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こ
の
論
考
の
目
的
は
、
俳
人
杜
国
の
詩
的
感
性
を
、『
冬
の
日
』「
こ
が
ら
し
の
巻
」

か
ら
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
る
。

芭
蕉
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
、
芭
蕉
四
一
歳
）
秋
八
月
、
深
川
の
芭
蕉
庵
を

出
立
し
て
甲
子
吟
行
（
野
ざ
ら
し
紀
行
）
の
旅
に
出
た
。
そ
の
間
、
九
月
に
は
郷
里

の
伊
賀
上
野
に
前
年
に
亡
く
な
っ
た
母
の
供
養
に
参
じ
、
年
末
に
は
ふ
た
た
び
郷
里

に
戻
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
翌
年
四
月
に
江
戸
に
帰
着
す
る
ま
で
、
お
よ
そ
九
ヶ
月

の
長
き
に
わ
た
る
吟
行
を
行
っ
た
。
伊
賀
上
野
か
ら
奈
良
、
吉
野
、
京
都
、
大
垣
を

め
ぐ
り
、
木
因
の
案
内
で
熱
田
神
宮
に
立
ち
寄
り
、
十
月
中
旬
名
古
屋
に
入
っ
た
。

名
古
屋
で
は
一
ヶ
月
近
く
、
借
家
住
ま
い
の
世
話
を
受
け
、
そ
の
地
で
『
冬
の
日
』

五
歌
仙
を
巻
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
が
蕉
風
の
第
一
歩
と
さ
れ
る
。
芭
蕉
と

杜
国
は
こ
こ
で
初
め
て
対
面
し
た
。
杜
国
は
、
二
十
代
後
半
の
町
代
も
務
め
る
富
裕

な
米
穀
商
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
翌
年
の
八
月
、
空
米
売
買
の
罪
に
よ
り
御
領
分

追
放
の
刑
を
受
け
、
四
年
半
の
後
に
は
三
十
代
の
若
さ
で
、
伊
良
子
崎
の
保
美
の
里

で
客
死
し
て
い
る
。
後
に
芭
蕉
の
夢
に
杜
国
が
現
れ
た
『
嵯
峨
日
記
』
の
記
述
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

夢
に
杜
国
が
こ
と
を
い
言
ひ
出
だ
し
て
、
涕
泣
し
て
覚
む
。
心
神
相
交
る
時

は
、
夢
を
な
す
。（
略
）
ま
こ
と
に
、
こ
の
者
を
夢
見
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
念

夢
な
り
。
我
に
志
深
く
、
伊
陽
（
伊
賀
の
国
）
の
旧
里

ふ
る
さ
と

ま
で
慕
ひ
来
た
り
て
、

夜
は
床
を
同
じ
う
起
き
臥
し
、
行
脚
の
労
を
共
に
助
け
て
、
百
日
が
ほ
ど
影

の
ご
と
く
に
伴
ふ
。
あ
る
時
は
た
は
ぶ
れ
、
あ
る
時
は
悲
し
び
、
そ
の
志
わ

が
心
裏
し
ん
り

に
し
み
て
、
忘
る
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
る
べ
し
。
覚
め
て
ま
た
袂
を

し
ぼ
る
。

以
前
か
ら
、
芭
蕉
と
杜
国
の
衆
道
関
係
を
指
摘
す
る
論
者
も
多
く
、
そ
し
て
そ
の

愛
情
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
杜
国
の
詩
人
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
資
質
に
気

付
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
芭
蕉
の
彼
へ
の
愛
惜
の
思
い
も
、
失
っ
た
痛
切
さ
も
、
別

の
観
点
か
ら
再
認
識
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

＊

連
句
は
、
付
句
を
す
る
行
為
に
そ
の
醍
醐
味
が
あ
ら
わ
れ
る
。
芭
蕉
自
身
、「
発

句
は
門
人
の
中
予
に
お
と
ら
ぬ
句
す
る
人
多
し
。
俳
諧
（
連
句
）
に
お
い
て
は
老
翁

一

杜
国
の
詩
情

―
―
冬
の
日
「
こ
が
ら
し
の
巻
」
よ
り

日
　
　
暮
　
　
　
　
　
聖

し
ん
し
ん
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が
骨
髄
」（『
宇
陀
法
師
』）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
連
句
に
自
信
も
あ
り
重
要
視
も
し

て
い
た
。
連
衆
に
と
っ
て
、
自
句
へ
の
付
句
を
す
る
の
は
誰
か
、
は
な
お
ざ
り
に
で

き
な
い
事
柄
で
あ
る
。
芭
蕉
に
付
句
を
し
て
も
ら
う
こ
と
ほ
ど
、
実
力
が
付
き
、
名

誉
な
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
芭
蕉
自
身
が
「
愚
弄
が
俳
諧
は
、
五
歌
仙
に
い
た

ら
ざ
る
人
、
一
生
涯
成
就
せ
ず
」（『
俳
諧
問
答
』）
と
、
芭
蕉
と
一
座
し
て
歌
仙
を

巻
く
こ
と
の
重
要
性
を
か
な
り
力
を
込
め
て
語
っ
て
い
る
。

そ
の
点
か
ら
「
こ
が
ら
し
の
巻
」
を
見
て
み
る
と
、
荷
兮
と
野
水
が
芭
蕉
の
前
句

に
位
置
し
て
い
る
。
荷
兮
は
四
人
の
連
衆
（
荷
兮
・
野
水
・
重
五
・
杜
国＊
）
の
な

か
で
最
も
年
長
で
俳
歴
も
長
い
。
野
水
は
こ
の
地
の
有
力
者
で
富
裕
な
呉
服
商
で
も

あ
り
、芭
蕉
の
滞
在
場
所
の
手
配
を
す
る
な
ど
一
座
の
亭
主
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
。

こ
の
二
人
が
芭
蕉
の
付
句
を
受
け
る
位
置
に
据
わ
る
と
い
う
の
は
経
歴
か
ら
見
て
も

う
な
ず
け
る
。
た
だ
興
味
深
い
こ
と
に
、
芭
蕉
に
付
句
を
し
て
い
る
の
は
誰
か
と
い

う
と
、
杜
国
が
そ
の
一
人
で
あ
る
。『
冬
の
日
』
五
歌
仙
の
う
ち
、
二
巻
目
の
「
は

つ
雪
の
巻
」
は
、「
こ
が
ら
し
の
巻
」
と
同
様
荷
兮
が
、
ま
た
野
水
に
変
わ
っ
て
重

五
が
芭
蕉
の
前
、
芭
蕉
の
後
は
杜
国
・
野
水
と
い
う
配
置
で
、
つ
ま
り
「
こ
が
ら
し

の
巻
」「
は
つ
雪
の
巻
」
に
お
い
て
、
芭
蕉
は
杜
国
に
付
句
を
受
け
る
位
置
に
い
る
。

さ
ら
に
四
巻
「
炭
売
の
巻
」、
五
巻
「
霜
月
や
の
巻
」
に
な
る
と
芭
蕉
と
杜
国
は
離

れ
て
よ
ん
で
お
り
互
い
に
か
か
わ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
、
杜
国
の
力
量
を
知
っ

た
芭
蕉
が
、
二
人
の
名
手
を
間
に
配
置
し
て
歌
仙
を
支
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ

な
く
も
な
い
。
連
衆
の
一
人
の
力
量
が
落
ち
る
と
全
体
の
流
れ
や
新
た
に
創
造
さ
れ

つ
つ
あ
る
も
の
は
途
絶
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
ど
う
や
ら
思
う
に
専
門
の
俳
諧
師
と

た
ぶ
ん
自
他
と
も
に
認
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
荷
兮
に
そ
の
停
滞
が
時
折
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

と
ま
れ
、
芭
蕉
は
杜
国
に
付
句
を
さ
れ
て
触
発
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考

え
る
。
位
置
取
り
は
、
有
力
者
の
荷
兮
・
野
水
の
後
に
芭
蕉
が
付
く
こ
と
が
目
的
で
、

杜
国
の
付
句
を
受
け
る
こ
と
は
偶
然
に
す
ぎ
な
か
っ
た
に
し
て
も
。
そ
れ
の
み
な
ら

ず
、
杜
国
は
と
き
に
芭
蕉
の
目
を
奪
う
詩
情
を
か
い
ま
見
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。

揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
は
杜
国
に
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
名
古
屋
の
連
衆
と
の
俳
席

は
、
芭
蕉
に
と
っ
て
予
想
外
に
振
り
回
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
従
来
『
冬
の
日
』

歌
仙
は
、
貞
門
・
談
林
・
天
和
調
か
ら
脱
却
す
る
過
渡
期
の
作
と
と
ら
え
ら
れ
、
理

解
不
明
な
句
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、
蕉
風
の
第
一
歩
を
し
る
す
記
念
す
べ
き
歌
仙
で

は
あ
る
が
、
蕉
風
の
成
果
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か

し
、『
冬
の
日
』
歌
仙
は
、
初
対
面
の
生
の
臨
場
感
溢
れ
る
も
の
で
あ
り
、
俳
諧
の

古
今
集
と
い
わ
れ
る
『
猿
蓑
』
と
、
対
に
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
な
可
能

性
さ
え
秘
め
て
い
る
。

晩
年
芭
蕉
は
、
去
来
・
凡
兆
の
高
弟
と
三
人
で
か
の
有
名
な
『
猿
蓑
』「
市
中
の

巻
」
を
巻
い
た
。
実
験
的
で
あ
り
つ
つ
完
成
さ
れ
た
連
句
で
も
あ
り
、
蕉
風
の
到
達

点
を
示
し
て
み
せ
た
。
そ
の
達
成
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
一
方
、『
冬
の
日
』
に
は

生
ま
れ
い
ず
る
と
き
特
有
の
不
十
分
さ
と
破
綻
は
あ
る
も
の
の
、
新
し
い
詩
情
に
よ

る
躍
動
が
溢
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
で
楽
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

『
冬
の
日
』「
こ
が
ら
し
の
巻
」
全
体
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
鑑
賞
し
た
い

と
思
う
が
、
連
句
は
、
音
楽
の
よ
う
に
調
べ
が
つ
ら
ぬ
き
流
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
刻
々
と
移
り
変
わ
る
中
か
ら
一
部
の
句
だ
け
を
抜
き
出
し
て
鑑
賞
す
る
の
は

不
適
切
だ
と
も
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
マ
イ
ナ
ス
を
あ
え
て
押
し
て
杜
国
の
句

に
焦
点
を
あ
て
て
い
く
。

文
学
部
紀
要
　
第
五
十
五
号

二
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＊

冬
が
れ
分
け
て
ひ
と
り
唐
苣
た
う
ち
さ

野
水

し
ら
し
ら
と
砕く
だ

け
し
は
人
の
骨
か
何

杜
国

「
こ
が
ら
し
の
巻
」
で
連
衆
は
そ
れ
ぞ
れ
七
句
を
よ
ん
で
い
る
。
杜
国
の
七
句
は

い
ず
れ
も
す
ば
ら
し
い
の
だ
が
、
な
か
で
も
こ
の
句
は
、
杜
国
の
詩
的
感
性
を
現
す

こ
と
に
な
っ
た
。
初
め
に
従
来
の
評
釈
を
見
て
お
こ
う＊
。
幸
田
露
伴
の
『
芭
蕉
七

部
集
評
釈
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
評
釈
冬
の
日
』（
昭
和
十
九
）
は
、
初
案
は

『
冬
の
日
抄
』
と
し
て
大
正
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
古
註
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ

現
在
の
連
句
注
釈
は
露
伴
の
評
釈
を
出
発
点
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
し

ら
し
ら
と
」
の
句
に
つ
い
て
も
、
露
伴
の
評
釈
に
よ
っ
て
視
覚
的
造
形
は
ほ
ぼ
定
め

ら
れ
て
い
る
。
す
こ
し
長
く
な
る
が
引
用
し
よ
う
。

し
ら

く
は
白
々
な
り
。
骨
か
あ
ら
ぬ
か
何
も
の
ぞ
と
疑
ひ
た
る
に
て
、

前
句
の
冬
枯
れ
分
け
て
ひ
と
り
唐
苣
の
立
て
る
あ
た
り
に
、
何
や
ら
ん
白
き

も
の
の
砕
け
散
り
居
る
を
遠
く
よ
り
眺
め
た
る
ま
で
に
て
、
別
に
深
き
意
な

ど
の
存
す
る
に
は
あ
ら
ず
。

砕
け
た
る
貝
殻
、
し
ゃ
れ
た
る
木
片
な
ん
ど
の
、
し
ら

く
と
し
た
る
が

畠
の
土
ま
じ
り
に
見
ゆ
る
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
な
り
。
そ
れ
を
巧
み
に

云
い
取
り
て
、
砕
け
し
と
い
ひ
、
白
々
と
い
ひ
、
骨
か
何
と
い
ひ
て
、
冬
枯

れ
す
さ
ま
じ
き
体
を
見
せ
た
る
、
面
白
し
、
と
も
評
す
べ
く
や
。

将
又
冬
枯
れ
の
物
す
さ
ま
じ
き
折
柄
に
は
、
あ
ら
ぬ
も
の
を
看
て
も
、
何

か
と
疑
ひ
ま
ど
ふ
や
う
な
る
寂
し
く
て
後
見
ら
る
ゝ
如
き
感
も
起
こ
る
こ
と

有
る
も
の
故
、
そ
こ
を
ひ
た
ひ
た
と
逼
り
て
云
い
出
だ
し
た
る
、
面
白
し
、

と
も
評
す
べ
き
か
。

い
づ
れ
に
し
て
も
前
句
と
の
映
り
、
ね
ば
ら
ず
疎
か
ら
ず
し
て
よ
し
。

「
何
か
と
疑
ひ
ま
ど
ふ
や
う
な
る
寂
し
く
て
後
見
ら
る
ゝ
如
き
感
」
と
は
含
蓄
が

深
い
、「
遠
く
よ
り
眺
め
た
る
」
も
い
い
。
が
全
体
に
、「
す
さ
ま
じ
さ
」
を
際
立
た

せ
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
共
感
で
き
な
い
。

さ
て
、
後
世
の
注
釈
が
露
伴
註
に
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
を
み
て
み
る
と
、「
人

の
骨
」
に
力
点
を
置
い
て
踏
み
込
ん
で
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら

「
無
常
寂
滅
」
と
「
無
気
味
な
景
」
の
二
手
に
分
か
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

「
無
常
寂
滅
」
の
方
は
、「
前
句
陽
気
発
動
の
趣
あ
る
に
対
し
て
寂
滅
の
観
想
を

取
合
せ
た
る
な
ら
む
」（
樋
口
）、「
前
句
の
、
荒
涼
た
る
冬
枯
れ
の
中
で
ひ
と
り
生

気
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
無
常
寂
滅
の
景
を
対
照
的
に
並
べ
た
の
で
あ
る
」（
全
集
）、

「
前
句
の
独
り
生
気
の
あ
る
唐
苣
に
対
し
て
、
こ
れ
は
全
く
寂
滅
の
姿
で
あ
る
。
狙

い
は
無
常
で
あ
る
」（
阿
部
）。

「
無
気
味
な
景
」
の
方
は
、「（
唐
苣
を
採
り
に
枯
野
に
分
け
入
っ
た
）
そ
の
人
の

目
撃
し
た
無
気
味
な
景
を
発
話
体
で
つ
け
た
。」「「
白
き
物
の
品
々
」
を
雪
月
花
の

風
流
か
ら
「
人
の
骨
か
何
」
と
怪
奇
に
見
か
え
た
の
は
、『
冬
の
日
』
に
多
く
存
す

る
天
和
趣
味
の
名
残
」（
乾
）、「
凄
惨
極
ま
る
場
」（
大
田
）、「
白
骨
の
凄
ま
じ
さ
を

点
出
」（
能
勢
）
な
ど
と
あ
る
。

刺
激
的
に
と
ら
え
た
方
が
感
興
が
増
す
と
い
う
意
識
が
働
く
た
め
か
、
ど
ち
ら
も

一
段
と
耳
目
を
ひ
く
解
釈
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
杜
国
の
詩
心
と
は
離
れ
て
い
く

杜
国
の
詩
情

三
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ば
か
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

杜
国
が
「
白
骨
」
に
み
て
い
る
も
の
は
、
無
気
味
さ
や
凄
ま
じ
さ
で
は
な
く
、
色

彩
の
「
白
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
古
来
白
を
表
現
す
る
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

り
、
そ
れ
を
杜
国
は
「
し
ら
し
ら
と
砕
け
し
は
人
の
骨
か
何
」
と
表
現
し
た
。「
し

ら
し
ら
」
に
は
白
い
だ
け
で
な
く
砕
け
て
い
る
も
の
の
語
感
も
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
す
で
に
能
勢
氏
が
次
の
よ
う
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。「「
し
ら
し
ら
」
の
語
調
の

中
に
は
、
色
彩
の
白
さ
に
添
え
て
、
骨
ら
し
き
も
の
が
脆
く
く
し
ゃ
く
し
ゃ
と
破
れ

砕
け
る
様
子
や
音
ま
で
も
感
じ
ら
れ
る
」。
し
か
し
能
勢
氏
は
こ
の
句
を
「
冬
枯
れ

の
野
面
か
ら
受
け
る
す
さ
ま
じ
い
感
じ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
白
骨
の
凄
ま
じ
さ
を

点
出
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
、「
疑
い
い
ぶ
か
る
心
を
あ
ら
わ
し
た
も

の
で
あ
る
」
と
も
い
わ
れ
る
。

「
破
け
砕
け
る
様
子
や
音
ま
で
も
」
と
い
う
の
は
踏
み
込
み
す
ぎ
の
よ
う
な
気
が

す
る
し
、「
無
気
味
」
や
「
凄
ま
じ
さ
」
の
強
調
に
は
共
感
で
き
な
い
。「
し
ら
し
ら

と
砕
け
し
は
」
は
「
白
く
砕
け
て
い
る
」
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
説
明
的
に
な
り
す

ぎ
る
。「
し
ら
し
ら
」「
砕
け
し
」「
人
の
骨
か
何
」
の
三
重
で
構
成
さ
れ
る
世
界
。

「
骨
か
何
」
と
不
確
定
な
問
い
か
け
で
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
の
最
終
的
な
着

地
を
ゆ
ら
め
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
区
切
り
固
定

す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
せ
ず
に
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う

た
や
す
い
行
為
で
は
な
い
。「
し
ら
し
ら
」「
砕
け
し
」「
人
の
骨
か
何
」
と
、
不
分

明
で
、
脆
く
、
心
も
と
な
く
、
い
わ
ば
何
か
分
か
ら
な
い
あ
や
し
げ
な
イ
メ
ー
ジ
を

「
白
」
の
色
彩
と
と
も
に
云
い
止
め
て
み
せ
た
。
こ
れ
は
か
な
り
の
力
量
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。
視
覚
的
に
は
、
冬
枯
れ
の
荒
涼
と
し
た
な
か
、
野
ざ
ら
し
の
骨
、
ま
わ

り
が
ほ
の
暗
く
て
そ
こ
が
白
い
景
を
思
い
う
か
べ
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

「
白
」
に
焦
点
を
あ
て
て
み
る
と
、
斉
藤
徳
元
の
『
尤
の
草
紙
』
の
「
し
ろ
き
物

の
し
な

く
」
に
い
き
あ
た
る
。
そ
こ
に
は
次
の
和
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
し
ら

く
し
し
ら
げ
た
る
夜
の
月
影
に
ゆ
き
ふ
み
わ
け
て
梅
の
花
お
る
」

こ
れ
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
白
」
の
部
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
白
髪
、
月
光
、

雪
、
梅
の
花
と
、
白
で
満
た
さ
れ
た
幻
想
的
な
世
界
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
の
「
し
ら

し
ら
し
」
の
言
葉
が
杜
国
の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。（『
国
歌
大
観
』

に
「
し
ら
し
ら
し
」
と
詠
み
だ
さ
れ
る
和
歌
は
一
首
も
認
め
ら
れ
な
い
。）

数
多
く
の
注
釈
の
な
か
で
こ
の
句
の
付
け
筋
を
明
確
に
示
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
。
な
ぜ
杜
国
は
「
し
ら
し
ら
と
」
と
人
の
骨
を
よ
み
出
し
た
の
か
。

付
け
筋
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、「
生
気
あ
る
唐
苣
に
対
し
て
、
無
常
寂
滅
の
景
を

対
照
的
に
並
べ
た
」
と
一
つ
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、「
対
照
」
を
意
識
し
た

と
い
う
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
一
応
、
前
句
の
冬
枯
れ
の
情
景
に
さ
ら
に
景
を

付
け
た
と
は
考
え
ら
れ
る
。
前
句
「
冬
が
れ
分
け
て
ひ
と
り
唐
苣
」
は
、
冬
枯
れ
の

イ
メ
ー
ジ
と
青
々
と
し
た
唐
苣
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
併
せ
持
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
に
も

展
開
で
き
る
。
そ
の
地
点
で
杜
国
は
、
生
気
あ
る
唐
苣
の
方
で
は
な
く
、
冬
枯
れ
の

イ
メ
ー
ジ
を
拡
大
す
る
方
を
選
ん
だ
の
だ
と
思
う
。
中
で
は
阿
部
氏
や
乾
氏
が
付
け

筋
を
示
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
注
釈
に
「
青
に
白
の
色
立
は
当
時
の
俳
趣
味
」
と

あ
る
。
唐
苣
の
青
に
白
の
取
り
合
わ
せ
を
し
た
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、「
白
」

は
雪
で
あ
り
月
光
で
あ
り
梅
の
花
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
雪
月
花
の
風
雅
を
「
人
の

骨
」
に
見
か
え
た
の
だ
と
い
う
。
た
だ
、「
青
に
白
の
取
り
合
わ
せ
」
と
い
う
発
想

か
ら
、
あ
の
脆
く
心
も
と
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
る
も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

り
、
別
の
付
け
筋
が
あ
り
そ
う
な
気
が
し
て
そ
れ
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い

は
残
る
。

文
学
部
紀
要
　
第
五
十
五
号
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い
ず
れ
に
し
ろ
、「
し
ら
し
ら
と
砕
け
し
は
人
の
骨
か
何
」
と
杜
国
が
云
い
止
め

て
み
せ
た
「
白
」
に
、
芭
蕉
は
衝
撃
を
う
け
た
の
で
は
な
い
か
。
芭
蕉
の
「
白
」
へ

の
思
い
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
ふ
れ
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
不
分
明
な
白
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
句
の
あ
る
種
の
観
念
性
に
気
付
い
た
の
は
芭
蕉

一
人
で
は
な
か
っ
た
か
。
杜
国
で
さ
え
は
か
ら
ず
も
自
身
の
魂
―
―
白
に
仮
託
さ
れ

た
い
ま
だ
輪
郭
の
定
ま
ら
な
い
脆
く
あ
や
し
き
心
を
表
白
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
か
ぎ
分
け
る
こ
と
は
芭
蕉
の
外
に
は
あ
り
え
な
い
。

付
句
を
し
た
重
五
は
、
生
活
に
根
ざ
し
た
現
実
派
の
傾
向
が
強
い
の
で
、
か
つ
そ

れ
が
こ
の
歌
仙
に
ビ
ビ
ッ
ド
な
も
の
を
招
じ
入
れ
て
も
い
る
の
だ
が
、「
烏
賊
は
ゑ

び
す
の
国
の
う
ら
か
た
（
占
形
）」
と
付
け
、「
人
の
骨
か
何
」
の
疑
問
に
対
し
て
、

そ
れ
は
「
烏
賊
の
甲
羅
さ
」
と
謎
解
き
を
し
て
み
せ
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

ま
で
数
句
続
い
た
冬
枯
れ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
思
い
が
け
な
い
展
開
に
打
ち
破
ら

れ
、
笑
い
さ
え
誘
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
杜
国
の
詩
心
、「
し
ら
し
ら
と
」
で
あ
ら
わ
し
た
不
安
定

な
イ
メ
ー
ジ
に
通
じ
る
句
を
、
彼
は
別
の
箇
所
で
も
よ
ん
で
い
る
。

＊

霧
に
ふ
ね
引ひ
く

人
は
ち
ん
ば
か

野
水

た
そ
が
れ
を
横
に
な
が
む
る
月
ほ
そ
し

杜
国

江
戸
時
代
、
船
に
動
力
は
付
い
て
い
な
い
か
ら
、
川
下
に
下
っ
た
船
は
人
力
で
川

上
に
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
肩
に
綱
を
か
け
川
べ
り
を
人
が
引
い
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
の
姿
は
曳
船
図
と
か
い
わ
れ
て
葦
の
生
え
る
水
ぎ
わ
を
前
か
が
み
に
船
を

曳
く
姿
が
、
棗
や
鍔
や
焼
物
や
小
袖
な
ど
工
芸
の
図
柄
に
も
な
っ
て
い
る
。

野
水
は
霧
の
か
か
る
光
景
の
中
、
身
体
を
傾
げ
て
船
を
曳
く
姿
を
「
ち
ん
ば
」
で

あ
ろ
う
か
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。
軽
い
お
か
し
み
が
あ
る
し
、
動
き
も
呼
び
込
ん
で

い
る
。
そ
の
句
に
杜
国
は
「
た
そ
が
れ
を
横
に
な
が
む
る
月
ほ
そ
し
」
と
付
け
た
。

月
の
登
場
だ
が
、
月
の
定
座
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
前
句
の
野
水
が
そ
れ
に
当
た

る
。
野
水
の
こ
ぼ
し
た
月
を
杜
国
が
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
霧
」
に
「
月
ほ
の

か
」
は
付
合＊
で
あ
る
た
め
、
野
水
は
月
を
杜
国
に
譲
っ
て
誘
い
を
掛
け
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。「
一
句
の
情
、
前
句
と
の
か
か
り
、
解
に
及
ば
ず
し
て
分
明
な
り
」

（
露
伴
）、「
句
は
さ
ら
り
と
付
け
流
し
て
い
る
」（
能
勢
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
月

を
よ
み
な
が
ら
さ
ら
り
と
自
然
体
で
付
け
て
い
る
。

そ
の
付
け
筋
に
つ
い
て
は
、「
淀
の
舟
な
ん
ど
よ
り
三
日
四
日
頃
の
月
を
眺
め
た

る
な
る
べ
し
」（
露
伴
）、「
前
句
の
景
に
対
し
て
、
同
じ
く
景
を
も
っ
て
あ
し
ら
っ

た
」（
能
勢
）、「
前
句
の
時
分
を
定
め
た
」（
乾
）、「
夕
霧
中
を
上
る
舟
に
は
細
く
幽

か
な
る
繊
月
の
に
ほ
ひ
自
ら
か
な
へ
り
」（
樋
口
）
な
ど
指
摘
さ
れ
る
。
眺
め
る
の

は
船
の
中
か
ら
で
も
、
川
岸
な
ど
地
上
か
ら
で
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
地
上
か
ら
横
に

水
平
に
視
線
を
す
べ
ら
し
て
い
る
さ
ま
を
想
像
し
た
い
。大
田
氏
の
解
釈
が
美
し
い
。

「
前
句
の
舟
引
き
の
景
を
打
越
（「
田
中
な
る
こ
ま
ん
が
柳
落
こ
ろ
」）
と
は
ま
た
変

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
た
の
で
あ
る
。（
略
）
三
句
を
な
ら
べ
て
味
っ
て
み
る
と
、
田

中
の
柳
か
ら
舟
曳
く
人
へ
夕
月
夜
の
美
人
へ
と
、
か
う
移
っ
て
さ
な
が
ら
浮
世
絵
の

三
つ
切
れ
続
き
も
の
を
見
る
や
う
で
、
そ
の
調
和
の
美
に
眼
を
細
め
ら
れ
る
」。

と
は
い
え
、
た
だ
景
を
つ
け
分
明
で
終
る
だ
け
の
句
で
は
な
い
。

杜
国
は
前
句
の
、
霧
に
か
す
ん
だ
ぼ
ん
や
り
し
た
感
じ
や
、
舟
引
く
人
の
傾
い
た

不
安
定
な
感
じ
を
引
き
つ
い
で
も
い
る
。「
た
そ
が
れ
」「
横
に
な
が
む
る
」「
月
ほ

杜
国
の
詩
情

五
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そ
し
」、
い
ず
れ
も
淡
く
は
か
な
く
、
心
細
げ
で
不
安
定
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
詩

人
杜
国
の
感
性
は
こ
こ
に
も
う
か
が
え
る
。

細
い
月
を
称
す
る
二
日
月
、
三
日
月
の
名
の
と
お
り
、
旧
暦
の
二
日
三
日
に
あ
ら

わ
れ
る
月
は
、
日
が
暮
れ
る
と
中
空
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
宵
の
う
ち
に
西
に
沈
む
。

「
横
に
な
が
む
る
」
は
、
実
際
中
空
低
く
か
か
っ
て
い
る
月
を
そ
の
ま
ま
よ
ん
だ
と

も
い
え
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
前
句
の
不
安
定
感
を
受
け
止
め

て
も
い
る
し
、「
横
に
な
が
む
る
」
が
新
鮮
な
の
だ
と
思
う
。

「
月
ほ
そ
し
」
に
、「
た
そ
が
れ
を
横
に
な
が
む
る
」
と
い
う
こ
れ
ほ
ど
ふ
さ
わ

し
い
取
り
合
わ
せ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
芭
蕉
は
後
年
、「
三
日
月
に
地
は
お
ぼ
ろ
也
蕎
麦
の
花
」（『
三
日
月
日

記
』
元
禄
五
年
）
と
い
う
繊
月
の
句
を
よ
ん
で
い
る
。「
お
ぼ
ろ
」
の
世
界
に
月
光

と
蕎
麦
の
花
の
白
の
取
り
合
わ
せ
。
遠
く
か
ら
杜
国
に
応
じ
て
い
る
と
み
る
の
は
読

み
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。

＊

き
え
ぬ
そ
と
ば
に
す
ご

く
と
な
く

荷
兮

影
法
か
げ
ぼ
う

の
あ
か
つ
き
さ
む
く
火
を
焼た
き

て

芭
蕉

あ
る
じ
は
ひ
ん
に
た
え
し
虚
家
か
ら
い
え

杜
国

「
こ
が
ら
し
の
巻
」
の
歌
仙
で
、「
影
法
の
あ
か
つ
き
さ
む
く
火
を
焼
て
」
は
、

芭
蕉
自
信
の
一
句
で
は
な
か
っ
た
か
。
前
句
が
「
き
え
ぬ
そ
と
ば
に
す
ご

く
と
な

く
」
な
の
で
、
新
し
い
卒
塔
婆
の
立
つ
「
墓
」
の
前
で
泣
い
て
い
る
女
性
が
う
か
ぶ

が
、
そ
の
景
に
「
影
法
の
」
と
付
け
た
。
露
伴
註
に
よ
れ
ば
、「
喪
屋
に
籠
れ
る
人

の
悲
嘆
に
身
も
細
る
暁
の
、
衣
手
寒
く
胸
凍
る
夜
明
の
お
も
む
き
を
あ
ら
は
し
て
、

上
無
く
す
さ
ま
じ
う
哀
れ
な
る
さ
ま
を
能
く
云
い
得
た
り
」
と
芭
蕉
の
句
は
解
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
「
一
句
と
し
て
膚
を
粟
だ
た
し
む
る
に
足
り
、
連
句
と
し
て
涙
を

堕
さ
し
む
る
に
足
る
。
詩
は
解
す
べ
か
ら
ず
、
味
は
ふ
べ
し
味
は
ふ
べ
し
」
と
称
賛

さ
れ
て
い
る
。

樋
口
氏
に
よ
れ
ば
、「
寒
く
の
語
悲
寥
か
ぎ
り
な
」
く
、
前
句
の
「
す
ご
す
ご
と

泣
く
」
に
全
句
感
応
し
て
い
る
と
い
う
。
能
勢
氏
は
「
影
法
」
を
、「
影
法
師
の
ご

と
き
、
魂
の
抜
け
殻
の
よ
う
な
、
痩
せ
や
つ
れ
た
、
影
の
薄
い
人
物
を
彷
彿
さ
せ
る
」

と
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
が
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
影
法
師
の
よ
う
な
と
い
う
比
喩
で
は

な
く
、
影
法
師
そ
の
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
方
が
よ
い
。

芭
蕉
は
、
詩
の
言
葉
と
し
て
「
影
法
」
を
発
見
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
影

法
」
に
つ
い
て
乾
氏
は
、「
寒
夜
の
影
法
師
は
芭
蕉
好
み
の
素
材
で
、
卒
塔
婆
に
取

合
せ
る
あ
た
り
は
天
和
趣
味
の
名
残
で
あ
る
」
と
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
確
か
に
こ

の
句
に
凄
ま
じ
さ
は
あ
る
も
の
の
、
あ
ま
り
怪
奇
的
に
と
ら
え
な
い
で
お
き
た
い
。

ち
な
み
に
、
こ
の
後
も
芭
蕉
は
、「
冬
の
日
や
馬
上
に
氷
る
影
法
師
」（『
笈
の
小

文
』
貞
享
四
年
）「
埋
火
や
壁
に
は
客
の
影
ぼ
う
し
」（『
続
猿
蓑
』
元
禄
五
年
）
と
、

「
影
法
師
」
へ
の
興
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
。「
冬
の
日
や
」
の
句
は
、『
笈
日
記
』

に
は
、「
訪
杜
国
紀
行
」
と
前
書
し
て
「
す
く
み
行
や
馬
上
に
氷
る
影
法
師
」
と
あ

る
。
影
法
と
杜
国
は
芭
蕉
の
な
か
で
供
に
浮
か
ぶ
心
象
で
、「
木
枯
ら
し
の
巻
」
で

の
一
座
は
し
っ
か
り
と
芭
蕉
の
心
に
根
を
下
ろ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

「
墓
」
と
「
火
」
は
付
合
な
の
で
、
芭
蕉
の
句
に
「
火
」
が
出
て
く
る
す
じ
道
は

分
か
る
。「
焚
火
」
に
「
寒
き
」
も
付
合
。
で
は
「
影
法
」
は
ど
う
か
。「
影
法
」
と

い
う
言
葉
が
前
句
か
ら
な
ぜ
呼
び
出
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
ふ
れ
て
あ
る
注
釈
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書
は
見
当
た
ら
な
い
の
だ
が
、「
火
（
焚
火
）」
に
「
す
ご
す
ご
」
と
い
う
弱
々
し
さ

の
調
べ
、
そ
れ
は
影
法
師
へ
の
連
想
を
予
測
さ
せ
る
。
ま
た
、
前
句
の
物
語
的
な
哀

れ
さ
の
余
情
、
こ
の
両
者
の
連
想
に
よ
っ
て
芭
蕉
は
「
影
法
」
を
取
出
し
て
き
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
付
合
語
に
支
え
ら
れ
た
言
葉
の
連
想
に
よ
っ
て
付
け
る
の

で
は
な
い
、「
匂
付
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
付
け
方
の
試
み
で
あ
る
。

影
法
師
と
い
う
も
の
の
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
、
し
か
し
、
ぼ
ん
や
り
し
て
弱
々

し
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、「
火
を
焚
き
て
」
と
、
火
に
照
ら
さ
れ
た
光
線

の
強
さ
が
あ
る
。

強
烈
で
は
あ
る
が
無
気
味
な
、
は
か
な
い
け
れ
ど
も
凄
惨
な
、
虚
か
実
か
わ
か
ら

な
い
、
夢
か
幻
か
わ
か
ら
な
い
、
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
イ
メ
ー
ジ
だ
が
し
か
し

そ
れ
は
く
っ
き
り
と
あ
る
。

「
き
え
ぬ
卒
塔
婆
に
す
ご
す
ご
と
泣
く
」
と
い
う
世
俗
の
現
実
の
悲
哀
を
受
け
て

発
想
さ
れ
な
が
ら
世
俗
の
現
実
を
抜
け
出
て
い
る
。
し
か
し
、
露
伴
が
「
影
法
」
の

句
か
ら
「
す
さ
ま
じ
う
哀
れ
」
を
よ
み
と
っ
た
よ
う
に
、
前
句
の
悲
哀
を
受
け
継
い

で
は
い
る
。
が
、
そ
れ
は
、
空
間
そ
の
も
の
が
作
り
出
し
て
い
る
悲
哀
で
あ
る
。

「
影
法
の
あ
か
つ
き
寒
く
火
を
焚
き
て
」
の
句
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
の
内
に
秘
め
る

デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
側
面
を
私
た
ち
は
眼
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
樋
口
氏
も
ふ
れ

て
お
ら
れ
る
が
、
芭
蕉
は
「
幻
住
庵
記
」（
元
禄
三
年
）
に
、「
夜
座
静
に
月
を
待
て

は
影
を
伴
ひ
、

燈
と
も
し
び

を
取
て
は
魍
魎
に
是
非
を
こ
ら
す
」
と
記
し
て
い
る
。
影
法

師
を
相
手
に
思
い
を
凝
ら
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
の
芭
蕉
の
句
に
付
句
を
す
る
こ
と
は
並
大
抵
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
実
は
連
句
の
な
か
で
こ
の
句
を
と
ら
え
返
し
て
み
る
と
、
暁
・
影
法
師
・
火

を
焚
き
て
、
と
い
ず
れ
も
特
に
現
実
の
状
景
の
制
約
を
受
け
る
わ
け
で
も
な
く
、

「
影
法
」
の
句
は
、
媒
介
に
な
る
句
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
も
付
け
て
い

か
れ
る
幅
の
あ
る
句
で
あ
る
。
そ
れ
に
杜
国
は
素
直
に
品
よ
く
「
あ
る
じ
は
ひ
ん
に

た
え
し
虚
家
」
と
付
け
た
。

能
勢
氏
に
よ
れ
ば
、「
虚
家
の
主
人
は
、
貧
の
た
め
に
堪
え
て
、
今
は
全
く
無
一

物
の
空
洞
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
廃
家
と
な
っ
て
い
る
」
と
あ
り
、
前
句
と
の
か
か
わ

り
に
お
い
て
見
る
と
、「
荒
れ
た
虚
家
に
、
何
人
か
、
ま
る
で
影
法
師
を
思
わ
せ
る

よ
う
な
男
が
、
暁
天
の
寒
さ
に
た
え
か
ね
て
、
焚
火
を
し
て
い
る
」
と
、
前
句
に
場

を
付
け
た
と
解
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
評
釈
が
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
影
法
は
い
か
な
る
人
か
と
問
い
、「
主
人
は
絶
え
て
な
い
と
い
え
ば
、
そ
の
召

使
の
老
翁
な
ど
の
、
今
さ
ら
ゆ
く
べ
き
身
の
あ
て
ど
も
な
く
て
、
主
の
廃
家
を
、
露

の
命
の
し
ば
し
置
き
ど
こ
ろ
と
で
も
し
た
人
間
か
」
と
い
わ
れ
る
。「
凄
寒
に
そ
え

て
や
や
鬼
気
迫
る
よ
う
な
感
じ
が
強
め
ら
れ
る
」
と
も
あ
る
。
能
勢
氏
は
影
法
を

「
召
使
の
老
翁
か
」
と
い
わ
れ
た
が
、
後
の
注
釈
は
そ
れ
を
さ
ら
に
非
人
や
乞
食
や

浮
浪
者
に
見
変
え
て
い
く
。
凄
惨
の
気
を
一
層
推
し
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
か
の
ご

と
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
異
を
と
な
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
前
句
の
影
法
の
焚
火

の
景
に
虚
家
の
「
場
」
を
つ
け
た
と
い
う
解
釈
と
は
別
の
解
釈
を
試
み
た
い
。
杜
国

の
句
を
見
て
い
こ
う
。

「
あ
る
じ
は
ひ
ん
に
た
え
し
虚
家
か
ら
い
え

」。「
寒
き
」
に
「
あ
ば
ら
家
」
は
付
合
な
の
で
、

杜
国
の
句
に
廃
屋
が
出
て
く
る
付
け
筋
は
見
出
せ
そ
う
だ
。
ま
た
「
虚
家
」
も
、
日

葡
辞
書
に
「
カ
ラ
イ
エ
（
空
家
）
―
―
家
財
も
な
け
れ
ば
人
も
い
な
い
空
っ
ぽ
の
家
」

と
あ
り
、
日
常
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
芭
蕉
の
「
影
法
」

の
句
で
述
べ
た
こ
と
を
お
も
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
だ
が
、
芭
蕉
の
句
は
、
い

杜
国
の
詩
情
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か
に
そ
の
句
が
ぬ
き
ん
で
て
「
膚
を
粟
た
だ
し
む
る
」
ほ
ど
の
句
だ
と
し
て
も
、
連

句
に
お
け
る
媒
介
の
句
で
あ
っ
た
。
そ
の
句
意
を
解
し
て
、
前
句
の
景
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
杜
国
は
、
廃
家
を
付
け
て
転
じ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主

を
失
っ
た
空
っ
ぽ
の
家
に
、
人
影
は
な
い
。
従
来
の
評
で
は
、
廃
家
に
非
人
乞
食
な

ど
が
入
り
込
ん
で
焚
き
火
を
し
て
い
る
景
と
と
ら
え
、
凄
寒
・
鬼
気
迫
る
・
凄
惨
・

荒
廃
・
悲
寥
と
さ
ま
ざ
ま
な
形
容
で
い
ろ
ど
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
強
烈
な
心
象

で
は
な
く
、
杜
国
は
、
前
句
の
「
影
法
」
か
ら
、
ひ
っ
そ
り
と
人
目
を
し
の
ぶ
感
じ

を
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
匂
付
の
句
に
、
匂
付
で
応
え
た
見
事
な
付
合
と

い
え
る
。

影
法
の
句
の
前
の
三
句
「
髪
は
や
す
ま
を
し
の
ぶ
身
の
ほ
ど
」「
い
つ
は
り
の
つ

ら
し
と
乳
を
し
ぼ
り
す
て
」「
き
え
ぬ
そ
と
ば
に
す
ご

く
と
な
く
」
と
つ
づ
い
た

か
な
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
人
事
句
を
転
じ
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
芭

蕉
が
起
動
さ
せ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
と
き
、
仕
掛
け
ら
れ
た
夢
か
現
か
わ
か
ら
ぬ
悲

哀
の
空
間
に
、
生
き
て
い
る
も
の
の
存
在
を
消
し
て
行
き
な
が
ら
、
ひ
っ
そ
り
と
人

目
を
偲
ぶ
感
じ
は
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
生
活
の
場
へ
と
転
じ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
が
「
主
の
絶
え
た
虚
家
」
で
あ
り
、
そ
の
詩
的
感
性
は
、
見
事
と
い
う
ほ
か
な

い
。誰

も
い
な
い
、
何
も
な
い
、
ひ
っ
そ
り
と
忘
れ
ら
れ
て
い
る
空
間
を
杜
国
は
表
現

し
た
。
杜
国
の
詩
情
の
発
露
で
あ
る
。
そ
の
上
に
さ
ら
に
「
た
え
し
」
に
よ
っ
て
、

〈
時
間
〉
を
呼
び
込
ん
で
い
る
。
何
代
も
続
い
た
で
あ
ろ
う
家
が
今
は
廃
絶
し
て
い

る
。
杜
国
が
こ
こ
に
時
間
を
よ
み
込
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
次
の
荷
兮
の
句
で
、「
田
中

な
る
こ
ま
ん
が
柳
落
つ
る
こ
ろ
」
と
伝
承
の
時
間
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
杜
国
の
あ
ら
わ
し
た
ひ
っ
そ
り
と
人
目
を
偲
ぶ
よ
う
な
繊

細
な
詩
情
は
、
見
棄
て
ら
れ
た
。

芭
蕉
と
杜
国
の
付
合
を
も
う
一
組
見
て
み
よ
う
。

＊

巾
に
木
槿
を
は
さ
む
琵
琶
打

荷
兮

う
し
の
跡
と
ぶ
ら
ふ
草
の
夕
ぐ
れ
に

芭
蕉

箕み

に

鮗
こ
の
し
ろ

の
魚
を
い
た
だ
き

杜
国

芭
蕉
の
前
句
は
「
巾
に
木
槿
を
は
さ
む
琵
琶
打
」
な
の
で
、「
琵
琶
打
」
か
ら
、

琵
琶
法
師
に
信
奉
さ
れ
た
逢
坂
山
の
蝉
丸
神
社
、
そ
の
近
く
に
あ
る
関
寺
の
牛
仏
、

こ
れ
ら
の
連
想
に
よ
り
、「
う
し
の
跡
と
ぶ
ら
ふ
草
の
夕
ぐ
れ
に
」
は
よ
ま
れ
た
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
牛
仏
は
、『
更
級
日
記
』『
大
和
物
語
』『
栄
華
物
語
』
な

ど
に
記
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
由
緒
あ
る
近
江
の
名
所
と
し
て
信
仰
を
集
め
た
牛

塔
で
あ
る
。

『
志
賀
県
の
地
名
』（
日
本
歴
史
地
名
体
系
）
に
は
、「「
関
寺
在
地
」
は
南
院
の

散
所
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
近
世
に
昌
し
ょ
う

文も

師じ

村
と
あ
る
の
も
当
地
と
み
ら
れ
芸
能
民

の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
基
づ
い
て
、「
琵
琶
」
―

「
唱
門
師
」
―
「
関
寺
の
牛
仏
」
と
い
う
連
想
の
方
が
、
蝉
丸
神
社
を
は
さ
む
よ
り

も
回
り
く
ど
く
な
く
て
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
樋
口
氏
の
注
釈
に
は
、「
行
く

も
帰
る
も
」
と
逢
坂
の
関
を
よ
ん
だ
蝉
丸
の
和
歌
が
、
牛
の
跡
を
弔
い
過
ぐ
る
人
に

ほ
の
か
に
響
い
て
い
る
と
あ
る
。「
琵
琶
」
に
「
法
会
」
は
付
合
な
の
で
「
と
ぶ
ら

ふ
」
も
引
き
出
さ
れ
る
か
。『
栄
華
物
語
』
に
「
草
を
誰
も
誰
も
と
り
て
参
り
け
る

中
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
牛
の
好
物
の
「
草
」
を
供
え
て
参
詣
し
た
ら
し
い
。
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「
芭
蕉
は
つ
い
先
日
、
逢
坂
の
関
を
越
え
て
来
た
ば
か
り
で
、
見
聞
に
も
と
づ
く

着
想
」（
乾
）
と
か
、「
興
に
流
れ
趣
味
に
走
っ
た
句
は
こ
び
を
、
芭
蕉
は
ど
こ
か
で

も
う
一
度
実
相
の
中
に
引
き
戻
そ
う
と
考
え
て
い
た
」（
安
東
）
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
転
ず
る
方
向
が
み
え
て
い
る
。

こ
の
句
は
名
残
の
裏
の
一
句
目
で
あ
る
し
、底
に
逸
話
や
伝
承
を
潜
ま
せ
な
が
ら
、

方
向
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
宴
の
後
と
い
っ
て
は
言
い
す
ぎ
だ
か
、
晴
れ
の
場

の
華
や
ぎ
か
ら
変
化
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
名
残
の
表
の
後
半
部
の
句
―
―
あ

は
れ
さ
の
謎
に
も
と
け
し
郭
公

ほ
と
と
ぎ
す

／
秋
水

し
ゅ
う
す
い

一
斗
も
り
つ
く
す
夜
ぞ
／
日
東
じ
つ
と
う

の
李
白

が
坊ぼ
う

に
月
を
見
て
／
巾き
ん

に
木
槿
む
く
げ

を
は
さ
む
琵
琶
打う
ち

―
―
を
安
東
氏
は
、「
興
に
流
れ

趣
味
に
走
っ
た
句
は
こ
び
」
と
批
判
的
に
評
さ
れ
て
い
る
が
、
名
残
の
表
の
後
半
部

は
、
歌
仙
中
の
最
も
大
切
な
箇
所
で
、
漢
詩
や
和
歌
や
逸
話
や
伝
承
を
引
く
こ
と
は

意
図
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
写
生
句
や
生
活
句
を
よ
し
と
す
る
近
代
の
見
方
で
蕉
風

の
歌
仙
を
捌
く
こ
と
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
「
牛
の
跡
と
ぶ
ら

ふ
草
の
夕
ぐ
れ
に
」
が
、「
木
枯
ら
し
の
巻
」
の
う
ち
一
二
を
争
う
芭
蕉
の
佳
句
で

あ
る
こ
と
は
う
ご
か
な
い
。「
草
の
夕
ぐ
れ
」
と
い
う
言
葉
、「
な
ん
と
な
く
柔
ら
か

味
の
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
弔
い
人
の
心
持
ま
で
匂
わ
さ
れ
て
い
る
」（
大
田
）
と
も

あ
る
。

杜
国
の
付
句
は
「
箕
に
鮗
の
魚
を
い
た
だ
き
」。

穀
物
を
ふ
る
い
に
か
け
る
農
具
の
箕
に
魚
を
入
れ
頭
上
に
い
た
だ
い
て
道
行
く
女

性
。
古
註
の
越
人
注
に
「
前
を
田
舎
に
し
て
也
。
前
の
留
ま
り
の
に．
之
字
ニ
付
タ
ル

句
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
句
が
付
く
と
前
句
の
関
寺
の
牛
仏
は
、
田
舎
の
路
傍

の
牛
の
墓
に
な
る
。
ま
た
、
前
句
「
夕
ぐ
れ
に
」
の
「
に
」
に
付
け
た
、
つ
ま
り
半

農
半
漁
の
村
の
牛
墓
の
傍
ら
を
箕
に
鮗
を
い
れ
て
頭
上
に
支
え
な
が
ら
通
り
過
ぎ
る

風
景
と
い
う
よ
う
に
、
対
に
な
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
全
く
同
じ
句
で
あ
り
な
が

ら
、付
句
に
よ
っ
て
句
の
風
景
が
変
る
―
―
関
寺
の
牛
仏
か
ら
路
傍
の
牛
墓
に
―
―
、

こ
れ
も
連
句
の
楽
し
さ
の
一
つ
で
あ
る
。
連
句
は
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
変
化
を
孕
ん

で
い
る
。

「
鮗
は
魚
の
中
に
て
も
貴
か
ら
ぬ
も
の
に
て
、
牛
馬
の
棄
場
は
村
は
ず
れ
な
ん
ど

な
れ
ば
、
能
く
此
句
を
味
は
え
ば
、
其
人
其
場
其
時
其
情
、
画
の
如
く
に
現
は
れ
出

で
て
、
村
趣
野
景
、
言
ひ
難
き
寂
し
み
の
鄙
び
た
る
さ
ま
眼
の
前
に
在
る
心
地
す
」

と
露
伴
註
に
あ
る
が
、
そ
の
註
に
お
い
て
、「
こ
の
し
ろ
」
と
い
う
言
葉
は
古
く
日

本
書
記
に
「

魚
（
こ
の
し
ろ
）」
と
も
書
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
俗
伝
俚
談
を
も
つ

と
ふ
れ
て
い
る
。
鮗
を
焼
く
と
人
を
焼
く
匂
い
が
す
る
の
で
、
娘
を
助
け
る
た
め
に

代
わ
り
に
鮗
を
焼
い
て
死
を
偽
装
し
た
と
か
、
胞
衣
と
鮗
を
供
に
地
中
に
埋
め
れ
ば

子
供
が
無
事
成
長
す
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
を
も
つ
と
い
う
。
想
像
を
逞
し
ゅ

う
す
れ
ば
、
度
を
越
え
た
解
釈
が
展
開
し
そ
う
に
な
る
が
、
大
勢
は
、
越
人
の
評
の

流
れ
を
く
み
、「
村
趣
野
景
」（
露
伴
）「
日
常
茶
飯
の
風
景
、
海
近
い
村
の
夕
暮
れ

の
さ
ま
」（
頴
原
）
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。

鮗
を
、
前
句
の
「
と
ぶ
ら
ふ
」
か
ら
連
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
阿
部
氏
に
よ
れ

ば
、
芭
蕉
一
座
の
元
禄
六
年
秋
の
歌
仙
に
も
、「
数
多
く
繋
げ
ば
牛
も
富
貴
な
り
／

冬
の
港
に
鮗
を
釣
る
」
の
付
合
が
あ
り
、「
牛
と
鮗
」
に
は
何
か
連
想
関
係
が
あ
っ

た
よ
う
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
杜
国
の
形
影
相
副
う
よ
う
な
句
作
り
は
、
芭
蕉
の
転
じ
の
意
図
を
、
よ
く
見
定

め
て
い
た
」（
安
東
）
と
あ
る
よ
う
に
、
杜
国
の
句
か
ら
日
常
の
生
活
に
展
開
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
杜
国
の
句
を
読
み
解
く
大
田
氏
の

評
も
あ
る
。
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箕
な
お
し
、
牛
捨
て
場
、
鮗
な
ど
か
ら
賤
民
の
に
お
い
を
感
じ
て
、
そ
れ
を
「
凄

愴
の
詩
」
と
評
し
て
お
ら
れ
る
。「
荒
草
の
夕
か
げ
の
中
に
一
脈
の
青
い
魚
肌
の
光

り
を
惹
い
て
来
る
よ
う
な
と
こ
ろ
、
こ
の
詩
は
近
代
の
詩
と
し
て
も
可
な
り
象
徴
味

の
豊
か
な
も
の
で
あ
る
」。

露
伴
が
「
言
ひ
難
き
寂
し
み
の
鄙
び
た
る
さ
ま
」
と
杜
国
の
詩
情
に
ふ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
芭
蕉
と
杜
国
の
詩
情
が
結
晶
し
た
、
一
対
の
「
う
し
の
跡
と
ぶ
ら
ふ
草
の

夕
ぐ
れ
に
／
箕
に
鮗
の
魚
を
い
た
だ
き
」
は
、「
こ
が
ら
し
の
巻
」
に
よ
っ
て
成
し

遂
げ
ら
れ
た
見
事
な
成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
杜
国
は
す
ば
ら
し
く
美
し
い
句
を
よ
む
。

＊

け
ふ
は
い
も
と
の
ま
ゆ
か
き
に
ゆ
き

野
水

綾あ
や

ひ
と
へ
居を
り

湯ゆ

に
志
賀
の
花
漉こ
し

て

杜
国

廊
下
は
藤
の
か
げ
つ
た
ふ
也

重
五

名
残
の
花
の
定
座
で
あ
る
。「
落
花
を
羽
二
重
を
も
っ
て
漉
す
句
な
り
」（
大
鏡
）。

「
志
賀
の
花
」
は
、「
さ
ざ
な
み
や
志
賀
の
都
は
あ
れ
に
し
を
昔
な
が
ら
の
山
桜
か
な
」

に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
の
桜
の
名
所
。
和
歌
の
作
者
は
平

忠
度
だ
が
、
よ
み
ひ
と
知
ら
ず
と
し
て
勅
撰
集
に
収
め
ら
れ
、
歌
は
残
り
人
は
滅
ん

だ
。
志
賀
の
都
―
近
江
の
大
津
宮
は
、
か
つ
て
の
繁
栄
は
夢
の
ご
と
く
で
い
ま
は
荒

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

杜
国
は
、
滅
ん
で
い
く
も
の
へ
の
愛
惜
の
思
い
を
遠
く
背
景
に
潜
ま
せ
な
が
ら
、

現
在
の
幸
福
感
を
よ
み
だ
し
た
。

「
化
粧
」
に
「
湯
」
は
付
合
。「
眉
作
り
」
に
「
湯
の
山
」
は
付
合
。「
志
賀
」
に

「
禁
中
」
は
付
合
。

岩
波
古
語
辞
典
に
よ
れ
ば
、「
を
り
ゆ
【
居
湯
・
入
湯
】」
と
は
、「
釜
の
な
い
風

呂
桶
に
、
別
に
沸
か
し
た
湯
を
入
れ
て
入
浴
す
る
こ
と
。
近
世
初
期
に
は
貴
人
・
金

持
ち
な
ど
が
専
ら
用
い
た
」
と
あ
る
。

「
綾
ぎ
ぬ
で
花
を
漉
す
と
い
う
の
は
従
い
が
た
い
」「
お
か
し
い
」
と
い
っ
た
句

評
が
み
う
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
豆
腐
の
絹
ご
し
と
い
う
と
下
世
話
に
過
ぎ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、『
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
』（
巻
五
の
二
）
に
も
、
江
戸
で
一
番
の
評
判
を
誇

っ
た
品
位
の
あ
る
高
尾
太
夫
の
た
め
に
「
絹
ご
し
の
湯
」
で
行
水
の
仕
度
を
す
る
様

が
か
か
れ
て
い
る
。
高
貴
で
上
品
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
あ
る
が
、「
綾
ぎ
ぬ
で
こ
し
た

湯
で
の
居
湯
」
は
、
想
像
上
の
見
慣
れ
ぬ
風
景
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。「
美
人

の
新
粧
に
匂
ひ
て
　
艶
麗
比
無
し
」（
樋
口
）
と
も
あ
る
。

綾
ぎ
ぬ
の
う
す
く
透
け
る
美
し
さ
、
湯
浴
み
の
や
わ
ら
か
さ
、
絹
に
サ
ー
ッ
と
湯

を
注
ぎ
か
け
る
動
き
の
若
々
し
さ
、
桜
の
花
び
ら
の
散
り
込
む
風
情
、
す
べ
て
が
美

し
い
。
誰
が
と
か
問
わ
ず
に
、
綾
と
湯
と
花
び
ら
と
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
想
像
す

れ
ば
よ
い
。「
綾
ひ
と
え
」
と
い
う
よ
み
出
し
も
い
い
し
、
湯
殿
を
切
り
取
っ
て
き

た
感
性
に
も
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
句
の
発
散
し
て
い
る
若
々
し
い
幸
福
感
が
、
な
ぜ
か
切
な
い
。

挙
句
は
「
廊
下
は
藤
の
か
げ
つ
た
ふ
也
」。
晩
春
の
午
後
の
ゆ
る
や
か
な
の
ど
か

な
体
を
付
け
て
、「
こ
が
ら
し
の
巻
」
は
巻
き
収
め
ら
れ
た
。
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＊
「
こ
が
ら
し
の
巻
」
は
、
芭
蕉
・
荷
兮
・
野
水
・
杜
国
・
重
五
が
そ
れ
ぞ
れ
七
句
詠
ん
で
お
り
、

合
わ
せ
て
三
十
五
句
、
残
り
の
一
句
を
正
平
が
詠
ん
で
い
る
。『
冬
の
日
』
の
、
二
、
三
巻
目

も
同
じ
。
四
、
五
巻
目
は
羽
笠
が
参
加
し
、
六
人
の
連
衆
で
そ
れ
ぞ
れ
六
句
を
詠
ん
で
い
る
。

＊
【
注
釈
】

越
人
『
俳
諧
冬
日
槿
花
翁
之
抄
』
享
保
４
年
（1719

）
頃
（『
近
世
文
学
論
叢
』1970

所
収
）

何
丸
『
七
部
集
大
鏡
』
文
化
六
年
（1809

）（『
俳
諧
注
釈
集
上
巻
』（
俳
諧
叢
書
）
所
収
）

幸
田
露
伴
『
冬
の
日
抄
』1924

、『
評
釈
冬
の
日
』1944

樋
口
功
『
芭
蕉
の
連
句
』1926

、

大
田
水
穂
『
芭
蕉
連
句
の
根
本
解
説
』1930

頴
原
退
蔵
、
山
崎
喜
好
『
芭
蕉
講
座
第
四
巻
連
句
篇
上
』1951

能
勢
朝
次
「
蕉
風
連
句
講
義
　
冬
の
日
　
木
枯
し
の
巻
」（『
能
勢
朝
次
著
作
集
第
八
巻
』1982

）

安
東
次
男
『
芭
蕉
七
部
集
評
釈
』1973

輝
峻
康
隆
・
中
村
俊
定
『
連
歌
俳
諧
集
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
、1974

）

阿
部
正
巳
「
連
句
鑑
賞
」（『
芭
蕉
連
句
抄
第
四
篇
』1976
）

乾
裕
幸
・
白
石
悌
三
『
連
句
へ
の
招
待
』1980

文
中
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
越
人
、
大
鏡
、
露
伴
、
樋
口
、
大
田
、
頴
原
、
能
勢
、
安
東
、
全
集
、

阿
部
、
乾
、
と
記
し
て
い
る
。

＊
文
中
、「
付
合
」
と
記
し
て
い
る
の
は
『
俳
諧
類
舩
集
』
に
よ
る
。
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