
一

茶

研

究

史

序

説

尾

澤

喜

雄

言

う

ま

で

も

な

く

、

一

茶

研

究

史

は

、

一

茶

研

究

の

史

的

展

開

の

考

察

で

あ

っ

て

・

個

々

の

一

茶

研

究

の

様

相

を

究

明

す

る

と

と

も

に

、

そ

れ

ら

を

貫

ぬ

く

一

す

じ

の

流

れ

を

辿

っ

て

、

今

日

の

一

茶

研

究

が

如

何

に

し

て

生

じ

た

か

を

探

究

し

、

そ

の

冊

に

存

す

る

展

開

の

必

然

性

を

明

き

ら

か

に

す

る

と

こ

ろ

に

，

意

表

が

あ

る

。

今

後

に

お

け

る

一

茶

研

究

も

、

こ

の

よ

う

な

一

茶

研

究

史

の

慎

重

な

検

討

を

通

し

て

・

確

実

な

根

拠

が

与

え

ら

れ

，

正

し

い

方

向

を

示

唆

さ

れ

る

こ

と

が

少

く

な

い

で

あ

ろ

う

。

併

し

な

が

ら

、

真

正

な

意

味

に

お

け

る

一

茶

研

究

史

の

完

成

は

、

な

お

将

来

に

残

さ

れ

た

間

恵

で

あ

っ

て

、

現

在

に

お

い

て

は

、

個

々

の

研

究

の

調

査

や

研

究

者

の

事

歴

、

あ

る

い

は

、

そ

れ

ら

研

戌

の

よ

っ

て

来

た

る

因

由

も

し

く

は

影

響

等

，

い

わ

ば

研

究

史

の

基

礎

的

考

察

と

も

い

う

べ

き

事

柄

を

、

；

一

つ

丹

念

に

成

し

潅

げ

て

行

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

段

階

に

あ

る

。

本

稿

の

所

論

は

、

こ

の

よ

う

な

段

階

に

お

け

る

一

茶

研

究

史

に

一

つ

の

体

系

を

与

え

・

そ

の

全

貌

を

芳

賀

せ

し

め

る

こ

と

を

主

眼

と

し

た

も

の

に

外

な

ら

な

い

。

二

浣

－

4

と

流

れ

来

る

川

の

調

べ

を

耳

に

す

る

時

、

誰

し

も

ま

ず

、

そ

の

流

れ

の

よ

っ

て

来

た

る

水

上

に

思

い

を

馳

せ

な

い

も

の

ほ

あ

る

ま

い

。

一

茶

研

究

史

の

流

れ

を

考

察

す

る

に

際

し

て

の

第

一

の

課

題

も

ま

た

、

一

茶

研

究

史

の

開

始

の

時

期

如

何

と

い

う

点

に

あ

ろ

う

と

思

う

。

こ

れ

に

対

す

る

答

え

は

、

研

究

の

意

味

を

広

狭

の

二

義

何

れ

に

解

す

る

か

に

ょ

つ

て

、

お

の

ず

か

ら

襲

っ

て

来

る

。

も

し

研

究

の

意

味

を

、

自

覚

さ

れ

た

探

究

の

精

神

に

基

ず

く

も

の

と

，

狭

く

限

定

す

る

な

ら

ば

，

一

茶

研

究

開

始

の

時

期

は

、

正

岡

子

規

等

を

急

先

鋒

と

す

る

俳

句

革

新

の

薄

利

た

る

雰

囲

気

の

中

に

一

茶

の

批

判

的

研

究

が

胚

胎

し

た

，

明

治

二

十

五

六

年

の

頃

に

求

め

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

併

し

私

は

研

究

の

意

味

を

広

義

に

解

し

、

た

と

え

明

確

に

自

覚

さ

れ

た

探

究

意

識

に

ょ

ら

な

く

て

も

、

結

果

に

お

い

て

、

研

究

の

実

質

を

そ

な

え

、

も

し

く

は

研

究

を

志

向

す

る

よ

う

な

諸

業

績

は

．

こ

れ

を

研

究

の

領

域

に

入

れ

て

考

え

る

の

が

実

情

に

適

t

て

い

る

よ

う

に

思

う

。

何

れ

の

研

究

に

お

い

て

も

，

そ

の

初

期

の

段

階

に

あ

っ

て

は

、

明

確

な

探

究

の

精

神

に

ょ

ら

な

い

素

朴

な

研

究

の

見

ら

れ

る

の

を

常

と

す

る

が

二

茶

研

究

に

あ

っ

て

は

、

特

に

こ

の

感

が

深

い

か

ら

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

観

点

に

立

つ

時

、

一

茶

研

究

史

の

始

瀬

は

、

文

政

十

年

十

一

月

、

一

茶

が

波

瀾

に

富

む

六

十

五

年

の

生

渡

の

碁

を

閉

じ

た

直

後

、

門

人

西

原

文

虎

に

ょ

っ

て

「

一

茶

翁

終

焉

記

」

の

書

か

れ

た

時

期

と

五

三
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す
る
の
が
、
最
も
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
本
書
は
、
一
茶
追
善
の
 
 

情
を
一
管
の
筆
に
託
し
、
「
往
事
を
述
べ
て
後
の
記
念
と
し
る
し
」
た
も
の
で
あ
 
 

る
が
、
そ
こ
七
は
一
茶
の
全
生
涯
に
わ
た
る
経
歴
の
概
観
が
述
べ
ら
れ
て
居
り
、
 
 

一
茶
の
生
前
後
に
対
す
る
研
究
と
認
む
べ
き
も
 

う
け
、
お
の
ず
か
ら
一
茶
評
伝
書
の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
形
成
し
て
い
る
 
 

か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

爾
来
今
日
に
至
る
ま
で
召
二
十
五
年
を
経
過
し
、
こ
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
一
茶
 
 

関
係
の
図
書
は
、
管
見
に
入
る
も
の
だ
け
で
も
約
二
百
冊
に
達
し
、
そ
の
他
諸
寄
 
 

に
収
録
さ
れ
た
諸
家
の
一
茶
研
究
、
講
座
・
雑
誌
・
新
聞
類
に
掲
威
さ
れ
た
一
茶
 
 

関
係
の
論
考
に
至
っ
て
は
枚
挙
に
暇
な
く
、
考
察
の
広
さ
と
深
さ
を
示
す
注
目
す
 
 

べ
き
研
究
も
数
多
く
現
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
芭
蕉
・
蕪
村
の
研
究
と
共
に
、
我
が
 
 

国
俳
譜
研
究
史
上
に
お
け
る
一
倍
観
た
る
を
失
わ
な
い
。
 
 

三
 
 

併
し
な
が
ら
、
一
茶
研
究
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
成
果
の
大
部
分
ほ
、
近
々
三
 
 

関
十
年
の
闘
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
以
前
の
研
究
業
績
ほ
∵
極
め
 
 

て
室
々
た
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
も
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
 
 

も
一
茶
が
俳
壇
や
学
界
に
お
い
て
一
般
に
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
一
 
 

茶
同
好
会
か
ら
「
七
番
日
記
」
や
「
俳
藷
寺
一
茶
」
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
も
未
に
 
 

近
い
頃
か
ら
で
あ
り
、
一
茶
研
究
が
急
激
な
勢
で
進
展
し
た
の
は
、
一
茶
の
郷
里
 
 

信
州
柏
原
や
長
野
市
で
一
茶
百
年
祭
が
盛
大
に
営
ま
れ
た
大
正
十
五
年
前
後
か
ら
 
 

で
あ
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
研
究
資
料
も
次
第
に
多
き
を
加
え
、
新
説
や
新
考
 
 

玉
田
 
 
 

証
も
続
々
と
現
れ
て
、
多
彩
な
研
究
が
凝
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
七
っ
こ
 
 

の
よ
う
に
西
原
文
虎
め
「
一
茶
篇
終
焉
記
」
に
始
ま
る
一
茶
研
究
の
芽
生
え
が
確
 
 

固
と
し
た
拠
り
所
を
得
る
ま
で
に
は
、
お
よ
そ
百
年
に
近
い
歳
月
を
必
要
と
し
た
 
 

の
で
あ
る
。
考
え
て
見
る
と
、
そ
こ
に
は
永
い
草
創
の
時
代
が
横
た
わ
つ
て
い
た
 
 

わ
け
で
あ
つ
た
。
 
 
 

こ
れ
は
一
面
か
ら
言
え
ば
、
一
茶
研
究
の
道
程
の
噂
粧
さ
を
物
語
つ
て
い
る
も
 
 

の
で
も
あ
つ
た
っ
そ
の
俳
風
に
独
自
の
も
の
を
有
し
て
い
た
と
は
言
え
、
俳
壇
の
 
 

主
流
か
ら
隔
稚
し
、
晩
年
は
地
方
の
一
遊
俳
と
し
て
、
荒
涼
た
る
北
信
濃
の
雪
の
 
 

中
に
埋
れ
去
っ
た
一
茶
を
、
広
く
一
般
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
ほ
、
容
易
な
ら
ぬ
仕
 
 

事
で
あ
つ
た
に
違
い
な
い
ー
た
ゞ
一
茶
を
敬
愛
す
る
郷
土
の
人
々
の
、
、
繁
や
か
な
し
 
 

か
も
経
え
ざ
る
情
熱
と
努
力
と
が
、
一
歩
一
歩
一
茶
研
究
の
礎
石
を
築
き
上
げ
て
 
 

来
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
精
進
な
し
に
、
今
日
め
一
茶
研
究
は
到
底
 
 

あ
り
得
な
か
つ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
っ
信
濃
教
育
会
の
真
蓼
 
 

な
活
動
や
、
一
茶
顕
彰
の
為
に
絶
て
を
投
じ
た
一
茶
同
好
会
圭
中
村
六
郎
の
存
在
 
 

ほ
、
す
で
に
多
く
の
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
明
治
時
代
に
お
い
て
最
初
 
 

に
一
茶
研
究
の
気
運
を
郷
土
に
導
入
し
た
小
卒
雪
人
や
、
一
茶
顕
彰
の
先
駆
的
役
 
 

割
を
果
し
た
山
崎
素
郷
・
小
林
五
曽
≡
中
村
六
左
衛
門
・
小
林
痛
左
衛
門
等
の
諸
 
 

氏
の
業
蹟
、
あ
る
い
は
去
声
会
（
後
に
茶
馨
会
と
改
称
）
 
の
活
躍
な
ど
に
つ
い
 
 

て
、
知
る
人
ほ
少
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
悉
く
 
 

が
研
究
史
の
領
域
を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
研
究
史
に
寓
授
に
 
 

連
関
す
る
重
要
な
事
柄
と
い
え
よ
う
。
一
茶
研
究
の
史
的
考
察
を
な
す
に
当
つ
て
 
 

ほ
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
蔭
の
力
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 



詫
 
山
瞼
寮
郷
や
小
林
五
雪
の
こ
せ
に
つ
い
て
は
、
長
野
藤
上
水
南
郵
相
原
村
俳
語
寺
一
茶
 
 

保
存
食
福
一
養
育
二
十
五
年
祭
妃
念
文
集
「
一
茶
ま
つ
り
」
に
褐
戴
き
れ
た
抑
稿
「
1
 
 

一
茶
研
究
史
に
遮
る
人
々
1
山
崎
素
郷
と
小
林
五
雪
」
参
照
．
 
 

四
 
 

雪
一
十
五
年
に
わ
や
る
一
茶
研
究
の
歴
史
ほ
、
こ
れ
を
草
創
期
・
興
隆
期
・
反
省
 
 

期
・
新
生
期
の
四
つ
の
時
期
に
分
か
つ
て
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 
 
 

こ
こ
に
草
創
期
と
い
う
の
は
、
一
茶
研
究
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
そ
れ
が
研
究
 
 

の
大
道
を
歩
む
に
至
る
ま
で
の
間
で
、
大
体
文
政
十
年
西
原
文
虎
に
ょ
つ
て
「
一
 
 

茶
劣
終
焉
記
」
が
述
作
さ
れ
て
か
ら
、
大
正
二
年
一
茶
同
好
会
が
「
一
茶
遺
墨
 
 

鑑
」
を
刊
行
し
た
晦
ま
で
を
指
す
の
で
あ
る
。
．
こ
れ
を
真
に
前
後
の
二
期
に
分
ち
、
 
 

そ
の
境
界
を
俳
句
革
新
の
清
新
な
罪
因
魔
の
中
に
明
治
時
代
の
〓
東
研
究
が
芽
生
 
 

え
た
明
治
二
＋
五
年
頃
と
す
る
q
 
 
 

次
に
興
隆
期
は
、
－
最
新
究
が
急
激
な
勢
で
高
ま
つ
て
来
た
一
茶
百
年
祭
前
後
 
 

の
期
間
で
、
〓
姦
邁
蟄
鑑
」
の
刊
行
さ
れ
た
後
か
ら
昭
和
八
年
頃
ま
で
を
指
す
 
 

こ
と
と
し
、
反
省
期
ほ
、
興
隆
期
の
後
を
う
け
て
一
茶
研
究
に
反
省
や
整
理
が
加
 
 

え
ら
れ
、
更
に
新
し
い
展
開
を
し
た
時
期
で
、
昭
和
九
年
西
谷
碧
落
居
の
「
l
茶
 
 

の
再
吟
味
」
が
出
た
頃
か
ら
昭
和
二
十
年
太
平
洋
戦
争
の
終
末
頃
ま
で
と
す
る
。
 
 

共
に
一
茶
研
究
史
の
中
核
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
 
 
 

最
後
に
新
生
期
は
、
終
戦
以
降
の
新
し
い
研
究
を
は
ち
む
時
期
を
い
う
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

も
と
よ
り
如
上
の
区
分
に
対
王
て
ほ
種
々
臭
っ
た
見
解
も
成
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
 
 

l
茶
研
究
史
序
籠
（
尾
澤
）
 
 

ぅ
。
草
創
期
の
終
凍
を
一
茶
同
好
会
か
ら
「
七
番
日
記
」
や
「
俳
聖
寸
一
茶
」
が
 
 

出
版
さ
れ
た
明
治
囚
十
三
年
頃
と
し
、
あ
る
い
は
興
隆
期
と
反
省
期
と
を
区
別
し
 
 

な
い
の
も
∵
つ
の
行
き
方
で
あ
ろ
う
し
、
叉
各
期
の
名
称
の
与
え
方
に
つ
い
て
も
 
 

別
の
立
場
を
と
り
得
を
こ
と
が
当
然
予
曹
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
慮
の
余
地
は
 
 

な
お
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
大
別
し
て
以
上
の
四
期
と
す
る
の
が
便
宜
で
あ
る
よ
う
 
 

に
思
う
。
 
 

五
 
 

草
創
前
期
は
、
、
文
政
十
年
西
原
文
虎
に
ょ
つ
て
書
か
れ
た
「
一
茶
篇
終
焉
記
」
 
 

に
始
ま
る
。
こ
れ
ほ
さ
1
や
か
な
が
ら
一
茶
評
伝
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
つ
た
 
 

が
、
以
後
引
き
続
き
約
三
十
年
の
問
．
主
と
し
て
柏
原
を
中
心
と
す
る
地
方
の
一
 
 

茶
門
人
達
に
ょ
つ
て
一
聯
の
活
動
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
文
政
十
二
年
主
要
な
門
弟
 
 

十
四
人
に
ょ
つ
て
文
政
版
「
一
茶
発
句
集
」
が
刊
行
さ
れ
、
作
品
蒐
集
の
端
緒
を
 
 

開
い
た
の
を
始
め
と
し
て
、
立
花
朱
萬
に
ょ
る
「
一
茶
発
句
紗
追
加
」
の
編
纂
（
天
 
 

保
四
年
）
、
、
今
井
墨
芳
に
ょ
る
嘉
永
版
「
一
茶
発
句
集
」
の
発
刊
（
嘉
永
元
年
）
 
 

や
房
臨
地
方
に
お
け
る
一
茶
足
跡
の
踏
査
（
安
政
年
間
）
、
風
間
新
鹿
に
ょ
る
八
 
 

番
日
記
の
筆
写
（
嘉
永
四
年
完
了
）
、
白
井
一
之
に
．
よ
る
「
お
ら
が
奪
し
の
出
版
（
嘉
 
 

永
五
年
）
、
山
岸
梅
垂
に
ょ
る
数
々
の
一
茶
遺
稿
の
書
写
（
安
政
一
一
年
以
前
）
な
 
 

ど
、
不
完
全
な
が
ら
一
茶
研
究
の
基
礎
を
形
成
す
る
一
応
の
布
石
は
こ
の
問
に
駁
 
 

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
ほ
一
茶
探
究
精
神
の
発
露
と
い
う
よ
り
は
、
 
 

む
し
ろ
一
茶
を
追
慕
し
顕
彰
し
ょ
ぅ
と
す
る
、
よ
り
人
間
的
、
な
心
の
現
れ
で
あ
 
 

り
、
叉
そ
の
収
め
得
た
成
果
も
決
し
て
大
き
い
と
は
言
え
な
い
が
、
「
お
ら
が
春
」
 
 

五
五
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や
「
一
茶
発
句
集
」
が
」
茶
を
世
に
紹
介
し
、
そ
の
研
究
の
進
展
に
基
本
的
な
役
 
 

割
を
果
し
た
功
績
を
接
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
．
併
し
、
柏
原
地
方
に
お
け
る
一
 
 

茶
研
究
ほ
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
相
つ
い
で
解
す
る
に
及
ん
で
次
第
に
衰
え
、
約
四
 
 

十
年
に
わ
た
る
ほ
と
ん
ど
室
白
の
時
代
を
経
て
、
草
創
後
期
に
遮
る
の
で
あ
る
。
 
 

大
 
 

草
創
後
期
は
、
明
治
二
十
年
代
の
中
頃
正
岡
子
規
等
を
中
心
と
す
る
俳
句
革
新
 
 

の
括
々
と
し
た
雰
囲
気
の
中
に
胚
胎
し
た
。
こ
の
期
に
至
っ
て
、
一
茶
は
始
め
て
 
 

真
正
な
意
味
に
お
け
る
研
究
の
対
象
と
な
り
、
多
く
の
人
々
か
ら
そ
の
人
や
作
品
 
 

に
つ
い
て
白
山
に
討
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
草
創
の
前
期
と
後
期
を
分
つ
主
 
 

点
は
実
に
こ
の
研
究
悪
度
の
相
違
に
か
ゝ
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
一
般
 
 

の
関
心
は
未
だ
薄
く
、
一
茶
を
愛
好
す
る
人
々
の
顕
彰
的
な
努
力
が
熱
心
に
つ
ゞ
 
 

け
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
期
に
お
い
て
、
逸
速
く
一
茶
に
着
目
し
た
の
は
正
岡
子
規
で
あ
り
二
一
十
 
 

五
年
六
月
よ
り
撃
一
十
六
年
一
月
に
わ
た
つ
て
著
し
た
「
猟
祭
苫
屋
俳
論
」
「
歳
晩
 
 

閑
話
」
「
歳
旦
閑
話
」
等
に
一
茶
の
句
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
茶
論
 
 

評
め
口
火
ほ
ま
ず
岡
野
知
十
に
ょ
つ
て
切
ら
れ
、
二
十
六
年
七
月
及
び
九
月
の
「
し
 
 

が
ら
み
草
紙
」
誌
上
に
、
一
茶
と
多
代
女
及
び
白
人
の
比
較
論
が
掲
載
さ
れ
た
の
 
 

を
始
め
と
し
、
続
い
て
春
秋
庵
幹
雄
も
自
著
「
俳
藷
名
誉
談
」
（
二
十
六
年
九
月
）
 
 

の
二
断
に
、
一
茶
の
略
伝
や
、
俗
言
を
活
す
一
茶
俳
藷
の
特
色
に
つ
い
て
論
ず
る
 
 

と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
爾
後
岡
野
知
十
・
鵜
沢
凹
丁
・
飯
島
虚
心
箪
秋
声
会
の
人
々
 
 

の
評
論
的
研
究
が
盛
に
行
わ
れ
た
が
、
一
．
方
一
茶
の
郷
士
に
お
い
て
も
、
二
十
六
 
 

五
大
 
 
 

年
春
小
平
雪
入
の
相
原
訪
問
を
機
と
し
て
一
茶
研
究
の
気
蓮
が
勃
興
し
、
中
村
六
 
 

左
衛
門
．
・
同
六
郎
・
山
崎
素
郷
・
小
林
五
雲
・
同
滴
左
衛
門
等
の
諸
氏
の
資
料
的
 
 

研
究
あ
る
い
は
顕
彰
的
活
動
が
旗
開
き
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
交
流
す
る
と
こ
ろ
、
 
 

宮
沢
養
喜
・
同
岩
太
郎
共
編
「
俳
人
一
茶
」
（
三
十
年
）
、
岡
野
知
十
校
訂
「
一
茶
 
 

大
江
丸
全
集
」
（
三
十
一
年
）
を
生
み
、
叉
大
塚
甲
山
編
「
一
茶
俳
句
全
集
」
（
三
十
 
 

五
年
）
も
世
に
出
ず
る
に
至
っ
た
′
J
 
併
し
な
が
ら
一
茶
研
究
に
飛
躇
的
な
展
開
を
 
 

粛
し
た
の
ほ
束
松
終
香
、
中
村
六
郎
両
氏
の
某
填
で
あ
る
っ
露
香
ほ
、
三
十
二
年
 
 

四
月
以
来
信
濃
毎
日
新
聞
社
に
あ
つ
て
、
俳
句
欄
を
担
当
す
る
傍
、
浪
漫
ま
義
的
 
 

な
小
説
・
随
筆
・
紀
行
文
等
を
数
多
く
発
表
し
て
い
た
が
、
三
十
三
年
四
月
一
日
よ
 
 

り
同
新
聞
紙
上
に
一
茶
評
伝
↓
俳
潜
寺
一
茶
」
を
首
二
十
立
回
に
わ
た
つ
て
連
載
 
 

し
、
一
茶
の
人
と
俳
風
に
つ
い
て
評
論
し
た
。
こ
れ
は
、
博
く
資
料
を
渉
猟
し
、
 
 

詳
か
に
事
歴
を
考
察
し
、
そ
れ
を
懇
切
な
筆
で
叙
述
す
る
、
量
質
共
に
劃
期
的
な
 
 

業
績
で
あ
り
、
「
お
ら
が
春
」
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
「
父
の
終
焉
日
記
」
も
こ
の
 
 

中
で
始
め
て
紹
介
さ
れ
る
等
資
料
的
に
も
貴
重
な
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る
が
、
 
 

地
方
就
へ
の
発
表
の
為
広
く
知
ら
れ
ず
し
て
止
ん
だ
の
ほ
惜
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
 
 

る
。
六
郎
は
、
洛
香
と
密
接
に
協
力
し
っ
1
、
四
十
一
年
一
茶
同
好
会
を
設
立
し
 
 

て
顕
彰
的
活
動
に
専
念
し
．
「
七
番
日
記
」
（
四
十
三
年
）
、
「
俳
語
寺
一
茶
」
（
同
）
、
 
 

「
一
茶
遺
墨
痙
」
（
大
正
二
年
）
の
三
吉
を
刊
行
し
た
。
こ
の
中
、
「
七
番
日
記
」
 
 

は
一
茶
晩
年
の
俳
風
や
赤
裸
々
な
生
活
を
雇
う
好
資
料
と
し
て
、
「
一
茶
遺
墨
鑑
」
 
 

ほ
一
茶
真
蹟
の
独
自
な
風
格
を
芳
賀
せ
し
め
る
良
書
と
し
て
、
共
に
世
評
を
高
か
 
 

ら
し
め
た
が
、
就
中
「
俳
潜
寺
一
茶
」
ほ
、
露
香
が
さ
き
に
信
濃
毎
日
新
聞
紙
上
 
 

に
ぬ
戟
し
た
研
究
に
更
に
十
年
の
彫
琢
を
加
え
て
面
目
を
一
ノ
新
し
た
論
考
を
収
録
 
 
 



し
、
一
茶
評
伝
書
の
権
威
と
し
て
不
動
の
地
位
を
獲
取
し
た
。
本
書
が
出
で
て
一
 
 

茶
は
漸
く
そ
の
全
貌
を
一
般
性
入
に
露
里
し
、
一
茶
に
対
す
る
関
心
ほ
急
速
に
高
 
 

ま
り
、
一
茶
研
究
ほ
こ
こ
に
始
め
て
揺
ぎ
な
き
大
道
を
歩
み
得
る
に
至
つ
た
の
で
 
 

ぁ
る
。
こ
の
前
後
に
は
、
俳
聖
寸
吋
秋
の
苦
心
編
纂
に
な
る
「
一
茶
一
代
全
集
」
 
 

（
四
十
一
年
）
や
、
一
茶
俳
句
許
と
し
て
異
色
あ
る
渡
辺
千
秋
、
同
国
武
評
「
一
 
 

茶
俳
句
兄
弟
二
色
評
」
 
（
四
十
三
年
成
）
も
世
．
に
出
ず
る
に
至
っ
た
。
 
 
 

こ
の
他
請
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
一
茶
研
究
に
つ
い
て
一
瞥
す
れ
ば
、
「
俳
人
 
 

一
挙
に
は
一
茶
の
俳
句
評
と
し
て
著
名
な
正
岡
子
規
の
「
一
茶
の
俳
句
を
許
す
」
 
 

が
収
録
さ
れ
、
「
一
茶
大
江
丸
全
集
」
に
ほ
岡
野
知
十
の
「
俳
聖
寸
一
茶
の
行
状
」
 
 

「
一
茶
坊
と
大
江
丸
」
外
二
三
の
論
考
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
「
俳
整
寸
一
 
 

茶
」
に
は
「
諸
家
の
一
茶
研
究
」
の
部
に
佐
々
醍
雪
「
俳
聖
寸
一
茶
」
、
沼
攻
撃
者
 
 

「
一
茶
翁
の
特
色
」
、
飯
島
虚
心
「
俳
譜
寺
一
茶
」
を
始
め
十
四
人
の
一
茶
諭
を
収
 
 

め
、
巻
末
「
七
番
日
記
に
対
す
る
世
評
一
般
」
の
中
に
も
大
須
賀
乙
字
、
石
楠
生
 
 

其
他
の
在
日
す
べ
き
一
茶
論
を
軟
げ
て
あ
り
、
「
〓
余
遺
墨
鑑
」
も
ま
た
「
諸
家
 
 

の
一
茶
観
」
と
し
て
沼
波
翌
日
「
妄
論
」
、
真
山
青
果
「
俳
人
一
華
筆
ハ
篇
の
 
 

論
考
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
で
に
発
表
さ
れ
た
雑
誌
の
論
文
や
著
書
の
一
 
 

部
を
再
録
し
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
雑
誌
や
著
書
を
容
易
に
見
 
 

る
こ
と
の
出
来
な
い
現
在
に
あ
つ
て
ほ
明
治
時
代
の
一
茶
研
究
の
展
開
を
概
観
す
 
 

る
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
好
資
料
で
あ
る
。
雑
誌
・
新
聞
類
に
掃
栽
の
論
文
は
非
常
 
 

に
多
い
が
、
前
記
詔
書
に
見
え
る
も
の
を
除
き
、
主
要
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
宮
 
 

沢
義
孝
「
俳
語
寺
一
茶
翁
」
（
「
国
学
院
雑
誌
」
三
十
年
二
・
三
月
）
、
中
島
紫
竹
 
 

二
壌
の
性
格
と
そ
の
俳
句
L
（
「
卯
杖
」
三
十
六
年
六
月
）
、
福
田
雨
天
「
ニ
茶
坊
の
 
 

一
茶
研
究
史
序
説
（
尾
澤
）
 
 

特
質
」
（
同
、
同
年
八
・
九
月
）
、
膵
婿
「
詩
人
一
茶
」
（
「
明
星
」
同
年
九
月
）
、
兼
松
 
 

静
香
「
一
茶
の
結
婚
と
畢
生
活
」
（
「
報
知
新
聞
」
三
十
九
年
六
月
三
十
日
・
七
月
 
 

二
日
）
．
同
．
「
俳
語
寺
一
茶
の
点
式
及
其
添
印
帳
」
（
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
四
十
年
八
 
 

月
二
十
五
日
）
、
猪
餉
埜
将
r
俳
彗
寸
一
茶
」
（
「
無
尽
燈
」
周
年
六
・
七
月
、
四
十
 
 

一
年
一
月
）
、
会
津
八
一
「
一
茶
研
究
眼
の
変
遷
」
（
「
文
章
世
界
」
四
十
三
年
十
一
 
 

月
）
、
同
「
俳
人
一
茶
の
生
涯
」
（
一
「
早
稲
田
文
学
」
四
十
四
年
一
月
）
等
で
あ
る
。
 
 

七
 
 

草
創
期
を
経
て
興
隆
期
に
入
る
と
、
一
茶
研
究
は
急
に
活
況
を
帯
び
て
来
る
。
 
 

こ
れ
は
、
前
期
末
「
俳
譜
寺
一
茶
」
「
七
番
日
記
」
「
一
茶
遺
墨
鑑
し
等
の
相
つ
ぐ
刊
 
 

行
に
ょ
つ
て
、
一
茶
の
全
容
が
当
時
の
自
然
主
菜
的
社
会
に
大
映
し
さ
れ
」
そ
の
 
 

共
囁
と
支
持
を
受
け
た
こ
と
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
茶
百
年
忌
の
到
来
ほ
 
 

こ
の
気
遅
を
l
層
高
め
、
四
期
を
通
じ
て
最
も
清
澄
な
研
究
が
展
開
さ
れ
た
時
期
 
 

で
あ
つ
た
。
刊
行
さ
れ
た
一
茶
関
係
の
図
書
が
約
七
十
冊
の
多
き
に
達
し
て
い
る
 
 

の
を
見
て
も
、
そ
の
盛
行
が
寮
せ
ち
れ
る
1
こ
の
傾
向
は
大
正
十
年
一
月
小
池
直
 
 

太
郎
編
「
↓
英
日
記
抄
」
の
刊
行
さ
れ
た
頃
か
ら
急
激
に
強
ま
り
、
百
年
祭
の
営
 
 

ま
れ
た
大
正
十
五
年
に
至
つ
て
頂
点
に
達
し
、
以
後
次
第
に
東
ま
つ
て
昭
和
八
年
 
 

頃
一
応
の
終
息
を
見
せ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
期
に
お
け
る
研
究
を
資
料
的
研
究
と
評
論
的
研
究
の
二
つ
に
大
別
す
る
な
 
 

ら
ば
、
資
料
的
研
究
は
、
前
期
の
「
十
番
日
記
」
刊
行
の
後
を
う
け
て
、
次
々
．
上
 
 

新
資
料
の
発
見
瀬
介
を
行
い
、
一
茶
園
係
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
全
部
出
揃
つ
た
時
 
 

期
で
あ
り
、
評
論
的
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
ょ
つ
て
蕗
香
の
「
俳
譜
寺
一
茶
」
 
 

五
七
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の
所
論
を
真
新
し
、
新
し
い
一
茶
観
の
建
設
に
努
力
し
た
が
、
そ
の
完
成
を
次
の
 
 

期
に
委
ね
た
時
代
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
期
は
資
料
的
研
究
が
主
流
を
占
め
て
居
 
 

り
、
総
括
し
て
資
料
集
成
の
時
代
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
か
と
思
う
。
 
 
 

資
料
的
研
究
の
領
域
に
お
い
て
ま
ず
拳
ぐ
べ
き
ほ
勝
峯
昔
風
・
荻
原
井
泉
水
の
 
 

両
氏
で
あ
ろ
う
。
晋
風
は
俳
誼
史
家
と
し
て
の
立
場
か
ら
資
料
研
究
に
主
力
を
注
 
 

ぎ
、
大
正
十
年
「
新
選
一
茶
全
集
」
を
公
に
し
て
新
資
料
の
紹
介
や
新
棟
軸
に
富
 
 

む
俳
句
分
類
を
試
み
て
以
来
、
「
一
茶
旗
日
記
」
（
大
王
十
三
年
）
、
「
お
ら
が
春
稿
 
 

本
」
（
十
四
年
）
、
「
一
茶
七
郎
集
」
（
．
同
）
、
「
一
茶
発
句
集
」
（
個
）
↓
一
茶
新
筆
（
十
 
 

五
年
）
±
英
一
代
集
」
（
「
日
本
俳
書
大
系
」
第
十
二
審
惑
乱
l
左
こ
等
を
次
々
1
 
 

刊
行
し
、
一
茶
関
係
の
新
資
料
紹
介
と
こ
れ
が
集
成
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
。
 
 

と
り
わ
け
「
一
茶
一
代
集
」
ほ
最
も
浩
翰
で
、
一
茶
の
主
要
作
品
を
部
門
別
に
手
 
 

際
よ
く
収
め
、
俳
句
・
連
句
・
書
簡
の
部
に
ほ
成
立
年
時
や
出
典
を
考
証
・
註
記
 
 

す
る
等
、
一
面
学
問
的
価
値
に
お
い
て
も
勝
れ
て
い
る
。
井
泉
水
も
ま
た
新
資
料
 
 

の
紹
介
に
力
を
尽
し
、
大
正
十
一
年
束
松
露
香
の
遺
著
「
父
の
終
焉
日
記
」
を
刊
 
 

行
し
た
の
を
手
始
め
に
、
初
学
者
を
対
象
と
し
た
「
一
茶
文
庫
」
七
冊
（
大
正
十
四
 
 

年
よ
り
昭
和
二
年
）
の
編
纂
や
．
湯
本
五
郎
治
所
蔵
の
一
茶
遺
稿
を
収
録
し
た
「
林
 
 

番
其
他
」
（
十
五
年
）
、
「
九
番
日
記
其
他
」
（
同
）
、
「
し
だ
ら
」
（
昭
和
二
年
）
の
公
刊
、
 
 

あ
る
い
は
文
庫
本
と
し
て
の
「
お
ら
が
春
我
春
集
」
（
「
岩
波
文
庫
」
．
同
）
、
コ
茶
七
 
 

番
日
記
」
二
冊
（
「
改
造
文
庫
」
．
六
年
）
の
校
訂
、
遺
墨
集
と
し
て
の
「
一
茶
」
（
「
俳
 
 

人
実
践
全
集
」
第
十
巻
五
年
）
の
刊
行
等
多
方
面
な
活
動
を
示
し
た
。
な
お
大
久
 
 

保
逸
堂
、
粟
生
純
夫
校
訂
「
一
茶
八
番
日
記
」
（
二
年
）
ほ
写
本
に
ょ
る
校
訂
な
が
 
 

ら
、
七
番
日
記
と
九
番
日
記
の
間
の
容
自
を
埋
め
る
根
本
資
料
の
提
供
で
あ
り
、
 
 

五
八
 
 
 

大
梼
裸
木
編
「
一
茶
俳
句
全
集
」
（
四
年
）
ほ
編
輯
の
周
礪
と
規
模
の
宏
大
な
点
類
 
 

書
中
の
白
眉
と
称
す
べ
き
で
あ
る
。
相
馬
御
風
縞
「
一
茶
随
筆
選
集
」
（
二
年
）
も
 
 

ま
た
鑑
掌
尉
資
料
と
し
て
在
日
さ
れ
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
期
の
圧
巻
は
信
濃
教
 
 

育
会
の
「
一
茶
叢
書
」
編
纂
の
事
業
で
あ
ろ
う
。
▼
こ
の
事
業
は
一
茶
研
究
に
確
実
 
 

な
資
料
を
提
供
し
、
延
い
て
は
国
文
学
研
究
の
上
に
も
貢
献
し
ょ
う
と
す
る
雄
大
 
 

な
意
図
の
下
に
、
一
茶
遺
稿
を
各
方
面
各
種
類
に
わ
た
っ
て
蒐
集
し
、
 

年
よ
り
昭
和
三
年
に
か
け
て
九
篇
十
一
冊
・
別
篇
三
冊
を
刊
行
し
た
も
の
で
、
未
だ
 
 

編
纂
の
一
完
結
を
見
て
い
な
い
が
、
一
茶
に
関
す
る
重
要
な
資
料
は
ほ
と
ん
ど
嗣
躍
 
 

さ
れ
、
校
正
の
厳
格
、
解
説
の
懇
切
、
索
引
の
周
密
等
良
心
的
な
編
輯
が
全
体
を
 
 

貫
き
、
一
茶
研
究
の
根
本
資
料
と
し
て
永
久
に
記
念
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

評
論
的
研
究
の
分
野
に
あ
つ
て
ほ
、
人
間
味
を
本
領
と
す
る
文
学
観
に
立
っ
て
 
 

〓
菜
の
芸
術
と
生
活
を
新
し
く
見
直
し
た
荻
原
井
泉
水
の
コ
巴
蕉
と
二
余
」
ハ
大
正
 
 

十
四
年
）
及
び
「
古
人
を
説
く
」
（
昭
和
四
年
）
、
清
隆
の
同
情
を
以
て
煩
悩
人
と
し
 
 

て
の
一
茶
を
描
い
た
相
馬
御
風
の
「
一
茶
と
良
寛
と
芭
蕉
」
（
大
正
十
四
年
）
、
新
資
 
 

料
に
ょ
つ
て
従
来
の
一
茶
研
究
に
多
く
の
訂
正
と
新
説
を
粛
し
た
粟
生
純
夫
の
 
 

「
一
茶
新
考
」
（
十
五
年
）
、
一
茶
の
生
活
に
犀
利
な
探
求
を
試
み
た
川
島
露
石
の
 
 

「
一
茶
の
種
々
相
」
（
昭
和
三
年
）
、
国
文
学
に
閲
す
る
豊
か
な
学
識
を
以
て
主
と
し
 
 

て
「
お
ら
が
春
」
制
傭
の
か
ら
く
り
を
明
き
ら
か
に
し
た
山
口
剛
の
「
西
鶴
成
美
 
 

一
茶
」
（
六
年
）
．
実
証
主
菜
的
な
立
場
か
ら
一
茶
の
作
品
を
解
明
し
た
松
原
地
蔵
尊
 
 

の
数
々
の
論
文
声
纏
ま
つ
た
著
書
は
な
い
 

十
一
月
）
、
「
お
ら
が
春
断
考
」
（
「
境
地
」
昭
和
二
年
十
二
月
以
降
数
号
に
わ
た
る
）
．
 
 

「
お
ら
が
春
の
和
歌
に
就
て
」
（
「
俳
藷
雑
誌
」
五
年
一
月
）
等
を
始
め
移
し
い
数
に
上
 
 
 



る
惑
等
‥
夫
々
独
自
の
立
場
か
ら
一
茶
の
人
と
作
品
及
び
そ
の
周
囲
に
つ
い
て
創
 
 

見
に
満
ち
た
考
察
を
展
開
し
て
い
る
が
、
露
香
の
浪
漫
主
義
的
傾
向
に
対
し
て
、
 
 

何
れ
も
自
然
壬
鶉
的
な
地
盤
の
上
に
立
ち
、
一
茶
の
真
美
な
姿
を
追
究
し
て
い
る
 
 

点
に
時
代
思
潮
の
虎
映
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
露
香
の
「
俳
語
寺
一
 
 

茶
」
に
ょ
つ
て
一
応
確
立
さ
れ
た
一
茶
観
に
ほ
多
く
の
修
正
が
要
求
さ
れ
る
に
至
 
 

つ
た
。
 
 
 

な
お
こ
の
期
に
始
め
て
註
釈
的
研
究
が
興
っ
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
現
象
で
、
 
 

単
行
本
と
し
て
ほ
川
島
露
石
「
一
茶
俳
句
新
釈
」
（
大
正
十
五
年
）
、
黒
沢
隆
信
「
一
 
 

茶
俳
句
研
究
」
（
同
）
白
田
亜
浪
「
評
釈
一
茶
の
名
句
L
（
昭
和
三
年
）
が
あ
り
、
講
 
 

座
類
に
掃
け
ら
れ
た
も
の
で
ほ
荻
原
井
泉
水
「
お
ら
が
春
評
釈
」
（
改
造
社
版
「
俳
句
 
 

講
座
」
俳
論
俳
文
篇
、
七
年
）
、
雑
誌
で
ほ
長
谷
川
零
余
子
・
防
寒
昔
風
外
数
氏
に
ょ
 
 

っ
て
行
わ
れ
た
「
一
茶
句
集
講
義
お
ら
が
春
の
研
究
」
（
「
枯
野
」
誌
上
に
大
正
十
 
 

1
年
七
月
か
ら
昭
和
三
年
二
月
ま
で
三
十
一
回
に
わ
た
つ
て
連
載
）
が
あ
る
。
こ
 
 

れ
ら
の
中
「
〓
食
俳
句
新
釈
」
は
出
色
の
書
で
新
見
解
に
富
み
、
「
お
ら
が
春
評
 
 

釈
」
も
清
新
な
趣
の
捨
て
が
た
い
も
の
を
有
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
外
一
茶
百
年
祭
記
念
と
し
て
、
相
原
柑
併
譜
寺
一
茶
第
百
年
法
要
会
航
「
一
 
 

茶
悌
集
」
（
大
正
十
五
年
）
、
長
野
市
一
茶
纂
百
年
祭
記
念
会
編
「
一
茶
翁
百
年
祭
記
 
 

念
集
」
（
同
）
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
、
「
早
稲
H
文
学
」
（
十
五
年
七
月
）
、
「
黄
鐙
」
（
同
 
 

年
八
月
）
、
「
蜜
柑
樹
」
（
同
年
十
一
月
）
、
「
文
芸
」
（
同
）
、
「
毒
筆
」
高
年
十
二
月
）
等
 
 

が
、
何
れ
も
一
茶
百
年
祭
記
念
号
を
特
輯
し
て
多
く
の
一
茶
研
究
を
収
録
し
た
こ
 
 

と
、
及
び
一
茶
叢
書
刊
行
委
員
の
論
考
が
「
信
濃
教
育
」
（
大
正
十
五
年
五
月
よ
り
 
 

昭
和
三
年
十
二
月
に
至
る
）
に
数
多
く
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
．
特
筆
す
べ
き
事
柄
 
 

一
案
研
変
史
序
説
（
尾
浮
）
 
 

で
あ
つ
た
。
 
 
 

最
後
に
詔
書
・
護
摩
・
雑
箪
類
に
見
え
る
一
茶
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
激
が
 
 

余
り
に
多
い
の
で
、
前
記
諸
家
の
著
書
や
特
韓
号
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
及
び
 
 

す
で
に
述
べ
た
も
の
を
除
き
、
そ
れ
以
外
に
主
要
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
筋
峯
昔
 
 

風
「
一
茶
の
生
涯
」
（
新
潮
社
版
「
日
本
文
学
講
座
」
江
戸
時
代
下
昭
禦
ハ
年
）
、
各
務
 
 

虎
雄
「
一
茶
序
鋭
」
（
岩
波
議
座
「
日
本
文
学
第
八
回
、
七
年
）
、
相
馬
御
凰
「
幼
年
時
 
 

代
の
一
茶
」
（
佐
や
太
博
士
還
暦
記
念
会
碗
「
日
本
文
学
論
纂
」
、
同
）
賀
川
他
石
「
一
 
 

茶
六
藤
村
件
編
「
日
本
文
学
大
辞
典
」
、
同
）
（
若
…
こ
。
l
諾
琶
d
警
告
i
；
（
J
葛
 
 

篭
塁
こ
㌻
塵
工
誓
昇
－
父
還
）
、
当
買
望
c
k
e
r
言
－
∴
曽
s
乳
s
－
」
i
f
e
琶
d
撃
胃
 
 

士
㌔
（
T
訂
ゴ
a
悪
日
C
t
ざ
≡
∵
已
∵
±
軒
㌧
．
告
t
i
c
警
告
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叫
J
名
望
r
－
誌
瞼
）
並
 
 

び
に
臼
田
亜
浪
「
一
茶
の
偉
大
さ
」
（
「
石
楠
」
大
正
八
年
九
月
）
、
近
江
益
代
「
一
茶
小
 
 

研
究
t
（
「
改
造
」
十
二
年
八
月
）
．
田
島
偏
重
「
焚
く
ほ
ど
は
と
い
ふ
句
に
つ
い
て
」
 
 

（
「
国
語
と
国
文
学
」
十
四
年
十
二
月
）
、
宮
沢
潔
久
「
一
茶
の
芸
術
を
通
し
て
見
 
 

た
る
彼
の
思
想
的
展
鞄
」
（
「
国
学
院
雑
誌
」
十
末
年
五
・
六
・
七
月
）
－
田
島
福
重
コ
 
 

茶
と
ユ
ト
モ
ア
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
同
年
六
月
）
、
宮
田
戊
子
「
一
茶
私
見
」
（
「
俳
 
 

星
」
同
年
十
一
月
）
、
鈴
鹿
野
風
呂
「
一
叢
の
寛
政
紀
行
に
つ
い
て
」
（
「
ネ
ト
ト
キ
 
 

ス
」
同
年
十
二
月
）
．
伊
藤
松
宇
「
一
茶
の
大
臥
」
（
「
に
ひ
ほ
り
」
昭
和
三
年
六
月
）
、
 
 

倉
田
行
人
子
「
一
茶
の
旬
を
味
ふ
」
（
「
石
楠
」
同
年
十
月
）
、
高
津
才
次
郎
「
一
茶
雑
 
 

考
」
（
「
国
語
教
育
」
四
年
六
・
八
月
）
、
志
H
養
秀
「
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
お
ら
が
 
 

春
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
七
年
八
月
）
等
で
あ
る
。
 
 

∧
 
 
 



岩
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大
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一
）
第
一
部
 
 

興
隆
観
は
一
茶
研
究
が
最
も
隆
盛
を
極
め
た
時
期
で
あ
つ
た
が
、
同
時
に
一
茶
 
 

の
位
置
も
亦
異
常
に
高
く
評
価
さ
れ
た
時
代
で
あ
つ
た
．
一
般
世
人
か
ら
は
芭
 
 

蕉
。
蕪
村
と
共
に
俳
聖
と
称
せ
ら
れ
（
中
村
六
郎
舶
「
一
茶
選
集
」
序
文
）
夏
芭
蕉
 
 

時
代
、
蕪
村
時
代
に
対
し
て
一
茶
時
代
と
い
ふ
区
分
も
行
ほ
れ
た
（
日
本
俳
書
大
 
 

系
㌔
併
し
一
時
の
興
奮
が
静
ま
る
と
、
従
来
の
行
き
方
に
冷
静
な
反
省
が
粛
さ
 
 

れ
、
一
茶
研
究
者
ほ
前
期
に
集
成
さ
れ
た
資
料
を
整
理
し
再
検
討
し
て
新
た
な
一
 
 

茶
観
の
把
握
を
求
め
て
行
っ
た
一
。
こ
こ
に
反
省
期
の
特
色
が
あ
つ
た
と
い
え
よ
 
 

ぅ
。
従
っ
て
こ
の
期
の
研
究
の
様
相
も
前
期
の
後
を
う
け
、
資
料
的
、
評
論
的
、
 
 

註
釈
的
各
研
究
が
並
び
行
わ
れ
て
い
た
が
～
主
流
を
な
す
も
の
は
西
谷
碧
落
属
の
 
 

「
一
茶
の
再
吟
味
」
（
昭
和
九
年
）
に
始
ま
り
、
一
般
大
衆
的
読
物
な
が
ら
よ
く
纏
 
 

っ
て
い
亮
志
田
養
秀
コ
英
一
代
物
語
」
（
十
年
）
、
異
色
あ
る
大
槻
憲
仁
・
宮
田
戊
 
 

子
共
著
「
二
盃
の
桁
神
分
析
」
（
＋
三
年
）
ご
れ
を
更
に
深
め
た
宮
H
戊
子
「
一
茶
」
 
 

（
十
六
年
）
等
を
経
て
、
伊
藤
正
雄
「
小
林
一
茶
」
（
十
七
年
）
に
達
す
る
評
伝
的
跡
 
 

究
に
あ
つ
た
と
言
つ
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
就
中
「
小
林
一
茶
」
は
犀
利
な
観
察
と
 
 

周
到
な
用
意
を
以
て
農
民
詩
人
と
し
て
の
一
茶
の
輪
郭
を
明
き
ら
か
に
す
る
と
共
 
 

に
、
そ
の
生
涯
と
俳
風
の
変
遷
を
考
察
し
て
独
自
な
一
茶
像
を
確
立
し
、
学
問
的
 
 

な
水
準
に
お
い
て
一
等
地
を
抜
い
て
い
る
。
た
ゞ
に
こ
の
期
に
お
い
て
最
も
勝
れ
 
 

た
研
究
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
露
皆
の
「
俳
藷
寺
一
茶
」
以
後
に
あ
つ
て
最
も
 
 

傑
出
し
た
〓
余
評
伝
と
い
え
よ
う
か
と
思
う
。
な
お
纏
っ
た
研
究
と
い
う
よ
り
も
 
 

論
纂
書
と
し
て
の
性
格
の
強
い
も
の
に
荻
宗
井
泉
水
の
「
一
≠
余
雑
記
」
（
九
年
〕
・
「
一
 
 

茶
研
究
」
「
勅
潮
文
庫
」
．
十
三
年
）
．
「
一
茶
春
秋
」
（
同
）
、
二
茶
を
訪
ね
て
」
（
同
）
 
 

が
あ
る
。
何
れ
も
氏
の
多
年
に
わ
た
る
∵
菟
研
究
の
所
産
で
あ
つ
て
、
随
筆
風
の
 
 

六
〇
 
 
 

卒
明
な
筆
致
の
中
に
〓
余
に
対
す
る
深
い
理
解
と
暖
い
愛
情
が
示
さ
れ
て
い
る
 
 

が
、
．
就
中
「
l
茶
研
究
」
は
文
字
通
り
氏
の
一
茶
研
究
の
結
晶
で
あ
つ
て
、
「
芭
蕉
 
 

と
一
茶
」
以
降
の
主
要
な
研
究
を
ほ
と
ん
ど
鋼
廠
し
、
一
茶
の
生
活
と
芸
術
に
つ
 
 

い
て
種
々
の
角
度
か
ら
鋭
い
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
高
倉
野
「
一
茶
の
 
 

生
涯
と
其
芸
術
」
（
十
三
年
）
、
相
馬
御
風
「
一
茶
素
括
」
（
十
六
年
）
、
更
生
親
犬
「
土
 
 

の
俳
人
一
茶
」
（
十
七
年
）
、
宮
城
謙
一
「
二
茶
と
芭
蕉
」
（
十
八
年
）
も
そ
れ
ぞ
れ
注
 
 

目
す
べ
き
研
究
で
あ
り
、
松
尾
明
徳
「
専
念
寺
と
一
茶
」
へ
十
二
年
）
、
新
井
一
掃
 
 

「
〓
余
と
白
斎
」
（
十
四
年
）
．
同
「
一
茶
と
文
虎
」
（
十
七
年
）
も
地
方
に
お
け
る
 
 

研
究
と
し
て
】
顧
の
価
値
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

資
料
的
研
究
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
期
も
荻
原
井
泉
水
の
精
力
的
な
活
躍
が
続
け
 
 

ら
れ
、
「
父
の
終
鳥
目
記
」
（
「
岩
波
文
庫
」
．
九
年
）
、
「
一
茶
俳
句
集
L
（
同
、
十
年
）
．
 
 

「
志
多
良
」
（
十
二
年
）
、
「
お
ら
が
春
一
茶
文
集
」
（
「
改
造
文
庫
」
、
十
四
年
）
等
の
校
 
 

訂
．
「
一
≠
余
臭
蹟
集
」
（
十
二
年
）
の
編
纂
、
「
一
茶
読
本
」
（
十
五
年
〕
の
刊
わ
を
・
打
っ
 
 

て
い
る
。
こ
の
中
「
志
多
良
」
ほ
新
資
料
の
紹
介
と
し
て
、
二
茶
真
蹟
集
」
ほ
遺
墨
 
 

集
の
決
定
版
と
し
て
勝
れ
た
業
法
で
あ
り
、
「
〓
余
読
本
」
は
鑑
賞
用
資
料
上
し
て
 
 

特
色
を
有
し
て
い
る
。
他
に
小
池
直
太
郎
校
訂
「
一
茶
易
終
焉
記
」
（
十
七
年
）
、
粟
 
 

生
純
大
前
「
一
茶
十
哲
句
集
」
（
同
）
も
こ
の
期
の
在
日
す
べ
き
収
猿
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

註
釈
的
研
究
で
は
勝
峯
昔
風
「
〓
余
名
句
評
釈
」
（
「
俳
句
評
釈
選
集
」
．
十
年
）
．
膵
 
 

峻
康
隆
「
蕪
村
一
茶
名
句
の
鑑
賞
」
（
「
古
典
文
学
叢
書
」
、
十
四
年
）
が
あ
る
が
．
ま
 
 

ず
拳
ぐ
べ
き
ほ
勝
峯
晋
凪
「
評
釈
お
ら
が
春
」
（
十
六
年
）
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
「
お
 
 

ら
が
春
」
の
最
も
懇
切
な
註
釈
書
で
あ
り
、
註
釈
的
研
究
と
し
て
は
筆
削
の
成
果
 
 

で
あ
る
。
な
お
「
お
ら
が
春
」
そ
の
他
の
註
釈
と
し
て
は
藤
村
作
註
解
「
お
ら
が
 
 
 



春
」
（
「
新
選
波
路
文
学
註
解
叢
書
」
、
十
年
）
、
志
田
義
秀
編
「
俳
文
学
三
経
遥
」
（
十
五
 
 

年
）
、
伊
藤
正
雄
編
「
註
解
一
茶
文
集
」
（
十
八
年
）
の
註
解
も
参
考
と
す
べ
き
も
の
 
 

が
少
く
な
い
。
 
 
 

詔
書
・
雑
誌
類
に
見
え
る
論
考
と
し
て
一
は
、
田
島
福
垂
「
一
茶
雑
記
」
（
藤
村
博
 
 

士
功
靖
記
念
会
舶
「
近
世
文
学
の
研
究
」
．
十
二
年
）
、
黒
沢
隆
信
（
「
俳
人
二
条
の
教
 
 

養
」
（
「
日
本
諸
学
振
興
委
員
会
研
究
報
告
」
第
三
篇
国
語
国
文
学
、
十
囚
年
）
や
伊
 
 

藤
信
一
「
小
林
一
茶
論
！
寛
政
紀
行
族
拾
遺
ま
で
1
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
九
年
七
 
 

月
）
．
片
瀬
善
雄
「
一
茶
日
記
断
簡
」
（
「
文
学
」
同
年
十
月
）
、
吉
田
長
次
郎
「
一
茶
さ
ら
 
 

ば
笠
」
（
「
俳
句
研
究
」
十
年
七
月
）
、
片
瀬
喜
雄
「
一
茶
日
記
断
簡
」
（
「
近
世
文
学
」
 
 

同
年
十
一
月
）
、
森
山
啓
「
小
林
一
茶
論
」
（
「
俳
句
研
究
」
十
二
年
一
月
）
、
中
村
俊
定
 
 

「
成
美
一
茶
の
一
資
料
」
（
「
懸
葵
」
十
三
年
五
月
）
、
高
津
才
次
郎
「
一
茶
の
作
な
ら
 
 

ぬ
勧
盈
詞
其
他
」
（
「
書
物
展
望
」
同
十
二
月
）
、
本
向
夏
彦
「
一
茶
さ
ら
ば
笠
串
本
に
 
 

つ
い
て
」
（
「
猟
祭
」
十
四
年
一
月
）
、
片
瀬
善
雄
「
信
濃
文
学
－
一
茶
の
お
ら
が
春
に
 
 

つ
い
て
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
十
五
年
十
月
）
、
宮
城
謙
一
「
一
茶
と
短
歌
」
（
「
俳
句
研
 
 

究
」
十
六
年
六
月
「
内
藤
吐
天
「
小
林
一
茶
諭
」
（
同
、
同
年
七
月
）
等
が
主
要
な
も
 
 

の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
こ
の
期
の
末
太
平
洋
戦
争
の
急
を
薯
げ
る
に
及
び
、
一
 
 

切
の
文
化
活
動
ほ
衰
え
、
一
茶
研
究
も
そ
の
進
行
を
一
時
停
止
す
る
に
至
つ
た
。
 
 

九
 
 

戦
争
に
ょ
る
破
壊
は
決
定
的
で
あ
り
、
そ
の
惨
禍
は
測
り
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
つ
 
 

た
。
一
茶
研
究
も
一
時
混
乱
と
迷
妄
の
中
に
そ
の
行
く
べ
き
方
向
を
見
失
っ
た
か
 
 

に
見
え
た
。
併
し
戦
後
卒
和
の
回
復
と
共
に
早
く
も
一
茶
研
究
ほ
力
強
く
立
ち
上
 
 

一
案
研
究
史
序
説
（
尾
韓
）
 
 

が
ろ
う
と
し
、
こ
こ
に
新
生
堺
の
褒
明
が
訪
れ
た
の
で
あ
る
ご
の
動
き
は
ま
ず
一
 
 

茶
の
郷
土
よ
り
起
っ
た
。
一
基
の
顕
彰
と
遺
跡
保
有
を
目
的
と
す
る
柏
原
柑
の
併
 
 

語
寺
一
茶
保
存
会
は
漸
次
そ
の
組
織
を
強
化
す
る
と
共
に
、
昭
和
二
十
一
年
以
来
 
 

一
茶
忌
の
厳
修
、
講
演
会
・
句
会
・
座
談
会
等
の
開
僻
二
茶
研
究
資
料
の
蒐
集
、
一
 
 

茶
終
焉
の
土
蔵
や
梯
堂
の
修
理
な
ど
に
積
極
的
な
活
動
を
開
始
し
た
。
叉
粟
生
純
 
 

究
を
強
力
に
押
し
進
め
る
と
共
に
、
毎
年
一
茶
轄
輯
号
を
出
だ
し
て
全
国
の
一
茶
 
 

夫
ほ
そ
の
主
宰
す
る
俳
誌
「
科
野
」
（
昭
和
二
十
一
年
一
月
創
刊
）
に
拠
つ
て
一
茶
研
 
 
 

研
究
の
結
集
を
計
っ
た
。
こ
れ
ら
と
呼
応
す
る
か
の
如
く
荻
原
井
泉
水
は
「
定
本
 
 

一
茶
全
集
」
六
番
の
刊
行
を
企
劃
し
、
第
一
巻
「
お
ら
が
春
其
他
」
（
二
十
四
年
）
」
 
 

夢
二
巻
「
七
番
目
記
上
」
（
二
十
五
年
）
の
由
版
を
行
っ
た
。
か
く
て
二
十
六
年
九
 
 

月
に
は
一
茶
保
存
会
の
圭
僻
に
ょ
る
盛
大
な
百
二
十
五
年
祭
が
相
原
に
営
ま
れ
、
 
 

そ
の
記
念
集
「
一
茶
ま
つ
り
」
（
二
十
六
年
）
も
刊
行
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
併
し
な
 
 

が
ら
こ
の
期
は
始
ま
つ
て
以
来
日
な
お
浅
く
、
加
え
る
に
戦
争
の
惨
禍
は
未
だ
全
 
 

く
癒
え
ず
、
到
る
処
で
研
究
の
進
展
を
阻
ん
で
い
る
為
に
、
多
く
の
成
果
を
挙
げ
る
 
 

に
至
つ
て
い
な
い
。
一
切
は
今
後
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
研
究
の
方
法
 
 

や
餞
域
に
新
し
い
開
拓
が
試
み
ら
れ
て
居
り
、
や
が
て
来
る
も
の
に
多
く
の
期
待
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
厳
密
に
ほ
新
生
を
ほ
ら
む
時
期
と
い
え
よ
う
か
と
思
う
。
 
 
 

こ
の
期
に
お
い
て
最
も
活
躍
し
て
い
る
の
は
粟
生
親
犬
で
あ
ろ
う
。
「
科
野
」
誌
 
 

上
に
ほ
と
ん
ど
毎
号
「
一
茶
随
想
」
そ
の
他
の
論
考
を
発
表
し
、
新
資
料
の
一
茶
 
 

遺
稿
「
ま
ん
六
の
春
」
（
二
十
四
年
十
一
月
）
や
西
原
文
虎
の
「
一
茶
象
終
焉
記
」
（
二
 

十
五
年
十
一
月
）
の
紹
介
等
を
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中
「
ま
ん
六
の
春
」
ほ
一
茶
 
 

の
晩
年
を
考
察
す
る
上
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
単
行
本
と
し
て
も
「
父
の
臨
終
 
 

大
】
 
 
 



山
有
事
大
学
轡
萎
畢
部
研
究
年
報
 
第
三
巻
（
一
九
五
一
）
第
一
部
 
 
 

記
」
（
「
一
茶
選
書
」
二
十
一
年
）
、
「
お
ら
が
春
」
（
同
、
同
年
）
▼
「
新
校
八
番
日
記
」
（
同
、
 
 

同
年
）
、
「
一
茶
の
生
涯
」
（
同
年
）
等
を
失
継
早
に
出
し
た
。
そ
の
他
栗
山
理
一
コ
 
 

茶
」
（
二
十
三
年
）
、
栗
林
一
石
路
「
小
林
一
茶
」
（
二
十
四
年
）
、
山
下
清
三
「
一
茶
の
哲
 
 

学
」
（
二
十
六
年
）
も
そ
れ
ぞ
れ
異
色
あ
る
書
で
あ
る
が
、
こ
の
期
の
最
も
大
き
な
 
 

収
穫
ほ
川
島
つ
ゆ
「
一
茶
」
（
二
十
一
年
）
で
あ
ろ
う
。
〓
余
の
人
間
像
を
「
江
 
 

戸
佳
時
代
」
「
離
郷
事
情
」
等
八
つ
の
項
目
に
分
っ
て
考
察
し
、
そ
れ
が
お
の
ず
か
 
 

ら
二
賞
し
た
一
茶
評
伝
を
形
成
す
る
よ
う
に
計
画
き
れ
た
犀
利
な
研
究
で
あ
り
、
 
 

「
一
茶
の
種
々
相
」
を
更
に
深
め
た
多
ぐ
の
見
解
が
う
か
が
わ
れ
る
。
 
 
 

請
書
・
講
座
類
に
見
え
る
研
究
に
は
粟
生
綿
実
「
小
林
一
茶
伝
」
（
信
濃
毎
日
新
聞
 
 

社
刊
行
「
信
州
人
物
記
作
家
伝
】
、
二
十
四
年
）
．
臼
井
書
見
「
蕪
村
一
茶
L
（
河
出
書
房
 
 

版
「
日
本
文
学
講
座
」
近
世
の
文
学
」
一
十
五
年
）
．
尾
沢
書
経
「
一
茶
家
系
考
」
（
「
岩
 
 

手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
」
第
二
巻
、
二
十
六
年
）
の
外
、
前
記
「
一
茶
ま
つ
り
」
 
 

に
収
め
ら
れ
た
「
諸
家
の
一
茶
研
究
」
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
西
尾
英
「
〓
粂
の
文
学
 
 

史
的
位
置
」
、
金
原
省
吾
「
一
茶
」
．
尾
沢
喜
雄
「
－
一
姦
研
究
史
に
遮
る
人
々
－
山
崎
 
 

素
郷
と
小
林
五
雲
」
、
西
山
隆
二
「
一
茶
と
萎
集
」
、
山
崎
喜
好
「
一
茶
の
連
句
か
ら
」
 
 

等
十
九
氏
の
研
究
が
収
め
ら
れ
て
あ
る
。
 
 

雑
誌
掲
裁
論
文
ほ
そ
の
大
部
分
が
「
科
野
」
に
集
つ
て
い
る
。
「
科
野
」
は
二
十
 
 

一
年
以
来
毎
年
一
茶
特
輯
号
（
二
十
一
年
十
・
十
一
・
十
二
月
、
二
十
二
二
二
・
 
 

四
年
各
十
一
月
、
二
十
五
年
十
一
・
十
二
月
．
二
十
六
年
九
・
十
月
）
を
出
だ
す
 
 

外
、
ほ
と
ん
ど
毎
号
一
茶
関
係
の
記
事
を
掲
げ
、
現
在
我
が
国
唯
一
の
〓
余
研
究
 
 

誌
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
重
要
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
顔
原
退
 
 

蔵
「
一
茶
の
句
と
方
言
」
（
二
十
一
年
十
一
月
）
、
関
口
慶
一
郎
「
木
柱
集
と
何
丸
」
 
 

六
ニ
 
 
 

（
同
）
、
黒
沢
隆
信
「
一
茶
の
教
養
」
（
同
年
十
二
月
）
．
粟
生
純
夫
「
一
茶
と
田
川
鳳
 
 

朗
」
（
二
十
l
一
年
十
一
月
）
、
高
津
才
次
郎
「
一
茶
の
伊
豆
入
」
（
同
）
、
宮
城
謙
一
コ
茶
 
 

句
の
う
っ
く
し
と
い
ふ
語
に
つ
い
て
」
（
二
十
三
年
十
】
月
）
、
宮
田
戊
子
「
一
茶
句
 
 

の
再
検
討
」
（
二
十
五
年
十
一
月
）
、
川
島
つ
ゆ
「
一
茶
の
寛
政
紀
行
」
（
岡
）
、
鳥
沢
書
 
 

雄
「
一
茶
の
系
図
に
つ
い
て
」
（
同
年
十
二
月
）
、
山
崎
革
好
「
一
茶
の
連
句
に
つ
い
 
 

て
」
（
二
十
六
年
十
月
）
等
で
あ
る
。
川
島
、
黒
沢
、
粟
生
、
高
津
．
宮
城
の
諸
氏
に
 
 

は
こ
の
外
に
も
多
く
の
好
研
究
が
あ
る
。
そ
の
他
の
雑
誌
に
見
え
る
も
の
で
は
勝
 
 

峯
晋
風
「
一
茶
と
渋
の
湯
」
（
「
雲
母
」
二
十
一
年
三
月
）
、
長
沢
奇
峰
「
利
根
川
国
志
の
 
 

一
茶
」
（
「
若
草
」
二
十
四
年
三
月
）
、
塚
田
六
郎
「
蕪
村
と
一
茶
の
近
代
性
」
（
「
鹿
火
 
 

屋
」
同
年
五
・
六
月
）
、
川
島
つ
ゆ
「
最
近
の
一
茶
研
究
」
（
「
芭
蕉
研
究
」
復
刊
第
一
号
．
 
 

二
十
六
年
十
二
月
）
等
が
あ
り
、
最
近
で
は
「
信
浪
教
育
」
が
一
茶
特
集
号
（
二
十
七
 
 

年
二
月
）
を
出
し
、
伊
藤
正
雄
「
一
茶
あ
れ
こ
れ
」
、
小
池
直
太
郎
「
一
茶
と
民
間
文
 
 

芸
」
．
土
屋
弼
太
郎
「
一
茶
叢
書
の
完
成
を
望
む
」
、
粟
生
純
夫
「
一
茶
旬
に
あ
ら
は
 
 

れ
た
階
級
、
職
業
」
、
山
崎
喜
好
「
一
茶
の
庶
民
性
」
、
中
村
自
民
「
一
茶
と
郷
土
性
」
、
 
 

金
原
省
吾
「
一
茶
」
、
川
島
つ
ゆ
「
再
び
雀
子
の
吟
に
つ
い
て
」
、
尾
沢
善
雄
「
一
茶
研
 
 

究
史
覚
書
」
池
田
息
「
二
束
と
少
年
読
物
」
等
の
論
文
を
収
め
て
い
る
。
 
 

十
 
 

思
う
に
一
茶
研
究
史
の
中
心
課
題
は
俳
人
と
し
て
の
一
茶
像
の
旗
究
に
あ
つ
 
 

た
。
攣
言
す
れ
ば
、
「
茶
研
究
発
足
の
当
初
に
お
い
て
、
単
に
奇
行
に
富
ん
だ
滑
 
 

稽
洒
落
な
俳
人
（
嘉
永
坂
「
一
茶
発
句
集
」
序
、
「
お
ら
が
春
」
序
鋲
）
と
認
め
ら
れ
 
 

て
い
た
一
茶
が
、
そ
の
滑
稽
俳
人
と
し
て
の
一
面
を
保
有
し
っ
1
、
信
仰
の
人
（
春
 
 
 



秋
庵
幹
雄
「
俳
譜
名
誉
談
」
）
、
儒
家
（
飯
島
虚
心
「
俳
論
寺
一
茶
」
）
、
諷
刺
家
・
隠
逸
 
 

の
高
士
（
宮
沢
養
書
・
同
岩
太
郎
共
編
「
俳
人
一
茶
」
）
．
不
牢
家
・
熱
血
の
人
（
正
岡
 
 

子
規
「
一
茶
の
俳
句
を
許
す
」
）
、
人
情
の
人
（
岡
野
知
十
「
一
茶
の
行
状
」
）
、
人
 
 

生
の
′
失
敗
者
（
佐
々
醒
雪
「
俳
藷
寺
一
茶
」
）
等
と
次
第
に
そ
の
人
問
像
の
一
面
を
 
 

更
新
し
っ
ゝ
、
や
が
て
露
菅
の
「
俳
著
寺
一
茶
」
に
至
つ
て
笑
の
中
に
涙
を
羅
え
る
 
 

瓢
逸
の
詩
人
と
し
て
の
一
茶
像
に
一
応
完
成
せ
ら
れ
．
更
に
欺
か
ぎ
る
詩
人
（
会
 
 

津
八
一
「
一
茶
研
究
眼
の
変
遷
」
）
．
煩
悩
人
（
相
馬
御
風
「
一
茶
と
良
寛
之
芭
蕉
」
）
、
 
 

ル
ン
ペ
ン
俸
家
（
高
倉
輝
コ
茶
の
生
涯
と
そ
の
芸
術
」
）
等
を
経
て
、
農
民
詩
人
（
伊
 
 

藤
正
雄
「
小
林
一
茶
」
）
と
し
て
の
一
茶
優
に
到
達
す
る
道
紅
に
一
茶
研
究
史
の
展
 
 

開
が
あ
つ
た
と
も
云
え
よ
う
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
二
条
像
が
描
き
出
 
 

さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
研
究
発
足
当
初
に
お
け
る
資
料
の
貧
困
、
二
条
研
究
 
 

者
の
多
様
性
、
一
茶
の
個
性
の
複
雑
さ
、
時
代
思
潮
の
変
化
等
い
ろ
い
ろ
で
あ
ろ
 
 

ぅ
が
．
文
一
耐
〓
余
研
究
者
が
如
何
に
執
拗
に
一
茶
像
の
究
明
に
取
り
組
ん
だ
か
 
 

を
物
語
る
も
の
で
も
あ
つ
た
。
 
 
 

そ
し
て
草
創
期
に
お
い
て
究
明
さ
れ
た
一
茶
像
の
最
後
の
帰
結
が
束
松
露
香
の
 
 

「
併
語
寺
一
茶
」
に
見
ら
れ
、
興
隆
期
反
省
期
を
通
ず
る
一
茶
像
の
完
成
が
伊
藤
 
 

正
雄
の
「
小
林
〓
奈
」
に
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
研
究
資
料
の
一
大
集
成
が
信
濃
教
育
 
 

会
の
二
美
玉
蕃
」
に
ょ
っ
て
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
茶
研
究
史
の
 
 

焦
点
を
こ
の
三
つ
に
求
め
る
こ
と
も
出
来
よ
う
か
と
思
う
。
一
茶
研
究
史
の
こ
の
 
 

よ
う
克
方
向
は
恐
ら
く
一
茶
考
察
の
大
道
で
あ
つ
て
今
後
も
真
剣
に
追
究
さ
れ
る
 
 

べ
き
課
題
で
あ
り
、
何
れ
の
日
か
新
生
期
以
降
の
研
究
を
結
集
す
る
新
し
い
一
茶
 
 

像
の
完
成
が
期
待
さ
れ
る
。
 
 

一
案
研
究
史
序
説
（
尾
澤
）
 
 

十
【
 
 

而
し
て
正
し
い
一
茶
像
が
形
成
さ
れ
る
為
に
は
、
一
茶
の
人
と
作
品
の
全
面
に
 
 

わ
た
っ
て
、
よ
り
徹
底
し
た
考
察
が
必
要
な
こ
と
ほ
今
畢
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
 
 

い
。
従
来
の
一
茶
研
究
は
、
人
と
し
て
の
一
茶
の
探
究
に
主
点
が
置
か
れ
、
作
品
 
 

の
全
面
的
租
線
的
な
検
討
は
閑
却
さ
れ
肪
で
あ
り
、
そ
こ
に
不
十
分
な
点
が
少
く
 
 

な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
も
と
よ
り
作
品
研
究
に
於
け
る
正
岡
子
規
・
荻
原
井
泉
 
 

水
・
松
原
地
蔵
尊
・
膠
峯
晋
風
・
川
島
つ
ゆ
・
伊
藤
正
雄
等
の
諸
氏
の
勝
れ
た
菜
 
 

積
は
十
分
謎
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
れ
も
俳
句
だ
け
に
止
ま
つ
て
い
 
 

て
、
作
品
の
全
体
に
及
ば
な
い
憾
み
が
あ
る
。
そ
の
他
の
諸
研
究
に
は
作
品
に
即
 
 

さ
な
い
概
念
的
論
考
が
多
い
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
茶
の
人
に
対
す
る
研
究
と
 
 

比
較
す
る
時
、
露
沓
の
「
俳
讃
寺
一
茶
」
を
始
め
と
す
る
、
一
茶
の
生
涯
や
性
格
 
 

の
精
細
を
極
め
た
研
究
の
盛
行
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
か
ゝ
る
現
象
ほ
、
人
々
 
 

の
関
心
が
主
と
し
て
〓
余
の
悲
惨
な
生
涯
や
姑
衷
な
性
格
に
懸
っ
て
い
る
と
こ
ろ
 
 

か
ら
来
る
自
然
の
傾
向
で
あ
ろ
う
が
、
一
茶
研
究
の
妓
行
性
を
示
す
も
の
で
、
決
 
 

し
て
望
ま
し
い
行
き
方
と
ほ
言
え
な
い
。
従
来
の
一
茶
像
が
、
作
家
像
と
し
て
よ
 
 

り
も
単
な
る
人
間
像
と
し
て
の
面
を
強
く
露
呈
し
膠
だ
つ
た
の
ほ
、
主
と
し
て
こ
 
 

れ
に
基
ず
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

今
後
の
一
茶
研
究
は
、
人
に
対
す
る
研
究
を
更
に
深
め
る
べ
き
は
勿
論
、
作
品
 
 

の
研
究
が
一
層
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
、
単
に
俳
句
の
み
な
ら
ず
、
連
句
、
俳
論
 
 

歌
．
文
章
等
作
品
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
一
つ
一
つ
着
実
な
考
察
が
展
開
さ
れ
る
 
 

と
共
に
、
「
旋
拾
遺
」
「
さ
ら
ば
笠
J
「
三
韓
人
」
等
の
撰
集
t
「
寛
政
紀
行
」
「
父
の
終
 
 

六
三
 
 
 



岩
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焉
日
記
▲
」
「
お
ら
が
春
」
等
の
紀
行
随
筆
、
「
七
番
日
記
」
「
九
番
日
記
」
等
の
旬
日
儲
、
 
 

「
方
言
雑
集
」
そ
の
他
の
言
語
研
究
な
ど
、
纏
っ
た
著
作
に
対
し
て
も
そ
の
登
内
 
 

容
が
分
析
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
b
し
か
も
こ
れ
ら
が
年
代
順
に
整
理
さ
 
 

れ
、
全
作
品
の
史
的
聯
関
が
明
き
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
⊥
て
l
茶
 
 

作
品
の
特
質
並
び
に
成
島
の
跡
は
は
じ
め
て
確
実
に
把
握
さ
れ
る
で
ぁ
ろ
う
。
一
 
 

方
入
に
関
す
る
研
究
の
進
展
は
こ
の
よ
う
な
作
品
研
究
を
連
行
す
る
上
に
大
き
く
 
 

寄
与
す
る
と
共
に
、
作
品
の
研
究
か
ら
見
ら
れ
る
俳
人
一
茶
の
認
識
を
一
層
確
実
 
 

に
す
る
為
に
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
一
茶
を
生
み
出
し
た
時
代
や
窃
 
 

境
の
考
察
を
行
い
、
時
代
や
環
境
に
よ
つ
て
一
茶
が
如
何
に
培
わ
れ
た
か
を
考
察
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

す
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。
一
茶
の
人
と
作
品
と
時
代
窮
境
に
対
す
る
研
究
が
一
方
に
偏
 
 

る
こ
と
な
く
、
有
機
的
に
聯
関
す
る
と
こ
ろ
に
真
の
一
茶
像
が
形
成
せ
ら
れ
、
そ
 
 

こ
か
ら
正
し
い
一
茶
観
が
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
由
来
一
茶
に
対
し
て
は
、
こ
 
 

れ
を
異
常
に
高
く
評
価
し
ょ
ぅ
と
す
る
立
場
と
、
こ
れ
を
過
少
に
位
置
ず
け
よ
う
 
 

と
す
る
立
場
と
極
端
な
二
つ
の
耳
揚
が
対
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
対
立
も
 
 

如
上
の
研
究
の
進
展
に
つ
れ
て
自
然
に
解
決
の
道
を
見
出
す
こ
と
と
思
う
。
 
 
 

こ
の
よ
ナ
に
論
じ
来
っ
て
再
び
一
茶
研
究
の
現
状
を
顧
る
時
、
問
題
ほ
独
り
作
 
 

品
研
究
の
上
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
の
研
究
の
領
域
に
も
室
自
や
不
明
瞭
町
 
 

筒
併
を
多
く
有
し
て
居
り
、
時
代
環
境
の
研
究
に
至
っ
て
ほ
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
の
 
 

広
大
な
分
野
を
残
し
て
い
る
。
一
二
条
研
究
到
達
の
彼
岸
ほ
な
お
遠
か
に
し
て
速
い
 
 

と
言
わ
紅
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
 
 
 

職
 
罰
 
本
儀
は
「
信
墳
教
育
」
一
案
特
集
鵜
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
）
に
依
頼
を
受
け
て
 
 

田
 
 

執
筆
し
た
二
菜
研
究
史
優
書
」
に
擦
り
．
こ
れ
に
多
く
の
訂
正
と
加
除
を
行
づ
 
 

た
も
の
で
あ
る
。
 
 

研
究
者
の
氏
各
に
は
一
切
敬
稀
を
省
い
た
こ
と
を
宥
恕
き
れ
た
い
。
 
 
 




