
季
語
を
発
掘
し
て
後
世
に
伝
え
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
冒

険
と
情
熱
が
必
要
だ
。
世
に
い
る
大
家
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
若
い
俳
人
た
ち
も
こ
の

新
し
い
季
語
を
も
っ
と
探
っ
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。
季
語
に
ふ
さ
わ
し
い
清
楚
な
品
位

を
感
じ
さ
せ
る
花
だ
。 

十
二
句
目
に
次
の
よ
う
な
後
註
が
あ
る
。「
以
上
十
二
句
の
ひ
と
つ
ば
た
ご
は
北
対
馬
に

群
生
す
る
天
然
記
念
物
に
て
五
月
開
花
、
別
名
、
海
照
ら
し
、
な
た
お
ろ
し
、
と
も
呼
ば

れ
対
馬
の
な
ん
じ
ゃ
も
ん
じ
ゃ
と
い
は
れ
る
」
。
冒
頭
の
「
海
照
ら
し
」
は
こ
の
ひ
と
つ
ば

た
ご
の
別
名
で
あ
っ
た
。「
入
り
舟
も
出
舟
も
照
ら
し
」
に
よ
っ
て
、
す
こ
し
小
高
い
所
に

こ
の
花
が
群
生
し
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
よ
う
か
。
「
な
た
お
ろ
し
（
鉈
折
）
」
と
言
う

の
は
、
木
質
が
硬
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
下
五
に
至
っ
て
、
最
後
に
と
ど
め
を
刺
す
か
の
よ

う
に
、
一
気
に
白
い
花
の
光
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。 

 

己
れ
動
け
ば
句
も
ま
た
動
く
羽
抜
鶏 

 
 

 
 

（
平
成
三
年
） 

 

〈
霜
柱
俳
句
は
切
字
響
き
け
り 

石
田
波
郷
〉
と
同
様
、
や
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
句
だ

が
、
下
五
の
「
羽
抜
鶏
」
に
自
己
激
励
の
よ
う
な
滑
稽
も
感
じ
ら
れ
て
忘
れ
難
い
。
旅
吟

は
俳
句
で
は
な
い
と
言
っ
た
俳
人
も
い
た
が
、
俳
句
は
や
は
り
動
い
て
実
際
の
現
場
を
た

く
さ
ん
見
る
こ
と
が
大
切
。
そ
れ
ら
の
風
景
が
し
だ
い
に
沈
殿
し
た
中
か
ら
、
あ
る
と
き

人
生
観
と
相
俟
っ
て
本
質
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
っ
と
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
の
だ
と
思
う
。

造
型
の
人
為
的
な
側
面
を
自
然
な
か
た
ち
で
支
え
る
の
が
「
動
く
」
こ
と
だ
。
自
分
が
動

け
ば
、
影
法
師
の
よ
う
に
句
も
動
い
て
く
る
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
お
も
し
ろ
い
。
人
間

だ
け
で
な
く
、
俳
句
自
体
も
「
羽
抜
鶏
」
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
な
い
と
い
け
な

い
。 

 

伏
せ
ば
な
ほ
涙
や
露
の
音
す
ら
む 

 
 

 
 

 

（
平
成
三
年
） 

 

病
気
で
伏
せ
た
の
か
、
悲
し
み
ご
と
で
伏
せ
た
の
か
、
伏
せ
れ
ば
さ
ら
に
と
め
ど
な
く

出
て
く
る
涙
。
そ
の
涙
に
共
鳴
し
て
四
囲
か
ら
包
み
込
む
よ
う
に
露
の
音
が
と
ど
い
て
く

る
。
涙
が
露
の
音
を
誘
い
こ
む
よ
う
な
繊
細
な
感
覚
の
句
だ
。
涙
と
露
は
素
材
的
に
近
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
が
人
間
の
涙
、
も
う
一
方
が
自
然
の
草
木
の
涙
と
考
え
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
涙
が
響
き
合
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
露
の
音
な
ど
聞
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こ
え
な
い
と
主
張
す
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
露
の
音
は
か
な
し
み
に
打

ち
ひ
し
が
れ
虚
心
に
自
分
の
心
を
見
つ
め
る
と
き
に
ひ
と
り
で
に
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
気

が
す
る
。
主
情
的
な
句
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
心
と
自
然
の
心
と
の
接
点
を
示
唆
し
た
、

ひ
そ
や
か
で
し
ず
か
な
心
の
世
界
が
こ
こ
に
は
あ
っ
て
味
わ
い
深
い
。 

 

長
城
の
う
ね
り
連
な
る
涯
に
雪 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
四
年
） 

 

万
里
の
長
城
だ
か
ら
ど
う
描
こ
う
と
景
色
は
大
き
い
。
八
束
は
「
う
ね
り
連
な
る
」
と

言
っ
て
、
奥
行
き
を
示
し
た
。
「
う
ね
り
」
と
の
措
辞
の
中
に
、
長
い
時
代
の
「
う
ね
り
」

も
重
ね
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
情
景
を
端
的
に
描
き
な
が
ら
も
、
そ
の
暗
喩
す
る
世

界
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
が
八
束
の
世
界
。
そ
の
た
め
に
難
解
に
見
え
た
り
、
作
為
が
露

わ
に
見
え
す
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
間
々
あ
る
が
、
た
っ
た
十
七
音
の
短
い
詩
型
ゆ
え
に
、

意
味
の
重
層
性
は
俳
句
の
豊
か
さ
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
る
。
八
束
の
こ

の
句
は
、
う
ね
り
続
け
て
き
た
時
間
の
果
て
に
雪
が
降
り
し
き
っ
て
い
る
。
時
間
と
空
間

の
広
が
り
が
宇
宙
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
句
に
も
八
束
が
最
晩
年
に
追
い
求
め
た
宇
宙
感

覚
の
手
応
え
が
確
か
に
あ
る
。 

 

兵
馬
俑
並
び
て
寒
き
叫お

ら

び
あ
り 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
四
年
） 

 

兵
馬
俑
と
は
、
古
代
の
中
国
で
死
者
を
埋
葬
す
る
際
に
、
家
臣
た
ち
の
殉
死
に
代
え
て

作
っ
た
馬
や
兵
を
象
っ
た
俑
（
＝
人
形
）
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
陵
に
埋
納
さ
れ
た
も
の

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
俑
坑
は
三
つ
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
中
に
は
戦
車
が
百
余
台
、

陶
馬
が
六
百
体
、
武
士
俑
は
八
千
体
ち
か
く
あ
る
と
の
こ
と
。
規
模
か
ら
も
、
と
う
て
い

日
本
の
埴
輪
の
比
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
が
、
寒
い
地
下
で
、
雄
叫
び
を
上
げ
て
出
陣
す
る

構
え
を
見
せ
て
い
る
よ
う
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
八
束
は
足
を
踏
み
入
れ
た
途

端
に
、
こ
れ
ら
の
腹
か
ら
突
き
上
げ
る
よ
う
な
雄
叫
び
を
幻
聴
の
よ
う
に
聞
い
た
の
だ
ろ

う
。
さ
り
げ
な
い
表
現
だ
が
「
並
び
て
」
の
一
語
に
よ
っ
て
、
お
び
た
だ
し
い
軍
勢
が
整

然
と
並
ん
で
い
る
さ
ま
が
思
い
浮
か
ん
で
、
こ
こ
に
も
寒
々
し
い
風
景
が
活
写
さ
れ
て
い

る
。 

 

空
音
し
て
雁
塔

が

ん

た

ふ

晨し

ん

鐘
し
ょ
う

辛
夷
咲
く 

 
 

 
 

 

（
平
成
四
年
） 

 

西
安
の
慈
恩
寺
の
大
雁
塔
に
対
し
て
、
こ
の
雁
塔
晨
鐘
の
方
は
薦
福
寺
に
立
っ
て
い
る

小
雁
塔
を
言
う
そ
う
だ
。
大
雁
塔
が
勇
壮
で
男
性
的
な
外
観
な
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
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た
お
や
か
で
女
性
的
だ
と
い
う
の
が
大
方
の
感
じ
方
で
も
あ
る
ら
し
い
。
大
雁
塔
と
東
西

に
対
峙
し
て
い
て
、
建
築
当
時
は
十
五
層
あ
っ
た
が
、
現
在
は
十
三
層
で
、
高
さ
は
四
十

三
メ
ー
ト
ル
と
の
こ
と
。
薦
福
寺
の
鐘
楼
に
は
、
十
二
世
紀
初
頭
に
鋳
造
さ
れ
た
大
き
な

鉄
鐘
が
か
か
っ
て
い
て
、
こ
の
音
色
が
美
し
い
と
の
こ
と
。
そ
の
妙
な
る
音
が
、
旅
人
八

束
の
耳
に
こ
れ
も
空
音
と
し
て
と
ど
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
幻
の
も
の
を
あ
り
あ
り
と
見
、

あ
り
あ
り
と
聞
き
、
あ
り
あ
り
と
感
じ
る
。
そ
の
辺
が
八
束
の
俳
句
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、

こ
の
句
な
ど
も
そ
の
典
型
の
一
つ
。
折
か
ら
辛
夷
の
花
が
す
が
す
が
し
く
咲
い
て
、
早
春

を
呼
び
込
ん
で
い
る
。 

 

旋
つ
む
じ

霾ば

い

お
こ
る
渭
水
の
彼
岸
か
な 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
四
年
） 

 

渭
水
は
黄
河
の
支
流
で
、
西
安
の
北
を
流
れ
る
。
特
に
唐
の
時
代
に
は
洛
陽
へ
の
運
輸

の
重
要
な
川
で
あ
っ
た
。
渭
水
に
望
む
渭
城
は
、
王
維
の
七
言
絶
句
「
送
元
二
使
安
西
」

と
い
う
友
人
を
送
る
詩
で
知
ら
れ
る
。「
西
出
陽
関
無
故
人
（
西
の
か
た
陽
関
を
出
づ
れ
ば

故
人
な
か
ら
ん
）
」
と
い
う
最
終
行
が
殊
に
知
ら
れ
て
い
る
。 

八
束
の
こ
の
句
は
、
渭
水
の
向
こ
う
岸
に
霾
が
巻
き
上
が
っ
て
い
る
さ
ま
を
描
く
。
彼

岸
の
旋
風
の
中
に
、
別
れ
て
行
っ
た
多
く
の
旅
人
の
姿
を
幻
想
の
中
に
思
い
描
い
て
い
る

よ
う
な
気
配
が
あ
る
。
岸
の
向
う
側
は
文
字
通
り
「
彼
岸
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
。「
旋
霾

（
つ
む
じ
ば
い
）
」
は
造
語
だ
と
思
う
が
、
な
か
な
か
う
ま
い
表
現
で
は
な
い
か
。 

        

第
一
四
句
集
『
幻
生
花
』 


