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去
来
が
「
贈
其
角
先
生
書
」（『
菊
の
香
』
等
）
で
「
故
翁
奥
羽
行
脚
よ
り
都
へ
越こ
え

給
ひ

け
る
比こ
ろ

、
当
門
の
誹
諧
已す
で

に
一
変
す
」
と
喝
破
し
た
よ
う
に
、「
細
道
」
の
旅
を
経
て
芭

蕉
の
俳
諧
が
大
成
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
去
来
・

凡
兆
編
の
『
猿
蓑
』（
元
禄
四
年
七
月
刊
）
は
そ
の
頂
点
に
位
置
す
る
撰
集
で
あ
り
、
珍

碩
の
編
に
な
る
連
句
集
『
ひ
さ
ご
』（
元
禄
三
年
八
月
刊
）
も
、
こ
れ
に
並
ぶ
重
要
な
一

書
と
し
て
誤
ら
な
い
。
中
で
も
巻
頭
の
「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
は
、
芭
蕉
自
身
が
「
花
見

の
句
の
か
ゝ
り
を
少
し
心
得
て
、軽
み
を
し
た
り
」（『
三
冊
子
』）
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
旅
後
の
新
境
地
を
示
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
は
元
禄
三
年
三

月
の
伊
賀
滞
在
中
、
同
じ
「
木
の
も
と
に
」
句
を
立
句
に
二
度
の
連
句
興
行
を
試
み
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
（『
花
は
さ
く
ら
』
所
収
の
一
巻
と
『
蓑
虫
庵
小
集
』
所

収
の
一
巻
）
に
満
足
で
き
ず
、
発
句
に
見
合
う
一
巻
を
求
め
、
近
江
で
三
度
目
の
興
行
を

な
し
た
も
の
が
、『
ひ
さ
ご
』
所
収
の
三
吟
歌
仙
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
翁
（
芭
蕉
）

【
審
査
論
文
】

　
　
　
　『
ひ
さ
ご
』「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
分
析

　
　

佐　

藤　

勝　

明　
　

　
　
　
　
　

A
n

  an
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珍
碩
編
『
ひ
さ
ご
』（
元
禄
三
年
刊
）
は
「
俳
諧
七
部
集
（
芭
蕉
七
部
集
）」
の
四
番
目
に
位
置
し
、
奥
羽
・
北
陸
行
脚
を
終
え
た
芭
蕉
の
新
境
地
を
示
す
連
句
集
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

中
で
も
巻
頭
の
「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
は
、『
猿
蓑
』
所
収
の
諸
歌
仙
と
と
も
に
、連
句
史
上
の
傑
作
と
し
て
名
高
く
、貞
門
・
談
林
の
古
風
を
完
全
に
打
破
し
た
新
風
の
一
巻
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、こ
の
一
巻
を
対
象
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
付
合
を
、①
〔
見
込
〕、②
〔
趣
向
〕、③
〔
句
作
〕
の
三
段
階
に
よ
る
分
析
方
法
を
使
っ
て
読
み
解
い
て
い
く
。
そ
し
て
、そ
の
付
合
の
多
く
が
、

前
句
が
も
つ
気
分
・
雰
囲
気
に
合
わ
せ
た
匂
付
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
に
も
せ
よ
、
そ
の
「
匂
」
を
句
姿
に
も
示
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
芭
蕉
晩
年
の
付
合
と
は
そ
の
点
が
異

な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：　

俳
諧
・
芭
蕉
・
連
句
・
ひ
さ
ご
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発
句　
　

春
三
月
（
桜
）

〔
句
意
〕
花
盛
り
の
木
の
下
で
、
並
べ
ら
れ
た
料
理
の
汁
に
も
膾
に
も
桜
が
散
り
込
み
、

す
べ
て
が
桜
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

〔
備
考
〕「
木
」
は
キ
と
コ
と
両
様
の
読
み
が
あ
り
う
る
中
、「
木こ

の
も
と
」
が
和
歌
に
常

用
さ
れ
、
芭
蕉
は
西
行
の
「
木
の
も
と
に
旅
寝
を
す
れ
ば
芳
野
山
花
の
ふ
す
ま
を
着
す
る

春
風
」（『
山
家
集
』）
を
念
頭
に
置
い
て
も
い
る
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
コ
と
読
む
通
説
に

従
う
。「
汁
」
は
料
理
の
汁
物
。「
鱠
」
は
「
膾
」
に
同
じ
く
、
魚
介
類
や
野
菜
を
酢
で
和

え
た
料
理
。「
汁
も
鱠
も
」
の
語
調
に
つ
い
て
は
、
長
嘯
子
「
閨
ち
か
き
軒
端
の
さ
く
ら

風
ふ
け
ば
床
も
枕
も
花
の
白
雪
」（『
挙
白
集
』）
を
踏
ま
え
る
と
の
指
摘
が
多
く
、
首
肯

に
値
す
る
。
汁
と
膾
と
こ
れ
ら
を
覆
う
よ
う
に
散
る
桜
花
だ
け
を
詠
み
な
が
ら
、
読
者
に

は
、
そ
こ
に
展
開
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
宴
の
様
子
や
春
の
日
の
駘
蕩
と
し
た
気
分
ま
で
、

感
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
芭
蕉
の
自
信
は
、
そ
の
具
象
性
と
想
像
力
の
余
地
が
大
き
い

点
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
に
お
け
る
「
か
る
み
」
の
何
た
る
か
を
考
え
る

上
で
、
注
目
す
べ
き
一
句
と
言
え
る
。

　
　
　

西
日
の
ど
か
に
よ
き
天
気
な
り　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

脇　
　
　

三
春
（
の
ど
か
）

〔
句
意
〕
西
日
が
穏
や
か
に
さ
し
て
実
に
よ
い
天
気
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
花
見
の
宴
も
た
け
な
わ
に
な
っ
た
こ
ろ
の
光
景
と
見
定
め
、
②
時
分

を
夕
刻
に
近
い
こ
ろ
と
し
つ
つ
、
日
和
も
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
③
西
日
が
の
ど

か
で
上
天
気
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
西
日
」
は
夕
方
に
近
づ
い
て
西
に
傾
い
た
太
陽
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
日
ざ

し
を
い
う
。
近
代
の
歳
時
記
で
は
夏
の
季
語
と
し
て
扱
う
も
の
の
、
近
世
期
の
も
の
に
は

採
ら
れ
て
い
な
い
。「
の
ど
か
」に
関
し
て
は
、一
月
の
扱
い
と
す
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、

『
は
な
ひ
草
』
等
で
は
兼
三
春
と
さ
れ
、
前
後
が
三
月
の
句
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
句

の
相
手
を
務
め
る
の
は
珍
碩
（
洒
堂
）・
曲
水
（
曲
翠
）
の
二
人
。
珍
碩
は
『
ひ
さ
ご
』

を
編
集
し
た
ほ
か
、
元
禄
五
年
九
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
深
川
芭
蕉
庵
に
滞
在
し
、

『
深
川
』（
元
禄
六
年
刊
）
を
上
梓
す
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
曲
水
は
芭
蕉
が

最
も
信
頼
を
寄
せ
た
門
人
の
一
人
で
、
元
禄
五
年
二
月
十
八
日
付
の
曲
水
宛
芭
蕉
書
簡
は

「
風
雅
三
等
之
文
」
と
し
て
著
名
。
こ
の
二
人
を
連
衆
に
迎
え
、
元
禄
三
年
三
月
の
時
点

で
、
芭
蕉
が
ど
の
よ
う
な
作
風
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
が
、
大
き
な
興
味
の
中
心
に
な
る
。

以
下
、
本
稿
で
『
ひ
さ
ご
』「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
を
分
析
・
考
察
の
対
象
と
す
る
所
以

で
あ
り
、
付
合
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
①
作
者
は
前
句
を
ど
う
理
解
し
、
と
く
に
ど
の

点
に
着
目
し
た
か
〔
見
込
〕、
②
そ
の
見
込
に
基
づ
き
、
こ
の
句
で
は
ど
の
よ
う
な
場
面
・

情
景
・
人
物
像
な
ど
を
描
こ
う
と
考
え
た
か
〔
趣
向
〕、
③
そ
の
趣
向
に
従
い
、
ど
の
よ

う
な
素
材
・
表
現
を
選
ん
で
一
句
に
ま
と
め
た
か
〔
句
作
〕、
と
い
う
三
段
階
の
分
析
方

法
を
用
い
る
。
先
行
す
る
注
釈
書
は
多
く
、太
田
水
穂
著
『
芭
蕉
連
句
の
根
本
解
説
』（
岩

波
書
店　

昭
和
５
年
刊
）、
幸
田
露
伴
著
『
評
釈
ひ
さ
ご
』（
岩
波
書
店　

昭
和
22
年
刊
）、

浪
本
澤
一
著
『
芭
蕉
七
部
集
連
句
鑑
賞
〈
増
補
〉』（
春
秋
社　

昭
和
45
年
刊
）、
日
本
古

典
文
学
全
集
『
連
歌
俳
諧
集
』（
小
学
館　

昭
和
49
年
刊
）、
伊
藤
正
雄
著
『
俳　

諧

七
部
集

芭
蕉
連

句
全
解
』（
河
出
書
房
新
社　

昭
和
51
年
刊
）、阿
部
正
美
著『
芭
蕉
連
句
抄　

第
八
篇
』（
明

治
書
院　

昭
和
58
年
刊
）、
安
東
次
男
著
『
風
狂
余
韻
』（
筑
摩
書
房  

平
成
２
年
刊
）、
新

日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
七
部
集
』（
岩
波
書
店　

平
成
２
年
刊
）、
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
『
松
尾
芭
蕉
集
②
』（
小
学
館　

平
成
９
年
刊
）
な
ど
を
参
照
し
て
、略
称
を
も
っ

て
適
宜
に
利
用
・
引
用
し
た
。
底
本
に
は
架
蔵
の
版
本
（
後
刷
）
を
用
い
、
句
の
掲
出
に

あ
た
っ
て
は
、
原
典
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
つ
つ
、
字
体
は
通
行
の
も
の
に

統
一
し
、
濁
点
と
振
り
仮
名
を
私
に
付
し
た
。

　
　
　
　
　

花
見

　
　
　

木こ

の
も
と
に
汁
も
鱠
な
ま
す
も
桜
か
な 

　
　

翁
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〔
備
考
〕
前
句
の
人
物
の
持
ち
物
を
取
り
上
げ
た
会あ
し
ら
い釈
の
付
け
。「
は
き
」
は
「
佩
き
」
で
、

身
に
付
け
る
こ
と
。
と
く
に
刀
剣
な
ど
を
腰
に
帯
び
る
こ
と
。
こ
こ
で
の
「
習
は
ぬ
」
は

慣
れ
て
い
な
い
の
意
。「
太
刀
」
は
腰
に
吊
り
下
げ
る
長
大
な
刀
。「

」
は
「
意
を
以
て

造
つ
た
国
字
」（『
連
句
抄
』）
ら
し
く
、
普
通
は
「
蟇
肌
」
と
書
き
、
蟇
肌
革
（
ヒ
キ
ガ

エ
ル
の
背
の
よ
う
な
皺
を
付
け
た
革
）
で
作
っ
た
刀
の
鞘
袋
を
さ
す
。
町
人
の
旅
で
も
こ

れ
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
用
例
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
句
の
太
刀

を
「
武
士
で
な
い
身
分
の
者
の
差
す
道
中
差
を
こ
の
語
で
い
つ
た
」（『
連
句
抄
』）
と
し
、

「
刀
を
差
し
馴
れ
な
い
の
で
何
と
な
く
窮
屈
さ
う
に
歩
い
て
い
く
さ
ま
が
ま
こ
と
に
可
笑

し
い
」（
同
）
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
一
方
、太
刀
の
本
来
的
な
意
味
を
重
視
す
れ
ば
、「
都

を
離
れ
て
遠
い
任
国
へ
赴
く
官
人
の
道
中
」（
浪
本
『
鑑
賞
』）、「
戦
国
時
代
、
下
賤
の
者

の
武
功
を
立
て
て
故
郷
に
帰
る
姿
か
」（『
新
大
系
』）、「
旅
は
公
事
か
受
領
か
、
そ
れ
と

も
戦
乱
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
…
公
家
育
ち
」（
安
東
『
余
韻
』）
な
ど
の
解
が
生
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、「
虱
か
き
行
」
が
も
た
ら
す
お
か
し
み
と
の
釣
り
合
い
を
重

視
し
、『
連
句
抄
』
の
見
解
に
従
う
。

　
　
　

月
待ま

ち

て
仮
の
内だ
い

裏り

の
司
つ
か
さ

召め
し 

　
　

珍
碩

　

初
オ
５　

秋
八
月
（
月
・
司
召
）　

月
の
句

〔
句
意
〕
月
の
出
を
待
つ
よ
う
に
し
て
、
仮
の
内
裏
で
官
吏
の
任
命
式
が
行
な
わ
れ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
慣
れ
な
い
太
刀
を
身
に
付
け
た
官
人
の
さ
ま
と
見
換
え
、
②
そ
れ
を

急
の
登
用
で
俄
に
わ
か

拵ご
し
らえ
し
た
者
の
参
上
す
る
場
合
と
想
定
し
、
③
月
夜
に
仮
の
御
所
で
司
召

が
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
仮
の
内
裏
」
は
仮
に
し
つ
ら
え
た
皇
居
の
こ
と
で
、
火
事
や
戦
乱
な
ど
に
よ

る
非
常
時
の
そ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、天
皇
の
行
幸
の
際
に
設
け
る
行あ
ん
ぐ
う宮
の
類
を
も
さ
す
。

「
司
召
」
は
「
司
召
の
除
目
」
を
略
し
た
言
い
方
で
、
大
臣
を
除
く
在
京
諸
官
庁
の
官
吏

を
任
命
す
る
た
め
の
儀
式
。
平
安
時
代
中
期
か
ら
は
秋
に
行
な
わ
れ
、『
増
山
井
』
に
八

を
一
月
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お
、「
な
り
留
り
は
四
句
目
ぶ
り
で
、脇
に
は
異
例
」

（『
新
大
系
』）と
も
、「
用
言
留
は
発
句
の
仕
立
て
方
が
重
い
と
き
に
多
く
み
ら
れ
る
」（『
全

集
』）
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

　
　
　

旅
人
の
虱
し
ら
み
か
き
行ゆ
く

春
暮く
れ

て 

　
　

曲
水

　

第
三　
　

春
三
月
（
春
暮
て
）

〔
句
意
〕
春
も
暮
れ
て
い
く
こ
ろ
、
旅
人
が
虱
に
喰
わ
れ
た
箇
所
を
掻
き
な
が
ら
行
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
春
暖
の
気
候
を
感
得
し
、
前
句
を
あ
る
人
物
の
口
を
つ
い
て
出
た

言
語
と
見
て
、
②
西
日
の
中
を
行
く
旅
の
者
を
想
定
し
つ
つ
、
春
の
暖
気
か
ら
虱
に
連
想

を
及
ぼ
し
、
③
暮
春
に
旅
人
が
虱
の
喰く
い

処ど

を
掻
き
な
が
ら
行
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
春
暮
て
」
は
春
が
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
く
こ
と
で
、「
暮
の
春
」
や
「
春
暮く
る

る
」

は
諸
書
に
三
月
の
扱
い
。『
類
船
集
』
に
「
虱
→
旧フ
ル

布
子
・
順
礼
」
の
付
合
関
係
が
登
載

さ
れ
る
よ
う
に
、
旅
と
虱
は
縁
が
深
く
、
四
月
一
日
の
更
衣
を
前
に
、
虱
が
付
い
た
冬
の

布
子
を
着
て
い
る
の
だ
と
了
解
さ
れ
る
。
ま
た
、前
句
か
ら
旅
人
を
導
き
出
す
過
程
で
は
、

「
天
気
→
旅
」「
日
和
→
旅
人
」（『
類
船
集
』）
の
連
想
も
働
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
虱

を
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
二
句
の
余
情
に
は
暖
気
十
分
な
る
べ
し
」（『
通
旨
』）
と

い
う
見
解
が
参
考
に
な
る
。
諸
注
が
指
摘
す
る
通
り
、
初
折
の
早
々
に
「
虱
か
き
行
」
さ

ま
を
描
い
た
点
は
興
味
深
く
、
俳
諧
性
が
十
分
な
一
句
と
言
え
る
。

　
　
　

は
き
も
習
は
ぬ
太た

ち刀
の
　
　
　
　
　
　
　
　

翁

　

初
オ
４　

雑

〔
句
意
〕
身
に
付
け
慣
れ
な
い
太
刀
に
蟇ひ
き
は
だ
か
わ

肌
革
の
鞘
さ
や
ぶ
く
ろ袋
を
着
せ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
旅
に
慣
れ
な
い
人
の
さ
ま
と
見
て
、
一
句
が
か
も
し
出
す
お
か
し
み

に
も
着
目
し
、
②
そ
の
人
の
風
体
に
は
ど
こ
と
な
く
不
自
然
・
不
調
和
な
点
が
あ
る
と
考

え
、
③
蟇
肌
の
袋
を
付
け
た
太
刀
が
身
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
し
た
。

ヒ
キ
ハ
ダ
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こ
と
を
表
象
す
る
。「
天
高
く
馬
肥
ゆ
る
秋
」
の
成
句
も
あ
る
よ
う
に
、
秋
は
馬
に
と
っ

て
元
気
づ
く
季
節
で
あ
り
、「
三
歳
駒
に
秋
の
来
て
」
は
、
そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
た
措

辞
に
相
違
な
い
。

　
　
　

名
は
さ
ま
〴
〵
に
降ふ
り

替か
は

る
雨 

　
　

珍
碩

　

初
ウ
２　

雑

〔
句
意
〕
雨
の
名
称
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
降
り
方
も
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
る
雨
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
馬
が
よ
く
育
っ
た
こ
と
に
対
す
る
感
慨
と
見
込
み
、
②
そ
う
し
た
時

間
の
推
移
に
思
い
を
寄
せ
る
と
同
時
に
、
よ
く
あ
る
場
面
と
し
て
、
馬
に
雨
が
降
り
か
か

る
さ
ま
を
も
想
像
し
、③
雨
は
さ
ま
ざ
ま
に
名
や
降
り
方
を
変
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕『
全
集
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
降
替
る
雨
」
は
、
雨
の
名
が
さ
ま
ざ
ま
に
変

わ
る
こ
と
と
、
雨
の
降
り
方
も
変
化
す
る
こ
と
の
、
両
意
を
掛
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

入い
り

込ご
み

に
諏
訪
の
涌い
で

湯ゆ

の
夕
ま
暮 

　
　

曲
水

　

初
ウ
３　

雑

〔
句
意
〕
い
ろ
い
ろ
な
人
が
湯
に
入
っ
て
い
る
、
諏
訪
温
泉
の
夕ゆ
う

間ま

暮ぐ
れ

で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
雨
を
見
な
が
ら
思
い
に
ふ
け
る
さ
ま
を
看
取
し
、
②
空
定
め
な
い

地
域
を
思
い
描
き
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
雨
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
集
ま
る
場
を
想

定
し
、
③
夕
暮
れ
時
の
諏
訪
の
温
泉
は
雑
多
な
人
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
入
込
」
は
雑
多
な
も
の
が
区
別
な
く
入
り
混
じ
る
こ
と
で
、
こ
こ
は
混
浴
を

さ
す
。「
諏
訪
」
は
現
在
の
長
野
県
諏
訪
市
。「
涌
湯
」
は
「
湧
湯
」
に
同
じ
く
、
湧
か
し

た
湯
と
湧
い
て
出
る
湯
の
両
意
が
あ
り
、
こ
こ
は
後
者
で
温
泉
の
意
。
イ
デ
ユ
と
読
む
こ

と
に
す
る
。
場
を
「
諏
訪
の
涌
湯
」
と
特
定
し
た
こ
と
に
関
し
て
、安
東
『
余
韻
』
は
「
東

海
道
・
中
山
道
を
通
し
て
宿
場
が
そ
の
ま
ま
湯
の
町
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
下
諏
訪
し

か
な
」
い
こ
と
を
指
摘
。「
夕
ま
暮
」
は
「
夕
間
暮
」
で
夕
暮
れ
時
の
意
。

月
十
一
日
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、応
仁
の
乱
の
後
に
は
廃
絶
。『
附
合
考
』
に
『
平
家
物
語
』

の
須
磨
や
『
太
平
記
』
の
吉
野
を
念
頭
に
置
い
た
付
け
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
あ
り
、
そ

う
し
た
仮
の
御
所
で
あ
わ
た
だ
し
く
任
官
式
が
執
行
さ
れ
る
場
を
想
像
し
た
も
の
と
見
ら

れ
る
。『
婆
心
録
』
は
「
待
て
」
を
マ
タ
デ
と
読
む
べ
き
と
し
、こ
れ
を
支
持
す
る
伊
藤
『
全

解
』
は
「
こ
の
二
句
の
付
合
は
、
非
常
事
態
の
あ
わ
た
だ
し
さ
が
眼
目
な
の
だ
か
ら
、﹁
月

待
ち
て
﹂
で
は
悠
長
で
、
気
分
に
そ
ぐ
わ
な
い
」
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
司
召
は

夜
に
行
な
う
の
が
通
例
な
の
だ
か
ら
、
名
月
の
時
期
を
待
っ
て
の
意
で
は
な
く
、
月
の
出

る
の
を
待
っ
て
の
意
に
と
れ
ば
問
題
な
か
ろ
う
。

　
　
　

籾も
み

臼う
す

つ
く
る
杣そ
ま

が
は
や
わ
ざ　
　
　
　
　
　
　

曲
水

　

初
オ
６　

秋
八
月
（
籾
臼
）

〔
句
意
〕
籾
を
摺
る
た
め
の
臼
を
さ
っ
と
作
る
、
杣
人
の
早
業
で
あ
る
こ
と
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
山
中
の
仮
御
所
で
行
な
わ
れ
る
司
召
と
見
定
め
、
②
そ
の
非
常
事
態

に
大
量
の
食
糧
が
必
要
に
な
っ
た
と
考
え
、
③
木き

樵こ
り

が
手
早
く
籾
臼
を
作
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
籾
臼
」
は
籾
を
摺
っ
て
皮
を
除
去
す
る
た
め
に
用
い
る
臼
。「
籾
す
る
」
は
『
毛

吹
草
』
等
に
八
月
の
扱
い
。「
杣
」
は
材
木
を
切
り
出
す
山
や
そ
の
木
を
さ
す
語
な
が
ら
、

こ
こ
は
「
杣
人
」
の
こ
と
で
、
木
を
切
り
出
し
て
運
ぶ
木
樵
の
意
。

　
　
　

鞍く
ら

置お
け

る
三
歳
駒
に
秋
の
来
て　
　
　
　
　
　
　

翁

　

初
ウ
１　

三
秋
（
秋
）

〔
句
意
〕
鞍
を
置
い
た
三
歳
駒
に
も
秋
が
や
っ
て
来
て
、
い
よ
い
よ
勢
い
づ
い
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
稲
の
出
来
が
よ
い
た
め
の
措
置
と
見
て
、
②
収
穫
期
に
活
気
づ
く
山

村
の
さ
ま
を
想
定
し
、
運
搬
用
の
馬
へ
と
連
想
を
進
め
、
③
鞍
を
付
け
た
三
歳
駒
も
元
気

が
よ
い
秋
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
三
歳
駒
」
は
生
後
三
年
の
馬
。「
鞍
置
る
」
に
よ
り
、
そ
の
一
人
前
に
な
っ
た
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〔
付
合
〕
①
前
句
を
自
分
の
思
い
を
語
っ
て
や
ま
な
い
人
の
さ
ま
と
見
て
、
②
恋
に
夢
中

で
そ
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
人
を
想
定
し
、
③
少
し
の
き
っ
か
け
で
起
こ
っ
た
恋
情

が
高
ま
っ
て
い
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
ほ
そ
き
筋
よ
り
」
は
少
し
の
こ
と
か
ら
の
意
。「
つ
ゝ
」
に
つ
い
て
、『
新
大
系
』

は
「
当
時
の
歌
論
に
﹁
程
ふ
る
つ
ゝ
﹂
と
い
い
、﹁
け
る
﹂
に
通
う
」
と
す
る
。

　
　
　

物
お
も
ふ
身
に
も
の
喰
へ
と
せ
つ
か
れ
て　
　

翁

　

初
ウ
７　

雑　

恋
（
物
お
も
ふ
身
）

〔
句
意
〕
物
思
い
に
沈
む
わ
が
身
に
、
何
か
物
を
食
べ
な
さ
い
と
周
囲
か
ら
迫
ら
れ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
ひ
そ
か
に
恋
情
を
つ
の
ら
せ
て
い
る
女
性
の
姿
を
看
取
し
、
②
恋

の
病
と
は
知
ら
ず
、
回
り
の
者
が
そ
の
や
つ
れ
た
姿
に
心
配
す
る
場
面
を
想
像
し
、
③
恋

に
悩
む
身
と
も
言
え
ぬ
ま
ま
、
人
か
ら
何
か
食
べ
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
物
お
も
ふ
」
は
あ
れ
こ
れ
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
で
、
と
く
に
恋
の
思
い
悩
み

を
さ
す
こ
と
が
多
い
。「
せ
つ
か
れ
て
」
は
し
つ
こ
く
催
促
さ
れ
て
の
意
。「
恋
→
い
は
ぬ

な
げ
き
・
や
つ
る
ゝ
姿
・
人
し
れ
ぬ
思
ひ
」（『
類
船
集
』）
な
ど
の
常
識
的
な
連
想
を
利

用
し
た
付
合
で
あ
る
。

　
　
　

月
見
る
顔
の
袖
お
も
き
露　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

初
ウ
８　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
・
露
）　

月
の
句

〔
句
意
〕
月
を
見
る
そ
の
顔
は
憂
い
に
満
ち
、
袖
は
涙
の
露
で
重
く
な
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
恋
に
や
つ
れ
た
わ
が
身
の
つ
ら
さ
を
述
べ
て
い
た
点
に
着
目
し
、
②

そ
の
人
の
姿
を
他
の
視
点
か
ら
描
こ
う
と
考
え
、
③
月
を
見
る
に
も
憂
え
顔
、
袖
は
涙
に

重
た
げ
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
場
合
の
「
の
」
は
「
こ
ゝ
で
休
止
を
置
く
間
投
的
な
措
辞
」（『
連
句
抄
』）。

「
袖
お
も
き
露
」
は
「
歌
語
」（『
新
編
全
集
』）
で
、「
露
」
は
涙
を
含
意
す
る
。『
十
寸
鏡
』

　
　
　

中
に
も
せ
い
の
高
き
山や
ま
ぶ
し伏　
　
　
　
　
　
　
　

翁

　

初
ウ
４　

雑

〔
句
意
〕
中
に
も
一
人
、
背
の
高
い
山
伏
が
目
立
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
雑
多
な
人
々
が
一
つ
の
湯
に
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、

②
そ
の
中
で
も
と
く
に
目
立
つ
人
物
を
描
こ
う
と
考
え
、
諏
訪
か
ら
の
連
想
で
霊
場
戸
隠

の
行
者
に
思
い
当
た
り
、
③
湯
の
中
に
は
長
身
の
山
伏
が
混
じ
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
山
伏
」
は
山
野
で
修
行
す
る
修
験
道
の
行
者
。『
附
合
考
』
が
「
戸
隠
禅
定
に

や
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、信
濃
国
の
戸
隠
山
は
修
験
道
の
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
、「
諏
訪
」

か
ら
そ
の
連
想
を
介
し
て
「
山
伏
」
を
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
三
冊
子
』
に
「
前
句
に

は
ま
り
て
付つ
け

た
る
句
也
。
其そ
の

中
の
事
を
目
に
立た
て

て
い
ひ
た
る
句
也
」
と
あ
る
の
は
、
付
合

の
あ
り
よ
う
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
。

　
　
　

い
ふ
事
を
唯た

だ

一
方
え
落お
と

し
け
り　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

初
ウ
５　

雑

〔
句
意
〕
議
論
の
流
れ
を
た
だ
一
方
へ
と
導
き
、
落
着
さ
せ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
山
伏
が
大
勢
い
る
中
の
長
身
な
山
伏
と
見
換
え
、
②
山
伏
仲
間
の
評

議
す
る
場
を
想
定
し
つ
つ
、
体
格
の
大
き
さ
は
性
格
に
も
現
れ
る
も
の
と
考
え
、
③
自
説

を
押
し
通
し
て
言
論
を
一
つ
の
方
向
へ
決
着
さ
せ
た
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
え
」
は
「
へ
」
の
仮
名
違
い
。
こ
こ
で
の
「
一
方
え
落
し
」
は
、
議
論
を
あ

る
方
向
へ
無
理
に
誘
引
し
て
落
着
さ
せ
る
こ
と
。自
説
を
通
す
こ
と
に
強
引
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

ほ
そ
き
筋
よ
り
恋
つ
の
り
つ
　ゝ
　
　
　
　
　

曲
水

　

初
ウ
６　

雑　

恋
（
恋
つ
の
り
）

〔
句
意
〕
わ
ず
か
な
縁
か
ら
恋
心
を
抱
き
、
そ
の
思
い
が
つ
の
っ
て
し
か
た
が
な
い
。
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北
に
若
松
が
あ
る
。
伊
藤
『
全
解
』
に
「
難
所
遠
州
灘
あ
た
り
を
東
へ
向
ふ
客
船
の
人
々

な
ど
で
あ
ら
う
」
と
あ
る
。

　
　
　

千
部
読よ
む

花
の
盛
さ
か
り
の
一い

身し
ん

田で
ん　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

初
ウ
11　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句

〔
句
意
〕
花
の
盛
り
の
一
身
田
で
は
、
千
部
経
の
読
誦
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
雁
の
行
く
先
に
は
白
子
・
若
松
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
そ
の
視

点
人
物
は
そ
れ
よ
り
南
方
に
い
る
と
考
え
、「
雁
ゆ
く
」
を
帰
雁
の
こ
と
と
見
な
し
て
春

の
光
景
を
想
像
し
、
③
花
も
満
開
の
一
身
田
で
は
千
部
会え

の
真
っ
最
中
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
千
部
」
は
「
千
部
会
」
の
こ
と
。
追
善
や
祈
願
な
ど
の
た
め
に
同
じ
経
を
多

く
の
僧
で
読
誦
す
る
法
会
で
、
諸
注
、
こ
こ
は
浄
土
三
部
経
（
無
量
寿
経
・
観
無
量
寿
経
・

阿
弥
陀
経
）
を
一
部
と
し
て
、
春
三
月
に
僧
百
人
が
十
日
間
の
読
経
を
す
る
も
の
で
あ
る

と
す
る
。「
一
身
田
」
は
伊
勢
の
地
名
で
、
現
在
の
三
重
県
津
市
の
一
地
区
。
白
子
よ
り

南
方
約
一
里
に
当
た
る
。
こ
こ
に
は
浄
土
宗
高
田
派
の
本
山
で
あ
る
専
修
寺
が
あ
り
、
こ

の
句
の
「
千
部
読
」
は
同
寺
で
の
法
会
を
さ
す
と
見
ら
れ
る
。「
雁
を
帰
雁
に
見
か
え
て

の
季
移
り
は
常
套
」（『
新
大
系
』）
の
こ
と
で
、
秋
の
前
句
を
受
け
た
花
の
定
座
の
要
請

に
よ
く
応
じ
て
い
る
。
安
東
『
余
韻
』
は
「
白
子
は
一
身
田
よ
り
北
。
若
松
は
白
子
よ
り

も
さ
ら
に
北
に
当
る
、
…
雁
は
北
に
帰
る
」
と
二
句
の
関
係
を
説
明
す
る
。

　
　
　

巡
礼
死
ぬ
る
道
の
か
げ
ろ
ふ　
　
　
　
　
　
　

曲
水

　

初
ウ
12　

春
二
月
（
か
げ
ろ
ふ
）

〔
句
意
〕
巡
礼
の
者
が
死
ん
だ
道
に
は
陽
炎
が
立
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
盛
大
な
法
会
で
あ
る
こ
と
に
目
を
付
け
、
②
多
く
の
参
列
者
が
あ
る

と
考
え
、
こ
れ
に
向
か
う
一
人
の
巡
礼
者
を
想
定
し
、
③
そ
の
巡
礼
が
死
ん
だ
道
に
陽
炎

が
立
つ
と
し
た
。

に
「
か
ぐ
や
姫
の
月
に
向
む
か
ひ
て
終
夜
泪
ぐ
み
、
或
は
泣な
き

玉
ひ
し
な
ど
、
此こ
の

句
の
お
も
む
き
也
」

と
の
指
摘
が
あ
り
、『
竹
取
物
語
』
を
踏
ま
え
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
前
句
と
合

わ
せ
れ
ば
恋
の
情
が
通
う
も
の
の
、
一
句
と
し
て
は
恋
か
ら
離
れ
て
い
る
。

　
　
　

秋
風
の
船
を
こ
は
が
る
波
の
音　
　
　
　
　
　

曲
水

　

初
ウ
９　

秋
七
月
な
い
し
三
秋
（
秋
風
）

〔
句
意
〕
秋
風
に
吹
か
れ
て
揺
れ
、
波
の
音
も
高
く
、
船
の
旅
に
恐
れ
を
な
し
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
憂
い
を
抱
え
た
女
性
の
姿
を
看
取
し
、
②
都
落
ち
な
ど
の
船
に
同

行
す
る
上
臈
の
さ
ま
を
思
い
描
き
、③
秋
風
に
波
音
も
高
い
船
の
旅
を
こ
わ
が
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
秋
風
」
は
『
せ
わ
焼
草
』
等
に
七
月
の
扱
い
な
が
ら
、
兼
三
秋
の
も
の
と
し

て
使
わ
れ
る
。「
秋
風
の
」
の
「
の
」
も
「
間
投
的
な
休
止
の
語
法
」（『
連
句
抄
』）
か
。『
婆

心
録
』
は
月
見
の
船
と
し
、『
新
大
系
』
も
「﹁
袖
お
も
き
露
﹂
を
波
し
ぶ
き
に
取
り
成
し
、

月
見
船
を
趣
向
し
た
」
と
解
す
る
。
一
方
、『
秘
注
』
を
受
け
る
浪
本
『
鑑
賞
』
は
「
平

家
一
門
の
西
国
落
ち
に
随
行
し
て
、
船
中
の
浮
き
寝
の
旅
を
つ
づ
け
た
上
臈
」
の
姿
と
と

ら
え
、
伊
藤
『
全
解
』
は
「
と
も
あ
れ
、
あ
る
物
語
中
の
一
場
面
を
想
像
し
た
」
も
の
と

説
く
。
前
句
の
悲
愁
感
を
重
視
し
て
、
こ
こ
で
は
後
者
に
近
い
見
方
を
し
た
。

　
　
　

雁
ゆ
く
か
た
や
白し
ろ

子こ

若
松　
　
　
　
　
　
　
　

翁

　

初
ウ
10　

秋
九
月
（
雁
）

〔
句
意
〕
雁
の
飛
ん
で
い
く
方
向
、
あ
れ
が
白
子
・
若
松
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
客
が
船
旅
を
恐
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
難
所
も
あ
る
伊
勢
湾

の
航
行
を
想
定
し
て
、
③
客
が
雁
の
行
方
を
追
い
つ
つ
、
あ
の
あ
た
り
が
白
子
・
若
松
か

と
思
い
や
る
さ
ま
に
し
た
。

〔
備
考
〕「
雁
」
は
『
は
な
ひ
草
』
等
に
九
月
の
扱
い
。「
白
子
」
と
「
若
松
」
は
と
も
に

現
在
の
三
重
県
鈴
鹿
市
内
の
地
名
で
、
伊
勢
参
宮
道
に
あ
る
当
時
繁
盛
の
港
町
。
白
子
の



『
ひ
さ
ご
』「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
分
析
（
佐
藤
）

（
七
）　

204

　
　
　

羅
う
す
も
のに
日
を
い
と
は
る
ゝ
御お
ん

か
た
ち　
　
　
　
　

曲
水

　

名
オ
３　

雑　

恋
（
句
意
）

〔
句
意
〕
薄
衣
を
か
ざ
し
て
日
射
し
を
お
厭
い
に
な
る
お
姿
の
麗
し
い
こ
と
よ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
恋
の
た
め
に
力
を
失
っ
て
い
る
人
と
見
定
め
、
②
そ
の
人
が
慕
う
の

は
高
貴
で
美
し
い
女
性
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
③
薄
衣
で
日
光
を
避
け
て
い
ら
れ
る
お
姿
で

あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
羅
」
は
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
ウ
ス
モ
ノ
の
読
み
。
羅
・
紗
な
ど
の
薄
い

絹
織
物
で
あ
り
、
そ
れ
で
作
っ
た
夏
用
の
衣
服
や
頭
に
か
ざ
す
被か
ず
き衣
を
さ
す
。
こ
こ
は
被

衣
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
近
世
の
俳
諧
歳
時
記
類
で
は
享
保
期
の
『
通
俗
志
』
が

初
見
で
、
五
月
の
扱
い
。
諸
注
が
こ
の
句
を
夏
と
す
る
中
、
安
東
『
余
韻
』
は
「
雑
と
見

る
べ
き
」
と
し
、
こ
の
後
に
雑
が
続
い
て
ま
た
名
オ
９
で
夏
（「
蚤
」
に
よ
る
）
の
曲
水

句
に
な
る
こ
と
も
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
。
こ
れ
以
前
に
夏
季
と
し
て
使
用
し
た
例
が

見
つ
け
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で
も
雑
の
句
と
し
て
お
く
。「
い
と
は
る
ゝ
」
は
避
け
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
意
。「
か
た
ち
」
は
容
姿
・
容
貌
で
、
こ
こ
は
美
麗
で
あ
る
こ
と
を
含

意
し
て
い
よ
う
。
前
句
の
人
物
の
描
写
で
は
な
く
、
前
句
の
人
物
が
恋
す
る
対
象
を
出
し

た
向

む
か
い
づ
け付
と
見
て
お
き
た
い
。
句
中
に
恋
の
詞
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
一
句
全
体
に
恋
の

情
が
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

熊
野
み
た
き
と
泣な
き

給
ひ
け
り　
　
　
　
　
　
　

翁

　

名
オ
４　

雑

〔
句
意
〕
熊
野
の
地
を
見
て
み
た
い
と
お
泣
き
に
な
っ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
め
っ
た
に
外
出
も
し
な
い
都
の
上
臈
と
見
込
み
、
②
そ
の
人
に
は
か

な
わ
な
い
遠
出
の
願
い
が
あ
る
と
想
定
し
、
維
盛
が
入
水
し
て
そ
の
北
の
方
が
出
家
し
た

話
を
思
い
起
こ
し
、
③
熊
野
を
見
た
い
も
の
だ
と
泣
き
伏
し
て
し
ま
っ
た
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
熊
野
」
は
紀
伊
半
島
の
南
部
一
帯
で
、
現
在
の
和
歌
山
県
・
三
重
県
に
ま
た

〔
備
考
〕「
巡
礼
」
は
「
順
礼
」
と
も
書
き
、
諸
方
の
神
社
・
仏
閣
や
聖
地
・
霊
場
を
参

詣
し
て
回
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
巡
拝
を
し
て
い
る
人
。「
か
げ
ろ
ふ
」
は
春
の
日
の
空

中
に
光
線
の
ち
ら
め
く
さ
ま
で
、は
か
な
い
も
の
の
た
と
え
と
さ
れ
る
。『
産
衣
』に
は「
雑

な
り
。
も
ゆ
る
と
す
れ
ば
春
な
り
」
と
あ
り
、『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
等
に
「
か
げ
ろ
ふ

も
ゆ
る
」
と
し
て
二
月
の
扱
い
。
し
か
し
、「
か
げ
ろ
ふ
（
陽
炎
）」
だ
け
で
季
詞
と
し
た

実
例
は
芭
蕉
ら
に
も
あ
り
、『
糸
屑
』
は
「
陽
炎
」
を
二
月
と
す
る
。『
通
旨
』
に
「
釈
に

無
常
を
つ
け
た
り
」
と
あ
る
通
り
、
釈
教
句
に
無
常
の
句
を
付
け
た
も
の
。

　
　
　

何
よ
り
も
蝶
の
現
う
つ
つ
ぞ
あ
は
れ
な
る  

　
　

翁

　

名
オ
１　

春
二
月
（
蝶
）

〔
句
意
〕
何
よ
り
も
蝶
の
現
実
に
飛
ん
で
い
る
姿
こ
そ
が
哀
れ
深
い
も
の
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
無
常
の
句
で
あ
る
点
に
着
目
し
、
②
そ
の
は
か
な
く
哀
れ
げ
な
気
分

に
見
合
う
景
物
は
何
か
と
探
り
、③
夢
な
ら
ぬ
現
の
蝶
ほ
ど
哀
れ
な
も
の
は
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
現
」
は
「
夢
」
に
対
す
る
語
で
、現
実
の
意
。「
蝶
」
と
い
え
ば
『
荘
子
』「
胡

蝶
ノ
夢
」
の
寓
言
が
有
名
で
、
露
伴
『
評
釈
』
が
指
摘
す
る
通
り
、
そ
れ
を
「
蝶
の
現
」

と
翻
し
た
点
が
一
句
の
眼
目
で
あ
ろ
う
。
陽
炎
が
揺
れ
る
さ
ま
と
蝶
が
舞
う
姿
に
は
、
は

か
な
げ
な
気
分
で
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　

文ふ
み

書か
く

ほ
ど
の
力
さ
へ
な
き　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

名
オ
２　

雑　

恋
（
文
）

〔
句
意
〕
手
紙
を
書
く
ほ
ど
の
力
も
出
な
い
で
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
蝶
を
見
な
が
ら
嘆
息
す
る
さ
ま
と
見
込
み
、
②
そ
の
人
は
恋
に
や
つ

れ
て
物
憂
い
状
態
に
あ
る
と
考
え
、
③
手
紙
を
書
く
だ
け
の
気
力
さ
え
出
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
こ
で
の
「
文
」
は
手
紙
の
意
で
、
恋
の
詞
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
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〔
句
意
〕
酒
を
飲
み
過
ぎ
て
禿は

げ
て
し
ま
っ
た
頭
な
の
で
あ
ろ
う
。

〔
付
合
〕①
前
句
の
関
守
を
老
い
た
頑
固
者
と
見
込
み
、②
そ
の
人
の
頭
が
て
か
て
か
光
っ

て
い
る
さ
ま
を
想
像
し
、
③
あ
の
頭
は
酒
の
た
め
に
禿
げ
た
も
の
だ
ろ
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
成
覧
」
は
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
と
推
量
の
助
動
詞
「
ら
む
（
ら

ん
）」
の
終
止
形
に
宛
字
し
た
も
の
。
酒さ
か

灼や

け
し
た
人
な
ど
が
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　

双す
ご
ろ
く六
の
目
を
の
ぞ
く
ま
で
暮く
れ

か
ゝ
り　
　
　
　

翁

　

名
オ
７　

雑

〔
句
意
〕
双
六
の
賽さ
い

の
目
を
覗
き
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
暮
れ
か
か
っ
て
き
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
人
物
が
酒
を
好
む
点
に
着
目
し
、②
そ
の
人
を
遊
侠
の
徒
と
想
定
し
、

博
奕
に
熱
中
す
る
さ
ま
を
思
い
描
き
、
③
日
暮
れ
時
に
双
六
の
目
を
覗
き
込
む
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
双
六
」
は
賽
（
サ
イ
コ
ロ
）
の
目
の
数
だ
け
盤
上
の
馬
（
黒
白
の
石
）
を
動

か
す
遊
戯
で
、
賭
博
に
用
い
ら
れ
た
。「
目
」
は
そ
の
賽
の
目
。

　
　
　

仮
の
持ぢ

仏ぶ
つ

に
む
か
ふ
念
仏　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

名
オ
８　

雑

〔
句
意
〕
仮
の
持
仏
棚
に
向
か
っ
て
念
仏
に
専
念
す
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
旅
の
双
六
打
ち
の
所
作
と
見
込
み
、
②
こ
れ
と
対
照
的
な
人
物
が
同

じ
宿
屋
に
泊
っ
て
い
る
と
想
定
し
、③
仮
の
持
仏
に
向
か
っ
て
念
仏
三
昧
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
持
仏
」
は
常
に
身
近
に
置
い
て
信
仰
し
て
い
る
仏
像
。
こ
こ
は
「
仮
の
持
仏
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
仮
の
持
仏
堂
」
を
略
し
た
言
い
方
で
、持
ち
運
び
で
き
る
持
仏
棚
（
仏

壇
）
を
さ
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
旅
中
に
持
ち
歩
く
た
め
紙
な
ど
で
作
っ

た
仮
の
仏
像
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
向
か
っ
て
念
仏
を
唱
え
る
主
体
に
つ
い
て

は
、「
前
句
の
遊
び
人
の
趣
に
対
し
、
信
心
深
い
人
を
付
け
た
」（『
全
集
』）
と
見
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。『
全
集
』
等
が
指
摘
す
る
通
り
、同
じ
珍
碩
の
初
オ
５
に
も
「
仮
の
内
裏
」

が
る
。
熊
野
三
社
な
ど
が
あ
り
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
名
高
い
。
い
か
に
も
何
か
故
事
・

物
語
類
を
踏
ま
え
た
ら
し
い
付
け
方
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
候
補
が
挙
げ
ら
れ
る
中
、「
熊

野
→
維
盛
入
道
参
詣
ノ
心
」（『
類
船
集
』）
の
関
係
に
着
目
し
た
見
解
が
有
力
視
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、『
平
家
物
語
』
巻
十
に
お
け
る
維
盛
の
熊
野
参
詣
と
そ
の
後
の
入
水
、

こ
れ
を
知
っ
て
嘆
き
慕
う
北
の
方
を
俤
と
し
た
と
す
る
見
方
（
古
注
で
は
『
瓢
註
・
猿
蓑

註
』
が
指
摘
）
で
あ
り
、
作
者
の
念
頭
に
こ
れ
が
あ
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
。
実
際
に
は

行
け
な
い
か
ら
泣
く
の
で
あ
り
、
前
句
を
旅
姿
と
見
る
に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

手た

束つ
か

弓ゆ
み

紀き

の
関
守
が
頑
か
た
く
な
に 

　
　

珍
碩

　

名
オ
５　

雑

〔
句
意
〕
手
束
弓
を
持
っ
た
紀
州
の
関
守
が
頑
固
に
立
ち
ふ
さ
が
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
実
際
に
熊
野
へ
向
か
う
者
の
泣
く
さ
ま
と
見
換
え
、
②
行
く
手
を
遮

ら
れ
て
困
惑
し
て
い
る
場
面
を
探
り
、
③
弓
を
手
に
し
た
紀
の
関
守
が
頑
と
し
て
通
行
を

許
さ
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
手
束
弓
」
は
手
に
握
り
持
つ
弓
。「
紀
の
関
」
は
紀
伊
国
（
現
在
の
和
歌
山
県
）

と
和
泉
国
（
現
在
の
大
阪
府
）
の
境
に
あ
っ
た
雄
山
の
関
と
い
う
。「
関
守
」
は
関
所
を

守
る
番
人
。「
紀
の
関
守
」は
歌
語
で
あ
り
、引
き
留
め
る
存
在
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
。

「
頑
に
」
は
頑
固
で
あ
る
こ
と
。
諸
注
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
謡
曲
「
誓
願
寺
」
に
「
我

此
の
度
三
熊
野
に
ま
ゐ
り
、
…
紀
の
関
守
が
手
束
弓
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
と
見

て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
安
東
『
余
韻
』
は
長
嘯
子
「
雪
の
内
に
押
し
て
も
春
の
た
つ
か

弓
紀
の
関
守
や
今
日
を
知
る
ら
ん
」（『
挙
白
集
』）
を
知
っ
て
の
作
か
と
し
、
そ
の
可
能

性
も
あ
り
う
る
。

　
　
　

酒
で
は
げ
た
る
あ
た
ま
成な

る
ら
ん覧　
　
　
　
　
　
　

曲
水

　

名
オ
６　

雑
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憎
に
く
ま
れ
て
い
ら
ぬ
躍
を
ど
り
の
肝き
も

を
煎い
り　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

名
オ
11　

秋
七
月
（
躍
）

〔
句
意
〕
迷
惑
が
ら
れ
な
が
ら
、
し
な
い
で
も
よ
い
盆
踊
り
の
世
話
役
を
買
っ
て
出
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
人
物
が
里
の
な
ぶ
り
者
と
自
覚
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
②
し
な
く

て
も
よ
い
と
は
知
り
つ
つ
お
せ
っ
か
い
を
焼
き
、
そ
れ
で
皆
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
考

え
、
③
必
要
が
な
い
の
に
踊
り
の
世
話
を
し
て
は
い
や
が
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
憎
れ
て
」
は
、
こ
こ
で
は
面
倒
が
ら
れ
て
と
い
っ
た
程
度
の
意
。「
い
ら
ぬ
」

は
不
要
の
意
で
、「
こ
こ
で
は
、
お
せ
っ
か
い
な
、
で
し
ゃ
ば
っ
た
の
意
」（『
全
集
』）
を

含
ん
で
い
よ
う
。「
躍
」
は
い
わ
ゆ
る
盆
踊
り
の
類
で
あ
り
、
諸
書
に
七
月
の
扱
い
。「
肝

を
煎
」
は
世
話
を
し
て
取
り
持
つ
の
意
。

　
　
　

月
夜
〳
〵
に
明あ
け

渡
る
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

曲
水

　

名
オ
12　

三
秋
（
月
）　

月
の
句

〔
句
意
〕
月
夜
に
月
夜
を
重
ね
て
、
明
け
渡
る
空
に
月
が
残
る
こ
ろ
と
な
っ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
踊
り
の
開
催
に
熱
心
な
さ
ま
を
見
て
取
り
、
②
何
夜
も
何
夜
も
踊

り
が
続
く
も
の
と
考
え
、
そ
の
背
景
の
夜
空
に
想
像
を
及
ぼ
し
、
③
月
夜
を
重
ね
て
有
明

月
に
な
っ
た
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
明
渡
る
月
」
は
夜
が
す
っ
か
り
明
け
て
も
残
る
有
明
月
。『
日
次
紀
事
』「
七

月
十
四
日
」
の
項
に
「
洛
の
内
外
、
今
夜
よ
り
二
十
四
日
あ
る
い
は
晦
日
に
至
る
ま
で
、

…
少
年
男
女
踊
躍
を
な
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
盆
踊
り
は
連
夜
に
実
施
さ
れ
る
た
め
、
月

の
あ
り
よ
う
も
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

花は
な

薄す
す
き
あ
ま
り
ま
ね
け
ば
う
ら
枯が
れ

て 

　
　

翁

　

名
ウ
１　

秋
九
月
（
花
薄
…
枯
て
）

〔
句
意
〕
花
薄
も
あ
ま
り
招
き
続
け
た
の
で
、
つ
い
に
穂
先
が
枯
れ
て
き
て
。

と
あ
っ
た
こ
と
は
、
気
に
な
る
点
で
あ
る
。

　
　
　

中
〳
〵
に
土
間
に
居す
わ

れ
ば
蚤の
み

も
な
し　
　
　
　

曲
水

　

名
オ
９　

夏
五
・
六
月
な
い
し
三
秋
（
蚤
）

〔
句
意
〕
か
え
っ
て
土
間
に
す
わ
っ
て
い
れ
ば
蚤
も
お
ら
ず
に
過
ご
し
や
す
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
正
式
な
仏
間
も
な
い
粗
末
な
家
と
見
て
、
②
庵
で
の
生
活
に
安
ん
じ

る
人
物
を
想
定
し
、③
か
え
っ
て
土
間
に
い
る
方
が
蚤
も
な
く
て
よ
い
、と
の
独
言
を
も
っ

て
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
中
〳
〵
に
」
は
か
え
っ
て
の
意
で
、
畳
の
上
に
い
る
よ
り
も
の
意
を
含
む
。

「
土
間
」
は
家
の
中
で
床
を
張
ら
ず
土
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
所
。「
貧
家
に
一
夜
を
借
り

た
」（『
新
大
系
』）
場
合
と
見
る
こ
と
も
可
能
な
が
ら
、一
句
に
「
知
足
の
心
」（
太
田
『
解

説
』）
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
家
も
放
下
し
て
、
あ
ら
た
に
素
貧
な
庵
住
ひ
を
は
じ

め
た
」（
同
）
も
の
と
見
て
お
き
た
い
。「
蚤
」
は
『
せ
わ
焼
草
』
等
に
五
月
、　
『
毛
吹
草
』

等
に
六
月
、『
通
俗
志
』
等
に
兼
三
秋
の
扱
い
。

　
　
　

我わ
が

名
は
里
の
な
ぶ
り
も
の
也　
　
　
　
　
　
　

翁

　

名
オ
10　

雑

〔
句
意
〕
私
の
名
は
、
こ
の
里
の
愚
か
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
世
俗
に
対
し
て
超
然
と
し
た
人
物
像
を
感
得
し
、
②
回
り
か
ら
変

人
扱
い
さ
れ
て
も
平
気
で
い
る
と
考
え
、
③
わ
が
名
は
こ
の
里
の
な
ぶ
り
者
だ
、
と
の
独

言
を
も
っ
て
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
な
ぶ
り
も
の
」
は
愚
弄
・
嘲
笑
の
対
象
と
さ
れ
る
者
。
自
分
に
対
す
る
世
間

の
評
価
を
よ
く
知
り
な
が
ら
平
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、そ
こ
に
一
種
の
「
清
質
」（『
お

く
の
ほ
そ
道
』）
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
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〔
付
合
〕
①
前
句
を
何
も
な
い
簡
素
な
庵
と
見
込
み
、
②
こ
れ
に
住
む
人
は
名
利
に
と
ら

わ
れ
ず
清
廉
で
あ
る
と
想
定
し
、
③
銭
一
貫
の
恵
み
も
厄
介
に
感
じ
て
返
し
た
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
一
貫
」
は
銭
一
千
文
の
こ
と
。
金
貨
に
換
算
す
れ
ば
お
よ
そ
一
歩
（
一
両
の

四
分
の
一
）
に
相
当
す
る
。「
む
つ
か
し
」
は
気
に
入
ら
ず
不
愉
快
で
あ
る
の
意
。「
一
貫

文
の
無
心
に
き
た
使
を
断
り
言
う
て
帰
す
」（
浪
本
『
鑑
賞
』）
の
で
は
な
く
、「
銭
一
貫

の
施
し
も
煩
わ
し
い
と
返
し
て
し
ま
っ
た
」（『
新
大
系
』）
も
の
に
相
違
な
い
。
直
接
的

な
つ
な
が
り
で
は
な
い
も
の
の
、「
露
」
は
豆
板
銀
の
異
称
で
も
あ
り
、「
露
」
と
「
銭
」

と
の
間
に
は
一
種
の
連
想
関
係
が
あ
る
。
な
お
、
古
注
以
来
、
兼
好
と
頓
阿
が
無
心
に
関

わ
る
和
歌
の
贈
答
を
し
た
故
事
（『
続
草
庵
集
』）
を
踏
ま
え
る
と
の
指
摘
が
多
い
も
の
の
、

こ
れ
が
一
句
の
発
想
に
大
き
く
関
わ
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

　
　
　

医
者
の
く
す
り
は
飲の
ま

ぬ
分ふ
ん
べ
つ別　
　
　
　
　
　
　

翁

　

名
ウ
４　

雑

〔
句
意
〕
医
者
の
薬
は
飲
ま
な
い
と
い
う
考
え
を
固
め
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
ど
ん
な
金
銭
の
恵
与
も
受
け
な
い
人
と
見
定
め
、
②
そ
の
人
は
何
に

対
し
て
も
潔
癖
で
頑
固
な
性
情
を
見
せ
る
と
考
え
、
③
医
者
の
薬
な
ど
飲
ま
ず
に
死
ぬ
つ

も
り
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
分
別
」
は
物
事
を
わ
き
ま
え
て
い
る
こ
と
、
思
量
・
了
見
。
こ
こ
で
の
「
医

者
の
く
す
り
は
飲
ぬ
」
は
、医
者
の
手
に
か
か
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、

天
命
に
任
せ
、
い
た
ず
ら
に
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
な
ど
は
考
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
二
句

の
関
係
と
し
て
は
、「
見
舞
金
を
固
辞
す
る
其
人
の
信
条
を
付
け
た
」（『
新
大
系
』）
と
見

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

花
咲
け
ば
芳よ

し

野の

あ
た
り
を
欠か
け

廻
ま
は
り 

　
　

曲
水

　

名
ウ
５　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
時
が
過
ぎ
て
秋
が
深
ま
る
気
配
を
看
取
し
、
②
月
に
照
ら
さ
れ
た

晩
秋
の
野
の
光
景
を
想
像
し
、
③
な
び
き
続
け
た
薄
の
穂
も
枯
れ
て
く
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
花
薄
」
は
穂
の
出
た
薄
の
こ
と
で
、『
増
山
井
』
等
に
八
月
、『
は
な
ひ
草
』

等
に
三
秋
の
扱
い
。『
毛
吹
草
』
等
で
は
「
薄
散
る
」
が
九
月
と
さ
れ
、「
枯
尾
花
」
を
並

記
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
も
「
枯
れ
る
薄
」
で
九
月
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
薄
の
穂
が
揺

れ
る
の
を「
人
を
招
く
」と
見
立
て
る
の
は
和
歌
以
来
の
常
套（『
類
船
集
』に「
招
→
薄
」）。

「
う
ら
枯
て
」
は
草
木
の
先
端
が
枯
れ
る
こ
と
。

　
　
　

唯た
だ

四よ

方は
う

な
る
草
庵
の
露　
　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

名
ウ
２　

三
秋
（
露
）

〔
句
意
〕
た
だ
四
角
な
だ
け
の
草
庵
に
も
露
が
し
と
ど
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
晩
秋
の
淋
し
い
野
の
光
景
と
見
定
め
、
②
そ
こ
に
住
む
人
が
い
れ
ば

隠
棲
者
に
違
い
な
い
と
考
え
、
③
露
け
き
中
に
た
だ
四
角
い
草
庵
が
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
四
方
」
は
四
角
・
方
形
の
意
で
、『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
）
に
ヨ
ハ
ゥ

の
読
み
が
あ
る
。『
附
合
考
』
が
「
鴨
の
長
明
が
方
丈
な
ど
と
も
思
ひ
出
ら
れ
は
べ
る
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、『
方
丈
記
』
の
草
庵
な
ど
が
自
ず
と
想
像
さ
れ
る
。「
露
」
は
『
毛
吹

草
』『
増
山
井
』
等
に
七
月
、『
は
な
ひ
草
』
等
に
三
秋
の
扱
い
。
諸
注
、
う
ら
枯
れ
た
野

に
簡
素
な
草
庵
を
点
じ
た
も
の
と
見
る
中
、『
新
大
系
』
は
「
薄
→
小
町
が
幽
霊
」（『
類

船
集
』）
の
連
想
関
係
に
着
目
し
、「
前
句
の
擬
人
法
か
ら
暗
に
晩
年
の
小
町
を
想
定
し
た

も
の
」
と
の
新
た
な
見
解
を
示
す
。
な
お
、
同
書
が
指
摘
す
る
通
り
、
同
じ
珍
碩
の
初
ウ

５
に
「
唯
一
方
え
」
と
あ
り
、
同
字
の
重
な
り
は
気
に
か
か
る
。

　
　
　

一
貫
の
銭
む
つ
か
し
と
返
し
け
り　
　
　
　
　

曲
水

　

名
ウ
３　

雑

〔
句
意
〕
一
貫
文
の
銭
も
面
倒
で
あ
る
と
突
き
返
し
て
し
ま
っ
た
。
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の
付
合
が
志
向
さ
れ
、
そ
れ
が
匂
に
お
い

付づ
け

（
余
情
付
）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
と
は
、
周

知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
「
匂
付
」
な
る
も
の
が
、
前
句
に
用
い
ら
れ
た
詞
自
体
に
付
合

の
機
縁
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
前
句
が
発
す
る
気
分
な
り
雰
囲
気
な
り
を
重
視
し
て
付

け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
ひ
さ
ご
』
の
「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
は
、
ま
さ
に

そ
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
一
巻
と
言
え
る
。

　

い
く
つ
か
例
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
初
オ
５
・
６
の
付
合
、

　
　

月
待
て
仮
の
内
裏
の
司
召　
　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　
　
　

籾
臼
つ
く
る
杣
が
は
や
わ
ざ　
　
　
　
　
　
　

曲
水

の
場
合
は
、
前
句
に
「
仮
の
内
裏
」
と
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
急
を
要
す
る
常
な
ら
ぬ
事

態
に
あ
る
こ
と
を
見
逃
さ
ず
、
こ
れ
に
応
じ
る
食
糧
の
調
達
を
趣
向
と
し
て
立
て
た
も
の

で
あ
り
、「
は
や
わ
ざ
」の
一
語
が
よ
く
前
句
の
緊
急
事
態
に
か
な
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

諸
注
に
「﹁
は
や
わ
ざ
﹂
は
前
句
の
﹁
仮
の
内
裏
﹂
に
応
じ
た
こ
と
ば
で
あ
る
」（『
全
集
』）

な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
付
句
の
作
者
は
た
し
か
に
前
句
の
「
匂
」
を
よ
く

受
け
と
め
た
付
け
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
初
ウ
２
・
３
の
付
合
、

　
　
　

名
は
さ
ま
〴
〵
に
降
替
る
雨　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　
　

入
込
に
諏
訪
の
涌
湯
の
夕
ま
暮　
　
　
　
　
　
　

曲
水

も
同
様
で
、
諸
注
に
「
前
句
の
﹁
名
は
さ
ま
〴
〵
に
﹂
が
、
こ
の
句
の
﹁
入
込
﹂
に
響
い

て
…
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
一
つ
湯
壺
に
漬
っ
て
ゐ
る
感
じ
と
な
る
」（
伊
藤
『
全
解
』）
な
ど

と
指
摘
さ
れ
る
通
り
。
作
者
は
前
句
の
「
さ
ま
〴
〵
に
」
が
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
い
か
す

べ
く
、
付
句
の
発
想
や
表
現
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
れ
が
曲

水
だ
け
の
傾
向
で
な
い
こ
と
は
、
名
オ
12
・
名
ウ
１
の
付
合
、

　
　
　
　

月
夜
〳
〵
に
明
渡
る
月　
　
　
　
　
　
　
　

曲
水

　
　
　

花
薄
あ
ま
り
ま
ね
け
ば
う
ら
枯
て　
　
　
　
　

翁

な
ど
を
見
て
も
よ
く
承
知
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
芭
蕉
（
翁
）
は
、「
月
夜
〳
〵
に
」
の
夜

を
重
ね
た
連
続
感
を
い
か
し
、
こ
れ
を
「
あ
ま
り
ま
ね
け
ば
」
の
せ
わ
し
な
く
揺
れ
続
け

〔
句
意
〕
花
が
咲
い
た
と
な
れ
ば
吉
野
あ
た
り
を
駆
け
回
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
健
康
に
自
信
が
あ
る
ゆ
え
の
了
見
と
見
換
え
、
②
健
脚
で
遠
出
も
厭

わ
な
い
人
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
、
③
花
時
分
に
は
吉
野
辺
ま
で
も
駆
け
回
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
芳
野
」
は
「
吉
野
」
に
同
じ
く
、
現
在
の
奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
を
中
心
と

す
る
一
帯
の
地
名
で
、
花
の
名
所
と
し
て
著
名
。「
欠
廻
」
は
「
駆
廻
」
に
同
じ
く
、「
欠
」

は
通
行
の
宛
字
。
カ
ケ
メ
グ
リ
と
読
む
こ
と
も
可
能
な
が
ら
、「
聊
か
滑
稽
感
の
あ
る
﹁
カ

ケ
マ
ハ
リ
﹂
の
方
が
良
い
。
風
狂
人
の
体
が
其
処
に
浮
ん
で
来
る
」（『
連
句
抄
』）
と
の

見
解
に
従
っ
て
お
く
。

　
　
　

虻あ
ぶ

に
さ
ゝ
る
ゝ
春
の
山や
ま
な
か中　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　

挙
句　
　

春
二
月
な
い
し
三
春
（
虻
・
春
）

〔
句
意
〕
春
の
山
中
で
、
虻
に
刺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
吉
野
に
ま
で
花
を
見
に
出
か
け
た
人
と
見
定
め
、
②
花
に
夢
中
で
他

事
に
注
意
が
向
か
わ
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
③
春
の
山
中
で
虻
に
刺
さ
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
虻
」
は
双
翅
目
ア
ブ
科
の
昆
虫
の
総
称
で
、
雌
に
は
人
畜
か
ら
吸
血
す
る
も

の
が
あ
る
。『
は
な
ひ
草
』
等
に
二
月
の
扱
い
で
、『
滑
稽
雑
談
』
に
「
二
・
三
月
よ
り
生

じ
て
、
夏
月
に
存
す
」
と
あ
る
。

　

こ
の
歌
仙
全
体
に
関
す
る
と
ら
え
方
と
し
て
は
、「
芭
蕉
の
奥
羽
行
脚
後
に
お
け
る
一

新
風
を
示
す
重
要
な
巻
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」（『
全
集
』）
と
い
っ
た
と
こ

ろ
が
公
約
数
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
、「
こ
の
巻
は
、
七
部
中
で
も
有
数
の
秀
逸

で
あ
る
。
蕉
風
の
匂
付
け
が
も
は
や
全
く
完
成
の
域
に
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
」（
伊

藤
『
全
解
』）
と
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
一
体
、
貞
門
・
談
林
の
初
期

俳
諧
で
は
詞
の
縁
に
基
づ
く
親し

ん

句く

の
付
合
が
主
流
を
な
し
、
そ
れ
が
物も
の

付づ
け

（
詞
付
）
の
名

で
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
、
芭
蕉
の
切
り
拓
い
た
蕉
風
俳
諧
で
は
詞
の
縁
に
頼
ら
な
い
疎そ

く句
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こ
れ
ら
の
付
け
方
が
、
貞
門
・
談
林
の
物
付
か
ら
は
隔
絶
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、

異
論
の
余
地
は
な
い
。
ま
た
、
各
作
者
が
、「
前
句
は
是こ
れ

い
か
な
る
場
、
い
か
な
る
人
と
、

其そ
の

業わ
ざ

・
其
位く
ら
ゐ
を
能よ
く

見
定
め
」（『
去
来
抄
』）
て
趣
向
立
て
や
句
作
に
励
ん
で
い
る
こ
と
も

間
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、同
歌
仙
を
匂
付
の
一
達
成
点
を
示
す
作
品
と
す
る
こ
と
に
、

躊
躇
の
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に

言
う
な
ら
ば
、
芭
蕉
晩
年
の
連
句
作
品
と
の
間
に
相
応
の
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
た
し

か
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
で
挙
例
は
控
え
る
も
の
の
、『
す
み
だ
は
ら
』『
続
猿
蓑
』
等
に

収
め
ら
れ
る
芭
蕉
一
座
歌
仙
の
場
合
、
一
見
し
た
範
囲
で
は
、
断
片
的
な
二
句
が
た
だ
並

ん
で
い
る
だ
け
に
見
え
る
付
合
が
少
な
く
な
い
。そ
れ
は
、③〔
句
作
〕の
段
階
で
思
い
切
っ

た
飛
躍
と
捨
象
を
行
な
っ
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
疎
句
化
の

度
合
い
が
よ
り
進
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、『
ひ
さ
ご
』「
木

の
も
と
に
」
歌
仙
の
場
合
、
前
句
か
ら
感
じ
取
っ
た
「
匂
」
に
応
じ
る
詞
を
明
示
し
て
付

け
る
こ
と
が
多
く
、
仮
に
そ
れ
を
言
表
化
す
れ
ば
、
余
情
の
可
視
化
さ
れ
た
付
け
方
と
で

も
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
後
の
芭
蕉
の
付
け
方
は
、
そ
の
余
情
さ
え
非
可
視
化
す
る
方
向

に
進
ん
で
い
く
の
だ
け
れ
ど
、
だ
か
ら
『
ひ
さ
ご
』
は
途
中
段
階
を
示
す
過
渡
期
的
な
も

の
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
題
材
（
と
く
に
人
物
像
）
や
場
面
の
多

様
性
と
い
い
、
打
て
ば
響
く
よ
う
な
付
け
方
の
呼
吸
と
い
い
、
本
歌
仙
や
『
猿
蓑
』
諸
歌

仙
の
成
果
は
最
大
限
の
賞
賛
を
受
け
る
に
値
す
る
。「
匂
付
」
は
こ
こ
で
た
し
か
に
完
成

の
域
に
達
し
た
の
で
あ
り
、『
す
み
だ
は
ら
』
や
『
続
猿
蓑
』
も
こ
れ
な
し
に
存
在
す
る

こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
で
は
、『
ひ
さ
ご
』『
猿
蓑
』
と
『
す
み
だ
は
ら
』『
続
猿
蓑
』

の
関
係
を
ど
う
見
る
か
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
科
学
研
究
費
を
受
け
て
の
研
究
（
課
題
番
号
：16K02416

）
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。 
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）

る
さ
ま
に
移
し
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
も
広
く
諸
注
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

一
巻
か
ら
同
様
の
付
け
方
を
探
す
の
に
苦
労
は
い
ら
ず
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
「
匂
」

の
付
合
は
こ
の
歌
仙
全
体
に
満
ち
て
い
る
と
言
っ
て
誤
ら
な
い
。
名
ウ
３
・
４
の
付
合
、

　
　

一
貫
の
銭
む
つ
か
し
と
返
し
け
り　
　
　
　
　
　

曲
水

　
　
　

医
者
の
く
す
り
は
飲
ぬ
分
別　
　
　
　
　
　
　

翁

の
場
合
、「
飲
ぬ
」
と
い
う
否
定
的
な
覚
悟
は
、「
返
し
け
り
」
の
断
固
と
し
て
拒
絶
す
る

気
分
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
名
オ
10
・
11
の
付
合
、

　
　
　

我
名
は
里
の
な
ぶ
り
も
の
也　
　
　
　
　
　
　

翁

　
　

憎
れ
て
い
ら
ぬ
躍
の
肝
を
煎　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

に
し
て
も
、「
憎
れ
て
」
は
明
ら
か
に
「
な
ぶ
り
も
の
」
の
語
意
・
語
感
を
受
け
た
も
の

に
相
違
な
い
。
よ
り
顕
著
な
例
と
し
て
は
、
名
オ
１
～
３
の
三
句
、

　
　

何
よ
り
も
蝶
の
現
ぞ
あ
は
れ
な
る　
　
　
　
　
　

翁

　
　
　

文
書
ほ
ど
の
力
さ
へ
な
き　
　
　
　
　
　
　
　

珍
碩

　
　

羅
に
日
を
い
と
は
る
ゝ
御
か
た
ち　
　
　
　
　
　

曲
水

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
あ
は
れ
な
る
」
と
「
力
さ
へ
な
き
」、「
力
さ
へ
な
き
」
と
「
い

と
は
る
ゝ
」
に
は
、
意
味
の
上
で
も
大
き
く
重
な
る
も
の
が
あ
り
、
三
句
が
も
つ
情
調
に

は
き
わ
め
て
近
い
も
の
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
、
芭
蕉
（
翁
）
の
句
は
、
曲
水
の
前

句
「
巡
礼
死
ぬ
る
道
の
か
げ
ろ
ふ
」
が
も
つ
無
常
観
を
し
か
と
受
け
と
め
、
こ
れ
に
「
あ

は
れ
な
る
」
の
語
で
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
前
句
の
「
匂
」
に
応

じ
る
最
適
の
一
語
を
明
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
同
様
の
例
と
し
て
は
、

　
　

木
の
も
と
に
汁
も
鱠
も
桜
か
な　
　
　
　
　
　
　

翁

　
　
　

西
日
の
ど
か
に
よ
き
天
気
な
り　
　
　
　
　
　

珍
碩

の
発
句
・
脇
な
ど
も
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。
珍
碩
は
、
前
句
の
場
面
を
よ
く
見
定
め
、
そ

の
気
分
（
匂
）
に
ま
で
理
解
を
及
ぼ
し
た
上
で
、
そ
れ
を
「
の
ど
か
に
」
の
一
語
に
表
象

さ
せ
つ
つ
、
前
句
に
ふ
さ
わ
し
い
時
分
と
天
相
を
添
え
た
わ
け
で
あ
る
。


