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１ 

は
じ
め
に 

 

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
前
、
あ
る
俳
句
大
会
後
の
懇
親
会
で
の
こ
と
で
あ
る
。
隣
席
の
あ
る
結
社
の
主
宰
が
、

開
口
一
番
に
「
私
は
高
柳
重
信
の
句
会
に
出
て
い
た
の
で
す
」
と
語
り
出
し
た
。
そ
の
主
宰
が
二
十
過
ぎ

の
頃
と
い
い
、
六
十
年
近
く
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
語
る
顔
は
懐
か
し
く
、
ま
た
誇
ら
し
げ
に
紅
潮

し
て
い
た
。
当
時
の
若
者
を
虜
に
し
た
重
信
。 

 

重
信
の
人
生
で
影
響
を
受
け
た
も
の
を
五
つ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
な
お
、
こ
の
論
に
お
い
て
は
、

人
間
重
信
に
焦
点
化
し
、
俳
人
・
俳
句
な
ど
の
影
響
は
除
い
て
い
る
）
。戦
前
期
の
重
信
に
当
て
は
め
れ
ば
、

①
は
始
祖
た
る
「
大
宮
某
」
と
明
治
気
質
の
祖
父
母
。
②
は
関
東
大
震
災
と
富
士
山
。
③
宿
痾
の
肺
結
核
。

④
十
五
年
戦
争
。
そ
し
て
、
⑤
は
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
と
皇
国
史
観
。
⑤
の
思
想
・
精
神
に
お
い
て
は
、

個
人
は
時
代
の
影
響
を
受
け
る
一
方
、
自
ら
が
つ
か
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

重
信
は
、
ど
の
よ
う
に
戦
前
期
の
時
代
思
想
・
精
神
か
ら
の
影
響
を
受
け
、
ま
た
一
方
で
は
そ
の
後
に

何
を
自
ら
つ
か
み
取
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

２ 

青
少
年
期
の
思
想
・
精
神
形
成 

重
信
の
小
学
時
代
の
自
然
と
の
対
話
は
、
山
嶺
へ
の
あ
こ
が
れ
か
ら
次
の
様
に
描
か
れ
て
い
る
。 

《
富
士
と
筑
波
と
を
眺
め
て
く
ら
す
日
々
は
、
そ
の
山
々
の
麓
に
住
み
、
日
毎
そ
れ
を
仰
ぎ
な
が
ら
生
き

て
い
る
人
々
に
、
な
に
が
し
ら
の
心
を
常
に
か
よ
わ
せ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
お
の
ず
か
ら
の

連
想
力
に
よ
る
交
感
が
、
自
然
に
準
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
》[

①] 

少
年
時
代
、
重
信
の
身
辺
に
霊
魂
に
満
ち
た
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の

体
験
は
、
後
年
の
自
然
の
感
応
の
土
台
と
な
る
。 

 
 

金
魚
玉
明
日
は
歴
史
の
試
験
か
な 

 

（
高
柳
重
信
『
前
略
十
年
』
『
高
柳
重
信
全
集
Ⅰ
』
） 

 

こ
の
句
は
中
学
二
年
の
夏
休
み
前
の
期
末
試
験
を
詠
ん
で
い
る
。 

《
そ
の
新
任
の
教
師
の
教
え
は
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
意
志
を
以
て
い
る
の
に
等
し
い
大
き
な
歴
史
的
な

時
間
の
流
れ
と
、
そ
れ
に
確
固
た
る
志
を
抱
い
て
意
識
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
人
物
の
事
績
を
、
あ
た
か

も
我
が
こ
と
の
ご
と
く
痛
感
し
な
が
ら
学
べ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
》[

②] 

 

こ
の
歴
史
の
教
師
は
久
保
田
収
と
い
い
、
重
信
は
「
心
の
恩
師
」
と
述
べ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。[

③] 

 

久
保
田
は
、
東
京
帝
国
大
学
国
史
学
科
卒
業
後
、
重
信
の
中
学
校
に
赴
任
。
大
学
在
学
中
は
平
泉
澄
に

学
び
、
そ
の
高
弟
と
し
て
知
ら
れ
、
終
生
師
事
す
る
。 

 

彼
は
「
あ
の
皇
国
史
観
の
権
化
と
い
わ
れ
る
平
泉
澄
の
忠
実
な
門
下
生
」（
重
信
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
授

業
は
、「
そ
れ
ま
で
と
は
一
変
し
た
型
破
り
な
」
も
の
で
、
い
わ
ば
感
情
移
入
の
〈
感
覚
・
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
〉

の
歴
史
教
育
で
あ
る
。 

《
い
つ
も
私
は
楠
木
正
成
公
や
新
田
義
貞
公
北
畠
顕
家
公
な
ど
の
率
い
る
軍
勢
の
中
に
い
て
、（
略
）
し
か

も
、
な
ぜ
か
私
は
、
死
に
直
面
す
る
場
面
が
好
き
で
あ
っ
た
。
た
だ
見
事
に
敗
れ
る
こ
と
の
み
を
第
一
義

と
し
て
湊
川
に
赴
い
た
楠
木
正
成
公
が
、
炎
熱
の
日
射
し
に
渇
き
な
が
ら
執
拗
に
血
戦
を
挑
ん
だ
の
ち
、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B3%89%E6%BE%84
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一
族
と
も
ど
も
七
生
報
国
を
誓
っ
て
薨
去
さ
れ
た
と
き
、
私
も
同
じ
誓
い
の
下
に
死
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
っ

た
。
》[
④]
こ
こ
に
詩
精
神
の
魂
の
彷
徨
が
見
ら
れ
る
。 

重
信
の
讃
仰
す
る
楠
木
正
成
像
は
、
「
朝
敵
」
か
ら
「
忠
臣
」
へ
と
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
。 

戦
時
下
に
お
い
て
、
若
者
は
楠
木
正
成
の
思
想
を
拠
り
所
と
し
て
決
死
の
覚
悟
を
固
め
よ
う
と
し
て
い
た
。 

 

自
ら
を
軍
国
少
年
で
あ
っ
た
と
い
う
重
信
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
そ
の
運
命
に
対
す
る
ヒ
ロ
イ

ッ
ク
な
共
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

久
保
田
は
、
西
洋
史
も
担
当
し
、
そ
の
感
情
移
入
の
授
業
を
展
開
し
て
い
る
。
重
信
と
同
学
年
の
田
中

正
俊
（
中
国
史
・
東
洋
史
学
者
）
は
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。「
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
ル
イ
一
六
世
が
処
刑
さ

れ
る
際
は
歴
史
的
事
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
こ
と
に
残
念
と
ひ
た
す
ら
嘆
い
て
い
た
」
。
ま
た
、
「
勃
発

し
た
ば
か
り
の
ス
ペ
イ
ン
内
戦
で
は
反
乱
軍
の
フ
ラ
ン
コ
ば
か
り
を
応
援
し
て
い
た
」
と
い
う
。[

⑤]  
 

 
 

ま
た
、
久
保
田
は
平
泉
の
四
天
王
の
一
人
に
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
授
業
の
あ
り
様
は
師
の
平

泉
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
重
信
は
、
こ
の
歴
史
の
授
業
に
熱
中
し
た
。
久
保
田
は
数
年
で
転
任
し
て
し
ま

っ
た
が
、
重
信
は
後
年
、
戦
時
下
の
発
病
の
際
の
拠
り
所
と
し
て
種
々
の
歴
史
に
関
す
る
書
物
を
読
む
こ

と
と
な
る
。「
僕
は
、
青
少
年
時
代
の
数
年
間
、
病
臥
の
つ
れ
づ
れ
に
、
い
く
ら
か
歴
史
を
独
学
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
」[

⑥]
 

 

こ
の
歴
史
書
の
中
に
は
平
泉
の
著
作
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
次
の
こ
と
か
ら
分
か
る
。 

《
兄
の
蔵
書
に
は
、
こ
う
し
た
文
学
書
の
他
に
、
分
厚
い
歴
史
書
が
か
な
り
あ
り
ま
し
た
。（
略
）
吉
田
松

陰
、
藤
田
東
湖
、
神
皇
正
統
記
、
平
泉
澄
と
い
っ
た
（
略
）
こ
れ
ら
の
書
籍
は
、
群
馬
の
母
の
実
家
で
、

私
た
ち
と
共
に
敗
戦
を
迎
え
ま
し
た
。
》[

⑦] 

 

こ
れ
ら
は
、
妹
が
発
見
し
た
皇
国
史
観
の
書
物
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
書
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
吉
田

松
陰
、
藤
田
東
湖
も
平
泉
の
重
視
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
自
身
松
陰
ら
に
関
す
る
論
文
等
を
成

し
て
い
る
。
ま
た
、
『
神
皇
正
統
記
』
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
拠
り
所
に
も
な
っ
て
い
た
。 

 

３ 

平
泉
澄 

久
保
田
の
師
、
平
泉
澄
は
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
国
史
学
科
に
お
い
て
敗
戦
ま
で
教
授
。
専
門
は
日
本

中
世
史
。
国
体
護
持
の
た
め
の
歴
史
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
説
き
続
け
た
こ
と
か
ら
、
代
表
的
な
皇
国
史
観

の
歴
史
家
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

皇
国
史
観
に
つ
い
て
、「
広
辞
苑
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
国
家
神
道
に
基
づ
き
、
日

本
歴
史
を
万
世
一
系
の
現
人
神
で
あ
る
天
皇
が
永
遠
に
君
臨
す
る
万
邦
無
比
の
神
国
の
歴
史
と
し
て
描
く

歴
史
観
。
近
世
の
国
学
な
ど
を
基
礎
に
し
て
、
十
五
年
戦
争
期
に
正
統
的
歴
史
観
と
し
て
支
配
的
な
地
位

を
占
め
、
国
民
の
統
合
・
動
員
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
」
。
戦
時
下
、
当
時
の
文
学
者
の
踏
絵
と
も
な
っ

た
。
現
在
も
皇
国
史
観
は
、
教
科
書
検
定
な
ど
へ
も
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
て
い
る
。 

立
花
隆
は
、
平
泉
澄
に
つ
い
て
こ
う
記
し
て
い
る
。 

《
あ
の
時
代
（
昭
和
戦
前
期
か
ら
戦
中
期
）
の
日
本
に
お
い
て
、
平
泉
は
社
会
的
に
最
も
大
き
な
影
響
力

を
ふ
る
っ
た
東
京
帝
大
教
授
で
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
影
響
か
と
い
う
と
、
皇
国
日
本
最
大
の
イ
デ
オ
ロ

ー
グ
と
し
て
の
影
響
力
で
あ
る
。
》[

⑧]
 

 

敗
戦
後
、公
職
追
放
と
な
る
も
の
の
戦
犯
と
は
な
ら
ず
、
戦
後
も
長
く
主
義
を
曲
げ
ず
に
通
し
て
い
る
。 

そ
の
戦
後
の
姿
は
、
「
王
佐
の
夢
破
れ
た
革
命
家
の
あ
る
種
の
抵
抗
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。[

⑨]
 

平
泉
史
学
は
、
次
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
。 

《
皇
国
理
念
の
啓
示
の
閃
光
を
、
日
本
史
の
聖
書
と
聖
人
の
中
に
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
人

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E4%B8%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BD%93%E8%AD%B7%E6%8C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%9B%BD%E5%8F%B2%E8%A6%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%9B%BD%E5%8F%B2%E8%A6%B3


3 

 

の
内
面
に
、
皇
国
理
念
の
力
強
さ
を
復
活
さ
せ
、
政
治
的
な
行
動
へ
の
意
欲
を
発
条
さ
せ
る
こ
と
に
見
い

だ
さ
れ
る
。
》[

⑩]
 

 

次
に
平
泉
の
講
義
は
こ
う
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

《
そ
れ
は
体
系
的
な
思
想
史
と
は
言
い
が
た
く
、
次
々
と
連
想
を
つ
な
げ
て
道
徳
訓
話
を
語
る
と
い
う
よ

う
な
感
じ
で
あ
る
。
》[
⑪]

 

 

そ
し
て
、
実
際
に
聴
講
し
た
丸
山
眞
男
が
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
こ
れ
は
大
変
な

講
義
で
、
新
田
義
貞
の
後
醍
醐
天
皇
に
対
す
る
誠
忠
を
話
す
段
に
な
る
と
、
澎
湃
と
し
て
涙
を
流
す
ん
で

す
ね
」
。
門
下
生
の
久
保
田
へ
も
影
響
を
与
え
た
講
義
ぶ
り
で
あ
っ
た
。 

 

つ
ま
り
、
歴
史
上
の
人
物
に
「
心
境
推
測
」
し
、
多
様
な
物
語
を
紡
ぎ
出
す
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
十
五
年
戦
争
下
に
刊
行
さ
れ
、
重
信
も
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
平
泉
の
著
作
の
主
な
も
の
は
次
の

様
に
な
る
。
①
が
学
術
書
、
②
は
啓
蒙
書
で
あ
る
。 

①
一
九
三
二
年
『
国
史
学
の
骨
髄
』
平
泉
史
学 

 
 

 

三
六
年
『
万
物
流
転
』
歴
史
観
の
提
示 

② 
 

三
四
年
『
建
武
中
興
の
本
義
』
人
物
評 

 
 

 

四
三
年
『
天
兵
に
敵
な
し
』
皇
国
護
持
の
書 

特
に
『
天
兵
に
敵
な
し
』
は
、
日
本
精
神
や
楠
木
正
成
、
北
畠
顕
家
な
ど
の
人
物
を
通
じ
て
国
史
の
神

髄
を
明
ら
か
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。[

⑫]  
 
 

 

平
泉
澄
の
影
響
は
、
当
時
の
多
く
の
学
生
、
軍
人
に
も
及
ん
だ
。
立
花
隆
は
平
泉
の
高
弟
の
竹
下
正
彦

中
佐
の
次
の
言
葉
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。 

《
平
泉
史
学
が
陸
軍
将
校
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
案
外
に
根
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

特
に
若
い
層
に
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
深
く
鋭
く
根
を
下
ろ
し
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
略
）
天
皇

陛
下
の
万
歳
を
唱
え
、
笑
っ
て
散
華
し
て
行
っ
た
、
狂
信
的
と
も
思
わ
れ
る
若
い
将
校
の
行
為
の
強
い
支

え
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
常
に
考
え
て
い
る
。
》[

⑬] 

さ
ら
に
、
平
泉
が
賞
揚
し
た
北
畠
親
房
、
楠
木
正
成
、
吉
田
松
陰
ら
は
み
な
非
業
の
死
を
と
げ
る
。「
平

泉
は
そ
こ
に
こ
そ
、
日
本
精
神
の
美
学
の
極
致
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
」
（
立
花
隆
）。
そ
の
美
学
に
若
者

た
ち
が
感
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
後
述
の
鮎
川
信
夫
も
影
響
を
受
け
た
と
記
し
て
い
る
。 

 

４ 

高
柳
重
信
へ
の
影
響 

平
泉
の
思
想
・
精
神
、
特
に
そ
の
精
神
は
久
保
田
か
ら
重
信
に
も
影
響
を
与
え
た
。 

《
す
で
に
過
去
と
な
っ
て
い
る
歴
史
的
な
事
件
を
、
あ
た
か
も
我
が
こ
と
の
ご
と
く
痛
感
せ
よ
と
い
う
教

え
は
、
少
年
期
の
私
の
心
に
不
思
議
な
と
き
め
き
を
喚
起
し
た
よ
う
で
あ
る
。（
略
）
こ
の
若
い
教
師
の
情

熱
的
な
授
業
は
、
い
わ
ゆ
る
皇
国
史
観
は
別
と
し
て
、
そ
の
後
の
私
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
》[

⑭] 

 

戦
時
下
の
時
代
が
、
重
信
の
感
受
性
・
精
神
に
運
命
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。 

平
泉
が
自
身
の
皇
国
史
観
に
お
い
て
重
視
し
た
の
は
後
醍
醐
天
皇
で
あ
る
。
阿
川
弘
之
の
『
井
上
成
美
』

で
は
、
平
泉
は
「
建
武
中
興
の
故
事
、
吉
野
朝
の
哀
史
を
静
か
に
説
き
去
り
説
き
来
た
り
」
と
描
く
。
戦

後
も
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
行
い
、
憲
法
改
正
の
論
陣
を
張
っ
た
。
こ
の
時
代
に
抗
し
、
簡
単
に
引
き
下
が

ら
な
い
と
い
う
し
ぶ
と
さ
は
彼
が
貴
ん
だ
南
朝
精
神
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

重
信
は
、
祖
先
の
大
宮
某
が
南
朝
方
伊
勢
北
畠
氏
に
属
し
、
南
北
朝
末
期
か
ら
後
南
朝
期
に
活
躍
し
た

こ
と
か
ら
南
朝
、
特
に
後
南
朝
に
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
。 
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さ
ら
に
、
平
泉
が
重
要
視
す
る
の
は
天
皇
で
あ
り
、
天
皇
に
影
響
を
与
え
ら
れ
る
少
数
の
人
々
で
あ
る
。

歴
史
を
変
え
ら
れ
る
の
は
つ
ね
に
少
数
者
で
あ
り
、
民
衆
は
、
英
雄
の
価
値
観
を
模
倣
す
る
存
在
に
過
ぎ

な
い
と
し
た
。[

⑮] 

 

一
方
、
重
信
は
エ
リ
ー
ト
と
彼
ら
の
自
覚
、
少
数
派
・
少
数
の
突
出
部
を
尊
重
す
る
。
そ
し
て
、「
終
始

一
貫
し
て
エ
リ
ー
ト
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
来
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
の
平
泉
に
も
通
底
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

次
に
、
敗
戦
時
の
平
泉
の
門
下
生
の
動
き
で
あ
る
。
彼
ら
の
一
部
は
、
宮
城
事
件
（
八
月
十
四
日
夜
に

軍
部
の
起
こ
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
事
件
）
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
平
泉
は
、
「
同
学
が
一
番
奮
闘
し
、

数
多
く
の
血
を
流
し
た
の
は
、
二
・
二
六
と
今
度
」
で
あ
る
と
そ
の
直
後
に
語
っ
て
い
る
（
植
村
和
秀
）
。

そ
の
際
に
、
門
下
生
の
首
謀
者
の
将
校
二
名
、
お
よ
び
同
門
の
阿
南
陸
軍
大
臣
が
自
決
し
て
い
る
。
な
お

敗
戦
時
に
は
、
軍
人
さ
ら
に
民
間
人
に
自
決
す
る
者
が
多
数
出
て
い
る
。 

一
方
、
重
信
の
敗
戦
時
は
、「
魂
も
身
体
も
根
こ
そ
ぎ
病
ん
で
い
た
」
彷
徨
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
時

の
行
動
と
し
て
、
次
の
記
述
が
残
っ
て
い
る
。 

《
十
月
、
福
寿
院
本
堂
に
て
勤
皇
文
庫
『
保
健
大
記
』
・『
中
興
鑑
言
』
を
筆
写
、
亡
国
を
嘆
ず
。
な
お
時

期
不
明
な
る
も
、
憂
国
の
情
を
発
し
「
群
」
に
い
た
小
崎
均
一
等
と
あ
る
種
の
行
動
を
企
画
し
た
と
推
定

さ
れ
る
。
こ
れ
は
志
に
お
い
て
は
、
後
の
三
島
由
紀
夫
の
自
刎
事
件
の
情
と
相
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
》

[

⑯] こ
の
勤
王
文
庫
の
内
容
は
、
前
者
が
江
戸
中
期
の
儒
学
者
栗
山
潜
鋒
に
よ
る
尊
王
論
。
後
者
は
同
期
の

朱
子
学
者
三
宅
観
瀾
に
よ
る
建
武
中
興
の
後
醍
醐
天
皇
の
事
績
の
書
で
あ
っ
た
。
敗
戦
ま
で
は
、
本
土
決

戦
に
よ
る
「
一
億
総
玉
砕
」
を
信
じ
、
行
動
し
よ
う
と
し
た
国
民
も
多
か
っ
た
。
重
信
は
、
無
常
観
に
と

ら
わ
れ
何
ら
か
の
「
憂
国
の
情
」
か
ら
自
決
に
思
い
を
寄
せ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
裏
付
け

と
な
る
も
の
と
し
て
は
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

重
信
は
、
三
島
由
紀
夫
に
つ
い
て
彼
の
自
決
の
翌
年
の
七
一
年
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。 

《
三
島
由
紀
夫
の
死
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、（
略
）

彼
の
天
皇
に
つ
い
て
の
見
解
も
、
こ
の
日
本
と
い
う
国
の
精
神
の
時
間
を
真
剣
に
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

最
高
の
持
衰
と
し
て
、
そ
こ
に
一
柱
の
神
も
ど
き
た
る
べ
き
存
在
を
思
う
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
狂
気
の
沙

汰
だ
と
は
、
簡
単
に
は
言
い
き
れ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
》[

⑰] 

 

こ
の
事
件
後
し
ば
ら
く
は
、
三
島
と
交
流
の
あ
っ
た
人
物
で
も
哀
悼
の
意
を
表
明
す
る
こ
と
が
憚
れ
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た
が
、
重
信
は
右
記
の
三
島
の
心
情
を
推
し
測
る
弁
を
吐
い
て
い
る
。 

 

５ 

敗
戦
後
の
影
響 

 

平
泉
の
皇
国
史
観
は
、
十
五
年
戦
争
時
、
国
威
発
揚
と
し
て
「
ひ
ろ
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
人
生
に
指
針

を
与
え
る
も
の
と
し
て
若
者
の
な
か
に
も
影
響
力
を
持
っ
た
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
戦
後
に
は
反
革

命
、
反
動
、
戦
争
協
力
の
歴
史
学
と
し
て
厳
し
く
断
罪
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
」
。[

⑱] 

平
泉
の
敗
戦
後
の
重
信
へ
の
影
響
だ
が
、
明
ら
か
な
こ
と
は
久
保
田
の
授
業
を
通
し
て
の
〈
フ
ィ
ー
リ

ン
グ
〉
感
受
で
あ
り
、
想
像
力
で
あ
る
。 

《
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
私
自
身
が
そ
の
渦
中
に
立
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
ど
の
よ

う
に
思
い
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
の
動
き
な
ど
を
想
定
し
な
が
ら
、

い
っ
そ
う
我
が
身
に
引
き
寄
せ
て
判
断
し
て
み
る
こ
と
が
、
い
つ
し
か
私
の
習
慣
の
ご
と
く
に
な
っ
て
き

た
。
》[

⑲] 
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ま
た
、
平
泉
澄
自
身
は
「
清
廉
な
人
格
と
言
動
の
首
尾
一
貫
性
、
政
治
へ
の
積
極
的
関
与
と
一
定
の
政

治
的
影
響
力
の
獲
得
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
ま
た
、
人
身
攻
撃
の
目
標
と
さ
れ
、
真
意
を
理
解
さ
れ
ず
に

批
判
さ
れ
る
」
人
物
で
あ
っ
た
。[

⑳]
 

 

一
方
の
重
信
は
、
敗
戦
後
の
そ
の
言
動
か
ら
周
囲
よ
り
「
グ
ル
ー
プ
の
中
で
も
っ
と
も
血
の
気
が
多
か

っ
た
僕
が
、（
略
）
一
部
か
ら
青
年
将
校
と
あ
だ
名
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。[

㉑]

ま
た
、
他
に
も
「
喧

嘩
高
柳
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
は
、
敗
戦
後
の
社
会
状
況
へ
の
反
発
か
ら
「
偽
前
衛
派
」
を
著
し
た
動
機
を
語
る
際
に
、
当
時

の
自
分
の
言
動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。 

《
戦
争
が
終
わ
っ
た
ば
か
り
で
、
日
本
の
全
体
的
な
風
潮
が
左
翼
的
な
こ
と
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
だ
。（
略
）

で
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
ら
な
か
っ
た
僕
が
、
社
会
に
遊
離
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
風
に
思
わ

れ
や
す
か
っ
た
し
、
も
っ
と
極
端
な
言
葉
で
言
へ
ば
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
犬
な
ど
と
言
は
れ
た
り
し
た
。
》[

㉒] 

敗
戦
後
の
俳
壇
で
の
重
信
の
言
動
が
、
客
気
あ
る
「
国
士
」
の
ご
と
く
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
敗
戦
後
の
占
領
下
、
日
本
を
支
配
す

る
思
想
は
一
変
す
る
。
そ
の
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
久
保
田
、
ひ
い
て
は
平
泉
の
皇
国
史
観
そ
の
も
の
は
、

重
信
は
そ
の
後
に
苦
悩
の
経
験
の
中
で
封
印
し
て
い
る
。
そ
れ
に
関
す
る
言
葉
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
こ

う
述
べ
て
い
る
。 

《
し
か
し
、
あ
の
皇
国
史
観
は
な
や
か
な
り
し
時
代
も
遂
に
終
わ
り
を
告
げ
た
。
》[

㉓] 

 

こ
の
言
葉
は
一
般
論
と
い
う
よ
り
も
当
時
の
重
信
の
率
直
な
感
慨
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
重
信
の
作
風
に

も
変
化
が
み
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

６ 

そ
の
他
の
影
響 

こ
こ
で
今
一
度
、
戦
前
期
の
重
信
に
影
響
を
与
え
た
も
の
を
探
る
と
次
の
こ
と
が
分
か
る
。 

重
信
は
、「
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
の
私
に
、
い
ち
ば
ん
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
は
、
た
ぶ

ん
、
辰
野
隆
、
鈴
木
信
太
郎
、
渡
辺
一
夫
な
ど
を
中
心
と
す
る
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
古
典
に
関
す

る
本
で
あ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。[

㉔]

戦
前
期
、
西
洋
文
学
の
翻
訳
書
が
溢
れ
て
い
た
。 

 

フ
ラ
ン
ス
文
学
観
の
摂
取
と
自
由
な
詩
精
神
、
そ
し
て
言
葉
の
象
徴
性
。
象
徴
主
義
は
言
葉
の
宇
宙
を

作
り
、
外
部
と
対
峙
す
る
。
終
生
影
響
を
受
け
た
リ
ラ
ダ
ン
か
ら
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
を
作
り
上
げ
る
。
重

信
は
そ
こ
で
サ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
通
過
し
た
か
ど
う
か
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
俳
句
形
式

へ
の
詩
の
獲
得
を
果
た
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
敗
戦
後
の
病
床
に
よ
り
深
層
の
詩
的
想
像
力
、
詩
意
識
の

変
革
と
し
て
現
れ
て
く
る
。 

そ
し
て
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
く
が
、
同
じ
西
洋
詩
の
洗
礼
を
受
け
た
鮎
川
信
夫
は
リ
ベ
ラ
ル
な
批
評
的

視
点
を
得
た
。
し
か
し
、
戦
時
下
の
皇
国
史
観
に
は
反
発
し
た
も
の
の
そ
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
な
か

っ
た
と
告
白
し
て
い
る
。[

㉕] 

次
に
肺
結
核
と
戦
争
体
験
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

結
核
は
、
彼
の
時
代
の
宿
痾
、
「
死
を
招
く
青
年
病
」
で
あ
る
。
四
二
年
に
罹
患
し
、
そ
の
年
の
死
亡

者
数
は
一
六
万
人
。
子
規
の
言
葉
を
借
れ
ば
「
罪
深
き
者
」
に
身
を
連
ね
、「
死
ぬ
ま
で
の
予
後
」
に
身
を

置
く
。
そ
の
た
め
、
重
信
は
同
じ
宿
痾
の
石
川
啄
木
の
享
年
ま
で
は
と
己
の
生
を
短
く
区
切
り
、
短
距
離

ダ
ッ
シ
ュ
を
繰
り
返
す
。
自
分
の
生
を
急
き
立
て
て
い
く
と
と
も
に
、
次
第
に
霊
化
し
て
い
く
。 

戦
争
に
つ
い
て
は
、
十
五
年
戦
争
下
、
失
命
の
時
代
に
若
者
は
、
「
目
に
見
え
な
い
重
圧
か
ら
の
が
れ

た
い
」
た
め
「
目
前
に
あ
る
死
に
つ
い
て
」
意
味
づ
け
を
し
よ
う
と
楠
木
正
成
以
外
に
も
吉
田
松
陰
や
『
神
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皇
正
統
記
』
な
ど
を
渉
猟
し
て
い
た
の
で
あ
る
。[

㉖] 
重
信
の
場
合
は
、
肺
結
核
発
症
に
よ
る
徴
兵
検
査
丁
種
不
合
格
。
こ
れ
の
意
味
す
る
こ
と
は
太
平
洋
戦

争
下
、
戦
場
に
立
て
な
い
若
者
は
非
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
友
人
ら
が
続
々
と
徴

兵
さ
れ
る
中
で
劣
等
感
を
抱
き
、
ま
た
長
者
で
あ
っ
た
家
の
一
員
と
し
て
身
の
置
き
所
が
な
か
っ
た
。
人

生
が
閉
ざ
さ
れ
、「
銃
後
の
冬
蝿
」
と
し
て
、
社
会
か
ら
も
遮
断
さ
れ
る
存
在
と
な
る
。
実
際
、
弁
護
士
と

な
る
夢
も
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

そ
の
様
な
状
況
下
の
重
信
の
拠
り
所
と
し
て
楠
公
・
後
南
朝
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
に
、
心

の
片
隅
の
世
界
と
し
て
リ
ラ
ダ
ン
の
領
域
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
皇
国
史
観
と
フ
ラ
ン
ス
文

学
観
の
思
想
・
象
徴
主
義
と
の
重
層
性
が
見
ら
れ
る
。
肉
体
化
す
る
皇
国
精
神
に
象
徴
主
義
を
釣
り
合
わ

せ
、
併
存
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
詩
歌
に
耽
溺
す
る
こ
と
よ
り
正
気
を
保
ち
、
療
養
生
活
に
よ
り
思
索
的

で
観
念
的
・
耽
美
的
な
も
の
に
接
近
し
て
い
く
。 

 

ま
た
、
死
神
を
見
つ
め
る
時
間
が
作
家
的
準
備
期
間
と
な
り
、
敗
戦
後
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
な
っ
た
。 

 

７ 

戦
後
の
出
立
～
「
敗
北
の
詩
」
～ 

敗
戦
後
は
占
領
下
に
お
い
て
、
ど
の
世
界
で
も
立
場
が
逆
転
す
る
。
戦
前
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
皇
国
史
観

は
全
て
否
定
さ
れ
る
。
重
信
ら
の
戦
中
派
は
、
戦
時
下
に
自
己
を
確
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
深
い
傷
跡

を
持
つ
世
代
で
あ
る
。
敗
戦
と
社
会
の
変
革
に
よ
る
将
来
へ
の
失
望
と
内
部
崩
壊
。
重
信
は
、
そ
の
虚
脱
・

虚
無
状
態
に
よ
り
事
件
と
思
わ
れ
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
（「
４
高
柳
重
信
へ
の
影
響
」
参
照
）。
そ

の
後
の
豊
か
な
軌
跡
を
見
る
に
は
、
挫
折
が
必
要
で
あ
っ
た
。 

翌
四
六
年
に
「
群
」
を
復
刊
さ
せ
た
頃
よ
り
精
神
的
に
も
落
ち
着
き
を
見
せ
て
く
る
。
敗
戦
後
の
困
窮

と
死
病
の
床
か
ら
は
脱
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
闘
病
生
活
は
自
己
省
察
を
促
し
、
内
面
追
及
を
進
め
る
。

そ
し
て
、
「
期
待
感
と
情
熱
が
搔
き
立
て
ら
れ
る
」
時
を
迎
え
る
。
「
敗
北
」
は
、
自
ら
の
弱
さ
と
痛
み
を

受
け
止
め
る
こ
と
で
前
進
へ
と
展
開
で
き
る
。
翌
四
七
年
、
二
四
歳
で
「
敗
北
の
詩
」
を
表
す
。
但
し
、

そ
の
立
ち
直
り
の
時
の
早
さ
が
、
重
信
の
傷
痕
の
浅
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

そ
し
て
、
新
た
な
思
想
形
成
・
自
己
形
成
は
、
戦
中
派
の
重
信
の
最
大
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は

重
信
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
に
お
い
て
は
ど
の
若
者
も
同
じ
で
あ
る
。
重
信
よ
り
一
歳
年
下
の
吉
本
隆
明
は
、

「
つ
ま
り
ぼ
く
も
じ
ぶ
ん
の
思
想
を
ど
う
や
っ
て
形
成
し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
味
方
を
や
っ
つ
け
る
こ

と
で
形
成
し
て
き
た
よ
う
に
お
も
う
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。[

㉗] 

敗
戦
直
後
、
社
会
は
理
想
と
論
争
の
季
節
で
あ
り
、
時
代
の
変
革
期
に
評
論
が
創
作
を
先
導
し
て
い
っ

た
時
期
で
あ
る
。「
評
論
を
書
く
こ
と
で
、
新
し
い
自
分
に
な
っ
て
ゆ
く
」
と
重
信
も
語
る
様
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
評
論
活
動
と
そ
の
論
争
を
通
じ
て
自
分
の
思
想
・
理
念
を
形
成
し
て
い
く
。
石
原
八
束
は
、
重
信
が

同
人
誌
「
薔
薇
」
を
擁
し
て
論
戦
を
挑
ん
で
く
る
「
人
斬
り
以
蔵
」
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。[

㉘]

後

述
の
「
敗
北
の
詩
」
の
よ
う
に
次
々
と
評
論
を
発
表
し
、
「
刺
し
違
え
て
死
ぬ
べ
き
敵
を
求
め
」（
塚
本
邦

雄
）、
挑
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
重
信
を
成
長
さ
せ
て
い
っ
た
。 

こ
の
姿
勢
は
、
後
年
の
金
子
兜
太
と
の
論
争
に
も
現
れ
て
い
く
。 

重
信
の
孤
絶
し
た
状
態
か
ら
の
立
ち
直
り
を
促
し
た
も
の
が
「
第
二
芸
術
」
論
争
で
あ
る
。
詩
心
を
鼓

舞
し
た
の
は
批
評
家
で
あ
っ
た
。
重
信
は
敗
戦
後
の
運
命
に
毅
然
と
し
た
決
意
に
よ
っ
て
、
背
水
の
陣
を

構
え
て
反
論
に
打
っ
て
出
た
。
敗
北
の
経
験
を
経
て
、
そ
れ
を
ば
ね
に
現
実
に
向
か
い
直
す
時
、
重
信
に

批
判
性
が
生
ま
れ
た
。 

「
敗
北
の
詩
」
に
よ
り
俳
句
を
危
険
な
形
式
と
し
、
こ
の
不
毛
な
る
形
式
に
向
き
合
う
と
い
う
確
乎
た
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る
思
想
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、
「
瀕
死
の
俳
句
形
式
と
瀕
死
の
高
柳
が
出
会
っ
て
生
ま
れ
た
」

（
坪
内
稔
典
）
。
孤
独
な
己
の
内
面
を
嘗
め
尽
し
た
も
の
の
勝
利
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
皇
国
史
観

と
は
異
な
る
権
力
に
一
番
遠
い
も
の
と
し
て
、「
個
人
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
も
少
な
い
詩
型
」
と
し
て
俳
句

を
選
択
す
る
。
こ
れ
は
、
重
信
の
エ
リ
ー
ト
意
識
に
よ
る
不
毛
の
詩
型
の
選
択
で
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
れ
は
戦
前
の
皇
国
史
観
へ
の
訣
別
で
あ
る
。 

し
か
し
、
青
少
年
期
の
柔
ら
か
な
感
性
、
病
床
で
の
鋭
い
感
性
に
浸
潤
し
た
皇
国
精
神
は
、
そ
の
精
算

ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
日
本
的
な
る
も
の
（
日
本
主
義
）
と
し
て
重
信
の
心
の
深
層
に
残
っ
た
ま
ま

で
あ
っ
た
こ
と
は
後
に
明
ら
か
と
な
る
。 

こ
の
「
敗
北
の
詩
」
の
誕
生
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
出
現
と
同
様
、

灰
燼
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
創
造
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
前
の
思
想
の
否
定
に
よ
る
自
己
崩
壊
の
体
験
の

度
合
い
に
応
じ
て
、
そ
れ
か
ら
脱
出
し
た
表
現
の
獲
得
を
意
味
す
る
。 

覚
悟
を
決
め
て
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
る
姿
勢
を
整
え
る
こ
と
で
あ
る
。
俳
句
詩
論
の
根
幹
が
生

ま
れ
る
。
重
信
の
凝
視
が
正
鵠
な
批
評
眼
と
な
り
、
徹
底
し
た
批
判
を
生
む
。
歯
に
衣
着
せ
ぬ
批
評
が
展

開
さ
れ
る
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
敗
北
の
詩
」
か
ら
引
用
す
る
。 

《
い
ち
ば
ん
重
要
な
問
題
は
、
時
代
の
流
行
に
逆
行
す
る
俳
句
文
学
そ
の
も
の
、
い
わ
ば
反
社
会
性
、
な

ら
び
に
、
敢
え
て
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
選
択
し
た
俳
句
作
家
の
反
社
会
性
を
、
如
何
に
明
確
に
、
正
直
に
自

覚
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
。
》[

㉙]
 

 

「
詩
人
と
は
、
絶
え
ず
批
評
を
行
な
っ
て
遂
に
倦
む
こ
と
の
な
い
精
神
」
に
近
づ
い
て
い
く
。
文
学
と

は
言
葉
に
よ
る
表
現
で
あ
り
、
言
葉
の
秩
序
の
発
見
は
思
想
の
発
見
で
あ
る
。
そ
し
て
、
象
徴
主
義
に
よ

り
内
面
を
見
つ
め
外
界
に
対
峙
し
て
い
く
。
病
床
か
ら
佳
句
を
世
に
送
る
の
で
あ
る
。
三
好
行
雄
流
に
言

え
ば
、
「
札
付
き
の
西
欧
主
義
者
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
象
徴
主
義
は
皇
国
精
神
の
要
石
と
も
な
る
。 

「
敗
北
の
詩
」
（
四
七
年
）
の
前
後
の
表
現
の
変
化
を
捉
え
る
た
め
に
、
そ
の
時
期
の
句
を
上
げ
る
。 

 
 

梅
雨
嵐
勤
皇
の
こ
と
世
に
す
た
れ 

（
四
六
年
「
群
」「
戦
後
の
西
東
三
鬼
」
『
全
集
Ⅱ
』） 

 
 

身
を
そ
ら
す
虹
の 

 
 

絶
巓 

 
 
 
 
 
 

處
刑
台 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
五
十
年
『
蕗
子
』『
全
集
Ⅰ
』
） 

 

『
蕗
子
』
の
作
品
は
、
病
床
か
ら
の
さ
よ
な
ら
の
合
図
で
あ
り
、「
夭
折
を
覚
悟
し
た
青
年
の
一
途
な
思

い
の
結
晶
」
で
あ
る
。
創
作
の
刹
那
に
死
の
不
安
を
超
越
し
て
い
く
こ
と
で
、
危
機
の
中
か
ら
作
品
が
生

ま
れ
て
い
っ
た
。 

こ
こ
に
「
敗
北
の
詩
」
を
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
（
跳
躍
板
）
と
し
て
、
そ
れ
以
前
と
の
思
想
・
表
現
に

お
け
る
訣
別
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

８ 

戦
後
期
後
半
の
変
遷 

 

加
藤
郁
也
は
、
重
信
に
つ
い
て
こ
の
様
に
述
べ
て
い
る
。 

《
高
柳
重
信
は
独
自
の
皇
道
観
を
持
っ
て
い
た
。
超
然
た
る
そ
の
日
本
主
義
は
内
に
秘
し
て
い
た
と
言
い

改
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
俳
句
の
話
が
大
方
出
尽
く
し
て
対
酌
酣
と
な
る
と
憂
国
の
志
情
鬱
勃
と
湧

出
す
る
も
の
の
ご
と
く
、
大
楠
公
の
忠
義
か
ら
南
北
朝
へ
と
話
頭
転
回
。
吉
野
朝
の
悲
哀
を
ひ
と
り
で
引

き
受
け
た
か
の
よ
う
に
嗚
咽
し
た
。
そ
の
皇
道
精
神
が
戦
前
戦
中
に
養
わ
れ
た
の
は
論
を
俟
た
な
い
。
こ
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れ
が
伸
展
し
成
熟
す
る
の
は
『
日
本
海
軍
』
腹
案
を
固
め
る
時
分
か
ら
で
あ
ろ
う
。
》[

㉚] 
郁
乎
の
言
葉
に
沿
っ
て
見
て
い
け
ば
、
そ
の
伸
展
と
し
て
は
、
六
五
年
の
喀
血
後
の
入
院
生
活
で
の
「
自

然
か
ら
語
り
つ
づ
け
ら
れ
る
体
験
」
が
大
き
い
。 

《
そ
の
山
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
霊
魂
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
す
な
は
ち
、
人
間
の
精
神
と
直
接
に
つ
な
が
る
思
い
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
》[

㉛] 

 

重
信
が
霊
魂
や
呪
術
的
な
も
の
へ
の
憧
れ
を
口
に
す
る
の
は
翌
六
六
年
か
ら
で
あ
る
。
肺
結
核
の
死
の

危
機
か
ら
の
脱
出
に
よ
り
意
識
は
深
層
・
古
層
に
向
か
う
。
当
時
、
創
作
が
停
滞
ぎ
み
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
は
創
作
意
欲
が
戻
り
、
作
風
も
転
換
し
て
い
く
。 

そ
の
自
然
を
入
口
と
し
て
七
一
年
の
飛
騨
行
。 

死
を
意
識
し
て
来
た
半
生
に
よ
り
重
信
は
霊
魂
の
世
界
へ
さ
ら
に
開
か
れ
て
い
く
。
書
斎
派
で
あ
っ
た

重
信
の
自
然
と
の
邂
逅
。
こ
の
飛
騨
の
自
然
の
奥
の
神
々
の
存
在
。
隅
々
に
ま
し
ま
す
霊
の
生
動
と
言
霊

を
見
て
取
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
「
飛
騨
」
一
〇
句
は
重
信
の
「
絶
唱
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

飛
騨
の 

 
 

美
し
朝
霧 

 
 

朴
葉
焦
が
し
の 

 
 

み
こ
と
か
な 

（
「
飛
騨
」『
山
海
集
』『
全
集
Ⅰ
』） 

作
品
に
は
、
道
標
を
発
見
し
た
重
信
の
自
恃
が
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
感
受
性
の
基
底
へ
の

「
自
然
的
秩
序
の
憧
憬
と
崇
拝
感
情
」
（
大
岡
信
）
か
ら
重
信
の
関
心
が
古
代
へ
向
か
う
。
そ
れ
に
よ
り
、

重
信
の
古
層
に
秘
し
て
い
た
皇
国
精
神
が
浮
上
し
、
重
信
と
契
合
し
て
い
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の

飛
騨
行
が
第
二
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
は
、
単
な
る
過
去
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
は
な
い
。
古
層
よ
り
現
代
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
後
に
、
「
詩
人
は
間
違
え
た
ら
腹
を
切
る
く
ら
い
の
覚
悟
が
必
要
」
と
語
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

い
わ
ば
皇
国
精
神
に
基
づ
く
作
品
の
例
と
し
て
は
、
次
の
句
が
相
応
し
い
。 

 

天
に
代
り
て 

 

死
に
に
行
く 

 

わ
が
名 

橘
周
太
か
な 

 
 

（「
日
本
軍
歌
集
」
『
前
出
』
） 

橘
中
佐
は
、
日
露
戦
争
時
の
軍
神
。
彼
を
賛
美
す
る
「
橘
中
佐
」
の
歌
詞
は
、
「（
略
）
霧
立
ち
こ
む
る

高
梁
の
／
中
な
る
塹
壕
声
絶
え
て
／
目
醒
め
が
ち
な
る
敵
兵
の
／
肝
お
ど
ろ
か
す
秋
の
風
」
で
あ
る
。 

こ
の
歌
を
本
歌
取
り
し
、
重
信
自
身
の
俳
句
へ
の
献
身
の
心
情
を
発
露
し
た
の
が
次
の
句
で
あ
る
。 

 
 

目
醒
め 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

が
ち
な
る 

 
 

わ
が
盡
忠
は 

 
 

俳
句
か
な 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（「
前
出
」
） 

 

そ
し
て
、
評
論
活
動
に
お
い
て
は
、
俳
句
へ
の
尽
忠
が
内
面
に
収
斂
す
る
と
と
も
に
批
判
精
神
と
し
て

現
れ
て
い
く
。 
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９ 

お
わ
り
に 

重
信
は
、
晩
年
に
「
俳
句
形
式
は
器
で
な
く
思
想
で
あ
る
」
と
し
た
。
戦
前
期
か
ら
の
日
本
と
西
欧
の

思
想
を
身
に
着
け
、
孤
高
な
貴
族
的
精
神
を
纏
う
。
重
信
は
戦
前
期
の
精
神
を
曳
航
す
る
時
代
錯
誤
の
船

長
で
は
な
い
。 

戦
後
の
短
詩
型
文
学
が
成
熟
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
課
題
を
体
現
す
る
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
の

一
人
が
重
信
で
あ
り
、
戦
後
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
か
つ
最
終
ラ
ン
ナ
ー
。
新
た
な
俳
句
形
式
の
も
と
疾

走
し
た
。
ま
さ
に
、
将
星
の
存
在
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
新
た
な
思
想
、
俳
句
形
式
を
顕
在
化
す
る
に
は
、
第
三
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
が
必
要
で
あ

っ
た
。
最
後
に
は
俳
句
形
式
に
命
を
す
り
減
ら
す
。
俳
句
と
の
相
対
死
と
で
も
い
う
べ
き
死
で
あ
っ
た
。

重
信
が
親
し
ん
だ
地
霊
・
言
霊
が
そ
の
永
遠
の
船
出
を
見
送
っ
て
く
れ
て
い
る
。 

 
 

お
ー
い
お
ー
い
命
惜
し
め
と
い
ふ
山
彦 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

（「
山
川
蟬
夫
句
集
以
後
」
『
全
集
Ⅰ
』
） 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

了 

  

注
記 

①
高
柳
重
信
「
俳
句
の
廃
墟
」『
高
柳
重
信
全
集
Ⅲ
』（
以
下
『
全
集
』
と
表
記
）
立
風
書
房
西
暦

1
9

8
5

年 ②
高
柳
重
信
「『
蕗
子
』
の
周
辺
」『
全
集
Ⅲ
』8

5

年 

③
高
柳
重
信
「
わ
が
心
の
恩
師
を
語
る 

死
ぬ
ま
で
先
生
の
名
前
を
」『
高
柳
重
信
散
文
集
成
第
一
六
冊
』

（
以
下
『
集
成
』
と
表
記
）
夢
幻
航
海
社2

0
0

2

年 

④
高
柳
重
信
「『
蕗
子
』
の
周
辺
」
前
出 

⑤
田
中
正
俊
『
戦
中
戦
後
』
名
著
刊
行
会0

1

年 

⑥
高
柳
重
信
「
前
衛
派
の
諸
論
説
に
つ
い
て
」『
集
成
八
冊
』9

9

年 

⑦
高
柳
美
知
子
「
思
い
出
す
こ
と
な
ど
」
高
柳
蕗
子
Ｈ
Ｐ(

潮
汐
性
母
斑
通
信)

よ
り 

⑧
立
花
隆
『
天
皇
と
東
大
』
文
藝
春
秋12

年 

⑨
片
山
杜
秀
『
皇
国
史
観
』
文
藝
春
秋20

年 

⑩
植
村
和
秀
『
丸
山
眞
男
と
平
泉
澄
』
柏
書
房04

年 

⑪
若
井
敏
明
『
平
泉
澄
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房04

年 

⑫
田
中
卓
編
著
『
平
泉
澄
博
士
全
著
作
紹
介
』
勉
誠
出
版0

4

年 

⑬
立
花
隆
「
平
泉
史
学
と
陸
軍
」『
前
出
』 

⑭
高
柳
重
信
「『
蕗
子
』
の
周
辺
」
前
出 

⑮
片
山
杜
秀
『
前
出
』 

⑯
高
柳
重
信
「
略
年
譜
」『
高
柳
重
信
全
句
集
』
沖
積
社0

2

年 

⑰
高
柳
重
信
「
戦
後
俳
句
に
つ
い
て
」
「
俳
句
研
究
」
一
九
七
一
年
五
月
号
『
集
成
第
一
二
冊
』0

1

年 

⑱
若
井
敏
明
『
前
出
』 

⑲
高
柳
重
信
「『
蕗
子
』
の
周
辺
」
前
出 

⑳
植
村
和
秀
『
前
出
』 

㉑
高
柳
重
信
「
神
田
秀
夫
戯
論
」「
俳
句
研
究
」
一
九
五
五
年
八
月
『
集
成
第
四
冊
』9

8

年 

㉒
高
柳
重
信
「
現
代
俳
句
の
断
層
」「
俳
句
研
究
」
一
九
六
〇
年
三
月
号
『
高
柳
重
信
対
談
・
座
談
会
集
第

https://sites.google.com/view/takayanagifukiko/
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一
冊
』
（
以
下
『
座
談
会
集
』
）
夢
幻
航
海
社0

3

年 

㉓
高
柳
重
信
「
俳
句
史
の
問
題
な
ど
」
「
俳
句
研
究
」
一
九
七
六
年
四
月
号
『
集
成
第
一
四
冊
』0

1

年 

㉔
高
柳
重
信
「
模
糊
た
る
来
し
方
」
『
全
集
Ⅱ
』8

5

年 

㉕
鮎
川
信
夫
『
戦
中
手
記
』
思
想
社6

5

年 

㉖
色
川
大
吉
『
あ
る
昭
和
史
』
中
公
文
庫7

5

年 

㉗
吉
本
隆
明
『
わ
が
昭
和
史
』
ビ
ジ
ネ
ス
社2

0

年 

㉘
石
原
八
束
・
高
柳
重
信
「
現
代
俳
句
協
会
の
来
し
方
行
く
え
」
『
現
代
俳
句
一
九
七
〇
』
『
座
談
会
集
第

四
冊
』0

4

年 

㉙
高
柳
重
信
「
敗
北
の
詩
」
『
全
集
Ⅲ
』85

年 

㉚
加
藤
郁
乎
「
皇
道
と
俳
道
」
『
高
柳
重
信
読
本
』
角
川
学
芸
出
版
社0

9

年 

㉛
高
柳
重
信
「
俳
句
の
廃
墟
」
前
出 


