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奥

の
細
道
と

こ
ろ
ど
こ
ろ

口

′Jヽ

島

一
日

雄

二
、
漢
字
の
読
み
方

俳
人
は
歌
人
に
比
す
れ
ば
好
ん
で
漢
字
で
書
き

漢
語
を
使
ふ
傾
き
が
あ
る
。
芭
蕉
も
ま
た
そ
の
例

に
洩
れ
な
い
。
「奥
の
細
道
」
に
も
相
当
数
の
漠
字

漢
語
が
あ
る
。
漢
字
漢
語
に
は
、
元
末
音
訓
さ
ま

ざ
ま
な
読
み
方
が
あ
る
か
ら
、
読
み
の
固
定
化
に

は
困
難
の
件
ふ
こ
と
が
多
い
。
た
と
へ
ば

「詣
」

と
い
ふ
字
は
「
ま
う
づ
」
と
訓
む
か

「け
い
す
」

と
読
む
か
、
或
は
ま
た

「記
念
」
は

「き
ね
ん
」

と
音
読
す
る
か

「
か
た
み
」
と
訓
読
す
る
か
、
ど

ち
ら
に
読
ん
で
も
よ
い
や
う
な
も
の
だ
が
、
作
者

自
身
が
ど
ち
ら
に
読
ま
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
ど

ち
ら
に
読
ん
だ
方
が
文
と
し
て
の
表
現
効
果
が
あ

が
る
か
と
い
ふ
こ
と
な
ど
を
考
へ
る
と
、
問
題
は

な
か
な
か
に
難
し
く
、
軽
卒
に
読
み
下
せ
な
い
こ

と
に
な
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「奥
の
細
道
」
で

迷
は
さ
れ
る
の
は
、
漢
字
の
読
み
方
で
あ
る
。

暫
時
は
滝
に
籠
る
や
夏
の
初
め

と
い
ふ
旬
に
於
て
、
「夏
」
は
「
な
つ
」
と
も
「げ
」

と
も

「
か
」
と
も
訓
み
得
る
が
、
こ
の
句
の
場
合

は
、
意
味
の
上
か
ら
も
書
律
の
上
か
ら
も

「げ
」

に
治
定
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、

「暫
時
」
も
、
こ
こ

で
は
書
数
律
の
上
か
ら
必
ず
四
書
に
訓
読
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

「
し
ば
ら
く
」
と
よ
り
外

に
訓
み
様
が
な
い
。
か
う
い
ふ
風
に
そ
の
訓
み
が

一
つ
に
確
定
せ
し
め
得
る
場
合
は
、
事
は
甚
だ
簡

単
な
の
で
あ
る
が
、
同
じ

「暫
時
」
で
も
、
散
文

の
場
合
、
た
と
へ
ば
、

「暫
時
千
歳
の
記
念
と
は

な
れ
り
」
と
い
ふ
文
章
に
於
て
は
、

「ざ
ん
じ
」

と
書
読
す
べ
き
か
、
ま
た
訓
読
す
る
と
し
て
も

「
し
ば
ら
く
」
と
訓
ず
べ
き
か

「
し
ば
し
」
と
訓

ず
べ
き
か
、
そ
の
剣
定
の
客
観
的
基
準
を
得
が
た

い
の
で
あ
る
か
ら
、
事
は
容
易
に
解
決
し
が
た
い

の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
こ
の
や
う
に
問
題
の
生

じ
た
と
き
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
個
個
の
場
合

に
應
じ
て
、
そ
の
場
合
の
諸
條
件
を
勘
考
し
て
そ

の
読
み
方
を
決
め
て
ゆ
く
よ
り
外
に
方
法
が
な
い
。

そ
し
て
、　
一
番
合
理
的
だ
と
思
ふ
読
み
を
つ
と
め

て
実
証
的
方
法
で
定
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
下
、
素
龍
自
筆
本

「奥
の
細
道
」
の
本
文
に

従
つ
て
、
問
題
に
な
り
さ
う
な
読
み
に
つ
い
て
、

再
検
討
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

さ
て
、
本
文
を
胃
頭
か
ら
順
次
に
見
て
ゆ
く
と

ま
づ

「片
雲
の
風
に
さ
そ
は
れ
て
漂
泊
の
思
ひ
や

ま
ず
」
の
「漂
泊
」
で
あ
る
。
漂
泊
は

「
さ
す
ら

ひ
」
と
訓
読
も
出
末
る
が
、
既
に

「片
雲
」
は
言

で
読
む
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

「漂
泊
」
も
書
で
読

ん
で
お
く
方
が
よ
ろ
し
か
ら
う
と
思
ふ
。
と
い
ふ

の
は
、

「片
雲
の
風
に
さ
そ
は
れ
」
と

「漂
泊
の

思
ひ
や
ま
ず
」
と
は
対
句
的
表
現
と
な
つ
て
を
り

作
者
は
両
句
の
語
調
を
合
は
さ
う
と
し
て
ゐ
る
や

う
で
、
従
つ
て

「片
雲
」
と

「漂
泊
」
と
を
音
読

し
て
、
書
の
上
か
ら
言
つ
て
も
、
ど
ち
ら
も

「
ハ

行
舌
」
で
韻
律
的
で
あ
る
や
う
に
す
る
方
が
よ
ろ

し
い
か
ら
で
あ
る
。
韻
律
的
と
い
ふ
こ
と
は
、「奥

の
細
道
」
の
文
の
大
き
な
特
色
で
あ
つ
て
、
読
み

方
の
場
合
に
も
常
に
そ
の
韻
律
的
効
果
を
考
慮
に

入
れ
る
必
要
が
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
の

ス
の
「海
浜
に
さ
す
ら
へ
」
か
ら

「蜘
の
古
真
を

携
ひ
て
」
ま
で
の
各
旬
の
句
頭
が

「
力
行
音
」
で

初
ま
っ
て
ゐ
る
点
な
ど
も
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
そ
の
と
こ
ろ
の
「去
年
の
秋
」
の

「去
年
」
の
読
み
方
だ
が
、
こ
れ
を

「き
よ
ね
ん
」



と
読
む
か

「
こ
ぞ
」
と
読
む
か
、
わ
た
く
し
は
や

は
り

「
こ
ぞ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の

で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
韻
律
的
効
果
を
考
慮
し

た
読
み
方
で
、
「去
年
の
秋
、
江
上
の
破
屋
に
」
の

句
に
於
て
「
こ
ぞ
」
と
読
む
と

「江
上
」
と
頭
韻

を
踏
む
こ
と
に
な
る
し
、　

‐ま
た
こ
の
前
後
の
句
が

す
べ
て
五
七
、
五
四
と
い
ふ
や
う
な
一
定
の
書
数

律
を
以
て
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
て
作
者
と
し
て
も
音

数
律
的
効
果
と
い
ふ
こ
と
に
考
慮
を
携
つ
て
ゐ
る

ら
し
い
か
ら
、
そ
の
書
数
律
の
上
か
ら
言
つ
て
も

「
こ
ぞ
」
と
読
む
方
が
、
「き
よ
ね
ん
」
と
読
む
よ

り
も
都
合
が
よ
ろ
し
い
。
以
下
後
出
す
る
「去
年
」

は
右
と
同
理
で
、
す
べ
て

「
こ
ぞ
」
と
訓
読
す
べ

き
だ
と
思
ふ
。

次
に
、
「爾
生
も
末
の
七
日
、
あ
け
ぼ
の
の
容

朧
々
と
し
プと

の
「朧
々
」
を
書
訓
い
づ
れ
で
読

む
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
、「
お

ぼ
ろ
お
ぼ
ろ
」
と
読
む
と
、
字
餘
り
に
な
り
、「
月

は
在
明
に
て
光
を
き
ぎ
れ
る
も
の
か
ら
」
の
字
餘

う
的
語
調
と
重
な
り
あ
つ
て
、
こ
こ
の
文
章
は
非

常
に
語
呂
の
悪
い
、
重
々
し
い
響
き
の
も
の
と
な

つ
て
、
韻
律
的
効
果
を
悪
化
す
る
。
だ
か
ら

「
ろ

う
ろ
う
と
し
て
」
と
七
晋
に
音
読
す
る
方
が
よ
ろ

し
い
。
和
漢
朗
詠
集
に
「
不
明
不
晴
朧
々
月
」
と

い
ふ
句
が
あ
る
が
、
多
分
芭
蕉
は
こ
の
句
を
意
識
´

し
て
作
文
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

「朧
々
と
し

て
」
の
句
を

「
月
は
」
で
受
け
た
と
こ
ろ
は
、
こ

´

の
詩
の
句
を
思
ひ
合
は
す
こ
と
に
よ
つ
て
一
暦
そ

の
行
文
の
妙
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
朗

詠
の
詩
句
と
の
感
合
と
い
ふ
点
か
ら
考
へ
て
も
、

朧
々
は
音
読
す
べ
き
で
あ
る
。

「幻
の
ち
ま
た
に
離
別
の
潤
を
そ
そ
ぐ
」
の
「潤
」

は
「
な
み
だ
」
「
な
ん
だ
」
の
ど
ち
ら
に
読
ん
で

も
差
支
へ
な
い
が
、
音
感
か
ら
く
る
氣
分
に
相
違

が
生
じ
る
。
松
島
の
描
写
の
と
こ
ろ
に
、

「美
人

の
顔
を
粧
ふ
」
と
い
ふ
文
が
あ
る
が
、
こ
の
「顔
」

も

「
か
ほ
ば
せ
」
と

「
か
ん
ば
せ
」
と
両
様
に
訓

み
得
る
。
「気
色
え
う
せ
ん
と
し
て
び
じ
ん
の
」
と

撥
音
の
多
い
語
句
を
受
け
て
く
る
の
だ
か
ら
、「
か

ん
ば
せ
」
と
読
ん
だ
方
が
韻
律
的
に
は
ふ
さ
は
し

い
か
も
知
れ
な
い
。
　
な
は
、　
こ
こ
の
と
こ
ろ
を

「
か
ほ
」
と
読
む
の
に
は
賛
成
出
来
な
い
。

総
じ
て
、
語
の
惇
統
的
読
み
は
尊
重
せ
ち
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
島
瑞
岩
寺
の
と
こ
ろ
に
出

て
く
る

「
金
壁
墓
厳
」
は
「
こ
ん
べ
き
し
や
う
ご

ん
」
と
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
誰
し
も
知
つ

て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

「往
音
」
な
ど
も
、
も

し
音
読
す
る
な
ら
ば
、

「
わ
う
じ
や
く
」
と
呉
音

に
読
む
べ
き
で
あ
る
。
も
し
ま
た
訓
読
す
る
な
ら

ば
、
「そ
の
か
み
」
と
訓
ず
べ
き
で
あ
ら
ヶ
が
、

「往
±こ

と

コ
こ

と
を

「奥
の
細
道
」
で
は
書

き
分
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「往
昔
」
を
そ

の
ま
ま
「
む
か
し
」
と
読
ま
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

「往
昔
」
を
音
訓

い
づ
れ
に
読
む
べ
き
か
は
倉
卒

に
は
決
め
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
謡
曲
な
ど
に

も
呉
香
読
み
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
謡
曲
風
に
言

読
す
る
方
が
安
当
で
あ
ら
う
０
許
曲
の
読
み
は
比

較
的
に
博
統
を
億
へ
て
ゐ
る
し
、
芭
蕉
時
代
の
文

章
を
読
む
に
は
落
曲
の
読
み
癖
な
ど
は
大
い
に
参

考
に
す
べ
き
だ
と
思
ふ
。
こ
の
時
代
の
文
学
の
あ

ら
ゆ
る
方
面
に
護
曲

は
大
き
な
影
を
投
げ
て
ゐ

２つ
。そ

れ
か
ら
、
和
文
調
の
と
こ
ろ
で
は
、
つ
と
め

て
訓
読
し
た
方
が
よ
ろ
し
く
、
漢
語
調
の
と
こ
ろ

で
は
音
読
も
使
た
耳
立
た
な
い
。
ま
た
、
立
石
寺

の
條
に

「岩
上
の
院
々
扉
を
閉
て
」
と
あ
る
が
、

こ
こ
の
「扉
」
は
な
ほ

「
と
び
ら
」
と
読
ん
で
少

し
も
支
障
を
感
じ
な
い
。
し
か
し
、
和
文
脈
の
場

合
は
、
た
と
へ
ば
、
而
井
の
等
裁
宅
訪
間
の
條
に

「鶏
頭
は
は
き
木
に
戸
ぼ
そ
を
か
く
す
」
と
仮
名

書
き
に
な
つ
て
ゐ
る
が
如
く
、
同
じ
き
訓
読
で
あ

つ
て
も
、
和
文
版
の
場
合
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
は
し

い
心
し
ら
ひ
が
必
要
で
あ
る
。
干
泉
の
光
堂
の
條

の

「
金
の
桂
、
珠
の
扉
」
は
「
こ
が
ね
の
桂
、
珠

の
と
ぼ
そ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、，
小
松
の
大
田

瀞
祗
の
実
盛
の
甲
の
「
金
を
ち
り
ば
め
」
は
「
こ

が
ね
を
ち
り
ば
め
」
と
読
む
べ
き
だ
と
思
ふ
が
、

「
金
」
を

「
こ
が
ね
」
と
読
む
の
は
文
の
調
子
か

ら
来
て
を
り
、
で
」
が
ね
」
の
読
み
に
照
應
さ
せ

て
、
「
と
ぼ
そ
」
の
読
み
が
生
ず
る
。
　
　
　
．

な
は
、
こ
の
ほ
か
、
音
訓
い
づ
れ
に
読
む
べ
き



か
を
確
定
し
が
た
い
も
の
も
砂
く
な
い
。

「紙
子

一
衣
は
夜
の
防
ぎ
」
の

「
一
衣
」
と
か
、

「千
歳

の
記
念
」
と
か
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
一
衣
」
は

「
い

ち
え
」
と
読
ん
で
一
枚
の
義
に
と
る
人
が
多
い
や

う
で
あ
る
が
、
杉
浦
正
一
郎
氏
は
菊
本
氏
の
博
去

末
自
筆
本
に
は

「
ひ
と
へ
」
と
仮
名
書
き
に
し
て

ゐ
る
か
ら
、

「
一
衣
」
も

「
ひ
と
え
」
と
読
む
べ

き
だ
ら
う
と
言
つ
て
を
ら
れ
る
。

「衣
」
を
仮
名

と
見
る
の
で
あ
る
。
わヽ
た
く
し
の
現
在
の
知
識
で

は
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
言
ひ
切
り
得
な
い
の
で

あ
る
が
、

「
ひ
と
え
」
読
も
理
に
適
つ
た
誘
で
は

あ
る
。

「
千
歳
」
も

「
せ
ん
ざ
い
」
と
読
む
か
、

「
ち
と
せ
」
と
読
む
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
日
光

の
條
の

「千
歳
未
末
を
さ
と
り
給
ふ
に
や
」
の
場

合
は
、

「み
ら
い
」
と
韻
を
ふ
む
こ
と
に
な
る
か

ら

「
せ
ん
ざ
い
」
と
読
む
方
が
よ
ろ
し
い
や
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
武
隈
の
松
に

「今
鷺
千
歳
の
か
一

た
ち
と
と
の
ほ
ひ
て
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
松

の
こ
と
だ
か
ら

「
ち
と
せ
」
と
読
ん
で
も
よ
さ
さ

う
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
壺
の
碑
や
不
泉
の
光
堂

の
條
に

「千
歳
の
記
念
」
と
い
ふ
の
が
出
て
来
て

こ
れ
ら
の
場
合
は
「
せ
ん
ざ
い
」
と
読
む
方
が
そ

の
前
後
の
張
い
漢
文
句
調
に
ふ
さ
は
し
い
。
元
茶

芭
蕉
の
所
謂

「
千
歳
」
は
、
特
殊
用
法
で
あ
つ
て

軍
に

「千
年
」
と
い
ふ
意
味
で
は
な
く
、

「千
年

の
音
」
も
し
く
は
「
千
年
前
」
と
い
ふ
や
う
な
意

味
に
使
は
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
特
殊
な
語
一義
を

読
法
の
上
に
ま
で
反
映
す
る
た
め
に
は
、
音
読
の

方
が
よ
ろ
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
従
つ
て
、
武
隈

の
松
の
場
合
も
一晋
読
し
よ
う
と
い
ふ
の
が
、
今
の

わ
た
く
し
の
考
へ
で
あ
る
。
次
い
で
、
「記
念
」
の

読
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
言
訓
両
様
に
読
め
る
わ

け
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
象
潟
の
條
に
「西
行
法
師

の
記
念
を
の
こ
す
」
と
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
は
、
音

読
は
好
ま
し
く
な
い
。

「櫻
の
老
木
」
を
訓
読
し

た
続
き
で
あ
り
、
比
較
的
和
文
調
の
と
こ
ろ
で
も

あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
「
か
た
み
」
と
訓
読
し
た
い
。

も
し
こ
の
一
例
を
他
の
場
合
に
も
推
し
当
て
れ
ば

「記
念
」
は
す
べ
て

「
か
た
み
」
と
読
ん
で
差
支

へ
な
い
。

伊
達
の
大
木
戸
の
と
こ
ろ
に
、

「路
縦
横
に
ふ

ん
で
伊
達
の
大
木
戸
を
越
す
」
と
い
ふ
文
が
あ
る
。

こ
の
「縦
横
」
も
書
訓
二
様
に
読
め
る
わ
け
で
あ

る
が
、
荻
原
井
泉
水
氏
ら
は
一晋
感
の
上
か
ら
、
こ

こ
は
言
読
し
た
方
が
芭
蕉
の
心
持
が
よ
く
出
る
と

読
い
て
ゐ
る
。
雲
岩
寺
の
條
で
は
、
「
た
て
よ
ンと

と
読
む
場
合
に
特
に

「
竪
横
」
の
字
を
宛
て
て
ゐ

る
か
ら
、
作
者
と
し
て
は
、

「縦
横
」
の
場
合
は

す
べ
て
音
読
せ
し
め
よ
う
と
い
ふ
意
図
を
も
つ
て

ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、

わ
た
く
し
の
一
つ
の
臆
測
で
は
あ
る
が
。

最
後
に
、
諸
注
釈
書
に
於
て
、
読
み
の
一
定
せ

ず
、
問
題
に
な
つ
て
ゐ
る
の
を
あ
げ
る
と
、
ま
づ

第

一
に
、
那
須
の
野
越
の
條
の

「
野
越
に
か
か
り

て
直
道
を
行
か
ん
と
す
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
「
野

越
」
は
「
の
ご
し
」
か

「
の
ご
え
」
か
、
両
誘
が

あ
つ
て
治
定
し
な
い
。

「直
道
」
に
つ
い
て
も
色

々
と
論
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
曾
良
の
随
行
日
記

に

「
す
く
み
ち
」
と
仮
名
書
き
で
出
て
ゐ
る
か
ら

「
す
ぐ
み
ち
」
と
読
む
べ
き
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

問
題
は
「
野
越
」
の
方
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
の

考
へ
で
は
、

「
の
ご
え
」
の
方
が
よ
い
と
思
つ
て

、
ゐ
る
。
こ
れ
が
、
も
し

「
見
る
」
と
か

「末
る
」

と
か
い
ふ
動
作
を
示
す
語
に
連
な
る
の
で
あ
る
な

ら
、

「
の
ご
し
」
と
読
ん
で
差
支
へ
な
い
が
、
こ

こ
で
は
「
か
か
る
」
と
い
ふ
用
言
に
続
い
て
ゐ
る

か
ら
、

「
の
ご
し
」
で
は
を
か
し
い
と
思
ふ
の
で

あ
る
。
「
野
越
し
」
「山
越
し
」
と
い
ふ
場
合
は
、

向
う
と
此
方
と
の
間
に
野
や
山
が
隔
て
と
な
つ
て

ゐ
て
、
そ
の
野
や
山
の
向
う
側
か
ら
此
方
側
へ
動

作
主
が
作
用
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
野
越
え
」

「山
越
え
」
と
い
ふ
場
合
は
、
そ
の
野
や
山
の
向

う
側
へ
此
方
か
ら
動
作
主
が
作
用
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。　
要
不
良
坂
越
え
」
「山
越
し
の
風
」
「換
越

し
に
話
す
」
な
ど
と
い
ふ
熟
語
を
思
ひ
浮
べ
て
み

る
と
、
そ
の
相
違
が
よ
く
分
る
。
通
路
を
意
味
す

る
時
は
、
す
べ
て

「越
え
」
で
あ
る
。
従
つ
て
、

「
野
越
し
に
か
か
る
」
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
と

思
ふ
の
で
あ
つ
て
、
「
野
越
え
に
か
か
る
」
と
読
む

べ
き
だ
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

な
は
、
ど
う
し
て
も
読
み
の
は
つ
き
り
分
ら
な



い
も
の
に
、

「閲
に
」
の
語
が
あ
る
。
須
賀
川
の

栗
斎
の
こ
と
を
し
る
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
副
詞
で

あ
る
が
、
こ
の
「間
に
」
を
通
常
は
「
そ
ぞ
ろ
に
」

と
訓
ま
せ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
字
書
に
は
「開
」

の
字
に
「
そ
ぞ
ろ
」
と
い
ふ
訓
は
な
い
。
そ
こ
で

勝
峯
晋
風
氏
ら
は
、
こ
れ
を

「
し
づ
か
に
」
と
訓

ま
う
と
し
て
ゐ
る
。

「閲
」
は
「閑
」
に
通
じ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
素
龍
本
で
は
、

「
し
づ

か
に
」
と
訓
む
場
合
に
は
別
に

「閑
」
の
字
を
宛

て
て
ゐ
る
。
し
か
も

「
し
づ
か
」
と
読
む
場
合
が

二
ヶ
所
あ
る
が
、
二
ヶ
所
と
も

「閑
」
の
字
を
使

つ
て
ゐ
る
。
こ
こ
も

「
し
づ
か
に
」
と
読
ま
し
た

い
の
な
ら
ば
、

「閑
」
の
字
を
書
け
ば
よ
い
も
の

を
、
特
に

「開
」
の
字
を
書
い
て
ゐ
る
。
わ
ざ
わ

ざ

「閲
」
の
字
を
宛
て
た
の
に
は
、
何
か
理
由
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
或
は
、
「閑
」
の
字
と
は
違

つ
た
訓
み
を
意
図
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
ら
ば
、

「閲
」
の
字
は
、
ど
う
訓
む
の
で
あ

る
か
つ
さ
う
な
つ
て
く
る
と
、
わ
た
く
し
に
は
分

ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
の

「そ
ぞ
ろ
に
」
と
い

ふ
訓
み
方
に
も
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
も
思
ふ
。
文
意
の
う
へ
か
ら
言
へ
ば
、「そ

ぞ
ろ
に
」
と
い
ふ
訓
み
は
、
ま
こ
と
に
よ
く
当
て

は
まヽ
る
の
で
あ
る
。
杉
浦
正
一
郎
氏
が
最
近
発
見

せ
ら
れ
た
曾
良
偉
末
六
で
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は

ど
う
な
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
を
調
査
し

た
な
ら
ば
、
或
は
何
ら
か
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。

四
、
送
り
仮
名
に
つ
い
て

昔
の
文
章
は
、
現
今
の
や
う
に
丁
寧
に
選
り
仮

名
を
選
ら
な
い
の
が
、
普
通

で
あ
る
。
素
龍
本

「奥
の
細
道
」
で
も
、
そ
の
選
り
仮
名
が
十
分
で

な
い
た
め
に
、
読
み
方
の
あ
い
ま
い
な
場
合
が
非

常
に
多
い
。
た
と
へ
は
、

「詣
」
の
字
の
訓
み
方

で
あ
る
。
那
須
の
篠
原
の
條
に

「そ
れ
よ
り
八
幡

富
に
詣
」
と
あ
つ
て
、
選
り
仮
名
が
な
い
０
か
や

う
に

「詣
」
に
選
り
仮
名
の
な
い
場
合
は
、
こ
の

ほ
か
に
「塩
釜
明
紳
に
詣
」
「瑞
岩
寺
に
詣
」
「権

現
に
詣
」
「太
田
の
紳
証
に
詣
」
な
ど
が
あ
る
０

こ
れ
ら
の
場
合
は
現
今
普
通
に
は
「詣
づ
」
と
訓

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
、
室
の
八
島

の
條
に
は
「室
の
人
島
に
詣
す
」
と
選
り
仮
名
を

し
て
ゐ
る
。
ま
た
日
光
山
の
と
こ
ろ
で
は
「
卯
月

朔
日
御
山
に
詣
斉
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
類

推
す
る
２
、

「
八
幡
富
に
詣
」
な
ど
も

「詣
す
」

と
読
む
べ
き
か
も
知
れ
な
い
０
そ
こ
で
、
「詣
づ
」

か

「詣
す
」
か
、
ど
ち
ら
に
従
ふ
べ
き
か
が

一
往

問
題
に
な
つ
て
く
る
の
で
あ
る
一
尤
も
ヽ
こ
の
場

合
は
、
素
龍
本

「奥
の
細
道
」
全
鉢
を
調
査
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
帰
納
的
に

「詣
づ
」
と
読
む
方

が
正
し
い
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
が
、
す
な
は
ち

「詣
す
」
の
如
く
音
読
す
る
場
合
に
は
「逗
留
す
」

「開
帳
す
」
「安
置
す
」
「
葬
す
」
「祀
す
」
「献
ず
」

の
如
く
、
き
ま
つ
て

「
す
」
の
選
り
仮
名
を
附
し

て
ゐ
る
。
ま
た
訓
読
の
場
合
に
は
、
た
と
へ
ば
、

「山
門
に
入
」
「短
肝
得
さ
せ
よ
と
乞
」
「短
冊

に

書
」
「風
雪
を
凌
」
「雲
に
望
」
「
百
三
十
里
と
聞
」

「湊
に
出
」
の
如
く
、
経
止
形
の
途
り
仮
名
は
省

略
す
る
の
を
常
と
し
て
ゐ
る
。
松
島
の
條
に
は
、

「葡
旬
」
だ
け
で

「
は
ら
ば
ふ
」
と
読
ま
せ
て
ゐ

る
例
も
あ
る
。
中
に
は
「市
振
の
関
に
到
る
」
「岩

手
の
里
に
泊
る
」
の
や
う
に
途
り
仮
名
を
選
つ
て

あ
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
む
し
ろ
例

外
的
と
認
む
べ
き
で
あ
つ
て
、
原
則
的
に
は
選
り

仮
名
を
附
し
て
ゐ
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
例
か
ら
考

へ
る
と
、

「詣
」
に
途
り
仮
名
の
な
い
場
合
は
訓

読
す
る
の
が
よ
ろ
し
く
、

「
す
」
の
選
り
仮
名
の

あ
る
場
合
だ
け
香
読
す
る
を
至
当
と
す
る
。
朽
つ

て
、

「詣
」
と
の
み
書
か
れ
て
ゐ
る
場
合
は
「詣

づ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。

か
，
い
ふ
風
に
選
り
仮
名
が
な
い
場
合
、
そ
の

読
み
方
に
迷
ふ
こ
と
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
表

記
の
し
か
た
を
帰
納
的
に
調
査
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
そ
の
読
み
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
け
れ

ど
も
、
帰
納
的
方
法
を
以
て
し
て
も
、
そ
の
読
み

を
定
め
が
た
い
場
合
も
砂
く
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が

最
も
困
る
の
は
、
「
入
て
」
「
朽
て
」
「病
て
」
「踏



て
」
「物
書
て
」
等
、　
書
便
に
読
み
得
る
場
合
で

あ
る
。
仮
名
書
き
の
部
分
を
調
査
し
て
も
、

「
わ

た
り
て
」
「見
途
り
て
Ｌ
“
さ
ご
を
ふ
み
て
」
「我

々
に
む
か
ひ
て
」
と
い
ふ
や
う
に
記
さ
れ
て
ゐ
る

場
合
が
多
く
て
、
一晋
便
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
「
わ
，

た
っ
て
」
「水
み
な
ぎ
つ
て
」
「門
人
と
な
つ
て
」

「
と
つ
て
返
し
」
等
数
例
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
途

り
仮
名
の
な
い
場
合
も
そ
の
大
抵
は
音
便
に
読
む

必
要
が
な
か
ら
う
と
思
ふ
が
、
し
か
し
、
場
所
に

よ
つ
て
は
、
そ
の
前
後
の
語
調
か
ら
音
便
に
読
ん

だ
方
が
よ
い
と
思
は
れ
る
場
合
が
あ
つ
て
、
さ
う

い
ふ
場
合
は
一晋
便
に
読
ん
で
差
支
へ
な
い
。
い
づ

れ
に
し
て
も
、
か
う
い
ふ
場
合
の
読
み
の
容
観
的

基
準
は
見
出
だ
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

出
発
に
あ
た
つ
て
の
旬
に

「行
春
や
鳥
嗜
魚
の

目
は
潤
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、

「
鳥

晴
」
は

「鳥
嗜
き
」
と
読
む
べ
き
は
自
明
の
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
２
表
記
例
に
な
ら
つ
て
、
飯
坂
狙

泉
の
條
の
「雷
鳴
雨
し
き
り
に
降
て
」
の
「雷
鳴
」

も

「雷
鳴
り
」
と
読
む
べ
き
だ
と
思
ふ
。
中
止
形

の
場
合
に
ヽ
選
り
仮
名
を
省
略
す
る
の
も
、
素
龍

本
で
は
通
則
の
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。

ま
た
、
副
詞
の
場
合

「
に
」
の
助
辞
を
省
略
す

る
こ
と
が
晨
ｔ
で
あ
る
。

「殊
に
」
「既
に
」
「誠

に
」
「更
に
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
す
べ
て

「
に
」
を
書
か
な
い
。
か
う
い
ふ
場
合
は
「
に
」
が

書
か
れ
て
ゐ
な
く
て
も
、

「
に
」
を
読
み
添
へ
る

べ
き
で
あ
る
。
「必
ず
」
と
い
ふ
時
も
「必
」
の
字

だ
け
で
「ず
」
の
字
を
選
ら
な
い
。
但
し
、
「逢
」

の
場
合
は
例
外
で
あ
つ
て
、

「邊
に
」
と
読
ま
う

と
す
る
と
き
に
は
「
に
」
を
途
つ
て
ゐ
る
。
「
に
」

を
選
つ
て
ゐ
な
い
場
合
は
「
は
る
か
に
」
と
読
む

の
で
は
な
く
て
、
「
は
る
か
」
と
読
む
の
で
あ
る
。

選
り
仮
名
が
な
く
て
も
、́
語
の
前
後
の
続
き
方

か
ら
そ
の
読
み
方
が
お
の
づ
か
ら

一
定
し
て
く
る

場
合
、
た
と
へ
ば
、
「
出
立
侍
を
」
「
た
ど
り
着
に

け
り
」
の
や
う
な
類
ひ
は
、
も
と
よ
り
問
題
は
な

い
の
で
あ
る
が
、
那
須
野
越
え
の
と
こ
ろ
に
あ
る

「
あ
た
ひ
を
鞍
つ
ば
に
結
付
て
」
と
い
ふ
句
の
「結

謝な工̈
『姜れ、「経端『嘲“〓汁識蒟「き

か
、
両
様
に
読
み
得
る
の
で
、
甚
だ
困
る
の
で
あ

る
。
か
う
い
ふ
場
合
は
途
り
仮
名
を
鉄
い
た
が
た

め
に
、
そ
の
読
み
に
安
定
性
が
な
く
な
つ
た
わ
け

で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
た
だ
自
分
の
好
み
に
従

つ
て

「
結
び
つ
け
て
」
と
読
ん
で
ゐ
る
。

素
龍
本
で
は
、
「
思
ひ
や
ま‐ず
Ｌ
思
ひ
た
ち
て
」

「
思
ひ
か
け
ず
」
等
に
は
、
き
ま
つ
て
「
思
ひ
」
と

書
い
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
例
を
幾
つ
か
取
り
あ
げ

そ
れ
ら
と
選
り
仮
名
を
省
略
し
て
ゐ
る
場
合
と
を

併
せ
考
へ
て
ゆ
く
と
、
筆
者
は
或
る

一
定
の
方
針

の
も
と
に
途
り
仮
名
を
つ
け
た
り
省
略
し
た
り
し

て
あ
る
や
う
で
、
全
然
の
無
方
針
の
で
た
ら
め
と

い
ふ
ゎ
け
で
は
な
さ
さ
ヶ
で
あ
る
。

五
、
句
読
点
に
つ
い
て

昔
の
文
章
に
は
普
通
は
句
読
点
と
い
ふ
も
の
が

な
い
。
素
龍
本

「奥
の
細
道
」
に
も
句
読
点
が
つ

け
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
句
読
点
の

つ
け
方
如
何
に
よ
つ
て
文
章
の
意
味
の
変
つ
て
く

る
こ
と
が
、
屋
あ
る
。
前
回
に
申
し
述
べ
た

「
春

立
て
る
霞
の
塞
に
自
川
の
関
越
え
ん
と
」
と
い
ふ

文
章
な
ど
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
日
光
の
裏

見
の
滝
の
條
、

二
十
餘
町
山
を
登
つ
て
滝
あ
り

と
い
ふ
の
な
ど
も
、
読
点
の
つ
け
方
に
よ
つ
て
、

意
味
が
ち
が
つ
て
く
る
。
す
な
は
ち
、　
コ
一十
餘

町
」
の
下
に
読
点
を
お
く
か
お
か
ぬ
か
に
二
つ
て

意
味
が
違
ふ
の
で
あ
つ
て
、
も
し
そ
こ
に
読
点
を

お
く
と
、
飯
野
哲
二
氏
の
読
の
や
う
に
、

「
二
十

餘
町
行
つ
て
、そ
れ
か
ら
山
を
登
る
と
滝
が
あ
る
」

と
い
ふ
風
に
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、

二
十
餘
町
の
下
に
読
点
を
お
か
ぬ
と
、

「山
を
二

十
餘
町
登
る
と
滝
が
あ
る
」
と
い
ふ
意
味
に
と
れ

る
。
ど
ち
ら
に
読
む
方
が
よ
ろ
し
い
か
が
問
題
で

あ
る
が
、
た
だ
車
に
語
法
的
に
言
へ
ば
、
ど
ち
ら

に
と
つ
て
も
間
違
つ
て
ゐ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
事

実
の
上
か
ら
言
へ
ば
、
二
十
餘
町
行
つ
て
そ
れ
か

ら
山
を
登
る
の
で
は
地
理
的
に
間
違
つ
て
ゐ
る
。

芭
蕉
は
こ
の
日
、
日
光
鉢
石
町
の
宿
を
出
て
一
路



裏
見
の
滝
に
向
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
鉢
石
町
か

ら
裏
見
の
滝

へ
の
山
道
の
分
れ
道
の
と
こ
ろ
ま
で

実
に
一
里
餘
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
山
道
に
分
け
入

つ
て
か
ら
裏
見
の
滝
ま
で
の
距
離
が
二
十
餘
町
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
は
、
読
点
を
つ
け
な

い
方
が
よ
ろ
し
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

こ
わ
な
ど
は
、
地
理
的
事
実
の
上
か
ら
、
句
読

点
を
定
め
た

一
例
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
、
影
沼

の
捺
に
も
あ
る
。

左
に
会
津
根
高
く
、
右
に
岩
城
相
馬
三
春
の

諄
常
陸
下
野
の
地
を
さ
か
ひ
て
山
つ
ら
な
る

影
沼
と
い
ふ
所
を
行
く
に
今
日
は
塞
曇
り
て

物
影
う
つ
ら
ず

と
い
ふ
攻
章
で
あ
る
が
、「
三
春
の
庄
」
と
「常
陸
」

と
の
間
に
読
点
を
置
く
と
、

「
右
に
」
は

「
三
春

の
圧
」
に
は
で
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
も
し
読
点

を
お
か
な
け
れ
ば
、

「
右
に
」
は
「
常
陸
下
野
の

地
」
以
下
に
ま
で
か
か
つ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
つ
て

文
意
は
大
変
違
つ
た
も
の
に
な
る
。
ま
た

「山
つ

ら
な
る
」
の
下
に
句
点
を
施
す
か
施
さ
な
い
か
に

よ
つ
て
、
こ
れ
ま
た
大
変
な
相
違
が
生
ず
る
の
で

も
し
句
点
が
な
け
れ
ば
、
「山
っ
ら
な
る
影
沼
」
と

続
き
得
る
の
で
あ
る
。　
原
本
に
は
「
つ
ら
な
る
」

が
仮
名
書
き
に
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
か
う
い
ふ
問

題
も
起
り
得
る
の
で
あ
る
が
、

「
右
に
」
が

「常

陸
下
野
の
地
」
に
ま
で
か
か
っ
て
行
く
も
の
と
す

れ
ば
、
実
際
の
地
勢
と
相
違
し
て
く
る
か
ら
、
こ

こ
は
ど
う
考
へ
て
も
、
「
右
に
」
は

「
三
春
の
庄
」

に
ま
で
し
か
か
か
ら
な
い
、
従
つ
て
「
三
春
の
庄
」

の
下
に
読
点
を
施
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

ま
た

「
山
つ
ら
な
る
」
も
、
影
沼
が
山
面
に
あ
る

な
ら
ば
兎
も
角
、
実
際
は
野
中
に
あ
る
の
だ
か
ら

「
山
面
な
る
影
沼
」
と
い
ふ
こ
と
は
地

理
的
に
間

違
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
、

「
山
つ
ら
な
る
」
を
影

沼
の
修
飾
語
だ
と
す
る
と
、

「
さ
か
ひ
て
」
の
主

語
が

「岩
城
相
馬
三
春
の
庄
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
ざ
う
な
る
と
、
こ
れ
も
ま
た
事
実
に
違
つ
て

ゐ
る
。
か
う
い
ふ
わ
け
で
、

「
山
つ
ら
な
る
」
は

「
山
連
な
る
」
で
あ
り
、
「
つ
ら
な
る
」
の
下
に
句

点
を
施
し
て
、
文
が
こ
こ
で
切
れ
る
こ
と
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
、
曾
て
荻
原
井
泉

水
氏
も
ぐ
は
し
く
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

つ
ま
り
句
読
点
の
施
し
方
が
非
常
に
大
切
だ
と
い

ふ
好
例
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が

「
奥
の
細
道
」
を

教
授
す
る
際
な
ど
に
は
、
か
う
い
ふ
点
を
も
学
生

に
よ
く
注
意
さ
せ
て
、
文
を
読
む
た
め
の
推
理
力

を
養
成
す
る

一
助
と
も
し
、
ま
た
作
文
に
あ
た
つ

て
句
読
点
に
注
意
を
排
ふ
こ
と
の
必
要
さ
を
自
覚

さ
せ
る
契
機
と
も
し
た
い
。

な
は
、
音
の
写
本
に
は
普
通
は
濁
点
を
附
し
て

ゐ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
素
寵
本
「
奥
の
細
道
」

に
も
や
は
り
濁
点
を
つ
け
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
で
、

こ
れ
を
読
む
時
に
は
、
わ
れ
わ
れ
読
者
側
で
濁
点

を
補
つ
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
「奥
の
細
道
」
の

場
合
に
は
、
清
濁
に
迷
ふ
こ
と
は
殆
ど
な
い
や
う

だ
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
詳
論
し
な

い
こ
と
に
す
る
が
、
古
典
類
に
は
、
清
濁
に
迷
ふ

場
合
も
甚
だ
多
く
出
て
く
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ

が
ま
た

一
と
苦
労
で
あ
る
。

古
末
、
清
濁
を
附
し
句
読
点
を
施
し
て
文
を
読

む
と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
の
文
を
牛
ば
解
釈
し
た
こ

と
に
な
る
と
い
ふ
の
で
、
こ
の
読
法
と
い
ふ
も
の

を
非
常
に
重
ん
じ
た
も
の
で
あ
る
。
殊
に
、
中
世

の
秘
偉
ば
や
り
の
時
代
に
は
、
古
今
集
や
源
氏
物

語
の
読
み
方
に
も
博
受
が
あ
つ
て
、
こ
れ
を
非
常

に
重
要
説
し
て
を
る
。
三
條
西
実
隆
の
実
隆
公
記

な
ど
を
見
る
と
、
宗
祗
法
師
が
享
ら
こ
の
読
法
の

み
を
実
隆
や
牡
丹
花
省
柏
に
議
じ
た
こ
と
が
屋
出

て
ゐ
る
。
古
典
の
場
合
に
於
て
は
、
正
し
く
濁
点

を
施
し
句
読
点
を
附
す
る
だ
け
で
既
に
こ
れ
を
牟

ば
解
釈
し
得
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
今
回
、

煩
を
い
と
は
ず
、

「奥
の
細
道
」
の
読
み
の
問
題

を
と
り
あ
げ
て
緩
読
し
た
の
は
、
こ
の
謂
ひ
に
は

か
な
ら
ぬ
。




