
（
承
前
）

本
誌
前
号
の
（
上
）
に
引
き
続
き
「
風
流
の
」
歌
仙
の
名
残
折
を
注
釈
す
る
。

ま
ず
は
『
俳
諧
荵
摺

�
�
�
�
�』

に
よ
っ
て
濁
点
を
加
え
ず
掲
出
す
る
。
36
の
振
り
仮
名

は
底
本
の
マ
マ
。

19
名

や
ま
鳥
の
尾
に
を
く
年
や
む
か
ふ
ら
ん
　
　
は
せ
を

20

芹
掘
計
清
水
つ
め
た
き
　
　
　
　
　
　
　
　
等
躬

21

薪
木
引
雪
車
一
筋
の
跡
有
て
　
　
　
　
　
　
そ
ら

22

を
の
く
武
士
の
冬
こ
も
る
宿
　
　
　
　
　
芭
蕉

23

筆
と
ら
ぬ
物
ゆ
へ
戀
の
世
に
あ
は
す
　
　
　
等
躬

24

宮
に
め
さ
れ
し
憂
名
恥
か
し
　
　
　
　
　
　
曽
良

25

手
枕
に
ほ
そ
き
肱
を
さ
し
入
て
　
　
　
　
　
は
せ
を

26

何
や
ら
事
の
足
ら
ぬ
七
夕
　
　
　
　
　
　
　
等
躬

27

住
か
へ
る
宿
の
柱
の
月
を
見
よ
　
　
　
　
　
そ
ら

28

薄
あ
か
ら
む
六
条
か
髪
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

29

剪
樒
枝
う
る
さ
ゝ
に
撰
残
し
　
　
　
　
　
　
等
躬

30

太
山
つ
く
み
の
声
そ
し
く
る
ゝ
　
　
　
　
　
曽
良

31
□

淋
し

�
�
�

さ
や
湯
守
も
寒
く
成
ま
ゝ
に
　
　
　
　
は
せ
を

32

殺
生
石
の
下
は
し
る
水
　
　
　
　
　
　
　
　
等
躬

33

華
遠
き
馬
に
遊
行
を
道
引
て
　
　
　
　
　
　
そ
ら

34

酒
の
ま
よ
ひ
の
醒
る
春
風
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

35

六
十
の
後
こ
そ
人
の
睦
月
な
れ
　
　
　
　
　
等
躬

36

蚕�

飼
す
る
屋
に
小
袖
か
さ
な
る
　
　
　
　
　
曽
良

[19]
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「
風
流
の
」
歌
仙
注
釈
（
下
）

深
沢
眞
二

─
─
 要
旨

芭
蕉
が
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
四
月
二
十
二
日
か
ら
翌
日
に
か
け
て
、
須

賀
川
の
等
躬
、
お
よ
び
同
行
者
の
曽
良
と
三
吟
で
巻
い
た
「
風
流
の
」
歌
仙
の
名

残
折
十
八
句
を
注
釈
す
る
。
こ
れ
は
、
本
誌
前
号
の
（
上
）
の
、
初
折
十
八
句
の

注
釈
に
続
く
も
の
で
あ
る
。



注
釈
の
基
本
方
針
と
先
行
注
釈
の
略
称
に
つ
い
て
は
（
上
）
を
参
照
願
う
。

こ
こ
か
ら
の
掲
出
本
文
に
は
適
宜
濁
点
や
振
り
仮
名
を
加
え
て
い
る
。

18

悲
し
き
ほ
ね
を
つ
な
ぐ
糸
ゆ
ふ
　
　
　
　
　
曽
良

19
名

や
ま
鳥
の
尾
に
を
く
年
や
む
か
ふ
ら
ん
　
　
は
せ
を

【
式
目
】
春
（
年
や
む
か
ふ
）。
動
物

�
�
�
�
�

鳥
（
や
ま
鳥
）。「
名
」
は
名
残
折
に
入

る
と
い
う
し
る
し
。
曽
良
の
俳
諧
書
留
で
は
「
山
鳥
の
尾
に
を
く
と
□
や
む
か

ふ
ら
ん
」、
□
は
「
ら
」
と
も
「
く
」
と
も
「
ゝ
」
と
も
見
え
る
仮
名
一
字
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
「
し
」
を
雑
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
。

【
付
け
】

高
野
山
の
連
想
に
よ
る
付
け
で
あ
る
。
前
句
の
背
景
の
『
撰
集
抄
』
の
、
高

野
山
で
独
り
修
行
す
る
西
行
が
人
骨
を
つ
な
い
で
人
間
を
作
ろ
う
と
し
た
と
い

う
西
行
伝
説
（
江
戸
期
の
流
布
本
で
あ
る
慶
安
三
年
版
本
で
は
巻
四
第
十
六

話
）
か
ら
、
芭
蕉
自
身
が
前
年
に
高
野
山
に
て
詠
ん
だ
「
父
母
の
し
き
り
に
恋

し
雉
の
声
」
へ
と
、
連
想
を
展
開
し
た
。「
父
母
の
」
句
は
、『
玉
葉
集
』
巻
十

九
・
釈
教
歌
の
、

山
ど
り
の
な
く
を
き
き
て
　
　
　
　
　
行
基
菩
薩

山
鳥
の
ほ
ろ
く
と
な
く
こ
ゑ
き
け
ば
ち
ち
か
と
ぞ
お
も
ふ
母
か
と
ぞ
お

も
ふ

を
踏
む
（『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
二
十
七
・
雑
部
九
動
物
部
に
も
所
収
）。
こ
の
歌
は

『
方
丈
記
』
に
も
「
山
鳥
の
ほ
ろ
く
と
鳴
く
を
聞
き
て
も
父
母
か
と
疑
ひ
」

と
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
春
の
景
物
で
あ
る
「
糸
ゆ
ふ
」
を
見
て
「
年
や
む

か
ふ
ら
ん
」
と
推
量
す
る
か
た
ち
の
付
け
で
春
の
三
句
め
と
し
た
。

【
句
意
】

山
鳥
は
キ
ジ
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
尾
は
長
く
、
黄
白
地
に
白
・
黒
・
褐
色
の

斑
点
が
入
っ
て
い
る
。
山
鳥
の
尾
の
斑
点
は
年
毎
に
そ
の
数
を
増
す
も
の
で
そ

の
数
に
よ
り
年
齢
が
解
る
と
、【
駑
】
は
指
摘
す
る
。
資
料
的
な
裏
付
け
が
取
れ

な
い
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
は
【
駑
】
に
従
い
、「
山
鳥
の
尾
に
を
く
年
」
と
は

「
山
鳥
の
尾
に
は
年
が
置
か
れ
た
か
の
よ
う
に
斑
点
が
見
ら
れ
る
」
と
い
う
こ

と
と
解
し
て
お
く
。
ま
た
、
後
半
部
「
年
や
む
か
ふ
ら
ん
」
は
「
新
年
を
迎
え

て
ま
た
一
つ
年
を
重
ね
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
。
こ
ち
ら
が
主
文
で
、

「
山
鳥
の
尾
に
を
く
」
は
文
飾
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
山
鳥
の
尾
に
ま
た
一
つ
斑

点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
一
つ
年
を
迎
え
、
年
齢
を
重
ね
る
」。「
山
鳥
の

尾
」
は
「
長
々
し
」
を
引
き
出
す
序
詞
で
も
あ
る
か
ら
、「
長
く
年
を
経
た
」
つ

ま
り
「
老
い
た
」
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

19

や
ま
鳥
の
尾
に
を
く
年
や
む
か
ふ
ら
ん
　
　
は
せ
を

20

芹
掘�

�

計�
�
�

清
水
つ
め
た
き
　
　
　
　
　
　
等
躬

【
式
目
】
春
（
芹
）、
植
物
草
（
芹
）、
水
辺
用
（
清
水
）。

【
付
け
】

前
句
が
「
新
し
い
年
を
迎
え
る
」
話
題
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
正
月
七
日

「
人
日
」
の
「
若
菜
摘
み
」
の
行
事
を
連
想
し
て
、
七
草
の
一
つ
の
「
芹
」
を

付
け
た
。
七
草
が
ゆ
の
菜
を
刻
む
際
に
囃
す
ま
じ
な
い
「
七
草
な
ず
な
、
唐
土

の
鳥
と
、
日
本
の
鳥
と
、
渡
ら
ぬ
先
に
」
に
よ
り
、
前
句
の
「
鳥
」
か
ら
の
連

111
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想
も
効
い
て
い
る
。
ま
た
、『
拾
花
集
』
と
『
竹
馬
集
』、
そ
れ
に
『
類
舩
集
』
に

も
「
雉
子
→
若
草
…
雪
間
」
の
寄
合
語
が
あ
り
、「
山
鳥
」
か
ら
「
雉
子

�
�
�

」
の
語

を
介
し
て
、
雪
残
る
初
春
の
若
菜
摘
み
へ
連
想
を
働
か
せ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

【
句
意
】

「
ば
か
り
」
を
、【
正
】
は
程
度
の
意
に
解
し
て
「
早
春
の
冷
た
く
感
ず
る
程

の
水
に
つ
か
つ
て
芹
を
掘
る
」
と
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
先
行
注
は
「
芹
を
掘

る
の
み
だ
」
の
よ
う
に
限
定
の
意
に
取
っ
て
い
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
人
日

の
「
若
菜
摘
み
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
芹
「
ば
か
り
」
は
手
に
入

る
が
七
草
の
う
ち
他
の
六
つ
は
ま
だ
早
い
と
解
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
限
定
の
意
と
取
り
、
他
の
野
草
を
摘
む
に
は
ま
だ
早
く
、「
芹
だ
け
を
掘

っ
て
い
る
、
冷
た
い
清
水
の
あ
た
り
で
」
と
解
釈
す
る
。
等
躬
は
、
陸
奥
の
春

の
到
来
の
遅
さ
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

20

芹
掘
計
清
水
つ
め
た
き
　
　
　
　
　
　
　
　
等
躬

21

薪�
�

木�

引�
�

雪�

車�

一
筋
の
跡
有
て
　
　
　
　
　
そ
ら

【
式
目
】
冬
（
雪
車
）。

【
付
け
】

単
純
に
芹
掘
を
し
て
い
る
附
近
の
光
景
を
付
け
た
と
解
さ
れ
て
き
た
し
、
そ

れ
は
あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
。「
雪
深
い
北
国
の
さ
ま
」（【
正
】）
と
見
る
こ
と

も
納
得
が
行
く
。
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
「
薪
の
行
道
」
か
ら
の
連
想
が
あ
る

だ
ろ
う
。『
法
華
経
』
の
第
五
巻
「
提
婆
品
」
の
「
即
随
二
仙
人
一
供
‐
二
給
所
須
一
、

採
レ
果
、
汲
レ
水
、
拾
レ
薪
、
設
レ
食
」
に
よ
る
伝
行
基
菩
薩
歌
、『
袋
草
紙
』
上

巻
よ
り
引
け
ば
、

法
華
経
を
我
え
し
事
は
薪
こ
り
菜
つ
み
水
汲
み
つ
か
へ
て
ぞ
え
し

を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
法
華
八
講
の
法
会
に
お
い
て
提
婆
品
を
供
養

す
る
際
に
唱
え
ら
れ
、
人
々
は
薪
を
負
い
水
桶
を
に
な
っ
て
僧
た
ち
の
後
か
ら

行
道
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
句
の
「
芹
掘
」「
清
水
」
に
対
し
て
の
「
薪
木

�
�
�

」
な

の
で
あ
る
。

【
句
意
】

「
雪
の
上
に
、
薪
を
積
ん
で
運
ん
だ
雪
車
の
一
筋
の
跡
が
延
び
て
い
る
」。
こ

こ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
仏
道
修
行
者
の
修
行
で
あ
ろ
う
。
作
者
の
曽
良
が
、

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
「
予
が
薪
水
の
労
を
た
す
く
」
者
と
し
て
登
場
す
る
こ

と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
現
実
の
旅
に
お
い
て
曽
良
の
立
場
が
そ
の
よ
う
に
意

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

21

薪
木
引
雪
車
一
筋
の
跡
有
て
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら

22

を
の
く
武
士
の
冬
ご
も
る
宿
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

【
式
目
】
冬
（
冬
ご
も
る
）、
人
倫
（
武
士
）、
居
所
体
（
宿
）。

【
付
け
】

付
け
の
中
心
は
、『
類
舩
集
』
に
「
雪
→
冬
籠
る
庵
」
と
あ
る
よ
う
な
、「
雪
」

か
ら
「
冬
ご
も
る
宿
」
へ
の
展
開
で
あ
る
。
ま
た
、【
駑
】
が
「
一
筋
」
と
「
武

士
」
の
連
想
関
係
を
指
摘
す
る
が
、『
類
舩
集
』
の
「
一
筋
」
か
ら
の
付
合
語
に

「
矢
・
お
も
ひ
切
最
後
・
鑓
」
と
武
士
に
関
係
す
る
語
が
並
ぶ
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
詞
の
上
の
つ
な
が
り
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
雪
車
を
引
い
て
薪
を
運
ん

だ
者
を
武
士
と
し
た
こ
と
は
動
か
な
い
。
一
方
で
、
古
く
『
附
合
集
評
註
』
に

[21]
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は
「
前
句
は
北
越

�
�
�
�

の
大
雪
な
る
べ
し
、
後
句
は
北
國
の
城
を
攻�

�
む
と
大
軍
お
そ

ひ
来
れ
ど
も
、
か
の
大
雪
に
馬
の
蹄

�
�
�

動
か
す
べ
く
も
あ
ら
ず
、
む
な
し
く
武

士
の
冬
ご
も
り
ゐ
て
、
春
を
ま
つ
す
が
た
に
や
」
と
い
う
注
が
あ
り
、【
島
】
が

そ
れ
を
採
用
し
て
「
は
か
ば
か
し
き
軍
も
で
き
ず
、
各
武
士
あ
ち
こ
ち
の
宿
に

冬
籠
り
の
持
久
戦
に
入
っ
た
状
態
。」
と
、
い
く
さ
の
状
況
下
の
付
け
と
見
て

い
る
。
し
か
し
、「
薪
木
」
も
「
雪
車
」
も
「
冬
籠
も
り
」
も
い
く
さ
に
直
接
の

関
係
は
な
い
の
で
、
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
の
解
だ
ろ
う
。

【
句
意
】

「
そ
れ
ぞ
れ
に
、
武
士
が
冬
籠
も
り
し
て
い
る
家
々
」
の
意
で
あ
る
。【
高
】

は
「
山
家
の
生
活
者
」、【
正
】
は
「
山
家
に
生
き
る
人
々
」
と
す
る
が
、「
薪
木

引
雪
車
」
は
「
山
家
」
の
も
の
と
限
ら
な
い
し
、
山
中
の
こ
と
と
見
て
は
19
・

20
と
ね
ば
る
。
雪
の
あ
る
武
家
町
で
よ
い
。

【
考
】

曽
良
が
武
士
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
芭
蕉
と
曽
良
と
の
間
の
雪
の
夜
の
交
遊

を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、『
続
虚
栗

�
�
�
�
�』（

貞
享
四
年
〈
一
六
八
七
〉

刊
）
所
収
の
芭
蕉
発
句
「
君
火
を
た
け
よ
き
物
見
せ
ん
雪
ま
ろ
げ
」
を
当
座
の

話
題
に
し
な
が
ら
の
付
合
と
思
わ
れ
る
。

22

を
の
く
武
士
の
冬
ご
も
る
宿
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

23

筆
と
ら
ぬ
物
ゆ
へ
戀
の
世
に
あ
は
ず
　
　
　
等
躬

【
式
目
】
雑�

�
、
恋
（
戀
）。

【
付
け
】

前
句
の
「
武
士
」
の
一
人
の
恋
の
事
情
を
付
け
た
と
見
る
の
が
自
然
。
冬
籠

も
る
武
士
が
恋
に
つ
い
て
不
案
内
だ
と
い
う
「
其
人

�
�
�
�

」
の
付
け
と
言
え
よ
う
。

【
句
意
】

「
世
に
あ
ふ
」
は
時
流
に
乗
っ
て
時
め
く
こ
と
を
言
う
。「
戀
の
世
に
あ
は
ず
」

な
ら
つ
ま
り
は
「
恋
が
相
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
。「
者
」
を
「
物
」
と
書
く
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
戀

の
」
は
「
戀
が
」
と
読
み
替
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。「
筆
を
と
り
文
を
書
く
こ
と

を
し
な
い
者
な
の
で
、
恋
愛
が
う
ま
く
ゆ
か
な
い
」
の
で
あ
る
。【
正
】
の
よ
う

に
「
恋
の
世
」
を
「
恋
愛
の
盛
ん
な
世
の
中
」
と
説
明
す
る
の
は
、「
恋
の
世
」

と
い
う
近
世
的
な
成
語
に
引
っ
ぱ
ら
れ
た
誤
解
だ
ろ
う
。
諸
注
さ
ま
ざ
ま
に
恋

愛
事
情
を
想
像
す
る
が
、
恋
心
を
伝
え
る
す
べ
を
持
た
ぬ
人
物
に
恋
は
で
き
な

い
と
い
う
、
お
お
ま
か
な
一
般
論
で
解
し
て
よ
い
と
思
う
。

23

筆
と
ら
ぬ
物
ゆ
へ
戀
の
世
に
あ
は
ず
　
　
　
　
　
等
躬

24

宮
に
め
さ
れ
し
憂
名

�
�
�

恥
か
し
　
　
　
　
　
曽
良

【
式
目
】
雑
、
恋
（
憂
名
）、
人
倫
（
宮
）。

【
付
け
】

『
源
氏
物
語
』
の
末
摘
花
の
俤
と
【
駑
】
が
主
張
し
【
宮
】【
島
】
が
賛
成
し

て
い
る
が
、
対
し
て
【
加
】
は
浮
舟
の
俤
だ
と
説
き
、【
正
】
が
賛
成
し
て
い
る
。

浮
舟
は
田
舎
育
ち
の
「
筆
と
ら
ぬ
」
姫
で
あ
り
、
匂
宮
に
召
さ
れ
た
と
い
う

「
う
き
名
」
の
立
つ
の
を
恐
れ
て
投
身
自
殺
を
試
み
た
の
で
あ
る
か
ら
、
浮
舟

説
の
方
に
分�

が
あ
る
。
ま
た
、【
加
】【
正
】
の
言
う
と
お
り
、『
源
氏
物
語
』
か

ら
直
接
で
は
な
く
、
謡
曲
「
浮
舟
」
の
詞
章
に
よ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
前
ジ
テ

の
女
に
よ
る
、
匂
宮
（
兵
部
卿
の
宮
）
が
浮
舟
の
も
と
に
忍
ん
で
逢
っ
た
こ
と
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を
語
る
詞
章
に
、

人
柄�

�
も
懐�

�
か
し
く
、
心
ざ
ま
由�

�
あ
り
て
、
お
ほ
と
か
に
過�

ご
し
給
ひ
し
を
、

物
言�

ひ
さ
が
な
き
世
の
人
の
、
ほ
の
め
か
し
聞
え
し
を
、
色
深
き
心
に
て
、

兵
部
卿
の
宮
な
ん
、
忍�

�
び
て
尋�

�
�お

は
せ
し
に
、
織�

り
縫�

ふ
業�

�
の
い
と
ま
な

き
、
宵
の
人
目�

も
悲
し
く
て
、
垣
間

�
�
�

見
し
つ
つ
お
は
せ
し
も
、
い
と
不�

便�
�

な
り
し
業�

�
な
れ
や
、
其
夜
に
扨�

�
も
山
住
の
、
め
づ
ら
か
な
り
し
有
様
の
、

心�
�
�に

沁�

み
て
有
明
の
、
月
澄�

み
昇�

�
る
程
な
る
に

と
あ
り
、
後
ジ
テ
の
浮
舟
の
霊
の
く
ど
き
に
、

あ
さ
ま
し
や
も
と
よ
り
わ
れ
は
浮�

�
舟
の
、
寄�

る
か
た
わ
か
で
漂�

�
�ふ

世
に
、

浮�

き
名
洩�

れ
ん
と
思�

�
ひ
侘�

び
、
此
世
に
な
く
も
な
ら
ば
や
と
。

と
あ
る
（
引
用
は
新
 日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
百
番
』
に
よ
っ
た
。
謡
曲
の
引

用
は
以
下
同
じ
）。
前
句
の
人
物
を
、
男
か
ら
女
へ
読
み
替
え
て
い
る
。

【
句
意
】

「
宮
に
召
さ
れ
た
と
い
う
、
世
間
の
噂
が
、
恥
ず
か
し
い
」。「
憂
名
」
は
謡
曲

「
浮
舟
」
の
詞
章
の
「
浮
き
名
」
か
ら
来
て
お
り
、
本
人
に
と
っ
て
悩
ま
し
い

世
間
の
噂
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
意
と
解
す
る
。

24

宮
に
め
さ
れ
し
憂
名
恥
か
し
　
　
　
　
　
　
曽
良

25

手�

枕�
�
�に

ほ
そ
き
肱�

�
�を

さ
し
入
て
　
　
　
　
は
せ
を

【
式
目
】
雑
、
恋
（
句
意
）。

【
付
け
】

こ
こ
も
浮
舟
の
俤
と
【
加
】
は
言
う
が
、
そ
れ
で
は
三
句
が
ら
み
。
ほ
か
の

注
者
が
お
し
な
べ
て
採
用
す
る
と
お
り
、『
千
載
和
歌
集
』
巻
十
六
・
雑
上
の
、

二
月
ば
か
り
月
あ
か
き
よ
、
二
条
院
に
て
人
人
あ
ま
た
ゐ
あ
か
し
て

物
が
た
り
な
ど
し
侍
り
け
る
に
、
内
侍
周
防
よ
り
ふ
し
て
、
ま
く
ら

を
が
な
と
し
の
び
や
か
に
い
ふ
を
き
き
て
、
大
納
言
忠
家
こ
れ
を
ま

く
ら
に
と
て
か
ひ
な
を
み
す
の
し
た
よ
り
さ
し
い
れ
て
侍
り
け
れ
ば
、

よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
防
内
侍

春
の
よ
の
夢
ば
か
り
な
る
た
ま
く
ら
に
か
ひ
な
く
た
た
ん
名
こ
そ
を
し
け
れ

と
い
ひ
い
だ
し
侍
り
け
れ
ば
、
返
事
に
よ
め
る
　
大
納
言
忠
家

契
あ
り
て
は
る
の
夜
ふ
か
き
た
ま
く
ら
を
い
か
が
か
ひ
な
き
夢
に
な
す
べ
き

と
い
う
応
酬
が
典
拠
で
あ
ろ
う
。「
憂
名
恥
か
し
」
か
ら
「
か
ひ
な
く
た
た
む
名

こ
そ
を
し
け
れ
」
を
連
想
し
、
大
納
言
忠
家
が
周
防
内
侍
に
「
こ
れ
を
ま
く
ら

に
」
と
言
い
な
が
ら
腕
を
御
簾
の
下
か
ら
差
し
入
れ
た
場
面
を
付
け
た
。
周
防

内
侍
歌
は
『
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
、
俳
諧
で
も
『
類
舩
集
』
に
「
手�

枕
→

か
い
な
く
た
ゝ
ん
名
」
が
あ
る
よ
う
に
当
時
常
識
的
な
逸
話
で
あ
っ
た
。
芭
蕉

が
そ
う
し
た
著
名
な
故
事
を
避
け
た
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、
歌
そ
の
ま
ま
の

引
用
で
は
な
く
俤
の
技
巧
を
追
求
し
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
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だ
、
忠
家
が
「
宮
」
で
は
な
い
と
い
う
不
整
合
は
、
有
名
な
逸
話
の
利
用
を
意

図
す
る
余
り
に
詰
め
切
れ
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
か
。

【
句
意
】

「
た
ま
く
ら
」
と
読
む
か
、「
て
ま
く
ら
」
と
読
む
か
。『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
に

よ
れ
ば
「
た
ま
く
ら
」
は
「
枕
の
役
を
す
る
よ
う
に
、
片
方
の
腕
を
他
人
の
頭

の
下
に
お
い
て
や
る
こ
と
。
詩
歌
語
。」
で
あ
り
、「
て
ま
く
ら
」
は
「
休
息
す

る
際
に
、
枕
に
す
る
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、
頭
を
も
た
せ
か
け
る
手
。
ま
た
は
、

腕
。」
で
あ
る
。
周
防
内
侍
歌
に
拠
る
と
す
る
な
ら
当
然
「
た
ま
く
ら
」
で
あ

り
、「
手�

枕
に
せ
よ
と
、
男
が
、
女
の
前
に
、
細
腕
を
差
し
入
れ
て
」
の
意
と
な

る
。
貴
族
ら
し
さ
を
出
す
た
め
に
「
ほ
そ
き
肱
」
と
言
っ
て
い
る
。

【
考
】

同
じ
旅
で
加
賀
の
山
中
温
泉
に
至
っ
て
「
馬
か
り
て
」
歌
仙
（
い
わ
ゆ
る
山

中
三
両
吟
）
が
成
る
が
、
そ
の
21
に
芭
蕉
は
「
て
ま
く
ら
」
を
詠
む
。『
や
ま
な

か
し
う
』（
可
大
編
、
天
保
十
年
〈
一
八
三
九
〉
刊
）
に
よ
れ
ば
、「
銀
の
小
鍋
に
い

だ
す
芹
焼
」
の
曽
良
句
に
、
芭
蕉
は
ま
ず
「
手
枕
に
お
も
ふ
事
な
き
身
な
り
け

り
／
手
ま
く
ら
に
軒
の
玉
水
詠
め
侘
」
と
付
け
を
案
じ
て
、
北
枝
に
向
か
っ
て

「
て
ま
く
ら
移
り
よ
し
、
汝
も
案
ず
べ
し
」
と
勧
め
た
。
北
枝
も
二
句
を
示
し

た
が
、
結
局
は
芭
蕉
の
「
手
ま
く
ら
に
し
と
ね
の
ほ
こ
り
打
拂
ひ
」
に
定
ま
っ

た
。
こ
こ
で
芭
蕉
は
「
て
ま
く
ら
」
の
句
作
り
を
案
じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
須
賀
川
で
「
た
ま
く
ら
」
を
案
じ
周
防
内
侍
の
故
事
に
頼
っ
て
古
い
付
け
方

を
し
た
こ
と
の
反
動
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歌
語
「
た
ま
く
ら
」
と
文
字
面
の

同
じ
俳
言
「
て
ま
く
ら
」
を
、
恋
の
情
趣
の
描
写
に
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
生
か

せ
る
か
、
探
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
拙
著
『
風
雅
と
笑
い
 芭
蕉
叢
考
』（
清

文
堂
、
二
〇
〇
四
）
所
収
「
山
中
三
両
吟
に
つ
い
て
」
参
照
。

25

手
枕
に
ほ
そ
き
肱
を
さ
し
入
て
　
　
　
　
　
　
は
せ
を

26

何
や
ら
事
の
足
ら
ぬ
七
夕
　
　
　
　
　
　
　
等
躬

【
式
目
】
秋
（
七
夕
）。

【
付
け
】

「
七
夕
」
を
用
い
て
の
恋
離
れ
の
句
で
あ
り
、
か
つ
、
秋
に
し
て
次
に
月
を

付
け
や
す
く
し
て
い
る
。
前
句
の
男
女
を
入
れ
替
え
て
取
り
、「
枕
が
な
い
の
で
、

女
の
細
い
か
い
な
を
男
が
手
枕
に
し
て
い
る
」
状
況
と
取
っ
て
、「
何
や
ら
事
の

足
ら
ぬ
」
と
し
た
。
折
し
も
織
り
姫
と
彦
星
が
出
会
う
と
い
う
恋
の
夜
な
の
に
、

共
寝
の
床
に
枕
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
何
や
ら
事
の
足
ら
ぬ
」
と
ぼ
や

か
し
て
み
せ
た
滑
稽
な
付
け
。
共
寝
す
る
な
ら
互
い
の
腕
を
枕
に
す
れ
ば
よ
い

の
で
「
事
の
足
ら
ぬ
」
わ
け
で
も
な
い
の
だ
が
…
…
と
い
う
恋
が
ら
み
の
お
と

ぼ
け
を
意
図
し
て
い
る
。【
加
】
は
こ
の
付
け
を
周
防
内
侍
の
七
夕
詠
に
よ
っ
た

と
す
る
が
、
24
と
25
の
付
け
を
周
防
内
侍
の
著
名
歌
に
よ
る
と
見
る
限
り
で
は

賛
成
で
き
な
い
。

【
句
意
】

「
何
や
ら
、
不
足
な
こ
と
が
あ
る
、
今
夜
は
七
夕
」。
等
躬
は
、
こ
の
句
で
恋

離
れ
し
て
、
次
句
で
月
秋
を
詠
む
運
び
を
気
に
掛
け
な
が
ら
、
俳
諧
的
な
発
想

で
あ
っ
さ
り
曖
昧
に
付
け
て
い
る
。
遣
句

�
�
�

と
も
言
え
る
。
従
来
の
注
釈
の
多
く

は
こ
の
句
を
七
夕
の
夜
の
独
り
寝
の
寂
し
さ
と
解
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
は

「
た
ま
く
ら
」
を
「
て
ま
く
ら
」
に
読
み
替
え
た
と
見
ね
ば
な
ら
ず
、「
た
」
と

「
て
」
の
音
の
違
い
を
度
外
視
し
て
そ
の
よ
う
な
読
み
替
え
を
し
た
と
は
考
え

に
く
い
。
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26

何
や
ら
事
の
足
ら
ぬ
七
夕
　
　
　
　
　
　
　
　
等
躬

27

住
か
へ
る
宿
の
柱
の
月
を
見
よ
　
　
　
　
　
そ
ら

【
式
目
】
秋
（
月
）、
月
の
句
、
天
象
（
月
）、
夜
分
（
月
）、
居
所
体
（
宿
）。

同
じ
名
残
折
オ
モ
テ
の
22
に
「
宿
」
が
あ
っ
た
が
、
す
で
に
四
句
去
っ
て
い
て

差
し
合
い
で
は
な
い
。
な
お
、
曽
良
の
俳
諧
書
留
で
は
、
は
じ
め
「
見
て
」
と

書
い
て
「
見
よ
」
に
修
正
し
て
い
る
。
打
越
し
25
が
「
さ
し
入
て
」
だ
っ
た
こ

と
に
気
が
つ
い
て
、
清
書
以
前
に
修
正
し
た
の
だ
ろ
う
。

【
付
け
】

等
躬
が
「
七
夕
」
で
秋
に
し
た
の
を
受
け
て
月
を
詠
ん
で
い
る
。「
何
や
ら
事

の
足
ら
ぬ
」
を
、
落
ち
ぶ
れ
て
貧
し
く
な
っ
て
の
結
果
と
見
て
、
引
っ
越
し
た

先
の
家
の
あ
り
さ
ま
を
想
像
し
た
。

【
句
意
】

引
っ
越
し
先
の
家
に
は
、
屋
根
に
穴
が
あ
り
、
柱
に
月
の
光
が
差
し
て
い
る

と
し
た
。
こ
れ
は
、『
山
家
集
』
下・雑
（『
西
行
全
集
』
の
松
屋
本
書
入
六
家
集
本

翻
刻
に
よ
る
、
た
だ
し
書
入
は
省
略
し
た
）
に
、

み
ち
の
く
に
へ
修
行
し
て
ま
か
り
け
る
に
、
白
川
の
せ
き
に
と
ま
り

て
、
所
が
ら
に
や
、
常
よ
り
も
月
お
も
し
ろ
く
哀
に
て
、
能
因
が
秋

風
ぞ
吹
と
申
け
ん
お
り
、
い
つ
な
り
け
ん
と
お
も
ひ
出
ら
れ
て
、
名

残
お
ほ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
関
屋
の
は
し
ら
に
書
付
け
る

白
川
の
関
屋
を
月
の
も
る
影
は
　
人
の
心
を
と
む
る
な
り
け
り

と
あ
る
歌
文
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
貧
ゆ
え
に
転
宅
し
た
人
物

が
、
西
行
を
気
取
っ
て
柱
に
月
光
が
差
す
こ
と
を
自
慢
げ
に
言
っ
て
い
る
と
い

う
、
滑
稽
味
の
あ
る
句
で
あ
る
。
須
賀
川
の
当
座
で
の
、
白
河
の
関
を
め
ぐ
る

古
歌
の
話
題
を
採
り
入
れ
た
付
け
と
思
わ
れ
る
。「
引
っ
越
し
た
先
の
家
の
、
柱

を
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
月
の
光
を
見
よ
」。

27

住
か
へ
る
宿
の
柱
の
月
を
見
よ
　
　
　
　
　
そ
ら

28

薄�
�
�あ

か
ら
む
六
条
が
髪
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

【
式
目
】
秋
（
薄
）、
植
物
草
（
薄
）、
人
倫
（
六
条
）。

【
付
け
】

「
六
条
」
に
つ
い
て
解
釈
が
分
か
れ
て
き
た
。
ま
と
め
る
と
、【
広
】【
高
】
は

六
条
本
願
寺
お
剃
刀
説
、【
駑
】【
宮
】【
中
】
は
『
源
氏
物
語
』
六
条
御
息
所
の

説
、【
加
】
は
六
条
の
河
原
左
大
臣
源
融
説
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
赤
羽
学
氏
が
『
俳
文
藝
』
第
七
号
（
一
九
七
五
・
一
二
）
の
「
俳
文
藝
雑
記

帳
」
の
中
で
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
本
の
『
雪
ま
ろ
げ
』
に
朱
書
の
頭
注
が

あ
り
、
こ
の
句
に
つ
い
て
「
平
家
物
語
少
将
成
経
都
遷
ノ
条
曰
／
六
条
か
黒
か

り
し
髪
も
白
く
な
り
た
り
／
六
条
ハ
成
経
ノ
乳
母
也
」
と
あ
る
こ
と
を
紹
介
し

た
。『
平
家
物
語
』
の
登
場
人
物
、
藤
原
成
経

�
�
�
�

は
鹿
ケ
谷
の
謀
議
に
加
わ
り
俊

寛
・
平
康
頼
と
と
も
に
鬼
界
ケ
島
に
流
さ
れ
る
が
、
徳
子
（
の
ち
の
建
礼
門
院
）

の
懐
妊
に
よ
る
大
赦
で
京
に
も
ど
さ
れ
た
。「
六
条
」
と
は
成
経
の
乳
母
で
、
成

経
の
北
の
方
に
仕
え
て
い
た
。『
平
家
物
語
』
巻
三
「
少
将
都
帰
」
に
は
「
六
条

は
尽
せ
ぬ
物
思
い
に
黒
か
り
し
髪
も
皆
白
く
な
り
」
と
あ
る
。
赤
羽
氏
も
頭
注

の
説
を
認
め
て
「
前
句
の
住
み
か
え
て
宿
の
柱
に
月
を
見
る
人
を
、
鬼
界
が
島

の
流
人
丹
波
少
将
成
経
と
み
て
、
そ
の
留
守
宅
の
六
条
の
乳
母
の
こ
と
を
よ
ん

[25]
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だ
の
で
あ
る
。」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
賛
成
す
る
が
、
付
け
加
え

れ
ば
、
秋
に
す
る
必
要
か
ら
「
月
」
に
「
薄
」
と
詞
で
付
け
て
お
り
、
ま
た
、

「
月
」
に
対
し
て
の
「
あ
か
ら
む
」
で
も
あ
る
。

【
句
意
】

六
条
の
髪
が
白
く
な
っ
た
こ
と
を
、
薄
の
穂
の
色
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。「
成

経
の
乳
母
の
六
条
の
髪
は
心
労
の
あ
ま
り
、
秋
更
け
て
ス
ス
キ
の
穂
が
明
る
く

光
る
よ
う
な
色
に
な
っ
た
」。『
平
家
物
語
』
で
は
「
黒
か
り
し
髪
も
皆
白
く
な

り
」
で
あ
っ
た
。「
あ
か
ら
む
」
は
、
普
通
に
読
め
ば
赤
く
な
っ
た
と
い
う
意
だ

ろ
う
が
、
こ
の
典
拠
を
採
る
な
ら
ば
「
明
る
く
白
い
色
に
な
っ
た
」
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
17
が
同
じ
成
経
の
関
わ
る
故
事
を
用
い
て
い
た
と
思
わ
れ
、

繰
り
返
し
に
な
っ
て
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
。
須
賀
川
の
座
で
は
『
平
家
物

語
』
の
そ
の
下
り
が
特
に
話
題
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

28

薄
あ
か
ら
む
六
条
が
髪
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

29

剪�
�

樒�
�
�

枝
う
る
さ
ゝ
に
撰�

�
残
し
　
　
　
　
　
等
躬

【
式
目
】
雑
、
植
物
木
（
樒
）。

【
付
け
】

薄
と
樒
の
共
通
点
は
、
墓
地
に
関
わ
り
あ
る
植
物
と
い
う
こ
と
。『
便
舩
集
』

と
『
類
舩
集
』
に
、「
薄
→
古
塚
」
が
あ
る
。
樒
は
一
名
「
仏
前
草
」、
仏
前
や

墓
に
供
え
ら
れ
る
樹
で
あ
る
。「
薄
」
か
ら
そ
れ
が
生
い
茂
る
墓
所
を
連
想
し
、

切
り
樒
を
供
え
る
行
為
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、【
島
】
が
「
樒
は
六
条

道
場
か
ら
の
連
想
か
」
と
言
う
よ
う
に
、「
六
条
」
を
六
条
河
原
院
の
歓�

�
喜�

光�
�

寺�

、

通
称
「
六
条
道
場
」
と
取
り
、
そ
こ
か
ら
墓
地
を
連
想
し
た
と
思
わ
れ
る
。『
便

舩
集
』
と
『
類
舩
集
』
に
「
六
條�

�
→
道
場

�
�
�
�
�」

が
あ
る
。

【
句
意
】

墓
に
供
え
る
切
り
樒
の
枝
を
選
ん
で
い
る
場
面
。「
切
り
樒
の
中
か
ら
、
枝
が

う
る
さ
い
ほ
ど
茂
っ
て
い
る
も
の
は
選
び
残
す
、
外
し
て
お
く
」
と
い
う
意
。

29

剪
樒
枝
う
る
さ
ゝ
に
撰
残
し
　
　
　
　
　
　
等
躬

30

太
山

�
�
�

つ
ぐ
み
の
声
ぞ
し
ぐ
る
ゝ
　
　
　
　
　
曽
良

【
式
目
】
冬
（
し
ぐ
る
ゝ
）、
動
物
鳥
（
太
山
つ
ぐ
み
）。

【
付
け
】

「
切
り
樒
」
は
謡
曲
「
三
輪
」
に
使
わ
れ
て
印
象
的
な
語
で
あ
る
。「
和
州
三

輪�

の
山
陰�

�
に
住
居

�
�
�

す
る
玄
賓

�
�
�
�

」
の
も
と
に
毎
日
樒
と
水
を
供
え
る
女
が
い
た
。

鳥
声

�
�
�
�

と
こ
し
な
へ
に
し
て
、
漏
声

�
�
�
�

と
閑�

�
�な

る
山
居

�
�
�
�

。
柴
の
編
戸

�
�
�

を
押�

し
開�

�

き
、
か
く
し
も
尋�

�
ね
き
り
樒�

�
�、

罪�
�

を
助�

�
け
て
た
び
給
へ
。

こ
こ
の
付
け
で
は
「
剪
樒
」
か
ら
謡
曲
「
三
輪
」
に
描
か
れ
た
山
居
を
想
像
し
、

山
中
の
鳥
の
声
を
具
体
的
に
「
太
山
つ
ぐ
み
」
と
定
め
た
。「
太
山
」
は
「
深�

山�
�

樒�
�
�」

と
い
う
樹
の
名
を
介
し
て
連
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
し
ぐ
る
ゝ
」
と
し
て
冬
に
し
た
。
言
葉
の
上
で
は
「
う
る
さ
ゝ
」
と
「
太
山

つ
ぐ
み
の
声
」
も
対
応
し
て
い
る
。

【
句
意
】

深
山
鶫�

�
�は

秋
に
群
れ
で
日
本
に
渡
っ
て
き
て
越
冬
す
る
鳥
で
あ
る
。
深
山
を

「
太
山
」
と
書
く
の
は
節
用
集
に
も
あ
っ
て
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。『
お
く
の

105
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ほ
そ
道
』
に
も
、
ま
さ
に
須
賀
川
の
箇
所
に
「
橡
ひ
ろ
ふ
太
山
も
か
く
や
と
閒

に
覚
ら
れ
て
」（
曽
良
本
）
と
い
う
用
例
が
あ
る
。「
し
ぐ
る
ゝ
」
は
、「
蝉
時
雨
」

（
こ
の
語
が
当
時
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
は
『
拾
花
集
』
で
確
認
で
き
る
）
に
似
て
、

鳴
き
声
が
激
し
く
響
い
て
は
し
ば
ら
く
静
ま
る
と
い
う
く
り
か
え
し
を
表
現
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
ミ
ヤ
マ
ツ
グ
ミ
の
群
れ
て
鳴
く
声
が
、
ま
る
で
時
雨
の
よ

う
に
断
続
的
に
響
い
て
い
る
」
意
。

30

太
山
つ
ぐ
み
の
声
ぞ
し
ぐ
る
ゝ
　
　
　
　
　
曽
良

31
□

淋�
�
？
�し

さ
や
湯
守
も
寒
く
成�

�
ま
ゝ
に
　
　
　
は
せ
を

【
式
目
】
冬
（
寒
く
）、
人
倫
（
湯
守
）。
名
残
の
ウ
ラ
に
入
る
こ
と
を
示
す

記
号
「
ウ
」
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
に
「
Ｊ
」
に
似
て
下
を
留
め
ず
に
払

っ
て
い
る
判
読
不
明
の
一
字
が
あ
る
。

【
付
け
】

前
句
を
山
居
の
風
情
と
し
て
「
淋
し
さ
や
」
と
付
け
た
。『
便
舩
集
』
に
「
寂

�
�
�
�

→
山
居
」、『
類
舩
集
』
に
「
淋
敷

�
�
�
�

→
山
居
」
が
あ
る
。
冬
を
つ
な
い
で
「
し
ぐ

る
ゝ
」
と
も
よ
く
付
く
「
寒
く
成
」
の
語
を
出
し
た
。
そ
う
し
た
枠
組
み
の
中

に
「
湯
守
」
を
出
し
た
の
は
、
や
は
り
そ
の
座
の
話
題
と
し
て
那
須
の
温
泉
の

経
験
が
語
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
の
付
け
を
那
須
温
泉
に
限

定
す
る
必
要
は
な
い
。

【
句
意
】

温
泉
地
で
温
泉
の
源
泉
や
湯
屋
の
番
を
す
る
仕
事
が
「
湯
守
」。「
さ
び
し
さ

を
感
じ
る
よ
。
湯
守
は
ふ
だ
ん
温
か
な
仕
事
で
は
あ
る
が
、
寒
く
な
っ
て
人
の

訪
れ
が
少
な
く
な
る
と
」。

31

淋
し
さ
や
湯
守
も
寒
く
成
ま
ゝ
に
　
　
　
は
せ
を

32

殺
生
石
の
下
は
し
る
水
　
　
　
　
　
　
　
等
躬

【
式
目
】
雑
、
水
辺
用
（
水
）、
名
所

�
�
�
�

（
殺
生
石
）。

【
付
け
】

等
躬
が
前
句
の
「
湯
」
を
、「
殺
生
石
」
の
名
を
出
す
こ
と
で
那
須
湯
本
に
確

定
さ
せ
た
。「
湯
（
温
泉
）」
か
ら
「
下
は
し
る
水
」
は
現
地
を
知
る
者
ど
う
し

実
際
的
な
連
想
で
付
け
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
淋
し
さ
…
寒
く
成
」
と
「
殺

生
石
」
の
荒
涼
と
し
て
も
の
も
の
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
句
意
】

「
殺
生
石
の
下
あ
た
り
を
勢
い
よ
く
流
れ
て
行
く
水
」。
殺
生
石
は
那
須
湯
本

に
あ
る
。
九
尾
の
狐
で
あ
る
玉
藻
の
前
が
退
治
さ
れ
て
こ
の
石
に
化
し
た
と
い

う
。
等
躬
は
そ
の
伝
説
を
謡
曲
「
殺
生
石
」
に
よ
っ
て
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
能
の
舞
台
で
は
後
ジ
テ
の
登
場
の
場
面
に
大
石
が
二
つ
に
割
れ
る
演
出
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
妖
狐
が
「
石
に
精�

�
あ
り
。
水
に
音
あ
り
。
風
は
大
虚

�
�
�
�

に
渡�

�
る
、

形�
�
�を

今�
�

ぞ
、
あ
ら
は
す
石
の
、
二�

�

つ
に
割�

る
れ
ば
、
石
魂

�
�
�
�

忽�
�
�ち

、
あ
ら
は
れ

出�

で
た
り
、
恐�

�
ろ
し
や
」
と
謡
っ
て
現
れ
出
る
。
こ
の
「
水
に
音
あ
り
」
を
思

わ
せ
る
よ
う
に
句
を
仕
立
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

32

殺
生
石
の
下
は
し
る
水
　
　
　
　
　
　
　
　
等
躬

33

華
遠
き
馬
に
遊
行
を
道
引
て
　
　
　
　
　
そ
ら

【
式
目
】
春
（
華
）、
花
の
句
、
植
物
木
（
華
）、
動
物
獣
（
馬
）、
釈
教
（
遊

[27]
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行
）、
人
倫
（
遊
行
）。

【
付
け
】

芭
蕉
と
曽
良
が
殺
生
石
の
翌
日
に
立
ち
寄
っ
た
「
遊
行
柳
」
を
連
想
し
た
付

け
で
あ
る
こ
と
は
確
か
。
謡
曲
「
遊
行
柳
」
に
は
西
行
の
歌
を
用
い
て
の
「
道

野
辺
に
、
清
水
流
る
る
柳

�
�
�

陰�
�

、
清
水
流
る
る
柳
陰
、
暫�

�
し
と
て
こ
そ
立�

ち
止�

ま

り
」
と
い
う
詞
章
が
あ
る
の
で
、「
下
は
し
る
水
」
か
ら
「
遊
行
柳
」
が
導
か
れ

た
と
も
言
え
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
那
須
野
の
通
過
に
際
し
し
ば
ら
く
馬
を
利

用
し
た
と
い
う
実
際
の
経
験
談
を
取
り
上
げ
た
楽
屋
落
ち
で
も
あ
ろ
う
。
曽
良

の
随
行
日
記
に
よ
れ
ば
、
四
月
十
六
日
余
瀬
か
ら
高
久
に
向
か
う
際
に
、
黒
羽

の
大
関
家
の
家
老
・
浄
法
寺
図
書
高
勝
の
手
配
に
よ
っ
て
「
野
間
ト
云
所
」
ま

で
馬
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
々
日
の
十
八
日
、
高
久
か
ら
湯

本
の
間
に
も
「
馬
壹
疋
、
松
子
村
迄
送
ル
」
と
あ
る
。

【
句
意
】

曽
良
が
こ
こ
で
花
の
句
を
持
た
さ
れ
た
。
転
じ
を
心
掛
け
て
は
い
よ
う
が
、

利
用
し
た
の
は
や
は
り
謡
曲
、
今
度
は
「
遊
行
柳
」
で
あ
っ
た
。【
宮
】
の
指
摘

に
よ
れ
ば
、
謡
曲
「
遊
行
柳
」
で
前
ジ
テ
の
老
翁
（
じ
つ
は
柳
の
精
）
が
遊
行

の
聖
（
遊
行
上
人
、
特
定
の
人
物
で
は
な
く
遊
行
宗
の
僧
）
を
道
案
内
す
る
場
面
、

前
ジ
テ
の
せ
り
ふ
「
こ
な
た
へ
い
ら
せ
給
へ
と
て
、
老
た
る
馬
に
あ
ら
ね
共
、

道
し
る
べ
申
な
り
、
い
そ
が
せ
給
へ
旅
人
」
に
よ
る
句
作
り
で
あ
る
。
た
だ
、

「
華
遠
き
」
が
そ
の
下
に
ど
う
つ
な
が
る
の
か
が
分
か
り
に
く
い
。「
遠
い
花
ま

で
、
馬
に
よ
っ
て
、
遊
行
を
導
い
て
」
の
意
と
考
え
て
お
く
。
な
お
、【
高
】
は

「
師
翁
そ
の
人
の
姿
を
再
現
し
て
み
ず
か
ら
感
慨
に
ふ
け
っ
て
の
付
句
」
と
解

釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
曽
良
が
、
遊
行
た
る
芭
蕉
を
花
ま
で
案
内
し
て
い
る

と
い
う
意
を
込
め
て
詠
ん
で
い
る
と
見
て
い
る
。【
加
】
や
【
正
】
が
そ
う
し
た

見
方
に
賛
意
を
示
す
が
、
や
は
り
そ
れ
は
深
読
み
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
ワ
キ
ツ
レ
の
は
ず
の
曽
良
が
シ
テ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

【
考
】

謡
曲
「
遊
行
柳
」
の
「
老
い
た
る
馬
に
あ
ら
ね
共
」
は
『
蒙
求
』
の
「
管
仲

随
馬
」
の
故
事
に
よ
る
表
現
で
あ
る
が
、
芭
蕉
は
後
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に

お
い
て
、
日
光
か
ら
黒
羽
に
向
か
う
途
中
の
出
来
事
と
し
て
、
こ
の
故
事
を
趣

向
と
し
て
い
る
。
拙
稿
「「
秣
負
ふ
」
歌
仙
注
釈
」（『
近
世
文
学
研
究
』
新
編
第
二

号
、
二
〇
一
七
・
一
二
）
参
照
。

33

華
遠
き
馬
に
遊
行
を
道
引
て
　
　
　
　
　
　
　
そ
ら

34

酒
の
ま
よ
ひ
の
醒�

�
る
春
風
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

【
式
目
】
春
（
春
風
）。

【
付
け
】

『
附
合
集
評
注
』
に
、「
酒
の
迷
ひ
の
さ
む
る
は
、
た
ゞ
酔
の
さ
む
る
な
れ
ど
、

遊
行
を
み
ち
び
く
と
い
ふ
に
、
迷
ひ
の
さ
む
る
と
ひ
ゞ
か
せ
た
る
也
」
と
あ
る
。

前
句
の
「
遊
行
を
道
引
て
」
に
「
ま
よ
ひ
の
醒
る
」
が
言
葉
の
上
で
響
き
合
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
謡
曲
「
遊
行
柳
」
で
柳
の
精
が
柳
ま
で

遊
行
上
人
を
導
き
、
そ
の
唱
え
る
偈
に
よ
っ
て
迷
い
を
晴
ら
す
こ
と
を
指
し
て

い
よ
う
。
そ
の
点
は
首
肯
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
付
け
で
は
馬
子
が
花
ま
で
遊

行
上
人
を
導
き
、
春
風
に
吹
か
れ
て
酒
の
迷
い
が
醒
め
た
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
に

仕
立
て
て
い
る
。「
高
僧
の
徳
で
（
仏
教
的
な
意
味
で
の
）
迷
い
が
醒
め
る
」
と

い
う
脈
絡
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
酒
の
酔
い
が
醒
め
る
と
俳
諧
化
し
た
の

で
あ
る
。
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【
句
意
】

「
酒
の
酔
い
に
よ
っ
て
心
の
迷
い
が
生
じ
た
が
、
春
風
に
吹
か
れ
て
そ
の
迷

い
が
醒
め
た
」。
酒
に
酔
っ
た
が
醒
め
た
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
を
、「
遊
行
柳
」

を
利
用
し
て
大
げ
さ
に
言
っ
て
い
る
。
当
座
の
饗
応
に
酒
が
出
て
い
た
か
。

34

酒
の
ま
よ
ひ
の
醒
る
春
風
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

35

六
十
の
後�

�
こ
そ
人
の
睦�

月�
�

な
れ
　
　
　
等
躬

【
式
目
】
春
（
睦
月
）、
人
倫
（
人
）。
人
倫
が
打
越
し
に
あ
っ
て
差
し
合
い

で
あ
る
。
曽
良
の
俳
諧
書
留
で
は
下
五
を
「
正
月
な
れ
」
と
記
す
が
、「
正
月
」

は
読
み
取
れ
な
い
仮
名
文
字
の
上
に
重
ね
て
書
か
れ
て
い
る
。
当
初
別
案
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

【
付
け
・
句
意
】

「
酒
」
と
「
春
風
」
か
ら
「
睦
月
」
を
出
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
た
、「
ま
よ
ひ
の
醒
る
」
に
対
し
て
「
六
十
の
後
」
の
人
の
心
境
を
付
け
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
心
境
を
「
睦
月
」
だ
と
す
る
比
喩
的
な
物
言
い
が
結
局

何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。【
駑
】
は
「
人
世
六
十
過

ぎ
て
こ
そ
、
楽
し
い
月
日
が
あ
る
」
と
取
り
「
前
句
に
五
欲
か
ら
解
放
さ
れ
る

と
い
ふ
意
を
汲
み
と
っ
て
附
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
う
。【
宮
】
は
「
論

語
に
も
「
耳
順
」
と
言
い
、
は
じ
め
て
人
生
を
喜
び
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

意
」
と
言
う
。【
高
】
は
「
耳
順
」
説
に
賛
意
を
示
し
、
等
躬
の
年
齢
が
こ
の
と

き
五
十
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
「
い
や
い
や
ま
だ
六
十
に
は
だ
い
ぶ
間

が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
酒
の
上
の
し
く
じ
り
も
ち
ょ
い
ち
ょ
い
重
ね
ま

す
と
い
う
ほ
ど
の
気
持
ち
を
逆
に
言
っ
て
み
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
読
み
込
ん
で
い
る
。【
正
】
は
【
駑
】
に
近
く
「
隠
居
す
る
年
齢
と
見
た

方
が
穏
当
」
と
言
う
。

前
句
の
「
ま
よ
ひ
の
醒
る
」
に
「
六
十
の
後
」
が
付
け
て
い
る
と
見
る
限
り
、

【
宮
】
の
指
摘
の
よ
う
に
『
論
語
』「
為
政
」
の
「
六
十
而
耳
順
」
を
意
識
し
て

い
る
と
取
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。「
耳
順
」
と
は
「
六
十
歳
を
い
ふ
。
孔
子
、
六

十
に
し
て
天
地
萬
物
の
理
に
通
達
し
、
聞
く
に
隨
つ
て
悉
く
理
解
が
出
來
た
こ

と
か
ら
い
ふ
。」（『
大
漢
和
辞
典
』）、「
品
性
の
修
養
が
進
み
、
聞
く
こ
と
が
直
ち

に
理
解
で
き
、
な
ん
ら
さ
し
さ
わ
り
も
起
こ
ら
な
い
境
地
」（『
日
本
国
語
大
辞

典
』）。
ま
さ
に
「
ま
よ
ひ
の
醒
」
め
た
境
地
で
あ
る
。「
人
の
睦
月
な
れ
」
は
、

こ
の
世
の
理
に
通
じ
正
し
き
品
性
を
獲
得
し
て
「
め
で
た
き
」
人
と
な
っ
た
こ

と
を
比
喩
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
等
躬
の
年
齢
を
絡
め
た
【
高
】
説
も
有
効

だ
ろ
う
。【
正
】
の
説
は
苦
し
い
。
当
時
の
隠
居
の
年
齢
と
し
て
六
十
は
遅
か
ろ

う
し
、
隠
居
し
た
か
ら
と
い
っ
て
円
満
な
人
柄
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。

35

六
十
の
後
こ
そ
人
の
睦
月
な
れ
　
　
　
　
　
等
躬

36

蚕�

飼
す
る
屋
に
小
袖
か
さ
な
る
　
　
　
　
曽
良

【
式
目
】
春
（
蚕
飼
）、
動
物
虫
（
蚕
）、
居
所
体
（
屋
）。

【
付
け
】

「
蚕
飼
」
に
よ
っ
て
春
を
四
句
続
け
て
の
挙
句
。
正
月
を
迎
え
る
に
当
た
っ

て
新
調
す
る
晴
れ
着
で
あ
る
「
正
月
小
袖
」
の
語
に
よ
っ
て
、「
睦
月
」
に
「
小

袖
」
を
付
け
て
い
る
。『
便
舩
集
』
と
『
類
舩
集
』
に
も
「
小
袖
→
正
月
」
が
あ

る
。
同
時
に
、
六
十
の
算
賀
の
祝
い
に
諸
方
か
ら
贈
ら
れ
た
小
袖
が
「
か
さ
な

る
」
と
い
う
付
け
の
心
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。
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【
句
意
】

等
躬
宅
で
は
実
際
に
養
蚕
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
挨
拶
性
の
強
い
挙
句
で

あ
る
。「
蚕
の
棚
が
あ
っ
て
蚕
を
飼
っ
て
い
る
建
物
に
は
、
祝
い
物
の
小
袖
が
重

な
っ
て
い
る
。」

【
考
】

曽
良
の
俳
諧
書
留
に
は
こ
の
歌
仙
の
前
に
曽
良
の
発
句
「
蚕
す
る
姿
に
残
る

古
代
か
な
」
を
記
し
て
い
る
。
須
賀
川
に
は
養
蚕
に
関
し
て
独
特
の
伝
統
的
風

俗
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
曽
良
は
須
賀
川
到
着
後
こ
の
歌
仙
の
始
ま
る
と

き
に
「
蚕
す
る
」
句
を
披
露
し
て
い
た
が
、
発
句
に
は
芭
蕉
「
風
流
の
」
句
が

用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
自
句
を
挙
句
に
応
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

曽
良
の
発
句
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
尾
花
沢
の
条
に
「
蚕
飼
す
る
人
は
古

代
の
す
が
た
か
な
」
の
句
形
で
置
か
れ
も
し
た
。
そ
れ
は
後
年
の
芭
蕉
の
作
為

で
あ
る
。

【
附
記
】

本
稿
（
上
）
で
は
7
の
芭
蕉
句
「
賤
の
女
が
上
総
念
佛
に
茶
を
汲
て
」
の

「
上
総
念
佛
」
を
解
釈
し
あ
ぐ
ね
た
が
、
そ
の
後
、
謡
曲
「
遊
行
柳
」
の
冒
頭

で
ワ
キ
の
遊
行
僧
が
「
此
程
は
上
総
国
に
候
し
が
、
是
よ
り
奥
へ
と
心
ざ
し

候
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
芭
蕉
は
お
そ
ら
く
「
遊
行
柳
」
の
ワ

キ
僧
を
念
頭
に
置
い
て
、「
賤
の
女
」
に
「
摂
待
」
さ
れ
る
「
上
総
念
佛
」
を
詠

ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
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