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こ
こ
で
は
一
茶
の
夏
の
句
、
と
く
に
住
ま
い
を
主
題
と
し
て
い
る
句
を
選
ん

で
、
一
茶
に
お
け
る
住
ま
い
の
感
覚
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
一
茶
の

（
１
）

（
２
）

句
を
ガ
ス
ト
ソ
・
パ
ッ
ュ
ラ
ー
ル
の
『
空
間
の
詩
学
』
に
基
づ
い
た
目
で
考
察

し
て
承
た
い
。

パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
居
住
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
居
住
機
能
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
｝
昌
目
芯
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
言
う
（
岩
村
行
雄
氏
の
訳
で
は
、
「
旨
【
ご
藍
」
は
「
内
密
」
と
翻

「
生
命
が
住
ま
い
を
承
つ
け
、
身
を
ま
も
り
、
身
を
ひ
そ
め
、
身
を
か
く
す

と
た
ち
ま
ち
想
像
力
は
保
護
さ
れ
た
空
間
に
す
む
存
在
に
共
感
す
る
、
と
い

う
こ
と
を
わ
た
く
し
は
し
め
し
た
い
：
…
・
想
像
力
は
ざ
童
ざ
ま
に
こ
と
な
る

安
全
度
を
し
め
す
保
護
を
く
ま
な
く
体
験
す
る
。
」
〔
一
七
三
頁
〕

「
も
し
家
の
も
っ
と
も
貴
重
な
恩
恵
は
な
に
か
と
た
ず
ね
ら
れ
た
な
ら
ば
、

家
が
夢
想
を
か
く
ま
い
夢
を
承
る
ひ
と
を
保
謹
し
、
わ
れ
わ
れ
に
安
ら
か
に

夢
承
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
だ
と
、
わ
た
く
し
は
い
う
だ
ろ
う
。
」
〔
四
一
頁
〕

一
茶
の
句
に
お
け
る
日
本
の
家

Ｉ
バ
ニ
ラ
ー
ル
『
空
間
の
詩
学
』
に
照
し
て
見
た
そ
の
「
居
住
機
能
」

訳
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
・
西
・
英
語
で
通
用
し
て
い
る
「
冒
威
日
蔑
」
の
概
念

に
完
壁
に
一
致
す
る
日
本
語
が
見
あ
た
ら
な
い
た
め
、
本
論
で
は
パ
ッ
ュ
ラ
ー

ル
の
原
文
に
登
場
す
る
「
旨
三
か
」
Ｉ
英
語
で
い
え
ば
、
三
重
ｌ

を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
い
）
。

パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
居
住
機
能
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
も
の
ｌ
お
互
い
に
そ

れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
ｌ
の
中
で
、
私
が
一

番
魅
力
を
感
じ
て
い
る
の
は
旨
【
旨
目
戚
の
問
題
で
あ
る
。
バ
シ
ュ
ヲ
ー
ル
は
彼

の
本
で
、
冬
は
心
に
旨
【
亘
尿
を
と
り
わ
け
提
供
す
る
季
節
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
以
下
の
表
現
、
「
そ
し
て
外
が
寒
い
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
た
い
へ
ん
暖
か
い
の
だ
。
」
〔
七
五
頁
〕
と
か
「
家
は
冬
が
た
く
わ
え
た
純

粋
な
内
密
を
う
け
と
る
の
だ
。
」
〔
七
六
頁
〕
と
い
っ
た
表
現
を
通
じ
て
知
る
こ

「
こ
れ
か
ら
わ
た
く
し
は
、
う
つ
る
い
や
す
く
、
あ
る
い
は
空
想
的
な
も

の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
も
っ
と
も
人
間
的
な
根
を
も
つ
内
密
の
印
象
に
注

意
を
む
け
た
い
と
お
も
う
。
」
〔
一
七
八
頁
〕

‐テ 一
一
ナ
・
ユ
イ
・
デ
・
〈
セ
ガ
ワ
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夢
と
現
実
の
は
ざ
ま
に
迷
い
込
む
。

明
治
以
降
の
日
本
の
近
代
文
学
の
作
家
た
ち
の
作
品
の
中
に
は
、
パ
ッ
ュ
ラ

ー
ル
が
い
う
「
孤
独
の
空
間
」
に
近
い
「
】
二
言
扉
」
の
感
覚
が
、
と
り
わ
け
住

ま
い
の
描
写
の
中
に
多
く
現
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
直
接
的
に

現
れ
な
い
西
洋
の
影
響
を
受
け
る
前
の
日
本
の
文
学
、
そ
れ
も
俳
句
の
形
を
し

た
一
茶
の
詩
に
は
何
ら
か
の
「
冒
回
日
忌
」
が
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し

見
ら
れ
る
な
ら
面
白
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
一
茶
の
句

に
あ
た
っ
て
ぷ
る
と
、
住
ま
い
を
主
題
と
し
た
句
の
中
に
は
、
予
想
し
た

「
三
亘
忌
」
は
．
ハ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
言
う
よ
う
な
「
旨
曰
己
忌
」
や
「
孤
独
の
空

間
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
私
の
選
択
が
適

切
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
心
配
し
た
が
、
そ
の
う
ち
に
一
茶
の
句
に
は
直
接
に

そ
う
し
た
特
色
が
見
ら
れ
な
く
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
そ
う
し
た
も
の
が
潜
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

で
は
一
茶
の
夏
の
句
で
の
住
ま
い
と
「
旨
ロ
旦
示
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

停
止
し
、
暑
さ
は
我
々
を
ふ
だ
ん
よ
り
緩
慢
に
さ
せ
、
我
交
の
現
実
的
な
感
当

を
鈍
ら
せ
る
。
そ
の
時
に
我
々
は
眠
り
、
も
し
く
は
ま
ど
ろ
承
に
支
配
さ
れ
、

と
が
で
き
る
。

・
ハ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
夢
想
や
「
冒
威
旦
示
」
の
世
界
に
お

い
て
、
冬
に
特
別
な
力
を
認
め
て
い
ろ
。
し
か
し
そ
れ
は
冬
だ
け
に
限
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
夏
に
も
そ
う
し
た
も
の
が
強
く
生
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
暑
さ
の
中
で
、
特
に
夢
想
や
「
〕
三
冒
忌
」
を
起
こ
す
時
間
と
し

て
私
が
連
想
し
た
の
は
、
暑
い
気
候
の
国
で
の
昼
寝
の
時
間
で
あ
っ
た
。
昼
寝

の
時
間
と
い
う
の
は
す
べ
て
の
も
の
が
沈
黙
に
落
ち
る
時
間
で
あ
る
。
時
間
が

停
止
し
、
暑
さ
は
我
々
を
ふ
だ
ん
よ
り
緩
慢
に
さ
せ
、
我
交
の
現
実
的
な
感
覚

日
本
で
は
人
間
の
暮
ら
し
が
季
節
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
中
ど
こ
で
も
季
節
は
我
を
人
間
の
生
活
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
日
本
の
場
合
に
特
殊
な
の
は
、
俳
句
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
「
人
事
」
（
生
活
習
慣
と
か
習
俗
と
か
人
間
社
会
の
こ
と
が
ら
）
が
季

節
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
個
人
の
行
為
が
季
節
と
関
連
づ
け

ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ど
ん
な
国
で
も
、
暖
か
く

な
る
と
薄
着
に
着
が
え
よ
う
。
し
か
し
日
本
で
は
、
暦
の
う
え
で
春
が
や
っ
て

来
る
と
、
ま
だ
多
少
寒
く
て
も
薄
着
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
私
の
母
国
、

〆
キ
シ
コ
の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
し
た
季
節
の
変
化
が
な
く
、
ほ
と
ん
ど
い
つ

も
暖
か
く
て
、
寒
く
な
っ
た
場
合
、
セ
ー
タ
ー
一
枚
着
る
だ
け
で
す
ま
せ
る
所

で
は
、
日
本
の
よ
う
な
暦
に
合
わ
せ
た
行
動
は
見
ら
れ
な
い
。
日
本
で
は
、
メ

キ
シ
コ
の
よ
う
な
気
候
の
国
と
違
っ
て
、
人
間
の
行
動
は
”
物
理
的
な
“
季
節

だ
け
で
な
く
、
”
概
念
的
な
“
季
節
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
個
人
個
人
が
、

皆
同
じ
時
に
同
じ
行
為
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
個
人
史
の
ふ
し
目
ふ
し

目
の
思
い
出
を
共
通
項
Ｉ
梅
雨
と
か
入
学
式
と
か
落
花
な
ど
の
季
語
Ｉ
で

く
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
集
団
的
な
思
い
出

つ
ゆ
ぽ
れ

梅
雨
晴
や
一
一
軒
並
ん
で
煤
は
食
つ
い
（
七
番
日
記
）

あ
ら
涼
し
ノ
ー
と
い
ふ
も
ひ
と
り
哉
（
七
番
日
記
）

五
月
雨
や
二
階
住
居
の
草
の
花
（
享
和
句
帖
）

夕

共
有
」
一
一
一
一
」
｜
れ
た
住
ま
い
の
感
覚

－
－
１
季
節
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
共
同
の
「
】
二
日
三
尿
」

￣
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Ｉ
郷
愁
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
．

「
あ
ら
涼
し
ノ
ー
と
い
ふ
も
ひ
と
り
哉
」
は
、
人
★
が
そ
の
共
同
の
〔
ご
国
‐

旦
威
」
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
と
思
う
。
、
ハ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は

『
空
間
の
詩
学
』
の
中
で
、
「
片
隅
に
ひ
き
こ
も
る
」
（
ひ
と
り
に
な
り
た
い
か

ら
ひ
と
り
に
な
る
）
と
い
う
フ
ヲ
ソ
ス
語
の
表
現
を
つ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
句
で
は
主
体
は
け
っ
し
て
一
人
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

ま
わ
り
に
誰
も
い
な
い
と
気
が
付
い
た
時
に
、
つ
ま
り
ま
わ
り
の
人
と
の
静
か

な
コ
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
ー
シ
ョ
ソ
、
静
か
な
「
百
回
目
尿
」
が
な
り
た
た
な
い
と
気
付

い
た
時
に
、
軽
い
失
望
の
気
持
を
覚
え
る
。
こ
の
句
で
は
主
体
が
家
族
の
不
在

を
嘆
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
と
な
り
の
家
の
誰
か
が
、
縁
側
か
ら

”
や
っ
と
涼
し
く
な
っ
た
わ
ね
”
と
言
っ
て
あ
げ
れ
ば
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
感

覚
は
消
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
句
の
主
体
は
血
縁
の
結
び
つ
き
よ
り
も
気
候
の
挨

拶
に
潜
ん
で
い
る
共
同
の
「
旨
臣
日
雇
」
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。つ
め
区
欠

十
十

「
梅
雨
晴
や
一
一
軒
並
ん
で
煤
は
ら
い
」
の
句
は
、
あ
る
地
域
に
定
住
し
て
い

る
個
人
個
人
の
行
為
の
共
通
性
を
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
。
こ
の
句

か
ら
は
人
々
の
間
に
心
が
通
じ
合
っ
て
い
る
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
来
る
。
人
間

の
行
為
は
同
じ
原
理
ｌ
季
節
の
原
理
や
共
同
の
生
活
の
原
理
の
う
え
に
な
り

た
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
者
同
士
の
間
に
、
個
人

個
人
の
行
為
に
対
す
る
理
解
や
安
心
感
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
人
斉
の
間
に
心

が
通
じ
、
他
人
の
行
為
が
自
分
の
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
時
間
が
た
つ
に

つ
れ
て
懐
か
し
く
思
え
て
く
る
。
そ
こ
に
も
共
同
の
「
旨
【
冒
葭
」
が
あ
る
。

「
五
月
雨
や
二
階
住
居
の
草
の
花
」
こ
れ
は
毎
年
毎
年
あ
る
季
節
が
や
っ
て

く
る
と
と
も
に
、
自
然
だ
け
で
な
く
人
為
の
家
も
着
物
の
模
様
も
食
ぺ
物
も
、

そ
の
季
節
と
の
調
和
の
中
で
変
わ
っ
て
来
る
こ
と
を
示
す
句
で
あ
る
と
思
う
。
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０
ロ
リ
ー
■
７
０
０
７
１
■
Ｉ
Ｂ
Ｕ
ｐ
０
■
０
Ｊ
Ⅱ
Ｉ
ｉ
Ｕ
４
ｌ
Ｉ
■
Ｂ
ｒ
■
Ⅲ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｖ
Ｏ
Ｌ
■
Ⅱ
０
■
０

毎
年
、
五
月
雨
の
同
じ
時
期
に
二
階
住
居
の
草
の
花
が
咲
く
。
自
然
は
季
節
と

共
に
変
わ
る
が
、
人
の
行
為
も
毎
年
毎
年
、
自
然
の
よ
う
に
復
活
す
れ
ば
、
人

間
の
心
に
不
安
が
な
く
な
り
、
く
り
返
し
の
中
の
安
心
感
が
な
り
た
っ
て
く
る
。

こ
の
句
に
は
そ
う
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

パ
シ
ニ
ヲ
ー
ル
の
「
想
像
力
は
さ
ま
ざ
ま
に
こ
と
な
る
安
全
度
を
し
め
す
保

護
を
く
ま
な
く
体
験
す
る
。
」
〔
一
七
三
頁
〕
あ
る
い
は
「
現
実
に
ひ
と
が
す
ん

で
い
る
空
間
に
は
ふ
な
家
の
概
念
の
本
質
が
あ
る
。
」
〔
四
○
頁
〕
と
い
う
指
摘

は
、
こ
の
句
が
も
た
ら
す
安
心
感
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

個
人
の
家
だ
け
で
な
く
、
広
い
空
間
も
主
体
に
よ
っ
て
「
住
ま
わ
れ
て
い

る
」
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
空
間
に
も
家
的
な
も
の
が
あ
り
、
想
像
力
に
守
護
さ

れ
た
安
心
感
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
季
節
に
よ
っ
て
規
則
正
し
く
変
わ
る
江

戸
、
武
蔵
そ
し
て
徳
川
日
本
の
風
土
は
、
住
民
に
家
的
な
安
心
感
を
提
供
す
る
。

ま
た
、
あ
る
地
方
で
季
節
の
味
に
親
し
ん
だ
個
人
の
生
活
の
思
い
出
は
、
そ
の

季
節
の
味
と
深
く
関
連
づ
け
ら
れ
、
そ
の
季
節
の
味
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て

再
び
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
他
人
と
の
共
有
の
「
旨
［
冒
忌
」
を

持
つ
よ
う
に
な
る
。

パ
ッ
ュ
ラ
ー
ル
の
指
摘
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
家
を
慰
め
と
内
密
の
空
間
と
か
ん
が
え
、
内
密
を
凝
縮
し
防
御
す
ぺ
き

空
間
と
か
ん
が
え
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
人
間
的
な
も
の
へ
の
転
換
が
お
こ
な
わ

れ
る
。
す
る
と
一
切
の
合
理
性
か
ら
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
、
夢
幻
の
領
野
が

ひ
ら
か
れ
る
。
」
〔
八
四
頁
〕

二
頁
に
涼
し
さ
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
の
家
自
体

￣

1９１

ノ
′
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１
‐
９
，
’
－
．
ｌ
１
ｂ
『
Ｉ
Ⅱ
０
１
９
□
７
‘
ｌ
■
■
Ｉ
■
■
■
■
０
０
Ⅱ
■
１
１
１
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
０
‐
。
，
０
０
●
１
１
－
－
０
１
．
０
・
日
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
ｌ
ｒ
Ｉ
ロ

こ
れ
ら
の
句
は
前
の
句
よ
り
も
詳
し
い
要
素
で
そ
の
安
ら
ぎ
を
語
っ
て
く
れ

る
。
た
と
え
ば
「
涼
し
さ
や
縁
の
際
な
る
川
手
水
」
で
は
、
縁
側
に
あ
る
手
水

か
ら
家
の
中
に
聞
こ
え
て
来
る
川
の
よ
う
に
流
れ
る
水
の
音
が
、
主
体
に
涼
し

さ
を
も
た
ら
す
。
こ
の
句
に
は
主
体
の
想
像
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
音
を
通

じ
て
川
を
連
想
し
、
涼
し
さ
を
感
じ
る
。
そ
こ
に
は
「
安
ら
ぎ
」
が
あ
る
だ
け

で
な
く
、
「
】
二
言
ぽ
」
が
生
ま
れ
て
来
る
状
況
も
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ッ
ニ
ラ
ー

以
上
の
句
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
暑
苦
し
い
夏
に
は

涼
し
さ
は
我
女
を
元
気
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
に
涼
し
さ
を
提
供

す
る
の
は
我
が
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
家
す
な
わ
ち
「
安
ら
ぎ
」
と
い
う

条
件
が
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。

涼
し
さ
や
山
か
ら
見
へ
る
大
座
敷
（
七
番
日
記
）

涼
し
さ
や
一
畳
敷
も
お
れ
が
家
（
梅
塵
八
番
）

し
ん
§
唯

て
り
づ

涼
１
」
さ
や
縁
の
際
な
る
川
手
水
（
文
政
句
帳
）

く
わ
危
ぐ

ね
判
け

火
宅
で
Ｊ
い
）
持
て
ば
涼
し
●
き
寝
起
哉
（
文
政
句
帖
）

肘
帥
や
ど

我
宿
と
い
ふ
ば
か
ｈ
ソ
で
Ｊ
い
）
涼
し
さ
よ
（
七
番
日
記
）

十
粒
わ
ら

涼
風
の
浄
土
則
我
家
哉
（
八
番
ｐ
Ｈ
記
）

一
茶
の
句
に
は
そ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
次
の
句
が
あ
る
。

主
体
は
彼
の
長
い
人
生
の
間
に
、
手
水
か
ら
の
音
を
聞
く
た
び
に
、
幼
年
期

の
連
想
を
す
る
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
新
し
い
家
へ
移
っ
て
も
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は

彼
の
頭
を
離
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
句
、
「
涼
し
さ
や
山
か
ら
見
え
る
大
座
敷
」
に
お
け
る
家
と
か
犬
座

敷
の
安
ら
ぎ
は
、
炎
天
下
の
山
野
を
歩
い
て
い
る
人
か
ら
想
像
さ
れ
た
安
ら
ぎ

の
よ
う
だ
。
こ
こ
の
犬
座
敷
は
主
体
か
ら
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
に
承
な
さ
れ
る
。

主
体
が
大
座
敷
を
見
る
だ
け
で
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
前
出
の
涼
し

さ
や
縁
の
際
な
る
川
手
水
と
同
じ
現
象
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
主
体
は
以
前

に
大
座
敷
の
涼
し
さ
と
い
う
も
の
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
大
座
敷
に

一
歩
も
足
を
踏
承
入
れ
な
く
と
も
暑
さ
か
ら
の
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
る
こ
と
が
可

能
な
の
だ
。
そ
し
て
パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
保
護
さ
れ
た
思

い
出
を
再
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
安
ら
ぎ
を
お
ぼ
え
る
。
」

の
で
あ
る
。

ル
の
以
下
の
指
摘
に
よ
る
。

私
は
こ
こ
で
「
居
住
機
能
」
を
意
識
し
な
が
ら
家
と
涼
し
さ
の
問
題
を
考
え
、

「
場
」
と
心
や
身
体
の
安
ら
ぎ
を
表
す
「
冒
威
旦
忌
」
の
問
題
を
同
時
に
取
り

「
新
し
い
家
に
す
ん
で
い
る
と
き
に
、
過
去
の
棲
家
の
思
い
出
が
う
か
ん

で
く
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
固
着
、
幸
福
の
固
着
を
体
験
す
る
。
保
護
さ
れ
た

思
い
出
を
再
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
力
づ
け
ら
れ
る
（
原

文
で
は
”
わ
れ
わ
れ
は
安
ら
ぎ
を
お
ぼ
え
る
し
。
」
〔
四
○
頁
〕

三
夏
に
涼
し
さ
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
の
家
を
囲
む
宇
宙

￣
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「
８
皇
」
た
空
間
、
あ
る
い
は
パ
ッ
ュ
ヲ
ー
ル
が
言
う
よ
う
な
ミ
ー
ー
ア
チ
ュ
ー

ル
の
世
界
を
探
そ
う
と
し
た
が
、
そ
う
し
た
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
「
無
限
性
」
の
中
の
「
ご
豆
旦
尿
」
と
で
も
い
う
ぺ

ぎ
も
の
が
私
の
前
に
現
れ
た
。

李
御
寧
氏
の
著
作
、
『
縮
永
志
向
の
日
本
人
』
に
見
る
よ
う
に
、
日
本
人
一

ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
の
世
界
を
好
む
民
族
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
私
は

茶
の
夏
の
住
ま
い
の
句
の
中
に
、
「
冒
箆
旦
忌
」
を
作
り
出
す
狭
い
空
間
、

入
れ
る
。
し
か
し
西
洋
人
が
「
旨
匪
旦
尿
」
と
い
う
言
葉
を
連
想
す
る
場
合
に

は
、
主
に
、
い
ざ
と
な
る
と
他
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
隠
れ
る
こ
と
の
で
き

る
狭
い
空
間
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
空
間
を
代
表
す
る
の
は
「
片
隅
」
で
あ

る
。
パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
「
片
隅
」
の
章
に
続
く
章
を
「
ミ
ー
ー
ァ
チ
ュ
ー
ル
」
の

章
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
片
隅
」
の
世
界
と
「
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
」

の
世
界
の
間
に
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ら
だ
。

パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
ミ
ー
ー
ア
チ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
全
世
界
が
一
つ
の
核
、
胚
種
、
力
動
的
な
中
心
に
集
中
す
る
．
…
・
・
・
そ

し
て
こ
の
中
心
は
、
想
像
の
中
心
で
あ
る
か
ら
、
力
強
い
。
…
…
ミ
ー
ー
ア
チ

ュ
ー
ル
が
宇
宙
の
次
元
へ
展
開
す
る
。
ま
た
も
大
き
な
も
の
が
小
さ
な
も
の

の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
」
（
二
○
二
頁
）

十
ル

ー
侃
し
さ
や
ど
こ
に
住
で
Ｊ
い
》
ふ
じ
の
山
（
文
政
句
帳
）

夏
の
夜
や
枕
に
し
た
ろ
筑
波
山
（
遺
稿
）

に
見
る
よ
う
に
、
日
本
人
は

「
無
限
性
」
に
つ
い
て
の
こ
の
説
明
は
、
一
茶
の
「
夏
の
夜
や
枕
に
し
た
る

筑
波
山
」
の
句
に
潜
ん
で
い
る
「
静
止
し
た
人
間
」
、
す
な
わ
ち
こ
の
句
の
主

体
の
「
静
か
な
夢
想
」
と
ぴ
っ
た
り
符
合
す
る
。
し
か
も
ミ
ー
ー
ア
チ
ュ
ー
ル
の

空
間
だ
け
で
な
く
、
無
限
性
の
空
間
に
も
「
旨
蔑
日
震
」
が
生
き
て
い
る
こ
と

こ
れ
ら
の
句
に
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。
「
ど
こ
に
住
ん
で
も
」

と
句
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
家
自
体
は
問
題
で
な
く
な

っ
て
い
る
。
「
ふ
じ
の
山
」
と
い
う
大
事
な
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
家
に
揃
っ
て
い

る
。
「
ふ
じ
の
山
」
は
す
で
に
各
家
の
部
分
で
あ
っ
て
、
住
民
に
涼
し
さ
と
い

う
や
す
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
面
白
い
の
は
、
家
と
ふ

じ
の
山
の
間
の
距
離
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
て
、
「
無
限
性
」
は
い
つ
の
間

に
か
意
識
の
う
え
疋
日
常
化
さ
れ
、
ふ
じ
の
山
と
人
☆
の
間
に
「
冒
威
旦
示
」

の
気
持
が
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

「
枕
に
し
た
ろ
筑
波
山
」
の
表
現
は
な
お
さ
ら
印
象
的
で
あ
る
。
寝
て
い
る

時
間
に
は
目
に
さ
え
入
ら
な
い
筑
波
山
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
主
体
の
記
憶
や
心
に

印
象
さ
れ
て
、
涼
し
さ
や
、
や
す
ら
ぎ
や
、
守
護
を
与
え
る
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
句
で
は
、
い
か
に
「
無
限
性
」
が
人
間
に
と
っ
て
欺
じ
か

た
も
の
に
な
れ
る
か
が
最
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。

で
は
パ
ッ
ュ
ラ
ー
ル
は
「
無
限
性
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
静
止
す
る
と
た
ち
ま
ち
別
の
場
所
に
い
る
。
す
な
わ
ち
わ

れ
わ
れ
は
無
限
の
世
界
で
夢
を
ゑ
て
い
る
の
だ
。
無
限
性
は
静
止
し
た
人
間

の
運
動
で
あ
る
。
無
限
性
は
静
か
な
夢
想
の
力
動
的
な
性
格
の
一
つ
な
の
で

あ
る
。
」
〔
一
一
三
一
頁
〕

￣

１
口
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
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こ
の
句
で
は
家
を
囲
む
宇
宙
と
言
っ
て
も
、
家
か
ら
一
番
近
い
外
の
宇
宙
、

す
な
わ
ち
庇
か
ら
来
た
鳥
の
声
に
よ
っ
て
、
主
体
が
耳
を
通
じ
て
涼
し
さ
の
や

す
ら
ぎ
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
夏
に
人
間
へ
涼
し
さ
を
も
た
ら
す
一
茶
の
住
ま
い
は
、
広

い
意
味
で
の
宇
宙
と
の
調
和
に
よ
っ
て
出
来
た
住
ま
い
で
あ
る
。
家
か
ら
遠
く

こ
の
句
で
は
暑
い
が
故
に
白
峰
の
雪
が
目
に
つ
き
、
し
ば
し
の
涼
し
さ
を
感

じ
る
。
こ
の
場
合
、
主
体
に
涼
し
さ
の
や
す
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
た
の
は
風
の
よ

う
な
物
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
視
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
見
こ
の
句
は
家

と
関
係
が
な
さ
そ
う
だ
が
、
前
出
の
「
涼
し
さ
や
ど
こ
に
住
ん
で
も
ふ
じ
の
山
」

の
句
と
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
り
そ
う
だ
。

を
一
茶
の
句
は
教
え
て
く
れ
る
。

夏
に
涼
し
さ
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
の
家
を
囲
む
宇
宙
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
次
の
こ
の
三
つ
の
句
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。
涼
し
さ
に
は
色
々
な
レ

ベ
ル
が
あ
る
。

こ
の
句
で
は
、
涼
し
さ
は
風
と
い
う
物
理
的
な
も
の

に
広
が
っ
て
、
「
鼠
の
し
ら
ぬ
小
隅
」
の
所
ま
で
届
く
。

凸
Ｉ
９
Ｄ
ｌ
Ｂ
■
凸
■
且
□
■
■
■
０
・
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
０
Ｋ
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｐ
Ｉ
Ｏ
０
９
．
ロ
リ
Ｌ
Ⅱ
■
９
１
凸
■
ご
▲
■
■
Ⅱ
０
■
■
■
Ｐ
０
■
■
■
■
■
■
ロ
■
■
■
■
■
■
〃
■
Ｕ
ｉ
０
０
１
凸
Ⅱ
■
９
０
●
Ｉ
△
■
■
ワ
Ｉ
・
Ｐ
Ｉ
Ｌ
Ｂ
■
■
し
０
１
●
０
－
６
●
Ｑ
ｒ
Ｉ

が
や
び
さ
し

萱
庇
や
は
ｈ
ソ
涼
し
ぎ
鳥
の
声
（
西
紀
書
込
）

し
ら
糸
ね

白
峰
の
雪
の
戸
口
に
つ
く
暑
さ
哉
（
希
杖
本
）

白
で

涼
風
や
鼠
の
し
ら
ぬ
小
隅
迄
（
七
番
ｐ
Ｈ
記
）

涼
し
さ
は
風
と
い
う
物
理
的
な
も
の
に
よ
っ
て
外
か
ら
家
中

我
々
が
一
茶
の
こ
の
句
を
読
む
と
、
家
自
体
は
生
き
物
で
あ
っ
て
、
人
間
と

共
に
夏
の
暑
苦
し
さ
を
忍
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
茶
は
パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
よ
く
使
う
「
生
き
ら
れ
た
空
間
」
（
■
の
切
冨
、
の
忌
日
）

を
の
り
こ
え
る
。
－
茶
の
句
に
よ
れ
ば
空
間
は
生
き
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

人
間
と
共
に
息
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
家
に
関
す
る
一
茶
の
意
識
は

そ
こ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
空
間
は
人
間
に
守
護
を
与
え
る
と
同
時
に
、
人

間
も
家
を
生
き
物
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
に
守
護
を
与
え
る
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
た
っ
て
い
る
。
「
子
供
に
小
さ
い
箸
、
大
人
に
大
き
な
箸
」

と
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
、
「
大
家
の
犬
雨
だ
れ
」
の
句
の
中
で
は
大
家
に
大
雨

だ
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
こ
に
は
家
に
対
す
る
人
間
化
が
見
ら
れ
る
。

に
見
え
る
山
の
白
い
峰
、
家
の
縁
に
当
た
る
庇
と
い
う
近
い
と
こ
ろ
か
ら
聞
こ

え
て
来
る
鳥
の
声
、
家
の
中
心
ま
で
流
れ
て
来
る
涼
し
い
風
な
ど
に
よ
っ
て
、
／

人
間
は
住
ま
い
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
が
一
茶
の
家
で
あ

る
。

均
岻
い
へ

大
家
の
大
雨
だ
れ
の
暑
哉
（
七
番
［
ロ
記
）

草
棄
よ
り
暑
い
風
吹
く
座
敷
哉
（
文
政
句
帖
）

満
月
に
暑
さ
の
さ
め
ぬ
畳
哉
（
文
政
句
帖
）

暑
き
曰
や
に
ら
承
く
ら
す
る
鬼
瓦
（
文
政
句
帖
）

四
頁
の
暑
さ
に
苦
し
む
家
自
体

＝
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南
米
で
も
ス
ペ
イ
ン
で
も
、
暑
い
地
方
で
「
昼
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
時
間
は
、

正
午
＋
ご
岸
で
は
な
く
に
［
大
場
の
痔
間
」
「
と
言
甸
て
へ
「
午
後
二
時
か
ら
四
時
‐

”
非
計
画
的
な
”
昼
寝
の

る
も
の
は
、
共
同
社
会
祓

な
昼
寝
の
こ
と
を
い
う
。

昼
寝
と
言
っ
て
も
日
本
で
は
、
「
ご
ろ
ご
ろ
寝
」
と
「
昼
寝
」
の
二
つ
の
種

類
が
あ
る
ら
し
い
。
「
ご
ろ
ご
ろ
寝
」
と
私
が
名
づ
け
た
も
の
は
一
日
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
の
中
に
入
る
”
計
画
的
な
“
昼
寝
で
は
な
く
、
暑
さ
の
疲
れ
に
よ
る

”
非
計
画
的
な
”
昼
寝
の
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
昼
寝
」
と
呼
ん
で
い

る
も
の
は
、
共
同
社
会
が
活
動
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
に
入
れ
た
”
計
画
的
“

を
見
て
行
き
た
い
。

私
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昼
寝
の
時
間
を
暑
さ
の
中
で
最
も
多
く
の
「
夢

想
」
を
も
た
ら
す
時
間
と
し
て
考
え
、
一
茶
の
昼
痩
の
句
を
見
よ
う
と
し
た
が
、

そ
う
し
た
句
に
は
最
初
私
が
予
想
し
た
よ
う
な
室
内
で
の
夢
想
が
見
え
な
か
っ

た
た
め
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
の
夢
想
や
「
旨
匡
旦
示
」
を
探
す
こ
と
に
し
た
。

し
か
し
私
は
こ
こ
で
最
初
の
段
階
で
興
味
を
持
っ
た
昼
寝
を
テ
ー
マ
に
し
た
句

「
に
ら
承
く
ら
す
る
鬼
瓦
」
で
も
言
う
ま
で
も
な
く
家
が
人
間
化
さ
れ
て
い

る
し
、
「
暑
さ
の
さ
め
ぬ
畳
」
に
も
「
暑
さ
を
逃
が
さ
な
い
」
畳
の
人
間
的
な

行
動
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
草
葉
よ
り
暑
い
風
吹
く
座
敷
」
で
も
、
窒
息
す
る
よ

う
な
暑
さ
の
中
で
、
暑
い
風
と
は
い
え
、
風
が
届
い
て
来
る
座
敷
の
安
楽
な
気

持
に
、
座
敷
に
対
す
る
人
間
扱
い
が
あ
る
。
そ
の
人
間
化
は
前
出
の
句
ほ
ど
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
句
で
の
畳
と
座
敷
の
言
葉
が
句
の
一
番
最
後

の
と
こ
ろ
に
来
て
い
て
、
特
別
な
重
承
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
重
永
に
は
座
敷

を
物
と
し
て
扱
う
よ
り
も
、
人
間
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
。

五
「
ご
ろ
ご
ろ
塩
」
を
中
心
に
し
た
夏
の
間
の
人
々
の
生
活

こ
う
し
た
計
画
的
で
な
い
〃
昼
寝
“
の
中
に
は
、
ど
こ
か
に
寝
て
は
い
け
な

い
の
に
寝
て
し
ま
う
ニ
ズ
イ
“
気
持
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
”
罪
的

こ
の
句
に
は
昼
寝
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
私
は
こ
の
句
を
「
昼
寝
」
の
句
と
見
な
し
た
。
し
か
し
”
昼
寝
“
を
扱
う

一
茶
の
句
の
中
で
は
、
そ
う
し
た
〃
計
画
的
な
昼
寝
“
よ
り
も
〃
暑
さ
に
負
け

て
寝
て
し
ま
う
“
い
わ
ゆ
る
、
私
が
呼
ぶ
所
の
「
ご
ろ
ご
ろ
寝
」
の
句
の
ほ
う

が
多
い
。
た
と
え
ば
仕
事
を
し
て
い
る
う
ち
に
寝
て
し
ま
う
句
が
あ
る
。

ま
で
に
相
当
す
る
時
間
で
あ
る
。
日
本
の
夏
は
一
日
の
一
定
の
時
間
帯
に
極
端

に
暑
く
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
一
日
中
何
と
な
く
暑
苦
し
さ
が
続
く
。
こ
う
し

た
気
候
の
相
違
か
ら
、
日
本
で
は
「
昼
寝
」
の
感
覚
の
他
に
「
ご
ろ
ご
ろ
寝
」

の
感
覚
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

日
本
で
は
習
慣
と
し
て
の
「
昼
寝
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
茶
の

次
の
句
が
あ
る
。

あ
ら
あ
っ
し
ノ
ー
と
寝
る
を
仕
事
哉
（
七
番
日
記
）

●
』
●
】

暑
甦
き
日
や
髪
に
、
）
い
）
ご
ろ
り
ご
ろ
，
く
‐
寝
（
だ
ん
袋
）

そ
ひ
幡

十
ろ
ば
ん
に
肱
を
ｊ
い
）
た
せ
て
昼
寝
か
な
（
八
番
日
記
）

曙
い
ち
や
０

大
帳
を
枕
に
し
た
る
暑
』
ご
か
な
（
八
番
日
記
）

大
の
字
に
ふ
ん
ぱ
た
が
っ
て
昼
寝
哉
（
七
番
日
記
）

￣
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．
〈
ツ
ュ
ラ
ー
ル
の
『
空
間
の
詩
学
』
に
あ
る
よ
う
に
「
ご
団
己
尿
」
が
存
在

す
る
た
め
に
は
家
の
も
つ
安
心
感
や
守
護
の
感
覚
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば

南
米
の
計
画
的
な
太
陽
の
時
間
で
の
昼
寝
に
は
そ
う
し
た
要
素
が
あ
る
の
で

「
ご
口
昌
示
」
も
な
り
た
つ
。
私
は
そ
の
つ
も
り
で
、
日
本
の
昼
寝
に
同
じ
よ

う
な
要
素
（
室
内
で
の
「
百
回
目
尿
」
）
を
探
し
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
日

本
の
昼
寝
と
い
う
か
日
本
の
ご
ろ
ご
ろ
寝
に
は
”
罪
的
な
“
要
素
が
あ
る
た
め

に
そ
う
し
た
も
の
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
に
一
茶
の
句
の
中
に
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
広
い
空
間
で
の

「
】
具
言
忌
」
を
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
西
洋
人
が
「
ご
豆
旦
忌
」
と
、
室

内
で
の
孤
独
な
時
間
に
出
会
う
代
わ
り
に
、
日
本
人
は
一
茶
の
句
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
広
い
自
然
の
孤
独
の
中
で
「
】
三
冒
忌
」
に
出
会
う
の
だ
と
言
え
る
の

な
“
気
持
が
あ
る
た
め
か
、
一
茶
の
昼
寝
の
句
の
中
に
は
西
洋
の
室
内
で
の

「
ご
【
言
の
」
な
昼
寝
の
雰
囲
気
が
見
ら
れ
な
い
。

そ
う
し
た
”
罪
的
な
“
気
持
を
持
っ
た
句
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

Ｉ

か
も
知
れ
な
い
。

粕
や
が
た

親
方
の
見
ぬ
ふ
り
坐
ご
れ
し
昼
寝
哉
（
享
和
句
帖
）

■
で

今
迄
は
罪
Ｊ
い
）
あ
た
ら
ぬ
昼
寝
哉
（
八
番
ｐ
Ｈ
記
）

田
の
人
を
心
で
お
が
む
昼
寝
哉
（
八
番
日
記
）

（
１
）
一
茶
の
句
の
引
用
は
、
三
茶
全
集
』
第
一
巻
「
発
句
」
夏
の
部
（
信
濃
教
育

会
編
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
発
行
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
刊
）
に
よ
っ
た
。

（
２
）
の
四
ｍ
【
。
□
国
幽
、
彦
の
一
四
ａ
・
旧
自
己
○
図
ご
筐
⑯
＆
⑮
｝
一
風
ご
Ｑ
２
（
宅
『
の
⑩
ｍ
の
ご
巳
ご
ｍ
『
⑩
岸
，

四
身
の
の
＠
の
同
『
四
国
、
、
］
①
①
」
）
ｏ

な
お
、
本
論
中
の
パ
シ
ュ
ラ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
、
岩
村
行
雄
訳
『
空
間
の
詩
学
』

（
思
潮
社
、
一
九
六
九
年
）
に
よ
る
。

閂

注
L=
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