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韮

村

と

そ

σ〉

連

衆

｜

｜

虚

栗

調

を

め

ぐ

っ

藤

田

真

金
沢
の
麦
水
の
編
著
『
新
み
な
し
栗
』
（
安
永
五
年
秋
践
、
翌
年
四
月
刊
）
に
、
蕪
村
門
か
ら
四
人
の
句
が
入
集
し
た
。
す
な
わ
ち

蕪
村
六
句
、
凡
董
八
旬
、
大
魯
四
句
、
道
立
三
旬
、
計
二
十
一
旬
、
そ
し
て
上
記
四
人
に
よ
る
四
吟
歌
仙
一
巻
で
あ
る
。

俳
壇
的
勢
力
を
そ
れ
ほ
ど
も
た
ず
、
他
俳
譜
師
と
の
交
渉
に
も
必
ず
し
も
積
極
的
で
な
か
っ
た
蕪
村
た
ち
に
と
っ
て
（
最
も
広
い

窓
口
は
凡
董
だ
っ
た
よ
う
だ
）
、
自
門
の
撰
集
に
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
金
沢
と
い
う
異
郷
の
地
の
俳
譜
師
の
撰
集
に
、
発
句
計
二
十
一
、

歌
仙
一
と
い
う
入
集
数
の
多
さ
は
異
例
で
あ
り
、
注
意
を
喚
起
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
ま
し
て
や
『
新
み
な
し
栗
』
と
い
う
標
題
に

一
不
す
ご
と
く
、
虚
栗
調
復
興
と
い
う
明
確
か
つ
先
鋭
な
意
図
に
裏
打
ち
き
れ
た
撰
集
に
、

で
あ
る
。
単
に
入
集
す
る
と
い
う
目
的
だ

け
で
蕪
村
た
ち
が
歳
栗
調
に
よ
る
句
作
を
一
時
的
に
試
み
た
の
だ
ろ
う
か
。
麦
水
の
動
向
に
た
だ
呼
応
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
も

の
な
の
か
ど
う
か
。
最
栗
調
を
め
ぐ
る
蕪
村
た
ち
の
内
情
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
虚
栗
調
と
い
う
も
の
が
蕪
村
た

ち
四
人
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、

ど
ん
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
考
察
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
。
そ
の
際

麦
水
の
活
動
と
の
関
連
が
問
題
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
主
題
は
あ
く
ま
で
蕪
村
た
ち
の
活
動
で
あ
る
。
直
接
取
り
扱
う

の
は
、
凡
董
・
麦
水
遊
遁
の
安
永
二
年
か
ら
『
新
み
な
し
栗
』
出
版
の
安
永
六
年
に
か
け
て
で
あ
る
。
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本
題
に
は
い
る
前
に
「
虚
栗
調
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。
虚
栗
調
の
概
念
は
必
ず
し
も
厳
密
で
な
い
。

た
だ
し
そ
の
定
義
を

あ
ら
か
じ
め
下
し
て
限
定
す
る
の
で
な
く
、
蕪
村
た
ち
に
と
っ
て
の
虚
栗
調
を
論
じ
て
い
く
こ
と
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
と
り
あ
え
ず
『
俳
譜
大
辞
典
」
の
『
虚
栗
調
」
の
説
明
を
借
用
す
る
。
す
な
わ
ち
「
漢
字
、
漢
語
を
多
く
使
用
し
、
字
あ
ま
り
を

好
み
、
語
調
が
固
く
稜
が
あ
り
、
ま
た
漢
詩
文
中
の
一
句
の
よ
う
に
、
不
安
定
な
、
完
結
せ
ぬ
表
現
を
特
徴
と
す
る
。
中
に
は
、

と

く
に
奇
を
て
ら
っ
た
表
現
に
傾
い
て
、
意
味
の
解
し
に
く
い
よ
う
な
作
品
も
少
な
く
な
い
。
」
と
。

安
永
二
年
九
月
、
京
都
か
ら
大
坂
に
移
っ
た
ば
か
り
の
大
魯
を
訪
れ
て
、
凡
董
は
浪
華
に
遊
ん
だ
。
折
し
も
『
蕉
門
一
夜
口
授
』

上
梓
の
た
め
に
麦
水
も
大
坂
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
凡
董
は
「
廿
一
日
瓦
町
二
柳
庵
を
訪
。
折
ふ
し
加
賀
の
麦
水
も
あ
り
合
せ
て
相
見
」

（
『
発
句
集
』
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
二
人
の
初
対
面
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
交
渉
は
そ
ん
な
に
昔
に
遡
る
こ

と
は
な
い
。
麦
水
来
坂
の
最
大
の
関
心
事
は
『
蕉
門
一
夜
口
授
」
の
出
版
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
警
は
虚
栗
調
鼓
吹
の
書
で
あ
っ
た
。

二
柳
庵
で
こ
こ
に
話
題
が
及
ば
な
い
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
帰
洛
し
た
凡
董
が
、
麦
水
に
合
っ
た
こ
と
や
そ
の
時
の
話
の
内
容
を

蕪
村
に
報
告
し
な
い
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
九
董
は
こ
れ
に
関
し
て
何
も
書
き
留
め
て
い
な
い
。

凡
董
自
身
は
こ
の
出
会
い
が
今
後

ど
ん
な
意
味
を
も
つ
か
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
安
永
四
年
の
再
会
、
安
永
六
年
刊
の

『
新
み
な
し
栗
』
の
入

集
状
況
な
ど
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
一
つ
の
俳
譜
史
的
出
会
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
翌
安
永
三
年
に
な
る
と
、
前
年
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
虚
栗
調
風
の
句
作
が
、
凡
董
の
匂
稿
に
目
立
つ
よ
う

に
な
る
。

い
ま
そ
の
う
ち
よ
り
い
く
つ
か
抜
粋
し
て
み
よ
う
。



野

店

無

肴

l
核

橘

花

に

酒

を

ひ

た

し

け

り

隣

家

に

琴

を

聞

て

月

を

あ

は

れ

む

独

哉

今

宵

清

光

タ

リ

月

盃

歩

酒

干

鱈

裂

て

冷

酒

（
以
上
『
は
く
帖
』
）

瓶

銭

す

蕪村とその連衆ー虚栗調をめぐってー

『
は
く
帖
』
を
繰
っ
て
ゆ
く
と
、
こ
の
よ
う
な
調
子
の
句
は
外
に
も
容
易
に
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
工
て
こ
の
傾
向
は
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
著
し
く
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
り
、
翌
年
へ
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
先
取
り
し
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

こ
の
年
八
月
中
旬
、
凡
董
は
ま
た
大
坂
へ
下
っ
て
大
魯
を
訪
ね
た
。
『
ほ
く
帖
』
に
は
、
こ
の
と
き
大
魯
が
且
董
の
句
に
加
点
し
た
、

そ
の
う
ち
の
五
句
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

於
芦
陰
舎
四
季
句
合

五
句

大
魯
評

凧

に

争

ふ

ご

と

し

鐘

の

声

十
六
点

痩

脚

に

落

穂

よ

け

行

聖

哉

十
八
点

埋

火

や

附

木

な

く

せ

し

か

り

の

宿

十
七
点

唐

茶

煮

て

詫

人

富

り

秋

の

雨

十
五
点

酒

に

狂

す

武

士

見

よ

や

夏

の

月

廿

占

3 

大
魯
庵
で
こ
の
よ
う
な
虚
栗
調
を
含
む
吟
詠
が
な
さ
れ
、
大
魯
が
判
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
一
な
ぜ
な
ら
虚
栗
調
が

少
く
と
も
凡
董
・
大
魯
の
聞
で
は
諒
解
済
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
大
畠
の
句
は
わ
か
ら
な
い
。

「
新
み
な
し
栗
』
に
入
集
し
た
一
人
道
立
に
つ
い
て
も
、
『
自
在
庵
句
集
」
に
よ
る
と
、
安
永
三
年
に
次
の
よ
う
な
句
を
作
っ
て
い
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る

梅

欄

慢

羅

の

帳

に

星

の

影

あ

ら

な

に

と

も

な

人

ぞ

何

と

て

秋

の

空

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
虚
莱
調
と
い
っ
て
よ
い
句
だ
ろ
う
。
こ
の
吟
詠
ぶ
り
が
凡
董
あ
る
い
は
蕪
村
の
影
響
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は

判
然
と
し
な
い
。
道
立
が
蕪
村
一
門
と
同
座
す
る
の
は
翌
年
一
月
が
最
初
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
蕪
村
個
人
と
の
面
識
は

宝
暦
ま
で
遡
る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
な
交
渉
の
事
例
は
安
永
三
年
以
前
に
は
一
つ
も
な
い
。
蕪
村
ら
と
の
影
響
関
係
は
わ
か
ら
な
い

灯

消

ん

と

し

て

店

気

差

出

る

火

健

哉

が
、
道
立
自
身
の
儒
学
者
と
し
て
の
漢
学
の
素
養
と
以
前
か
ら
の
俳
譜
へ
の
興
味
と
が
漢
詩
的
調
べ
に
お
い
て
合
致
し
た
と
い
う
考

え
方
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。

道
立
だ
け
で
な
く
、
他
の
三
人
の
聞
に
つ
い
て
も
、
句
作
の
上
で
内
的
な
交
流
を
た
ど
る
こ
と
は
、
安
永
三
年
に
関
し
て
は
ほ
と

ん
ど
困
難
で
あ
る
。
た
だ
蕪
村
の
「
貧
居
八
詠
」
が
尾
形
的
氏
の
説
の
ご
と
く
こ
の
年
冬
の
作
だ
と
す
る
と
、
一
こ
れ
は
同
年
秋
の
大

魯
の
「
秋
興
八
首
」
に
促
き
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
は
推
論
の
域
を
出
な
い
。
彼
ら
の
交
流
の
様
王
は
定
か
で
な
い
が
、

虚
栗
調
へ
の
関
心
の
気
運
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
は
感
じ
と
れ
る
。
あ
る
い
は
安
永
四
年
の
虚
一
呆
調
の
句
作
企
盛
ん
な
様
子
を
見
る

と
き
、
安
永
三
年
の
状
態
を
逆
に
振
り
返
っ
て
、
そ
の
気
運
の
萌
し
を
こ
こ
に
見
る
思
い
が
す
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
安
永
田
年
で
あ
る
。

安
永
四
年
に
は
い
る
前
に
道
立
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
く
。
安
永
初
年
頃
か
ら
彼
は
俳
譜
に
急
速
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
道
立
自
身
の
回
想
に
よ
る
と
蕪
村
と
の
交
渉
の
開
始
は
は
る
か
以
前
だ
が
、
俳
譜
上
の
接
触
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な



ら
『
明
烏
」
（
安
永
二
年
刊
）
以
前
の
蕪
村
派
の
俳
書
に
一
句
も
見
出
だ
せ
ず
、
安
永
五
年
版
『
初
懐
紙
』
に
は
一
じ
め
て
そ
の
名
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
蕪
村
ら
の
句
会
に
も
明
和
か
ら
安
永
三
年
に
か
け
て
一
度
も
出
座
し
て
い
な
い
こ
と

を
見
て
も
、
道
立
の
俳
譜
へ
の
身
の
入
れ
方
に
積
極
き
を
証
明
す
る
要
素
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
当
時
の
俳
人
の
句
、
と

り
わ
け
上
方
の
俳
人
の
句
を
広
く
集
め
た
『
俳
譜
新
選
』
（
安
永
二
年
刊
）
に
も
道
立
は
一
句
も
入
集
し
て
い
な
い
。
『
自
在
庵
句
集
』

蕪村とその連衆 虚栗調をめぐってー

に
も
安
永
二
年
は
五
句
し
か
記
き
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
安
永
三
年
二
十
九
旬
、
安
永
四
年
九
十
一
旬
と
激
増
し
、
他
方
句
会
へ
の

出
座
も
安
永
四
年
以
降
頻
繁
と
な
る
。
そ
し
て
安
永
五
年
金
福
寺
境
内
に
お
け
る
芭
蕉
庵
の
再
興
が
道
立
の
韮
企
に
よ
っ
て
実
現
の

運
び
と
な
り
、
ま
た
秋
に
は
『
続
明
烏
』
に
序
文
を
寄
せ
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る
。
安
永
期
前
半
の
道
立
の
俳
譜
活
動
を
外
側
か

ら
大
雑
把
に
眺
め
る
と
か
く
の
ご
と
き
で
あ
り
、
夜
半
亭
内
の
俳
譜
活
動
の
表
面
に
急
に
躍
り
出
で
き
た
と
の
印
象
は
免
か
れ
な
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
江
戸
中
期
上
方
の
大
儒
江
村
北
海
を
父
に
持
ち
、
ま
た
博
覧
多
識
を
も
っ
て
な
る
同
じ
く
儒
学
者
清
田
信
曳
を
伯

父
に
も
つ
道
立
が
、
そ
の
教
養
の
豊
か
き
、
血
統
の
よ
さ
を
も
っ
て
、
夜
半
亭
社
中
の
重
鎮
た
り
え
た
こ
と
は
容
易
に
納
得
で
き
る

だ
ろ
、
7
。

そ
こ
で
次
に
彼
の
俳
譜
活
動
を
夜
半
亭
社
中
の
内
部
的
交
流
と
共
に
見
て
ゆ
こ
う
。
道
立
の
俳
譜
へ
の
身
の
入
れ
方
は
、
蕪
村
た

ち
と
の
交
流
の
高
ま
り
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
安
永
田
年
初
春
蕪
村
・
凡
董
・
一
大
魯
と
の
四
吟
歌
仙

で
は
じ
め
て
同
座
し
た
の
を
皮
切
り
に

一
月
二
十
九
日
に
は
凡
董
と
同
道
し
て
金
福
寺
に
遊
ん
だ
。

六
月
に
な
る
と
凡
董
・
道
立
は
連
れ
立
っ
て
大
坂
に
下
っ
た
。
『
ほ
く
帖
』
に
よ
る
と
、
「
六
月
五
日
、
道
立
子
同
行
浪
華
に
行
、

舟
中
探
題

線
香
一
す
即
案
」
と
し
て
凡
董
の
句
合
計
三
十
が
記
録
き
れ
て
い
る
。

そ
の
記
事
の
直
後
に
、

5 

道
立
子
が
一
丈
の
山
一
尺
の
牡
丹
哉
と
い
ふ
句
に
対
す
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さ

み

だ

れ

や

寸

の

馬

豆

の

人

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
大
坂
で
の
句
で
あ
る
。
対
さ
れ
て
い
る
道
立
の

丈

の

山

尺

の

牡

丹

哉

と
い
う
句
は
、
『
自
在
庵
句
集
』
安
永
四
年
夏
の
条
に
あ
る
「
以
下
五
句
線
香
」
と
い
う
な
か
の
一
句
で
あ
る

J

同
じ
そ
の
五
句
の
な

か
に
「
都
よ
り
難
波
へ
と
て
ぞ
一
夜
俳
」
と
い
う
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
即
吟
は
、
九
董
の
「
線
香
一
寸
即
案
」
と
同

様
、
大
坂
へ
下
る
舟
中
で
の
も
の
だ
ろ
う
。

と
す
る
と
こ
の
詞
書
は
、

九
董
が
舟
中
で
の
道
立
の
句
に
興
を
覚
え
て
和
し
た
、

と
し、

つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
二
人
の
こ
の
や
り
と
り
の
眼
目
は

一
方
の
「
一
丈
の
山
一
尺
の
牡
丹
」
と
い
う
対
句
語
法
に
対
し
て
、
他
方
が
「
一

寸
の
馬
豆
の
人
」
と
い
う
同
じ
く
数
量
的
な
対
句
語
法
で
応
じ
た
点
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
前
者
は
絵
画
技
法

に
い
う
「
丈
山
尺
樹
」
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
後
者
凡
董
の
句
も
「
寸
馬
豆
人
」
と
い
う
同
じ
く
絵
画
技
法
の

用
語
に
基
づ
い
て
い
る
。
山
水
画
の
祖
と
い
わ
れ
る
荊
浩
の
『
画
山
水
賦
』
に
「
凡
画
山
水
、
意
在
筆
先
、
丈
由
尺
樹
、
寸
馬
豆
入
、

・
：
此
其
訣
也
」
と
あ
り
、
あ
る
い
は
『
画
則
雑
話
」
（
安
永
五
年
刊
）
に
「
丈
山
尺
樹
寸
馬
豆
人
と
て
、
山
の
麓
或
は
山
の
半
腹
に

画
く
法
な
り
、
然
を
向
に
丈
山
を
画
き
、
前
に
尺
樹
寸
馬
豆
人
を
画
く
」
と
い
う
。

つ
ま
り
丈
山
尺
樹
の
「
樹
」
を
「
牡
丹
」
に
ひ

ね
っ
た
と
こ
ろ
に
道
立
の
俳
譜
化
が
あ
っ
た
。
凡
董
は
そ
の
俳
譜
性
を
汲
み
取
っ
て
、
対
句
的
に
「
寸
馬
豆
入
」
で
や
り
返
し
た
の

で
あ
る
。
舟
中
で
の
道
立
の
句
を
絵
画
的
世
界
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
た
九
董
は
同
様
の
句
仕
立
て
で
応
酬
し
た
。
ま
き
に
凡
董

は
道
立
に
唱
和
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
の
や
り
と
り
は
一
つ
の
俳
譜
世
界
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
唱
和
が
成
立
し
え
た
の
は
、
以
前
か
ら
漢
詩
的
語
法
に
対
し
て
両
人
共
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
素
地
が
あ
っ
て



の
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
唱
和
の
底
流
と
し
て
、
夜
半
亭
で
の
漢
詩
へ
の
関
心
、
ま
た
虚
栗
調
吟
詠
の
傾
向
と
い
っ
た
も
の
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
因
み
に
道
立
に
は
周
年
春
に
「
朝
に
は
雲
と
な
り
タ
ハ
桜
か
な
」
と
い
う
同
巧
の
旬
、
も
あ
る
。

一
見
し
て
気
付
か
孔
る
ほ
ど
虚
栗
調
の
句

と
こ
ろ
で
「
ほ
く
帖
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
安
永
田
年
の
九
董
の
句
に
目
を
通
す
と
、

が
頻
出
す
る
。
例
え
ば

蕪村とその連衆一虚栗調をめぐってー

蘭

を

愛

す

賓

主

の

坐

未

ι疋

み

の

虫

も

時

ヶ

我

も

泣

く

此

ゆ

ふ

べ

櫓

に

訊

ふ

声

悲

哉

秋

の

霜

な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
ま
た
『
新
み
な
し
栗
』
に
入
集
し
た
凡
董
の
句
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
年
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
虚
菜
調
へ
の
関
心
の
示
し
方
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

道
立
の
場
合
も
『
自
在
庵
句
集
』
に
よ
る
と
安
永
四
年
に
は
こ
う
し
た
調
べ
の
吟
詠
が
顕
著
で
あ
る
。
例
、
叉
ば
次
の
よ
う
な
句
で

あ
る
。

虫

露

底

に

な

く

鯨

ハ

山

肌

ん

と

す

炭

や

き

の

翁

云

雪

ハ

ふ

れ

世

ハ

さ

む

か

れ

と

暁

の

釜

悲

し

ミ

て

霜

の

ふ

ら

ん

と

す

7 

ま
た
凡
董
と
同
様
、
『
新
み
な
し
栗
』
に
入
集
し
た
道
立
の
三
句
の
う
ち
の
二
句
ま
で
が
こ
の
年
に
作
ら
れ
て
一
い
る
。

こ
の
年
冬
麦
水
は
再
び
来
坂
し
た
。
ご
の
来
坂
は
『
十
三
輿
』
出
版
の
た
め
だ
っ
た
ら
し
い
。
十
月
二
十
三
日
に
二
柳
が
遊
行
寺

で
執
行
し
た
芭
蕉
忌
に
麦
水
・
凡
董
は
共
に
列
席
し
再
会
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
と
き
ま
で
に
半
ば
編
集
一
が
済
ん
で
い
た
『
新
み
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な
し
栗
』
に
凡
董
ら
も
既
に
い
く
ら
か
句
を
寄
せ
て
い
た
だ
ろ
う
か
ら
、
麦
水
と
の
連
絡
は
安
永
二
年
以
来
何
ら
か
は
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

た
だ
し
そ
の
反
映
が
凡
董
ら
の
吟
じ
ぶ
り
で
あ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
蕪
村
派
最
大
の
撰
集
『
続
明
烏
』
を
九
董
が
最
終
的
に
編
集
し
終
え
た
の
は
安
永
五
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
安
永

四
年
間
十
二
月
十
一
日
付
霞
夫
・
乙
総
宛
の
士
銀
山
村
書
簡
の
「
当
冬
中
一
一
ハ
出
来
の
つ
も
り
に
候
」
と
い
う
文
面
を
見
る
と
、
こ
の
頃
既

に
編
集
が
相
当
進
捗
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
集
中
の
句
に
安
永
田
年
以
前
の
制
作
年
次
を
も
つ
も
の
が
多
く
、
安
永
五
年
の
も

の
が
少
な
い
こ
と
か
ら
も
、
安
永
四
年
中
の
進
み
具
合
が
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
春
早
々
に
も
出
版
の
予
定
だ
っ
た
の
が
、
経
緯
は

判
明
し
な
い
が

結
局
九
月
ま
で
延
引
し
た
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
『
続
明
烏
』
中
に
『
新
み
な
し
栗
』
と
重
複
す
る
匂

が
三
句
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

憂

我

に

き

ぬ

た

う

て

今

は

又

止

ミ

子

こ
お
ろ
ぎ

霜

に

歎

ず

埠

髭

を

握

り

け

り

韮

村

大

魯

夢

と

ん

で

魂

う

づ

む

よ

る

の

雪

道

立

の
三
一
匂
で
あ
る
。
虚
栗
調
を
標
務
す
る
書
と
蕪
村
派
の
大
成
的
撰
集
た
る
書
が
三
句
共
有
す
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た

仏続

爆i百
て』

き Z
ら

葱；
を

煮

夜

哉

道

立

冬

木

立

月

骨

髄

に

入

夜

哉

凡

董

と
い
う
句
も
そ
う
い
っ
た
傾
向
の
句
で
あ
る
。

と
く
に
後
者
は
後
に
『
桃
李
』
第
二
歌
仙
の
発
句
と
し
て
再
び
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、

脇
句
を
「
此
句
老
杜
が
寒
き
腸
」
と
蕪
村
が
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
付
け
方
は
、

凡
董
が
『
附
合
て
ぴ
き
蔓
』
で
解
説
し
て
い



る
よ
う
に
、

『
次
韻
」

（
延
宝
九
年
刊
）

の
桃
青
、
其
角
の
応
酬
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
だ
っ
た
。

蕪
村
は
こ
の
句
に
虚
栗
調
の

響
き
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
派
の
最
大
の
撰
集
に
明
ら
か
に
虚
栗
調
と
わ
か
る
句
を
収
録
し
て
い
る
と
い

う
の
は
、
蕪
村
た
ち
が
虚
菜
調
を
か
な
り
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
第
二
章
で
詳
述
す
る
。

そ
し
て
き
ら
に
こ
の
翌
年
春
、
凡
董
の
『
初
懐
紙
』
の
巻
軸
に
道
立
・
凡
董
の
両
吟
歌
仙
一
巻
を
、
ま
さ
に
虚
栗
調
で
あ
る
と
自

蕪村とその連衆ー虚栗調をめぐってー

ら
宣
言
し
て
載
録
す
る
。
実
際
は
安
永
四
年
暮
頃
に
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
安
永
五
年
に
は
い
ろ
う
。

こ
の
年
の
蕪
村
た
ち
の
大
き
な
事
業
は
、
前
述
し
た
『
続
明
烏
』
の
出
版
と
共
に
、
金
福
寺
に
芭
蕉
庵
を
再
興
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
機
会
に
新
た
に
写
経
社
が
結
ば
れ
、
そ
れ
を
記
念

蕪
村
の
「
再
興
記
」
に
い
う
よ
う
に
、
こ
の
中
心
人
物
は
道
立
で
あ
っ
た
。

し
て
『
写
経
杜
集
』
が
出
版
さ
れ
た
。

そ
の
『
写
経
社
集
』

一
番
最
後
の
匂
は
道
立
の

苛

薬

は

菩

薩

牡

丹

は

仏

哉

で
あ
る
。
道
立
得
意
の
句
法
で
あ
る
。
有
薬
と
牡
丹
に
つ
い
て
、
例
え
ば
『
本
草
通
串
』
巻
八
十
七
に
「
今
群
芳
中
、
牡
丹
品
第
一
、

有
薬
品
第
二
、
故
世
謂
、
牡
丹
為
花
王
、
十
句
薬
為
花
相
、
又
或
以
為
花
王
之
副
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
前
者
を
花
の
壬
に
、
後
者
を

花
の
宰
相
に
、
対
句
的
に
な
ぞ
ら
え
る
発
想
は
常
識
で
あ
っ
た
。
他
方
、
同
書
や
『
重
訂
本
草
綱
目
啓
蒙
』
巻
十
な
ど
に
、
今
薬
の

て
菩
薩
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
花
の
第
一
品
た
る
牡
丹
は
ま
さ
し
く
仏
で
あ
る
。

一
勾
の
意
は
、
有
薬
を
称
し

一
種
謎
立
宅
の
よ
う
な
句
だ
が
、

異
称
と
し
て
「
牡
丹
近
侍
」
ま
た
「
菩
薩
面
」
と
い
う
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、

と
い
う
の
だ
ろ
う
。

9 

有
薬
を
菩
薩
に
見
立
て
る
発
想
と

一
方
牡
丹

l
花
王
、
有
薬

1
花
相
と
い
う
対
と
じ
基
づ
い
て
、
牡
丹
は
仏
で
あ
る
と
い
う
連
想
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か
生
ま
れ
た
。

こ
の
句
は
『
自
在
庵
句
集
』
の
安
永
五
年
の
と
こ
ろ
に
も
見
え
、
短
夜
、

ほ
と
と
ぎ
す
、
そ
し
て
こ
の
牡
丹
と
い
う
季
題
順
に
並

ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
「
月
並
発
句
帖
」
に
よ
る
と
四
月
十
日
に
短
夜
と
牡
丹
を
兼
題
と
し
て
月
並
句
会
が
催
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
句
会
に
道
立
は
実
際
に
は
参
会
し
な
か
っ
た
が
、
前
回
三
月
十
日
出
席
の
折
に
四
月
の
分
と
し
て
出
さ
れ
た
兼
題
の
た
め
に

作
っ
て
お
い
た
の
だ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め
兼
題
句
を
作
っ
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
は
句
会
に
出
席
し
な
か
っ
た
場
合
も
あ
る
こ
と
は
、

凡
董
の
句
稿
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
句
は
四
月
十
日
以
前
作
と
推
測
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
安
永
五
年
五
月
一
一
日
付
士
期
宛
の
蕪
村
書
簡
に
次
の
よ
う
な
句
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

四
明
山
下
の
古
寺
に
あ
そ
ぶ

山

人

は

人

か

ん

こ

鳥

は

鳥

也

け

り

こ
の
古
寺
は
写
経
社
会
の
催
さ
れ
た
金
福
寺
で
あ
る
。
『
写
経
社
集
』
の
「
自
在
庵
主
、
杜
鵠
・
布
穀
の
一
一
題
を
出
し
て
、
い
づ
れ
一

題
に
発
句
せ
よ
」
と
い
う
前
書
き
は
別
の
句
の
た
め
の
も
の
だ
が
、
尾
形
的
氏
の
説
の
ご
と
く
、
こ
の
句
は
道
立
の
出
題
に
応
じ
た

句
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
『
丙
申
之
匂
帖
』
に
よ
る
と
、
凡
董
も
「
金
福
禅
寺
写
経
社
会
」
と
題
し
て
か
ん
こ
烏
二
旬
、
時

鳥
一
句
を
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
が
道
立
の
出
題
に
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
、
？
。
『
蕪
村
句
集
講
義
」

で
「
両
方
共
同
じ
く
山
に
住
ん
で
居
て
且
不
思
議
な
も
の
の
ね
な
っ
て
ゐ
る
似
寄
っ
た
所
が
あ
る
の
を
対
照
し
て
殊
更
に
理
窟
っ
ぽ

く
い
っ
て
、
其
裏
に
滑
稽
を
含
ん
で
ゐ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
句
も
や
は
り
一
種
謎
掛
け
め
い
て
い
る
。
そ
し
て
先
の
道
立
の

句
と
同
様
、
対
句
的
語
法
を
用
い
た
同
巧
の
匂
と
い
え
よ
う
。

芭
蕉
庵
再
興
を
発
企
し
た
の
は
道
立
で
あ
り
、
そ
れ
を
記
念
す
べ
く
催
さ
れ
た
写
経
社
会
へ
向
け
て
社
鵠
と
布
穀
の
出
題
を
し
た



の
も
道
立
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
承
け
て
蕪
村
は
語
法
的
に
も
内
容
的
に
も
全
く
対
照
的
な
句
を
作
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
当
然
「
今

薬
は
菩
薩
」
の
句
を
蕪
村
は
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
道
立
の
は
重
厚
な
．
、
そ
し
て
蕪
村
の
は
軽
妙
な
、
謎
立
て
の
句
の
よ
う
で
あ

り
、
両
句
共
一
種
知
的
遊
戯
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
二
人
の
連
衆
と
し
て
の
通
い
合
い
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

蕪村とその連衆一虚栗調をめぐってー

を
送
別
吟
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
も
は
や
発
句
と
は
い
え
な
い
ほ
ど
に
破
調
の
極
を
き
わ
め
た
句
が
道
立
に
宛
て
た
銭
別
吟
で
あ
り

え
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
極
端
な
破
調
は
凡
董
も
前
年
、
「
鴫
は
か
注
し
を
し
ら
ず
案
山
子
も
と
よ
り
鴫
を

不
知
」
と
吟
じ
て
い
る
。
蕪
村
の
送
別
吟
が
生
ま
れ
た
の
も
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
い
る
。
こ
の
句
が
道
立
に
宛
て
た
送
別

吟
で
あ
り
－
つ
る
の
は
、
句
自
体
の
意
味
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら
の
連
衆
と
し
て
の
精
神
的
繋
が
り
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
一
つ
の
資
料
を
掲
げ
て
こ
の
章
を
終
わ
ろ
う
。
そ
れ
は
安
永
五
年
十
月
十
三
日
付
凡
董
宛
書
簡
の
な
か
で
、
蕪
村
が
「
尚
々

み
な
し
菜
、
此
者
へ
御
か
し
可
被
下
度
候
。
」
と
追
伸
し
て
い
る
件
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
彼
ら
わ
間
で
『
虚
栗
』
が
共

こ
の
年
八
月
中
旬
、
道
立
は
関
東
へ
下
向
し
た
。
そ
の
折
凡
董
の
送
別
吟
と
共
に
、
蕪
村
も

送

る

に

湖

の

月

を

も

て

す

答

ふ

る

に

富

士

の

雪

を

以

テ

せ

よ

で
あ
る
。

通
の
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
こ
の
章
で
見
て
き
た
よ
う
な
虚
栗
調
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
裏
づ
け
る
も
の

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
安
永
期
前
半
蕪
村
た
ち
は
虚
栗
調
に
対
し
て
か
な
り
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
七
て
そ
の
関
心
の
高
ま

り
は
彼
ら
の
連
衆
と
し
て
の
交
流
の
な
か
で
あ
り
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

11 
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こ
の
章
で
は
蕪
村
た
ち
が
虚
栗
調
と
い
う
も
の
に
ど
ん
な
意
識
で
対
し
、

い
か
に
そ
れ
を
受
容
し
、
自
己
的
俳
譜
へ
取
り
込
も
う

と
し
た
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
際
、
麦
水
の
態
度
と
比
較
し
な
が
ら
、
考
察
す
る
こ
と
は
有
効
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
一
章
で
安
永
五
年
の
『
初
懐
紙
』
に
九
董
・
道
立
の
両
吟
歌
仙
が
虚
栗
調
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
歌
仙
に

道
立
の
長
い
序
文
が
付
き
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
掲
出
す
る
。
便
宜
上
三
段
に
分
け
、
そ
の
順
に
従
っ
て
考
察
し
て
ゆ
こ
う
。

蕉
翁
の
化
行
ハ
れ
て
譜
歌
の
正
調
親
く
其
教
を
受
る
も
の
、
述
て
文
に
歌
て
音
な
り
。
然
り
と
い
へ
ど
も
諾
家
各
門
を
建
、
紛
然

と
し
て
邪
路
芳
径
往
々
萎
寒
す
。
故
に
正
路
を
得
ん
と
欲
す
る
も
の
は
必
先
其
源
に
浜
リ
、
そ
の
は
じ
め
を
原
ぬ
べ
し
。
翁
の
化

興
て
体
裁
の
原
と
す
る
も
の
ハ
、
虚
栗
集
こ
れ
が
晴
矢
た
り
。
所
謂
流
行
変
化
は
教
の
漸
々
す
る
も
の
也
寸
此
ゆ
へ
に
初
学
栗
調

を
学
ぶ
を
先
務
と
せ
ん
か
。

難
渋
な
文
章
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
芭
蕉
に
打
ち
た
て
ら
れ
た
俳
譜
の
正
風
が
し
ば
ら
く
低
迷
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
復
興
す
る

た
め
の
第
一
の
方
策
と
し
て
蕉
風
の
根
源
た
る
『
虚
栗
』
に
遡
り
、
そ
れ
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
で
つ
の
で
あ
る
。

一
方
麦
水
は
『
新
み
な
し
栗
』
の
附
言
に
次
の
ご
と
く
い
う
。
「
岐
路
然
た
り
と
い
へ
ど
も
、
只
蕉
翁
の
意
通
ず
る
方
を
以
て
直
道

と
す
。
故
に
七
部
集
を
味
ふ
て
訴
り
見
る
に
：
：
：
み
な
し
栗
、
甚
蕉
翁
の
意
を
求
ル
道
な
り
と
し
て
尊
ミ
信

f
。
」
『
虚
莱
」
を
ま
ず
尊

重
す
る
と
い
う
基
本
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
文
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
麦
水
の
「
尊
ミ
信
ず
」
と
い
う
態
度
と
、
道
立
の
「
初
学

虚
栗
調
を
学
ぶ
を
先
務
と
せ
ん
か
」
と
い
う
学
習
の
態
度
と
に
は
若
干
の
違
い
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
を
い
。

と
こ
ろ
で
蕪
村
は
若
い
頃
関
東
遊
歴
の
頃
に
既
に
初
期
蕉
風
に
心
を
寄
せ
て
い
た
。
凡
董
が
師
蕪
村
の
言
葉
と
し
て
伝
え
る
次
の

よ
う
な
文
言
が
あ
る
。
「
ひ
と
り
蕉
翁
の
幽
懐
を
探
り
、
句
を
吐
事
繍
酒
、
も
は
ら
み
な
し
栗
・
冬
の
目
白
高
逼
と
し
た
ふ
。
」
蕪

村
二
十
七
歳
と
い
う
。
『
虚
渠
』
へ
の
関
心
が
青
年
期
に
既
に
旺
胎
し
て
い
た
こ
と
を
自
ら
述
懐
し
た
も
の
と
七
て
注
目
に
値
す
る
。



さ
ら
に
「
明
和
辛
卯
春
』
（
明
和
八
年
）
に
「
延
宝
之
句
法
」
と
し
て
蕪
村
の
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。

明
和
八
年
は
蕪
村
が
夜
半
亭
二
世
と
し
て
立
机
し
た
翌
年
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
書
は
、
専
門
俳
譜
師
、
と
し
て
世
に
名
乗
り
を

餅

旧

苔

の

－

践

を

削

れ

ば

風

新

柳

の

け

づ

り

か

け

期すとその連衆一虚栗調をめぐってー

あ
げ
た
最
初
の
意
義
深
い
は
ず
の
歳
旦
帖
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
書
に
「
延
宝
之
句
法
」
と
注
記
し
た
句
で
あ
っ
た
。
句
は
全
体
と

し
て
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
気
番
風
杭
新
柳
髪
、
氷
消
浪
洗
旧
苔
費
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
漢
詩
の
こ
の
よ
、
ナ
な
換
骨
脱
胎
の
法
が

延
宝
の
句
法
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

同
年
「
夜
半
亭
月
並
』
と
題
さ
れ
た
小
摺
物
に

と
い
う
句
が
あ
る
。
そ
の
表
書
き
に
「
天
和
・
延
宝
の
は
せ
を
流
ニ
テ
御
座
候
」
と
自
筆
で
注
記
し
、
同
時
に
『
談
林
一
変
、
蕉
流
起
」

し

ぐ

れ

松

ふ

り

鼠

の

通

ふ

琴

の

上

と
こ
ろ
で
『
俳
譜
新
選
』
に
編
著
者
噺
山
は
巻
五
に
雑
部
と
し
て
「
檀
林
体
」
の
項
を
設
け
た
。
そ
の
な
か
に
例
え
ば
彼
自
身
の

と
前
書
き
も
付
し
て
い
る
。

「
強
栗
の
笑
テ
日
吾
老
イ
ヌ
失
」
と
い
う
破
調
句
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
蕪
村
の
「
雪
の
河
豚
鮫
錬
の
土
に
た
冶
ん
と
す
」
と

い
う
句
は
、
『
虚
栗
」
所
集
の
芭
蕉
の
句
「
雪
の
純
量
水
i
無
月
の
鯉
」
を
明
ら
か
に
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
J

噺
山
や
蕪
村
に
と
っ

て
「
檀
林
体
」
と
は
以
上
の
よ
う
な
句
体
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
他
こ
の
項
に
は
虚
栗
調
と
い
う
べ
き
句
が
十
数
句
並
ん
で
い
る
。

ま
た
明
和
八
年
『
日
発
句
集
」
で
「
談
林
」
と
頭
注
し
て
、
九
董
は
「
先
陣
後
陣
に
か
へ
る
雁
や
ら
し
と
凡
申
の
十
文
字
」
と
い
う

. 13 

句
を
試
み
た
。
談
林
体
と
は
こ
の
よ
う
な
破
調
的
表
現
、
奇
警
的
発
想
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
凡
置
も
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
す
る
と
蕪
村
が
「
天
和
・
延
宝
の
は
せ
を
流
」
ま
た
「
延
宝
之
句
法
」
と
い
う
の
は
、
末
期
談
林
を
含
み
な
が
ら
、
蕉
風
初
期
の
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展
開
に
至
る
句
法
を
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
頂
点
、
あ
る
い
は
結
節
点
に
位
置
す
る
の
が
『
虚
栗
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
虚
栗
』
を
蕉
風
の
原
点
と
見
な
し
、
そ
の
風
体
に
学
ぼ
う
と
い
う
道
立
の
主
張
は
、
蕪
村
や
凡
董
の

も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
麦
水
と
の
接
触
が
始
ま
る
以
前
か
ら
蕪
村
た
ち
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
二
と
が
わ
か
る
。

道
立
は
こ
こ
で
一
旦
立
ち
止
ま
り
、
も
っ
と
広
い
別
の
観
点
か
ら
『
虚
栗
』
を
考
え
直
す
。
一

口
愛
に
人
あ
り
、
目
、
虚
栗
ハ
一
是
一
非
。
子
が
所
謂
牛
鬼
蛇
神
な
る
も
の
に
ち
か
し
、
と
。
又
い
ふ
、
猿
蓑
、
あ
ら
野
の
二
選

最
上
精
選
と
す
べ
し
、
と
。
或
は
、
冬
の
目
、
春
の
日
を
以
て
標
準
と
し
、
深
川
、
ひ
き
ご
、
炭
俵
を
も

τ純
粋
と
な
す
あ
り
、

と
。
又
或
ハ
、
天
和
・
貞
享
・
元
禄
等
の
年
譜
を
わ
か
ち
て
、
勝
劣
を
い
ふ
も
の
す
べ
て
各
門
戸
を
建
る
に
あ
り
。
其
弊
や
読

言
異
説
争
競
の
端
を
な
す
。
ァ
、
悲
哉
、
方
と
円
と
熟
を
か
取
、
熟
を
か
捨
ん
。
余
別
に
説
あ
り
、
繁
を
厭
て
復
賛
せ
ず
。

ま
ず
『
虚
栗
」
の
み
を
正
風
と
限
定
す
る
こ
と
に
疑
問
を
発
し
、
続
い
て
他
の
七
部
集
の
い
ず
れ
か
に
固
執
し
、
ひ
い
て
は
確
執

を
惹
き
起
こ
す
こ
と
を
批
判
す
る
。
後
年
に
な
る
が
、
『
附
合
て
ぴ
き
蔓
』
（
天
明
六
年
刊
）
に
凡
董
は
「
近
世
専
蕉
門
の
附
A
ロ
世
に

行
は
る
、
と
い
へ
ど
も
、
支
流
ま
ち
／
＼
に
し
て
門
戸
を
建
、
己
が
好
ム
処
を
是
と
す
。
其
好
む
と
こ
ろ
一
概
に
し
て
、
或
は
み
な
し

栗
を
も
て
向
上
の
一
路
也
と
し
、
あ
る
ひ
は
炭
俵
を
も
て
老
成
の
い
た
り
と
す
。
そ
の
意
旨
広
か
ら
ず
と
謂
つ
べ
し
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
道
立
の
主
旨
と
共
通
し
た
内
容
を
も
っ
。
門
戸
を
張
り
合
っ
て
、
互
い
に
排
他
的
に
な
る
こ
と
を
戒
し
ぬ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
な
句
風
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
自
体
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
あ
け
烏
』
の
序
に
い
う
よ
う
に
「
ま
こ
と
の
蕉
風
に
志
者
」
の
多
様
性
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
種
の
相
対
主
義
で
あ
る
。

虚
栗
も
例
外
で
は
な
い
。

た
だ
し
道
立
も
凡
董
も
、

道
立
の
い
、
つ
ご
是
一
非
」
で
あ
り
、
蕪
村
の
い
う
「
と
か
く
片
よ
り
は
万
芸
と
も
あ
し
く
候
」
（
棋
道
宛
書
簡
）
で
あ
る
。

そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
匂
風
の
こ
の
よ
う
な
相
対
的
評
価
は
芭
蕉
そ
の
も
の
も
相
対
化
す
る
。
も
ち
ろ
ん
芭
蕉
を
限
り
な
く
崇
拝
し



期すとその連衆一虚栗調をめぐってー

て
や
ま
な
か
っ
た
蕪
村
で
は
あ
る
が
、
安
永
二
年
十
一
月
十
三
日
付
の
暁
台
宛
書
簡
の
な
か
で
「
拙
老
は
い
か
い
は
敢
て
蕉
翁
之
語

風
を
直
ち
に
擬
候
に
も
無
之
」
と
も
い
う
蕪
村
で
も
あ
る
。
ま
た
富
葉
に
宛
て
た
手
紙
（
九
月
十
六
日
付
）
仁
も
「
蕉
流
の
は
い
か

い
と
は
少
し
く
違
ひ
候
得
共
、
：
：
：
勿
論
蕉
風
流
に
の
み
泥
み
申
候
に
も
無
之
候
」
と
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
蕉
風
に
い
わ
ば
一
定
の

距
離
を
保
っ
て
お
こ
う
と
い
う
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
結
局
、
蕪
村
に
最
も
親
し
く
師
事
七
た
凡
董
が
語
る
次
の

よ
う
な
蕪
村
の
境
地
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
俳
譜
に
遊
び
て
は
芭
蕉
・
其
角
の
高
温
に
倣
ひ
、
は
た
諸
家
の
口
質
に
わ

た
り
、
其
縦
横
自
在
な
る
事
集
め
て
大
成
す
る
も
の
な
り
」
（
『
月
並
会
句
記
』
）
と
い
う
。
こ
の
境
地
は
芭
蕉
に
の
み
拘
泥
す
る
立
場

か
ら
は
相
当
の
径
庭
が
あ
り
、
ま
し
て
や
『
虚
栗
』
と
か
「
炭
俵
』
と
か
に
偏
す
る
と
こ
ろ
と
は
無
縁
の
立
場
で
あ
る
。

麦
水
は
そ
れ
に
比
し
て
ど
ん
な
態
度
を
と
る
だ
ろ
う
か
。
「
庵
主
（
麦
水
）
目
、
是
蕉
翁
貞
享
中
の
句
風
、
車
に
清
意
味
を
求
べ
き

の
道
也
O
i
－
－
－
諸
流
無
風
雅
、
蕉
門
独
風
流
」
（
『
春
濃
夜
』
二
竹
政
）
と
伝
え
る
麦
水
の
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
以
上
見
て
き
た
蕪

村
た
ち
の
考
え
方
と
は
懸
隔
が
あ
ろ
う
。
前
に
引
い
た
『
附
合
て
ぴ
き
蔓
』
で
の
凡
董
の
批
判
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
麦
水
の
一
概

に
好
む
態
度
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
同
様
に
凡
董
と
両
吟
歌
仙
を
と
も
に
し
た
道
立
の
序
文
も
、
再
じ
立
場
か
ら
発
せ
ら

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
道
立
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

（三ヨ

今
や
此
篇
試
に
虚
栗
の
調
に
擬
し
て
、
し
ば
ら
く
直
浜
根
源
に
遊
ぶ
。
世
の
栗
調
を
い
ふ
も
の
と
異
也
。
一
因
て
数
言
を
題
し
て

こ
れ
が
小
序
と
す
。

15 

「
世
一
の
栗
調
を
い
ふ
も
の
」
と
は
麦
水
に
外
な
ら
ず
、
同
じ
く
虚
栗
調
を
口
に
し
な
が
ら
、
そ
の
麦
水
と
ぽ
立
場
の
異
る
こ
と
を

明
確
に
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
立
は
虚
栗
調
に
対
す
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
が
「
今
や
比
篇
試
に
虚
栗
の
調
に

擬
し
て
、
し
ば
ら
く
直
況
根
源
に
遊
ぶ
」
で
あ
る
。
こ
う
い
う
い
い
方
を
す
る
の
は
は
道
立
一
人
で
怯
な
い
。
一
蕪
村
は
「
今
戯
れ
に
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語 其
風 風
に調
｛放、に
ひ、倣、
て、ふ、

一
例
を
あ
げ
て
さ
ら
に
詳
説
し
て
み
よ
う
。

（

『

蓑

虫

説

」

）

と

い

い

、

凡

董

は

（

『

発

句

集

』

）

と

い

う

。

一

あ

る

い

は

「

柏

蓮

の

（
蕪
村
）
、
「
倣
伊
丹
古
風
」
（
道
立
）
な
ど
同
様
の
い
い
方
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
句
法
を

「
承
応
・
延
宝
の
調
を
戯
に
」

擬
し
、
多
様
な
先
人
の
風
調
に
倣
お
う
と
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

乾

鮭

や

剰

に

斧

う

つ

ひ
守、

き

有

こ
れ
は
蕪
村
得
意
の
句
だ
っ
た
ら
し
い
。
『
続
明
烏
』
や
『
蕪
村
句
集
』
に
「
琴
」
と
音
読
符
を
付
す
。
『
句
集
』
で
は
さ
ら
に
「
倣

素
堂
」
と
前
書
き
し
、
ま
た
自
画
賛
に
は
「
琴
ハ
声
に
よ
む
べ
し
。
素
堂
が
う
き
葉
の
句
法
な
る
べ
し
」
と
注
す
る
。
こ
れ
は
『
虚
栗
」

の
素
堂
の
句
「
浮
葉
巻
葉
此
蓮
風
情
過
た
ら
ん
」
の
蓮
を
レ
ン
と
音
読
す
る
句
法
の
こ
と
を
指
す
。

一
方
安
永
三
年
秋
「
は
く
帖
』
に
凡
董
は
「
探
題
倣
素
堂
之
調
」
と
し
て
二
句
を
録
し
て
い
る
。
探
題
と
い
巴
う
か
ら
に
は
何
ら
か

の
句
会
で
の
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
安
永
四
年
夏
、
素
堂
の
「
浮
葉
巻
葉
」
の
句
を
発
句
と
し
て
、
蕪
村
は
冊
魚
を
脇
起
し
両
吟
歌
仙

を
試
み
た
（
『
紫
狐
庵
連
句
集
』
但
し
未
満
）
。
さ
ら
に
同
年
秋
、
『
ほ
く
帖
」
に
九
董
は
「
酒
な
き
タ
琴
に
柳
の
散
か
、
る
」
と
吟
じ
、

や
は
り
「
翠
こ
を
音
読
さ
せ
て
い
る
。
『
新
雑
談
集
」
に
素
堂
と
蕪
村
の
両
句
を
併
出
し
て
、
「
蕉
翁
目
、
素
堂
が
句
、
蓮
と
音
に
よ

ま
ぎ
れ
ば
、
一
句
の
手
柄
な
き
に
似
た
り
と
。
暫
く
是
を
考
る
に
、
蕪
吏
の
琴
に
斧
う
っ
と
い
へ
る
も
趣
相
与
な
じ
」
と
凡
董
は
記

し
て
、
「
琴
」
音
読
の
手
柄
を
蕪
村
に
帰
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蕪
村
門
の
人
々
は
こ
の
頃
素
堂
の
句
法
に
関
心
を
持
ち
、
色
々
な

角
度
か
ら
句
作
を
試
み
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
な
か
で
蕪
村
の
「
乾
鮭
」
の
句
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
天
明
二
年
十
二

月
十
一
日
付
書
簡
で
も
蕪
村
は
「
桐
火
桶
無
絃
の
琴
の
撫
ご
、
ろ
」
の
句
を
示
し
て
、
素
堂
の
句
法
に
よ
っ
丘
こ
と
を
注
記
し
て
い

る
。
後
年
ま
で
蕪
村
の
気
に
入
っ
て
い
た
句
法
な
の
で
あ
ろ
う
。



以
上
の
よ
う
な
蕪
村
た
ち
の
関
心
の
示
し
方
は
、
も
ち
ろ
ん
素
堂
に
限
つ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
諸
家
の
日
質
、
句
風
に
学
ぶ
べ

き
こ
と
は
し
ば
し
ば
説
い
て
い
る
。
例
え
ば
「
其
角
之
豪
壮
、
嵐
雪
之
高
華
、
去
来
之
真
卒
、
素
堂
之
酒
落
、
一
各
百
在
」
と
、
「
取
句

い
ず
れ
か
の
風
体
に
偏
せ
ず
、
ま
た
一
つ
の
立
場
に
の
み
拘
泥
し
な
い
姿
勢
を
い
う
の
で

法
」
の
一
条
に
い
う
。
「
各
可
法
」
と
は
、

あ
る
。

期すとその連衆一虚業調をめぐってー

道
立
の
「
試
に
虚
栗
の
調
に
擬
し
て
」
両
吟
歌
仙
を
巻
く
と
い
う
の
が
、
ど
う
い
う
意
識
に
基
つ
く
も
の
な
の
か
も
は
や
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
虚
栗
調
は
、
蕪
村
一
た
ち
に
と
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
で
句
作
を
試
み
る
際
の
一
つ
の
方
途
な
の
で
あ
る
。
唯
一
の

方
途
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
試
に
：
：
：
擬
」
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
天
明
三
年
の
『
初
懐
紙
』
に
載
せ
た
凡
董
・
之
今
の
虚
栗
調
の

両
吟
歌
仙
に
、
「
擬
延
宝
天
和
調
」
と
題
し
た
の
も
や
は
り
同
じ
意
識
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
虚
栗
調
は
蕪
村
た
ち
に
と
っ
て
俳
譜
修
業
の
方
法
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

L
て
そ
れ
は
同
ピ
よ
う

な
志
を
抱
く
連
衆
の
交
感
に
お
い
て
こ
そ
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
安
永
八
年
に
始
ま
る
月
次
の
会
が
衆
議
判
を
原
則
と
す

る
「
俳
か
い
修
業
の
学
校
」
（
『
連
句
会
草
稿
』
月
居
序
）
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
修
業
も
た
つ
た
一
人
の
作
業
で
な
く
、
連
衆
の
や

り
と
り
の
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
彼
ら
の
方
法
は
方
法
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
第
一
章
で
見
た

よ
う
な
、
見
事
な
詩
的
共
感
を
生
み
だ
す
契
機
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

、王
(2) (1) 

池
上
義
雄
氏
「
凡
董
年
譜
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
十
四
の
五
）
参
照
。

『
か
ら
桧
葉
』
上
、
道
立
の
蕪
村
追
悼
文
に
「
我
翁
に
師
事
す
る
こ
と
な
し
と
い
え
ど
も
、
其
知
遇
を
荷
ふ
こ
主
二
十
有
余
年
：
：
：
」
と

あ
る
。
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(4) (3) 

同
氏
編
著
『
蕪
村
自
筆
句
帳
」
（
昭
和
田
十
九
年
）
翻
刻
二
一
九
1
一一一一

0
ペ
ー
ジ
。

こ
の
書
は
現
在
原
本
が
見
当
ら
ず
、
穎
原
文
庫
蔵
の
写
本
と
乾
猷
平
氏
「
蕪
村
と
其
周
囲
」
（
「
同
人
』
巻
七
｜
こ
一
所
集
の
翻
刻
と
に
よ
っ

た
が
、
両
者
に
数
句
の
出
入
り
が
あ
る
。
し
か
し
大
異
は
な
い
の
で
、
お
よ
そ
の
傾
向
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。

西
山
隆
二
氏
「
不
二
葬
二
柳
」
（
『
大
阪
と
蕉
門
』
昭
和
二
十
九
年
）
に
は
「
『
凡
董
句
稿
』
に
よ
る
と
二
柳
は
こ
の
年
十
月
苦
蕉
忌
を
修

し
、
凡
董
・
麦
水
共
に
参
会
し
て
ゐ
る
」
と
あ
る
。
確
か
に
「
ほ
く
帖
』
に
は
凡
董
が
出
席
し
た
こ
と
は
記
し
て
あ
る
が
、
そ
こ
で
麦
水

と
再
会
し
た
と
は
書
い
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
頃
丁
度
大
坂
に
い
た
麦
水
も
当
然
出
席
し
た
と
思
わ
れ
る
。

同
氏
前
掲
書
、
翻
刻
八
八
ペ
ー
ジ
。

両
吟
と
書
い
た
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
烏
有
と
い
う
人
が
一
句
だ
け
付
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
烏
有
と
い
う
宕
は
蕪
村
一
派
の
俳
書

や
句
会
で
一
度
も
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
だ
け
の
付
句
は
、

ト
サ
セ

露

に

鎖

る

草

か

く

れ

人

で
あ
る
。
ま
た
挙
句
は
、
誰
の
名
も
な
く
て

イ

ソ

タ

ニ

ア

ル

春

の

烏

の

烏

カ

有

と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
烏
有
と
い
う
人
物
は
き
っ
と
実
在
し
な
い
。
恐
ら
く
九
董
・
道
立
の
転
A
ロ
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
実
際

は
両
吟
で
あ
る
。

『
桃
李
』
の
原
稿
に
凡
董
が
添
書
き
し
て
、
天
明
七
年
門
人
下
村
春
暁
に
与
え
た
も
の
の
一
部
。

『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
こ
の
書
の
所
在
が
確
認
で
き
な
い
の
で
、
『
麦
水
俳
論
集
』
日
置
謙
氏
の
解
説
よ

n「
孫
引
き
。

(5) (7) (6) (9) (8) 

（
大
学
院
学
生
）




