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去
る
七
月
十
二
日
の
早
朝
、
石
川
先
生
が
急
逝
さ

れ
た
。
そ
の
十
日
程
前
、
湯
島
聖
堂
で
お
会
い
し
た

時
は
、
お
元
気
に
お
話
し
さ
れ
て
い
た
の
で
訃
報
を

聞
い
た
時
に
は
非
常
な
驚
き
で
あ
っ
た
。
残
念
で
な

ら
な
い
。謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

神
奈
川
県
漢
詩
連
盟
は
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
局

面
で
故
石
川
先
生
に
は
多
大
の
恩
恵
を
受
け
て
き

た
。
連
盟
創
立
の
第
一
回
総
会
に
ご
出
席
い
た
だ
い

て
か
ら
、
毎
年
の
総
会
に
は
欠
か
さ
ず
ご
出
席
い
た

だ
き
、
更
に
は
、
ご
講
演
、
吟
行
会
、
自
詠
自
書
展
、

叢
書
発
刊
等
を
通
じ
て
数
々
の
励
ま
し
の
言
葉
や
玉

詩
を
頂
い
て
き
た
。

こ
の
会
報
に
先
生

か
ら
い
た
だ
い
た

玉
詩
の
幾
つ
か
を

選
ん
で
年
代
順
に

掲
載
し
た
が
、
何
れ

も
過
大
な
お
褒
め

の
言
葉
に
満
ち
て
い
る
。

　

初
心
者
入
門
講
座
か
ら
始
ま
っ
て
、
洒
落
た
名
前

を
付
け
、
先
輩
が
そ
の
指
導
を
す
る
漢
詩
サ
ー
ク
ル

を
作
り
、
更
に
、
鑑
賞
会
、
吟
行
会
等
と
続
く
神
漢

連
の
一
連
の
活
動
を「
金
河
新
様
式
」と
名
付
け
ら

れ
、
多
大
の
激
励
・
称
賛
を
頂
い
た
が
、
こ
の
言
葉

ほ
ど
神
漢
連
会
員
を
元
気
づ
け
た
も
の
は
な
く
、
今

も
自
分
た
ち
の
活
動
に
自
信
を
も
っ
て
取
り
組
む
原

動
力
に
な
っ
て
い
る
。

　

又
、「
佩
文
齋
詠
物
詩
選
」の
輪
読
会
か
ら
故
城

田
六
郎
さ
ん
が
選
び
出
し
た
七
言
絶
句
を「
七
言
絶

句
こ
こ
か
ら
一
歩
」と
し
て
発
刊
し
、
そ
れ
を
神
漢

連
叢
書
と
名
付
け
た
時
に
は
、「
多
く
の
人
に
是
非

座
右
に
具
え
て
も
ら
い
た
い
」と
ま
で
絶
賛
し
て
頂

い
た
事
も
そ
の
後
の
叢
書
発
刊
に
繋
が
っ
て
い
る
。

発
刊
し
た
叢
書
は
先
生
の
お
言
葉
通
り
他
県
連
の

方
々
に
広
く
活
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
神
漢
連

は
こ
れ
か
ら
も
先
生
の
ご
遺
志
を
継
い
で
、
漢
詩
の

普
及
・
拡
大
の
為
に
、
全
国
の
漢
詩
連
盟
の
先
頭
を

切
っ
て
鋭
意
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
。

　

所
で
、「
漢
詩
を
学
ぶ
、
漢
詩
で
遊
ぶ
」の
モ
ッ

ト
ー
は
、
漢
詩
を
作
る
人
に
も
、
鑑
賞
だ
け
を
楽
し

む
と
い
う
人
に
も
広
く
定
着
し
て
き
た
が
、
最
近
、

そ
の
取
り
組
み
姿
勢
が
今
ま
で
と
ち
ょ
っ
と
違
っ
て

き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
以
前
は
、

漢
詩
を
作
る
人
は
一
様
に
上
手
な
詩
を
作
っ
て
、
出

来
れ
ば
漢
詩
大
会
で
入
賞
し
た
い
と
い
う
方
が
多

か
っ
た
が
、
最
近
入
会
し
て
こ
ら
れ
る
人
の
中
に

は
、
漢
詩
は
作
る
が
、
漢
詩
大
会
な
ど
ど
う
で
も
良

い
、
そ
の
代
わ
り
、
規
則
を
緩
や
か
に
し
て
も
っ
と

自
由
に
詩
を
作
り
た
い
、
現
在
の
事
象
に
関
す
る
詩

等
も
作
っ
て
気
楽
に
楽
し
み
た
い
と
い
う
方
が
増
え

て
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
私
に
川
柳
好
き
の
友
人

が
い
る
。
彼
は
、
当
初
、
も
っ
ぱ
ら
時
事
川
柳
を
目

指
し
、
朝
日
新
聞
の
川
柳
欄
の
常
連
に
な
っ
て
い
た

が
、本
格
川
柳（
文
芸
川
柳
）を
き
ち
ん
と
学
ん
で
か

ら
時
事
川
柳
に
取
り
組
ま
な
い
と
底
が
浅
い
と
指
摘

さ
れ
、
抵
抗
し
な
が
ら
も
、
最
近
は
文
芸
川
柳
の
何

た
る
か
を
勉
強
し
て
い
る
。漢
詩
も
こ
れ
と
同
じ
で
、

先
ず
は
基
本
と
な
る
花
鳥
風
月
の
詩
が
そ
れ
な
り
に

出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
時
事
漢
詩
等
に
取
り

組
む
べ
き
で
あ
る
。先
ず
は「
型
」を
き
ち
ん
と
作
っ

て
か
ら
そ
れ
を
崩
し
て
い
く
と
い
う
道
筋
を
取
ら
な

い
と
、
人
を
感
動
さ
せ
る
詩
は
勿
論
の
事
、
自
分
な

り
に
満
足
の
い
く
詩
さ
え
も
作
れ
な
い
と
思
う
。
楽

し
む
漢
詩
作
り
は
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
で
、
決
し
て

否
定
は
し
な
い
、
が
、
こ
の
事
を
よ
く
ご
理
解
い
た

だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
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あ
り
が
と
う
、石
川
忠
久
先
生

神
漢
連
前
会
長　

岡
崎
満
義

　

人
を
硬
派
軟
派
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
よ
く
あ

る
。私
は
そ
れ
に「
柔
派
」を
加
え
て
い
る
。た
だ
し
、

「
柔
派
」は
少
な
く
、
私
は
３
人
を
数
え
る
の
み
で
あ

る
。
そ
の
１
人
が
石
川
忠
久
先
生
だ
。
１
９
９
９
年

に
文
藝
春
秋
を
リ
タ
イ
ア
し
て
す
ぐ
、
頼
ま
れ
て
二

松
学
舎
大
学
の
広
報
委
員
に
な
っ
た
。
知
り
合
い
の

今
西
副
学
長
に
頼
ま
れ
た
。
今
西
さ
ん
は「
教
授
会

を
開
い
て
も
先
生
方
は
あ
ま
り
発
言
を
し
て
く
れ

な
い
。
あ
な
た
に
出
て
も
ら
っ
て
、
大
い
に
喋
り
ま

く
っ
て
ほ
し
い
」と
言
わ
れ
た
。〝
喋
り
屋
〟を
期
待

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
教
授
会
に
で
て
み
る

と
事
務
局
の
報
告
が
終
わ
っ
て
も
、
殆
ど
先
生
方
か

ら
の
発
言
は
な
い
。
そ
の
教
授
会
の
司
会
が
石
川
忠

久
学
長
で
あ
っ
た
。春
風
駘
蕩
の
司
会
ぶ
り
だ
っ
た
。

　

日
本
の
漢
文
漢
詩
を
リ
ー
ド
す
る
第
一
人
者
だ
っ

た
が
、
そ
の
学
識
を
外
に
向
か
っ
て
誇
る
こ
と
も
な

い
。
こ
ん
な
に
威
張
る
こ
と
か
ら
遠
い
人
を
見
た
こ

と
が
な
い
。
石
榴
の
よ
う
に
漢
文
漢
詩
が
中
に
ぎ
っ

し
り
詰
ま
っ
て
い
る
の
に
、
と
私
は
い
つ
も
思
っ
て

い
た
。
１
９
９
９
年
に
文
藝
春
秋
を
リ
タ
イ
ア
し
た

あ
と
、
偶
然
に
見
つ
け
た
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
横
浜
の
窪
寺
啓
漢
詩
実
作
教
室
に
入
門
し
た
の

が
２
０
０
１
年
、
そ
の
１
年
後
に
石
川
先
生
、
窪
寺

先
生
と
と
も
に
全
日
本
漢
詩
連
盟
を
旗
上
げ
し
た
。

漢
文
漢
詩
の
総
本
山
・
二
松
学
舎
大
学
の
大
地
武
雄

先
生
が「
入
試
試
験
に
は
漢
文
を
出
さ
な
い
で
ほ
し

い
。
受
験
生
が
減
っ
て
大
学
経
営
に
さ
し
さ
わ
り
が

出
て
く
る
と
言
わ
れ
た
」と
嘆
い
て
い
た
の
で
、
こ

の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
漢
詩
は
絶
滅
危
惧
種
に
な
る
な

と
思
っ
た
。
大
急
ぎ
で
全
日
本
漢
詩
連
盟
を
作
っ
た

の
だ
っ
た
。

　

石
川
先
生
は
湯
島
聖
堂
に
あ
る
斯
文
会
の
理
事

長
で
も
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
か
ら
漢
詩
文
の
学
問
所

と
し
て
続
く
斯
文
会
は
、
今
も
脈
々
と
そ
の
伝
統
を

守
っ
て
い
る
。
い
く
つ
も
の
漢
詩
文
の
授
業
が
行
わ

れ
て
い
る
。
細
々
と
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
続
い

て
い
く
だ
ろ
う
。そ
の
灯
を
消
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
石
川
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
淋

し
い
。
淋
し
い
と
言
う
よ
り
も
、
日
本
の
漢
詩
文
の

将
来
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
不
安
が
大
き

い
。
漢
詩
文
は
そ
れ
を
教
え
る
人
の
人
柄
、
人
格
と

深
く
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
石
川
先

生
あ
っ
て
の
日
本
の
漢
詩
文
、と
い
う
気
が
す
る
。

　

日
本
に
留
学
し
て
い
た
金
中
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
中

国
で
も
い
わ
ゆ
る
漢
詩
は
、
北
京
大
学
や
清
華
大
学

の
古
典
文
学
科
に
入
っ
て
特
別
に
習
う
も
の
に
な
っ

て
き
て
い
る
そ
う
だ
。
日
常
的
に
家
庭
で
楽
し
む
も

の
で
は
な
く
な
っ
た
と
の
こ
と
。
古
い
漢
詩
よ
り
も

自
由
詩
の
方
が
好
ま
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
東
洋
の
漢

字
圏
の
中
で
大
切
な
地
位
を
占
め
て
い
た
漢
詩
は
、

次
第
に
先
細
り
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
漢

詩
文
の
伝
統
の
中
で
、
石
川
先
生
が
果
た
し
て
こ
ら

れ
た
役
割
は
想
像
以
上
に
大
き
な
も
の
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。

　

私
は
石
川
先
生
の
よ
う
な
漢
詩
文
の
大
家
に
、
公

平
無
私
の
人
格
者
に
出
会
え
た
こ
と
を
、
本
当
に
幸

運
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
先
、
こ
ん
な
立
派

な
先
生
が
現
れ
る
だ
ろ
う
か
。
石
川
先
生
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

真
鶴
に
あ
る
故
石
川
忠
久
先
生
の
詩
碑

（
全
漢
連
が
設
立
し
た
詩
碑
だ
が
真
鶴
に
有
る
の
で
、

神
漢
連
が
そ
の
維
持
に
協
力
し
て
い
き
た
い
）

講演に熱がこもる石川先生講演に熱がこもる石川先生
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「
故
石
川
忠
久
先
生
と
神
漢
連
」

　

神
奈
川
県
漢
詩
連
盟
は
二
〇
〇
六
年
の
創
立
以

来
、
故
石
川
先
生
に
は
総
会
へ
の
参
加
・
講
演
、
吟

行
会
へ
の
参
加
、
会
報
、
神
漢
連
叢
書
等
へ
の
賀
詞

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
局
面
で
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
。

こ
こ
に
頂
い
た
玉
詩
の
一
部
を
年
代
順
に
並
べ
て
先

生
を
偲
び
、
あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第

で
す
。

一
、平
成
二
十
年
圓
覺
寺
吟
行
会 

二
〇
〇
八
年

　

小
春
閑
坐
塔
頭
中　
小
春
閑
坐
す
塔
頭
の
中

　

時
有
微
風
翻
落
紅　
時
に
微
風
有
り
落
紅
を
翻
す

　

案
句
喫
茶
喜
僧
話　
句
案
じ
茶
喫
し
僧
話
を
喜
ぶ

　

塵
心
滌
盡
慾
歸
東　
塵
心
滌
ぎ
尽
く
し
て
東
に
帰
ら
ん
と
欲
す

二
、平
成
二
十
三
年
総
会
・
懇
親
会 

二
〇
一
一
年

　
　

神
奈
川
県
連
総
会
有
感

　

綠
樹
風
淸
初
夏
時　
緑
樹
風
清
初
夏
の
時

　

相
州
今
日
有
佳
期　
相
州
今
日
佳
期
有
り

　

鷗
盟
集
處
説
無
盡　
鷗
盟
集
う
処
説
尽
き
る
無
く

　

山
水
田
園
陶
謝
詩　
山
水
田
園
陶
謝
の
詩

三
、神
奈
川
淸
韻
第
一
集 

二
〇
一
一
年

四
、神
奈
川
淸
韻
第
二
集 

二
〇
一
四
年

五
、七
言
絶
句
こ
こ
か
ら
一
歩 

二
〇
一
五
年

　
「
詠
物
詩
選
」を
神
漢
連
の
知
恵
者
が
、
早
速
こ
の

よ
う
な
コ
ン
パ
ク
ト
な
形
に
仕
立
て
直
し
て
、「
神

漢
連
叢
書
」の
第
一
冊
と
し
て
刊
行
と
い
う
で
は
な

い
か
。
私
は
驚
き
且
つ
喜
び
、
こ
の
快
挙
を
満
腔
の

賛
意
を
以
て
迎
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も

こ
の
表ネ
ー
ミ題ン
グは
素
晴
ら
し
い
。
多
く
の
人
に
是
非
座
右

に
具
え
て
も
ら
い
た
い
。

六
、漢
詩
神
奈
川
十
周
年
記
念
号 

二
〇
一
六
年

　

新
聞
に
広
告
を
出
し
て
新
人
を
募
集
し
、
こ
れ
を

ク
ラ
ス
に
編
成
し
て
洒
落
た
会
名
を
付
け
、
先
輩
が

乗
り
込
ん
で
指
導
す
る
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
、
バ
ト

ル
と
称
し
て
互
い
に
競
わ
せ
る
、
と
い
う
シ
ス
テ
ム

を
こ
し
ら
え
た
の
は
、
特
筆
に
値
す
る
も
の
だ
。〝
金

河
新
様
式
〟と
い
う
所
以
で
あ
る
。

　
　

慶
賀
神
漢
連
創
立
十
年 
二
〇
一
六
年

　

辛
苦
經
營
閲
十
年　
辛
苦
経
営
十
年
を
閲
し

　

鷗
盟
共
喜
作
新
篇　
鷗
盟
共
に
喜
ぶ
新
篇
を
作
す
を

　

請
看
金
港
晴
嵐
外　
請
う
看
よ
金
港
晴
嵐
の
外

　

千
載
芙
蓉
自
儼
然　
千
載
の
芙
蓉
自
か
ら
𠑊
然

七
、歩
こ
う
神
奈
川
、漢
詩
八
十
景

　

、賀
神
奈
川
漢
詩
紀
行
刊
行 

二
〇
一
六
年

　

鷗
盟
閲
歳
樹
功
全　
鷗
盟
歳
を
閲
し
功
を
樹
つ
る
こ
と
全
し

　

新
纂
紀
行
名
勝
篇　
新
た
に
纂
す
紀
行
名
勝
の
篇

　

函
嶺
奇
觀
鎌
府
蹟　
函
嶺
の
奇
観
鎌
府
の
蹟

　

好
詩
悉
在
此
中
傳　
好
詩
悉
く
此
の
中
に
在
り
て
伝
う

八
、平
成
二
十
九
年
総
会
・
懇
親
会 

二
〇
一
七
年

　

欲
冒
荒
天
赴
佳
會　
荒
天
を
冒
し
て
佳
会
に
赴
か
ん
と
欲
す

　

可
驚
神
漢
雅
筵
情　
驚
く
べ
し
神
漢
雅
筵
の
情

　

先
賢
亡
後
後
賢
在　
先
賢
亡
じ
し
後
後
賢
在
り

　

何
事
綿
綿
有
不
成　
何
事
か
綿
々
成
ら
ざ
る
有
ら
ん

九
、真
鶴
の
詩
碑
建
立（
詩
碑
は
六
ト
ン
の
小
松
石
、自
筆
）

　
　

眞
鶴
岸
頭
書
懷 

二
〇
一
四
年

　

背
指
靈
峯
向
海
潯　
霊
峰
を
背
指
し
て
海
潯
に
向
え
ば

　

淸
波
縹
渺
舞
游
禽　
清
波
縹
渺
と
し
て
游
禽
舞
う

　

一
條
航
跡
靑
螺
泛　
一
条
の
航
跡
青
螺
泛
び

　

萬
里
雲
間
白
日
沈　
万
里
の
雲
間
白
日
沈
む

　

曠
士
壮
懷
空
眼
界　
曠
士
の
壮
懐
眼
界
空
し

　

騒
人
雅
興
滿
胸
襟　
騒
人
の
雅
興
胸
襟
に
満
つ

　

巖
頭
佇
立
馳
遙
思　
巌
頭
佇
立
し
て
遥
思
を
馳
す
れ
ば

　

何
羨
棲
遲
丘
壑
心　
何
ぞ
羨
ま
ん
棲
遅
丘
壑
の
心

　
　

詩
碑
建
立
式
典
に
て 

二
〇
一
四
年

巻頭の玉詩巻頭の玉詩

巻頭の玉詩巻頭の玉詩
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詩
を
求
め
て
出
か
け
る
詩
人
た
ち

　

−

高
芝
麻
子
先
生
講
演
会
大
盛
況

−

　

令
和
四
年
十
一
月
二
日（
水
）神
奈
川
近
代
文
学

館
に
於
い
て
、
横
浜
国
立
大
学
准
教
授
の
高
芝
麻
子

先
生
に
よ
る『
詩
を
求
め
て
出
か
け
る
詩
人
た
ち
』

の
講
演
会
が
、
百
三
十
名
の
熱
心
な
聴
講
者
の
も
と

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

【
は
じ
め
に
】

　

周
の
時
代
、
中
国
王
朝
で
作
ら
れ
た「
詩
経
」。
漢

の
時
代
に
解
説
が
書
か
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
に「
毛

詩
大
序
」と
呼
ば
れ
る
非
常
に
有
名
な
文
が
ご
ざ
い

ま
す
。長
い
の
で
一
部
分
だ
け
紹
介
い
た
し
ま
す
。

『
詩
経
』毛
詩
大
序（
抜
粋
）

　

詩
は
志
の
之
く
所
な
り
。心
に
在
る
を
志
と
為
し
、

言
に
発
す
る
を
詩
と
為
す
。
情
の
中
に
動
け
ば
、
言

に
形あ
ら
はる
。
之
を
言
い

て
足
ら
ず
。
故
に
之

を
嗟
歎
す
。
之
を
嗟

歎
し
て
足
ら
ず
。
故

に
之
を
永
歌
す
。
之

を
永
歌
し
て
足
ら

ず
。
手
の
之
を
舞
ひ
、

足
の
之
を
踏
む
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

　

感
情
が
迸
っ
て
い
き
自
然
と
言
葉
に
な
る
、
そ
れ

が
詩
な
の
だ
。
と
、
今
か
ら
二
千
年
前
の
漢
代
の
人

が
言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
詩
人
た
ち
は

感
情
が
動
き
急
に
詩
が
出
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
は
、
ど
ん
な
時
に
自
然
を
描
く
詩

が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
六
朝
時
代
の
詩

を
紹
介
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

【
詩
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
】

　

名
門
の
家
に
生
ま
れ
た
晋
の
謝
霊
運
は
山
歩
き
が

大
好
き
な
人
で
し
た
。「
過
始
寧
墅
」は
赴
任
先
に
行

く
と
き
に
始
寧
に
あ
る
別
荘
に
立
ち
寄
っ
た
際
の
詩

で
す
。

束
髮
懷
耿こ
う

介か
い　

逐
物
遂
推
遷

違
志
似
如
昨　

二
紀
及
玆
年

緇し

磷り
ん

謝
淸
曠　

疲ひ

薾じ

慙
貞
堅

拙
疾
相
倚い

薄は
く　

還
得
靜
者
便

剖
竹
守
滄
海　

枉
帆
過
舊
山

山
行
窮
登と
う

頓と
ん　

水
渉
盡
洄
沿

巖
峭
嶺
稠
疊　

洲
縈
渚
連
綿

白
雲
抱
幽
石　

綠
篠
媚
淸
漣（
こ
の
二
句
は
有
名
）

葺
宇
臨
迴
江　

築
觀
基
曾
巓

揮
手
告
鄕
曲　

二
載
期
歸
旋

且
爲
樹
枌ふ
ん

檟か　

無
令
孤そ
む
く

願
言

　

屈
折
し
た
思
い
を
抱
き
な
が
ら
そ
れ
を
振
り
払
う

よ
う
に
山
中
を
歩
き
回
る
こ
と
は
、
謝
霊
運
に
と
っ

て
癒
し
で
あ
り
、救
い
だ
っ
た
の
で
す
。

　

六
朝
の
時
代
の
詩
人
は
、
辛
く
な
っ
た
と
き
自
然

の
中
へ
出
か
け
て
い
く
と
心
が
清
ら
か
に
な
る
こ
と

を
詩
に
描
く
こ
と
で
、
山
遊
び
を
楽
し
ん
で
い
ま
し

た
。

【
自
然
の
中
に
分
け
入
っ
て
】

　

盛
唐
の
時
代
、王
維
の「
田
園
樂
七
首
」其
の
二
で

す
。
唐
代
に
は
少
な
い
の
で
す
が
六
言
絶
句
で
田
舎

暮
ら
し
の
楽
し
さ
を
七
首
の
連
作
に
し
て
い
ま
す
。

再
見
封
侯
萬
戸　
再
び
見
え
て
侯
万
戸
に
封
ぜ
ら
れ

立
談
賜
璧
一
雙　
立
ち
談
じ
て
璧
一
双
を
賜
ふ
も

詎
勝
耦
耕
南
畝　
詎な
ん
ぞ
勝
ら
ん
南
畝
に
耦
耕
す
る
に

何
如
高
臥
東
窗　
何
ぞ
如
か
ん
東
窓
に
高
臥
す
る
に

　

世
の
中
で
幸
せ
と
言
わ
れ
て
い
る
生
活
、
そ
れ
は

財
宝
を
も
ら
う
よ
り
も
の
ん
び
り
自
然
の
中
で
過
ご

す
こ
と
だ
。
と
詠
っ
て
い
ま
す
。
王
維
は
安
史
の
乱

に
巻
き
込
ま
れ
て
辛
い
目
に
あ
い
、
そ
れ
以
降
は
政

治
に
か
か
わ
ら
な
い
生
き
方
を
選
び
た
い
と
、
自
分

を
詠
わ
ず
自
然
を
描
く
詩
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
輞
川
の
山
あ
い
に
あ
る
広
大
な
敷
地
の
別
荘
で

王
維
が
二
十
首
の
詩
を
作
り
親
友
の
裴
迪
に
も
同
じ

タ
イ
ト
ル
で
詩
を
作
っ
て
も
ら
い「
輞
川
集
」と
い

う
詩
集
を
作
り
ま
し
た
。そ
の
中
の
一
つ「
鹿
柴
」の

二
人
の
詩
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

鹿
柴　
　
　
　
　
　

王
維

空
山
不
見
人　

但
聞
人
語
響

返
景
入
深
林　

復
照
靑
苔
上

連
盟
の
行
事

高芝麻子先生高芝麻子先生
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鹿
柴　
　
　
　
　
　

裴
迪

日
夕
見
寒
山　

便
爲
獨
往
客

不
知
深
林
事　

但
有
麏き
ん

麚か

跡

　

王
維
た
ち
は
辛
さ
を
消
す
た
め
で
は
な
く
、
美
し

い
自
然
を
皆
と
共
有
し
た
い
と
い
う
思
い
で
詩
を
作

り
ま
し
た
。
何
か
の
目
的
で
詩
を
作
る
こ
と
が
自
然

に
分
け
入
る
行
為
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
、

詩
を
作
り
詩
集
に
ま
と
め
る
こ
と
は
新
し
い
こ
と

で
、
六
朝
時
代
に
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

【
大
自
然
を
楽
し
み
に
行
く
】

　

中
唐
の
白
居
易
も
自
然
を
愛
し
た
詩
人
で
し
た
。

彼
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
心
が
救
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
浄
め
ら
れ
な
い
こ

と
が
あ
る
と
い
う
詩「
閑
吟
」を
ご
紹
介
し
ま
す
。

自
從
苦
學
空
門
法　
空
門
の
法
を
苦
学
し
て
よ
り

銷
盡
平
生
種
種
心　
銷
し
尽
く
す
平
生 

種
々
の
心

唯
有
詩
魔
降
未
得　
唯
だ
詩
魔
の
み
降
す
こ
と
未
だ
得
ざ
る
有
り

毎
逢
風
月
一
閑
吟　
毎
に
風
月
に
逢
へ
ば
一
閑
吟

　

素
敵
な
空
間
を
見
た
ら
詩
を
作
っ
て
し
ま
う
と

言
い
な
が
ら
、
今
、
楽
し
ん
で
詩
を
作
る
自
分
も
込

み
で
、
作
っ
て
い
る
詩
の
こ
と
を
詩
の
中
で
言
及
す

る
と
い
う
、
自
覚
的
に
詩
を
作
る
行
為
を
し
て
い
ま

す
。
今
ま
で
の
詩
人
は
、
詩
そ
の
も
の
を
言
及
し
た

り
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
が
一
歩
進
ん
で
面
白

い
な
と
思
い
、
こ
れ
が
趣
味
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い

く
一
歩
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

【
詩
の
た
め
に
自
然
の
中
に
】

　

次
は
南
宋
、
陸
游
の「
小
圃
」で
す
。
南
宋
と
い
う

時
代
は
、
国
の
半
分
を
異
民
族
に
奪
わ
れ
て
お
り
常

に
取
り
返
そ
う
と
し
な
が
ら
自
分
た
ち
が
滅
び
な
い

よ
う
に
頑
張
ら
な
い
と
い
け
な
く
、
バ
ラ
ン
ス
感
覚

が
非
常
に
問
わ
れ
る
時
代
で
し
た
が
、
国
内
は
比
較

的
安
定
し
た
文
化
が
育
ま
れ
て
い
る
時
代
で
も
あ
り

ま
し
た
。

剡せ
ん

曲き
ょ
く

西
邊
築
草
堂　

 

小
園
聊
復
寄
相し
ょ
う

羊よ
う

魚
行
水
際
汀
蘋
動　
　

麝し
ゃ

過
林
中
野
草
香

覓
句
有
時
攜
筆
硯　
　

遣
懷
隨
事
具
杯
觴

少
年
朋
舊
凋
零
盡　
　

不
獨
思
人
亦
自
傷

　

宋
代
に
な
り
ま
す
と
、
最
初
か
ら
詩
を
作
る
ぞ
と

自
然
の
中
に
飛
び
込
ん
で
い
き
、
私
は
詩
を
作
っ
た

よ
、
と
自
己
言
及
の
形
が
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
。

描
き
方
と
し
て
、
詩
を
作
る
こ
と
が
詩
の
題
材
に

な
っ
て
お
り
非
常
に
面
白
い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

【
さ
い
ご
に
】

　

結
び
は
晩
唐
の
司
空
図
の「
白
菊
雜
書
四
首
」其

の
二
で
す
。

四
面
雲
屏
一
帶
天　
四
面
の
雲
屏 

一
帯
の
天

是
非
斷
得
自
翛
然　
是
非 

断
じ
得
て 

自
ら
翛
然

此
生
只
是
償
詩
債　
此
の
生 

只
だ
是
れ 

詩
債
を
償
ふ
の
み

白
菊
開
時
最
不
眠　
白
菊
開
く
時 

最
も
眠
ら
ず

　

転
句
の「
詩
債
」と
は
詩
の
借
金
、贈
ら
れ
た
詩
の

返
事
や
詩
の
依
頼
の
事
で
、
中
唐
の
頃
か
ら
よ
く
出

て
き
ま
す
。
司
空
図
は「
こ
の
人
生
は
詩
債
の
為
に

あ
る
。
白
菊
が
開
く
と
眠
れ
な
い
。」と
言
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
辛
い
の
で
は
な
く
て
、
自
然
を
見
な
が

ら
詩
を
作
る
こ
と
が
楽
し
く
て
仕
方
な
い
の
で
す
。

趣
味
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
自
覚
的
に
し
た
こ
と
が

こ
の
詩
債
と
い
う
言
葉
に
現
れ
て
い
ま
す
。

　

詩
債
と
い
う
概
念
は
、
締
め
切
り
に
追
わ
れ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が
詩
を
作
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維

持
さ
せ
る
も
の
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
詩
債
に
追
わ
れ

て
詩
を
作
っ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、私
た
ち
は
今
、漢

詩
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
。

　

会
場
に
来
て
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
と
、
人
類
の
重
要

な
デ
ー
タ
ー
で
あ

る
古
典
の
中
に
入

り
込
み
、古
典
の
世

界
の
人
た
ち
が
ど

の
よ
う
に
自
然
を

楽
し
ん
で
き
た
か

を
一
緒
に
追
体
験

し
た
二
時
間
で
し

た
。Y

ouT
ube

で

は
こ
ち
ら
で
ご
紹

介
で
き
な
か
っ
た

詩
も
た
く
さ
ん
紹

介
さ
れ
て
お
り
ま

す
。是
非
ご
覧
く
だ

さ
い
。

（
記　

高
橋
純
子
）

熱心に聞き入る大勢の来場者熱心に聞き入る大勢の来場者
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夏
の
オ
ン
ラ
イ
ン
吟
行
会

　

−

尾
瀬
に
出
か
け
る（
八
月
三
十
一
日
）−

司
会　

十
期
会　

蔦　

清
昭

　

夏
と
言
え
ば
・
・
・
散
々
悩
ん
だ
末
、
出
か
け
た

の
は
尾
瀬
で
し
た
。
尾
瀬
と
い
え
ば
水
芭
蕉
と
詠
じ

た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
皆
様
与
え
ら
れ
た
韻
字
と
格

闘
。尾
瀬
に
も
い
ろ
い
ろ
の
連
句
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
ご
参
加
の
方
全
員
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
す
ん
な
り
韻
字
を
読
み
込
ま
れ
た
か

た
、
苦
戦
な
さ
っ
た
か
た
、
途
方
に
暮
れ
た
韻
字
か

ら
、
か
え
っ
て
面
白
い
句
を
捻
り
出
し
た
か
た
、
尾

瀬
の
歴
史
を
読
み
込
ま
れ
た
か
た
、な
ど
様
々
。

　

コ
ロ
ナ
で
出
か
け
ら
れ
な
い
の
で
代
わ
り
に
オ
ン

ラ
イ
ン
で
、
の
発
想
で
は
じ
ま
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
吟

行
会
。
現
地
に
行
く
、
参
加
者
と
懇
談
す
る
、
食
事

も
す
る
、
即
興
性
を
競
う
、
等
々
本
来
の
吟
行
会
が

持
つ
面
白
さ
は
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
オ
ン
ラ
イ
ン
な
ら
で
は
の
特
徴
を
ど
う

活
か
す
か
？
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
議
論
し
て
み
ま

し
た
。
ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
た
七
言
一
句
を
自
宅
で

じ
っ
く
り
作
り
、
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
る
。
せ
っ

か
く
作
る
の
な
ら
、良
い
句
を
作
ろ
う
と
の
心
で
す
。

　

始
め
て
試
み
た
無
記
名
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
出
席
者

の
ほ
と
ん
ど
の
方
が
回
答
し
て
く
だ
さ
り
、
新
方
式

は
ほ
ぼ
全
て
の
方
の
ご
支
持
を
得
ま
し
た
。
裏
方
は

ほ
っ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
吟
行
会
に
参
加
し
て

金
星
干
支
会　

五
嶋
美
代
子

　

三
月
の
千
鳥
ヶ
淵
オ
ン
ラ
イ
ン
吟
行
会
ま
で

は
、
裏
方
と
し
て
参
加
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
八
月

三
十
一
日
は
一
般
参
加
者
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
更
に
改
良
さ
れ
た
部
分
が
各

所
に
見
ら
れ
、
担
当
さ
れ
た
皆
様
の
熱
意
が
伝
わ
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
の
一
つ
は
、
柏
梁
体
で
は
な
く
、
平
仄
を
合
わ

せ
た
一
句
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。初
め
、

会
が
重
苦
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た

が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
考
え
て

み
れ
ば
漢
詩
を
作
り
始
め
た
時
か
ら
平
仄
を
合
わ
せ

る
こ
と
は
大
前
提
な
の
で
す
か
ら
、
却
っ
て
柏
梁
体

の
方
が
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
だ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
き
ま

し
た
。
韻
字
を
決
め
て
か
ら
二
日
間
の
持
ち
時
間
が

あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
対
す
る
講
師
の

先
生
の
講
評
が
い
た
だ
け
た
こ
と
、
参
加
者
全
員
の

声
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
な
ど
、
会
全

体
が
よ
り
き
め
細
か
く
丁
寧
に
運
営
さ
れ
て
い
て
、

大
変
快
く
感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
使
用
さ
れ
た
ツ
ー
ル
が
、
エ
ク
セ
ル

に
変
更
に
な
っ
て
い
た
こ
と
や
、
投
句
が
通
常
の

メ
ー
ル
で
送
信
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
大
き
な
変

更
点
で
し
た
。
会
が
よ
り
ス
マ
ー
ト
に
し
か
も
内
容

の
濃
い
も
の
に
な
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。
今
後
の
漢

詩
愛
好
家
の
交
流
の
一
形
態
と
し
て
、
一
層
楽
し
い

も
の
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
も
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
下
手
な
一
句
を
投
句
し
て
み
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
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神
漢
連
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
近
況
報
告

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
担
当　

五
嶋
美
代
子

　

最
近
の
神
漢
連
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
は
こ
の
よ
う
な
目

次
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
々
、
最
新
情
報
を
お
届
け

で
き
る
よ
う
に
少
し
ず
つ
形
を
変
え
て
い
ま
す
。

・ 

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
…
最
も
新
鮮
で
重
要
な
内
容
を

ひ
と
言
で
紹
介
。「
今
月
の
漢
詩
鑑
賞
」を
掲
載

・ 

入
会
の
ご
案
内
と
漢
詩
入
門
講
座

・ 

神
漢
連
カ
レ
ン
ダ
ー
…
今
後
の
漢
詩
サ
ー
ク
ル

や
鑑
賞
会
、イ
ベ
ン
ト
等
の
予
定
を
確
認
可
能

・ 

連
盟
の
概
要
…
会
長
挨
拶
、活
動
・
組
織
・
規
約

・ 

漢
詩
最
新
情
報
…
講
演
会
・
全
国
大
会
等
の
情
報

・ 

漢
詩
サ
ー
ク
ル（
漢
詩
創
作
）
…
日
程
・
場
所
等

・ 

漢
詩
鑑
賞
会
…
内
容
・
日
程
・
場
所
等

・ 

神
辞
会
…
パ
ソ
コ
ン
や
モ
バ
イ
ル
ツ
ー
ル
を

使
っ
た
漢
詩
創
作
へ
の
試
み

・ 

神
漢
連Y

ouT
ube

…
漢
詩
講
演
・
漢
詩
鑑
賞
朗

読
・
ツ
ー
ル
の
使
い
方
・
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
関
連
等

・ 

漢
詩
作
品
展
示
室
…
研
修
会
や
コ
ン
ク
ー
ル
の

優
秀
作
品
、オ
ン
ラ
イ
ン
吟
行
会
作
品
等

・ 

会
報
…
過
去
の
全
会
報

・ 

リ
ン
ク
…
神
漢
連
お
よ
び
そ
の
他
の
漢
詩
団
体

へ
の
リ
ン
ク

・ 

ア
ー
カ
イ
ブ
…
過
去
の
記
事
を
保
存

・ 

お
問
い
合
わ
せ
…
各
種
申
込
み
、問
い
合
わ
せ

是
非
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
皆
様
の
漢
詩
研
修
に
お
役

立
て
く
だ
さ
い
。
尚
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス

し
た
こ
と
の
な
い
方
は
、
グ
ー
グ
ル
等
の
検
索
ツ
ー

ル
で「
神
奈
川
県
漢
詩
連
盟
」と
入
力
し
て
サ
ー
チ

下
さ
い
。

漢
詩
創
作
サ
ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
の
一
般
公
開
始
ま
る

神
辞
会
世
話
役　

蔦　

清
昭

　

こ
れ
ま
で
神
漢
連
会
員
に
限
定
し
て
公
開
さ
れ
て

い
た
菅
原
詩
語
集
神
辞
会
版
、
古
典
詩
語
集
リ
ン
ク

集
、
絶
句
・
律
詩
用
推
敲
表
が
昨
年
九
月
か
ら
一
般

の
方
々
に
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

菅
原
詩
語
集
神
辞
会
版
は
神
漢
連
の
サ
イ
ト
に

接
続
す
れ
ば
使
用
で
き
る
電
子
詩
語
集
。
リ
ン
ク
集

と
推
敲
表
は
そ
の
サ
イ
ト
か
ら
フ
ァ
イ
ル
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
手
元
の
パ
ソ
コ
ン
で
使
う
ツ
ー
ル
で
す
。

　

リ
ン
ク
集
は
定
評
あ
る
古
典
詩
語
集「
明
治
新
撰

詩
語
活
法
」「
唐
宋
詩
語
玉
屑
」「
明
治
新
選
詩
語
砕

金
」の
目
次
集
で
、
調
べ
た
い「
部
」を
ク
リ
ッ
ク
す

る
こ
と
で
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
書
籍
を
手
元
の

パ
ソ
コ
ン
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

推
敲
表
は
五
言
・
七
言
の
絶
句
／
律
詩
の
推
敲

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ツ
ー
ル
で
す
。
平
仄
の
確
定(

内

蔵
詩
語
集
と
照
合
し
て
両
韻
字
の
平
仄
も
確
定
し

ま
す)
、
詩
形
を
特
定
し
て
そ
の
詩
形
の
平
仄
ル
ー

ル
に
合
致
し
て
い
る
か
の
判
定
、
詩
語
の
特
徴
、
冒

韻
や
和
語
の
可
能
性
の
あ
る
語
な
ど
参
考
情
報
の

表
示
、
字
体
変
換
な
ど
が
で
き
ま
す
。
ご
興
味
の
あ

る
方
は
、
神
漢
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら「
神
漢
連

Y
ouT

ube

」に
入
り「
七
絶
推
敲
表
の
使
い
方
」を

ま
ず
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
同
じ
く

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら「
神
辞
会
」に
入
る
こ
と
で
可

能
と
な
り
ま
す
。
菅
原
詩
語
集
や
古
典
詩
語
集
リ
ン

ク
集
も
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
会
員
各
位
に
は
、
こ
れ

ら
ツ
ー
ル
の
使
い
方
を
ご
説
明
す
る
機
会
を
増
や
し

て
ゆ
く
予
定
で
す
。

第
五
回「
漢
詩
作
指
導
者
養
成
研
修
会
」参
加
報
告

以
文
会　

松
井
秀
人

・
講
師
：
後
藤
淳
一
先
生

・
日
程
：
令
和
四
年
八
月
二
十
七
日
・
二
十
八
日

　
　
　
　

及
び
九
月
三
日
、い
ず
れ
も
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ

　

初　

日
： （
一
）漢
詩
作
法
の
基
礎
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
（
二
）漢
詩
作
チ
ェ
ッ
ク
事
項
の
解
説

　

二
日
目
：
提
出
詩
作
に
対
し
、討
議
と
先
生
の
批
正

　
　
　
　
　

課
題
：
庭
上
秋
花
、秋
夜
觀
星
の
一
首

　

三
日
目
：
漢
文
訓
読
に
用
い
る
文
語
文
法
の
講
義

・
受
講
者
：
十
一
名
、神
漢
連
か
ら
は
白
石
、松
井

【
講
義
内
容
】

（
一
）漢
詩
作
法
の
基
礎

　
　

①
四
声
及
び
漢
詩
の
詩
型
と
句
の
構
成

　
　

②
漢
詩
の
押
韻
―
平
水
韻
と
韻
目

　
　

③
禁
忌
事
項
と
特
殊
格
律

　
　

④
絶
句
作
法
と
律
詩
作
法

　
　

⑤
漢
文
基
本
構
文
と
訓
読
へ
の
文
語
文
法

　
　

⑥
ネ
ッ
ト
上
の
漢
詩
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
活
用
法

（
二
）漢
詩
作
チ
ェ
ッ
ク
事
項

　
　

①
漢
詩
の
基
本
規
則

　
　

②
七
言
絶
句
の
挟
平
格
に
つ
い
て

　
　

③
冒
韻
に
つ
い
て

　
　

④
反
法
・
粘
法
に
つ
い
て

（
三
）用
字
・
用
語
・
文
法
上
の
チ
ェ
ッ
ク

（
四
）絶
句
全
体
の
構
成
上
の
チ
ェ
ッ
ク

（
五
）漢
詩
作
の
添
削
に〔
捜
韻
〕を
活
用

【
感
想
】

　
　

①
体
系
だ
っ
た
講
義
で
有
益
で
あ
っ
た
。

　
　

②
改
め
て〔
捜
韻
〕は
必
須
の
武
器
と
認
識
。
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「
漢
詩
創
作
の
た
め
の
詩
語
集
」は
必
携
で
す
！

詩
游
会　

新
井
治
仁

 　

本
書
が
発
行
さ
れ
、
す
ぐ
使
っ
て
み
ま
し
た
。
既

成
の
詩
語
集
と
の
大
き
な
違
い
に
驚
く
と
共
に
、
そ

の
面
白
さ
、
使
い
良
さ
に
感
じ
入
り
ま
し
た
。
正
に

創
作
者
の
目
線
か
ら
、
広
い
分
野
で
、
且
つ
必
須
な

詩
語
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
伝
統
的
な
詩
語
に
加

え
て
、
現
代
の
日
常
生
活
と
そ
の
思
い
を
漢
詩
に
昇

華
さ
せ
る
の
に
必
要
な
用
語
と
固
有
名
詞
な
ど
が
多

角
的
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
全
て
の
詩

語
に
①
平
仄
②
読
み
③
語
意
の
ほ
か
、
末
尾
の
字
に

④
韻
目
が
加
え
ら
れ
一
覧
で
き
る
の
で
、
句
作
り
の

密
度
が
格
段
と
濃
縮
さ
れ
、
極
め
て
実
践
的
な
体
裁

と
な
っ
て
い
ま
す
。又
、索
引
用
に
、韻
目
、五
十
音
、

双
声
、
畳
韻
、
重
韻
の
五
項
目
が
備
わ
っ
て
い
る
点

は
本
書
を
立
体
的
に
活
用
で
き
る
工
夫
で
あ
り
、
詩

作
ガ
イ
ド
と
し
て
白
眉
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

更
に「
作
詩
指
南
」と
し
て
和
習
、
異
称
、
故
事
、

詠
題
例
を
付
録
に
載
せ
、
座
右
に
置
い
て
繰
り
返
し

頼
り
に
で
き
る
実
用
の
手
引
書
と
な
っ
て
い
ま
す
。

か
ね
て「
辞
書
は
引
く
よ
り
読
め
」と
の
言
が
あ
り

ま
す
が
、
本
書
は
何
度
読
み
返
し
て
も
面
白
い
読
み

物
と
し
て
の
効
果
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
漢
詩
界
の

新
し
い
潮
流
で
あ
る「
捜
韻
」の
活
用
が
広
ま
る
中
、

ア
ナ
ロ
グ
系
作
詩
者
に
も
従
来
の
詩
語
集
の
枠
を
超

え
た
典
拠
と
し
て
強
力
な
道
具
に
な
る
と
感
じ
ま
し

た
。「
し
っ
か
り
と
し
た
内
容
で
、
使
い
勝
手
の
良

い
、
真
に
作
詩
に
役
立
つ
詩
語
集
を
編
む
こ
と
が
念

願
だ
っ
た
」と
の
故
石
川
忠
久
先
生
の
序
文
を
改
め

て
か
み
し
め
て
い
る
次
第
で
す
。

漢
詩
鑑
賞
会
Ｃ
―
原
文
を
自
分
で
読
も
う
！

代
表
世
話
人　

香
取
和
之

　

鑑
賞
会
Ｃ
は
二
〇
一
五
年
六
月
に
故
城
田
六
郎

先
生
を
代
表
と
し
て
始
ま
り
、
清
朝
康
熙
帝
勅
撰
の

「
佩
文
齋
詠
物
詩
選
」か
ら
江
戸
漢
詩
人
の
館
柳
湾

が
抄
出
し
た
七
言
絶
句
に
つ
い
て
、
原
文
を
韻
目
順

に
自
分
達
で
解
読
し
て
鑑
賞
し
、
二
〇
二
一
年
一
月

に
完
了
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
は「
だ
れ

で
も
わ
か
る 

七
言
絶
句
こ
こ
か
ら
一
歩
」上
下
巻
と

し
て
刊
行
し
ま
し
た
。

　

尚
、
館
柳
湾
が
抄
出
し
た
詩
は
、「
佩
文
齋
詠
物

詩
選
」の
凡
そ
四
分
の
一
で
あ
り
、
何
故
か
有
名
な

詩
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
そ

の
為
、
二
〇
二
一
年
二
月
以
降
は
元
来
の
詠
物
類
順

に
、「
佩
文
齋
詠
物
詩
選
」中
の
七
言
絶
句（
館
柳
湾

抄
出
分
は
除
く
）を
読
み
解
き
鑑
賞
す
る
こ
と
と
し
、

継
続
中
で
す
。
現
在
の
講
師
は
、
中
島
龍
一
、
新
井

治
仁
、
香
取
和
之
の
三
名
で
あ
り
、
月
一
回
十
二
首

を
読
み
解
い
て
い
ま
す
。

　

本
鑑
賞
会
で
は
、
日
月
山
河
・
四
季
な
ど
の
自
然

か
ら
、
建
物
・
書
画
・
楽
器
・
寺
仏
な
ど
に
つ
い
て

の
代
表
的
詠
物
詩
を
原
文
か
ら
解
読
し
鑑
賞
す
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。
ま
た
作
詩
面
で
は
、
自
分
で
何
か

詠
物
の
詩
を
作
る
時
の
お
手
本
と
な
り
、
詠
物
類
ご

と
に
詩
の
構
成
、
作
詩
の
着
眼
点
、
詩
語
な
ど
が
学

べ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

漢
詩
は
通
常
書
き
下
し
文
・
語
釈
・
通
釈
付
き
で

読
ん
で
い
ま
す
が
、
自
分
で
原
文
か
ら
読
み
解
く
の

も
面
白
い
も
の
で
す
。
是
非
多
く
の
方
々
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

漢
詩
鑑
賞
会
Ａ
〜
北
宋
時
代
か
ら
南
宋
へ
〜

鑑
賞
会
Ａ
世
話
役　

鈴
木
正
敏

　

鑑
賞
会
Ａ
は
、
六
年
間
の
唐
詩
鑑
賞
を
修
了
後
、

二
〇
二
〇
年
一
月
か
ら「
宋
詩
鑑
賞
」を
開
始
。主
任

講
師
は
、
熱
意
溢
れ
る
桜
庭
先
生
と
名
ピ
ン
チ
ヒ
ッ

タ
ー
の
三
村
先
生
。
講
義
も
三
年
を
経
過
し
て
北
宋

詩
も
佳
境
。
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
方
式
で
快
調
。
適
切
且
つ
明

解
な
る
資
料
。
ま
た
鑑
賞
会
Ｈ
Ｐ
で
、
完
全
収
録
し

た
講
義
録
が
、
容
易
に
視
聴
で
き
て
大
好
評
だ
。
毎

回
、四
〇
名
前
後
の
会
員
が
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　

宋
代
は
十
世
紀
中
期
か
ら
で
、
凡
そ
三
百
年
間
の

社
会
と
文
化
の
大
き
な
変
革
の
進
歩
し
た
、
東
洋
の

大
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
だ
っ
た
。

　

情
熱
的
で
華
々
し
い
唐
詩
に
対
し
、
宋
詩
の
特
長

は
理
知
的
で
精
神
の
内
に
向
か
う
論
理
性
が
あ
る
。

梅
尭
臣
、
欧
陽
脩
、
司
馬
光
、
王
安
石
と
北
宋
の
巨

人
蘇
軾
に
ド
ッ
プ
リ
埋
没
し
鋭
意
ま
だ
挑
戦
中
。

　

名
言
に
、「
不
識
廬
山
真
面
目　

只
縁
身
在
此
山

中
」、
蘇
軾「
題
西
林
壁
」七
絶
の
転
結
。「
廬
山
の
真

の
姿
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
、
私
が
山
中
に
い
た
か

ら
だ
」と
謳
う
。
何
事
も
距
離
を
お
い
て
客
観
的
に

見
な
い
と
、
そ
の
真
面
目
は
把
握
で
き
な
い
と
暗

示
。理
を
以
っ
て
詩
を
為
す
表
現
か
。

　

十
二
世
紀
後
半
は
第
二
の
頂
点
、
南
宋
の
大
家
陸

游
、
八
五
歳
ま
で
に「
剣
南
詩
稿
」に
一
万
首
残
す
。

陸
游
・
范
成
大
・
楊
万
里
の
三
人
は
、
北
宋
亡
国
の

頃
に
一
つ
違
い
ず
つ
で
生
ま
れ
、生
涯
の
詩
友
だ
。

　

ま
す
ま
す
面
白
く
な
り
ま
す
。ご
期
待
く
だ
さ
い
。
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私
の
好
き
な
漢
詩

　

−

漢
詩
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い

−

　
「
私
の
好
き
な
漢
詩
」は
、
一
昨
年
の
神
漢
連
十
五

周
年
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
行
っ
た「
私
の
好
き

な
漢
詩
ア
ン
ケ
ー
ト
」に
回
答
さ
れ
た
四
十
六
名

（
各
々
三
首
選
択
）の
方
々
に
、
順
次
そ
の
思
い
を

語
っ
て
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
会
報
三
十
号
か

ら
開
始
し
て
、
今
迄
に
既
に
十
名
の
方
が
自
分
の
好

き
な
詩
へ
の
熱
い
思
い
を
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
採
り
上
げ
て
い
る「
江
南
の
春
」（
杜
牧
）と

「
江
雪
」（
柳
宗
元
）は
各
々
投
票
五
位
と
七
位
で
複

数
の
方
々
が
投
票
し
て
い
ま
す
が
、「
勸
酒
」（
于
武

陵
）、「
偶
題
」（
伝
、
朱
熹
）、「
無
題
」（
夏
目
漱
石
）は

各
々
下
記
の
会
報
執
筆
者
だ
け
が
投
票
し
た
詩
で

す
。
神
漢
連
の
会
員
が
如
何
に
多
種
多
様
な
詩
に
思

い
を
寄
せ
て
い
る
か
が
判
り
ま
す
。

　

今
回
も
各
々
の「
好
き
な
漢
詩
」の
理
由
は
、詩
の

中
の
心
象
風
景
へ
の
感
動
、
自
分
の
忘
れ
得
ぬ
思
い

出
、
貴
重
な
人
生
訓
、
そ
し
て
思
い
の
尽
き
ぬ
詩
情

な
ど
と
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
決
ま

り
切
っ
た
詩
の
解
説
書
よ
り
一
層
詩
へ
の
興
味
が
湧

い
て
来
る
、
と
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。 

（
香
取
和
之
）

「
江
雪
」に
寄
せ
て

詩
游
会　

新
井
治
仁

　

江
雪 

柳
宗
元　
　

千
山
鳥
飛
絶　
千
山
鳥
飛
ぶ
こ
と
絶
え

萬
徑
人
蹤
滅　
万
径
人
蹤
滅
す

孤
舟
簔
笠
翁　
孤
舟
簔
笠
の
翁

獨
釣
寒
江
雪　
独
り
釣
る
寒
江
の
雪

　

僅
か
二
十
字
の
裡
に
こ
れ
ほ
ど
簡
潔
で
凝
縮
し
た

言
葉
で
映
像
を
鮮
や
か
に
創
造
し
た
作
品
は
、
詩
文

を
老
後
の
慰
み
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
少
な
か
ら
ぬ

衝
撃
と
感
動
で
し
た
。
句
頭
四
文
字
の「
千
萬
孤
獨
」

は
と
て
も
有
名
で
す
が
、
一
語
も
難
解
な
詩
語
を
使

わ
ず
荒
寥
た
る
山
川
、
雪
舟
と
釣
り
人
で
独
自
の
心

象
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
の
に
心
打
た
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
五
絶
に
触
発
さ
れ
て「
寒
江
独
吟
」詩
や
墨

絵
の
題
材
と
し
て
日
本
で
も
多
く
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が

続
い
た
の
も
自
然
の
成
行
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

歴
史
考
証
と
し
て
は
、
若
き
官
僚
柳
宗
元
等
の
政
治

改
革
の
夢
が
順
宗
の
失
脚
に
よ
っ
て
頓
挫
し
流
謫
と

な
っ
た
永
州
十
年
で
の
作
で
、
左
遷
の
失
意
を
こ
の

漁
夫
に
託
し
た
も
の
と
す
る
の
が
定
説
の
よ
う
で

す
。
た
だ
そ
う
し
た
背
景
は
あ
る
に
せ
よ
、
作
者
の

見
た
風
景
と
は
浮
世
と
無
縁
の
超
俗
世
界
に
生
き
、

終
え
て
い
く
人
へ
の
清
冽
な
憧
れ
と
渇
望
と
を
陶
淵

明
の
謂
う「
此
中
有
眞
意
」の
心
境
で
、描
い
た
の
が

こ
の
絶
唱
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
…
。

　

果
た
し
て
舟
の
翁
は
何
を
釣
ろ
う
と
し
て
い
た
の

か
、
実
は
糸
を
垂
れ
そ
こ
に
い
る
だ
け
を
願
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
、更
に
疑
問
は
深
ま
る
の
で
す
。

「
華
髪
何
ぞ
須
い
ん
酔
郷
に
住
む
を
」

十
期
会　

蔦　

清
昭

　

無
題（
大
正
五
年
八
月
十
四
日
夜
） 

夏
目
漱
石

幽
居
正
解
酒
中
忙　
幽
居 

正
に
解
す
酒
中
の
忙

華
髪
何
須
住
醉
鄕　
華
髪 

何
ぞ
須も

ち

い
ん
酔
郷
に
住
む
を

座
有
詩
僧
閑
拈
句　
座
に
詩
僧
有
り
て 

閑
に
句
を
拈ひ

ね

り

門
無
俗
客
靜
焚
香　
門
に
俗
客
無
く
し
て 

静
か
に
香
を
焚
く

花
間
宿
鳥
振
朝
露　
花
間
の
宿
鳥 

朝
露
を
振
い

柳
外
歸
牛
帯
夕
陽　
柳
外
の
帰
牛 

夕
陽
を
帯
ぶ

随
所
随
縁
淸
興
足　
所
に
随
い
縁
に
随
い
て
清
興
足
る

江
村
日
月
老
來
長　
江
村
の
日
月 

老
来
長
し

　

企
業
戦
士
と
し
て
仕
事
を
追
い
か
け
ま
く
っ
て

い
た
時
期
の
次
に
来
た
の
は
酒
中
の
忙
。
お
気
に
入

り
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
お
気
に
入
り
の
ラ
イ
ブ

バ
ー
、
時
々
は
純
粋
に
お
酒
を
求
め
て
、
予
定
表
に

は
ま
ず
夜
の
予
定
を
入
れ
る
生
活
で
し
た
。
一
芸
に

打
ち
込
む
爽
や
か
な
人
た
ち
と
お
近
づ
き
に
な
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
頃
出
会
っ
た
詩
が
こ
れ
で
し
た
。
完
全
に
リ

タ
イ
ア
し
た
ら
都
心
に
住
ん
で
、
飲
ん
だ
後
帰
り
の

心
配
を
し
な
い
で
済
む
生
活
を
、
と
思
っ
た
こ
と

も
あ
っ
た
け
ど
、
今
は
こ
の
詩
に
近
い
毎
日
で
す
。

引
っ
越
し
し
な
く
て
よ
か
っ
た
。

　

漱
石
に
と
っ
て
は
心
を
洗
う
た
め
の
漢
詩
創
作
で

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
漱
石
の
漢
詩
は「
思
索
の

熟
慮
が
簡
潔
な
飛
躍
と
な
っ
て
漢
詩
と
な
る
」と
吉

川
幸
次
郎
が
い
う
と
こ
ろ
の「
思
索
者
の
漢
詩
」で

も
あ
り
ま
す
。

会
員
の
た
よ
り
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漢
詩
を
描
く

金
星
干
支
会　

安
藤
啓
子

　

江
南
春 

杜
牧　
　

千
里
鶯
啼
綠
映
紅　
千
里
鶯
啼
い
て
緑
紅
に
映
ず

水
村
山
郭
酒
旗
風　
水
村
山
郭
酒
旗
の
風

南
朝
四
百
八
十
寺　
南
朝
四
百
八
十
寺

多
少
樓
臺
煙
雨
中　
多
少
の
楼
台
煙
雨
の
中

　

私
の
通
う
水
墨
画
教
室
で
は
、
毎
年
何
回
か
作
品

展
が
開
催
さ
れ
日
頃
の
成
果
を
確
認
し
た
り
新
た
な

目
標
な
ど
を
探
り
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
通
常
の
稽
古

で
は
、
水
墨
画
の
基
本
的
な
手
法
な
ど
を
繰
り
返
し

学
び
そ
の
後
、各
自
の
課
題
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

先
ず
は
、
熟
考
し
て
取
り
組
ん
で
み
た
い
テ
ー
マ

や
あ
た
た
め
て
い
る
モ
チ
ー
フ
を
下
図
に
し
て
指
導

助
言
を
求
め
ま
す
。
過
般
、「
春
景
色
」に
挑
戦
し
た

時
、「
こ
れ
は
、
か
の
名
詩
で
す
ね
。」と
下
図
を
開

く
と
師
の
一
言
、
余
り
に
も
ベ
タ
だ
と
の
指
摘
が
あ

り
、手
直
し
を
繰
り
返
し
て「
江
南
春
」か
ら
春
の
情

景
描
写
を
試
み
た
の
で
す
。
そ
し
て
出
品
作
品
に
よ

う
や
っ
と
仕
上
げ
ま
し
た
。

　

こ
の「
江
南
春
」は
、詩
吟
の
稽
古
の
初
心
の
頃
に

何
度
も
節
調
を
耳
で
覚
え
て
、
吟
じ
て
み
る
と
同
時

に
そ
こ
で
は
漢
詩
に
関
す
る
諸
々
の
指
導
も
得
て
楽

し
く
仲
間
も
広
が
り
ま
し
た
。
機
会
あ
る
ご
と
に
吟

じ
る
の
は「
江
南
春
」で
す
。「
杜
牧
」を
知
り「
平
仄
」

「
南
朝
」な
ど
を
学
ぶ
事
も
で
き
ま
し
た
。

　

日
ご
ろ「
せ
ん
り
～
」と
口
ず
さ
ん
で
い
る
こ
と

が
ま
ま
あ
り
ま
す
。

漢
詩
鑑
賞
の
た
の
し
み

三
水
七
步
会　

高
橋
純
子

　

勸
酒 

于
武
陵　
　

勸
君
金
屈
巵　
君
に
勧
む
金
屈
巵

滿
酌
不
須
辭　
満
酌
辞
す
る
を
須
い
ず

花
發
多
風
雨　
花
発
け
ば
風
雨
多
し

人
生
足
別
離　
人
生
別
離
足
る

　
「
勧
酒
」を
読
ん
だ
時
、
リ
ズ
ム
が
心
地
よ
く
、
漢

詩
を
始
め
た
ば
か
り
の
私
の
胸
に
ス
ト
ン
と
落
ち
た

最
初
の
詩
だ
っ
た
。親
し
い
友
と
の
別
れ
を
惜
し
み
、

せ
め
て
こ
の
時
間
を
酒
と
共
に
楽
し
ま
ん
と
す
る
切

な
い
情
景
が
浮
か
ん
で
き
た
。

　

今
回
久
し
振
り
に
、
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
た
。

以
前
と
全
く
違
う
印
象
だ
っ
た
。
花
が
散
る
、
人
と

の
別
れ
、
何
事
も
永
く
は
続
か
な
い
。
だ
か
ら
今
を

大
切
に
‥
と
、
無
常
観
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。

ま
た
別
の
日
に
読
ん
で
み
る
。
す
る
と
今
度
は
、
貴

重
な
金
の
杯
に
な
み
な
み
と
酒
を
注
ぎ
、
友
人
を
励

ま
す
作
者
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
頑
張
れ
よ
。
人
生

は
色
々
あ
る
が
、
次
の
年
に
は
ま
た
花
が
咲
き
、
新

し
い
出
会
い
も
あ
る
さ
、と
。

　

何
故
印
象
が
変
わ
っ
た
の
か
。
私
が
年
を
重
ね
た

こ
と
も
一
因
だ
ろ
う
が
、
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
そ

の
時
々
の
内
面
の
感
情
に
引
き
合
わ
せ
て
漢
詩
を
読

ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

再
び
読
ん
だ
こ
と
で
、
異
な
っ
た
視
点
か
ら
鑑
賞

し
う
る
喜
び
を
知
っ
た
。
ま
た
何
年
後
か
に
読
ん
だ

時
ど
ん
な
思
い
を
抱
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
度
、

こ
の
詩
が
ま
す
ま
す
好
き
に
な
り
そ
う
だ
。

朱
子
伝「
偶
成
」に
学
ぶ

九
詩
期
会　

宇
野
次
郎

　

偶
成 

伝　

朱
熹　
　

少
年
易
老
學
難
成　
少
年
老
い
易
く 

学
成
り
難
し

一
寸
光
陰
不
可
輕　
一
寸
の
光
陰 

軽
ん
ず
べ
か
ら
ず

未
覺
池
塘
春
草
夢　
未
だ
覚
め
ず 

池
塘
春
草
の
夢

階
前
梧
葉
已
秋
聲　
階
前
の
梧
葉 

已
に
秋
声

　

私
は「
鎌
倉
論
語
会
館
」で
約
十
年
間 

論
語
を
始

め
と
し
た
儒
学
の
講
義
を
聴
講
し
た
。
朱
子（
＝
朱

熹
）は
南
宋
時
代
に
い
わ
ゆ
る
四
書（
論
語
、
大
学
、

中
庸
、
孟
子
）を
一
般
の
人
々
に
広
め
、
春
秋
時
代

の
孔
子
の
儒
教
を
再
興
す
る
の
に
大
い
に
貢
献
が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
日
本
の
江
戸
時
代
の
初
め
の

朱
子
学
の
流
行
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　
「
大
学
」に
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
修
身
斉
家

治
国
平
天
下
、
人
の
上
に
立
つ
者
は
ま
ず
自
分
自
身

の
修
養
を
や
る
べ
き
だ
と
、
強
調
し
た
こ
と
は
教
育

の
基
本
で
あ
っ
た
。
学
問
は
若
い
う
ち
に
学
ぶ
べ
き

で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
漢
詩
の
趣
旨
は
い
つ
の
時
代

に
な
っ
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
若
い
世
代
に
引

き
継
い
で
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

人
は
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
無
限
に
成
長
す
る
こ
と
が

出
来
る
。
知
識
の
習
得
も
大
切
で
あ
る
が
、
人
と
し

て
善
悪
の
判
断
が
出
来
る
よ
う
に
、
少
年
時
代
か
ら

人
間
学
の
基
本
を
学
ぶ
こ
と
は
一
層
大
切
で
あ
る
。

若
い
時
代
は
厳
し
く
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
大

人
に
な
っ
て
か
ら
道
を
誤
ら
な
い
人
と
な
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
漢
詩
の

趣
旨
は
永
遠
の
教
え
で
あ
る
。
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電
子
辞
書
の
効
用

志
詩
会　

木
村　

孝

定
年
退
職
後
、
日
本
語
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い

た
の
で
、
英
語
や
中
国
語
、
も
ち
ろ
ん
国
語
辞
典
も

必
要
な
の
だ
が
、
た
く
さ
ん
の
辞
書
を
持
ち
歩
く
わ

け
に
も
い
か
な
い
の
で
電
子
辞
書
が
必
携
だ
っ
た
。

二
〇
一
九
年
の
漢
詩
初
心
者
講
座
に
参
加
す
る
際

「
要
、
漢
和
辞
典
。
電
子
辞
書
可
」
と
あ
っ
た
の
で

自
分
の
電
子
辞
書
を
調
べ
て
み
た
。
こ
れ
ま
で
使
っ

た
こ
と
も
な
い
大
修
館
漢
語
林
の
電
子
版
が
入
っ
て

お
り
平
仄
の
表
示
も
あ
る
の
で
こ
れ
で
済
ま
す
こ
と

に
し
た
。
以
来
、
紙
の
辞
書
を
買
う
こ
と
も
な
く
も

っ
ぱ
ら
こ
の
電
子
辞
書
を
愛
用
し
て
い
る
。
比
べ
た

こ
と
は
な
い
が
、
漢
字
や
熟
語
を
調
べ
る
速
さ
は
紙

の
辞
書
よ
り
数
倍
速
い
。
漢
詩
一
字
一
字
の
平
仄
を

調
べ
る
の
も
ま
っ
た
く
苦
に
な
ら
な
い
。
漢
詩
で
は

見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
漢
字
に
出
く
わ
す
が
、
そ

ん
な
時
紙
の
辞
書
で
は
画
数
を
数
え
た
り
部
首
を
調

べ
た
り
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
点
電
子
辞
書
な
ら
手

書
き
一
発
だ
。

漢
詩
サ
ー
ク
ル
の
例
会
で
は
先
生
も
メ
ン
バ
ー
も

厚
い
辞
書
を
持
っ
て
こ
ら
れ
る
。
私
は
少
々
後
ろ
め

た
い
気
が
し
な
が
ら
電
子
辞
書
を
使
っ
て
い
る
。
何

よ
り
持
ち
運
び
が
便
利
。
漢
詩
づ
く
り
で
は
漢
和
辞

典
以
外
に
も
国
語
辞
典
や
百
科
事
典
、
時
に
は
中
国

語
辞
典
も
必
要
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
が
こ
の
一
台
に

入
っ
て
い
る
の
は
あ
り
が
た
い
。
詩
作
に
熱
中
し
て

使
用
頻
度
が
高
く
な
る
と
す
ぐ
に
電
池
が
切
れ
て
し

ま
う
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
も
の
の
、
電
子
辞

書
の
便
利
さ
に
は
代
え
ら
れ
な
い
。

中
国
で
盛
り
上
が
る
古
詩
学
習
熱

逸
語
会　

松
田
奈
月

中
国
に
暮
ら
し
て
二
十
年
余
り
。
普
段
の
生
活
や

ド
ラ
マ
の
セ
リ
フ
で
、
古
詩
の
ち
ょ
っ
と
し
た
フ
レ

ー
ズ
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
国
民
的
な
詩
の
素

養
の
高
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
中
国
の

義
務
教
育(

小
学
校
と
中
学
校)

で
、
暗
記
す
る
古

詩
の
目
標
は
２
４
０
首
に
も
の
ぼ
る
。
小
学
一
年
生

で
ス
ラ
ス
ラ
と
杜
甫
や
李
白
を
諳
ん
じ
て
い
る
の
だ
。

　

伝
統
的
な
科
挙
の
国
で
は
、
い
ま
だ
受
験
戦
争
は

日
本
で
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
厳
し
く
、
大
学
に
進

学
す
る
の
は
狭
き
門
。
詰
込
み
型
教
育
と
も
い
わ
れ

る
が
、
幼
い
時
に
暗
記
し
た
も
の
は
一
生
の
財
産
と

し
て
残
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
数
年
、
国
営
放
送
の
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｖ
で
『
中
国
詩

詞
大
会
』
と
い
う
番
組
が
放
送
さ
れ
、
人
気
だ
。
い

わ
ゆ
る
「
漢
詩
」
の
知
識
と
理
解
を
競
う
ク
イ
ズ
バ

ラ
エ
テ
ィ
で
、
出
題
問
題
に
は
詩
経
や
、
唐
代
や
宋

代
の
詩
に
混
じ
り
、
毛
沢
東
の
詩
が
出
て
く
る
こ
と

も
。
回
答
者
に
は
老
若
男
女
、幅
広
い
層
が
登
場
し
、

そ
の
知
識
の
豊
富
さ
に
は
舌
を
巻
く
。
こ
の
よ
う
な

番
組
が
大
々
的
に
制
作
さ
れ
る
の
に
は
、
近
代
に
失

わ
れ
た
自
国
の
文
化
を
補
強
し
よ
う
と
す
る
現
代
中

国
の
愛
国
教
育
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
漢
詩
」
が
ブ
ー
ム
と
も
い
え

る
中
国
で
、
自
分
で
詩
を
作
ろ
う
と
い
う
動
き
は
多

く
な
い
。
こ
れ
だ
け
古
詩
の
素
養
が
あ
れ
ば
作
詩
も

幅
が
広
が
る
の
に
と
羨
ま
し
く
、
こ
ち
ら
は
発
音
の

ピ
ン
イ
ン
が
振
ら
れ
た
小
学
生
用
の
漢
詩
テ
キ
ス
ト

で
学
ぶ
日
々
で
あ
る
。

会
員
の
声

　

−

多
彩
な
会
員
の
漢
詩
と
の
出
会
い

−

千
代
田
岳
精
会
漢
詩
研
究
部
の
紹
介

千
代
田
岳
精
会　

田
川
行
雄

岳
精
流
日
本
吟
院
の
下
部
組
織
で
あ
る
千
代
田
岳

精
会
は
、
岳
精
会
よ
り
数
年
遅
れ
て
神
奈
川
県
漢
詩

連
盟
に
加
盟
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
詩
吟
で
吟

じ
る
漢
詩
を
よ
り
深
く
理
解
し
て
、
詩
吟
の
世
界
を

更
に
追
及
し
た
い
と
の
思
い
で
参
加
さ
れ
た
会
員
が

多
か
っ
た
か
と
お
も
い
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
二
月
か
ら
、
神
奈
川
県
漢
詩
連
盟

か
ら
多
く
の
先
生
に
来
て
戴
い
て
、
初
心
者
入
門
講

座
を
開
い
て
戴
き
、
六
回
に
わ
た
っ
て
、
熱
心
に
ご

指
導
戴
き
ま
し
た
。
八
月
七
日
付
け
の
三
十
人
の
最

終
詩
稿
が
残
っ
て
居
り
ま
す
。

同
年
十
月
か
ら
、
桜
庭
先
生
、
香
取
先
生
に
熱
心

に
ご
指
導
を
戴
き
、
現
在
ま
で
、
楽
し
く
漢
詩
を
学

ん
で
お
り
ま
す
。
そ
の
間
、
今
ま
で
の
会
場
が
閉
鎖

に
な
っ
た
り
、
多
く
の
会
員
が
体
調
不
良
や
諸
般
の

事
情
で
漢
詩
の
継
続
を
断
念
さ
れ
る
な
ど
大
き
な
変

化
が
あ
り
、
只
今
で
は
九
名
の
会
員
と
な
り
ま
し
た

が
、
新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
を
新
し
い
拠
点
と
し
て
、

偶
数
月
に
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
漢
詩

の
生
ま
れ
た
背
景
や
作
者
の
気
持
を
理
解
す
る
こ
と

に
よ
り
、
よ
り
味
わ
い
の
深
い
吟
詠
が
出
来
る
こ
と

を
目
指
し
て
、
頑
張
っ
て
い
く
処
存
で
す
。

今
後
と
も
、
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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恩
師
と
陶
潜
翁
と
の
邂
逅

副
会
長　

飯
島
敏
雄

高
校
の
古
文
・
漢
文
の
鏡

淵
先
生
は
他
の
授
業
よ
り

も
内
容
に
深
み
が
あ
り
、
ま

た
先
生
の
風
貌
も
先
生
と

い
う
よ
り
も
髪
も
長
く
学

者
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
授
業

に
面
白
さ
を
感
じ
た
私
は
片
道
二
時
間
の
電
車
の
中

で
、
行
き
は
予
習
、
帰
り
は
復
習
に
し
て
い
た
の
で

質
問
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
鏡
淵
先
生
が
私
に
目

を
か
け
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
り
、
自
宅
に
も
招
い

て
授
業
で
は
聞
け
な
か
っ
た
陶
潜
翁
の「
歸
去
來
辭
」

や
「
五
柳
先
生
傳
」
を
特
別
講
義
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

鏡
淵
先
生
と
漢
詩
と
漢
文
と
の
出
会
い
は
そ
の

後
、
五
年
間
の
大
学
院
時
代
に
同
僚
と
違
っ
て
一
人

恩
師
と
研
究
の
進
め
方
で
衝
突
し
た
時
に
、「
意
に

反
し
て
同
意
で
き
な
い
こ
と
に
は
従
え
な
い
」
と
思

っ
た
時
に
、
鏡
淵
先
生
か
ら
聞
い
た
陶
潜
翁
が
歸
去

來
辭
を
書
く
き
っ
か
け
を
述
べ
た「
わ
れ
豈（
あ
に
）

五
斗
米
（
県
令
の
俸
給
）
の
た
め
に
腰
を
折
り
て
郷

里
の
小
人
に
向
か
わ
ん
や
」
と
県
令
の
職
を
投
げ
う

っ
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
、
一
人
旅
行
を

し
、
山
梨
の
湯
治
場
に
こ
も
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
下
宿
の
周
り
に
楊
を
植
え
て
「
五
柳
庵
」

と
名
付
け
て
、
部
屋
に
五
柳
先
生
傳
を
書
に
し
て
額

に
飾
っ
て
い
た
り
し
ま
し
た
。
今
も
こ
の
気
持
ち
は

変
わ
ら
ず
、
別
の
趣
味
の
囲
碁
の
中
で
「
杜
甫
、
白

居
易
、
蘇
軾
な
ど
の
よ
う
に
碁
の
詩
を
作
る
こ
と
」

な
ど
桃
源
郷
に
入
る
道
を
探
し
て
い
る
毎
日
で
す
。

私
の「
周
遊
漢
詩
抄
」に
つ
い
て興

公　

國
田
公
義

認
知
症
予
防
を
目
標
に
七
十
歳
か
ら
始
め
た
漢
詩

も
三
百
首
を
こ
え
ま
し
た
。
三
年
前
か
ら
詩
集
作
り

を
準
備
し
て
い
ま
し
た
が
、数
え
九
十
七
歳
に
な
り
、

何
と
か
昨
年
五
月
の
神
漢
連
の
会
ま
で
に
発
行
を
と

決
心
し
た
。

巻
頭
に
窪
寺
先
生
の
玉
詩
を
お
き
、
書
画
や
吟
を

含
め
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
明
る
く
美
し
い
、
読
み
易

い
物
を
創
ろ
う
と
工
夫
し
ま
し
た
。
吟
譜
は
五
線
譜

に
し
て
、
子
供
や
一
般
の
人
に
も
解
り
易
く
し
た
。

昨
年
五
月
二
十
日
の
大
会
で
約
百
冊
配
り
、
渡
せ

な
か
っ
た
役
員
や
旧
友
・
親
戚
・
同
窓
会
員
等
へ
も

送
っ
た
。
反
応
は
絵
を
見
な
が
ら
、
読
み
易
か
っ
た

と
の
事
。

同
郷
の
玉
井
幸
久
様
か
ら
は
お
礼
に
と
裁
錦
會
詩

集
を
頂
き
感
謝
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
村
内
必

典
様
か
ら
は
「
素
晴
ら
し
い
詩
集
あ
り
が
と
う
、
だ

が
誤
り
も
あ
る
よ
」
と
。「
七
言
絶
句
の
承
句
と
結

句
で
は
第
二
・
三
字
が
仄
字
の
場
合
は
不
整
で
あ
る
」

と
。
唐
詩
選
で
の
出
現
率
ま
で
つ
け
て
、
御
教
示
を

戴
き
、
推
敲
中
で
す
。

皆
様
か
ら
は
お
礼
に
と
、
詩
集
や
語
録
と
御
感
想

等
を
い
た
だ
き

心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

初
心
者
の
方
の

御
参
考
に
な
れ

ば
と
思
っ
て
い

ま
す
。

「
既
望
会
」（
十
六
期
の
会
）発
足

既
望
会
代
表　

内
山
早
奈
江

令
和
四
年
度
の
初
心
者
教
室
を
受
講
し
た
メ
ン
バ

ー
に
よ
り
昨
年
十
月
十
一
日
に
無
事
十
六
期
サ
ー
ク

ル
の
初
回
会
合
が
開
催
で
き
ま
し
た
。
十
六
期
サ
ー

ク
ル
の
サ
ー
ク
ル
名
は
「
既
望
会
」
十
六
夜
の
月
の

意
味
に
な
り
ま
す
。
美
し
い
名
前
で
、
し
か
も
十
月

十
一
日
は
ち
ょ
う
ど
十
六
夜
に
あ
た
り
不
思
議
な
気

持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
の
年
代
も
幅
広
く
そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
漢

詩
に
興
味
を
持
っ
た
理
由
は
い
ろ
い
ろ
で
す
が
、
漢

詩
連
盟
や
サ
ー
ク
ル
活
動
を
通
し
て
漢
詩
に
対
す
る

理
解
が
深
ま
り
、
充
実
し
た
活
動
に
な
れ
ば
良
い
と

思
い
ま
す
。

初
心
者
教
室
の
参
加
で
講
師
の
先
生
方
、
運
営
し

て
頂
い
て
い
る
漢
詩
連
盟
の
会
員
の
方
の
ご
苦
労
に

は
頭
が
下
が
り
ま
し
た
。
私
は
今
ま
で
特
に
文
化
的

活
動
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
事
も
な
く
集
団
で
の
行

動
も
苦
手
で
す
が
、
少
し
で
も
お
手
伝
い
で
き
れ
ば

と
思
い
ま
し
て
十
六
期

サ
ー
ク
ル
の
代
表
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
し
た
。
メ
ン
バ

ー
の
皆
様
や
漢
詩
連

盟
の
先
輩
方
に
は
今

後
も
ご
迷
惑
を
お
か

け
す
る
と
思
い
ま
す

が
、
皆
様
と
漢
詩
の
世

界
を
楽
し
ん
で
い
け
た

ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

既望会の会員と講師既望会の会員と講師
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漢
詩
と
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
津
有
二

◆◆
会
社
定
年
後
は
生
来
の
地
声
の
大
き
さ
を
活
か
し

て
詩
吟
に
挑
戦
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
詩
吟
の
歌

詞
は
八
割
が
漢
詩
で
あ
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
通
勤

途
上
の
小
田
急
線
電
車
の
吊
り
広
告
で「
楽
し
く
漢

詩
を
作
ろ
う
」が
目
に
と
ま
っ
た
。
早
速
、
国
士
館

大
学
の
鷲
野
正
明
先
生
の「
社
会
人
講
座
」に
申
し

込
ん
だ
の
が
漢
詩
と
の
出
会
い
の
最
初
で
あ
る
。

◆◆
二
〇
〇
九
年
、
横
浜
開
港
一
五
〇
周
年
記
念
漢
詩

大
会
の
募
集
が
あ
り
、
神
奈
川
県
漢
詩
連
盟
の
田
原

事
務
局
長
に
電
話
す
る
と
、
初
心
者
入
門
講
座
を
勧

め
ら
れ
て
受
講
し
た
。

　

そ
の
時
の
仲
間
の
皆
さ
ん
が
、
好
文
会（
神
漢
連

第
三
期
生
）で
、
爾
来
、
十
四
年
間
、
コ
ロ
ナ
禍
で
も

一
度
も
休
む
こ
と
な
く
例
会
が
続
い
て
い
る
。

　

何
人
か
の
方
が
他
界
さ
れ
、
一
昨
年
、
長
年
ご
指

導
を
頂
い
た
、
城
田
六
郎
先
生
が
急
逝
さ
れ
た
の
は

正
に
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。
開
港
記
念
漢
詩
大
会
の

応
募
作
品
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

橫
濱
開
港
百
五
十
年　
横
濱
開
港
百
五
十
年

外
夷
警
醒
太
平
眠　
外
夷 

警
醒
す 

太
平
の
眠
り

開
港
如
何
轉
躁
然　
開
港 

如
何 

転
た
躁
然
た
り

歳
月
滔
滔
桑
海
感　
歳
月 

滔
々 

桑
海
の
感

諸
賢
偉
業
世
相
傳　
諸
賢
の
偉
業　

世よ
よ
に
相
伝
え
ん

◆◆
そ
の
後
、
全
日
本
漢
詩
連
盟
に
入
会
し
た
。

二
〇
一
四
年
、
全
日
本
漢
詩
連
盟
宮
城
大
会
で
、
東

日
本
大
震
災
の「
一
本
松
」を
詠
じ
、河
北
新
報
社
賞

を
受
賞
し
た
。
宮
城
大
会
の
翌
日
、
陸
前
高
田
市
の

復
興
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
奇
跡
の
一
本
松
を
見
上
げ

た
時
の
感
激
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　

一
本
松　
　
　
　
　

一
本
松

瑤
林
瓊
樹
絶
無
蹤　
瑶
林 

瓊
樹 

絶
え
て
蹤
な
し

蒼
海
沙
汀
昔
日
容　
蒼
海 

沙
汀 

昔
日
の
容

晩
浦
漁
舟
維
纜
處　
晩
浦 

漁
舟 

纜
を
維
ぐ
処

長
投
夕
影
凛
孤
松　
長
く
夕
影
を
投
じ
て
孤
松
凛
た
り

◆◆
漢
詩
と
話
題
が
外
れ
る
が
、
我
が
人
生
の
誇
り
と

し
て
自
負
し
て
い
る
こ
と
は「
五
街
道
の
踏
破
」で

あ
る
。
こ
れ
は
鎌
倉
に
あ
る
大
学
の
同
窓
会
仲
間
、

約
五
十
人
余
り
と
東
海
道
・
中
山
道
・
奥
州
街
道
・

日
光
街
道
・
甲
州
街
道
の
旧
五
街
道
の
一
四
〇
〇
キ

ロ
の
道
程
を
九
年
八
か
月
を
か
け
て
、
徒
歩
で
踏
破

し
た
事
で
あ
る
。
既
に
何
人
か
の
方
が
鬼
籍
に
入
ら

れ
て
お
り
、
ご
冥
福
を
祈
る
と
共
に
そ
の
時
の
拙
詩

を
披
露
し
た
い
。

　

踏
破
五
街
道　
　
　

五
街
道
を
踏
破
す

舊
朋
相
伴
發
東
都　
旧
朋 

相
伴
い 
東
都
を
発
し

萬
里
客
遊
挑
壯
圖　
万
里 

客
遊 

壮
図
に
挑
む

歩
歩
十
年
行
路
險　
歩
々 

十
年 

行
路 

険
な
れ
ど

追
懷
一
夢
苦
中
愉　
追
懐 

一
夢 

苦
中
の
愉
し
み

◆◆
昨
年
、
満
八
〇
歳
の
杖
朝
の
歳
を
迎
え
、
そ
の
時

の
感
慨
を
詠
ん
だ
の
が
次
の
詩
で
あ
る
。
母
は
四
〇

歳
で
私
を
産
ん
で
く
れ
、
当
時
と
し
て
は
、
珍
し
く

一
〇
〇
歳
ま
で
生
き
て
、
没
後
、
二
〇
年
と
な
る
。

明
治
生
ま
れ
の
父
は
厳
格
で
、
よ
く
叱
ら
れ
た
が
、

母
に
叱
責
さ
れ
た
こ
と
は
数
度
し
か
な
く
、
八
〇
歳

の
今
に
な
っ
て
も
、
そ
の
時
の
情
景
を
忘
れ
る
こ
と

が
出
来
な
い
。

　

杖
朝
懷
萱
堂　
　
　

杖
朝 

萱
堂
を
懐
う

哀
歡
苦
樂
我
人
生　
哀
歓 

苦
楽 

我
が
人
生

自
壽
杖
朝
樽
酒
傾　
自
ら
杖
朝
を
寿
ぎ 

樽
酒
傾
く

先
妣
登
仙
二
旬
歳　
先
妣 

登
仙
し 

二
旬
歳

杯
中
猶
有
諭
吾
聲　
杯
中 

猶
お
有
り 

吾
を
諭
す
の
声

◆◆
会
社
定
年
後
に
あ
れ
こ
れ
挑
戦
し
て
き
た
が
、
体

力
の
問
題
、
そ
の
他
の
事
情
で
挑
戦
は
一
段
落
し
て

お
り
、
残
っ
た
の
は
漢
詩
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
漢

詩
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
続
け
て
い
き
た
い
。
漢

詩
の
鑑
賞
・
作
詩
は
、
佩
文
韻
府
、
圓
機
活
法
、
大

漢
和
辞
典
の
時
代
か
ら
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ホ
の
時
代

に
移
ろ
う
と
し
て
い
る
。
勉
強
の
ツ
ー
ル
は
変
わ
っ

て
も
漢
詩
の
神
髄
は
変
わ
ら
な
い
の
で
、菲
才
を

顧
み
ず
、
橋
渡
し
役
が
出
来
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

◆◆
神
奈
川
県
漢
詩
連
盟
の
モ
ッ
ト
ー
は「
漢
詩
を
学

ぶ
、
漢
詩
で
遊
ぶ
」で
あ
る
が
、「
遊
ぶ
」の
境
地
を

極
め
る
の
も
、こ
れ
ま
た
な
か
な
か
難
し
い
。

自
分
な
り
に「
漢
詩
を
学
び
、漢
詩
を
楽
し
む
」に
読

み
替
え
て
、
こ
れ
か
ら
も
漢
詩
と
と
も
に
歩
い
て
い

き
た
い
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
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「
作
者
の
一
言
」

　

買
い
物
に
行
く
道
沿
い
に
小
さ
な
地
蔵
堂
が
あ
り

ま
す
。
立
ち
止
ま
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
い

つ
も
心
の
中
で
手
を
合
わ
せ
て
通
り
ま
す
。
そ
こ
に

は
い
つ
で
も
季
節
の
花
が
供
え
ら
れ
て
お
り
、
優
し

い
気
持
ち
に
な
る
の
で
す
。

　

今
で
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
立
ち
並
ぶ
こ
の
道
は
、
青

梅
街
道
か
ら
分
か
れ
堀
之
内
妙
法
寺
へ
と
通
ず
る
道

で
、
江
戸
時
代
に
は
参
詣
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。そ
こ
で
、時
代
を
さ
か
の
ぼ
り
当
時
の
人
も

目
に
し
た
で
あ
ろ
う
風
景
を
想
像
し
て
み
ま
し
た
。

　

秋
の
終
わ
り
、
夜
明
け
の
参
道
に
浮
か
び
上
が
る

供
花
の
白
い
菊
。
寒
さ
に
耐
え
凛
と
し
た
、
そ
の
清

ら
か
さ
に
道
行
く
人
が
思
わ
ず
足
を
止
め
て
し
ま
う

…
、そ
ん
な
情
景
を
詠
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

	
	

小
嶋
明
紀
子

　
登
樓
對
雪	

 

楼
に
登
り
て
雪
に
対
す

閒
憑
危
檻
眺
天
涯	

閑
に
危き

檻か
ん

に
憑
り
て 

天
涯
を
眺
む

滕
六
忽
來
風
雪
斜	

滕と
う
ろ
く六 

忽
ち
来
り
て 

風
雪
斜
め
な
り

晩
霽
冰
輪
初
照
處	

晩ば
ん
せ
い霽 

氷
輪 

初
め
て
照
ら
す
処

一
城
鴛
瓦
著
銀
花	

一
城
の
鴛ゑ

ん

瓦ぐ
わ 

銀
花
を
着つ

く

優
秀
賞

	
	

牛
山
知
彦

　
湖
上
望
嶽	

　

湖
上
望
岳

客
中
又
訪
舊
山
莊	

客
中
又
旧
山
荘
を
訪お

と
ずれ
れ
ば

窗
近
淸
湖
六
月
涼	

窓
は
清
湖
に
近
く
六
月
涼
し

仰
首
靈
峰
在
天
上	

首
を
仰
げ
ば
霊
峰
天
上
に
在
り

雄
姿
倒
影
水
中
央	

雄
姿
影
を
倒

さ
か
し
まに
し
て
水
中
央

	
	

松
田
奈
月

　
亡
友
挽
歌	

　

亡
き
友
へ
の
挽
歌

靑
山
獨
步
悼
君
行	

青
山
独
り
歩
し
て
君
を
悼
み
て
行
け
ば

一
片
白
雲
天
更
淸	

一
片
の
白
雲
天
更
に
清
し

墳
樹
綠
陰
埋
骨
處	

墳
樹
の
緑
陰 

骨
を
埋
む
る
処

香
風
蝶
舞
百
花
明	

香
風
に
蝶
舞
い
て
百
花
明
ら
か
な
り

	
	

横
溝
喜
久
男

　
秋
日
閑
遊	

　

秋
日
閑
遊

扶
筇
來
賽
寺
門
頭	

筇
に
扶
り
来ら

い

賽さ
い 

寺
門
の
頭

映
發
靈
葩
赤
蒜
稠	

映え
い
は
つ発
の
霊れ

い

は葩 

赤せ
き

蒜さ
ん
し
げ稠
し

風
冷
夕
曛
如
惜
刻	

風
冷
や
か
に
夕せ

き
く
ん曛
刻
を
惜
し
む
如
く

秋
蜩
切
切
誘
閑
愁	

秋
し
ゅ
う

蜩ち
ょ
う切
切
閑
愁
に
誘い

ざ

なう

第
十
四
回
諸
橋
轍
次
博
士
記
念
漢
詩
大
会

	
	

高
橋
純
子

　
晩
秋
郊
行	

　

晩
秋
郊
行

深
秋
小
徑
曉
寒
生	

深
秋
の
小
径 

暁
寒
生
ず

風
拂
幽
叢
香
氣
淸	

風
は
幽い

う

叢そ
う

を
払
い
て
香
気
清
し

誰
折
一
枝
供
古
墓	

誰
か
一
枝
を
折
り
て
古
墓
に
供
せ
る

傲
霜
白
菊
映
苔
明	

霜
に
傲
る
白
菊 

苔
に
映
じ
て
明
ら
か
な
り

最
優
秀
賞
・
三
条
市
長
賞

第
七
回
漱
石
記
念
漢
詩
大
会

	
	

高
橋
純
子

　
客
中
送
春	

　

客
中
春
を
送
る

夜
來
風
雨
洗
芳
菲	

夜
来
の
風
雨 

芳
菲
を
洗
い

江
上
花
流
春
自
歸	

江
上
の
花
は
流
れ
て 

春 
自
ら
帰
る

殘
露
濕
衣
津
渡
曉	

残
露 

衣
を
湿
す 

津
渡
の
暁

新
鵑
掠
月
一
聲
飛	

新し
ん
け
ん鵑 

月
を
掠
め
て 

一
声
飛
ぶ

	
	

小
嶋
明
紀
子

　
旅
館
寒
燈	

　

旅
館
の
寒
灯

客
中
除
夕
與
誰
親	

客
中 

除
夕 

誰
と
か
親
し
ま
ん

半
夜
窓
前
獨
愴
神	

半
夜 

窓
前 

独
り
神し
ん
を
愴い
た
ま
し
む

欲
作
家
書
多
暗
淚	

家
書
を
作
ら
ん
と
欲
し
て
暗あ

ん
る
い涙
多
し

孤
燈
空
照
望
鄕
人	

孤
灯 

空
し
く
照
ら
す 

郷
を
望
む
の
人

	
	

宇
野
次
郎

　
立
秋
卽
事	

　

立
秋
即
事

空
庭
氣
爽
雨
初
収	

空
庭
気
爽
や
か
に
雨
初
め
て
収
ま
る

籬
畔
蟲
鳴
夜
色
幽	

籬
畔
に
虫
鳴
き
夜
色
幽
な
り

獨
坐
小
齋
燈
火
下	

独
り
坐
す
小
斎
灯
火
の
下

讀
書
三
昧
散
人
秋	

読
書
三
昧 

散
人
の
秋

佳　

作

入　

選
「
令
和
四
年
度

「
令
和
四
年
度

全
国
漢
詩
大
会
」で

全
国
漢
詩
大
会
」で

神
漢
連
会
員
活
躍

神
漢
連
会
員
活
躍
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宇
野
次
郎

　
新
秋
夜
坐	

　

深
秋
夜
坐

雨
洗
殘
炎
天
地
淸	

雨 

残
炎
を
洗
ひ
て 

天
地 

清
し

芸
窗
風
爽
動
吟
情	

芸う
ん

窓さ
う 

風
爽
や
か
に
し
て 

吟
情
を
動
か
す

熒
然
燈
火
披
書
卷	

熒け
い

然ぜ
ん

た
る
灯
火 

書
巻
を
披
く

促
織
啾
啾
籬
落
鳴	

促
そ
く

織
し
ょ
く 

啾し
う
し
う啾 

籬り

ら
く落
に
鳴
く

	
	

小
嶋
明
紀
子

　
古
寺
黃
昏	

　

古
寺
黄
昏

苔
蹊
策
杖
到
禪
門	

苔た
い
け
い蹊 
杖つ

ゑ

を
策つ

ゑ
つき
て
禅
門
に
到
る

老
衲
未
歸
寒
鳥
喧	

老ら
う
な
ふ衲 

未
だ
帰
ら
ず
寒
鳥
喧
し

佇
立
堂
前
幽
寂
處	

佇ち
ょ
り
つ立
す 

堂
前 

幽
寂
の
処

風
翻
貝
葉
欲
黃
昏	

風
は
貝ば
い
葉え
ふ
を
翻
ひ
る
が
へし
て
黄
昏
な
ら
ん
と
欲
す

	
	

杉
森
千
枝
美

　
思
母	

　

母
を
思
ふ

兩
閒
茅
屋
在
山
阿	

両
り
や
う
け
ん
間
の
茅
屋 

山さ

ん

あ阿
に
在
り

去
國
徒
驚
三
載
過	

国
を
去
り
て
徒
に
驚
く 

三
載
過
ぐ
る
に

聞
説
家
慈
衰
老
甚	

聞き
く
な
ら説
く 

家か

じ慈 

衰
老
甚
だ
し
と

向
寒
眠
食
近
如
何	

向か
う
か
ん寒 

眠
み
ん
し
ょ
く
食 

近
ご
ろ
如
何

	
	

　

杉
森
千
枝
美

　
暇
日	

　

暇
日

寒
村
茅
屋
兩
三
閒	

寒
村
の
茅
屋 

両
り
や
う

三さ
ん
げ
ん間

無
客
無
書
盡
日
閑	

客
無
く
書
無
く 

尽
日
閑
な
り

京
國
披
圖
頻
想
像	

京
国 

図
を
披
き
て
頻
り
に
想
像
す

膏
車
何
日
出
鄕
關	

膏か
う
車し
ゃ 

何
れ
の
日
に
か
郷
関
を
出
で
ん

秀　

作

佳　

作

令
和
五
年
の
全
国
漢
詩
大
会
の
予
定

奮
っ
て
応
募
し
よ
う
！

漢
詩
応
募
規
定
・
用
紙
は
、
各
大
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

●
令
和
四
年
度
全
日
本
漢
詩
連
盟
設
立
二
十
周
年	

記
念
大
会

令
和
五
年
三
月
十
八
日　

二
松
學
舎
大
学

応
募
完
了

●
第
38
回
国
民
文
化
祭
―
い
し
か
わ
百
万
石

	

文
化
祭
２
０
２
３　

全
国
漢
詩
の
祭
典

令
和
五
年
十
月
二
十
八
日（
土
）

自
由
題

応
募
期
間　

五
年
二
月
一
日
～
四
月
三
十
日

●
第
二
十
六
回
全
国
ふ
る
さ
と
漢
詩
コ
ン
テ
ス
ト

（
多
久
市
主
催
）

　

詩
題
と
応
募
期
間
は
三
月
頃
決
定
予
定

●
第
八
回
漱
石
記
念
漢
詩
大
会

近
年
は
大
会
の
開
催
な
し（
熊
本
市
）

自
由
題（
例
年
）

応
募
期
間　

四
月
一
日
～
六
月
三
十
日（
例
年
）

●
第
十
五
回
諸
橋
轍
次
博
士
記
念
漢
詩
大
会

三
条
市

大
会
日
程
は
三
月
頃
決
定
予
定

自
由
題（
例
年
）

応
募
締
切　

七
月
三
十
一
日（
例
年
）

日
中
友
好
の
部

	
	

牛
山
知
彦

　
秋
夜
西
安
宴	

　

秋
夜 

西
安
の
宴

寂
寂
鐘
樓
還
舊
觀	

寂
寂
た
る
鐘

し
ょ
う
ろ
う
楼 

旧
き
う
く
わ
ん
観
に
還
り

亭
亭
明
月
發
新
光	

亭
亭
た
る
明
月 

新
光
を
発
す

如
今
中
日
交
流
宴	

如
今
中
日
交
流
の
宴

詩
客
醉
吟
歡
笑
長	

詩
客
酔
吟
し
て 

歓
笑
長
し

	
	

小
嶋
明
紀
子

　
榮
西
禪
師	

　

栄よ
う
さ
い西
禅ぜ

ん

じ師

入
宋
看
經
一
衲
衣	

宋
に
入
り
て
看か

ん

経き
ん

す 

一い
ち
な
ふ衲
衣え

傳
來
茗
飮
與
禪
機	

伝
え
来
た
る 

茗
飲
と
禅
機
と
を

猶
存
京
洛
建
仁
寺	

猶
ほ
存
す 

京
洛
の
建
仁
寺
を

千
載
依
師
映
曉
暉	

千せ
ん
ざ
い載 

師
に
依
り
て
暁げ

う

き暉
に
映
ず

	
	

杉
森
千
枝
美

　
祝
日
中
國
交
囘
復
五
十
年

	

　

日
中
国
交
回
復
五
十
年
を
祝
す

中
朝
文
物
古
來
傳	

中
朝
の
文
物 

古
来 

伝
は
る

學
術
相
追
今
昔
賢	

学
術
相
い
追
ふ 

今
昔
の
賢
を

囘
復
修
交
過
半
百	
修
交
を
回
復
し
て
半
百
を
過
ぐ

雙
邦
友
誼
久
彌
堅	
双さ

う
ほ
う邦
の
友い

う

ぎ誼 

久
し
く
弥
い
よ
堅
か
ら
ん

佳　

作

訃
報

■ 

神
奈
川
県
漢
詩
連
盟
の
会
員 
山
本
孝
司
氏
は

令
和
四
年
七
月
十
九
日
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

（
享
年
八
十
五
）

 

こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、

 

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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編
集
後
記 

　

前
号
よ
り
編
集
委
員
に
加
わ
り
ま
し
た
が
、
今
回

も
殆
ど
編
集
作
業
を
し
な
い
う
ち
に
、
香
取
和
之
さ

ん
が
企
画
、
寄
稿
者
と
の
や
り
と
り
、
全
体
の
と
り

纏
め
を
、
高
橋
純
子
さ
ん
が
細
部
の
チ
ェ
ッ
ク
と
難

し
い
講
演
の
ま
と
め
を
や
っ
て
い
た
だ
き
、
私
は
の

ん
び
り
こ
の
後
記
を
書
い
て
い
る
次
第
で
す
。
次
回

は
も
う
少
し
働
か
な
く
て
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

石
川
忠
久
先
生
追
悼
に
つ
い
て
は
、
三
村
会
長
の

挨
拶
文
、
岡
崎
前
会
長
の
寄
稿
、
先
生
の
神
漢
連
に

寄
せ
ら
れ
た
玉
詩
を
掲
載
し
ま
し
た
。
謦
咳
に
接
し

た
こ
と
の
な
い
者
が
言
う
の
も
何
で
す
が
、
漢
詩
が

他
の
文
芸
各
分
野
と
違
っ
て
分
派
す
る
こ
と
も
な

く
、
纏
ま
っ
て
活
動
を
で
き
て
い
る
の
は
先
生
の
お

か
げ
だ
と
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。

　

高
芝
先
生
の
講
演
概
要
は
、
四
・
五
頁
に
掲
載
の

と
お
り
で
す
が
、Y

ouT
ube

で
は
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル

編
集
が
難
し
い
と
こ
ろ
を
担
当
の
方
の
お
骨
折
り

で
、
全
容
が
大
変
見
易
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

今
号
で
も
、
沢
山
の
方
に「
会
員
の
た
よ
り
」「
会

員
の
声
」「
漢
詩
と
私
」に
投
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
漢
詩
や
人
生
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
お
あ
り
で

す
が
、
ご
縁
が
あ
り
、
こ
う
し
て
神
漢
連
に
集
っ
て

い
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

会
の
活
動
を
大
き
く
制
約
し
て
き
た
コ
ロ
ナ
禍
で

す
が
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
で
恐
る
恐
る
で
は
あ
る
も
の

の
、
活
動
再
開
を
含
め
て
共
生
す
る
時
代
と
な
り
そ

う
で
す
。 

（
東
島
正
樹
）

神
奈
川
県
漢
詩
連
盟	

令
和
五
年
の
行
事
予
定

　
　
　
　

カ
レ
ン
ダ
ー
に
予
定
を
記
入
し
ま
し
ょ
う

●	
漢
詩
入
門
講
座　
　

漢
詩
の
鑑
賞
と
実
作（
全
五
回
の
講
義
と
実
習
、
第
十
七
期
生
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

漢
詩
に
関
心
の
あ
る
お
友
達
に
声
を
か
け
、
推
薦
し
て
下
さ
い
。

期　
　

日 
①
四
月
十
三
日（
木
）　

②
四
月
十
九
日（
水
）　

③
四
月
二
十
六
日（
水
）

 

④
五
月
十
一
日（
木
）　

⑤
五
月
二
十
四
日（
水
）

時　
　

間 

午
後
一
時
三
〇
分
～
四
時

講　
　

師 

三
村
公
二
会
長
他　

連
盟
役
員

場　
　

所 

神
奈
川
近
代
文
学
館

問
合
せ
・
受
講
申
込（
連
盟
事
務
局
）

 

〒221-0001　

横
浜
市
神
奈
川
区
西
寺
尾
一
―
六
―
四

 

新
井
治
仁　

T
EL/FA

X
 045-432-5438  M

ail

：haruhitoarai@
hotm

ail.co.jp

●	

総
会
・
講
演
会
・
懇
親
会

期　
　

日 

五
月
三
十
日（
火
）

時　
　

間 

午
後
一
時
～
四
時
三
〇
分（
総
会
・
講
演
会
）
／
五
時
～
六
時
三
〇
分（
懇
親
会
）

場　
　

所 

神
奈
川
近
代
文
学
館（
総
会
・
講
演
会
）
／
Ｋ
Ｋ
Ｒ
ポ
ー
ト
ヒ
ル
横
浜（
懇
親
会
）

総
会
議
題 

令
和
四
年
度
事
業
報
告
、
令
和
五
年
度
活
動
計
画
、
他

講
演
会 

市
川
桃
子
先
生　

演
題
未
定
。
尚
、
講
演
会
は
会
員
以
外
も
聴
講
可
。

参
加
申
込 

総
会
・
講
演
会
は
申
込
不
要
。
懇
親
会
出
席
の
方
は
、
四
月
初
旬
発
送
予
定
の
開

催
案
内
に
同
封
の
振
込
用
紙
で
振
込
み
願
い
ま
す
。

●	

吟
行
会 

オ
ン
ラ
イ
ン
吟
行
会
を
二
月
二
十
七
日（
月
）に
開
催
予
定
。
開
催
日
が
近
づ
い
た

頃
に
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
保
有
者
全
員
に
参
加
可
否
の
問
合
せ
を
し
ま
す
。


