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ふ
ら
こ
こ
を
漕
ぐ
子
母
の
瞳
と
ら
へ
を
り 

 
 

（
平
成
七
年
） 

  

こ
の
句
は
、〈
ピ
カ
ソ
見
て
世
が
廻
り
来
る
日
永
か
な
〉
に
次
ぐ
第
二
句
で
あ
る
。
ピ
カ

ソ
の
句
は
、
世
を
少
し
斜
に
見
て
の
社
会
批
評
が
作
者
自
身
の
人
生
を
顧
み
て
の
旧
懐
に

も
重
な
り
合
っ
て
、
機
知
に
始
ま
り
な
が
ら
も
蕪
村
の
句
に
見
る
よ
う
な
深
い
叙
情
が
引

き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
世
を
見
尽
し
て
き
た
よ
う
な
晩
年
の
八
束
に
ふ
さ
わ
し

い
句
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ふ
ら
こ
こ
」
の
句
に
は
、
他
者
に
対
し
て

の
、
も
っ
と
飾
り
気
の
な
い
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
。
子
ど
も
が
ぶ
ら
ん
こ

を
漕
ぎ
な
が
ら
、
母
親
の
視
線
を
独
り
占
め
し
た
い
と
、
な
ん
ど
も
母
親
に
声
を
掛
け
て

い
る
の
を
、
八
束
は
微
笑
ま
し
く
眺
め
や
っ
て
い
る
。
特
に
母
親
へ
寄
せ
る
子
供
の
無
垢

な
感
情
は
、
作
者
の
祈
り
の
基
層
と
通
い
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、〈
原
爆
地
子
が
か
げ
ろ

ふ
に
消
え
ゆ
け
り
〉
と
詠
ん
だ
青
年
期
以
降
、
つ
つ
ま
し
い
祈
り
と
し
て
最
晩
年
ま
で
胸

中
に
八
束
が
持
ち
続
け
て
や
ま
な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
音
韻
的
に
も
、
前
半
に
き

び
き
び
し
た
「
こ
」
の
音
を
重
ね
て
子
供
の
元
気
に
ぶ
ら
ん
こ
を
漕
ぐ
さ
ま
を
印
象
付
け
、

後
半
で
「
は
は
」
以
下
無
理
を
強
い
な
い
や
わ
ら
か
い
音
韻
で
母
の
や
さ
し
い
感
情
を
描

い
て
隙
が
な
い
。 

      

【
八
束
の
遺
句
集
に
つ
い
て
】 

『
春
風
琴
』
は
八
束
の
没
後
七
年
後
に
よ
う
や
く
刊
行
で
き
た
遺
句
集
で
あ
る
。「
よ
う

や
く
」
と
い
う
の
は
、
他
で
も
な
い
編
集
子
の
私
が
、
こ
の
句
集
の
収
録
方
針
、
収
録
句
、

句
の
制
作
時
期
の
確
定
な
ど
で
迷
う
こ
と
が
多
く
、
一
筋
縄
に
は
進
ま
な
か
っ
た
た
め
で

あ
る
。
ま
ず
何
よ
り
も
弟
子
と
し
て
は
、
こ
の
句
集
に
は
秀
品
の
み
載
せ
た
い
と
い
う
思

い
と
、
後
世
へ
の
資
料
性
を
重
ん
じ
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
句
を
載
せ
た
い
と
い
う
相
反

す
る
思
い
が
最
後
ま
で
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
た
。
ま
た
、
簡
単
に
「
発
表
し
た
句
」
と
言
っ

て
も
、
俳
誌
「
秋
」
以
外
に
、
新
聞
・
雑
誌
・
他
の
結
社
誌
・
小
句
会
な
ど
で
発
表
し
た

句
を
収
集
す
る
だ
け
で
も
完
璧
を
期
す
こ
と
は
難
し
い
。
だ
い
た
い
、「
秋
」
自
体
の
発
行

が
か
な
り
遅
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
上
、
八
束
自
身
も
手
持
ち
の
ス
ト
ッ
ク
を
時
期
を
ず

ら
し
て
発
表
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
句
の
制
作
時
期
を
確
定
す
る
の
も
困
難
が
つ
き

ま
と
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
趣
の
作
品
を
手
直
し
し
な
が
ら
複
数
の
句
会
や
雑
誌
な
ど
に
発

表
し
て
い
る
場
合
、
す
べ
て
を
並
べ
て
載
せ
る
の
も
句
集
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
し
、
そ

れ
で
は
そ
の
中
の
ど
れ
が
最
上
の
句
で
あ
る
か
と
い
う
選
句
も
難
し
い
。
特
に
、
全
体
の
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選
句
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
作
品
へ
の
客
観
的
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に

は
、
逝
去
後
か
な
り
の
歳
月
を
要
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
は
、
石

原
英
子
夫
人
は
じ
め
「
秋
」
の
同
人
た
ち
の
協
力
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
た
。
こ
の
こ
と

へ
の
感
謝
は
い
ま
だ
に
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
最
終
句
集
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
「
秋
」

以
外
の
俳
人
に
も
一
人
で
も
多
く
石
原
八
束
の
最
晩
年
の
作
品
を
心
に
と
め
て
欲
し
い
と

思
う
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

  

雁
来
る
と
波
は
無
韻
に
き
ら
め
き
し 

 
 

 
 

（
平
成
七
年
） 

  

雁
が
渡
っ
て
く
る
季
節
に
な
る
と
、
湖
や
沼
が
無
韻
の
う
ち
に
さ
ざ
波
を
拡
げ
て
き
ら

め
い
て
い
る
と
い
う
句
。
秋
風
が
吹
き
始
め
る
か
ら
さ
ざ
波
が
立
ち
、
さ
ざ
波
が
立
つ
か

ら
き
ら
め
く
と
い
う
よ
う
に
、
理
屈
で
考
え
る
と
こ
の
句
は
つ
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
渡

っ
て
く
る
雁
と
交
信
す
る
か
の
よ
う
に
、
波
は
そ
の
き
ら
め
き
を
自
ら
つ
く
り
天
に
映
し

て
い
る
と
解
釈
し
た
い
。
雁
た
ち
は
そ
の
き
ら
め
き
を
信
じ
て
、
そ
の
さ
ざ
波
へ
と
舞
い

下
り
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
ず
か
な
ひ
め
や
か
な
交
信
。
無
韻
で
あ
る
か
ら
こ
そ
信
じ
ら

れ
る
も
の
が
あ
る
。 

 

瘤
の
幹
抱
け
ば
虚
空
や
瀧
桜 

 
 

 
 

 
 

 

（
平
成
八
年
） 

  

瀧
桜
は
福
島
県
三
春
の
ベ
ニ
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
の
千
年
樹
。
こ
の
句
を
八
束
が
詠
ん
だ
と

き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
別
に
記
し
た
の
で
、
そ
の
披
露
は
ま
た
の
機
会
に
し
よ
う
。
こ
の
句

を
直
接
読
み
解
い
て
み
た
い
。
老
樹
な
の
で
幹
が
瘤
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
瘤
の
幹
」

と
は
老
醜
と
で
も
言
え
る
か
の
よ
う
な
奇
怪
な
桜
の
表
情
を
伝
え
る
。
そ
の
幹
を
抱
い
て

み
る
と
中
は
空
洞
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
空
洞
は
虚
空
へ
ひ
ら
い
て
い
る
、
と
い

う
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
も
っ
と
直
截
的
に
、（
空
洞
を
抱
え
た
）
桜
の
老
樹
の
幹
を
抱
い

て
み
た
ら
、
虚
空
の
ひ
ろ
や
か
さ
を
感
じ
た
、
と
い
う
解
釈
も
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
垂
直
性
の
強
い
視
野
の
広
が
り
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
虚
空
を
感
じ
た
あ
と
か
ら
、

四
方
に
瀧
桜
の
は
な
び
ら
が
滝
の
よ
う
に
注
が
れ
て
く
る
。
視
線
の
上
昇
と
下
降
と
が
一

句
の
う
ち
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
特
徴
で
あ
る
。「
瘤
の
幹
」
と
い
う
老
樹
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
長
い
歳
月
を
示
唆
す
る
。
そ
の
歳
月
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
見
え
て
く
る
「
虚

空
」
こ
そ
、
前
句
集
『
仮
幻
』
で
行
き
つ
い
た
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
宇
宙
が
、
中
国
や

エ
ジ
プ
ト
ま
で
行
か
な
く
て
も
、
こ
ん
な
身
近
な
ス
ポ
ッ
ト
に
も
あ
っ
た
の
だ
。 
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空
わ
た
る
陽
炎
の
あ
り
瀧
ざ
く
ら 

 
 

 
 

 

（
平
成
八
年
） 

 

瀧
桜
は
斜
面
に
な
っ
た
畑
の
中
頃
に
聳
え
立
っ
て
い
る
。
そ
の
斜
面
の
上
辺
は
近
く
に

で
き
た
ダ
ム
の
堤
防
の
続
き
の
土
手
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
斜
面
の
一
番
下
か
ら

見
上
げ
る
と
、
瀧
桜
の
て
っ
ぺ
ん
あ
た
り
が
土
手
で
、
そ
こ
に
陽
炎
が
わ
た
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
そ
れ
を
「
空
わ
た
る
陽
炎
」
と
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
か
な
か
よ
い

構
図
と
ア
ン
グ
ル
だ
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
句
は
実
景
を
知
ら
な
い
方
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
印
象
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
空
を
陽
炎
が
わ
た
っ
て
い
る
真
下
に
、
そ
の
天
か
ら
光
が
き

ら
び
や
か
に
流
れ
く
る
よ
う
に
枝
垂
れ
桜
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
情
景
で
あ
る
。
い
や
、

む
し
ろ
、
瀧
桜
を
仰
い
で
い
る
う
ち
に
流
れ
落
ち
て
く
る
よ
う
な
花
び
ら
に
幻
惑
し
、
そ

の
空
を
陽
炎
が
わ
た
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
も
し
れ
な
い
。 

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
天
空
を
陽
炎
が
わ
た
る
な
ん
て
あ
り
得
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
な

い
が
、
い
っ
た
ん
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
入
れ
て
し
ま
え
ば
、
案
外
こ
の
情
景
は

詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
味
わ
い
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
現
場
を
知

ら
な
い
人
は
こ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
そ
の
詩
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
是
非
を
議
論
す

る
こ
と
に
な
る
の
か
と
思
う
。 

 

俳
句
で
は
実
景
と
字
句
か
ら
立
ち
上
る
風
景
は
異
な
る
、
と
い
う
典
型
的
な
例
で
は
な

い
か
。
俳
句
は
実
景
を
詠
み
な
が
ら
も
、
出
来
上
が
る
風
景
は
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
変
容

し
て
感
受
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
句
は
よ
く
教
え
て
く
れ
る
。
風
景
は
作
家
の

主
観
を
通
し
て
デ
フ
ォ
ル
メ
し
詩
的
変
容
を
遂
げ
る
。
そ
の
結
果
を
わ
れ
わ
れ
は
味
わ
う

の
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
実
景
の
復
元
し
か
求
め
な
い
の
な
ら
ば
、
俳
句
を
読
む
楽
し

み
は
半
減
す
る
に
違
い
な
い
。 

 

カ
レ
ル
橋
朝
か
げ
ろ
ふ
の
渡
り
来
る 

 
 

 
 

（
平
成
八
年
） 

 

こ
の
年
、
八
束
は
「
秋
」
の
同
人
た
ち
と
プ
ラ
ハ
へ
の
吟
行
を
行
っ
て
い
る
。「
カ
レ
ル

橋
」
は
プ
ラ
ハ
を
流
れ
る
ヴ
ル
タ
ヴ
ァ
川
（
モ
ル
ダ
ウ
川
）
に
架
か
る
橋
。
一
四
世
紀
、

皇
帝
カ
レ
ル
四
世
が
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
首
都
を
プ
ラ
ハ
に
移
し
た
際
に
、
着
工
し
た

も
の
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
新
教
徒
の
戦
い
な
ど
も
経
た
こ
の
プ
ラ
ハ
の
街
を
つ
な
ぐ

橋
で
も
あ
っ
た
。 

八
束
の
句
は
、
早
朝
の
カ
レ
ル
橋
に
は
陽
炎
が
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

「
か
か
り
ゐ
る
」
で
は
な
く
「
渡
り
来
る
」
と
動
作
動
詞
を
用
い
た
た
め
に
し
ず
か
な
風

景
に
動
き
が
出
た
。「
陽
炎
」
に
は
歳
月
の
変
容
な
ど
も
含
み
と
し
て
込
め
ら
れ
て
い
る
か
。

都
会
で
は
橋
と
は
車
道
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
歩
行
者
だ
け
の
橋
に
な
れ
ば
、「
橋
」
に
は
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こ
の
句
の
よ
う
に
陽
炎
が
渡
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
変
身
」
の
町
の
プ
ラ
ハ
の
日
雷 

 
 

 
 

 

（
平
成
八
年
） 

 

『
変
身
』
を
読
ん
だ
の
は
高
校
生
の
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ツ
・

カ
フ
カ
の
小
説
だ
が
、
主
人
公
グ
レ
ゴ
ー
ル
・
ザ
ム
ザ
が
朝
、
目
を
覚
ま
す
と
虫
に
な
っ

て
い
た
、
と
い
う
書
き
出
し
は
不
条
理
の
文
学
ら
し
く
印
象
的
で
あ
っ
た
。
詳
し
い
筋
書

き
は
こ
こ
で
は
不
要
な
の
で
飛
ば
し
て
し
ま
う
が
、
さ
て
、
こ
の
舞
台
が
プ
ラ
ハ
で
あ
っ

た
と
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
こ
の
句
で
は
、
そ
の
町
に
足
を
踏
み
入
れ
た
途
端
、
真

昼
間
の
雷
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

あ
る
朝
、
目
覚
め
た
途
端
に
虫
に
変
身
し
た
男
が
い
た
よ
う
に
、
こ
の
日
雷
の
閃
光
を

浴
び
て
、
何
か
の
虫
か
禽
獣
か
妖
怪
や
ら
に
変
身
し
て
い
る
住
民
が
ど
こ
か
に
い
る
か
も

し
れ
ぬ
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
同
行
の
誰
彼
や
ら
、
あ
る
い
は
他
の
誰
で
も
な
い
こ
の
私
か

も
、
と
八
束
の
想
像
は
た
の
し
く
ふ
く
ら
む
。
そ
う
い
う
読
み
が
あ
っ
て
も
間
違
い
で
は

な
か
ろ
う
。
そ
れ
も
人
間
喜
劇
の
よ
う
で
お
も
し
ろ
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
な
い
の
が
、
八
束
の
句
の
重
層
性
か
と
思
う
。〈
日
永

な
る
プ
ラ
ハ
の
時
計
逆
回
り 

八
束
〉
と
い
う
句
が
少
し
前
に
あ
る
が
、
プ
ラ
ハ
の
町
を

歩
き
な
が
ら
時
代
を
遡
っ
て
い
く
と
、
こ
の
町
の
歴
史
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
光
と
影
を

孕
む
人
間
の
変
貌
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
中
世
以
来
戦
後
を
経
て
前
世
紀
末
ま
で
、
目
ま
ぐ
る

し
く
起
こ
っ
た
プ
ラ
ハ
の
歴
史
的
変
貌
と
悲
劇
へ
重
な
る
の
で
は
な
い
か
。
き
の
う
ま
で

人
間
の
顔
を
し
て
い
た
隣
人
が
、
あ
る
日
か
ら
敵
対
す
る
非
情
な
人
間
へ
と
変
貌
す
る
。

国
と
国
と
の
関
係
も
そ
う
だ
っ
た
ろ
う
。
人
間
不
信
と
い
う
か
、
時
代
の
運
命
に
翻
弄
さ

れ
て
豹
変
す
る
い
く
つ
も
の
貌
を
見
て
き
た
プ
ラ
ハ
の
町
、
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
人
間
た

ち
へ
の
悲
劇
へ
寄
せ
る
気
持
ち
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

そ
の
よ
う
な
深
い
歴
史
認
識
を
抱
え
た
作
と
し
て
こ
の
句
を
読
む
と
、
こ
ん
ど
は
こ
の

句
も
不
気
味
な
肌
合
い
の
句
に
見
え
て
く
る
。
人
間
だ
け
で
な
く
、
俳
句
も
「
変
身
」
し

て
し
ま
う
の
だ
。 

 

ス
メ
タ
ナ
の
祖
国
の
曲
や
雲
の
峰 

 
 

 
 

 

（
平
成
八
年
） 

 

ス
メ
タ
ナ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
チ
ェ
コ
の
国
民
的
作
曲
家
の
ベ
ド
ジ
フ
・
ス
メ
タ
ナ
（
一

八
二
四
‐
八
四
）
。
特
に
交
響
詩
『
わ
が
祖
国
』
で
有
名
だ
が
、
私
も
学
生
の
頃
カ
セ
ッ
ト

テ
ー
プ
の
こ
の
曲
を
買
っ
て
き
て
毎
晩
の
よ
う
に
聴
い
て
い
た
思
い
出
が
あ
る
。『
わ
が
生

涯
』
と
共
に
好
き
な
曲
で
あ
っ
た
。『
わ
が
祖
国
』
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
圧
政
下
に
あ
っ
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た
チ
ェ
コ
の
美
し
さ
を
静
か
に
美
し
く
歌
い
上
げ
た
曲
だ
と
言
う
の
が
通
説
だ
が
、
私
に

は
、
抑
制
の
利
い
た
し
ず
か
な
祈
り
の
底
に
、
数
々
の
悲
劇
を
振
り
返
る
か
の
よ
う
に
、

そ
し
て
そ
れ
ら
を
流
し
浄
め
る
か
の
よ
う
に
、
ゆ
っ
た
り
と
滔
々
と
し
た
モ
ル
ダ
ウ
の
流

れ
が
目
に
見
え
て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
流
れ
を
追
い
な
が
ら
祖
国
と
は
何
か
、
祖

国
の
希
望
と
は
何
か
を
祈
る
よ
う
に
見
つ
め
て
い
る
ス
メ
タ
ナ
の
生
涯
も
同
時
に
浮
き
彫

り
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
。
音
楽
の
不
思
議
な
力
を
感
じ
取
っ
て
い
た
と

言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
し
て
、
八
束
の
こ
の
句
を
読
ん
だ
と
き
に
、「
あ
あ
そ
う
だ
。
あ
の
曲
の
中
に
「
雲
の

峰
」
も
あ
っ
た
」
と
突
然
思
い
出
し
た
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
曲
だ
か
ら
視
覚
的
イ
メ

ー
ジ
は
私
の
勝
手
な
思
い
入
れ
な
の
だ
が
、
モ
ル
ダ
ウ
の
果
て
に
大
き
く
育
っ
て
く
る
「
雲

の
峰
」
と
は
プ
ラ
ハ
に
も
ス
メ
タ
ナ
に
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
。
こ
の
句
の
よ
う
に
据

え
ら
れ
て
み
る
と
、「
雲
の
峰
」
は
プ
ラ
ハ
の
行
く
手
に
立
ち
は
だ
か
る
大
き
な
運
命
の
よ

う
に
も
見
え
る
し
、
そ
の
運
命
を
自
ら
突
き
崩
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ

れ
ま
で
人
々
は
歴
史
と
共
に
、
こ
の
「
雲
の
峰
」
を
何
度
も
見
つ
め
て
き
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
し
て
、
梅
毒
か
ら
半
失
聴
、
脳
障
害
を
患
っ
て
精
神
障
害
で
晩
年
を
閉
じ
る

ス
メ
タ
ナ
の
数
奇
な
運
命
も
、
こ
の
「
雲
の
峰
」
の
雷
鳴
と
と
も
に
呼
び
出
さ
れ
て
来
そ

う
な
気
が
し
た
。 

予
定
調
和
的
な
句
と
し
て
通
り
過
ぎ
そ
う
だ
が
、
私
に
と
っ
て
は
先
に
書
い
た
よ
う
な

こ
と
も
含
め
て
思
い
出
深
い
句
と
な
っ
た
。 

 

ザ
ビ
エ
ル
を
担
ぐ
さ
む
ら
ひ
像
下
に
鴨 

 
 

 

（
平
成
八
年
） 

 

こ
れ
も
プ
ラ
ハ
の
「
カ
レ
ル
橋
」
の
風
景
。
私
も
最
初
は
何
の
こ
と
か
難
し
か
っ
た
が
、

あ
れ
こ
れ
事
情
が
分
か
っ
て
く
る
と
共
に
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
き
た
句
の
一
つ
で
あ
る
。

カ
レ
ル
橋
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
、
橋
の
欄
干
に
一
五
体
ず
つ
、
合
計
三
〇
体
の
聖

人
像
や
チ
ェ
コ
の
英
雄
た
ち
の
彫
像
が
並
ん
で
い
て
、
そ
の
中
に
は
「
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

ザ
ビ
エ
ル
像
」
も
あ
る
と
の
こ
と
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
反
宗
教
改
革
を
推
し
進
め
た
イ

エ
ズ
ス
会
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
人
像
を
設
置
し
た
よ
う
だ
。
写
真
で
確
認
す
る
と
、
ザ
ビ

エ
ル
を
何
人
か
で
担
ぐ
よ
う
に
支
え
て
る
の
だ
が
、
そ
の
中
の
一
人
に
ち
ょ
ん
ま
げ
を
し

た
侍
の
よ
う
な
日
本
人
が
い
る
。
な
か
な
か
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
彫
像
だ
。
そ
の
こ

と
に
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
が
、
八
束
の
俳
人
の
目
は
下
五
の
「
下
に
鴨
」
に
注
が
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
鴨
が
一
羽
だ
け
と
い
う
は
ず
も
な
い
。 

さ
む
ら
い
と
一
緒
に
日
本
か
ら
し
も
べ
と
し
て
付
い
て
来
た
か
の
よ
う
な
馴
染
み
の
あ

る
表
情
の
鴨
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
か
ら
鴨
が
付
い
て
来
る
な
ず
は
な
く
、
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
飛
来
し
た
鴨
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
想
像
を
組
み
立
て
て
、

読
者
に
く
つ
ろ
ぎ
を
覚
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
聖
人
に
は
失
礼
な
話



7 

 

に
な
る
が
、
鴨
ま
で
出
て
く
る
と
、
ち
ょ
っ
と
に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
が
加
わ
っ
て
、
な
に

や
ら
チ
ェ
コ
に
ま
で
「
お
み
こ
し
」
が
や
っ
て
来
た
か
の
よ
う
な
連
想
も
働
く
。
こ
の
句

を
見
る
た
び
に
、
不
敬
に
も
、
ひ
そ
か
に
笑
っ
て
し
ま
う
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。 

 

障
子
貼
つ
て
灯
せ
ば
妻
が
坐
り
を
り 

 
 

 
 

（
平
成
八
年
） 

 

よ
う
や
く
障
子
を
貼
り
終
わ
っ
た
日
暮
れ
、
部
屋
に
電
燈
を
点
す
と
、
そ
こ
に
は
「
妻
」

が
坐
っ
て
い
た
と
い
う
句
意
。
こ
の
「
妻
」
は
現
実
の
妻
か
も
し
れ
な
い
し
、
先
に
亡
く

な
っ
た
妻
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ぎ
ょ
っ
と
す
る
。
尋
常
の
雰
囲
気
で
は

な
い
が
、
別
に
恨
み
が
ま
し
く
座
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
障

子
の
白
さ
に
惹
か
れ
て
こ
の
世
へ
と
戻
っ
て
き
て
静
寂
に
浸
っ
て
い
る
と
い
う
様
子
だ
。

障
子
と
い
う
の
は
、
ど
こ
か
日
常
を
超
え
た
空
気
の
中
に
人
の
居
ず
ま
い
を
正
さ
せ
る
よ

う
な
力
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
世
と
異
界
の
境
を
作
り
出
し
て
い
る
の
が
障
子

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
世
に
妻
が
戻
っ
て
き
た
の
か
、
作
者
が
異
界
へ
足
を
踏
み
入
れ
て

し
ま
っ
た
か
の
か
。
そ
の
錯
綜
も
自
然
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
清
浄
な
障
子
の
魅
力
で
あ

り
怖
さ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

麦
と
ろ
や
船
の
灯
く
ぐ
る
吾
妻
橋 

 
 

 
 

 

（
平
成
八
年
） 

 

浅
草
は
隅
田
川
に
か
か
る
吾
妻
橋
の
近
く
で
麦
と
ろ
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
、
灯
を
と

も
し
た
客
船
が
そ
の
橋
を
く
ぐ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
句
。「
船
の
灯
」
と
い
う
の
だ
か
ら
夜

の
風
景
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
吾
妻
橋
の
近
く
に
は
隅
田
川
に
臨
む
麦
と
ろ
の
老
舗
の
料
亭

が
あ
る
。
江
戸
前
に
憧
れ
て
老
舗
に
も
足
を
運
ん
で
確
か
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
に

も
八
束
ら
し
い
。
こ
れ
は
重
た
い
句
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
即
興
風
の
あ
っ
さ

り
し
た
ス
ケ
ッ
チ
風
だ
が
、「
麦
と
ろ
」
と
相
俟
っ
て
秋
の
風
情
が
よ
く
出
た
句
で
あ
ろ
う
。

季
語
の
「
と
ろ
ろ
」
に
ふ
さ
わ
し
く
感
覚
を
表
に
出
さ
な
い
お
だ
や
か
な
味
わ
い
の
句
で
、

く
つ
ろ
い
だ
八
束
が
見
え
る
句
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
旅
を
意
識
し
た
芭
蕉
の
「
梅
若

菜
ま
り
こ
の
宿
の
と
ろ
ろ
汁
」
に
対
し
て
、
現
代
的
な
江
戸
常
住
を
意
識
し
た
よ
う
な
ス

タ
ン
ス
の
句
と
し
て
、
同
時
作
の
「
麦
と
ろ
や
自
動
扉
に
マ
ジ
シ
ャ
ン
来 

八
束
」
と
併

せ
て
味
わ
う
浅
草
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
。 
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ゆ
く
年
を
追
へ
ば
風
鳴
る
夢
寐

む

び

の
闇 

 
 

 
 

（
平
成
八
年
） 

 

下
五
の
「
夢
寐
の
闇
」
と
は
八
束
ら
し
い
心
象
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
「
ゆ
く
年
を
追
う
」

と
い
う
感
覚
に
詩
的
実
感
が
あ
る
。
時
間
が
暮
に
向
か
っ
て
否
が
応
に
も
す
す
ん
で
ゆ
く
。

ふ
つ
う
は
人
間
も
そ
の
時
間
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
「
追
わ
れ
る
」
の
だ
が
、
八
束

は
逆
な
の
で
あ
る
。
積
極
的
に
追
い
か
け
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、「
ゆ
く
年
」
の
時
間
に

振
り
き
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
縋
る
か
の
よ
う
に
、
必
死
で
「
ゆ
く
年
」
を
追
っ
て
い
る
と

い
う
の
だ
ろ
う
。
新
し
い
発
想
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
人
生
を
流
れ
る
時
間
に
遅
れ
ま
い
と

「
追
っ
て
」
ゆ
く
う
ち
に
、
あ
た
り
は
風
が
唸
り
、
闇
も
濃
く
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
風
の

闇
は
ど
こ
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う
と
不
安
が
恐
れ
に
変
わ
っ
た
あ
た
り
で
夢
か
ら
醒
め
た
。

「
夢
寐
の
闇
」
で
よ
か
っ
た
と
一
息
継
い
だ
か
、
気
味
悪
く
震
え
が
残
っ
て
い
た
か
。
こ

の
句
も
、
新
た
に
八
束
の
歳
晩
年
の
代
表
作
に
加
え
た
い
。 

 

恋
し
き
は
ち
ち
は
は
い
づ
れ
切
山
椒 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

 

八
束
は
他
の
作
家
同
様
、
父
恋
い
の
句
は
比
較
的
少
な
い
。
そ
れ
が
、
歳
晩
年
の
こ
の

時
期
に
な
っ
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
く
な
っ
た
の
か
。「
切
山
椒
」
の
淡
い

色
と
味
に
、
つ
い
八
束
の
涙
腺
も
弛
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
八
束
に
と
っ
て
は
、
い
や

誰
に
と
っ
て
も
同
じ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
表
現
こ
そ
濃
淡
は
あ
れ
ど
も
、
父
親
も
母

親
も
い
つ
ま
で
も
恋
し
く
感
じ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
は
個
人
的
な
事
情
は
詮
索

す
る
こ
と
を
控
え
よ
う
。
八
束
に
し
て
は
、
上
五
中
七
は
か
な
り
直
截
的
な
表
現
で
あ
る

が
、
「
切
山
椒
」
が
や
わ
ら
か
く
受
け
止
め
て
い
る
。
「
切
山
椒
」
の
句
と
し
て
忘
れ
ら
れ

な
い
。 

 

妻
の
蝶
枯
葉
に
埋う

も

れ
か
へ
り
こ
ず 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

眼
前
に
冬
の
蝶
が
し
ず
か
に
と
ま
っ
て
い
る
。
連
れ
は
な
く
一
つ
の
み
。
こ
れ
を
見
た

瞬
間
、
八
束
の
心
に
は
亡
き
妻
へ
の
思
い
が
、
蘇
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

か
つ
て
月
光
に
飛
び
立
つ
「
白
鳥
」
に
亡
き
妻
を
喩
え
た
よ
う
な
青
春
性
か
ら
は
遠
く
離

れ
て
、
非
情
と
も
言
え
る
不
可
避
的
で
よ
り
現
実
的
な
連
想
で
あ
っ
た
。
冬
の
蝶
に
と
っ

て
そ
の
妻
の
蝶
は
、
も
う
こ
の
枯
葉
の
下
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
生
き
返
る
こ
と
は
な
い
。

わ
が
妻
も
同
様
で
あ
る
。
自
分
も
ま
た
遠
か
ら
ぬ
日
に
、
枯
葉
に
埋
も
れ
る
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
冬
の
蝶
を
介
し
な
が
ら
、
八
束
自
ら
の
死
へ
の

思
い
を
含
ん
だ
暗
喩
の
句
と
し
て
、
立
ち
止
ま
ら
せ
ら
れ
た
。
す
べ
て
は
土
に
還
る
、
な
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ど
と
い
う
達
観
め
い
た
も
の
で
は
な
く
、
歳
晩
年
に
至
っ
て
も
な
お
諦
め
き
れ
な
い
思
い

を
引
き
ず
っ
た
、
心
の
奥
の
抑
え
た
し
ず
か
な
慟
哭
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
伝
わ
っ
て

き
て
や
ま
な
い
。 

 

沖
に
啼
く
ほ
ど
白
鳥
の
こ
ゑ
澄
め
り 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

 

白
鳥
は
八
束
が
若
い
時
か
ら
惹
か
れ
て
詠
み
続
け
て
き
た
素
材
の
一
つ
。
白
鳥
は
私
も

好
き
だ
が
、
白
鳥
そ
の
も
の
の
愛
く
る
し
さ
と
逞
し
さ
も
よ
い
が
、
白
鳥
の
い
る
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も
ま
た
格
別
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
餌
付
を
し
た
白
鳥
は
近
く
ま
で
寄
っ
て
く
る

が
、
ま
だ
慣
れ
な
い
野
性
の
白
鳥
は
人
の
気
配
な
ど
に
過
敏
で
岸
か
ら
遠
く
に
い
る
こ
と

も
多
い
。
夜
が
明
け
し
ら
む
頃
、
寒
さ
に
ぴ
ー
ん
と
張
り
つ
め
た
空
気
の
中
に
、
は
る
か

ま
で
白
鳥
の
姿
が
し
だ
い
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
地
上
に

け
な
げ
な
生
命
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
目
覚
め
る
か
の
よ
う
で
、
生
き
て
い
る
不
思
議
さ
と
有
難

さ
が
し
み
じ
み
と
伝
わ
っ
て
く
る
瞬
間
で
も
あ
る
。 

濁
世
の
し
が
ら
み
に
振
り
回
さ
れ
な
が
ら
身
を
責
め
続
け
る
八
束
に
と
っ
て
、
だ
か
ら

白
鳥
を
見
に
ゆ
く
楽
し
み
は
何
に
も
代
え
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
特
に
最

晩
年
、
宮
城
県
の
中
新
田
の
句
会
に
出
向
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
す
ま
す
白
鳥
通
い

が
た
の
し
み
に
な
っ
た
よ
う
だ
。 

「
白
鳥
の
こ
ゑ
」
と
い
う
の
は
、
西
洋
の
伝
説
に
あ
る
よ
う
な
瀕
死
の
白
鳥
の
美
し
い

最
後
の
声
と
と
っ
て
も
よ
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
こ
ま
で
の
寓
意
を
交
え
な
い
で
素
直
に
解

釈
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
沖
の
方
に
啼
く
白
鳥
の
声
の
ほ
う
が
、
岸
辺
に
寄
っ
て
く
る
白
鳥

よ
り
も
実
際
に
声
が
透
き
通
っ
て
聞
こ
え
る
と
言
う
の
だ
。
寒
さ
に
張
り
つ
め
た
空
気
の

広
が
り
が
す
ー
っ
と
見
え
て
く
る
よ
う
な
句
で
は
な
い
か
。
寓
意
を
排
し
て
、
誰
を
呼
ぶ

と
も
な
い
力
強
く
う
つ
く
し
い
白
鳥
の
声
を
、
野
生
の
広
が
り
の
中
に
描
き
と
め
た
句
と

し
て
忘
れ
が
た
い
。 

 

紙コ

リ

吹
雪

ア

ン

ド

リ

運
河
に
舞
へ
り
謝
肉
祭 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

 

ヴ
ェ
ニ
ス
で
の
謝
肉
祭
を
詠
ん
だ
一
連
（
二
十
八
句
）
は
、
こ
の
最
後
の
句
集
の
盛
り

上
が
り
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
は
、
八
束
に
と
っ
て
生
涯
の
最
後
の
海
外
吟
行

で
あ
っ
た
。
謝
肉
祭
の
群
作
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
句
集
の
面
白
さ
や
華
や
ぎ
は
半
減
す

る
に
違
い
な
い
。 

さ
て
、
こ
の
句
で
は
紙
吹
雪
が
運
河
に
舞
っ
て
い
る
の
は
、
運
河
の
都
市
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
。

紙
吹
雪
に
限
ら
ず
、
紙
テ
ー
プ
や
風
船
や
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
運
河
の
空
に
は
舞
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。 
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こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
紙
吹
雪
」
に
「
コ
リ
ア
ン
ド
リ
」
と
イ
タ
リ
ア
語
の
音
を

ル
ビ
と
し
て
振
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
私
は
、
む
か
し
は
こ
の
種
の
ル
ビ
が
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク

に
感
じ
ら
れ
て
嫌
だ
っ
た
。
し
か
し
、
近
頃
は
こ
れ
も
よ
し
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
俳

句
に
は
、
意
味
の
他
に
雰
囲
気
が
大
切
だ
か
ら
だ
。
意
味
は
同
じ
で
も
、
言
葉
の
音
韻
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
雰
囲
気
が
作
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
「
謝
肉
祭
」
で
も
、「
カ
ー

ニ
バ
ル
」
「
カ
ル
ナ
ヴ
ァ
ル
」
「
カ
ル
ネ
ヴ
ァ
ー
レ
」
で
は
、
表
記
に
よ
っ
て
と
ど
い
て
く

る
情
緒
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
欧
米
風
の
「
謝
肉
祭
」
と
イ
タ
リ
ア
風
の
「
カ
ル
ネ
ヴ
ァ

ー
レ
」
で
は
、
想
起
さ
れ
る
風
景
も
だ
い
ぶ
異
な
る
。
「
紙
吹
雪
」
と
「
コ
リ
ア
ン
ド
リ
」

で
は
、
蕎
麦
と
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
く
ら
い
の
違
い
が
あ
ろ
う
。「
コ
リ
ア
ン
ド
リ
」
と
い
う
音

で
紙
吹
雪
を
感
じ
て
い
る
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
人
た
ち
の
生
活
感
情
ま
で
届
い
て
く
る
。 

異
国
の
も
の
が
珍
し
か
っ
た
戦
後
の
時
期
と
異
な
り
、
海
外
旅
行
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
情
報
の
国
際
化
が
進
ん
だ
今
日
で
は
、
外
国
語
（
あ
る
い
は
そ
の
音
韻
）
も
具
体
的
な

情
景
の
再
生
装
置
に
な
り
得
る
。
俳
句
と
読
者
に
大
き
な
負
担
を
強
い
る
ほ
ど
異
国
語
の

ル
ビ
を
振
る
の
は
困
る
が
、
異
国
文
化
や
生
活
の
中
心
語
に
つ
い
て
は
う
ま
く
活
用
す
れ

ば
よ
い
。 

冒
頭
の
句
に
つ
い
て
は
、「
運
河
」「
コ
リ
ア
ン
ド
リ
」「
謝
肉
祭
」
が
あ
れ
ば
、
舞
台
が

ヴ
ェ
ニ
ス
だ
と
特
定
し
な
く
て
も
イ
タ
リ
ア
の
謝
肉
祭
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
は
お
お
よ
そ

伝
わ
る
。
そ
う
な
る
と
、
省
略
さ
れ
て
い
る
ゴ
ン
ド
ラ
な
ど
も
想
像
に
よ
っ
て
浮
か
び
上

が
る
。
前
書
な
し
で
一
句
独
立
と
し
て
の
海
外
俳
句
を
試
み
た
八
束
の
工
夫
を
読
み
取
り

た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
華
や
か
で
明
る
い
光
を
感
じ
さ
せ
る
句
だ
。 

 

謝
肉
祭
広
場
の
霧
の
踊
り
魔
女 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

 

謝
肉
祭
だ
か
ら
魔
女
が
出
よ
う
が
鬼
が
出
よ
う
が
さ
し
て
驚
か
な
い
が
、
魔
女
が
霧
の

中
に
踊
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。
歳
時
記
の
季
語
と
し
て
の
「
謝

肉
祭
」
は
春
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
謝
肉
祭
は
二
月

下
旬
あ
た
り
だ
。
キ
リ
ス
ト
教
の
暦
の
上
で
一
律
に
定
め
た
日
で
あ
る
か
ら
、
春
の
魁
（
さ

き
が
け
）
の
祝
祭
と
は
言
っ
て
も
ま
だ
寒
い
土
地
も
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
八
束
の
ヴ
ェ

ネ
チ
ア
の
謝
肉
祭
で
は
、
零
下
に
な
っ
た
り
、
凍
て
た
り
、
霧
が
で
て
く
る
。
海
が
近
く

て
運
河
が
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
霧
も
深
く
な
る
。
だ
か
ら
、
日
本
の
歳
時
記
の
季
節
区

分
に
拘
っ
て
い
て
は
、
地
勢
に
基
づ
く
風
土
は
見
え
な
く
な
っ
て
く
る
。 

も
と
も
と
「
謝
肉
祭
」「
巴
里
祭
」
な
ど
は
、
舶
来
の
外
国
文
化
を
俳
句
に
詠
み
込
む
た

め
に
日
付
を
俳
句
の
四
季
に
分
類
し
た
だ
け
で
、
海
外
に
お
い
て
本
来
の
行
事
を
詠
む
た

め
に
作
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
海
外
の
行
事
を
日
本
の
四
季
で
一
律
に
縛
っ
て

し
ま
う
の
は
、
自
由
な
詩
の
精
神
に
悖
（
も
と
）
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
句
で
は
「
謝
肉

祭
」
が
文
化
と
し
て
の
核
で
あ
り
、「
四
旬
節
に
入
る
灰
の
水
曜
日
の
直
前
三
日
間
」
と
い
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う
規
定
さ
え
共
通
理
解
さ
れ
れ
ば
、
ど
ん
な
自
然
風
物
を
取
り
合
わ
せ
て
も
よ
い
。
寒
い

地
方
な
ら
ば
凍
て
て
も
よ
い
し
、
温
か
い
地
方
な
ら
ば
陽
炎
が
立
ち
上
っ
て
も
、
リ
オ
の

カ
ー
ニ
バ
ル
な
ら
ば
裸
体
が
出
て
き
て
も
よ
い
。
生
活
や
自
然
の
違
い
を
虚
心
に
楽
し
め

ば
よ
か
ろ
う
。 

話
が
す
こ
し
本
題
か
ら
逸
れ
た
が
、
だ
か
ら
一
句
独
立
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
句

を
日
本
の
春
と
し
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
風
土
に
展
開
さ
れ

て
い
る
生
活
と
季
節
感
を
そ
の
ま
ま
味
わ
う
べ
き
だ
。
春
先
に
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、
冬

が
舞
い
戻
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
冷
え
つ
の
れ
ば
、
霞
や
陽
炎
で
は
な
く
、
霧
に
包
ま

れ
て
も
少
し
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
海
外
俳
句
を
大
ら
か
に
し
な
や
か
に
受

け
止
め
な
が
ら
、
感
受
の
幅
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
も
こ
れ
か
ら
の
俳
句
に
は

必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

謝
肉
祭
踊
り
の
渦
に
霧
の
渦 

 
 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

細
か
な
こ
と
に
触
れ
ず
、
謝
肉
祭
を
大
き
く
摑
ん
だ
句
。
カ
ー
ニ
バ
ル
の
踊
り
だ
か
ら
、

仮
装
を
施
し
た
老
若
男
女
が
広
場
に
入
り
混
じ
っ
て
享
楽
の
坩
堝
を
な
し
て
い
る
。
そ
の

大
き
な
群
像
の
渦
を
、
さ
ら
に
霧
が
包
み
込
ん
で
渦
を
な
し
て
い
る
。
銀
河
の
宇
宙
の
渦

を
重
ね
た
く
な
る
よ
う
な
歓
喜
の
渦
が
感
じ
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
謝
肉
祭
と
い
う
祝
祭

に
通
う
民
衆
の
息
吹
き
を
象
徴
し
た
よ
う
な
宇
宙
感
覚
の
句
と
も
言
え
よ
う
。 

先
の
句
集
『
仮
幻
』
あ
る
い
は
そ
の
前
の
『
幻
生
花
』
に
お
い
て
、
八
束
は
「
仮
幻
」

と
い
う
主
題
を
追
求
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
中
国
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
巨
大
な
文
明
に
栄
え

な
が
ら
も
滅
び
て
し
ま
っ
た
古
代
文
明
に
向
き
合
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
生
涯
を
賭
け
て
不

退
転
の
覚
悟
で
追
求
し
て
き
た
自
分
の
詩
芸
も
や
が
て
は
誰
か
ら
も
忘
れ
ら
れ
て
痕
跡
す

ら
な
く
な
る
の
だ
と
い
う
無
念
さ
。
時
間
軸
を
大
き
く
取
れ
ば
と
る
ほ
ど
、
八
束
の
感
じ

る
「
仮
幻
」
へ
の
思
い
は
寂
寥
を
深
め
、
や
が
て
諦
観
へ
と
移
行
し
た
は
ず
だ
。 

八
束
が
最
後
に
訪
ね
た
の
は
カ
ル
ネ
ヴ
ァ
ー
レ
の
最
中
の
イ
タ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
特
に

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
は
、
今
日
ま
で
生
き
延
び
て
き
た
都
市
で
あ
る
。
将
来
に
向
け
て
水
没
の
危

機
に
面
し
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
町
の
人
々
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
あ
る
意
味
で
は
文
化
の
成
熟
を
見
て
い
る
都
市
で
、
謝
肉
祭
も
長
い
時
間
を
か
け
て

人
々
が
築
き
上
げ
て
き
た
文
化
の
一
つ
だ
ろ
う
。
虚
無
的
感
懐
へ
と
い
ざ
な
う
「
仮
幻
」

に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
（
今
日
ま
で
の
文
化
的
な
）
連
続
性
は
心
細
さ
を
少
し
緩
和

し
て
く
れ
た
か
ど
う
か
。
そ
こ
に
は
前
句
集
と
は
少
々
異
な
っ
た
、
文
化
へ
の
信
頼
感
を

ち
ょ
っ
ぴ
り
回
復
し
た
「
仮
幻
」
の
姿
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
の

だ
が
。 
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白
の
仮
装
に
零
下
の
霧
や
謝
肉
祭 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

謝
肉
祭
と
言
え
ど
も
か
な
り
冷
え
び
え
と
し
た
日
も
あ
る
よ
う
だ
。
白
い
仮
装
の
ひ
と

を
零
下
の
霧
が
細
か
く
包
ん
で
い
る
の
か
。
細
か
い
霧
が
一
つ
一
つ
白
い
粒
に
な
っ
て
、

仮
装
の
人
を
作
り
上
げ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
い
や
い
や
こ
の
白
い
仮
装
の
人
は
、

こ
の
土
地
に
棲
み
つ
い
て
い
る
霧
の
化
身
で
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
き
っ
と
、
玲
瓏
な
う

つ
く
し
い
人
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
謝
肉
祭
に
冷
え
び
え
と
し
た
雰
囲
気
を
持
ち
込
ん

だ
と
こ
ろ
に
作
者
の
気
迫
を
感
じ
る
。
昼
間
な
ら
ば
、
こ
こ
に
薄
ら
日
が
射
し
て
神
秘
的

な
情
景
が
現
出
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
々
散
文
的
な
感
じ
は
否
め
な
い
が
、
内
面
と
通

い
合
う
よ
う
な
「
白
い
光
を
つ
む
ぐ
」
八
束
に
ふ
さ
わ
し
い
光
景
で
あ
る
。 

 

脚
光
の
消
え
た
る
魔
女
や
謝
肉
祭 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

謝
肉
祭
の
脚
光
を
一
心
に
浴
び
て
い
た
魔
女
だ
っ
た
が
、
一
日
も
過
ぎ
観
光
客
は
じ
め

人
々
の
注
目
か
ら
も
遠
退
き
、
い
ま
は
広
場
か
街
角
に
一
人
ぽ
つ
ん
と
佇
ん
で
い
る
。
そ

ん
な
も
の
寂
し
い
風
景
に
目
が
止
ま
っ
た
。
多
く
を
言
わ
な
い
が
、
こ
の
句
に
は
、
現
代

に
お
け
る
「
魔
女
」
の
寂
し
さ
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
科
学

が
発
達
し
、
呪
術
的
な
世
界
が
し
だ
い
に
遠
の
い
て
い
る
現
代
社
会
そ
の
も
の
の
暗
喩
の

よ
う
な
風
景
で
は
な
い
か
。
科
学
で
は
済
ま
な
い
心
の
問
題
が
す
べ
て
「
魔
女
」
の
力
で

解
決
す
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
心
に
「
魔
力
」
を
恃
む
ス
ペ
ー
ス
く
ら
い
残
し
て
お
く
の

も
芸
術
的
な
世
界
に
は
必
要
だ
ろ
う
。
夕
影
の
中
に
一
日
の
疲
れ
も
の
ぞ
い
て
い
る
が
、

こ
ち
ら
も
美
し
い
魔
女
に
ち
が
い
な
い
。 

 

逃
水
を
追
へ
ば
非
在
の
蝶
堕
つ
る 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

  

不
思
議
な
句
だ
。
春
の
野
に
逃
水
を
追
い
か
け
て
い
る
う
ち
に
、
本
来
そ
こ
に
い
る
は

ず
の
な
い
「
非
在
の
」
蝶
が
、
目
の
前
に
ば
ら
ば
ら
と
墜
落
し
て
く
る
。
蝶
は
も
ち
ろ
ん

一
匹
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
そ
の
生
態
を
思
う
な
ら
ば
群
を
成
し
て
い
る
方
が
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
自
然
だ
ろ
う
。
非
在
の
も
の
が
、
何
か
を
追
求
し
て
い
る
う
ち
に
突
然
「
見
え
始

め
て
」
く
る
こ
と
は
誰
に
も
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
そ
の
幻
想
の
イ
メ
ー
ジ
は
見
て
い
る

そ
ば
か
ら
剝
落
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
俳
人
八
束
の
イ
メ
ー
ジ
追
求
の
暗
喩
で
は
な
い
か
。

「
非
在
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
俳
句
に
な
か
な
か
馴
染
ま
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
句

に
お
け
る
こ
の
語
の
置
き
方
に
感
心
す
る
。
言
葉
が
浮
い
て
い
な
い
で
、
前
後
の
言
葉
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
得
て
然
る
べ
き
重
み
で
一
句
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
。「
非
在
」
な
ど
と
い
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う
言
葉
は
金
輪
際
俳
句
に
持
ち
込
む
べ
か
ら
ず
と
𠮟
咤
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
は
八
束
親
近

の
弟
子
の
八
束
贔
屓
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
よ
う
が
、
私
は
や
は
り
こ
の
句
を
八
束
ら
し

い
代
表
句
だ
と
思
う
し
、
い
ま
だ
に
愛
着
を
感
じ
て
や
ま
な
い
。 

 

桃
咲
く
や
故
園
の
笛
吹
川
青
し 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

 

「
桃
の
花
」
の
抒
情
と
「
笛
吹
川
」
と
い
う
固
有
名
詞
の
持
つ
意
味
性
を
最
大
に
効
か

せ
て
、
懐
か
し
さ
に
溢
れ
た
絵
画
的
な
作
。「
桃
の
花
」
と
「
川
青
し
」
の
色
彩
の
対
照
も

甲
斐
の
国
の
中
で
効
果
的
に
働
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
甲
斐
は
八
束
の
生
ま
れ
故
郷
だ
が
、

「
ふ
る
さ
と
」
「
こ
き
ょ
う
」
「
ぼ
き
ょ
う
」
な
ど
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
語
を
避
け
て
「
故

園
」
と
い
う
語
を
選
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
八
束
の
語
感
の
良
さ
と
厳
し
さ
を
見
る
。
こ
の
一

語
に
よ
り
、
甘
す
ぎ
る
く
ら
い
の
「
桃
の
花
」
と
「
笛
吹
川
青
し
」
と
が
し
っ
か
り
と
つ

な
ぎ
止
め
ら
れ
た
。
父
の
舟
月
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
八
束
も
故
郷
を
離
れ
、
東
京
に
住
ん

で
奮
闘
し
た
。
そ
の
最
晩
年
に
現
れ
た
故
郷
へ
の
思
い
は
、「
桃
源
郷
」
の
語
の
如
く
甘
美

で
あ
た
た
か
い
。 

 

飛
沫
光
さ
ざ
め
き
ひ
と
つ
ば
た
ご
撓
む 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

  

晩
年
の
八
束
が
「
ひ
と
つ
ば
た
ご
」
に
執
心
し
て
い
た
こ
と
は
以
前
に
述
べ
た
。
た
し

か
に
、
小
さ
な
十
字
形
の
白
い
花
が
湧
き
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
咲
き
、
し
か
も
さ
ら
さ
ら
と

し
た
風
情
が
あ
る
。
八
束
の
嗜
好
に
叶
う
は
ず
だ
。
こ
の
句
は
、
そ
の
花
を
詠
ん
だ
最
後

の
年
の
も
の
と
な
っ
た
。
や
や
説
明
的
な
冗
長
さ
を
指
摘
す
る
人
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
の
句
は
、
ひ
と
つ
ば
た
ご
の
清
浄
で
邪
気
な
き
さ
ま
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
。 

問
題
は
上
五
を
い
か
に
読
む
か
。
「
ひ
ま
つ
こ
う
」
「
し
ぶ
き
か
げ
」
等
い
く
つ
か
考
え

ら
れ
る
が
、
い
ま
は
「
ひ
ま
つ
こ
う
」
と
し
て
お
き
た
い
。「
し
ぶ
き
か
げ
」
の
方
が
一
語

と
し
て
み
れ
ば
自
然
な
の
だ
が
、
そ
れ
だ
と
「
さ
ざ
め
き
」
の
こ
ま
か
な
リ
ズ
ム
と
印
象

と
に
馴
染
ま
な
い
。
さ
ら
に
、「
ひ
ま
つ
こ
う
」
な
ら
ば
、「
ひ
ま
つ
こ
う
さ
ざ
め
き
」「
ひ

と
つ
ば
た
ご
た
わ
む
」
と
二
つ
の
フ
レ
ー
ズ
の
頭
韻
を
踏
む
こ
と
に
も
な
る
。 

そ
の
よ
う
な
読
み
を
行
っ
た
上
で
改
め
て
こ
の
句
を
読
も
う
。
は
じ
め
の
フ
レ
ー
ズ
で

は
、
こ
の
花
の
様
態
を
「
ひ
ま
つ
こ
う
さ
ざ
め
き
」
と
微
視
的
に
捉
え
、
細
か
く
弾
け
る

よ
う
な
印
象
を
描
く
。「
飛
沫
を
な
す
光
が
さ
ざ
め
く
」
と
い
う
の
は
、
花
を
取
り
巻
く
光

の
隠
喩
で
あ
り
、
作
者
の
心
が
捉
え
た
光
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
二
つ
目
の

フ
レ
ー
ズ
で
は
、
一
転
し
て
巨
視
的
に
「
ひ
と
つ
ば
た
ご
撓
む
」
と
全
体
の
姿
を
捉
え
る
。

さ
き
ほ
ど
の
湧
き
で
る
よ
う
な
光
を
集
め
て
、
全
体
が
た
わ
む
よ
う
だ
と
い
言
う
の
は
、

理
屈
で
あ
る
よ
う
で
い
な
が
ら
そ
う
で
は
な
い
。
光
は
本
来
重
さ
を
感
じ
な
い
も
の
だ
か
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ら
だ
。
こ
の
「
た
わ
む
」
と
い
う
の
は
、
眼
前
の
ひ
と
つ
ば
た
ご
の
実
際
の
姿
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
し
、
八
束
の
内
心
が
捉
え
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
者
な

ら
ば
、
そ
れ
は
〈
ゆ
く
春
や
お
も
た
き
枇
杷
の
抱
き
ご
ゝ
ろ 

蕪
村
〉
の
心
理
的
な
重
た

さ
と
通
う
合
う
も
の
が
あ
る
。
蕪
村
の
心
を
古
典
と
す
る
と
、
八
束
の
心
の
も
た
ら
し
た

も
の
に
は
光
を
媒
介
に
し
た
近
代
的
な
装
い
を
感
じ
る
。
や
は
り
、
八
束
の
最
晩
年
の
代

表
句
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。 

 

蟬
穴
を
出
づ
暁
に
地
靄
た
ち 

 
 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

〈
濡
れ
身
も
て
み
ど
り
の
蟬
の
生
れ
そ
む
〉
も
同
時
作
だ
が
、「
濡
れ
身
」
の
方
は
す
こ

し
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
し
な
や
か
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
だ
け
に
少
し
作
為
的
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
や
わ
ら
か
な
イ
メ
ー
ジ
は
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
。 

そ
れ
に
対
し
て
上
掲
の
句
は
、
あ
と
少
し
モ
ノ
に
徹
し
て
写
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

非
常
に
幻
想
的
な
情
景
だ
。
地
上
に
出
現
し
て
目
を
開
い
た
と
き
に
、
地
靄
に
囲
ま
れ
る

と
は
ど
の
よ
う
な
心
境
だ
ろ
う
か
。
地
靄
に
暁
の
色
合
い
が
溶
け
込
ん
で
、
太
古
の
原
初

的
な
雰
囲
気
も
濃
厚
だ
。
私
も
も
う
一
度
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

出
現
の
仕
方
を
し
て
み
た
い
も
の
だ
。 

句
は
、
中
七
の
中
で
二
つ
に
切
れ
て
い
る
。
蟬
穴
と
い
う
極
小
の
も
の
が
前
半
の
フ
レ

ー
ズ
な
ら
ば
、
後
半
は
「
暁
に
地
靄
が
立
つ
」
水
平
的
に
も
奥
行
き
と
広
が
り
の
あ
る
広

大
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
句
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
仕
立
て
て
い
る
。 

 

こ
ろ
が
り
て
吹
く
風
の
間
の
鉦
叩 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

こ
の
句
に
は
、
一
見
終
末
風
景
み
た
い
な
侘
び
し
さ
が
漂
う
。
風
の
吹
く
間
に
鉦
叩
が

転
が
る
よ
う
に
な
り
な
が
ら
鉦
を
叩
い
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
た
だ
、「
鉦
叩
風
に
吹
か
れ

て
こ
ろ
が
り
ぬ
」
と
は
や
は
り
味
わ
い
が
一
つ
違
う
。「
こ
ろ
が
り
て
」
と
上
五
に
い
き
な

り
出
し
た
た
め
に
、
軽
い
滑
稽
感
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
風
が
吹
く
中

に
、
自
ら
の
「
枯
れ
」
を
楽
し
む
か
の
よ
う
に
「
こ
ろ
が
り
て
」
遊
ん
で
い
る
。
ほ
ん
と

う
は
踏
ん
張
れ
る
力
が
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
句
の
上
で
は
、

飄
々
と
し
て
鉦
を
叩
い
て
い
る
某
上
人
の
よ
う
な
風
情
が
出
て
く
る
。
そ
こ
が
こ
の
句
の

面
白
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
八
束
の
晩
年
の
、
風
狂
の
一
風
景
と
で
も
言
お
う
か
。 
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切
山
椒
笛
の
音
き
こ
ゆ
と
話
し
を
り 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

 

八
束
が
生
前
最
後
に
発
表
し
た
俳
句
は
三
組
あ
る
。
一
つ
は
、「
俳
句
研
究
」
一
九
九
八

年
一
月
号
「
草
石
蚕
の
い
ろ
」
十
二
句
。
二
つ
目
は
、「
俳
句
朝
日
」
一
九
九
八
年
一
月
号

「
酔
春
星
」
七
句
。
三
つ
目
は
、「
俳
句
」
一
九
九
七
年
一
二
月
号
「
邯
鄲
の
夢
」
五
一
句
。

さ
て
、
ど
れ
が
一
番
最
後
の
作
か
は
、
有
力
な
手
が
か
り
が
な
か
っ
た
。
質
量
及
び
取
材

内
容
か
ら
、
句
集
で
は
「
邯
鄲
の
夢
」
を
最
後
に
据
え
た
が
、
八
束
は
し
っ
か
り
手
帳
な

ど
に
書
き
残
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
推
測
の
域
は
で
な
い
。
そ
れ
で
も
、

た
し
か
に
「
邯
鄲
の
夢
」
の
句
を
絶
句
に
す
る
こ
と
に
は
、
そ
の
代
表
句
を
含
め
て
大
方

異
論
は
な
い
よ
う
だ
。 

上
掲
の
句
は
、
そ
の
第
一
組
の
一
句
目
。
笛
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
新
年
の
た

た
ず
ま
い
を
八
束
は
心
に
と
ど
め
て
い
る
。
浅
草
で
求
め
て
き
た
切
山
椒
を
つ
ま
み
な
が

ら
、
ど
こ
と
や
ら
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
笛
の
音
を
聞
き
と
め
よ
う
と
、
二
人
で
耳
を
欹
て

て
い
る
。
す
こ
し
和
ら
い
だ
中
に
淑
気
が
通
っ
て
い
る
。 

 

舟
に
乗
り
帰
る
子
の
あ
り
磯
千
鳥 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

こ
ち
ら
は
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
、
「
俳
句
朝
日
」
七
句
の
第
一
句
。
「
酔
春
星
」
と
題
し

た
だ
け
あ
っ
て
、
蕪
村
の
足
跡
を
た
ど
っ
た
生
前
最
後
の
取
材
に
基
づ
く
作
に
は
力
が
こ

も
っ
て
い
る
。 

こ
の
句
は
、
非
常
に
や
さ
し
く
懐
か
し
い
風
景
だ
。
隣
の
島
へ
渡
し
の
小
舟
に
乗
っ
て

帰
る
子
ど
も
を
見
か
け
た
の
だ
ろ
う
が
、
礒
千
鳥
が
い
っ
ぱ
い
に
波
に
漂
っ
て
い
る
。
実

際
の
風
景
か
も
し
れ
な
い
し
、
八
束
の
胸
の
中
に
棲
み
続
け
た
風
景
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
句
を
見
る
と
、
歳
晩
年
の
句
だ
か
ら
と
い
う
意
識
が
働
く
た
め
か
も
知
れ
な
い
が
、
八

束
が
無
垢
な
童
子
に
戻
っ
て
、
向
う
の
世
界
へ
帰
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
風
景
に
見
え
て
仕
方

が
な
い
。
近
代
的
装
い
を
追
求
し
て
き
た
八
束
が
、
最
後
に
や
さ
し
い
日
本
の
抒
情
に
立

ち
戻
っ
て
帰
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
「
な
つ
か
し
い
日
本
」
に
心
の
底
で
は
憧
れ
続
け

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

蘇
鉄
図
の
虚
空
の
澄
み
や
酔
春
星 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

  

蕪
村
の
「
蘇
鉄
図
」
の
絵
の
世
界
に
自
ら
の
心
境
を
重
ね
た
句
。
こ
の
年
、
茨
城
県
の

水
戸
で
蕪
村
展
が
開
か
れ
た
。
私
も
足
を
運
ん
だ
が
、
展
覧
室
の
い
ち
ば
ん
奥
に
ソ
テ
ツ

が
力
強
く
天
へ
両
腕
を
広
げ
て
い
る
図
に
圧
倒
さ
れ
た
。
蕪
村
好
き
な
八
束
の
こ
と
だ
。
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私
な
ど
よ
り
は
る
か
に
早
く
時
期
に
長
い
時
間
こ
の
絵
に
向
き
合
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。 も

ち
ろ
ん
、
こ
の
蘇
鉄
図
は
、
五
〇
歳
を
越
え
た
蕪
村
が
讃
岐
の
妙
法
寺
で
滞
在
の
御

礼
に
描
い
た
も
の
。
最
初
は
襖
絵
と
し
て
揮
毫
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
後
の
住
職
が
四
曲

の
屏
風
絵
に
改
装
し
た
。
こ
の
図
の
款
記
は
「
階
前
闘
奇 

酔
春
星
写
」
と
あ
る
。「
春
星
」

の
号
に
さ
ら
に
「
酔
」
と
冠
し
た
の
は
、
酔
い
に
乗
じ
て
筆
を
取
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と

さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。 

八
束
は
、
蘇
鉄
図
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
の
空
の
澄
み
わ
た
っ
て
い
る
さ
ま
に
惹
か
れ
た
。

空
の
奥
に
は
、
落
款
に
あ
る
酔
春
星
の
蕪
村
が
そ
の
ま
ま
春
の
星
に
で
も
な
っ
て
い
て
も

お
か
し
く
は
あ
る
ま
い
、
と
感
じ
入
っ
た
。
月
光
を
湛
え
た
虚
空
の
澄
み
に
「
春
星
」
と

は
季
節
が
交
錯
す
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
が
渾
然
と
溶
け
合
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
澄
み
」
に
季
節
感
を
置
き
な
が
ら
も
、
心
象
と
し
て
広

が
る
世
界
は
超
季
の
作
と
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。 

八
束
に
と
っ
て
、
蕪
村
の
図
の
実
物
に
触
れ
た
最
後
の
展
覧
会
と
な
っ
た
。 

 

か
り
が
ね
や
誰た

ぞ
母
思
ふ
空
の
い
ろ 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

 

こ
こ
か
ら
は
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
の
作
品
群
、
つ
ま
り
「
俳
句
」
一
九
九
七
年
一
二
月

号
に
発
表
し
た
「
邯
鄲
の
夢
」
五
一
句
に
入
る
。
八
束
の
最
後
の
作
品
集
と
思
っ
て
も
よ

い
。 こ

の
句
の
風
景
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
だ
。
秋
に
な
っ
て
渡
っ
て
く
る
雁
の
鳴
き
声
を
高

空
に
聴
き
な
が
ら
、
作
者
は
そ
の
空
の
色
に
惹
か
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
色
か
は
描
か

れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
雁
の
声
を
聞
き
、
空
の
色
を
見
て
い
る
と
、
誰
か
が
母
を
思
っ
て

い
る
、
そ
ん
な
色
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
か
が
と
い
う
誰
の
内
に

は
八
束
自
身
も
入
っ
て
い
る
。
母
情
を
恋
う
心
の
い
ろ
が
、
雁
の
飛
来
す
る
空
の
色
と
等

価
に
な
る
。
こ
の
句
で
は
、「
空
の
い
ろ
」
は
心
理
的
な
色
合
い
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

だ
。 考

え
て
み
れ
ば
俳
句
は
絵
画
と
異
な
る
と
言
い
な
が
ら
、
い
つ
の
間
に
か
視
覚
的
な
客

観
写
生
に
染
ま
り
す
ぎ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
そ
ろ
そ
ろ
そ
れ
ら
が
見
え
な
く
し
て
し
ま
っ

た
領
域
を
俳
句
に
取
り
戻
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

怒
濤
は
岩
に
巻
き
う
ね
り
の
海
の
鷹 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

  

こ
れ
は
一
転
し
て
言
葉
が
ね
っ
と
り
と
巻
き
つ
く
よ
う
に
書
か
れ
た
句
。
「
う
ね
り
の
」

の
語
が
宙
吊
り
に
な
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
怒
濤
が
岩
に
巻
き
つ
き
、
う
ね
り
と
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な
っ
て
、
そ
の
う
ね
り
を
抜
け
出
る
よ
う
に
あ
る
い
は
う
ね
り
に
沿
う
よ
う
に
、
海
の
鷹

が
舞
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
表
現
に
精
密
さ

は
欠
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
ば
を
欠
き
な
が
ら
も
全
体
の
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
で
一

句
の
情
景
を
大
づ
か
み
に
描
く
こ
と
は
出
来
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
句
を
見
て
い
る
と
、

規
範
的
な
言
葉
の
置
き
方
を
超
え
て
で
も
一
句
の
中
に
情
景
と
時
間
の
実
感
を
織
り
込
も

う
と
す
る
八
束
の
表
現
主
義
的
な
側
面
が
見
え
て
く
る
。
八
束
は
最
晩
年
に
至
っ
て
ま
で

言
葉
の
疾
風
怒
濤
の
側
面
を
捨
て
て
は
い
な
い
。
こ
の
句
の
場
合
は
成
功
し
た
と
は
限
ら

な
い
が
、
表
現
へ
の
情
熱
は
衰
え
て
い
な
い
。
こ
の
句
を
読
み
終
え
て
、「
海
の
鷹
」
が
残

像
と
し
て
う
ね
り
つ
づ
け
て
い
る
。 

 

不
知
火
か
し
ら
ず
筑
紫
の
流
れ
星 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

  

こ
の
群
作
に
は
追
悼
句
が
多
い
。
最
初
の
句
か
ら
こ
の
句
に
至
る
ま
で
に
、
す
で
に
、

永
井
龍
男
・
江
國
滋
酔
郎
・
上
田
五
千
石
・
細
見
綾
子
・
平
畑
静
塔
と
亡
き
文
人
・
俳
人

へ
の
弔
句
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
掲
の
句
は
、
義
妹
和
子
へ
の
弔
句
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
前
書
に
「
妹
和
子
〈
病
み
果
て
の
く
く
と
胸
鳴
る
明
易
し
〉
他
の
句
を
残
し
て

逝
く 

五
句
」
と
あ
る
。
上
掲
の
八
束
の
句
も
心
情
が
こ
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
前
書
に

あ
る
妹
の
作
も
な
か
な
か
の
名
品
で
は
な
い
か
。
最
後
の
声
を
絞
る
よ
う
に
、
く
く
と
胸

が
鳴
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
身
の
内
の
声
を
聞
き
止
め
な
が
ら
、
暁
の
中
に
最
期
の
瞬
間

を
感
じ
取
っ
て
い
る
よ
う
な
、
女
性
的
な
抒
情
を
含
ん
だ
哀
し
さ
が
流
れ
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
八
束
の
追
悼
句
は
想
像
力
を
駆
使
し
て
、
福
岡
に
亡
く
な
っ
た
義
妹

を
思
い
な
が
ら
、「
妹
の
魂
が
遠
く
に
見
え
る
不
知
火
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら

な
い
が
、
筑
紫
に
住
ん
で
流
れ
星
の
よ
う
な
妹
の
一
生
だ
っ
た
」
と
言
う
の
だ
ろ
う
。「
不

知
火
か
し
ら
ず
」
と
い
う
措
辞
は
な
か
な
か
思
い
浮
か
ぶ
ま
い
。
八
束
ら
し
い
表
現
へ
の

意
欲
が
見
え
て
、
感
覚
を
効
か
せ
な
が
ら
も
、
し
っ
と
り
と
し
た
品
格
の
あ
る
句
に
な
っ

た
。 

 

大
江
山
颪
に
間
あ
り
加
悦
の
柿 

 
 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

 

大
江
山
と
言
う
と
、
ふ
つ
う
は
二
つ
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
よ
う
。
一
つ
は
、
小
倉
百

人
一
首
の
「
大
江
山
い
く
野
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
見
ず
天
の
橋
立
」（
小
式
部
内

侍
）
と
い
う
和
歌
。
逆
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
山
を
越
え
れ
ば
天
の
橋
立
に
辿
り
つ
く
と

も
言
え
る
。
も
う
一
つ
は
、
大
江
山
の
鬼
退
治
伝
説
。
一
番
有
名
な
の
が
酒
呑
童
子
で
あ

ろ
う
か
。
読
み
物
と
し
て
は
面
白
い
が
、
鬼
に
と
っ
て
は
残
酷
な
話
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

大
江
山
は
単
峰
で
は
な
く
連
山
で
、
最
高
峰
が
八
三
三
メ
ー
ト
ル
。
山
深
い
地
形
で
あ
る
。 



18 

 

さ
て
、
上
掲
の
句
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
二
つ
の
故
事
と
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
句
意
は
、

大
江
山
の
冬
の
颪
も
そ
ろ
そ
ろ
吹
い
て
く
る
頃
だ
が
、
そ
れ
に
は
少
々
間
（
ま
）
が
あ
る
。

そ
ん
な
土
地
で
あ
る
加
悦
に
柿
が
た
わ
わ
に
生
っ
て
い
る
、
と
で
も
い
う
も
の
か
。
颪
に

間
あ
る
時
期
で
あ
れ
ば
、
柿
も
赤
み
を
加
え
て
い
る
頃
だ
。
柿
の
生
命
力
が
、
ま
も
な
く

訪
れ
る
颪
に
吹
き
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
の
直
前
の
命
の
色
の
輝
き
は
、
生
命
の
覚
悟
の
輝
き

で
も
あ
ろ
う
。 

も
う
一
つ
こ
の
句
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
加
悦
」
と
い
う
地
名
で
あ
る
。
行
政
上
は
二
〇
〇

六
年
に
、
加
悦
町
は
、
与
謝
郡
岩
滝
町
、
野
田
川
町
と
合
併
し
与
謝
野
町
と
な
っ
て
し
ま

う
が
、
加
悦
と
は
蕪
村
の
母
の
郷
里
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
加
悦
谷
と
は
大
江
山
の

西
ふ
と
こ
ろ
に
あ
た
る
。
一
句
を
独
立
し
て
解
釈
す
る
場
合
に
、
こ
の
蕪
村
の
「
加
悦
」

を
ど
こ
ま
で
汲
み
取
っ
た
ら
よ
い
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
。
た
だ
、
ひ
と
た
び
蕪
村
の
母

の
里
と
分
か
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
「
加
悦
」
か
ら
目
が
離
せ
な
く
な
る
。 

蕪
村
の
母
の
郷
里
で
あ
る
こ
と
を
加
味
し
た
解
釈
を
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
柿
」
は
当

時
貧
し
か
っ
た
丹
後
を
離
れ
て
摂
津
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
母
の
最
後
に
目
に
し
た
風
景
の

よ
う
に
も
、
幼
少
か
ら
心
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
風
景
の
よ
う
に
も
、
さ
ら
に
母
の

郷
里
の
話
か
ら
蕪
村
が
心
に
描
い
て
い
た
情
景
の
核
心
の
よ
う
に
も
思
え
、
さ
ま
ざ
ま
な

広
が
り
が
見
え
て
く
る
。
八
束
は
蕪
村
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
蕪
村
の
母
の
こ
と
を
知

り
た
く
な
っ
て
足
を
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。 

 

邯
鄲
の
夢
と
も
空
を
ゆ
く
火
と
も 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

「
盟
友 

鈴
木
詮
子
逝
く
」
と
前
書
が
あ
る
。
十
四
句
ほ
ど
追
悼
の
作
を
発
表
し
て
い

る
の
も
見
て
も
、
鈴
木
詮
子
が
八
束
に
と
っ
て
い
か
に
大
事
な
存
在
で
あ
っ
た
か
分
か
る

だ
ろ
う
。
俳
誌
「
秋
」
を
創
刊
し
た
頃
か
ら
、
詮
子
は
八
束
に
師
事
し
、
八
束
の
作
品
の

評
論
に
力
を
注
い
だ
。 

こ
の
句
は
、
盟
友
の
死
を
悼
み
な
が
ら
、
詮
子
の
一
生
は
邯
鄲
の
夢
で
あ
っ
た
と
も
、

空
を
飛
び
去
っ
て
ゆ
く
火
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
散
文
的
に
書

い
て
し
ま
う
と
何
事
も
な
く
読
み
過
ご
さ
れ
そ
う
だ
が
、
い
ま
い
ち
ど
俳
句
と
向
き
合
い

な
が
ら
そ
の
意
味
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
と
、
途
端
に
シ
ュ
ー
ル
な
風
景
が
立
ち
現
れ
る
。

こ
の
十
七
文
字
の
中
に
、
現
実
の
風
景
は
一
つ
も
な
い
の
だ
。 

前
半
は
「
邯
鄲
の
夢
」
と
い
う
故
事
の
引
用
、
後
半
は
現
実
的
に
は
見
え
な
い
「
空
を

ゆ
く
火
」
を
書
き
出
し
た
だ
け
の
句
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
半
の
「
邯
鄲
の
夢
」
か
ら

醒
め
た
目
に
は
、
不
可
視
の
「
空
を
ゆ
く
火
」
も
自
然
に
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。 こ

の
「
邯
鄲
」
は
故
事
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
季
語
に
は
な
ら
な
い
。「
空
を
ゆ
く
火
」
も
も

ち
ろ
ん
季
語
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
無
季
の
俳
句
が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
無
論
、
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八
束
は
無
季
俳
句
の
主
張
者
で
は
な
い
。
が
、
自
然
に
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
無
季
の

世
界
を
目
の
前
に
し
て
ま
で
、
有
季
に
拘
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。 

「
空
を
ゆ
く
火
」
は
鈴
木
詮
子
が
戦
時
中
零
戦
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
だ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え

て
の
措
辞
と
も
思
え
る
が
、
そ
の
こ
と
は
俳
句
の
一
行
の
中
に
ど
こ
に
も
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
読
み
を
あ
え
て
私
は
と
ら
な
い
。 

夢
を
追
い
な
が
ら
は
か
な
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
一
生
、
魂
に
な
っ
て
さ
ら
に
自
在
な
「
空

を
ゆ
く
火
」
に
な
っ
て
ゆ
く
死
後
。
こ
の
二
つ
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
照
ら
し
出
し
た
句
と

し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

君
の
死
に
ま
む
か
へ
ば
詩う

た

生
き
る
秋 

 
 

 
 

（
平
成
九
年
） 

  

こ
れ
も
詮
子
へ
の
追
悼
句
。
戦
争
で
帰
還
し
た
後
は
、
や
け
っ
ぱ
ち
に
企
業
戦
死
を
望

む
か
の
よ
う
に
生
き
急
い
で
、
こ
の
世
を
去
っ
た
詮
子
。
年
長
の
八
束
に
と
っ
て
は
い
た

た
ま
れ
な
い
思
い
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
詮
子
が
酒
に
溺
れ
て
「
ト
ラ
ジ
」
を
歌
っ
て
い
た
の

は
、
多
感
な
青
春
の
日
を
兵
隊
と
し
て
朝
鮮
に
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
だ
。「
エ

イ
ヘ
イ
ヨ
ウ
エ
イ
ヘ
イ
ヨ
ウ
」
の
語
調
は
深
い
憂
愁
を
夢
の
よ
う
に
誘
い
出
そ
う
と
す
る

呪
詛
の
よ
う
だ
。
詮
子
さ
ん
の
酔
歌
に
は
そ
の
よ
う
な
悲
し
さ
が
あ
っ
た
。 

 

こ
の
句
は
、
亡
き
友
人
の
死
に
際
し
て
、
詩
が
生
き
て
く
る
と
い
う
の
だ
。
人
生
の
祝

福
よ
り
も
悲
傷
を
詠
む
方
が
句
が
い
き
い
き
し
て
く
る
と
い
う
の
は
、
俳
句
の
原
罪
の
よ

う
な
も
の
だ
。
ふ
つ
う
の
俳
人
は
そ
の
背
徳
的
な
こ
と
を
う
す
う
す
感
じ
な
が
ら
も
、
禁

忌
の
よ
う
に
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
八
束
だ
っ
て
ふ
だ
ん
は
そ
ん
な
こ
と
を
表
に
出
す
は

ず
が
な
い
。
や
は
り
、
俳
誌
「
秋
」
創
刊
以
来
の
友
人
で
八
束
の
最
大
の
理
解
者
で
あ
っ

た
鈴
木
詮
子
と
い
う
亡
く
し
た
と
き
の
動
揺
が
隠
せ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
秋
日
に
燦
々

と
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
詩
と
い
う
も
の
に
心
血
を
注
い
で
い
る
自
分
が
恨
め
し
く
な

っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。 

 

天
橋
に
北
風
憑つ

き
て
鳴
り
わ
た
る 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

天
橋
は
天
の
橋
立
の
異
名
だ
が
、
こ
の
句
で
は
実
際
の
「
天
の
橋
立
」
を
踏
ま
え
て
、

さ
ら
に
「
天
の
橋
」
へ
と
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
は
ふ
く
ら
む
。
北
風
は
こ
の
地
上
だ
け
で
は

な
く
、
天
の
橋
に
ま
で
纏
い
つ
く
よ
う
に
吹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
。
そ
の
音
が
天
上
に
も

い
ち
め
ん
に
鳴
り
響
い
て
い
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
き
び
し
い
心
象
風
景
で
は
な

い
か
。 

な
ぜ
こ
こ
ま
で
自
ら
の
心
象
風
景
を
き
び
し
い
も
の
へ
と
突
き
詰
め
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
胸
中
を
推
し
量
り
た
く
も
な
る
が
、
海
に
突
き
出
し
た
天
の
橋
立

の
中
に
た
た
ず
ん
で
、
そ
こ
か
ら
凄
絶
な
宇
宙
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
八
束
の
気
合
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を
覗
う
こ
と
が
で
き
る
。
八
束
の
宇
宙
感
覚
と
は
ゆ
る
や
か
で
明
る
い
も
の
だ
け
で
は
な

い
の
だ
。 

 

雁が

ん

も
舟
も
海
峡
わ
た
る
と
き
迅
し 

 
 

 
 

 

（
平
成
九
年
） 

 

八
束
の
生
前
最
後
の
作
と
し
て
、
時
期
や
内
容
か
ら
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
句
。

私
自
身
は
、
こ
の
句
の
「
雁
」
に
「
が
ん
」
と
振
り
仮
名
が
付
い
て
い
た
こ
と
に
一
時
は

驚
き
、
八
束
の
心
中
を
忖
度
し
す
ぎ
た
嫌
い
が
あ
る
。
逝
去
直
後
は
、
や
は
り
「
が
ん
」

と
一
人
思
い
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
胸
中
を
察
し
て
み
た
の
だ
が
、
一
般
的
に
見

れ
ば
、「
か
り
」
か
「
が
ん
」
か
の
読
み
分
け
で
読
者
が
迷
わ
な
い
よ
う
に
と
の
気
遣
い
だ

け
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

そ
の
よ
う
な
前
提
で
改
め
て
こ
の
句
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、「
雁
も
舟
も
海
峡
を
渡
る

と
き
は
ス
ピ
ー
ト
を
上
げ
て
速
く
な
る
」
と
い
う
句
意
に
な
ろ
う
。
海
峡
の
早
い
流
れ
に

流
さ
れ
ま
い
と
舟
は
速
度
を
上
げ
て
渡
ろ
う
と
す
る
。
雁
も
海
峡
に
差
し
掛
か
る
と
、
海

に
引
き
込
ま
れ
て
落
ち
な
い
よ
う
に
速
度
を
上
げ
る
。
実
景
と
し
て
も
十
分
成
り
立
つ
だ

ろ
う
が
、
こ
の
海
峡
は
こ
の
世
と
彼
の
世
の
境
目
の
よ
う
な
感
じ
も
す
る
。
な
に
や
ら
最

後
の
難
関
を
切
り
抜
け
て
平
安
の
彼
岸
に
辿
り
つ
こ
う
と
最
後
の
力
を
絞
っ
て
い
る
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
の
だ
。
最
後
の
生
き
急
ぎ
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
悲
痛
な
翳
り
は
見
え
ず
、
む
し
ろ
見
知
ら
ぬ
世
界
へ
惹
か

れ
る
よ
う
に
速
度
を
速
め
て
い
く
明
る
い
ロ
マ
ン
の
よ
う
な
も
の
す
ら
感
じ
る
。
こ
う
い

う
人
生
の
閉
じ
方
が
で
き
れ
ば
、
人
間
は
ど
ん
な
に
幸
せ
で
あ
ろ
う
か
。 

殊
に
、
時
代
的
に
も
個
人
的
に
も
悲
惨
な
こ
と
が
多
か
っ
た
八
束
は
、
そ
れ
ら
を
一
身

に
背
負
い
格
闘
し
な
が
ら
、
俳
句
と
い
う
十
七
音
詩
に
夢
を
抱
き
つ
づ
け
新
し
い
世
界
を

追
求
し
て
き
た
。
こ
の
句
は
、
そ
う
し
た
自
ら
へ
の
最
高
の
贈
り
物
で
は
な
い
か
。
八
束

自
身
は
、
こ
れ
ら
の
作
を
寄
稿
後
、
入
院
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
以
後
は
句
作
を
す
る
こ

と

は

な

か

っ

た

よ

う

だ

。

俳

人

と

し

て

の

潔

い

最

後

の

作

で

あ

っ

た

と

思

う

。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
完
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