
農
村
に
暮
ら
す
1
藍
澤
南
城
の
田
園
詩
1

村
山
　
敬
三

序

　
　
　
　
　
　
あ
い
ざ
わ
な
ん
じ
よ
う

　
越
後
柏
崎
の
藍
澤
南
城
（
一
七
九
i
　
l
c
a
　
1
　
〈
｛
〈
O
）
は
江
戸
期
の
儒
學
史
・
漢
文
學
史
に
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
て
こ
な
か
っ
た
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
儒
者
で
あ
り
詩
人
で
あ
っ
た
。
南
城
は
學
塾
三
除
堂
を
開
い
た
教
育
者
で
も
あ
る
が
、
南
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ザ

は

塾
の

経
螢
を
し
な
が
ら
多
く
の
田
園
詩
を
作
っ
て
い
る
。
彼
の
制
作
し
た
詩
文
は
『
南
城
山
人
三
鯨
集
』
（
以
下
『
三
餓
集
』
と
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ
ニ

稻
）
十
七
巻
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
敗
録
さ
れ
た
詩
の
お
そ
ら
く
半
分
以
上
は
田
園
詩
が
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

南
城
は
農
村
に
暮
ら
し
な
が
ら
、
日
常
目
に
す
る
光
景
や
感
慨
を
題
材
と
し
て
日
々
詩
の
制
作
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ

　
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
南
城
の
詩
も
現
代
に
至
っ
て
、
目
崎
徳
衛
氏
の
『
藍
澤
南
城
私
抄
』
と
内
山
知
也
氏
の
『
藍
澤
南
城
　
詩

　
　
ハ
さ

と
人
生
』
が
既
に
出
版
さ
れ
、
彼
の
詩
の
評
債
が
次
第
に
高
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
内
山
氏
の
著
に
は
南
城
の
詩
論
が
紹
介
さ

れ
て

い

る
が
、
こ
れ
ま
で
南
城
の
田
園
詩
に
特
に
着
目
し
た
論
考
は
見
ら
れ
な
い
。
い
っ
た
い
彼
の
作
っ
た
田
園
詩
は
ど
の
よ
う
な
特

色

を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
農
村
地
域
の
風
土
や
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
は
ど
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
生
み
出
し
た
南
城
の
生
活
は
一
艘
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
o
そ
し
て
ま
た
田
園
詩
に
お
け
る
描
爲
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の
上

で
、
彼
に
特
に
影
響
を
與
え
た
詩
人
は
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
粘
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
一

南
城
の
生
活

（1
）　

三
齢
堂

　
南
城
の
住
ま
い
で
も
あ
る
三
除
堂
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
、
ど
の
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
か
。
三
除
堂
の
あ
っ
た
南
條
村
は
日
本

　
　
　
　
さ
ば
い
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ち
こ
く
さ
ん

海
に

注
ぐ
鯖
石
川
に
沿
っ
た
農
村
で
あ
る
。
村
の
東
側
に
は
標
高
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
八
石
山
が
丸
い
頂
を
い
く
つ
か
連
ね
な
が
ら

ゆ

る
や
か
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
三
除
堂
は
そ
の
八
石
山
の
麓
か
ら
、
坂
道
を
少
し
登
っ
た
所
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
南
城
は
、

自
分
の
住
ま
い
を
「
山
居
」
ま
た
は
「
山
中
」
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
。
三
餓
堂
か
ら
は
、
は
る
か
遠
く
ま
で
田
園
が
見
渡
せ
た
で
あ

ろ
う
。

　
1
1
1
s
s
堂
は
廣
い
敷
地
を
持
っ
て
い
た
。
藍
澤
家
に
傳
わ
る
『
藍
澤
三
代
記
』
に
は
、
三
饒
堂
を
紹
介
し
て
r
庭
園
は
千
坪
に
及
び
、

築
山
を
背
に
し
て
松
杉
竹
林
に
園
ま
れ
、
築
山
に
は
、
小
漂
布
が
か
か
り
、
そ
の
流
れ
を
池
に
導
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
〈
築
山
泉
水

庭
園
〉
で
、
庭
全
禮
に
多
敷
の
石
組
飛
石
を
配
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
小
漂
布
の
流
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
流
れ
の
ど
こ
か

に

水
車

も
あ
っ
た
。
寄
宿
舎
を
備
え
て
い
た
三
鹸
堂
の
大
き
さ
は
『
北
越
詩
話
』
に
「
棲
屋
宏
壮
。
東
西
五
間
。
南
北
十
五
間
。
優
に

百
人

を
容
る
べ
し
品
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
學
寮
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
1
i
l
s
s
堂
は
近
隣
の
人
た
ち
か
ら
は
「
リ
ョ
ウ
」
と
呼

ば
れ
て

い

た
ら
し
く
、
こ
の
呼
柄
は
最
近
ま
で
地
域
に
残
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
　

　
南
城
の
『
論
語
私
説
』
巻
1
1
の
注
繹
の
中
に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。
南
城
が
自
分
の
生
活
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
倦
則
出
巡
山
田
、
臨
園
池
。
青
青
之
苗
、
澱
溌
之
魚
、
可
以
陶
潟
焉
。
竹
間
之
逢
、
松
下
之
石
、
可
以
盤
桓
焉
。
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み
ち

　
　
（
倦
み
て
は
則
ち
出
で
て
山
田
を
巡
り
、
園
池
に
臨
む
。
青
青
た
る
苗
、
澄
渡
た
る
魚
、
以
て
陶
潟
す
べ
し
。
竹
間
の
運
、
松
下

　
　
の
石
、
以
て
盤
桓
す
べ
し
。
）

　
「
園
池
」
と
は
三
鹸
堂
の
庭
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仕
事
に
疲
れ
る
と
外
に
出
て
近
く
の
田
を
歩
い
た
り
、
庭
の
池
を
見
た
り
す
る
。

青
青
と
し
た
苗
や
泳
ぎ
回
る
魚
を
見
て
い
る
と
憂
い
が
は
れ
る
。
竹
林
の
道
を
歩
き
、
松
の
下
の
石
で
休
ん
だ
り
し
て
い
て
も
樂
し
い
、

と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
三
鯨
堂
は
意
外
に
規
模
の
大
き
な
私
塾
で
あ
り
、
僻
村
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
ほ
ど
立
派
な
私
邸
で

あ
る
。
入
門
者
に
つ
い
て
も
『
北
越
詩
話
』
に
「
富
豪
の
師
弟
多
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
越
後
各
地
の
名
家
や
庄
屋
な
ど
の
師
弟
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
き
い
し

か
っ

た
。
地
域
の
尊
敬
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
南
城
の
も
と
に
は
、
た
と
え
ば
山
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
瀧
石
と
呼
ば
れ
る
、
珍
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

庭
石
が

そ
の
運
搬
の
困
難
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
い
く
つ
も
届
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
三
餓
堂
に
暮
ら
し
な
が
ら
、
南
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ふ

は

ど
の
よ
う
な
態
度
で
地
域
の
人
々
に
接
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
詩
は
『
三
餓
集
』
巻
十
四
に
見
え
る
「
嘉
納
途
中
」
と
題

す

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ん

　
　
友
人
招
我
度
河
津
　
　
　
友
人
我
を
招
き
て
河
津
を
度
る
。

　
　
行
見
水
村
耕
作
頻
　
　
　
行
ζ
見
る
、
水
村
耕
作
の
頻
り
な
る
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
づ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
　
自
悦
農
事
身
猫
逸
　
　
　
自
ら
塊
づ
、
農
事
身
濁
り
逸
す
る
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち

　
　
譲
途
趨
避
裸
裡
民
　
　
　
途
を
譲
っ
て
裸
裡
の
民
を
趨
避
す
。

　
　
友
人
に

招
待
さ
れ
川
の
渡
し
場
を
渡
っ
た
。
見
る
と
川
岸
の
村
で
は
耕
作
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
農
繁
期
に
私
一
人
安

逸
に

過

ご
し
て
い
る
こ
と
が
心
苦
し
い
o
す
れ
違
っ
た
半
裸
の
農
民
に
思
わ
ず
恥
じ
、
私
は
小
走
り
で
道
を
譲
っ
た
、
と
詠
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

る
。
廣
い
庭
を
持
ち
、
大
き
な
私
塾
を
構
え
る
儒
者
と
は
思
え
な
い
態
度
で
あ
る
。
「
友
人
我
を
招
き
」
「
自
ら
塊
づ
、
農
事
身
濁
り
逸
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す
る
」
と
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
南
城
は
酒
食
を
伴
う
席
に
呼
ぼ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
友
人
が
招
い
た
も
の
で
あ
り
、

地
域
の
農
民
に
封
し
て
恥
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
謙
虚
な
態
度
の
背
景
に
は
南
城
の
ど
の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（ID
　
南
城
と
農
業

　
南
城
の
思
想
や
生
活
を
知
ろ
う
と
す
る
と
き
、
最
も
重
要
な
資
料
は
『
1
i
l
s
s
集
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
他
に
も
「
南
城
三

　
　
　
　
　
　
　

餓
堂
　
塾
式
」
な
ど
の
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
南
城
と
農
業
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
て
み
た
い
。
『
三
鯨
集
』
を
見
て
ゆ
く

と
、
彼
の
農
業
を
重
覗
し
、
農
民
を
一
種
の
敬
意
を
も
っ
て
見
つ
め
る
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
詩
は
多
く
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
夏
日
山

荘
雑
詩
」
（
巻
三
）
そ
の
三
は
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う

四
月
薫
風
苛
藥
香

農
家
時
務
正
忙
忙

花
錐
誠
美
過
無
顧

薇
未
全
剛
采
不
違

民
食
欲
窮
纏
及
変

婦
功
將
半
又
移
秩

吾
濟
游
手
多
頼
徳

困
誓
一
篇
何
可
忘

　
薫
風
が
吹
い
て
勺
藥
の
よ
い
香
り
が
た
だ
よ
う
頃
、

裕
も
な
く
、
ぜ
ん
ま
い
を
採
り
に
ゆ
く
暇
も
な
い
。

四
月
の
薫
風
、
苛
藥
香
ば
し
。

農
家
の
時
務
正
に
忙
忙
た
り
。

花
は
誠
に
美
な
り
と
錐
も
過
ぎ
て
顧
み
る
も
の
無
く
、

ぜ
ん

ま
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
ま

薇
は
未
だ
全
く
は
剛
な
ら
ざ
る
も
采
る
に
逞
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
つ
　
　
　
　
む
ぎ

民
食
窮
せ
ん

と
欲
し
て
纏
か
に
変
に
及
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
へ

婦
功
將
に
半
な
ら
ん
と
し
て
又
秩
を
移
す
。

　
　
と
も
が
ら
い
う
し
ゆ
　
　
ざ
む
と
く

吾
が
傍
游
手
、
慾
徳
多
し
。

困
誓
の
一
篇
、
何
ぞ
忘
る
べ
け
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
家
の

仕
事
は
忙
し
い
盛
り
で
あ
る
。
花
の
美
し
さ
を
ゆ
っ
く
り
と
眺
め
る
除

　
　
　
　
　
　
　
　

農
家
で
は

食
糧
が
な
く
な
り
か
け
た
頃
や
っ
と
変
が
實
り
、
機
織
り
が
ま
だ
途
中
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で

も
女
は
ま
た
田
植
え
に
出
か
け
る
。
我
々
は
手
を
遊
ぼ
せ
て
い
て
不
徳
を
恥
じ
る
ぼ
か
り
、
せ
め
て
苦
し
く
て
も
學
問
に
働
ま
な
く

　
　
　
　
　
ギ
　

て

は

な
ら
な
い
と
結
ぶ
。
ま
た
、
南
城
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
山
荘
偶
筆
」
（
巻
五
）
そ
の
二
で
は
、
「
農
書
時
に
或
い
は
讃
み
、

　
　
　
　
　
ゑ
ん
そ
　
　
　
　
　
ナ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

法

に
依
り
て
園
疏
を
養
ふ
。
」
と
あ
り
、
彼
は
農
書
を
讃
ん
で
、
畑
も
持
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　
『
三
鹸
集
』
に
は
散
文
も
多
く
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
巻
四
に
は
「
尊
農
篇
」
と
題
さ
れ
た
一
篇
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
弟
子
と
の
問

答
を
通
じ
て
、
南
城
が
儒
教
倫
理
に
基
づ
く
「
尊
農
の
説
」
を
説
明
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
南
城
は
表
題
ど
お
り
、
尊
農
思
想
を

門
人
に
封
し
て
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
南
城
が
開
塾
直
後
に
作
っ
て
い
る
「
南
城
三
除
堂
　
塾
式
」
を
見
て
み
る
と
、
中
に
「
道
路
農
作
を
害
す
べ
か
ら
ず
、
竹

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ニ

木
を
折
る
べ
か
ら
ず
」
の
項
が
あ
る
。
私
塾
に
お
け
る
學
則
の
類
の
中
に
こ
う
し
た
項
目
が
あ
る
の
は
珍
し
い
o
三
鯨
堂
の
塾
生
は
主

に
十
四
五
歳
の
少
年
た
ち
で
あ
る
。
農
民
に
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
す
る
配
慮
か
ら
の
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
塾
式
に

ま
で
謳
っ
て
い
る
の
は
、
彼
に
尊
農
思
想
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
嘉
納
途
中
」
や
そ
の
他
の
詩
に
描
か
れ
て
い
た
南
城
の
農
民
に
封
す
る
謙
虚
な
態
度
は
、
彼
の
尊
農

思
想
を
背
景
に
し
た
も
の
だ
と
知
ら
れ
よ
う
。

一 39一

（111）　
南
城
の
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ホ
　
　

　
南
城
の
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
著
述
の
多
さ
か
ら
、
経
書
類
の
注
解
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
ぎ
よ
て
ん

は

容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
南
城
は
魚
釣
り
も
好
き
だ
っ
た
ら
し
く
、
妻
か
ら
「
釣
り
き
ち
が
い
（
釣
魚
顛
）
」
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

い

た
よ
う
で
あ
る
。
地
域
の
人
や
柏
崎
の
文
化
人
と
の
交
際
は
ど
の
程
度
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
は
「
春
日
偶
吟
」
（
巻

七
）
と
題
す
る
詩
の
そ
の
二
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
み
り

　
　
二
十
除
年
不
入
城
　
　
　
二
十
除
年
城
に
入
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
き

　
　
山
窓
一
几
守
幽
貞
　
　
　
山
窓
一
几
、
幽
貞
を
守
る
。

　
　
春
來
暫
廃
研
究
事
　
　
　
春
來
暫
く
屡
す
、
研
究
の
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
あ
う

　
　
雪
寺
尋
梅
聴
早
鶯
　
　
　
雪
寺
に
梅
を
尋
ね
て
早
鶯
を
聴
く
。

　
二
十
年
以
上
も
柏
崎
の
町
に
は
行
っ
た
こ
と
が
な
く
、
山
居
し
て
静
か
に
机
に
向
か
い
、
常
に
脛
書
の
研
究
を
績
け
て
い
る
、
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

う
。
南
城
は
別
の
詩
で
も
「
淀
交
友
を
求
む
る
は
吾
が
事
に
非
ず
」
と
言
っ
て
お
り
、
町
の
人
々
と
交
際
し
て
友
を
求
め
よ
う
と
は
し

な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
般
に
地
方
に
住
ん
だ
儒
者
で
あ
っ
て
も
、
多
く
は
他
の
儒
者
や
詩
人
と
交
際
し
て
い
る
。
し
か
し
南
城

の

場
合
、
『
三
除
集
』
に
見
ら
れ
る
交
友
の
詩
は
三
除
堂
の
門
弟
と
交
わ
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
町
に
住
む
儒
者
や
文
化
人
と

の
交
際
の
よ
う
す
は
窺
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
詩
で
梅
を
尋
ね
鶯
の
聲
を
聴
き
に
出
か
け
た
と
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
、
南
城
は
日
常

的
に
近
隣
の
地
域
を
歩
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
「
人
日
小
集
」
（
巻
＋
1
）
　
g
詩
は
以
下
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し

　
　
毎
春
斯
日
例
招
賓
　
　
毎
春
の
斯
の
日
、
例
と
し
て
賓
を
招
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
つ
か

　
　
手
自
割
烹
慶
瑞
辰
　
　
　
手
自
ら
割
烹
し
て
瑞
辰
を
慶
す
。

　
　
終
席
共
論
東
作
事
　
　
　
終
席
共
に
論
ず
、
東
作
の
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら

　
　
一
言
不
及
顧
人
倫
　
　
　
一
言
も
人
倫
を
顧
ぶ
る
に
及
ば
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
モ
シ

　
正
月
七
日
、
自
分
で
料
理
し
て
客
を
も
て
な
す
。
話
は
春
の
耕
作
の
こ
と
、
他
の
人
の
批
評
な
ど
は
し
な
い
と
詠
っ
て
い
る
。
南
城

が
地
域
の
人

た
ち
と
よ
く
交
際
し
、
農
耕
の
こ
と
を
い
つ
も
話
題
に
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
農
村
に
暮
ら
し
た
儒
者
南
城

の
特
色
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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三
　
南
城
の
田

園
詩

（1
）　
r
實
録
」
と
「
實
況
」

　
『
三
鯨
集
』
巻
十
1
に
「
農
家
四
時
絶
句
十
六
首
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
の
最
後
に
、
南
城
は
「
吾
が
渓
農
家
の
風
俗
を
潟
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ね

意
は

實
録
に
在
り
。
句
調
を
顧
み
る
に
暇
あ
ら
ず
と
云
ふ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
南
城
の
作
詩
に
つ
い
て
の
方
針
が
窺
え

る
。
詩
は
な
に
よ
り
も
實
録
で
あ
る
こ
と
を
重
覗
し
、
そ
の
た
め
に
は
詩
の
聲
調
や
品
格
は
考
え
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
以
下
に
、
そ
の
十
六
首
の
中
か
ら
春
夏
秋
冬
の
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
を
抜
き
出
し
て
「
農
家
の
風
俗
」
が
ど
の
よ
う
に

r
實
録
L
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
「
春
」
で
あ
る
。

竈
鳴
知
水
暖

螺
出
畳
泥
融

便
是
春
耕
候

湯
花
祭
吐
公

　
農
家

は
暦
に
よ
ら
ず
、

の
時
の
「
証
公
を
祭
る
」

い

の

　
　
　
あ
を
ざ
さ
　
　
も
ち

「

祀
る
に
青
篠
を
以
ゐ
鍋
の
湯
を
瞭
し
て
之
を
揮
ふ
を
、

て

肚
公
を
祭
る
」
と
は

は

地
域
の
風
俗
が
描
窟
さ
れ
て
い
る
。

か

へ
る

竈
鳴
き
て
水
の
暖
か
な
る
を
知
り
、

た
に
し

螺
出
で
て
泥
の
融
く
る
を
畳
ゆ
。

便
ち
是
れ
春
耕
の
候
、

た
う
か

湯
花
も
て
証
公
を
祭
る
。

蛙

や
螺
な
ど
自
然
界
の
様
子
を
見
な
が
ら
農
作
業
の
時
期
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
春
耕

行
事
が
述
べ
ら
れ
て
、
年
の
豊
作
を
所
願
す
る
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
句
に
つ
い
て
は
南
城
は

　
　
　
ら
う
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
花

と
日
ふ
。
L
と
注
を
付
け
て
お
り
、
内
山
氏
は
そ
れ
を
引
き
、
「
湯
花
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
エ

「
神
肚
に
お
い
て
、
鍋
の
中
の
湯
を
青
笹
で
す
く
っ
て
撒
き
、
豊
作
を
析
る
紳
事
」
と
言
う
。
確
か
に
こ
こ
に

　
　
　
　
　

次
は

「夏
」
。
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だ
く
わ
う

　
　
金
鼓
灘
蛙
夕
　
　
　
金
鼓
灘
蛙
の
夕
べ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
つ
き
よ

　
　
村
村
列
炬
光
　
　
　
村
村
列
炬
の
光
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ
な

　
　
投
議
卑
炎
火
　
　
　
議
を
投
じ
て
炎
火
に
卑
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
う
れ
い

　
　
周
禮
在
吾
郷
　
　
　
周
禮
吾
が
郷
に
在
り
。

　
夜
に

金
や

鼓

を
打
ち
鳴
ら
し
蛙
を
追
い
沸
う
。
村
中
で
、
列
を
作
っ
た
た
い
ま
つ
の
光
が
績
い
て
い
る
。
人
々
は
害
轟
の
ね
き
り
む

し
を
炎
に
誘
い
込
む
。
蛙
を
追
い
佛
う
古
來
か
ら
の
禮
法
は
私
の
村
里
に
残
っ
て
い
る
の
だ
、
と
詠
う
。
こ
こ
で
も
南
城
は
注
を
付
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ば
い
し

て
、
「
毎
夏
六
月
十
四
夜
、
鯖
渓
郷
の
俗
に
蛙
を
駆
る
。
蓋
し
古
禮
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
鯖
渓
郷
」
と
は
、
南
條
に
は
鯖
石
川

が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
由
來
す
る
呼
稻
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
「
巌
ば
ら
い
」
（
轟
送
り
）
の
風
俗
は
全
國
各
地

で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
は
「
秋
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
で

　
　
灌
田
功
已
畢
　
　
　
灌
田
、
功
已
に
畢
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
く
わ
い

　
　
吠
漕
自
由
流
　
　
　
吠
漕
自
由
に
流
る
。

　
　
争
水
人
安
在
　
　
　
水
を
争
ふ
、
人
安
く
に
か
在
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
お

　
　
稻
花
魚
躍
秋
　
　
　
稻
花
、
魚
秋
に
躍
る
。

　
田
に
水
を
引
き
お
わ
っ
て
、
水
は
用
水
路
を
自
由
に
流
れ
て
い
る
。
我
が
田
に
水
を
引
こ
う
と
し
て
争
い
を
す
る
人
は
も
う
ど
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ち

に

も
い
な
い
、
と
分
か
り
や
す
く
情
景
を
描
い
て
い
る
が
、
結
句
に
は
説
明
が
必
要
で
、
南
城
の
注
に
「
河
魚
、
稻
花
を
食
べ
て
後

　
よ
　
　
ニ
　
ニ
ね

味
美

し
。
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
秋
、
稻
に
花
が
咲
き
、
そ
の
花
を
食
べ
た
味
の
良
い
魚
が
川
で
飛
び
跳
ね
て
い
る
、
と
の
意
で

あ
る
。
内
山
氏
は
こ
の
注
を
引
い
て
、
南
城
に
魚
釣
り
の
趣
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
こ
こ
で
は
農
作
業
の
後
、
趣
味
の
魚
釣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ヨ
リ

り
に
心
が
誘
わ
れ
る
さ
ま
を
歌
う
。
」
と
言
う
。
最
後
は
「
冬
」
で
あ
る
。
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あ
と

　
　
雪
深
門
絶
跡
　
　
　
雪
深
く
し
て
門
跡
を
絶
す
。

　
　
未
見
紙
商
來
　
　
　
未
だ
紙
商
の
來
た
る
を
見
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
學
童
資
給
毒
　
　
　
學
童
資
給
蓋
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
く
わ
い
　
　
か

　
　
木
筆
書
櫨
灰
　
　
　
木
筆
も
て
櫨
灰
に
量
く
。

　
雪
が
深
く
、
紙
を
責
り
に
來
る
商
人
も
ま
だ
や
っ
て
來
な
い
、
塾
の
學
童
に
渡
す
紙
も
も
は
や
壷
き
て
し
ま
っ
た
、
と
詠
う
。
三

鯨
堂
に
は
「
紙
商
」
が
や
っ
て
き
て
紙
を
買
っ
て
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
南
城
は
「
山
民
寒
中
に
紙
を
製
し
、
歳
末
に
來
り
實

ハニ
　
り
　

る
。
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
製
紙
が
地
域
の
冬
の
仕
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
農
家
四
時
絶
句
十
六
首
」
は
確
か
に
「
實
録
」
の
詩
で
あ
る
が
、
『
補
漏
』
に
は
「
詩
ハ
實
録
ヲ
主
ト
ス

　
　
　
　
　
ニ
　
　
ね

ヘ

シ
」
と
あ
り
、
そ
う
す
る
と
は
「
實
録
」
は
南
城
の
作
詩
全
般
に
お
け
る
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
と
言
え
る
。
南
城
は
さ
ら
に
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ホ
　
じ

け
て
r
美
、
春
龍
の
ご
と
き
も
實
況
に
あ
ら
ざ
る
も
の
は
余
取
ら
ず
。
杜
を
詩
史
と
柄
す
る
も
實
録
な
る
故
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
　
モ
シ

内
山
氏
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
南
城
の
詩
論
を
實
況
説
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
南
城
の
「
實
録
」
に

は

「
杜
を
詩
史
と
稻
す
る
も
實
録
な
る
故
な
り
。
」
と
言
う
よ
う
に
「
詩
史
」
と
い
う
観
鮎
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
購
で
あ
る
。
「
實

録
」
の
詩
を
作
る
こ
と
は
歴
史
の
記
録
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
た
だ
、
南
城
の
場
合
、
そ
れ
は
肚
會
的
な
事
件
で
は
な

く
、
地
域
の
實
情
に
關
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
内
山
氏
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
南
城
は
「
實
録
ヲ
主
ト
ス
ヘ
シ
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
「
實
録
」
と
「
實
況
」
と
の
匿
別
を

考
え
て
い
る
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
實
況
」
は
「
實
録
を
主
」
と
す
る
作
詩
の
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
、
「
實
況
」
と

は

ど
の
よ
う
な
作
詩
の
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
の

「
播
秩
女
」
（
巻
八
）
と
題
す
る
古
詩
（
七
言
歌
行
）
を
見
て
み
よ
う
。
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細
聲
淫
液
描
秩
歌

書
女
出
田
風
日
和

両
袖
各
撰
紅
樫
樺

野
服
錐
麓
態
姻
梛

丁
荘
在
畔
投
秩
把

手
之
分
播
郁
行
斜

ロ
バ
恐
偉
裳
漸
泥
水

況
爲
投
秩
被
黙
汚

一
逼
播
遍
姑
抜
脚

木
硫
臨
水
鮫
蓼
捗

　
　
君
不
見
女
児
天
性
好
爲
容

　
　
身
居
卑
劇
亦
情
同

　
　
在
家
硫
洗
猶
之
可

　
　
今
日
何
爲
干
泥
中

　
聲
を
長
く
延
ば
し
て
田
植
え
歌
を
歌
う
早
乙
女
。

や
か

だ
。
泥
水
で
汚
れ
て
し
ま
う
の
を
心
配
し
、

厘
書
苗
を
植
え
て
は
一
歩
ず
つ
足
を
田
か
ら
抜
い
て
移
動
す
る
女
た
ち
、

る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
全
艘
の
詠
い
方
は
實
景
を
描
く
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

　
　
い
む
え
き
　
　
　
　
さ
ふ
あ
う
か

細
聲
淫
液
す
、
括
秩
歌
、

　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
じ
つ

翠
女
田
に
出
で
、
風
日
和
す
。

　
　
　
　
ま
く
　
　
　
　
ぺ
に
だ
す
き

爾
袖
各
ζ
撰
る
、
紅
樫
樺
、

　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
だ

野
服
麓
な
り
と
錐
も
態
姻
郷
な
り
、

　
　
あ
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
う
は

丁
荘
畔
に
在
り
て
秩
把
を
投
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
き
か
う

之
を
手
に
し
て
分
か
ち
括
し
、
郁
行
斜
め
な
り
。

　
　
　
　
ゐ
し
や
う
　
　
　
　
　
　
ひ
た

只
恐
る
、
偉
裳
泥
水
に
漸
す
を
。

　
　
　
と
う
あ
う
　
　
　
　
　
て
ん
を

況
ん

や

投
秩
の
爲
に
鮎
汚
せ
ら
る
る
を
や
。

　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

一
匿
括
す
こ
と
遍
く
し
て
姑
く
脚
を
抜
く
。

も
く
そ
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
さ
　
を
さ

木
硫
水
に
臨
み
、
蓼
捗
を
敷
む
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

　
　
　
君
見
ず
や
、
女
克
天
性
好
み
て
容
を
爲
す
を
。

み

　
ひ
げ
き

身
卑
劇
に
居
る
も
亦
情
同
じ
。

　
　
　
　
　
そ
　
せ
ん

家

に
在
り
て
硫
洗
し
て
猶
ほ
之
れ
可
な
り
。

　
　
な
ん
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い

今
日
何
爲
れ
ぞ
泥
中
に
干
て
す
る
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
両
袖
を
紅
い
た
す
き
で
か
ら
げ
て
い
る
。
着
物
は
粗
末
だ
が
、
姿
か
た
ち
は
あ
で

　
　
　
　
　
　
　
田
圃
の
水
を
見
な
が
ら
櫛
で
髪
を
整
え
た
り
し
て
い
る
。
苗
を
投
げ
る
男
た
ち
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
田
植
え
の
よ
う
す
を
そ
の
ま
ま
爲
し
取
っ
て
描
爲
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
娘
の
所
作
に
焦
鮎
を
當
て
な
が
ら
田
植
え
仕
事
の
中
で
の
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女
ら
し
い
心
情
を
描
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
南
城
の
描
窟
は
鴬
實
を
基
本
と
し
な
が
ら
あ
る
事
物
に
焦
鮎
を
當
て
、
時
間
の
経
過

と
人
物
の
心
情
も
含
め
て
そ
の
場
の
状
況
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
に
描
こ
う
と
す
る
手
法
で
あ
る
。

　
近
艘
詩
も
見
て
み
よ
う
。
次
は
「
田
家
秋
晩
」
（
巻
三
）
そ
の
一
首
目
で
あ
る
。

　
　
九
月
西
敗
不
築
場
　
　
　
九
月
西
牧
、
場
を
築
か
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
く
い

　
　
索
嚇
懸
稻
曝
秋
陽
　
　
　
索
施
稻
を
懸
け
て
秋
陽
に
曝
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ロ
つ
さ
　
つ

　
　
園
園
列
樹
週
遭
是
　
　
　
園
園
の
列
樹
週
遭
と
し
て
是
れ
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ふ
そ
ん
　
く
わ
う
へ
き
し
や
う

　
　
俄
見
閨
村
黄
壁
暗
　
　
　
俄
に
見
る
、
閨
村
の
黄
壁
暗
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
や
う
ほ

　
起
句
は
『
詩
脛
』
幽
風
「
七
月
」
の
「
九
月
築
場
圃
（
九
月
場
圃
を
築
く
）
」
を
典
故
と
し
て
い
る
。
九
月
、
秋
の
刈
り
と
っ
た
稻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
こ
う

に

は

特
別
な
場
所
を
作
っ
た
り
し
な
い
。
縄
を
衣
桁
の
よ
う
に
張
っ
た
ハ
サ
木
に
、
稻
を
か
け
て
秋
の
陽
に
さ
ら
す
。
田
圃
に
拉
ん
だ

木
々
は
周
り
一
面
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
。
あ
る
日
氣
が
つ
く
と
村
中
に
黄
色
い
壁
が
出
來
て
い
る
、
と
詠
っ
て
い
る
。
鼓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
さ

景
詩
で
は
あ
る
が
、
刈
り
取
っ
た
稻
が
壁
の
よ
う
に
高
く
稻
架
が
け
さ
れ
て
い
る
よ
う
す
を
「
黄
壁
暗
」
と
描
鴬
し
て
い
る
。
潟
實
の

中
に
比
喩
の
技
巧
を
ま
じ
え
て
、
印
象
を
鮮
明
に
し
た
詩
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
實
況
」
は
「
實
録
」
を
其
本
に
し
な
が
ら
そ
こ
に
表
現
の
工
夫
を
加
え
て
場
面
を
描
き
、
何
ら
か

の

詩
的
感
興
を
も
た
ら
す
よ
う
に
す
る
方
法
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
二
D
　
農
村
の
困
窮

　
田
園
詩
の
題
材
と
し
て
よ
く
扱
わ
れ
る
の
が
、
農
村
の
飢
餓
や
重
税
に
よ
る
困
窮
の
様
子
で
あ
る
。
南
城
が
三
餓
堂
を
経
螢
し
て
い

た

文
政
天
保
か
ら
安
政
に
か
け
て
の
間
は
機
饅
が
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
る
。
特
に
天
保
の
大
飢
饅
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う



な
状
況
の
中
で
、
南
城
は
ど
の
よ
う
な
詩
作
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
次
の
詩
は

「
凶
年
歎
」
と
題
す
る
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
巻
十
三
に
牧
録
さ
れ
て
お
り
、

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
『
詩
脛
』
幽
風
、

南
城
は

注
を
つ
け
て
い
る
。

し
て
之
を
與
ふ
）
。
」
に
基
づ
く
語
で
、

光
奴
L
は
南
城
の
注
に
「
引
光
奴
は
襲
燭
な
り
。

　
　
　
　
　
そ
　
れ
い
　
　
　
ニ
　
　
ね

費
り
て
以
て
疏
礪
に
代
ふ
。
」

責
っ
て
食
を
得
よ
う
と
す
る
内
容
で
あ
る
。

録
」
で
あ
る
。
次
の
「
冬
日
雑
詠
」

　
　
誰
道
歳
凶
民
泣
磯

　
　
今
冬
生
計
未
全
非

　
　
山
蕎
不
熟
鱈
鴎
沃

　
　
原
寂
錐
荒
莱
服
肥

　
一
曝
條
場
供
上
租

曽
無
遺
滞
利
鰹
孤

食
蓋
寒
賛
醜
嘘
蹴

求
糧
來
販
引
光
奴

r
瀞
場
」
は

安
政
三
年
こ
ろ
の
作
で
は
な
い
か
と
思
わ

　
　
　
　
じ
や
う
　
は
ら

　
一
曝
、
場
を
條
ひ
て
上
租
に
供
す
。

　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
こ

曽
て
遺
滞
の
鯉
孤
を
利
す
る
無
し
。

　
　
　
　
　
か
ん
り
　
　
こ
　
し
う
　
　
は

　
食
蓋
き
て
寒
藤
、
嘘
蹴
を
醜
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
く
わ
う
ど

　
糧
を
求
め
て
來
り
引
光
奴
を
販
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら

　

r
七
月
」
の
詩
に
「
十
月
條
場
（
十
月
場
を
瀞
ふ
）
」
と
あ
る
。
「
遺
滞
」
と
は
遺
乗
と
滞
穂
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
く
じ

「
嘘
蹴
」
は
『
孟
子
』
告
子
上
の
「
嘘
爾
而
與
之
（
嘘
爾
と
し
て
之
を
與
ふ
）
。
」
「
蹴
爾
而
與
之
（
蹴
爾
と

　
　
　
　
「
嘘
蹴
の
食
」
を
意
味
す
る
。
人
に
見
下
さ
れ
な
が
ら
食
の
施
し
を
受
け
る
こ
と
を
言
う
。
「
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
又
埣
見
と
名
つ
く
。
天
録
識
除
及
び
綴
耕
録
に
見
ゆ
。
郷
俗
糧
無
き
者
は
、
之
を

と
あ
る
。
こ
の
「
凶
年
歎
」
は
　
税
を
納
め
れ
ぼ
米
一
粒
も
残
ら
な
い
貧
し
い
未
亡
人
が
、
付
け
木
を

　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
も
「
凶
年
」
の
實
情
を
傳
え
る
詩
史
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
「
實

　
　
　
（
g
e
1
）
そ
の
一
の
詩
も
凶
作
を
題
材
と
し
て
い
る
詩
で
あ
る
。

　
誰
か
道
ふ
、
歳
凶
、
民
磯
え
に
泣
く
と
。

今
冬
の
生
計
未
だ
全
く
は
非
な
ら
ず
。

　
さ
ん
け
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
し
　
こ

　
山
蕎
は
熟
せ
ざ
る
も
鱒
鴎
沃
え
、

　
げ
ん
し
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
い
ふ
く

原
寂
は
荒
れ
た
り
と
難
も
莱
服
肥
え
た
り
。
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凶
作
の
歳
で
民
は
飢
え
に
泣
い
て
い
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
詠
い
方
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
こ
の
詩
で
は
そ
の
逆
の
覗
鮎
で
農

村
の
實
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
轄
句
の
「
蕎
変
は
熟
し
て
い
な
い
が
里
芋
は
よ
く
肥
え
、
豆
は
不
作
だ
か
大
根
が
肥
え
て
い
る
。
」

と
は
農
村
の
状
況
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
き
る
表
現
で
あ
る
。
中
國
の
田
園
詩
に
は
農
民
の
困
窮
と
同
時
に
政
治
の
横
暴
が
詠
わ

れ
た

も
の
が
あ
る
。
日
本
で
も
た
と
え
ば
菅
茶
山
の
詩
に
も
政
治
批
判
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
南
城
の
詩
で
は
、
農
村
の
よ
う
す
が
あ

り
の
ま
ま
に
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
、
肚
會
の
矛
盾
を
指
摘
し
よ
う
と
い
う
意
圓
を
持
っ
た
作
品
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
。

　
r
南
城
三
除
堂
　
塾
式
」
の
第
一
に
「
國
政
の
得
失
を
議
す
べ
か
ら
ず
（
國
政
之
得
失
を
不
可
議
）
」
と
あ
る
。
柏
崎
で
は
天
保
八

年
に
大
盟
平
八
郎
の
齪
に
刺
激
さ
れ
た
生
田
萬
が
柏
崎
陣
屋
を
襲
撃
す
る
事
件
が
起
き
て
い
る
。
こ
の
事
件
を
南
城
は
知
ら
な
か
っ
た

は

ず
は
な
い
が
、
南
城
に
は
こ
れ
に
言
及
し
た
も
の
が
な
い
。
南
城
の
詩
の
中
に
は
、
民
の
困
窮
に
關
し
て
r
豪
長
者
L
（
1
1
勢
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ニ
　
　
ロ

持
っ
た
金
持
ち
）
の
姿
勢
を
「
利
」
と
し
て
問
題
覗
す
る
こ
と
は
見
ら
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
政
治
批
判
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
南
城
は

塾
生
に

「

國
政
の
得
失
を
議
す
べ
か
ら
ず
」
を
規
律
と
し
て
守
ら
せ
た
が
、
同
時
に
自
分
も
「
國
政
の
得
失
」
を
述
べ
ず
、
詩
作
の
上

で
も
そ
れ
を
實
践
し
た
の
で
あ
る
。
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（Hl

）　
北
國
の
風
土

　
目
崎
徳
衛
氏
の
『
藍
澤
南
城
私
抄
』
で
は
、
南
城
の
作
品
約
二
百
篇
を
八
項
に
分
類
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
八
項
は
、
一
「
山

郷
の
詩
趣
」
、
二
「
雪
と
の
苦
闘
」
、
三
「
村
人
と
共
に
」
、
四
「
三
餓
堂
の
師
弟
」
、
五
「
村
儒
の
私
生
活
」
、
六
「
青
春
と
晩
年
」
、
七

「

詠
史

と
土
風
」
、
八
「
旅
吟
と
鷹
囑
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
類
に
よ
っ
て
『
三
除
集
』
の
全
膿
を
お
お
ま
か
に
つ
か
む
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
「
雪
と
の
苦
闘
」
と
あ
る
が
、
題
材
の
面
で
南
城
の
田
園
詩
を
考
え
た
時
、
雪
を
題
材
に
し
た
詩
は
南
城
の



田
園
詩
を
特
徴
づ
け
る
分
類
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

乾
坤
似
不
是
人
間

塙
縞
素
光
川
與
山

千
里
寒
沙
猶
有
塞

四
方
銀
界
遠
無
關

民
居
築
玉
如
倦
窟

鴉
背
紮
花
疑
白
鵬

雪
中
愛
色
豊
唯
兎

松
竹
失
青
皆
作
斑

　
天
と
地
は
人
の
世
で
は
な
い
よ
う
だ
。

の

銀
色
の
世
界
に

は

遠
く
ま
で
隔
て
と
な
る
も
の
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
し
ら
き
じ

く
花
が
つ
い
て
白
鵬
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

な
り
、
皆
白
い
ま
だ
ら
が
出
來
て
い
る
、

　
第
一
句
を
、
目
崎
氏
は

地
を
蔑
覗
す
る
も
の
で
は
な
く
、

城
の
心
情
に
合
っ
て
い
る
か
は
検
討
の
要
が
あ
る
。

あ
る
。
三
鯨
堂
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
へ
　
ニ
　

の

救
鷹
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
の

詩
は

「

大
雪
」
（
巻
十
1
・
そ
の
一
）
と
題
す
る
詩
で
あ
る
。

　

乾
坤
是
れ
人
間
な
ら
ざ
る
に
似
た
り
。

　

塙
塙
た
る
素
光
、
川
と
山
と
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
で

　

千
里
の
寒
沙
、
猶
ほ
塞
有
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　

四
方
銀
界
、
遠
く
關
無
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
く
つ

　

民
居
玉
を
築
き
て
倦
窟
の
ご
と
く
、

　
　
あ
　
は
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
く
か
ん

　

鴉
背
花
を
鮎
じ
て
白
鵬
か
と
疑
ふ
o

　

雪
中
色
を
愛
ず
る
、
豊
に
唯
だ
兎
の
み
な
ら
ん
や
。

　

松
竹
も
青
を
失
ひ
て
皆
斑
を
作
す
。

　
　
　
　
　

川
と
山
と
は
白
い
光
を
放
っ
て
い
る
。
千
里
の
砂
漠
に
は
そ
れ
で
も
要
塞
が
あ
る
が
、
四
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
家
は
ま
る
で
白
い
玉
と
な
り
仙
人
の
住
ま
い
の
よ
う
。
鴉
の
背
中
は
白

　
　
　
　
　
　

雪
の

中
で
色
が
愛
わ
る
の
は
兎
だ
け
で
は
な
い
。
松
や
竹
も
青
青
と
し
た
と
こ
ろ
が
な
く

　
　
　
　
　

と
詠
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
ザ

r
と
て
も
人
間
の
住
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
わ
い
。
」
と
解
舞
し
て
い
る
。
こ
の
目
崎
氏
の
言
葉
は
、
越
後
の

　
　

降
雪
の
甚
だ
し
い
こ
と
に
よ
る
悲
観
を
言
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
解
稗
が
南

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
1
十
　
1
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

確
か
に
越
後
の
豪
雪
は
人
々
の
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

　

F
大
雪
」
（
巻
十
1
・
そ
の
1
1
）
で
「
雪
は
茅
棟
を
埋
め
屋
將
に
崩
れ
ん
と
す
。
偏
へ
に
恐
る
、
鋤
徒

と
農
民
が
除
雪
に
來
て
く
れ
な
い
と
家
が
雪
で
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
次
の
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「
雪
景
」
（
巻
三
）
の
よ
う
な
詩
も
あ
る
。

　
　
天
下
清
高
賞
　
　
　
天
下
、
清
高
の
賞
。

　
　
越
渓
晴
雪
間
　
　
　
越
渓
、
晴
雪
の
間
。

　
　
白
松
寒
秀
色
　
　
　
白
松
寒
秀
の
色
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
ぜ
ん

　
　
塙
然
書
玉
山
　
　
縞
然
た
り
、
華
玉
の
山
。

　
こ
こ
で
は
晴
れ
た
日
の
雪
景
色
に
封
し
て
「
天
下
、
清
高
の
賞
」
と
言
い
、
雪
を
氣
高
い
と
見
て
い
る
。
こ
れ
は
、
北
國
以
外
の
人

が

こ
の
景
色
を
見
て
感
じ
る
印
象
と
愛
わ
り
の
な
い
も
の
だ
と
言
え
る
。
も
し
雪
に
封
す
る
嫌
悪
や
憎
し
み
が
あ
れ
ば
こ
う
は
表
現
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
次
の
「
苦
雪
吟
」
（
巻
十
四
）
は
雑
言
古
詩
で
、
越
後
の
風
雪
の
よ
う
す
を
描
い
て
い
る
。

昔
人
曽
書
朔
風
圖

観
者
寒
懐
粟
肌
膚

世
俗
稻
之
爲
口

實

載
在
謝
家
五
雑
祖

雪
谷
老
人
讃
其
記

呵
呵
大
笑
作
管
窺

寧
識
越
山
風
雪
色

浩
浩
　
　
不
可
模

當
其
雪
風
大
起
殺
蓬
來

勇
將
猛
卒
目
逃
不
敢
晒
瞭

昔
人
曽
て
書
く
、
朔
風
の
圖
、

　
　
　
　
　
　
　
き
　
ふ
　
　
　
あ
わ

観
る
者
寒
懐
し
て
肌
膚
に
粟
す
。

　
　
こ
れ

世
俗
之
を
稻
し
て
口
實
と
爲
す
。

載
せ
て
謝
家
の
五
雑
組
に
在
り
。

雪
谷
の
老
人
、
其
の
記
を
讃
み
、

　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
き

呵
呵
大
笑
し
て
管
窺
と
作
す
。

寧
ろ
識
ら
ん
や
、
越
山
風
雪
の
色
、

浩
浩
　
　
と
し
て
模
す
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
ほ
ん

　
　
其
の
雪
風
の

大
い
に

起
り
て
殺
邊
し
來
た
る
に
當
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
ん
ら
い

　
　
　
勇
將
猛
卒
も
目
逃
し
て
敢
て
阿
陳
せ
ず
。
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惨
分
眼
孔
鍼
刺

懐
分
髪
毛
鋒
擢

當
面
不
辮
題
尺

大
地
山
河
安
在
哉

故
山
民
悪
雪
甚
於
毒
蛇
悪
獣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
り
、

い

る
も
の
は
雪
害
に
よ
る
人
々
の
苦
し
み
で
は
な
い
。

の
す

さ
ま
じ
さ
を
描
き
、
越
後
の
風
土
を
事
實
に
即
し
て
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
詩
で
あ
る
。

感
情
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

　
　
北
方
風
土
異
　
　
　
北
方
風
土
異
に
、

　
　
四
月
是
春
晴
　
　
　
四
月
是
れ
春
晴
。

　
疾
首
盛
頬
如
遇
阻
災

　
一
夜
十
萬
八
千
丈

　
上
下
氣
混
爲
一
塊

　
日
月
晦
冥
無
書
夜

　
宛
是
混
沌
籔
未
開

　
書
手
固
無
眼
可
著

　
凍
毫
一
嗜
又
何
裁

題
名
が
「
苦
雪
吟
」

　
　
　
　
　
　
し
む
し

惨
と
し
て
眼
孔
鍼
刺
し
、

　
　
　
　
び
ん
も
う
ほ
う
さ
い

慎
と
し
て
髭
毛
鋒
催
す
。

　
　
し
　
せ
き

當
面
胆
尺
を
辮
ぜ
ず
。

　
大
地
山
河
、
安
く
に
在
り
や
。

　
　
　
　
　
故
に

山
民
、
雪
を
悪
む
こ
と
毒
蛇
悪
獣
よ
り
甚
し
く
、

　
　
し
つ
し
ゆ
し
ゆ
く
あ
ん
　
　
や
く
さ
い

　
　
疾
首
壁
頗
、
阻
災
に
遇
ふ
が
ご
と
し
o

　
一
夜
十
萬
八
千
丈
、

　
上
下
氣
混
じ
て
一
塊
と
爲
る
。

　
日
月
晦
冥
、
書
夜
無
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な

　
宛
も
是
れ
混
沌
、
籔
未
だ
開
け
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
書
手
固
よ
り
眼
の
著
く
べ
き
無
し
。

　
　
　
い
つ
し

　
凍
毫
一
晒
、
又
何
を
か
裁
せ
ん
。

　
　
山
民
が
毒
蛇
や
悪
獣
の
よ
う
に
雪
を
憎
む
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
作
品
の
主
題
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
五
雑
姐
』
の
話
柄
を
取
り
入
れ
て
、
叙
事
的
な
面
白
さ
を
加
え
な
が
ら
風
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
こ
に
、
作
者
の
雪
に
封
す
る
悲
観
の

　
　
次
の
「
首
夏
晴
望
」
（
巻
五
）
は
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。

　
　
　
こ
と
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松
碧
渓
間
雪

霞
明
野
外
櫻

貧
村
皆
錦
里

陰
嶺
尚
銀
城

未
知
南
國
景

今
日
軌
輸
扇

　
北
方
の
風
土
は
濁
特
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
は
谷
間
の
雪
の
中
で
い
っ
そ
う
緑
を
濃
く
し
、
朝
焼
け
夕
焼
け
は
野
外

の
櫻
を
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
貧
し
い
村
は
皆
錦
の
よ
う
な
美
し
い
里
で
あ
り
、
日
陰
の
峰
は
ま
だ
白
い
城
壁
の
よ
う
で
あ
る
。

南
國
の
景
色
は
知
ら
な
い
が
、
こ
の
景
色
と
比
べ
た
ら
ど
ち
ち
が
勝
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
詠
っ
て
い
て
、
こ
の
詩
も
北
國
の
自
然
を

悲
観
的
に
は
見
て
い
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
纏
じ
て
南
城
の
詩
で
は
、
雪
は
地
域
に
お
け
る
風
土
の
一
つ
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
越
後
の
雪

の

情
景
は

あ
り
の
ま
ま
に
描
潟
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

松
は
碧
な
り
、
渓
間
の
雪
、

か霞
は
明
か
な
り
、
野
外
の
櫻
o

貧
村
皆
錦
里
、

陰
嶺
尚
ほ
銀
城
。

未
だ
南
國
の
景
を
知
ら
ず
。

　
　
い
づ
　
　
　
　
ゆ
　
え
い

今
日
敦
れ
か
輸
嵐
。
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四
　
菅
茶
山
と
南
城

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　
ゴ
ニ

　
南
城
の

江
戸
遊
學
期
は
、
古
文
鮮
派
の
詩
を
排
し
、
清
新
を
宗
と
す
る
性
霞
説
を
主
張
し
た
市
河
寛
齋
（
一
七
四
九
～
一
八
二
〇
）

の
晩
年
の
頃
で
あ
る
。
當
時
は
性
露
説
に
よ
る
宋
詩
風
の
詩
が
流
行
し
て
お
り
、
南
城
も
當
然
そ
う
し
た
影
響
を
受
け
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
幕
末
近
く
に
生
き
た
南
城
は
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
詩
人
、
詩
風
を
學
ん
で
い
る
は
ず
で
、
南



城
の
詩
作
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
う
け
て
い
る
か
は
充
分
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
『
補
漏
』
に
見
え
る
記
事
を
手
が
か
り
に
菅
茶
山
と
の
關
連
を
考
え
て
み
た
い
。
菅
茶
山
は
江
戸
期
に
お
け
る
田
園
詩
人

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
茶
山
の
詩
は
實
景
に
即
し
た
も
の
が
多
く
南
城
と
よ
く
似
て
お
り
、
田
園
に
暮
ら
し
て
私
塾
を
持
ち
、

政
治
と
も
あ
ま
り
關
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
鮎
も
南
城
と
よ
く
似
て
い
る
。
南
城
は
江
戸
に
い
て
、
仕
官
を
求
め
る
儒
者
や
利
に
從
っ

　
　
　
　
　
ハ
ニ
　
ヨ

て

行
動
す

る
人
々
が
多
か
っ
た
中
で
、
あ
る
種
の
敬
意
を
持
っ
て
茶
山
の
詩
を
讃
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ

　
で

は
、
茶
山
の
詩
を
南
城
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
補
漏
』
に
は
、
當
時
の
詩
人
の
「
可
レ
取
モ
ノ
」
を
い
く

つ
か
學
げ
て
お
り
、
菅
茶
山
の
r
秋
日
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
フ
カ
　
ノ
ヲ
　
　
　
　
　
　
テ
　
ヲ
テ
ス
ヲ
　
ル
ヲ
　
　
シ

　
　
山
僧
乞
二
我
小
園
芳
一
。
蕃
菊
胡
枝
秋
海
巣
。
忽
摯
二
一
藍
一
來
作
レ
報
。
帯
レ
泥
松
草
満
厨
香
。

　
　
　
コ
レ
實
況
ナ
リ
因
テ
録
ス
凡
ソ
實
況
ハ
句
ノ
巧
ヲ
須
タ
ズ

　

こ
の
詩
は
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
後
編
巻
之
八
に
「
秋
日
雑
啄
」
十
1
首
中
の
十
首
目
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
コ
レ
實
況
ナ
リ
因

テ

録
ス
」
と
あ
る
が
、
南
城
は
こ
の
詩
の
ど
の
よ
う
な
鮎
を
「
實
況
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
僧
の
求
め
に
雁
じ
て
庭
の
花
を
與
え
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に
僧
は
か
ご
を
提
げ
て
お
返
し
に
き
た
。
泥
が
つ
い
た
ま
ま
の
松
た
け
の
た

め

に

憂
所
は

よ
い
香
り
で
一
杯
に
な
っ
た
、
と
詠
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
人
物
の
動
き
が
詠
み
込
ま

れ
て

場
面
が
彷
彿
と
感
じ
ら
れ
る
詩
で
あ
る
。
題
材
は
日
常
の
平
凡
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
實
際
の
場
面
が
鮮
明
に
描
か
れ
た
こ
と
で
、

人
物
の
心
情
ま
で
も
讃
者
に
感
じ
さ
せ
、
1
つ
の
感
興
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
描
潟
の
仕
方
が
「
實
況
」
だ
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
。
「
秋
日
雑
味
」
十
1
首
中
か
ら
こ
の
詩
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
鮎
が
南
城
を
し
て
注
目
さ
せ
た

か

ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
茶
山
の
「
村
居
」
二
首
の
そ
の
一
の
詩
も
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ほ

　
　
橦
圃
泥
乾
人
出
耕
　
　
　
橦
圃
の
泥
乾
き
、
人
出
で
て
耕
す
。
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竹
梢
鵠
語
喜
新
晴
　
　
　
竹
梢
の
鵠
語
、
新
晴
を
喜
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
さ
　
ゆ

　
　
山
妻
治
餉
將
摘
去
　
　
　
山
妻
餉
を
治
め
て
將
に
摘
へ
去
か
ん
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
ら
　
　
　
　
　
　
や
と
　
　
　
せ
ん
は
う

　
　
且
情
隣
童
護
箭
雨
　
　
　
且
く
隣
童
を
情
ひ
て
箭
崩
を
護
ら
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
後
編
巻
1
1
）

　
綿
畑
の
泥
も
乾
い
た
の
で
耕
し
に
出
る
。
か
さ
さ
ぎ
は
晴
れ
た
の
を
喜
ん
で
鳴
い
て
い
る
。
妻
は
辮
當
を
作
っ
て
持
っ
て
い
こ
う
し
、

見
つ
け
た
筍
を
隣
の
子
供
に
見
張
っ
て
い
る
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
、
と
詠
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
作
者
は
「
山
妻
」
の
動
き
を
巧
み
に
潟
し
取
り
、
田
園
の
穏
や
か
な
時
間
の
経
過
を
描
い
て
い
る
。
讃
者
は
こ
こ
で
、
あ
り

ふ
れ
た

日
常
の
中
に
描
か
れ
た
平
和
な
ひ
と
と
き
を
感
じ
取
る
だ
ろ
う
。
先
の
詩
と
同
様
な
手
法
が
使
わ
れ
た
詩
で
あ
る
。
こ
う
し
た

茶
山
に
お
け
る
「
實
況
」
は
、
お
そ
ら
く
茶
山
が
表
現
技
法
と
し
て
意
識
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
れ
は
茶
山
の
作
品
の
中
に
時
お
り
現
れ
て
い
る
程
度
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
南
城
は
茶
山
の
作
品
を
讃
み
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
な
描
潟
の
仕
方
を
學
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
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五
　
結
語

　
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
結
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
南
城
は

儒
者
と
し
て
三
鹸
堂
を
経
螢
し
て
い
た
が
、
農
業
を
重
覗
し
、
農
民
に
封
し
て
も
敬
意
を
抱
い
て
い
た
。
南
城
は
常
に
周
園

の

田
園
を
歩
き
、
地
域
の
人
々
と
交
際
し
て
い
た
。
南
城
の
農
村
や
農
民
を
描
潟
し
た
詩
に
は
地
域
の
風
土
風
俗
に
關
わ
る
も
の
が
多

く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
1
つ
の
歴
史
の
記
録
と
し
て
の
意
味
も
持
つ
。
南
城
が
言
う
「
實
況
」
の
詩
で
は
實
録
の
精
神
を
其
本
と



し
て
南
城
の
創
意
が
加
え
ら
れ
、
詩
的
感
興
を
伴
う
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
南
城
の
時
代
は
飢
饅
が
多
護
し
て
杜
會
不
安
が
強
か
っ
た

時
で
は
あ
っ
た
が
、
政
治
批
判
の
詩
を
南
城
は
作
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
南
城
の
田
園
詩
に
お
け
る
大
き
な
特
徴
は
北
國
の
自
然
が
豊

富
に
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
詠
い
方
は
嚴
し
い
氣
候
に
困
窮
す
る
庶
民
の
生
活
を
悲
観
的
に
み
て
悲
し
み
や
苦
し
み
を
主

題
と
す
る
こ
と
が
中
心
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
や
は
り
實
録
の
精
神
が
あ
っ
て
感
情
は
抑
制
さ
れ
、
自
然
は
自
然
と
し
て
あ

る
が
ま
ま
に
見
て
、
そ
こ
に
息
づ
く
人
間
の
暮
ら
し
や
風
土
の
あ
り
さ
ま
を
控
え
め
な
が
ら
肯
定
的
に
描
鳴
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
南

城
は

自
身
の
作
詩
の
方
法
を
「
實
況
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
は
菅
茶
山
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
南
城
の
詩
作
に
つ
い
て
考
察
す
る
以
外
に
、
彼
の
生
活
に
着
目
し
な
が
ら
北
國
の
風
土
の
描
き
方
に
つ
い
て
も
考
え
て

み
た

の

で

あ
る
。
南
城
は
田
園
詩
以
外
に
も
多
く
の
詩
を
作
っ
て
い
る
。
詩
人
と
し
て
の
南
城
を
解
明
す
る
に
は
今
後
も
多
様
な
面
か

ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

二注
　

（二
）

（1il）
詩
に

つ
い

て

は
、
『
日
本
古
典
文
學
大
系
　
五
山
文
學
　
江
戸
漢
詩
集
』
（
岩
波
書
店
・
山
岸
徳
平
ら
校
注
・
一
九
六
七
年
渡

行
。
）
に
は
南
城
の
詩
が
三
首
採
ら
れ
て
い
る
。

新
潟
縣
立
圖
書
館
藏
、
全
一
七
巻
、
一
六
冊
。
自
筆
稿
本
。
全
十
七
巻
の
作
品
牧
録
敷
は
渡
邊
秀
英
氏
に
よ
れ
ぼ
、
散
文
一
〇

二
編
、
韻
文
一
八
四
四
編
で
、
纏
敷
一
九
四
六
編
で
あ
る
（
「
藍
澤
南
城
」
新
潟
縣
高
等
學
校
教
育
研
究
會
國
語
部
會
『
國
語

研
究
』
1
號
・
一
九
五
五
年
襲
行
）
。

何
を
も
っ
て
田
園
詩
と
す
る
か
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぼ
池
澤
一
郎
氏
は
そ
の
著
『
江
戸
時
代
　
田
園
漢
詩
選
』

に
牧
録
す
る
作
品
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
「
田
園
生
活
を
詠
じ
た
詩
歌
の
こ
と
で
、
お
お
よ
そ
農
村
の
景
物
と
農
民
、
牧
畜
者
、
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猟
師
ら
の
螢
働
を
題
材
と
す
る
」
と
の
『
漢
語
大
詞
典
』
の
説
明
を
引
い
て
い
る
。
本
稿
で
も
そ
れ
に
從
っ
て
い
る
が
、
田
園

　
　
　
詩
か
ど
う
か
匪
別
し
に
く
い
も
の
も
多
い
。

（四
）
　
目
崎
徳
衛
著
『
南
城
三
除
集
私
抄
』
は
小
澤
書
店
・
一
九
九
四
年
襲
行
。

（五
）
　
内
山
知
也
著
『
藍
澤
南
城
　
詩
と
人
生
』
は
東
洋
書
院
・
一
九
九
四
年
護
行
。

（六
）
　
『
北
越
詩
話
』
は
I
九
I
九
年
刊
、
一
九
九
〇
年
復
刻
版
刊
。
上
巻
、
七
六
四
頁
。

（七
）
　
『
論
語
私
説
』
巻
二
、
雍
也
第
六
「
賢
哉
回
也
」
章
。
『
論
語
私
説
』
（
新
潟
縣
立
圖
書
館
藏
。
六
巻
六
冊
稿
本
）
は
、
六
冊
と

　
　
　
も
「
越
后
　
藍
澤
氏
述
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（八
）
　
詳
し
く
は
、
拙
稿
研
究
ノ
ー
ト
「
藍
澤
南
城
の
1
1
1
s
s
堂
」
（
『
大
東
文
化
大
學
　
漢
學
會
誌
』
五
十
五
號
所
牧
）
、
一
七
二
頁
、

　
　
　
参
照
。

（九
）
　
注
八
の
拙
稿
「
藍
澤
南
城
の
三
除
堂
」
、
参
照
。

（十
）
　
r
困
誓
」
は
『
孔
子
家
語
』
困
誓
篇
。
刊
本
『
三
除
集
』
の
注
に
「
家
語
困
誓
篇
、
言
錐
困
干
道
、
而
誓
不
屡
學
也
（
家
語
困

　
　
　
誓
篇
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
道
に
困
し
む
と
錐
も
、
而
れ
ど
も
學
を
廃
せ
ざ
る
を
誓
ふ
な
り
）
。
」
と
あ
る
。

（十
1
）
　
r
e
x
書
時
或
讃
　
依
法
養
園
疏
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
　
　
　
も
の
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぜ

（十
二
）
　
巻
七
r
春
日
偶
吟
」
の
そ
の
一
に
も
「
身
老
い
て
鋤
く
に
傭
し
、
半
畝
の
畦
（
身
老
傭
鋤
半
畝
畦
）
。
」
と
あ
る
。

（十
1
1
1
）
　
r
道
路
農
作
を
不
可
害
　
竹
木
を
不
可
折
」

（十
四
）
　
『
周
易
索
隠
』
六
巻
六
冊
、
『
古
文
尚
書
解
』
十
四
巻
十
四
冊
、
『
禮
記
講
録
』
八
巻
八
冊
、
『
春
秋
左
氏
傳
私
説
』
二
巻
二
冊
、

　
　
　
　
『
春
秋
左
氏
傳
杜
注
講
義
』
七
巻
（
訣
巻
二
）
六
冊
、
『
論
語
私
説
』
、
六
巻
六
冊
『
孟
子
古
注
考
』
七
巻
、
『
孝
経
考
』
二
巻

　
　
　
　
二
冊
、
『
荷
子
定
義
』
一
巻
一
冊
、
『
三
百
篇
原
意
』
九
巻
九
冊
な
ど
が
あ
る
。
す
べ
て
新
潟
縣
立
圖
書
館
藏
。
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（十
五
）
　
『
三
餓
集
』
巻
一
「
雨
後
出
釣
無
獲
蹄
（
雨
後
出
で
て
釣
る
に
獲
る
無
く
し
て
錦
る
）
」
の
詩
に
、
「
家
人
喚
作
釣
魚
顛
（
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
ぎ
よ
て
ん

　
　
　

人
喚
ん

で
釣
魚
顛
と
作
す
）
」
と
あ
る
。
内
山
氏
前
掲
書
、
＝
二
九
頁
の
課
に
よ
る
。

（十
六
）
　
「
淀
交
求
友
非
吾
事
」
（
巻
三
「
山
荘
題
門
」
）

（＋
A
，
）
）
　
r
1
言
不
及
藪
人
倫
」
の
注
に
「
吾
門
不
禁
評
時
人
是
非
（
吾
が
門
、
時
人
の
是
非
を
評
す
る
を
禁
ず
）
」
と
あ
る
。

（十
八
）
　
「
潟
吾
渓
農
家
之
風
俗
。
意
在
干
實
録
。
不
暇
顧
句
調
云
。
」

（十
九
）
　
「
祀
以
青
篠
瞭
鍋
湯
而
揮
之
、
日
湯
花
。
」

（二
十
）
　
内
山
氏
前
掲
書
、
三
〇
一
頁
。

（二
十
一
）
　
「
毎
夏
、
六
月
十
四
夜
、
鯖
渓
郷
俗
嘔
蛙
、
蓋
古
禮
也
。
」
。
な
お
、
こ
の
詩
で
「
周
禮
」
と
言
う
の
は
書
名
と
し
て
の

　
　
　
　
　
し
ゆ
ら
い

　
　
　
　
　
『
周
禮
』
で
は
な
く
「
古
代
の
禮
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。

（二
十
二
）
　
「
河
魚
食
稻
花
、
而
後
味
美
。
」

（1　1

十
1
1
1
）
内
山
氏
前
掲
書
、
三
〇
三
頁
。

（11十
　
g
）
　
r
山
民
寒
中
製
紙
、
歳
末
來
責
。
L

（二
十
五
）
　
『
補
漏
』
巻
五
。
『
補
漏
』
は
新
潟
縣
立
圖
書
館
藏
、
全
十
二
巻
、
一
、
二
巻
は
訣
。

　
　
　
　
　
　
　
キ
モ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

（二
十
六
）
　
「
美
如
二
春
龍
i
而
非
二
實
況
一
モ
ノ
ハ
余
不
レ
取
杜
ヲ
詩
史
ト
稻
ス
ル
モ
實
録
ナ
ル
故
ナ
リ
。
」
『
補
漏
』
（
巻
五
）

（二
十
七
）
内
山
氏
前
掲
書
、
六
四
頁
。

（二
十
八
）
　
「
引
光
奴
襲
燭
也
。
又
名
埣
見
。
見
天
録
識
除
及
綴
耕
録
郷
俗
無
糧
者
。
責
之
以
代
疏
糎
。
」

（二
十
九
）
　
『
三
餓
集
』
巻
三
「
民
難
篇
　
勧
父
老
建
肚
倉
（
民
難
篇
、
父
老
に
証
倉
を
建
て
ん
こ
と
を
勧
む
）
。
」

（三
十
）
　
目
崎
氏
前
掲
書
、
八
三
頁
。
な
お
、
内
山
氏
の
謹
は
「
雪
の
日
の
天
地
の
様
子
は
人
の
世
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
だ
。
」
（
内
山
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氏
前
掲
書
、
二
九
九
頁
）
で
あ
る
。

（三
十
一
）
筆
者
は
既
に
「
藍
澤
南
城
に
お
け
る
杜
甫
」
（
『
大
東
文
化
大
學
　
中
國
學
論
集
』
第
3
3
號
・
大
東
文
化
大
學
文
學
研
究
科

　
　
　
　

中
國
學
専
攻
院
生
研
究
會
・
1
1
0
1
五
年
議
行
・
所
牧
）
に
お
い
て
、
南
城
の
「
大
雪
嘆
」
に
つ
い
て
の
目
崎
氏
と
の
見

　
　
　
　

解
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（三
十
二
）
　
「
雪
埋
茅
棟
屋
將
崩
　
偏
恐
鋤
徒
不
救
雁
。
」

（三
十
三
）
文
化
三
年
（
一
八
o
六
）
頃
か
ら
文
政
二
年
（
一
八
1
九
）
o
南
城
の
闘
郷
の
時
期
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
江
戸
に

　
　
　
　

行
っ
た
年
は
明
確
で
は
な
い
。

（1

i1十
四
）
　
廣
瀬
淡
窓
「
儒
林
評
」
に
、
「
當
時
高
名
ノ
儒
者
十
二
七
八
o
折
衷
學
ナ
リ
。
其
行
状
。
中
頃
ノ
放
蕩
ニ
コ
リ
テ
。
少
シ

　
　
　
　
　
ク
牧
敷
二
赴
ケ
リ
。
然
レ
ト
モ
其
利
二
走
ル
コ
ト
。
極
テ
甚
ダ
シ
。
」
と
あ
る
。
『
淡
窓
全
集
』
中
巻
（
日
田
郡
教
育
會
・

　
　
　
　
　
一
九
二
五
年
壼
行
）
に
よ
る
。
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