
上
嶋
鬼
貫
の
俳
論
に
お
け
る
｢
ま
こ
と
｣

--

『
独
言
』
を
中
心
に
-
-

筒

井

佐
和
子

序上
嶋
鬼
貫
は
､
万
治
四
年
(
一
六
六
一
)
に
生
ま
れ
､
元
文
三
年
(
一
七
三
八
)
に
没
し
た
､
伊
丹
の
排
人
で
あ
る
｡
芭
蕉
の
生
年
が

寛
永
二
十
一
年
(
〓
ハ
四
四
)
で
あ
る
か
ら
､
芭
蕉
よ
り
も
十
七
年
若
い
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
鬼
貫
自
身
が
『
独
言
』

に
記
す
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
､
彼
は
八
歳
の
年
に
｢
こ
い
〈
と
い
へ
ど
蛍
が
と
ん
で
ゆ
く
｣
と
詠
ん
で
以
来
俳
諸
に
携
わ
っ
て
お
り
､
ま
た
､

｢
ま
こ
と
の
外
に
俳
詰
な
し
｣
と
看
破
し
た
の
は
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
で
あ
っ
で
こ
れ
は
芭
蕉
の
蕉
風
開
眼
と
は
ば
同
時
期
に
あ

た
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
鬼
貫
と
芭
蕉
と
は
は
ぼ
同
時
代
の
俳
人
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
｡

『
独
言
』
は
､
享
保
三
年
(
一
七
一
八
)
､
鬼
貫
五
十
八
歳
の
時
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
鬼
貢
が
｢
年
比
思
ひ
た
る
事
ど
も
｣
を
｢
寝

覚
〈
に
か
い
つ
け
置
｣
い
た
も
の
で
､
全
体
は
上
下
二
巻
か
ら
成
り
､
上
巻
は
鬼
貫
の
排
諦
観
を
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
述
べ
た
俳
論
､

下
巻
は
俳
語
の
題
材
と
す
べ
き
四
季
･
旅
･
恋
な
ど
に
関
わ
る
随
筆
風
の
文
章
で
あ
り
､
親
交
の
あ
っ
た
歌
人
有
賀
長
伯
が
序
を
寄
せ

て
い
る
｡
鬼
貫
の
排
譜
観
を
最
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
呈
示
し
た
も
の
が
こ
の
『
独
言
』
で
あ
り
､
彼
の
俳
論
の
要
諦
で
あ
る
｢
ま
こ
と
｣

の
論
は
そ
の
上
巻
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
､
彼
の
思
想
の
一
端
は
､
こ
の
他
､
元
禄
三
年
(
〓
ハ
九
〇
)
刊
の

『
大
悟

物
狂
』
の
蚊
文
及
び
『
犬
居
士
』
､
享
保
十
三
年
刊
の
『
仏
兄
七
久
留
万
』
の
解
等
に
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

〓
二
一



一
三
二

さ
て
､
当
時
の
俳
壇
の
状
況
を
見
る
と
､
寛
永
以
来
約
半
世
紀
は
松
永
貞
徳
の
開
い
た
貞
門
排
詩
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
､
や
が
て
反

貞
門
の
一
派
が
大
阪
で
西
山
宗
因
を
中
心
に
新
風
を
興
す
｡
こ
れ
が
後
に
談
林
俳
譜
と
い
わ
れ
る
も
の
で
､
延
宝
年
間
(
〓
ハ
七
三
～

八
一
)
頃
は
そ
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
｡
伊
丹
の
俳
壇
も
､
貞
門
の
俳
仙
と
言
わ
れ
る
松
江
維
舟
(
重
頼
)
の
門
人
の
一
人
池
田
宗
旦
が

延
宝
二
年
に
移
住
し
て
き
た
こ
と
を
機
に
､
活
気
を
帯
び
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
｡
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
､
鬼
貫
は
寛
文
十
二
年

(
一
六
七
二
)
､
十
二
歳
の
時
､
維
舟
か
ら
長
点
を
受
け
､
翌
年
に
は
維
舟
の
門
に
入
る
｡
そ
の
一
方
､
独
吟
の
百
韻
を
度
々
名
高
い
俳

人
に
送
っ
て
点
を
乞
い
､
当
時
の
多
く
の
俳
人
と
接
す
る
機
会
に
恵
せ
れ
て
い
る
｡
や
が
て
談
林
俳
譜
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
と
､
鬼

貢
は
宗
困
の
は
な
や
か
な
風
に
心
を
惹
か
れ
､
そ
の
風
を
習
う
｡
そ
の
頃
に
は
伊
丹
の
俳
詰
も
談
林
派
と
類
似
の
も
の
に
な
っ
て
い
っ

た
よ
う
で
あ
る
｡
だ
が
､
や
が
て
談
林
風
の
俳
著
は
沈
滞
し
､
独
創
性
を
失
う
｡
鬼
貫
は
当
時
の
俳
詰
の
あ
り
か
た
に
強
い
疑
念
を
抱

く
よ
う
に
な
り
､
悟
り
を
求
め
て
沈
思
黙
考
に
入
る
｡
｢
ま
こ
と
の
外
に
俳
譜
な
し
｣
と
の
大
悟
は
､
こ
う
し
た
時
期
を
経
て
得
ら
れ

た
と
い
軍
『
独
言
』
に
は
､
こ
の
間
の
経
緯
を
記
し
た
段
章
が
あ
る
が
､
そ
の
中
か
ら
､
彼
が
俳
譜
の
あ
り
か
た
に
疑
念
を
抱
く
よ

う
に
な
っ
て
以
来
大
悟
に
至
る
ま
で
の
記
述
を
あ
げ
て
お
こ
う
｡

人
に
よ
し
と
い
は
れ
､
我
こ
こ
ろ
に
も
お
も
し
ろ
か
り
し
や
う
に
有
け
る
を
も
､
修
行
し
っ
る
覚
も
克
く
て
な
す
所
よ
き
句
に
て

有
べ
き
や
う
は
あ
ら
じ
と
､
ひ
た
す
ら
我
心
に
う
た
が
ひ
を
起
し
て
､
更
に
こ
～
ろ
を
と
ゞ
む
る
事
な
く
思
ふ
に
､
い
に
し
へ
よ

り
の
俳
語
は
み
な
詞
た
く
み
に
し
､
一
句
の
す
が
た
お
は
く
は
せ
ち
に
し
て
､
或
は
色
品
を
か
ざ
る
の
み
に
て
心
残
し
｡
つ
ら
〈

よ
き
寄
と
い
ふ
を
お
も
ふ
に
､
詞
に
巧
み
も
な
く
姿
に
色
品
を
も
か
ざ
ら
ず
､
只
さ
ら
〈
と
よ
み
な
が
し
て
､
し
か
も
其
心
探

し
｡
(
中
略
)
た
ゞ
俳
諸
は
狂
句
作
意
を
い
ふ
と
の
み
心
得
た
る
ば
か
り
､
一
概
に
か
た
よ
る
べ
き
道
に
も
あ
ら
ず
｡
猶
深
き
奥

も
や
あ
ら
ん
と
､
延
宝
九
年
の
比
よ
り
骨
髄
に
と
を
り
て
､
物
み
な
心
に
そ
む
事
な
く
や
～
五
と
せ
を
経
て
､
貞
享
二
年
の
春
､

ま
こ
と
の
外
に
俳
譜
な
し
と
お
も
ひ
も
う
け
し
よ
り
､
そ
の
か
ざ
り
た
る
色
品
も
､
か
の
一
句
の
た
く
み
も
､
こ
と
く
く
う
せ

て
､
そ
れ
く
は
沓
そ
ら
ご
と
ゝ
な
り
ぬ
｡
(
一
九
三
-
九
酢
Y



こ
こ
に
見
る
よ
う
に
､
鬼
其
の
思
索
は
｢
心
｣
の
深
さ
を
求
め
て
な
さ
れ
､
そ
の
思
索
の
拠
り
所
と
し
て
は
和
歌
の
伝
統
が
あ
っ
た
｡

そ
し
て
､
こ
の
反
省
が
以
後
の
彼
の
排
論
の
方
向
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
｡

一
俳
譜
の
道

『
独
言
』
で
は
､
当
時
の
併
誇
が
非
常
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
言
及
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
｡
長
伯
の
序
に
続
い
て
始
ま

る
第
一
段
か
ら
鬼
冥
は
こ
の
点
を
指
摘
し
､
批
判
す
る
｡

俳
譜
の
道
は
､
あ
さ
き
に
似
て
深
く
､
や
す
き
に
似
て
つ
た
は
り
が
た
し
｡
初
心
の
時
は
浅
き
よ
り
ふ
か
き
に
入
､
至
り
て
後
は

深
き
よ
り
あ
さ
き
に
出
と
か
聞
し
｡
む
か
し
は
人
の
心
す
な
を
に
し
て
､
初
中
後
を
経
し
か
ど
､
今
は
そ
の
修
行
す
る
人
だ
に
す

く
な
く
､
心
皆
さ
き
に
は
し
り
て
､
い
つ
し
か
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
上
手
に
は
な
り
け
ら
し
｡
こ
れ
を
お
も
ふ
に
､
俳
譜
は
只
当
座
の

化
口
に
し
て
根
も
葉
も
な
き
い
ひ
捨
草
な
り
と
､
か
ろ
き
事
に
お
も
へ
る
な
る
べ
し
｡
是
も
ま
た
和
歌
の
一
鉢
と
か
聞
時
は
､
か

り
に
も
浅
〈
敷
お
も
ふ
べ
き
道
に
は
あ
ら
ぬ
を
､
は
い
な
き
事
に
ぞ
侍
る
｡
〓
八
四
)

鬼
貫
の
見
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
､
当
時
の
人
々
の
俳
諸
に
対
す
る
意
識
は
極
め
て
低
く
､
俳
詩
は
｢
当
座
の
化
口
｣
あ
る
い
は
｢
根

も
葉
も
な
き
い
ひ
捨
草
｣
と
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
､
実
際
､
そ
の
頃
の
俳
譜
は
､
単
な
る
詞
の
遊
戯
で
あ
り
､
ま
た
､

低
俗
な
題
材
に
基
づ
く
笑
い
を
主
と
す
る
よ
う
な
も
の
が
殆
ど
で
あ
っ
た
｡

だ
が
､
鬼
貫
の
記
述
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
､
当
時
の
排
譜
の
堕
落
的
状
況
の
指
摘
そ
れ
自
体
よ
り
も
､
彼
が
｢
俳
詰
の
道
｣
と
い

う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
鬼
貰
に
よ
れ
ば
､
俳
譜
は
古
来
｢
道
｣
と
さ
れ
て
き
た
和
歌
と
同
等
の
地
位
に
置
か
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
根
拠
は
､
長
伯
に
よ
る
序
の
中
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
､
俳
詰
も
｢
和
歌
の
一
鉢
｣
で
あ
る
と

い
う
点
に
あ
る
｡
尤
も
､
排
著
を
和
歌
の
一
鉢
と
す
る
考
え
方
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
五
十
八
首
の
評
語
歌
が
見
え
る
こ
と
に
基
づ
く

一
三
三



と
思
わ
れ
､
『
独
言
』
以
前
に
も
同
様
の
指
摘
は
請
書
に
散
見
す
聖
徒
っ
て
､
鬼
貫
の
｢
排
譜
の
道
｣
と
い
う
発
想
の
出
発
点
は
鬼

貫
の
独
創
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
｡
し
か
し
､
鬼
貫
の
｢
あ
さ
き
に
似
て
深
く
､
や
す
き
に
似
て
つ
た
は
り
が
た
し
｡
初
心
の
時
は
浅

き
よ
り
ふ
か
き
に
入
､
至
り
て
後
は
深
き
よ
り
あ
さ
き
に
出
と
か
閲
し
｡
｣
と
の
記
述
は
明
ら
か
に
先
行
歌
論
･
連
歌
論
に
準
拠
し
て

お
牢
鬼
貫
の
思
索
は
や
は
り
み
ず
か
ら
直
接
に
｢
や
ま
と
う
た
の
道
｣
の
あ
り
か
た
に
返
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
の
目
標
は
､
俳
誇
を
和
歌
と
同
等
の
地
位
に
引
㌢
あ
け
て
｢
道
｣
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢
俳
許
の
道
｣
を
掲
げ
た
鬼
貫
は
､
和
歌
の
場
合
と
同
様
に
俳
諸
に
も
｢
修
行
｣
を
要
求
し
､

修
行
の
道
に
限
り
あ
ら
ざ
れ
ば
至
り
て
止
ま
る
奥
も
あ
ら
じ
｡
ロ
ハ
臨
終
の
夕
ま
で
の
修
行
と
知
べ
し
｡
〓
八
六
)

と
し
て
､
こ
の
道
の
修
行
が
果
て
の
な
い
も
の
で
あ
り
､
一
生
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
｡
で
は
､
俳
詩
の
修

行
と
は
い
か
な
る
も
の
か
｡
鬼
貫
の
回
答
は
明
快
で
あ
る
｡

俳
話
の
修
行
と
い
へ
る
は
､
ひ
た
す
ら
句
に
ま
こ
と
の
味
ひ
を
檜
古
し
て
､
平
生
人
に
交
る
を
も
す
ぐ
に
そ
の
ま
こ
と
を
用
ひ
て
､

い
つ
は
り
な
き
事
を
む
ね
と
心
得
た
ら
ん
を
こ
そ
い
ふ
べ
け
れ
｡
(
一
九
〇
)

我
は
俳
譜
を
仕
習
ひ
て
よ
り
い
く
と
せ
を
重
ね
た
り
と
指
を
か
ぞ
へ
て
､
そ
れ
を
の
み
修
行
な
り
と
お
も
へ
る
人
は
､
心
得
達
ひ

も
侍
ら
ん
｡
ま
こ
と
の
道
に
こ
～
ろ
を
よ
せ
ず
し
て
､
句
の
う
へ
を
の
み
い
ひ
も
て
あ
そ
ぴ
た
る
作
者
は
､
た
と
ひ
い
く
と
せ
を

ふ
る
と
も
身
の
益
と
は
な
ら
ず
や
侍
ら
ん
｡
(
一
九
〇
)

す
な
わ
ち
､
俳
譜
の
修
行
と
は
､
｢
句
に
ま
こ
と
の
味
ひ
を
稽
古
｣
す
る
こ
と
で
あ
り
､
ま
た
同
時
に
｢
ま
こ
と
｣
を
平
生
の
人
間

関
係
に
も
及
ぼ
す
こ
と
で
あ
る
｡
要
す
る
に
､
排
語
の
修
行
と
は
｢
ま
こ
と
｣
の
修
行
で
あ
り
､
そ
れ
は
作
句
の
稽
古
の
側
面
と
倫
理

的
修
養
の
側
面
と
を
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
､
鬼
貫
に
と
っ
て
､
作
句
の
稽
古
と
倫
理
的
修
養
と
は
別
々

の
事
柄
で
は
な
く
､
両
者
が
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
俳
詰
と
倫
理
と
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
り
､
｢
ま
こ
と
｣
は
そ
の

･
両
側
面
を
統
べ
る
理
念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
鬼
貫
は
､



常
の
わ
ざ
を
排
諸
に
な
ぞ
ら
へ
､
は
い
か
い
を
又
つ
ね
の
む
つ
ま
じ
事
に
案
じ
よ
ら
ば
､
自
然
と
句
毎
に
の
り
な
じ
み

(
前
句
と

付
町
の
調
和
)
も
出
来
ぬ
べ
し
｡
(
一
八
五
)

俳
譜
を
修
し
て
ま
こ
と
の
道
を
行
ひ
侍
ら
ば
､
な
さ
け
し
ら
ぬ
人
す
ら
情
を
し
り
､
あ
る
は
不
孝
不
忠
の
人
も
不
の
字
を
と
を
ざ

く
べ
し
｡
只
世
に
交
は
り
て
､
さ
し
む
く
所
を
前
句
に
立
て
､
ひ
と
つ
〈
付
句
に
取
な
を
し
て
考
見
る
べ
し
｡
前
句
と
付
句
と

肌
も
あ
は
ず
､
の
り
な
じ
み
の
な
き
時
は
､
是
す
な
を
の
道
に
あ
ら
じ
と
た
し
な
み
改
む
べ
.
き
事
に
こ
そ
｡
(
一
八
八
)

と
記
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
､
鬼
貢
が
俳
語
の
上
達
の
た
め
に
倫
理
を
重
ん
じ
､
ま
た
､
俳
諸
に
心
を
砕
く
こ
と
で
人
と
し
て
の
向
上
が

あ
り
得
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
見
て
と
れ
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
こ
に
は
｢
す
な
を
の
道
｣
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
の
｢
す
な
を
｣
さ
腋
､
｢
ま
こ
と
｣
の
修
行
の
重

要
な
指
標
で
あ
ろ
う
｡
｢
ま
こ
と
｣
を
俳
譜
に
求
め
る
鬼
賃
は
､
心
の
あ
り
か
た
と
し
て
は
｢
す
な
を
｣
さ
を
そ
の
基
準
と
し
て
い
る
｡

そ
の
｢
す
な
を
｣
さ
は
､
句
の
｢
の
り
な
じ
み
｣
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
｢
の
り
な
じ
み
｣
を
吟
味
す
る
こ
と
が

心
の
｢
す
な
を
｣
さ
を
人
に
教
え
､
人
と
し
て
の
正
し
い
あ
り
か
た
へ
と
導
く
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
｢
排
諮
の
益
｣
と
い
う
考
え
が
成

立
す
る
｡
彼
が
｢
ま
こ
と
の
外
に
俳
許
な
し
｣
と
悟
り
､
俳
譜
を
和
歌
と
同
等
の
地
位
に
お
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
｢
俳

譜
の
道
｣
を
立
て
る
時
､
俳
諸
に
携
わ
る
こ
と
の
意
義
を
こ
の
よ
う
な
｢
益
｣
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
､
改
め
て
確
認
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

二

俳
諸
に
お
け
る
｢
ま
こ
と
｣

作
句
に
際
し
て
は
､
｢
ま
こ
と
｣
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

句
せ
作
る
に
､
す
が
た
詞
を
の
み
工
み
に
す
れ
ば
､
ま
こ
と
す
く
な
し
｡
只
心
を
深
く
入
て
､
姿
こ
と
ば
に
か
ゝ
は
ら
ぬ
こ
そ
こ

一
三
五



一
三
六

の
首
し
け
れ
｡
古
寄
に
も
あ
れ
､
古
事
に
も
あ
れ
､
ひ
た
す
ら
案
じ
探
り
て
句
を
作
る
と
､
を
の
づ
か
ら
心
に
う
か
ぶ
所
を
用
ゆ

る
と
の
さ
か
ひ
な
ら
ん
か
｡
(
一
八
四
)

新
し
く
作
り
た
る
句
は
､
や
が
て
古
く
な
る
べ
し
｡
只
と
こ
.
し
な
へ
に
古
く
も
な
ら
ず
又
あ
た
ら
し
く
も
な
ら
ぬ
を
こ
そ
､
能
句

と
は
い
ひ
侍
る
べ
く
や
｡
作
意
に
の
み
か
～
は
り
て
い
ふ
句
と
､
ま
こ
と
を
深
く
案
じ
入
り
て
､
一
句
の
す
が
た
詞
に
か
ゝ
は
ら

ぬ
と
の
差
別
な
る
べ
し
｡
(
一
八
五
)

こ
れ
ら
の
箇
所
か
ら
､
姿
･
詞
に
拘
泥
し
な
い
態
度
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
鬼
貢
が
詞
を
軽
視
し

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
､
次
の
部
分
が
示
す
通
り
で
あ
る
｡

ま
こ
と
を
深
く
お
も
ひ
入
て
言
の
べ
た
る
も
､
詞
よ
ろ
し
か
ら
ざ
る
は
は
い
な
く
ぞ
侍
る
｡
心
と
詞
と
よ
く
応
じ
た
ら
ん
句
を
こ

そ
､
こ
の
む
所
に
は
侍
ら
め
｡
〓
九
一
)

そ
れ
な
ら
ば
､
鬼
貢
が
作
句
に
際
し
て
否
定
す
る
の
は
､
姿
･
詞
に
か
か
わ
る
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
あ
る
ま
い
｡
否
定
さ
れ
て
い
る

の
は
｢
す
が
た
詞
を
の
み
工
み
に
す
｣
る
こ
と
で
あ
り
､
ま
た
｢
作
意
に
の
み
か
～
は
り
て
い
ふ
｣
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢
作
意
｣
と
は
､

一
般
に
歌
･
句
･
文
な
ど
の
意
図
･
趣
向
を
さ
し
､
何
ら
か
の
体
験
を
作
品
化
す
る
た
め
の
作
為
的
な
心
の
動
き
を
そ
の
内
に
含
ん
で

い
る
｡
こ
の
｢
作
意
｣
に
か
か
わ
る
態
度
は
､
例
え
ば
古
歌
や
古
事
を
探
り
つ
つ
そ
れ
に
頼
っ
た
り
､
特
定
の
時
代
や
人
物
の
排
風
に

似
せ
た
り
し
て
句
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
い
き
か
た
に
な
っ
て
現
れ
璽
既
成
の
も
の
に
範
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
､
こ
の

方
法
は
容
易
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
そ
う
し
て
作
ら
れ
た
句
は
､
そ
の
作
為
性
と
い
う
点
で
｢
す
が
た
詞
を
工
み
に
す
｣
る
こ
と
と
共
通

す
る
｡
従
っ
て
､
二
つ
の
引
用
文
は
共
に
､
句
を
詠
む
際
に
作
為
が
先
に
立
つ
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

鬼
貫
は
ま
た
､

ぅ
は
の
空
に
案
ず
る
人
は
､
句
に
､
心
に
ち
か
ら
な
き
に
ま
か
せ
て
い
ろ
〈
の
事
品
を
取
り
ま
じ
へ
､
お
も
ひ
よ
せ
て
､
を
の

づ
か
ら
エ
み
に
作
る
な
る
べ
し
｡
(
一
八
六
)



と
も
述
べ
て
い
驚
こ
こ
は
一
句
の
中
に
詠
み
込
む
事
柄
を
多
く
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
部
分
で
あ
る
が
､
鬼
貫
は
こ
こ
で
､
｢
う
は

の
空
に
案
ず
｣
れ
ば
､
心
が
浅
い
た
め
に
自
然
姿
･
詞
や
作
意
の
方
面
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
な
り
､
｢
工
み
に
作
る
｣
と
い
う
結
果

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
裏
返
せ
ば
､
こ
の
引
用
文
は
､
｢
工
み
に
作
る
｣
こ
と
を
避
け
る
た
め
に

｢
う
は
の
空
に
案
ず
る
｣
こ
と
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
｡

で
は
､
作
為
が
先
に
立
つ
こ
と
を
否
定
し
､
｢
う
は
の
空
に
案
ず
る
｣
こ
と
を
戒
め
た
鬼
貰
は
､
積
極
的
に
は
何
を
求
め
た
の
で
あ

.
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
､
先
の
引
用
文
に
あ
る
表
現
を
用
い
れ
ば
､
｢
心
を
深
く
入
｣
れ
､
｢
ま
こ
と
を
深
く
案
じ
入
｣
る
こ
と
で
あ
る
｡
鬼

貫
の
い
う
｢
心
を
深
く
入
｣
れ
る
こ
と
と
は
､
心
を
集
中
し
て
忘
に
句
を
詠
む
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
､
平
生
か
ら
｢
俳
譜
の
道
｣

に
心
を
寄
せ
､
心
を
こ
ら
し
て
｢
俳
語
の
修
行
｣
に
励
む
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
俳
語
の
益
｣
を
知
っ
て
｢
ま
こ
と
の
道
｣
を
行
う

こ
と
で
あ
り
､
そ
の
実
質
は
｢
ま
こ
と
を
深
く
案
じ
入
｣
る
こ
と
､
｢
ま
こ
と
を
深
く
お
も
ひ
入
｣
れ
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
従
っ

て
､
こ
れ
ら
の
引
用
文
は
す
べ
て
､
ま
ず
第
言
｢
ま
こ
と
｣
を
深
く
心
に
心
に
か
け
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
､
姿
･
詞
･
作

意
へ
の
気
遣
い
と
い
う
作
為
性
が
そ
れ
に
先
立
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
｡

鬼
貢
が
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
､
先
の
引
用
に
あ
る
通
り
､
作
為
に
と
ら
わ
れ
る
と
句
に
｢
ま
こ
と
｣
が
少
な
く
な
り
､
結
果

的
に
｢
い
つ
は
り
｣
が
多
く
な
る
か
ら
で
あ
暫
し
か
し
､
鬼
貫
の
場
合
､
｢
を
の
づ
か
ら
心
に
う
か
ぶ
所
｣
を
用
い
て
作
為
性
を
排

し
､
｢
い
つ
は
り
｣
を
除
い
て
詠
め
ば
｢
ま
こ
と
｣
の
句
が
で
き
る
､
と
い
う
単
純
な
図
式
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
｡
も
う

一
箇
所
鬼
貫
の
本
文
を
引
こ
う
｡

い
つ
は
り
を
除
き
て
ま
こ
と
を
の
み
い
ひ
の
べ
ん
と
ち
か
ら
を
入
れ
て
案
じ
侍
る
は
､
い
つ
は
り
い
ふ
に
は
ま
さ
り
た
れ
ど
､
こ

れ
も
又
ま
こ
と
を
作
り
た
る
細
工
の
句
に
て
侍
り
｡
此
道
を
修
し
得
た
ら
ん
人
の
､
虚
実
の
ふ
た
つ
に
力
を
入
ず
し
て
い
ひ
出
す

所
､
句
毎
に
い
つ
は
り
な
き
を
こ
そ
､
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
～
は
い
ひ
侍
る
べ
け
れ
｡
是
な
ん
常
の
心
に
偽
り
な
く
､
世
の
あ

は
れ
を
も
深
く
お
も
ひ
入
た
る
故
な
る
べ
し
｡
(
一
八
六
)

一
三
七



一
三
八

偽
り
を
排
し
､
ま
こ
と
を
の
み
句
に
詠
も
う
と
す
れ
ば
､
一
見
｢
ま
こ
と
｣
ら
し
い
も
の
の
み
を
詠
み
込
む
こ
と
が
あ
る
い
は
可
能

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
鬼
貫
は
そ
の
よ
う
な
句
に
は
さ
し
て
高
い
評
価
を
与
え
な
い
｡
そ
の
句
に
詠
ま
れ
た
｢
ま
こ

と
｣
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の
句
は
作
っ
た
句
､
｢
細
工
の
句
｣
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
排
語
の
道
を
｢
修
し
得
た

ら
ん
人
｣
の
な
す
こ
と
で
は
な
い
｡
俳
譜
の
道
を
修
し
得
た
人
は
｢
虚
実
の
ふ
た
つ
に
ち
か
ら
を
入
ず
し
て
｣
句
を
詠
み
､
で
き
た
句

に
は
ど
れ
を
と
っ
て
も
偽
り
が
な
い
､
と
鬼
貫
は
考
え
る
｡
｢
心
を
深
く
入
｣
れ
､
｢
ま
こ
と
を
深
く
案
じ
入
｣
れ
た
人
な
ら
ば
､
虚
実

に
対
す
る
分
別
は
無
縁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
分
別
を
離
れ
て
し
か
も
全
て
が
｢
ま
こ
と
｣
で
あ
る
と
き
､
そ
れ
は

｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
と
称
さ
れ
る
｡
鬼
貫
の
い
う
｢
ま
こ
と
｣
は
､
作
ら
れ
た
｢
ま
こ
と
｣
で
は
な
く
､
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ

と
｣
で
あ
る
｡

こ
の
部
分
の
記
述
は
､
句
を
詠
む
者
の
態
度
な
い
し
は
境
位
と
し
て
の
｢
ま
こ
と
｣
と
詠
ま
れ
た
句
の
内
容
上
の
｢
ま
こ
と
｣
と
が

一
見
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
､
鬼
貫
は
､
む
し
ろ
､
詠
む
心
と
詠
ま
れ
る
句
と
が
共
に
｢
ま
こ
と
｣
と
い
う

語
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
あ
り
か
た
を
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
｢
ま
こ
と
を
深
く
案
じ
入
｣
れ
た

人
の
句
が
｢
ま
こ
と
｣
の
句
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
は
な
い
｡
鬼
貫
に
と
っ
て
は
詠
む
者
の
境
位
と
し
て
の
｢
ま
こ
と
｣
と
句
の
｢
ま

こ
と
｣
は
二
分
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
､
両
者
の
区
別
を
し
な
い
と
こ
ろ
に
の
み
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
と
い
う

考
え
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
｡
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
と
い
う
考
え
は
､
要
す
る
に
､
作
為
を
否
定
す
る
態
度
の
端
的
な
現
れ
で

あ
る
｡
作
為
的
意
思
が
あ
る
時
､
｢
ま
こ
と
｣
は
作
者
に
お
い
て
も
句
の
上
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
鬼
貢
が
｢
作

る
｣
こ
と
を
徹
底
し
て
忌
避
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
｡

こ
う
考
え
る
時
､
鬼
貫
が
享
保
十
三
年
刊
行
の
句
集
『
仏
兄
七
久
留
万
』
の
序
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
理
由
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ

う○

乳
ぶ
さ
握
る
わ
ら
べ
の
､
花
に
笑
み
月
に
む
か
ひ
て
指
さ
す
こ
そ
､
天
性
の
ま
こ
と
に
は
あ
ら
め
か
し
｡
い
や
し
く
も
智
恵
と
い



ふ
物
出
て
､
そ
の
あ
し
た
を
ま
ち
､
そ
の
夕
べ
を
た
の
し
と
す
る
よ
り
､
偽
り
の
は
し
と
は
な
れ
る
な
る
べ
し
｡
(
二
〇
七
)

鬼
貫
は
こ
こ
で
､
人
に
は
｢
天
性
の
ま
こ
と
｣
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
｢
智
恵
｣
が
こ
の
純
粋
な
発
動
を
妨
げ
偽
り
を
生
む
よ
う

に
な
る
と
し
て
｢
智
恵
｣
を
批
判
し
て
い
る
｡
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
と
い
う
言
葉
は
､
こ
の
｢
天
性
の
ま
こ
と
｣
の
存
在
を
認

め
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
｡
勿
論
､
｢
天
性
の
ま
こ
と
｣
は
智
恵
の
つ
く
以
前
の
子
供
の
も
打
で
あ
り
､
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
は

排
讃
の
道
を
｢
修
し
得
た
ら
ん
人
｣
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
決
定
的
な
相
違
は
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
は
､
智

恵
の
は
か
ら
い
を
離
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
｢
天
性
の
ま
こ
と
｣
に
も
通
じ
る
純
粋
無
垢
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
純

粋
な
心
に
立
ち
至
る
こ
と
で
､
事
物
事
象
の
持
つ
真
理
を
句
に
詠
み
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
｡

三

も
の
の
｢
所
詮
｣

｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
を
庶
幾
し
た
鬼
貫
は
､
こ
れ
を
｢
天
性
の
ま
こ
と
｣
に
比
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
｢
智
恵
｣
を
拒

否
し
た
わ
け
で
あ
る
が
､
句
作
に
お
け
る
こ
の
｢
智
恵
｣
の
具
体
的
な
働
き
は
､
姿
･
詞
や
作
意
に
拘
泥
す
る
こ
と
に
相
当
し
よ
う
｡

し
か
し
､
『
仏
兄
七
久
留
万
』
序
の
記
述
は
､
事
物
と
の
基
本
的
な
対
し
方
へ
さ
ら
に
遡
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
天
性
の
ま
こ
と
｣
に
言

及
す
る
際
の
｢
智
恵
｣
に
対
す
る
批
判
は
､
む
し
ろ
こ
の
事
物
と
の
対
し
方
に
関
す
る
反
省
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ

れ
も
､
も
の
を
い
か
に
見
る
か
､
で
は
な
く
､
｢
ま
こ
と
｣
の
心
に
も
の
は
い
か
に
見
え
る
の
か
､
と
い
う
角
度
か
ら
な
さ
れ
た
反
省

で
あ
る
｡

前
掲
引
用
文
に
は
､
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
に
つ
い
て
､
｢
是
な
ん
常
の
心
に
偽
り
な
く
､
世
の
あ
は
れ
を
も
深
く
お
も
ひ
入
れ

た
る
故
な
る
べ
し
｡
｣
と
あ
る
が
､
｢
常
の
心
に
偽
り
な
く
､
世
の
あ
は
れ
を
も
お
も
ひ
入
れ
｣
る
時
､
心
に
は
何
が
見
え
る
の
か
｡
鬼

貫
は
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

〓
二
九



一
四
〇

鷺
は
き
ゝ
､
郭
公
は
ま
ち
柁
る
こ
そ
詮
な
る
べ
け
れ
｡
そ
の
は
か
四
季
折
〈
の
草
木
生
類
に
至
る
ま
で
ひ
と
つ
く
そ
の
物
そ

の
物
を
と
ら
へ
て
く
は
し
く
所
詮
を
弁
へ
し
り
て
､
句
に
も
を
よ
ぽ
し
ぬ
べ
き
事
に
ぞ
侍
る
｡
(
中
略
)
物
の
所
詮
を
弁
へ
し
り

な
ん
こ
そ
第
一
の
事
な
る
べ
け
れ
｡
(
一
九
五
)

｢
鷺
は
き
～
､
郭
公
は
ま
ち
陀
る
｣
と
い
う
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
も
の
に
は
そ
の
も
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
詠
み
方
が

あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
鬼
貫
は
こ
こ
で
｢
四
季
折
く
の
草
木
生
類
に
至
る
ま
で
｣
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
｢
物
の
所
詮
を
弁
へ
し
｣

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
す
る
｡
｢
此
の
道
を
修
し
得
た
ら
ん
人
｣
の
心
は
､
当
然
｢
物
の
所
詮
を
弁
へ
し
｣
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡

｢
物
の
所
詮
｣
は
､
伝
統
的
な
歌
論
に
い
わ
れ
る
｢
本
意
｣
､
排
論
で
は
し
ば
し
ば
｢
本
情
｣
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
源
経

信
の
『
難
後
拾
遺
抄
』

(
一
〇
八
相
)
や
俊
成
の
『
古
来
風
体
抄
』
〓
二
〇
一
)
で
は
｢
も
と
の
心
｣
と
も
さ
れ
て
い
る
｡
何
れ
に
せ

よ
､
あ
る
物
が
最
も
そ
の
物
ら
し
く
あ
る
あ
り
方
､
事
物
が
そ
の
特
色
を
最
も
よ
く
発
拝
し
て
い
る
状
態
の
こ
と
で
あ
り
､
そ
の
事
物

の
本
来
的
な
性
質
と
い
う
意
味
で
｢
本
性
｣
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
場
合
に
よ
っ
て
は
､
そ
の
事
物
の
情
趣
に
ま
で
拡
大
し
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
も
軸
響

さ
て
､
排
語
の
道
を
得
た
人
の
心
が
弁
え
知
っ
て
い
る
も
の
が
｢
物
の
所
詮
｣
と
称
さ
れ
た
｢
本
意
｣

で
あ
る
と
し
て
も
､
そ
の

｢
物
の
所
詮
｣
と
は
実
質
的
に
は
何
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡

鬼
貫
は
､
｢
物
の
所
詮
｣
の
例
と
し
て
､
続
く
段
章
で
四
季
の
月
･
四
季
の
雨
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
､
『
独
言
』
の

上
巻
を
閉
じ
て
い
る
｡
ま
た
､
下
巻
は
､
全
体
が
鬼
貫
の
見
た
｢
物
の
所
詮
｣
を
並
べ
た
も
の
と
見
撤
す
こ
と
が
で
き
る
｡
四
季
の
月

や
雨
に
関
す
る
記
述
は
､
そ
れ
が
持
つ
性
質
な
い
し
は
そ
の
情
趣
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
､
｢
鷺
は
き
ゝ
､
郭
公
は
ま
ち
柁
る
｣
と

い
う
あ
り
か
た
を
最
上
と
す
る
と
の
考
え
方
は
､
｢
そ
の
物
の
所
詮
を
弁
へ
し
｣
ろ
う
と
す
る
時
､
そ
の
も
の
と
の
対
し
方
自
体
が
重

要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
｢
物
の
所
詮
を
弁
へ
し
｣
る
こ
と
は
そ
の
も
の
と
我
と
が
い
か
に
相
対
す
る
か
と
い
う

問
題
へ
拡
大
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
｡
｢
物
の
所
詮
｣
は
､
そ
の
字
が
表
す
通
り
､
そ
の
も
の
自
身
が
独
立
に
持
つ
性
質
で
は
な
い
｡
そ



れ
は
常
に
も
の
と
我
と
の
関
わ
り
の
中
で
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
､
も
の
と
相
対
し
て
そ
れ
に
向
か
っ
て
い
く
我
の
ま
な
ざ
し
の
な

い
七
こ
ろ
に
｢
物
の
所
詮
｣
は
あ
り
得
な
い
｡
そ
の
意
味
で
､
｢
物
の
所
詮
を
弁
へ
し
｣
る
こ
と
は
｢
世
の
あ
は
れ
を
深
く
お
も
ひ
入
｣

れ
る
こ
と
と
接
近
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

鬼
貫
は
｢
そ
の
物
そ
の
物
を
と
ら
へ
て
く
は
し
く
所
詮
を
弁
へ
し
り
て
｣
と
す
る
の
み
で
､
｢
物
の
所
詮
｣
と
は
何
か
と
い
う
考
察

は
見
当
た
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
も
の
と
我
と
の
こ
の
特
別
な
関
係
な
し
に
｢
物
の
所
詮
｣
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
た
め

で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
｢
物
の
所
詮
｣
を
も
の
の
｢
ま
こ
と
｣
と
置
き
換
え
れ
ば
､
次
の
箇
所
は
｢
常
の
心
に
偽
り
な
く
､
世
の
あ
は

れ
を
も
深
く
お
も
ひ
入
た
る
｣
人
の
心
に
は
何
が
見
え
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
一
つ
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

発
句
は
､
月
雪
花
､
木
々
草
々
､
其
外
生
る
物
の
た
ぐ
ひ
す
べ
て
何
に
て
も
あ
れ
､
ひ
と
つ
〈
に
物
い
は
せ
た
ら
ん
に
､
か
く

ま
で
も
我
事
を
い
ひ
を
よ
ぽ
し
ぬ
る
物
か
な
と
深
く
よ
ろ
こ
び
な
ん
心
詞
に
あ
ら
ぎ
れ
ば
､
ま
こ
と
す
く
な
く
や
侍
ら
ん
｡
〓

八
五
)

鷺
は
う
ぐ
ひ
す
､
蛙
は
か
は
づ
と
聞
ゆ
る
こ
そ
を
の
れ
〈
が
寄
な
る
べ
け
れ
｡
う
ぐ
ひ
す
に
蛙
の
声
な
く
､
か
は
づ
に
う
ぐ
ひ

す
の
嘲
り
な
き
こ
そ
､
ま
こ
と
に
は
侍
れ
｡
(
一
九
〇
)

こ
の
二
つ
の
引
用
箇
所
は
､
そ
れ
ぞ
れ
､
｢
ま
こ
と
｣
が
基
本
的
に
は
心
の
領
域
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
詞
を
無
視
す
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
､
付
句
を
的
確
に
行
う
た
め
に
は
も
の
の
｢
ま
こ
と
｣
を
心
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
､

｢
物
の
所
詮
｣
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
議
論
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で
こ
の
部
分
を

掲
げ
た
の
は
､
鬼
貢
が
俳
論
を
展
開
す
る
に
際
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
以
来
の
伝
統
を
明
確
に
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

で
あ
り
､
そ
の
伝
統
が
事
物
事
象
の
生
動
感
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
で
も
あ
る
｡

鬼
貢
が
詞
の
工
み
や
｢
細
工
の
句
｣
を
拒
否
し
た
こ
と
と
の
関
連
で
こ
れ
を
考
え
る
と
､
鬼
貫
は
歌
論
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
､

も
の
は
生
き
て
い
る
と
い
う
視
角
を
基
本
的
に
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
生
き
て
い
る
も
の
は
､
常

一
四
一



一
四
二

に
変
化
し
流
転
す
る
｡
こ
の
事
実
を
重
視
す
る
限
り
､
そ
れ
を
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
も
の
で
あ
る
と
言
葉
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と

に
は
､
絶
え
ず
､
そ
の
も
の
の
固
定
化
･
死
物
化
の
罠
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
｡
生
き
美
も
の
を
そ
の
瑞
々
し
さ
の
ま
ま
に
捉
え
る

の
で
な
け
れ
ば
そ
の
も
の
を
あ
牒
の
ま
ま
に
捉
え
た
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
が
､
一
つ
の
詞
を
与
え
る
時
､
す
で
に
そ
れ
は
そ
の
詞
で

表
さ
れ
た
も
の
以
外
で
は
な
い
と
い
う
否
定
に
な
る
｡
ま
し
て
､
そ
の
時
に
与
え
る
詞
が
伝
統
と
い
う
名
の
下
に
類
型
化
･
固
定
化
し

た
も
の
で
あ
れ
ば
､
い
か
に
も
の
が
生
き
た
も
の
と
し
て
眼
前
に
立
ち
現
れ
よ
う
と
､
詞
を
与
え
た
瞬
間
に
そ
の
生
動
感
は
失
わ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
｡
鬼
貫
は
､
そ
れ
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡

そ
こ
か
ら
考
え
る
と
､
｢
物
の
所
詮
｣
は
固
定
化
し
た
言
葉
で
表
し
得
る
も
の
の
各
前
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
･
そ
の
も
の
と
対
す
る

我
の
ま
な
ざ
し
の
先
に
の
み
も
の
が
見
せ
る
､
い
わ
ば
そ
の
も
の
の
顔
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
｢
い
の
ち
｣
が
あ
る
｡
言
葉
に
よ
る
も
の

の
固
定
化
･
死
物
化
の
罠
か
ら
逃
れ
た
時
､
そ
の
自
由
な
我
の
ま
な
ざ
し
に
何
か
が
見
え
て
く
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
そ
の
も
の
の

｢
い
の
ち
｣
で
あ
ろ
う
｡
生
き
て
い
る
も
の
の
生
き
て
い
る
所
以
､
生
き
て
い
る
も
の
の
最
も
重
要
な
点
と
し
て
の

｢
い
の
ち
｣

であ

る｡

現
代
の
日
本
語
で
も
､
｢
い
の
ち
｣
と
い
う
表
現
で
そ
の
も
の
の
最
も
大
切
な
と
こ
ろ
を
示
す
場
合
が
あ
る
が
､
も
の
､
生
命
体
の

み
な
ら
ず
広
く
事
物
事
象
一
般
に
｢
い
の
ち
｣
を
見
､
生
き
生
き
と
し
た
生
動
感
を
そ
の
事
物
事
象
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
尊
重
す
る

眼
は
､
中
世
･
近
世
の
塾
道
論
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
璽
鬼
貢
が
｢
心
を
深
く
入
｣
れ
る
こ
と
な
く
｢
作
る
｣
句
を
徹
底

し
て
否
定
し
た
こ
と
と
､
も
の
に
｢
い
の
ち
｣
を
見
て
そ
れ
を
重
ん
じ
る
伝
統
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
､
鬼
貫
の
い
う
｢
物
の
所
詮
｣
も
､

も
の
の
｢
い
の
ち
｣
と
見
撤
し
た
い
｡

四

も
の
と
我
と
の
出
会
い



四
-
1

｢
底
よ
り
詠
る
人
｣

鬼
貫
は
た
し
か
に
｢
物
の
所
詮
を
弁
へ
し
｣
る
の
が
肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
｢
物
の
所
詮
｣
す
な
わ
ち
本
意
に
関
す

る
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
と
､
そ
の
議
論
が
一
方
で
も
の
の
見
方
･
そ
の
詠
み
方
に
類
型
化
･
固
定
化
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
｡
本
来
そ
れ
は
､
あ
る
事
物
が
い
か
に
あ
る
か
を
示
す
と
同
時
に
､
そ
の
事
物
が
い
か
に
見
え
い
か
に
感
じ
と
ら

れ
た
か
を
表
す
も
の
で
あ
る
だ
け
に
､
本
意
の
類
型
化
･
固
定
化
は
､
事
物
に
対
す
る
新
鮮
な
感
受
性
を
も
鈍
ら
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

歌
学
に
精
通
す
れ
ば
す
る
は
ど
､
い
わ
ば
､
｢
私
｣
に
と
っ
て
そ
の
事
物
が
い
か
に
見
え
る
べ
き
か
ま
で
が
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
る
危

険
と
隣
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
本
意
が
類
型
化
し
固
定
化
す
る
中
で
そ
の
点
に
お
け
る
伝
統
か
ら
の
逸
脱
が
不
自

由
に
な
れ
ば
､
心
の
面
よ
り
も
詞
の
使
い
方
に
意
識
が
集
中
し
て
く
る
の
は
必
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
｡
か
く
し
て
､
詞
の
技
巧
に
偏
っ

た
制
作
態
度
が
助
長
さ
れ
､
そ
れ
に
対
す
る
反
省
と
し
て
､
あ
り
の
ま
ま
の
心
を
重
視
す
る
い
き
か
た
が
い
ず
れ
再
評
価
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
素
地
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

鬼
貫
の
｢
ま
こ
と
｣
説
も
､
こ
う
し
た
流
れ
に
逆
ら
う
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
鬼
貢
が
そ
こ
で
敢
え
て
本
意
､
｢
物
の
所

詮
｣
を
弁
え
知
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
､
｢
物
の
所
詮
｣
を
歌
学
の
伝
統
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
常
に
自
己
自
身
の
眼

に
よ
っ
て
検
証
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
で
し
か
あ
り
得
ま
い
｡
そ
の
こ
と
の
た
め
に
は
､
歌
学
の
知
識
､
あ
る
い
は
｢
智
恵
｣
か

ら
一
旦
離
れ
て
事
物
と
虚
心
に
向
か
い
合
う
以
外
に
道
は
な
い
｡
少
な
く
と
も
､
事
物
を
前
に
し
て
､
詞
に
よ
る
既
成
の
解
釈
･
思
考

の
類
か
ら
一
歩
退
い
て
立
つ
態
度
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
態
度
を
､
鬼
貫
は
､
よ
り
明
確
な
形
で
『
独
言
』
の
下
巻
に
記
し
て
い
る
｡

つ
ゝ
じ
､
藤
､
山
吹
､
其
外
名
を
も
て
る
物
､
古
寄
に
す
が
り
古
き
詞
に
も
た
れ
て
､
只
お
も
し
ろ
し
と
の
み
大
か
た
上
に
て
な

が
む
る
人
お
は
し
｡
底
よ
り
詠
る
人
は
､
我
心
わ
れ
に
道
し
る
べ
し
て
､
ま
こ
と
の
お
も
し
ろ
き
所
に
入
る
べ
し
｡
其
感
よ
り
出

一
四
三



一
四
四

た
ら
ん
発
句
は
､
そ
の
意
味
こ
と
葉
に
述
る
事
か
た
く
や
侍
ら
ん
｡
二
九
六
)

下
巻
の
中
で
､
こ
の
部
分
の
み
は
上
巻
と
性
格
を
等
し
く
す
る
俳
論
風
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
が
､
こ
こ
に
い
わ
れ
る
｢
底
よ
り
詠

る
｣
､
す
な
わ
ち
､
も
の
を
表
面
的
に
見
る
の
で
は
な
く
深
く
そ
の
も
の
の
奥
底
に
お
い
て
見
る
､
と
い
う
態
度
こ
そ
が
､
｢
物
の
所
詮
｣

を
知
る
｢
ま
こ
と
｣
の
あ
り
か
た
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
加
え
て
､
｢
大
か
た
上
に
て
な
が
む
る
｣
態
度
が
｢
古
苛
に
す
が
り
古
き

詞
に
も
た
れ
｣
る
結
果
で
あ
り
､
一
方
､
｢
底
よ
り
詠
る
｣
時
に
｢
ま
て
と
の
お
も
し
ろ
き
所
｣
に
導
く
も
の
は
｢
我
心
｣
で
あ
る
､

と
い
う
対
比
が
注
目
さ
れ
る
｡
｢
底
よ
り
詠
る
｣
時
に
は
､
既
成
の
解
釈
･
思
考
の
類
は
介
入
し
て
こ
な
い
｡
こ
の
時
､
｢
我
｣
は
た
だ

自
分
自
身
の
心
に
従
っ
て
も
の
に
接
近
し
て
い
く
｡
そ
の
結
果
､
｢
物
の
所
詮
｣
が
見
え
､
我
と
も
の
と
の
間
に
言
葉
で
は
語
り
尽
く

せ
ぬ
感
応
が
生
じ
る
の
で
あ
る
｡
も
の
と
我
と
が
真
に
出
会
い
感
応
す
る
の
は
､
表
面
で
は
な
く
､
深
い
所
で
の
で
き
ご
と
で
あ
る
｡

事
物
と
の
そ
う
し
た
深
い
出
会
い
は
､
い
わ
ば
｢
い
の
ち
｣
の
レ
ベ
ル
で
の
出
会
い
で
あ
る
｡
鬼
貫
は
こ
の
｢
い
の
ち
｣
の
レ
ベ
ル

を
｢
ま
こ
と
｣
と
い
う
語
で
表
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
､
本
来
の
ま
ま
の
意
味
で
の
｢
お
の
ず
か
ら
｣
の
レ
ベ
ル
に
お

け
る
出
会
い
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
鬼
貫
の
主
張
は
､
智
恵
や
知
識
か
ら
離
れ
た
､
本
来
の
純
粋
な
心
で
あ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
延

宝
八
年
､
『
俳
道
恵
能
録
』
を
公
刊
し
た
鬼
貫
は
､
そ
の
序
文
の
中
で
す
で
に
｢
本
来
無
一
物
｡
是
､
我
俳
道
の
眼
な
り
｡
｣
と
述
べ
て

い
る
｡
禅
宗
の
第
六
祖
恵
能
を
承
け
て
の
こ
の
記
述
は
､
そ
の
後
悟
り
を
求
め
て
の
沈
潜
を
経
て
こ
う
し
た
深
い
所
に
お
け
る
も
の
と

我
と
の
感
応
の
発
見
に
至
る
こ
と
を
､
予
告
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

付
言
す
れ
ば
､
も
の
と
の
接
し
方
､
も
の
と
の
出
会
い
方
に
関
し
て
､
ま
ず
み
ず
か
ら
が
｢
ま
こ
と
を
深
く
案
じ
入
｣
れ
､
お
の
ず

か
ら
の
心
に
立
ち
返
っ
て
も
の
に
接
近
し
て
い
こ
う
と
す
る
鬼
貫
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
､
中
世
の
歌
論
に
そ
の
原
型
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
｡
鬼
貫
の
俳
論
が
､
全
体
的
に
歌
論
･
連
歌
論
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
､
そ
の
措
辞
に
依
っ
て
い
る
部
分
が
多
い
こ
と
は

改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
､
従
来
の
研
究
で
は
､
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
が
芭
蕉
の
｢
松
の
事
は
松
に
習
へ
､
竹
の
事
は

竹
に
習
へ
｡
｣
(
『
三
冊
子
』
)
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
実
相
観
入
の
要
求
と
近
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
､
中
世
歌
論
と
の
共
通
性
に
は



殆
ど
言
及
が
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
､
例
え
ば
､
俊
成
は
『
古
来
風
体
抄
』
に
『
摩
珂
止
観
』
の
冒
頭
の
｢
止
観
の
明
静
な
る
こ

と
､
前
代
も
未
だ
開
か
ず
｣
を
引
い
て
､
歌
の
最
高
の
墳
位
が
心
を
統
一
し
邪
念
を
去
っ
て
対
象
を
正
し
く
観
察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

と
見
倣
す
と
と
も
に
､
中
国
の
詩
学
に
倣
っ
た
技
法
を
重
視
し
て
心
を
軽
ん
じ
る
態
度
を
批
判
す
る
｡
ま
た
､
定
家
は
『
毎
月
監
に
､

｢
歌
に
は
ま
づ
心
を
よ
く
す
ま
す
は
一
の
習
に
て
侍
る
な
り
｡
｣
､
あ
る
い
は
｢
よ
く
よ
く
心
を
澄
ま
し
て
､
そ
の
一
境
に
い
り
ふ
し
て
｣

等
と
述
べ
て
､
心
を
澄
ま
せ
て
内
面
に
沈
潜
し
て
ゆ
く
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
京
極
為
兼
の
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』

に
見
ら
れ
る
｢
な
り
い
る
｣
｢
な
り
か
へ
る
｣
等
の
一
一
群
､
何
れ
も
｢
虚
心
に
な
っ
て
す
っ
か
り
そ
の
も
の
に
な
り
き
る
､
入
り
き
る
｣

こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
､
彼
ら
が
心
を
澄
ま
せ
て
対
象
に
接
近
し
､
そ
れ
と
一
体
に
な
る
こ
と
を
極
め
て
重
要
視
し
て
い
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
｡
｢
ま
こ
と
を
深
く
案
じ
入
｣
れ
て
｢
物
の
所
詮
｣
を
捉
え
よ
う
と
し
た
鬼
貫
の
姿
勢
が
彼
ら
の
姿
勢
と
相
通
ず
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
､
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

四
-
二

義
現
の
平
明
さ

心
を
深
く
人
れ
､
ま
こ
と
を
案
じ
入
れ
て
､
｢
物
の
所
詮
｣
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
の
あ
り
か
た
は
､
句
作
の
具
体
的
な
技
法
に
関
す

る
考
え
方
と
も
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
ま
ず
､
鬼
貢
が
｢
ま
こ
と
の
外
に
排
許
な
し
｣
と
悟
る
に
至
っ
た
経
緯
が
想
い
起
こ
.
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､

前
掲
引
用
に
あ
る
通
り
､
鬼
貫
は
和
歌
の
世
界
を
参
照
し
て
､
｢
つ
ら
〈
よ
き
歌
と
い
ふ
を
お
も
ふ
に
､
詞
に
巧
み
も
な
く
､
姿
に

色
品
を
か
ざ
ら
ず
､
只
さ
ら
〈
と
よ
み
な
が
し
て
､
し
か
も
其
心
探
し
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
､
作
意
に
凝
ら
な
い
､
｢
修
し
得

た
る
人
｣
の
句
が
､
平
坦
･
平
明
な
も
の
で
あ
る
†
し
と
の
指
摘
も
行
っ
て
い
る
｡

作
意
を
い
ひ
立
た
る
句
は
､
心
な
き
人
の
耳
に
も
お
も
し
ろ
し
と
や
お
ぼ
え
侍
ら
ん
｡
又
お
も
し
ろ
き
は
句
の
や
ま
ひ
な
り
と
ぞ
｡

修
し
得
た
る
人
の
幽
玄
の
句
は
､
修
行
な
き
人
の
耳
に
は
お
ぼ
ろ
げ
に
も
か
よ
ふ
事
か
た
か
る
べ
し
｡
し
か
も
そ
の
詞
や
す
け
れ

一
四
五
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ば
､
い
は
ゞ
誰
に
も
い
ふ
べ
き
所
な
り
と
や
お
も
ひ
侍
ら
ん
｡
(
一
八
七
)

こ
の
指
摘
の
内
容
は
､
『
仏
兄
七
久
留
万
』
序
の
次
の
部
分
が
よ
り
明
確
に
す
る
で
あ
ろ
う
｡

夫
誹
譜
の
道
に
人
事
､
初
心
を
離
れ
て
上
手
に
い
た
り
上
手
を
は
な
る
～
所
､
名
人
な
ら
ん
｡
上
手
と
は
､
句
を
面
白
く
作
る
を

い
ふ
｡
名
人
と
は
､
さ
の
み
お
も
し
ろ
き
聞
え
も
な
ら
で
底
ふ
か
く
匂
ひ
あ
る
を
い
へ
り
｡
猶
其
奥
に
い
た
り
て
は
､
色
も
な
く

香
も
な
き
を
こ
そ
得
た
る
所
と
は
い
ふ
な
る
べ
し
や
｡
(
二
〇
七
)

詞
･
姿
や
作
意
の
面
白
さ
を
狙
わ
ず
淡
々
と
詠
ま
れ
､
特
別
の
面
白
さ
も
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
｢
匂
ひ
｣
の
あ
る
も
の
を
高
く

評
価
す
る
こ
と
は
､
和
歌
に
お
い
て
､
例
え
ば
俊
成
が
『
古
来
風
体
抄
』
に
｢
歌
は
た
だ
よ
み
あ
げ
も
し
､
詠
じ
も
し
た
る
に
､
何
と

な
く
艶
に
も
あ
は
れ
に
も
聞
ゆ
る
事
の
あ
る
べ
し
｡
｣
と
し
て
い
る
こ
と
等
に
倣
う
の
で
あ
ろ
う
が
､
細
か
窒
一
己
挙
な
し
に
｢
何
と
な

く
｣
深
い
情
趣
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
を
尊
重
す
る
こ
の
態
度
は
､
以
後
､
和
歌
の
み
な
ら
ず
和
歌
が
影
響
を
与
え
た
他
の
聾
道
に
あ
っ

て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
態
度
は
､
も
の
に
ふ
れ
て
の
感
動
が
深
け
れ
ば
深
い
は
ど
詞
で
は
語
り
尽
く
せ
ぬ
部
分
の
多
さ
を
自
覚

す
る
結
果
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
｡
前
節
の
｢
い
の
ち
｣
の
語
を
用
い
て
こ
れ
を
表
せ
ば
､
｢
い
の
ち
｣
に
ふ
れ
た
時
､
そ
の
体

験
の
全
貌
を
詞
で
表
し
尽
く
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
｡
し
か
し
､
先
述
の
通
り
､
そ
の
よ
う
な
心
の
深
さ
が
な

い
場
合
に
は
､
詞
や
作
意
の
面
白
さ
を
頼
み
と
す
る
以
外
に
術
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
｡

鬼
貫
は
､
｢
物
の
所
詮
｣
を
重
視
す
る
と
同
時
に
表
現
の
平
明
さ
､
平
易
さ
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
､
や
は
り
歌

道
の
伝
統
と
歌
論
に
導
か
れ
た
思
索
の
一
つ
の
結
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
｡
も
の
に
ふ
れ
て
の
感
動
が
深
け
れ
ば
深
い
は
ど
､
そ

れ
を
表
現
す
る
の
に
説
明
的
な
語
や
難
解
な
語
を
用
い
ず
､
そ
の
感
動
に
つ
い
て
多
く
の
語
を
費
や
そ
う
と
す
る
気
持
か
ら
解
放
さ
れ

て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
､
そ
の
感
動
を
直
接
伝
え
得
る
可
能
性
が
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
､
鬼
貰
は
知
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
｡
鬼
貫
が
禅
宗
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
と
照
ら
せ
ば
､
そ
こ
に
は
､
端
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
み
を
呈
示
す
る
禅
宗
の
方
法
の
影
響
も

あ
る
い
は
考
え
ら
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
璧
い
ず
れ
に
せ
よ
､
鬼
貫
に
は
､
平
明
な
詞
に
よ
っ
て
情
景
を
端
的
に
詠
む
こ
と
こ
そ
が



｢
ま
こ
と
｣
へ
の
方
途
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
に
相
違
な
い
｡
｢
さ
の
み
お
も
し
ろ
き
聞
え
も
な
ら
で
底
ふ
か
く
匂
ひ
あ
る
｣
か
ら
さ
ら

に
｢
色
も
呑
も
な
き
｣
も
の
に
高
い
価
値
を
見
出
す
立
場
も
､
そ
こ
か
ら
当
然
導
か
れ
よ
響
『
大
悟
物
狂
』
に
は
､
鬼
貢
が
俳
道
の

眼
目
を
問
わ
れ
て
｢
庭
前
に
白
く
咲
い
た
る
つ
ば
き
哉
｣
と
即
答
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
､
古
歌
や
古
事
に
よ
ら
ず
､
詞
･
姿

や
作
意
を
案
じ
探
る
こ
と
な
く
､
た
だ
眼
に
写
っ
た
謹
ま
だ
け
を
平
明
な
語
で
詠
む
と
こ
ろ
に
こ
そ
､
｢
物
の
所
詮
｣
､
｢
ま
こ
と
｣
は

最
も
よ
く
示
さ
れ
､
も
の
と
の
出
会
い
に
お
け
る
深
い
感
動
が
よ
り
的
確
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
の
が
､
鬼
貫
の
逆
説
的
な
結
論
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
｡

結

び

鬼
貫
は
､
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
を
主
張
し
､
こ
の
｢
ま
こ
と
｣
の
心
と
｢
物
の
所
詮
｣
が
相
呼
応
し
感
応
す
る
こ
と
を
信
じ

て
い
た
｡
そ
れ
は
､
結
局
の
所
､
も
の
も
我
も
含
め
た
こ
の
世
界
を
､
言
葉
あ
る
い
は
智
恵
に
粉
飾
さ
れ
た
表
面
の
層
と
純
粋
な
｢
い

の
ち
｣
の
層
と
に
分
け
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
前
者
は
不
自
然
･
作
為
の
層
で
あ
り
､
後
者
は
自
然

の
層
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
､
こ
の
主
張
は
｢
ま
こ
と
｣
と
考
え
ら
れ
る
後
者
の
層
に
対
す
る
絶
対
的
な

信
頼
に
支
え
ら
れ
て
い
る
｡
｢
ま
こ
と
｣
の
あ
り
か
た
､
す
な
わ
ち
､
本
来
の
意
味
で
の
｢
自
然
｣
､
｢
を
の
づ
か
ら
｣
の
あ
り
か
た
は
､

彼
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

鬼
貢
が
｢
ま
こ
と
｣
を
あ
く
ま
で
も
｢
天
性
の
ま
こ
と
｣
に
比
す
べ
き
｢
を
の
づ
か
ら
の
ま
こ
と
｣
と
し
て
そ
の
位
相
を
限
定
し
よ

ぅ
と
し
て
い
る
こ
と
も
､
こ
の
信
頼
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
｡
蕉
門
の
一
人
支
考
の
『
排
諸
十
論
』
に
よ
れ
ば
､
芭
蕉
は
｢
俳
詰
と
い

ふ
は
別
の
事
な
し
｡
上
手
に
迂
詐
を
つ
く
事
な
り
｣
と
語
っ
た
と
い
う
｡
こ
こ
に
言
わ
れ
る
｢
迂
詐
｣
と
は
､
芸
術
的
形
象
化
へ
の
意

思
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
｢
ま
こ
と
｣
､
い
わ
ば
ま
こ
と
ら
し
い
う
そ
で
あ
る
｡
芭
蕉
の
場
合
は
､
も
の
と
我
と
の
一
体
化
を
求

一
四
七
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め
な
が
ら
も
､
そ
れ
を
作
品
化
す
る
際
に
は
､
両
者
の
一
致
を
客
観
的
に
眺
め
る
我
が
あ
り
､
そ
の
芸
術
的
意
思
は
肯
定
さ
れ
得
る
も

の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
鬼
貫
の
場
合
､
俳
諮
と
は
上
手
に
嘘
を
つ
く
こ
と
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
咤
｡
彼
に
と
っ
て
､

｢
ま
こ
と
｣
の
句
は
た
だ
｢
我
心
わ
れ
に
道
し
る
べ
し
て
｣
お
の
ず
か
ら
生
ま
れ
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
､
上
手
に
つ
か
れ
た
嘘
と
し

て
の
｢
ま
こ
と
｣
､
虚
実
の
分
別
を
も
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
｢
ま
こ
と
｣
は
､
｢
ま
こ
と
｣
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

鬼
貰
の
｢
ま
こ
と
｣
説
は
､
こ
の
よ
う
な
信
頼
と
限
定
の
上
に
成
立
し
て
い
る
｡
し
か
も
､
鬼
貫
の
記
述
を
見
る
限
り
､
｢
を
の
づ

か
ら
の
ま
こ
と
｣
に
至
り
得
た
人
の
み
が
俳
譜
の
道
を
修
し
得
た
人
の
名
に
値
し
､
俳
譜
の
道
を
修
し
得
た
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
作
品

は
｢
ま
こ
と
｣
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
｡
彼
が
｢
底
よ
り
詠
る
人
は
､
我
心
わ
れ
に
道
し
る
べ
し
て
､
ま
こ
と
の
お
も
し
ろ
き
所
に
人

る
べ
し
｡
｣
と
す
る
時
､
分
別
･
作
為
か
ら
離
れ
て
｢
底
よ
り
詠
｣
め
れ
ば
｢
自
然
=
を
の
づ
か
ら
｣
に
｢
ま
こ
と
｣
は
成
就
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
日
本
の
思
想
に
は
｢
『
お
の
ず
か
ら
』
に
生
き
る
時
に
は
､
ま
さ
に
『
お
の
ず
か
ら
』

に
事
が
成
就

す
る
と
い
う
一
種
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
､
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
流
れ
て
い
る
｣
と
い
う
指
摘
が
相
良
亨
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る

が
､
こ
れ
を
｢
自
然
=
を
の
づ
か
ら
｣
の
思
想
と
称
す
る
な
ら
ば
､
鬼
貫
の
俳
論
も
同
様
の
思
想
を
｢
ま
こ
と
｣
と
い
う
語
を
用
い
て

表
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
た
だ
し
､
こ
れ
を
｢
l
種
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
｣
と
見
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
ま
た
別

の
こ
と
で
あ
る
｡

註

(
1
)

『
独
言
』
に
は
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
､
貞
章
二
年
頃
の
鬼
貫
の
著
作
中
に
は
｢
ま
こ
と
｣
の
語
は
見
ら
れ
な
い
｡
鬼
貫
三
十
歳
の
年

の
句
集
『
大
悟
物
狂
』
の
中
に
も
｢
ま
こ
と
｣
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
ず
､
こ
の
語
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
貞
章
二
年
か
ら
敢
え
て
七
年
後
の
こ

と
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
鬼
貫
の
大
悟
の
年
に
つ
い
て
は
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
『
独
言
』
の
有
賀
長
伯
に
よ
る
序
に
は
､
鬼

貫
が
早
い
時
期
か
ら
｢
ま
こ
と
｣
を
道
し
る
べ
に
し
て
排
語
の
修
行
を
重
ね
､
『
独
言
』
執
筆
時
点
で
す
で
に
佳
境
に
至
っ
た
､
と
あ
り
､
鬼
貫



が
か
な
り
若
い
う
ち
か
ら
｢
ま
こ
と
｣
を
心
が
け
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
｢
ま
こ
と
｣
は
二
十
代
後
半
な
い
し
三
十
代
初
め
か
ら
鬼
其

の
思
想
の
中
核
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
り
､
『
独
言
』
は
そ
の
思
索
の
集
大
成
で
あ
る
と
見
撤
し
て
お
き
た
い
｡

(
2
)

『
仏
兄
七
久
留
万
』
の
刊
行
は
享
保
十
三
年
で
あ
る
が
､
序
は
そ
の
前
年
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
｡

(
3
)
以
上
､
櫻
井
武
次
郎
『
伊
丹
の
俳
人

上
嶋
鬼
貫
』
(
新
典
社

昭58

<
日
本
の
作
家
2
9
V
)

を
参
照
｡

(
4
)
鬼
貫
本
文
の
引
用
は
､
岡
田
利
兵
衛
編
『
鬼
貫
全
集
.
(
三
訂
版
)
』
(
角
川
書
店

昭
4
3
)
に
基
づ
き
､
次
の
も
の
を
参
考
に
し
つ
つ
､
淘
点
･

句
読
点
を
施
し
た
｡
な
お
､
引
用
文
の
後
の
数
字
は
､
『
鬼
貫
全
集
』
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
｡
以
下
同
様
｡

複
本
一
郎
校
注
･
訳
『
鬼
貫
の
｢
独
り
ご
と
｣
』

講
談
社

昭56

(
講
談
社
学
術
文
庫
)
､
弥
吉
菅
一
｢
鬼
貫
の
『
狗
こ
と
』
の
探
究
｣
『
早

春
』
昭
3
0
･
2
～
3
2
･
8
断
続
掲
載
､
弥
吉
菅
一
(
第
四
十
回
よ
り
入
江
昌
明
が
加
わ
る
)
｢
『
ひ
と
り
言
』
｣
『
群
峰
』
昭
4
3
･
2
～
5
1
･
9
断

続
掲
載
､
入
江
昌
明
｢
『
独
ご
と

上
』
評
釈
｣

『
群
峰
』
昭
5
7
･
1
～
断
続
掲
載
(
継
続
中
)

(
5
)
貞
徳
『
天
水
抄
』
｢
誹
詰
も
和
歌
の
一
休
也
｡
臆
し
き
道
と
あ
な
ど
り
給
ふ
べ
か
ら
ず
｣
､
惟
中
『
俳
諮
家
求
』
｢
排
譜
と
て
も
､
連
歌
･
和
歌

の
す
が
た
な
れ
ば
､
そ
の
鉢
に
も
る
べ
か
ら
ず
｣
､
雪
柴
『
う
ろ
こ
か
た
』
｢
頃
日
世
に
誹
詣
と
い
ふ
物
は
や
り
て
､
是
を
せ
ぬ
人
は
､
人
の
ま

じ
は
り
も
な
ら
ぬ
や
う
に
な
り
ゆ
く
｡
も
と
和
歌
の
一
鉢
と
聞
け
ば
や
さ
し
き
道
に
こ
そ
｣
､
等
々
｡
以
上
､
複
本
一
郎
氏
前
掲
専
一
九
貫
｡

(
6
)
定
家
『
愚
秘
抄
』
｢
歌
を
よ
ま
ん
事
に
つ
き
て
大
切
の
事
侍
り
｡
初
心
の
時
は
浅
き
よ
り
深
き
に
案
じ
入
る
べ
し
｡
己
達
の
時
は
深
き
よ
り
浅

き
に
案
じ
出
づ
べ
き
に
や
｡
是
わ
ず
か
に
年
来
稽
古
の
し
る
し
か
と
思
侍
る
｣
､
心
敬
『
さ
さ
め
ご
と
』
(
書
陵
部
蔵
本
)
｢
初
心
の
時
は
､
浅
き

よ
り
深
き
に
入
り
､
至
り
て
は
､
深
き
よ
り
浅
き
に
出
ぬ
る
､
諸
道
の
最
要
と
な
り
｣
｡
復
本
氏
は
､
こ
の
部
分
の
出
典
を
『
さ
さ
め
ご
と
』
と

み
る
｡
(
前
掲
専
一
八
-
一
九
貢
)

(
7
)
古
歌
や
古
事
に
頼
り
つ
つ
旬
を
詠
む
こ
と
自
体
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
方
法
で
は
な
く
､
確
か
な
証
歌
･
典
拠
が
あ
る
場
合
に
限
り
そ
れ
に
す
が
っ

て
句
を
詠
む
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
た
｡

(
8
)
彼
が
偽
り
を
排
除
す
べ
き
も
の
と
す
る
理
由
は
次
の
箇
所
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

祈
蒋
の
併
給
興
行
し
て
い
ひ
つ
ら
ぬ
る
所
､
句
に
い
つ
は
り
お
ほ
き
は
い
か
で
か
神
慮
に
か
な
ふ
べ
き
｡
句
毎
に
ま
こ
と
を
弁
へ
ざ
る
人
の
､

努
〈
お
も
ひ
立
つ
べ
き
事
に
あ
ら
ず
｡
も
た
い
な
き
わ
ざ
に
ぞ
侍
る
｡
(
一
八
七
)

追
善
懐
旧
の
俳
請
も
ま
こ
と
を
は
こ
ば
ざ
る
時
は
こ
れ
も
仏
の
道
に
そ
む
き
侍
ら
ん
｡
(
一
八
七
)

彼
の
主
張
は
､
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
な
い
し
宗
教
的
な
面
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
四
九



一
五
〇

(
9
)
応
徳
三
年
(
一
〇
八
六
)
奏
上
の
勅
撰
集
第
四
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
(
白
河
天
皇
勅
､
源
通
俊
撰
)
に
対
す
る
批
判
の
昏
｡

(
1
0
)
こ
の
よ
う
な
用
法
に
は
､
も
の
を
見
る
際
に
､
そ
れ
を
見
る
自
己
の
心
を
も
同
時
に
そ
の
も
の
に
見
出
す
と
い
う
､
独
特
の
も
の
の
見
方
が
窺

わ
れ
る
｡

(
1
1
)
こ
れ
は
其
と
美
の
二
つ
の
根
拠
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
春
雨
を
例
に
と
る
と
､
し
と
し
と
と
降
る
雨
に
随
伴
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
情
趣
が
春
雨
の
本
意
と
な
る
が
､
そ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
の
は
､
春
に
は
そ
う
い
う
降
り
方
の
雨
が
統
計
的
に
も
最
も
多
い
こ
と
､
又

そ
れ
が
最
も
春
雨
ら
し
い
美
し
さ
を
具
現
し
て
い
る
こ
と
等
に
よ
る
も
の
で
､
然
ら
ざ
る
春
雨
は
､
そ
れ
ら
し
く
な
い
も
の
と
し
て
､
我
々
の
美

意
識
が
容
易
に
受
け
付
け
な
い
た
め
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
本
意
に
反
す
る
も
の
は
結
果
的
に
一
般
に
は
許
容
さ
れ
な
い
も
の
と
な
り
､
従
っ
て

本
意
に
合
致
す
る
こ
と
が
必
須
の
要
件
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
用
例
は
､
和
歌
の
世
界
で
は
､
既
に
天
徳
四
年
(
九
六
〇
)

の
『
天
徳

内
裏
歌
合
』
の
判
詞
に
見
え
､
経
信
の
『
難
後
拾
遺
抄
』
あ
た
り
か
ら
そ
の
用
法
は
明
確
に
な
る
｡
そ
の
後
､
歌
論
･
連
歌
論
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

本
意
論
が
著
さ
れ
た
が
､
俳
論
に
お
け
る
本
意
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
そ
れ
ら
を
は
ば
継
承
し
た
も
の
と
い
え
る
｡
以
上
､
伊
知
地
域
男
他
編

『
俳
譜
大
辞
典
』
(
第
〓
ハ
版
)

(
明
治
書
院

昭
4
9
)
､
及
び
､
犬
養
簾
他
編
『
和
歌
大
辞
典
』
(
明
治
書
院

昭
6
1
)
を
参
照
｡

(12)

『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
｢
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
､
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
け
ば
､
い
き
と
し
い
け
る
も
の
､
い
づ
れ
か
う
た
を
よ

ま
ざ
り
け
る
｡
｣
(
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
る
｡
)

(
崇
世
阿
弥
が
『
風
姿
花
伝
』
の
中
で
､
演
能
が
観
客
に
深
い
感
動
を
呼
び
さ
ま
し
て
成
功
す
る
こ
と
を
｢
出
で
来
｣
､
す
な
わ
ち
基
本
的
に
は
隠

れ
て
い
る
何
も
の
か
が
外
に
現
れ
る
こ
と
を
い
う
語
で
示
し
た
の
も
そ
の
典
型
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡
ま
た
､
新
川
哲
雄
氏
は
『
｢
生
き
た
る
も
の
｣

の
思
想
-
-
日
本
の
美
論
と
そ
の
基
調
』
(
ペ
り
か
ん
社

昭
6
0
)
Ⅱ
｢
中
世
の
美
論
に
お
け
る
基
調
｣
第
三
章
｢
天
地
自
然
と
の
関
わ
り
｣
の

中
で
､
茶
道
の
武
野
紹
鴎
〓
五
〇
二
-
五
五
)
の
『
又
十
体
之
事
』
に
お
け
る
｢
煮
の
ぬ
け
ぬ
様
｣
､
書
道
の
藤
原
教
長
(
二
〇
九
～
?
)
の

『
筆
法
才
葉
集
』
に
お
け
る
｢
生
字
｣
及
び
尊
円
法
親
王
〓
二
八
九
～
一
三
五
六
)
の
『
入
木
抄
』
に
お
け
る
｢
精
霊
｣
､
日
本
画
狩
野
派
の
狩
野

安
信
の
『
画
道
要
訣
』
に
お
け
る
｢
霊
気
｣
ま
た
は
｢
霊
｣
と
｢
気
運
生
動
｣
等
､
事
物
事
象
の
本
性
の
持
つ
生
動
感
を
窺
わ
せ
る
語
や
表
現
を

数
多
く
挙
げ
て
い
る
｡

(
1
4
)
京
極
為
兼
｢
花
に
て
も
､
月
に
て
も
､
夜
の
明
け
､
日
の
暮
る
～
け
し
き
に
て
も
､
う
事
(
そ
の
苧
･
)
に
向
き
て
は
そ
の
事
に
な
り
か
へ
り
､

そ
の
ま
こ
と
を
あ
ら
は
し
､
共
の
あ
り
さ
ま
を
思
ひ
と
め
､
そ
れ
に
向
き
て
わ
が
心
の
は
た
ら
く
や
う
を
も
､
心
に
深
く
あ
づ
け
て
､
心
に
こ
と

ば
を
ま
す
る
に
､
(
以
下
略
)
｣
｢
何
事
に
て
も
あ
れ
､
其
の
事
に
の
ぞ
ま
ば
､
そ
れ
に
な
り
か
へ
り
て
､
さ
ま
た
げ
ま
じ
は
る
事
な
く
て
､
内
外



と
､
の
は
り
て
成
ず
る
事
､
義
に
て
な
す
と
も
｣
そ
の
気
味
に
な
り
い
り
て
成
す
と
は
る
か
に
か
ば
る
事
也
｡
｣
｢
能
々
な
り
か
へ
り
て
み
て
､
其

の
心
よ
り
よ
ま
ん
苧
｣
そ
､
あ
は
れ
も
深
く
通
り
､
う
ち
見
る
､
ま
こ
と
に
た
へ
た
る
所
も
侍
る
べ
け
れ
ど
､
い
ふ
に
委
し
き
心
を
か
し
｡
｣
(
以

上
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
｡
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
論
集

能
楽
論
集
』
に
拠
る
｡
)

(
1
5
)
小
西
甚
t
氏
は
､
和
歌
に
お
け
る
｢
さ
び
し
｣
に
関
す
る
論
考
(
｢
さ
び
の
系
譜
｣

小
西
甚
一
編
『
風
雅
の
ま
こ
と
』

角
川
書
卑
昭
亜

所
収
)
の
中
で
､
『
後
拾
遺
』
時
代
な
い
し
『
千
載
集
』
時
代
に
仏
教
の
宗
教
的
な
深
さ
が
人
々
の
心
に
浸
透
し
､
同
時
に
そ
れ
ま
で
多
か
っ
た

説
示
的
な
歌
に
代
わ
つ
て
事
柄
を
端
的
に
描
写
す
る
タ
イ
プ
の
歌
が
増
加
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
同
氏
に
よ
れ
ば
､
そ
れ
は
､
天
台
の
止

観
的
な
立
場
で
心
を
澄
ま
せ
て
空
の
世
界
に
深
ま
り
､
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
静
慮
の
方
法
と
っ
た
当
時
の
歌
人
た
ち
が
､
直
叙
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
呈
示
す
る
禅
宗
の
常
套
手
段
を
和
歌
の
上
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
｡
禅
宗
で
､
直
叙
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
呈
示
す
る
描
写
型
の
表
現

が
用
い
ら
れ
る
の
は
､
説
示
型
の
表
現
を
使
う
と
受
け
取
る
側
に
判
断
作
用
が
要
求
さ
れ
る
の
で
､
意
識
の
層
を
突
き
抜
け
よ
う
と
す
る
禅
の
基

本
的
な
志
向
が
妨
げ
ら
れ
や
す
い
た
め
で
あ
り
､
単
に
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
呈
示
し
て
解
釈
や
説
明
の
完
全
に
否
定
さ
れ
た
次
元
に
お
い
て
普
遍
的

な
実
在
と
直
接
に
交
流
す
る
の
が
最
も
禅
ら
し
い
行
き
方
で
あ
る
と
い
う
｡

(
1
6
)
鬼
貫
の
｢
幽
玄
｣
の
扱
い
も
､
こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
鬼
貫
は
句
の
｢
幽
玄
｣
を
平
坦
美
と
し
て
解
し
､
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

作
意
を
い
ひ
立
て
た
る
句
は
､
心
な
き
人
の
耳
に
も
お
も
し
ろ
し
と
や
お
ぼ
え
侍
ら
ん
｡
又
お
も
し
ろ
き
は
句
の
や
ま
ひ
な
り
と
ぞ
｡
修
し
得

た
る
人
の
幽
玄
の
句
は
､
修
行
な
き
人
の
耳
に
は
お
ぽ
ろ
げ
に
も
か
よ
ふ
事
か
た
か
る
べ
し
｡
し
か
も
そ
の
詞
や
す
け
れ
ば
､
い
は
ゞ
誰
も
い

ふ
べ
き
所
な
り
と
や
お
も
ひ
侍
ら
ん
｡
(
一
八
七
)
(
本
文
既
出
)

聞
え
ぬ
と
い
ふ
句
に
幽
玄
と
不
首
尾
の
差
別
侍
り
｡
ま
こ
と
を
弁
へ
ぬ
人
の
､
(
中
略
)
我
の
み
独
り
聞
ゆ
る
に
ま
か
せ
て
い
ひ
ひ
ろ
む
る
も
か

た
腹
い
た
し
｡
又
幽
玄
の
句
は
つ
た
な
き
心
を
も
て
､
其
の
意
味
の
お
も
し
ろ
き
と
こ
ろ
を
聞
き
得
ぬ
な
る
べ
し
｡
(
一
八
七
)

(
1
7
)
横
沢
三
郎
｢
鬼
貫
の
俳
論
｣

『
俳
句
講
座

5

俳
論
俳
文
』

明
治
書
院

再
版
昭
4
5

所
収
を
参
照
｡

(
1
8
)
相
良
亨
｢
日
本
の
『
自
然
』
｣

『
文
学
』
第
5
5
巻
第
6
号

岩
波
書
店

昭
6
2
･
6

所
収
｡


