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星
空
と
夕
か
げ

―
潁
原
退
蔵
、
そ
の
晩
年
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て

―

 

外 

山　

一 

機

Ⅰ　

潁
原
退
蔵
の
戦
後

敗
戦
を
迎
え
る
と
、
潁
原
退
蔵
は
そ
れ
以
前
と
異
な
り
、
し
ば
し
ば

同
時
代
の
俳
句
の
書
き
手
を
意
識
し
た
発
言
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

「
有
季
定
型
と
い
う
俳
句
の
伝
統
的
な
規
範
や
虚
子
の
花
鳥
諷
詠
と
い

う
言
説
を
季
語
の
発
生
か
ら
歴
史
的
に
検
証
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
実

証
的
・
論
理
的
に
そ
の
規
範
や
言
説
か
ら
解
き
放
っ
た
画
期
的
論
考
」1

で
あ
る
と
こ
ろ
の
季
題
論
・
季
語
論
は
そ
の
一
つ
だ
が
、
こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
、
象
徴
詩
と
し
て
の
俳
句
の
詩
的
特
徴
を
論
じ
た
一
連
の

作
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
『
俳
句
周
辺
』2

に
収
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に

し
て
も
、
近
世
文
学
研
究
の
草
分
け
と
し
て
の
そ
れ
ま
で
の
潁
原
の

キ
ャ
リ
ア
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
仕
事
は
や
や
異
色
の
も
の
で
あ
っ

た
。
昭
和
一
三
年
に
上
梓
し
た
『
俳
諧
文
学
』3

で
自
ら
い
う
よ
う
に
、

潁
原
の
仕
事
の
力
点
は
い
わ
ば
「
何
が
俳
諧
文
学
で
あ
つ
た
か
」
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、「
何
が
俳
諧
文
学
で
あ
る
べ
き
か
」
を
説

く
こ
と
に
対
し
て
は
た
え
ず
慎
重
だ
っ
た
か
ら
だ
。

い
ず
れ
の
論
考
も
、
第
二
芸
術
論
の
出
現
な
ど
敗
戦
直
後
の
日
本
の

文
化
的
危
機
を
懸
念
す
る
昭
和
二
〇
年
代
前
半
の
空
気
の
な
か
で
、
す

で
に
著
名
な
近
世
文
学
研
究
者
で
あ
っ
た
潁
原
が
周
囲
の
求
め
に
応
じ

て
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
宿
痾
を
抱
え
昭
和
二
三
年
に

病
死
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
清
水
平
作
が
「
こ
と
に
現
代
俳
句
の
た
め

身
を

し
て
俳
句
論
を
樹
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、4

そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
身
を

し
て
」
の
仕
事
で

あ
っ
た
。
一
方
で
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
潁
原
の
態
度
に
は
、
ま
る

で
、
そ
れ
ま
で
に
自
ら
が
心
の
う
ち
に
育
ん
で
き
た
俳
句
観
を
ほ
ん
の

少
し
思
い
返
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
っ
た
か
の
よ
う

な
、
不
思
議
に
落
ち
着
い
た
構
え
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
潁

原
が
俳
諧
あ
る
い
は
俳
句
形
式
の
持
つ
可
能
性
を
む
や
み
に
言
い
立
て

る
の
で
は
な
く

―
潁
原
に
「
芭
蕉
俳
諧
の
限
界
」5

と
い
う
一
文
が
あ

る
よ
う
に

―
、
そ
の
限
界
を
見
据
え
て
い
る
が
ゆ
え
の
安
ら
か
さ
で

も
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
俳
諧
や
俳
句
に
対
す
る
否
定
論
で
は
な
い
。
晩
年

の
潁
原
が
繰
り
返
し
示
唆
し
て
い
た
の
は
そ
の
宿
命
の
あ
り
よ
う
で
あ

り
、
そ
の
宿
命
の
引
き
受
け
か
た
を
身
を
も
っ
て
示
す
こ
と
に
心
を
砕
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い
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昨
日
の
俳
句
を
明
日
の
俳
句
と
し

て
生
き
る
こ
と

―
換
言
す
れ
ば
、「
何
が
俳
句
で
あ
っ
た
か
」
と
い

う
、
過
去
を
照
射
す
る
問
い
を
、
そ
の
ま
ま
「
何
が
俳
句
で
あ
る
べ
き

か
」
と
い
う
、
未
来
を
照
射
す
る
問
い
と
同
定
し
つ
つ
、
自
ら
の
生
の

尊
厳
の
い
く
ば
く
か
を
そ
の
答
え
の
賭
け
金
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、

晩
年
の
潁
原
が
編
み
あ
げ
た
俳
句
観
の
強
さ
と
、
悲
し
み
を
帯
び
た
そ

の
危
う
さ
と
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
戦
時
下
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
潁
原
の
発
言
を

読
み
と
り
な
が
ら
、
潁
原
が
そ
の
晩
年
に
辿
り
つ
い
た
俳
句
観
を
追
い

か
け
て
み
た
い
。

Ⅱ　

日
本
浪
漫
派
と
の
共
振
れ

俳
句
の
世
界
は
十
七
音
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の

上
に
立
つ
と
は
い
へ
、
そ
こ
に
は
ど
う
し
た
つ
て
現
実
を
描
写
し
尽

す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
所
詮
は
焦
点
を
小
さ
く
定
め
て
し

か
も
そ
の
周
囲
に
又
背
後
に
、
大
き
な
、
し
か
し
見
え
な
い
現
像
を

描
き
出
す
外
は
な
い
。
即
ち
極
度
に
余
情
の
美
を
発
揮
す
べ
き
努
力

こ
そ
、
俳
句
に
与
へ
ら
れ
た
宿
命
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
そ

れ
は
現
実
の
描
写
で
あ
る
よ
り
は
、
現
実
の
象
徴
化
に
向
か
は
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
不
完
全
な
表
現
に
よ
つ
て
最
も
完
全
な
表
現

た
ら
し
め
る
幻
術
、
そ
れ
が
俳
諧
の
さ
び
で
あ
つ
た
。6

潁
原
の
い
う
「
俳
句
に
与
へ
ら
れ
た
宿
命
」
と
は
、「
余
情
の
美
を

発
揮
す
べ
き
努
力
」
を
要
求
す
る
も
の
の
謂
で
あ
っ
た
。
潁
原
に
よ
れ

ば
、
俳
句
と
は
象
徴
詩
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
詩
が
「
文
芸
や
詩

自
体
の
主
流
と
は
な
り
得
な
か
つ
た
こ
と
を
思
へ
ば
、
俳
句
が
近
代
詩

と
し
て
成
立
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
大
き
な
限
界
が
あ
る
こ
と
を

否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。7

潁
原
に
と
っ
て
俳

句
と
は
こ
の
よ
う
な
宿
命
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
潁
原
が
象
徴
詩
と
し
て
の
俳
句
に
つ
い
て
論
じ
る
と
き

―
と
り
わ
け
「
大
き
な
、
し
か
し
見
え
な
い
現
像
」
す
な
わ
ち
「
余

情
の
美
」
の
表
出
を
論
じ
る
と
き

―
、
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
前
提

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
無
限
な
る
も
の
に
憧
れ
る
存
在
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
。

　

人
間
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
本
来
有
限
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
か

も
同
時
に
無
限
に
通
ず
る
こ
と
の
可
能
を
信
じ
よ
う
と
す
る
。8

こ
れ
は
潁
原
の
独
創
で
は
な
い
。
す
で
に
土
田
杏
村
の
「
御

の
言

霊
論
」
の
な
か
に
「
象
徴
主
義
と
は
、
結
局
御

の
如
く
に
或
る
有
限

に
於
て
無
限
を
あ
こ
が
れ
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
。9

奥
山
文
幸
に
よ
れ
ば
、
高
校
時
代
の
保
田
與
重
郎
が
象
徴
主
義
を

語
る
際
、「
御

の
言
霊
論
」
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
用
い
て
「
象
徴

主
義
と
は
一
よ
り
多
を
、
有
限
よ
り
無
限
を
あ
こ
が
れ
る
も
の
で
あ
る
」

と
定
義
し
て
い
る
と
い
う
。10

僕
は
、
潁
原
が
土
田
の
文
章
を
読
ん
で
い

た
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
高
校
時
代
の
保
田
の
文
章
を

読
ん
で
い
た
と
い
い
た
い
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
後
述
す
る
よ
う
に
戦

時
下
に
お
い
て
日
本
浪
漫
派
に
少
な
か
ら
ず
共
鳴
し
て
い
た
よ
う
に
見

え
る
潁
原
が
、
戦
後
に
あ
っ
て
象
徴
詩
と
し
て
の
俳
句
を
語
る
と
き

―
た
と
え
偶
然
で
あ
れ

―
そ
の
文
言
が
か
つ
て
の
保
田
の
言
葉
と
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近
似
し
て
い
る
点
に
、
彼
ら
の
美
意
識
や
思
想
の
繫
が
り
の
根
深
さ
を

思
う
の
で
あ
る
。

戦
時
下
の
潁
原
と
日
本
浪
漫
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明

の
部
分
が
多
い
が
、
戦
時
下
の
潁
原
の
文
章
を
読
む
か
ぎ
り
そ
の
影
響

が
な
か
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
（
な
お
、
戦
時
下
の
潁
原
の
発
言
を
読

む
う
え
で
は
、
芭
蕉
の
作
品
が
次
第
に
「
日
本
」
お
よ
び
「
日
本
人
」

を
背
負
う
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
戦
時
下
の
状
況11

と
の
影
響
関
係

も
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
措
く
）。

考
え
て
み
れ
ば
、『
コ
ギ
ト
』
に
関
わ
っ
た
杉
浦
正
一
郎
や
伊
東
静
雄

は
学
生
時
代
に
潁
原
の
薫
陶
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
し
、
潁
原
が

同
誌
に
幾
度
か
寄
稿
し
て
い
る
の
は
そ
の
縁
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ

以
上
に
保
田
が
潁
原
の
仕
事
に
敬
意
を
表
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
保
田
は
「
芭
蕉
を
民
俗
の
文
藝
と
し
て
復
興
す
る
」
仕
事
の
「
現

在
の
成
果
」
を
、「
私
は
潁
原
退
蔵
な
ど
と
云
ふ
人
に
よ
つ
て
代
表
せ

し
め
る
の
で
あ
る
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。12

一
方
の
潁
原
も
、

「
保
田
君
の
『
日
本
の
橋
』
は
た
し
か
に
我
が
国
の
芸
術
批
評
の
上
に
、

最
も
本
然
的
で
あ
る
べ
き
精
神
を
み
ご
と
に
う
ち
樹
て
た
も
の
で
あ
つ

た
」
と
評
し
て
い
て
、13

年
の
差
は
あ
っ
て
も
互
い
に
そ
の
仕
事
を
高
く

評
価
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
保
田
に
つ
い
て
、
渡
辺
和
靖
は
「
文
芸
の
血
統
を
明
ら
め
る
」

方
法
、
す
な
わ
ち
「
発
想
と
連
想
を
一
そ
う
骨
組
に
洗
つ
て
一
の
血
す

ぢ
を
み
る
方
法
」
と
し
て
の
「
血
統
」
を
提
示
し
て
い
た
と
指
摘
し
て

い
る
。14

こ
こ
で
い
う
「
血
統
」
と
は
「
知
識
で
心
と
き
め
か
す
の
で
な

く
詩
人
の
す
ぐ
れ
た
魂
で
、
あ
る
ひ
は
心
臓
で
ぢ
か
に
古
典
の
心
臓
に

ふ
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
よ
う

す
る
に
歴
史
的
な
実
証
を
超
え
た
方
法
で
あ
り
、
保
田
は
こ
の
「
血
統
」

を
持
ち
だ
す
こ
と
で
、
芭
蕉
を
通
し
て
後
鳥
羽
院
を
語
る
と
い
う
特
異

な
仕
事
さ
え
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

保
田
が
昭
和
一
四
年
に
思
潮
社
か
ら
上
梓
し
た
『
後
鳥
羽
院
』
は
そ

れ
ま
で
の
自
身
の
血
統
論
を
最
も
整
備
し
た
か
た
ち
で
提
出
し
た
仕
事

で
あ
っ
た
。
そ
の
同
年
、
潁
原
が
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
の
は
、

は
た
し
て
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

而
し
て
こ
の
詩
歌
の
美
を
規
定
す
る
も
の
は
伝
統
で
あ
る
。
伝
統
は

歴
史
を
貫
い
て
流
れ
る
民
族
の
血
で
あ
る
。
生
命
が
血
に
よ
つ
て
の

み
受
け
継
が
れ
る
如
く
、
日
本
文
芸
の
詩
は
日
本
文
芸
の
伝
統
以
外

か
ら
は
生
れ
得
な
い
。15

金
仙
花
は
日
本
浪
漫
派
や
京
都
学
派
の
言
説
を
「
過
去
＝
神
話
＝
伝

統
的
秩
序
（
天
皇
）
と
い
う
過
去
回
帰
の
叙
事
」
と
し
た
う
え
で
、
過

去
（
伝
統
）
と
は
「
永
遠
の
現
在
」
や
「
顕
現
」
の
時
間
を
意
味
す
る

エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
的
時
間
で
あ
る
と
し
て
い
る
。16

な
ら
ば
、
保
田
ら
の
思

想
か
ら
戦
後
の
潁
原
が
示
し
た
人
間
観
ま
で
の
距
離
も
ま
た
、
一
見
す

る
と
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
改

め
て
注
意
し
た
い
の
は
、
保
田
が
「
日
本
の
橋
」
を
発
表
し
文
壇
の
注

目
を
集
め
た
り
『
日
本
浪
漫
派
』
が
創
刊
さ
れ
た
り
す
る
数
年
前
、
す

で
に
潁
原
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

確
実
な
資
料
の
捜
索
、
さ
う
し
て
そ
の
上
に
立
つ
精
緻
な
考
証
、
そ

れ
が
す
べ
て
の
研
究
の
基
礎
的
工
作
と
し
て
最
も
尊
重
さ
る
べ
き
こ
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ク
の
神
父
か
ら
ラ
テ
ン
語
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
話
な
ど
を
引
き
つ
つ

「
あ
の
科
学
的
な
学
風
に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
と
い
う
か
、
ミ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
も
の
に
対
す
る
憧
憬
信
頼
を
何
か
の
折
に
示
さ
れ
た
の
は
、
こ
う

し
た
若
き
日
に
め
ざ
し
そ
め
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
て
い
る
。21

だ
が
こ
う
し
た
若
き
日
の
体
験
に
く
わ
え
、
戦
時
下
に
お
け
る
潁
原

の
あ
り
よ
う
を
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

私
は
真
夏
の
数
旬
の
間
を
、
仰
向
け
に
寝
た
ま
ゝ
で
暮
さ
ね
ば
な
ら

な
か
つ
た
。
そ
の
間
に
世
の
中
は
め
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
の
急
変
で
あ

る
。
出
征
兵
士
を
送
る
万
歳
の
声
が
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
沸
き

起
つ
て
き
た
。
あ
る
日
は
赤
襷
を
か
け
た
義
弟
が
、
私
の
門
口
か
ら

も
勇
ま
し
く
出
て
行
つ
た
。
子
供
た
ち
が
旗
を
打
振
つ
て
、「
叔
父

さ
ん
、
万
歳
々
々
」
と
叫
ん
だ
。
床
の
中
に
何
一
つ
仕
事
も
出
来
な

く
て
、
私
は
じ
つ
と
そ
れ
を
聞
い
て
居
る
の
で
あ
る
。22

こ
の
一
文
を
草
し
た
の
は
昭
和
一
二
年
。
こ
の
前
年
、
潁
原
は
腎
臓

病
の
た
め
に
教
職
を
す
べ
て
辞
し
、
療
養
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
教
壇

か
ら
離
れ
る
一
方
で
輪
読
会
や
執
筆
の
仕
事
は
依
然
と
し
て
精
力
的
に

行
な
っ
て
い
た
が
、
年
譜23

を
見
る
限
り
、
扁
桃
腺
炎
か
ら
腎
臓
炎
を
再

発
し
た
夏
以
降
の
数
ヶ
月
間
は
た
し
か
に
執
筆
の
ペ
ー
ス
が
落
ち
て
い

て
、「
床
の
中
に
何
一
つ
仕
事
も
出
来
な
く
て
」
と
記
し
た
潁
原
の
歯

が
ゆ
い
思
い
が
想
像
さ
れ
る
。

戦
時
下
に
あ
っ
て
銃
後
の
病
者
と
し
て
生
き
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
潁

原
の
い
う
「
仕
事
」
と
は
い
か
な
る
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
鈴
木
勝
忠
が
示
唆
的
な
発
言
を
し
て
い

と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。（
略
）だ
が
所
謂
燃
犀
の
史
眼
と
い
ふ
の
も
、

や
は
り
箇
々
の
行
為
を
思
想
の
発
展
の
中
に
正
し
く
把
握
し
得
る
鋭

い
直
覚
を
い
ふ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
う
な
る
と
最
も
す
ぐ
れ
た

史
伝
家
と
小
説
家
と
の
才
能
は
、
ま
さ
に
全
く
同
一
の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
る
。17

藤
井
紫
影
に
学
ん
だ
こ
ろ
か
ら
一
貫
し
て
実
証
性
を
重
視
す
る
研
究

者
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
潁
原
に
こ
の
一
文
の
あ
る
こ
と
は
意
外
だ
が
、

保
田
の
仕
事
を
待
た
ず
と
も
、
潁
原
が
そ
の
歴
史
観
に
「
伝
統
は
歴
史

を
貫
い
て
流
れ
る
民
族
の
血
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
実
証
性
を
飛

び
越
え
た
発
想
を
含
み
込
む
可
能
性
は
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
仕
事
が
、
一
時
に
せ
よ
共
振
れ
を
見
せ
た

の
は
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅲ　

星
空
、
あ
る
い
は
永
遠
へ
の
思
慕

そ
れ
に
し
て
も
、
潁
原
の
こ
う
し
た
資
質
は
ど
の
よ
う
に
育
ま
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
安
易
な
想
像
は
許
さ
れ
ま
い
が
、
た
と
え
ば
「
乳

離
れ
頃
か
ら
急
に
身
体
が
弱
く
な
つ
て
、
男
の
児
に
交
つ
て
男
ら
し
い

遊
び
な
ど
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
」
と
い
う
一
方
で
『
少
年
世
界
』

を
愛
読
し
て
い
た
と
い
う
少
年
時
代
や
、18

学
生
時
代
に
亡
弟
と
父
の
写

真
を
胸
に
「
悲
し
い
甘
い
情
緒
」
に
浸
り
な
が
ら
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
く
よ

う
な
「
純
情
に
し
て
覇
気
に
満
ち
た
」
青
年
時
代
を
送
っ
た
こ
と
を
思

い
あ
わ
せ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。19

あ
る
い
は
、〈
毬
む
け
ば
二
つ

並
べ
る
栗
淋
し
〉20

な
ど
の
句
作
に
う
か
が
わ
れ
る
繊
細
な
性
質
を
想
起

し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
中
村
幸
彦
は
潁
原
が
カ
ト
リ
ッ
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る
。24

鈴
木
は
昭
和
一
三
年
に
潁
原
が
上
梓
し
た
『
俳
諧
文
学
』
に
つ
い

て
、「
芭
蕉
に
至
つ
て
、
俳
諧
文
学
は
す
で
に
笑
の
文
芸
で
は
な
く
な

つ
た
」
あ
る
い
は
「
俳
諧
が
俗
談
平
話
の
文
芸
た
る
意
義
は
、
芭
蕉
に

於
い
て
真
に
正
し
く
完
成
さ
れ
た
」
と
い
う
結
語
に
対
し
、「
通
俗
の

方
へ
の
揺
り
返
し
を
切
り
捨
て
た
発
言
」
と
評
す
る
。
さ
ら
に
鈴
木
は

「
芭
蕉
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
俳
諧
の
文
芸
性
が
最
も
正
し
い
も
の
だ

と
信
ぜ
ら
れ
る
限
り
芭
蕉
の
俳
諧
の
伝
統
は
常
に
生
き
て
居
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
も
、「
芭
蕉
を
最
高
と
信
じ
て
い

る
人
々
を
念
頭
に
置
い
て
、
し
か
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
戦
時

下
の
あ
る
意
味
で
の
制
約
を
、
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
見

え
る
」
と
述
べ
る
。
櫻
井
武
次
郎
に
よ
れ
ば
、
潁
原
は
「
昼
間
か
ら
夜

に
か
け
て
俳
諧
そ
の
他
の
研
究
を
行
な
い
、
夜
、
床
に
入
っ
て
か
ら
雑

俳
書
に
親
し
ん
だ
」
と
い
う
。25

雑
俳
は
潁
原
自
身
が
開
拓
に
大
き
く
貢

献
し
た
研
究
分
野
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
な
俳
諧
の
通
俗
的
な
部
分
を
切
り
捨
て
た
戦
時
下
の
潁
原
の
発
言

に
は
、
い
わ
ば
「
床
に
入
っ
て
か
ら
」
の
ひ
そ
か
な
楽
し
み
を
公
に
す

る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
よ
う
な
「
戦
時
下
の
あ
る
意
味
で
の
制
約
」
へ
の

慮
り
が
う
か
が
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
制
約
」
の
な
か
で

―
い
わ
ば
「
昼
間
か
ら
夜
に
か
け
て
」
の
ふ
る
ま
い
が
相
対
的
に
肥

大
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
状
況
の
な
か
で

―
潁
原
が
俳
句
を
語

る
と
き
、
し
ば
し
ば
「
正
し
さ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
の
は
当

然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

戦
勝
の
新
年
を
迎
へ
る
喜
び
に
ひ
た
り
な
が
ら
、
ま
た
國
の
前
途
を

深
く
思
は
ず
に
は
居
れ
な
い
。
芭
蕉
の
一
生
が
何
を
私
に
教
へ
た
か
。

一
筋
の
道
に
進
む
國
の
歩
み
に
従
つ
て
、
自
分
も
ま
た
与
へ
ら
れ
た

一
筋
の
道
を
迷
ふ
こ
と
な
く
進
ん
で
行
か
う
。
誠
を
勤
め
る
國
と
人

と
の
み
が
、
真
に
叡
智
の
正
し
い
導
き
を
得
べ
き
こ
と
を
信
ず
る
の

で
あ
る
。26

「
正
し
さ
」
へ
の
傾
斜
は
ま
た
、
失
わ
れ
ゆ
く
も
の
へ
の
愛
惜
と
地

続
き
の
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
局
の
悪
化
し
た
昭
和
一
九
年
に
あ
っ
て
も

素
龍
本
「
奥
の
細
道
」
の
発
見
を
喜
び
複
製
の
刊
行
を
企
図
し
た
り
、

あ
る
い
は
「
か
う
し
た
世
の
中
に
何
を
す
る
の
が
最
も
有
意
義
で
あ
る

か
」
と
悩
み
つ
つ
「
せ
め
て
日
本
語
を
集
め
た
仕
事
を
し
て
お
き
た
い

と
の
考
」
か
ら
「
辞
書
の
仕
事
」
を
し
た
り
と
、27

潁
原
は
悪
戦
苦
闘
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
辞
書
の
仕
事
」
が
「
国
民
の
正
し
い
伝

統
的
語
感
」
に
従
っ
て
「
日
本
語
を
も
つ
と
純
化
し
、
も
つ
と
美
し
く

し
た
い
」
と
い
う
発
言28

と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
僕
は
、
戦
時
下
の
潁
原
が
状
況
に
無
批
判
だ
っ
た
と

は
思
わ
な
い
。
実
際
、
昭
和
一
八
年
の
日
記
に
は
「
今
日
文
学
報
国
会

の
報
告
な
ど
を
見
る
と
、
仕
事
を
す
る
人
々
が
一
に
も
二
に
も
自
家
の

勢
力
拡
張
と
い
ふ
政
治
的
な
動
き
に
の
み
走
つ
て
、
真
に
学
問
の
為
芸

術
の
為
に
精
進
し
や
う
と
い
ふ
誠
意
が
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
」
と
い

う
言
葉
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。29

ま
た
僕
は
、
か
つ
て
の
三
島
由
紀
夫

の
『
文
藝
文
化
』
評

―
「
戦
争
中
の
こ
ち
た
き
指
導
者
理
論
や
国
家

総
力
戦
の
功
利
的
な
目
的
意
識
か
ら
、
あ
え
か
な
日
本
の
古
典
美
を
守

る
城
砦
で
あ
っ
た
」30

―
の
よ
う
に
、
あ
る
種
の
保
守
的
な
ふ
る
ま
い

と
し
て
の
み
理
解
し
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
僕
は
、
潁
原
の
こ

う
し
た
ふ
る
ま
い
に
、
日
々
悪
化
す
る
状
況
の
な
か
で
、
戦
場
に
行
く
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こ
と
の
で
き
な
い
身
体
を
持
つ
家
長
で
あ
り
、
同
時
に
、
失
わ
れ
ゆ
く

「
日
本
」
な
る
も
の
を
憂
う
一
人
の
人
間
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
潁

原
の
切
な
い
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
日
本
語
詩
を
愛
し
そ

の
宿
命
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
潁
原
の
た
た
ず
ま
い
は
、
民
族
の
宿
命

を
引
き
受
け
る
身
ぶ
り
へ
と
接
近
し
て
い
く
。「
詩
歌
の
美
を
規
定
す

る
も
の
は
伝
統
で
あ
る
。
伝
統
は
歴
史
を
貫
い
て
流
れ
る
民
族
の
血
で

あ
る
」
と
い
う
発
言
も
、
保
田
の
仕
事
に
対
す
る
共
感
も
、
こ
う
し
た

戦
時
下
の
文
脈
の
な
か
で
現
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

た
だ
、
憂
鬱
と
焦
燥
の
日
々
の
な
か
で
、
潁
原
が
そ
れ
で
も
失
わ
な

か
っ
た
の
は

―
む
し
ろ
ま
す
ま
す
強
め
て
い
っ
た
よ
う
に
さ
え
見
え

る
の
は

―
美
へ
の
憧
憬
で
あ
っ
た
。

　

あ
る
基
地
か
ら
の
便
り
の
一
節
に
か
う
い
ふ
事
が
あ
つ
た
。
敵
機

の
夜
襲
で
あ
る
。
地
上
に
は
轟
々
た
る
爆
音
が
響
き
、
空
中
に
は
高

射
砲
の
白
い
烟
が
む
く
〳
〵
と
湧
い
て
居
る
。
そ
の
間
に
ふ
と
仰
い

だ
星
空
の
美
し
さ
が
、
瞬
間
で
は
あ
る
が
烈
し
い
戦
ひ
を
忘
れ
さ
せ

て
し
ま
ふ
程
心
を
ひ
い
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
時
、
人
の

心
は
恐
ら
く
永
遠
へ
の
思
慕
に
充
た
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
そ

れ
は
戦
ひ
を
忘
れ
た
の
で
は
な
い
。
戦
ひ
を
超
え
て
一
切
を
神
の
姿

に
於
て
見
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
自
己
に
纏
は
る
一
切
の
感
情
は
消

え
去
つ
て
居
る
。
喜
び
も
悲
し
み
も
、
自
己
を
離
れ
た
遠
い
あ
な
た

に
、
一
点
の
慈
光
と
な
つ
て
あ
ら
は
れ
深
く
輝
く
。31

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
永
遠
な
る
も
の
の
持
つ
美
へ
の
思
慕
を

語
る
言
葉
は
、
潁
原
が
戦
時
下
か
ら
戦
後
へ
と
時
代
を
ま
た
ぐ
よ
う
に

し
て
書
き
続
け
た
明
恵
論
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
繰
り
返
さ

れ
る
。
昭
和
一
五
年
に
一
部
が
初
め
て
発
表
さ
れ
て
以
来
、
昭
和
二
一

年
の
『
明
恵
上
人
』32

上
梓
を
も
っ
て
よ
う
や
く
完
結
を
見
た
こ
の
仕
事

は
、
研
究
分
野
の
広
い
潁
原
に
あ
っ
て
も
異
色
の
作
で
あ
っ
た
。
自
身

も
専
門
外
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
明
恵
に
こ
だ

わ
っ
た
の
は
、「
た
だ
上
人
の
清
純
な
一
生
を
深
く
思
慕
す
る
」
と
い

う
念
に
駆
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
潁
原
が
高
山
寺
で
明

恵
の
遺
筆
を
筆
写
し
た
日
々
を
思
い
起
こ
し
つ
つ
、「
あ
ま
り
に
眼
前

の
勝
敗
に
捉
は
れ
す
ぎ
て
、
何
が
真
に
日
本
を
永
遠
に
生
か
す
道
で
あ

る
か
を
見
失
つ
て
は
な
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、33

文
化
的
・
精
神
的
な
荒
廃
を
危
惧
す
る
思
い
が
明
恵
の
体
現
す
る
「
清

純
」
さ
や
永
遠
な
る
美
に
対
す
る
関
心
へ
と
繫
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
潁
原
が
こ
の
『
明

恵
上
人
』
で
先
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
理
由
も

了
解
さ
れ
よ
う
。

永
遠
な
る
も
の
を
思
慕
す
る
い
と
な
み
は
、
当
時
の
潁
原
が
自
ら
を

救
済
す
る
た
め
に
残
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
手
立
て
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
他
の
仕
事
と
異
な
る
の
は
、『
明
恵
上
人
』
に
お
い
て
は
、
永
遠

な
る
も
の
の
美
を
思
慕
し
て
や
ま
な
い
人
間
の
「
清
純
」
さ
を
長
女
夫

妻
の
生
の
な
か
に
も
見
出
だ
し
、
同
書
上
梓
の
直
前
に
起
こ
っ
た

―

お
そ
ら
く
敗
戦
に
伴
う
絶
望
を
要
因
と
す
る

―
長
女
夫
妻
の
心
中
と

い
う
悲
痛
き
わ
ま
り
な
い
事
態
を
前
に
し
て
、
彼
ら
の
、
そ
し
て
自
分

自
身
の
尊
厳
を
懸
命
に
守
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
彼
は
彼
な
り
に
美
し
い
一
生
を
終
り
た
い
と
願
つ
た
の
で
あ
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る
。
彼
が
ひ
た
す
ら
に
Ｎ
子
を
愛
し
、
又
国
の
歩
み
を
思
ふ
純
情
は
、

彼
の
日
記
を
読
む
間
に
私
の
胸
を
強
く
ひ
き
し
め
る
も
の
が
あ
つ
た
。

国
の
大
き
な
不
幸
の
う
ち
に
あ
つ
て
も
、
星
は
美
し
く
空
に
か
が
や

い
て
居
る
。
今
こ
そ
人
々
は
こ
の
星
空
を
静
か
に
仰
い
で
、
永
遠
へ

の
思
慕
に
心
を
充
た
す
べ
き
時
で
は
な
い
か
。（
略
）
人
が
上
人
の

如
き
生
涯
に
美
し
さ
を
感
ず
る
か
ぎ
り
、
永
遠
へ
の
望
み
を
捨
て
る

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
Ｓ
と
Ｎ
子
と
の
死
に
於
け
る
純

情
を
も
、
私
は
決
し
て
無
意
味
に
終
る
も
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。

戦
時
下
か
ら
戦
後
へ
と
う
つ
ろ
う
ま
ま
な
ら
な
い
生
の
な
か
で
、
潁

原
は
そ
れ
で
も
な
お
星
空
を
見
上
げ
、
そ
こ
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
美

を
見
出
だ
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
切
な
い
い
と
な
み
の
な
か
で
、
潁

原
は
自
ら
の
俳
句
観
を
た
し
か
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
象
徴
詩
と
し
て
の
俳
句
を
語
る
際
に
潁
原
が
引
き
合
い
に
出
す

「
人
間
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
本
来
有
限
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
も

同
時
に
無
限
に
通
ず
る
こ
と
の
可
能
を
信
じ
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
人

間
観
と
は
、
永
遠
な
る
も
の
を
思
慕
す
る
存
在
と
し
て
人
間
を
見
据
え

る
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
の
先
に
こ
そ
宿
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
。

Ⅳ　

夕
か
げ
、
あ
る
い
は
幻
へ
の
思
慕

戦
争
末
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
永
遠
な
る
も
の
へ
の
思
慕
を
語
っ
た

潁
原
だ
が
、
昭
和
二
三
年
六
月
三
日
、
京
都
で
の
芭
蕉
講
演
会
の
翌
日

か
ら
最
後
の
病
床
に
つ
く
こ
と
に
な
る
。「
蕪
村
を
追
う
て
」34

は
そ
の

病
間
に
書
か
れ
た
短
い
回
想
録
で
あ
る
。

結
城
地
方
を
訪
ね
た
の
は
春
の
休
み
で
あ
つ
た
。
弘
経
寺
の
襖
に
描

い
た
蕪
村
の
画
を
見
た
日
、
堂
の
う
し
ろ
に
は
ま
だ
雪
が
消
え
残
つ

て
居
た
。
町
か
ら
一
里
近
い
村
の
某
家
を
訪
ね
た
り
、
下
館
の
中
村

家
に
半
日
を
過
し
た
り
し
て
結
城
の
旅
舎
に
帰
つ
た
夜
は
、
部
屋
が

ひ
ど
く
古
び
て
居
た
上
に
電
灯
の
光
ま
で
が
薄
暗
か
つ
た
か
ら
で
あ

ら
う
か
、
私
は
木
の
葉
経
の
狸
や
『
新
花
摘
』
に
出
て
く
る
狐
の
夢

を
見
た
。
今
も
あ
の
宿
の
一
室
の
さ
ま
は
、
眼
前
に
あ
り
〳
〵
と
浮

ん
で
来
る
。
さ
う
し
て
弘
経
寺
の
僧
坊
に
昼
寝
し
て
居
る
蕪
村
の
姿

ま
で
が
想
は
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
に
つ
い
て
『
潁
原
退
蔵
著
作
集
』
の
編
者
の
一
人
で
あ
る

清
水
孝
之
は
「
蕪
村
に
始
ま
り
蕪
村
に
終
っ
た
著
者
生
涯
の
蕪
村
研
究

回
想
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、「
本
文
に
結
城
行
は
春
休
み
と
あ
る
が
、「
年

譜
」
に
よ
る
と
大
正
十
三
年
十
二
月
で
あ
っ
た
」
と
や
や
気
に
な
る
指

摘
を
し
て
い
る
。35

大
正
一
三
年
と
い
え
ば
神
戸
高
等
女
学
校
教
授
と
し

て
神
戸
に
移
住
し
た
年
で
あ
る
。
同
年
は
、
俳
書
の
収
集
で
知
ら
れ
る

川
西
和
露
と
知
り
合
う
な
ど
、
潁
原
が
近
世
文
学
の
研
究
者
と
し
て
飛

躍
し
て
い
く
転
機
の
年
で
も
あ
っ
た
。
結
城
で
蕪
村
の
画
を
見
た
こ
と

を
記
し
た
一
二
月
三
日
付
の
書
簡
も
あ
り
、
ま
た
、
翌
年
に
上
梓
す
る

『
蕪
村
全
集
』
の
資
料
収
集
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
鑑
み
れ
ば
、「
結

城
地
方
を
訪
ね
た
の
は
春
の
休
み
で
あ
つ
た
」
と
い
う
部
分
は
潁
原
の

記
憶
違
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
い
っ
そ
う
気
に

な
る
の
が
、
こ
の
「
誤
記
」
の
箇
所
に
続
く
「
弘
経
寺
の
襖
に
描
い
た

蕪
村
の
画
を
見
た
日
、
堂
の
う
し
ろ
に
は
ま
だ
雪
が
消
え
残
つ
て
居
た
」

と
い
う
、
妙
に
現
実
味
の
あ
る
一
文
で
あ
る
。
清
水
が
「
そ
の
後
再
訪
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さ
れ
た
折
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
」
と
断
定
を
避
け
て
い
る
の
は
、
あ

る
い
は
不
思
議
と
生
々
し
い
こ
の
一
文
の
あ
る
た
め
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

実
を
い
う
と
、「
蕪
村
を
追
う
て
」
に
記
さ
れ
た
結
城
行
が
春
で
あ
っ

た
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
僕
に
と
っ
て
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
。

大
事
な
の
は
む
し
ろ
、
少
な
く
と
も
一
二
月
の
結
城
を
訪
れ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
は
ず
な
の
に
、
潁
原
が
蕪
村
の
記
憶
を
真
冬
の
雪
で
は
な

く
残
雪
の
記
憶
と
と
も
に
あ
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
で
あ
る
。

僕
が
こ
の
さ
さ
や
か
な
文
章
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
こ
こ
に
、
最
晩
年
の

潁
原
が
辿
り
つ
い
た
詩
に
つ
い
て
の
認
識
の
あ
り
よ
う
が
う
か
が
え
る

か
ら
だ
。
潁
原
に
と
っ
て
蕪
村
と
は
、
冬
の
名
残
の
雪
の
う
す
う
す
と

し
た
光
や
、
薄
暗
い
電
灯
の
光
と
と
も
に
あ
っ
た
。
そ
の
薄
明
か
り
の

記
憶
と
と
も
に
「
弘
経
寺
の
僧
坊
に
昼
寝
し
て
居
る
蕪
村
の
姿
ま
で
が

想
は
れ
る
」
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
の
で

あ
る
。

そ
の
う
え
で
、
も
う
一
つ
の
随
筆
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。「
蕪
村

を
追
う
て
」
執
筆
か
ら
二
ヶ
月
後
の
八
月
一
八
日
か
ら
二
〇
日
に
か
け

て
、
潁
原
は
「
夕
か
げ
」
と
題
す
る
短
文
を
記
し
て
い
る
。36

す
で
に
筆

を
持
つ
体
力
は
な
く
、
一
日
一
枚
の
割
合
で
口
述
し
た
も
の
だ
。
完
成

し
た
の
は
死
の
十
日
ほ
ど
前
。
五
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
潁
原
の
絶
筆
で

あ
る
。

　

サ
ン
マ
ー
・
タ
イ
ム
で
も
、
午
後
四
時
を
過
ぎ
る
と
、
何
処
か
ら

と
も
な
く
部
屋
の
内
に
、
夕
か
げ
が
し
の
び
こ
ん
で
来
る
。
お
そ
ら

く
最
初
の
か
げ
は
床
の
間
に
ひ
そ
ん
で
居
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
寝
た
ま
ゝ
の
姿
勢
で
は
、
其
処
は
み
え
な
い
。
部
屋
の
東
北

隅
に
台
を
置
い
て
、
そ
こ
に
花
籠
が
据
ゑ
て
あ
る
。
病
床
か
ら
其
処

が
一
番
見
易
い
の
で
あ
る
。
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
夕
か
げ
は
先
づ
そ

こ
の
隅
か
ら
、
し
の
び
込
ん
で
来
る
ら
し
い
。

潁
原
は
病
床
か
ら
、
夕
暮
れ
の
薄
明
か
り
に
包
ま
れ
た
身
ほ
と
り
に

目
を
向
け
る
。「
マ
ー
ガ
レ
ツ
ト
の
白
い
花
」
か
ら
、「

こ
し
に
見
え

る
八
つ
手
の
青
い
葉
か
げ
」
に
忍
び
寄
る
夕
か
げ
を
ま
な
ざ
す
潁
原
は
、

や
が
て
「
木
犀
と
ひ
づ
か
と
二
重
に
な
つ
た
生
垣
の
あ
た
り
」
に
う
ご

め
く
夕
か
げ
が
も
た
ら
す
複
雑
な
陰
翳
に
、「
十
四
年
前
能
登
の
海
岸

で
病
を
や
し
な
つ
て
ゐ
た
頃
、
海
岸
の
向
岸
の
島
や
山
が
、
雨
の
日
の

夕
方
な
ど
に
、
際
立
つ
た
陰
翳
を
見
せ
た
こ
と
を
思
ひ
出
す
」。
昭
和

一
一
年
、
宿
痾
で
あ
る
腎
臓
病
の
た
め
に
教
職
を
す
べ
て
退
い
た
潁
原

は
、
小
浜
、
和
倉
、
金
沢
、
賢
島
と
各
地
を
転
々
と
し
な
が
ら
療
養
生

活
を
送
っ
た
。
と
す
れ
ば
「
十
四
年
前
」
と
い
う
記
述
は
誤
り
で
、
正

し
く
は
一
二
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
蕪
村
を
追
う
て
」

と
同
じ
よ
う
に
、
僕
は
こ
の
誤
り
を
正
し
た
い
の
で
は
な
い
。
夕
か
げ

の
な
か
に
自
ら
の
薄
明
か
り
の
記
憶
を
思
い
起
こ
す
潁
原
の
身
ぶ
り
を
、

や
は
り
い
ま
は
見
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

七
時
に
な
り
、「
完
全
に
黄
昏
の
気
」
が
立
ち
こ
め
た
こ
ろ
、
潁
原

は
庭
の
南
天
の
葉
や
白
い
花
の
揺
ら
ぎ
を
見
つ
め
る
。「
そ
れ
を
凝
つ

と
み
て
ゐ
る
と
、
不
思
議
に
そ
の
茂
み
の
奥
か
ら
、
ぽ
と
〳
〵
と
水
の

し
た
ゝ
る
音
が
き
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
水
道
の
栓
を
、
誰
か
し
め

わ
す
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
い
や
、
さ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
し

か
に
水
の
音
は
聞
え
る
の
で
あ
る
」。
混
濁
し
た
能
登
時
代
の
記
憶
は
、

や
が
て
こ
の
不
思
議
な
水
音
の
も
た
ら
す
思
い
出
へ
と
う
つ
ろ
っ
て
ゆ
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く
。し

か
し
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
幻
聴
が
聞
え
る
の
だ
ら
う
。
病
気
の
せ

ゐ
で
も
な
い
。
私
は
そ
の
南
天
の
茂
み
に
、
子
供
の
頃
し
ば
〳
〵
遊

び
に
行
つ
た
親
戚
の
あ
る
家
を
想
ひ
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。（
略
）

郷
里
に
私
は
も
う
三
十
年
帰
ら
な
い
。
あ
の
親
戚
の
家
も
庭
も
、
お

そ
ら
く
改
造
さ
れ
て
ゐ
る
事
だ
ら
う
。
し
か
し
、
私
の
心
に
あ
の
庭

は
ず
つ
と
そ
の
ま
ゝ
に
生
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
私
を
非

常
に
可
愛
が
つ
て
く
れ
た
、
そ
の
家
の
老
人
ま
で
が
白
い
髯
を
胸
に

垂
ら
し
た
姿
で
今
も
生
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
筧
の
音
ば
か
り
で
は

な
い
。
そ
の
老
人
が
に
こ
〳
〵
と
笑
ひ
な
が
ら
、
夕
か
げ
の
庭
に
立

つ
て
ゐ
る
。

「
郷
里
」
と
は
、
十
歳
の
こ
ろ
か
ら
暮
ら
し
た
奈
摩
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
。「
わ
が
生
立
ち
の
追
憶
」
の
な
か
で
潁
原
は
奈
摩
を
「
私
の
故
郷
」

と
呼
び
、「
少
年
時
代
の
懐
か
し
い
追
想
は
多
く
奈
摩
を
背
景
に
し
て

居
る
」
と
述
べ
て
い
る
。37

し
か
し
京
都
帝
国
大
学
の
大
学
院
生
に
な
り

た
て
の
若
き
日
（
大
正
一
一
年
）
に
新
婚
旅
行
を
か
ね
て
帰
省
し
て
以

来
、
潁
原
が
奈
摩
の
土
を
踏
む
日
は
遂
に
な
か
っ
た
。

　

一
体
現
実
と
は
何
を
い
ふ
の
だ
ら
う
。
マ
ー
ガ
レ
ツ
ト
の
花
か
ら

し
の
び
よ
つ
た
夕
か
げ
の
色
、
南
天
の
茂
み
の
中
か
ら
聞
え
て
来
る

水
の
音
、
人
は
後
者
を
幻
聴
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
私
に

と
つ
て
は
、
二
つ
と
も
た
し
か
に
現
実
で
あ
つ
た
の
だ
。
詩
の
真
実

と
は
、
こ
の
様
な
現
実
を
い
ふ
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
私
は
蚊
帳
の

中
で
、
い
つ
ま
で
も
水
の
音
を
聞
い
て
ゐ
た
。

　
　
　

夕
か
げ
に
花
白
々
と
息
づ
け
り

　
　
　

夕
か
げ
の
風
に
明
る
き
茂
り
か
な

　
　
　

幻
を
真
実
と
抱
く
夕
か
げ
に

潁
原
に
と
っ
て
、
詩
の
う
つ
し
だ
す
「
真
実
」
と
は
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
見
え
る
も
の
・
聞
こ
え
る
も
の
だ
け
が
現
実
な

の
で
は
な
い
。
幻
も
ま
た
現
実
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
現
実
が
な
い
ま

ぜ
と
な
っ
た
「
真
実
」
こ
そ
が
詩
の
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ

ば
、
夕
か
げ
の
薄
明
か
り
の
な
か
に
立
ち
現
れ
る
幻
を
「
真
実
と
抱
く
」

こ
と
。
潁
原
と
い
え
ば
、「
学
問
は
所
詮
実
証
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」38

と
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
厳
密
な
学
問
的
考
証
を
重
視
す
る
実
証

的
な
研
究
の
あ
り
か
た
が
語
ら
れ
が
ち
だ
が
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な

意
味
で
の
詩
の
あ
り
よ
う
を
追
究
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
潁
原
が
生
涯
を

賭
し
た
文
学
研
究
と
い
う
営
み
の
本
質
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
潁
原
の
あ
り
よ
う
に
、「
有
限
的
な
存
在
」

と
し
て
の
人
間
が
自
ら
の
生
の
尊
厳
を
賭
し
て
「
無
限
に
通
ず
る
こ
と

の
可
能
を
信
じ
よ
う
と
」
す
る
ふ
る
ま
い
の

―
そ
れ
ゆ
え
象
徴
詩
と

し
て
の
俳
句
の
宿
命
的
な
美
を
思
慕
し
て
や
ま
な
い
ふ
る
ま
い
の

―

極
点
が
垣
間
見
え
る
よ
う
に
思
う
。

こ
の
種
の
「
幻
」
を
潁
原
は
別
の
文
章
で
「
表
現
の
奥
に
深
く
潜
む

美
の
香
気
」
と
も
記
し
て
い
る
。39

幻
を
「
真
実
」
と
見
、
幻
に
美
を
見

る
と
い
う
ふ
る
ま
い
は
、
む
ろ
ん
「
常
に
飛
花
落
葉
を
見
て
も
草
木
の

露
を
な
が
め
て
も
、
こ
の
世
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
心
を
思
ひ
と
り
」（
心

敬
僧
都
庭
訓
）
と
い
っ
た
古
人
の
言
葉
に
触
れ
る
な
か
で
身
に
つ
け
て
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い
っ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
潁
原
が
一
俳
諧
研
究
者
で
あ
る

こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
の
は
、
詩
歌
を
は
じ
め
日
本
語
に
基
づ
く

言
語
文
化
が
形
象
化
す
る
と
こ
ろ
の
「
真
実
」
を
追
究
し
、
そ
れ
ら
に

通
底
す
る
美
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
潁
原
の
本
懐

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
潁
原
が
そ
の
著
作
の
な
か
で
「
西

行
の
和
歌
に
お
け
る
、
宗
祇
の
連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟
の
絵
に
お
け
る
、

利
休
が
茶
に
お
け
る
、
そ
の
貫
通
す
る
も
の
は
一
な
り
」
と
い
う
『

の
小
文
』
の
一
文
に
幾
度
と
な
く
言
及
し
て
い
る
の
も
、
た
ん
に
そ
れ

が
芭
蕉
の
理
解
に
有
益
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
潁
原
が
研
究
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
初
期
に
研
究
対

象
と
し
て
選
ん
だ
の
が
芭
蕉
で
な
く
蕪
村
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

こ
う
し
た
潁
原
の
身
ぶ
り
の
本
質
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
ご
く
自
然
な

こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
潁
原
に
と
っ
て
は

芭
蕉
で
す
ら
、
そ
の
「
直
接
句
と
す
べ
き
対
象
に
面
し
て
、
そ
の
中
に

自
分
の
心
を
深
め
て
行
か
う
と
す
る
」
と
い
う
あ
り
か
た
が
も
ど
か
し

く
感
じ
ら
れ
、
む
し
ろ
「
専
ら
古
人
の
す
ぐ
れ
た
芸
術
的
精
神
を
理
解

し
て
、
そ
こ
に
詩
境
の
統
一
を
求
め
や
う
と
し
た
」「
蕪
村
の
俳
諧
に

於
け
る
工
夫
修
養
の
態
度
」
に
こ
そ
、
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。40

そ
の
蕪
村
に
つ
い
て
潁
原
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

だ
か
ら
蕪
村
の
句
に
は
そ
の
背
後
に
彼
自
身
の
生
活
よ
り
は
、
彼
の

美
し
い
詩
の
夢
が
い
つ
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。41

そ
う
い
え
ば
「
西
鶴
の
日
記
よ
り
も
、
夢
で
見
た
西
鶴
の
方
が
本
当

の
事
を
語
つ
て
居
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
た
潁
原
で
あ

る
。42

潁
原
は
、
い
わ
ば
詩
の
も
た
ら
す
夢
を
い
つ
も
追
い
か
け
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

注１　

川
名
大
「
戦
後
俳
句
の
検
証
」『
昭
和
俳
句
の
検
証

―
俳
壇
史

か
ら
俳
句
表
現
史
へ

―
』
笠
間
書
院
、
平
成
二
七

２　

潁
原
退
蔵
『
俳
句
周
辺
』
天
明
社
、
昭
和
二
三

３　

潁
原
退
蔵
『
俳
諧
文
学
』
河
出
書
房
、
昭
和
一
三

４　

清
水
平
作
「
噫
潁
原
博
士
」『
宿
雲
』
昭
和
二
三
・
一
一

５　

潁
原
退
蔵
「
芭
蕉
俳
諧
の
限
界
」『
青
垣
』
昭
和
二
二
・
二

６　

潁
原
退
蔵
「
富
士
を
見
ぬ
日
」『
宿
雲
』
昭
和
二
二
・
四

７　

潁
原
退
蔵
「
俳
句
の
象
徴
性
」『
俳
句
周
辺
』
前
掲
書

８　

同
前

９　

土
田
杏
村
「
御

の
言
霊
論
」『
学
苑
』
大
正
一
五
・
八

10　

奥
山
文
幸
「
橋
と
言
霊

―
保
田
與
重
郎
「
日
本
の
橋
」
を
め
ぐ
っ

て

―
」『
日
本
文
学
』
平
成
四
・
六

11　

藤
田
祐
史
「「
芭
蕉
」
を
使
用
す
る 

近
現
代
小
説
と
古
井
由
吉
の

試
み
」

 
https://nagoya.repo.nii.ac.jp/?action=

pages_view
_

m
ain&

active_action=
repository_view

_m
ain_item

_
detail&

item
_id=26115&

item
_no=1&

page_id=28&
block_

id=27

12　

保
田
與
重
郎
『
芭
蕉
』
新
潮
社
、
昭
和
一
八
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13　

潁
原
退
蔵
「『
戴
冠
詩
人
の
御
一
人
者
』」『
コ
ギ
ト
』
昭
和
一
四
・

一

14　

渡
辺
和
靖
「
保
田
與
重
郎
に
お
け
る
「
血
統
」
観
念
の
形
成
」『
年

報
日
本
思
想
史
』
平
成
一
四
・
三

15　

潁
原
退
蔵
「
陣
中
銃
後
の
俳
句
」『
倦
鳥
』
昭
和
一
四
・
三

16　

金
仙
花
「「
破
局
」
と
「
再
生
」
と
し
て
の
反
近
代

―
京
都
学

派
・
日
本
浪
漫
派
・
ア
ジ
ア
主
義

―
」http://hdl.handle.

net/2433/199386

17　

潁
原
退
蔵
「
考
証
の
確
実
性
」『
国
語
国
文
』
昭
和
九
・
七

18　

潁
原
退
蔵
「
わ
が
生
立
ち
の
追
憶
」『
潁
原
退
蔵
著
作
集
』
第
九

巻
月
報
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
四

19　

岩
田
光
子
「
穎
原
退
蔵
」『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
六
五
巻
、

昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
、
平
成
三

20　

尾
形
仂
「
年
譜
」『
江
戸
文
学
研
究
』
昭
和
三
三
・
二

21　

中
村
幸
彦
「
潁
原
先
生
を
思
う
」『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
一
五
巻
、

中
央
公
論
社
、
平
成
元

22　

潁
原
退
蔵
「
序
言
」『
江
戸
文
芸
論
考
』
三
省
堂
、
昭
和
一
二

23　
「
年
譜
」『
潁
原
退
蔵
著
作
集
』
別
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
九

24　
「
回
想
・
こ
の
一
冊
１
９
１　

潁
原
退
蔵
著
『
俳
諧
文
学
』（
日
本

文
学
大
系
１
６
）」『
國
文
學 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
昭
和
六
二

25　

櫻
井
武
次
郎
「
俳
文
学
者
列
傳
２　

京
大
篇
」『
花
実
』
昭
和
五

九
・
一
二

26　

潁
原
退
蔵
「
一
筋
の
道
」『
決
戦
下
学
生
に
与
ふ
』
京
都
帝
国
大

学
新
聞
部
編
、
教
育
図
書
、
昭
和
一
七

27　

潁
原
退
蔵
「
潁
原
退
蔵
日
記
抄
１
６　

時
局
を
憂
ふ
」『
潁
原
退

蔵
著
作
集
』
第
五
巻
月
報
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
五

28　

潁
原
退
蔵
「
言
葉
の
美
」『
新
文
化
』
昭
和
一
八
・
三

29　

潁
原
退
蔵
「
潁
原
退
蔵
日
記
抄
１
５　

戦
中
の
日
々
」『
潁
原
退

蔵
著
作
集
』
第
一
一
巻
月
報
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
五

30　

三
島
由
紀
夫
『
私
の
遍
歴
時
代
』
講
談
社
、
昭
和
三
九

31　

潁
原
退
蔵
「
遊
心
と
童
心
」『
や
ま
と
』
昭
和
二
〇
・
一

32　
『
明
恵
上
人
』
生
活
社
、
昭
和
二
一

33　
「
序
」『
俳
諧
精
神
の
探
究
』
秋
田
屋
、
昭
和
一
九

34　

潁
原
退
蔵
編
『
蕪
村
全
集
』
第
二
巻
折
込
（
百
花
）、
創
元
社
、

昭
和
二
三

35　

清
水
孝
之
「
後
記
」『
潁
原
退
蔵
著
作
集
』
第
一
三
巻
、
中
央
公

論
社
、
昭
和
五
四

36　

潁
原
退
蔵
「
夕
か
げ
」『
宿
雲
』
昭
和
二
三
・
九

37　

前
掲
「
わ
が
生
立
ち
の
追
憶
」

38　

潁
原
退
蔵
「
序
」『
江
戸
時
代
語
の
研
究
』
臼
井
書
房
、
昭
和
二

二

39　

潁
原
退
蔵
「
追
憶
と
余
情
」『
世
間
』
昭
和
二
二
・
一
二

40　

潁
原
退
蔵
「
蕪
村
の
人
と
芸
術
」『
江
戸
文
芸
』
晃
文
社
、
昭
和

一
七

41　

同
前

42　

前
掲
「
考
証
の
確
実
性
」


