
俳
諮
と
は
、
九
七
五
の
定
型
詩
で
あ
る
「
俳
句
」
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
俳
句
を
と
り
入
れ
て
沸
か
れ
た
「
俳
文
」
や
、
「
紀
行
文
」
、

そ
れ
に
俳
句
に
関
す
る
評
論
を
取
扱
っ
た
「
俳
諭
」
等
の
分
野
に
わ
か
れ
る
の
で
あ
る
か
、
や
は
り
中
心
と
な
る
俳
句
に
最
も
大
き
な
ウ

ェ
イ
ト
か
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
こ
で
俳
句
と
云
う
言
柴
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
来
「
発

句
」
と
よ
ば
れ
て
、
「
連
歌
」
と
い
う
災
詩
型
の
第
一
番
目
に
詠
む
句
と
い
う
意
味
か
ら
、
発
句
の
語
が
生
れ
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
即
ち
、
連
歌
の
鹸
初
の
一
句
を
発
句
と
称
し
て
い
た
の
か
本
来
の
意
味
で
あ
り
、
発
句
に
始
り
長
句
（
五
七
五
）
と
短
句
（
七
七
）

と
を
交
万
に
付
け
加
え
、
蚊
後
は
「
挙
句
」
又
は
「
結
句
」
で
結
び
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
歌
を
作
る
こ
と
の
一
方
に
於
て
、

発
句
だ
け
詠
む
と
云
う
こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
耐
連
歌
の
狼
式
は
衰
え
て
も
発
句
の
方
は
盛
ん
と
な
り
、
や
が
て
芭
蕉
の
出
た
元
禄
時
代
に
入

日
本
文
学
と
し
て
全
く
独
特
な
も
の
に
「
俳
織
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
我
が
剛
に
生
れ
、
栄
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
小
説
や
随
蛾
等
そ
の

他
の
文
学
が
、
明
治
以
後
の
外
国
文
学
に
影
響
さ
れ
、
大
き
な
展
開
を
と
げ
た
の
に
較
べ
て
見
る
と
、
こ
れ
は
純
粋
に
日
本
独
自
の
短
詩

文
学
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
俳
緋
と
云
う
語
か
始
め
て
見
え
る
の
は
、
古
今
柴
の
中
に
「
俳
織
歌
」
と
あ
る
の
を
以
っ
て
初
め
て

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

俳
譜
文
学
に
現
れ
た
日
蓮
聖
人

一

上
田
本
昌
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３．
、

ま
た
求
鑑
と
ほ
ｒ
同
じ
頃
に
出
た
荒
木
剛
守
武
は
、
峨
初
述
歌
を
学
ん
だ
が
、
後
に
俳
譜
に
職
じ
、
宗
鑑
の
影
群
を
受
け
て
更
に
俳
譜
の

間
的
向
上
を
図
り
、
釈
鐺
の
「
淵
陦
味
‐
一
に
加
え
て
、
内
容
に
「
仙
位
」
を
持
た
せ
る
こ
と
に
努
力
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や
腿
保

俳
諾
の
魁
と
し
て
い
る
。

る
と
、
発
句
だ
け
が
単
独
で
詠
ま
れ
る
傾
向
が
強
く
な
り
、
ま
た
蕪
村
や
一
茶
の
天
明
時
代
に
な
る
と
連
歌
型
式
の
俳
譜
が
盛
ん
に
お
こ

な
わ
れ
た
が
、
此
の
頃
に
は
す
で
に
「
述
句
」
と
云
う
名
称
が
生
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
降
っ
て
明
治
以
後
に
於
て
は
、
連
句
が

衰
退
し
、
も
っ
ぱ
ら
発
句
の
み
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
移
り
変
っ
て
い
っ
た
。
従
っ
て
、
連
句
の
中
の
発
句
と
云
う
型
で
は
な
く
な
り
、
一

句
と
し
て
独
立
し
た
も
の
と
な
っ
た
為
に
、
発
句
と
い
う
言
葉
は
自
然
に
そ
の
存
在
が
薄
れ
、
こ
れ
に
代
っ
て
俳
句
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
俳
句
と
い
う
言
葉
が
岐
初
に
使
わ
れ
た
の
は
、
明
和
の
頃
、
或
い
は
元
禄
時
代
に
す
で
に
あ
っ
た
と
の
説
も

あ
る
が
、
然
し
、
一
般
に
は
明
治
二
十
年
代
に
正
岡
子
規
か
、
俳
句
革
新
遮
動
を
起
し
て
よ
り
以
来
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

俳
譜
の
起
り
に
つ
い
て
は
、
古
来
よ
り
山
崎
宗
鑑
を
も
っ
て
、
そ
の
棚
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
俳
詰
の
性
質
か
ら
し
て
室
町
時

①

代
の
後
期
に
生
れ
た
飯
尾
宗
祇
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
俳
詰
が
連
歌
と
の
関
連
に
於
て

生
れ
た
点
か
ら
し
て
、
当
然
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
云
え
よ
う
。
彼
は
連
歌
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
、
漂
泊
の
詩
人
と
も

②

称
さ
れ
て
い
る
。
彼
よ
り
や
腿
遅
れ
て
室
町
時
代
の
末
期
に
、
現
れ
た
山
崎
宗
鑑
に
よ
り
、
俳
譜
は
よ
う
や
く
庶
民
の
も
の
と
し
て
、
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宗
祇
の
頃
は
正
式
な
連
歌
を
型
通
り
に
守
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
宗
鑑
は
こ
れ
に

む
し
ろ
反
擬
を
感
じ
、
謂
ば
貴
族
文
学
的
な
連
歌
に
対
し
て
、
庶
民
文
学
と
し
て
の
俳
譜
を
開
拓
し
て
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
の
で
あ

る
。
ま
た
彼
は
叩
に
俳
諮
を
起
し
た
と
云
う
だ
け
に
制
ま
ら
ず
、
そ
の
俳
譜
に
「
滑
構
味
」
を
磯
り
込
む
た
功
、
懸
祠
や
縁
語
を
豊
爾
に

と
り
入
れ
、
俳
諦
の
一
特
性
を
成
し
た
点
で
も
極
め
て
漉
目
に
伽
す
る
と
云
え
る
。
古
来
、
俳
諮
を
連
歌
よ
り
独
立
さ
せ
た
点
で
、
彼
を
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④

守
的
存
征
で
あ
む
た
よ
う
て
あ
る
ゞ
此
の
守
武
の
後
に
、
江
加
時
代
に
入
る
と
松
、
水
貞
徳
が
こ
れ
に
代
っ
て
大
い
に
俳
諸
を
鼓
吹
し
て
行

『
た
；
彼
は
こ
れ
を
り
災
と
し
て
、
慶
長
二
年
八
月
に
俳
諾
氷
匠
の
免
許
を
え
て
を
り
、
俳
壊
に
於
け
る
初
の
宗
匠
を
得
た
人
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
．
直
徳
の
俳
請
は
宗
鎧
・
守
武
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
優
美
性
を
も
っ
た
処
に
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

⑤

た
ん
な
る
「
碗
か
し
」
或
い
は
「
笑
い
」
で
は
な
く
、
優
し
い
も
の
を
求
め
る
心
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
江
獅
時
代
は
町
人
階
級
の
発
達
し
た
時
代
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
如
く
、
俳
埴
の
上
に
も
町
人
の
進
出
が
目
覚
ま
し
く
な
り
、
大

⑥

戦
を
中
心
と
す
る
町
人
衆
を
相
手
に
、
西
山
宗
因
が
「
談
林
派
」
を
起
し
、
貞
徳
の
京
都
上
方
を
中
心
と
す
る
優
美
さ
に
対
し
て
、
宗
因

ば
浪
化
は
あ
っ
て
側
山
硲
述
な
詠
法
を
特
色
と
し
て
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
談
林
か
ら
は
井
原
西
鶴
・
池
西
言
水
ら
が
出
て
、
一
時
盛
ん

と
な
っ
た
か
、
後
に
概
念
的
な
奇
想
に
走
り
す
ぎ
た
た
め
、
独
善
的
と
な
り
難
解
な
も
の
と
な
っ
て
次
第
に
薄
れ
て
行
っ
た
。
然
し
、
貞

門
と
談
林
と
の
間
に
は
、
し
ば
ノ
、
論
争
も
お
こ
な
わ
れ
、
俳
埴
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
一
段
と
隆
昌
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う

⑦

し
た
凱
逆
の
中
に
上
脇
鬼
貨
が
出
て
「
伊
丹
派
」
を
刺
し
、
従
来
の
酒
落
的
な
俳
請
を
、
純
然
た
る
美
文
学
の
域
に
商
め
て
行
っ
た
。
後

に
出
た
芭
蕉
も
彼
の
影
群
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
鬼
貫
の
作
風
は
自
然
脱
俗
で
あ
り
、
談
林
派
の
よ
う
な
作
為
が
見
ら
れ
ず
、

平
易
に
し
て
格
調
の
あ
る
と
こ
ろ
が
特
長
と
さ
れ
．
て
い
る
の
で
あ
る
。
池
田
秋
昊
氏
の
『
日
本
俳
諾
史
』
に
よ
れ
ば
彼
を
し
て
「
文
学
的

③

俳
句
の
第
一
声
を
掲
げ
た
る
も
の
」
と
み
な
し
て
い
る
程
で
あ
る
が
、
門
下
に
此
の
伊
丹
派
を
継
ぐ
者
が
不
幸
に
し
て
な
く
、
鬼
貫
と
ぼ

ｒ
同
時
代
に
出
た
松
尾
芭
蕉
に
よ
り
、
俳
域
は
全
く
統
一
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
、
芭
蕉
と
そ
の
一
門
に
よ
り
俳
譜
は
従
来
の
域
を
脱
し
、

文
学
と
し
て
大
成
し
て
行
っ
た
も
の
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

二

（ 3 ）



⑨

元
禄
時
代
の
文
学
は
、
芭
蕉
・
西
鶴
・
近
松
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
、
と
云
わ
れ
て
い
る
如
く
、
此
の
頃
の
俳
班
は
、
芭
蕪
に
よ

っ
て
風
朧
さ
れ
、
新
し
い
段
階
に
入
っ
て
行
っ
た
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
俳
風
は
「
わ
び
」
又
は
「
さ
び
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
如
く
、
閑
寂
幽
玄
で
あ
っ
て
、
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
に
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
え
る
。
彼
は
造
化

に
順
応
し
て
造
化
に
帰
一
す
る
こ
と
を
根
本
と
し
、
「
高
く
心
を
悟
り
て
侭
に
帰
る
べ
し
。
」
（
赤
冊
子
）
と
云
う
態
度
で
、
従
来
の
滑

稽
俳
譜
を
止
揚
し
、
更
に
彼
独
自
の
俳
諸
文
学
を
確
立
し
て
行
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
俳
句
を
中
心
と
し
て
、
紀

行
文
や
俳
諭
等
を
耕
し
、
そ
の
門
下
か
ら
は
江
戸
時
代
に
於
け
る
著
名
な
俳
人
だ
け
で
も
十
指
に
余
る
程
飛
出
し
、
そ
の
俳
埴
に
於
け
る
功

統
は
顕
著
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
岡
子
規
に
よ
れ
ば
、
「
俳
譜
と
云
う
語
は
洲
栫
の
通
な
り
と
解
釈
す
る
人
多
し
、
…
…

⑩

さ
れ
ど
、
芭
砿
己
後
の
俳
譜
は
、
幽
玄
間
尚
な
る
も
の
あ
り
て
、
必
ず
し
も
洲
稽
の
意
を
含
ま
ず
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
一
応
此
の
芭
無
を
「
俳
請
文
学
」
と
称
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
初
に
樅
い
て
、
所
論
の
目
標
と
す
る
Ｈ
蓮
聖
人
に
つ

い
て
の
観
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
ｃ
芭
蕉
が
出
て
活
雌
し
た
当
時
の
わ
が
雅
門
は
、
群
府
の
仏
教
保
畿
政
策
と
あ
い
ま
っ
て
、

学
徳
清
廉
な
人
材
が
多
数
乗
り
、
安
定
し
た
隆
昌
時
代
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
へ
）
即
ち
、
武
家
や
公
家
群
の
有
力
な
外
護
者
を
え
て
、

身
延
を
始
め
宗
門
各
地
の
寺
院
か
増
築
・
建
立
さ
れ
、
ま
た
関
東
や
関
西
方
面
に
は
人
材
養
成
の
た
め
の
植
林
が
増
設
さ
れ
、
ボ
義
も
磯

ん
と
な
っ
て
行
っ
た
。
又
一
方
で
は
寛
永
及
び
万
治
寛
文
年
間
の
不
受
不
施
問
題
が
起
り
、
社
会
的
に
も
大
き
な
反
群
を
呼
ん
で
い
た
時

代
に
、
ほ
ｘ
州
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
教
川
が
庶
民
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
た
め
、
こ
う
し
た
ボ
門
の
棚
帥

や
行
事
が
、
当
時
の
俳
坑
に
何
辱
か
の
形
で
反
映
し
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
当
然
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

芭
無
の
俳
句
で
Ｈ
述
恥
人
に
関
連
し
た
も
の
と
云
え
ば
、
す
ぐ
に
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
の
に
、
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御
命
識
や
油
の
や
う
な
酒
血
升
芭
雌

と
云
う
の
か
あ
る
。
此
の
句
は
あ
ま
り
に
も
称
名
で
あ
る
が
、
「
御
命
識
」
（
又
は
御
影
識
）
と
云
う
の
は
、
即
ち
「
御
会
式
」
の
こ
と

で
あ
り
、
Ⅲ
府
十
Ⅱ
十
三
日
に
池
上
で
宗
祖
か
入
滅
せ
ら
れ
た
御
聖
日
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
古
来
、
歳
時
記
の
中
で
は
、
ま
た
「
Ｈ
雌

⑪

瞳
」
と
も
称
し
、
十
月
の
季
語
中
で
は
股
も
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
典
一
つ
で
あ
る
。
高
浜
虚
子
編
の
「
季
寄
せ
」
に
よ
れ
ば
、
御

命
識
の
頂
が
次
の
如
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

十
月
十
三
日
は
日
蓮
の
寂
滅
し
た
日
で
あ
る
。
東
京
池
上
本
門
寺
は
そ
の
終
焉
の
地
で
、
御
命
講
の
最
も
磯
ん
な
地
で
あ
る
。
〔
萬

灯
〕
と
称
へ
て
造
花
で
飾
り
立
て
た
行
灯
を
押
し
立
て
、
剛
尉
太
鼓
を
叩
き
、
妙
号
を
唱
へ
て
行
く
信
者
が
絡
択
と
し
て
続
く
。
地

方
で
は
一
月
お
く
れ
や
陰
暦
の
ま
腿
行
は
れ
て
い
る
所
も
あ
る
。

愛
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
芭
雌
の
頃
す
で
に
「
御
命
識
」
と
云
う
言
葉
が
、
俳
句
の
上
で
「
季
語
」
と
し
て
一
般
に
縄
め
ら
れ
て
い
た

と
云
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
当
時
の
民
間
に
於
て
、
御
命
識
と
云
う
行
事
が
、
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
物
誘
る
も
の
て

あ
っ
て
、
脈
民
の
文
学
と
云
わ
れ
る
俳
諸
の
中
に
、
氷
祖
入
滅
の
聖
日
や
そ
の
行
事
か
、
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
脈
災
の
た

め
の
家
教
と
云
わ
れ
る
型
人
の
宗
旨
か
ら
み
て
、
む
し
ろ
当
然
な
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
又
一
つ
に
は
、
当
時
の
間
蓮
救

剛
が
積
極
的
な
布
教
を
行
い
、
庶
民
の
間
で
相
当
に
強
い
関
心
を
も
た
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
推
論
さ
れ
る
写
と
云
う
の
は
俳
句
は

「
季
語
」
と
五
七
五
の
「
定
型
詩
」
と
云
う
二
つ
の
頭
要
な
特
長
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
中
の
季
語
に
つ
い
て
は
、
特
に
「
行

事
」
に
関
す
る
季
語
は
そ
れ
相
当
の
一
般
性
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
一
部
の
地
方
で
極

く
わ
ず
か
な
人
々
し
か
知
ら
な
い
よ
う
な
行
事
で
あ
っ
て
は
、
季
語
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
難
い
こ
と
て
あ
る
Ｕ
此
の
点
か
ら
み
て
も

御
命
識
の
行
事
は
、
当
時
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
持
に
庶
民
の
間
で
磯
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
そ
の
噸
の
人
々
に
よ
っ

（ 5 ）



側
は
、
．

法
蕪
経
と
の
ミ
山
彦
も
烏
の
背
も

完
米

と
云
う
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
句
碑
の
三
間
に
ぞ
れ
八
、
一
句
ず
つ
三
人
の
句
が
ぼ
ら
れ
て
お
り
、
襲
而
に
は
、

て
詠
ま
れ
た
句
の
上
か
ら
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
右
に
挙
げ
た
芭
蕪
の
「
御
命
誰
」
の
句
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
句
が
般
初
に
入
集
し
た
の
は
、
元
禄
九
年
に
門
人
史
邦
の

編
集
し
た
『
芭
蝋
庵
小
文
庫
』
で
あ
っ
て
、
此
の
句
が
作
ら
れ
る
に
蕊
っ
た
経
紳
に
つ
い
て
は
、
芭
雌
の
残
後
に
、
同
じ
く
門
人
の
森
川

許
六
が
志
多
野
城
と
手
紙
で
俳
論
を
斗
わ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
手
紙
の
一
節
に
、

芭
蕪
翁
の
雑
談
の
折
に
、
日
蓮
の
御
沓
に
「
新
麦
一
斗
、
筍
三
本
、
油
の
や
う
な
酒
五
升
一
附
無
妙
法
蓮
華
経
と
回
向
い
た
し
候
」

と
い
う
の
が
あ
る
と
誌
さ
れ
た
の
で
、
自
分
は
、
さ
・
り
ば
「
御
命
誰
」
の
句
は
そ
れ
か
ら
取
ら
れ
た
の
か
、
…
…
（
風
俗
文
選
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
判
る
如
く
、
芭
蕪
が
宗
祖
の
書
い
た
御
蕎
に
、
よ
く
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
然
し
、
此
の
『
風
俗

文
選
』
に
絞
っ
て
い
る
「
日
蓮
の
御
書
」
と
称
す
る
一
文
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
全
く
同
一
の
文
単
を
も
っ
た
御
諜
が
な
く
、
現
行
の

『
昭
和
定
本
・
日
通
聖
人
御
諜
全
集
』
の
中
に
も
見
当
ら
な
い
。
｝
．
）
れ
は
恐
ら
く
そ
の
当
時
、
こ
の
一
文
、
或
い
は
こ
れ
に
類
す
る
一
文

⑫

が
「
日
蓮
の
御
諜
」
と
し
て
存
在
し
珍
覗
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
え
る
。
現
在
、
身
延
山
花
之
坊
の
入
口
附
近
に
、
此

の
句
碑
が
姓
て
ら
れ
て
あ
る
が
、
す
っ
か
り
古
び
て
文
字
も
は
っ
き
り
読
み
と
れ
な
い
位
い
で
あ
る
。
そ
の
正
面
は
に
御
命
諦
の
句
が
き

ざ
ま
れ
、
右
側
に
は
、

此
山

と
き
ざ
ま
れ
て
あ
る
。

の
志
げ
り
や
妙
の
一
宇
よ
り

勢
太

い
叩
価
一
Ｐ
印
へ
や

ら
ん
と
つ

蓼
太
と
云
う
の
は
蕪
門
服
部
嵐
雪
の
門
下
で
、
姓
は
大
鳥
、
雲
中
庵
三
趾
を
継
い
だ
人
で
あ
る
。
ま
た
句
碑
の
左

（6）



と
伽
立
の
年
時
か
示
さ
れ
て
あ
る
。
従
っ
て
身
延
山
の
此
の
句
碑
は
離
翁
捜
後
、
琴
八
室
年
た
つ
．
て
か
ら
池
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

■

此
の
句
岬
は
、
謬
太
の
句
か
ら
俳
号
を
と
っ
た
地
元
の
俳
人
た
る
一
宇
庵
悔
も
皿
が
鍵
立
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
尚
、
疎
翁
が

身
延
へ
参
詣
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
こ
れ
を
証
す
る
資
料
が
一
つ
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
俳
識
研
究
家
の
間

で
も
、
恐
ら
く
此
の
句
は
池
上
の
御
命
講
に
因
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
翁
は
こ
の
句
の
ほ
か
に
も
、

ｑ

墹
鶏
頭
切
り
つ
く
し
た
る
御
命
識
芭
砿

と
云
う
句
を
遺
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
禄
五
年
の
「
忘
れ
枕
」
に
収
秘
ら
れ
て
い
ぁ
も
の
で
あ
り
、
前
の
句
と
比
鮫
し
て
み
た
と
き
、

「
酒
弧
升
』
の
句
か
「
日
通
の
御
諜
」
を
よ
り
所
と
し
て
作
ら
れ
た
の
に
対
し
、
「
対
鶏
頭
」
の
句
は
、
Ⅲ
暦
十
〃
の
庭
に
残
り
咲
く
単

花
を
切
り
尽
し
て
、
御
命
識
の
供
華
と
し
た
と
云
う
、
状
紫
拙
写
に
よ
っ
て
一
句
が
描
成
さ
れ
て
い
る
。
一
読
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
む
し

ろ
前
省
よ
り
も
後
者
の
方
が
、
芭
熊
の
句
の
特
徴
と
云
わ
れ
て
い
る
「
さ
び
」
の
き
い
た
句
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

芭
雌
の
唖
か
、
Ｄ
現
在
に
至
る
ま
で
、
家
柵
に
関
係
し
た
季
語
と
し
て
、
俳
句
界
に
公
偲
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
此
の
「
御
命
榊
」
か
唯

一
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
述
し
て
、
後
に
「
蔑
灯
」
が
季
語
と
し
て
認
め
ら
れ
、
班
に
「
御
命
識
」
の
別
称
と
し
て
「
日
蓮
忌
」

及
び
「
お
会
式
」
が
季
語
と
し
て
登
場
し
て
来
て
い
る
。
或
い
は
又
「
万
灯
」
と
の
関
逃
に
於
て
、
「
御
命
識
花
』
と
云
う
季
語
も
使
川

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
此
の
御
命
誰
花
と
云
う
の
は
、
鯆
僧
の
檀
家
か
ら
、
細
く
削
っ
た
竹
に
小
さ
い
白
や
紅
の
造
花
を
つ
け
た
も

の
を
奉
納
し
、
参
拝
者
が
一
本
宛
撚
っ
て
来
て
、
仏
峨
に
押
す
習
仙
と
な
っ
て
い
る
。

天
保
垂
年
辛
卯
仲
夏
雄
之

三

（ 7 ）



十
一
月
：
：
・
御
取
越
。
十
夜
。
冬
安
居
。
親
鷲
瞳

十
二
Ⅱ
…
．
：
臘
八
会
。
人
帥
拙
。
札
納
。
除
夜
の
飾
・

こ
れ
ら
が
大
体
代
表
的
な
季
語
と
云
え
る
。
別
称
等
附
随
季
語
を
入
れ
る
と
、
そ
の
数
は
も
っ
と
増
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
に
掲
げ
た

の
が
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
Ｌ
主
た
る
季
語
で
あ
り
、
日
蓮
宗
関
係
と
し
て
は
、
前
記
の
御
命
講
が
直
接
関
係
を
も
っ
た
唯
一
の
季

語
と
云
え
る
。
「
寒
垢
離
」
と
云
う
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
寒
中
の
水
行
を
指
し
、
必
ず
し
も
本
宗
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
次
に
、
御
命
講
に
関
す
る
句
に
つ
い
て
、
芭
熊
以
外
の
俳
人
に
つ
き
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
拾
っ
て
行
っ
て
み
よ
う
。
元
禄

⑬

時
代
は
主
と
し
て
熊
門
の
勢
力
が
俳
域
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
森
川
許
六
も
そ
の
門
人
で
芭
翁
晩
年
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
彼

沁
来
、
俳
句
の
中
に
は
仏
教
に
関
連
し
た
季
語
か
相
当
数
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

正
月
…
…
初
詣
。
初
法
話
。
寒
修
行
。
初
錐
師
。

二
月
・
・
・
…
追
僻
。
初
午
。
浬
梁
会
。

三
月
…
・
・
御
水
取
。
彼
岸
。
開
扉
。

四
月
…
：
．
潅
仏
会
。
十
三
詣
。
御
影
供
。
法
然
忌
。
壬
生
念
仏
。
御
身
拭
。

三
月
…
・
・
御
水
取
。
彼
竺

四
月
…
：
．
潅
仏
会
。
十
一

五
月
…
…
安
居
。
夏
諜
。

七
月
…
…
御
来
迎
。
間
砕

八
月
・
…
：
遊
蘭
盆
（
旧
岼

九
月
…
秋
彼
岸
。
遊
春

十
月
・
…
・
・
御
命
講
。
達
嘩

間

魔

達

磨
術
。

（
旧
勝
）
・

遊
行
忌
。

息
。

施
餓
鬼
。
解
夏
。
六
奇
念
仏
。
地
蔵
盆
。

そ
の
主
た
る
も
を
の
挙
げ
て
み
る
と
、

（8）



こ
う
べ

御
影
誰
や
顔
の
青
き
新
比
丘
尼
許
六

と
云
う
句
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
り
た
て
の
宵
い
蛾
を
ふ
り
た
て
な
が
ら
、
赫
発
地
の
旭
僻
が
忙
し
そ
う
に
抑
命
術
の
準
備
な
ど
し
て
い

る
状
況
が
窺
れ
る
。
許
六
は
元
彦
根
の
藩
士
で
あ
り
、
不
遜
に
し
て
虚
勢
を
強
っ
た
態
度
か
。
Ｄ
、
俳
峨
に
茄
す
る
処
は
極
防
て
稀
れ
で
あ

為
、
と
の
批
判
も
一
部
に
於
て
起
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
彼
も
又
「
日
蓮
の
御
諜
」
に
目
を
通
し
、
宗
棚
に
少
な
か
ら

ず
関
心
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
右
の
二
句
か
ら
し
て
も
肯
け
る
で
あ
ろ
う
。

り
っ
て
い

次
に
、
天
明
時
代
以
降
の
俳
人
に
つ
い
て
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
拾
っ
て
み
る
と
、
事
和
元
年
版
の
『
瀧
亭
句
染
』
冬
の
部
に
、

御
形
識
や
さ
凡
は
り
な
し
の
松
が
崎
葎
亭

と
云
う
の
が
あ
る
。
此
の
句
の
ハ
さ
典
Ｖ
と
は
、
恐
ら
く
は
酒
の
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
芭
焦
の
「
油
の
よ
う
な
酒
」
の
句
を
、
ふ

ば
ｒ
ん
し
民
ら
ざ
ん

ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。
作
者
の
葎
亭
と
云
う
の
は
、
熊
門
早
野
巴
人
の
門
下
で
、
三
宅
峨
山
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

蕪
翁
の
句
が
念
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
雌
く
な
い
。
八
は
り
な
し
Ｖ
の
八
ば
り
Ｖ
は
、
柵
え
設
け
る
と
云
う
意
味
を
持
っ

て
い
る
の
で
、
酒
の
準
備
の
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
松
が
崎
と
云
う
の
は
、
当
時
洛
北
に
於

⑭

て
栄
え
た
松
が
崎
植
林
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
え
る
、
佐
渡
に
も
松
が
崎
が
あ
る
が
、
句
の
感
じ
か
ら
洛
北
を
指
し
て
い
る
よ

糖
心
の
多
き
大
工
や
御
影
識
許
六

と
云
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
信
心
深
い
大
工
職
人
が
一
心
に
刀
灯
で
も
造
っ
て
い
る
状
紫
を
、
述
べ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

或
い
は
寺
普
諦
を
し
て
い
る
大
工
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
前
者
の
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
も
う
一
旬
許

六
の
作
に
、

の
作
に
、
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剥
訓

と
云
う
の
が
あ
る
か
、

子る と
のがは

、 、

う
で
あ
り
、
械
林
で
は
平
素
禁
酒
の
制
が
施
か
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
「
さ
鳥
は
り
な
し
」
即
ち
校
林
の
御
命
諦
に
は
、
酒
の
用
意
が

し
て
な
い
こ
と
の
意
と
解
し
得
よ
う
。
ま
た
古
語
で
ハ
さ
さ
は
り
Ｖ
と
云
う
語
は
、
ハ
さ
Ｖ
は
接
頭
語
で
あ
り
、
八
さ
は
り
Ｖ
は
妨
げ
、

故
障
、
の
意
を
表
す
言
莱
と
さ
れ
て
を
り
、
支
障
な
く
無
事
に
御
命
誰
の
済
ん
だ
と
云
う
こ
と
を
掛
け
合
せ
た
「
懸
詞
」
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
就
い
て
は
、
同
じ
瀧
亭
の
句
に
、

か
た
ま
り
し
善
哉
餅
や
御
影
識
瀧
亭

凸
呑
式
一

と
云
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
比
較
し
て
み
た
と
き
、
酒
の
代
り
に
善
哉
餅
を
用
い
た
御
影
誹
と
云
う
こ
と
に
も
な
る
。
「
善
哉
餅
」
は

「
じ
ざ
い
も
ち
」
と
も
「
し
る
こ
餅
」
と
も
い
い
、
関
西
方
面
で
は
専
ら
善
哉
餅
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
寛
永
十
五
年
西
武
撰
の

た
か
つ
く
鰹

⑮

『
鷹
筑
波
集
』
に
は
内
海
長
衛
門
久
重
の
「
よ
き
か
な
や
影
も
ぜ
ん
ざ
い
も
ち
月
夜
」
と
云
う
句
が
見
え
、
『
鹿
苑
日
録
』
に
は
慶
長
十

二
年
正
月
四
日
の
項
に
、
善
哉
餅
の
名
が
出
て
い
る
処
か
ら
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は
、
既
に
こ
れ
が
川
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
が
ん

次
に
、
山
口
紫
堂
の
門
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
瀧
口
素
丸
の
句
に
、

下
戸
な
ら
ぬ
餅
も
咲
き
け
り
御
命
誰
素
丸

の
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
門
人
絢
堂
が
寛
政
八
年
に
編
集
し
た
『
素
丸
発
句
染
』
冬
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
餅
も
咲
き
け
り
」

と
は
、
当
時
よ
り
御
命
識
に
は
よ
く
餅
を
描
い
て
供
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
現
在
で
も
御
会
式
に
餅
を
供
え
る
慨
し
が
続
い
て
い

る
が
、
所
に
よ
っ
て
は
、
「
餅
花
」
と
称
し
て
水
の
枝
に
餅
だ
ん
ご
を
飾
り
、
こ
れ
を
供
え
る
風
習
も
あ
る
。
新
し
い
処
で
は
、
筒
浜
虚

の
餅
の
住
や
お
命
識
雌
子

現
在
こ
の
句
の
如
く
、
「
餅
住
」
を
供
え
る
処
も
あ
る
の
で
あ
為
の
尚
、
こ
の
餅
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
一
年
の

（10）



等
の
句
も
見
ら
れ
て
い
る
。

⑯

次
に
天
明
俳
輔
の
名
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
与
謝
蕪
村
に
つ
い
て
み
る
と
、
御
命
誰
に
関
す
る
句
に
は
次
の
一
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。

、
御
Ｉ
影
誰
の
蓮
や
こ
が
ね
の
作
り
花
蕪
村

§
わ
し

『
俳
譜
猿
灘
師
』
（
純
文
樅
）
の
中
に
、

お
命
誰
に
上
戸
も
餅
の
一
座
哉
汝
江

と
云
う
の
が
見
え
て
お
り
、
御
会
式
に
柴
っ
た
一
同
僧
俗
に
、
餅
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
戸
も
下
戸
も
御
会
式
の
餅
を
、

或
い
は
関
山
な
ど
で
は
諜
哉
じ
る
こ
と
し
て
、
食
べ
会
う
会
式
の
つ
ど
い
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
素
丸
発
句
集
に
は
、

冬
枯
の
世
を
花
に
す
る
会
式
哉
素
丸

か
れ
て
行
く
人
目
を
紅
に
会
式
口
同

と
の
・
一
句
が
あ
る
。
何
れ
も
お
会
式
の
「
謝
灯
」
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
え
る
。
特
に
雌
初
の
一
句
は
菊
鶏
頭
そ
の
他
の
草
花
が
枯
れ

尽
し
た
初
冬
の
世
に
、
紙
の
造
花
を
紅
に
染
め
て
飾
り
た
て
た
万
灯
を
か
ざ
し
て
、
会
式
の
行
事
を
お
こ
な
う
様
子
が
、
た
く
み
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。
此
等
の
俳
句
か
ら
受
け
る
感
じ
は
、
当
時
の
お
命
講
が
相
当
な
賑
い
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
盛
ん
と
な
っ
て
お
り
、
宗

棚
滅
後
す
で
に
五
百
余
年
を
経
て
お
る
処
か
ら
、
御
会
式
が
「
お
祭
」
化
し
て
来
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尚
、
欝
灯

に
つ
い
て
は
、
順
子
の
『
新
歳
時
記
』
に
、

萬瑠

灯端

の
の

紙
花

の
さ
く
ら

真

白

に

浮や

みお

け命

識り

雨蓬

径文
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こ
の
句
に
は
、
「
伝
灯
の
光
を
か
典
げ
て
、
古
里
虹
が
三
十
三
回
の
遠
忌
を
と
ぶ
ら
ふ
に
申
つ
か
は
す
。
」
と
云
う
前
書
が
付
け
ら
れ
て

い
る
。
此
の
句
は
天
明
二
年
の
作
で
あ
る
が
、
前
書
と
の
関
係
か
ら
云
っ
て
脳
呈
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
蕪
村
に
つ
い
て
は
詳
し
く

論
ず
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
芭
蕪
と
比
較
す
る
と
、
極
め
て
対
象
的
な
作
風
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
芭
蕪
は
水
晶
の
世
界
、

即
ち
静
的
で
あ
り
、
蕪
村
は
色
彩
の
世
界
、
即
ち
動
的
で
あ
る
。
枯
淡
と
き
ら
び
や
か
、
と
云
う
風
な
特
長
が
あ
っ
た
と
云
え
る
。
此
の

句
に
も
そ
う
し
た
蕪
村
の
作
風
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
よ
う
。
御
影
識
花
に
「
こ
が
れ
の
造
花
」
と
し
て
蓮
を
こ
し
ら
え
た
と
云

う
あ
た
り
、
一
つ
に
は
回
忌
の
た
め
の
追
悼
句
と
し
て
の
愈
味
も
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
一
秘
の
き
ら
び
や
か
さ
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

又
、
此
の
時
代
の
有
名
な
俳
人
、
一
茶
は
、
浄
土
念
仏
関
係
の
句
が
多
く
、
宗
祖
に
関
す
る
句
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
て
い
な
い
。

天
明
俳
班
に
於
て
、
無
村
と
共
に
名
家
と
し
て
並
び
称
せ
ら
れ
る
の
が
炭
太
緬
で
あ
る
。
彼
は
主
と
し
て
人
事
句
に
す
ぐ
れ
て
そ
の
才

を
発
揮
し
て
い
る
。
彼
の
没
後
、
門
弟
ら
に
よ
っ
て
『
太
祇
句
選
』
が
編
架
さ
れ
、
明
和
九
年
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、

御
命
識
の
華
の
あ
る
じ
ゃ
女
形
太
祇

と
云
う
一
句
が
あ
る
。
「
女
形
」
と
は
芝
居
役
者
の
女
役
を
云
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
噸
は
脈
災
の
嬢
楽
と
し
て
芝
居
・
浄
墹
璃
等
が
磯

ん
と
な
っ
て
来
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
衆
華
な
刀
灯
の
主
が
花
形
の
女
役
者
で
あ
っ
た
と
云
う
あ
た
り
に
、
此
の
句
を
辿
し
て
、
御

命
誰
即
ち
日
蓮
聖
人
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
庶
民
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
行
っ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
か
出
来
る
の
で
あ
る
。
大
工
職
人

か
ら
酒
好
き
の
町
人
、
替
競
好
み
の
関
西
人
、
更
に
は
芝
居
の
役
者
、
等
あ
ら
ゆ
る
階
肘
に
わ
た
っ
て
、
素
朴
な
が
ら
心
の
こ
も
っ
た
御

命
誰
の
行
蛎
が
、
次
第
に
宗
祖
を
慕
う
気
持
の
商
ま
り
と
相
い
ま
っ
て
、
会
式
行
事
が
や
が
て
磯
大
な
祭
り
の
よ
う
な
賑
や
か
さ
を
加

え
、
江
戸
時
代
の
庶
民
に
と
っ
て
、
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
年
中
の
主
要
行
事
と
化
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
又

此
の
太
祇
の
句
と
句
柄
の
上
で
通
ず
る
も
の
に
、
先
き
に
出
た
『
素
丸
発
句
集
』
中
に
、

（ 12）



か
け
い

次
に
、
同
じ
く
御
命
誰
を
扱
っ
た
句
で
も
、
少
々
形
を
変
え
た
句
を
拾
っ
て
み
る
と
、
元
録
六
年
に
山
本
荷
今
に
よ
っ
て
撰
出
さ
れ
た

め
ら
の
こ
う
Ｌ
ゆ
う

『
峨
野
後
集
』
第
六
、
釈
教
の
部
に
、
ハ
日
蓮
忌
Ｖ
と
云
う
前
書
が
あ
っ
て
、

あ
ら
さ
む
・
の
仏
さ
ま
か
な
十
三
日

傘
下

と
云
う
句
が
あ
る
。
当
時
は
勿
論
旧
脾
で
あ
っ
た
か
ら
、
寒
さ
が
身
に
泌
む
頃
で
あ
り
、
滑
稀
味
を
充
分
に
持
た
せ
た
作
と
し
て
而
白
い
。

上
人
の
卯
に
箔
お
け
御
命
識
史
邦

こ
れ
は
前
出
の
一
一
“
芭
焦
庵
小
文
暉
』
編
者
史
邦
の
作
で
あ
る
が
、
此
の
句
も
又
滑
稽
味
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
恐
ら
く
は
上
人

像
の
顔
の
一
部
に
金
諭
が
は
げ
て
い
る
処
が
現
れ
、
た
ま
ノ
１
、
作
者
が
参
列
し
た
御
命
識
で
、
そ
れ
が
眼
に
止
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
へ
．

あ
り
そ
う
み

元
献
八
年
、
浪
化
上
人
撰
の
『
布
磯
海
』
に
、
「
小
倉
山
常
寂
寺
に
て
」
と
云
う
前
書
が
あ
っ
て
、

御
命
識
や
あ
‐
と
の
月
に
は
月
の
友
荒
椎

と
云
う
の
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
前
耕
に
あ
る
通
り
、
現
在
戒
都
市
右
廉
区
嶬
峨
小
倉
山
町
に
あ
る
常
寂
光
寺
で
の
作
で
あ
り
、
「
小
倉

山
」
と
云
う
凡
の
名
所
と
し
て
の
名
に
合
せ
て
、
御
命
誰
に
染
っ
た
信
徒
ら
が
、
そ
の
後
、
月
の
宴
を
張
っ
て
語
り
合
っ
て
い
る
団
索
を

。

Ｏ

詠
っ
た
も
の
と
思
え
る
。
又
一
つ
に
は
日
蓮
忌
の
後
は
月
見
の
宴
を
催
す
と
云
う
、
趣
向
が
こ
ら
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

か
く
し
て
江
戸
時
代
に
於
け
る
俳
埴
の
内
か
ら
、
主
た
る
も
の
を
挙
げ
、
御
命
誰
に
関
連
し
た
句
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
明
治

⑬

以
後
の
俳
坑
に
就
い
て
側
を
向
け
て
み
る
と
、
正
岡
子
規
が
中
心
人
物
と
し
て
大
き
え
浮
び
上
っ
て
来
る
。
彼
は
近
代
俳
句
の
父
と
茨
っ

、
い
、
り
○

襟
元
に
湖

の
ぬ
け
ぬ
会
．
式
哉
素
丸
・

と
云
う
の
が
あ
る
。
太
祇
の
句
に
あ
為
「
女
形
」
を
じ
か
に
表
現
し
た
よ
う
な
感
じ
の
す
る
句
と
し
て
み
た
と
き
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
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の
と
思
わ
れ
る
。

⑲

次
に
、
子
規
の
門
で
そ
の
道
を
継
承
し
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
を
主
宰
し
た
商
浜
雌
子
の
編
に
よ
る
『
季
寄
せ
』
に
は
、
前
出
し
た
悩
雌
の

「
油
の
や
う
な
酒
五
升
」
の
句
の
外
に
、

十
ば
か
り
柿
も
樹
に
お
く
会
式
か
な
蒼
糺

お
命
誰
か
＄
は
り
な
し
や
余
所
の
寺
背
畝

万
灯
の
中
を
万
灯
ゆ
き
に
け
リ
白
草
居

の
三
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
鋪
一
句
と
第
二
句
は
地
方
に
於
け
る
寺
院
の
お
会
式
を
詠
い
、
第
三
句
は
池
上
の
如
く
大
寺
に
打
ち
奇
せ

て
も
よ
い
存
在
で
あ
り
、
江
戸
時
代
末
期
の
「
月
並
」
や
「
陳
腐
」
に
堕
し
た
俳
句
を
、
正
道
に
導
き
、
俳
譜
の
復
興
に
つ
と
め
、
文
学

と
し
て
の
地
位
を
与
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
功
績
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
明
治
廿
八
年
の
『
寒
山
落
木
』
巻
四
に
は
、

日
の
人
や
法
師
居
並
ぶ
御
命
誰
子
規

佐
渡
へ
行
く
舟
呼
び
も
ど
せ
御
命
拙
司

の
二
句
が
職
っ
て
い
る
。
第
一
句
の
「
Ｈ
の
人
」
と
は
、
Ｈ
池
蝿
人
或
い
は
そ
の
教
団
を
指
し
て
を
り
、
第
二
句
目
の
「
佐
波
へ
行
く
舟

呼
び
も
ど
せ
」
は
、
日
蓮
梨
人
の
佐
渡
流
罪
を
ふ
ま
え
て
の
句
と
思
え
る
。
「
Ｈ
の
人
」
或
い
は
「
呼
び
も
ど
せ
』
と
云
う
表
現
の
中
に

は
、
宗
組
に
対
す
る
子
規
の
深
い
関
心
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
此
の
点
に
つ
い
て
は
、
又
後
に
詳
述
す
る
が
、
雅
棚
の
伝

記
・
宗
義
に
も
少
な
か
ら
ず
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
句
、

御
命
講
の
花
か
つ
ぎ
行
く
夕
日
没
子
規

と
云
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
治
三
十
一
年
の
作
で
、
恐
ら
く
は
本
門
寺
辺
の
万
灯
が
、
夕
日
に
映
え
つ
つ
行
く
状
紫
を
と
ら
え
た
も
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兜
々
し
さ
、
何
物
を
も
恐
れ
ぬ
丈
夫
さ
、
が
感
じ
、
い
れ
る
。
こ
れ
は
「
日
述
今
生
に
は
貧
窮
下
賎
の
者
と
生
れ
、
航
陀
雑
（
漁
者
）
が
家

⑳

よ
り
出
た
り
。
」
と
述
べ
て
、
漁
夫
の
子
と
し
て
生
れ
た
こ
と
を
少
し
も
意
に
介
せ
ず
、
む
し
ろ
誇
り
に
さ
え
思
っ
て
お
ら
れ
た
宗
祖

が
、
法
華
経
の
た
め
敢
然
と
し
て
如
何
な
る
迫
害
に
も
折
れ
ず
、
勇
壮
に
立
ち
向
っ
て
行
か
れ
た
そ
の
勇
姿
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
又

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
の
正
岡
子
規
に
「
日
通
読
」
と
云
う
前
響
の
も
と
、

る
方
灯
の
波
を
句
に
し
た
も
の
と
思
え
る
。
ま
た
次
に
、
商
木
箭
棚
細
の
『
新
修
歳
馴
記
』
に
峰
次
の
弧
句
が
戦
せ
ら
れ
て
い
為
。

弱
き
心
法
披
励
ま
す
御
命
．
．
識
岫
雲

法
力
に
秋
ｆ
顔
や
太
鼓
衆
極
浦

ぉ
命
識
や
立
ち
届
っ
拝
む
二
法
師
鬼
城

佐
渡
ヶ
烏
の
貧
乏
村
や
日
遮
忌
鼓
竹

鯨
突
く
漁
夫
も
参
り
ぬ
御
命
識
碧
明

此
の
中
、
一
句
と
二
句
は
共
に
万
灯
の
行
列
に
つ
く
会
式
太
鼓
を
指
し
て
を
リ
、
さ
な
が
ら
弱
き
心
を
励
ま
し
、
法
力
を
盛
り
上
げ
る
が

如
く
に
響
く
法
鼓
で
、
無
信
心
の
者
が
見
聞
し
て
も
、
勇
壮
淵
達
な
気
持
を
湧
か
せ
る
だ
け
の
力
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ら
う
。
こ
れ
ら
の

句
に
な
る
と
、
峨
早
や
「
御
命
識
」
と
云
う
言
梁
の
持
つ
感
じ
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
御
会
式
」
或
い
は
「
万
灯
行
列
」
と
云
う
言
葉
の
方

が
、
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
、
訓
は
ば
祭
り
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
近
代
庶
民
の
間
に
惨
透
し
て
行
っ
た
よ
う
に
思
え
て
来
る
の
で
あ

る
。
四
句
目
は
、
宗
祖
在
烏
三
年
に
及
ぶ
佐
渡
ヶ
烏
に
於
け
る
日
述
忌
で
あ
る
が
、
孤
島
の
黄
乏
村
に
於
て
さ
え
も
、
尚
か
つ
流
罪
の
身

と
し
て
渡
っ
た
土
地
で
、
御
命
講
が
た
と
え
さ
典
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
営
ま
れ
て
い
る
と
云
う
処
に
、
此
の
句
を
通
し
て
聖

人
の
偉
大
さ
を
味
う
こ
と
か
出
来
る
。
雌
後
の
五
句
目
は
、
漁
村
に
於
け
る
御
会
式
風
紫
で
あ
る
が
、
「
鯨
突
く
」
と
云
う
言
葉
か
ら
は
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鰊
つ
く
漁
夫
と
も
な
ら
で
坊
主
殻
子
蜆

と
云
う
句
が
あ
る
。
明
治
川
五
年
の
作
で
あ
る
が
、
漁
夫
の
家
か
ら
出
て
沙
門
と
な
り
、
世
を
救
い
剛
を
助
け
よ
う
と
献
身
さ
れ
た
処

に
、
深
い
感
銘
を
持
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
句
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
「
漁
夫
』
と
「
坊
主
」
の
二
語
を
対
応
さ
せ
て
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
ま
と

め
て
あ
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、
前
書
の
「
Ｈ
蓮
識
」
と
云
う
点
か
ら
み
た
と
き
、
そ
う
し
た
表
現
上
の
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
内
容

を
取
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

み
旗
し
ぐ
り

其
角
撰
に
よ
る
一
『
虚
栗
』
に
は
、

先
ず
寛
永
十
五
年
の
一
『
聡
筑
波
』
に
、
「
妙
満
寺
成
就
院
に
て
」
と
云
う
前
書
が
あ
り
、

み

日
蓮
の
御
光
か
月
も
十
三
夜
西
武

と
云
う
の
が
見
ら
れ
る
。
何
れ
の
地
に
樅
る
妙
澗
寺
を
指
し
て
い
る
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、
聖
人
の
御
威
光
を
、
暗
夜
の
照
寸
十
三
夜
の

月
明
に
蝶
え
て
い
る
も
の
と
、
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
「
如
日
月
光
明
」
の
型
徳
を
表
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
天
和
三
年
の

日
蓮
よ
梢
に
蝉
の
鴫
く
時
は
其
角

と
云
う
句
が
減
っ
て
い
る
。
此
の
句
に
は
．
品
の
宿
坊
に
て
」
と
云
う
前
譜
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
一
品
と
云
う
の
は
人
名
で
あ

り
、
恐
ら
く
は
其
角
の
門
人
あ
た
り
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
思
え
る
。
又
そ
の
宿
坊
に
つ
い
て
、
何
れ
の
地
を
指
し
て
い
る
か
は
判
然

っ
て
見
よ
う
。

御
命
識
に
関
す
る
句
を
中
心
と
し
て
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
御
命
識
以
外
の
句
で
日
蓮
聖
人
に
関
す
る
代
表
的
な
作
品
を
拾

四
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享
保
年
間
越
人
に
よ
っ
て
撰
せ
ら
れ
た
『
庭
迩
集
』
に
よ
る
と
、
「
日
遮
上
人
念
仏
無
間
諦
宗
無
得
道
と
の
建
立
。
首
を
切
”
テ
ソ
太
刀

折
し
梅
桑
降
犀
星
謬
」
と
の
前
書
が
あ
っ
て
、

梅
に
降
る
星
や
袈
裟
掛
け
松
の
徳
水
尺

Ｏ

と
し
て
い
な
い
が
、
句
の
中
の
蝉
は
法
師
蝉
と
解
し
て
み
た
と
き
、
興
味
深
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
為
で
あ
ろ
う
。
「
Ｈ
蓮
よ
」
と
云
う

語
法
の
面
か
ら
も
、
聖
人
に
対
し
て
身
近
か
な
も
の
を
、
作
者
自
身
が
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
荷
今
の
『
砿
野
集
』

巻
八
に
は
、
「
鎌
倉
の
安
田
諭
寺
に
て
」
と
云
う
前
番
が
あ
っ
て
、

た
う
と
さ
の
涙
や
直
に
水
る
ら
ん
越
人

と
の
句
が
見
ら
れ
る
。
元
禄
二
年
に
鋪
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
立
正
安
国
」
を
強
調
さ
れ
た
聖
人
を
し
の
ん
で
の
作
で
あ
る
。
此
の

句
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
「
鳥
と
虫
は
鳴
け
ど
も
な
み
だ
を
ち
ず
、
日
通
は
な
か
ね
ど
も
な
み
だ
ひ
ま
な
し
。
此
の
な
み
だ
世
間
の

⑳

事
に
は
非
ず
。
但
だ
偏
に
法
華
経
の
故
也
。
」
と
云
わ
れ
た
棚
文
で
あ
る
。
丁
五
の
「
氷
る
ら
ん
」
に
は
、
世
俗
の
涙
と
巡
っ
た
ハ
厳
し

さ
Ｖ
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
『
芭
蕉
庵
小
文
陣
』
に
は
、
「
真
間
寺
楓
‐
一
と
云
う
前
諜

か
と
思
う
。

日
蓮
の
．
野
に
も
み
へ
ず
若
槻
史
邦

と
云
う
の
が
あ
る
。
真
間
と
は
千
葉
県
市
川
の
弘
法
寺
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
鵬
え
る
。
初
夏
の
寺
苑
に
み
ず
ノ
、
し
い

若
楓
が
も
え
い
で
て
居
り
、
聖
人
も
こ
う
し
た
風
殻
を
目
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
砿
に
残
っ
て
い
な
い
の
は
不
思
議
だ
と
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
計
に
も
み
へ
ず
」
と
云
う
あ
た
り
、
作
者
史
邦
は
芭
蕉
と
同
様
に
聖
人
の
御
書
を
相
当
広
く
見
て
い
た
の
で
は
な
い

が
あ
っ
て
、
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’
な
づ
ま
や
二
打
三
打
鋺
沢
蕪
村

こ
れ
は
明
和
七
年
八
月
の
作
で
、
鎌
倉
で
「
稲
妻
」
と
云
う
題
の
も
と
で
作
ら
れ
た
中
の
一
つ
で
あ
る
。
二
打
三
打
は
又
別
の
書
に
よ
る

と
「
二
折
三
折
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
あ
り
、
共
に
聖
人
が
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の
太
刀
取
の
太
刀
が
、
普
門
品
所

説
の
如
く
「
刀
尋
段
々
壊
」
と
な
っ
た
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
巧
み
な
も
の
と
云
え
る
。
尚
、
「
劔
沢
」
に
つ
い
て
、
相
模

圃
足
柄
郡
に
そ
の
地
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
鎌
倉
か
ら
離
れ
過
ぎ
て
し
ま
い
、
迩
口
法
難
と
も
雌
関
係
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
恐
ら
く

は
竜
口
を
指
し
た
縁
語
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
え
る
。

次
に
、
安
永
六
年
版
の
『
蓼
太
句
集
〆
一
に
よ
れ
ば
「
身
延
七
面
山
に
て
」
と
云
う
前
書
の
も
と
、

梢
の
火
や
祖
師
の
胡
座
も
服
の
あ
た
り
蓼
太

の
句
が
見
受
け
ら
れ
る
。
渉
太
に
つ
い
て
は
先
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
身
延
は
も
と
よ
り
七
面
山
へ
も
歩
を
の
ば
し
た
こ
と
が
こ
れ
で
知

れ
る
。
ま
た
七
面
信
仰
か
当
時
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
よ
う
。
や
＄
時
代
が
下
っ
て
寛
政
十
年
版
の
『
哲
阿
弥

句
謀
一
に
は
、
少
々
趣
を
異
に
し
た
句
が
見
ら
れ
る
。

の
〃
、

芭
雌
磑
や
燗
雌
妙
俳
諸
辿
蛾
維
哲
阿
弥

の
一
句
が
あ
る
。
厚
木
妙
純
寺
で
の
作
と
思
え
る
が
、
竜
口
法
難
の
直
後
、
聖
人
は
こ
の
「
星
降
り
」
に
あ
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
時
の

○

○

状
況
は
『
種
々
御
振
群
御
書
』
に
詳
し
い
が
、
明
星
天
子
の
梅
の
枝
に
か
Ｌ
り
た
る
さ
ま
を
、
袈
裟
掛
け
の
松
と
対
照
さ
せ
て
、
一
句
を

榔
成
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
聖
人
の
鮒
を
識
え
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
が
汲
み
と
れ
る
。
聖
人
の
生
涯
に
於
て
竜
口
法
難
は
、
極
め
て

重
大
な
意
義
を
も
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
取
り
扱
っ
た
短
歌
・
俳
句
の
数
は
、
ま
た
相
当
数
に
の
ぼ
る
と
思
え
る
が
、
中
で

も
代
表
的
な
の
に
蕪
村
の
句
か
あ
る
。
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作
者
の
哲
阿
弥
は
又
北
斉
と
も
号
し
、
宗
因
の
俳
風
を
慕
っ
た
人
で
あ
る
ｃ
蕪
翁
が
「
日
蓮
の
御
書
」
に
詳
し
く
、
法
華
の
信
仰
を
も
っ

て
い
た
で
あ
る
り
こ
と
か
．
ｂ
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
の
句
を
考
え
つ
い
た
も
の
と
思
え
る
。
芭
蕪
忌
は
元
禄
七
年
十
月
十
二
日
（
陰

暦
）
で
、
別
に
「
時
剛
忌
」
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
大
阪
で
彼
の
「
奥
の
細
道
」
の
長
途
に
わ
た
る
旅
が
終
っ
た
後
、
五
十
一
才
の
生
涯

を
閉
じ
た
の
で
あ
る
か
、
十
月
十
二
日
の
忌
日
は
、
恰
も
御
命
講
の
逮
夜
に
相
当
し
て
居
り
、
こ
の
よ
う
な
点
に
も
右
の
句
が
生
れ
る
に

領
っ
た
一
囚
か
作
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
作
者
に
は
も
う
一
句
、

川
越
の
御
へ
ら
ず
口
や
后
の
月
哲
阿
弥

と
云
う
、
こ
れ
も
又
面
白
い
作
が
見
ら
れ
る
。
普
通
「
へ
ら
ず
口
」
と
云
う
と
「
に
く
ま
れ
ぐ
ち
」
或
い
は
「
負
け
お
し
み
」
等
の
意
味

を
持
っ
た
語
と
し
て
使
川
さ
れ
て
い
る
が
、
（
他
宗
の
徒
か
ら
す
れ
ば
、
「
日
蓮
の
へ
ら
ず
口
」
と
云
う
よ
う
に
解
し
て
い
る
者
も
、
少

Ｏ

な
く
な
い
で
あ
ら
う
が
）
こ
§
で
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
悪
迩
を
表
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
「
御
へ
ら
ず
口
や
」
と
云
う
点
か
ら

み
て
、
前
句
同
様
に
諸
雛
な
句
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
后
の
月
」
と
は
陰
暦
九
月
十
三
日
の
月
の
こ
と
で
あ
り
、
「
十
三
夜
」

と
も
呼
ば
れ
て
、
こ
の
Ｈ
は
危
口
法
難
会
の
翌
Ｈ
に
相
当
し
て
い
る
。
聖
人
は
「
九
月
十
三
日
の
夜
な
れ
ば
月
大
い
に
は
れ
て
あ
り
し

に
、
夜
中
に
大
庭
に
立
ち
出
で
て
月
に
向
ひ
本
り
て
、
自
我
偶
少
々
よ
み
奉
り
、
諸
宗
の
勝
劣
、
法
華
経
の
文
あ
ら
ｊ
、
１
中
シ
て
、
抑
モ

⑳

今
の
月
天
は
法
華
経
の
御
座
に
列
り
ま
し
ま
す
名
月
天
子
ぞ
か
し
。
云
云
」
と
月
天
子
の
守
護
を
要
請
し
て
い
る
。

次
に
明
論
以
後
近
代
に
入
る
と
、
代
表
的
な
俳
人
に
正
岡
子
規
が
あ
る
が
、
明
治
二
十
九
年
の
『
寒
山
落
木
』
巻
五
に
は
、
「
日
蓮
宗

四
簡
怖
言
」
と
裸
し
て
、

念
仏
皿

が
見
え
る
。
「
念
仏
鉦
舗

仏
は

「
念
仏
無
間
」

海
以
立
言
は
鍍
に
こ
そ
子
規

を
海
鼠
に
た
と
え
、
「
真
言
亡
国
」
を
鯉
に
た
と
え
た
あ
た
り
、
滑
稽
で
あ
る
が
当
を
得
て
い
る
と
も
云
え
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よ
う
。
海
鼠
・
鮫
と
も
に
冬
十
二
月
の
季
題
で
あ
る
。
同
じ
く
明
治
三
十
五
年
の
作
に
、

日
蓮
の
骨
の
辛
さ
や
唐
辛
子
子
規

と
云
う
句
が
あ
る
が
、
諸
宗
を
折
伏
し
、
破
邪
顕
正
を
男
々
し
く
実
践
さ
れ
た
聖
人
の
骨
の
あ
る
と
こ
ろ
を
、
こ
の
よ
う
に
叙
し
た
の
で

あ
ら
う
。
事
実
聖
人
は
幕
府
の
悪
政
に
妥
協
し
よ
う
と
す
る
甘
さ
や
、
異
教
徒
ら
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
迫
害
に
屈
し
よ
う
と
さ
れ
る
弱

さ
は
、
微
塵
も
な
く
、
そ
の
強
力
な
主
強
を
貫
き
通
し
た
面
を
、
ぴ
り
っ
と
し
た
唐
辛
子
の
辛
味
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
も
の
と
み
ら

れ
る
。
聖
人
の
勇
壮
な
一
面
、
比
類
な
き
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
性
格
を
表
し
た
句
と
し
て
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
子
規
の

後
を
つ
い
で
近
代
の
俳
句
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
高
浜
虚
子
で
あ
る
。
彼
は
俳
壇
の
巨
匠
と
称
さ
れ
、
俳
誌
「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
を
通
じ
て
、
客
観
写
生
の
立
場
か
ら
「
花
鳥
識
詠
」
及
び
「
実
相
観
入
」
を
主
張
し
、
純
粋
に
俳
句
本
来
の
立
場
を
守
っ
た
。

日
蓮
の
法
の
花
咲
く
南
瓜
か
な
虚
子

こ
の
句
は
か
っ
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
で
取
上
げ
ら
れ
、
一
会
員
か
ら
「
冊
述
叩
人
の
ハ
法
の
花
Ｖ
な
ら
ハ
の
り
の
は
ち
す
Ｖ
で
、
蓮

の
花
で
あ
る
ぺ
き
ょ
う
に
思
え
る
。
妙
法
蓮
華
経
に
説
い
た
一
乗
の
因
果
を
、
蓮
華
に
弊
え
た
と
聞
い
て
い
る
か
ｌ
」
と
云
う
問
に
対

し
、
俳
諸
研
究
家
の
真
下
喜
太
郎
氏
は
、
南
瓜
の
花
よ
り
蓮
の
花
か
至
当
と
云
う
の
は
、
理
屈
の
上
か
ら
す
れ
ば
尤
も
で
あ
る
か
、
し
か

し
蓮
の
花
と
し
た
ら
、
当
り
前
の
事
を
当
り
前
に
云
っ
て
い
る
の
で
面
白
味
か
な
い
と
評
し
、
災
に
そ
れ
で
は
な
ぜ
南
瓜
の
花
と
し
た
か

と
云
う
理
由
に
つ
い
て
、
南
瓜
の
花
は
元
来
花
と
し
て
は
必
ず
し
も
珍
貴
な
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
何
処
で
あ
っ
て
も
見
る
こ
と
の
で

き
る
一
般
性
を
持
っ
た
も
の
で
、
蓮
華
が
君
子
を
表
す
の
に
対
し
て
こ
れ
は
庶
民
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。
言
わ
ば
聖
人
が
一
生
を

熱
列
な
伝
道
に
努
力
し
た
不
屈
の
精
神
、
剛
毅
、
忍
耐
、
等
に
よ
り
庶
民
に
法
を
弘
め
た
と
こ
ろ
に
、
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
述
べ
て
い
る
。
作
者
虚
子
の
住
ん
で
い
た
鎌
倉
に
は
聖
人
の
霊
跣
も
多
く
、
正
法
に
依
っ
て
国
家
社
会
を
危
賎
か
ら
救
い
、
そ
れ
に
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よ
っ
て
個
人
の
安
心
を
得
せ
し
め
よ
う
と
、
言
う
べ
き
こ
と
を
言
い
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
し
て
霞
幕
府
や
他
宗
の
僧
侶
か
、
い
の
威
圧
に

堪
え
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
南
瓜
の
花
と
云
う
表
現
を
借
り
て
叙
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
虚
子
俳
話
』
の
中
で
、
「
俳
譜
か
ら
生
れ
出
た

俳
句
。
俳
句
は
平
俗
の
詩
で
あ
る
。
俳
句
は
日
常
の
詩
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
更
に
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
愚
夫
愚
耐
に
対
す
る
日
附
の

救
ひ
の
声
で
あ
る
。
（
敢
て
愚
夫
愚
婦
に
限
ら
ず
）
乃
至
日
常
の
存
問
が
即
ち
俳
句
で
あ
る
。
心
感
ず
る
処
、
神
通
ず
る
処
。
そ
こ
に
俳

句
が
あ
る
。
平
俗
の
人
が
平
俗
の
大
衆
に
向
っ
て
の
存
問
が
即
ち
俳
句
で
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。

虚
子
の
所
論
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
花
鳥
調
詠
の
写
生
は
、
結
局
「
実
相
観
入
」
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、
日
常
の
存
問
、
平
俗
の

詩
と
云
わ
れ
る
俳
句
は
、
即
ち
言
い
表
し
て
い
る
こ
と
は
単
純
で
あ
り
、
極
め
て
少
な
い
言
葉
の
詩
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
に
深
い
心
が

蔵
さ
れ
て
を
り
、
花
鳥
を
通
し
て
突
和
の
世
界
に
入
っ
て
ゆ
く
所
に
句
の
妙
味
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
＄
に
彼
の
俳
句
理
念
が

あ
る
と
云
え
よ
う
。
五
七
五
の
十
七
文
字
の
中
に
自
然
と
人
生
の
諸
法
実
相
を
調
詠
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
恰
も
聖
人
が
一
切

の
仏
法
を
単
純
化
し
具
象
化
し
て
妙
法
五
字
と
な
し
、
し
か
も
そ
の
五
字
の
中
に
深
奥
な
る
法
門
を
含
畜
し
て
、
平
明
を
受
持
す
る
こ
と

に
よ
り
、
難
解
雌
入
な
一
切
の
仏
法
を
受
持
す
る
の
と
同
一
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
と
、
一
脈
机
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
と

れ
る
。
芭
蕉
を
始
め
と
し
て
、
俳
譜
思
想
の
中
に
は
こ
う
し
た
「
句
道
仏
心
」
の
流
れ
が
、
大
き
な
泣
地
を
し
め
て
い
る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
・

俳
譜
文
学
の
流
れ
は
庶
民
と
共
に
あ
り
、
大
衆
の
中
に
あ
っ
て
栄
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
の
宗
教
も
ま
た
脈
民
救
済
の
教
え

と
し
て
、
大
衆
の
中
に
浸
透
し
て
行
っ
た
。
こ
の
文
学
と
宗
教
は
、
大
衆
社
会
と
云
う
共
同
地
盤
の
上
で
、
発
展
し
て
来
た
の
で
あ
る
か

五
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ら
、
両
者
間
の
交
渉
関
係
は
当
然
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
粟
人
を
通
し
て
法
華
経
の
教
理
・
所
説
の
法
門
か
、
江
戸
時
代

以
降
の
俳
人
に
よ
っ
て
俳
句
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
品
を
挙
げ
て

解
説
す
べ
き
で
あ
る
が
、
愛
で
は
一
応
こ
れ
を
略
し
て
、
後
の
磯
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
＄
し
、
専
ら
日
蓮
型
人
一
人
に
し
ぼ
具
』
、
俳
譜
の

中
に
現
れ
た
姿
の
一
端
を
観
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

加
上
の
俳
句
作
品
か
、
”
云
え
る
こ
と
は
、
聖
人
を
扱
っ
た
句
の
中
で
、
最
も
数
の
多
い
の
は
「
御
命
誰
」
に
関
す
る
も
の
が
圧
倒
的
で

あ
り
、
こ
れ
は
季
題
と
し
て
俳
壇
に
公
認
さ
れ
て
い
る
と
云
ゾ
点
も
あ
っ
て
当
然
と
云
う
べ
き
で
あ
る
が
、
聖
人
関
係
の
季
語
が
唯
一
で

あ
る
と
云
う
点
で
は
、
他
氷
の
そ
れ
と
比
較
し
た
と
き
、
や
、
戚
塞
の
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。
又
も
う
一
つ
に
は
檀
偲
徒
を
小
心
と
す

る
在
家
者
の
句
が
多
く
、
出
家
者
の
中
か
ら
聖
人
を
詠
っ
た
句
を
作
る
者
が
、
極
く
稀
れ
に
し
か
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
も
、
或
い
は
季

語
を
唯
一
に
し
た
遠
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
和
歌
で
は
深
草
の
元
政
が
大
い
に
活
離
し
、
歌
集
も
遺
さ
れ

て
い
る
が
、
俳
諸
の
方
で
は
惜
し
く
も
こ
れ
に
類
す
る
俳
僧
の
出
現
が
み
ら
れ
て
い
な
い
。

然
し
、
一
般
の
俳
人
間
で
は
、
上
掲
の
句
の
ほ
か
に
も
、
相
当
数
の
作
品
が
み
ら
れ
、
特
に
檀
信
徒
間
で
は
好
ん
で
聖
人
の
句
を
詠

み
、
近
世
に
は
御
会
式
等
に
句
会
を
催
し
て
、
そ
の
磯
会
さ
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
Ｕ
「
御
命
誰
」
に
続
い
て
は
、
御
法
難
会
・
辻
説
法
群

の
句
、
更
に
型
人
の
破
邪
顕
正
に
よ
る
布
教
、
不
屈
剛
毅
な
精
神
等
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
法
華
経
の
行
者
日
蓮
」
を
象
徴
す
る
句
や
、

「
人
間
日
蓮
」
と
し
て
の
一
面
を
描
い
た
作
品
、
更
に
祖
書
や
経
典
の
上
か
ら
叙
し
た
句
、
等
に
興
味
深
い
も
の
も
数
多
く
あ
る
が
、
本

稿
で
は
紙
数
の
関
係
で
如
上
の
代
表
的
な
作
品
の
み
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
文
部
有
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
）

〔
註
〕

⑳①

「
俳
諮
文
学
」
（
浪
本
蕉
一
著
）
参
考

山
崎
宗
鑑
（
一
、
四
六
五
’
一
、
五
五
三
）
俗
称
支
那
弥
三
郎
、
足
利
義
尚
将
軍
に
仕
え
た
武
士
、
後
に
摂
津
の
尼
ヶ
崎
に
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退
き
、
山
崎
に
住
ん
で
宗
鑑
と
号
し
た
。
一
体
和
尚
に
つ
い
て
参
禅
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

③
荒
木
田
守
武
（
一
、
四
七
三
’
一
、
五
四
九
）
伊
勢
神
宮
神
官
。

④
松
永
貞
徳
（
一
、
五
七
二
’
一
、
六
五
三
）
京
都
の
入
。

⑤
蒐
文
二
年
の
『
玉
く
し
げ
』
（
避
誰
薪
）
に
は
「
貞
徳
老
人
の
俳
譜
は
、
や
さ
し
き
を
躰
と
し
て
、
お
か
し
さ
を
川
と
す
。

正
風
躰
を
根
さ
し
と
し
て
、
狂
言
を
花
と
す
。
」
と
あ
る
。

一
切
一
西
山
宗
因
（
一
、
六
○
五
’
一
、
六
八
二
）
明
暦
二
年
（
一
、
六
五
六
）
大
阪
天
満
宮
の
境
内
に
向
栄
庵
を
結
び
、
初
め
て

談
林
の
旅
を
掲
げ
た
。

、
上
島
鬼
貰
（
一
、
六
六
一
’
一
、
七
三
八
）
伊
丹
に
生
れ
、
酒
造
と
針
医
を
業
と
し
た
。

へ
妙
「
日
本
俳
譜
史
」
（
池
田
秋
妥
務
）
一
二
○
頁

⑨
松
尾
芭
蕪
（
一
、
六
四
四
’
一
、
六
九
四
）
伊
伐
上
野
に
生
る
、
藤
堂
家
に
仕
官
し
て
宗
腸
と
名
乗
っ
た
が
、
主
君
没
後
浪

人
し
て
俳
諸
に
身
を
投
じ
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
「
奥
の
細
遊
」
弊
を
符
し
、
砿
風
の
俳
譜
を
確
立
し
た
。

⑩
「
子
規
全
集
」
第
四
巻
八
頁

⑪
「
季
寄
せ
」
（
高
浜
虚
子
編
）
三
省
堂
刊
、
三
一
九
頁

⑫
御
命
講
の
句
に
つ
い
て
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
（
昭
和
廿
八
年
十
一
月
一
日
発
行
）
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑬
森
川
許
六
（
一
、
六
五
七
’
一
、
七
一
五
）
江
州
彦
根
の
藩
士
、
五
老
井
と
も
号
し
た
。

⑭
松
崎
植
林
、
天
正
八
年
（
一
、
五
八
○
）
教
蔵
院
日
生
が
洛
北
松
ケ
崎
に
開
い
た
関
西
根
本
檀
休
。

⑮
「
日
本
俳
番
大
系
」
十
三
巻
一
二
五
頁

⑯
与
謝
然
村
（
一
、
七
一
七
’
一
、
七
八
三
）
摂
津
剛
東
成
郡
毛
馬
村
に
生
る
。
本
姓
谷
口
、
天
明
俳
峨
の
首
領
と
云
わ
れ
た
。

⑰
炭
太
祇
（
一
、
七
○
九
’
一
七
七
こ
雌
付
と
共
に
天
明
俳
筑
屈
指
の
俳
人
と
し
て
知
．
い
れ
て
い
る
。
江
戸
の
人
、
不
夜
庵

と
も
云
、
７
ｏ

⑱
正
岡
子
規
（
一
、
八
六
七
’
一
、
九
○
二
）
伊
予
松
山
に
生
れ
、
束
京
根
岸
に
住
す
。
元
禄
の
芭
蕉
、
天
明
の
蕪
村
と
共

に
、
明
治
の
子
規
と
し
て
古
今
俳
傑
の
三
子
に
推
さ
れ
て
い
る
。
近
代
俳
句
の
父
と
も
呼
ば
れ
る
。

⑲
商
浜
虚
子
（
一
、
八
七
四
１
－
、
九
五
九
）
本
名
清
、
四
国
松
山
に
生
れ
、
子
規
の
門
に
入
る
。
柳
原
極
堂
に
よ
っ
て
創
刊

さ
れ
た
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
主
宰
し
、
新
傾
向
述
勤
に
対
し
た
。
現
代
俳
句
の
巨
匠
と
称
さ
れ
て
い
る
。

⑳
「
佐
渡
御
謝
」
定
六
一
四
頁

⑳
「
諸
法
実
相
妙
」
定
七
二
八
頁

、
「
種
々
御
振
舞
御
諜
」
定
九
六
九
頁

、
「
虚
子
俳
話
」
（
高
浜
虚
子
著
）
二
一
二
頁
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