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一　

漢
語
の
季
語
「
葡
萄
」

　

俳
諧
に
、
葡
萄
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

も
と
よ
り
、
そ
の
作
例
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば

近
世
初
期
の
季
寄
『
毛
吹
草
』（
寛
永
十
五
年
序
）
や
『
増
山
井
』（
寛
文

三
年
奥
書
）で
は
、「
俳
諧
の
季
語
」と
し
て
葡
萄
を
分
類
、立
項
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
そ
の
季
は
秋
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
俳
諧
の
素
材
と
し
て
「
葡
萄
」
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
の
表
現
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴

を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
主
に
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て

取
り
上
げ
て
み
た
い
。「
葡
萄
」
は
季
語
と
し
て
、
か
な
り
特
殊
な
存
在

で
は
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
の
特
殊
性
こ
そ
が
、
俳
諧
全
体
を
考

え
る
上
で
の
新
た
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

葡
萄
と
い
う
題
材
を
論
じ
る
上
で
ま
ず
重
要
な
の
は
、
和
歌
や
連
歌
に

こ
れ
を
詠
ん
だ
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
和
歌
で
は
、『
新

編
国
歌
大
観
』『
私
家
集
大
成
』
所
収
の
範
囲
で
は
『
今
川
為
和
集
』
に

一
首
あ
る
の
み
、
連
歌
は
今
回
調
査
し
た
限
り
で
は
、
用
例
を
見
出
し
得

な
か
っ
た
。

　

一
方
、
中
世
の
漢
詩
文
に
は
「
葡
萄
」
を
詠
ん
だ
例
が
数
多
く
見
ら
れ

る
。
も
と
も
と
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
食
用
の
葡
萄
が
栽
培
さ
れ
、
史
書

や
漢
詩
に
も
そ
の
名
が
登
場
し
て
い
る
。
中
世
の
漢
詩
人
た
ち
も
そ
の
影

響
を
受
け
、
日
本
に
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た（

1
（

は
ず
の
葡
萄
を
詠
ん
だ

の
で
あ
っ
た
。

　

漢
詩
の
題
材
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
字
音
語
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、「
葡
萄
」は「
漢
詩
文
の
系
譜
を
引
く
季
語
」と
分
類
で
き
よ
う
。
当
然
、

俳
諧
で
「
葡
萄
」
が
う
た
わ
れ
る
際
に
も
漢
詩
文
か
ら
の
影
響
が
強
い
だ

漢
語
の
季
語
と
古
典
の
享
受

―
俳
諧
に
お
け
る
「
葡
萄
」
を
め
ぐ
っ
て
―

中　

村　

真　

理
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ろ
う
と
、
ま
ず
は
推
測
さ
れ
る
。
実
際
、
蘭
や
海
棠
、
水
仙
な
ど
の
漢
詩

的
な
季
語
に
は
、
漢
詩
の
表
現
を
ふ
ま
え
た
句
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
「
葡

萄
」
に
は
、こ
う
し
た
傾
向
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

次
に
挙
げ
る
よ
う
な
例
ま
で
あ
る
。

　

横
井
也
有
の
個
人
句
集
『
あ
り
づ
か
』（
明
和
四
年
跋（

2
（

）
に
は
、
単
独

の
発
句
群
と
は
別
に
、「
前
書
賛
物
部
」
と
題
し
た
部
分
が
あ
る
。
そ
の

中
の
、
葡
萄
の
句
で
あ
る
。

　
　
　

葡
萄
の
肩
に

　
　

さ
が
ら
せ
て
松
に
も
見
た
き
葡
萄
哉

　

前
書
は
賛
を
加
え
た
絵
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。
具
体
的
な
構
図
ま
で

は
、
こ
の
短
い
前
書
か
ら
は
知
り
得
な
い
が
、
也
有
が
い
わ
ゆ
る
「
葡
萄

図
」
の
賛
と
し
て
こ
の
句
を
詠
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る（

3
（

。

　

で
は
、「
さ
が
ら
せ
て
松
に
も
見
た
き
」
と
は
、
何
を
言
わ
ん
と
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。松
に
纏
わ
る
藤
が
花
を
咲
か
せ
る
姿
と
い
う
趣
向
は
、

『
後
撰
和
歌
集
』「
み
な
そ
こ
の
色
さ
へ
深
き
松
が
え
に
ち
と
せ
を
か
け
て

さ
け
る
藤
波
」（
春
下
・
一
二
四
・
よ
み
人
し
ら
ず（

4
（

）
以
来
の
、
藤
を
詠

む
和
歌
の
定
型
で
あ
る
。
常
緑
樹
と
し
て
と
こ
し
え
の
緑
を
た
た
え
る
松

に
、
春
の
終
わ
り
を
告
げ
る
藤
の
取
り
合
わ
せ
は
、
和
歌
史
を
通
じ
て
長

く
詠
み
継
が
れ
、
工
芸
品
等
の
意
匠
に
至
る
ま
で
、
幅
広
く
愛
好
さ
れ
て

き
た
。

　

也
有
の
句
は
「
藤
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
用
い
て
い
な
い
が
、「
松
」

と
い
う
要
素
を
詠
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
の
定
型
を
葡
萄
に
流
用

し
て
い
る
。「
こ
の
垂
れ
下
が
る
葡
萄
を
、
藤
の
よ
う
に
松
に
か
け
た
姿

で
見
て
み
た
い
も
の
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
藤
と
葡
萄
が
同
じ
蔓
性
の

植
物
で
あ
り
、
下
垂
す
る
形
で
花
や
実
を
付
け
る
こ
と
、
そ
の
色
が
双
方

と
も
紫
色
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
拠
る
連
想
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像

で
き
る
。
そ
の
連
想
を
、
也
有
は
藤
の
和
歌
的
な
趣
向
に
よ
っ
て
表
現
し

た
の
だ
ろ
う
。

　

後
述
す
る
が
、
こ
の
表
現
の
前
提
に
あ
る
「
葡
萄
を
藤
に
見
立
て
る
」

と
い
う
発
想
は
、
也
有
た
だ
一
人
の
も
の
で
は
な
く
、
近
世
初
期
か
ら
俳

諧
史
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
藤
」
は
春
の
主

要
景
物
と
し
て
、
和
歌
で
長
く
愛
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
和
歌
的
な
素
材
の
、
和
歌
的
な
定
型
表
現
が
、「
漢
詩
文
の
系
譜
を
持

つ
季
語
」
で
あ
る
は
ず
の
葡
萄
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

俳
諧
に
お
い
て
漢
文
学
の
受
容
は
常
套
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
従
来
主

に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
は
、「
和
歌
以
来
の
伝
統
的
な
季
語
に
対
し
て
、

漢
文
学
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
『
続
猿
蓑
』
巻
頭
の
芭
蕉
発
句
「
八
九
間
空
で
雨
降
る
柳
か
な（

5
（

」
が

陶
淵
明
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
っ
た
、
言
う
な
れ
ば
「
漢
詩
か
ら
和
語
の

季
語
へ
」
と
い
う
形
で
の
古
典
の
享
受
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
反
転
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し
た
か
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
漢
語
由
来
の
季
語
が
和
歌
か
ら
ど
の
よ
う
な

影
響
を
受
け
た
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

柳
の
よ
う
に
、
和
語
の
季
語
に
は
漢
詩
と
和
歌
と
で
共
通
す
る
題
材
も

多
い
が
、
そ
も
そ
も
漢
語
は
和
歌
に
詠
ま
れ
な
い
の
で
、
漢
語
の
季
語
に

は
、
和
歌
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
定
型
表
現
は
基
本
的
に
存
在
し
な
い（

6
（

。

そ
れ
で
も
和
歌
か
ら
の
享
受
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
葡
萄
と
藤
の
よ
う

に
素
材
の
枠
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
両
者
に
共
通
点
が
存
在
し
て

見
立
て
が
成
立
す
る
等
の
条
件
が
整
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
難
し
さ
を
考

慮
す
れ
ば
、
こ
れ
が
か
な
り
稀
少
な
事
例
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し

か
し
、そ
の
よ
う
な
異
色
の
事
例
に
こ
そ
、今
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
俳
諧
と
い
う
文
芸
の
姿
が
隠
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
特
異
な
性
質
を
有
す
る
素
材
と
し
て
「
葡
萄
」

を
取
り
上
げ
、俳
諧
の
表
現
と
古
典
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、

俳
諧
と
い
う
文
芸
が
持
つ
性
質
を
探
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
た
め
に
は

ま
ず
、
漢
語
の
季
語
に
対
し
て
通
常
な
ら
影
響
を
与
え
た
は
ず
の
、
漢
詩

文
に
お
け
る
葡
萄
の
表
現
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、

葡
萄
を
詠
む
俳
諧
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
藤
」
と
い
う
和
歌
題
の
表
現

を
取
り
入
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
経
過
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

二　

先
行
文
芸
に
お
け
る
「
葡
萄
」

　

日
本
の
文
献
に
お
け
る
「
葡
萄
」
は
「
蒲
萄
」「
蒲
陶
」
と
も
表
記
さ

れ
、
そ
の
初
出
は
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
代
か
ら
中
世
に

か
け
て
の
「
葡
萄
」
は
、「
え
び
」
と
い
う
訓
が
宛
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
果
物
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
ブ
ド
ウ
で
は
な

く
、
野
生
種
の
野
ブ
ド
ウ
、
山
ブ
ド
ウ
の
類
い
を
指
し
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
「
え
び
」
は
、
全
く
食
べ
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
も
の
の（

7
（

、

古
く
は
染
色
に
用
い
ら
れ
た
た
め
、
文
献
上
の
用
例
も
そ
の
系
譜
の
上
に

あ
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』「
末
摘
花
」
に
「
人
の
た
て
ま
つ
れ
る
御

衣
一
具
、
葡
萄
染
の
織
物
の
御
衣
。」
と
あ
る
の
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

近
世
期
に
入
る
と
、服
飾
用
語
と
し
て
の
「
葡え

び
ぞ
め

萄
染
」
は
残
っ
た
も
の
の
、

山
ブ
ド
ウ
を
指
す
「
え
び
」
は
「
蘡
薁
（
え
び
・
え
び
づ
る
）」
と
表
記

さ
れ
る
よ
う
に
な
り（

8
（

、「
葡ぶ

だ
う萄

」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

中
世
と
近
世
の
境
が
、
文
献
上
に
お
け
る
「
葡
萄
」
の
転
換
点
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
先
述
の
通
り
、
和
歌
や
連
歌
な
ど
俳
諧
以
前
の
韻
文
作
品

に
は
「
え
び
」
も
含
め
「
葡
萄
」
を
詠
ん
だ
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
和

文
と
は
対
照
的
に
漢
詩
文
に
見
え
る
「
葡
萄
」
は
、
近
世
以
前
も
原
則
と

し
て
栽
培
種
の
果
実
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
服
飾
に
関
す
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
に
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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一
方
、
中
国
文
学
に
お
け
る
「
葡
萄
」
の
古
い
例
と
し
て
は
、「
宛
左

右
以
蒲
陶
為
酒
（
宛
の
左
右
は
蒲
陶
を
以
て
酒
を
為つ

く

る
）」（

9
（

と
い
う
一
文

が
『
史
記
』「
大
宛
列
伝
」
に
あ
り
、
皇
帝
が
外
国
の
客
を
も
て
な
す
た

め
に
離
宮
に
葡
萄
を
植
え
さ
せ
た
話
が
併
せ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
大
宛
は

西
域
の
地
名
で
、
異
国
情
緒
を
漂
わ
せ
る
語
彙
で
も
あ
る
。
な
お
、
こ
こ

で
言
う
「
葡
萄
酒
」
は
い
わ
ゆ
る
ワ
イ
ン
で
は
な
く
、
果
実
酒
に
類
す
る

も
の
で
あ
る
ら
し
い（

（1
（

。
ち
な
み
に
「
西
域
」
と
「
葡
萄
酒
」
は
、
日
本
の

漢
詩
に
も
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
要
素
だ
が（

（（
（

、「
西
域
」
の
方
は
俳
諧

で
は
見
ら
れ
な
い（

（1
（

。

　

漢
詩
に
お
け
る
葡
萄
の
句
に
は
、
そ
の
姿
形
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
い
。

そ
の
中
で
も
、
韓
愈
の
「
蒲
萄
」（『
聯
珠
詩
格
』
所
収（

（1
（

）
と
い
う
詩
は
、

日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

新
莖
未
遍
半
猶
枯　

 

新
茎　

未
だ
遍
か
ら
ざ
る
に　

半
ば
猶
ほ
枯
る

る
が
ご
と
し

　
　

高
架
支
離
倒
復
扶　

高
架　

支
離
と
し
て　

倒
れ
復
た
扶さ

さ

ふ

　
　

若
欲
滿
盤
堆
馬
乳　

若
し
満
盤
に
馬
乳
を
堆
せ
ん
と
欲
せ
ば

　
　

 

莫
辭
添
竹
引
龍
鬚　

 

辞
す
る
莫
か
れ 

竹
を
添
へ
て
龍
鬚
を
引
く
こ

と
を

　

第
三
句
の「
馬
乳
」は
中
国
に
お
け
る
葡
萄
の
別
名
で
、詩
の
後
半
で
は
、

葡
萄
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
龍
の
鬚
を
引
っ
張
る
こ
と
も
い
と

わ
な
い
と
表
現
し
て
い
る
。こ
れ
は
、『
荘
子
』列
禦
寇
篇
の「
夫
千
金
之
珠
、

必
在
九
重
之
淵
而
驪
龍
頷
下
、
子
能
得
珠
者
、
必
遭
其
睡
也
、
使
驪
龍
而

寤
、
子
尚
奚
微
之
有
哉
。（
夫
れ
千
金
の
珠
は
、
必
ず
九
重
の
淵
に
在
り
。

驪
龍
の
頷

を
と
が
いの

下
な
り
。
子
能
く
珠
を
得
た
る
は
、
必
ず
其
の
睡
に
遭
へ
ば

な
り
。
驪
龍
を
し
て
寤
め
し
め
ば
、子
尚
ほ
奚
ぞ
微

す
こ
し
きも

之
れ
有
せ
ん
や（

（2
（

。）」

と
い
う
、
龍
の
「
頷
下
の
珠
」
を
得
ら
れ
た
の
は
幸
運
に
も
龍
が
眠
っ
て

い
た
た
め
で
あ
っ
て
、
も
し
龍
が
目
覚
め
れ
ば
命
は
な
い
と
い
う
寓
言
を

典
拠
と
し
て
い
る
。

　

文
学
上
の
表
現
の
他
に
、
中
国
で
は
葡
萄
が
絵
に
描
か
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
南
宋
末
期
か
ら
元
に
か
け
て
活
躍
し
た
日じ

っ
か
ん観

は
、
特
に
水
墨
画

の
葡
萄
を
得
意
と
し
、
日
本
に
も
複
数
の
作
品
が
伝
来
し
て
い
る
。
中
世

の
五
山
禅
林
で
は
、日
観
を
模
倣
し
て
数
多
く
の
「
葡
萄
図
」
が
描
か
れ
、

そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
讃
詩
も
ま
た
中
国
の
漢
詩
の
影
響
が
色
濃
い（

（1
（

。

　

日
本
漢
詩
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容
の
例
と
し
て
、
室
町
期
の
画
賛

詩
に
お
け
る
葡
萄
の
表
現
を
一
例
挙
げ
た
い
。
五
山
詩
を
集
成
し
た
『
翰

林
五
鳳
集
』（
以
心
崇
伝
編
、
近
世
初
期
成
立（

（1
（

）
に
は
、
題
か
ら
画
賛
で

あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
葡
萄
の
詩
が
多
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一

首
、
瑞
巌
「
題
葡
萄
軸
」
で
あ
る
。

　
　

蒲
萄
垂
翠
蔓　
　

蒲
萄　

翠
蔓
を
垂
る

　
　

恰
好
比
龍
鬚　
　

恰
も
好
し　

龍
鬚
に
比
す
る
に
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果
熟
秋
風
後　
　

果
は
熟
す　

秋
風
の
後

　
　

又
添
頷
下
珠　
　

又　

頷
下
の
珠
を
添
ふ

　

緑
色
の
蔓
を
垂
れ
る
様
は
龍
の
鬚
の
よ
う
で
あ
り
、
秋
が
訪
れ
た
後
に

熟
す
実
は
龍
の
珠
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
、
葡
萄
の
視
覚
的
描
写
に
終
始

し
て
い
る
詩
で
あ
る
。
第
四
句
の
「
頷
下
の
珠
」
は
、
前
掲
の
『
荘
子
』

列
禦
寇
篇
の
逸
話
に
拠
る
。
韓
愈
に
よ
る
実
の
比
喩
の
手
法
を
踏
ま
え
つ

つ
、
蔓
も
あ
ご
ひ
げ
に
喩
え
る
こ
と
で
、
樹
木
全
体
の
姿
を
龍
に
見
立
て

て
表
現
し
た
点
に
独
自
性
が
あ
ろ
う
。

　

こ
の
詩
の
よ
う
に
、
龍
の
比
喩
、
特
に
「
頷
下
の
珠
」
の
故
事
を
ふ
ま

え
た
葡
萄
の
表
現
は
、
五
山
詩
で
非
常
に
好
ま
れ
た（

（1
（

。
も
ち
ろ
ん
韓
愈
の

影
響
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
葡
萄
を
「
得
が
た
い
宝
」
と
表
現
す
る
手
法

は
、
当
時
の
日
本
や
古
い
時
代
の
中
国
に
お
け
る
、
葡
萄
と
い
う
存
在
の

あ
り
方
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
「
頷
下
の
珠
」
に
つ
い
て
、
林
希
逸
の
『
荘
子
鬳
斎
口
義
』
は
「
喩
人

之
取
富
貴
、
皆
危
道
也
。（
人
の
富
貴
を
取
る
者
は
、
皆
危
道
な
る
に
喩

ふ
。）」
と
注
し
て
い
る
。『
荘
子
』
の
こ
の
逸
話
は
、
巨
万
の
利
益
を
得

る
た
め
に
付
随
す
る
危
険
を
説
く
寓
言
で
あ
り
、「
頷
下
の
珠
」
は
「
富
貴
」

す
な
わ
ち
価
値
の
高
い
も
の
の
喩
え
で
あ
る
。
龍
は
権
力
者
を
な
ぞ
ら
え

た
も
の
で
、「
其
君
覚
悟
、則
必
遭
誅
戮
奚
。（
其
の
君
覚
悟
せ
し
ま
し
か
ば
、

必
ず
誅
戮
せ
ら
れ
ん
）」
と
の
注
が
あ
る
通
り
、
目
覚
め
さ
せ
た
が
最
後
、

木
っ
端
微
塵
に
さ
れ
て
し
ま
う
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
詩
文
に
お
け
る
葡
萄
に
は
、
遠
い
「
西
域
」

の
植
物
と
い
う
位
置
づ
け
が
あ
っ
た
。
葡
萄
を
詠
み
込
む
こ
と
が
中
国
に

お
い
て
さ
え
異
国
情
緒
の
表
現
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
詩
人
の

周
辺
で
当
た
り
前
に
存
在
し
た
植
物
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

珍
し
さ
ゆ
え
の
価
値
が
あ
る
た
め
に
、「
得
が
た
い
存
在
」
と
し
て
「
頷

下
の
珠
」
に
喩
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

中
世
日
本
の
漢
詩
人
た
ち
は
、
水
墨
画
に
描
か
れ
た
そ
れ
は
知
っ
て
い

て
も
、実
際
の
葡
萄
の
姿
は
目
に
す
る
機
会
す
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
の
葡
萄
は
、
海
を
渡
っ
た
中
国
の
地
の
、
更
に
向
こ
う
の

西
域
に
あ
る
と
話
に
聞
く
だ
け
の
存
在
な
の
だ
。
そ
こ
に
は
如
何
と
も
し

が
た
い
距
離
が
あ
る
。
伝
説
上
の
生
物
で
あ
る
「
龍
」
の
「
頷
下
の
珠
」

と
い
う
、
手
に
入
ら
な
い
宝
物
に
そ
の
実
を
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
表
現
が

日
本
で
も
定
着
し
て
い
た
の
は
、
唐
詩
の
影
響
と
共
に
、
葡
萄
そ
の
も
の

が
龍
同
様
に
遠
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
実
状
に
合
致
し
て
い
た
こ
と
も
、

背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
俳
諧
で
は
、
漢
詩
で
葡
萄
の
姿
を
描
写
す
る
際
の
定
型
で

あ
っ
た
「
頷
下
の
珠
」
や
、
そ
れ
に
伴
っ
て
用
い
ら
れ
た
龍
に
よ
る
比
喩

の
類
は
、受
容
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
。一
方
、同
じ
時
代
の
漢
詩
で
は
、

中
世
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
林
鵞
峰
の
「
葡
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萄
」（『
鵞
峰
全
集
』（
元
禄
二
年
刊
）
巻
百
六
、「
画
軸
賛
十
二
首
」
の
中
）

も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

蜿
蜿
而
蔓　

撚
龍
之
鬚　
　

蜿
蜿
と
し
て
蔓
る　

龍
の
鬚
を
撚
る

圑
圑
而
垂　

探
龍
之
珠　
　

団
団
と
し
て
垂
る　

龍
の
珠
を
探
る

喚
做
草
中
龍
否　
　
　
　
　

喚
び
て
草
中
の
龍
と
做
す
や
否
や

譬
彼
臥
南
陽
廬　
　
　
　
　

彼
の
南
陽
の
廬
に
臥
す
る
を
譬
ふ

若
令
劉
豫
州
三
顧　
　
　
　

若
し
劉
予
州
を
し
て
三
顧
せ
し
む
れ
ば

縱
不
水
魚
其
含
諸　
　
　
　

 
縦
ひ
水
魚
な
ら
ず
と
も　

其
れ
諸
を
含

め
ん

　

前
半
に
は
葡
萄
の
蔓
を
龍
の
鬚
に
、
実
を
龍
の
珠
に
な
ぞ
ら
え
る
表
現

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
韓
愈
の
詩
や
、
五
山
の
画
讃
詩
に
用
い
ら

れ
た
「
頷
下
の
珠
」
の
定
型
表
現
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
手
法
で
あ
る
。
後

半
は
劉
備
と
諸
葛
孔
明
の
「
三
顧
の
礼
」
の
故
事
に
言
及
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
孔
明
が
臥
龍
と
喩
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
龍
の
比
喩
に
関
連

さ
せ
て
引
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

近
世
に
入
っ
て
も
、
漢
詩
の
中
で
は
中
世
と
変
わ
ら
な
い
「
得
が
た
い

存
在
」
と
し
て
の
比
喩
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
こ
の

よ
う
な
古
典
の
享
受
こ
そ
、
日
本
の
詩
歌
に
お
い
て
は
自
然
な
形
と
言
え

る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
海
棠
も
、室
町
時
代
よ
り
前
の
日
本
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
、

比
較
的
新
し
い
漢
語
の
題
材
で
あ
る
。
漢
詩
で
は
楊
貴
妃
の
美
貌
を
讃
え

る
「
眠
り
海
棠
」
の
逸
話
か
ら
「
眠
り
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
非

常
に
多
く
、
俳
諧
で
も
同
じ
趣
向
が
定
型
化
し
て
お
り
、
其
角
「
海
棠
の

花
の
う
つ
つ
や
お
ぼ
ろ
月
」（『
句
兄
弟
』
元
禄
七
年
刊
）
な
ど
、
そ
の
影

響
下
で
詠
ま
れ
た
句
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
蕉
門
以
降
に
な
る
と
、

蕪
村
の
「
海
棠
や
白
粉
に
紅
を
あ
や
ま
て
る
」（『
蕪
村
遺
稿
』
所
収
）
の

よ
う
に
「
眠
り
」
か
ら
離
れ
た
趣
向
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
美
女
の
形

容
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　

こ
れ
は
漢
語
の
季
語
に
限
ら
れ
た
話
で
は
な
く
、
梅
を
「
昔
を
思
う
よ

す
が
」
と
し
て
和
歌
の
伝
統
に
倣
っ
て
詠
む
よ
う
に
、
先
行
す
る
文
学
の

中
で
定
型
化
さ
れ
た
表
現
が
存
在
し
て
い
た
場
合
、
俳
諧
は
そ
れ
を
受
容

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
下
に
お
い
て
新
た
な
表
現
が
模
索
さ
れ
る
こ

と
で
、
表
現
が
発
展
し
て
い
く
。
そ
れ
が
ご
く
一
般
的
な
形
で
あ
り
、
古

典
か
ら
継
承
し
た
定
型
は
、し
ば
し
ば
「
本
意
」
と
呼
ば
れ
尊
重
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
俳
諧
に
お
け
る
葡
萄
が
特
殊
な
の
は
、「
頷
下
の
珠
」「
龍
に

見
立
て
る
」
と
い
う
唐
代
か
ら
存
在
す
る
定
型
表
現
が
あ
り
、「
得
が
た

い
存
在
」
と
し
て
描
き
出
す
「
本
意
」
も
同
時
代
の
漢
詩
文
に
は
確
か
に

継
承
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
俳
諧
に
そ
の
よ
う
な
作
例
が
見
出
せ

な
い
点
で
あ
る
。

　

案
ず
る
に
、
葡
萄
を
「
得
が
た
い
存
在
」
と
す
る
の
は
、
俳
諧
が
栄
え
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た
近
世
日
本
の
実
状
に
は
合
わ
な
い
価
値
観
だ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
柳
沢
淇
園
の
随
筆
『
ひ
と
り
ね
』（
享
保
九
年
序
）
の
中
に
、
葡

萄
に
つ
い
て
記
し
た
段
が
あ
り
、
宇
治
黄
檗
山
の
悦
峯
禅
師
の
接
待
に
葡

萄
を
供
し
た
話
が
あ
る
他
、「
武
都
・
甲
州
の
人
七
八
月
に
至
り
て
是
を

翫
び
、食ク

ワ
シ品

の
第
一
の
や
う
に
す
れ
ど
も
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
翫

ぶ
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
産
地
で
あ
る
甲
斐
は
と
も
か
く
、
江
戸
に
お
い

て
も
葡
萄
は
、
高
級
品
で
あ
っ
た
に
せ
よ
人
々
の
手
に
入
る
存
在
だ
っ
た

の
だ
ろ
う（

（1
（

。
状
況
は
、
五
山
詩
の
頃
と
は
全
く
異
な
る
。
手
に
入
れ
る
の

に
命
を
賭
す
「
頷
下
の
珠
」
に
は
、
も
は
や
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。

　

た
と
え
漢
詩
に
お
け
る
定
型
表
現
で
あ
っ
て
も
、
実
状
に
そ
ぐ
わ
な
い

も
の
は
俳
諧
で
は
「
本
意
」
と
な
り
得
ず
、
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
俳
諧
に
お
け
る
「
葡
萄
」
は
、
古
典
文
学
の
受
容
が
で

き
な
か
っ
た
季
語
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
俳
諧
作
者
た
ち
は
、
伝
統
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
こ
の
季
語
を
詠
も
う
と
す
る
な
ら
ば
、
全
く
新
し
い
表
現

の
形
を
模
索
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。

三　

俳
諧
が
「
葡
萄
」
に
見
出
し
た
も
の

　

俳
諧
に
お
け
る
葡
萄
は
『
犬
子
集
』（
寛
永
十
年
刊
）
か
ら
例
が
あ
り
、

近
世
期
を
通
じ
て
詠
ま
れ
続
け
た
題
材
で
あ
っ
た
。
句
の
数
そ
の
も
の
は

さ
す
が
に
多
く
は
な
い
が
、
近
世
後
期
刊
行
の
類
題
句
集
に
は
た
い
て
い

立
項
さ
れ
、
お
お
む
ね
二
～
三
句
ほ
ど
収
録
さ
れ
る
程
度
に
は
詠
ま
れ
て

い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
表
現
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
葡
萄
は
近
世
に
な
る

と
栽
培
、
流
通
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
人
々
が
実
物
を
通
じ
て

様
々
な
側
面
を
知
る
機
会
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
味
に
言
及
し
た
句
は

ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
の
、
葡
萄
酒
を
題
材
と
し
た
句
は
初
期
俳
諧
を
中
心

に
よ
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、一
大
産
地
で
あ
っ
た
甲
斐
国
の
鶴
瀬
や
勝
沼
、

あ
る
い
は
京
都
と
い
っ
た
地
名
に
寄
せ
る
形
の
、
名
所
の
句
や
旅
の
句
も

多
い（

（1
（

。
他
に
は
、
明
代
の
中
国
で
流
行
し
、
江
戸
期
を
通
じ
て
工
芸
等
の

図
案
と
し
て
好
ま
れ
た
「
葡
萄
栗
鼠
文
様
」
を
扱
っ
た
類
型
が
挙
げ
ら
れ

る（
11
（

。
秋
の
季
語
の
常
で
は
あ
る
が
、月
や
露
と
の
同
季
季
重
な
り
の
形
で
、

秋
の
情
緒
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

し
か
し
、現
在
伝
わ
る
近
世
期
の
葡
萄
の
句
で
過
半
数
を
占
め
る
の
は
、

そ
の
姿
形
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
の
球
形
に
着
目
し
た
も
の
も
あ

る
が
、
葡
萄
が
実
る
姿
、
あ
る
い
は
栽
培
の
様
子
を
描
写
し
た
句
が
特
に

多
い
。
中
で
も
目
を
引
く
の
は
、
葡
萄
棚
の
句
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
も

葡
萄
は
棚
で
作
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、『
毛
吹
草
』
や
『
俳
諧
類
船
集
』（
延

宝
五
年
序
）
で
は
「
棚
」
の
付
合
語
に
挙
げ
ら
れ
る
他
、『
増
山
井
』
で

も
葡
萄
の
項
目
に
「
棚
」
と
あ
る
。
実
際
の
作
例
で
も
「
棚
」
の
語
を
用
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い
た
も
の
が
各
時
代
に
わ
た
っ
て
目
立
つ（

1（
（

。
あ
る
い
は
、
棚
か
ら
垂
れ
下

が
る
姿
は
、
葡
萄
の
も
っ
と
も
象
徴
的
な
姿
と
し
て
、
言
わ
ば
「
本
意
」

に
相
当
す
る
表
現
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
棚
か
ら
垂
れ
下
が
る
様
子
そ
の
も
の
が
好
ん
で
詠
ま
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
蕉
門
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
初
期
俳
諧
に
お
い
て
は
連

句
の
詞
付
に
用
い
ら
れ
た
他
、「
た棚

な七
夕

ば
た
に
さ
が
る
蒲
萄
や
手
向
草
」

（『
ゆ
め
み
草
』
巻
三
・
秋
・
空
存
）
や
「
棚
作

ル
は
じ
め
さ
び
し
き
蒲
萄
哉
」

（『
阿
羅
野
』
巻
四
・
初
秋
・
作
者
不
知（

11
（

）
の
よ
う
に
、「
七
夕
」「
店た

な

」
な

ど
同
音
の
他
の
語
と
掛
け
る
な
ど
、
言
葉
遊
び
の
よ
う
な
手
法
へ
の
利
用

が
主
流
で
あ
っ
た
。

　

一
章
で
挙
げ
た
「
藤
」
と
の
連
想
も
、
当
初
は
こ
の
「
棚
」
を
介
し
た

言
語
遊
戯
の
一
環
と
し
て
登
場
し
た
も
の
だ
っ
た
。
藤
も
ま
た『
毛
吹
草
』

『
俳
諧
類
船
集
』
で
「
棚
」
の
付
合
語
に
挙
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸

時
代
か
ら
「
藤
棚
」
に
よ
っ
て
栽
培
、
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た（
11
（

。
葡
萄
を
藤
に
見
立
て
よ
う
と
し
た
試
み
が
、
そ
の
「
棚
」
と
い
う
語

を
媒
介
と
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
句
が
、『
続
山
井
』（
湖
春
編
、

寛
文
七
年
刊
）
に
見
え
る
。

　
　

春
の
藤
の
ゆ
か
り
の
色
や
ぶ
だ
う
棚　

勝
盛

　

下
五
の
「
棚
」
で
、
藤
と
葡
萄
は
両
方
と
も
棚
で
作
る
植
物
で
あ
る
こ

と
が
直
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
句
で
あ
る
。ま
た
、中
七
の「
ゆ
か
り
の
色
」

は
、
縁
あ
る
も
の
の
こ
と
を
言
う
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
言
葉
や
、『
金

葉
和
歌
集
』
の
「
藤
花
を
よ
め
る
／
む
ら
さ
き
の
色
の
ゆ
か
り
に
藤
の
花

か
ゝ
れ
る
松
も
む
つ
ま
じ
き
か
な
」（
春
・
八
六
・
藤
原
顕
輔
）
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
藤
を
詠
む
和
歌
の
常
套
表
現
で
あ
っ
た
も
の
で
、
い
ず

れ
も
「
む
ら
さ
き
」
に
つ
な
が
る
。
藤
と
葡
萄
に
共
通
す
る
「
紫
色
」
を
、

「
棚
」
に
重
ね
て
示
唆
す
る
た
め
に
詠
み
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
句
自
体
は
「
秋
発
句
下
」
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
下
五
の
「
ぶ
だ

う
棚
」
が
季
を
定
め
る
一
句
の
中
心
で
あ
る
が
、「
藤
」
と
取
り
合
わ
せ

る
に
あ
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
「
春
の
」
と
断
り
を
入
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も

藤
と
葡
萄
に
は
、
花
と
食
べ
物
と
い
う
雅
俗
の
隔
た
り
も
あ
る
。
句
中
の

言
葉
は
共
通
点
の
列
挙
に
費
や
さ
れ
て
、
や
や
説
明
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に

も
見
え
る
が
、「
棚
」
あ
る
い
は
「
紫
」
と
い
う
外
見
上
の
特
徴
を
媒
に

し
て
異
質
な
両
者
を
見
立
て
に
仕
立
て
る
意
外
性
が
、
当
時
は
俳
諧
味

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

同
様
の
こ
と
は
、『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』（
任
口
・
季
吟
・
維
舟
判
、

風
虎
編
、
延
宝
五
年
刊（

12
（

）
第
四
百
八
番
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　

左
勝　

葡
萄　
　
　
　

風
虎

　
　

む
ら
さ
き
の
藤
の
ゆ
か
り
や
蒲
萄
棚

　
　
　
　
　

右　
　

菌き
の
こ　

　
　
　
　

伊
勢
村
重
安

　
　

あ
ふ
り
こ
や
か
ね
わ
た
し
す
る
小
松
た
け
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紫
の
藤
の
ゆ
か
り
は
多
云
侍
れ
ど
、
蒲
萄
に
よ
せ
て
面
白
よ
く
つ

は
り
た
る
躰
、
風
味
床
し
く
存
申
。

あ
ふ
り
こ
や
金
渡
し
、
彼
小
松
殿
を
よ
せ
て
聞
え
け
れ
ど
、
一
句

の
落
着
む
つ
か
し
。
名
大
将
を
云
出
て
せ
ん
な
し
。
左
勝
。

　

判
者
は
維
舟
で
あ
り
、
葡
萄
の
句
に
勝
が
付
い
て
い
る
。「
棚
」「
紫
」

を
媒
と
し
て
藤
に
葡
萄
を
見
立
て
る
発
想
は
、
先
の
『
続
山
井
』
の
句
と

同
じ
も
の
で
、
上
五
で
「
む
ら
さ
き
の
」
と
直
接
言
及
し
た
分
、
更
に
説

明
色
が
強
い
。
色
の
名
を
導
く
「
ゆ
か
り
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
句
で
も

触
れ
た
の
で
割
愛
す
る
が
、
判
詞
は
こ
れ
を
「
多
云
」
つ
ま
り
あ
り
ふ
れ

た
表
現
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
葡
萄
に
取
り
替
え
た
発
想
は
面
白
く
て
良
い

と
し
、「
風
味
床
し
」
と
見
立
て
の
俳
趣
を
評
価
し
て
い
る
。

　
『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』
の
維
舟
判
に
は
、
俳
諧
的
な
言
語
遊
戯
を
和

歌
の
雅
や
か
な
言
葉
遣
い
に
よ
っ
て
和
ら
げ
た
表
現
を
好
む
傾
向
が
見
ら

れ
る（

11
（

。
判
詞
中
の
「
つ
は
る
」
は
変
化
が
生
ず
る
と
い
う
意
味
の
言
葉
で

あ
り
、「
紫
の
藤
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
和
歌
の
詞
章
を
、「
紫
」
と
「
棚
」

の
縁
か
ら
葡
萄
を
藤
に
見
立
て
る
と
い
う
言
語
遊
戯
に
よ
っ
て
俳
諧
的
に

変
じ
さ
せ
た
部
分
が
、
句
の
面
白
さ
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
作
者
が
大
名
俳
人
の
風
虎
な
の
で
過
褒
は
否
定
で
き
な
い
が（

11
（

、
評

価
の
要
点
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
言
え
、
こ
の
初
期
俳
諧
の
二
句
は
、
共
通
点
を
直
接
的
な
言
葉
で

示
す
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
た
め
、
後
世
の
俳
諧
か
ら
す
れ
ば
説
明
的
に

過
ぎ
る
句
づ
く
り
と
誹
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
蕉
門
以

降
の
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
葡
萄
の
句
に
藤
の
表
現
を
移
入
す
る
と

い
う
趣
向
は
、
俳
諧
の
表
現
が
花
開
く
に
伴
い
、
様
々
に
発
展
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

　

そ
も
そ
も
「
葡
萄
」
は
秋
の
季
語
、「
藤
」
は
春
の
季
語
で
あ
る
の
で
、

近
代
俳
句
の
用
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
季
重
な
り
」、
そ
れ
も
「
他
季
季

重
な
り
」
に
当
た
る
。
清
登
典
子
氏
が
蕪
村
と
そ
の
周
辺
に
関
す
る
論
考（

11
（

の
中
で
分
類
さ
れ
た
季
重
な
り
の
類
型
に
当
て
は
め
れ
ば
、こ
れ
は
「「
見

立
て
」
に
よ
り
技
巧
性
を
表
現
す
る
」
と
い
う
系
統
に
該
当
す
る
だ
ろ
う
。

　
「
見
立
て
」
は
、
そ
れ
自
体
が
機
知
性
や
作
意
性
に
重
き
を
置
い
た
手

段
で
あ
り
、
他
季
の
季
語
を
二
つ
重
ね
る
と
い
う
の
も
、
何
ら
か
の
試
み

や
意
図
を
含
ま
せ
た
句
作
り
の
手
法
で
あ
る（

11
（

。
特
に
「
葡
萄
と
藤
」
の
見

立
て
は
、
先
の
『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』
の
判
の
中
心
に
、
俳
諧
的
な
言

葉
遊
び
を
和
歌
の
詞
章
の
中
に
入
れ
込
む
と
い
う
手
法
へ
の
評
価
が
う
か

が
え
た
よ
う
に
、
雅
俗
混
淆
と
い
う
俳
諧
な
ら
で
は
の
特
性
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
の
句
例
を
見
て
い
く
と
、「
見
立
て
」「
他
季

季
重
な
り
」「
雅
俗
混
淆
」
に
更
に
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
た
ち
が

凝
ら
し
た
独
自
の
作
意
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
複
数
の

手
法
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
る
句
作
り
は
、
極
め
て
技
巧
性
に
富
ん
だ
も
の
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と
言
え
よ
う
。

　

前
章
で
述
べ
た
通
り
、「
葡
萄
」
は
漢
文
学
に
例
が
あ
る
も
の
の
、
そ

れ
は
江
戸
期
の
実
状
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
和
歌
や
連
歌
に
も
詠

ま
れ
得
な
い
た
め
、
俳
諧
が
独
自
に
新
た
な
表
現
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
季
語
で
あ
っ
た
。
一
方
、「
藤
」は
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
の
文
学
、

特
に
和
歌
に
お
い
て
膨
大
な
表
現
の
伝
統
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
季
題

で
あ
る
。

　

新
し
さ
を
求
め
つ
つ
も
、
根
底
で
は
古
典
の
表
現
を
確
か
な
拠
り
所
に

し
よ
う
と
す
る
俳
諧
が
、
そ
こ
に
着
目
し
な
い
は
ず
は
な
い
。
伝
統
的
な

「
藤
」
の
表
現
手
法
を
句
の
趣
向
に
用
い
た
も
の
と
し
て
は
、
早
く
は
詞

取
り
の
技
巧
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
延
宝
期
に
作
例
が
あ
る
。

　
　

ぶ
だ
う
哉
藤
の
お
ぼ
つ
か
な
き
さ
ま
し
た
る　
　

不
卜

　

こ
の
句
は
『
東
日
記
』（
言
水
編
、
延
宝
九
年
刊
）
の
秋
部
「
菓

こ
の
み

付
柑

類
」
題
に
あ
る
。
中
七
以
降
は
『
徒
然
草
』
第
十
九
段
の
「
山
吹
の
清
げ

に
、
藤
の
お
ぼ
つ
か
な
き
さ
ま
し
た
る
、
す
べ
て
思
ひ
す
て
が
た
き
こ
と

多
し
。」
か
ら
の
詞
取
り
で
あ
る
。

　
「
お
ぼ
つ
か
な
し
」
は
不
安
の
心
情
表
現
に
用
い
ら
れ
る
語
彙
だ
が
、

何
ら
か
の
原
因
で
物
事
の
様
子
が
は
っ
き
り
見
え
な
い
と
い
う
視
覚
的
な

形
容（

11
（

を
示
す
こ
と
が
あ
る
。『
徒
然
草
』
の
該
当
部
も
そ
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』（
貞
享
四
年
刊
）
に
は
和
泉

式
部
の
歌
と
し
て
「
見
て
も
猶
を
ぼ
つ
か
な
き
は
春
の
夜
の
霞
の
内
に
さ

け
る
藤
波
」
が
引
か
れ
、
夜
と
霞
に
よ
っ
て
藤
が
よ
く
見
え
な
い
と
い
う

例
が
示
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
藤
に
は
、
視
界
が
遮
ら
れ
て
は
っ
き
り
し
な
い
、

夜
の
お
ぼ
ろ
げ
な
状
態
に
美
を
見
出
す
と
い
う
伝
統
的
が
あ
る
の
だ
。

　

不
卜
の
句
も
、『
徒
然
草
』
の
詞
章
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
上
で
、

葡
萄
の
上
に
流
用
し
て
い
る
。
霧
と
夕
闇
の
中
で
、
紫
色
に
垂
れ
下
が
る

お
ぼ
ろ
げ
な
あ
れ
は
、
葡
萄
だ
ろ
う
か
。
ま
る
で
「
藤
の
お
ぼ
つ
か
な
き

さ
ま
し
た
る
」
と
い
う
『
徒
然
草
』
が
讃
え
た
情
景
の
よ
う
で
、
葡
萄
と

い
え
ど
も
な
か
な
か
捨
て
が
た
く
思
え
て
く
る
と
い
う
句
意
で
あ
ろ
う
。

雅
俗
と
他
季
と
を
内
包
さ
せ
た
見
立
て
の
手
法
に
、
更
に
詞
取
り
と
い
う

技
巧
を
重
ね
る
こ
と
で
、
俳
諧
の
季
題
で
あ
る
「
葡
萄
」
を
、
ま
る
で
和

歌
の
雅
や
か
な
景
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

『
徒
然
草
』
の
こ
の
段
の
冒
頭
「
を
り
ふ
し
の
移
り
か
は
る
こ
そ
、
も
の

ご
と
に
あ
は
れ
な
れ
」
を
念
頭
に
、
春
と
秋
と
い
う
季
の
対
比
も
意
図
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い（

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
古
典
の
利
用
は
、
俳
諧
の
短
い
句
形
で
描
く
こ
と
の
で
き

る
限
界
を
格
段
に
広
げ
る
の
だ
。
長
い
伝
統
の
中
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
美

的
価
値
、
い
わ
ゆ
る
「
本
意
」
を
豊
富
に
持
つ
「
藤
」
は
、
そ
れ
に
適
し

た
季
題
で
あ
り
、
そ
の
「
本
意
」
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
、
葡
萄
の
表
現

は
よ
り
多
様
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
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不
卜
の
句
が
用
い
た
詞
取
り
の
手
法
は
早
期
に
廃
れ
た
が
、
藤
の
「
本

意
」
を
葡
萄
に
落
と
し
込
む
こ
と
で
表
現
を
深
め
る
例
は
、
そ
の
後
の
俳

諧
で
も
見
ら
れ
る
。
中
に
は
、
和
歌
の
趣
向
を
用
い
る
こ
と
で
、「
藤
」

の
名
を
直
接
出
さ
ず
に
見
立
て
を
成
立
さ
せ
て
し
ま
う
句
す
ら
存
在
す

る
。
前
書
か
ら
追
悼
吟
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
、『
隙ひ

ま

の
駒
』（
有
佐
編
、

享
保
二
十
年
刊（

11
（

）
所
収
の
句
を
例
に
挙
げ
る
。

　
　
　

貞
佐
一
周
忌

　
　

紫
の
雲
も
た
な
び
け
葡
萄
棚　

三
省

　

上
五
の
「
紫
の
雲
」
と
は
、
仏
た
ち
が
死
者
の
魂
を
迎
え
に
来
る
時
に

乗
る
、
い
わ
ゆ
る
来
迎
雲
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
和
歌
の
世
界
で
は
、『
山

家
集
』
の
「
西
を
待
つ
心
に
藤
を
か
け
て
こ
そ
そ
の
紫
の
雲
を
思
は
め
」

の
よ
う
に
、
紫
色
と
い
う
共
通
点
を
介
し
て
来
迎
雲
を
藤
の
花
に
重
ね
る

と
い
う
詠
み
方
が
、
中
世
初
期
頃
か
ら
一
つ
の
定
型
と
し
て
存
在
し
て
い

た
。

　
『
隙
の
駒
』
の
三
省
の
句
は
、
藤
の
花
を
来
迎
雲
に
喩
え
る
と
い
う
和

歌
の
表
現
か
ら
、「
紫
の
雲
が
た
な
び
く
」
と
い
う
部
分
だ
け
を
用
い
て
、

葡
萄
の
上
に
そ
の
趣
向
を
引
き
移
し
て
い
る
。葡
萄
を
題
材
と
し
た
の
は
、

貞
佐
の
命
日
が
秋
（
享
保
十
九
年
九
月
没
）
で
あ
る
と
い
う
現
実
的
な
事

情
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
和
歌
か
ら
趣
向
の
部
分
の
み
切
り
出
し
て
用
い

た
手
法
は
、
季
重
な
り
を
解
消
し
て
「
葡
萄
」
ひ
と
つ
に
焦
点
を
絞
っ
た

上
で
も
な
お
、
来
迎
雲
の
荘
厳
さ
を
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
「
藤
」

と
い
う
語
彙
は
な
く
、
安
易
な
見
立
て
の
範
疇
を
超
え
て
古
典
を
咀
嚼
し

た
表
現
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
多
数
あ
る
藤
の
定
型
表
現
の
中
で
も
、
特
に
よ
く
詠
ま
れ
て

き
た
「
松
に
か
か
る
藤
」
を
用
い
た
の
が
、
本
稿
の
冒
頭
に
挙
げ
た
也
有

の
「
葡
萄
の
か
た
に
／
さ
が
ら
せ
て
松
に
も
見
た
き
葡
萄
哉
」
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
葡
萄
は
棚
に
下
垂
す
る
姿
が
「
も
っ
と
も
そ
れ
ら

し
い
」
と
し
て
好
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
棚
」
こ
そ
が
葡
萄

と
藤
の
見
立
て
の
契
機
と
な
っ
た
要
素
で
あ
る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
棚
」

も
「
藤
」
も
排
除
し
て
な
お
、こ
の
句
で
は
葡
萄
と
藤
の
姿
が
重
な
り
合
っ

て
い
る
の
だ
。

　

鍵
と
な
る
語
彙
が
な
く
て
も
見
立
て
が
成
立
す
る
の
は
、「
松
に
か
か

る
藤
」
が
古
来
か
ら
和
歌
で
殊
更
に
愛
さ
れ
繰
り
返
し
詠
ま
れ
て
き
た
、

誰
も
が
知
る
伝
統
的
な
定
型
表
現
で
あ
っ
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
逆
に

こ
れ
を
、
も
し
藤
の
姿
を
描
写
す
る
句
に
直
接
用
い
た
と
し
た
ら
、
俳
諧

の
世
界
で
は
陳
腐
と
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
類
い
の
も
の
で
あ
ろ
う（

11
（

。

　

し
か
し
、
葡
萄
と
い
う
、
全
く
異
な
る
季
語
に
つ
い
て
用
い
れ
ば
、
あ

る
い
は
「
使
い
古
さ
れ
た
」
と
す
ら
言
え
る
よ
う
な
「
和
歌
の
定
番
」
は
、

斬
新
な
「
俳
諧
の
表
現
」
と
な
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
の
だ
。
こ
の
句
は
画

賛
句
で
も
あ
る
。
句
を
書
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
の
も
っ
と
も
美



168

し
い
姿
と
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
「
松
に
か
か
る
花
」
の
形
象
が
見

る
人
の
脳
裏
に
描
き
出
さ
れ
、
画
中
の
「
下
垂
す
る
葡
萄
」
に
重
な
る
こ

と
で
、「
藤
の
よ
う
に
松
に
か
か
る
葡
萄
」
と
い
う
斬
新
で
意
外
性
の
あ

る
美
が
拓
か
れ
る
の
だ
。

　

松
に
か
か
る
藤
の
花
、
紫
の
雲
の
含
意
、
お
ぼ
ろ
な
美
し
さ
、
あ
る
い

は
棚
に
下
が
る
葡
萄
の
姿
も
ま
た
、
人
々
の
中
で
固
定
化
さ
れ
た
形
で
あ

り
、
悪
し
様
に
言
う
の
な
ら
ば
、
目
新
し
さ
の
な
い
定
型
に
過
ぎ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
日
本
文
学
に
お
い
て
「
本
意
」
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
近
世
期
の
俳
諧
も
ま
た
、「
本
意
」

に
た
だ
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、「
本
意
」
を
生
か
し
た
新
し
い
表
現
を

常
に
探
求
し
続
け
た
文
芸
で
あ
る
。
季
節
、
和
漢
、
雅
俗
の
壁
す
ら
飛
び

越
え
て
自
在
に
往
還
す
る
「
葡
萄
」
と
「
藤
」
の
表
現
は
、成
熟
し
た
「
本

意
」
を
縦
横
に
応
用
す
る
こ
と
で
、
古
い
価
値
観
か
ら
新
し
い
景
色
を
生

み
出
す
と
い
う
、
俳
諧
の
持
つ
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

五　

古
典
を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と

　

初
期
俳
諧
の
説
明
的
な
句
が
示
す
よ
う
に
、
藤
と
葡
萄
の
見
立
て
は
、

当
初
は「
棚
」と
い
う
付
合
語
、あ
る
い
は
双
方
と
も
紫
色
で
あ
る
と
い
う
、

外
見
上
の
共
通
点
か
ら
生
ま
れ
た
言
語
遊
戯
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

で
飽
き
足
ら
な
い
の
が
、
常
に
表
現
の
進
歩
を
追
求
す
る
俳
諧
と
い
う
文

芸
で
あ
る
。

　

藤
は
、
和
歌
の
長
い
歴
史
の
中
で
膨
大
な
表
現
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
、

確
固
た
る
「
本
意
」
を
持
つ
伝
統
的
な
春
の
季
題
で
あ
る
。
藤
と
の
外
見

的
な
共
通
点
を
も
っ
て
葡
萄
を
表
現
す
る
こ
と
自
体
が
「
見
立
て
」「
他

季
季
重
な
り
」「
雅
俗
混
淆
」
と
い
う
技
巧
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
が
、

俳
諧
の
作
者
た
ち
は
そ
れ
に
飽
き
足
ら
ず
、「
お
ぼ
ろ
げ
な
姿
」「
紫
の
雲
」

「
松
に
か
か
る
花
」
と
い
っ
た
和
歌
に
お
け
る
趣
向
ま
で
も
を
葡
萄
に
流

用
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
表
現
を
開
拓
し
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
経
過
は
、
俳
諧
だ
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
葡
萄
に
は
「
頷
下
の
珠
」
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
漢

詩
の
定
型
表
現
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
古
典
の
伝
統
に
縛
ら
れ
る

必
要
の
な
い
俳
諧
は
、
た
と
え
先
行
す
る
文
芸
が
培
っ
て
き
た
定
型
が
存

在
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
実
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
れ

ば
、
無
理
に
受
容
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
ゆ
え
に
こ
の
季
語
は
、
拠
り
所

と
な
る
古
典
を
持
た
な
い
状
況
に
あ
り
、
近
世
期
の
俳
諧
作
者
た
ち
は
、

全
く
新
し
い
表
現
を
探
求
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
伝
統
か
ら
離
れ
る
動
き
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
結
果
的
に
は

「
棚
」
の
縁
を
発
端
と
し
て
、「
藤
」
を
媒
と
し
て
古
典
の
表
現
に
寄
り
か
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か
る
類
型
が
生
ま
れ
て
い
る
。
古
典
に
回
帰
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
そ

の
内
幕
に
は
、
使
い
古
さ
れ
た
伝
統
的
な
表
現
を
利
用
し
て
新
し
み
を
追

求
す
る
、
俳
諧
な
ら
で
は
の
自
在
な
発
想
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
葡
萄
と
い
う
一
つ
の
季
語
の
み
で
俳
諧
と
い
う
文
芸
は
論

じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
季
語
の
幅
広
さ
に
鑑
み
れ
ば
、
類
似
す
る
状
況
に
あ

る
題
材
が
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い

て
も
更
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
か
ら
注
目
を
集
め
て

き
た
「
漢
詩
文
か
ら
和
語
の
季
語
へ
の
影
響
」
と
は
逆
の
、「
和
歌
か
ら

漢
語
の
季
語
へ
の
影
響
」
と
い
う
形
で
古
典
の
享
受
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た

「
葡
萄
」
と
い
う
季
語
は
、
和
漢
の
区
別
だ
け
で
は
な
く
、
雅
俗
や
季
節
、

詩
材
の
個
性
す
ら
超
越
す
る
こ
と
で
表
現
の
幅
を
格
段
に
広
げ
る
、
俳
諧

と
い
う
文
芸
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

固
定
化
さ
れ
た
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
在
さ
は
、
古
典

文
学
の
中
で
脈
々
と
培
わ
れ
て
き
た
「
本
意
」
を
、
全
く
別
の
詩
材
に
持

ち
込
む
こ
と
で
、
今
ま
で
に
な
い
新
し
い
詩
境
を
造
り
出
す
。
詩
歌
の
伝

統
か
ら
解
き
放
た
れ
て
も
、
な
お
伝
統
へ
ま
な
ざ
し
を
向
け
続
け
る
俳
諧

は
、
古
典
を
享
受
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
和
歌
や
漢
詩
に
は
な
い
可
能
性

を
、
限
り
な
く
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
1
）
日
本
に
お
け
る
葡
萄
の
栽
培
史
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
鎌
倉
時
代

の
甲
斐
に
始
ま
る
」
と
す
る
通
説
が
あ
っ
た
が
、
近
年
、
原
田
信
男
氏

は
こ
れ
が
比
較
的
新
し
い
地
元
の
伝
承
（
福
羽
逸
人
『
甲
州
葡
萄
栽
培

法
』（
明
治
十
四
年
刊
）
が
初
出
）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

文
献
上
で
確
認
で
き
る
最
古
の
例
は
戦
国
期
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
に

よ
る
も
の
だ
と
い
う
（「
江
戸
の
ブ
ド
ウ
と
ブ
ド
ウ
酒
」（「
酒
史
研
究
」

第
二
十
四
号
、
二
〇
〇
八
年
））。
日
本
の
葡
萄
は
、
中
世
末
期
か
ら
近

世
初
期
に
栽
培
が
始
ま
っ
た
果
物
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
和
文
に
お

け
る
「
葡
萄
」
と
い
う
文
字
の
読
み
方
が
「
え
び
」
か
ら
「
ぶ
ど
う
」

へ
入
れ
替
わ
っ
た
時
期
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
中
世
以
前
の
和

文
に
見
ら
れ
る
「
葡
萄
」
は
、
染
色
に
用
い
ら
れ
た
野
生
種
の
山
ブ
ド

ウ
で
あ
り
、
近
世
以
降
の
「
葡
萄
」
は
、
現
代
と
同
じ
食
用
の
果
実
な

の
だ
。
俳
諧
に
登
場
す
る
「
葡
萄
」
は
、
戦
国
期
に
登
場
し
た
ば
か
り

の
目
新
し
い
植
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）『
横
井
也
有
全
集 

上
』（
名
古
屋
叢
書
第
三
編
、
昭
和
五
十
七
年
）

に
拠
る
。

（
3
）
な
お
、
前
書
の
「
肩
」
と
は
、
也
有
に
限
ら
ず
画
賛
句
の
前
書
に

頻
出
す
る
、
絵
の
上
方
を
示
す
語
彙
で
あ
る
。

（
4
）
季
吟
『
八
代
集
抄
』（
天
和
二
年
刊
）
所
収
の
本
文
で
は
「
ち
と
せ
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を
か
け
て
」
で
あ
る
が
、『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
の
本
文
（
冷
泉
為

相
筆
本
）
で
は
「
ち
と
せ
を
か
ね
て
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
）
以
降
、
俳
諧
お
よ
び
和
歌
の
用
例
は
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
「
日

本
文
学W

eb
図
書
館 

和
歌
＆
俳
諧
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」（
古
典
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
社
）
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
6
）「
ふ
か
み
草
」
と
い
う
和
名
で
歌
に
詠
ま
れ
た
牡
丹
の
よ
う
な
例
外

は
あ
る
。

（
7
）『
本
朝
食
鑑
』（
元
禄
十
年
刊
）
に
は
「
野
人
之
ヲ
食
フ
、
今
マ
之

ヲ
採
テ
酒
ニ
醸
ス
」
と
あ
る
。

（
8
）『
和
漢
三
才
図
絵
』
等
で
は
、
葡
萄
（
ぶ
ど
う
・
え
び
か
づ
ら
）
と

蘡
薁
（
え
び
・
え
び
づ
る
）
を
別
項
目
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

（
9
）
本
文
と
読
み
下
し
は
『
新
釈
漢
文
大
系
一
一
五 
史
記
一
三
』（
明

治
書
院
、
平
成
二
十
五
年
）
に
拠
る
。

（
10
）
原
田
信
男
「
江
戸
の
ブ
ド
ウ
と
ブ
ド
ウ
酒
」（「
酒
史
研
究
」
第

二
十
四
号
、
二
〇
〇
八
年
）

（
11
）『
唐
詩
選
』
に
収
め
ら
れ
た
王
翰
の
「
涼
州
詞
」
も
、
こ
の
二
つ
の

要
素
を
用
い
て
い
る
。

（
12
）
葡
萄
酒
は
、『
犬
子
集
』（
寛
永
十
年
刊
）
の
「
棚
に
置
は
実げ

に

蒲
萄

酒
の
と
く
り
哉
」（
慶
友
・
巻
五
・
秋
下
）
他
、
初
期
俳
諧
に
よ
く
詠

ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
の
日
本
の
「
葡
萄
酒
」
は
中
国
か
ら

伝
来
し
た
製
法
に
よ
る
果
実
酒
で
あ
り
、舶
来
の
ワ
イ
ン
は
「
チ
ン
タ
」

と
呼
ば
れ
て
区
別
さ
れ
て
い
た
。

（
13
）
本
文
は
大
窪
詩
仏
校
訂
『
精
刊
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
』（
文
化
元
年

刊
）
に
拠
り
、
訓
点
に
従
っ
て
読
み
下
し
た
。

（
14
）『
荘
子
』
本
文
と
林
希
逸
の
注
は
、和
刻
本
『
荘
子
鬳
齋
口
義
』（
寛

永
六
年
版
、
長
澤
規
矩
也
編
『
和
刻
本
諸
子
大
成
』
所
収
）
に
拠
り
、

訓
点
に
従
っ
て
読
み
下
し
た
。

（
15
）
葡
萄
図
の
画
賛
詩
に
つ
い
て
は
、『
禅
林
画
賛  

中
世
水
墨
画
を
読

む
』（
毎
日
新
聞
社
、昭
和
六
十
二
年
）
一
四
三
「
葡
萄
図
（
墨
斎
筆
）」

の
解
説
に
お
い
て
、
大
西
廣
氏
が
「
詩
に
詠
ま
れ
る
葡
萄
は
、
何
よ
り

も
ま
ず
秋
の
風
物
と
し
て
の
葡
萄
で
あ
る
。清
風
と
月
明
の
中
で
、累
々

と
し
て
実
が
垂
れ
、
蔓
が
生
え
ひ
ろ
が
り
、
葉
に
下
り
た
露
が
香
る
さ

ま
が
う
た
わ
れ
る
。
そ
の
上
に
む
ろ
ん
、
こ
の
果
実
が
も
と
も
と
大
宛

や
西
涼
な
ど
、
西
域
の
諸
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
事
実
を
踏
ま
え
て
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
趣
向
が
加
え
ら
れ
る
こ

と
も
多
く
、
ま
た
つ
や
つ
や
と
し
た
球
形
の
実
か
ら
の
連
想
で
、
馬
乳

や
摩
尼
珠
（
竜
珠
）
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
る
の
も
常
套
で
あ
る
。」
と

そ
の
類
型
を
分
析
し
て
い
る
。

（
16
）
本
文
は
『
大
日
本
仏
教
全
書 

翰
林
五
鳳
集
』（
有
精
堂
出
版
部
、

昭
和
七
年
刊
）
に
拠
る
。
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（
17
）「
頷
下
の
珠
」
以
外
で
も
、
五
山
詩
に
は
水
晶
や
珊
瑚
な
ど
の
宝
石

の
類
い
に
葡
萄
の
実
を
喩
え
た
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。

（
18
）
江
戸
後
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
料
理
本
『
素
人
包
丁
』（
文
政
三
年

刊
）
に
吸
い
物
を
中
心
に
葡
萄
を
用
い
た
様
々
な
料
理
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
他
、『
臨
時
客
応
接
』（
文
政
十
三
刊
）
に
水
菓
子
の
ひ
と
つ
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
一
般
に
も
入
手
可
能
で
あ
っ
た
様
子
が
う

か
が
え
る
。

（
19
）
其
角
の
「
こ
ま
ひ
き
の
題
に
て
／
甲
斐
駒
や
江
戸
へ
江
戸
へ
と
柿

ぶ
だ
う
」（『
五
元
集
』
延
享
四
年
刊
）
は
、
当
時
の
流
通
の
様
子
を
う

か
が
わ
せ
る
例
で
も
あ
る
。
ま
た
京
都
に
関
し
て
は
、『
好
色
二
代
男
』

巻
四
で
「
虎
屋
の
や
う
か
ん
、
東
寺
瓜
、
大
宮
の
初
葡
萄
、
粟
田
口
の

覆い

盆ち

子ご

」
と
名
物
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
千
那
の
「
名
月

の
雲
の
雫
や
京
蒲
萄
」（『
鎌
倉
海
道
』享
保
十
年
刊
）の「
京
葡
萄
」も
、

こ
れ
の
こ
と
だ
ろ
う
。
駿
河
、
肥
前
な
ど
も
産
地
で
あ
っ
た
。

（
20
）
其
角
「
月
日
の
栗
鼠
葡
萄
か
づ
ら
の
甘
露
有
」（『
田
舎
の
句
合
』

延
宝
八
年
序
）
な
ど
が
あ
る
。

（
21
）一
茶
の「
甲
州
／
一
番
の
不
二
見
所
や
葡
萄
棚
」（『
文
政
句
帖
』所
収
）

な
ど
、
甲
斐
や
京
と
い
っ
た
土
地
と
関
連
す
る
作
例
が
多
い
。
そ
の
土

地
で
し
か
見
ら
れ
な
い
、
ま
た
、
他
の
植
物
に
は
な
い
、
葡
萄
ら
し
さ

が
よ
く
表
れ
た
形
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
22
）『
阿
羅
野
』所
収
で
あ
る
が
、こ
の
句
は
古
俳
諧
の
句
で
あ
る
と
い
う
。

（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
七
〇　

芭
蕉
七
部
集
』（
岩
波
書
店
、
平
成

二
十
年
）
脚
注
に
拠
る
。）

（
23
）
な
お
、「
藤
棚
」「
藤
の
棚
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
世
以
前
に
は
用

例
が
見
ら
れ
な
い
。

（
24
）『
近
世
俳
諧
資
料
集
成
』第
一
巻（
講
談
社
、昭
和
五
十
一
年
）に
拠
る
。

（
25
）
例
え
ば
三
百
二
十
一
番
の
「
今
朝
は
先
蘇
鉄
に
吹
や
秋
の
風
」（
風

虎
・
題
は
「
立
秋
」）
を
「
秋
は
金
と
申
よ
り
蘇
鉄
の
え
ん
珍
重
〳
〵
。

吹
や
秋
の
風
余
情
あ
り
て
覚
侍
る
。」
と
、
秋
を
金
秋
と
言
う
こ
と
か

ら
言
葉
の
縁
で
蘇
鉄
を
導
き
、「
吹
や
秋
の
風
」
と
い
う
和
歌
的
な
言

い
回
し
と
合
わ
せ
た
こ
と
を
評
価
し
、
勝
ち
を
付
け
て
い
る
。

（
26
）
風
虎
・
露
沾
父
子
の
句
に
負
は
な
い
が
、「
持
」
が
つ
い
た
番
は
あ
る
。

（
27
）清
登
典
子「
蕪
村
の
季
重
な
り
表
現
」（「
連
歌
俳
諧
研
究
」九
十
三
号
、

平
成
九
年
）、「
蕪
村
の
季
重
な
り
表
現
の
位
置
」（「
国
語
と
国
文
学
」

七
十
八
号
、
平
成
十
年
八
月
）

（
28
） 

注
二
十
七
に
同
じ
。

（
29
）『
古
今
和
歌
集
』
の
「
ゆ
ふ
づ
く
よ
お
ぼ
つ
か
な
き
を
玉
匣
ふ
た
み

の
浦
は
曙
て
こ
そ
見
め
」（
羈
旅
・
四
一
七
・
藤
原
兼
輔
）
な
ど
の
例

が
あ
る
。

（
30
）
こ
の
歌
は
出
典
不
明
で
あ
り
伝
承
歌
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
藤
と
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夕
闇
に
関
し
て
は
他
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
惆
悵
春
帰
留
不
得
、
紫

藤
花
下
漸
黄
昏
（
惆
悵
す
、
春
帰
て
留
む
る
こ
と
を
得
ざ
る
こ
と
を
。

紫
藤
の
花
の
下
に
漸
く
黄
昏
た
り
）」（
春
・
三
月
尽
・
白
居
易
）
が
あ
る
。

（
31
）春
と
秋
の
対
比
も
、こ
の
見
立
て
の
要
点
で
あ
っ
た
。『
麦
林
集
』（
享

保
年
間
成
立
）
巻
六
「
画
賛
」
に
は
「
蒲
萄
の
か
た
に
／
藤
に
春
暮
て

蒲
萄
に
秋
暮
ぬ
」
と
い
う
句
が
あ
る
。、
春
の
暮
れ
と
藤
を
結
び
つ
け

る
表
現
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
悵
望
慈
恩
三
月
尽
、
紫
藤
花
落
鳥

関
関
（
悵
望
す
、慈
恩
に
三
月
の
尽
き
ぬ
る
こ
と
。
紫
藤
の
花
落
ち
て
、

鳥
関
関
た
り
）」（
春
・
藤
・
白
居
易
）
以
来
好
ま
れ
、
定
家
「
ゆ
く
春

の
か
た
見
と
や
さ
く
藤
の
花
そ
を
だ
に
後
の
色
の
ゆ
か
り
に
」（『
拾
遺

愚
草
』所
収
）の
よ
う
に
、中
世
初
期
に
は「
過
ぎ
ゆ
く
春
を
惜
し
む
花
」

と
い
う
詠
み
方
が
定
型
化
し
て
い
た
。
麦
林
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
藤

で
春
が
暮
れ
、
葡
萄
で
秋
が
暮
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
葡
萄
は
七
月
か

八
月
の
季
語
で
あ
る
の
で
、「
秋
暮
ぬ
」
と
す
る
の
は
少
々
無
理
が
あ

る
が
、
春
秋
の
対
比
に
「
季
節
の
終
わ
り
」
と
い
う
和
歌
の
定
型
を
合

わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
句
も
ま
た
和
歌
の
表
現
の
影
響
下
に
あ
る
と

言
え
る
。

（
32
）
正
岡
子
規
編
『
分
類
俳
句
全
集
』
第
九
巻
（
ア
ル
ス
、
昭
和
四
年
）

に
拠
る
。

（
33
）
例
え
ば
「
十
番
左
右
合
」（
天
明
元
年
）
で
「
鹿
啼
や
宵
月
落
る
山

低
し
」
と
い
う
月
居
の
句
を
、
蕪
村
が
「
貫
之
が
夕
月
夜
お
ぐ
ら
の
山

に
な
く
鹿
の
と
い
へ
る
、
五
七
五
に
つ
づ
め
て
宵
月
の
朦
朧
た
る
に
嵯

峨
た
る
山
も
低
し
と
は
い
ひ
お
お
せ
た
り
。
し
か
れ
ど
も
陳
腐
の
譏
ま

ぬ
か
れ
が
た
し
。」
と
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
俳
諧
に
お
い
て
和
歌

の
趣
向
そ
の
ま
ま
の
句
作
り
と
い
う
の
は
好
ま
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
七
日
に
行
わ
れ
た
関
西
大
学
国
文

学
会
研
究
発
表
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の

で
あ
る
。
席
上
で
賜
り
ま
し
た
数
々
の
貴
重
な
御
教
示
に
、
心
よ
り
深
謝

い
た
し
ま
す
。
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な
か
む
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ま
り
／
本
学
大
学
院
生
）


