
15

私
の
所
属
し
て
い
る
短
歌
の
結
社
『
長

流
』
は
若
山
牧
水
系
で
、
牧
水
の
義
弟
に
当

る
長
谷
川
銀
作
を
中
心
に
数
人
の
者
が
集

ま
っ
て
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
文
学
の

稲
田
定
雄
・
鹿
児
島
の
歌
人
石
田
耕
三
・

長
崎
の
出
身
白
石
昴
ら
が
居
て
牧
水
の
『
創

作
』
か
ら
の
流
れ
を
受
け
て
い
る
が
、
長
谷

川
銀
作
は
牧
水
が
そ
う
で
す
か
歌
と
呼
ん
だ

内
容
の
薄
い
報
告
だ
け
の
歌
を
そ
う
で
す
か

と
言
わ
せ
な
い
よ
う
な
歌
の
境
地
を
目
指
し

た
人
で
あ
る
。

一
本
ほ
ど
枯
穂
の
ま
ま
に
立
ち
残
る
芒
を

切
り
て
枯
れ
し
も
の
な
し 

『
木
原
』

枯
原
の
夜
靄
の
な
か
に
影
太
く

立
つ
裸
木
に
あ
ゆ
み
近
づ
く 

『
同
』

泣
き
な
が
ら
通
り
ゆ
く
子
を
見
む
と
し
て

机
の
上
の
眼
鏡
を
さ
が
す 
『
寸
土
』

わ
が
こ
こ
ろ
な
に
に
さ
わ
ぐ
と
佇
め
ば

ゆ
れ
た
る
ご
と
し
蓮
の
白
花 

『
同
』

味
わ
い
深
い
佳
作
で
あ
る
。
昭
和
四
十
三

年
と
四
十
四
年
に
は
、
宮
中
歌
会
始
の
選
者

を
務
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

銀
作
は
若
山
喜
志
子
の
妹
で
、
や
は
り
歌

人
の
潮う
し
お

み
ど
り
と
大
正
八
年
に
結
婚
し
た

が
、
潮
み
ど
り
は
大
正
十
二
年
頃
か
ら
体
調

を
崩
し
て
、
昭
和
二
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
。

そ
し
て
み
ど
り
の
友
人
の
長
谷
川
ゆ
り
え

と
結
婚
さ
れ
た
。
ゆ
り
え
は
山
形
県
西
置
賜

郡
に
生
ま
れ
、
大
正
十
年
二
十
歳
の
時
に
上

京
し
て
、
神
田
区
駿
河
台
の
金
杉
病
院
に
務

め
続
い
て
十
二
年
永
田
町
の
黒
須
病
院
に
勤

め
て
い
た
が
、
昭
和
三
年
二
十
七
歳
で
銀
作

と
結
婚
し
た
。
病
院
の
事
務
の
仕
事
は
当
時

と
し
て
は
珍
し
く
、
ゆ
り
え
は
自
立
し
た
女

性
で
あ
っ
た
。『
創
作
』
に
は
大
正
十
一
年

に
入
社
し
て
歌
を
作
っ
て
い
た
人
で
も
あ
っ

た
。長

谷
川
ゆ
り
え
の
第
一
歌
集
『
素
顔
』
は

昭
和
三
十
二
年
に
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
、
戦

後
の
日
常
生
活
が
手
に
と
る
よ
う
に
写
さ
れ

た
一
冊
で
あ
る
。

作
者
は
こ
の
本
の
あ
と
が
き
に
次
の
よ
う

『
長
流
』
昨
今

内　

野　

潤　

子

（
歌
人
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）
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に
述
べ
て
い
る
。
前
略
「
結
婚
後
東
中
野
の

高
根
町
に
住
み
私
な
り
に
ゆ
き
た
い
と
こ
ろ

へ
ゆ
き
、
見
た
い
も
の
を
見
、
食
ひ
た
い
も

の
を
く
い
、
読
み
た
い
も
の
を
読
み
、
一
人

の
子
を
育
て
な
が
ら
、
羽
を
の
ば
し
て
を
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
戦
後
は
、
廻
り
舞
台
の
か

げ
に
ば
か
り
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、

羽
を
ひ
ろ
げ
る
ど
こ
ろ
か
、
愉
し
か
っ
た
昔

ば
な
し
さ
へ
出
来
な
い
よ
う
に
な
り
、
好
き

な
煙
草
も
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
住
居
も

転
々
と
変
り
、
た
だ
生
き
て
い
る
と
言
ふ
だ

け
に
な
り
ま
し
た
。
不
思
議
に
歌
だ
け
は
や

め
ず
に
作
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
作

る
つ
も
り
で
を
り
ま
す
」
と
結
ん
で
い
る
。

昭
和
二
十
一
年
の
歌
は
戦
後
の
空
気
を
一

ぱ
い
に
は
ら
ん
で
い
て
、
今
も
色
あ
せ
ず

迫
っ
て
く
る
。

夢
に
見
し
紫
ば
め
る
餡
の
色

覚
め
て
の
後
も
わ
れ
は
た
の
し
む

昼
過
ぎ
よ
り
き
ほ
ひ
出
で
ゆ
く
わ
が
夫
に

国
民
酒
場
休
む
こ
と
な
か
れ

戦
の
火
に
焼
け
て
い
た
く
ゆ
が
み
た
る

盥た
ら
いを

使
ひ
一
年
過
ぎ
ぬ

一
首
目
は
甘
い
物
の
好
き
な
作
者
の
思
い

が
出
て
和
菓
子
な
ど
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
当

時
を
ふ
り
返
ら
せ
る
。
二
首
目
は
夫
の
銀
作

が
お
酒
が
好
き
で
、
わ
ず
か
に
時
間
で
飲
め

る
国
民
酒
場
が
あ
っ
た
頃
の
内
容
で
、
国
民

酒
場
に
は
き
ほ
っ
て
出
て
ゆ
く
夫
を
見
送
る

妻
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
三
首
目
は
、
何
も

か
も
戦
火
に
焼
け
て
し
ま
っ
た
者
の
心
で
、

新
し
い
た
ら
い
は
売
っ
て
い
な
い
か
ら
、
そ

れ
を
使
う
よ
り
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

欲
し
き
も
の
ラ
ヂ
オ
摺
鉢
糖
味
噌
と

思
ひ
つ
づ
く
る
眠
り
つ
く
前

配
給
所
に
塩
は
ま
だ
来
ず
枯
原
の

野
火
あ
と
黒
き
ほ
と
り
を
か
へ
る

夫
と
子
の
眠
り
て
全
く
し
づ
か
な
り

た
の
し
み
な
が
ら
帶
封
を
書
く

一
首
目
の
切
実
な
主
婦
の
願
い
。
塩
も
配

給
だ
っ
た
あ
の
時
代
。
三
首
目
は
当
時
、
牧

水
の
結
社
誌
『
創
作
』
は
銀
作
が
編
集
し
て

い
て
、
出
来
上
が
っ
て
本
を
送
る
の
は
ゆ
り

え
が
帯
封
を
手
書
き
で
全
員
に
送
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
た
の
し
み
な
が
ら
と
詠

む
作
者
の
人
柄
が
浮
か
ぶ
歌
で
あ
る
。

吹
き
降
り
の
今
日
は
た
び
た
び
傘
さ
し
て

藷い
も

を
洗
ひ
水
を
汲
み
食
器
を
洗
ふ

午
前
四
時
電
気
コ
ン
ロ
の
利
く
う
ち
に

け
ふ
一
回
の
パ
ン
を
焼
く

明
日
あ
た
り
配
給
さ
れ
む
さ
つ
ま
藷

歩
道
に
積
ま
れ
雨
止
ま
ず
降
る

台
処
を
あ
ず
か
る
者
は
ま
ず
家
族
に
食
べ

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
パ
ー
ト
の
暮

ら
し
は
外
の
厨
を
使
う
外
な
い
。
傘
を
さ
し

て
食
事
の
用
意
を
す
る
。
電
気
コ
ン
ロ
の
電

気
も
み
ん
な
が
使
う
と
火
力
が
弱
く
な
る
の

で
、
朝
暗
い
う
ち
か
ら
配
給
の
メ
リ
ケ
ン
粉

の
パ
ン
を
焼
く
と
い
う
現
代
で
は
想
像
を
絶

す
る
主
婦
の
姿
で
あ
る
。
作
者
ゆ
り
え
は
そ

の
後
第
二
歌
集
『
木
綿
』
上
梓
昭
和
六
十
一

年
八
十
五
歳
で
逝
去
さ
れ
た
。
現
在
の
『
長

流
』
は
、
た
く
さ
ん
の
お
仲
間
が
亡
く
な

り
、
石
田
耕
三
夫
人
照
子
を
中
心
に
古
い
会

員
が
八
名
編
集
委
員
と
な
り
月
々
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
日
常
詠
が
多
い
が
作
品
の
レ
ベ
ル

は
決
し
て
低
く
は
な
く
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
会
で

も
魚
谷
委
員
が
一
位
と
な
り
、
他
の
イ
ベ
ン

ト
で
も
常
に
何
人
か
が
賞
を
と
れ
る
力
を

も
っ
て
い
る
。
十
月
二
十
六
日
二
十
七
日
東

京
の
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
で
大
会
を
開
い
た
。
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地
図
の
上
か
ら
言
う
と
、
ミ
シ
ガ
ン
州

は
、
北
米
大
陸
の
東
寄
り
に
位
置
す
る
の
だ

が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
普
通
、
こ
の
辺
り
を
ア

メ
リ
カ
中
西
部
と
呼
ん
で
い
る
。

医
学
の
勉
強
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
で
学
ん

で
い
る
娘
夫
婦
と
そ
の
娘
達
が
、
こ
の
中
西

部
の
ミ
シ
ガ
ン
州
、
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
シ
ン
グ

に
き
て
五
年
に
な
る
。

ミ
シ
ガ
ン
湖
と
、
ヒ
ュ
ー
ロ
ン
湖
に
挟
ま

れ
た
こ
の
地
は
、
至
る
所
に
大
小
の
湖
、
沼

が
点
在
す
る
湿
地
帯
で
あ
る
。
そ
の
昔
、
明

治
二
十
二
・
三
年
頃
南
方
熊
楠
が
学
ん
だ
ラ

ン
シ
ン
グ
農
学
校
（
現
在
は
ミ
シ
ガ
ン
州
立

大
学
）
は
、
中
途
退
学
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
後
、
今
の
ミ
シ
ガ
ン
大
学
（
ミ
シ

ガ
ン
州
立
大
学
と
は
別
で
あ
る
）
の
あ
る
、

ア
ナ
ー
バ
ー
の
原
野
に
住
み
、
苦
学
し
つ

つ
、
日
本
で
は
目
に
し
た
こ
と
も
な
い
珍
奇

な
動
植
物
を
採
集
し
、
整
理
研
究
し
た
、

そ
の
よ
う
な
土
地
柄
で
あ
る
。（
津
本
陽
著

「
巨
人
伝
」
よ
り
）

娘
一
家
の
住
む
イ
ー
ス
ト
ラ
ン
シ
ン
グ
も

ま
た
、
百
年
前
は
そ
の
よ
う
な
土
地
で
あ
っ

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
で
き
る
。
今
で
は

芝
生
の
庭
の
つ
い
た
一
戸
建
の
家
が
並
ぶ
住

宅
街
と
し
て
静
か
な
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て

い
る
。

二
人
の
孫
娘
の
長
い
夏
休
み
が
終
わ
り
に

近
づ
い
た
頃
、
私
は
日
本
か
ら
、
こ
の
ミ
シ

ガ
ン
へ
、
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
住
み
込

み
で
日
本
か
ら
来
て
い
た
オ
ー
ペ
ア
さ
ん
が

突
然
辞
め
た
の
で
、
次
の
人
が
来
る
ま
で
の

間
、
ど
う
し
て
も
私
に
来
て
ほ
し
い
と
の
娘

か
ら
の
た
っ
て
の
願
い
で
あ
る
。

デ
ト
ロ
イ
ト
空
港
か
ら
、
出
迎
え
の
娘
の

運
転
す
る
車
で
一
時
間
程
で
到
着
し
た
。

秋
の
気
配
が
漂
い
始
め
た
か
と
思
う
と
翌

日
は
夏
の
暑
さ
が
ぶ
り
返
す
と
い
っ
た
日
々

が
過
ぎ
、
夏
休
み
の
始
め
に
蒔
い
た
種
が
そ

の
頃
に
な
っ
て
や
っ
と
咲
き
始
め
た
。
こ
れ

は
毎
週
土
曜
日
に
開
い
て
い
る
日
本
人
補
習

校
の
夏
休
み
の
宿
題
の
観
察
日
記
の
た
め
の

教
材
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
は
ほ
ぼ
三
か
月
に
渡

る
夏
休
み
の
宿
題
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
九
月
六
日
、
上
の
子
は
四
年
生
に
、

下
の
子
が
二
年
生
に
進
級
す
る
と
、
次
の
日

か
ら
は
毎
日
宿
題
が
出
る
。
単
語
の
ス
ペ
リ

ン
グ
、
算
数
の
計
算
な
ど
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
や
数
学
に
は
抵
抗
感
な
い
ら
し
く
、
学
校

ミ
シ
ガ
ン
の
秋

宮　

地　

智　

子

（
詩　

人
）
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か
ら
帰
る
と
す
ぐ
に
宿
題
を
片
づ
け
る
。
け

れ
ど
問
題
は
日
本
語
で
あ
る
。

漢
字
、
か
な
、
か
た
か
な
の
三
種
の
表
記

法
を
使
う
日
本
語
の
勉
強
を
嫌
う
の
で
あ

る
。
殊
に
漢
字
の
組
習
は
辛
い
ら
し
く
、
何

か
と
理
由
を
つ
け
て
は
逃
げ
回
る
。
そ
の
う

ち
、「
私
は
ア
メ
リ
カ
人
だ
。」
と
言
い
出
す

始
末
。（
も
ち
論
日
本
語
で
）
日
本
人
学
校

は
嫌
い
、
ア
メ
リ
カ
の
学
校
の
方
が
楽
し

い
、
と
も
言
う
。
私
の
作
る
お
弁
当
に
は
注

文
を
つ
け
る
。
ピ
ー
ナ
ツ
バ
タ
ー
を
塗
っ
て

二
つ
折
り
に
し
た
パ
ン
と
、
果
物
か
、
時
に

肉
や
野
菜
を
入
れ
て
も
よ
い
と
。
お
に
ぎ
り

を
持
っ
て
行
く
と
皆
に
「
こ
れ
な
に
、
こ
れ

な
に
。」
と
、
好
奇
の
目
を
し
て
聞
か
れ
る

の
が
嫌
な
の
だ
。
子
供
は
子
供
な
り
の
社
会

性
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
だ
。
ご
飯
の
お
弁

当
は
、
日
本
人
学
校
に
行
く
時
だ
け
に
す
る
。

漢
字
の
宿
題
を
し
て
い
る
時
に
は
し
ば
し

ば
投
げ
出
し
、
泣
き
わ
め
く
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
二
人
同
時
と
い
う
こ
と
は
な
く
、

不
思
議
と
ひ
と
り
ず
つ
別
々
だ
。

そ
ん
な
明
け
暮
れ
の
う
ち
に
秋
も
深
ま

り
、
沼
の
ほ
と
り
に
建
つ
こ
の
家
の
回
り
の

景
色
に
も
赤
や
黄
の
色
が
目
立
ち
始
め
、

首
の
長
い
カ
ナ
ダ
雁
の
群
れ
が
、
ガ
ァ
ガ
ァ

と
鳴
き
交
し
な
が
ら
、
夕
焼
の
空
の
か
な

た
へ
と
飛
ん
で
行
く
日
々
の
あ
る
日
、
勉
強

の
手
を
休
め
、「
さ
あ
、
み
ん
な
で
夕
焼
け

を
見
に
行
こ
う
。」
と
誘
い
出
し
た
。
広
い

ベ
ラ
ン
ダ
に
出
る
と
二
人
と
も
大
は
し
ゃ
ぎ

で
踊
り
出
す
。
意
味
不
明
の
歌
を
う
た
い
出

す
。〈
オ
ッ
ホ
ー
・
ウ
・
ハ
ッ
ハ
ー
・
テ
ィ

ン
テ
ィ
ン
・
ワ
ラ
ワ
ラ
ビ
ン
ビ
ン
〉。
リ
ズ

ミ
カ
ル
で
、
浮
き
浮
き
す
る
よ
う
な
メ
ロ

デ
ィ
ー
に
こ
ち
ら
も
一
緒
に
な
っ
て
彼
女
ら

の
ま
ね
を
す
る
。
芝
生
に
出
て
三
人
で
フ
リ

ス
ビ
ー
を
す
る
。
そ
の
う
ち
、
オ
レ
ン
ジ
色

の
可
憐
な
花
が
群
れ
咲
い
て
い
る
の
を
見
つ

け
る
。
長
野
県
の
高
原
で
は
、
赤
紫
や
黄
色

の
つ
り
ふ
ね
草
が
こ
ち
ら
で
は
こ
ん
な
色
。

実
は
指
で
触
れ
る
と
勢
い
よ
く
弾
け
る
。
ひ

と
し
き
り
遊
ん
で
夕
空
の
茜
色
が
消
え
夕
闇

が
空
を
蔽
う
頃
ま
た
家
の
中
に
戻
っ
て
夕

食
。
さ
て
、
残
っ
た
宿
題
は
ど
う
す
る
か
。

私
は
思
案
に
暮
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
あ
、
元
気
を
出
し
て
呪
文
を
か
け
て

み
る
。〈
お
ち
ゃ
の
こ
さ
い
さ
い
へ
の
か
っ

ぱ
〉。
何
と
か
効
果
あ
り
、
そ
し
て
彼
女
ら

は
新
し
い
日
本
語
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
こ

ち
ら
も
ま
た
意
味
不
明
の
。

翌
朝
、
二
人
が
学
校
に
出
た
後
、
私
は
疲

れ
の
残
っ
た
体
を
休
め
に
二
階
の
ベ
ッ
ド
に

横
た
わ
る
。
窓
の
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
上
げ
て
、

ガ
ラ
ス
越
し
に
外
を
見
る
と
、
目
の
前
に

ヒ
ッ
コ
リ
ー
の
大
木
の
枝
が
大
き
く
横
に
広

が
っ
て
い
て
、
何
や
ら
小
動
物
が
枝
か
ら
枝

へ
と
走
り
回
っ
て
る
。
り
す
と
、
ひ
と
回
り

小
さ
い
チ
ッ
プ
マ
ン
ク
（
シ
マ
リ
ス
）
で
あ

る
。
木
の
実
の
殻
を
弾
い
て
は
忙
し
そ
う
に

齧
っ
て
は
ま
た
別
の
枝
へ
と
駆
け
回
る
。
人

間
ど
も
が
出
払
っ
た
後
の
住
宅
街
に
、
わ
ら

わ
ら
と
出
現
し
て
走
り
回
る
彼
ら
の
愛
ら
し

い
姿
に
疲
れ
も
ふ
き
飛
ん
で
し
ま
う
。

散
歩
に
出
る
と
何
と
い
う
名
の
菊
だ
ろ

う
。
沼
の
ほ
と
り
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
。
紫

色
は
野の

紺こ
ん

菊ぎ
く

、
白
い
の
は
柚ゆ
う

香が

菊
か
し
ら
。

枯
れ
木
の
て
っ
ぺ
ん
に
黒
い
鳥
が
止
ま
っ
て

い
る
。
芭
蕉
の
句
を
思
い
出
す
。

枯
木
に
鴉
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮

こ
の
秋
は
何
で
年
寄
る
雲
に
鳥
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尾
道
は
風
光
明
媚
な
町
だ
。
と
り
わ
け

千
光
寺
（
真
言
宗
）
は
、
雄
大
さ
と
繊
細

さ
と
が
見
事
に
調
和
し
て
お
り
、
参
拝
者

の
心
を
慰
め
る
。
寺
の
開
基
は
大
同
元
年

（
八
〇
六
）、
中
興
は
多
田
（
源
）
満
仲
の
宿

願
で
造
立
し
た
と
い
わ
れ
、
本
堂
の
本
尊
で

あ
る
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
は
聖
徳
太
子
の

作
。
赤
堂
と
呼
ば
れ
る
朱
塗
り
の
本
堂
、
除

夜
の
鐘
で
有
名
な
驚
音
楼
は
尾
道
の
象
徴
。

俚
謡
に
「
音
に
名
高
い
千
光
寺
の
鐘
は
一
里

聞
こ
え
て
二
里
ひ
び
く
」
と
あ
る
。
奇
岩
も

人
を
驚
か
す
。
本
堂
の
千
手
観
世
音
菩
薩
は

俗
に
火
伏
せ
の
観
音
と
い
わ
れ
、
大
師
堂
の

弘
法
大
師
像
は
も
と
は
高
野
山
に
安
置
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
地
の
篤
信
者
の
夢
に
お
告

げ
が
あ
り
、
千
光
寺
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
も
の
。
そ
う
い
え
ば
、
高
野
山
に
あ

る
多
田
満
仲
の
五
輪
塔
の
墓
を
嬉
し
く
拝
し

た
こ
と
が
あ
る
。

多
く
の
文
人
墨
客
が
千
光
寺
を
訪
れ
、
歌

人
西
行
は
「
大
宝
山
や
玉
の
浦
わ
の
た
ぐ
ひ

な
み
よ
る
よ
る
月
の
影
を
し
ぞ
思
ふ
」
と
歌

い
、
林
芙
美
子
は
『
放
浪
記
』
に
「
赤
い
千

光
院
の
塔
が
見
え
る
」、
志
賀
直
哉
は
『
暗

夜
行
路
』
に
「
六
時
に
な
る
と
上
の
千
光
寺

で
刻
の
鐘
を
つ
く
」
と
記
し
て
い
る
。
詩
歌

句
碑
も
多
く
、
松
尾
芭
蕉
・
十
返
舎
一
九
・

物
外
・
頼
山
陽
・
正
岡
子
規
・
志
賀
直
哉
・

吉
井
勇
・
柳
原
白
蓮
ら
の
碑
が
あ
る
。
物

外
（
拳
骨
和
尚
。
伊
予
生
ま
れ
。
尾
道
済
法

寺
住
職
）
の
句
「
あ
れ
は
伊
豫
こ
ち
ら
は
備

後
春
の
風
」
は
爽
や
か
で
軽
妙
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝

の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
花
子
と
ア
ン
」
で
再

び
国
民
的
ス
タ
ー
と
な
っ
た
柳
原
白
蓮
の

「
ち
ゝ
母
の
声
か
と
き
こ
ゆ
瀬
戸
海
に
み
寺

の
鐘
の
な
り
ひ
び
く
と
き
」
と
い
う
千
光
寺

の
鐘
を
詠
ん
だ
歌
碑
も
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
多
田
満
仲
の
子
の
頼
光
は
大

江
山
の
酒
呑
童
子
を
退
治
し
た
人
と
い
わ

れ
、
そ
れ
か
ら
五
代
目
の
頼
政
は
鵼ぬ
え

（
鵺
）

を
退
治
し
た
武
将
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
近
衛
天
皇
の
時

代
、
夜
な
夜
な
、
東
三
条
の
森
の
方
か
ら
黒

雲
が
流
れ
て
き
て
、
御
所
の
上
を
お
お
う

と
、
帝
は
お
び
え
て
気
を
失
う
と
い
う
事
件

が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
を
源
頼
政
が
矢
を
射
て

退
治
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
顔
が
猿
、
胴
体

が
狸
、
手
足
が
虎
、
尻
尾
が
蛇
と
い
う
妖
獣

で
、『
平
家
物
語
』
は
「
鳴
く
声
鵼
に
ぞ
似

た
り
け
る
」
と
伝
え
て
い
る
。『
平
家
物
語
』

尾
道
・
千
光
寺
の
多
田
氏
と

袖
ヶ
浦
の
多
田
氏

志し　

村む
ら　

有く
に　

弘ひ
ろ

（
相
模
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
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は
、
二
条
院
の
時
代
に
も
「
鵼
と
い
ふ
化

鳥
」
が
鳴
い
て
宸
襟
を
悩
ま
せ
た
事
件
を
伝

え
て
い
る
。
こ
の
と
き
も
頼
政
が
退
治
し
た

と
い
う
。
厳
密
に
言
え
ば
、
最
初
の
事
件
で

仕
留
め
た
奇
怪
な
モ
ノ
は
鳴
く
声
が
鵼
に
似

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
鵼
だ
と
は
書
い
て

い
な
い
。
二
条
院
の
時
代
の
事
件
は
、
判
然

と
「
鵼
と
い
ふ
化
鳥
」
と
記
し
て
い
る
。
と

も
あ
れ
、
天
皇
を
悩
ま
せ
る
奇
怪
な
事
件
を

頼
政
が
終
わ
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

退
治
さ
れ
た
鵼
で
あ
る
が
、『
平
家
物
語
』

は
「
か
の
変
化
も
の
」
を
丸
木
舟
に
乗
せ
て

川
に
流
し
た
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
「
変
化

も
の
」（
鵼
）
で
あ
る
が
、
今
、
大
阪
の
都

島
に
「
鵺
塚
」
な
る
立
派
な
祠
が
あ
り
、
ま

た
、
芦
屋
市
の
芦
屋
公
園
の
中
に
「
ぬ
え

塚
」
と
刻
さ
れ
た
石
が
あ
る
。
頼
政
が
以
仁

王
の
乱
で
平
家
と
戦
い
、
宇
治
の
平
等
院
で

戦
士
し
た
の
は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）

五
月
二
十
六
日
の
こ
と
。

話
が
変
わ
る
が
、
二
〇
一
五
年
九
月
、
私

は
千
葉
県
の
袖
ケ
浦
郷
土
博
物
館
に
「
源

頼
政
の
鵺
退
治
」
と
い
う
話
を
し
に
出
か

け
た
。
同
館
で
は
「
山
の
怪
・
海
の
怪
」
と

題
す
る
企
画
展
を
行
い
、
私
の
話
は
そ
れ

に
合
わ
せ
た
も
の
。
展
示
の
中
に
「
兵
庫

ど
ん
の
む
じ
な
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
あ

り
、
鵺
の
祠
と
称
す
る
石
を
重
ね
た
形
の
写

真
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。「
兵
庫
ど
ん
の
む

じ
な
」
は
、
多
田
兵
庫
ど
ん
は
京
の
御
所
で

鵺
を
退
治
し
た
源
頼
政
の
子
孫
と
い
わ
れ
、

そ
の
屋
敷
に
「
む
じ
な
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
る

石
の
お
宮
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
今
か

ら
五
百
年
く
ら
い
前
、
毎
年
正
月
に
な
る
と

馬
に
乗
っ
た
武
者
が
現
わ
れ
、
無
言
で
帰
っ

て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
る
年
、
武
者
が

帰
っ
た
あ
と
、
犬
が
ほ
え
る
の
で
不
思
議
に

思
っ
て
外
へ
出
る
と
、
大
き
な
む
じ
な
が
死

ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
武
者
は
現
わ
れ
な
く

な
り
、
兵
庫
ど
ん
の
家
の
く
ら
し
が
厳
し
く

な
っ
て
き
た
。
神
主
に
拝
ん
で
も
ら
う
と
、

鵺
の
祟
り
で
あ
る
か
ら
、
祀
る
よ
う
に
と
言

わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
石
の
お
宮
を
建
て
て

「
む
じ
な
さ
ま
」
を
祀
っ
た
と
こ
ろ
家
運
が

あ
が
っ
た
と
い
う
。
石
の
お
宮
は
壊
れ
て
し

ま
っ
た
け
ど
、
今
も
木
の
た
も
と
で
祀
っ
て

い
る
と
い
う
。

博
物
館
で
の
鵺
退
治
の
話
を
終
え
た
あ

と
、
学
芸
員
の
稲
葉
理
恵
さ
ん
に
案
内
さ

れ
、
鵺
の
祠
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
稲

葉
さ
ん
は
多
田
邸
に
向
か
う
道
が
兵
庫
坂
と

命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

多
田
の
当
主
は
多
田
兵
庫
さ
ん
と
い
い
、

代
々
、「
兵
庫
」
を
名
乗
る
の
だ
と
い
う
。

頼
政
が
兵
庫
頭
（
父
の
仲
政
も
兵
庫
頭
）
で

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

兵
庫
さ
ん
は
「
治
承
に
頼
政
が
滅
び
た
と

き
、
自
分
の
先
祖
は
千
葉
に
来
た
」
と
い
う

こ
と
を
語
っ
て
く
れ
た
。

尾
道
の
千
光
寺
の
住
職
は
多
田
満
仲
が
中

興
開
基
で
あ
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ

う
が
、
多
田
氏
を
名
乗
る
。
袖
ヶ
浦
に
住
む

頼
政
の
子
孫
も
多
田
氏
。
私
は
先
年
、
尾
道

の
千
光
寺
を
訪
れ
た
お
り
に
多
田
義
信
氏
と

知
り
合
い
、
そ
の
後
、
親
し
く
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
。
私
は
二ふ
た

人り

の
多
田
氏
と
知
り
合

う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
ふ
た
り
と
も
凛

と
し
た
風
貌
と
心
優
し
い
と
こ
ろ
が
共
通
す

る
。
尾
道
の
多
田
義
信
氏
と
千
葉
の
多
田
兵

庫
氏
と
が
親
し
く
語
り
合
う
日
が
く
れ
ば
よ

い
が
、
と
密
か
に
願
っ
て
い
る
。
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ボ
ー
ル
ペ
ン
と
い
う
も
の
を
僕
が
初
め
て

手
に
し
た
の
は
、
八
歳
あ
る
い
は
九
歳
く
ら

い
の
頃
で
は
な
か
っ
た
か
。
ボ
ー
ル
ペ
ン
の

構
造
は
、
そ
の
と
き
す
で
に
知
っ
て
い
た
。

あ
る
い
は
、
そ
の
と
き
教
え
ら
れ
て
、
す
ぐ

に
理
解
し
た
。

軸
の
先
端
に
金
属
製
の
小
さ
な
三
角
錐
が

あ
り
、
そ
の
三
角
錐
の
突
端
に
、
ご
く
小
さ

な
金
属
製
の
球
体
が
一
個
、
は
ず
れ
て
落
ち

な
い
よ
う
な
精
密
な
加
工
で
保
持
さ
れ
、
軸

の
な
か
に
は
イ
ン
ク
の
満
ち
た
芯
が
あ
り
、

紙
の
上
で
書
く
と
金
属
の
球
体
は
保
持
機
構

の
な
か
で
回
転
し
、
そ
の
回
転
に
よ
っ
て
、

芯
の
な
か
に
あ
る
粘
性
の
高
い
イ
ン
ク
を
、

小
さ
な
球
体
の
ぜ
ん
た
い
が
か
ら
め
取
っ
て

は
、
紙
の
上
に
移
し
て
い
く
、
と
い
う
一
連

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
円
滑
に
作
用
す
る
と
、
そ

こ
に
め
で
た
く
、
一
本
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
と
い

う
も
の
が
、
筆
記
具
と
し
て
成
立
す
る
。

精
密
度
や
材
料
の
質
は
、
僕
が
子
供
だ
っ

た
頃
に
く
ら
べ
る
と
、
現
在
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

は
飛
躍
的
に
向
上
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い

ま
僕
が
書
い
た
よ
う
な
基
本
的
な
構
造
は
、

な
ん
ら
変
化
し
て
い
な
い
。

軸
の
先
端
に
あ
る
三
角
錐
の
な
か
か
ら
、

そ
の
小
さ
な
一
個
の
球
体
を
取
り
は
ず
し
て

み
よ
う
、
と
思
っ
た
僕
は
、
十
歳
に
は
な
っ

て
い
た
と
思
う
。
日
本
製
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

が
、
ご
く
普
通
の
人
た
ち
の
日
常
生
活
の
な

か
に
、
あ
っ
て
当
然
の
も
の
と
し
て
、
出
ま

わ
り
始
め
た
頃
だ
。
そ
の
頃
の
僕
は
東
京
か

ら
疎
開
し
た
山
口
県
の
岩
国
に
い
た
。
戦
後

の
日
本
で
多
様
な
文
房
具
が
最
初
に
数
多
く

普
及
し
た
の
は
、
山
陽
そ
し
て
中
国
地
方

だ
っ
た
と
い
う
。

道
具
は
一
丁
の
ペ
ン
チ
し
か
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
そ
の
ペ
ン
チ
で
三
角
錐
を
く
わ
え
、

子
供
の
僕
は
力
を
込
め
た
。
ペ
ン
チ
で
三
角

錐
を
割
れ
ば
い
い
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
僕

は
思
っ
た
。
三
角
錐
は
な
か
な
か
割
れ
な

か
っ
た
。
子
供
の
力
は
弱
か
っ
た
の
か
。
金

属
製
の
三
角
錐
を
く
わ
え
た
ペ
ン
チ
の
先
を

金
槌
で
叩
い
た
ら
、
何
度
目
か
に
三
角
錐
は

割
れ
た
。

僕
は
か
つ
て
ボ
ー
ル
ペ
ン
だ
っ
た

片　

岡　

義　

男

（
作　

家
）
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割
れ
た
三
角
錐
の
先
端
か
ら
、
ボ
ー
ル
ペ

ン
の
ボ
ー
ル
を
一
個
、
僕
は
指
先
に
つ
か
ま

え
た
。
指
先
は
イ
ン
ク
ま
み
れ
と
な
り
、
こ

の
イ
ン
ク
は
な
か
な
か
落
ち
な
か
っ
た
が
、

ボ
ー
ル
ペ
ン
の
先
端
に
は
、
金
属
の
小
さ
な

ボ
ー
ル
が
一
個
、
確
か
に
あ
っ
た
。
そ
の

ボ
ー
ル
の
直
径
は
〇
・
五
ミ
リ
で
は
な
か
っ

た
か
。
指
先
に
持
つ
、
と
い
う
表
現
は
当
て

は
ま
ら
な
い
ほ
ど
に
、
そ
の
光
る
球
体
は
小

さ
か
っ
た
。
な
ん
と
言
え
ば
い
い
の
か
。
指

先
に
と
ま
ら
せ
る
、
と
で
も
言
え
ば
あ
の
と

き
の
あ
の
感
触
の
、
十
分
の
一
く
ら
い
は
伝

わ
る
だ
ろ
う
か
。
黒
に
近
い
色
の
、
粘
性
は

あ
る
け
れ
ど
さ
ほ
ど
粘
っ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
イ
ン
ク
で
覆
わ
れ
た
指
先
で
、
そ
の
小

さ
な
球
体
は
輝
い
て
い
た
。
き
れ
い
に
磨
い

た
よ
う
な
輝
き
の
あ
る
、
真
球
に
か
ぎ
り
な

く
近
い
状
態
の
出
来
ば
え
で
な
け
れ
ば
、
三

角
錐
の
先
端
に
保
持
さ
れ
て
落
ち
る
こ
と
な

く
回
転
を
続
け
る
、
と
い
う
芸
当
は
出
来
っ

こ
な
い
の
だ
。

粘
性
の
あ
る
イ
ン
ク
に
覆
わ
れ
た
指
先
で

輝
く
、
小
さ
く
て
精
密
な
金
属
の
球
体
を
見

な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
ポ
ー
ル
ペ
ン
理
解

が
十
歳
の
僕
の
核
心
を
貫
い
た
瞬
間
、
僕
は

ボ
ー
ル
ぺ
ン
に
な
っ
て
い
た
。

自
分
が
ボ
ー
ル
ペ
ン
に
な
っ
た
瞬
間
を
、

そ
れ
か
ら
二
十
五
年
後
に
も
う
一
度
、
僕
は

体
験
し
た
。
僕
は
三
十
代
後
半
の
年
齢
で
、

場
所
は
ア
メ
リ
カ
だ
っ
た
。
当
時
の
ア
メ
リ

カ
で
、
食
事
を
し
た
り
買
い
物
を
し
た
り
す

る
と
、
店
の
人
は
手
書
き
の
レ
シ
ー
ト
を
手

渡
し
て
く
れ
た
。
都
会
で
も
田
舎
で
も
、
レ

シ
ー
ト
は
手
書
き
だ
っ
た
。
手
書
き
す
る
と

き
に
店
の
人
た
ち
が
使
っ
て
い
た
の
は
、
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
ペ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
た
鉛
筆
に

似
た
ス
タ
イ
ル
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
だ
っ
た
。

手
書
き
の
レ
シ
ー
ト
を
受
け
取
る
た
び

に
、
書
き
慣
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
お
お
ま
か

な
、
筆
圧
を
充
分
に
か
け
た
、
太
い
線
の

ボ
ー
ル
ペ
ン
の
字
に
、
僕
は
感
銘
を
受
け
て

い
た
。
感
銘
が
い
く
つ
も
積
み
重
な
る
と
、

閃
く
瞬
間
が
や
っ
て
来
る
。
自
分
も
お
な
じ

よ
う
な
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
っ
て
、
こ
ん
な
字

を
い
つ
も
書
く
よ
う
に
な
り
た
い
、
と
い
う

閃
き
だ
。

ボ
ー
ル
ペ
ン
は
い
く
ら
で
も
手
に
入
っ

た
。
レ
シ
ー
ト
に
近
い
紙
質
の
ノ
ー
ト
ブ
ッ

ク
を
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
文
具
売
り
場

で
買
い
、
食
事
の
つ
れ
づ
れ
に
そ
の
日
の
雑

感
を
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
や
や
ぞ
ん
ざ
い
に
、

大
き
な
字
で
、
筆
圧
を
か
け
て
、
書
い
て
み

た
。ノ

ー
ト
ブ
ッ
ク
の
ペ
ー
ジ
に
書
か
れ
た
自

分
の
字
を
見
な
が
ら
、
書
い
て
い
く
と
き

の
感
触
の
す
べ
て
が
感
覚
の
な
か
に
よ
み

が
え
っ
た
瞬
間
、
僕
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
に
な
っ

た
。
た
だ
単
に
一
本
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
は

な
く
、
何
枚
も
ペ
ー
ジ
の
重
な
っ
た
ノ
ー
ト

ブ
ッ
ク
や
ボ
ー
ル
ペ
ン
の
イ
ン
ク
、
そ
の
と

き
そ
の
場
の
空
気
や
匂
い
、
音
な
ど
、
感
覚

で
受
け
と
め
る
す
べ
て
の
も
の
が
ひ
と
つ
に

な
っ
て
注
ぎ
込
ま
れ
た
結
果
と
し
て
の
、

ボ
ー
ル
ペ
ン
だ
。

自
分
が
ボ
ー
ル
ペ
ン
に
な
っ
た
三
度
目

は
、
ま
だ
体
験
し
て
い
な
い
。
ま
だ
体
験
し

て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
す
で
に
体
験
し
た
過

去
の
話
で
は
な
く
、
い
つ
と
も
わ
か
ら
な
い

未
来
の
話
と
し
て
の
、
三
度
目
が
あ
る
か
な

い
か
。
な
く
て
も
い
い
の
だ
が
、
あ
る
と
す

れ
ば
そ
れ
は
、
ど
ん
な
か
た
ち
と
内
容
を
と

も
な
っ
た
も
の
と
な
る
の
か
。











23

地
方
局
の
テ
レ
ビ
番
組
を
横
目
で
見
て
い

た
ら
、「
家
族
と
い
う
地
獄
」
と
発
言
し
た

人
が
い
た
の
で
確
認
す
る
と
、
女
性
コ
メ
ン

テ
イ
タ
ー
だ
っ
た
。

そ
ん
な
風
に
吐
き
捨す

て
て
み
た
い
シ
ー
ン

は
、
人
生
に
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
こ
そ
が
工く

夫ふ
う

の
チ
ャ
ン
ス
と
捉と
ら

え
る
こ
と

も
で
き
る
。

小
林
秀
雄
の
『
カ
ラ
マ
ア
ゾ
フ
の
兄
弟
』

（
＝
小
説
と
同
名
の
評
論
）
に
は
、
主
人

公
・
ド
ミ
ト
リ
ィ
（
＝
通
称
は
ミ
イ
チ
ャ
）

の
告
白
の
引
用
が
、
詠
む
者
の
ド
肝ぎ
も

を
抜
く

と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
、
も
し
か
し
た

ら
殺
さ
な
い
か
も
知
れ
な
い
し
、
或あ
る
いは
、
殺

す
か
も
知
れ
ぬ
。（
中
略
）
俺
は
、
あ
の
喉の
ど

団だ
ん

子ご

や
、
あ
の
鼻
や
、
あ
の
目
、
あ
の
厚
か

ま
し
い
皮
肉
が
憎
ら
し
く
て
堪た
ま

ら
な
い
。
あ

の
男
（
＝
実
は
父
親
の
こ
と
）
の
人
物
が
厭い
や

で
堪
ら
な
い
の
だ
。
俺
は
こ
れ
を
怖
れ
て
ゐ

る
。」こ

の
作
品
を
発
表
し
て
三
年
後
に
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、

先
人
も
人
生
の
最
終
コ
ー
ナ
ー
に
差
し
掛

り
、
家
族
と
か
出
し
ゅ
つ

自じ

、
さ
ら
に
は
幼
児
体
験

と
い
う
と
こ
ろ
へ
関
心
が
遡そ

行こ
う

し
た
の
だ
ろ

う
か
等
々
、
好
奇
心
は
騒
ぐ
。

そ
の
問
題
の
父
親
だ
が
、
小
林
の
著
作
か

ら
略
記
す
る
と
、
軍
医
を
退
役
後
、
農
地
を

小
作
人
に
貸
し
与
え
る
地
主
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
何
よ
り
も
そ
の
劇
的
な
最さ
い

期ご

が
、
生
前

の
人
物
像
を
彷ほ
う

彿ふ
つ

と
さ
せ
て
余
り
あ
る
。

「
或
る
日
、
農
民
の
恨
み
を
買
ひ
、
領
地
を

訪
れ
る
途
中
、
馬
車
の
中
で
惨
殺
さ
れ
た
」

と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
が
い
み
じ
く
も
窺
う
か
が

え
る
。

ま
た
、
息
子
で
あ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ

自
身
も
、
オ
ム
ス
ク
市
の
獄
舎
で
、
四
年
間

の
労
役
に
耐
え
た
と
い
う
異
色
の
経
歴
を
持

つ
こ
と
は
知
ら
れ
る
。
若
い
情
熱
の
赴お
も
むく
ま

ま
教
宣
活
動
に
走
っ
た
と
い
う
行
為
が
、
ニ

コ
ラ
ス
治
世
と
い
う
時
代
、
そ
う
い
う
仕し

儀ぎ

と
な
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
間
の
苦く

悶も
ん

が
誘
因
と
な
っ
た
と
想
像

さ
れ
る
が
、
善
意
を
実
行
に
移
し
た
そ
の
結

果
が
、
な
ぜ
、
地
獄
の
苦
し
み
を
味
わ
う
こ

と
な
の
か
、
こ
の
深
い
疑
念
が
、
そ
の
後
、

ど
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
た
か
。
小
林

の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
関
連
の
著
作
が
ま
さ

に
、
そ
の
解
答
と
言
え
る
。『
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
の
生
活
』
で
は
、
先
人
の
心
の
内
側

を
、
こ
う
表
現
し
て
い
る
。

「
無
気
味
さ
が
残
る
。
経
験
か
ら
選
択
せ

ず
、
た
だ
深
く
こ
れ
に
傷
つ
く
事
が
出
来
た

人
の
無
気
味
さ
が
。
運
命
か
ら
割
引
き
す
る

事
を
知
ら
ず
、
た
だ
こ
れ
に
愛
着
す
る
事
が

出
来
た
人
の
無
気
味
さ
が
。」

言
う
な
れ
ば
こ
れ
は
人
生
肯こ
う

定て
い

の
真し
ん

摯し

な

精
神
そ
の
も
の
だ
。
少
し
視
野
を
広
げ
れ

ば
、
真
面
目
な
信
仰
心
を
所
有
す
る
人
の
生

宗
教
の
問
題
も
倫
理
の
問
題
も志し　

村む
ら　

栄よ
し　

至の
り

（
栄
守
改
め
）

（
評
論
家
）
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き
る
姿
勢
と
も
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
小
林

の
独
自
性
、
肝か
ん

心じ
ん

要か
な
めは

、
そ
の
少
し
先
に
あ

る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
存
在
感
が
光
る
。

と
こ
ろ
で
、
世
の
中
は
不
思
議
の
宝
庫
で

も
あ
る
ら
し
い
。
小
林
に
お
い
て
も
、
こ
れ

が
言
え
る
と
こ
ろ
が
な
ん
と
も
妙
な
気
持
ち

に
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
大
作
と
か
大
労
作
で

は
、
お
い
そ
れ
と
は
書
け
な
い
こ
と
が
、

片
言
集
で
あ
る
、『
断
想
』
の
よ
う
な
小
品

に
、
無む

雑ぞ
う

作さ

に
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
か
ら

で
、
皮
肉
の
極
み
を
こ
こ
に
見
る
気
が
し
て

な
ら
な
い
。

「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
」
は
『
罪
と
罰
』

で
、
所い
わ

謂ゆ
る

宗
教
の
問
題
も
倫
理
の
問
題
も

扱
っ
て
や
し
な
い
。
罪
と
い
ふ
言
葉
、
罰
と

い
ふ
言
葉
を
発
明
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
、

個
人
と
社
会
と
の
奇
怪
な
腐
れ
縁
を
解か
い

剖ぼ
う

し

て
み
せ
て
く
れ
た
の
だ
。」

「
宗
教
」
も
「
倫
理
」
も
、
と
書
い
て
い

る
と
こ
ろ
を
訝い
ぶ
かる

人
は
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
腹
の
底
か
ら
納
得
す
る
日
は
来
る
。

こ
ん
な
例
を
考
え
て
み
た
い
。
真
剣
に

日
々
を
生
き
て
い
る
の
に
、
自
分
の
人
生
に

は
発
展
と
か
向
上
の
気
配
が
ま
っ
た
く
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
の
先
人
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、

「
生
き
続
け
る
過
去
」
に
鑑か
ん
がみ

、
い
ろ
い
ろ

思
い
起
こ
し
て
み
る
が
、
心
当
り
が
な
い
と
。

あ
の
小
林
も
、「
上
手
に
思
い
出
す
事
は

非
常
に
難
か
し
い
」（『
無
常
と
い
ふ
事
』）

と
書
い
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
大
き
な
試

金
石
を
前
に
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
確

か
だ
。「
上
手
に
」
と
あ
る
が
、
ま
ず
、
一い
っ

体た
い

、
何
を
「
思
い
出
す
」
べ
き
な
の
か
。

「
宗
教
」
と
も
「
倫
理
」
と
も
違
う
何
か
と

は
、
と
の
自
問
が
虚
し
く
反
響
す
る
日
は
続

く
。と

こ
ろ
が
ど
っ
こ
い
、
そ
ん
な
私
達
を

予あ
ら
か
じめ

見
越
し
て
か
、
賢
者
は
ち
ゃ
ん
と
解

答
を
用
意
し
て
い
た
。

「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
、
矛
盾
を
解
決

し
よ
う
と
工く

夫ふ
う

し
た
の
で
は
な
い
。
解
決
を

工
夫
す
る
く
ら
ゐ
な
ら
、
矛
盾
に
殺
さ
れ
た

方
が
ま
し
だ
と
思
っ
た
の
だ
。」（『
断
想
』）

「
個
人
と
社
会
の
腐
れ
縁
」
と
か
、
こ
こ

で
使
う
殺さ
つ

伐ば
つ

と
し
た
言
葉
、
故
意
に
こ
ん
な

書
き
方
を
す
る
時
の
人
間
心
理
が
、
こ
の
よ

う
に
読
め
な
い
か
。
不
退
転
の
重
大
事
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
そ
ん
な
表
現
を
使
っ
て

み
た
か
っ
た
の
だ
と
。

つ
ま
り
、
日
露
の
先
人
の
大
命
題
、「
個

人
と
社
会
」
と
い
う
対
比
で
、
ど
ち
ら
に
比

重
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
確
認
す

る
こ
と
こ
そ
、
私
達
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と

読
め
て
来
る
。
私
達
は
、
己
れ
の
過
去
に
、

こ
れ
に
抵て
い

触し
ょ
くす

る
シ
ー
ン
が
な
か
っ
た
か
ど

う
か
、
こ
れ
を
「
思
ひ
出
す
」
こ
と
を
第
一

義
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
。

さ
ら
に
、
最
大
の
試
練
は
、「
一
つ
の
持

続
体
と
し
て
こ
の
世
を
理
解
し
た
ベ
ル
ク
ソ

ン
」
と
い
う
言
葉
だ
。
し
か
し
、
人
生
の
難

問
に
追
い
込
ま
れ
て
、
感
性
が
限
界
ま
で
緊

張
す
る
と
、
日
仏
の
両
賢
人
が
ど
ん
な
イ

メ
ー
ジ
を
あ
の
言
葉
に
し
た
か
、
さ
さ
や
か

な
が
ら
接
近
で
き
る
気
が
す
る
。

自
分
の
過
去
の
失
態
が
負
う
べ
き
苦
痛

を
、
他
者
が
代
替
し
て
い
る
と
見
え
て
、
心

苦
し
い
安あ
ん

堵ど

感か
ん

と
感
謝
の
念
を
味
わ
う
時

は
、
人
生
に
は
あ
る
も
の
だ
。

小
林
が
、「
宗
教
の
問
題
も
倫
理
の
問
題

も
扱
っ
て
や
し
な
い
」
と
書
く
と
こ
ろ
を
、

穴
の
あ
く
ほ
ど
見
つ
め
て
み
る
の
も
一
方
途

の
よ
う
だ
。
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今
年
も
六
月
に
ま
ず
は
ウ
ィ
ー
ン
へ
行
っ
て
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン

を
訪
れ
た
。
私
が
滞
在
し
た
ホ
テ
ル
か
ら
十
五
分
く
ら
い
の
と
こ

ろ
に
、
統
一
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
門
が
あ
っ

た
。
ギ
リ
シ
ャ
風
の
風
格
の
あ
る
門
だ
。
分
裂
時
代
に
は
東
ド
イ

ツ
側
に
あ
り
、
門
前
に
壁
が
あ
っ
た
。
今
は
自
由
に
通
り
抜
け
出

来
、
観
光
客
で
い
っ
ぱ
い
だ
。
分
断
時
代
を
知
ら
な
い
我
々
に
は

平
和
な
門
に
思
え
る
の
だ
。

門
を
通
り
抜
け
、
リ
ン
デ
ン
の
並
木
道
を
通
っ
て
ポ
ツ
ダ
ム
広

場
に
で
た
。
三
つ
の
高
層
建
築
が
建
つ
、
そ
の
一
つ
が
ソ
ニ
ー
タ

ワ
ー
だ
。
広
場
は
一
見
殺
風
景
に
見
え
た
。
私
は
高
層
ビ
ル
群
を

想
像
し
て
い
た
。
後
日
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
三
つ
の
建
物
は
門

を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ド
イ
ツ
は
高
層
ビ
ル
の
集
合
体

を
意
識
的
に
避
け
て
い
る
と
い
う
。
都
市
計
画
が
出
来
て
い
る
こ

と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
。

ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
残
さ
れ
て
い
る
エ
リ
ア
に
で
た
。
壁
は
何
ケ

所
か
残
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
ま
ま
の
壁
、
イ
ー
ス
ト
サ
イ
ド
ギ

ャ
ラ
リ
ー
の
壁
、
更
に
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ド
イ
ツ
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
の
記
念
碑
の
写
真
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
壁
、
そ
れ
は
ナ
チ
ズ

ム
の
歴
史
を
綴
っ
た
も
の
だ
。
観
覧
者
は
ほ
と
ん
ど
外
国
人
だ
っ

た
。
こ
の
展
示
か
ら
過
去
の
歴
史
の
上
に
現
在
が
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
。

旅
の
ス
ケ
ッ
チ

ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

さ
か
も
と　

ふ　

さ

（ 

型
絵
染
版
画
家
、
エ
デ
ィ
タ
ー 

）

　

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー　
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蟻
封
潰
堰
堤 

蟻ぎ

封ほ
う　

堰え
ん

堤て
い

を
潰つ
ぶ

し

猿
穴
壊
山
丘 

猿え
ん

穴け
つ　

山さ
ん

丘き
ゅ
うを

壊こ
わ

す

時
養
浩
然
氣 

時と
き

に
浩こ
う

然ぜ
ん

の
気き

を
養や
し
なひ
て

期
無
後
顧
憂 

後こ
う

顧こ

の
憂う
れ

い
無な

き
を
期き

す
べ
し

今
年
の
干
支
は
丙
申
（
ひ
の
え　

さ
る
）

な
の
で
、
今
年
も
年
賀
状
に
は
「
猿
」
に
ち

な
ん
だ
五
言
絶
句
を
作
っ
て
送
る
こ
と
に
し

た
。「

さ
る
」
を
表
す
漢
字
に
は
、「
猿
」
の
ほ

か
に
も
「
猴
、
狙
、
狖
、
猻
、
猢
、
猱
」
な

ど
多
く
あ
る
。

「
猿
」
は
我
が
国
に
お
い
て
も
、「
猿
真

似
」
と
か
「
猿
知
恵
」
と
い
っ
て
あ
ま
り
い

い
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
が
中
国
に
お
い
て
も
同

様
で
猿
に
か
か
わ
る
故
事
等
と
し
て
は
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
猿え
ん

猴こ
う

、
井い

に
入
っ
て
月
を
取
る
」（
猿
が

井
戸
の
中
に
映
っ
た
月
を
取
ろ
う
と
し
て
、

溺
れ
た
こ
と
か
ら
、
身
の
程
を
わ
き
ま
え
な

い
喩
え
）

「
猿え
ん

狙そ

を
取
り
て
衣い

す
る
に
周
公
の
服
を

以も
っ

て
す
」（
周
公
は
、
周
王
朝
の
基
礎
を
築

い
た
人
で
、
孔
子
が
理
想
と
し
た
聖
人
。
猿

に
周
公
の
服
を
着
せ
る
こ
と
か
ら
、
も
の
ご

と
が
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
。）

と
こ
ろ
で
猿
は
「
鶏
」「
犬
」「
杜
鵑
（
ほ

丙
申
元
旦

山　

西　

靖　

彦
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と
と
き
す
）」
と
と
も
に
漢
詩
に
は
よ
く
登

場
す
る
動
物
で
あ
る
。
漢
詩
に
登
場
す
る
動

物
、
植
物
は
、
長
い
漢
詩
の
流
れ
の
中
で
特

定
の
イ
メ
ー
ジ
を
負
う
よ
う
に
な
る
が
、
猿

は
、
そ
の
鳴
き
声
が
つ
ん
ざ
く
よ
う
に
鋭
い

こ
と
か
ら
詩
の
中
で
は
悲
し
い
動
物
と
し
て

イ
メ
ー
ジ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
猿
声
」「
猿

鳴
」「
猿
啼
」「
猿
嘯
」
な
ど
の
猿
の
鳴
き
声

を
あ
ら
わ
す
詩
語
は
、
い
ず
れ
も
悲
痛
な
イ

メ
ー
ジ
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

猿
に
か
か
わ
る
物
語
と
し
て
は
「
断
腸
」

が
あ
る
。「
猿
の
子
を
促
え
て
三
峡
を
行
く

船
を
母
猿
が
哀
号
し
な
が
ら
追
っ
て
来
る
。

岸
に
沿
っ
て
百
里
余
り
つ
い
て
き
た
が
、
遂

に
船
に
飛
び
上
っ
て
即
死
す
る
。
母
猿
の
腹

を
破
り
見
る
と
、
腸
が
皆
、
寸
寸
に
断
た
れ

て
い
た
。」
と
い
う
。
世
説
新
語
に
あ
る
悲

し
い
話
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。

さ
て
、「
丙
申
元
旦
」
の
詩
で
あ
る
が
、

起
句
と
承
句
と
は
、
孔
融
の
「
臨
終
詩
」
の

一
節「

言げ
ん

多
け
れ
ば
事
を
し
て
敗
れ
令し

め
、
器
う
つ
わ

は
漏も

れ
て
密
な
ら
ざ
る
に
苦
し
む
。
河
は
蟻ぎ

孔こ
う

の
端
に
潰つ
い

え
、
山
は
猿
穴
に
由よ

っ
て
壊こ
わ

さ

る
。」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
孔
融
は

孔
子
の
二
十
世
あ
る
い
は
二
十
四
世
の
子
孫

と
い
わ
れ
、
三
国
志
の
主
役
の
一
人
で
あ
る

魏
の
曹
操
を
諫
め
て
処
刑
さ
れ
た
人
物
で
あ

る
。「
蟻
封
」
は
、「
あ
り
づ
か
」
の
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、「
蟻
の
穴
か
ら
堤
も
壊
れ

る
。」
と
い
う
諺
は
、
古
く
、「
韓
非
子
・
喩

老
」
の
中
に
「
千
丈
の
堤
も
螻ろ
う

蟻ぎ

の
穴
を

以
て
潰
る
。」
の
語
が
あ
る
。
ま
た
、「
螻

蟻
」
と
は
、「
け
ら
」
と
「
あ
り
」
の
こ
と

で
「
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
つ

ま
ら
な
い
も
の
」
の
た
と
え
で
こ
れ
ら
の
巣

穴
か
ら
堤
が
潰
え
る
こ
と
か
ら
、
些
細
な
こ

と
で
も
お
ろ
そ
か
に
す
れ
ば
大
事
に
至
る
こ

と
も
あ
る
と
い
う
諫
め
で
あ
る
。

転
句
は
、「
猛
子
・
公
孫
丑
上
」
の

「
吾
、
善
く
吾
が
浩
然
の
気
を
養
わ
ん
」
を

そ
の
ま
ま
借
用
し
た
。
孟
子
の
い
う
「
浩
然

の
気
」
と
は
、「
天
地
の
間
に
充
満
し
て
い

る
至
大
至
剛
の
気
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
人
間

に
宿
る
と
何
物
に
も
屈
し
な
い
道
徳
的
な
勇

気
と
な
る
。」
と
い
う
。
こ
れ
程
の
も
の
は

求
む
べ
く
も
な
い
が
、
せ
め
て
時
々
は
山
里

の
静
か
な
温
泉
に
で
も
入
っ
て
、
き
れ
い
な

空
気
を
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
っ
て
、
ゆ
っ
た
り

と
心
を
開
放
し
天
と
地
に
同
化
し
た
気
分
を

楽
し
み
た
い
と
思
う
。

「
後
顧
の
憂
い
」
と
は
、「
後
に
気
づ
か
い

を
残
す
こ
と
。
後
日
の
心
配
」
の
こ
と
で
、

年
齢
も
七
十
歳
を
超
え
た
私
と
し
て
は
、
子

供
た
ち
か
ら
は
「
終
活
」
を
し
き
り
に
求
め

ら
れ
て
お
る
こ
と
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
後
々
の

心
配
が
な
い
よ
う
に
身
近
の
整
理
に
取
り
掛

か
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
お
い

て
晩
節
を
汚
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
を

怠
ら
ず
に
生
き
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
今
年
の
詩
も
起
句
と
承
句
、
転
句

と
結
句
は
と
も
に
対
句
に
な
っ
て
お
り
、
全

対
格
の
詩
で
あ
る
。


