
そ
の
わ
ざ

そ
の
く
ら
ゐ

よ
く

ヒ
是

い
か
な
る
場
、
炉
か
な
る
人
と
、
其

業

・
其

位
を
能
見
定

め
、
前
句

を

つ
き

は
な
し

て

つ
く
べ
し
。

(
去
来
抄
)

に
ほ
ひ

ひ
び
き

お
も
か
げ

う
つ

な
ど

師

の

い

は
く

「
付

く

と

い
ふ

筋

は

、

匂

・
響

・
俤

・
移

り

・
推

量

抔

、

形

な

き

よ
り

起

る

所

な

り

。

心

通
ぜ

ざ

れ

ば

及

び

が

た

き

所
也

」

。

(
三
冊

子
)

　
つ
け
あ
い

蕉
風

の
付
合
は
、
前
旬
と
付
旬
と

の
間

に

「
よ
き
ほ
ど
に
隔
り
」

を
置

く
こ

つ
け
す
じ

と

に
よ

っ
て
、
そ

の
間

に
饂
醸
す
る
気

分
を
尊
ぶ

。
そ

の
付
筋
は
前

句

の
余
情

や
余
韻
を
嗅
ぎ
出
す
付
け
方

で
、
そ

こ
に
匂

・
響

・
移
り

・
位

の
感
合

が
生
じ

る
。

「
前
句
を

つ
き
は
な
し
」
「
形
な
き
よ
り
起
る
」
と
あ
る
は
そ
れ
で
あ
る
。

次

に
挙
げ
る

『
と
な
み
山
』
所
収

の
付
合

は
、
前
句

の
場
か
ら
人
情

を
嗅
き
出

し
た
付
旬

で
あ
る
。

野
松

に
せ

み
の
鳴
き
立

つ
る
声

浪

花

か

ち

に

も
ち

は
な
し

歩
行
荷
持
手
ぶ
り

の
人
と
噺
し

て

芭

蕉

両
句
聞

の
感
合

を
能
く
よ
く
味

っ
て
み
る
が
よ

い
。

そ

れ

か

ら

そ

れ

へ

と

i

有

島

武

郎

1

菊

地

弘

ひ
と
り

の
作

家
が
誕
生
す
る
ま
で

の
過
程

を
探

っ
て
い
る
と

、
ど
う
も

腑
に

お
ち
な

い
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
り
、
疑
問
を
も

っ
た
り
し

て
、
そ
れ
が
気

に
か
か

っ
て
前

に
進
ま
な

い
場
合

が
よ
く
あ
る
。
と

く
に
作
家

自
身

に
、
作
品

の

モ
チ

ー

フ
や

テ
ー

マ
に
関
わ
る
も

の
で
あ
れ
ば

、

い
ら
だ
ち
と
や
り
き
れ
な
さ

で
複

雑

だ
。

小
説
家
有
島
武
郎
と

い
え
ば

、

『
或

る
女
』
、
『
カ
イ

ン
の
末
裔
』
、
『
小

さ
き

者

へ
』

な
ど
に
よ

っ
て
日
本
近
代
文
学
史

の
う
ち

に
積
極
面
を
付
与
し
た

こ
と

は
誰

で
も
知

っ
て

い
る
。

そ
の
有
島
が
明
治

三
十

七
、

八
年

の
頃
、
芸
術
と

い

う

も
の
は
生
活

の
余
裕
が
生

み
だ
す
も

の
と

い
う
芸
術
遊
戯
説
を

考

え

て

い

た
。
と

こ
ろ
が

す
ぐ

そ
の
あ
と
文
学

に
向
う
決
心
を
し

て
、
明
治

三
十
九
年

の

四
月

に

『
か
ん
か
ん
虫
』
を
書

い
た
。
処
女
小
説

で
、

の
ち

「
白
樺
」

(
明
43

・
10
)

に
発
表
さ
れ

た
が

、
有
島
が
下
層
労
働
者

に
心
を
留

め
て
い
た

こ
と
が

わ
か
る
も

の
で
、
問
題
小
説

で
あ

る
。
有
島
文
学

の
方
向
を
示
す
も

の
と
し

て

注
目
さ

れ
る
こ
と

は
通
説

で
あ

る
。
芸
術

の
遊
戯
か
ら
芸
術

へ
向
う
決
意
を
す

る
、
そ

の

フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ

ム
に
は
興
味
と
関
心
が
そ
そ
ら
れ
る
。

『私

の
父

と
母
』

の
中

で
、
父

は
薩
摩

の
人

、
母

は
南
部

の
人

で
、

「
南
方

の
血
」

の
父

は
感
情
的

で
、

「
北
方

の
血
」

の
母

は
理
性
的

で
あ

っ
た
。

〈
私
自
身

の
性

格

か
ら
云

へ
ば

、
固

よ
り
南
方

の
血
を
認

め
な

い
訳

に
は
行
か
な

い
が
、
割
り

に

北
方

の
血
を
濃

く
承
け

て
ゐ
る
〉
と

い
う
有
島
自
身

の
語
り

に
照
ら
し

て
み
る

と

は
な

は
だ
難

し
い
こ
と

に
な

る
。

「
南
方

の
血
」
、
「
北
方

の
血
」

の
パ
タ
ー

ン
に
は
め
て
考

え
る
俗
説

は
避
け
た

い
。
野
島
秀
勝
氏

は
有
島

の

エ
ネ

ル
ギ
ー

発
源

の

一
端
も

「
南
方

の
血
」

、

「
北
方

の
血
」

の
二
元

の
な
か

に
あ

っ
た
、

と

い
う

よ
り
は
二
元

に
よ
る
自
己
把
握

の
な
か

に
あ

っ
た
と
、

「
入
道
主
義

の

振
幅
」

の
な

か
で
書

い
て
い
る
。
巧

み
な
表
現

で
あ
る
が
、

「
自
己
把
握

の
な

か
に
あ

っ
た
」
と
す

る
と

、
少

々
意
地
悪

い
言

い
方
だ
が
、
思
考

の
様
式

に
や

は
り

一
つ
の
パ
タ
ー

ン
が
あ

っ
た

こ
と

に
な

る
。
と
す

る
と
そ

の
パ
タ
ー

ン
は

有
島

の
文
学
営
為

に
ど
う

か
か
わ

っ
て
く
る

の
か
問

い
た
く
な

っ
て
く
る
わ
け

で
あ

る
。

有
島
が
札
幌
農
学
校
を
選

ん
だ
動
機

に

つ
い
て
は
い
ろ

い
ろ

の
こ
と
が
あ
げ

ら

れ
て
い
る
が
定
説

は
な

い
。
有
島

は
自
ら

く
東
京

に
住

み
続

い
て
ゐ
た
ら
、

健
康
が
保

た
れ
な

い
と
医
師

か
ら
宣
告
さ
れ

て
、
、蘇
弱
な
自
分

の
肉
体
を

は
か
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な

み
な
が
ら
、
見
渡
し
た
地
方

の
学
校

の
中

で
、
殊

に
私

の
心
を
牽
き
付
け
た

の
は
札
幌
農
学
校
だ

っ
た
。
幼
稚
な
時
か
ら
夢

の
や
う
な
憧
撮
を
農
業

に
持

っ

て
ゐ
た

の
も

一
つ
の
原
因

で
あ
る
が
、
北
海
道
と

い
ふ
未
開
地

の
新
鮮

な
自
由

な
感
じ
と
、
一私

の
少
年
期

の
伝
奇
的

な
夢
想
と
結

び

つ
き
、
人
前

で
怯
れ
勝

ち

だ

っ
た
私

の
性

情
が
、
境
地

の
静
寂

を
希

っ
た
も

の
も
与

っ
て
力
が
あ

っ
た
〉

(
『
リ
ビ

ン
グ

ス
ト

ン
伝
』

の
序
)

と
書

い
て
い
る
。

が
、

こ

の
序
文
を

そ
の

ま
ま
鵜
呑

み
に
し
て

い
い
の
か
ど
う

か
、
こ
れ
ま
た
難

し
い
。

た
ま
た
ま
母
方

の
親
戚

に
あ

た
る
新
渡
戸
稲
造
が
札
幌
農
学
校

で
教
鞭
を
と

っ
て
い
る
か
ら
と

い
う
事
情
を
考
慮
し

て
も
、
病
患

で
都
会
生
活

に
耐
え
ら
れ
な

い
身

で
、
当
時

蝦
夷
地
と
呼
ば
れ

る
北
海
道

へ
行
く

こ
と
を
父
が
許
し
た

で
あ

ろ

う

か
、

ま

た
、
農
業

に
夢

の
よ
う
な
憧
憬
を
も

っ
て
い
た
と

い
う
が
、
は

っ
き
り
し
た
農

業
従
事

の
意
志
を
も

っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な

い
。
有
島
が

〈
農
業
革
新

の

魁
た
ら
ん
〉
と
意
志
を
表
明
す
る

の
は
明
治

三
十
年
五
月
七
日

の

『
観
想
録
』

に
み
え

て
く
る

の
で
、
札
幌
農

学
校

に
入
学

後
約

一
年

経

て
か
ら

で

あ

る

か

ら
、

農

業

へ
の
志
向

は
動
機

の
大
き
な
要
素

と
は
み
ら
れ
ま

い
。

さ
射

に

ま

た
、
北
海

道
と

い
う
大

地
が
明
治

の
青
年

に
は
新
鮮
な
自
由

の
天
地
の
感
を
与

え
た
こ
と

は
、
国
木

田
独
歩
な
ど
を

あ
げ

て
み
て
も
理
解

で
き

る
。
加

え
て
札

幌
農
学
校
が
創
立
以
来

ク
ラ
ー
ク
精
神
を
伝
統
と

し
て
い
て
、
青
年

の
心
を
惹

き

つ
け
た

こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
が
、
実
業
家

の
父
が
家
督
を
継
ぐ
武
郎

に
特

殊
な
教
育
を

ス
パ
ル
タ
風

に
行
な

っ
て
き
た

い
き
さ

つ
を
考
え

て
み
て
も
、
無

条
件

で
武
郎

の
札
幌
行
き

の
意
志
を
許
す
筈
が
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
野
島

氏

は

『
私

の
父
と
母
』

の
な
か

で
有
島
が
語
る
、
幼

い
と
き
か
ら
父

の
前

で
膝

を
崩

す

こ
と

の
で
き
な
か

っ
た
厳

し

い
躾
、
学

校
か
ら
帰
る
と
母
か
ら
論

語
や

孝
経

を
読
ま
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
弟

た
ち
と
は
違

っ
た

「峻

酷
な
儒
教
的
教
育

の
も
と
に
育

っ
た
」

こ
と
を

あ
げ
て

「
長
男

か
ら
の
脱
出

」
説
を
と
な

え
て
い

る
.
と

の
説
を
有
島
研
究
家

の
山
田
昭
夫
氏
も
恐
ら
く

こ
れ
は
定
説
と
な
る
だ

ろ
う
と
有
力
視
し

て
い
る
。
長
男
な
る
が
故

に
よ
き

に
つ
け
あ
し
き
に

つ
け
責

任
を
負
わ
さ
れ
、
桎
桔
多

き
立
場
に
立
た
さ
れ

て
苦
悩

す
る
人

聞
群

は
近
代

日

本
文
学

の
中
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
描

か
れ
て
き
て

い
る
。
長
男

か
ら
の
逃
避

行

は
面
白

い
着
想
だ

が
有

島
に
限

っ
て
躊
躇

せ
ざ

る
を

え
な

い
。
前
述
し
た
が

有

島
が
農
業

へ
の
魁

た
ら
ん
と
決
然

た
る
意
志
を
示
し

た
の
は
明

治

三

十

年

で
、
そ
の
意
志
を
強

く
さ
さ
え
た
も

の
は
高
山
亮

二
氏

の
指
摘

の
よ
う

に

「
東

洋
的
武
士
道
的
精
神
」
と

い
え

よ
う
。

こ
れ

は
父

か
ら
薫
陶
を
う
け
た
も

の
で

あ

る
。
父
武

は
明
治

三
十
年
九
月

に
武
郎

の
た

め
に
農
場
を
借
り
入
れ
る
目
的

で

マ
ッ
カ
リ
ベ
ッ
原
野
を
訪
れ

て
い
る
。
父
は
武
郎
を
温
か
く

つ

つ

ん

で

お

り
、
有
島

の
意
志
は
尊

重
さ
れ

て
い
て
抑

え
ら
れ

て
い
な

い
。
明
治
的

発
展

の

近
代

に
有
島
は
即
応

し

て
い
て
、
実

業
家

父
武

の
気

脈
と
隔
絶
す
る
も

の
で
は

な
か

っ
た

の
で
は
な

い
か
。
父
武
は
大
蔵
省

の
官
吏

で
あ

っ
て
理
財
家
と

し
て

有
能
で

の
ち
実
業

界
に
入

っ
て
資
産

を
成

し
た
人
だ

が
、
新

し

い
知
識

の
必
要

性

を
わ
き
ま
え

て
い
た
人

で
も
あ

っ
た
。

こ
れ
か
ら
の
人
間

は
外
国
人
を
相
手

に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
国
語
が
必
要

で
あ

る
と

い

っ
て
、
六

・
七
歳

の
頃

武
郎
を
外
国
人

の
家
庭

に
入
れ
た
と

い
う
。
普

通
の
家
庭

で
は
想
像
も
出
来
な

い
程
頑
固

で
厳
し

い
躾
を
す

る

一
方

、
実
業
家

に
ふ
さ

わ
し

い
進
取
性
が
極

め

て
特
殊
な
教
育
を
長
男
武
郎

に
施
さ
し

め
た

の
で
あ

る
。
武
郎
を
外

国
人
と

一

緒

に
さ

せ
る
父

の
う
ち

に
は
儒
教
的
な
教
育
と
背
反
す

る
本
質
的
な
も

の
が
あ

っ
た
筈
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
を
施
す
と

い
う

こ
と
は
、
父
武

の
思
想

の
中

に
は

儒
教
的
倫
理
と

キ
リ
ス
ト
教
的
な
倫
理
と
が
リ
ゴ
リ
ズ

ム
と

い
う

一
点

で
結
節

さ
れ

て
い
た
わ
け
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
日
常
的

行
為

に
あ

っ
て
は
相
互
矛
盾

す
る

も

の
と
し

て
で
な
く
む
し
ろ
寛
大
な
心
と
な

っ
て
外

発
的
営
み
が
行
な
わ
れ
た

に
ち
が

い
な

い
。
論
語
や
孝
経
を
徹
底
的

に
教
え
込
ま
せ
る
と
同
時

に
外

国
人
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の
生
活

に
入

っ
て
英
語
を
、
と

い
う
ぐ
あ
い
に
異
質

の
教
育

を
併

行
し
て
行

わ

せ
る

の
も
そ

の
故

で
あ
る
。
お
な
じ
よ
う
に
有
島

の
札
幌
農

学
校

入
学

に

つ
い

て
も
、
少
年

よ
大
志

を

い
だ

け

の
気

風
と
実
業
家
と

し

て
の
進
取

の
気
風
と
が

内
部
的

に
結
節

さ
れ

て
長
男
武
郎
を
新
渡
戸

の
と

こ
ろ

に
あ
ず
け
し

め
た
と
解

さ

れ
そ
う

で
あ
る
。

そ
う
し

た
父
武

の
大
変
な
理
解

は
幕
末

か
ら
明
治
維
新

の

体
制
を
成

し
た
功
利
主
義
思
想

(
西
垣
勤

氏
も
既

に
指
摘
し

て
い
る
)
と
か
け

は
な
れ
た
も

の
で
は
な

か
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
う

い
う
父

の
思
想
が
長
男
武
郎

を
圧
迫
す
る

よ
う
な

こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う

に
み
ら
れ
る
。
武
郎

の
農
業

へ
の

魁
と
な
ら
ん
と
す
る
義
士
的
な
も

の
と

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ク
な
性
質

は
父

と
深

い
溝

を
し
き
る
も

の
で
は
な

い
。
だ
か
ら
野

島
氏

の
い
う

「
長
男
か
ら

の
脱
出
」

は

穿

ち
す
ぎ
る
し
、
「
可
愛

い
子
に
は
云
々
と

い
う
故
知
を

思

い
出
さ

せ
る
黙
認
」

(
山
田
昭
夫

『
有
島

武
郎
』
)

の
感
傷
と
消
極
性

で
は
な

か

っ
た
の
で
は
な

い

か
。有

島
が
文
学

へ
積
極
的

に
お

の
れ
を
進

め
て
い

っ
た

の
は
表
立

っ
て
は
雑
誌

「
白
樺
」

に
参
加
し
た
と
き
か
ら

で
あ
ろ
う
。
が
、
経
済
や
歴
史
を
専
攻
し

て

い
た
有
島
が
書
く
と

い
う
創
造
行
為

に
よ
つ
て
内
的
リ

ア
リ
テ
ィ
を
追
求
し
よ

う
と
思
う

よ
う

に
な
る

の
は

二

二
二
年
遡
る
よ
う
だ
。
こ
れ
も
ま
た
な
か
な
か

難
し

い
。
農
場
管
理

の
問
題
、

ア
ナ
ー
キ
ズ

ム
と

の
関
係

な
ど
が
複
雑
微
妙

に

絡

ん
で

い
る

の
で
大
変

な
こ
と

だ
。
時

間
を

つ
い
や
す
の
が
研
究
だ
と
思
え
ば

ま
だ
十
年
時
間
が
あ
る
。

!
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