
田
中
冬
二
詩
集

『
青
い
夜
道
』

私
註
的

く
ず
の
花

ぢ
ぢ
い
と

ば
ば
あ
が

だ
ま
っ
て

湯
に
は
ひ
っ
て
ゐ
る

山
の
湯
の
く
ず
の
花

山
の
湯
の
く
ず
の
花

黒
薙
温
泉

」
の
詩
に
つ
い
て

田
中
冬
二
自
身
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

」
の
山
の
湯
と
い
う
の
は
、
越
中
の
黒
部
峡
谷
か
ら
、

一
寸
側
へ
は
い
つ

た
谷
間
に
あ
る
黒
薙
温
泉
を
指
す
。

板
屋
根
に
石
を
置
い
た
組
末
な
湯
の
宿
。

く
ず
の
花
が
い
っ
ぱ
い
咲
い
て
い
る
。

ゆ
ぷ
担

湯
槽
の
中
に
、
じ
い
さ
ん
と
ば
あ
さ
ん
が
、
じ
っ
と
は
い
っ
て
い
る
。
く

ず
の
葉
が
白
く
葉
裏
を
か
え
し
て
、
そ
の
花
が
散
っ
て
く
る
。
人
生
の
大
半

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
の

村

彦

上

隆

も
過
ぎ
た
じ
い
さ
ん
、
ば
あ
さ
ん
と
こ
の
静
閑
な
山
境
。

私
は
思
わ
さ
れ
る
も
の
を
感
じ
た
。

次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。

「
く
ず
の
花
」

或
は
書
い
て
は
削
り
、

あ
す
こ
ま
で
す
る
の
に
半
年
位
か
か
っ
た
。
制
約
を
極
め
た
作
品
で
あ
る
。

t土

い
ろ
い
ろ
書
い
て
は
消
し
、

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。

く
ろ
な
ぎ

こ
れ
は
越
中
の
黒
薙
温
泉
の
詩
で
あ
る
。
黒
薙
温
泉
は
黒
部
川
の
本
流

と
、
そ
の
支
流
黒
薙
川
の
合
流
点
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
素
朴
な
山
の
湯

で
板
ぶ
き
の
湯
泉
宿
が
一
軒
あ
る
き
り
で
あ
る
。
こ
の
詩
を
四
行
に
制
約
す

の
に
半
年
を
要
し
た
。
制
約
を
窮
め
た
詩
で
あ
る
。
く
ず
の
花
が
咲
い
て
山

は
も
う
秋
風
で
あ
る
。
渓
川
に
臨
ん
だ
湯
に
、
も
う
人
生
も
終
わ
り
の
老
人

夫
婦
。
老
い
さ
ら
ば
え
た
か
ら
だ
も
痛
々
し
い
。
老
人
達
の
生
涯
は
ど
う
だ

豆
七
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論

集

っ
た
ろ
う
か
。
虻
が
飛
ん
で
来
る
。
す
る
と
じ
い
さ
ん
は
ぬ
れ
た
手
ぬ
ぐ
い

で
、
ば
あ
さ
ん
の
た
め
、
そ
の
虻
を
は
ら
う
。
短
い
四
行
の
詩
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
内
在
す
る
も
の
を
く
ん
で
読
ま
れ
た
い
。

さ
ら
に
、

田
中
冬
二
は
、
こ
の
作
品
を
引
用
し
た
後
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い

る。

高
名
な
詩
論
家
K
氏
は
、

な
ら
、
小
学
生
の
作
文
と
同
じ
程
度
で
、
誰
に
で
も
書
け
る
」
と
言
っ
て
お

ら
れ
る
。
当
代
一
流
の
詩
論
家
や
詩
人
の
諸
先
生
か
ら
は
、
或
い
は
そ
の
と

お
り
に
も
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
何
と
言
わ
れ
よ
う
と
も
、

敢
え
て
意
に
介
し
な
い
。
私
は
誰
に
で
も
わ
か
る
よ
う
な
、
や
さ
し
い
言
葉

を
用
い
て
、
格
調
の
高
い
も
の
を
、
目
ざ
し
て
い
る
。
真
の
詩
と
い
う
も
の

は
、
わ
か
り
や
す
く
て
、
し
か
も
最
も
洗
練
せ
ら
れ
、
色
調
を
有
し
呑
り
を

か
つ
て
私
の
詩
に
対
し
、
「
あ
の
よ
う
な
も
の

有
す
る
も
の
を
思
う
。
徒
ら
に
難
解
な
消
化
出
来
な
い
よ
う
な
言
葉
を
弄
し

た
詩
は
、
或
る
時
代
限
り
の
流
行
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
真
夏
の
夜
の

か
つ
て
の
苦
悶
の
象
徴
の
影
、
今
い
ず
こ
に
あ
り
や
。

夢
で
あ
る
。

田
中
冬
二
自
身
の
こ
の
作
品
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
発
言
、
が
、
と
り
わ
け
「
こ
の

詩
を
四
行
に
制
約
す
る
の
に
半
年
を
要
し
た
」
と
い
う
述
懐
が
広
く
流
布
し
、
そ

の
結
果
、
「
制
約
を
極
め
た
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
こ
の
作
品
が
内
包
す
る
詩
世
界
な
い
し
詩
的
精
神
そ
の
も
の
を
客
観
的
に

見
据
え
て
検
討
す
る
、
と
い
う
視
点
が
や
や
粗
略
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

五
Ji、

る
。
例
え
ば
阪
本
越
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
た
俳
画
で
も
見
る
よ
う
な
、
な
ん
と
い
う
温

雅
静
閑
の
詩
情
で
あ
ろ
う
。
く
ず
の
花
の
咲
く
昼
、
と
ろ
り
と
し
た
山
の
湯

に
、
老
姐
が
入
っ
て
い
る
。
作
者
の
話
に
よ
れ
ば
、
大
体
越
中
は
仏
教
の
盛

ん
な
所
で
、
何
ご
と
に
も
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
。
こ
の
老
人
夫
婦
も
湯

「
く
ず
の
花
」

に
浸
り
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
た
が
、

そ
れ
は
省
略
さ
れ
、
「
だ
ま
っ
て
」

と

い
う
の
は
、
念
仏
の
あ
と
の
心
の
や
す
ら
ぎ
を
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
老
人
夫
婦
は
静
か
に
来
し
方
を
思
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

そ
う
い
え
ば
、
「
く
ず
の
花
」
「
く
ず
の
花
」
と
繰
り
返
し
た
の
も
、
真
昼

二
人
の
来
し
方
の
思
い
が
流
れ
る
と
も
な
く
流
れ
て
い

間
咲
く
こ
の
花
に
、

く
よ
う
だ
。

こ
の
無
念
無
想
の
静
寂
境
を
と
ら
え
る
た
め
、
省
略
を
重
ね
て
、
こ
の
形

に
す
る
ま
で
に
は
、
作
者
は
苦
吟
数
年
を
要
し
た
と
い
う
。
け
だ
し
作
者
に

と
っ
て
会
心
の
作
。

ま
た
、
例
え
ば
和
田
利
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

黒
薙
温
泉
に
あ
る
詩
碑
は
、
そ
こ
の
薬
師
堂
の
中
だ
か
ら
、
置
か
れ
て
い

る
、
と
言
っ
た
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
石
に
彫
ら
れ
て
い
る
の
は
「
く

ず
の
花
」
の
詩
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
、
推
厳
に
推
蔵
を
重
ね
、
余
分

な
も
の
を
、
削
り
に
削
っ
た
彫
琢
で
あ
る
。

ト
リ
ミ
ン
グ
の
厳
し
さ
、
リ
フ

レ
イ
ン
の
妙
、
そ
れ
ら
が
閑
寂
な
野
趣
を
醸
し
だ
し
て
、

わ
た
し
た
ち
の
郷



愁
を
呼
び
起
す
。

こ
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
黒
薙
温
泉
で
あ
り
、
そ
こ
が
ど
の
よ
う
な
土
地

柄
な
い
し
は
風
情
を
も
っ
た
場
所
で
あ
る
か
、
詩
中
に
登
場
す
る
「
ぢ
ぢ
い
と
ば

ば
あ
」
が
ど
う
い
う
風
態
の
人
間
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
来
し
方
を
持
ち
、
現
在

ど
う
い
う
境
涯
に
あ
り
、
胸
中
に
い
か
な
る
感
慨
を
秘
め
て
い
る
か
、
さ
ら
に

は
、
彼
ら
の
表
情
や
し
ぐ
さ
に
つ
い
て
ま
で
、
右
の
文
章
を
通
し
て
作
者
は
か
な

り
具
体
的
に
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
背
景
や

事
実
関
係
、
或
い
は
表
現
過
程
に
お
け
る
実
情
等
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、

し
か
し

あ
く
ま
で
も
作
品
成
立
に
関
す
る
背
景
説
明
で
あ
っ

て
、
完
結
し
た
一
個
の
作
品
が
内
包
す
る
詩
的
世
界
と
は
別
様
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
、
田
中
冬
二
自
身
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
「
い
ろ
い
ろ
書

い
て
は
消
し
、
或
い
は
書
い
て
は
削
り
:
:
:
制
約
を
極
め
た
作
品
で
あ
る
」
こ
と

に
ま
ち
が
い
は
な
い
と
し
て
、
ま
た
、
阪
本
越
郎
氏
の
言
う
よ
う
に
「
こ
の
形
に

す
る
ま
で
に
は
、
作
者
は
苦
吟
数
年
を
要
し
た
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
和
田
利

夫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
表
現
上
に

「
ト
リ
ミ
ン
グ
の
厳
し
さ
」
が
み

ら
れ
る
と
し
て
|
上
事
実
そ
れ
ら
は
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ

が
|
|
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
「
制
約
」
「
苦
吟
」
「
ト
リ
ミ
ン
グ
」
等
が
、
表
現
上

の
行
為
と
し
て
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
作
品
に
い
か
な
る
詩
的
世
界
や
詩
的

精
神
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
か
、
事
実
も
た
ら
し
て
い
る
か
、
そ
の
こ
と
こ

そ
が
詩
作
品
に
と
っ
て
、
ま
た
、
作
品
を
鑑
賞
す
る
上
で
も
、
最
も
肝
腎
な
点
で

あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
私
は
思
わ
さ
れ
る
も
の
を
感
じ
た
」
と
田
中
冬
二

日
中
冬
三
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
判

自
身
の
言
う
当
の
「
思
わ
さ
れ
る
も
の
」
の
内
実
、
あ
る
い
は
「
短
い
四
行
の
詩

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
内
在
す
る
も
の
を
く
ん
で
読
ま
れ
た
い
」
と
い
う
、
そ
の

「
内
在
す
る
も
の
」

の
実
質
の
具
体
、

そ

そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

し
て
そ
れ
ら
が
「
制
約
」
「
苦
吟
」
「
ト
リ
ミ
ン
グ
」
等
作
品
形
成
上
の
表
現
行
為

を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
属
自
の
景
か
ら
い
か
な
る
詩
的
世
界
に
転
換
し

て
い
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
構
築
さ
れ
成
就
さ
れ
た
詩
的
世
界
は
ど
の
よ
う
な
質
の

も
の
で
あ
る
の
か
が
明
ら
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
詩
が
「
越
中
の
黒
薙
温
泉
」
で
眼
に
し
た
情
景
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
田
中
冬
二
自
身
の
文
章
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
こ
の
温
泉
に
つ
い
て
う
た
っ
た
詩
が
、
同
じ
詩
集
『
青
い
夜
道
』

の
中
に
「
黒
薙
温
泉
」
と
題
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

黒
薙
温
泉

は
E
'
y
J
Y

ガ

，

ス

湯
気
に
ぬ
れ
た
箱
洋
灯
の
硝
子
に

た
れ
か
指
さ
き
で
か
い
た
か
ほ

ふ
し
ぎ
に
き
び
し
い
か
ほ

お
お

山
の
か
ほ

夜
冷
え
が
す
る

凍
る
や
う
な
夜
冷
え
が
す
る

」
こ
ろ
ぽ
そ
い
箱
洋
灯
の
あ
か
り

五
九
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そ
の
あ
り
か
の
映
え
た
湯
気
に

あ
を
く
か
か
る
渓
流
の
し
ぶ
き

さ
あ
っ
と

湯
槽
に
き
ら
き
ら
と

す
す
き
の
さ
む
い
か
げ
湯
の
に
ほ
ひ
が
し
ん
み
り
と

や
せ
て
ゐ
る

ま
た
、
「
山
の
湯
」
と
「
葛
の
花
」
を
と
り
合
わ
せ
て
う
た
っ
た
詩
の
一
節
に
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

(
略
)
山
の
湯
/
薪
の
花
と
野
葡
萄
の
葉
が
い
っ
ぱ
い
の
北
山
と
云
ふ
山

の
湯
/
少
年
は
祖
母
と
来
て
ゐ
る
/
ま
だ
秋
へ
入
っ
た
ば
か
り
だ
の
に
/
夜

b
e
ほ

よ

ぎ

は
大
夜
着
を
き
て
ね
る
や
う
に
ざ
む
い
/
祖
母
は
そ
こ
で
心
安
く
な
っ
た
人

た
ち
と
話
を
す
る
/
こ
の
谷
で
出
来
る
葛
の
よ
い
事
こ
の
温
泉
の
よ
く
効

く
こ
と
/
あ
り
が
た
い
お
経
の
こ
と
/
障
子
に
稲
妻
が
う
つ
る
暗
い
夜
/
少

年
は
祖
母
に
た
う
も
ろ
こ
し
を
焼
い
て
も
ら
っ
て
食
べ
る
(
略
)

(
「
婁
さ
く
ら
忍
冬
の
花
」
)

こ
の
詩
は
、
作
中
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
北
山
と
云
ふ
山
の
湯
」
の
情
景

を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
諸
情
景
、
と
り
わ
け
、

の
山
の
湯
の
空
気
の
状
態
、

「

ま

だ

秋

に

入

っ

た

ば

か

り

」

そ

れ

ら

が

人

肌

に

触

れ
る
際
の
感
触
、
あ
る
い
は
、
「
心
安
く
な
っ
た
人
た
ち
」
の
様
子
、
「
こ
の
谷
で

こ
の
温
泉
の
よ
く
効
く
こ
と
/
あ
り
が
た
い
お
経
の
こ

と
」
な
ど
と
い
っ
た
事
柄
は
、
詩
「
く
ず
の
花
」
の
情
景
を
推
察
す
る
際
の
一
つ

出
来
る
蔦
の
よ
い
事

の
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

田
中
冬
二
の
言
う
「
思
わ
さ
れ
る
も
の
」
の

六

O

内
実
を
類
推
す
る
上
で
、
さ
ら
に
は
「
短
い
四
行
の
詩
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
内

在
す
る
も
の
を
く
ん
で
読
」
む
上
で
一
つ
の
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
「
山
の
湯
」

て
お
き
た
い
。

一
般
に
つ
い
て
書
い
た
田
中
冬
二
の
文
章
を
引
用
し

す
ぐ
渓
川
に
臨
ん
で
ゐ
た
り
、
或
は
流
し
元
に
近

く
、
溢
れ
る
清
水
が
あ
っ
た
り
、
或
は
山
水
を
、
青
竹
の
樋
で
ひ
い
て
ゐ
た

山
の
湯
の
台
所
は
、

り
す
る
。

い
つ
も
水
の
音
が
す
る
。

の
、
た
と
へ
ば
蕗
や
、

そ
し
て
そ
の
つ
め
た
い
水
に
は
、

季
節
の
も

山
葵
、

蕨
な
ど
が
漬
け
で
あ
っ
た
り
す

山
う
ど
、

る
。
(
略
)

山
の
湯
で
、

ま
た
う
れ
し
い
の
は
、
冬
は
別
と
し
て
、
平
生
雨
戸
を
閉
め

ず
、
障
子
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
障
子
が
、
夜
明
け
に
白
ば
ん
で
来
る

の
は
好
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
障
子
に
映
る
灯
火
の
色
も
な
つ
か

し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
叙
さ
れ
て
い
る
諸
情
景
も
ま
た
、
詩
「
く
ず
の
花
」
を
と
り
ま
く
さ
ま

ざ
ま
な
情
景
、
「
い
ろ
い
ろ
書
い
て
は
消
し
、
或
は
書
い
て
は
削
り
」
し
た
結
果
、

詩
中
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
想
像
す
る
上
で
一
つ

の
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
詩
「
く
ず
の
花
」
の
鑑
賞
上
大
切
な
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
の
一

つ
に
、
詩
中
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
山
の
湯
」
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
、
ど
の
よ

う
な
姿
で
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「
山
の
、
湯
の
く
ず
の
花
」
と



い
う
リ
フ
レ
イ
ン
を
読
ん
で
読
者
が
直
観
的
に
想
像
す
る
の
は
、
露
天
風
呂
の
情

景
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
詩
句
に
基
づ
く
か

ぎ
り
、
そ
の
位
置
、
そ
の
形
体
は
明
瞭
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
黒
薙
温
泉
に
つ
い

て
実
地
踏
査
を
す
る
な
り
、
当
時
の
資
料
を
検
す
る
な
り
す
れ
ば
、
事
実
は
判
明

す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
作
品
世
界
は
、
そ
こ
に
形
象
化
さ

れ
て
あ
る
現
実
の
作
品
を
通
し
て
鑑
賞
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
が
か

り
が
こ
の
作
品
か
ら
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
も
の
も

(
先
に
引
用
し
た
冬
二
自
身
の
一
言
葉
に
従
っ
て
言
え
ば
、
「
く
ん
で
読
ま
れ
た
い
」

と
い
う
詩
の
「
中
に
内
在
す
る
も
の
」
そ
の
も
の
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
類
推
す

る
た
め
の
手
が
か
り
そ
の
も
の
も
)
「
制
約
」

さ
れ
「
削
り
」

と
ら
れ
て
し
ま
っ

た。
わ
ず
か
に
、
こ
の
作
品
に
関
す
る
田
中
冬
二
の
記
述
を
通
し
て
、
こ
の
「
山
の

湯
」
が
「
板
量
根
に
石
を
置
い
た
粗
末
な
湯
の
宿
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
渓
川
に

臨
ん
」
で
お
り
、
「
く
ず
の
葉
が
白
く
葉
裏
を
か
え
し
て
、
そ
の
花
が
散
っ
て
く

る
」
そ
う
い
う
場
所
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
作
品
に
お
け
る
具
体
は
、
作
品
の
外
か
ら
な
さ
れ
る
作
者
自
身
の
解
説
に
よ

支
え
ら
れ
て
い
る
要
素
が
多
い
。
作
品
自
体
は
多
く
を
語
ら

っ
て
暗
示
さ
れ
、

ず
、
作
者
自
身
が
作
品
に
関
し
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
文
学
作
品
は
、
と
り
わ
け
詩
作
品
に
あ
っ
て
は
、
表
現
上
の
飛
躍
、

断
絶
、
省
略
等
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
鑑
賞
す
る
に
際
し
て
、
読
み
手
の
恋

ま
ま
な
想
像
が
、
作
品
の
表
現
に
即
し
て
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
許
さ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
作
品
の
場
合
は
、
当
の
想
像
力
が
恋
ま
ま
に
発
現
す
る
た
め
の
手
が
か

り
そ
の
も
の
が
、
「
制
約
」
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

回
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
」
私
註
例

か
り
に
、
恋
ま
ま
な
想
像
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

ゆ
白
川
ね

こ
の
「
山
の
湯
」
の
湯
槽
は
、
戸
障
子
な
り
ガ
ラ
ス
戸
な
り
に
よ
っ
て
仕
切
ら

れ
た
も
の
、

つ
ま
り
家
屋
内
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
露
天
風
呂
か
、
仮
り
に
屋

根
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
簡
単
な
も
の
で
、
た
ぶ
ん
風
の
吹
き
ぬ
け
る
露
天

風
呂
に
近
い
体
裁
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
く
ず
の

葉
が
白
く
葉
裏
を
か
え
し
て
、

そ
の
花
が
散
っ
て
く
る
」
「
虻
が
飛
ん
で
来
る
。

す
る
と
じ
い
さ
ん
は
ぬ
れ
た
手
ぬ
ぐ
い
で
、
ば
あ
さ
ん
の
た
め
、

そ
の
虻
を
は
ら

う
」
と
い
う
冬
二
の
解
説
文
が
納
得
の
い
く
も
の
と
な
る
。

こ
の
詩
の
題
名
は
「
く
ず
の
花
」
で
あ
り
、
こ
の
詩
が
表
現
し
よ
う
と
し
て
い

る
当
の
も
の
も
「
く
ず
の
花
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
四
行
か
ら
成
る
こ
の
作
品

の
終
り
二
行
が

(
つ
ま
り
全
体
の
半
分
が
)
「
山
の
湯
の
く
ず
の
花
」

と
い
う
詩

句
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
別
言
す
れ

ば
、
題
名
を
含
め
て
全
部
で
五
行
か
ら
成
る
こ
の
詩
は
、
そ
の
う
ち
の
三
行
が

「
く
ず
の
花
」
に
関
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
ぢ
ぢ
い
と

tf 
t工

あ
が
/
だ
ま
っ
て

湯
に
は
ひ
っ
て
ゐ
る
」
|
|
そ
う
し
た
情
景
を
補
強
す
る
た

め
の
い
わ
ば
添
景
と
し
て
、
「
く
ず
の
花
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

「
く
ず
の
花
」

の
内
実
を
具
体
的
に
表
現
す
る
た
め
の
添
景
と
し
て

「
ぢ
ぢ
い
と

ば
ば
あ
」
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に

せ
よ
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
「
、
ち
ぢ
い
と
ば
ば
あ
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る

こ
の
老
夫
婦
の
姿
は
、
実
は
、
そ
の
ま
ま
「
く
ず
の
花
」
に
重
な
り
、
そ
れ
と
一

体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
山
の
湯
の
く
ず
の
花
/
山
の
湯
の
く
ず
の
花
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
を
通
し

~ ノ、
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集

て
、
「
く
ず
の
花
」

は
い
つ
し
か

で
ち
ゃ
ち
い
と

ば
ば
あ
」

の
姿
の
一
種
の
象
徴

と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
詩

句
は
、
当
初
、

一
方
は
「
ぢ
ぢ
い
」
の
姿
を
、
他
方
は
「
ば
ば
あ
」
の
姿
を
と
い

の
両
者
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
か
の
よ

う
な
形
で
受
け
と
ら
れ
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
が
、
読
み
終
っ
た
後
の
沈
黙
の
領

域
に
お
い
て
は
、
あ
た
り
一
面
に
咲
い
て
い
る
「
く
ず
の
花
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
鮮

う
よ
う
に
、
「
ぢ
ぢ
い
」
と

「
ば
ば
あ
」

明
に
喚
起
し
、
「
ぢ
ぢ
い
と
ば
ば
あ
」
の
姿
は
、
い
つ
し
か
そ
れ
ら
の
花
々
の

中
に
搭
け
入
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
彼
ら
老

夫
婦
の
姿
を
「
く
ず
の
花
」
の
中
に
消
し
去
り
、
そ
う
し
て
い
っ
た
ん
消
し
去
っ

た
あ
と
、
「
く
ず
の
花
」
と
一
体
の
も
の
と
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
る
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

ば
ば
あ
」
と
い
う
呼
び
方
に
は
、
「
私
は
思
わ
さ
れ
る
も
の
を
感

じ
た
」
と
冬
二
の
言
う
、
そ
の
「
思
わ
さ
れ
る
も
の
」
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。
「
お
ぢ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
」
で
も
、
で
ち
い
さ
ん
と

っ
ち
ぢ
い
と

ば
あ
さ
ん
」
で

も
な
く
、

ま
た
「
老
爺
と

~-r 
~-r 

老
姐
」
等
で
も
な
く
、

そ
れ
が
「
ぢ
ぢ
い
と

あ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
老
夫
婦
が
現
在
只
今
そ
う
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
風
貌
・
風
態
を
し
て
い
る
と
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
共
に
、
そ
う
な
る
に

至
っ
た
こ
れ
ま
で
の
彼
ら
の
来
し
方
や
、

そ
こ
で
営
ま
れ
た
人
生
の
内
実
を
暗
示

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
呼
び
方
に
は
、
こ
の
老
夫
婦
に
対
す

る
田
中
冬
二
の
見
方
が
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
生
き
方
に
寄
せ
る
親
愛
と
共
感
の
思

い
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
田
中
冬
二
の
人
間
観
な
り
人

生
観
な
り
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
い
う
性
質
を
持
つ
こ
の
「
ぢ
ぢ
い
と

ば
ば
あ
」
の
姿
は
、
眼
前
の
、
属

ムノ、

日
の
も
の
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
個
人
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

歴
史
を
貫
い
て
生
き
て
き
た
庶
民
の
典
型
と
し
て
の
「
ぢ
ぢ
い
と
ば
ば
あ
」
の

姿
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
も
田
中
冬
二
は
こ
こ
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
老
夫
婦
は
、
典
型
化
さ
れ
た
い
わ
ば
普
遍

的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
表
現
に
際
し
て
「
い
ろ
い
ろ
書
い
て
は
消
し
、
或

は
書
い
て
は
削
り
、
あ
す
こ
ま
で
す
る
の
に
半
年
位
か
か
っ
た
」
の
は
、
そ
う
し

た
普
遍
に
至
る
た
め
に
費
し
た
努
力
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
あ
す

こ
ま
で
す
る
の
に
」
と
冬
二
の
言
っ
て
い
る
「
あ
す
こ
ま
で
」
と
い
う
言
葉
に
は

普
遍
的
な
姿
に
形
象
化
す
る
ま
で
、
と
い
う
意
味
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。同

様
の
こ
と
が
「
山
の
湯
の
く
ず
の
花
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
こ
に
拾
か

れ
て
い
る

「
く
ず
の
花
」

山
の
湯
の
く
ず
の
花
で
あ
る
が
、
「
山
の
湯
の
く

tヱ

ず
の
花
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
前
の
、
属
目
の
も
の
と
し
て
の

争』
h

、

「
く
ず
の
花
」

そ
う
し
た
限
定
を
超
え
て
、

普
遍
的
な
く
ず
の
花
の
姿
に
昇

華
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
も
の
に
昇
華
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
花

は
、
花
の
精
髄
と
し
て
の
姿
か
た
ち
及
び
美
し
さ
を
具
現
し
、

い
つ
し
か
「
ぢ
ぢ

L 、
と

ば
ば
あ
」
が
そ
の
木
質
に
潜
め
て
い
る
普
遍
的
な
人
間
性
に
通
じ
合
う
も

ば
ば
あ
」
と
、
「
山
の
湯
の
く
ず
の
花
」

の
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
「
ぢ
ぢ
い
と

の
そ
れ
ぞ
れ
の
精
髄
が
内
面
的
に
隔
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
い
で
の
こ
と
と
し
て
言
え
ば
、
「
山
の
湯
の
く
ず
の
花
」

に
関
す
る
リ
フ
レ

イ
ン
は
、
作
者
の
視
点
の
移
行
を
そ
れ
と
な
く
表
わ
し
て
い
る
。
そ
の
移
行
は
、

今
迄
見
て
い
た
も
の
か
ら
そ
の
先
の
方
へ
視
線
が
移
動
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
小

幅
な
も
の
で
は
な
く
、
「
く
ず
の
花
」
の
咲
い
て
い
る
あ
た
り
一
帯
に
及
ん
で
い



さ
ら
に
想
像
す
れ
ば
、
「
く
ず
の
花
」
の
尽
き
た
そ
の
先
の
方
に
ま
で
眼
が

及
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
「
山
の
湯
」
の
全
体
が
ひ
と
わ
た
り
眺
め
ま
わ
さ
れ
て
い

る
、
と
い
っ
た
気
味
合
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

る。

そ
こ
に
は
当
然
の
こ
と
と
し
て

「
時
」
の
推
移
が
介
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
視
点
の
移
行
と
「
時
」
の
推
移
と
い
う
要
件
は
、
こ
の
作
品
に
叙
景
的
な

展
開
を
も
た
ら
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
く
ず
の
花
」
そ
の
も
の
の
内
部
に

立
ち
入
り
、
そ
の
核
心
に
ふ
れ
、
「
く
ず
の
花
」
の
本
質
相
を
把
握
す
る
と
い
う
、

い
わ
ば
内
面
化
の
働
き
を
も
伴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
た
「
く

の
本
質
的
な
性
情
に
、
「
ぢ
ぢ
い
と

ば
ば
あ
」
の
本
質
的
な
性
情
を

重
ね
合
わ
せ
、
両
者
を
融
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
に
関
す
る
認

識
の
深
化
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
そ
う
あ
ら
し
め
た
も
の
は
、
実

ず
の
花
」

は
、
作
者
自
身
の
自
己
認
識
の
深
さ
に
よ
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
視
点
の

移
行
が
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
己
の
内
面
世
界
に
及
び
、
外
在
す
る
「
ぢ
ぢ
い
と

ば
ば
あ
」
及
び
「
く
ず
の
花
」
に
対
す
る
認
識
は
深
ま
り
、
そ
の
は
て
、
眼
前
の

っ
ち
ぢ
い
と
ば
ば
あ
」
は
「
ぢ
ぢ
い
と

ば
ば
あ
」
で
あ
り
つ
つ
、

ま
た
「
く

ず
の
花
」
は
依
然
と
し
て
「
く
ず
の
花
」
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
は
内

面
化
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
、
田
中
冬
二
自
身
の
内
面
世
界
を
、
と
り
わ
け
そ
の

人
間
観
や
人
生
観
を
象
徴
的
に
表
出
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

そ
う
し
た
営
み
の
た
め
に
「
半
年
を
要
し
た
」
の
で
あ
り
、
表
現
上
「
制
約
を
極

め
」
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
世
界
を

成
就
さ
せ
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
表
現
が
、
「
だ
ま
っ
て
」
と
い
う
表
現

で
あ
る
。

こ
の
「
だ
ま
っ
て
」
と
い
う
詩
句
は
こ
の
作
品
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
仰

て
、
作
品
の
詩
情
が
こ
の
詩
句
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
と

思
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
だ
ま
っ
て
」
は
、
前
の
「
ぢ
ぢ
い
と
ば
ば
あ
が
」
と

い
う
詩
句
と
、
後
の
「
山
の
湯
の
く
ず
の
花
」
と
い
う
詩
句
を
内
的
に
緊
密
に
結

び
合
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
句
が
潜
め
て
い
る
世
界
を
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。

具
体
的
に
言
え
ば

'--

の

「
だ
ま
っ
て
」
と
い
う
詩
句
は
、
「
湯
に
は
ひ
っ
て
ゐ

の
様
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

る
」
「
ぢ
ぢ
い
と

ば
ば
あ
」

「
山
の
湯
の
く
ず
の
花
」
の
様
態
や
咲
き
具
合
や
散
り
具
合
を
も
叙
し
て
い
る
。

前
者
に
関
し
て
は
、
阪
本
越
郎
氏
が
先
に
引
用
し
た
文
章
の
中
で
田
中
冬
二
自
身

の
説
明
か
」
紹
介
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
だ
ま
っ
て
」
は
「
念
仏
の
あ
と
の

心
の
や
す
ら
ず
を
表
わ
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
か
な
ら

ず
し
も
そ
の
よ
う
な
具
体
的
内
実
を
含
む
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
ず
、
言
葉
通
り

た
だ
「
だ
ま
っ
て
」
と
い
う
普
通
の
意
味
に
理
解
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ

こ
の
詩
句
を
成
心
な
く
読
む
か
ぎ
り
、
「
念
仏
」
云
々
と
い
う
内
実
に
ま
で
思
い

を
い
た
す
の
は
な
か
な
か
に
む
ず
か
し
い
。
ご
く
普
通
の
意
味
に
と
っ
て
も
、
そ

こ
に
は
「
ぢ
ぢ
い
と
ば
ば
あ
」
の
人
生
の
全
容
が
、
即
ち
、
来
し
方
、
現
在
只

今
、
行
く
末
に
か
け
て
の
生
き
方
や
、
生
き
る
こ
と
に
伴
う
様
々
な
事
柄
が
、
そ

し
て
そ
れ
に
対
処
す
る
彼
ら
の
心
情
や
心
境
や
感
慨
等
が
、
簡
潔
に
し
か
し
集
約

的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
句
は
し
か
し
、
そ
う
し
た
内
的
な
事
柄
を
表
わ

し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
「
だ
ま
っ
て
」
と
い
う
表
現
を
通
し
て
、

「
山
の
湯
」
の
温
度
や
透
明
度
や
肌
ざ
わ
り
が
感
じ
と
れ
る
し
、
空
の
色
、
空
気

の
乾
湿
の
具
合
や
視
界
の
澄
み
具
合
、
静
か
な
風
の
吹
き
具
合
、
あ
る
い
は
時
間

の
流
れ
な
ど
と
い
っ
た
も
の
ま
で
感
じ
と
れ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
い
う
情
景
の

中
で
、
そ
れ
に
ひ
た
り
こ
む
よ
う
に
し
て
、
っ
ち
ぢ
い
と

ば
ば
あ
」

は
「
だ
ま

六一
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日岡

集

っ
て

湯
に
は
ひ
っ
て
ゐ
る
」

の
で
あ
り
、

そ
う
い
う
情
景
の
中
に

「
く
ず
の

花
」
は
「
だ
ま
っ
て
」
咲
き
、

そ
し
て
散
っ
て
い
る
。

み
ぞ
れ
の
す
る
小
さ
な
町

み
ぞ
れ
の
す
る
町

山
の
町

ゐ
の
し
し
が

さ
か
き
ま
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る

ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
が

こ
ほ
っ
て
ゐ
る

そ
の
ひ
げ
に
こ
ほ
り
つ
い
た
小
さ
な
町

ふ
る
さ
と
の
山
の
町
よ

麻
を
煮
る

「
山
の
町
」
「
ゐ
の
し
し
」
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」
「
雪
」
「
麻
」

な
ど
、

」
の
詩

に
う
た
わ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
輪
郭
、
姿
形
、
色
彩
等
は
き
わ
め
て
的

確
に
、
そ
し
て
鮮
明
に
と
ら
え
ら
れ
、
寸
分
の
ゆ
ら
ぎ
も
な
く
形
象
化
さ
れ
て
い

る
。
あ
た
か
も
、
対
象
に
む
け
ら
れ
た
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
が
、
狂
い
の
な
い
正
確

さ
で
焦
点
を
定
め
、
対
象
物
の
姿
か
た
ち
を
明
噺
に
映
し
出
し
た
と
い
っ
た
趣
が

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
鮮
明
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

も
の
の
聞
に
存
在
す
る
空
間
や
匝
離
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
空
間
や
匝
離
の
聞
に
存

在
す
る
澄
明
な
空
気
が
、
お
の
ず
か
ら
に
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
詩
に
つ
い
て
田
中
冬
二
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

六
回

」
れ
は
私
の
好
き
な
詩
の
一
つ
で
あ
る
。

み
ぞ
れ
の
す
る
山
の
町
の

カ

ラ
ー
を
純
粋
に
出
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
終
り
の
一
行

雪
の
下
に

麻
を
煮
る

も
よ
く
こ
の
詩
に
効
い
て
い
る
と
思
う
。

戸z
v・ぞ
よ

れ
う〆7、

皇子
京る
す公
る2長

町
」ー

」
う
い
う
詩
は

今
の
私
に
は
も
う
作
れ

こ
こ
で
冬
二
が
言
っ
て
い
る
「
カ
ラ
ー
を
純
粋
に
出
し
た
つ
も
り
」
云
々
の
中

に
は
、
先
に
記
し
た
空
間
や
距
離
、

れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
介
在
す
る
空
気
の
澄
明
さ
等
が
含
ま

こ
の
作
品
の
構
成
、
展
開
の
仕
方
に
は
幾
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。

一
つ
は
、
こ
の
作
品
は
表
現
の
上
か
ら
も
内
容
の
面
か
ら
も
、
二
つ
の
部
分
、

二
つ
の
要
素
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
第
一
行
か
ら
第
六
行
ま
で

の
部
分
と
、
最
終
行
一
行
の
部
分
と
で
あ
る
。
前
者
は
戸
外
の
情
景
で
あ
り
、
後

者
は
家
の
中
の
情
景
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
と
後
者
の
聞
に
は
時
間
的
な
推
移

が
介
在
し
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
状
態
で
あ
っ
た
が
、

後
者
に
至
る
と
「
雪
の
下
に
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
へ
、

つ
ま
り
雪
が
降

り
積
っ
た
時
節
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

「
ふ
る
さ
と
の
山
の
町
」

の
情
景
を
、

」
の
よ
う
に
二
つ
の
観
点
か
ら
捉
え
て

表
現
し
て
い
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
作
者
の
眼
の
位
置
は
し
か
し
移
動
し
て
い

な
い
。
一
定
の
位
置
に
視
点
を
据
え
た
ま
ま
両
者
の
情
景
を
見
て
い
る
。
「
ゐ
の

さ
か
き
ま
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る
」
姿
の
見
え
る
位
置
に
い
て
、
「
こ

し
し
が

ほ
っ
て
ゐ
る
」
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」
を
見
、

そ
の

「
ひ
げ
」
を
通
し
て
「
山
の



町
」
の
全
容
を
見
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
位
置
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
、
熟
知
し

た
「
ふ
る
さ
と
」

の
情
景
と
し
て
、
「
雪
の
下
に

麻
を
煮
る
」
家
々
の
中
の
様

子
を
思
い
描
い
て
い
る
。

特
徴
の
二
つ
め
は
、
冬
二
の
詩
的
表
現
手
法
と
し
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
巨
視

的
な
把
握
及
び
表
現
か
ら
、
微
視
的
な
把
握
及
び
表
現
に
至
る
と
い
う
技
法
が
、

こ
こ
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
第

一
行
で
は
「
町
」
に
つ
い
て
単
に
「
み
ぞ
れ
の
す
る
町
」
と
抽
象
的
に
表
現
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
「
町
」
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
町
な

の
か
、
海
辺
の
町
な
の
か
山
の
町
な
の
か
具
体
的
な
事
柄
は
こ
の
段
階
で
は
判
別

で
き
な
い
。
や
が
て
第
二
行
に
至
っ
て
、
そ
の
町
、
が
「
山
の
町
」
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
、
作
者
の
視
線
は
次
第
に
そ
の
町
の
こ
ま
か
な
情
景
に
む
か
い
、
事
物
を

微
視
的
に
捉
え
る
方
向
に
進
ん
で
い
く
。

即
ち
、
「
み
ぞ
れ
の
す
る
町
」

と
L
hつ

概
括
的
な
表
現
か
ら
「
山
の
町
」
と
い
う
具
体
的
な
表
現
を
経
て
、
そ
の
町
の
情

の
姿
に
視
線
が
注
が
れ
、

景
の
一
部
分
を
構
成
す
る

「
ゐ
の
し
し
」

さ
ら
に
は

「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
極
め
て
徴
細
な
も
の
に
作
者
の
眼
は
む

か
っ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
「
そ
の
ひ
げ
に
こ
ほ
り
つ
い
た
小
さ
な
町
」
と

い
う
ふ
う
に
、
徴
小
な
「
ひ
げ
」
の
一
部
分
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
そ
こ
に
「
こ

ほ
り
つ
い
た
小
さ
な
町
」
と
し
て
「
み
ぞ
れ
の
す
る
町
」
が
具
体
的
な
姿
で
表
現

そ
の
町
は
「
ふ
る
さ
と
の
山
の
町
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

さ
れ
、

司令。
一
一
一
つ
め
の
特
徴
と
し
て
音
韻
に
か
か
わ
る
幾
つ
か
の
事
柄
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
特
徴
の
第
一
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
あ
っ
て
は
、
巨
視
的
な
把

握
・
表
現
か
ら
微
視
的
な
把
握
・
表
現
へ
と
詩
世
界
が
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
的

こ
と
に
関
連
し
て
、
前
行
で
表
現
さ
れ
た
詩
句
の
一
部
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
同
一

の
詩
句
が
次
行
に
お
い
て
反
復
的
に
用
い
ら
れ
、
そ
う
し
た
繰
り
返
し
を
軸
に
し

つ
つ
ポ
エ
ジ
イ
の
展
開
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
行
と
第
二
行
と
に
つ

い
て
み
る
と
、
第
一
行
に
お
い
て
「
み
ぞ
れ
の
す
る
町
」
と
表
現
さ
れ
た
「
町
」

と
い
う
詩
句
は
、
第
二
行
に
お
い
て
一
つ
の
流
れ
の
中
で
引
き
継
が
れ
る
形
で

と
い
う
ふ
う
に
反
復
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
一
一
一
行
、
第
四
行
、

「
山
の
町
」

第
五
行
に
お
い
て
も
、

「
ゐ
の
し
し
が
」
(
第
三
行
)
、
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
が
」

(
第
四
行
〉
、
「
そ
の
ひ
げ
に
」
(
第
五
行
)
と
い
う
よ
う
に
、
同
様
の
手
法
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
一
種
の
畳
句
的
な
表
現
手
法
と
で
も
一
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
表
現
手
法
が
も
た
ら
す
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
同
一
音
が
多
く

ま
ず
、
「
町
」
「
ゐ
る
」
(
「
る
」
)
等
の
脚
韻
が
踏

用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
れ
て
い
る
し
、
「
ゐ
の
し
し
」
「
ゐ
る
」
な
ど
の
詩
句
に
お
け
る
「
ゐ
」
の
音
及

び
「
の
」
の
音
の
多
用
、
あ
る
い
は
、
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
「
ゐ
の
し
し
が
さ
か

さ
ま
に
」
等
の
詩
句
に
み
ら
れ
る
サ
行
音
の
多
用
が
自
に
立
つ
。
こ
れ
ら
は
、
こ

の
作
品
に
独
特
の
リ
ズ
ム
を
も
た
ら
し
、
特
に
サ
行
音
の
多
用
は
、
「
み
ぞ
れ
の

す
る
」

か
そ
け
き
音
と
、
「
小
さ
な
町
」

の
閑
寂
な
気
配
を
言
外
に
表
現
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

個
々
の
詩
句
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

L 、。
第
一
行
の
「
み
ぞ
れ
の
す
る
町
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」

と
い
う
表
現
は
留
意
し
て
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
「
す
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
「
降
る
」
で
も
「
降
り
つ
づ
く
」
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
「
み
ぞ
れ
の

し
た
」
で
も
な
い
。
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
と
い
う
表
現
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
ー寸

み

六
五
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ぞ
れ
」
の
状
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
現
在
も
み
ぞ
れ
が
降
っ
て
い
る
こ
と

を
表
わ
し
て
い
る
わ
け
だ
が
(
つ
ま
り
現
在
進
行
形
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
わ

け
だ
が
)
、

朝
か
ら
け
じ
め
も
な
く
降
り
続
い
て
い
る
と
い

そ
の
降
り
よ
う
は

っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
激
し
い
降
り
方
を
し
て
い
る
の
で
も
な
い
だ

ろ
う
。
或
る
時
は
ま
ば
ら
に
、
或
る
場
合
に
は
繁
く
、
粗
密
そ
れ
ぞ
れ
の
降
り
よ

う
で
、
終
日
断
続
的
に
降
り
つ
づ
い
て
い
る
有
様
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
詩
句
か
ら
感
じ
と
れ
る
の
は
、

一
日
の
う
ち
多
く
の
時
聞

は
み
ぞ
れ
が
し
て
い
て
時
に
降
り
止
む
、
と
い
う
状
態
で
あ
る
よ
り
も
、
全
般
と

し
て
は
曇
天
に
お
お
わ
れ
て
い
て
、
時
々
そ
の
空
か
ら
み
ぞ
れ
が
降
っ
て
く
る
、

と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
と
れ
る
。

そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
第
一
行
の
「
み
ぞ
れ
の
す
る
町
」
と
い
う
詩
句
の
も
た

ら
す
効
能
は
、
そ
れ
以
後
の
各
行
の
詩
句
に
及
び
、
そ
の
た
め
「
山
の
町
」
の
情

景
は
こ
と
ご
と
く
「
み
ぞ
れ
」
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

印
象
を
与
え
る
。
す
べ
て
が
「
み
ぞ
れ
」
越
し
に
眺
め
ら
れ
て
い
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
あ
る
情
景
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
極
め
て
鮮
明
な
輪

郭
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
理
由
の
最
大
の
も
の
は
、
こ

の
詩
の
世
界
が
回
想
に
基
づ
い
て
措
か
れ
た
心
象
世
界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
と
い
う
表
現
で
捉
え
ら
れ
た

「
み
ぞ
れ
」

の
降
り
よ
う
そ

れ
自
体
が
、

回
想
を
通
し
て
作
者
の
内
面
に
描
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
働
い
た
記
憶
力
に
よ
る
浄
化
作
用
は
、
「
み
ぞ
れ
」
越
し
に
眺
め
ら
れ
た

の
諸
情
景
に
も
及
び
、

そ
れ
ら
の
形
象
を
鮮
明
な
も
の

に
す
る
と
共
に
、
郷
愁
の
色
ど
り
を
濃
く
添
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
と
い
う
詩
句
に
は
、

「
ふ
る
さ
と
の
山
の
町
」

六
六

先
述
の
も
の
と
は
異
る
も
う
一
つ
別
の
意
味
合
い
が
加
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
即
ち
、
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
と
い
う
詩
句
は
、
現
在
進
行
形
と

し
て
の
「
み
ぞ
れ
」
の
降
り
よ
う
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
回
想
を
通

し
て
再
認
識
さ
れ
た
「
ふ
る
さ
と
の
山
の
町
」
の
冬
の
状
況
1
1
i
そ
こ
は
、
冬
に

眼
前
の
、

な
る
と
「
み
ぞ
れ
」
が
降
る
の
だ
、
「
ふ
る
さ
と
の
」
町
は
そ
う
い
う
「
山
の
町
」

な
の
だ
、
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

回
想
に
基
づ
い
て
よ
み
が
え
っ
て
く
る
「
み
ぞ
れ
」
の
降
り
よ
う
は
、
先
述
の
よ

う
な
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
回
想
に
基
づ
い
て
作
者
の
内
面
に
構
築
さ

れ
た
こ
の
郷
愁
の
世
界
に
は
人
影
が
な
い
。
そ
れ
だ
け
町
は
森
閑
と
し
て
静
ま
り

か
え
り
、
寒
気
の
厳
し
さ
だ
け
が
感
じ
ら
れ
る
。

第
一
行
に
描
か
れ
た

単
に
補
強
し
た
り
具
体
化
す
る
た
め
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
「
み
ぞ
れ
」
の
降
り
よ
う
や
そ
の
姿
を
具
体
的
に
想
像
さ
せ
る
と

共
に
、
読
者
の
視
線
を
「
山
」
の
内
側
に
む
か
わ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
第
三
行
以
降
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄
、
即
ち
「
ゐ
の
し
し
」
の

姿
や
、
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」
や
、
「
町
」
の
「
小
さ
」
さ
、
「
雪
の
下
」
の
情
景

と
こ
ろ
で
、

第
二
行
の

「
山
の
町
」

と
い
う
詩
句
は
、

つ
み
ぞ
れ
の
す
る
町
」

の
状
況
を
、

等
に
読
者
の
視
線
を
い
ざ
な
う
た
め
の
、

い
わ
ば
伏
線
的
な
機
能
を
も
含
ん
で
い

る。
第
三
行
の
詩
句
の
う
ち
、
「
さ
か
さ
ま
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る
」

と
い
う
表

現
ー
ー
と
り
わ
け
「
さ
か
き
ま
に
」
と
い
う
表
現
は
、
即
物
的
で
あ
り
極
め
て
的

確
な
表
現
で
あ
る
。
一
般
に
「
ゐ
の
し
し
」
は
さ
か
さ
ま
に
吊
し
て
お
い
て
売
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
特
に
「
さ
か
さ
ま
に
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た

に
つ
い
て
は
、
作
者
の
鋭
い
眼
が
そ
こ
に
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い



る
。
こ
の
詩
句
は
、
次
行
の
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
が

」
ほ
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う

詩
句
と
呼
応
し
つ
つ
、
「
山
の
町
」
の
寒
々
と
し
て
わ
び
し
い
冬
の
情
景
を
具
象

的
に
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
「
ゐ
の
し
し
」
の
生
き
物
と
し
て
の
哀

れ
き
や
痛
々
し
き
が
深
く
描
か
れ
て
い
る
。
作
者
は
こ
こ
で
「
ゐ
の
し
し
」
の
姿

を
「
山
の
町
」
を
い
ろ
ど
る
一
点
景
と
し
て
、
叙
景
的
に
描
い
て
い
る
の
で
は
な

ぃ
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
傍
観
者
的
な
立
場
か
ら
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
ゐ
の

し
し
」

の
側
に
身
を
寄
せ
、
「
ゐ
の
し
し
」

見
て

そ
し
て
描
い
て
い
る
。

の
心
に
寄
り
添
う
か
た
ち
で
そ
れ
を

そ
う
し
た
見
方
は
次
の
詩
の
場
合
と
同
じ
で
あ

る。

冬
日
薄
暮

h

そ
の
日
の
嘉
門

広
い
台
所
に
ゆ
ず
が
匂
う
て
ゐ
る

散軒2洋
弾端ば灯
tこ Iこカミ

傷ばと
つ つ も
L 、Tこる
た り と
一何障
羽か子
のおの
鴫主ち藍
でてば
あきん
る た だ

影
カミ

き
え

る

さ
う
し
て
さ
む
い
夜
は
婁
と
な
っ
た

こ
の
詩
に
つ
い
て
阪
本
越
郎
氏
は
「
薪
条
と
暮
れ
る
山
陰
地
方
の
薄
暮
の
寂
し

さ
を
感
覚
的
に
と
ら
え
た
詩
で
あ
る
。
(
略
〉
こ
の
詩
は
い
か
に
も
寒
々
と
し
た

冬
の
山
家
の
よ
う
す
を
、
早
い
日
暮
れ
の
時
間
の
経
過
で
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
的

静
か
な
寂
し
さ
が
身
に
泌
み
る
の
が
〕
覚
え
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
「
早
い
日
暮

れ
の
時
間
の
経
過
で
と
ら
え
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
的
確
で
あ
る
が
、
さ
ら
に

付
け
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
「
静
か
な
寂
し
さ
が
身
に
部
み
る
」
の
は
、
「
散
弾
に

の
存
在
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
「
さ
う
し
て
き
む
い

傷
つ
い
た
一
羽
の
鴫
」

夜
は
翼
と
な
っ
た
」

と
い
う
最
終
行
の
感
慨
は
、
「
一
羽
の
鴫
」

の
運
命
に
触
発

さ
れ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
終
行
に
お
い
て
作
者
の
眼
は
、
そ
し
て
そ

の
眼
に
寄
り
添
い
つ
つ
深
ま
る
作
者
の
思
惟
は
、
自
己
自
身
の
内
面
に
む
か
い
、

次
第
に
そ
の
深
み
へ
と
降
り
て
い
っ
て
い
る
。
「
翼
」

は
作
者
の
心
の
内
に
も
、

と
い
う
よ
り
も
作
者
の
心
の
内
に
こ
そ
繁
く
降
り
始
め
た
わ
け
で
あ
り
、
作
者
の

心
が
何
に
も
ま
し
て
「
さ
む
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
質
の
も
の
が

「
さ
か
さ
ま
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る
」
「
ゐ
の
し
し
」
の
捉
え
方
及
び
そ
の
表
現
に

つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。
「
ゐ
の
し
し
」
に
寄
せ
る
作
者
の
感
慨
は
、
「
ゐ
の
し
し
」

そ
の
肉
を
売
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
る
「
ふ
る
さ
と
の
山
の
町
」
の

を
獲
り
、

そ
れ
を
獲
る
こ

人
々
に
対
す
る
人
間
的
な
感
慨
に
重
な
る
。
「
ゐ
の
し
し
」
も
、

と
を
生
業
と
し
て
い
る
人
間
も
、
命
の
哀
し
さ
を
持
つ
生
き
物
と
し
て
捉
え
ら

れ
、
同
質
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
の
ひ
げ
に
と
ほ
り
つ
い
た
小

さ
な
町
」
と
い
う
詩
句
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
暗
示
的
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
「
ゐ
の
し
し
」
の
重
量

が
皮
膚
感
覚
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
し
、
ま
た
、
吊
さ
れ

て
い
る
「
ゐ
の
し
し
」
の
存
在
が
ど
こ
か
不
安
定
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。
わ
ず

か
な
り
の
重
量
を
持
ち
つ
っ
た
や
す
く
し
か
し
鈍
重
に
揺
れ
動

か
な
震
動
に
も
、

く
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
の
た
め
「
ゐ
の
し
し
」
の
姿
の
荒
涼
と
し
た
さ
ま
や

六
七
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哀
れ
き
が
つ
の
り
、

全
体
の
わ
び
し
さ
が
色
濃
く
表
現

さ
ら
に
は
、
「
山
の
町
」

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

、ー・

の

「
さ
か
き
ま
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る
」

の
姿
態

と
い
う

「
ゐ
の
し
し
」

「
こ
ほ
っ
て
ゐ
る
」
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」

の
様
態
を
暗
示
す
る
働

は
、
次
行
の

き
を
持
っ
て
い
る
。
「
さ
か
さ
ま
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る
」
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」

は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
先
細
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
凍
り
つ
い
た
水
滴
が

溶
け
る
よ
う
な
場
合
を
考
え
る
と
へ
言
う
ま
で
も
な
く
、
凍
り
つ
く
以
前
の
水
滴

の
流
れ
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
)
、
水
は
ひ
げ
の
付
け
根
の
方
か
ら
滴
と
な
っ

そ
こ
か
ら
地
上
に
し
た
た
り
落
ち
る
。
し
た
が
っ
て

て
ひ
げ
の
先
端
に
伝
わ
り
、

逆
に
ひ
げ
が
凍
り
つ
く
場
合
を
考
え
る
と
、
滴
の
た
ま
る
ひ
げ
の
先
端
部
の
方
が

付
け
根
の
部
分
よ
り
も
凍
り
つ
き
方
が
多
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
凍
っ
た
ひ

げ
の
光
沢
も
増
す
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
「
ひ
げ
」
に
「
小
さ
な

町
」
が
「
こ
ほ
り
つ
い
」
て
い
る
。

「
そ
の
ひ
げ
に
こ
ほ
り
つ
い
た
小
さ
な
町
」
と
い
う
第
五
行
の
表
現
は
、

よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
解
釈
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
そ
の

一
つ
は
、
「
小
さ
な
町
」
が
あ
ま
り
に
小
さ
い
が
ゆ
え
に
、
徴
細
な
「
ゐ
の
し
し

の
中
に
す
っ
か
り
収
ま
り
き
り
、
「
こ
ほ
り
つ
い
」

ど
の

の
ひ
げ
」

る
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
小
さ
な
町
」

さ
れ
、
「
ひ
げ
」
そ
の
も
の
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。

た
姿
で
映
っ
て
い

は
「
ひ
げ
」

に
収
数

も
う
一
つ
は
、

」
の
場
合
は
作
者
の
位
置
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
ゐ
の

の
手
前
(
「
小
さ
な
町
」
が
な
が
め
渡
せ
る
位
置
)
に
立
っ
て
、

「
ひ
げ
」
越
し
に
「
町
」
を
眺
望
し
て
い
る
、
す
る
と
、
「
町
」
の
あ
ま
り
の
小
さ

さ
ゆ
え
に
、
そ
の
全
景
が
、
あ
た
か
も
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」
に
凍
り
つ
く
か
の

し
し
の
ひ
げ
」

ノ、
J¥ 

よ
う
に
寄
り
添
う
か
た
ち
で
眺
め
ら
れ
る
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
「
ひ
げ
に
こ
ほ
り
」
つ
か
ん
ば
か
り
に
接
近
し
て
見
え
た
と
し
て
も
、
「
町
」

は
、
「
ひ
げ
」
の
外
に
存
在
し
、
外
側
か
ら
「
ひ
げ
」
に
近
づ
い
て
あ
た
か
も
付

着
し
た
か
の
如
く
に
見
え
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

前
者
の
場
合
の
よ
う
に

「
こ
ほ
っ
て
ゐ
る
ひ
げ
」
そ
の
も
の
の
中
に
、
「
町
」
は
収
飲
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

+
A
m
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、
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前
者
の
場
合
に
は
、
後
者
の
場
合
と
異
り
、
作
者
は
か
な
ら
ず
し
も
「
ゐ
の
し

し
の
ひ
げ
」

の
手
前
に
立
っ
て
、

そ
の
位
置
か
ら
「
ひ
げ
」

を
通
し
て
そ
の
む

こ
う
に
、
「
町
」

を
眺
望
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
「
ひ
げ
」

の
向
う
側
に

「
町
」
が
拡
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
手
前
に
「
町
」
が
あ
り
(
つ
ま
り
、
「
ゐ

の
し
し
」
が

「
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る
」

の
は
ず
れ
の
家
の
軒
で
あ

の
は
「
町
」

り
)
、
そ
の
町
並
が
「
ひ
げ
に
こ
ほ
り
つ
い
」
て
い
る
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
場
合
に
は
、
作
者
の
姿
そ
の
も
の
も
「
町
」
と
共
に
そ
こ
に
「
こ
ほ
り
つ
い

て
ゐ
る
」

と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
に

こ
ほ
り
つ
い
た
」
の
は
、
「
町
」
の
全
体
で
は
な
く
そ
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
見
方

も
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
こ
ほ
り
つ
い
た
小
さ
な
町
(
傍

点
筆
者
)
と
い
う
表
現
は
、
町
全
体
が
そ
こ
に
収
飲
さ
れ
て
凍
り
つ
い
て
い
る
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

右
の
二
様
の
解
釈
の
う
ち
ど
ち
ら
が
こ
の
場
合
妥
当
で
あ
る
か
の
判
別
は
明
確

に
は
つ
か
な
い
。
そ
れ
を
表
わ
す
具
体
的
な
詩
句
が
作
品
の
中
に
な
い
か
ら
で
あ

こ
ほ
っ
て
ゐ
る
」
「
そ
の
ひ
げ
に

る
。
け
れ
ど
も
私
は
、
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
が

こ
ほ
り
つ
い
た
小
さ
れ
町
」
(
傍
点
筆
者
)
と
い
う
第
四
行
か
ら
第
五
行
に
か
け

て
の
表
現
の
流
れ

(
リ
ズ
ム
)
、

そ
し
て
そ
の
流
れ
に
沿
う
形
で
暗
示
的
に
表
現



さ
れ
て
い
る
詩
句
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
判
断
し
|
|
つ
ま
り
「
そ
の
ひ
げ
に
こ
ほ

り
つ
い
た
」
の
「
つ
い
た
」
を
言
葉
通
り
「
付
い
た
」
「
付
着
し
た
」
と
い
う
意

味
に
理
解
し
|
|
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
前
者
の
場
合
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
そ
う
理
解
し
た
方
が
町
全
体
の
姿
が
具
体
的
な
展
望
を
以
て
掌
握
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
し
、

情
景
に
陰
影
が
も
た
ら
さ
れ
、
「
山
の
町
」

の
寒
々
と
し
た
情
趣

が
か
も
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

つ
け
加
え
て
言
え
ば
、
「
こ
ほ
っ
て
ゐ
る
」

「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」

の
は

だ
け

で
は
な
く
、
「
小
さ
な
町
」
も
「
そ
の
ひ
げ
に
こ
ほ
り
つ
」
く
以
前
か
ら
、
そ
れ

自
体
と
し
て
「
こ
ほ
り
つ
い
」
て
い
る
か
の
よ
う
な
寒
々
と
し
た
様
子
を
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
冷
え
冷
え
と
と
し
た
両
者
が
互
い
に
引
き
寄

せ
合
う
よ
う
に
し
て
、
「
こ
ほ
り
つ
」
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

者
は
一
一
層
寒
々
と
し
た
相
貌
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
両

最
終
行
の
「
|
|
雪
の
下
に
麻
を
煮
る
」
と
い
う
詩
句
は
、
構
成
の
上
か
ら

そ
れ
以
前
の
表
現
か
ら
飛
躍
し
、
内
容
的
に
も
断
絶
し
て
い
る
。
こ
の

み
る
と
、

一
行
は
、
こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
の
作
品
の
詩
世
界
を
集
約
し
締
め
く
く

そ
の
集
約
、
締
め
く
く
り
は
、
同
時
に
新
た
な
詩
的

イ
メ
ー
ジ
の
展
開
を
も
も
た
ら
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き

た
詩
世
界
を
そ
の
範
囲
内
で
収
束
し
つ
つ
完
結
に
む
か
わ
せ
る
、
と
い
う
順
当
な

表
現
方
法
と
は
異
り
、
こ
の
最
終
行
を
通
し
て
、
読
者
が
今
迄
な
じ
ん
で
き
た
詩

的
世
界
な
い
し
は
情
景
か
ら
別
の
詩
的
世
界
へ
と
読
者
を
連
れ
出
し
て
ゆ
く
、
と

い
う
働
き
を
持
っ
て
い
る
。

る
役
割
を
持
っ
て
い
る
が
、

最
終
一
行
の
持
っ
そ
う
し
た
飛
躍
的
、
断
絶
的
な
働
き
が
、

そ
れ
以
前
に
展
開

さ
れ
て
き
た
詩
的
世
界
に
、

い
わ
ば
順
接
的
な
収
束
の
場
合
と
は
異
な
る
色
合
い

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
仰

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
最
終
の
一
行
に
は
、
そ
れ
以
前
の
各
行
と
は

色
々
な
点
で
対
眼
的
な
事
柄
や
情
景
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
ふ
る
さ
と
の
山
の

町
」
の
外
の
情
景
に
対
し
て
、
家
の
内
の
情
景
、
外
の
索
、
さ
に
対
し
て
家
の
内
の

あ
た
た
か
さ
、
み
ぞ
れ
に
対
し
て
星
根
に
積
も
っ
た
雪
、
人
影
の
な
い
外
界
に
対

し
て
人
の
気
配
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
家
屋
内
の
情
景
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ

る
。
最
終
の
一
行
に
表
現
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
対
眼
的
な
表
現
が
、
そ
れ
以
前
に
表

現
さ
れ
た
「
み
ぞ
れ
の
す
る
町
」
の
外
観
に
、
質
的
変
化
を
も
た
ら
し
、
新
た
な

趣
を
添
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
外
観
と
し
て
は
み
ぞ
れ
が
降

り
「
ゐ
の
し
し
が
さ
か
さ
ま
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
ゐ
る
」
、
人
の
気
配
の
な
い
寒

寒
と
し
た
「
町
」
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
軒
一
軒
の
家
に
つ

い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
中
で
人
々
は
、
生
業
と
し
て
の
「
麻
を
煮
る
」

仕
事
に
従
事
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
、
人
々
の
生
活
を
内
に
深
く
潜
め
た
ま
ま
ひ

っ
そ
り
と
存
在
し
て
い
る
「
み
ぞ
れ
の
す
る
小
さ
な
町
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
麻
を
煮
る
」
と
い
う
詩
句
は
湯
の
温
度
や
状
態
を
実
感
さ
せ
る

表
現
で
あ
る
。
湯
の
た
ぎ
り
具
合
や
、
湯
の
色
合
や
湯
気
の
様
子
、
煮
ら
れ
て
、
湯

の
中
を
上
下
左
右
に
動
く
麻
の
動
き
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
努
繋
さ
せ
る
。
こ
の

煮
ら
れ
る
麻
は
、
素
材
と
し
て
の
そ
れ
自
身
の
淡
い
色
彩
を
持
ち
な
が
ら
(
そ
し

て
、
煮
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
色
彩
は
湯
の
中
に
ひ
ろ
が
る
で
あ
ろ
う

(
た
ぎ
り
続
け
る
湯
も
白
湯

が
)
、
全
体
の
印
象
と
し
て
は
白
系
統
の
色
で
あ
り

と
い
う
表
現
に
見
合
う
も
の
で
あ
り
)
、
ど
こ
と
な
く
し
ゃ
き
り
と
し
て
清
潔
な

感
じ
を
与
え
る
。
そ
う
し
た
麻
の
素
材
感
が
、
屋
根
に
厚
く
積
も
っ
た
雪
の
白
さ

や
す
が
す
が
し
さ
に
通
じ
る
。

「
ふ
る
さ
と
の
山
の
町
」

そ
の
す
が
す
が
し
さ
や
清
潔
感
は
、

に
住
む
人
々
の
生
き
方
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
、

そ
し
て

さ
ら

九
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に
言
え
ば
、
こ
の
「
ふ
る
さ
と
」
及
び
ふ
る
さ
と
人
は
、
普
遍
的
な
日
本
の
ふ
る

さ
と
及
び
ふ
る
さ
と
人
の
姿
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

作
品
に
表
現
さ
れ
た
田
中
冬
二
の
ふ
る
さ
と
観
は
、
そ
う
い
う
性
質
の
も
の
で
あ

る。
最
後
に
、
こ
の
最
終
行
に
関
し
て
も
う
一
つ
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

や
ま
か
げ

(
略
)
み
ぞ
れ
が
走
り
、
山
で
獲
れ
た
「
ゐ
の
し
し
」
を
売
る
山
陰
の
町
、

や
が
て
雪
が
来
て
、
雪
の
下
で
は
生
業
の
た
め
麻
を
煮
て
糸
を
と
る
。
日
本

的
な
手
工
業
の
な
り
わ
い
の
寂
し
さ
が
し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
、
ふ
る
さ
と

の
冬
の
凍
る
よ
う
な
寒
気
の
肌
ざ
わ
り
が
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」
か
ら
感
じ

ら
れ
る
、
校
巧
的
な
詩
だ
。

作
者
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
、
こ
う
い
う
町
は
越
中
に
も
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
郷
愁
的
な
詩
想
の
作
で
、
「
ゐ
の
し
し
」
が
さ
か
き
ま
に
さ
が
っ
て
い

る
の
を
見
た
の
は
、
奥
多
摩
の
氷
川
、
そ
れ
に
み
ぞ
れ
と
、
雪
の
下
で
麻
を

煮
る
信
州
の
風
物
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
、
作
者
の
郷
愁
、
心
の
ふ
る
さ
と

の
詩
だ
と
い
う
。
「
ふ
る
さ
と
の
山
の
町
よ
」
は
、
そ
う
い
う
意
味
の
日
本

の
ふ
る
さ
と
の
つ
つ
ま
し
い
詩
情
で
あ
る
。

こ
れ
は
阪
本
越
郎
氏
の
文
章
で
あ
る
が
、
最
初
の
方
に
書
か
れ
て
い
る
「
み
ぞ

れ
が
走
り
:
:
:
や
が
て
雪
が
来
て
、
雪
の
下
で
は
」
と
い
う
箇
所
を
読
む
と
、
阪

本
氏
は
、
「
|
|
雪
の
下
に
麻
を
煮
る
」
と
い
う
最
終
行
に
描
か
れ
た
情
景
は
、

そ
れ
以
前
に
描
か
れ
て
い
る
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
時
期
の
「
町
」
の
情
景
と
は
、

時
間
的
に
異
な
り
、
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
冬
の
季
節
が
一
段
と
深
ま
り
、
「
や
が
て

七
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雪
が
来
て
」
そ
の
雪
が
屋
根
の
上
に
降
り
積
も
る
ま
で
に
寒
く
な
っ
た
時
期
の
情

景
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
見
方
と
し
て
充
分
に
成
り
立
つ
。
む

し
ろ
妥
当
な
見
方
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
次
の
よ
う
な
理
解
も
成
り

立
つ
だ
ろ
う
こ
と
を
書
き
つ
け
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
「
み
ぞ
れ
の
す
る
」
現

時
点
に
お
い
て
も
、
雪
は
す
で
に
降
り
積
も
っ
て
い
て
、
し
か
し
、
こ
の
詩
に
描

か
れ
た
情
景
は
、
雪
が
止
ん
で
み
ぞ
れ
が
降
っ
て
い
る
時
の
も
の
で
あ
る
、
と
み

る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
情
景
が
も
た
ら
す
寒
々
と
し
た
感
じ
で

あ
り
、

わ
び
し
き
で
あ
り
、
郷
愁
を
そ
そ
る
眺
望
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。
そ
う
い
う
眺
望
の
中
で
、
凍
り
つ
い
た
「
ゐ
の
し
し
の
ひ
げ
」
の
哀
れ
き
や

荒
涼
と
し
た
感
じ
が
引
き
立
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
阪
本
氏
が
伝
え
る
よ
う

に
、
こ
の
詩
の
世
界
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
な
手
法
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
如
上
の
見
方
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

水
郷

齢E水
を'に
とひ
らか
へり
るカミ

き
れ
し、

ゆ
れ
る
真ま
菰t
の
中

よ
く
あ
た
ま
を
た
た
き

胡
麻
油
で
あ
げ

あ
か
る
い
水
郷
よ

紫
蘇
の
葉
に
の
せ
て
た
べ
る

初
夏
の
か
げ

し
づ
か
な
水
に
濃
く

藍
の
よ
い
瀬
戸
物
の
や
う
な
水
郷
よ



き
わ
め
て
陰
影
の
深
い
絵
画
的
な
作
品
だ
。
こ
の
作
品
自
体
が
「
水
に
:
:
:
き

れ
い
に
ゆ
れ
る
」
「
ひ
か
り
」
の
よ
う
に
音
も
な
く
静
か
に
ゆ
れ
て
い
る
。
ゆ
れ

z
z
ア
ソ
ス

る
に
つ
れ
て
、
こ
の
作
品
を
く
ま
ど
る
濃
淡
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
の
陰
影
も
ゆ
れ
、

そ
の
す
き
聞
か
ら
素
裸
の
ポ
エ
ジ
イ
が
姿
を
見
せ
る
。

こ
の
作
品
に
、
光
と
影
の
微
妙
な
均
衡
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
一
つ
に
、
言
葉

の
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
一
つ
一
つ
の
言
葉
が
相
互
に
響
き
合
い
、
そ
こ
に
独
得
の
抑

揚
と
韻
律
が
か
も
し
出
さ
れ
、
そ
れ
が
地
下
水
の
よ
う
に
こ
の
作
品
の
底
を
貫
い

て
流
れ
て
い
る
。
潔
癖
で
、
歯
切
れ
が
よ
く
、
そ
れ
で
い
て
深
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

指
ん

伴
う
音
が
適
切
に
配
置
さ
れ
、
静
か
に
た
ゆ
た
い
な
が
ら
続
い
て
い
く
。
音
読
し

て
み
て
そ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
し
、
非
常
に
読
み
易
い
o

m
音
な
い
し

n
音
が

r
音
と
共
に
多
用
さ
れ
、
陰
影
の
濃
い
、
そ
れ
で
あ
り
つ

つ
く
ぐ
も
り
の
な
い
明
快
な
韻
律
を
響
か
せ
て
い
る
。

「
水
に
ひ
か
り
が
き
れ
い
に
ゆ
れ
る
真
菰
の
中
」
|
|
こ
の
第
一
行
は
、
七
音
、

七
音
、
六
音
と
い
う
ほ
ぼ
定
型
に
近
い
音
数
律
を
持
ち
、
そ
れ
が

m
音
や

n
音
あ

る
い
は

r
音
の
響
き
を
一
層
引
き
立
て
る
役
割
を
果
し
て
い
る
。
「
水
に
ひ
か
り

が
き
れ
い
に
ゆ
れ
る
」
|
|
|
こ
の
場
合
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
状
態
と
し
て

は
、
澄
ん
だ
ま
ま
水
は
ゆ
れ
て
い
ず
、
豊
か
な
水
量
を
湛
え
て
静
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
水
面
に
「
ひ
か
り
」
が
映
っ
て
「
き
れ
い
に
ゆ
れ
」
て
い
る
。
「
ひ
か
り
」

は
真
拡
を
通
し
て
水
面
に
投
影
さ
れ
る
。
「
ひ
か
り
」
が
ゆ
れ
る
の
は
真
菰
が
風

に
ゆ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
真
菰
が
風
に
そ
よ
ぐ
に
つ
れ
て
、
木
洩
日
の
よ
う

に
、
真
菰
の
葉
か
げ
を
洩
れ
た
「
ひ
か
り
」
が
水
に
映
っ
て
「
ゆ
れ
る
」
。
こ
の

一
行
に
直
接
そ
し
て
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
ひ
か
り
」

の
ゆ
れ
で
あ

る
。
そ
の
ゆ
れ
は
、
し
か
し
、
真
菰
が
水
面
に
お
と
す
影
と
の
関
係
に
お
い
て
捉

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
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私
註
伺

言
い
換
え
れ
ば
、
「
ひ
か
り
が
き
れ
い
に
ゆ
れ
る
」
さ
ま
が
、

こ
こ
で
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
真
菰
の
影
が
き
れ
い
に
ゆ
れ
る
さ

ま
を
も
、
作
者
が
同
時
に
そ
こ
に
見
て
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
真
菰
は
沼
沢

え
ら
れ
て
い
る
。

や
川
岸
に
自
生
し
、
春
芽
ぶ
き
、

や
が
て
高
き
約

-
五
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。

「
初
夏
の
か
げ
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
か
ら
、
す
で
に
か
な
り
の
身
丈
に
成
長
し

て
い
る
。
そ
う
し
た
身
丈
を
持
つ
植
物
が
風
に
ゆ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
「
ひ
か
り
」
で
あ
り
「
か
げ
」
で
あ
る
。
そ
の
「
ゆ
れ
」
の
振
幅
、
速
度
、
光

と
影
の
徴
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
具
合
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
お
の
ず
か
ら
想
像
さ
れ

て
く
る
が
、
そ
れ
ら
の
具
体
は
、
第
五
行
及
び
第
六
行
の
「
あ
か
る
い
水
郷
よ
/

し
づ
か
な
水
に
濃
く
」
と
い
う
詩
句
に
、
よ
り
明
確
に
表
現
さ
れ

初
夏
の
か
げ

て
い
る
。

さ
き
ほ
ど
、
第
一
行
の
詩
句
を
み
る
限
り
で
は
水
は
ゆ
れ
て
い
な
い
、
と
言
つ

と
い
う
詩
句
を
よ
く
味
わ

っ
て
み
る
と
、
「
ひ
か
り
」
と
共
に
水
も
ま
た
た
ゆ
と
う
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら

Tこ

し
か
し
、
「
水
に
ひ
か
り
が
き
れ
い
に
ゆ
れ
る
」

れ
て
く
る
。
こ
の
「
き
れ
い
に
ゆ
れ
る
」
と
い
う
詩
句
が
表
わ
す
「
ゆ
れ
」
に
は

一

種

の

立

体

感

が

あ

る

。

「

ひ

か

り

」

つ

ま

り

左

右

前

後
に
動
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
「
き
れ
い
」
な
の
は
、
「
ひ
か
り
」
の
光
沢
、

光
り
具
合
、
あ
る
い
は
色
彩
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
と

切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
「
ひ
か
り
」

は
水
面
上
を
平
面
的
に
、

の
水
面
に
お
け
る
上
下

の
動
き
、
律
動
、
律
動
が
も
た
ら
す
立
体
的
な
形
の
「
き
れ
い
」
さ
を
も
、
言
外

に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
水
の
ゆ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
一
切
を
包
括
し
た
も
の
と
し
て
の
「
ゆ
れ
」
で
あ
り
「
き
れ
い
」

き
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
水
の
上
を
渡
る
風
の
気
配
や
真
菰
の
葉
ず
れ
の
音
も

七
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感
じ
と
れ
る
。

第
二
行
か
ら
第
四
行
に
か
け
て
表
現
さ
れ
て
い
る
「
と
ら
へ
る
」
「
た
た
き
」

「
あ
げ
」
「
た
ベ
る
」
の
主
体
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
う
ち
「
た
ベ
る
」
に
つ

い
て
は
、
そ
の
主
体
が
作
者
で
あ
る
か
、
す
く
な
く
と
も
そ
こ
に
作
者
が
加
わ
っ

て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
他
の
三
つ
の
場
合
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な

い
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
詩
句
は
「
あ
か
る
い
水
郷
」
「
藍
の
よ
い
瀬

戸
物
の
や
う
な
水
郷
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
象
化
し
て
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
主
体
が
誰
で
あ
る
か
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
。

表
現
上
の
鮮
度
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

「
飴
を
と
ら
へ
る
」
と
い
う
第
二
行
の
詩
句
は
、

に
は
位
が
ふ

の

「
水
郷
」

ん
だ
ん
に
生
棲
し
て
お
り
、
そ
れ
を
捕
え
「
胡
麻
油
で
あ
げ
」
て
た
べ
る
と
い
う

こ
と
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
詩

句
は
そ
う
い
う
事
柄
を
表
わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
齢
が
棲
息
す
る
と
い
う

そ
の
こ
と
が
、
真
菰
の
自
生
と
共
に
、
こ
の
水
郷
の
水
質
や
水
深
あ
る
い
は
水
温

の
状
態
を
具
体
的
に
想
像
さ
せ
る
上
で
力
と
な
っ
て
い
る
。
水
中
に
ひ
そ
む
蛤
の

動
き
や
、

そ
れ
を
捕
え
よ
う
と
す
る
人
間
の
動
作
が
水
に
渡
紋
を
生
じ
さ
せ
、

れ
が
「
ひ
か
り
が
き
れ
い
に
ゆ
れ
る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
。

位
の
体
形
と
そ
の
色
つ
や
、
皮
膚
の
ぬ
ら
め
く
感
触
等
が
、
皮
膚
感
覚
を
通
し

て
読
む
者
に
伝
わ
る
。
こ
の
ぬ
ら
め
い
た
感
触
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の

が
、
次
行
の
「
よ
く
あ
た
ま
を
た
た
き
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
前
行
の
「
と
ら

お
ん

へ
る
」
と
い
う
詩
句
が
、
音
と
し
て
一
種
の
な
め
ら
か
さ
と
潤
い
を
持
ち
つ
つ
、

そ
の
響
き
は
、
外
に
む
か
つ
て
拡
散
す
る
方
向
を
た
ど
る
よ
り
は
む
し
ろ
内
側
に

こ
も
っ
て
く
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
よ
く
あ
た
ま
を
た
た
き
」

七

お
ん

と
い
う
詩
句
に
は
、
音
に
乾
き
が
あ
り
、
乾
い
た
ま
ま
そ
の
響
き
は
外
に
む
か
つ

て
拡
散
し
て
ゆ
く
感
じ
を
与
え
る
。

J
Z
B
印。
S
E
r
-と
い
う

a
音
と

t
音
相

互
の
響
鳴
作
用
が
そ
う
い
う
感
じ
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
。
あ
た
り
の
空
気
の

乾
い
た
状
態
や
、
「
あ
た
ま
を
た
た
」
く
者
の
神
経
の
冴
え
や
摘
癖
な
気
性
ま
で

も
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
鮭
の
生
臭
き
ゃ
血
の
に
お
い
は

そ
れ
ら
は
、
「
た
た
」
く
者
の
摘
癖
な
神
経
と
つ
め
た
い
水
に
よ
っ
て
洗

い
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ご
、
。

φ
ト

~
v
w

一
拍
置
い
て

「
紫
蘇
の
棄
に
の
せ
て
た

「
胡
麻
油
で
あ
げ
」
と
表
現
し
た
後
、

と
続
く
そ
の
聞
に
時
間
の
推
移
が
介
在
し
、
「
胡
麻
油
」

の
芳
し
い
匂
い

ベ
る
」

が
た
だ
よ
い
始
め
、
「
あ
げ
」

飴
の
感
触
は
か
ら
っ
と

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

し
た
も
の
へ
と
変
質
し
て
ゆ
く
。
飴
の
体
臭
は
消
え
失
せ
、
存
在
そ
れ
自
体
が
漂

そ
の
肉
は
淡
白
な
感
じ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
「
紫
蘇
の
葉
」

白
さ
れ
、

の
も

た
ら
す
匂
い
が
そ
れ
を
一
層
促
進
す
る
。
こ
の
一
行
に
は
「
胡
麻
油
」

の
持
つ
特
有
の
匂
い
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。

と
共
に
澄
ん
で
い
る
。

の
匂
い

と
、
「
紫
蘇
の
葉
」

「
水
」
や
「
ひ
か
り
」

そ
の
匂
い
は

作
者
の
噴
覚
を
は
じ
め
と
す
る
も

そ

ろ
も
ろ
の
感
覚
も
澄
ん
で
い
る
。

「
飴
を
と
ら
へ
る
」
「
よ
く
あ
た
ま
を
た
た
き
」

「
胡
麻
油
で
あ
げ
」
と
続
く
こ

一
定
の
速
度
と
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
淀
み
が
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
人
間
の
動
作
に
は
渋
滞
が
な
く
、
料
理
さ
れ
る

れ
ら
の
表
現
の
流
れ
に
は
、

飴
の
鮮
度
も
落
ち
る
こ
と
が
な
く
何
時
ま
で
も
新
鮮
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
田
中
冬

二
の
潔
癖
な
美
意
識
と
感
性
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

以
上
の
四
行
は
、
こ
の
作
品
の
前
半
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
前
半
の

詩
句
は
、
後
半
の
そ
れ
に
比
べ
て
表
現
の
仕
方
が
即
物
的
で
あ
り
、
客
観
的
で
あ



り
、
具
体
的
で
あ
る
。
後
半
の
三
行
は
、
前
半
の
詩
句
を
受
け
、
そ
れ
を
集
約
す

る
方
向
で
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
も
「
藍
の
よ
い
瀬
戸
物
の
や
う
な
水
郷

よ
」
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
直
喰
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
前
半
の
表
現

を
ふ
ま
え
、
そ
れ
を
よ
り
鮮
明
に
集
約
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
具
体
に
は
、
前
半
の
世
界
を
総
括
す
る
と
い
う
点
で
一
種
の
抽

象
的
性
格
が
苧
ま
れ
て
い
る
。

後
半
の
詩
句
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
。

後
半
の
三
行
は
巨
視
的
な
観
点
に
立
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
前
半
の
詩
句

は
眼
前
の
事
物
や
情
景
の
中
か
ら
、
こ
の
作
品
の
主
題
を
表
わ
す
の
に
ふ
さ
わ
し

い
素
材
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
視
野
は
限

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
半
に
あ
っ
て
は
「
水
郷
」
の
全
貌
が
見
渡
さ

れ
て
い
る
。
遠
望
さ
れ
て
い
る
そ
の
情
景
は
、
前
半
に
お
い
て
描
か
れ
た
具
体
的

な
風
物
を
内
包
し
、
そ
れ
を
集
約
し
つ
つ
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
か
る
い
水
郷
よ
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る
「
あ
か
る
い
」

は
、
第
一
行
の

「
水
に
ひ
か
り
が
き
れ
い
に
ゆ
れ
る
」

と
い
う
岸
辺
の
情
景
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

野
を
次
第
に
拡
大
し
、

や
が
て
水
郷
全
体
を
視
界
に
お
さ
め
て
表
現
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
詩
句
を
読
む
際
に
読
者
は
第
一
行
に
表
現
さ
れ
て
い
る
水
辺
の
イ
メ

ー
ジ
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
そ
れ
を
た
ど
り
つ
つ
水
郷
全
体
の
風
光
を
脳
裡
に
構
築

す
る
。
こ
の
「
あ
か
る
」
さ
は
そ
う
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

第
六
行
の
「
初
夏
の
か
げ

し
づ
か
な
水
に
濃
く
」
と
い
う
詩
句
は
、
同
じ
く

第
一
行
の
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
、
と
り
わ
け
「
真
菰
の
中
」
と
い
う
表
現
が
も
た

ら
す
イ
メ
ー
ジ
と
響
合
し
て
い
る
。
「
初
夏
の
か
げ
」
は
、
前
行
の
「
あ
か
る
い
」

と
い
う
詩
句
と
か
か
わ
り
合
っ
て
、
「
初
夏
」
の
明
る
さ
爽
や
か
さ
が
印
象
づ
け

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
」
私
註
例

ら
れ
、
そ
れ
を
対
比
す
る
も
の
と
し
て

「
か
げ
」

は
陰
影
を

「
濃
く
」

し
て
い

る
。
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
か
げ
」
は
初
夏
自
身
の
「
か
げ
」
で
あ
っ
て
、

特
定
の
も
の
の
影
l
l例
え
ば
木
と
か
真
菰
と
か
雲
と
か
の
影
を
直
接
的
に
表
現

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
を
ぬ
き
に
し
て

初
夏
自
身
の
純
粋
な
「
か
げ
」
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
「
か
げ
」
を
「
初
夏
の
」

ひ
か
り
と
し
て
理
解
し
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
木
や
真
菰
や
雲

や
光
を
も
含
め
、
こ
の
水
郷
一
帯
に
存
在
す
る
も
の
が
も
た
ら
す
「
か
げ
」
を
総

括
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
か
げ
」
と
平
仮
名
で
表
記

し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
「
か
げ
」
は
特
定
の
輪
郭
を
持
た
な
い
。
漢
字
で
表

な
ど
に
該
当
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
水
に

「
騎
」
「
蔭
」

投
影
さ
れ
た
そ
の
「
か
げ
」
は
、
或
る
程
度
の
広
さ
を
も
っ
て
拡
が
っ
て
い
る
。

そ
の
「
か
げ
」
の
濃
さ
は
、
水
郷
を
と
り
ま
く
快
晴
の
天
気
や
、
湿
気
の
な
い
爽

記
す
る
と
す
れ
ば

や
か
な
空
気
や
、
こ
こ
ち
ょ
い
微
風
や
、
澄
明
な
視
界
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

視

も
の
で
あ
る
と
共
に
、
水
の
温
度
、
水
深
、
水
面
の
お
だ
や
か
さ
等
に
よ
っ
て
生

じ
た
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

の
く
さ
ぐ
さ
の
情
景
を
集
約
し
、
「
水
郷
」

メ
l
ジ
を
総
括
す
る
も
の
と
し
て
、
「
藍
の
よ
い
瀬
戸
物
の
や
う
な
水
郷
よ
」
と

い
う
、
的
確
に
し
て
優
れ
た
詩
句
が
最
終
的
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
藍
」
に
は
、

「
水
に
濃
く
」
映
っ
た
「
初
夏
の
か
げ
」
が
寓
さ
れ
て
お
り
、
「
濃
」
さ
の
内
実
が

比
轍
表
現
を
通
し
て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
瀬
戸

物
」
は
、
愛
知
県
瀬
戸
市
を
中
心
に
生
産
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
瀬
戸
陶
磁
器
の
う
ち

染
付
け
の
白
磁
を
さ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
藍
の
よ
い
瀬
戸
物
」
の
「
よ
い
」

「
藍
」
と
「
瀬
戸
物
」
の
両
方
に
か
か
っ
て
い
る
。
良
質
の
白
磁
の
器
物
が

そ
れ
ら
「
水
郷
」

の
も
た
ら
す
イ

a 

七
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備
え
て
い
る
蹴
の
な
め
ら
か
さ
、
潤
い
の
あ
る
光
沢
、
澄
ん
だ
そ
し
て
冴
え
た
色

合
い
、
ひ
ん
や
り
と
し
た
感
触
l
l
i白
磁
の
器
胎
に
比
-
輸
さ
れ
た
「
水
郷
」
の
水

面
の
、
そ
う
し
た
性
状
に
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
初
夏
の
か
げ
」
が
「
藍
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
措
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
濃
淡
の
色
調
が
鮮
明
な
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
を
以
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
瀬
戸
物
」
と
「
藍
」
の
関
係
は
、

第
一
行
の
「
水
」
と
「
ひ
か
り
」
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
、

第
六
行
の
「
あ
か
る
い
水
郷
」
と
う
た
わ
れ
た
そ
の
「
あ
か
る
」
さ
を
規
定
す
る

こ
と
に
も
な
っ
た
。
最
終
行
を
読
み
終
え
た
時
点
で
、
読
者
は
、
当
の
最
終
行
か

ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
を
基
に
し
て
、
そ
れ
以
前
に
展
開
さ
れ
た
詩
句
の
イ
メ
ー
ジ
を

お
の
ず
か
ら
い
ざ
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ

改
め
て
補
足
し
補
強
す
る
営
み
へ
と
、

る。水「
郷高瀬
」戸

を物
繋 の

C や
むう
作 E
者
のと
気い
持 う
が比
、鳴

表
現

t土

瀬
戸
物
を
愛
す
る
が
如
く
に

つ
つ
ま
し
や
か
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

(
一
九
九
四
・
一
一
・
一
一
)

注(

1

)

随
想
「
立
春
よ
り
雨
水
に
」
(
『
田
中
冬
二
全
集
』
第
3
巻
〉

(
2
〉
同
右
。

(
3
)

「
詩
は
か
く
味
わ
っ
て
ほ
し
い
」
(
全
集
第
3
巻
)

(

4

)

「
持
情
の
彼
岸
」
(
全
集
第
3
巻
)

(

5

)

田
中
冬
二
は
随
筆
「
玉
造
の
ひ
よ
ど
り
」
(
全
集
第
3
巻
〉
の
中
で
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。
「
昭
和
四
十
三
年
三
月
六
日
ハ
水
〉
:
:
:
午
後
二
時
半
、
予
報
の
通

り
阪
本
君
が
中
央
公
論
の
鈴
木
(
稲
垣
)
み
ゆ
き
さ
ん
と
共
に
来
訪
さ
れ
た
。
今
度

君
が
解
説
を
引
受
け
ら
れ
た
中
央
公
論
社
刊
行
の
『
日
本
の
詩
歌
』
の
私
の
作
品
に

七
回

関
し
て
の
打
合
せ
の
た
め
で
あ
る
。
(
略
〉
そ
の
日
私
の
全
詩
集
を
と
り
出
し
て
示

し
、
君
の
質
問
に
い
ち
い
ち
答
え
た
。
作
品
の
動
機
出
所
年
月
日
等
に
ま
で
及
ん
だ

の
で
、
話
は
長
々
と
つ
づ
き
気
が
つ
い
た
時
は
、
も
う
七
時
を
す
ぎ
て
夕
飯
時
だ
っ

た。」

(

6

)

『
日
本
の
詩
歌
』
第
M
巻
(
中
央
公
論
社
刊
)
脚
注
解
説
。

(

7

)

和
国
利
夫
『
郷
愁
の
詩
人
田
中
冬
二
』
(
筑
摩
書
房
刊
)

(

8

)

詩
集
『
海
の
見
え
る
石
段
』
所
収
。

(

9

)

「
山
の
湯
小
記
」
(
随
筆
集
『
高
原
と
峠
を
ゆ
く
』
所
収
)

(
叩
)
「
山
の
湯
小
記
」
に
記
さ
れ
た
冬
二
の
次
の
文
章
は
一
つ
の
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
渓
の
野
天
風
呂
へ
下
り
て
ゆ
く
石
段
の
両
側
は
、
く
ず
と
山
葡
萄
の
葉
が
、
い

っ
ぱ
い
ひ
ろ
が
り
、
重
な
り
合
っ
て
ゐ
る
。
秋
に
な
る
と
、
石
段
に
は
そ
の
く
ず

の
花
が
こ
ぼ
れ
る
。
石
段
の
く
づ
れ
か
か
っ
た
処
に
、
水
が
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
噴

き
出
し
て
ゐ
る
。
野
天
風
呂
は
自
然
の
岩
聞
を
利
用
し
た
も
の
で
、
浴
槽
に
し
て

ゐ
る
岩
の
す
ぐ
下
は
、
渓
流
の
瀬
で
あ
る
。
」

(
日
〉
注
(

5

)

参
照
。

(
ロ
〉
随
想
「
立
春
よ
り
雨
水
に
」
(
全
集
第
3
巻
)

(
臼
)
詩
集
『
山
鴫
』
所
収
。

(

M

)

『
日
本
の
詩
歌
』
第
出
巻
脚
注
解
説
。

(
時
〉
同
右
。

(
日
)
田
中
冬
二
の
句
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
絵
釣
り
紫
蘇
の
葉
摘
ん
で
帰
る
な
り
」
(
句
集
『
麦
ほ
こ
り
』
所
収
〉
「
ご
っ
そ

り
と
流
し
に
お
き
ぬ
梅
雨
飴
」
(
句
集
『
冬
霞
』
所
収
)

(
げ
)
詩
「
鎗
」
(
詩
集
『
牡
丹
の
寺
』
所
収
)
に
お
い
て
、
冬
二
は
総
を
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。

「
晩
春
の
日
の
あ
か
る
い
昼
を
/
厨
の
摺
鉢
の
中
に
総
/
そ
れ
は
奇
妙
き
で
れ
っ

と
い
ふ
か
甚
だ
珍
妙
で
あ
る
/
い
っ
た
い
誰
が
総
を
摺
鉢
な
ど
へ
入
れ
た
ん

だ
/
あ
た
ま
で
っ
か
ち
で
口
が
大
き
く
て
/
長
い
髭
の
総
/
ぬ
め
ぬ
め
し
て
い

か
っ
と
う

て
青
黒
く
腹
ば
か
り
白
い
絵
/
そ
の
恰
好
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
が
/
何
か
ま
た

ペ
ー
ソ
ス
も
あ
る
〆
駒
い
よ
う
な
晩
春
の
日
の
昼
総
を
見
て
い
る
」



(
日
山
〉
田
中
冬
二
は
陶
磁
器
や
藍
を
独
得
の
感
性
で
と
ら
え
て
う
た
う
場
合
が
あ
る
。
例

え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
し
ろ
い
一
枚
の
皿
を
見
て
ゐ
る
こ
と
は
か
な
し
い
こ
と
だ
/
そ
こ
に
は
季
節

の
果
物
が
灯
の
よ
う
に
も
り
あ
が
り
:
:
:
」
(
「
皿
」
)

「
そ
の
は
や
い
き
れ
い
な
水
の
/
ほ
そ
い
い
く
ほ
ん
も
の
ひ
だ
に
/
う
す
い

何
枚
も
の
層
に
/
し
ろ
い
瀬
戸
物
の
/
乳
る
や
う
な
悲
哀
を
か
ん
じ
る
」
(
「
山
の

水
」
)

「
あ
か
る
い
山
の
風
/
か
る
い
ひ
と
へ
の
心
よ
さ
/
吋
闘
の
に
ほ
ひ
/
し
ろ
い
皿

ふ

注

す

し

に
は
鮒
の
俳
」
(
「
山
へ
来
て
」
)

「
山
か
ら
く
る
水
の
た
い
さ
う
つ
め
た
く
/
そ
こ
に
洗
ふ
皿
や
小
鉢
に
/
と
ほ
い

け

や

き

だ

い

ら

ほ

ぼ

だ

に

棒
平
や
祖
母
谷
あ
た
り
の
雪
の
に
ほ
ひ
の
す
る
/
そ
し
て
ま
た
ふ
と
手
に
す
く

は
れ
て
く
る
の
は
/
あ
の
藍
ば
ん
で
透
明
な
か
は
い
い
川
脱
で
あ
る
」
(
「
故
郷
詩

抄
」
)

(
印
〉
こ
の
作
品
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
水
郷
」
の
所
在
地
に
つ
い
て
阪
本
越
郎
氏
は
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

利
根
川
に
近
い
あ
た
り
の
水
郷
の
風
物
を
と
ら
え
て
、
初
夏
の
明
る
い
爽
や
か
な

風
景
画
で
あ
る
。
」
(
『
日
本
の
詩
歌
』
第
別
巻
)

お
そ
ら
く
そ
の
通
り
な
の
だ
ろ
う
。
注
(
5
〉
に
引
用
し
た
文
章
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
こ
と
も
田
中
冬
こ
か
ら
直
接
聞
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
一
般
に
関
東
在

住
の
者
に
と
っ
て
は
、
「
水
郷
」
と
言
え
ば
「
利
根
川
に
近
い
あ
た
り
」
或
い
は
霞

が
浦
近
辺
の
水
郷
を
思
い
浮
べ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
だ
、
田
中
冬
二
は
昭
和
九

年
五
月
一
日
発
行
の
雑
誌
「
書
物
」
に
「
水
郷
」
と
い
う
題
で
俳
句
を
三
旬
発
表
し

て
い
る
。
(
和
国
利
夫
著
『
郷
愁
の
詩
人
田
中
冬
二
』
に
教
え
ら
れ
た
。
〉

水
郷

U
し
だ
た
み

花
冷
え
や
石
山
寺
の
監

〈

き

ず

し

山
吹
の
花
は
明
る
し
腐
れ
鮪

|
|
く
さ
れ
絡
は
近
江
大
津
の
名
産

松
江

白
魚
の
小
皿
も
さ
び
し
臨
水
亭

日
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
判

詩
「
水
郷
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
年
四
月
、
雑
詩
「
オ
ル
ブ
ェ
オ
ン
」
第

一
号
で
あ
る
。
当
時
の
田
中
冬
二
が
「
水
郷
」
と
言
う
場
合
、
「
近
江
」
あ
る
い
は

「
松
江
」
を
そ
の
範
鴫
に
入
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
参
考
ま
で
に
記
し
て

お
き
た
い
。

七
五


