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は
じ
め
に

　
『
俳
句
』（
角
川
書
店
刊
）
の
二
〇
一
七
年
六
月
号
は
、「
瞬
間
」
を
ど

う
切
り
取
っ
て
俳
句
を
よ
む
か
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
と
す
る
特
集
号

だ
っ
た
。「
創
刊
65
周
年
記
念
号
」と
銘
打
っ
て
論
点
と
さ
れ
た
の
が
、「
瞬

間
」
だ
っ
た
。
こ
の
論
点
が
俳
句
に
と
っ
て
、
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
急
所
と

認
識
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
た
い
せ
つ
な
特
集
号
を
か
ざ
る
眼
目
と
考
え
ら

れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

冒
頭
で
俳
人
の
小
川
軽
舟
氏
は
、「
時
間
の
流
れ
の
中
の
あ
る
瞬
間
を

捉
え
た
俳
句
」
と
し
て
、
古
今
い
く
つ
か
の
句
を
掲
出
し
て
、
俳
句
に
お

け
る
「
瞬
間
」
の
意
義
を
説
き
お
こ
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
三
句
め
に

あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
虚
子
の
こ
の
一
句
で
あ
る
。

　
　

流
れ
行
く
大
根
の
葉
の
早
さ
か
な

　

こ
こ
に
は
「
精
神
の
空
白
状
態
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。「
精
神
の

空
白
状
態
」
と
は
、「
現
実
の
時
間
の
流
れ
が
静
止
し
た
状
態
で
も
あ
る
。

そ
の
空
白
状
態
を
背
景
に
し
て
こ
そ
、
時
間
は
生
き
生
き
と
躍
動
す
る
」

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
瞬
間
が
永
遠
と
い
う
対
極
的
な
時
間
概

念
と
一
体
に
な
る
の
だ
と
も
い
う
。

　

さ
ら
に
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
こ
の
句
に
お
よ
ぶ
。
芭
蕉

の
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
で
あ
る
。
本
句
に
つ
い
て
、
蛙
の
水

に
飛
び
込
ん
だ
と
き
が
、「
瞬
間
の
な
ま
な
ま
し
さ
を
保
っ
た
ま
ま
作
品

に
響
き
続
け
る
」
の
だ
と
解
し
て
み
せ
、「
古
池
の
永
遠
と
水
の
音
の
瞬

間
が
共
存
で
き
る
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。

こ
の
存
念
を
裏
打
ち
す
る
言
説
と
し
て
、
山
本
健
吉
氏
の
「
挨
拶
と
滑

俳
諧
時
間
景
情
論

―
蕪
村
発
句
の
構
想
―

藤
　
田
　
真
　
一
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稽
と
」
と
い
う
論
説
よ
り
、「
時
間
性
の
抹
殺
」
と
い
う
刺
激
的
な
文
言

を
抜
き
出
し
て
み
せ
る
。
山
本
氏
の
原
文
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

そ
れ
は
十
七
音
の
言
葉
の
連
続
が
必
然
的
に
担
わ
さ
れ
た
形
式
の
時

間
性
を
抹
殺
し
て
、
お
の
お
の
の
言
葉
を
同
時
的
に
現
前
さ
せ
よ
う

と
す
る
試
み
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
は
、
過
去
の
事
態
の
永
続
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
古
池
」
と
、
ま

さ
に
現
前
に
耳
に
し
た
ば
か
り
の
「
水
の
音
」
が
、「
同
時
的
に
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
論
じ
て
い
る
。
逆
説
的
真
実
と
で
も
い
う
べ
き
、

俳
句
の
も
つ
本
源
的
な
刹
那
の
時
間
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、か
く
い
く
ら
俳
句
の
も
つ
瞬
間
性
を
強
調
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
で
、

で
も
蕪
村
に
は
「
長
い
時
間
」
を
含
ん
だ
よ
み
ぶ
り
が
あ
る
で
は
な
い
か
、

と
い
う
反
問
が
出
て
き
そ
う
な
の
に
気
が
咎
め
た
の
か
、
山
本
氏
は
そ
う

し
た
「
愚
問
」
に
は
答
え
な
い
こ
と
に
す
る
と
、
や
や
逃
げ
腰
に
も
み
え

る
言
い
回
し
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
で
例
に
出
さ

れ
た
蕪
村
の
「
遅
き
日
の
つ
も
り
て
遠
き
昔
か
な
」
に
し
て
も
、「
遅
き
日
」

と
「
昔
か
な
」
と
の
間
に
「
時
間
の
流
れ
が
停
止
す
る
」
の
だ
か
ら
、
古

池
の
句
と
同
様
、
や
は
り
時
間
性
は
失
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
、
自
説
の
正

当
性
を
補
説
し
て
お
く
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

　

だ
が
そ
も
そ
も
、
芭
蕉
の
古
池
発
句
そ
の
も
の
を
、
現
時
点
の
瞬
間
性

を
切
り
取
っ
た
作
意
と
ば
か
り
解
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
蛙

が
池
に
飛
び
込
ん
だ
音
は
、
一
瞬
の
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て

音
が
し
た
拍
子
に
池
に
目
を
向
け
た
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
蛙
の
姿
は
水
中

に
消
え
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
前
後
数
秒
に
も
足
ら
ぬ
時

間
、ま
さ
に
音
を
は
さ
ん
だ
古
池
の
瞬
時
の
景
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
を
も
っ
て
、
俳
句
の
瞬
間
性
と
断
じ
て
も
不
都
合
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
当
句
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
い
奥
深
い
問
題

が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
第
一
に
、
飛
び
込
ん
だ
池
が
「
古
池
」
だ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
目
前
の
池
が
、
い
か
に
も
と
う
と
う
た
る
時
間
の
経
過
に
湛
え

て
存
在
し
続
け
て
き
た
実
相
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
遠
く
過

ぎ
去
っ
た
時
間
を
ひ
そ
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
水
の
音
の
瞬
間
が
現
実
に

生せ
い

の
息
吹
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
蛙
の
飛
び
込
ん
だ
水
と
い
え
ば
、
表
層
に
眼
前
す
る
「
古
池
」

の
語
の
裏
側
に
、
お
の
ず
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
古
今
和
歌
集
の
仮
名

序
の
こ
の
一
節
で
あ
る
。

　
　

花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
か
は
づ
の
声
を
き
け
ば
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
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蛙
は
鶯
と
と
も
に
、
歌
を
う
た
う
生
き
物
の
代
表
と
し
て
、
詩
歌
の
確

た
る
本
源
に
位
置
し
て
い
た
。
そ
の
蛙
が
啼
く
池
も
ま
た
、
い
つ
か
ら
と

も
知
れ
ぬ
い
に
し
え
よ
り
水
を
た
た
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
な
る

と
、
日
本
の
詩
歌
に
お
い
て
、
蛙
の
住
む
池
は
、
永
遠
に
も
み
え
る
時
間

と
と
も
に
あ
り
続
け
た
の
だ
。
一
見
、
一
瞬
を
切
り
取
っ
て
詠
じ
て
み
せ

た
か
に
み
え
る
俳
句
が
、
じ
つ
は
一
千
年
ど
こ
ろ
で
は
な
い
悠
久
の
と
き

に
わ
た
っ
て
養
い
続
け
た
、
日
本
人
の
詩
心
を
裏
打
ち
し
て
い
る
と
な
る

と
、
た
ん
に
瞬
間
を
切
り
取
っ
た
と
言
っ
た
だ
け
で
は
済
ま
せ
て
お
け
な

い
の
で
は
な
い
か
。

　

眼
前
の
景
物
を
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
写
生
す
る
し
か
よ
み
よ
う
が
な

い
と
さ
れ
る
俳
句
、
だ
が
そ
の
背
後
に
豊
か
な
時
間
の
流
れ
を
く
み
取
り

つ
つ
現
代
ま
で
続
い
て
き
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
く
に
芭
蕉

以
後
の
俳
諧
に
お
い
て
、
時
間
性
を
詠
出
す
る
さ
ま
が
浮
か
び
上
が
っ
て

み
え
る
。
本
稿
の
課
題
と
し
て
、
こ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
で
、
特
徴
的
と

い
え
る
蕪
村
の
作
品
を
中
心
に
探
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
。

一　

発
句
景
情
論

　

和
歌
と
い
う
文
芸
は
、
眼
に
映
る
景
物
の
み
で
は
な
く
、
人
間
の
悦
び

や
哀
し
み
と
い
っ
た
心
情
、
と
き
に
は
切
な
い
恋
心
を
う
た
い
あ
げ
よ
う

と
す
る
。
わ
ず
か
三み

十そ

一ひ
と

文も

字じ

と
い
え
ど
も
、
千
変
万
化
す
る
色
と
り
ど

り
の
心
模
様
を
こ
め
る
だ
け
の
容
量
を
備
え
て
い
る
。こ
れ
に
た
い
し
て
、

俳
諧
・
俳
句
は
、
な
に
よ
り
モ
ノ
や
ケ
イ
を
詠
ず
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら

れ
て
い
る
文
芸
で
あ
り
、多
情
な
る
ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
言
い
こ
め
る
に
は
、

い
か
に
も
多
寡
が
小
さ
す
ぎ
る
。
和
歌
の
半
分
し
か
も
た
な
い
容
量
が
、

決
定
的
な
要
因
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
複
雑
で
濃
密
な
情
感
で
は
な

く
、
単
純
で
軽
々
と
し
た
感
性
に
適
っ
た
詩
形
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
俳
諧
は
、
和
歌
の
よ
う
な
述
語
的
語
句
（
動
詞
・
形
容
詞

な
ど
）
に
よ
る
叙
述
や
心
情
の
表
現
に
は
適
さ
ず
、
加
え
て
助
語
（
助
動

詞
や
助
詞
な
ど
）
に
よ
る
濃
厚
さ
や
細
や
か
さ
、
あ
る
い
は
大
胆
さ
の
描

写
に
は
、
対
応
し
づ
ら
い
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
む
し
ろ
、

モ
ノ
そ
れ
自
体
や
ケ
イ
の
呼
称
だ
け
を
、
い
わ
ば
句
中
に
ほ
う
り
こ
む
だ

け
で
、
も
の
ご
と
の
動
き
や
形
容
に
は
深
入
り
を
避
け
よ
う
と
す
る
ふ
し

が
見
え
隠
れ
す
る
。
そ
の
象
徴
が
俳
句
に
必
須
と
さ
れ
る
「
季
語
」
で
あ

る
。
季
語
の
大
半
は
名
詞
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
作
品
全
体
の
立
ち
位
置

を
決
す
る
ほ
ど
の
意
味
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
が
発
句
で
あ
り
、
俳
句
で
あ

り
、
近
世
以
来
一
貫
し
て
変
わ
ら
ぬ
俳
文
芸
の
特
性
と
な
っ
て
き
た
。

目
に
見
え
る
モ
ノ
や
ケ
イ
と
い
っ
た
景
物
を
際
立
た
せ
る
こ
と
を
、
詠

作
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
、
作
者
の
感
情
や
感
性
を
訴
え
る
こ
と
は
二
の
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次
に
し
て
お
い
て
も
、
一
向
に
差
し
支
え
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
え
て
ひ
と

の
情
感
に
踏
み
込
ま
な
い
よ
う
な
表
現
に
徹
す
る
こ
と
が
、
作
者
に
必
要

な
心
得
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
極
端
な
句
作
と
し
て
は
、
ほ
と
ん

ど
名
詞
句
の
み
を
並
べ
て
仕
立
て
あ
げ
る
例
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ

る
。
芭
蕉
の
句
集
を
ひ
も
と
く
う
ち
に
、「
月
十
四
日
今
宵
三
十
九
の
童

哉
」
や
「
奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
ざ
く
ら
」
と
い
っ
た
句
に
行
き
あ
た

る
。
あ
る
い
は
、
有
名
な
素
堂
の
「
目
に
は
青
葉
山
郭
公
初
鰹
」
も
、
そ

れ
に
類
す
る
句
法
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
た
句
づ
く
り
の
簡
便
さ

0

0

0

は
、
句
意
の
随
意
性
も
し
く
は
不
確
定

さ
に
つ
な
が
る
怖
れ
が
あ
る
。
そ
の
反
面
、
理
解
を
読
者
に
ゆ
だ
ね
て
、

と
き
に
は
複
数
の
読
解
の
幅
を
ゆ
る
す
多
様
性
、
な
い
し
は
い
く
つ
か
の

意
味
の
多
層
性
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。俳
諧
特
有
の
特
徴
と
も
い
え
る
。

理
解
の
幅
を
保
証
す
る
の
み
な
ら
ず
、
俳
句
作
り
に
長
け
て
い
な
い
初
心

の
者
で
も
、
作
句
の
世
界
に
足
を
踏
み
込
む
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
て
く
れ

る
側
面
を
有
す
る
。
ひ
い
て
は
、
何
気
な
く
口
を
つ
い
て
出
た
一
句
が
、

思
わ
ぬ
賛
辞
を
う
け
る
愉
悦
す
ら
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
手

の
こ
ん
だ
表
現
や
、
わ
ざ
と
ら
し
い
意
匠
を
こ
ら
さ
な
く
と
も
、
ベ
テ
ラ

ン
と
肩
を
並
べ
て
よ
み
あ
う
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
俳
句
づ

く
り
の
心
安
さ
は
、
先
述
し
た
名
詞
中
心
の
詩
形
式
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
と
い
っ
て
よ
い
。
十
七
文
字
と
い
う
極
小
の
短
詩
形
は
、
不
便
さ
や

も
ど
か
し
さ
を
宿
命
的
に
抱
え
て
い
る
反
面
、
上
述
の
よ
う
に
、
こ
の
詩

形
な
ら
で
は
の
便
宜
や
豊
か
さ
を
秘
め
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と

で
あ
る
。

　

先
述
し
た
俳
句
の
瞬
間
性
を
言
い
た
て
る
趣
意
も
、
こ
れ
と
不
可
分
の

こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
ひ
と
の
想
い
や
事
柄
の
成
り
行
き
を
詠
じ
よ
う

と
す
る
と
、名
詞
の
羅
列
だ
け
で
す
む
は
ず
も
な
い
。「
一
瞬
の
切
り
取
り
」

で
情
感
の
ふ
く
ら
み
を
伝
え
よ
う
と
す
る
の
も
、
容
易
な
こ
と
で
は
あ
る

ま
い
。
逆
に
い
う
と
、
現
実
世
界
の
錯
綜
し
た
様
相
を
瞬
時
に
切
り
取
っ

て
み
せ
ら
れ
る
特
質
を
強
調
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
ほ
か
の
詩
歌
・
文
芸
に

は
な
し
え
な
い
こ
と
だ
と
、
胸
を
は
っ
て
い
ら
れ
る
点
に
俳
句
の
妙
味
が

あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

モ
ノ
に
し
て
も
、
ケ
イ
に
し
て
も
、
静
止
し
て
い
る
状
態
を
と
ら
え
て
、

十
七
文
字
の
形
態
に
固
定
す
る
の
が
、
俳
句
文
芸
の
基
本
で
あ
る
。
現
に

目
の
前
に
あ
る
景
物
に
眼
を
凝
ら
し
、
そ
の
実
相
を
忠
実
に
写
し
取
ろ
う

と
す
る
こ
と
を
、
明
治
の
子
規
は
「
写
実
」
と
い
っ
た
。
そ
こ
に
西
洋
画

の
理
念
を
翻
訳
・
適
応
さ
せ
て
、「
写
生
」
と
も
い
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
風

の
写
実
画
法
に
学
ん
で
、
現
代
の
眼
か
ら
し
て
も
、
写
生
的
と
見
え
な
く

も
な
い
円
山
応
挙
の
風
景
図
に
し
て
も
、
子
規
か
ら
み
れ
ば
、「
写
生
に

重
き
を
置
か
な
か
っ
た
」（『
病
牀
六
尺
』）
と
断
言
す
る
程
度
の
「
写
生
」

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
子
規
に
と
っ
て
の
「
写
生
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
西



241

洋
絵
画
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
画
論
で
あ
り
、
所
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
文

芸
に
当
て
は
め
て
、
俳
句
の
標
目
に
据
え
た
と
こ
ろ
に
子
規
流
の
「
写
生

主
義
」
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
以
来
の
俳
句
が
、
西
洋
由
来
の

写
生
主
義
か
ら
は
ず
れ
て
み
え
る
の
も
必
然
だ
っ
た
。

　

と
は
い
い
な
が
ら
、
蕪
村
に
つ
い
て
は
だ
け
は
、
そ
の
写
生
的
特
性
を

言
挙
げ
し
て
倦
む
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
子
規
は
『
俳
人
蕪
村
』（
明

治
三
十
年
）
に
お
い
て
、「
客
観
的
美
」
と
「
主
観
的
美
」
に
分
別
し
て
、「
主

観
的
美
は
客
観
を
描
き
尽
さ
ず
し
て
観
る
者
の
創
造
に
任
す
」
も
の
で
あ

る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
和
歌
や
芭
蕉
と
比
較
し
つ
つ
、
蕪
村
に
客
観

性
の
秀
で
た
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
。

芭
蕉
の
俳
句
は
古
来
の
和
歌
に
比
し
て
客
観
的
美
を
現
す
こ
と
多

し
。
し
か
も
猶
蕪
村
の
客
観
的
な
る
に
は
及
ば
ず
。
極
度
の
客
観
的

美
は
絵
画
と
同
じ
。
蕪
村
の
句
は
直
ち
に
以
て
絵
画
と
な
し
得
べ
き

者
少
な
か
ら
ず
。

　

こ
う
評
し
て
、
以
下
芭
蕉
と
蕪
村
の
絵
画
的
俳
句
、
す
な
わ
ち
「
写
生

句
」
を
並
べ
て
み
せ
る
。
芭
蕉
の
ば
あ
い
は
た
か
だ
か
二
十
句
程
度
で
あ

る
の
に
比
し
て
、蕪
村
で
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
あ
る
と
言
っ
て
、

と
り
あ
え
ず
十
数
句
を
列
挙
、
こ
れ
ら
は
蕪
村
以
前
よ
り
は
る
か
に
客
観

性
に
富
ん
で
い
る
と
も
述
べ
る
。
た
だ
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
芭
蕉
の
客

観
的
美
意
識
を
軽
視
し
去
る
の
で
は
な
く
、「
古
来
の
和
歌
に
比
し
て
客

観
的
美
」
を
備
え
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
れ
は
俳
句
の
倍

近
い
文
字
数
を
有
す
る
詩
的
形
式
の
ち
が
い
や
、
歌
い
手
の
情
念
や
感
性

を
歌
い
上
げ
よ
う
と
す
る
和
歌
の
本
性
の
あ
り
よ
う
か
ら
考
え
て
、
と
く

に
言
い
立
て
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

芭
蕉
の
客
観
性
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
和
歌
と
対
比
す
る
こ
と
自
体
、

そ
も
そ
も
お
門
違
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
芭
蕉
以
前
の
俳
諧
、

た
と
え
ば
貞
徳
の
貞
門
流
や
宗
因
の
談
林
流
と
の
姿
勢
の
違
い
を
問
題
に

す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
芭
蕉
が
ど
れ
ほ
ど
斬
新
で
、
子
規
流

に
い
え
ば
、
客
観
性
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
か
は
、
ま
ず
旧
来
の
俳
諧
と

比
較
し
て
評
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
貞
門
・
談
林
か
ら

の
変
容
ぶ
り
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
着
目
す
べ
き
だ
っ
た
と
お

も
わ
れ
る
。
こ
こ
で
本
格
的
に
俳
諧
史
を
追
い
か
け
る
余
裕
は
な
い
が
、

わ
ず
か
な
が
ら
典
型
的
な
句
作
を
例
示
し
て
お
き
た
い
。

　
【
貞
門
派
】

　
　

皆
人
の
昼
寝
の
種
や
秋
の
月　
　
　
　
　
　

貞
徳
（『
犬
子
集
』）

　
　

武
蔵
野
の
雪
こ
ろ
ば
し
か
富
士
の
山　
　
　

徳
元
（『
犬
子
集
』）

　
　

や
あ
し
ば
ら
く
花
に
対
し
て
鐘
つ
く
こ
と　

重
頼（『
貞
徳
誹
諧
記
』）
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こ
れ
は
〳
〵
と
ば
か
り
花
の
吉
野
山　
　
　

貞
室
（『
一
本
草
』）

　
【
談
林
派
】

　
　

な
が
む
と
て
花
に
も
い
た
し
頸
の
骨　
　
　

宗
因
（『
牛
飼
』）

　
　

長
持
に
春
ぞ
く
れ
行
く
更
衣　
　
　
　
　
　

西
鶴（『
大
坂
俳
歌
仙
』）

　
　

酢
瓶
い
く
つ
最ソ

ノ

昔カ
ミ

八や

岐マ
タ

の
大お

ほ

生な

海ま

鼠こ　
　
　

松
意（『
軒
端
の
独
活
』）

　

句
々
の
評
釈
は
控
え
る
が
、
い
ず
れ
も
目
に
映
る
現
実
の
景
物
を
捉
え

た
よ
み
ぶ
り
と
い
う
よ
り
、
季
題
か
ら
思
い
つ
い
た
句
想
で
あ
っ
た
り
、

意
表
を
つ
く
言
語
遊
戯
で
あ
っ
た
り
す
る
句
ぶ
り
で
あ
る
。
客
観
的
写
実

に
よ
っ
て
詠
じ
よ
う
と
い
う
姿
勢
は
ほ
と
ん
ど
見
て
と
れ
な
い
。
芭
蕉
の

発
句
が
こ
れ
ら
と
は
様
変
わ
り
し
て
、
よ
ほ
ど
写
実
性
に
富
ん
で
い
る
こ

と
は
、
も
は
や
例
証
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
い
つ
つ
、
貞
室
の
「
こ
れ
は
〳
〵
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
芭
蕉

が
吉
野
の
花
見
に
出
か
け
た
と
き
、「
か
の
貞
室
が
是
は
〳
〵
と
打
な
ぐ

り
た
る
に
、
わ
れ
い
は
ん
言
葉
も
な
く
て
、
い
た
づ
ら
に
口
を
と
ぢ
た
る
」

（『
笈
の
小
文
』）
と
言
い
つ
つ
、
現
実
の
満
開
の
桜
を
前
に
し
て
、
こ
の

句
に
は
参
っ
た
と
、
か
ぶ
と
を
脱
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
名
句

0

0

で
あ
る
。

と
な
る
と
、
芭
蕉
は
頭
か
ら
前
代
の
よ
み
よ
う
を
否
定
し
て
い
た
と
も
い

い
が
た
い
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
貞
門
に
反
旗
を
翻
す
か
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
た
談
林
俳
諧
に

し
て
も
、
三
十
台
の
芭
蕉
が
、
一
時
的
と
は
い
え
、
積
極
的
に
か
か
わ
っ

た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。宗
因
が
江
戸
に
来
た
と
き
に
は
、

そ
の
句
会
に
参
加
も
し
て
い
る
。
ま
た
こ
ん
な
あ
か
ら
さ
ま
な
破
調
の
作

品
も
少
な
か
ら
ず
つ
く
っ
て
も
い
る
。
二
句
の
み
掲
げ
て
み
る
。

　
　

枯
枝
に
烏
の
と
ま
り
た
る
や
秋
の
暮　
　
　
　
（『
東
日
記
』）

　
　

手
に
と
ら
ば
消
ん
な
み
だ
ぞ
あ
つ
き
秋
の
霜　
（『
野
ざ
ら
し
紀
行
』）

　

明
ら
か
に
芭
蕉
も
時
代
の
風
潮
に
交
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
の
あ
っ

た
こ
と
を
、
如
実
に
示
す
句
境
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

と
は
い
え
、
そ
の
俳
諧
世
界
に
安
住
し
な
か
っ
た
の
が
芭
蕉
だ
っ
た
。

芭
蕉
は
、
深
川
移
住
や
帰
省
の
旅
と
い
っ
た
、
人
生
を
画
す
る
動
き
を
経

な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
俳
諧
の
境
地
を
目
ざ
そ
う
と
試
み
た
。

さ
ら
に
芭
蕉
個
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
う
し
た
芭
蕉
の
試
行
に
従
い
、
呼

応
し
、
そ
の
境
地
に
憧
れ
を
抱
く
俳
友
や
門
人
が
各
地
に
輩
出
し
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
し
だ
い
に
こ
れ
ま
で
に
な
い
画
期
的
な
俳
諧
文
芸
の
集
団

を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
「
蕉
門
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
。

た
ん
に
そ
う
し
た
俳
句
集
団
が
新
規
の
作
品
を
つ
く
っ
て
み
せ
た
の
み

な
ら
ず
、
俳
諧
の
あ
り
よ
う
を
裏
打
ち
す
る
理
論
（
俳
論
）
の
論
述
も
後

追
い
す
る
よ
う
に
し
て
著
さ
れ
、
さ
ら
に
は
芭
蕉
没
後
な
が
ら
、
出
版
も
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さ
れ
て
広
ま
っ
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
著
作
の
な
か
に
は
、
写
実
主
義
と
必

ず
し
も
無
縁
と
は
い
え
な
い
議
論
も
打
ち
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
俳
諧
と
い
う
詩
は
、
人
間
の
情
感
を
こ
と
ば
に
の
せ

る
よ
り
、
姿
や
形
を
も
っ
た
モ
ノ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
、
五
感
を
揺
り

動
か
す
作
用
に
適
し
た
文
芸
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
通
理
解
を
得
に
く
く
す

る
難
儀
を
有
す
る
反
面
、
理
解
の
過
半
を
読
者
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
寛
容

さ
を
許
す
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
目
前
の
モ
ノ
や
ケ
イ
を
十
七
文
字

に
収
め
れ
ば
で
き
上
が
る
と
い
う
簡
便
さ
に
よ
っ
て
、
初
心
の
作
者
が
足

を
踏
み
込
み
や
す
く
す
る
、
垣
根
の
低
さ
も
普
及
に
は
好
都
合
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
俳
諧
文
芸
そ
の
も
の
に
そ
な
わ
っ
た
特
質
は
、
早
く
か
ら
気
づ

か
れ
、
論
議
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
和
及
編
『
誹
諧
番
匠
童
』（
元
禄
二
年
刊
）
に
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
記
事
が
見
え
る
（
引
用
は
、
雲
英
末
雄
『
元
禄
京
都
俳
壇
研
究
』
に

よ
る
）。

　
　

 

発
句
の
事
、
昔
は
秀
句
に
い
ひ
か
け
、
手
を
こ
め
て
す
る
を　

専
も
っ
ぱ
ら

　

と
せ
り
。
今
は
景
気
に
て
す
る
也
。

　
「
昔
」
が
具
体
的
に
い
つ
を
さ
す
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
元
禄
期
か

ら
み
れ
ば
、
貞
門
時
代
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

元
禄
の
現
今
は
、
む
し
ろ
景
気
で
発
句
を
案
ず
る
の
が
ふ
つ
う
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
。
と
な
る
と
、
俳
諧
の
時
代
的
変
遷
を
問
題
に
し
て
お
り
、

芭
蕉
あ
る
い
は
蕉
門
の
み
が
景
気
を
特
徴
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
。
こ
の
議
論
は
、
む
ろ
ん
蕉
門
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
土
芳
『
三
冊
子
』（
赤
双
紙
）
に
こ
の
よ
う
な
論
説
が
み
ら
れ
る
。

　
　

 「
春
風
や
麦
の
中
行ゆ

く

み
づ
の
音
」
と
い
ふ
句
あ
り
。
景
気

0

0

の
句
な
り
。

景
気
は
大
事
の
も
の
也
。
連
歌
に
景
曲
と
い
ひ
、い
に
し
へ
の
宗
匠
、

ふ
か
く
つ
ゝ
し
み
、
一
代
一
両
句
に
不す

ぎ
ず過

。
初
心
ま
ね
よ
き
故
に
い

ま
し
め
た
り
。
俳
に
は
連
歌
ほ
ど
に
は
い
ま
ず
。
惣そ

う
じ
て而

景
気
の
句
は

ふ
る
び
や
す
し
と
て
、
強
く
い
ま
し
め
有
也
。

　

ほ
ぼ
同
様
の
論
談
は
、
許
六
の
『
宇
陀
法
師
』
で
も
展
開
さ
れ
る
。
景

気
は
重
要
な
作
法
で
あ
る
だ
け
に
、
軽
々
し
く
や
る
も
の
で
は
な
い
と
言

い
つ
つ
、
見
た
ま
ま
の
景
色
を
よ
め
ば
す
む
と
い
う
意
味
で
は
、
初
心
者

で
も
取
り
付
き
や
す
い
句
法
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

こ
う
な
る
と
、
明
治
の
写
生
論
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
江
戸
の
俳

諧
の
世
界
で
も
、
す
で
に
写
生
に
通
じ
る
詠
法
が
つ
よ
く
意
識
さ
れ
て
い

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
明
治
以
後
に
は
、
物
事
を
外
面
的
に
写

し
取
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
モ
ノ
の
本
質
や
急
所
を
つ
い
た
句
で
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
が
し
き
り
に
論
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
も
あ
る

意
味
で
は
、
近
世
期
に
す
で
に
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。

　
　

他
流
と
蕉
門
と
、
第
一
、
案
じ
所
に
違
ひ
有あ

り

と
見
ゆ
。
蕉
門
は
景
・

情
と
も
に
、
其そ

の

あ
る
所
を
吟
ず
。
他
流
は
心
中
に
巧
ま
る
ゝ
と
見
へ

た
り
。

　

こ
う
説
く
の
は
、『
去
来
抄
』（
修
行
）
で
あ
る
。
見
た
目
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
に
情
が
加
わ
り
、
景
・
情
と
も
に
備
わ
っ
て
は
じ
め
て
し
か
る
べ
き

句
た
り
う
る
と
い
う
の
が
、
蕉
門
詠
句
の
本
領
で
あ
っ
た
の
だ
。
と
は
い

え
、
去
来
に
と
っ
て
も
、
や
は
り
詠
じ
る
モ
ノ
自
体
を
精
確
に
描
き
と
る

こ
と
が
基
本
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
現
代
の
「
瞬
時
」

の
詠
法
に
通
じ
る
一
面
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

二　

俳
諧
の
時
間
性

　

近
現
代
の
俳
句
が
そ
の
一
瞬
を
捉
え
き
る
こ
と
に
精
魂
を
傾
け
た
と
し

て
も
、
か
と
い
っ
て
、
時
間
的
詠
法
や
多
覚
的
視
点
を
ま
っ
た
く
退
け
、

い
っ
さ
い
関
わ
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
子
規
の
「
明
治

二
十
九
年
の
俳
句
界
」
に
、
絵
画
と
比
較
し
つ
つ
、
文
学
の
時
間
性
を
論

じ
た
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
俳
諧
・
俳
句
に
限
定
せ
ず
、
文
学
一
般
の

時
間
性
を
問
題
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、「
文
学
の
時
間
的
な
る
は
絵
画
の

空
間
的
な
る
と
性
質
を
異
に
す
」
と
述
べ
て
、
文
学
が
絵
画
と
同
様
の
空

間
性
を
保
持
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
時
間
性
に
つ
い
て
は
い
さ

さ
か
な
が
ら
逆
の
側
面
を
有
す
る
と
論
じ
る
。

　
　

俳
句
と
て
も
多
少
の
時
間
を
含
む
と
こ
ろ
に
於
て
絵
画
に
超
越
せ
り

と
い
へ
ど
も
俳
句
は
他
の
文
学
に
比
し
て
空
間
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
者
あ
り
。

　

文
学
一
般
そ
れ
な
り
の
時
間
性
を
備
え
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
と
俳
句

に
関
し
て
は
、
他
の
文
芸
に
比
べ
て
よ
り
空
間
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

と
断
じ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
俳
句
な
ら
で
は
の
特
質
だ
と
い
わ
ん
と

す
る
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
俳
句
が
時
間
性
に
関
し
て
他
の
文
芸
に
比
し

て
遜
色
を
否
定
し
が
た
い
一
方
、
空
間
性
に
特
色
が
あ
る
絵
画
と
近
接
す

る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
述
べ
る
。

　
　

俳
句
が
時
間
を
含
む
能
は
ざ
る
は
文
学
の
上
よ
り
俳
句
の
大
缺
点
と

し
て
論
ず
べ
き
者
、
し
か
も
文
学
中
に
此
空
間
的
俳
句
あ
る
は
亦
た

以
て
俳
句
の
特
色
と
し
て
存
す
べ
き
者
に
あ
ら
ず
や
。
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こ
こ
で
は
、
俳
句
の
時
間
性
欠
如
を
逆
手
に
と
っ
て
、
そ
の
空
間
性
に

つ
い
て
、
他
の
文
芸
に
は
な
い
、
俳
句
な
ら
で
は
の
特
質
だ
と
強
調
し
て

み
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
写
生
こ
そ
が
俳
句
の
最
た
る
取
柄
と
な
り
、

写
生
を
最
大
限
に
生
か
す
と
こ
ろ
に
俳
句
な
ら
で
は
の
道
が
開
け
る
と
い

う
発
想
が
生
じ
て
く
る
。

　

子
規
は
俳
句
の
時
間
性
に
関
し
て
、
否
定
的
な
姿
勢
を
崩
す
ま
で
に
は

至
ら
な
い
も
の
の
、
か
と
い
っ
て
全
否
定
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

こ
と
に
写
生
的
資
質
が
顕
著
だ
と
す
る
蕪
村
の
句
に
つ
い
て
、
折
に
ふ
れ

て
時
間
的
作
為
に
言
及
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
明
治
三
十
一
年
一
月
か
ら

始
ま
っ
た
「
蕪
村
句
集
講
義
」
の
議
論
の
な
か
で
、
と
き
に
蕪
村
の
時
間

性
に
話
題
が
及
ぶ
発
言
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
わ
れ
ぬ
べ
き

年
も
あ
り
し
を
古
火
桶
」
と
「
鮎
く
れ
て
よ
ら
で
過
ぎ
行
く
夜
半
の
門
」

の
両
句
を
評
し
て
、「
此こ

の

句
に
は
時
間
が
あ
る
故
に
主
観
的
の
傾

か
た
む
きを

持
て

居
る
。
時
間
は
絵
画
に
現
は
せ
ぬ
処
を
見
て
も
、
純
客
観
で
無
い
事
は
分

る
」
と
し
て
い
る
。
発
言
者
は
子
規
と
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、「
と
し
守も

る

夜よ

老
は
た
う
と
く
見
ら
れ
け
り
」
の
句
に
た
い
し
て
、
や
は
り
子
規
の
こ

と
ば
と
し
て
、「
年
守
る
は
無
論
徹
夜
す
る
の
で
、（
中
略
）
即
ち
此
句
に

は
時
間
の
継
続
を
含
め
て
見
た
い
」
と
、
年
越
し
の
夜
を
徹
夜
し
て
明
か

す
と
い
う
、
と
き
の
流
れ
を
率
直
に
認
め
て
い
る
。

　

ま
た
、「
巡
礼
の
目
鼻
書か

き

ゆ
く
ふ
く
べ
哉
」
の
句
を
め
ぐ
っ
て
は
、鳴
雪
・

虚
子
・
紅
緑
ら
に
よ
る
議
論
の
の
ち
、
子
規
の
評
言
が
発
せ
ら
れ
て
、「
蕪

村
の
作
意
は
固も

と
巡
礼
が
瓢
に
目
鼻
を
書
く
前
後
の
事
実
を
見
て
、
即
ち

あ
る
時
間
つ
ゞ
い
て
起
つ
た
出
来
事
の
全
体
を
見
て
か
う
い
ふ
句
に
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
無
理
に
瞬
間
の
景
色
に
せ
う
と
す
る
の
は
無
理

で
あ
る
」
と
言
い
、
な
に
が
な
ん
で
も
瞬
間
的
写
生
句
と
し
て
解
す
る
こ

と
に
は
慎
重
に
な
る
よ
う
、
注
意
を
促
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
子
規
の
発
言
は
、
出
席
者
の
議
論
が
一
段
落
し
た
と
こ
ろ

で
、
あ
た
か
も
付
け
足
し
の
よ
う
に
、「
子
規
云
」
の
一
言
の
も
と
に
し

る
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
病
勢
篤
き
子
規
が
「
句
集
講
義
」
の
議
論
に

参
加
で
き
ず
、
そ
の
記
録
を
目
に
し
て
、
ど
う
し
て
も
言
っ
て
お
か
ね
ば

な
ら
ぬ
、と
お
も
い
至
っ
た
う
え
で
の
発
言
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、

あ
え
て
蕪
村
の
時
間
性
に
ふ
れ
た
言
説
を
口
に
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、

よ
ほ
ど
の
信
念
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
弟
子
ら
の
偏

頗
で
一
方
的
な
見
解
に
歯
止
め
を
か
け
る
意
思
が
感
じ
ら
れ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
「
講
義
」
の
な
か
で
、
蕪
村
の
一
句
ご
と
の

読
解
に
あ
た
っ
て
、
瞬
間
性
や
時
間
性
が
話
題
に
な
る
こ
と
は
ま
れ
で

あ
っ
た
。
句
々
の
評
言
は
、当
該
の
句
が
ど
れ
ほ
ど
客
観
的
か
主
観
的
か
、

あ
る
い
は
、
客
観
性
の
な
か
に
主
観
的
要
素
が
い
か
に
絡
み
合
っ
て
蕪
村

ら
し
さ
が
見
て
と
れ
る
か
、
な
ど
と
い
っ
た
観
点
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
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多
い
。
こ
の
「
講
義
」
に
限
ら
ず
、こ
の
こ
ろ
の
俳
句
を
評
す
る
文
言
は
、

も
っ
ぱ
ら
「
客
観
」「
主
観
」
ば
か
り
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
か
に

み
え
る
。
当
時
の
俳
句
評
価
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
こ
の
二
語
に
集
約
さ
れ

て
い
て
、そ
の
論
点
が
「
講
義
」
に
も
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

そ
ん
な
空
気
の
な
か
で
、
ひ
と
り
子
規
の
み
が
、
折
あ
ら
ば
蕪
村
の
時
間

性
を
問
題
に
し
て
い
る
の
は
注
目
す
る
に
値
す
る
。

　

俳
句
は
写
実
を
旨
と
す
る
詩
歌
で
あ
り
、そ
こ
に
写
生
の
原
則
が
生
じ
、

作
品
と
し
て
客
観
的
特
性
が
顕
著
と
な
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
期
の
基

本
理
念
だ
っ
た
。
と
は
い
え
俳
句
の
空
間
性
ば
か
り
に
偏
し
て
、
時
間
的

側
面
は
議
論
の
余
地
す
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
子
規
が
控
え

め
な
が
ら
問
題
視
し
て
い
た
俳
句
の
時
間
性
に
つ
い
て
、
改
め
て
近
世
期

の
発
句
の
時
間
的
句
づ
く
り
を
考
え
て
み
た
い
。

　

風
景
や
物
体
を
見
聞
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
頭
の
な
か
で
、

こ
と
ば
と
和
歌
的
本
意
を
ひ
ね
り
ま
わ
す
の
が
、
貞
門
・
談
林
風
の
詠
法

だ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
詠
法
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
た
芭
蕉
と
そ
の
一
門
は

ま
た
、
と
き
に
時
間
の
流
れ
を
か
も
し
だ
す
発
句
も
試
み
て
い
た
。
そ
こ

0

0

に
現
存
す
る
景
物
を
描
き
だ
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
モ
ノ
の
拠
っ
て
来
た

る
経
緯
や
、
将
来
さ
ま
変
わ
り
す
る
予
兆
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
句
も
、

多
い
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
そ
れ
な
り
に
詠
じ
よ
う
と
し
て
い
た
。
芭

蕉
の
発
句
を
例
に
、
順
不
同
な
が
ら
一
部
を
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

　
　

行
春
に
わ
か
の
浦
に
て
追
付
た
り

　
　

秋
十
と
せ
却
て
江
戸
を
指さ

す

故
郷

　
　

名
月
や
池
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら

　
　

旅
が
ら
す
古
巣
は
む
め
に
成
に
け
り

　
　

お
く
ら
れ
つ
お
く
り
つ
は
て
は
木
曽
の
秋

　
　

春
も
や
ゝ
け
し
き
と
ゝ
の
ふ
月
と
梅

　
　

た
け
の
こ
や
稚
き
時
の
絵
の
す
さ
び

　

こ
れ
ら
の
句
に
は
、
種
々
の
時
間
経
過
の
な
か
で
句
想
を
練
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
芭
蕉
の
思
案
の
跡
が
う
か
が
え
る
。
以
下
略
解
す
る
と
、
わ
が
こ

こ
ろ
に
先
立
つ
春
の
行
方
へ
と
、
最
後
の
一
日
に
追
い
付
い
つ
き
ま
し
た

と
い
う
第
一
句
は
、
現
実
と
未
来
と
が
追
い
つ
追
わ
れ
つ
す
る
、
鷹
揚
な

る
春
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
。
五
句
め
に
も
こ
れ
に
似
た
句
ぶ
り
が
認
め

ら
れ
る
。
二
句
め
は
、
十
年
と
い
う
過
ぎ
去
っ
た
経
過
の
な
か
で
、
と
り

わ
け
現
時
点
の
情
意
が
こ
も
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
故
郷
へ
の
慕
わ

し
さ
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
つ
ぎ
の
句
は
、
秋
の
一
夜
を
時
間
の
経

緯
と
と
も
に
、
名
月
に
あ
ず
け
よ
う
と
す
る
賞
翫
の
句
。
さ
ら
に
六
句
め

は
、
立
春
を
し
ば
ら
く
過
ぎ
て
よ
う
や
く
春
ら
し
く
な
る
光
景
を
、
月
と

梅
で
表
現
し
よ
う
と
い
う
季
の
意
識
が
み
て
と
れ
る
。「
月
と
梅
」の
句
は
、



247

春
の
月
と
梅
が
、
ち
ょ
う
ど
ぴ
っ
た
り
の
季
節
感
を
か
も
し
だ
し
て
、
時

節
柄
の
相
応
性
を
見
せ
て
い
る
。
か
と
お
も
え
ば
、
末
句
の
よ
う
に
、
顔

を
出
し
た
ば
か
り
の
竹
の
子
の
姿
に
、
幼
少
期
の
自
画
の
拙
さ
を
回
想
す

る
と
い
っ
た
句
づ
く
り
も
あ
る
。

　

ま
た
芭
蕉
作
で
は
な
い
が
、『
笈
の
小
文
』
に
み
え
る
、
露
沾
の
芭
蕉

送
別
句
も
見
落
と
せ
な
い
。

　
　

時
は
冬
よ
し
の
を
こ
め
ん
旅
の
つ
と

前
回
の
吉
野
行
き
（「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
）
は
秋
だ
っ
た
た
め
、

桜
の
時
節
に
め
ぐ
り
会
え
な
か
っ
た
が
、
今
度
こ
そ
花
の
吉
野
を
満
喫
し

て
く
だ
さ
い
、
そ
し
て
、
そ
の
風
流
土
産
を
待
っ
て
い
ま
す
よ
と
い
う
心

映
え
を
吐
露
し
た
句
。
こ
う
し
た
、
未
来
へ
の
期
待
を
こ
め
る
句
づ
く
り

を
や
っ
て
み
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
本
句
で
は
、「
ん
（
む
）」
の
助
動
詞

が
絶
妙
の
働
き
を
し
め
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
時
間
の
あ
り
よ
う
を
見
つ
め
る
よ
み
ぶ
り
が
芭
蕉

た
ち
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
否
定
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
前
代
の
言
葉

と
本
意
を
こ
ね
く
り
回
す
句
風
か
ら
脱
し
て
、
目
の
前
の
、
あ
る
い
は
値

遇
し
た
景
物
に
た
い
し
て
、
写
実
的
も
し
く
は
写
生
的
に
対
処
し
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
。
そ
の
か
た
わ
ら
、
一
日
ご
と
に
経
過

す
る
時
間
、
季
節
を
め
ぐ
る
時
間
、
あ
る
い
は
人
生
を
歩
み
続
け
る
時
間
、

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
ト
キ
の
経
緯
を
意
識
し
た
発
句
を
試
み
よ
う
と
し

た
こ
と
も
疑
い
よ
う
が
な
い
。
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
物
ご
と
も
、
こ
れ
か

ら
訪
れ
よ
う
と
す
る
事
が
ら
も
、
い
ず
れ
も
目
前
に
は
あ
り
え
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
写
生
的
姿
勢
だ
け
で
は
応
じ
き
れ
な
い
実
作
の
場

ト
ポ
ス

が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
で
あ
り
な
が
ら
、
現
に
手
で
つ
か
み
よ

う
の
な
い
事
態
を
、
い
か
に
も
眼
前
に
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
モ
ノ
と
し
て

詠
じ
て
み
せ
る
こ
と
も
、
芭
蕉
の
句
法
に
は
あ
っ
た
。

　

ト
キ
へ
の
意
識
と
い
え
ば
、芭
蕉
に
は
ま
た
こ
ん
な
事
例
が
み
ら
れ
る
。

　
　

二
日
に
も
ぬ
か
り
は
せ
じ
な
花
の
春

　

貞
享
四
年
の
末
、
三
年
ぶ
り
に
伊
賀
に
帰
省
し
た
芭
蕉
だ
っ
た
が
、
翌

年
の
元
旦
、
前
夜
か
ら
の
飲
酒
に
よ
っ
て
夜
更
か
し
を
し
て
、
う
っ
か
り

元
日
を
寝
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
年
始
め
の
歳
旦
句
を
逃
す

と
い
う
失
策
を
し
で
か
し
た
。
で
も
、
正
月
ら
し
い
「
花
の
春
」
は
元
旦

の
み
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
二
日
で
あ
っ
て
も
花
や
か
な
春
が
一
気
に
失

わ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
な
ら
ば
、
そ
の
二
日
は
寝
過
ご
す
な
ん
て

こ
と
は
す
る
ま
い
ぞ
、と
い
う
。
お
の
が
失
態
を
自
嘲
し
や
る
と
と
も
に
、

一
日
ず
ら
し
た
歳
旦
句
を
よ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
花
の
春
」
を
俳
諧
的
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に
ひ
ね
っ
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　

元
禄
四
年
の
新
年
初
発
句
で
は
、
さ
ら
に
三
が
日
を
は
ず
す
よ
み
ぶ
り

を
み
せ
た
。

　
　
　
　

三
日
口
を
閉
て
、
題
正
月
四
日

　
　

大
津
絵
の
年
の
は
じ
め
は
何
仏

　

年
初
四
日
め
に
な
っ
て
よ
う
や
く
歳
旦
吟
を
詠
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
で
お
く
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
月
四
日
に
一
年
の
初
句
を
発
し
た
と
こ
ろ
に
俳
意
が

あ
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
前
書
で
、
わ
ざ
わ
ざ
三
が
日
に
は
一
句
も
よ

む
こ
と
を
せ
ず
に
い
た
と
こ
と
さ
ら
言
い
た
て
た
と
こ
ろ
に
、
俳
諧
的
意

図
を
示
そ
う
と
い
う
の
は
明
白
で
あ
る
。

　

去
来
の
『
旅
寝
論
』
で
は
、
そ
れ
を
あ
え
て
芭
蕉
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
と

と
ら
な
い
で
、
以
下
の
ご
と
く
お
お
ら
か
に
理
解
し
よ
う
と
努
め
て
い
る

（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
本
）。

　
　

と
か
く
試
筆
の
句
は
元
日
に
も
せ
よ
、
二
日
・
三
日
に
も
せ
よ
、
只

一
句
の
み
と
い
へ
る
格
式
に
や
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
ひ
つ
き
や
う
二

日
に
吟
じ
、
四
日
に
題
し
給
ふ
事
は
、
一

ツ
は
騒
人
の
風
流
、
一

ツ

は
風
客
の
感
偶
也
。
し
い
て
一
句
に
か
ぎ
る
に
も
有
ま
じ
。
其
趣
を

得
給
ふ
時
は
い
く
つ
も
有
べ
し
。

　

前
出
の
「
二
日
に
も
」
の
句
を
も
呼
び
お
こ
す
よ
う
に
し
つ
つ
、
歳
旦

吟
と
い
っ
て
も
、
べ
つ
に
元
日
で
も
、
二
日
、
三
日
、
ひ
い
て
は
四
日
で

も
い
い
し
、
ま
た
一
句
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
ひ
と
り
複
数
の
句
を
出
し
て

も
、
気
が
赴
け
ば
こ
と
さ
ら
問
題
視
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
だ
。
こ

の
考
え
方
が
通
用
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
え
て
元
日
以
外

の
日
に
歳
旦
を
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
に
、
や
は
り
芭
蕉
が
俳
諧
と
し
て
の

ね
ら
い
を
押
し
出
そ
う
と
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
は
時
間
そ
の
も
の
を
よ
ん
だ
句
で
は
な
い
が
、
詠
じ
る
べ
き
日

取
り
を
あ
え
て
ず
ら
す
と
い
う
ひ
ね
り

0

0

0

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

な
り
の
俳
諧
性
を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
意
図
が
う
か
が
え
る
。と
な
れ
ば
、

こ
れ
も
常
識
を
は
ず
し
て
み
せ
る
、
芭
蕉
的
な
時
間
発
句
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
時
間
を
め
ぐ
る
俳
諧
の
多
面
性
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

芭
蕉
に
試
み
ら
れ
た
、
諸
々
の
時
間
意
識
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
蕉
門
俳

人
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
、
特
有
の
境

地
を
う
み
だ
し
た
俳
人
と
い
え
ば
、
だ
れ
を
お
い
て
も
、
ま
ず
蕪
村
に
指

を
屈
す
る
だ
ろ
う
。
と
き
に
は
写
生
俳
人
と
見
ら
れ
か
ね
な
か
っ
た
蕪
村

だ
が
、
じ
つ
は
時
間
性
を
質
・
量
と
も
に
豊
か
に
生
か
し
た
句
づ
く
り
に
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よ
っ
て
、
別
趣
、
蕪
村
な
ら
で
は
の
俳
諧
の
境
地
を
生
み
だ
し
た
。

三　

時
間
と
詩
歌

　

子
規
は
、
芭
蕉
の
発
句
に
関
し
て
、「
古
来
の
和
歌
に
比
し
て
客
観
的

美
を
現
す
こ
と
多
し
」（『
俳
人
蕪
村
』）
と
語
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も

や
は
り
蕪
村
の
客
観
的
な
句
づ
く
り
を
対
置
す
る
と
、
比
較
す
る
ま
で
も

な
い
と
言
い
き
っ
て
い
る
。
そ
の
ば
あ
い
の
客
観
性
と
は
、「
極
度
の
客

観
的
美
は
絵
画
と
同
じ
」
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、絵
画
、

こ
と
に
写
生
的
絵
画
を
意
味
し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
は
、
客
観
・
主
観
に
ば
か
り
こ
だ
わ
る
子
規
門

連
中
の
蕪
村
理
解
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
た
の

だ
ろ
う
、
と
き
に
は
時
間
的
特
性
に
も
注
意
を
す
る
よ
う
に
と
促
す
こ
と

が
あ
っ
た
（
前
章
）。
と
な
る
と
、
子
規
は
必
ず
し
も
し
ゃ
に
む
に
蕪
村

の
写
生
を
言
い
た
て
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
に
垣
間
見
ら
れ
る

時
間
的
感
性
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
蕪
村

発
句
が
ま
る
で
絵
の
よ
う
だ
と
い
う
純
写
生
的
感
性
を
基
本
的
に
認
め
つ

つ
、
そ
の
見
解
に
固
執
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
う
え
で
時
間
的
な
ふ
く
ら

み
が
備
わ
っ
て
い
て
こ
そ
、
あ
れ
だ
け
の
豊
饒
な
る
俳
句
世
界
が
成
り

立
っ
た
と
言
わ
ん
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、子
規
の
〝
蕪
村
発
見
〟
か
ら
一
世
紀
以
上
を
経
過
し
、

そ
の
間
に
蕪
村
評
価
の
環
境
は
さ
ま
変
わ
り
し
た
。
た
と
え
ば
、
萩
原
朔

太
郎
の
よ
う
な
ま
っ
た
く
異
な
る
蕪
村
観
を
描
き
出
す
試
み
が
あ
り
、
そ

の
後
陸
続
と
発
表
さ
れ
た
、
多
様
多
彩
な
研
究
や
評
論
が
あ
っ
た
。
さ
ら

に
は
、
子
規
た
ち
が
目
に
し
え
な
か
っ
た
、「
自
筆
句
帳
」
や
『
夜
半
亭

蕪
村
句
集
』
な
ど
と
い
っ
た
新
出
の
画
期
的
資
料
に
も
遭
遇
し
た
。
そ
ん

な
時
代
の
経
過
が
あ
っ
て
、
蕪
村
読
解
の
姿
勢
に
再
検
討
を
加
え
る
べ
き

時
機
が
到
来
し
て
い
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

い
ま
や
蕪
村
発
句
三
千
、一
句
ご
と
に
検
討
を
く
わ
え
、
時
間
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
味
わ
っ
て
い
け
ば
、
お
よ
そ
き
り
が
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、

以
下
で
は
時
間
詠
の
相
を
幾
種
類
か
に
わ
け
て
、
句
例
を
あ
げ
る
こ
と
に

し
た
い
。
そ
の
な
か
で
必
要
に
応
じ
て
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
こ

と
も
あ
る
。
な
お
、
発
句
に
時
間
的
要
素
を
織
り
込
む
詠
法
は
、
む
ろ
ん

蕪
村
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
芭
蕉
を
は
じ
め
と
す
る
元
禄
期
の
俳
人

に
も
あ
れ
ば
、
天
明
期
の
蕪
村
の
周
辺
で
も
見
か
け
ら
れ
る
も
の
だ
が
、

本
稿
で
は
蕪
村
の
作
品
に
か
ぎ
っ
て
見
て
ゆ
く
も
の
と
す
る
。

　
　

御
手
討
の
夫め

を
と婦

な
り
し
を
更
衣

　

過
去
と
現
在
の
対
比
性
を
鮮
明
に
詠
じ
て
み
せ
た
、
蕪
村
を
代
表
す
る
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名
句
と
し
て
周
知
の
作
で
あ
る
。
上
五
と
中
七
の
事
態
が
「
し
（
き
）」

と
い
う
過
去
の
助
動
詞
で
描
か
れ
、
そ
れ
を
助
詞
「
を
」
に
よ
っ
て
、
逆

転
せ
し
め
る
句
法
の
作
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
下
五
「
更
衣
」
の
現
在
が
、

み
ご
と
に
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
明
確
な
過
去
の
事
実
を

告
げ
る
助
動
詞
は
、
こ
の
夫
婦
の
運
命
が
い
っ
た
ん
は
確
定
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
な
ん
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ひ
っ
く
り
返

り
、
幸
い
に
も
い
ま
ま
さ
に
命
長
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
れ
が
「
更

衣
」
の
季
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
季
語
は
、
四
月
一

日
と
い
う
、
春
か
ら
夏
へ
の
変
わ
り
目
を
あ
ら
わ
す
生
活
行
事
で
、
新
生

の
気
を
か
も
し
だ
す
に
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
り
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
あ

ざ
や
か
な
転
換
を
表
出
し
て
い
る
。

　

も
の
ご
と
の
姿
を
、
い
ま
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
だ
す
こ
と
に
長
じ
て
い

る
と
さ
れ
る
俳
諧
が
、
じ
つ
は
こ
ん
な
波
乱
万
丈
の
人
生
模
様
を
描
き
出

す
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
だ
。
物
語
は
多
様
な
時
制
を
駆
使
し
て
こ
そ
成

立
す
る
。
そ
れ
を
蕪
村
は
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
。
ま
る
で
小
説
を

十
七
文
字
に
凝
縮
し
た
感
す
ら
認
め
ら
れ
る
。
改
め
て
、
蕪
村
に
お
け
る

時
間
の
多
様
性
を
追
求
す
る
意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　

ま
だ
長
ふ
成な

る

日
に
春
の
か
ぎ
り
か
な

　
　

草
の
雨
祭
の
車
過
て
の
ち

　
　

負ま
く

ま
じ
き
角す

ま
ふ力

を
寝
も
の
が
た
り
哉

　
　

楠
の
根
を
静
に
ぬ
ら
す
時
雨
哉

　

と
り
あ
え
ず
目
に
ふ
れ
た
時
間
的
発
句
を
、
春
夏
秋
冬
の
各
季
節
か
ら

一
句
ず
つ
書
き
出
し
て
み
た
。
第
一
句
は
、
永
日
を
う
た
わ
れ
て
き
た
春

の
日
が
、
じ
つ
は
夏
に
向
か
っ
て
さ
ら
に
永
く
な
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
立

夏
直
前
に
春
の
終
末
を
迎
え
る
肩
す
か
し
の
気
味
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。

和
歌
以
来
の
本
意
に
反
旗
を
翻
し
た
か
に
み
え
る
点
に
、
俳
諧
的
ね
ら
い

が
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。

　

第
二
句
は
、
牛
車
を
ふ
く
む
、
葵
祭
の
行
列
が
通
り
過
ぎ
た
あ
と
、
散

り
落
ち
た
葉
っ
ぱ
や
若
草
の
う
え
に
四
月
の
雨
が
ふ
る
さ
ま
を
描
い
て
い

る
。
は
な
や
か
な
行
列
に
よ
っ
て
巻
き
上
げ
ら
れ
た
塵
ほ
こ
り
、
そ
れ
を

ま
る
で
鎮
め
る
か
の
ご
と
く
そ
ぼ
降
る
雨
、
祭
事
の
前
後
を
描
い
て
絶
妙

で
あ
る
。

　

そ
し
て
つ
ぎ
の
句
は
、
相
撲
大
会
で
負
け
る
は
ず
が
な
い
と
思
い
込
ん

で
い
た
勝
負
に
苦
杯
を
な
め
た
悔
し
さ
が
、
眠
り
に
つ
い
て
か
ら
も
脳
裏

か
ら
去
ら
ず
、
う
わ
ご
と
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
句
づ
く
り
で
あ
る
。
相

撲
の
試
合
そ
の
も
の
を
詠
ず
る
の
で
は
な
く
、
敗
戦
と
い
う
憂
き
目
を
み

た
あ
と
の
無
念
を
夢
中
に
た
ぎ
ら
せ
て
い
る
の
だ
。
相
撲
じ
た
い
で
は
な

く
、試
合
後
の
敗
者
の
心
情
に
お
も
い
を
よ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、か
え
っ
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て
敗
者
の
胸
中
を
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
え
る
チ
カ
ラ
を
た
た
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
最
終
句
、
楠
の
木
と
い
え
ば
、
ま
ず
樹
齢
を
重
ね
た
大
樹
を
想

起
さ
せ
る
。
こ
の
楠
の
木
も
数
百
年
の
齢
の
う
ち
に
大
木
と
な
り
、
大
地

を
覆
い
尽
く
さ
ん
ば
か
り
の
樹
葉
を
は
び
こ
ら
せ
て
い
る
。
そ
こ
へ
初
冬

の
時
雨
が
降
り
注
い
で
き
た
が
、
繁
茂
を
重
ね
た
枝
や
葉
の
た
め
に
、
時

雨
の
雨
で
は
た
だ
ち
に
地
上
に
雨
滴
を
滴
ら
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
う

ち
に
雨
は
や
む
、
と
お
も
う
間
も
な
く
、
滴
り
が
少
し
ず
つ
落
ち
て
き
て
、

む
き
出
し
の
根
方
を
し
ず
か
に
濡
ら
し
は
じ
め
る
。
降
雨
と
水
滴
の
時
間

差
が
一
句
の
ね
ら
い
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
永
遠
の
相
を

お
も
わ
せ
る
楠
の
木
と
、
少
時
降
っ
て
は
あ
が
る
本
意
を
も
つ
時
雨
、
こ

の
ふ
た
つ
の
時
間
の
対
照
性
が
鮮
烈
に
胸
を
打
た
な
い
で
は
お
か
な
い
。

　

右
の
四
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
趣
も
よ
み
ぶ
り
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
時
間
変
位
の
相
を
発
想
の
基
本
に
置
い
て
い
る
点
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
。
世
の
中
の
出
来
事
や
物
事
を
、
あ
る
意
味
で
は
写
生
的
に

写
し
取
り
つ
つ
も
、
そ
こ
へ
時
間
の
相
を
織
り
込
ん
で
工
案
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
瞬
間
の
詠
物
に
お
わ
ら
な
い
で
、
モ
ノ
や
ケ
イ
の
立
体
的
ふ
く

ら
み
が
か
も
し
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
の
景
と
時
間
の
相
を
交
錯

さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
三
次
元
的
空
間
さ
え
感
じ
さ
せ
る
句
づ
く
り
と

な
っ
て
い
る
。
物
語
的
奥
行
き
感
と
も
い
い
う
る
だ
ろ
う
。

加
藤
周
一
氏
の
『
日
本
に
お
け
る
時
間
と
空
間
』（
二
〇
〇
七
年
、
岩

波
書
店
刊
）
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、こ
の
世
界
ま
た
宇
宙
の
時
間
は
、

基
本
的
に
直
線
的
に
進
行
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
人
間
を
ふ
く
む
命
あ

る
も
の
す
べ
て
、
そ
の
流
れ
に
即
し
て
誕
生
し
、
生
を
は
ぐ
く
み
、
そ
し

て
い
つ
か
終
焉
を
迎
え
る
。
こ
れ
は
普
遍
的
原
理
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
原
理
へ
の
思
考
法
や
、
現
実
世
界
で
の
対
応
の
し
か
た
は
、
よ
っ
て
た

つ
立
場
に
よ
っ
て
お
の
ず
と
分
れ
て
く
る
。
西
欧
の
よ
う
に
、
始
め
と
終

わ
り
を
線
分
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
、
と
う
ぜ
ん
そ
の
中
心
を
ど
こ
か
一

点
に
見
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
な
か
で
、
人
生
や
生
活
が
時
間
の
推

移
に
の
っ
て
た
だ
流
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
（
そ
う
い
う
場
面
が
あ
る
こ

と
も
一
概
に
否
定
は
で
き
な
い
が
）、
成
長
の
過
程
を
へ
て
、
安
定
を
維

持
し
、
そ
の
う
ち
に
流
動
性
や
不
安
定
に
見
舞
わ
れ
、
や
が
て
衰
亡
の
時

期
を
迎
え
て
、
そ
し
て
終
末
に
至
る
。
こ
う
と
ら
え
る
と
、
た
ん
に
人
生

の
経
過
が
、
川
面
に
う
か
ぶ
浮
草
の
よ
う
に
、
表
面
的
に
過
ぎ
去
っ
て
い

く
だ
け
で
な
く
、
浮
き
沈
み
が
あ
り
、
と
き
に
は
き
ら
び
や
か
な
花
を
咲

か
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
し
お
れ
、
そ
し
て
落
花
す

る
こ
と
に
な
る
と
気
づ
く
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
人
生
の
構
造
が
明
白
に
な
る

と
い
え
る
。
と
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
を
見
究
め
つ
つ
、
人
生
設
計

を
志
向
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

そ
う
い
っ
た
構
造
性
に
意
を
向
け
る
生
命
の
様
態
が
あ
る
一
方
で
、
計

り
知
れ
な
い
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
、
人
生
の
実
相
を
、
と
き
に
ほ
ん
の
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わ
ず
か
、
一
瞬
に
し
か
感
じ
取
れ
な
い
と
い
う
感
性
も
あ
り
う
る
。
永
遠

な
る
天
上
世
界
に
比
べ
て
、
せ
い
ぜ
い
百
年
に
満
た
な
い
人
間
に
与
え
ら

れ
た
時
間
の
な
ん
と
短
い
こ
と
よ
！　

一
瞬
に
も
等
し
い
は
か
な
い
営
み

で
は
な
い
か
。
命
を
与
え
ら
れ
て
生
長
し
、
あ
く
せ
く
と
日
々
の
暮
ら
し

を
送
る
う
ち
に
、
老
年
を
む
か
え
、
体
調
を
崩
し
た
か
と
お
も
う
間
も
な

く
、
人
生
の
終
わ
り
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
つ
ぎ
と
目
の
前
に
あ

ら
わ
れ
る
事
ご
と
に
対
応
す
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で
過
ご
し
て
い
る
う
ち

に
、
振
り
返
る
と
、
何
十
年
と
い
う
時
間
が
ほ
ん
の
瞬
時
に
し
か
お
も
わ

れ
な
い
、
そ
ん
な
人
生
を
思
念
す
れ
ば
、
特
段
の
修
行
を
経
験
し
た
者
で

な
く
と
も
、「
無
常
の
念
」
に
か
ら
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像

さ
れ
る
。
そ
う
あ
る
な
ら
ば
、
あ
れ
こ
れ
お
も
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
を
せ

ず
と
も
、〝
時
の
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
〟、
い
ま
目
の
前
の
出
来
事
を
う
ま

く
や
り
す
ご
し
、
通
り
過
ぎ
た
過
去
の
こ
と
や
、
こ
れ
か
ら
待
ち
受
け
て

い
る
未
来
の
こ
と
に
気
を
煩
わ
せ
る
と
い
う
の
は
無
益
な
こ
と
と
し
か
お

も
わ
れ
な
い
。
こ
れ
ぞ
、
現
世
主
義
の
極
地
で
あ
る
。
日
本
人
は
お
お
む

ね
時
間
を
現
世
的
に
と
ら
え
る
思
想
が
ゆ
き
渡
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

煎
じ
つ
め
れ
ば
、
直
線
的
時
間
論
に
は
、
こ
れ
ら
ふ
た
通
り
の＜

世
界

観

＜

が
あ
る
と
み
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、加
藤
氏
は
こ
れ
と
は
べ
つ
の
時
間
論
を
も
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、

時
間
の
円
環
性
、
あ
る
い
は
循
環
性
で
あ
る
。
地
球
に
と
っ
て
、
そ
し
て

そ
の
上
で
生
を
営
む
人
間
に
と
っ
て
、
地
球
が
太
陽
の
周
り
を
ぐ
る
り
と

回
る
一
年
は
、抜
き
差
し
な
ら
ぬ
時
間
の
単
位
で
あ
る
。
細
か
く
み
れ
ば
、

二
十
四
時
間
の
一
日
、
そ
れ
が
積
み
重
な
っ
て
一
ケ
月
を
な
す
。
そ
の
う

ち
に
天
候
や
自
然
の
相
が
し
だ
い
に
変
化
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
。
い
つ

の
こ
ろ
か
ら
か
、
一
ケ
月
を
三
つ
重
ね
て
季
節
と
し
、
一
年
を
四
つ
の
季

節
に
分
節
し
て
、
そ
れ
ら
を
春
夏
秋
冬
と
命
名
す
る
に
い
た
る
。
こ
れ
ら

の
季
節
は
、
行
っ
た
き
り
で
は
な
く
、
地
球
が
太
陽
を
一
周
す
る
と
、
ふ

た
た
び
も
ど
っ
て
く
る
。
ま
る
で
円
を
描
く
よ
う
に
く
る
り
と
季
節
が
一

周
す
る
と
、ま
た
似
た
よ
う
な
天
候
や
季
節
が
再
現
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、

毎
年
完
全
に
お
な
じ
季
節
の
景
観
が
か
も
し
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
年
ど
し
に
よ
っ
て
な
に
が
し
か
の
変
化
に
見
舞
わ
れ
る
の
も
ま
た
真

実
で
あ
る
。
そ
の
変
化
を
、
と
き
に
苦
痛
に
お
も
い
、
と
き
に
快
適
に
感

じ
る
こ
と
も
あ
る
。

日
本
に
あ
っ
て
は
、こ
う
し
た
季
節
感
を
こ
と
さ
ら
た
い
せ
つ
に
し
た
。

と
く
に
詩
歌
の
世
界
で
は
、
季
節
の
め
ぐ
り
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係

を
、
切
実
な
お
も
い
で
う
た
い
こ
ん
で
き
た
。
和
歌
の
基
い
と
な
っ
た
古

今
和
歌
集
で
は
、「
恋
」
と
な
ら
ん
で
、「
春
夏
秋
冬
」
の
四
季
は
二
本
柱

の
ひ
と
つ
と
さ
れ
た
。
そ
の
主
意
は
、
勅
撰
集
を
は
じ
め
と
す
る
そ
れ
以

後
の
和
歌
を
一
貫
す
る
、
根
源
的
命
題
と
な
っ
た
。

和
歌
の
世
界
に
終
わ
ら
ず
、
各
季
節
の
景
物
を
必
要
不
可
欠
の
要
素
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と
し
て
、
詩
歌
の
一
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
さ
せ
た
の
が
連
歌
で
あ
り
、
俳
諧
・

俳
句
で
あ
る
。
連
歌
か
ら
数
え
る
と
、
こ
の
歴
史
も
ゆ
う
に
五
百
年
を
越

え
、
現
代
も
な
お
詠
じ
続
け
ら
れ
て
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。
日
本
の
風
土

に
適
し
、
そ
こ
に
生
き
る
日
本
人
の
性
向
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
形
式
だ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
閉
じ
ら
れ
た
円
環
性
が
あ
る
一
方
、
無
限
の
直
線
性
も
ま
た

否
定
し
が
た
い
時
間
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
俳
諧
・
俳
句
と
い
う
詩
歌
は
、

こ
の
時
間
の
二
重
性
を
か
ら
ま
せ
て
つ
く
り
あ
げ
る
文
芸
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
毎
年
似
た
よ
う
な
光
景
が
再
来
す
る
こ
と
を
予
想
し
な

が
ら
、あ
る
種
の
変
化
を
た
の
し
む
こ
こ
ろ
を
詠
ず
る
。
そ
う
あ
り
つ
つ
、

一
年
ご
と
に
人
生
を
消
費
し
て
ゆ
く
う
ち
に
、
取
り
返
し
よ
う
の
な
い
時

間
に
つ
い
て
ふ
か
い
詩
的
感
興
を
致
す
。
こ
の
両
面
を
交
差
さ
せ
つ
つ
句

を
詠
じ
、ま
た
味
わ
う
の
が
俳
諧
の
最
大
の
特
質
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
時
間
の
意
識
の
持
ち
よ
う
に
よ
っ
て
、
よ
み
ぶ
り
は
ま
す
ま
す

多
様
性
を
か
も
す
も
の
と
な
る
。

四　

蕪
村
発
句
の
時
間
性

　

直
線
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
円
環
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
俳
諧
（
俳
句
）
と

い
う
文
芸
が
、
景
物
の
一
瞬
の
相
貌
を
詠
じ
や
す
い
と
い
う
見
解
に
ま
っ

た
く
異
存
は
な
い
。
そ
う
は
い
い
つ
つ
、目
前
の
モ
ノ
や
ケ
イ
の
う
ち
に
、

ト
キ
の
流
れ
を
見
つ
け
出
し
て
、
十
七
文
字
に
仕
立
て
る
詠
句
法
も
軽
視

し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
句
法
で
あ
る
と
と
も
に
、
時
間
へ
の
鋭
敏
な

感
受
性
で
あ
り
、
人
生
に
つ
い
て
の
ふ
か
い
思
念
で
あ
り
、
そ
し
て
連
衆

や
読
者
に
訴
え
る
表
現
力
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
生
き
た
時
代
に
よ
っ
て
も
詠
じ
方
は
変
化
し
、
置

か
れ
た
立
場
に
よ
っ
て
も
句
ぶ
り
は
異
な
っ
て
く
る
。
か
な
ら
ず
し
も
現

物
を
見
ず
し
て
、
た
ん
に
季
題
に
応
じ
て
季
物
を
よ
ん
で
み
せ
る
こ
と
が

ふ
し
ぎ
で
な
か
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
貞
門
俳
諧
で
あ
る
。

物
ご
と
の
現
実
を
十
七
文
字
に
ま
と
め
る
よ
り
も
、
言
語
表
現
の
妙
味
や

遊
戯
性
に
重
き
を
お
く
立
場
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、談
林
俳
諧
で
あ
る
。

お
な
じ
俳
諧
で
も
、
芭
蕉
に
お
い
て
は
、
詠
作
の
実
践
を
つ
む
う
ち
、
し

だ
い
に
詠
じ
る
姿
勢
や
方
法
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
句
会
と
い
う
場
で
句
作
す
る
と
き
と
、
旅
先
で
み
ご
と
な
景
色

に
出
会
っ
た
と
き
と
で
は
、
よ
み
よ
う
は
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
恋
の

情
念
を
よ
む
と
き
と
、
な
じ
み
の
ひ
と
を
追
悼
す
る
と
き
と
で
も
、
詠
じ

方
は
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
作
者
の
力
量
や
経
験
、
ま
た

生
ま
れ
な
が
ら
の
資
質
や
環
境
に
よ
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
が
生
ま

れ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

　

こ
の
あ
と
、
蕪
村
の
発
句
作
品
に
寄
り
添
い
つ
つ
、
と
く
に＜

時
間＞
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と
い
う
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
特
性
を
一
覧
し
て
み
よ
う
と
お
も

う
。
蕪
村
は
江
戸
中
期
に
上
方
で
、
画
家
と
し
て
、
ま
た
俳
人
と
し
て
活

動
し
、さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
に
愛
唱
さ
れ
る
作
品
を
あ
ま
た
生
み
だ
し
た
。

た
だ
、
三
千
に
も
の
ぼ
る
蕪
村
発
句
を
と
り
と
め
も
な
く
見
ま
わ
す
ば
か

り
で
は
散
漫
に
陥
る
だ
け
な
の
で
、
本
稿
で
は
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン

に
分
類
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、全
体
へ
の
目
配
り
を
は
か
る
こ
と
と
す
る
。

そ
こ
で
以
下
の
よ
う
に
、<
時
間>

に
た
い
す
る
意
識
に
つ
い
て
い

さ
さ
か
強
引
に
三
分
類
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
や
や
細
部
に
分
け
入
る
こ

と
を
こ
こ
ろ
が
け
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
三
種
で
あ
る
。

【
Ａ
】
時
間
の
直
線
的
流
れ
の
し
ぜ
ん
な
作

【
Ｂ
】
不
均
等
な
時
間
経
過
を
意
識
さ
せ
る
作

【
Ｃ
】
直
線
的
時
間
に
添
い
つ
つ
俳
諧
的
作
意
が
認
め
ら
れ
る
作

こ
れ
ら
三
分
類
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
三
つ
に
分
け
て
、

時
間
詠
の
諸
相
を
探
っ
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
は
別
の
分
け
よ
う

も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
つ
の
試
案
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
例
句
掲
出
の
順
に
特
段
の
意
味
は
な
い
。
出
典
は
と
く
に
明
記
し
な

か
っ
た
が
、『
蕪
村
句
集
』『
蕪
村
遺
稿
』『
夜
半
亭
蕪
村
句
集
』あ
る
い
は「
蕪

村
自
筆
句
帳
」
な
ど
、
一
般
的
な
句
集
・
句
稿
類
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
前

書
は
す
べ
て
省
略
し
、
異
同
も
考
察
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。

【
Ａ
】
時
間
の
直
線
的
流
れ
の
し
ぜ
ん
な
作

　

い
つ
と
は
特
定
し
え
な
い
過
去
か
ら
現
在
の
時
点
ま
で
続
い
て
き
た
時

間
が
、
さ
ら
に
こ
の
先
定
め
の
つ
か
な
い
未
来
へ
と
直
線
的
、
か
つ
永
久

的
に
つ
な
が
っ
て
い
く
感
覚
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
個
の
人
間
の
経
験
を

は
る
か
に
超
越
す
る
時
間
経
過
で
あ
る
が
、
知
り
う
る
か
ぎ
り
の
、
宇
宙

や
生
物
の
あ
り
さ
ま
、
ま
た
人
類
の
営
為
か
ら
推
し
量
る
時
間
観
念
で
は

あ
る
。
こ
れ
が
客
観
的
か
つ
主
観
的
に
み
て
、
も
っ
と
も
基
本
と
な
る
時

間
の
推
移
で
あ
る
の
は
た
だ
ち
に
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
さ
ら
に

三
つ
に
分
け
た
と
こ
ろ
で
、
蕪
村
の
発
句
を
と
ら
え
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
し
ぜ
ん
な
時
間
の
流
れ
に
応
じ
た
作

　

過
去
か
ら
現
在
、
さ
ら
に
未
来
へ
と
向
か
っ
て
進
行
す
る
時
間
に
沿
っ

て
発
句
を
展
開
さ
せ
、
そ
の
な
か
で
時
間
意
識
や
時
間
的
要
素
を
生
か
す

よ
み
ぶ
り
の
作
。

　

①
き
の
ふ
去い

ニ
け
ふ
い
に
雁
の
な
き
夜
哉

　

②
学
び
す
る
机
の
う
へ
の
か
や
り
哉

　

③
い
ざ
や
寝
ん
元
日
は
又
翌あ

す

の
事

　

④
み
じ
か
夜
の
闇
と
な
り
た
る
廿
日
か
な
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こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
日
々
の
経
過
、
季
節
の
変
化
、
ま
た
ひ
と
の
成

長
に
即
し
た
か
た
ち
で
、
時
間
が
移
ろ
い
つ
つ
景
情
の
転
ず
る
さ
ま
を
よ

も
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ま
り
俳
諧
的
趣
向
の
顕
著
な
句
案

と
は
受
け
取
り
が
た
い
面
が
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
か
、
時
間
性
が
特
筆
す
べ

き
ほ
ど
の
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

　

①
は
、
数
日
前
か
ら
そ
れ
と
意
識
し
な
い
う
ち
に
、
あ
れ
ほ
ど
た
む
ろ

し
て
い
た
雁
の
姿
が
し
だ
い
に
減
っ
て
い
っ
て
、
き
ょ
う
気
が
つ
く
と
、

い
ま
や
一
羽
も
い
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
、
帰
雁
の
よ
う
す
を
詠
じ
て

い
る
。
自
然
の
景
物
の
移
ろ
い
と
は
、
か
く
自
覚
し
な
い
な
か
で
こ
そ
な

さ
れ
て
ゆ
く
も
の
だ
。
ま
さ
し
く
、
過
去
か
ら
現
在
の
経
過
の
具
体
相
と

は
こ
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
②
に
も
過
去
か
ら
現
在
に
い
た
る
経
過
が
み

ら
れ
る
が
、
本
句
で
は
蚊
遣
火
の
燃
え
尽
き
る
は
ず
の
先
ま
で
が
見
通
さ

れ
て
い
る
。
③
で
は
、
元
旦
を
そ
れ
な
り
に
過
ご
し
て
、
で
は
明
日
の
二

日
は
ど
う
す
る
の
か
、
そ
れ
は
ま
た
明
日
の
こ
と
、
と
新
年
の
一
日
ご
と

の
刻
み
を
詠
じ
、
④
で
は
お
な
じ
く
日
々
の
経
過
を
う
た
い
な
が
ら
、
真

夏
の
遅
い
日
の
入
り
か
ら
月
の
出
ま
で
の
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
時
の
間
を

感
じ
取
る
繊
細
な
感
覚
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
言
わ
れ
て
み
れ
ば
納
得
で
き
る
ト
キ
の
経
過
で
あ
り
、
時

間
性
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。

二
、
時
間
の
経
過
そ
の
も
の
を
意
図
す
る
作

　

①
半は

ん

日じ
つ

の
閑か

ん

を
榎
や
せ
み
の
声

　

②
四
五
人
に
月
落
か
ゝ
る
お
ど
り
哉

　

③
二
も
と
の
む
め
に
遅
速
を
愛
す
か
な

　

④
茸
狩か

ら

ん
似
雲
が
鍋
の
煮に

ゆ

る
う
ち

　

こ
こ
で
は
、
一
句
の
眼
目
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
時
間
の
経
過
を
詠
じ

た
と
判
断
さ
れ
る
句
を
掲
出
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
時
の
経
過
が
物
事
の
姿

を
変
え
て
ゆ
く
よ
う
す
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。①
は
、せ
っ

か
く
夏
の
ほ
ん
の
い
っ
と
き
の
静
け
さ
を
得
て

0

0

（「
榎
」
の
「
エ
」
を
か

け
る
）、
蝉
の
鳴
き
声
に
耳
を
傾
け
て
い
る
、
と
い
う
の
か
。
な
お
、「
半

日
の
閑
」
は
、
長
嘯
子
の
用
語
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
直
接
的
に
は
芭
蕉

の
『
嵯
峨
日
記
』
か
ら
借
り
て
き
た
語
で
あ
る
。

②
の
「
四
五
人
に
」
の
句
は
、
一
見
す
る
と
、
単
純
に
秋
の
盆
踊
り
に

興
じ
て
い
る
さ
ま
を
よ
ん
で
い
る
だ
け
で
、
こ
と
さ
ら
時
間
に
関
係
し
て

い
る
と
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
七
「
月
落
か
ゝ
る
」
は
、
夜
明
け

に
近
づ
い
た
時
間
帯
を
さ
し
て
お
り
、
我
を
忘
れ
て
踊
り
興
じ
て
い
る
う

ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
夜
中
を
過
ぎ
て
夜
明
け
間
近
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
、
そ
こ
に
隠
れ
た

0

0

0

時
間
相
に
目
を
向
け
さ
せ
る
ね
ら
い
が
あ
る
。
陰
暦
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で
の
お
盆
は
七
月
十
五
日
、
つ
ま
り
満
月
の
夜
ご
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

落
ち
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
明
が
た
に
さ
し
か
か
っ
て
い
て
、
そ

れ
だ
け
の
時
間
経
過
を
包
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
う
っ
か
り
す
る
と
見

落
と
し
か
ね
な
い
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

③
は
、
早
春
の
梅
の
花
に
も
早
咲
き
、
遅
咲
き
の
時
間
差
が
あ
る
も
の

の
、
ど
ち
ら
も
愛
し
て
や
ま
な
い
花
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
④
は
、

隠
者
僧
似
雲
の
わ
が
身
ひ
と
り
の
つ
ま
し
い
生
活
ぶ
り
を
、
鍋
の
煮
え
る

あ
い
だ
に
狩
れ
る
だ
け
の
茸
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
、
と
よ
ん
だ
句
だ
が
、「
煮

る
う
ち
」
と
、
自
然
な
か
た
ち
で
時
間
経
過
そ
の
も
の
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
表
向
き
は
目
に
見
え
る
一
場
面
を
詠
じ
つ
つ
、
そ
の
裏

に
流
れ
る
、
隠
れ
た
時
間
の
推
移
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。

三
、
定
期
的
か
つ
順
序
だ
っ
て
回
数
を
重
ね
る
時
間
の
作

　

①
遠
近
お
ち
こ
ち
と
打
き
ぬ
た
哉

　

②
湖
へ
富
士
を
も
ど
す
や
五
月
雨

　

③
魂た

ま

か
へ
れ
初
裏
の
月
の
あ
る
じ
か
な

　

④
花
の
雲
三
重
に
襲
ね
て
雲
の
峰

　

①
は
、
砧
を
う
つ
音
の
規
則
性
を
よ
ん
だ
句
だ
が
、
あ
わ
せ
て
オ
チ
コ

チ
の
語
を
、
遠
く
か
ら
も
近
く
か
ら
も
と
い
う
距
離
感
に
重
ね
て
、
砧
の

音
色
を
擬
声
語
仕
立
て
に
し
た
表
現
で
あ
る
。底
に
砧
の
音
の
規
則
性
が
、

時
間
の
経
過
の
う
ち
に
流
れ
て
い
る
語
呂
合
わ
せ
と
評
し
て
よ
い
。②
は
、

毎
年
五
月
の
梅
雨
ど
き
に
な
る
と
湖
の
水
か
さ
が
増
し
て
、
そ
こ
に
く
っ

き
り
と
し
た
富
士
の
峰
が
映
ず
る
こ
と
を
描
い
た
も
の
で
、
こ
の
ば
あ
い

は
、
一
年
ご
と
の
規
則
性
に
も
と
づ
く
一
句
と
い
え
る
。

　

③
と
④
は
、
い
ず
れ
も
死
者
の
年
忌
を
悼
む
作
品
で
あ
る
。
前
者
は
太

祇
の
一
周
忌
、
後
者
は
師
巴
人
の
三
十
三
回
忌
に
際
し
て
よ
ま
れ
た
句
で

あ
る
。
ほ
か
に
も
こ
う
し
た
句
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
作
品
そ
の
も
の
に

時
間
性
が
あ
る
と
い
う
よ
り
、
詠
じ
た
機
会
な
い
し
場
に
応
じ
た
句
づ
く

り
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
同
様
の
句
作
は
蕪
村
に
限
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
だ
れ
も
が
な
す
べ
き
と
き
に
応
じ
て
必
要
な
詠
法
で
あ
る
。

【
Ｂ
】
不
均
等
な
時
間
経
過
を
意
識
さ
せ
る
作

　

ふ
だ
ん
平
常
の
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
気
持
ち
の
あ
り

よ
う
に
よ
っ
て
、時
間
経
過
に
つ
い
て
の
意
識
に
は
ム
ラ
が
あ
る
こ
と
を
、

し
ば
し
ば
経
験
す
る
で
は
な
い
か
。
時
間
は
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
、
着

実
に
未
来
へ
と
向
か
う
と
い
う
考
え
方
が
常
識
的
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の

過
ご
し
方
や
意
識
の
集
中
度
に
よ
っ
て
、
気
が
つ
か
ぬ
ま
ま
に
、
い
つ
し

か
時
間
が
経
過
し
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
と
は
逆
に
、
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い
か
に
も
ゆ
っ
た
り
と
進
む
受
け
取
り
方
や
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
時
間
の
進
捗
が
感
じ
ら
れ
な
い
感
覚
も
ま
た
し
ば
し
ば
お
こ

る
。
物
理
的
に
遅
速
は
あ
り
え
な
い
は
ず
の
時
間
の
経
過
が
、
感
受
性
の

な
か
で
は
、
変
化
の
種
々
相
を
句
中
に
と
り
こ
ん
で
い
る
作
が
と
き
に
み

ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
を
さ
ら
に
三
種
に
色
分
け
し
て
考
え
て
み
る
。

四
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
飛
翔
す
る
時
間
の
作

　

①
巨こ

燵た
つ

出
て
は
や
足
も
と
の
野
河
哉

　

②
唐
人
よ
此
花
過
て
の
ち
の
月

③
御
手
討
の
夫
婦
な
り
し
を
更
衣

　

④
旅
人
の
鼻
ま
だ
寒
し
初
ざ
く
ら

　

一
句
の
う
ち
に
、
人
物
や
事
態
が
二
種
類
以
上
よ
み
こ
ま
れ
て
い
て
、

そ
れ
ら
が
格
別
の
関
連
性
を
も
た
ぬ
ま
ま
に
詠
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴

と
い
え
る
。
時
間
的
移
動
に
関
連
性
が
と
く
に
見
受
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

で
、あ
き
ら
か
に
複
数
の
場
面
が
わ
ず
か
十
七
文
字
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。

①
は
、
滞
在
中
も
て
な
し
を
う
け
た
高
松
を
離
れ
つ
つ
、
名
残
惜
し
さ

の
な
か
で
よ
ま
れ
た
句
で
あ
る
。
冬
の
寒
さ
の
な
か
、
ひ
た
す
ら
歩
み
を

進
め
る
と
、
目
前
に
野
河
が
迫
っ
て
き
て
、
こ
れ
を
越
え
る
と
お
さ
ら
ば

だ
と
い
う
気
持
ち
が
、「
は
や
」
の
語
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
②
の
句
は
、

九
月
九
日
、
菊
（「
此
花
」）
の
節
句
の
あ
と
、
日
本
で
は
す
ぐ
に
十
三
日

の
名
月
が
や
っ
て
来
る
よ
と
、
あ
ち
ら
に
は
な
い
月
見
を
誇
っ
て
み
せ
た

も
の
。
秋
の
名
物
の
急
ぎ
足
の
転
換
を
描
い
た
と
も
い
え
る
。

③
の
「
御
手
討
の
」
の
句
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
上
五
・
中
七
が
過

去
の
出
来
事
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
下
五
が
現
在
と
い
う
二
場
面
を
、

「
し
・
を
」
と
い
う
過
去
の
助
動
詞
と
逆
説
の
助
詞
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、死
ぬ
は
ず
だ
っ
た
若
夫
婦
を
生
か
し
て
、更
衣
と
い
う
初
々

し
い
季
節
の
変
わ
り
目
を
み
ご
と
に
描
い
た
名
句
で
あ
る
。
二
様
の
境
遇

の
時
間
差
は
一
年
以
内
で
、
そ
の
な
か
で
お
こ
っ
た
、
あ
る
種
の
物
語
が

目
前
に
見
る
ば
か
り
の
一
句
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
発
句
で
も
、
時
制
を

飛
び
越
え
た
場
面
を
映
じ
て
不
足
は
な
い
。

　

④
で
は
、
旅
人
に
と
っ
て
は
鼻
先
が
真
っ
赤
に
な
る
ほ
ど
の
寒
さ
の
な

か
、
季
節
は
早
足
で
進
み
、
も
う
初
桜
が
咲
い
て
、
春
が
目
前
に
迫
っ
て

い
る
さ
ま
が
よ
ま
れ
て
い
る
。
季
節
の
移
ろ
い
は
か
く
も
急
ピ
ッ
チ
。

　

よ
み
よ
う
は
様
ざ
ま
だ
が
、
い
ず
れ
も
ど
こ
か
に
、
物
理
的
な
い
し
客

観
的
時
間
経
過
と
、
場
面
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
意
識
と
の
ズ
レ
を
足
が
か

り
に
し
た
発
意
が
み
ら
れ
る
。
詩
歌
と
し
て
の
時
間
の
あ
り
方
を
考
え
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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五
、
も
の
ご
と
の
端
的
な
一
瞬
を
点
じ
る
時
間

①
茨
野
や
夜
は
う
つ
く
し
き
虫
の
声

　

②
春
の
夜
や
宵
あ
か
つ
き
の
そ
の
中
に

　

③
身
に
し
む
や
亡
き
妻
の
く
し
を
閨
に
踏ふ

む

　

④
秋
寒
し
藤
太
が
鏑か

ぶ
らひ

ゞ
く
時

　

こ
れ
ら
と
同
様
の
視
点
の
句
は
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
に
の
ぼ
る
。
諸

作
を
一
覧
す
る
と
、
物
事
の
絶
頂
期
や
経
緯
の
な
か
の
勘
所
を
一
瞬
に
し

て
と
ら
え
た
作
で
あ
る
。
①
は
秋
の
野
の
「
虫
の
声
」、②
は
春
夜
の
「
宵

と
暁
」
の
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
位
置
す
る
点
、
③
は
愛
妻
逝
去
の
哀
し
み

を
痛
感
さ
せ
る
象
徴
的
一
物
の
「
櫛
」、
④
は
増
し
て
き
た
秋
の
寒
さ
を

痛
感
さ
せ
る
「
鏑
」
の
音
、
そ
れ
ぞ
れ
事
態
や
季
節
感
を
象
徴
す
る
モ
ノ

が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
冒
頭
に
述
べ
た
、「
俳
句
の
瞬
時
」
の

詠
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
冒
頭
に
引
い
た
、
小
川
氏
の
現
代
俳
句
の

詠
法
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
は
、時
代
を
こ
え
て
、

俳
諧
そ
の
も
の
の
基
本
的
姿
勢
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
現
代
俳
句
が
い
ま
こ
の
瞬
間
の
モ
ノ
の
あ
り
よ
う
を
よ
む
こ

と
に
重
き
を
置
く
の
に
た
い
し
て
、
こ
れ
ら
の
句
々
を
み
て
わ
か
る
よ
う

に
、
モ
ノ
だ
け
が
主
題
で
は
な
く
、
季
節
の
あ
り
よ
う
や
動
作
の
流
れ
、

さ
ら
に
は
ひ
と
の
生
き
死
に
と
い
っ
た
も
の
ま
で
も
見
越
し
て
、
そ
の
か

な
め
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ど
の
モ
ノ
に
し
て
も
、
ケ
イ
に
し
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の
経
過
の
な
か
で
、
こ
の
ト
キ
、
こ
の
一
瞬
と
い

う
中
心
点
を
ぴ
っ
た
り
と
、
は
ず
す
こ
と
な
く
押
さ
え
る
こ
と
こ
そ
が
俳

句
の
妙
味
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
さ
に
俳
諧
・
俳
句
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
こ
の
文
芸
が
四
百
年
以
上
も
続
い
た
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な

い
。蕪
村
は
と
り
わ
け
そ
の
ワ
ザ
に
秀
で
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
句
ご
と
の
解
釈
は
控
え
る
が
、
表
面
的
な
理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、
内
奥

に
ま
で
味
わ
い
を
及
ぼ
し
て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
す
る
。

六
、
永
続
す
る
時
間
を
停
止
さ
せ
る
作

①
宿
か
せ
と
刀
投
出
す
雪ふ

ぶ
き吹

哉

　

②
腰
ぬ
け
の
妻
う
つ
く
し
き
火
燵
哉

　

③
貧
乏
に
追
つ
か
れ
け
り
け
さ
の
秋

　

④
ち
り
て
後
お
も
か
げ
に
た
つ
ぼ
た
ん
哉

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
日
常
生
活
や
景
物
が
何
事
も
な
く
持
続
し
て
い

る
な
か
に
、
別
の
事
柄
が
突
如
と
し
て
出

し
ゅ
っ

来た
い

す
る
場
面
を
と
ら
え
た
作
で

あ
る
。
①
の
句
は
、
夜
中
に
荒
れ
狂
う
吹
雪
に
堪
え
て
い
る
一
家
に
、
突
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然
さ
む
ら
い
が
や
っ
て
き
て
、
ま
る
で
お
ど
か
す
か
の
よ
う
に
、
一
夜
の

宿
を
求
め
る
場
面
で
あ
る
。有
無
を
言
わ
せ
ぬ
強
引
さ
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

家
族
に
と
っ
て
は
な
ん
と
か
や
り
過
ご
そ
う
と
し
て
い
た
、
今
宵
の
吹
雪

の
時
間
を
、
武
士
の
闖
入
に
よ
っ
て
突
如
切
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

②「
腰
ぬ
け
の
」の
句
は
、一
見
時
間
の
経
緯
と
は
無
関
係
に
み
え
る
が
、

じ
つ
は
常
日
ご
ろ
、
休
む
間
も
な
く
家
の
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
る
生
活
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
、
火
燵
に
足
を
ふ
と
入
れ
る
や
否
や
、
そ
の
温
も
り
に
も

う
動
く
気
の
な
く
な
っ
た
妻
の
姿
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
夫
の
ほ
う
も

そ
こ
で
は
じ
め
て
妻
の
美
し
さ
に
見
と
れ
る
こ
と
に
な
る
。
表
面
的
に
は

時
間
の
永
続
が
感
じ
取
れ
な
い
が
、
じ
っ
く
り
読
み
込
む
な
か
に
、
日
常

生
活
と
い
う
持
続
低
音
が
響
く
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
の
こ
り
の
句
々

の
読
解
は
省
略
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
永
続
す
る
時
間
に
な
ん
ら
か
の
出

来
事
が
接
触
す
る
と
こ
ろ
に
、
俳
諧
と
し
て
の
妙
味
が
発
見
さ
れ
る
。

【
Ｃ
】
直
線
的
時
間
に
添
い
つ
つ
俳
諧
的
作
意
が
認
め
ら
れ
る
作

　

時
間
が
過
去
か
ら
未
来
へ
と
順
調
に
す
す
む
こ
と
を
前
提
に
し
な
が

ら
、
な
ん
ら
か
の
作
意
や
手
管
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
俳
諧
な

ら
で
は
の
ヒ
ネ
リ
が
加
え
ら
れ
る
作
例
で
あ
る
。最
初
の「
七
」の
句
例
は
、

時
間
の
経
過
は
あ
る
も
の
の
、
順
調
に
す
す
む
の
で
は
な
く
、
不
規
則
で

あ
っ
た
り
、
精
確
に
と
き
を
刻
ま
な
か
っ
た
り
す
る
句
案
で
あ
る
。
つ
ぎ

は
、
ふ
つ
う
は
花
や
鳥
と
い
っ
た
景
物
の
旬し

ゅ
んを

と
ら
え
て
詠
じ
る
の
が
詩

歌
の
原
則
で
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
あ
え
て
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
は
ず
し
て

よ
む
作
例
で
あ
る
。
旬
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
最
盛
の
状
態
が

際
立
つ
と
い
う
、
手
の
こ
ん
だ
俳
諧
な
ら
で
は
の
句
法
で
あ
る
。
蕪
村
の

得
意
と
す
る
作
意
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
最
後
に
あ
げ
る
の
は
、
過
去
か
ら

未
来
へ
と
直
進
す
る
は
ず
の
時
間
の
流
れ
を
、
反
対
に
現
在
か
ら
過
去
へ

と
さ
か
の
ぼ
ら
せ
よ
う
と
す
る
例
で
あ
る
。

七
、
不
規
則
な
い
し
漫
然
と
経
過
す
る
時
間
の
作

　

①
こ
が
ら
し
や
何
に
世
わ
た
る
家
五
軒

　

②
み
の
む
し
の
ぶ
ら
と
世
に
ふ
る
時
雨
哉

　

③
鶯
に
終ひ

ね
も
す日

遠
し
畑
の
人

　

④
ほ
た
る
飛

ブ
や
家
路
に
か
へ
る
蜆し

じ
みう

り

　

①
②
の
句
に
は
、「
世
わ
た
る
」
ま
た
「
世
に
ふ
る
」
と
、
句
中
す
で

に
こ
の
世
の
時
間
経
過
を
し
め
す
文
言
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
予
定

調
和
的
な
進
み
具
合
で
は
な
く
、
疑
問
符
が
つ
い
た
り
、
無
規
律
に
進
ん

だ
り
す
る
時
間
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
③
は
、
春
を
つ

げ
る
鶯
の
声
と
畑
仕
事
に
明
け
暮
れ
る
人
物
と
の
無
関
係
性
が
よ
ま
れ
、
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④
で
は
逆
に
、
一
日
の
仕
事
を
終
え
た
蜆
売
り
を
楽
し
ま
せ
る
か
の
よ
う

に
、
蛍
の
光
が
点
滅
す
る
。
こ
こ
で
は
本
来
無
縁
の
二
者
を
、
夕
暮
れ
と

い
う
時
間
で
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
俳
意
が
認
め
ら
れ
る
。

　

一
定
の
区
切
っ
た
時
間
や
定
期
的
な
時
の
刻
み
を
背
景
に
し
た
発
想
で

は
な
く
、
な
ん
と
な
く
過
ご
し
て
い
る
う
ち
に
経
過
し
て
い
っ
て
、
気
が

つ
く
と
あ
た
り
の
景
色
や
様
相
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
一
句
に
仕
立
て

た
も
の
で
あ
る
。
場
面
や
季
節
柄
は
一
句
ご
と
に
不
揃
い
で
あ
り
、
落
ち

着
く
先
も
さ
ま
ざ
ま
に
変
容
が
あ
っ
て
も
、
ど
こ
か
に
き
っ
と
ト
キ
の
変

移
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ
で
詠
じ
て
い
る
と
み
せ
る
。
同
様
の
発
句
は
、
こ

こ
に
書
き
あ
げ
る
に
は
限
度
を
超
え
て
い
る
し
、
ま
た
見
方
、
読
み
方
に

よ
っ
て
は
、
こ
う
も
あ
あ
も
と
数
え
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
の
解
釈
も
可
能
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
に
す
る
。

八
、
ポ
イ
ン
ト
を
は
ず
す
タ
イ
ミ
ン
グ

①
夕
霧
や
伏
見
の
角
力
ち
り
ぐ
に

　

②
牡
丹
散
て
打
か
さ
な
り
ぬ
二
三
片

③
椿
折
て
き
の
ふ
の
雨
を
こ
ぼ
し
け
り

　

④
花
を
踏
し
草
履
も
見
え
て
朝
寝
か
な

　

い
ず
れ
も
そ
の
物
事
の
ま
っ
盛
り
や
、
絶
頂
期
の
す
が
た
で
は
な
く
、

終
焉
の
の
ち
、
も
し
く
は
中
心
軸
を
は
ず
し
た
よ
み
ぶ
り
と
な
っ
て
い

る
。
か
と
い
っ
て
、
寂
寥
感
や
失
望
感
を
か
も
し
出
そ
う
と
し
た
内
容
で

は
け
っ
し
て
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
終
わ
っ
た
あ
と
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の

面
影
の
晴
れ
晴
れ
し
さ
が
浮
き
ぼ
り
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
雄
々
し
い
相

撲
の
取
り
組
み
、
一
枚
ご
と
の
牡
丹
の
花
び
ら
の
豪
華
さ
、
踏
み
し
だ
い

た
満
開
の
夜
桜
の
華
や
か
さ
な
ど
、
目
前
か
ら
今
や
そ
の
姿
が
消
え
失
せ

て
い
る
な
か
で
、
か
え
っ
て
そ
の
最
盛
期
の
面
影
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
先
述
し
た
芭
蕉
の
歳
旦
句
を
、
元
旦
か
ら
す
こ
し
ず
ら
せ
た
よ

み
ぶ
り
と
は
、
ま
っ
た
く
様
相
を
異
に
す
る
。
芭
蕉
の
ば
あ
い
は
、
一
月

一
日
に
新
年
初
発
句
を
詠
じ
て
年
の
祝
い
を
す
る
と
い
う
吉
例
を
は
ず
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
俳
諧
ら
し
い
ひ
ね
り
を
き
か
せ
る
と
い
う
意
図
が
感
じ

ら
れ
た
。
こ
れ
に
比
し
て
、
蕪
村
の
は
ず
し
方
は
、
終
焉
や
衰
退
の
裏
を

と
っ
て
、
盛
り
の
結
構
や
美
観
を
裏
か
ら
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
ね
ら
い

が
感
じ
ら
れ
る
。
逆
説
の
美
学
、
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

九
、
過
去
へ
と
遡
及
す
る
時
間
（
懐
古
）

　

①
離さ

別ら

れ
た
る
身
を
踏ふ

ん

込ご
ん

で
田
植
哉
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②
𠘨い

か

巾の
ぼ
りき

の
ふ
の
空
の
あ
り
ど
こ
ろ

　

③
花
茨
故
郷
の
路
に
似
た
る
哉

④
み
の
虫
の
古
巣
に
添
ふ
て
梅
二
輪

　

こ
の
パ
タ
ー
ン
も
ま
た
、
蕪
村
発
句
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
も
の

で
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
現
時
点
か
ら

過
去
の
あ
る
特
定
の
時
点
、
な
い
し
は
あ
の
時
分
と
い
っ
た
漠
然
た
る
頃

合
い
を
想
起
さ
せ
る
句
法
が
、こ
れ
ほ
ど
ま
で
し
き
り
に
目
立
つ
俳
人
は
、

ま
た
稀
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
過
去
へ
の
遡
及
す
る
思
い
が
、
た
と
え

ば
、「
𠘨
巾
」「
茨
の
花
」「
蓑
虫
」「
羽
織
」
な
ど
と
い
っ
た
具
体
的
な
ブ

ツ
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
詠
じ
方
な
ら
ば
、一
般
に
も
珍
し
く
は
な
い
。

芭
蕉
に
お
い
て
も
、「
さ
ま
〴
〵
の
事
お
も
ひ
出
す
桜
か
な
」「
ち
ゝ
は
ゝ

の
し
き
り
に
こ
ひ
し
雉
の
声
」
な
ど
の
よ
う
に
、
五
感
で
認
識
で
き
る
モ

ノ
の
向
こ
う
に
過
去
の
事
績
や
想
念
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
句
づ
く
り
は
と

き
に
見
ら
れ
る
。
だ
が
蕪
村
の
ば
あ
い
、
単
純
に
あ
る
具
体
的
な
景
物
を

介
し
て
時
間
を
さ
か
の
ぼ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。

離
縁
と
い
う
事
態
、
夕
暮
れ
と
い
う
時
間
帯
、
春
永
と
い
う
季
節
感
な

ど
が
、
時
間
感
覚
を
動
か
す
要
因
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、

「
𠘨
巾
」
と
い
う
具
象
性
の
あ
る
モ
ノ
を
詠
じ
つ
つ
、
想
像
力
の
な
か
で
、

ど
ん
ど
ん
時
間
を
遡
上
し
て
い
く
か
と
お
も
え
ば
、
お
な
じ
「
𠘨
巾
」
で

も
、「
や
ぶ
入
の
ま
た
い
で
過
ぬ
𠘨い

巾か

の
糸
」
の
よ
う
に
、
糸
を
ひ
ょ
い

と
ま
た
ぐ
や
否
や
、
数
十
年
の
往
昔
の
幼
年
期
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
も
あ

る
。
目
前
の
「
糸
」
が
、
心
身
を
は
る
か
な
る
過
去
の
世
界
へ
と
導
く
境

界
線
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
逆
に
、
離
縁
さ
れ
た
女
性
が
田
植
え

と
い
う
現
実
に
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
を
振
り
切
っ
て
、
現
在

に
身
を
任
せ
る
方
向
を
う
な
が
す
句
案
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
手
の
込
ん
だ
例
が
あ
る
。「
古
庭
に
鶯
啼
き
ぬ
日
も
す
が
ら
」

の
句
の
よ
う
に
、
一
見
、
早
春
に
終
日
鳴
き
続
け
る
鶯
を
よ
ん
だ
だ
け
か

と
み
え
る
句
で
も
、
こ
こ
に
古
今
集
・
仮
名
序
の
「
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に

住
む
蛙
の
声
」
の
一
節
と
、芭
蕉
の
「
古
池
や
」
の
句
を
か
ら
ま
せ
る
と
、

た
ち
ま
ち
次
元
を
こ
え
た
鶯
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

か
と
お
も
え
ば
、「
芭
蕉
去
て
そ
の
ゝ
ち
い
ま
だ
年
く
れ
ず
」
の
句
は
、

芭
蕉
へ
の
追
悼
句
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
芭
蕉
俳
諧
へ
の
憧
憬
を
吐
露
し

て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、「
年
く
れ
ず
」
と
打
消
で
一
句
を
終
え
て

し
ま
っ
て
、
季
語
の
存
在
を
迷
わ
せ
る
異
例
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
こ
へ
芭
蕉
の
「
年
暮
ぬ
笠
き
て
草
鞋
は
き
な
が
ら
」
の
、
も

と
よ
り
こ
れ
も
異
例
の
詠
句
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
追
想
の
念

が
い
っ
そ
う
か
ら
み
つ
い
て
く
る
。
た
ん
な
る
芭
蕉
追
悼
句
と
安
直
に
了

解
さ
せ
な
い
句
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
時
間
」
を
縦
横
に
行
き
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
句
は
ふ
く
ら
み
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を
増
し
、人
間
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
写
し
だ
す
仕
掛
け
を
生
み
出
し
た
。

蕪
村
は
、
時
間
的
発
句
の
可
能
性
を
最
大
限
に
生
か
し
た
俳
人
と
い
う
こ

と
す
ら
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
上
、時
間
的
俳
諧
世
界
の
見
取
図
を
試
み
た
。

お
わ
り
に

　

蕪
村
の
発
句
に
つ
い
て
、
明
治
中
期
に
再
評
価
が
始
ま
っ
た
当
初
は
、

客
観
性
や
写
生
風
味
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
が
常
だ
っ
た
。
そ
の
見
方

を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
萩
原
朔
太
郎
と
い
っ
て
よ

い
。
朔
太
郎
は
そ
の
著
『
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
』（
一
九
三
六
年
自
序
）

で
、「
浪
漫
的
の
青
春
性
」
と
い
う
表
現
を
通
じ
て
蕪
村
を
理
解
し
、
時

空
を
こ
え
た
哀
愁
に
心
ふ
る
わ
さ
れ
る
詩
人
と
し
て
そ
の
作
品
を
鑑
賞
し

た
。
現
今
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
後
者
の
立
場
に
た
っ
て
理
解
す
る
向

き
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
モ
ノ
を
し
っ
か
り
見
す
え
て
詠
む
と
い
う

俳
句
の
基
本
を
押
さ
え
て
こ
そ
、
浪
漫
性
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
も
生
ま
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
浪
漫
性
を
か
も
し
だ
す
根
拠
の
ひ
と
つ
が
、
蕪
村
の

時
間
的
視
点
に
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
子
規
も
そ
の
こ
と
に
気
づ

い
て
い
て
、
と
き
に
時
間
性
に
言
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
蕪
村
の
俳
諧
を
発
句
に
限
定
し
て
語
っ
て
き
た
。
い

う
ま
で
も
な
く
蕪
村
は
、
俳
人
で
あ
る
と
同
時
に
画
家
で
も
あ
っ
た
。
こ

の
両
面
を
生
か
し
て
特
意
の
わ
ざ
と
な
し
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
俳
画
で
あ

る
。
俳
画
と
は
俳
諧
的
な
、
す
な
わ
ち
滑
稽
味
を
た
た
え
た
画
作
で
あ

り
、
ま
た
そ
う
し
た
絵
と
俳
諧
を
合
体
さ
せ
た
画
賛
も
の
で
あ
る
。
蕪
村

は
こ
の
分
野
で
も
、
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
作
品
を
の
こ
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
画
賛
も
の
で
も
ま
た
、
画
と
賛
の
間
合
い
に
お
い
て
、
時

間
性
を
軸
に
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。今
後
の
課
題
へ
の
端
緒
と
し
て
、

二
三
を
例
示
し
て
本
稿
を
お
え
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
色
紙
様
の
一
作
を
あ
げ
て
み
る
。
賛
に
は
こ
う
あ
る
。

　
　
　
　

書し
ょ

窗そ
う

懶ら
ん

眠み
ん

　
　

学
問
は
尻
か
ら
ぬ
け
る
ほ
た
る
か
な　
　

蕪
村

　

右
上
に
書
か
れ
た
こ
の
賛
の
脇
に
は
、
小
机
に
片
肱
を
つ
い
て
、
う
た

た
ね
を
す
る
若
者
ら
し
き
座
像
が
描
か
れ
る
。
机
上
に
は
閉
じ
ら
れ
た
、

一
冊
の
本
が
置
い
て
あ
る
。
絵
柄
だ
け
で
も
俳
諧
味
を
以
て
笑
い
を
誘
う

に
足
る
が
、
賛
句
と
併
せ
て
み
る
と
さ
ら
に
滑
稽
感
が
つ
の
る
。「
蛍
」

と
は
む
ろ
ん
、
中
国
・
晋
の
車し

ゃ

胤い
ん

が
、
貧
窮
の
な
か
で
読
書
に
邁
進
し
て

学
問
に
い
そ
し
ん
だ
故
事
を
い
う
。
こ
の
人
物
も
こ
れ
に
倣
っ
て
読
書
に

努
め
る
も
の
の
、
つ
い
う
と
う
と
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
た
っ
た
今
学
ん

だ
は
ず
の
学
問
が
「
尻
か
ら
ぬ
け
」
て
い
っ
て
し
ま
う
と
揶
揄
し
て
い
る
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か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
れ
し
も
身
に
覚
え
の
あ
る
逸
事
と
い
え
る
。

　

た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
読
み
つ
い
だ
書
物
の
こ
と
で
あ
る
。「
蛍
の
光
」

の
故
事
に
ま
ど
ろ
む
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
青
年
は
サ
ボ
ッ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
鋭
意
学
問
に
つ
と
め
て
い
た
の
だ
。
机
上
の
書
物
が

そ
れ
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
こ
の
場
面
に
至
る
直
前
ま

で
読
書
し
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
絵
の
背
後
に
、
そ
う
い
う
時
間
の
流
れ

が
す
で
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
時
間
を
思
い
描
い
て
こ
そ
、
蛍
の

光
の
成
果
な
ら
ぬ
、
蛍
の
尻
か
ら
ぬ
け
る
間
抜
け
ぶ
り
が
、
笑
い
を
さ
そ

う
。
と
と
も
に
、
苦
学
へ
の
同
情
心
が
わ
い
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ

う
い
う
時
間
の
経
緯
と
し
て
味
わ
う
こ
と
が
、
こ
の
俳
画
に
は
求
め
ら
れ

て
い
る
。

　

数
あ
る
俳
画
で
も
、
こ
ん
な
例
が
あ
る
。
発
句
は
、
本
論
で
も
ふ
れ

た
「
四
五
人
に
月
落
ち
か
ゝ
る
踊
り
か
な
」
で
あ
る
。
数
種
の
盆
踊
り
図

が
あ
る
が
、
賛
は
す
べ
て
こ
の
句
で
あ
る
。
発
句
の
眼
目
は
、
中
七
「
月

落
か
ゝ
る
」
に
あ
る
。
盆
踊
り
は
ほ
ぼ
夕
刻
に
始
ま
り
、
せ
い
ぜ
い
数
時

間
、夜
更
け
前
に
は
解
散
す
る
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。と
こ
ろ
が
本
句
で
は
、

月
の
落
ち
よ
う
と
す
る
時
分
ま
で
続
い
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
盆
は
七
月

十
五
日
前
後
の
行
事
だ
か
ら
、
ほ
ぼ
満
月
、
な
れ
ば
日
暮
れ
と
と
も
に
月

が
昇
り
、
明
け
方
に
沈
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。「
月
落
か
ゝ
る
」
と
い
う

の
だ
か
ら
暁
間
近
の
こ
と
、
ま
さ
に
夜
っ
ぴ
て
踊
り
明
か
し
た
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
蕪
村
描
く
と
こ
ろ
の
男
女
の
踊
り
手
た
ち
は
、
そ
れ
で
も

元
気
そ
の
も
の
、
顔
つ
き
も
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。

　

こ
の
句
は
『
蕪
村
句
集
』
に
も
入
集
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
英
一
蝶

が
画
に
賛
望の

ぞ
まれ

て
」
と
い
う
前
書
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
一
蝶
は
、
元
禄

か
ら
享
保
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
画
人
で
あ
る
。前
書
が
事
実
と
な
る
と
、

一
蝶
の
踊
り
図
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
何
某
か
に
発
句
の
賛
を
所
望
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
蝶
の
画
作
が
実
在
し
た
と
し
て
（
現
存
不
詳
）、

蕪
村
の
図
様
に
似
た
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う

だ
っ
た
な
ら
、
一
蝶
の
描
く
踊
り
手
た
ち
も
元
気
い
っ
ぱ
い
、
に
こ
や
か

な
さ
ま
を
見
せ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
な
る
と
、
今
ま
さ
に
踊
り
始

め
た
ば
か
り
と
い
っ
た
発
句
を
添
え
て
も
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
月
落
か
ゝ
る
」
と
し
て
一
晩
中
踊
り
明
か
し
た
姿
を
詠

じ
た
の
だ
。
静
止
画
た
る
一
蝶
の
踊
り
図
か
ら
、
蕪
村
は
夜
を
徹
し
て
踊

り
明
か
す
と
い
う
、
時
間
の
経
過
を
よ
み
と
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

も
う
一
図
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
蕪
村
自
筆
版
下
の
安
永
三

年
『
春
興
帖
』
で
あ
る
（
雲
英
末
雄
編
『
安
永
三
年
蕪
村
春
興
帖
』）。
本

冊
に
は
十
六
図
の
画
賛
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
画
筆
・
句
筆
と
も
、
版
下

は
す
べ
て
蕪
村
の
手
に
な
る
自
画
賛
な
が
ら
、
発
句
は
蕪
村
で
は
な
く
、

い
ず
れ
も
蕪
村
門
の
作
者
の
も
の
で
あ
る
。
十
六
作
の
な
か
か
ら
、
万
容

の
「
春
雨
の
は
れ
て
さ
び
し
き
夜
明
哉
」
の
発
句
と
、こ
れ
に
蕪
村
に
よ
っ
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て
添
え
ら
れ
た
、
す
ぼ
め
た
唐
傘
図
の
俳
画
賛
を
考
え
て
み
る
。

　

発
句
は
、
長
く
降
り
続
い
た
春
雨
も
夜
明
け
時
分
に
は
や
ん
で
、
晴
れ

上
が
っ
て
き
た
天
候
の
移
り
変
わ
り
が
よ
ま
れ
て
い
る
。気
に
な
る
の
は
、

「
は
れ
て
さ
び
し
き
」
の
中
七
で
あ
る
。
ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、
夜
中
降

り
続
い
た
雨
も
、
出
か
け
よ
う
と
す
る
朝
方
に
な
っ
て
止
ん
で
く
れ
た
ら

う
れ
し
い
は
ず
で
あ
る
、
そ
れ
を
「
さ
び
し
き
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
が
不

審
を
招
く
。
春
ら
し
い
風
情
が
な
く
な
る
、
と
で
も
解
す
る
こ
と
は
で
き

そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
月
並
調
で
は
な
い
か
。
ど
こ
か
に

気
の
き
い
た
ひ
ね
り
が
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。そ
れ
を
蕪
村
は
、絵
に
よ
っ

て
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

す
ぼ
め
ら
れ
た
唐
傘
そ
の
も
の
は
、
な
ん
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
雨
が

や
ん
で
不
要
と
な
っ
た
傘
を
描
い
た
だ
け
と
も
と
れ
る
。
だ
が
こ
の
傘
の

持
ち
主
を
、前
夜
女
性
を
尋
ね
て
来
た
男
性
と
想
定
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。

も
し
雨
が
降
り
続
い
て
い
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
女
性
の
許
に
居
続
け
る
口
実

と
な
る
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
降
り
や
め
ば
、
女
性
の
家
を
出
て
、
帰

途
に
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
朝
の
別
れ
で
あ
る
。
そ
の
気
持
ち
が
、

ま
さ
し
く
「
は
れ
て
さ
び
し
き

0

0

0

0

」
な
の
で
は
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
発
句
に

す
ぼ
め
た
だ
け
の
傘
図
の
取
り
合
わ
せ
は
、
さ
し
た
る
工
案
が
あ
ろ
う
と

も
み
え
な
い
。
し
か
し
男
女
が
一
夜
を
と
も
に
す
ご
し
た
翌
朝
の
傘
と
し

た
ら
、
そ
れ
に
は
万
感
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
こ
の
一
作
の
な
か
に
、
男
女
の
え
も
言
わ
れ
ぬ
想
い
の

タ
ケ
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
を
促
し
た
の
は
、
凡
作
に
も
み
え

る
発
句
と
、
た
っ
た
一
本
の
畳
ま
れ
た
傘
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
に
は
、
一

夜
を
共
に
し
て
、
今
ま
さ
に
別
れ
の
と
き
を
迎
え
ね
ば
な
ら
ぬ
一
場
が
現

わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
象し

る
し徴

が
傘
で
あ
り
、
こ
の
傘
が
両
人
の
過
ご
し
た

時
間
を
表
徴
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
時
間
が
カ
ギ
と
な
る
。

　

盆
踊
り
図
で
は
、『
蕪
村
句
集
』
の
前
書
に
よ
れ
ば
、
一
蝶
の
絵
を
見

て
蕪
村
が
発
句
を
添
え
た
。
唐
傘
図
で
は
、
他
人
の
発
句
に
蕪
村
が
図
を

と
り
合
わ
せ
た
。
正
反
対
の
操
作
で
あ
り
、
発
想
で
あ
り
な
が
ら
、
俳
画

と
し
て
の
蕪
村
ら
し
さ
は
両
作
と
も
絶
品
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
時
間

感
覚
が
発
想
の
要
め
と
な
っ
て
い
る
。今
回
は
二
作
の
み
に
と
ど
め
る
が
、

蕪
村
の
創
作
に
お
い
て
、
発
句
の
み
な
ら
ず
、
俳
画
で
も
と
き
に
時
間
の

あ
り
よ
う
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
二
日
（
土
）
に
も
よ
お
さ
れ
た
、
関
西

大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
講
演
を
も
と
に
、
内
容
を
大
幅
に
改
め
た
も
の

で
あ
る
。

 

（
ふ
じ
た　

し
ん
い
ち
／
本
学
名
誉
教
授
）


