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¨
．重
複
を
出
け
一
、
猛
箋
に
を
ざ
み
け
な
た
俳
諮
０
一　

　
　
一
灰
う
ち
た
一
く
ヽ

¨
一】
螂
一

会 れ―っ
一
¨
』
¨
¨
¨
¨
一
一
一
”
け
一
¨
一

・
轟
一
』

に‥こ の
い
一
一

，の の 、
。

い
一

一
の
が
普
通
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
地
方
に
よ
　
¨

石
き
に
稲
の
み
の
り
よ
く
　
　
る
と
解
し
て
こ
こ
を
凶
４
と
サ
ち
解
も
成
立
つ
　
¨

と
思
ふ
」
と
。
こ
れ
ら
を
以
て
思
ふ
に
、　
一
番
　
¨

大
抵
の
注
解
者
は
ハ
こ
　
草
い
二
播
草
の
草
取

ｉり
時
期
を
ば
ほ
ぼ
固
定

‐
的
な
　
¨
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を る ヵ、も
一
一
中
一
一
一
一
¨
い
一
¨
砕
中
一
一
『
一
一

¨
中

に 二 め 下
力ヽ 番 た 旬

一
『
一
一
一
一
¨
い
一
一
一
一
¨
輌
一

稲
の
品
種
に
■
つ
て
出
穂
期
に
遅
速
が
あ
る
が
、
　

解
釈
に
従

へ
ば
、
京
阪
地
方
で
は
七
月
中
に
稲
穂

出
穂
期
の
早
い
早
稲
で
ヽ
人
几
中
旬
以
前
に
穂
が
　
が
出
て
し
ま
ふ
こ
と
に
な
る
「
し
か
し
、
い
く
ら

出
る
２
い
ふ
ｔ
ｔ
は
な
い
。
一稲
は
い
く
ら
旱
ば
つ
　
陽
気
の
た
め
だ
か
ら
と
言
つ
て
し
、
特
別
の
耕
作

だ
ら
う
が
、
暑
気
が
き
び
し
か
ら
う
が
、
大
体
八
　
法
を
講
じ
な
い
限
り
、
絶
対
に
稲
の
穂
が
七
月
中

月
半
頃
か
ら
穂
の
用
意
を
は
じ
め
い
同
月
下
旬
に
　
に
出
る
と
い
ふ
や
ぅ
な
こ
２
は
あ
り
得
な
い
。
こ

力ヽ 人
¨
〓
輛
い
螂
ビ

カヽ 九
州
¨
欄
れ
い
御
い
」
頻
升
卸
ヽ

称
織
制
は
林
郵
賭
漿
』
鵜
ど
酬
協
」
ｒ
赫
¨
い
れ

こ
の
時
期
は
毎
４
ほ
ぼ

一
定
し
て
ち
る
。
も
ち
ろ
　

へ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。
草
取

，
と
い

ん
一
年
に
■
つ
て
気
候
そ
の
他
の
条
件
に
よ
つ
て
　
ふ
■
の
は
、
元
来
さ

，
い
ふ
性
質
の
も
の
で
は
な

出
穂
期
に
多
少
の
遅
速
が
あ
る
が
、
半
月
以
上
も
　
い
ｏ
Ｆ
合
育
ぢ
の
人
は
誰
れ
で
も
ご
存
じ
だ
ら
う

一
一
議
一
一
い
ヽ
一
¨
「
極
¨
”
」
一
一
」
一
義
　
一
一
一
』
岬
¨
一
］
赫
］
¨
”
鰤
一
「
い
詢
一

足 っ て

言
つ
掟
り
し
て
も
い
そ
れ
に
は
程
度
と
い
ふ
も
の
　
り
な
仁
て
手
ら
廻
り
か
な
る
時
に
は
自
然
と
遅
れ

い
場
屁
抑
養
錫
転
け
」
妹
艦
響
ノ
滸
詳
詳
い
ず
嶽
　
嗅
け
」
げ
韓
は
知
』
い
抄
訳
“
椰
卿
嗽
は
レ
綬

力ヽ し

ら
う
か
ら
い
解
釈
に
も
こ
の
京
板
地
方
を
標
準
に
　
ね
る
か
ら
、
こ
れ
も
赤
自
然
と
ぉ
ぐ
れ
ざ
る
を
得

之
つ
て
い
い
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
近
畿
に
於
　
な
い
。
ま
た
い
手
が
よ
く
廻
る
時
な
ど
に
は
、
二

て
は

，
大
体
右
の
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
草
取
　
番
草
、
三
番
草
が
例
年
よ
り
速
く
な
る
こ
と
も
あ

り
の
時
期
を
固
錠

′的
な
も
の
と
考

へ
れ
ば
、
太
口
　
り
得
る
。
か

，
い
ふ
風
に
二
番
草
、
三
番
草
等
に

氏
の
説
に
従

つ
て
仮
り
に
二
番
草
を
八
月
上
旬
と
　
は
年
に
よ
つ
て
多
少
の
遅
速
の
あ
る
も
の
で
あ
つ

す
れ
ば
、
翻
穂
が
暑
気
の
た
め
に
生
育
が
早
く
て
　
て
、
そ
の
時
期
に
固
定
的
で
は
な
い
。
従
つ
て
、

「
二
番
草
取
り
も
果
さ
ず
穂
に
出
で
て
」
と
い
ふ

ゆ
裁
ゲ
ヽ
略
韓
赫
囲

の ヵ、
枠
濤
鮮
な
鵬
Ⅸ
働
欺
局

と，る

い
〓
情
態
で
あ
ら
う
０
す
な
は
ち
、

「
人
手
が
足

り
な
い
か
、
域
は
家

‐
庭
に
何
か
事
故
が
あ
つ
て
、

草
取
り
が
手
お
く
れ
て
、
な
力、
な
か
耕
作
地
全

―部

に
行
〓
わ
ｔ
“
力、
ね
る
。

「そ

‥れ
で
Ⅷ
家
で
一
ヽ

・
う

三
番
草
も
終
り
、
四
番
草
の
塗
り
込
み
も
終
つ
て

草
取
り
を
あ
げ
て
し
〓
つ
で
あ
る
の‐
に

，
此
方
は

ま
だ

「
番
草
を
終
つ
て
二
番
草
０
最
車
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
‐

の
二
番
草
も
ま
だ
取
ヶ
切
つ
て
か
な
い

の
に
、
ぼ
つ
ば
つ
穂
の
出
て
来
た
日
も
見
え
て
来

た
」
と
い
ふ
の
で
ヽ
追
は
れ
る
や
う
な
慌
し
い
気

分
で
、
せ
か
ブ
ヽ
と
忙
ｔ
が
つ
て
る
る
農
家
の
さ

ま
で
あ
る
。
前
句
の
暑
し
暑
し
と
門

々
の
声
と
い

ふ
の
に
晩
夏
農
村
の
気
趣
を
見
付
け
て
、
こ
の
付

句
と
な
つ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
穂
の
出
る

颯
に
な
る
と
い
稲
の
成
熟
に
損
害
を
与

へ
る
と
い

ふ
の
で
稲
田

へ
は
ひ
る
こ
と
を
避
け
る
の
が
農
家

の
常
で
あ
る
。
だ
か
ら
ヽ
穂
の
出
る
ま
で
に
草
取

り
の
終
了
を
急
ぐ
の
で
あ
ち
「
従
つ
て
こ
の
旬
の

趣
意
は
あ
く
ま
で
、
早
く
草
取
り
を
終
ら
う
と
す

る
気
ぜ
は
し
い
気
趣
に
あ
る
の
で
ぁ
っ
て
、
稲
つ

豊
凶
を
言
は
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
但
し
、
草

取
り
が
い
く
ら
違
れ
た
と

・し
て
も
、
人
月
下
旬
の

出
穂
期
近
く
ま
で
お
く
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は

一
寸

19



あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
天
気
つ
づ
き

だ
と
、
日
照
度
が
高
く
て
稲
の
生
長
を
早
あ
、
出

穂
を
幾
ら
か
早
め
る
と
い
ふ
こ
と
も
ぁ
り
、
ま
た

早
稲
品
種
は
出
穂
期
が
早
い
力、
ら
、
こ
の
句
は
草

取
り
が
お
く
れ
て
ゐ
る
上
に
早
生
種
で
桐
照
度
ょ

く
穂
の
出
も
例
年
よ
り
早
く
出
た

‐と
い
ふ
こ
２
に
っ

し
な
ぃ
と
辻
複
が
あ
は
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に

し
て
も
、
な
ぼ
章
取
り
の
お
く
れ
が
た
が
度
に
は

づ
れ

，
を

，
、

ま
た
穂
の
出
が
よ
ほ
ど
早
く
な
け

絲
嗜
』
ル
卸
プ
乳

く‐ヵ、
れ
デ
鰤
率
４
¨
“
一
抑
Ⅸ
ｒ

以
上
も
早
く
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
こ
の

―旬
に

は
幾
分
誇
張
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
要
は
、

農
家
の
気
ぜ
は
し

，げ
に
し
て
あ
る
気
趣
を
あ
ら
は

す
の
が
主
眼
で
あ

，
ヽ
そ
の
気
趣
を
か
う
い
ふ
誇

張
を
以

，
て
言
０
あ
ら
は
し
た
と
言

へ
る
だ
ら

，
。

こ
れ
を
農
家
の
気
ぜ
ば
ｔ
卜

‐風
情
と
見
て
、
は
じ

め
て
次
の
付
句

「
灰
う
ち
た
■
く

，
る
め

一
枚
」

が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
金
網
な
ど
を
用
み
ずヽ
、

は
ゆ
江
】
罐
雄
″
』
わ
た
爾
「
薇
硼
”
社
ゆ
な
ギ

ぃ
¨
一
¨
】
螂

果，し の
一
一
”
一
『
¨
“

と で 灰
一

‥ろ る‥落
一
Ｗ

如
何
に

，
日
草
贋

‐り
の
実
常
に
通
合
ｔ
て
み
て
実

に
妙
手
で
あ
る
と
思
ふ
が
、
そ
の
慌
し
い
気
趣
を

甥
肝
雑
叫
に‐げ鶴
嬌
玲
撹
難

た
之
ｔ
ろ
も
旨
か
“
　
　

，　
　
・

・

１
１
昭
和
十
四
年
八
月
二
十
四
日
２
い
ふ
執
筆

測
酬
¨
ら
』
″
”
は
一き‐の
卸
輔
陣
ｍ
ｒ
嚇
わ
な
¨

る
０
す
な
わ
ら
、
―
―
　
　
　
・
　

　

一́

さ
て
、
わ
た
ぐ
し
は
ヽ
以
上
の
ｔ
と
を
学
校
で

学
生
諸
君
‘
話‐
し
で
来
て
、
そ
の
タ
ベ

‐で
あ‥
る
。

い
つ
も
の
如
く
ビ
ー
ル
の

・小
瓶
を
傾
け
な
が
ら
い

些
か
得
意
気
に
こ
の
話
を
山
妻
に
す
る
と
、
山
妻

は
、　

―ゎ
た
く
ｔ
の
■
鼻
を‥
理
く
が
如
く
、

力、
う
い

ち
‥
「 の
な
鴻
』
ギ

‐り
・
オ
ｔ
ｏ
早
り
‐

で
卜
に
水
た
な

く
で
草
取

，
が
思
〓
や
テ
に
出
来
ず
、
そ
の
だ

０
一
番
章
を
取
り
き
ら
ぬ
う
ち
に
い
も
う
穂
つ

■́
る
時
側
に
■

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
の
で
す

よ
。
」

な
る
ほ
ど
、
こ
の
解
釈
は
よ
い
と
思
つ
た
。
水
不

足
と
い
ふ
こ
と
に
す
る
と
い
脇
句
の
「
暑
し
暑
ｔ
」

と
も
排
常
に
一
く
照
応
す
る
の
で
あ
る
¨
そ
ｔ
て
、

実
際
水
不
足
の
た
め
に
草
取
り
が
■
来
か
ね
る
と

い
ふ
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
Ｌ
な
ら
で
あ
る
０
山
妻

は
文
学
的
な
素
養
も
知
識
も
少
し
も
な
い
の
だ
が
、

根
が
百
姓
の
娘
だ
か
ら
、
か
う
い
ふ
こ
と
に
な
る

と
経
験
に
照
ら
し
て
案
外
よ
く
分
％
ら
し
い
の
で

あ
る
。
ｔ
の
夏
体
み
に
所
用
あ
つ
て
帰
省
し
ｔ
ら
、

現
に
今
年
は
雨
が
少
な
く
て
日
に
水
が
無
く
、
草

取
り
が
■
来
ぬ
２
言
っ
て
老
父
撻
は
弱

つ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
、
少
ｔ
で
も
水
気
の
あ

‐
る

・
田
は
ヽ
そ
の
干

上
ら
ぬ
う
ち
に
と
急
ぎ
に
急
い
で
人
手
を
増
ｔ
て

草
取
り
を
し
て
あ
る
の
で
あ
る
一
ま

ｉ
だ

一
番
草
が

廻
り
か
ね
て
ゐ
る
と
い
ふ
話
で
あ
つ
た
。
か
う
い

ふ
実
際
を
乱
の
あ
た
り
に
す
る
と
、
山
妻
の
説
は

懲
■
‥ろ
し
き

‐やう
に
偲
は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
ヽ
わ
た
く
し
は
夕
涼
み
な
が
ら
、
家
父
に
そ

の

話
を
持
ち
出
す
と
、
家
父
は
最
初
は
わ
た
く
ｔ
の

や
つ
た
や
う
な
解
釈
を
下
ｔ
た
。
更

に
妻
の
意
見

を
話
す
と
、
さ
う

い
ふ
風
に
も
考

へ
ら
れ
る
と
も

い
ふ
の
で
あ
る
一
結
局
、
百
姓
と
し
て
の
立
場
か

ら
は
、
両
方
〓
ち
ら
の
解
釈
ヽ
減

，
一
っ
２
一
〓

の
で
あ
る
¨
家
庭
的
事
情
や
大
手
不
提
に
は
あ
草

取
，

の
違
延
と
も
、
ま
た
早
天
ゆ
ゑ
の
草
取
り
の

お
↑
れ
と
も
、
ど
ち
ら‐
に
で
∫
考
へ
ら
れ
な
ど
い

お
ら
で
あ
る
。
尤
も
い
今
年
の
や
う
に
早

，
も
０

ど
い
の
に
な
る
と
、
稲
も
こ
の
句
の
よ
う‐
に
悠
長

に
穂
に
も
出
て
て
来
な
い
力、
ら
、
こ
の
句
の
場
合

は
い
一
照
り
続
き
で
草
取
つ
時
分
一
だ
け
抹
不
ｉ

だ
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
事
情
に
し
て
お
か
ね
ば
な

る
ま
い
。



―
―
以
上
が
、
初
稿
の
文
で
あ
る
。
さ
う
す
る

と
、
こ
の

「
二
番
草
」
の
句
は
、
草
取
り
の
お
く

れ
た
理
由
と
し
て
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、

そ
の
ど
ち
ら
に
と
つ
て
も
差
支
へ
な
い
こ
と
に
な

る
。
要
は
、
穂
が
出
る
と
田
に
は
ひ
れ
な
く
な
る

か
ら
、
草
取
り
を
急
ぐ
農
家
の
慌
し
さ
を
こ
の
句

か
ら
感
得
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。
稲
の
み

の
り
に
重
点
を
お
い
て
ゐ
る
従
来
の
注
解
は
捨
つ

べ
き
で
あ
る
。

二
　
油
か
す
り
て

「き
り
ぎ
り
す
」
の
巻
の
脇
句

一　
　
油
か
す
り
て
容
寝
す
る
秋

の

「油
か
す
り
て
」
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
つ
て

一
定
し
な
い
。

「
か
す
る
」
と
い
ふ
言
葉
の
意
味

が
明
確
で
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
七
部
婆
心
録
に

は
ヽ

「
か
す
る
と
い
ふ
の
は
か
す
り
取
る
の
義
で

澄
し
残
り
を
油
皿
か
ら
油
差
し
に
か
す
り
入
れ
る

の
で
あ
る
」
と
い
ひ
、
燈
し
残
り
を
油
差
し
に
移

す
の
は
節
約
の
た
め
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

更
に
ま
た
逆
志
抄
は

「
か
す
る
は
涸
の
意
で
、
油

の
自
然
と
減
つ
て
無
く
な
る
こ
と
」
だ
と
い
ふ
の

で
あ
る
。
こ
の
二
説
が
二
代
表
と
な
っ
て
諸
注
そ

の
何
れ
か
に
荷
担
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆

志
抄
の
い
ふ
や
う
に
潤
の
意
味
な
ら
ば
、
こ
れ
は

自
動
詞
で

「油
」
が

「
か
す
る
」
の
主
語
と
な
る

の
で
あ
る
か
ら
、
普
通
な
ら
ば

「
か
す
れ
て
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
既
に
先
輩
の
指

摘
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
弱
点
を
補

強
す
る
た
め
に
、
廃
墓
や
幸
田
露
伴
氏
な
ど
の
方

言
説
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
す
れ

て
と
い
う
べ
き
場
合
に
、
か
す
り
て
と
い
ふ
の
は

伊
賀
伊
勢
の
方
言
で
あ
る
、
故
に
油
の
尽
き
る
場

合
は
芭
蕉
は
こ
の
や
う
に
表
現
し
た
の
だ
と
い
ふ

の
で
あ
る
。
果
し
て

「
か
す
り
て
」
は
伊
賀
方
言

で
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
だ
よ
く
調
査
し
て
ゐ
な
い

が
、
た
と
へ
伊
賀
方
言
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の

場
合
芭
蕉
が
わ
ざ
わ
ざ

一
般
語
で
な
い
伊
賀
方
言

を
使
用
し
て
連
衆
の
理
解
困
難
を
将
来
す
る
ほ
ど

の
心
無
さ
を
敢
へ
て
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
呑
み
込

め
ぬ
。
こ
こ
の

「
か
す
り
て
」
の
語
は
他
の
連
衆

に
も
即
座
に
理
解
出
来
る
一
般
通
用
語
だ
つ
た
と

い
ふ
立
場
か
ら
ま
づ
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

と
す
る
と
、
や
は
り
そ
の
語
法
が
問
題
に
な
る
。

従
つ
て
逆
志
抄
の
説
は
一
往
お
預
け
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
芭
蕉
は
自
動
詞
的
に
言
ふ
べ
き
と
こ

ろ
を
他
動
詞
で
い
ふ
語
法
上
の
癖
が
あ
る
。
た
と

へ
ば
、

「伝
は
る
」
と
い
ふ
べ
き
を

「伝
ふ
」
と

い
ひ
、

「改
ま
る
」
を

「改
む
」
と
い
ふ
が
如
き

で
あ
る
、

「
か
す
り
て
」
も
ま
た
そ
の
例
に
洩
れ

な
い
と
説
く
も
の
が
あ
る
。
い
か
に
も
芭
蕉
に
は

そ
の
や
う
な
語
法
上
の
癖
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
如
何
な
る
場
合
で
も
然
る
と
い
ふ
の
で
は
な

い
。

「
る
Ｌ

「
ら
る
」
の
接
尾
辞
の
添
加
せ
ら
れ

る
場
合
に
限
る
の
で
あ
る
。

「横
は
る
」
と
い
ふ

べ
き
を

「横
た
ふ
」
と
い
ふ
が
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

だ
か
ら
、

「
か
す
り
て
」
の
場
合
に
は
こ
の
芭
蕉

の
語
法
癖
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

．
曽
て
、
藤
井
紫
影
先
生
の
説
に
、
か
す
り
は
倹

約
す
る
こ
と
で
、
先
生
の
御
郷
里
た
る
淡
路
で
は

今
も
さ
う
い
ふ
風
に
用
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ

た
。
北
西
鶴
太
郎
氏
の
説
だ
つ
た
か
と
思
ふ
が
、

和
歌
山
県
の
方
で
も
さ
う
い
ふ
用
法
が
あ
る
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
元
藤
頃
の
通
用
語
に
、
か
す
り

を
倹
約
の
意
味
に
使
ふ
と
い
ふ
こ
と
な
れ
ば
０
こ

の
句
の
意
味
は
実
に
簡
単
明
瞭
で
あ
る
が
、
わ
た

く
し
は
、
な
ほ
こ
の
方
言
説
を
無
条
件
で
信
じ
得

な
い
で
ゐ
る
。

ま
た
頴
原
退
蔵
氏
の
説
で
は

「人
の
事
を
ば
三

郎
兵
衛
と
い
ふ
べ
き
を
三
郎
、
五
郎
左
衛
門
を
五

郎
な
ど
か
す
り
て
い
ふ
」
（好
色
堪
忍
袋
巻
三
）
と

あ
つ
て
、
簡
略
に
す
る
こ
と
を

「
か
す
る
」
と
い

ふ
か
ら
、
油
を
か
す
る
は
、
つ
ま
り
油
を
節
約
す

る
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
。

（評
釈
江
戸
文
芸
叢
書

の
俳
諸
名
作
集
）
し
か
し
、
こ
の
説
に
も
承
服
出

来
な
い
。「今蹄肘卸議鶴悧れまだ出ぬ蘊々

懃に、か
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す
り
し
油
た
ち
し
ま
ひ
、
は
つ
と
し
て
消
ゆ
る

燈
火
」　
　
　
　
　
「一　
　
　
．

，
と
あ
る
。
こ
の
文
は
か
つ
て
わ
た
く
し
も
発
見
し
一

て
教
室
で
話
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
が
、
頴
原
氏
も

「
か
す
る
」
の
用
例
の
第

一
番
に
こ
れ
を
あ
げ
て

「
こ
れ
は
油
人
の
底
ま
で
か
す
つ
て
油
皿
に
つ
い

だ
意
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
。
こ
の
「
か

す
り
し
油
」
は
、
ど
う
考
べ
て
も
そ
の
や
う
に
解

す
る
ょ
り
外
に
考
へ
や
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

器
物
の
底
に
少
量
し
か
残
つ
て
．ゐ
な
い
も
の
を
杓

子
等
で
す
つ
か
り
か
す
り
取
る
に
、
何
々
を
か
す

る
と
い
ふ
は
、
今
も
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
、
例
ヘ

ば
、
■
湯
を
か
す
る
」

「釜
の
飯
を
か
す
る
」
な

ど
と
い
一ふ
の
は

，
釜
底
に
あ
る
湯
と
か
飯
と
か
を

杓
子
で
か
す
り
取
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
、

こ
こ
の
油
を
か
す
る
と
い
ふ
の
も
、
同
様
の
言
ひ

方
で
あ
る
。
そ
の
釜
底
か
ら
か
す
り
取
つ
た
湯
や

飯
の
如
き
を
、

「
か
す
り
物
」
又
は
単
に

「
か
す

り
」
と
も
い
ふ
こ
と
が
あ
つ
て

「男
は
か
す
ヶ
を

食
べ
る
ど
出
世
が
出
来
ぬ
」
な
ど
と
い
う
俗
諺
も

あ
る
０
そ
こ
で
、
芭
蕉
の
旬
の
■
油
か
す
り
て
」

も
、
今
様
十
四
孝
の

「
か
す
り
し
油
」
や
右
の
用

例
な
ど
と
同
じ
意
味
の
も
の
で
あ
る
と
わ
た
く
し

は
考
べ
る
。
頴
原
氏
が
他
に
あ
げ
て
る
る
数
例
ヽ

た
と
へ
ば
、　
一　
一　
　
　
一　
　
・

賀
茂
祭
ヽ
半
両
の
油
か
す
る
や
、
も
の
か

づ
ら
　
　
　
　
　
　
　
´

ふ
ろ
あ
が
り
、
茶
が
ま
を
か
す
る
酒
の
酔

¨
一
釜
か
す
る
美
濃
の
茎
長
　
　
　
　
．

等
、
い
づ
れ
も
、

「
か
す
り
し
油
」
の
カ
ス
ル
と
、

同
義
に
と
つ
て
少
し
も
差
支
へ
が
な
い
や
う
で
あ

る
０
酒
の
酔
に
湯
茶
を
節
約
す
る
で
は
通
じ
な
い

し
、
賀
茂
祭
に
半
両
の
油
が
節
約
せ
ら
れ
る
と
い

ふ
の
も
無
意
味
で
あ
る
。
半
両
も
の
油
を
か
す
つ

て
使
ふ
と
こ
ろ
に
面
白
味
が
あ
り
「
茶
釜
の
湯
を

か
す
つ
て
な
ほ
渇
望
す
る
と
こ
ろ
に
風
呂
上
り
の

酒
の
酔
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
頴
原
氏
が
最

後
に
あ
げ
て
ゐ
る
好
色
堪
忍
袋
の

「五
郎
左
衛
門

を
五
郎
な
ど
か
す
り
て
い
ふ
」
の

「
か
す
る
」
と

油
か
す
る
や
茶
釜
を
か
す
る
の
「
か
す
る
」
と
は
そ

の
用
法
意
味
が
全
く
別
種
な
の
で
あ
る
一
語
原
的

に
は
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
か
知
ら
ぬ
が
、
具

体
的
に
は

，
堪
忍
袋
に
い
ふ
か
す
る
は
掠
の
義
で

あ
る
Ю
油
な
ど
の
場
合
は
器
物
の
氏
を
カ
サ
カ
サ

鳴
ら
し
て
底
溜
を
掻
き
出
す
動
作
を
い
ふ
の
で
あ

る
。
杉
浦
正
一
郎
氏
の

「新
護
猿
妻
」
の
補
誰
に
、

用
例
と
し
て
あ
げ
て
を
ら
れ
る

「米
び
つ
の
底
か

す
ら
ぬ
や
う
に
致
せ
」
と
い
ふ
芭
蕉
の
手
紙
文
も

節
約
の
意
味
で
は
な
ぐ
、
米
び
つ
に
米
を
無
く
さ

ぬ
や
テ
に
せ
よ
と
い
ふ
意
味
と
解
す
べ
ぐ
、

「五

郎
な
ど
か
す
り
て
い
ふ
」
の
か
す
る
と
は
違
あ
の

で
あ
る
。　
蓋
し
、
芭
蕉
の

「油
か
す
り
て
」
は

「米
び
つ
の
底
か
す
ら
ぬ
や
う
」
の
か
す
り
て
と

同
意
で
あ
り
ヽ
今
様
十
四
孝
の

「
か
す
り
し
油
」

の
場
合
と
同
じ
話
意
な
の
で
あ
ら
う
。

「
か
す
る
」
を
一ゎ
た
く
し
と
同
じ
や

，
に
理
解
し
一

て
ゐ
る
人
に
ヽ
七
部
婆
心
録
の
著
者
が
あ
り
、
一岡

崎
義
恵
博
士
が
あ
る
。
し
か
し
、
七
部
婆
心
録
は

最
初
に
あ
げ
た
如
く
、
油
壼
か
ら
油
皿
全
か
す
リー‐

入
れ
る
の
で
な
く
、
油
皿
の
底
を
か
す
０
て
油
壼

へ
返
す
の
で
あ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
大
変

な
相
違
が
生
じ
る
の
で
、
わ
た
ぐ
し
や
岡
崎
博
士

の
考
へ
で
は
、
油
壼
の
底
を
か
す
る
の
で
あ
る
。

岡
崎
博
士
の
見
解
は
芭
蕉
俳
諸
研
究
に
示
さ
れ
て

み
る
。
一但
し
、

「
か
す
る
位
０
一
二
滴
の
油
を
と

も
し
た
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
だ
け
の
油
を
燃
や
し

て
も
と
そ
の
ま
ま
つ
け
ず
に
鳴
た
か
、
そ
れ
は
句

の
中
に
云
つ
て
な
い
か
ら
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に

し
た
い
の
で
す
」
と
い
つ
て
を
ら
れ
る
の
は
少
し

物
足
り
な
い
。
わ
た
く
し
の
見
解
で
は
、

「
か
す

る
」
に
欠
乏
の
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
や

う
に
思
は
れ
る
。
た
と
へ
ば
、
前
に
あ
げ
た
、
・

一　
一半
両
の
油
か
す
る
や
も
ろ
か
づ
ら

一茶
が
ま
を
か
す
る
酒
の
酔
↓
　
　
　
一一

・米
び
つ
の
氏
を
か
す
ら
ぬ
や
う
に
致
せ
・

な
ど
の
■
か
す
る
」
に
は
、
か
す
る
動
作
と
共
に

そ
の
器
物
に
は
内
容
の
欠
乏
し
て
ゐ
る
意
味
が
添

加
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
「油
が
す
り
て
」

"



の
旬
の
場
合
も
ヽ
や
は

，
さ
ヶ
い
ふ
意
味
の
か
す

ヶ
て
で
、
か
す
つ
た
け
れ
ど
も
燈
火
を
と
も
し
つ

づ
け
る
だ
け
の
泊
の
無
か
つ
た
こ
と
を
意
味
し
て

ゐ‐
る
。

さ
て
、
わ
た
く
し
の
こ
の
句
の
解
は
、
結
局
次

の
や
う
に
な
る
。

「秋
の
長
夜
、
夜
な
べ
で
も
し
よ
う
と
思
つ
て

ゐ
る
と
行
燈
の
油
が
切
れ
た
や
う
で
あ
る
。
油

を
差
さ
う
と
し
て
油
壼
を
取
り
出
し
た
が
、
そ

れ
に
も
な
い
。
か
す
つ
て
み
た
け
れ
ど
も

一
雫

ほ
ど
し
か
な
い
。
今
さ
ら
油
を
買
ひ
に
ゆ
く
の

も
億
劫
だ
か
ら
、
え
ヽ
ま
ゝ
よ
と
そ
の
ま
ま
脊

寝
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
」
　

．

婆
心
録
は
、
「秋
中
油
を
き
ら
す
こ
と
あ
ら
む
や
」

と
言
つ
て
、
か
や
う
な
解
釈
を
排
斥
し
て
ゐ
る
が
、

ま
だ
油
が
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
た
の
に
、
さ
て
も
う

切
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
実
際
の
日
常

生
活
と
し
て
は
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
で
、
婆
心
録

の
考
へ
は
寧
ろ
偏
狭
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句

を
油
を
き
ら
し
た
体
と
解
す
る
説
も
昔
か
ら
時
々

見
え
る
の
で
あ
つ
て
、
波
鴎
の
七
部
集
講
義
に
も
、

一
「附
意
は
発
句
灰
汁
桶
の
雫
や
み
て
き
り
ぎ
り

す
鳴
ぐ
を
賤
家
と
見
立
て
油
の
貯
へ
も
な
き
さ

一ま
な
る
べ
し
」

と
い
つ
て
ゐ
る
。
〓

ぞ
れ
に
つ
け
て
も
憶
ひ
出
す
の
は
、
わ
が
少
時

ま
だ
ラ
ン
プ
を
つ
け
て
ゐ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

穴
に
灰
を
入
れ
て
桶
の
上
に
の
せ
、
そ
の
灰
の
上

か
ら
宗

一
杯
に
水
を
張
つ
て
お
く
と
、
灰
汁
が
穴

の
目
を
通
つ
て
桶
に
し
た
た
り
落
ち
る
仕
掛
け
に

し
て
、
大
抵
夜
の
間‐
に
灰
汁
を
取
つ
て
お
く
の
が
、

京
阪
地
方
の
田
舎
家
な
ど
の
習
は
し
で
あ
つ
た
が
、

わ
た
し
は
、
少
年
時
に
土
間
の
隅
に
お
い
て
あ
る

桶
に
穴
か
ら
灰
汁
の
ポ
ト
ン
ポ
ト
ン
と
滴
り
落
ち

る
そ
の
音
に
ま
じ
つ
て
そ
の
桶
の
蔭
に
鳴
く
こ
ほ

ろ
ぎ
の
物
佗
び
し
い
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
声
を
聞
い

た
秋
の
夜
ご
ろ
を

「灰
汁
桶
の
雫
や
み
け
り
き
り

ぎ
り
す
」
の
旬
か
ら
、
ま
ざ
ま
ざ
と
憶
ひ
起
す
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
学
の
時
分
ま
で
つ
け
て
ゐ

た
ラ
ン
プ
の
、
石
油
が
切
れ
て
火
の
消
え
は
そ
る

時
、
石
油
差
し
を
取
り
出
し
て
油
を
注
が
う
と
す

る
と
、
そ
れ
に
も
油
が
な
く
な
つ
て
い
て
而
も
わ

ざ
わ
ざ
石
油
罐
を
開
け
て
石
油
を
出
し
に
ゆ
く
の

も
億
劫
で
、
明
日
の
予
習
を
も
中
止
し
て
そ
の
ま

ま
脊
寝
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
な
ど
を
、
ま
た

「油

か
す
り
て
」
の
脇
旬
か
ら
聯
想
す
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
の
灰
汁
桶
は
、
わ
た
く
し
の
知
つ
て
ゐ
る
灰

汁
桶
と
は
、
そ
の
構
造
に
於
て
違
つ
て
ゐ
た
ら
し

い
け
れ
ど
も
、
そ
の
灰
汁
桶
の
雫
の
か
も
し
出
す

気
分
情
調
と
い
ふ
も
の
は
同
じ
や
う
な
も
の
で
あ

つ
た
で
あ
ら
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の

「油
か
す
り
て
」
の
旬
に
は

気
ら
く
な
、
そ
し
て
幾
分
無
精
な
、
超
俗
的
な
生
　
¨

活
気
分
が
海
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
ぎ
で
あ

品

２
つ
。因

み
に
云
ふ
。
婆
心
録
に
油
皿
よ
り
油
壼
に
残

り
の
油
を
移
し
か
へ
す
を
節
約
の
た
め
だ
と
し
て

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
澄
し
残
り
の
油
を
油
壼
に
返
し

て
お
く
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は

一
つ
の
常
識
で

あ
つ
て
、
必
ず
し
も
節
約
を
意
識
し
て
の
動
作
で

は
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
。
従
つ
て
い
秋
の
夜
の

わ
び
は
、
油
皿
よ
り
壼
に
油
を
返
す
場

‥合
ょ
つ
も
、

油
壼
を
か
す
つ
て
皿
に
移
さ
う
と
し
て
油
の
な
か

つ
た
方
に
よ
り
濃
厚
で
あ
る
。

―
大
阪
大
学
教
授
―




