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寺
田
寅
彦
「
俳
諧
の
本
質
的
概
論
」
「
俳
句
の
精
神
」
に
つ
い
て

「
お
く
の
細
道
」
の
五
〇
句
の
「
向
き
」
の
検
討

ま
と
め
ー
「
お
く
の
細
道

j

全
体
の
構
成
と
旬
と
の
関
連

芭
蕉
「
お
く
の
細
道
」
の
中
の
五
0
の
俳
旬
に
そ
れ
ぞ
れ
ヴ
ェ
ク

ト
ル
（
方
向
・
向
き
）
の
違
い
が
あ
り
、
交
互
に
配
列
さ
れ
て
い
る

と
読
み
取
れ
る
こ
と
が
最
近
判
っ
て
き
た
。

本
論
考
で
は
、
俳
旬
の
持
つ
方
向
性
に
つ
い
て
解
説
・
検
討
を
加

え
、
次
に
五
〇
旬
が
ど
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
。

こ
の
観
点
は
、
芭
蕉
の
自
然
観
・
人
間
観
に
も
深
く
か
か
わ
り
、

ひ
い
て
は
俳
句
そ
の
も
の
の
本
質
に
も
関
わ
る
と
考
え
る
の
で
、
筆

者
の
見
解
を
、
先
人
の
説
と
照
合
し
な
が
ら
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

松
尾
芭
蕉
が
没
し
て
か
ら
三
百
年
以
上
経
過
し
た
今
日
で
も
、
芭
蕉
と
そ
の

作
品
「
お
く
の
細
道
」
の
謎
が
種
々
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
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十
一
月
報
じ
ら
れ
た
「
お
く
の
細
道
」
自
箪
本
（
文

献
1
)

「
発
見
」
の
大
ニ
ュ
ー
ス
で
、
こ
れ
ま
で
の
大
き
な
謎
の
一
っ
が
解
決

を
見
た
よ
う
だ
が
、
実
質
の
内
容
を
含
め
て
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
「
謎
」
に
包

ま
れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
物
理
学
特
に
放
射
線
物
性
を
専
攻
す
る
一
自
然
科
学
者
で
、
文
学

研
究
を
本
職
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
自
筆
本
発
見
の
数
か
月
前
に
、
こ
れ

ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
新
た
な
謎
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
‘
―
つ
の

仮
説
を
提
唱
し
た
（
文
献
2
)
。

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
「
お
く
の
細
道

j

の
謎
と
し
て
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

1

日
付
、
場
所
、
人
名
な
ど
事
実
、
特
に
曾
良
の
日
記
と
の
食
い
違
い
を

ど
う
考
え
る
か
。

1
と
も
関
連
し
て
、
紀
行
文
と
考
え
る
の
か
小
説
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）

と
考
え
る
の
か
（
ほ
ぼ
答
え
が
出
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
）
。

三
角
形
構
図
説
（
表
日
本
・
襄
日
本
対
称
の
美
な
ど
）
。
ま
た
、
松
島

以
後
の
旅
は
、
当
初
計
画
外
だ
っ
た
の
か
。

僧
（
隠
遁
者
）
と
し
て
の
芭
蕉
像
と
人
間
味
の
あ
る
芭
蕉
像
の
矛
盾
な

い
し
は
ギ
ャ
ッ
プ
を
ど
う
理
解
す
る
か
。

芭
蕉
忍
者
説
（
旅
費
、
旅
程
そ
の
他
の
疑
問
か
ら
）
。

平
凡
な
挨
拶
旬
な
ど
を
含
ん
で
い
て
、
は
た
し
て
「
お
く
の
細
道
」
は

名
作
の
名
に
値
す
る
か
。

代
作
者
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
等
々

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
筆
者
が
提
起
し
た
謎
は
、
俳
旬
が
旬
毎
に
方
向
・
向
き

（
物
理
学
で
い
う
ヴ
ェ
ク
ト
ル
）
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
仮
説
に
由
来
す
る
。

こ
の
仮
説
を
手
短
か
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
芭
蕉
の
出
現
以
後
、
俳
句
は
、



自
然
の
情
景
と
人
間
の
感
情
を
一
句
の
中
に
読
み
込
む
こ
と
を
基
本
と
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
情
景
を
主
と
し
て
う
た
い
あ
げ
る
か
、
感
情
を
主
と

し
て
う
た
い
あ
げ
る
か
の
違
い
は
あ
り
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
に
、
自
然
の
側
か

ら
人
間
の
気
持
ち
（
内
奥
）
に
迫
る
の
か
、
人
間
の
心
の
側
か
ら
自
然
の
情
景

（
外
界
）
に
迫
る
の
か
は
違
い
が
あ
り
、
区
別
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

芭
蕉
は
こ
れ
を
区
別
し
、
意
識
的
に
こ
の
「
向
き
」
の
違
い
を
「
お
く
の
細

道
」
俳
句
五
〇
句
に
込
め
て
き
っ
ち
り
交
互
に
配
列
し
た
と
読
み
取
れ
る
、
と

い
う
の
が
箪
者
に
よ
る
仮
説
の
要
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
仮
説
は
突
飛
な
よ
う
で
あ
る
が
、
仮
説
提
唱
後
、
夏
石
番
矢
編
『
俳
旬

百
年
の
問
い
」
（
文
献
3
)
の
中
に
、
寺
田
寅
彦
「
潜
在
意
識
が
と
ら
え
た
事

物
の
本
体
」
と
い
う
部
分
引
用
の
紹
介
文
が
あ
り
、
筆
者
の
「
俳
旬
ヴ
ェ
ク
ト

ル
仮
説
」
に
繋
が
る
視
点
が
既
に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。

こ
の
寺
田
論
文
の
原
題
は
「
俳
諧
の
本
質
的
概
論
」
（
文
献
4
)
で
、
昭
和

七
年
、
「
俳
旬
講
座
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
う
一
っ
「
俳
旬

の
精
神
」
（
文
献
5
)
が
あ
り
、
昭
和
十
年
「
俳
句
作
法
講
座
』
で
、
類
似
の

所
論
を
敷
術
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
と
も
、
実
は
ず
っ
と
以
前
に
、
筆
者
は

岩
波
文
庫
本
「
寺
田
寅
彦
随
箪
集
」
で
二
度
三
度
、
目
を
通
し
て
き
て
い
た
筈

で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
筆
者
の
仮
説
を
裏
付
け
る
た
め
に
も
、
ま
ず
、
寺
田
寅
彦
の
所
論

に
戻
っ
て
、
こ
れ
に
吟
味
を
加
え
よ
う
と
思
う
。

寺
田
寅
彦
「
俳
諧
の
本
質
的
概
論
」
「
俳
句
の
精
神
」
に
つ
い
て

古
い
昔
か
ら
日
本
民
族
に
固
有
な
、
五
と
七
と
の
音
数
律
に
よ
る
詩
形
の

一
系
統
が
あ
る
。
こ
れ
が
記
紀
の
時
代
に
現
れ
て
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
短

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告

第

2
号

る。 歌
俳
句
は
も
ち
ろ
ん
各
種
の
歌
謡
民
謡
に
ま
で
も
涌
漫
し
て
い
る
。
こ
の
大

き
な
体
系
の
中
に
古
今
を
通
じ
て
画
然
と
―
つ
の
大
き
な
線
を
引
い
て
い
る

も
の
が
三
十
一
字
の
短
歌
で
あ
る
。
そ
の
線
の
途
中
か
ら
枝
別
か
れ
を
し
て

連
歌
が
生
じ
、
そ
れ
か
ら
ま
た
枝
が
出
て
俳
諧
連
句
が
生
じ
た
。
発
旬
す
な

わ
ち
今
の
俳
句
は
や
は
り
連
歌
時
代
か
ら
こ
れ
ら
の
枝
の
節
々
を
飾
る
花
実

の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
俳
諧
か
ら
分
岐
し
た
雑
俳
の
枝
頭
に
は
川

四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
約
四
0
枚
の
論
文
「
俳
諧
の
本
質
的
概
論
」
は
、
こ

の
様
に
格
調
高
く
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
解
説
は
不
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
風
雅
の
精
神
に
つ
い
て
の
記
述
が
数
十
行
続
く
が
省
略
す
る
。

暗
示
の
力
は
文
旬
の
長
さ
に
反
比
例
す
る
。
俳
句
の
詩
形
の
短
い
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。

仏
人
メ
ー
ト
ル
氏
が
俳
句
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
中
に
「
俳
諧
は
読
者
を

共
同
作
者
と
す
る
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
あ
っ
た
と
思
う
。
実
際
読
者
の

中
に
旬
の
提
供
す
る
暗
示
に
反
応
し
共
鳴
す
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
ら
、
俳

旬
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
。
俳
句
の
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
チ

ャ
ン
バ
ー
レ
ン
氏
の
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
た
だ
油
絵
か
何
か
の
画
題
の

の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
芭
蕉
の
有
名
な
旬
で
あ
る
「
枯
れ
枝
に

か
ら
す
の
い
る
秋
景
」
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
、
画
題
と
俳
旬

と
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
対
象
の
象
徴
的
心

象
の
選
択
と
、
そ
の
排
列
と
、
句
を
は
た
ら
か
せ
る
言
葉
の
さ
ば
き
と
で
あ

り
、
な
か
ん
ず
く
重
要
な
の
は
「
て
に
を
は
」
の
使
用
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り

も
大
切
な
の
は
十
七
字
の
定
型
的
詩
形
か
ら
来
る
音
数
律
的
な
律
動
感
で
あ

柳
が
芽
を
吹
い
た
。
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短
い
詩
ほ
ど
詩
形
の
規
約
の
厳
重
さ
を
要
求
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

詩
だ
か
画
題
だ
か
格
言
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
近
来
わ
が

国
語
学
者
の
研
究
も
あ
る
よ
う
に
、
七
五
の
音
数
律
は
わ
が
国
語
の
性
質
と

必
然
的
に
結
ぴ
つ
い
た
も
の
で
人
為
的
な
理
屈
の
勝
手
に
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
基
礎
的
な
科
学
的
事
実
を
無
視
し
た
奇
形
の
俳
句
は
、
放
逸

で
あ
っ
て
も
自
由
で
は
な
い
。
俳
諧
の
流
る
る
ご
と
き
自
由
は
む
し
ろ
そ
の

二
千
年
来
の
惰
性
と
運
動
量
を
も
っ
と
こ
ろ
の
詩
形
自
身
の
響
き
の
中
に
の

み
可
能
で
あ
る
。
俳
諧
は
謡
い
も
の
な
り
と
い
う
は
こ
の
事
で
あ
る
（
以
下

数
行
省
略
）
。

こ
の
短
詩
形
の
中
に
は
い
か
な
る
も
の
が
盛
ら
れ
る
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ

ん
風
雅
の
心
を
も
っ
て
臨
ん
だ
七
情
万
景
で
あ
り
、
乾
坤
の
変
で
あ
る
が
、

し
か
も
そ
れ
は
不
易
に
し
て
流
行
の
た
だ
中
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
虚
実
の

境
に
出
入
し
逍
蓬
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
が
蕉
門
正
風
の
ね
ら
い
ど

こ
ろ
で
あ
る
。

不
易
流
行
や
虚
実
の
弁
に
つ
い
て
は
古
往
今
来
諸
家
に
よ
っ
て
説
き
尽
く

さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
こ
こ
に
敷
術
す
べ
き
余
地
も
な
い
の
で
あ
る
が
、

要
す
る
に
こ
れ
は
俳
諧
に
は
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
わ
が
国
の
表
現
芸
術
に
共
通

な
指
導
原
理
で
あ
っ
て
、
芸
と
学
と
の
間
に
分
水
嶺
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
も
卑
近
な
言
葉
を
も
っ
て
言
い
現
わ
せ
ば
、
恒
久
な
る
時
空
の
世
界
を
そ

の
具
体
的
な
る
一
断
面
を
捕
ら
え
て
表
現
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本

体
を
表
現
す
る
に
現
象
を
も
っ
て
せ
よ
、
潜
在
的
な
る
容
器
に
顕
在
的
な
る

物
象
を
盛
れ
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
情
と
い
い
風
情
と
い
う
も
ま
た
同
じ
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ひ
と
わ
た
り
の
教
え
と
し
て
は
修
辞
学
の
初

歩
に
お
い
て
も
説
か
れ
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
実
際
に
わ
が
物
と

し
て
体
得
す
る
た
め
に
は
芭
蕉
一
代
の
粉
骨
の
修
業
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

流
行
の
姿
を
備
え
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
時
と
空
間
い
ず
れ
か
、
あ
る

い
は
両
方
の
決
定
が
必
要
で
あ
る
。
季
題
の
設
定
は
こ
の
必
要
に
応
ず
る
も

の
で
あ
る
（
以
下
、
数
行
省
略
）
。

引
用
が
長
き
に
わ
た
る
が
、
寅
彦
論
文
の
導
入
部
分
で
あ
り
、
筆
者
の
所
説

の
展
開
に
必
要
な
前
段
階
で
も
あ
る
。
こ
ま
ぎ
れ
引
用
を
避
け
る
こ
と
に
し
た

い
の
で
御
了
解
い
た
だ
き
た
い
。

さ
て
、
箪
者
の
仮
説
と
関
連
す
る
部
分
は
、
次
の
段
落
か
ら
で
あ
る
。

季
題
の
中
で
も
天
文
や
時
候
に
関
す
る
も
の
は
と
に
か
く
、
地
理
や
人
事
、

動
物
、
植
物
に
関
す
る
も
の
は
、
時
を
決
定
す
る
と
同
時
に
ま
た
空
間
を
暗

示
的
に
決
定
す
る
役
目
を
つ
と
め
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
を
決
定
す
べ
き
潜

在
能
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
俳
句
の
作
者
は
こ
れ
ら
季
題
の
一
っ
を
提
供

す
る
だ
け
で
、
共
同
作
者
た
る
読
者
の
連
想
の
網
目
の
―
つ
の
結
び
目
を
捕

え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
結
び
目
に
連
絡
す
る
糸
の
数
は
無
限
に
た

く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
特
に
あ
る
―
つ
の
糸
を
力
強
く
振
動
さ
せ
る
た

め
に
は
、
も
う
―
つ
の
結
び
目
を
つ
か
ま
え
て
来
て
、
二
つ
の
結
ぴ
目
の
間

に
張
ら
れ
た
弦
線
を
弾
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
不
易
」
な
る

網
目
の
一
断
面
を
摘
出
し
て
そ
こ
に
「
流
行
」
の
相
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
を
弾
ず
る
原
動
力
は
句
の
「
は
た
ら
き
」
で
あ
り
「
勢
い
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

発
旬
は
物
を
取
り
合
わ
す
れ
ば
で
き
る
。
そ
れ
を
よ
く
取
り
合
わ
せ
る
の

が
上
手
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
む
や
み
に
二
つ
も
一
二
つ
も
取
り

集
め
て
で
き
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
黄
金
を
打
ち
延
べ
た
よ
う
に
作
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
芭
蕉
が
教
え
た
の
は
、
や
は
り
上
記
の
方
法
を
さ
し
て
言

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

近
ご
ろ
映
画
芸
術
の
理
論
で
言
う
と
こ
ろ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
や
は
り
取



り
合
わ
せ
の
芸
術
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
を
衝
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

二
つ
の
お
の
お
の
と
は
ち
が
っ
た
全
く
別
な
い
わ
ゆ
る
陪
音
あ
る
い
は
結
合

音
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
発
生
す
る
。
こ
れ
が
映
画
の
要
訣
で
あ
る
と
同
時

に
ま
た
俳
諧
の
要
訣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

取
り
合
わ
せ
る
二
つ
の
も
の
の
選
択
の
方
針
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
れ
は

二
つ
の
も
の
を
連
結
す
る
糸
が
常
識
的
論
理
的
な
意
識
の
上
層
を
通
過
し
て

い
る
か
、
あ
る
い
は
古
典
の
中
の
あ
る
揺
話
で
結
ば
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い

は
ま
た
、
潜
在
意
識
の
暗
や
み
の
中
で
つ
な
が
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
取
り

合
わ
せ
の
結
果
は
全
く
別
な
も
の
と
な
る
。
蕉
門
俳
諧
の
方
法
の
特
徴
は
全

く
こ
の
潜
在
的
連
想
の
糸
に
よ
っ
て
物
を
取
り
合
わ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
幽
玄
も
、
余
情
も
、
さ
び
も
、
し
お
り
も
、
細
み
も
こ
の
弦
線
の
微

妙
な
振
動
に
よ
っ
て
発
生
す
る
音
色
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
古
人
が

曲
輪
（
く
る
わ
）
の
内
よ
り
取
り
合
わ
せ
る
か
、
外
よ
り
す
る
か
と
い
う
こ

と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
は
や
は
り
こ
こ
の
問
題
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
付
け
合
わ
せ
に
関
し
て
、
「
浅
き
よ
り
深
き
に
入
り
深
き

よ
り
浅
き
に
も
ど
る
べ
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
や
は
り
同
じ
問
題
に
触

れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
俳
諧
は
そ
の
も
の
そ

の
事
を
あ
ま
り
い
わ
ず
た
だ
傍
を
つ
ま
み
あ
げ
て
そ
の
響
き
を
も
っ
て
人
の

心
を
さ
そ
う
」
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
核
心
部
分
の
―
つ
は
「
俳
句
の
作
者
は
こ
れ
ら
季

題
の
一
っ
を
提
供
す
る
だ
け
で
、
共
同
作
者
た
る
読
者
の
連
想
の
網
目
の
一
っ

の
結
ぴ
目
を
捕
え
る
」
、
す
な
わ
ち
、
俳
句
の
作
者
は
、
時
空
（
時
間
・
空

間
）
の
あ
る
点
（
あ
る
程
度
の
広
り
が
あ
っ
て
も
よ
い
）
を
指
定
し
て
、
そ
こ

に
読
者
を
誘
う
の
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

「
こ
の
結
び
目
に
連
絡
す
る
糸
の
数
は
無
限
に
た
く
さ
ん
あ

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
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用
い
ら
れ
て
い
る
。

る
」
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
あ
と
、
連
想
を
ど
う
継
承
し
発
展

さ
せ
て
ゆ
け
ば
よ
い
か
、
明
確
で
な
い
。
そ
こ
で
「
も
う
―
つ
の
結
び
目
を
つ

か
ま
え
て
来
て
、
二
つ
の
結
ぴ
目
の
間
に
張
ら
れ
た
弦
線
を
弾
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
。
こ
う
し
て
初
め
て
、
始
点
が
定
ま
り
、
終
点
が
呈
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
、
自
ず
か
ら
方
向
・
向
き
、
あ
わ
せ
て
大
き
さ
（
時
空
間
の
距
離
に

こ
の
時
空
間
（
時
空
で
も
よ
い
）
の
二
点
を
指
定
さ
れ
る
と
い
う
記
述
は
、

物
理
学
の
匂
い
が
強
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
物
理
学
で
は
、
ヴ
ェ
ク
ト
ル
と

い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
量
の
一
っ
で
、
ス
カ
ラ
ー
（
大
き
さ
だ
け
は
あ
る
が

方
向
・
向
き
を
も
た
な
い
物
理
量
、
例
え
ば
質
量
、
体
積
な
ど
）
と
区
別
し
て

同
じ
こ
と
を
も
う
少
し
て
い
ね
い
に
説
明
す
る
と
、
大
き
さ
と
方
向
・
向
き

（
方
向
と
向
き
の
違
い
は
、
例
え
ば
、
上
下
方
向
で
下
向
き
、
或
い
は
東
西
方

向
で
東
向
き
な
ど
。
後
者
の
例
は
方
角
な
ど
と
い
う
日
常
用
語
で
簡
襟
に
表
現

さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
一
般
的
で
立
体
的
・
空
間
的
に
な
る
と
方
向
・
向
き
を

分
け
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
を
備
え
た
最
が
ヴ
ェ
ク
ト
ル
で
、
物
理

学
で
は
、
普
通
｀
線
分
で
方
向
を
、
矢
印
で
向
き
を
示
し
（
線
分
の
長
さ
が
大

き
さ
を
表
す
。
矢
の
太
さ
は
物
理
学
で
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
特
別
な
意

味
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
）
、
記
号
と
し
て
は
ゴ
チ
ッ
ク
文
字
を
つ
か
っ
て
、

大
き
さ
だ
け
を
表
す
ス
カ
ラ
ー
の
最
（
普
通
の
文
字
使
用
）
と
区
別
し
て
い
る
。

先
の
引
用
文
の
中
に
出
て
き
た
運
動
最
の
ほ
か
に
も
速
度
、
加
速
度
、
磁
場
、

電
場
な
ど
は
ヴ
ェ
ク
ト
ル
最
で
あ
る
。

時
空
間
の
二
点
と
い
う
字
旬
に
あ
ま
り
拘
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
る
。
筆
者
の

仮
説
は
、
「
お
く
の
細
道
」
の
俳
旬
で
は
（
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
蕉
風
俳

諧
の
発
句
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
確
立
し
て
か
ら
以
後
は
）
始
点
に
自
然
描
写
が

く
る
と
終
点
に
感
情
表
現
が
、
始
点
に
感
情
表
出
が
く
る
と
終
点
に
自
然
観
賞

相
当
す
る
）
も
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四



『
お
く
の
細
道
j

俳
句
考

が
く
る
、
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
自
然
の
中
に
人
間
を
看
る
か
、

人
間
の
中
に
自
然
を
観
る
か
の
違
い

が
あ
る
、
と
解
釈
し
て
も
良
い
。
も
っ
と
平
た
く
言
え
ば
、
自
然
描
写
に
力
点

が
あ
る
か
、
感
情
表
現
に
力
点
が
あ
る
か
の
違
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
寺
田
寅
彦
は
、
「
俳
諧
の
本
質
的
概
論
」
か
ら
三
年

後
、
先
に
筆
者
が
引
用
し
た
内
容
を
補
足
す
る
形
で
、
さ
ら
に
「
俳
句
の
精

神
」
な
る
論
文
で
分
析
を
進
め
て
い
る
の
で
、
関
係
部
分
を
引
用
す
る
こ
と
に

す
る
。

日
本
人
は
西
洋
人
の
よ
う
に
自
然
と
人
間
と
を
別
々
に
切
り
離
し
て
対
立

さ
せ
る
と
い
う
言
わ
ば
物
質
科
学
的
の
態
度
を
と
る
代
わ
り
に
、
人
間
と
自

然
と
を
い
っ
し
ょ
に
し
て
そ
れ
を
―
つ
の
全
機
的
な
有
機
体
と
見
よ
う
と
す

る
傾
向
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
少
し
言
葉
を
変
え
て
言
っ

て
み
れ
ば
、
西
洋
人
は
自
然
と
い
う
も
の
を
道
具
か
品
物
か
の
よ
う
に
心
え

て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
人
は
自
然
を
自
分
に
親
し
い
兄
弟
か
あ
る
い
は

む
し
ろ
自
分
の
か
ら
だ
の
一
部
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
ま

た
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
西
洋
人
は
自
然
を
征
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

従
来
の
日
本
人
は
自
然
に
同
化
し
、
順
応
し
よ
う
と
し
て
来
た
と
も
言
わ
れ

な
く
は
な
い
。
き
わ
め
て
卑
近
の
一
例
を
引
い
て
み
れ
ば
、
庭
園
の
作
り
方

で
も
一
方
で
は
幾
何
学
的
の
設
計
屈
に
よ
っ
て
草
木
花
舟
を
配
列
す
る
の
に
、

他
方
で
は
天
然
の
山
水
の
姿
を
身
辺
に
招
致
し
よ
う
と
す
る
（
以
下
、
数
行

省
略
）
。

従
来
俳
旬
に
つ
い
て
客
観
と
主
観
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
あ
っ
た
。
こ
の
句
は
純
客
観
の
句
で
あ
る
と
か
、
あ
の
句
は
主
観
の

句
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
批
判
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
便
宜
上
こ
う

い
う
言
葉
を
使
っ
て
俳
句
の
分
類
を
す
る
の
も
別
に
た
い
し
た
不
都
合
は
な

五

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
の
考
え
て
い
る
よ
う
な
日
本
人
の
自
然
観
を
土

台
に
す
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
言
葉
は
か
な
り
無
意
味
な
も
の
に

な
っ
て
来
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
人
間
と
自
然
と
を
切
り
離
し
て
対
立
さ
せ

な
い
限
り
、
主
と
客
と
の
対
立
的
の
差
別
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る。
一
例
と
し
て
「
荒
海
や
佐
渡
に
横
と
う
天
の
川
」
と
い
う
句
を
と
っ
て
考

え
て
み
る
。
西
洋
人
流
の
科
学
的
な
態
度
か
ら
見
た
客
観
的
写
生
的
描
写
だ

と
思
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
は
実
に
つ
ま
ら
な
い
短
い
記
載
的
な
セ
ン
テ
ン
ス

で
あ
る
。
最
も
有
利
な
見
方
を
し
て
も
結
局
一
枚
の
水
彩
画
の
内
容
の
最
も

簡
単
な
る
説
明
書
き
以
外
の
何
者
で
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
の

に
こ
の
句
が
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
異
常
に
美
し
い
「
詩
」
で
あ
り
う
る

の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
旬
の
表
面
に
は
あ
ら
わ

な
主
観
は
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
。
「
横
と
う
」
と
い
う
言
葉
に
わ
ず
か
な

主
観
の
匂
い
を
感
ず
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
だ
の
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
旬

に
よ
っ
て
限
り
無
き
情
緒
の
活
動
を
喚
起
さ
れ
る
の
は
何
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
「
荒
海
」
は
単
に
航
海
学
教
科
書
に
お
け
る
ご
と

き
波
高
く
舟
行
き
に
危
険
な
る
海
面
で
は
な
い
。
四
面
に
海
を
め
ぐ
ら
す
大

八
州
国
に
数
千
年
住
み
着
い
た
民
族
の
遠
い
祖
先
か
ら
の
数
限
り
も
な
い
海

の
幸
い
と
海
の
禍
い
と
の
記
憶
で
い
ろ
ど
ら
れ
た
無
始
無
終
の
絵
巻
物
で
あ

る
。
そ
う
し
て
こ
の
荒
海
は
一
面
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
展
開
す

る
客
観
の
荒
海
で
も
あ
る
と
同
時
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
頭
脳
を
通
し
て
あ
ら

ゆ
る
過
去
の
日
本
人
の
心
に
ま
で
広
が
り
連
な
る
主
観
の
荒
海
で
も
あ
る
の

で
あ
る
。
「
大
海
に
島
も
あ
ら
な
く
に
海
原
の
た
ゆ
と
う
波
に
立
て
る
白

雲
」
と
い
万
葉
の
歌
に
現
れ
た
「
大
海
」
の
水
は
ま
た
爾
来
千
年
の
歳
月
を

通
し
て
こ
の
芭
蕪
翁
の
「
荒
海
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
西
洋
に
も
荒
海
と
ほ
ぼ
同
義
の
言
葉
は
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
言



い
ず
れ
に
し
て
も
、

る。

＿
つ
の
旬
の
な
か
に
自
然
の
側
か
ら
人
間
（
の
気
持

し
た
が
っ
て
、
次
節
で
、

葉
が
多
数
の
西
洋
人
に
い
ろ
い
ろ
の
連
想
を
呼
び
出
す
力
を
も
っ
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
連
想
は
お
そ
ら
く
多
く
は
現
実
的
功

利
的
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
そ
れ
が
夢
幻
的
空
想
的
で
あ
る
と
し
て

も
、
日
本
人
の
そ
れ
の
よ
う
に
濠
厚
に
圧
縮
さ
れ
た
そ
う
し
て
全
国
民
に
共

通
で
固
有
な
民
族
的
記
憶
で
い
ろ
ど
ら
れ
た
も
の
で
は
お
そ
ら
く
あ
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
佐
渡
」
で
も
「
天
の
川
」
で
も
同
様
で
あ
る
。
い
っ
た
い
に
俳
旬
の
季

題
と
名
づ
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
言
葉
が
そ
う
で
あ
る
。
「
春
雨
」
「
秋
風
」

と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
決
し
て
単
な
る
気
象
学
上
の

術
語
で
は
な
く
、
そ
そ
れ
ぞ
れ
莫
大
な
空
間
と
時
間
と
の
間
に
広
が
る
無
限

の
事
象
と
そ
れ
に
つ
な
が
る
人
間
の
肉
体
な
ら
び
に
精
神
の
活
動
の
種
々
相

を
極
度
に
圧
縮
し
、
煎
じ
詰
め
た
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
言

葉
を
耳
に
聞
き
目
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
に
圧
縮
さ
れ
た
内
容
を

一
度
に
呼
び
出
し
、
出
現
さ
せ
る
呪
文
の
よ
う
な
役
目
を
つ
と
め
る
も
の
で

あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
象
徴
」
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
長
い
引
用
の
中
で
、
寺
田
寅
彦
の
見
解
が
全
て
鉦
者
と
同
じ
だ
と
は

言
わ
な
い
が
、
共
通
す
る
点
が
多
い
。

俳
旬
の
客
観
と
主
観
の
問
題
か
ら
、
自
然
と
人
間
を
分
け
る
の
は
無
意
味
だ

と
短
絡
さ
れ
る
読
者
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
こ
れ
も
同
じ
だ
と
言
っ
て
し
ま

え
ば
話
に
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
部
分
が

多
分
に
あ
る
、
と
い
う
程
の
意
味
に
理
解
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

自
然
観
と
人
間
観
の
問
題
は
拙
論
（
文
献
2
)
で
も
論
じ
た
の
で
、
未
だ
言

い
尽
く
せ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
こ
の
程
度
で
止
ど
め
て
お
く
こ
と
に
す

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

典）
そ
れ
に
し
て
も
、
門
外
漢
が
い
く
ら
力
ん
で
み
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
説
得
力
が

あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
俄
か
に
信
じ
難
い
と
い
う
読
者
も
あ
る
こ
と
は
認
め
る
。

箪
者
は
、
専
門
家
の
意
見
を
打
診
す
る
つ
も
り
で
数
人
に
拙
論
の
別
刷
を
送

付
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
レ
ス
ポ
ン
ス
を
得
て
い
る
。

「
芭
蕉
の
自
然
観
に
基
づ
く
大
胆
な
御
説
で
大
変
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
…

・
・
・
そ
れ
に
し
て
も
、
物
理
学
御
専
門
の
方
が
こ
れ
ほ
ど
の
御
論
考
を
ま
と
め
ら

れ
た
こ
と
に
は
、
驚
異
を
感
じ
ま
し
た
。
私
も
、
高
校
生
の
と
き
は
物
理
部
に

入
り
、
自
然
科
学
志
望
も
あ
り
ま
し
た
が
今
で
は
全
く
文
系
の
人
間
に
な
り
ま

し
た
。
な
お
御
研
究
の
継
続
を
お
祈
り
し
て
い
ま
す
」
（
掘
切
実
）

「
…
…
さ
て
、
構
造
が
あ
る
か
ど
う
か
が
ま
ず
問
題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
京

都
へ
お
い
で
の
折
、
ゆ
っ
く
り
お
話
を
お
聞
き
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
こ
と
に

リ
ズ
ム
（
反
復
）
が
な
ぜ
必
要
だ
っ
た
の
か
と
い
う
あ
た
り
が
お
聞
き
し
た
い

と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
は
そ
う
と
「
中
川
先
生
の
よ
う
に
も
読
め
る
ん
だ
な
」
と

驚
い
た
の
で
す
。
意
外
な
観
方
で
し
た
の
で
。

ぜ
生
じ
る
の
か
、
そ
の
点
な
ど
を
お
聞
き
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
」

専
門
家
の
力
を
借
用
し
て
恐
縮
だ
が
、
箪
者
の
仮
説
を
ひ
と
ま
ず
認
め
て
い

た
だ
く
こ
と
が
前
半
の
課
題
で
あ
っ
て
、
鍮
者
の
仮
説
の
後
半
は
、
「
お
く
の

細
道
」
の
場
合
、
「
自
然
の
側
か
ら
見
た
人
間
（
感
情
）
」
と
「
人
間
（
感

情
）
の
側
か
ら
見
た
自
然
」
と
が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
配
列
さ
れ
て
い
る
、
と

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告

第

2
号

一
旬
毎
に
こ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
き
た
い
。 坪

内
稔

「
お
く
の
ほ
そ
道
の
謎
j

は
な

ち
）
を
よ
み
取
る
か
、
人
間
の
内
面
か
ら
自
然
（
の
情
景
）
を
観
察
す
る
、
こ

と
を
き
ち
ん
と
行
っ
て
い
る
、
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
主
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『
お
く
の
細
道
』
俳
句
考

『
お
く
の
細
道
』

と
略
し
て
引
用
）

安
東
次
男
『
お
く
の
ほ
そ
道
」

と
略
し
て
引
用
）

山
本
健
吉
「
奥
の
細
道
を
読
む
"

む
」
と
略
し
て
引
用
）

加
藤
枇
祁
「
芭
蕉
の
山
河
l

（
文
献
15
。
以
後
、

「
加
藤
・
私
記
」
と

文
献
14
。
以
後
、

（
文
献
13
。
以
後
、

（
文
献
12
。
以
後
、

「
内
山
・
鑑
賞
」

（
文
献
11
。
以
後
、

の
五
〇
句
の
「
向
き
」
の
検
討

既
に
筆
者
は
拙
論
（
文
献
2
)
で
詳
し
く
論
じ
た
が
、
そ
れ
以
後
、
芭
蕉
の

自
筆
本
の
「
発
見
」
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
し
て
、
重
複
を
厭
わ
ず
、
補
足
的

説
明
も
加
え
て
検
討
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

た
だ
し
、
前
回
論
文
と
同
じ
く
、
先
人
た
ち
の
解
釈
も
参
考
に
す
る
の
で
、

次
の
十
冊
を
参
考
文
献
と
し
て
と
り
あ
げ
、
比
較
検
討
し
た
。

＊
荻
原
井
泉
水
「
「
奥
の
細
道
」
評
論

J

(
文
献
6
。
以
後
、
「
荻
原
・

評
論
」
と
略
し
て
引
用
）

＊
岩
田
九
郎
「
奥
の
細
道
詳
講
」
（
文
献
7
。
以
後
、
「
岩
田
・
詳
講
」

と
略
し
て
引
用
）

＊
志
田
延
義
「
奥
の
細
道
評
釈
」
（
文
献
8
。
以
後
、
「
志
田
・
評
釈
」

と
略
し
て
引
用
）

＊
阿
部
喜
三
男
「
詳
考
奥
の
細
道
」
（
文
献
9
。
以
後
、

考
」
と
略
し
て
引
用
）

＊
森
山
泰
太
郎
「
奥
の
細
道
要
解

j

（
文
献
10
。
以
後
、

解
」
と
略
し
て
引
用
）

＊
飯
田
満
寿
男
「
文
法
全
解
お
く
の
ほ
そ
道

j

「
飯
田
・
全
解
と
略
し
て
引
用
）

内
山
一
也
「
鑑
賞
奥
の
細
道
l

「
阿
部
・
詳

「
森
山
・
要

「
安
東
・
私
注
」

ー

七

略
し
て
引
用
）

以
上
の
十
冊
は
、
比
較
的
簡
単
に
入
手
で
き
る
文
献
の
う
ち
か
ら
十
に
絞
っ

た
も
の
で
、
一
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
厳
選
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、

一
応
年
代
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
記
憶
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

俳
句
の
頭
の
番
号
付
け
は
、
平
井
照
敏
「
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
入
門
」
（
文

献
16
。
以
後
、
「
平
井
・
入
門

j

と
略
し
て
引
用
）
に
な
ら
っ
た
。

前
準
備
は
だ
い
た
い
で
き
た
。
こ
れ
よ
り
一
句
ご
と
の
検
討
に
入
る
。

草
の
戸
も
住
替
わ
る
代
ぞ
ひ
な
の
家

旬
の
意
は
、
粗
末
な
草
で
編
ん
だ
住
ま
い
も
、
時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
、
雛

人
形
を
飾
る
家
に
代
っ
て
い
く
の
だ
な
あ
、
と
の
感
慨
を
詠
ん
で
い
る
。

序
章
を
締
め
括
る
か
た
ち
で
置
か
れ
た
第
一
旬
は
、
そ
れ
な
り
の
重
み
と
象

徴
性
を
備
え
て
い
る
と
み
た
い
。

古
来
、
こ
の
句
は
解
釈
が
二
つ
に
別
れ
て
い
て
、
実
景
を
読
み
込
ん
だ
と
す

る
「
荻
原
・
評
論
」
「
岩
田
・
詳
講
」
「
安
東
・
私
注
」
等
に
対
し
て
、
時
の

移
り
変
わ
り
に
対
す
る
感
慨
に
重
点
が
あ
る
と
す
る
の
が
「
志
田
・
評
釈
」

「
山
本
・
読
む
」
他
の
解
釈
で
あ
る
。

鉦
者
は
、
冒
頭
の
書
き
出
し
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
…
」
か
ら
始
ま

る
序
文
の
締
め
括
り
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
こ
の
句
は
、
時
の
移
り
変
わ
り
に

対
す
る
芭
蕉
の
考
え
を
凝
縮
す
る
も
の
と
し
て
、
観
念
．
感
慨
に
重
点
を
置
い

た
句
と
し
て
理
解
し
た
い
。

も
ち
ろ
ん
、
観
念
．
感
慨
を
標
語
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
日
常
の

事
象
に
根
拠
を
置
い
て
、
寅
彦
の
言
う
「
本
体
を
表
現
す
る
に
現
象
を
も
っ

て
」
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
芭
蕉
が
後
で
草
庵
を
訪
れ
、
実
景
を
前
に
し
て
書
き
加
え
た
旬
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
、
観
念
を
表
明
し
た
句
、
筆
者
の
表
現
法
で
は
「
人



行
春
や
鳥
暗
魚
の
目
は
消

旬
の
意
は
、
時
節
は
ま
さ
に
春
も
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
、
自
然
万
物
も

春
を
惜
し
み
、
私
も
人
々
も
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。

春
が
行
く
の
は
現
実
の
実
景
で
あ
り
、
実
感
で
あ
る
。
こ
の
時
節
の
中
に
あ

っ
て
、
ま
さ
に
旅
立
と
う
と
す
る
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
筆
者
の
表
現
で

は
、
自
然
の
中
の
人
間
の
姿
、
そ
れ
を
自
然
の
側
か
ら
、
人
間
の
心
の
内
奥
ま

で
貫
い
て
詠
ん
だ
と
理
解
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
句
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
、
表
中

の
三
角
印
で
は
上
か
ら
下
向
き
で
表
さ
れ
る
。

こ
の
旬
を
、
惜
春
の
情
が
メ
イ
ン
で
あ
る
と
理
解
し
て
、
冒
頭
の
句
と
置
き

換
え
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
箪
者
は
こ
の
設
問
を
立
て
て
み
た
。

本
文
の
前
後
の
修
正
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の

置
き
換
え
に
よ
っ
て
、
全
て
の
旬
の
配
列
に
影
響
が
及
ぶ
筈
だ
、
と
い
う
の
が

鉦
者
の
見
解
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ひ
と
わ
た
り
全
部
の
旬
を
検
討
し
た
後

で
、
再
度
問
題
提
起
す
る
予
定
で
あ
る
。

2 

間
の
中
の
自
然
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

末
尾
の
一
覧
表
に
は
、
「
人
間
の
側
か
ら
自
然
」
の
向
き
を
仮
に
上
向
き
と

し
て
、
上
向
き
三
角
印
で
現
し
た
。
各
々
専
門
家
が
解
釈
し
て
い
る
「
向
き
」

を
筆
者
な
り
に
判
定
し
て
、
参
考
ま
で
に
、
同
じ
表
に
記
入
し
て
お
い
た
。
多

数
決
で
判
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
少
、
「
自
然
科
学
的
な
」
手
法
を
導

入
し
た
積
も
り
で
も
あ
る
。
黒
塗
り
の
三
角
印
は
、
箪
者
の
判
断
に
重
用
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
ま
た
、
表
の
中
で
、
筆
者
の
判
定
の
下
の
「
挨
拶
旬
」
「
洒
落
旬
」
な

ど
の
表
記
は
、
大
方
の
意
見
と
し
て
通
用
し
て
い
る
句
の
「
特
徴
」
と
も
言
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
挨
拶
句
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
気
持
ち
の
表
明
が

主
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。

「
人
間
の
側
か
ら
自
然
の
情
景
」

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告

第
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あ
ら
た
ふ
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

句
の
意
は
、
あ
あ
尊
い
こ
と
だ
、
青
葉
若
葉
に
照
り
映
え
る
日
の
光
よ
、
そ

れ
は
同
時
に
日
光
東
照
権
現
の
お
ご
そ
か
さ
、
恩
恵
の
あ
り
が
た
さ
で
も
あ
る

こ
と
だ
、
と
解
釈
で
き
る
。

曾
良
の
随
行
日
記
が
見
付
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
日
は
終
日
暴
天
だ
っ
た
こ
と

が
判
っ
て
い
る
の
で
、
「
志
田
・
評
釈
」
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

実
景
を
表
現
す
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
挨
拶
の
旬
と
し
て
い
か
に
難
崇

敬
虔
の
念
を
句
の
境
涯
に
融
か
し
得
る
か
と
い
う
試
み
が
重
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
挨
拶
の
句
と
し
て
は
、
時
代
に
従
順
な
芭
蕉
の
心
を

と
い
う
解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
句
の
重
点
は
、

筆
者
の
表
現
で
い
う
「
人
間
の
側
か
ら
自
然
を
見
た
」
観
念
の
句
で
あ
る
と
い

剃

捨

て

黒

髪

山

に

衣

更

曾

良

こ
れ
は
芭
蕉
に
よ
る
句
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
が
、
芭

蕉
が
曾
良
の
句
と
し
た
も
の
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
に
つ
い
て
は
、
別
に
慎
重

に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
だ
が
、
筆
者
の
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、

こ
れ
は
リ
ズ
ム
、
筆
者
の
用
語
で
は
ヴ
ェ
ク
ト
ル
の
調
整
部
分
で
あ
っ
て
、
こ

こ
で
は
一
応
、
旬
の
向
き
を
不
問
に
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
筆
者
の
「
自

然
の
側
か
ら
人
間
を
み
る
」
も
し
く
は
「
人
間
の
側
か
ら
自
然
を
み
る
」
芭
蕉

の
リ
ズ
ム
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
べ
き
も
の
と
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
代
作
者
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
と

も
絡
み
、
別
に
深
く
検
討
を
要
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
深
入
り
は
し

な
い
で
、
以
後
は
曾
良
の
旬
を
か
か
げ
る
だ
け
に
止
め
る
。

5

暫
時
は
滝
に
籠
る
や
夏
の
初

句
の
意
は
、
ほ
ん
の
暫
く
だ
が
滝
を
裏
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
岩
と
滝
に
囲

4 

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

現
わ
し
て
も
っ
と
も
な
旬
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3 
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9

野
を
横
に
馬
牽
む
け
よ
ほ
と
と
ぎ
す

ん
だ
「
自
然
の
中
の
人
間
」
の
姿
で
あ
ろ
う
。

6

か
さ
ね
と
は
八
重
撫
子
の
名
成
る
べ
し

7

夏
山
に
足
駄
を
拝
む
首
途
哉

句
の
意
、
こ
れ
か
ら
向
か
う
夏
山
に
思
い
を
は
せ
て
、
行
者
堂
に
ま
つ
つ
て

あ
る
高
足
駄
に
旅
の
安
全
を
お
祈
り
す
る
こ
と
だ
、
と
解
釈
し
た
い
。

「
山
本
・
読
む
」
で
は
、

「
足
駄
を
拝
む
」
に
、
芭
蕉
の
前
途
幾
百
里
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
。

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
一
番
納
得
で
き
そ
う
で
あ
る
。

8

木
啄
も
庵
は
や
ぶ
ら
ず
夏
木
立

句
の
意
は
、
遠
く
で
啄
木
鳥
の
叩
く
音
が
聞
こ
え
る
。
辺
り
は
静
ま
り
か
え

り
、
夏
木
立
が
生
い
茂
っ
て
、
そ
の
木
陰
に
古
び
た
庵
が
立
っ
て
い
る
。
あ
の

啄
木
鳥
も
こ
の
庵
だ
け
は
ま
だ
破
ら
な
い
、
と
理
解
し
て
、
「
自
然
の
中
の
人

間
」
を
看
た
旬
と
解
し
た
い
。
が
「
加
藤
・
私
記
」
で
は
、

夏
木
立
ち
の
中
に
小
庵
が
あ
る
。
あ
の
寺
を
つ
つ
き
破
る
と
い
う
啄
木
鳥

で
さ
え
軒
を
破
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
、
と
語
り
か
け
る
と
こ
ろ
に
は
、
仏
頂
の

こ
こ
ろ
を
お
の
が
こ
こ
ろ
と
し
な
が
ら
―
つ
の
世
界
を
生
み
出
し
た
付
句
の

よ
う
な
性
格
さ
え
見
ら
れ
る
。
今
、
啄
木
鳥
が
軒
を
破
っ
て
い
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
を
見
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
描
写
し
た
り
叙
述
し
た
り
す
る
ゆ
き
方

と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
、
層
の
厚
い
世
界
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
、
百
八
十
度
違
う
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
旬
は
、
い
わ
ゆ
る
挨
拶
句
で

も
あ
り
、
気
持
ち
の
表
明
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
や
は
り
静
ま
り
返
っ
た
夏
木
立

の
中
に
啄
木
鳥
の
叩
く
情
景
に
重
き
を
置
き
た
い
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。

『
お
く
の
細
道
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俳
句
考

曾
良

ま
れ
て
、
夏
安
居
（
げ
あ
ん
ご
）
に
入
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
、
時
あ
た
か
も
夏

の
初
め
で
あ
る
、
と
読
め
る
。

と
う
と
う
と
落
下
す
る
滝
が
目
の
前
に
あ
っ
て
、
実
景
を
通
し
て
実
感
を
よ

句
の
意
は
、
い
ま
進
ん
で
い
る
方
向
を
横
に
向
け
て
く
れ
、
な
ぜ
な
ら
、
ほ

と
と
ぎ
す
が
横
切
っ
た
よ
う
に
思
う
か
ら
、
と
命
じ
た
、
即
吟
の
句
。
感
情
の

発
露
と
理
解
し
た
い
。

多
く
の
先
人
は
、
広
々
と
し
た
野
の
景
色
と
昼
間
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
い

た
実
景
を
詠
ん
だ
と
し
て
い
る
。
籠
者
は
、
こ
こ
で
仮
説
の
最
初
の
危
機
に
直

面
す
る
思
い
が
し
た
。
し
か
し
、
強
い
味
方
が
二
つ
あ
っ
た
。
―
つ
は
「
安
東

ほ
と
と
ぎ
す
が
実
際
に
飛
ん
だ
か
、
鳴
い
た
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

こ
の
句
に
と
っ
て
や
や
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
。
口
取
と
も
思
え
ぬ
風
流
に

感
じ
入
っ
て
む
く
い
た
句
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
所
が
あ
る
。

一
読
、
大
景
の
印
象
が
あ
る
か
ら
、
諸
注
は
嘱
目
の
写
生
と
受
取
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
見
当
違
だ
。

と
し
て
、
作
者
芭
蕉
の
感
懐
が
よ
く
で
た
句
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
あ
と
一
っ

は
「
加
藤
・
私
記
」
だ
が
、

自
然
と
山
河
と
は
同
義
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
私
は
、
「
芭
蕉
の

山
河
」
は
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
稀
で
あ
る
と
思
っ
て

い
る
。
多
く
は
自
然
と
人
間
と
が
相
触
れ
た
と
こ
ろ
に
、
現
前
の
自
然
と
は

ち
が
っ
た
―
つ
の
山
河
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
あ
っ
て
、

九

い
ず
れ
も
筆
者
の
仮
説
に
有
力
な
根
拠
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ

う
に
受
け
止
め
た
。

10

田
一
枚
植
え
て
立
ち
去
る
柳
か
な

句
の
意
は
、
西
行
ゆ
か
り
の
柳
の
陰
で
、
昔
を
懐
か
し
ん
で
い
る
間
に
、
早

乙
女
た
ち
は
田
を
一
枚
植
え
て
し
ま
っ
て
立
ち
去
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
し
お

に
、
私
も
柳
の
下
を
立
ち
去
る
こ
と
だ
と
解
釈
し
て
異
説
は
少
な
い
。

西
行
の
（
詠
ん
だ
と
い
う
）
柳
も
、
田
を
植
え
て
い
た
早
乙
女
た
ち
も
、
現

実
目
の
前
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

私
注
」
で
あ
る
。



卯
の
花
を
か
ざ
し
に
関
の
晴
れ
着
か
な

12

風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
う
た

旬
の
意
は
、
白
河
の
関
を
越
え
て
初
め
て
奥
州
の
地
に
入
っ
た
が
、
そ
こ
で

郡
ぴ
た
田
植
え
歌
を
耳
に
し
た
。
こ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
旅
の
幾
つ
も
経
験
す
る

で
あ
ろ
う
風
流
の
最
初
な
の
だ
な
と
の
感
慨
を
詠
ん
だ
。

「
風
流
の
初
め
」
に
関
し
て
幾
つ
か
の
議
論
が
あ
っ
た
。
奥
州
の
田
植
え
歌

が
風
流
の
起
源
と
詠
め
る
と
す
る
説
も
、
既
に
「
内
山
・
鑑
賞
」
で
は
、
こ
れ

は
現
在
賛
成
者
が
少
な
い
、
と
ほ
ぼ
断
じ
て
い
る
。

13

世
の
人
の
見
付
ぬ
花
や
軒
の
栗

旬
の
意
は
、
庵
の
軒
に
栗
の
木
が
あ
っ
て
、
あ
ま
り
目
立
た
な
い
が
淡
黄
色

の
細
か
い
花
が
咲
い
て
い
る
。
い
か
に
も
こ
こ
に
隠
れ
住
ん
で
い
る
主
の
奥
ゆ

か
し
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。

世
間
の
人
は
見
過
ご
し
て
し
ま
う
花
で
あ
る
が
、
こ
の
庵
の
主
が
そ
の
意
味

を
見
出
し
て
い
る
の
が
素
晴
ら
し
い
、
と
実
景
描
写
と
同
時
に
挨
拶
の
旬
に
も

14

早
苗
と
る
手
も
と
や
昔
し
の
ぶ
摺

句
の
意
は
、
し
の
ぶ
石
を
み
て
い
る
と
、
田
ん
ぼ
で
見
た
、
早
乙
女
た
ち
が

早
苗
を
と
っ
て
い
た
手
つ
き
と
同
じ
よ
う
に
、
し
の
ぶ
摺
を
や
っ
て
い
た
昔
の

仕
立
て
て
い
る
。

II 

こ
の
旬
が
自
筆
本
で
は
、

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告

曾
良

水
せ
き
て
早
苗
た
は
ぬ
る
柳
陰

が
初
案
で
あ
っ
た
の
を
、
訂
正
し
て
書
き
改
め
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

西
行
の
「
柳
陰
」
を
あ
ま
り
意
識
し
過
ぎ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
の
を
、
改
定
で
、
そ
こ
に
止
ど
ま
っ
て
い
な
い
意
を
込
め

た
と
す
る
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
実
の
情
景
を
基
礎

に
読
み
込
ん
で
い
て
、
筆
者
の
仮
説
の
当
否
に
影
響
す
る
改
変
で
は
な
い
と
考

え
て
良
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

第

2
号

乙
女
た
ち
の
手
元
が
思
い
出
さ
れ
て
く
る
よ
、
と
読
め
る
。

こ
の
旬
は
実
景
描
写
よ
り
も
感
懐
に
重
点
が
あ
り
、
事
実
、
初
案
が
、

五
月
乙
女
に
し
か
た
望
ん
し
の
ぶ
摺
（
曾
良
書
留
）

で
あ
っ
た
の
が
、
再
案
で
、

早
苗
つ
か
む
手
も
と
や
昔
し
の
ぶ
摺

と
な
り
、
旬
形
を
整
え
て
い
っ
た
こ
と
が
納
得
で
き
る
。

15

笈
も
太
刀
も
五
月
に
か
ざ
れ
昏
織

句
の
意
は
、
端
午
の
節
旬
も
近
付
い
て
、
昏
織
が
空
に
見
え
て
い
る
。
弁
慶

の
笈
や
義
経
の
太
刀
も
一
緒
に
飾
る
が
良
い
、
と
読
め
、
初
案
が
、

弁
慶
が
笈
を
も
か
ざ
れ
昏
織

で
あ
っ
た
こ
と
も
含
め
、
実
景
を
前
に
し
て
の
旬
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

16

笠
島
は
い
づ
こ
さ
月
の
ぬ
か
り
道

句
の
意
は
、
実
方
の
塚
が
あ
る
と
い
う
笠
島
は
ど
の
あ
た
り
だ
ろ
う
か
、
笠

も
蓑
も
な
い
上
に
こ
の
ぬ
か
り
道
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
読
め
る
。

「
飯
田
・
全
解
」
で
は
、

悲
し
み
を
心
の
友
と
す
る
軽
み
の
精
神
は
「
笠
島
は
」
と
さ
ら
っ
と
軽
く

い
っ
て
生
き
て
い
る
。
技
巧
的
な
句
で
は
あ
る
が
、
だ
じ
ゃ
れ
で
は
な
い
。

と
評
し
て
い
る
。
芭
蕉
の
ユ
ー
モ
ア
の
気
持
ち
に
重
点
が
あ
ろ
う
。

17

桜
よ
り
松
は
二
木
を
三
月
越
シ

句
の
意
は
、
遅
桜
の
時
節
か
ら
見
て
く
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
い
た
二
又
の

松
の
木
を
、
三
月
ご
し
に
五
月
に
な
っ
て
見
ま
し
た
よ
と
読
め
る
。
実
際
に

松
の
木
を
見
た
実
景
へ
の
喜
び
と
挙
白
に
対
す
る
挨
拶
の
気
持
ち
も
込
め
て
い

る
。
気
持
ち
の
表
明
に
重
き
を
置
い
た
挨
拶
句
と
と
る
見
方
も
多
い
が
、
築
者

は
「
自
然
の
中
の
人
間
」
の
様
子
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
。

18

あ
や
め
草
足
に
結
ん
草
維
の
緒

い
た
だ
い
た
草
軽
の
緒
に
あ
や
め
を
結
ん
だ
積
も
り
で
旅
先
の

句
の
意
は
、

（
卯
辰
集
等
）

1
0 
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き
み
の
心
を
し
つ
か
り
結
え
て
ゆ
こ
う
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
草
維
の

緒
に
シ
ョ
ウ
プ
を
結
ん
だ
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
ざ
し
に
す
る
な
ら
と

も
か
く
、
第
一
、
足
に
シ
ョ
ウ
プ
な
ど
ひ
き
ず
っ
て
歩
け
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
。

と
、
す
こ
ぶ
る
歯
切
れ
が
い
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
菖
蒲
と
い
た
だ
い
た
草

桂
に
対
す
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
「
人
間
の
中
の
自
然
」
を
詠
ん
だ
も
の

だ
ろ
う
。

よ
ヽ
う
と
し
た
こ
と
も
、

松
島
や
鶴
に
身
を
か
れ
ほ
と
と
ぎ
す

20

夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡

句
の
意
は
、
こ
こ
高
館
に
の
ぼ
っ
て
く
る
と
、
夏
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
。

昔
は
古
戦
場
と
し
て
武
士
た
ち
が
そ
の
主
君
（
義
経
）
を
守
っ
て
功
名
を
立
て

一
時
の
夢
だ
っ
た
の
だ
。
広
々
と
し
た
自
然
の
景
の
中

と
読
め
る
。

「
夢
の
跡
」
と
は
歴
史
の
栄
枯
の
跡
と
考
え
ら
れ
や
す
い
句
だ
が
、
そ
こ
ま

で
解
釈
を
拡
げ
る
と
句
を
（
文
も
ま
た
）
つ
ま
ら
な
く
す
る
。
「
義
経
記
」
が

伝
え
る
合
戦
の
跡
を
眼
前
に
と
ら
え
て
、
た
だ
「
夏
草
や
」
の
感
慨
が
あ
っ
た
、

と
読
ん
で
お
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

ー2 22

五
月
雨
の
降
の
こ
し
て
や
光
堂

旬
の
意
は
、
今
、
目
の
前
の
光
堂
は
昔
の
姿
の
ま
ま
（
経
り
残
さ
れ
て
）
輝

い
て
い
る
が
、
梅
雨
時
に
よ
く
降
る
五
月
雨
も
、
こ
こ
だ
け
は
降
ら
ず
に
残
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
と
読
め
る
。

前
日
は
豪
雨
、
当
日
に
は
雨
は
降
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
実
景
と
い
え

ば
実
景
だ
が
、
雨
中
で
鞘
堂
に
守
ら
れ
て
雨
に
降
ら
れ
て
い
な
い
光
堂
を
観
察

卯
の
花
に
兼
房
み
ゆ
る
白
毛
か
な

に
人
間
た
ち
の
姿
が
目
に
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
だ

19 

健
脚
を
祈
ろ
う
、
と
解
し
た
い
。

「
安
東
・
私
注
」
で
は
、

曾
良 曾

良

句
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
自
華
本
で
は
、
こ
の
句
の
と
こ
ろ
が
、

五
月
雨
も
年
々
降
て
五
百
た
び

蛍
火
の
昼
は
消
つ
よ
仕
か
な

と
あ
っ
た
の
を
―
つ
に
縮
約
し
た
の
は
、
リ
ズ
ム
の
配
慮
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

23

蚤
風
馬
の
尿
す
る
枕
も
と

旬
の
意
は
、
や
っ
と
見
付
け
た
宿
屋
も
、
蚤
や
風
に
さ
い
な
ま
れ
て
、
そ
れ

ば
か
り
か
寝
て
い
る
近
く
で
馬
が
放
尿
す
る
音
ま
で
耳
に
入
る
、
な
る
ほ
ど
尿

前
の
関
だ
な
、
と
読
め
る
。

芭
蕉
が
座
敷
に
寝
て
、
た
と
い
馬
小
屋
の
側
で
寝
た
の
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
こ
の
句
は
そ
の
時
の
情
景
の
延
長
上
に
心
境
を
詠
ん
だ
旬
と
う
け
と
め
て

よ
い
だ
ろ
う
。24

涼
し
さ
を
我
宿
に
し
て
ね
ま
る
也

句
の
意
は
、
涼
し
い
部
屋
に
宿
を
と
っ
て
い
た
だ
い
て
、
遠
慮
な
く
く
つ
ろ

い
で
い
る
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。

「
ね
ま
る
」
に
は
、
膝
を
崩
し
て
座
る
意
味
（
こ
の
地
方
の
方
言
ら
し
い
）

と
、
身
体
を
横
に
し
て
寝
転
ぶ
の
意
味
に
と
る
二
通
り
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
主
人
清
風
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
い
る
旬
で
あ
る
。

25

這
出
で
よ
か
ひ
や
が
下
の
ひ
き
の
声

句
の
意
は
、
蚕
を
飼
う
建
物
の
下
で
、
ひ
き
が
え
る
の
声
が
す
る
。
な
っ
か

し
い
よ
う
な
、
佗
し
い
声
だ
。
そ
ん
な
所
で
隠
れ
て
鳴
い
て
な
い
で
、
こ
ち
ら

へ
出
て
お
い
で
、
と
読
め
る
。
養
蚕
農
家
の
実
景
が
目
の
前
に
あ
る
。

26

ま
ゆ
は
き
を
悌
に
し
て
紅
粉
の
花

句
の
意
は
、
道
中
、
あ
た
り
に
紅
粉
の
花
が
咲
い
て
い
た
。
あ
れ
は
婦
人
が

白
粉
を
付
け
た
後
に
使
う
眉
掃
き
を
お
も
い
だ
さ
せ
る
。
そ
の
眉
掃
き
を
使
う

し
た
の
で
は
な
く
、

「
山
本
・
読
む
」
に
も
あ
る
よ
う
に
感
嘆
の
意
味
が
強
い



女
性
も
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
で
あ
る
、
と
読
め
る
。
紅
粉
の
花
を
目
の
前
に
し
て

の
情
景
な
ら
、
文
の
途
中
に
挿
入
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
宿
に
寛
い
で
い
る
と
き

の
三
旬
の
末
尾
に
置
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
筆
者
は
考
え
る
。
紅
粉
を
生

産
す
る
こ
の
地
方
の
人
々
へ
の
親
し
み
の
挨
拶
が
重
点
の
句
で
あ
ろ
う
。

27

蚕
飼
す
る
人
は
古
代
の
す
が
た
哉
曾
良

28

閑
さ
や
岩
に
し
み
い
る
蝉
の
声

句
の
意
は
、
あ
た
り
は
森
閑
と
し
て
、
た
だ
蝉
の
群
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
い

る
。
そ
の
蝉
の
声
が
岩
に
し
み
い
る
よ
う
に
、
か
え
っ
て
静
け
さ
が
深
ま
る
よ

う
で
あ
る
、
と
読
め
る
。

受
験
参
考
書
と
し
て
も
青
年
・
学
生
に
影
響
力
の
あ
る
「
森
山
・
要
解
」
に
、

閑
寂
を
理
想
と
す
る
蕉
風
の
真
随
（
真
髄
と
書
く
べ
き
だ
ろ
う
1
1
鉦

者
）
を
示
し
た
名
句
で
、
「
奥
の
細
道
」
中
だ
け
で
な
く
芭
蕉
生
涯
の
代
表

作
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

初
案
は
、

さ
び
し
さ
や
岩
に
し
み
こ
む
せ
み
の
声
（
初
蝉
・
泊
船
集
）

と
な
り
、
さ
ら
に
時
間
を
お
い
て
推
敲
の
末
に
今
の
形
に
結
晶
し
た
。

初
案
で
閑
寂
の
「
自
然
の
中
の
人
間
」
の
心
境
を
描
い
て
い
る
が
、
改
案
で

は
気
持
ち
が
先
に
出
て
、
さ
び
し
い
気
持
ち
の
「
人
間
の
中
の
自
然
」
の
情
景

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
し
、
改
案
の
ま
ま
に
止
ど
ま
っ
て
い
た
ら
、
籠

者
の
仮
説
も
こ
こ
で
大
き
く
崩
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

29

五
月
雨
を
集
め
て
早
し
最
上
川

旬
の
意
は
、
降
り
続
い
た
五
月
雨
が
集
ま
っ
た
水
量
、
速
度
が
と
も
に
驚
く

ほ
ど
凄
い
も
の
だ
、
と
読
め
る
。

山
寺
や
石
に
し
み
つ
く
蝉
の
声

で
あ
っ
た
の
が
、
改
案
で
、

（
俳
諧
書
留
）

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
第
2
号

五
月
雨
を
集
め
て
涼
し
最
上
川

だ
っ
た
「
涼
し
」
が
「
早
し
」
に
推
敲
さ
れ
た
。
「
飯
田
・
全
解
」
の
説
明
に

よ
る
と
、大

石
田
の
高
野
一
栄
の
宅
で
の
「
涼
し
」
の
句
形
に
は
、
最
上
川
を
眺
め

る
席
で
の
、
す
が
す
が
し
い
も
て
な
し
に
対
す
る
挨
拶
の
意
が
あ
り
、
そ
れ

は
そ
れ
で
―
つ
の
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
涼
し
」
を
「
早
し
」
と
変
え
た

だ
け
で
、
旬
の
焦
点
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
く
る
。
最
上
川
の
本
質
に
く
い

こ
み
、
「
水
み
な
ぎ
っ
て
舟
あ
や
う
し
」
と
命
が
け
で
急
流
を
下
っ
た
作
者

の
実
感
が
切
迫
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
「
あ
つ
ま
り
て
」
で
な
く
「
あ
つ
め

て
」
と
し
た
と
こ
ろ
も
、
作
者
の
気
持
ち
が
投
入
さ
れ
て
い
る
。
「
早
し
」

は
ま
た
芭
蕉
の
心
も
早
い
の
で
あ
る
。

と
、
大
変
力
が
こ
も
っ
て
い
て
説
得
力
が
あ
り
そ
う
だ
。

こ
れ
は
実
景
を
詠
ん
だ
句
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
ら
、
「
自
然
の
中
の
人
間
」

の
姿
と
な
っ
て
、
筆
者
に
よ
る
仮
説
の
リ
ズ
ム
が
狂
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

「
自
然
の
中
の
人
間
の
感
情
」
で
あ
っ
た
「
閑
か
さ
や
」
の
句
の
後
に
、
ま
た

ま
た
同
類
の
旬
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
仮
説
が
破
綻
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

救
い
は
「
荻
原
・
評
論
」
に
あ
っ
た
。

涼
し
は
其
水
を
眺
め
て
ゐ
て
感
じ
ら
れ
る
言
葉
だ
が
、
早
し
は
其
水
の
上

に
身
を
乗
せ
て
初
め
て
感
じ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
…
…
「
早
し
」
の
方
は

自
分
の
身
が
其
ま
ま
舟
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
と
自
然
と
が
―
つ
に
な
っ
て

走
っ
て
い
る
…
…
云
換
へ
る
と
、
「
早
し
」
と
い
う
語
に
は
作
者
の
主
観
が

燃
え
て
い
る
。
そ
れ
が
其
語
だ
け
で
燃
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
其
が
一
句

全
体
を
主
観
的
に
強
く
燃
え
上
が
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
…
…

そ
れ
で
、
「
五
月
雨
」
、
「
あ
つ
め
て
」
、
「
早
し
」
と
い
う
言
葉
は
或

客
観
的
の
景
色
を
説
叙
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
者
の
心
象
の
ゆ
ら
ぎ
を

現
地
で
の
芭
蕉
の
初
案
で
は
、
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本
文
の
分
量
上
の
半
分
は
松
島
の
辺
り
で
あ
っ
た
。
中
尊
寺
辺
り
を
折
り
返

34 

す
る
。

表
現
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
「
最
上
川
」
は
作
者
の
意
識
の
流
で
、

今
こ
こ
に
洋
々
た
る
大
河
と
な
っ
て
海
を
指
し
て
い
る
、
旅
人
の
心
の
姿
だ

と
も
云
へ
る
。

つ
ま
り
、
筆
者
の
言
？
「
人
間
の
中
の
自
然
」
を
詠
ん
で
い
る
句
な
の
で
あ
る
。

本
文
中
に
「
左
右
山
覆
ひ
、
茂
み
の
中
に
船
を
下
す
」
と
主
観
を
強
く
打
ち
出

し
た
の
は
、
筆
の
滑
り
で
は
な
く
、
船
そ
の
も
の
に
な
っ
た
芭
蕉
の
ま
さ
に
仕

掛
け
と
さ
え
籠
者
に
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

30

有
難
や
雪
を
か
ほ
ら
す
南
谷

旬
の
意
は
、
こ
こ
南
谷
に
停
泊
し
た
お
か
げ
で
、
冷
や
や
か
な
雪
の
冷
気
や

薫
り
が
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。
挨
拶
の
旬
で
あ
る
が
、
谷
間
の

雪
も
見
え
て
い
る
か
ら
（
初
案
は
「
雪
を
め
ぐ
ら
す
」
だ
っ
た
）
、
実
景
を
う

た
っ
て
い
る
と
理
解
し
た
い
。
「
あ
り
が
た
や
」
を
、
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
、

と
と
れ
ば
、
い
っ
そ
う
情
景
描
写
に
近
付
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

31

涼
し
さ
や
ほ
の
三
か
月
の
羽
黒
山

句
の
意
は
、
ま
こ
と
に
涼
し
い
こ
と
だ
。
お
り
し
も
三
日
月
が
羽
黒
山
の
あ

た
り
に
ほ
の
見
え
て
い
る
、
と
読
め
る
。
挨
拶
句
で
も
あ
り
、
実
景
も
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
。
涼
し
さ
に
重
点
を
置
く
解
釈
（
「
荻
原
・
評
論
」
「
岩
田
・
詳

講
」
ほ
か
）
と
、
月
と
山
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
重
点
の
解
釈
（
「
内
山
・
鑑
賞
」

「
森
山
・
要
解
」
ほ
か
）
の
二
通
り
に
別
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
平
井
・

入
門
」
に
い
う
「
陽
」
の
前
半
か
ら
「
陰
」
の
後
半
へ
、
ほ
の
三
日
月
と
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
な
す
羽
黒
山
で
折
り
返
す
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値

次
の
節
で
も
取
り
上
げ
る
が
、
「
お
く
の
細
道

j

全
六
十
二
旬
の
半
分
が
こ

こ
ま
で
で
、
曾
良
や
低
耳
の
句
を
差
し
引
い
た
五
十
句
の
半
分
も
、
ち
ょ
う
ど

こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

曽
良

し
点
と
と
る
評
者
も
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
ま
と
め
て
論
ず
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

句
の
意
は
、
午
後
見
え
て
い
た
入
道
雲
は
立
ち
上
ぼ
っ
て
は
崩
れ
て
い
っ
た

が
、
つ
い
に
消
え
去
っ
て
、
月
に
照
ら
さ
れ
た
山
が
く
つ
き
り
見
え
て
い
る
こ

と
だ
、
と
読
め
る
。
月
の
山
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
月
山
で
あ
る
。

「
荻
原
・
評
論
」
で
は
、
こ
の
句
は
焦
点
が
二
つ
あ
り
、
チ
グ
ハ
グ
に
な
っ

て
い
て
、
リ
ズ
ム
に
生
命
感
が
乏
し
く
失
敗
作
だ
と
酷
評
し
て
い
る
。
だ
が
、

筆
者
に
は
、
雄
大
な
空
間
と
時
間
を
織
り
込
ん
だ
「
自
然
の
中
の
人
間
」
の
句

と
し
て
、
「
閑
か
さ
や
」
の
句
に
匹
敵
す
る
秀
作
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

少
年
の
よ
う
な
喜
び
が
あ
っ
て
、
こ
の
旬
に
生
き
生
き
し
た
リ
ズ
ム
を
附

与
し
て
い
る
。

と
高
く
評
価
し
た
「
山
本
・
読
む
」
の
見
解
や
、

大
き
な
自
然
を
よ
く
一
旬
に
よ
み
と
っ
て
句
品
の
高
い
調
子
の
張
っ
た
旬

で
あ
る
と
思
う
。

と
評
価
し
た
「
岩
田
・
詳
講
」
に
鏑
者
は
共
感
を
覚
え
る
。

「
陽
」
の
前
半
か
ら
、
月
に
映
え
る
月
山
で
「
陰
」
の
後
半
が
引
き
継
が
れ

る
。
こ
こ
に
芭
蕉
に
よ
る
渾
身
の
巧
み
が
な
い
わ
け
が
な
い
。
こ
こ
で
の
移
り

方
は
、
鏡
対
称
の
よ
う
な
「
反
射
」
で
は
な
く
、
あ
る
媒
質
か
ら
他
の
媒
質
へ

の
光
の
「
屈
折
」
の
よ
う
に
移
っ
て
い
る
、
と
言
え
ば
、
余
り
に
も
物
理
学
的

す
ぎ
る
が
、

「
位
相
転
移
」
の
仕
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

33

語
ら
れ
ぬ
湯
殿
に
ぬ
ら
す
袂
か
な

句
の
意
は
、
し
き
た
り
に
従
っ
て
、
他
言
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
が
、
湯
殿

山
の
有
難
さ
に
、
涙
を
拭
う
袂
も
濡
れ
る
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。
挨
拶
句
で
あ

り
、
気
持
ち
の
表
明
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。

湯
殿
山
銭
ふ
む
道
の
泊
か
な

32 

雲
の
峰
幾
つ
崩
て
月
の
山
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旬
の
意
は
、
酒
田
の
海
岸
に
出
て
み
る
と
、
は
る
か
南
の
温
海
山
か
ら
北
の

吹
浦
ま
で
が
一
望
の
元
に
見
渡
せ
る
。
な
ん
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
夕
す
ず
み
の

気
分
で
あ
る
こ
と
よ
。
雄
大
な
景
色
の
中
の
旅
人
の
気
持
ち
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

36

暑
き
日
を
海
に
い
れ
た
り
最
上
川

句
の
意
は
、
太
陽
が
じ
り
じ
り
と
照
り
付
け
た
熱
い
一
日
だ
っ
た
。
こ
の
一

日
も
日
が
最
上
川
の
は
る
か
沖
合
に
沈
ん
で
、
や
っ
と
長
い
一
日
も
終
わ
り
に

な
っ
た
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。
暑
か
っ
た
一
日
の
気
分
が
漸
く
治
ま
っ
た
と
こ

ろ
に
句
の
重
点
が
あ
る
と
考
え
る
。

初
案
が
、

涼
し
さ
や
海
に
入
た
る
最
上
川

と
な
っ
て
い
て
、
涼
し
さ
の
気
分
に
初
め
か
ら
重
点
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
い
知

れ
る
。
し
か
し
、
海
に
入
れ
た
（
海
に
入
っ
た
）
の
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
古
来
、
い
ろ
い
ろ
の
説
が
あ
る
。

「
荻
原
・
評
論
」
と
「
加
藤
・
私
記
」
は
、
最
上
川
だ
と
し
た
。
二
人
と
も

実
作
者
ら
し
い
解
釈
で
あ
る
。
海
に
入
っ
た
の
は
暑
い
太
陽
だ
と
し
た
の
は

実
景
に
重
点
を
置
く
ら
し
い
。

「
暑
い
一
日
」
が
終
わ
っ
た
と
と
る
の
が
「
飯
田
・
全
解
」
「
森
山
・
要

解
」
そ
れ
に
「
安
東
・
私
注
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
熱
き
一
日
」
と
「
暑
き

太
陽
」
の
両
方
だ
と
し
た
の
が
「
岩
田
・
詳
講
」
「
「
阿
部
・
詳
考
」
と
「
内

山
・
鑑
賞
」
で
、
他
者
の
比
較
検
討
を
詳
し
く
行
っ
た
三
人
が
共
通
し
て
い
る

の
が
お
も
し
ろ
い
。

37

象
潟
や
雨
に
西
施
が
ね
ぶ
の
花

旬
の
意
は
、
こ
こ
象
混
に
雨
が
降
っ
て
い
る
が
、
そ
の
雨
に
目
の
前
の
合
歓

の
花
が
濡
れ
そ
ぽ
っ
て
い
て
、
あ
の
絶
世
の
美
人
西
施
の
憂
い
顔
が
思
い
出
さ

あ
つ
み
山
や
吹
浦
か
け
て
夕
す
ず
み

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
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研
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で
あ
る
。
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低
耳

曽
良

曽
良

れ
る
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。
象
潟
の
雨
、
雨
に
打
た
れ
る
合
歓
の
花
も
共
に
、

眼
前
の
実
景
で
あ
り
、
そ
の
景
色
の
中
に
、
憂
い
に
沈
む
人
間
の
姿
が
詠
み
込

汐
越
や
鶴
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し

8 3 

句
の
意
は
、
汐
越
し
の
浅
瀬
に
潮
が
満
ち
て
く
る
と
そ
こ
に
お
り
立
っ
て
い

る
鶴
の
胚
が
ぬ
れ
る
、
涼
し
さ
の
感
じ
が
一
層
増
し
て
く
る
こ
と
だ
、
と
読
め

る
。
が
、
実
景
を
前
に
し
て
の
旬
で
は
な
く
、
「
松
島
や
鶴
に
身
を
か
れ
ほ
と

と
ぎ
す
」
（
曽
良
）
と
の
対
応
で
「
象
潟
や
鶴
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し
」
と
配
置

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
「
安
東
・
私
注
」
の
オ
気
換
発
ぶ
り
に
組
み

し
た
い
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
も
皮
一
枚
、
筆
者
の
仮
説
が
裏
付
け
ら
れ
る
の

象
潟
や
料
理
何
く
ふ
神
祭

盤
の
家
や
戸
板
を
敷
て
夕
涼

41

波
こ
え
ぬ
契
あ
り
て
や
み
さ
ご
の
巣

42

文
月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず

旬
の
意
は
、
明
日
は
七
夕
と
い
う
今
日
六
日
は
、
な
に
か
し
ら
い
つ
も
の
夜

と
違
う
雰
囲
気
で
あ
る
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。
こ
れ
は
七
夕
を
明
日
に
控
え
て

の
実
景
実
感
で
あ
ろ
う
。

43

荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河

旬
の
意
は
、
海
が
波
立
ち
、
沖
合
蓬
か
に
佐
渡
島
が
黒
々
と
見
え
る
。
そ
の

方
向
に
天
の
川
が
流
れ
て
い
て
、
な
ん
と
も
佗
し
い
感
じ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
、
と
読
め
る
。
佐
渡
に
寄
せ
る
感
情
に
重
点
が
あ
り
、
実
景
を
詠
ん
だ

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
解
釈
で
、
そ
の
根
拠
は
次
の
よ
う
に
幾

つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
「
加
藤
・
私
記
」
か
ら
引
用
す
る
。

眼
前
の
、
夜
の
荒
海
の
上
に
天
の
川
が
佐
渡
に
か
け
て
横
た
わ
っ
て
い
る

雄
大
寂
蓼
を
極
め
た
実
景
を
詠
ん
だ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
果
た

ま
れ
て
い
る
。

一
四
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44 
そ
こ
で
こ
の
句
は
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
か
。
現
代
の
写
実
的
な
作
旬
法

か
ら
い
え
ば
、
一
応
虚
構
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
簡
単

に
虚
構
と
い
う
型
に
は
め
こ
ん
で
片
づ
け
て
し
ま
え
な
い
も
の
だ
と
思
う
。

直
接
に
は
四
日
、
佐
渡
の
よ
く
見
え
る
弥
彦
を
出
て
以
来
の
実
景
が
土
台
と

な
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
…
…
構
成
さ
れ
た
幻
の
景
で
あ
る
が
、
そ
の

こ
と
が
か
え
っ
て
「
芭
蕉
の
山
河
」
で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
も
の
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

「
内
山
・
鑑
賞
」
で
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

い
か
に
平
穏
な
海
で
も
、
本
土
と
隔
て
ら
れ
た
流
人
か
ら
み
れ
ば
荒
海
で

あ
る
。
荒
海
と
は
、
流
人
の
心
な
の
で
あ
る
。
…
…

こ
の
旬
が
西
洋
流
の
写
生
句
で
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
な

お
そ
の
上
に
、
長
い
歳
月
の
流
れ
の
中
に
、
数
多
の
人
間
の
悲
し
み
が
滲
み

こ
ん
だ
孤
島
の
風
土
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
も
っ
て
海
の
向
う
に
横

た
わ
る
佐
渡
と
い
う
も
の
を
眺
め
て
い
る
芭
蕉
の
胸
の
う
ち
を
察
し
な
け
れ

ば
、
こ
の
旬
は
十
分
つ
か
み
得
な
い
。

古
く
は
「
荻
原
・
評
論
」
に
も
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

其
荒
海
は
も
は
や
外
在
的
の
存
在
で
は
な
く
て
、
作
者
の
胸
の
中
に
あ
っ

て
リ
ズ
ム
を
打
っ
て
い
る
所
の
詩
感
そ
の
も
の
で
あ
り
、
其
天
の
川
は
も
は

や
天
空
的
の
現
象
で
は
な
く
て
、
作
者
の
心
の
中
に
あ
っ
て
、
く
わ
う
く
わ

う
と
澄
み
わ
た
っ
て
い
る
所
の
寂
莫
そ
の
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
い
ず
れ
も
筆
者
の
仮
説
と
抵
触
し
な
い
。
な
お
ま
た
、
最
上
川
の
船

下
り
で
も
出
て
き
た
の
と
同
様
、
「
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
」
と
い
う
主
観
的
な
用

法
は
、
や
は
り
、
鉦
の
滑
り
や
勇
み
足
で
は
な
く
て
、
句
の
重
心
が
感
情
表
出

に
あ
る
こ
と
に
通
底
し
て
い
る
と
筆
者
は
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

一
家
に
遊
女
も
ね
た
り
萩
と
月

し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

一五

句
の
意
は
、
同
じ
屋
根
の
下
で
、
思
い
も
か
け
ず
、
遊
女
と
同
宿
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
庭
に
咲
い
て
い
た
萩
と
空
の
月
と
の
取
り
合
わ
せ
の
よ

う
な
形
で
、
と
読
め
る
。
萩
は
遊
女
、
月
は
芭
蕉
で
あ
る
が
、
超
俗
の
僧
と
い

う
よ
り
、
俳
諧
師
と
し
て
の
例
え
で
あ
ろ
う
。

45

わ
せ
の
香
や
分
入
右
は
有
磯
海

句
の
意
は
、
加
賀
の
国
に
入
る
辺
り
、
早
稲
の
匂
い
が
し
て
く
る
。
右
手
に

は
有
礎
の
海
岸
が
見
え
て
い
る
、
と
読
め
る
。
「
右
は
」
に
「
汀
」
す
な
わ
ち

水
際
を
巧
妙
に
か
け
て
い
る
。

し
か
し
、

「
加
藤
・
私
記
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
わ
せ
の
香
や
」
は
単
な
る
景
で
は
な
い
。
目
に
触
れ
耳
に
入
る
も
の
を

あ
る
が
ま
ま
に
詠
む
と
い
う
」
手
法
な
ら
、
「
わ
せ
の
香
や
」
は
初
秋
の
早

稲
の
香
の
渫
い
流
れ
る
な
か
の
旅
路
の
一
節
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
芭

蕉
の
心
の
中
で
は
「
藤
波
」
が
匂
い
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の

重
層
化
さ
れ
た
俳
諧
の
あ
ら
わ
れ
が
「
わ
せ
の
香
や
」
で
あ
っ
て
、
単
な
る

写
実
で
は
な
い
。

と
の
見
解
も
あ
り
、
こ
の
句
が
「
人
間
の
中
の
自
然
」
に
相
当
す
る
と
い
う
箪

者
の
仮
説
は
、
こ
こ
で
も
崩
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

46

塚
も
動
け
我
泣
声
は
秋
の
風

句
の
意
は
、
（
金
沢
に
入
っ
て
、
待
っ
て
い
て
く
れ
た
一
笑
の
死
を
知
ら
さ

れ
た
が
）
こ
う
し
て
塚
の
前
に
い
る
と
、
折
し
も
秋
の
風
が
吹
き
付
け
て
く
る
。

あ
あ
、
風
の
音
が
我
が
泣
く
声
な
の
だ
。
塚
も
感
じ
て
く
れ
、
と
読
め
る
。
こ

れ
は
、
自
然
の
声
（
風
）
の
中
に
、
人
間
の
心
の
叫
び
を
聞
き
取
っ
て
ほ
し
い
、

と
理
解
し
た
い
。

47

秋
涼
し
手
毎
に
む
け
や
瓜
茄
子

句
の
意
は
、
涼
し
い
こ
の
庵
で
、
も
て
な
し
の
ま
く
わ
瓜
や
な
す
び
を
め
い

め
い
自
由
に
戴
こ
う
で
は
な
い
か
、
と
読
め
る
。
挨
拶
旬
で
あ
り
、
ご
く
簡
素



な
も
て
な
し
に
対
す
る
、
こ
れ
ま
た
簡
素
な
即
興
の
句
で
あ
る
。

あ
か
あ
か
と
日
は
難
面
も
あ
き
の
風

8 4 

句
の
意
は
、
も
う
秋
に
入
っ
た
と
い
う
の
に
、
日
は
あ
か
あ
か
と
照
り
付
け

て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
吹
く
風
は
さ
す
が
に
秋
を
思
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
、

と
読
め
る
。

で
は
な
い
と
解
釈
し
た
い
。

49

し
ほ
ら
し
き
名
や
小
松
吹
萩
す
す
き

句
の
意
は
、
な
ん
と
可
愛
い
名
で
あ
ろ
う
、
小
松
と
い
う
こ
こ
の
地
名
は
。

松
を
吹
く
風
が
萩
や
す
す
き
を
ゆ
ら
し
て
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
こ
と
だ
、
と
い
う

挨
拶
句
と
解
し
た
い
。
実
景
が
メ
イ
ン
で
は
な
い
。

む
ざ
ん
や
な

゜
5 

旬
の
意
は
、
あ
あ
む
ご
い
こ
と
だ
。
展
示
し
て
あ
る
甲
の
下
で
鳴
い
て
い
る

こ
お
ろ
ぎ
が
、
昔
犠
牲
に
な
っ
た
実
盛
を
悼
ん
で
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
、
と
読

め
る
。
こ
お
ろ
ぎ
の
姿
は
見
え
ず
と
も
、
鳴
き
ご
え
が
情
景
を
伝
え
て
く
れ
て

甲
の
下
の
き
り
ぎ
り
す

51

石
山
の
石
よ
り
白
し
秋
の
風

句
の
意
は
、
こ
こ
那
谷
寺
の
石
に
近
江
の
石
山
を
思
い
出
す
が
、
そ
の
石
の

白
さ
よ
り
、
い
ま
吹
い
て
い
る
秋
の
風
は
し
ら
じ
ら
と
し
て
淋
し
い
か
ぎ
り
で

あ
る
、
と
読
め
る
。

「
安
東
・
私
注
」
に
あ
る
よ
う
に
、
記
述
は
前
後
す
る
が
、
旅
の
初
め
か
ら

寝
食
を
共
に
し
て
き
た
曽
良
と
の
別
れ
が
根
底
に
あ
る
は
ず
で
、
単
な
る
実
景

ま
た
、
中
国
で
は
、
古
く
か
ら
、
春
は
「
緑
」
、
夏
は
「
赤
」
、
秋
は

「
白
」
そ
し
て
冬
は
「
黒
」
の
各
色
に
例
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
秋
の
し
ら

じ
ら
と
し
た
感
じ
を
風
の
色
を
借
り
て
詠
ん
だ
も
の
と
受
け
止
め
た
い
。

52

山
中
や
菊
は
た
お
ら
ぬ
湯
の
匂

句
の
意
は
、
山
の
中
の
温
泉
に
つ
か
っ
て
い
る
と
、
い
い
匂
い
が
し
て
い
る
。

い
る
。

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告

第

2
号

57

物
書
て
扇
引
さ
く
余
波
哉

長
寿
の
薬
と
も
い
わ
れ
て
い
る
菊
を
手
折
っ
て
湯
に
つ
け
る
必
要
も
な
い
く
ら

い
だ
、
と
読
め
る
。
宿
の
主
で
あ
る
桃
夭
に
対
し
名
湯
を
ほ
め
る
挨
拶
旬
で
あ

る
が
、
匂
い
に
対
す
る
感
覚
に
重
点
が
あ
る
と
解
釈
し
た
。

53

行
き
行
き
て
た
ふ
れ
伏
す
と
も
萩
の
原

54

今
日
よ
り
や
書
付
け
消
さ
ん
笠
の
露

句
の
意
は
、
曽
良
と
別
れ
た
以
上
、
笠
に
書
い
た
書
付
け
を
消
そ
う
、
笠
の

露
で
、
と
読
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、
露
で
文
字
を
消
せ
る
わ
け
は
な
く
、
ま
た

「
同
行
二
人
」
は
普
通
仏
と
の
同
行
を
言
う
か
ら
、
消
す
必
要
も
な
い
の
を
敢

え
て
こ
う
読
ん
だ
の
に
は
、
曽
良
の
「
行
き
行
き
て
」
へ
の
呼
応
だ
と
す
る

「
安
東
・
私
注
」
の
卓
見
が
あ
り
、
「
加
藤
・
私
記
」
も
、

「
書
付
け
消
さ
ん
」
は
、
相
手
の
心
残
り
を
断
つ
工
夫
だ
（
自
分
の
た
め

な
ら
「
同
行
二
人
」
を
消
す
必
要
な
ど
な
い
）
。
安
心
し
て
先
に
行
け
、
と

曽
良

曽
良

芭
蕉
は
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
、
説
得
力
の
あ
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

55

終
宵
秋
風
聞
く
や
う
ら
の
山

「
秋
の
風
」
が
こ
れ
で
都
合
四
句
も
出
て
く
る
の
で
、
曽
良
が
書
き
残
し
た

と
し
て
、
リ
ズ
ム
の
調
整
を
計
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

56

庭
掃
て
出
ば
や
寺
に
散
る
柳

旬
の
意
は
、
全
昌
寺
を
辞
し
て
出
よ
う
と
す
る
と
、
タ
ベ
の
風
で
柳
の
葉
が

散
り
敷
い
て
い
る
。
お
礼
の
標
に
庭
を
掃
い
て
出
掛
け
る
こ
と
に
し
よ
う
、
と

読
め
る
。
挨
拶
句
で
あ
る
が
、
曽
良
の
「
よ
も
す
が
ら
」
の
旬
に
呼
応
し
て
、

タ
ベ
の
風
で
散
っ
た
柳
の
葉
の
実
景
に
重
点
が
あ
る
と
解
釈
し
た
い
。
先
人
の

中
に
は
、
寺
を
出
よ
う
と
す
る
と
目
の
前
で
柳
が
散
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
解
釈

し
て
い
る
例
も
多
い
。
同
じ
く
実
景
で
あ
っ
て
も
、
「
散
る
柳
」
を
動
的
に
と

ら
え
る
か
、
静
的
に
と
ら
え
る
か
、
に
違
い
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。 一

六
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名
月
や
北
国
日
和
定
な
き

旬
の
意
は
、
今
日
は
名
月
、
と
期
待
し
て
い
た
の
に
、
な
ん
と
雲
が
出
て
雨

に
な
っ
た
。
ま
っ
た
く
北
国
の
天
候
は
不
安
定
な
も
の
だ
、
と
読
め
る
。
情
景

よ
り
気
分
が
前
面
に
出
て
い
る
。

60

寂
し
さ
や
須
磨
に
か
ち
た
る
浜
の
秋

旬
の
意
は
、
須
磨
の
秋
の
淋
し
さ
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
ま

し
て
こ
こ
種
の
浜
の
景
色
は
寂
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
読
め
る
。
挨
拶
句
で
も

あ
る
が
、
実
景
を
前
に
し
て
の
詠
嘆
で
あ
ろ
う
。

61

浪
の
間
や
小
貝
に
ま
じ
る
萩
の
塵

旬
の
意
は
、
種
の
浜
で
は
、
ま
す
ほ
の
小
貝
が
波
の
間
に
見
え
、
よ
く
見
る

と
そ
こ
に
は
萩
の
花
も
混
っ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。
萩
は
ど
こ
か
の
庭

で
散
り
敷
い
て
い
る
の
を
見
た
よ
う
で
、
浜
に
散
ら
ば
る
小
貝
と
を
重
ね
合
わ

せ
て
仕
立
て
た
「
詩
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
評
し
た
の
は
「
山
本
・
読
む
」
で

あ
り
、
秋
の
旬
に
仕
立
て
る
た
め
に
「
萩
の
塵
」
を
も
っ
て
き
た
と
い
う
「
内

59 

夏
の
間
使
っ
た
扇
と
も
別
れ
る
時
節
と
な
っ
た
が
、
北
枝
と
の
別
れ
に
臨
ん

で
、
も
の
を
書
い
て
へ
ぎ
別
け
て
北
枝
と
の
別
れ
を
惜
し
む
こ
と
だ
、
と
読
め

る
。
「
扇
引
さ
く
」
は
諸
説
あ
る
が
、
「
安
東
・
私
注
」
に
は
、

「
物
書
き
て
扇
引
さ
く
」
と
は
別
れ
ず
に
済
す
工
夫
で
あ
る
。

と
い
う
卓
見
が
あ
り
、
傾
聴
に
値
す
る
。

58

月
清
し
遊
行
の
も
て
る
砂
の
上

気
比
の
明
神
に
参
詣
し
て
い
る
と
月
が
冴
え
て
砂
に
照
り
映
え
て
い
る
。
こ

の
砂
は
遊
行
上
人
い
わ
れ
の
砂
で
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
、
と
読
め
る
。

名
月
前
日
の
情
景
が
鮮
や
か
で
あ
る
。

初
案
は
、
な
み
だ
し
く
や
遊
行
の
も
て
る
砂
の
つ
ゆ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

も
初
案
の
人
間
か
ら
自
然
へ
の
向
き
が
、
改
案
で
自
然
か
ら
人
間
へ
変
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

一七

山
・
鑑
賞
」
が
、
実
景
描
写
で
な
い
「
人
間
の
中
の
自
然
」
と
読
み
た
い
筆
者

の
仮
説
の
裏
付
け
と
な
っ
た
。

62

蛤
の
ふ
た
み
に
わ
か
れ
行
く
秋
ぞ

旬
の
意
は
、
こ
の
旅
の
出
発
の
と
き
は
春
だ
っ
た
。
が
、
秋
も
行
こ
う
と
し

て
い
る
今
、
わ
れ
わ
れ
も
二
見
が
浦
の
蛤
で
は
な
い
が
壺
と
身
に
わ
か
れ
て
新

た
な
出
発
を
す
る
こ
と
だ
、
と
読
め
る
。
「
人
間
の
側
か
ら
み
た
自
然
」
よ
り

出
発
し
た
芭
蕉
は
、

長
か
っ
た
旅
を
し
め
括
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
芭
蕉
「
お
く
の
細
道
」
自
箪
本
の
発
見
で
新
た
に
な
っ
た
事
実
も
ふ

ま
え
て
、
芭
蕉
の
五
〇
句
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
が
も
っ
「
方
向
・
向

き
」
に
重
点
を
お
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
し
て
、
筆
者
の
仮
説
、
つ
ま

り
、
「
人
間
の
中
に
自
然
を
看
、
自
然
の
中
に
人
間
を
観
た
芭
蕉
」
が
、
主
著

「
お
く
の
細
道
j

の
中
の
俳
句
の
配
列
に
、
そ
の
観
点
を
交
互
に
取
り
入
れ
て

配
列
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
根
拠
を
改
め
て
説
明
し
て
き
た
。

末
尾
の
表
に
は
、
本
文
の
段
落
わ
け
（
萩
原
恭
男
校
注
芭
蕉
「
奥
の
細

道
j

文
献
17

に
な
ら
っ
た
）
と
芭
蕉
と
曽
良
と
低
耳
の
全
六
十
二
句
に
通
し

番
号
を
付
け
た
（
こ
れ
は
「
平
井
・
入
門
」
に
な
ら
っ
た
）
。

各
欄
に
は
、
上
か
ら
順
に
、
「
自
然
の
側
か
ら
人
間
」
を
看
て
詠
ん
だ
旬
か
、

「
人
間
の
側
か
ら
自
然
」
を
観
て
詠
ん
だ
句
か
の
筆
者
に
よ
る
判
定
、
次
に
、

い
わ
ゆ
る
「
挨
拶
句
」
で
あ
る
か
ど
う
か
の
表
示
、
四
段
目
に
は
「
洒
落
」
つ

ま
り
何
等
か
の
「
こ
と
ば
遊
び
」
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
等
の
表
示
、

そ
れ
か
ら
以
下
に
先
人
た
ち
の
句
に
対
す
る
「
解
釈
」
か
ら
、
句
の
方
向
・
向

き
を
筆
者
の
判
断
で
識
別
し
た
結
果
を
記
入
し
た
。
判
定
の
付
け
に
く
い
も
の

も
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
主
観
で
先
人
の
解
釈
を
色
分
け
し
た
こ
と

を
、
こ
こ
に
明
記
し
て
お
き
た
い
。
な
お
ま
た
、
筆
者
の
仮
説
の
構
築
と
判
定

「
自
然
の
側
か
ら
み
た
人
間
」
に
戻
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
、



に
重
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
見
解
は
黒
塗
り
三
角
印
で
表
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
筆
者
に
よ
る
仮
説
の
正
否
は
、
学
会
・
識
者
・
広
範
な

読
者
の
検
討
・
批
判
に
委
ね
る
積
り
で
あ
る
。

「
お
く
の
細
道

j

の
中
の
芭
蕉
の
五
〇
句
の

前
節
ま
で
の
箪
者
の
論
点
は
、

配
列
に
、
俳
旬
の
方
向
・
向
き
の
違
い
、
つ
ま
り
「
自
然
の
中
の
人
間
」
に
重

点
を
置
い
た
旬
と
「
人
間
の
中
の
自
然
」
に
重
点
を
置
い
た
句
と
が
あ
っ
て
、

交
互
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
を
立
証
し
よ
う
と
し

こ。t 筆
者
に
よ
る
こ
の
仮
説
（
以
後
、
仮
に
「
俳
句
ヴ
ェ
ク
ト
ル
仮
説
」
と
名
付

け
る
こ
と
に
し
よ
う
）
は
、
実
景
描
写
に
重
き
を
置
い
た
句
と
感
情
表
出
に
重

き
を
置
い
た
旬
が
あ
り
（
仮
説
の
前
半
）
、
そ
れ
が
「
お
く
の
細
道
j

で
は
交

互
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（
仮
説
の
後
半
）
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

あ
る
い
は
物
理
学
用
語
で
あ
る
ヴ
ェ
ク
ト
ル
の
意
味
に
忠
実
に
、
自
然
の
側

か
ら
人
間
の
感
情
を
看
る
句
で
あ
る
か
、
人
間
の
感
情
の
側
か
ら
自
然
の
情
景

を
観
察
す
る
旬
で
あ
る
か
、
の
違
い
と
表
現
し
て
も
良
い
が
、
と
に
か
く
向
き

の
違
い
が
あ
り
、
き
っ
ち
り
交
互
に
配
列
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
箪
者
の

仮
説
の
全
体
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
堅
苦
し
く
響
く
よ
う
な
ら
、
俳
句
の
配
列
に
一
種
の
リ
ズ
ム
が
仕

掛
け
ら
れ
て
い
る
、
と
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
も
良
い
。

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告

「
お
く
の
細

と
こ
ろ
で
、
俳
文
と
は
、
「
（
俳
人
が
書
い
た
）
俳
味
の
あ
る
簡
潔
な
散

文
」
と
あ
る
の
は
、
岩
波
「
国
語
辞
典
」
に
あ
る
解
説
だ
が
、

道
j

は
本
文
と
俳
句
の
い
ず
れ
に
重
き
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

四
ま
と
め
ー
『
お
く
の
細
道
』
全
体
の
構
成
と
句
と
の
関
連

第

2
号

点
構
図
説
」
も
採
ら
な
い
。

で
は
な
い
か
。

こ
れ
も
古
く
よ
り
論
じ
尽
く
さ
れ
て
き
た
問
題
の
―
つ
だ
ろ
う
が
、
箪
者
な

り
に
、
箪
者
に
よ
る
仮
説
に
照
ら
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

前
節
で
も
見
た
よ
う
に
、
本
文
の
分
量
上
の
中
央
は
「
松
島
」
の
辺
り
で
、

表
で
全
体
四
十
五
節
の
な
か
で
二
十
三
辺
り
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。

今
回
新
た
に
出
た
「
芭
蕉
自
鏑
奥
の
細
道
」
（
岩
波
書
店
、
文
献
1
)
で

は
、
よ
り
細
か
い
段
落
わ
け
が
行
わ
れ
て
い
て
、
全
体
六
十
二
あ
る
う
ち
、
三

十
一
が
や
は
り
「
松
島
」
の
く
だ
り
に
当
る
。

と
こ
ろ
が
、
松
島
で
は
芭
蕉
の
句
が
無
い
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
だ
が
、
俳

句
62
句
の
う
ち
松
島
の
曽
良
の
句
で
19
番
、
次
の
乎
泉
で
20
番
と
い
う
風
に

「
ず
れ
」
が
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
半
分
の
31
番
が
「
涼
し
さ
や
ほ
の
三
日
月
の
羽

黒
山
」
、

32
番
が
「
雲
の
峰
幾
つ
崩
れ
て
月
の
山
」
に
相
当
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
が
立
石
寺
で
の
「
閑
か
さ
や
」
の
句
の
着
想
、
さ
ら

に
羽
黒
山
、
月
山
、
湯
殿
山
の
経
験
を
経
て
、
「
不
易
流
行
」
の
着
想
に
到
達

し
た
経
緯
（
こ
の
こ
と
に
は
ま
ず
異
論
が
な
い
も
の
と
考
え
る
）
か
ら
、
芭
蕉

は
俳
句
に
力
点
を
置
き
、
羽
黒
山
・
月
山
・
湯
殿
山
に
「
お
く
の
細
道
」
の
構

成
上
の
ビ
ー
ク
を
仕
掛
け
た
と
見
る
の
が
、
道
理
に
適
っ
て
い
る
と
見
れ
る
の

そ
う
い
う
構
造
な
い
し
は
対
称
性
を
仕
掛
け
た
上
で
、
曽
良
の
旬
の
挿
入
で

全
体
の
対
称
性
を
維
持
し
た
ま
ま
、
錐
者
の
い
う
「
俳
句
ヴ
ェ
ク
ト
ル
仮
説
」

の
ア
イ
デ
ア
を
盛
り
込
ん
で
、
構
造
・
リ
ズ
ム
の
上
で
も
仕
掛
け
を
導
入
し
た
。

す
る
と
、
「
草
の
戸
も
」
の
出
発
か
ら
、
「
蛤
の
」
の
離
別
ま
で
、
見
事
な
富

士
山
形
を
し
た
構
造
が
構
築
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
れ
が
お
も
て
日
本
・
う
ら

日
本
の
対
称
性
（
「
平
井
・
入
門
」
）
と
も
よ
く
一
致
す
る
こ
と
は
、
た
や
す

く
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
結
論
と
し
て
、
箪
者
は
「
松
島
頂
点
構
図
説
」
も
「
平
泉
頂

一
八



「
お
く
の
細
道
」
俳
句
考

さ
ら
に
、

こ
う
し
て
、
曽
良
の
句
の
挿
入
は
、
出
羽
三
山
を
頂
点
と
す
る
『
お
く
の
細

道
」
前
半
と
後
半
の
句
の
数
の
上
で
の
対
称
性
と
旬
の
リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
、

ヴ
ェ
ク
ト
ル
の
調
整
の
役
割
も
担
っ
た
こ
と
に
な
る
。

か
く
て
芭
蕉
は
、
奥
の
細
道
の
旅
か
ら
数
年
を
か
け
て
、
推
敲
を
重
ね
、
添

削
を
重
ね
て
、
二
重
・
三
重
の
構
造
・
対
称
性
・
リ
ズ
ム
を
も
っ
た
俳
文
に
仕

上
げ
て
い
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。

対
称
性
の
具
体
的
な
例
示
に
つ
い
て
は
「
乎
井
・
入
門
」
に
詳
し
い
し
、
筆

者
も
前
の
論
文
（
文
献
2
)
で
、
論
じ
た
か
ら
、
今
回
は
紙
数
の
都
合
で
省
略

す
る
。

一
旬
の
中
に
も
、

が
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、

も
あ
る
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
声
に
出
し
て
詠
ん
で
み
た
上
で
の
）
リ
ズ
ム

「
荻
原
・
評
論
」
な
ど
で
、
俳
句
の
実
作
者
で

筆
者
は
、
「
俳
旬
ヴ
ェ
ク
ト
ル
仮
説
」
が
、
「
お
く
の
細
道

j

の
本
文
と
の

関
わ
り
で
、
そ
の
必
要
性
・
必
然
性
を
解
明
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
坪

内
稔
典
氏
か
ら
鉦
者
へ
の
直
接
指
摘
に
な
る
課
題
に
取
り
組
み
つ
つ
あ
る
。

坪
内
氏
は
『
新
芭
蕉
伝
百
代
の
過
客
」
（
文
献
18)
の
中
で
、
次
の
よ
う

な
問
題
提
起
も
行
っ
て
い
る
。

五
七
五
の
短
い
表
現
は
い
ろ
ん
な
ふ
う
に
読
め
る
。
で
、
そ
の
読
み
の
拡

散
を
防
ぎ
、
読
み
の
客
観
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
、
作
者
の
境

遇
や
作
者
の
時
代
に
沿
っ
て
読
み
解
く
と
い
う
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
と
に
研
究
的
な
読
み
方
は
そ
う
で
あ
る
。
作
者
の
固
有
性
や
時
代
の
意
識

を
知
る
に
は
そ
ん
な
読
み
方
が
欠
か
せ
な
い
が
、
も
う
一
方
に
俳
句
的
な
読

解
法
を
認
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
…
・
・
・
作
者
の
境
遇
や
作
者
の
時
代
を

無
視
す
る
よ
う
に
、
文
脈
を
無
視
で
き
る
と
き
、
「
奥
の
細
道
」
の
文
中
に

ち
り
ば
め
ら
れ
た
句
が
名
句
に
な
る
。
…
…

本
論
考
は
、

お
け
る
平
成
8
年
度
大
学
公
開
講
座
「
『
奥
の
細
道

j

の
謎

i然
の
中
に

者
の
「
俳
句
ヴ
ェ
ク
ト
ル
仮
説
」
の
着
想
を
再
度
練
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

元
教
師
で
九
十
一
オ
の
矢
代
一
善
氏
を
は
じ
め
熱
心
な
受
講
生
に
支
え
ら
れ

て
、
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
立
体
的
に
「
お
く
の
細
道
』
の
検
討
，
吟
味
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
皆
さ
ん
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

ま
た
、
門
外
漢
で
あ
る
筆
者
の
「
俳
句
ヴ
ェ
ク
ト
ル
仮
説
」
に
対
し
て
、
専

門
家
の
立
場
か
ら
受
け
止
め
て
啓
発
し
て
い
た
だ
い
た
、
早
稲
田
大
学
教
育
学

部
堀
切
実
教
授
、
並
び
に
京
都
教
育
大
学
坪
内
稔
典
教
授
に
対
し
て
、
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
引
用
文
献
一
覧
）

l

上
野
洋
三
、
桜
井
武
次
郎
編
「
芭
蕉
自
筆

年
一
月
、
岩
波
書
店
）

2

中
川
益
夫
「
「
奥
の
細
道
」
も
う
―
つ
の
謎
」
香
川
大
学
教
育
学

部
研
究
報
告
第
一
部
第
九
十
八
号
(
-
九
九
六
年
九
月
）

夏
石
番
矢
絹
「
俳
句
百
年
の
問
い
』

3 
（
謝
辞
）

一九

こ
れ
と
も
う
一
っ
。
堀
切
実
氏
が
「
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
よ
む
』

波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
応
288

文
献
19)
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
現
代
若
者
の

「
芭
蕉
へ
の
拒
絶
反
応
」
が
進
行
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
対
称
の
美
、
リ
ズ
ム

の
美
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
へ
の
回
帰
が
将
来
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
文
学
者
は
も
ち
ろ
ん
、
物
理
や
そ
の
他
の
分
野
か
ら
の
今
一
度
の
吟

味
・
検
討
が
望
ま
れ
る
。

（
一
九
九
七
年
二
月
二
十
八
日
）

奥
の
細
道
」

第
一
刷
、

（
一
九
九
七

（
一
九
九
五
年
一

0
月

一
九
九
七
年
一
月
か
ら
生
涯
学
習
教
育
セ
ン
タ
ー
に （岩



5 
店）

4 
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
）

寺
田
寅
彦
「
俳
諧
の
本
質
的
概
論
」

巻
（
一
九
四
八
年
五
月
第
一
刷
）

第
一
刷
）

（
一
九
八
三
年
三
月

14

山
本
健
吉
著
「
奥
の
細
道
を
読
む
」

九
八
九
年
二
月
、
河
出
文
庫
、
河
出
書
房
新
社
）

15

加
藤
撒
祁
著
「
芭
蕉
の
山
河
」
(
-
九
九
三
年
四
月

九
九
四
―
二
月
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
）

（
昭
和
四
十

寺
田
寅
彦
「
俳
旬
の
精
神
」
「
寺
田
寅
彦
随
筆
集
l

第
五
巻
（
一

九
四
八
年
―
一
月
第
一
刷
）
（
一
九
七
五
年
―
二
月
、
岩
波
書
店
）

6

荻
原
井
泉
水
著
「
奥
の
細
道
評
論
」
(
-
九
二
八
年
四
月
第
一
刷
）

（
一
九
九
三
、
六
、
岩
波
書
店
）

7

岩
田
九
郎
著
「
奥
の
細
道
詳
講
l

（
一
九
四
八
年
三
月
）
（
昭
和
二
十

三
年
三
月
、
至
文
堂
）

8

志
田
延
義
著
「
奥
の
細
道
評
釈

J

(
一
九
五
六
年
二
月
）
（
平
成
元
年

九
月
、
武
蔵
野
書
院
）

9

阿
部
喜
三
男
著
「
詳
考
奥
の
細
道

J

(
一
九
五
九
年
九
月
）
（
昭
和
三

四
年
九
月
、
山
田
書
院
）

10

森
山
泰
太
郎
著
『
奥
の
細
道
要
解

j

（
一
九
六
0
年
六
月
）
（
昭
和
五

九
年
―
一
月
、
有
精
堂
）

11

飯
田
満
寿
男
著
『
文
法
全
解
お
く
の
ほ
そ
道
」
(
-
九
六
八
年
一
月

初
版
）
（
一
九
八
九
年
、
旺
文
社
）

12

内
山
一
也
著
こ
鑑
賞
奥
の
細
道
」
(
-
九
七

0
年
四
月
）

五
年
四
月
、
笠
間
書
院
）

13

安
東
次
男
著
「
お
く
の
ほ
そ
道
」

（
一
九
八
六
年
四
月
、
岩
波
書
店
）

（
一
九
八
九
年
一
月
初
版
）

香
川
大
学
生
涯
学
習
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告

第
一
刷
）

「
寺
田
寅
彦
随
筆
集

j

第
三

（
昭
和
四
十
六
年
九
月
、
岩
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