
に
旗
‐
脂
‐
１
‐
肥
Ｗ
ｎ
Ｉ
ｌ
列
旧
仙
が
‐
ｊ
勺
ｍ
ｒ
Ｆ
・
罰
‐
Ｊ

９
ｌ
Ｄ
０
■
二
町
‐
ｄ
Ｉ
ｉ
‐
句
■
四
Ｉ
ｂ
ｒ
Ｐ
■
Ｆ
１
Ｉ
ｊ
Ｐ
ｇ
宮
１
Ｆ

１
４
申
１
１
１
１
‐
１
１
１
日
０
６
日
６
１
日
１
６
１
１
＄
？
十
ｌ
Ｔ
９
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
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特
集
》
振
り
返
る
中
原
中
也

中
也
生
誕
一
○
○
周
年
の
特
集
号
に
中
也
の
「
可
能
性
」
を
語
る
こ

と
自
体
が
、
こ
の
若
輩
者
の
一
研
究
者
に
は
い
さ
さ
か
荷
が
重
す
ぎ
る

課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
ん
な
私
が
こ
こ
で
負
う
べ

き
役
割
（
期
待
？
）
と
は
、
お
そ
ら
く
、
最
近
上
梓
し
た
『
接
続
す
る

中
也
』
（
注
１
）
が
射
程
と
す
る
観
点
、
す
な
わ
ち
、
中
也
の
詩
篇
と
、

文
学
と
は
異
質
（
と
思
わ
れ
る
様
）
な
諸
言
説
と
の
「
接
続
」
の
可
能

性
を
語
る
位
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
そ
の
「
補
遺
」
と
で
も
言
う
べ
き
機

会
と
受
け
取
っ
て
、
拙
著
で
は
語
り
尽
く
せ
な
か
っ
た
問
題
の
一
端
を

述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
最
大
の
広
告
の
舞
台
と
な
っ
た
ベ
ル
リ
ン
・
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
年
は
、
多
く
の
日
本
人
た
ち
に
と

っ
て
も
水
泳
、
陸
上
の
活
躍
に
湧
い
た
、
空
前
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ

ー
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
昭
和
二
年
と
は
、
中
也
に
と
っ
て
悲
し

い
晩
年
の
幕
開
け
で
あ
っ
た
。
中
也
の
愛
息
文
也
は
、
昭
和
一
一
年
一

＄
一
Ｆ
‐
Ｉ
吃
．
、
‐
、
計
。
仙
也
‐
％
。

■
４
〃
二
コ
・
Ｆ
ｐ
ｑ
３
Ｌ
ｒ
９
巳
巳

「
声
」
と
「
詩
」
の
闘
争

Ｉ
中
也
詩
の
更
な
る
「
接
続
」
に
む
け
て

一
中
也
詩
の
「
切
断
」

↑

…
剣
釧
矧
副
到
刮
漫
宝
鴎
墹
弄
矧
制
詞
剰
副
詞
剰
側
矧
剥
割
剣
封
割
劉
醐
側
割
馴
馴
則
卿
蝿
熟
翠
礁
蕊
刈
制
割
勘
鬮
剛
潮
州
期

「

１
１
◇
申
』
一

‐
’
一
令
亘
早
亘
十
ケ
‐
申
一
一
亘
一
・
Ｉ
Ｄ
一
。
一
‐
‐
Ｉ
Ｇ
Ｌ
Ｉ
『
亘
亘
一
宮
１
▽
‐
印

愛
息
の
死
後
、
中
也
は
精
神
衰
弱
を
き
た
し
、
病
状
を
心
配
し
た
妻
の

連
絡
に
よ
り
上
京
し
た
母
が
、
翌
年
早
々
中
也
を
精
神
病
院
千
葉
寺
療

養
所
に
入
院
さ
せ
た
。
こ
こ
で
一
月
程
過
ご
し
た
後
、
診
療
所
を
無
断

で
退
院
し
、
二
月
二
七
日
に
は
、
鎌
倉
に
転
居
し
て
い
る
。
三
月
二
三

日
の
日
記
に
弓
文
学
界
』
に
詩
稿
発
送
」
と
あ
り
、
「
春
日
狂
想
」
が

「
文
学
界
」
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
五
月
号
な
の
で
、
二
月
か
ら
三
月
の

間
に
書
か
れ
た
の
が
こ
の
絶
唱
で
あ
る
。
拙
著
は
、
こ
の
詩
を
め
ぐ
る

個
人
的
な
思
い
出
か
ら
は
じ
ま
り
、
中
也
の
晩
年
を
め
ぐ
る
考
察
で
終

わ
っ
て
い
る
。

一
月
一
○
日
、
満
二
歳
に
な
っ
て
間
も
な
く
死
去
し
て
い
る
。

愛
す
る
も
の
が
死
ん
だ
時
に
は
、

自
殺
し
な
け
あ
な
り
ま
せ
ん
。

愛
す
る
も
の
が
死
ん
だ
時
に
は
、

そ
れ
よ
り
他
に
、
方
法
が
な
い
。

「
春
日
狂
想
」
（
Ｉ
・
畑
頁
）

疋
田
雅
昭

（
ひ
き
た
・
ま
さ
あ
き
〉
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｢声」と「詩」の闘争87 中也時の更なる「接続」 にむけて
－

昭
和
一
二
二
九
三
七
）
年
二
一
月
の
「
文
学
界
」
は
「
小
原
中
也

追
悼
」
の
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
巾
で
鎌
倉
時
代
、
最
も
深
く

巾
也
と
交
流
し
て
い
た
一
人
と
思
わ
れ
る
島
木
健
作
の
回
想
は
、
死
の

直
前
の
中
也
の
様
子
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

私
が
初
対
面
の
時
に
感
じ
た
こ
と
は
あ
た
っ
て
、
私
と
彼
と
は

こ
の
鎌
倉
滞
在
の
時
期
の
中
也
の
生
活
に
関
し
て
は
、
あ
の
「
三
角

関
係
」
の
次
に
人
口
に
贈
炎
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
無
許

可
と
は
言
え
自
主
的
に
退
院
し
た
中
也
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
精
神
的
疲

労
は
甚
大
で
あ
り
、
『
山
羊
の
歌
』
以
降
の
詩
篇
を
含
む
原
稿
を
清
書

し
小
林
に
託
す
こ
と
で
、
自
ら
は
郷
里
山
口
に
帰
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
。
だ
が
、
帰
郷
の
希
望
は
実
現
せ
ず
結
核
性
脳
膜
炎
と
い
う
奇
し
く

も
文
也
と
同
じ
病
気
に
よ
り
、
三
○
歳
で
こ
の
世
を
去
る
こ
と
と
な
っ

た
。

文
也
の
死
か
ら
中
也
自
身
の
死
去
に
至
る
こ
の
時
期
の
詩
篇
は
、
作

家
論
的
傾
向
の
強
い
中
也
詩
の
論
考
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
そ
の
伝
記

的
事
項
に
引
き
寄
せ
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
そ
れ
故
に
、
特
に

こ
の
時
期
の
作
品
を
、
作
家
論
的
文
脈
か
ら
「
切
断
」
す
る
必
要
を
、

私
は
随
所
で
述
べ
て
き
た
（
注
２
）
。
で
は
、
そ
の
「
切
断
」
さ
れ
た
詩

篇
た
ち
の
新
た
な
「
接
続
」
の
可
能
性
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。

二
中
也
と
政
治
性

↑
．
・
Ｃ
Ｄ
灯

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
中
也
像
は
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
中
也
像
と
は
か

け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
若
い
頃
か
ら
河
上
肇
の
『
貧
乏

物
語
』
を
愛
読
し
、
日
本
共
産
党
に
入
党
し
農
民
運
動
に
尽
力
、
昭
和

三
年
の
九
月
に
は
検
挙
さ
れ
懲
役
五
年
の
実
刑
判
決
を
受
け
て
い
る
島

木
と
、
中
也
は
し
ば
し
ば
政
治
談
義
を
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
社
会
的
事
件
」
が
何
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
こ

の
夏
以
来
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
七
月
七
日
の
臓
溝
橋
事
件
以
来
の
日

中
戦
争
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
新
領
土
」
誌
上
な

ど
で
も
話
題
と
な
り
、
多
く
の
詩
人
の
関
心
を
集
め
て
い
た
ス
ペ
イ
ン

内
戦
は
、
ベ
ル
リ
ン
Ⅱ
ロ
ー
マ
枢
軸
を
結
成
し
た
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア

社
会
的
事
件
と
い
へ
ば
、
こ
の
夏
以
来
の
騒
然
た
る
世
上
の
い

ろ
い
ろ
な
事
件
に
つ
い
て
氏
の
抱
い
て
ゐ
る
関
心
の
程
度
に
は
、

か
な
り
に
深
い
も
の
で
、
私
に
は
意
外
に
思
は
れ
る
こ
と
さ
へ
あ

っ
た
。
氏
の
や
う
な
詩
人
は
、
社
会
的
無
関
心
派
で
あ
る
の
が
普

通
で
あ
る
と
頭
か
ら
き
め
て
か
か
っ
て
ゐ
る
ほ
ど
に
愚
か
で
は
私

は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
時
々
意
外
に
思
は
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
戦
争
の
進
行
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
細
か
に
地
図
を
見

て
、
私
な
ど
よ
り
は
よ
く
知
っ
て
ゐ
た
。

い
は
ゅ
る
馬
が
合
っ
た
。
人
間
や
物
に
つ
い
て
の
感
じ
方
に
お
い

て
し
ば
し
ば
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
私
は
彼
と
政
治
の
議

論
を
す
る
気
は
い
さ
さ
か
も
な
か
っ
た
が
、
社
会
的
事
件
の
二
三

の
も
の
に
つ
い
て
さ
へ
、
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

・
峯
烹
蕊
龍
霧
發
凝
塞
駕
顎

■
①
む
つ
‐
｜
》

篝
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が
反
乱
軍
を
公
然
と
支
援
し
た
こ
と
に
よ
り
激
化
の
一
途
を
た
ど
り
、

九
月
に
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
ド
イ
ツ
を
公
式
訪
問
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
、
中
也
が
非
常
に
強
い
社
会
的
関
心
を
抱
き
続
け

て
い
た
こ
と
は
、
中
也
の
テ
ク
ス
ト
を
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
配

置
し
て
き
た
我
々
に
力
強
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

「
こ
の
世
の
他
な
ら
何
処
へ
で
も
」
と
訳
さ
れ
る
「
炉
昌
尋
胃
吊

・
具
。
騨
胃
言
白
昼
」
と
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『
パ
リ
の
憂
諺
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
詩
篇
の
題
名
で
あ
る
。
中
也
と
こ
の
詩
を
結
ぶ
接
点
と
し

て
、
昭
和
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
富
永
太
郎
詩
集
』
に
、
富
永
に
よ
る

翻
訳
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
全
集
で
は
昭
和
七
年
八
月
頃
と
推
定
さ
れ

る
こ
の
詩
篇
を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
評
者
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
中
で
、

頭
を
、
ポ
ー
ズ
に
し
て
や
ら
う

囚
人
刈
り
に
し
て
や
ら
う

ハ
モ
ニ
カ
を
吹
か
う

植
民
地
向
き
の
、
気
軽
さ
に
な
っ
て
や
ら
う

荷
物
を
忘
れ
て
、

引
き
越
し
を
し
て
や
ら
う

シ
ロ
望
笥
冨
吊
。
具
。
寓
胃
葛
日
匡

池
の
中
に
跳
び
込
ん
で
や
ら
う

「
（
頭
を
、
ポ
ー
ズ
に
し
て
や
ら
う
）
」

ぎぎ室

（
Ⅱ
．
糊
頁
）

イ
ヴ
Ⅱ
マ
リ
・
ア
リ
ュ
ー
が
、
『
日
本
詩
を
読
む
』
（
注
３
）
に
お
い
て
、

こ
の
詩
篇
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
特
筆
さ
れ
て
よ
い
。

「
植
民
地
」
と
い
う
言
葉
は
、
当
時
の
日
本
の
拡
張
主
義
政
策
を

思
え
ば
、
そ
し
て
巾
也
が
そ
れ
に
お
そ
ら
く
同
調
し
て
は
い
な
か

っ
た
ら
し
い
こ
と
（
『
在
り
し
日
の
歌
』
の
「
朝
鮮
女
」
を
参
照
）

を
思
え
ば
、
考
え
さ
せ
る
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
詩
人
が
一
時
的
に
全

く
外
在
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま

た
、
あ
ま
り
に
無
頓
着
に
、
植
民
地
事
業
に
没
頭
し
て
い
る
同
時

代
人
た
ち
に
対
す
る
風
刺
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

イ
ヴ
Ⅱ
マ
リ
・
ア
リ
ュ
ー
は
、
明
ら
か
に
中
也
の
詩
篇
の
背
後
に
あ
る

強
い
政
治
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
朝
鮮
女
」
も
、
そ
の
政

治
性
と
い
う
観
点
に
お
い
て
か
重
要
な
詩
篇
で
あ
る
と
言
う
。

朝
鮮
女
の
服
の
紐

秋
の
風
に
や
繕
れ
た
ら
ん

街
道
を
往
く
を
り
を
り
は

子
供
の
手
を
ば
無
理
に
引
き

額
鐙
め
し
汝
が
面
ぞ

肌
赤
銅
の
乾
物
に
て

な
に
を
思
へ
る
そ
の
顔
ぞ

ｌ
ま
こ
と
や
わ
れ
も
う
ら
ぶ
れ
し

こ
こ
ろ
に
呆
け
見
ゐ
た
り
け
む

わ
れ
を
打
見
て
い
ぶ
か
り
て

ﾋ

ﾋ

剰
剛
測
捌
測
剰
懲
襯
淵
榔
噸
淵
織
舗
釧
劉
測
剛
“篁

〆
一
宮
△

■
◇
ク
一
』
一
才
４
句
△
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０
ワ
ー
ー

ざ
妙
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歩
里
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あ
え
て
叙
情
的
な
「
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
に
中
原
の
こ
の
詩
に
匹
敵
す

る
よ
う
な
誠
実
な
と
こ
ろ
は
な
に
も
見
出
さ
な
い
」
と
我
々
を
挑
発
す

る
こ
の
指
摘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。

日
本
近
代
詩
の
、
い
や
中
也
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
さ
え
あ
ま
り
選
ば
れ

る
こ
と
の
な
い
こ
の
詩
に
つ
い
て
「
日
本
の
読
者
に
何
を
考
え
さ
せ
る

の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
何
を
考
え
さ
せ
な
い
よ
う
に
さ

せ
る
の
か
」
と
我
々
に
問
い
か
け
る
。
さ
ら
に
、
「
中
也
が
こ
の
詩
の

主
人
公
と
し
て
朝
鮮
の
女
を
特
に
選
ん
だ
事
実
に
は
見
事
に
一
言
も
ふ

れ
て
い
な
い
」
過
去
の
評
者
達
（
河
上
徹
太
郎
や
坂
本
越
郎
）
に
お
け

る
「
叙
情
性
」
を
重
視
し
た
読
み
の
陥
罪
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

朝
鮮
の
女
を
特
に
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
朝
鮮
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

や
ベ
ト
ナ
ム
に
置
き
換
え
れ
ば
、
西
欧
人
に
と
っ
て
こ
の
詩
に
読

み
違
え
よ
う
の
な
い
一
つ
の
意
味
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
に
。
そ
し

て
叙
情
性
は
、
効
果
と
し
て
し
か
、
あ
る
い
は
作
者
の
感
情
の
は

じ
ら
い
と
し
て
し
か
こ
の
詩
の
中
に
作
用
し
な
い
。

子
供
う
な
が
し
去
り
ゆ
け
り
…
…

軽
く
立
ち
た
る
挨
か
も

何
を
か
わ
れ
に
思
へ
と
や

軽
く
立
ち
た
る
俟
か
も

何
を
か
わ
れ
に
思
へ
と
や
…
…

●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●

＝＝堂

「
朝
鮮
女
」
（
Ｉ
・
伽
頁
）

文
学
研
究
の
基
礎
段
階
と
し
て
作
家
の
伝
記
的
研
究
が
寄
与
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。
特
に
詩
研
究
に
お

い
て
は
、
そ
う
し
た
基
礎
研
究
自
体
が
不
十
分
な
詩
人
が
沢
山
い
る
。

私
の
個
人
的
研
究
範
囲
で
言
え
ば
、
山
之
、
謨
や
村
野
四
郎
な
ど
も
そ

う
し
た
詩
人
達
の
一
人
で
あ
る
。
そ
う
し
た
詩
人
達
に
つ
い
て
は
、
よ

り
一
層
の
実
証
的
研
究
の
深
化
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

中
也
の
様
に
あ
る
程
度
作
家
情
報
が
蓄
積
整
理
さ
れ
、
キ
ャ
ノ
ン
化
し

つ
つ
あ
る
詩
人
の
場
合
、
む
し
ろ
我
々
は
詩
を
固
着
し
た
詩
人
像
か
ら

引
き
離
す
努
力
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

む
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
論
的
手
法
に
よ

り
、
解
釈
の
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
状
況
論
に
徹
し

て
作
品
そ
の
も
の
の
読
解
を
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
る
こ
と
す
ら

な
か
っ
た
中
也
の
政
治
性
を
作
家
論
（
Ⅱ
作
品
論
）
的
に
問
う
可
能
性

は
、
こ
う
し
た
従
来
の
作
家
像
か
ら
の
「
切
断
」
と
、
あ
ら
た
な
言
説

へ
の
「
接
続
」
の
中
間
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
安
易
な
作
家
称
揚
Ⅱ
キ
ャ
ノ
ン
補
完
へ
と

再
び
「
接
続
」
さ
れ
る
可
能
性
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
留
意

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
詩
人
イ
メ
ー
ジ
の
「
切
断
」
と
「
接

続
」
を
め
ぐ
る
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
対
し
、
我
々
は
、
中
也
の
「
政
治

性
」
に
関
し
て
、
詩
人
の
意
図
を
は
る
か
に
超
え
た
視
点
を
用
意
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
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拙
著
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
先
に
引
用
し
た
詩
編

「
春
日
狂
想
」
を
再
考
し
て
み
た
。
そ
の
評
釈
で
我
々
が
試
み
た
の
は
、

伝
記
的
事
項
の
「
切
断
」
か
ら
得
ら
れ
た
敬
体
の
多
用
と
い
う
中
也
の

表
現
上
の
特
徴
や
音
楽
性
（
リ
ズ
ム
）
に
関
す
る
新
た
な
「
接
続
」
、

お
よ
び
「
ゴ
ム
風
船
」
や
「
花
嫁
御
寮
」
と
い
つ
た
詩
語
の
同
時
代
性

と
の
「
接
続
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
詳
細
は
、
拙
論
を
見
て
頂

く
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
そ
の
「
切
断
」
か
ら
得
た
音
楽
性
（
リ
ズ

ム
）
の
問
題
に
、
よ
り
大
き
な
政
治
的
問
題
を
「
接
続
」
し
て
考
え
て

み
た
い
。

「
春
日
狂
想
」
の
二
節
は
、
不
思
議
な
リ
ズ
ム
で
構
成
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
中
原
豊
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ

る
（
注
４
）
。

こ
う
し
た
内
容
と
と
も
に
、
第
一
節
か
ら
第
二
節
に
か
け
て
の
音

数
律
の
微
妙
な
変
化
に
も
注
日
し
て
お
き
た
い
。
「
春
日
狂
想
」

は
主
に
七
音
と
八
音
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
。
第

一
部
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
八
音
が
優
勢
で
、
第
四
連
の
四
音
の

連
続
に
特
徴
的
な
、
重
く
し
っ
か
り
と
し
た
調
子
を
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
節
で
は
七
音
が
優
勢
に
な
り
、
一
行
が

三
・
四
・
凶
・
三
と
い
う
、
頭
と
尾
が
蛭
く
次
々
と
続
く
行
に
も

た
れ
か
か
っ
て
行
く
よ
う
な
形
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が

俗
謡
的
な
調
子
を
形
成
し
て
お
り
、
第
一
節
か
ら
第
二
節
へ
と
移

三
逆
説
的
な
リ
ズ
ム

頚
裂
蝿
胤
辮
鰯
剃
覗
測
淵
荊
率
創
測
蝋
蝋
蝋
糊
蘓
測
淵

る
と
と
も
に
、
詩
句
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
ボ
ル
テ
ー
ジ
が
減

衰
し
て
行
く
感
じ
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
原
豊
が
指
摘
す
る
第
一
節
の
特
徴
的
な
部
分
と
は
、

奉
仕
の
気
持
に
、
な
る
こ
と
な
ん
で
す
。

奉
仕
の
気
持
に
、
な
る
こ
と
な
ん
で
す
。

の
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
一
見
単
純
な
四
音
の
連
続
に
見
え

る
こ
の
箇
所
が
含
む
微
妙
な
ゆ
が
み
に
着
目
し
た
い
。
中
也
の
擢
音
、

促
音
、
そ
し
て
一
一
重
母
音
の
部
分
は
、
固
定
化
し
た
音
数
律
で
処
理
し

よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
拒
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。

確
か
に
「
気
持
に
」
は
間
違
い
な
く
四
音
節
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
前

の
「
奉
仕
」
（
Ⅱ
冒
匡
里
）
を
四
音
節
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
注
意

を
要
す
る
。
同
様
に
「
な
る
こ
と
」
は
四
音
節
で
あ
ろ
う
が
、
後
に
続

く
「
な
ん
で
す
」
（
Ⅱ
。
昌
号
印
巳
は
、
撒
音
の
解
釈
で
は
三
音
節
と

も
考
え
ら
れ
る
。

も
し
こ
の
連
の
音
数
を
後
者
の
様
に
把
握
す
れ
ば
、
三
・
四
・
四
・

三
と
い
う
、
中
原
豊
が
二
節
の
特
徴
で
あ
る
と
論
じ
た
「
俗
謡
調
」
と

可
じ
こ
と
に
な
る
。
私
は
、
こ
こ
で
我
川
引
水
に
論
弁
を
弄
し
て
い
る

訳
で
は
な
い
。
中
原
豊
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
確
か
に
二
節
は
七
音
七

音
の
繰
り
返
し
の
様
に
見
え
る
。
「
そ
こ
で
以
前
よ
り
」
と
い
う
部
分

を
「
せ
ん
」
と
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
る
点
な
ど
に
は
七
音
定
型
へ
の
意
図

を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
「
奉
仕
」
「
今
日
」
「
丁
寧
」
「
口
曜
」
な
ど

は
勘
音
や
長
音
、
母
音
な
ど
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
無
理
に
定
型
に
即
し

銅
製
翻
増
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て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
「
に
っ
こ
り
致
し
」
「
ま
ぶ
し
く
な
っ

た
ら
」
な
ど
の
促
音
の
場
合
は
、
前
者
は
「
っ
」
を
一
宇
分
と
数
え
な

け
れ
ば
七
音
に
足
り
ず
、
後
者
は
「
な
っ
」
で
一
宇
と
し
な
い
と
字
余

り
に
な
る
。
二
節
を
あ
る
一
定
の
調
子
で
朗
読
す
る
場
合
、
実
は
こ
う

し
た
部
分
に
臨
機
応
変
な
解
釈
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
巾
也
の
音
数
感
覚
の
問
題
は
、
詩
篇
「
朝
の
歌
」
に
お
い

て
「
唯
一
の
破
格
」
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
箇
所
「
軍
楽
」
（
Ⅱ
頃
冒
，

隠
百
）
に
お
い
て
も
同
様
に
指
摘
出
来
る
。

天
井
に
朱
き
い
ろ
い
で

戸
の
隙
を
洩
れ
入
る
光
、

鄙
び
た
る
軍
楽
の
憶
ひ

手
に
て
な
す
な
に
ご
と
も
な
し
。

「
朝
の
歌
」
（
Ｉ
・
妬
頁
）

こ
の
「
軍
楽
」
を
三
音
節
に
捉
え
れ
ば
こ
の
詩
は
、
見
事
に
五
七
調
の

ソ
ネ
ッ
ト
形
式
の
詩
篇
と
な
る
。
我
々
は
こ
の
詩
を
普
通
に
朗
読
す
る

場
合
、
そ
う
し
た
音
数
律
に
封
じ
込
め
て
い
る
こ
と
に
何
の
疑
問
も
持

た
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
難
解
な
表
象
で
あ
る
「
軍
楽
」
を
詩
人

の
個
人
的
な
記
憶
に
「
接
続
」
し
て
し
ま
う
根
拠
に
、
形
式
的
に
整
備

さ
れ
た
詩
篇
に
お
け
る
唯
一
の
破
格
の
箇
所
と
い
う
指
摘
を
す
る
。
し

か
し
、
こ
の
破
格
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
拘
り
な
が
ら
も
、
同
時
に

「
軍
楽
」
と
い
う
詩
語
を
詩
人
の
個
人
的
な
記
憶
か
ら
引
き
離
し
て
み

る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
詩
と
時
代
と
を
「
接
続
」
す
る
契
機
と
な
る
の
で

あ
る
（
注
５
）
。

古
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Ｐ
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ワ
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ｒ
０
ｑ
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？
け
一
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砂

』

こ
れ
が
単
な
る
誤
植
な
の
か
、
小
林
の
音
数
感
覚
に
よ
っ
て
中
也
の
詩

が
矯
正
さ
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
詩
を
「
汚
れ
ち
ま
っ
た
」
と
読
み
込
む
こ
と
に
は
、
明
ら
か
に
七
音

と
い
う
伝
統
的
音
数
律
の
誘
惑
が
背
後
に
あ
る
。

菅
谷
規
矩
雄
も
、
長
年
こ
の
詩
を
「
汚
れ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に
」
と

昭
和
一
○
二
九
三
五
）
年
一
月
に
「
文
学
界
」
に
掲
載
さ
れ
た
小
林

秀
雄
の
「
中
原
中
也
の
『
山
羊
の
歌
筐
は
、
こ
の
詩
を
『
山
羊
の
歌
』

の
一
篇
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
小
林
が
引
用
し
て

い
る
詩
は
以
下
の
様
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
也
の
詩
篇
の
七
音
や
五
音
は
本
来
ど
こ
か
に
歪
み
を
含
み
な
が
ら

も
、
そ
れ
ら
を
朗
読
す
る
我
々
が
そ
の
歪
み
を
矯
砿
し
な
が
ら
伝
統
的

な
音
数
律
に
依
拠
し
て
読
み
上
げ
て
い
る
と
い
う
逆
説
的
な
状
況
が
あ

ア
（
》
。

汚
れ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に

今
日
も
小
雪
の
降
り
か
か
る

汚
れ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に

今
日
も
風
さ
へ
吹
き
す
ぎ
る

汚
れ
っ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に

今
日
も
小
雪
の
降
り
か
か
る

汚
れ
つ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に

今
日
も
風
さ
へ
吹
き
す
ぎ
る

「
汚
れ
つ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に
」
（
Ｉ
・
剛
頁
）
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誤
っ
て
暗
唱
し
て
い
た
一
人
で
あ
る
と
い
う
（
注
Ｇ
）
。

汚
れ
っ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
に
…
…
は
三
拍
子
的
で
あ
る
。
汚
れ
ち

ま
っ
た
悲
し
み
に
…
…
で
あ
れ
ば
四
拍
子
的
で
あ
る
。
差
異
を
決

定
す
る
モ
メ
ン
ト
は
促
音
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
近
代
詩
の
韻
律
に

と
っ
て
も
っ
と
も
本
質
的
な
条
件
の
所
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

菅
谷
は
、
こ
こ
か
ら
中
也
詩
の
本
質
を
促
音
や
擬
音
を
巧
み
に
利
用
し

た
三
拍
子
の
形
成
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
ワ
ル
ツ

等
の
音
楽
に
顕
著
な
様
に
、
「
三
拍
子
は
本
質
的
に
旋
回
的
傾
向
を
持
」

っ
た
「
人
工
的
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
以
前
に
拙
論
で
論
じ
た
中

也
の
詩
篇
や
詩
論
に
お
け
る
「
旋
回
的
傾
向
」
を
思
い
出
し
て
も
よ
い

（
注
７
）
。
む
ろ
ん
、
中
也
の
音
数
律
の
問
題
に
関
し
て
は
、
今
後
全
て

の
詩
繍
を
対
象
に
、
促
音
、
撒
音
、
勘
音
さ
ら
に
は
二
重
母
音
な
ど
を

考
慮
に
い
れ
つ
つ
統
計
的
に
調
査
し
て
ゆ
く
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
こ
に
待
っ
て
い
る
の
は
、
中
也
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
そ
の
声

を
再
現
し
よ
う
と
す
る
読
者
の
パ
ロ
ー
ル
の
間
に
横
た
わ
る
根
源
的
な

陥
洋
、
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な
音
数
律
を
誘
惑
し
つ
つ
そ
れ
を
裏
切
り

続
け
る
巾
也
詩
の
姿
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
と
本
稿
冒
頭
に
て
述
べ

た
昭
和
ご
《
九
三
六
）
年
の
二
度
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
昭
和
初

年
代
の
体
操
教
育
の
打
傾
化
の
流
れ
を
民
衆
側
か
ら
支
え
る
こ
と
に
な

四
リ
ズ
ム
に
よ
り
統
制
さ
れ
る
身
体

繩
岬
釧
釧
捌
鋼
鋼
噛
噸
翻
潤
繩
銅
銅
繩

β
卜
Ｔ
ｐ
ｐ
１
ｆ
？
■
“
倶
田
ｌ
ｑ
写
．

潮
熱
釧
制
覇
劉
樹
割
剰
巍
巍
穂
蕊
蓮
頚
淵
淵
捌
調
『
調
輔
！
、
？
・
・
Ｉ
‐
Ｉ

測
淵
鋼
蝿
穏
側
蝋
糊
識
報
捌
惚
潤
剰
剥
製

る
契
機
で
あ
っ
た
。
二
年
の
ベ
ル
リ
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
降
、
国

内
の
話
題
は
次
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
で
あ
り
、
一
二
年
六
月

に
は
冬
季
大
会
の
開
催
も
札
幌
に
決
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
中
也
は
一

三
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
中
止
を
知
ら
ず
し
て
死
ん
で
い

る
。

当
時
の
鳩
山
一
郎
文
相
は
、
第
二
回
全
日
本
体
操
祭
（
昭
和
八
年
一

一
月
）
の
式
辞
の
別
の
箇
所
に
お
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

そ
の
為
に
「
全
国
津
々
浦
々
に
亘
り
数
百
万
人
の
国
民
が
同
じ
号
令
の

み
鍼
や

下
に
一
糸
素
れ
ず
、
同
一
の
運
動
を
行
ふ
こ
と
を
考
へ
ま
す
と
、
実
に

壮
快
極
ま
り
な
い
も
の
が
あ
」
る
と
述
べ
る
鳩
山
の
意
向
は
、
後
の
ラ

ジ
オ
体
操
の
位
置
付
け
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

全
国
に
中
継
さ
れ
た
こ
の
放
送
以
降
、
ラ
ジ
オ
体
操
の
会
の
一
般
的
な

進
行
も
、
国
旗
掲
揚
、
宮
城
遥
拝
、
「
君
が
代
」
斉
唱
、
「
愛
国
行
進

曲
」
斉
唱
と
、
一
糸
乱
れ
ぬ
身
体
運
動
と
前
後
の
国
家
的
儀
礼
に
よ
っ

て
、
個
々
の
身
体
性
は
否
定
さ
れ
、
国
家
の
身
体
と
な
り
変
わ
っ
て
ゆ

く
。

こ
の
様
な
ラ
ジ
オ
体
操
の
右
傾
化
に
は
、
体
操
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を

国
民
統
合
の
た
め
に
使
っ
て
い
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
ソ
コ
ー
ル
運

私
は
体
操
が
此
の
協
力
心
を
養
い
、
併
せ
て
堅
固
不
抜
な
る
協
力

の
精
神
と
必
ず
相
併
ふ
べ
き
強
壮
、
溌
刺
た
る
健
康
体
を
養
ひ
、

世
界
に
比
類
な
き
大
和
民
族
の
底
力
あ
る
進
展
を
い
や
が
上
に
も

旺
嘘
な
ら
し
む
る
に
、
有
力
な
る
修
練
の
一
方
途
な
る
こ
と
を
固

く
信
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一
寸
一

毒
蓋
溌
鐸
鍵

ケ
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こ
う
し
た
個
々
の
身
体
性
を
国
家
的
な
そ
れ
と
同
一
視
す
る
仕
掛
け
と

し
て
、
ヘ
ニ
ン
グ
・
ア
イ
ヒ
ベ
ル
グ
（
注
９
）
は
、
「
規
則
正
し
い
リ
ズ
ム

的
な
動
き
」
へ
の
矯
正
を
あ
げ
て
い
る
。
み
ん
な
が
同
じ
動
き
を
す
る

こ
と
が
集
団
の
帰
属
意
識
を
生
み
、
身
体
を
ラ
ジ
オ
に
合
わ
せ
る
こ
と

が
、
見
え
な
い
「
想
像
の
共
同
体
」
（
Ｂ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
）
と
自
己
を

同
一
視
す
る
。
ラ
ジ
オ
体
操
と
は
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

中
也
の
晩
年
に
あ
た
る
時
期
（
昭
和
二
年
～
一
二
年
）
は
、
筧
克

や
ま
と
ぱ
た

彦
が
考
案
し
た
天
皇
制
国
家
を
身
体
に
表
現
す
る
体
操
で
あ
る
日
本
体

易
き操

（
注
四
が
持
っ
て
い
た
役
割
を
、
日
中
戦
争
勃
発
を
背
景
と
す
る
国

家
総
動
員
体
制
の
確
立
の
中
で
、
ラ
ジ
オ
体
操
に
積
極
的
に
結
び
つ
け

て
い
っ
た
時
で
も
あ
っ
た
。
ラ
ジ
オ
体
操
第
二
に
加
え
て
、
火
日
本
国

民
体
操
（
ラ
ジ
オ
体
操
第
三
）
、
産
業
体
操
、
工
場
体
操
、
吟
詠
体
操

な
ど
様
々
な
体
操
が
考
案
さ
れ
、
学
校
、
職
場
な
ど
で
身
体
性
の
画
一

動
の
成
功
が
背
景
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
黒
田
勇
は
、
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
注
Ｂ
）
。

た
し
か
に
、
集
団
に
よ
る
体
操
や
行
進
・
踊
り
な
ど
、
身
体
の
集

団
性
に
よ
っ
て
国
家
や
民
族
を
実
体
験
す
る
、
ま
た
そ
れ
を
見
る

物
に
目
に
見
え
る
も
の
に
し
て
示
す
と
い
う
の
は
た
し
か
に
民
族

的
あ
る
い
は
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
仕
掛
け
で

あ
る
し
、
そ
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
チ
ェ
コ
に
限

ら
ず
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
デ
ン
マ
ー
ク
の
国
民
運
動
の
例
で
も
あ

っ
た
し
、
現
在
の
新
興
国
の
マ
ス
ゲ
ー
ム
も
同
様
で
あ
る
。

３
．
４
４
．
３
３
．
４
４
．
３
（
連
続
す
る
場
合
）

３
．
４
４
．
３
３
．
４
５
（
終
止
す
る
場
合
）

利
Ⅱ
且
■
《
咽
〃
】
●
の
〃
》
●
ぬ
″
』
一
ｍ
〃
』
●
（
皿
〃
』
●
⑰
″
〕
●
可
Ⅱ
４
．

（
こ
と
ば
よ
り
音
楽
と
し
て
の
リ
ズ
ム
が
強
調
さ
れ
た
場
合
）

そ
し
て
そ
の
昔
数
律
を
「
そ
れ
ぞ
れ
四
拍
子
四
小
節
か
ら
な
る
二
つ
の

行
、
都
合
八
小
節
三
二
拍
の
等
時
性
」
で
あ
る
と
分
析
す
る
。
言
語
を

話
を
「
春
Ｈ
狂
想
」
に
戻
そ
う
。
菅
谷
規
矩
雄
は
、
伝
統
的
歌
謡
の

基
本
構
成
で
あ
る
七
・
七
の
連
続
と
い
う
音
数
律
の
特
質
を
、
以
下
の

よ
う
に
把
握
す
る
。
（
・
は
無
音
拍
Ⅱ
休
止
）

化
に
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
。

昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
の
八
月
は
、
折
か
ら
の
国
民
強
化
運
動

の
一
環
と
し
て
「
国
民
心
身
鍛
練
運
動
週
間
」
と
さ
れ
、
大
阪
で
は
女

給
三
○
○
○
人
が
そ
ろ
い
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
で
中
之
島
広
場
で
ラ
ジ
オ
体

操
を
行
う
な
ど
、
文
部
省
・
内
務
省
は
、
ラ
ジ
オ
体
操
を
国
民
統
制
運

動
の
象
徴
と
し
て
普
及
奨
励
し
て
い
っ
た
。
中
也
が
死
去
す
る
一
○
月

は
、
ラ
ジ
オ
番
組
「
国
民
朝
礼
の
時
間
」
の
中
で
ラ
ジ
オ
体
操
が
放
送

さ
れ
始
め
た
時
で
も
あ
る
。
そ
の
後
生
み
出
さ
れ
た
多
く
の
戦
争
詩

も
、
安
易
に
読
む
こ
と
へ
吸
収
さ
れ
、
画
一
的
、
伝
統
的
な
音
数
律
に

依
拠
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
、
む
ろ
ん
中
也
は
知
ら

な
い
。

五
リ
ズ
ム
と
い
う
抵
抗
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こ
の
様
に
分
析
す
る
手
段
と
し
て
言
語
上
に
は
現
れ
な
い
無
音
の
休
止

拍
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た
菅
谷
の
分
析
は
、
近
代
以
降
の
詩
の
リ
ズ

ム
を
分
析
す
る
上
で
教
え
ら
れ
る
点
が
多
い
。
こ
の
岡
拍
子
の
リ
ズ
ム

が
、
近
代
以
降
の
西
洋
音
楽
の
受
容
と
出
会
う
と
き
、
近
代
詩
の
リ
ズ

ム
が
確
立
さ
れ
た
の
だ
と
菅
谷
は
言
う
。

等
時
拍
三
音
の
士
謡
的
発
想
を
、
強
弱
拍
に
よ
る
二
拍
子
へ
と
変

換
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
変
換
さ
れ
た
く
時
間
〉
が
す
な
は
ち

支
配
を
理
念
と
し
た
〈
近
代
〉
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
、
ミ
リ
タ
リ
イ
・
マ
ー
チ
を
初
め
と
す
る
唱

歌
の
「
大
衆
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
系
譜
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
ラ

ジ
オ
体
操
や
、
「
春
日
狂
想
」
に
出
て
来
る
「
花
嫁
御
寮
」
を
歌
っ
た

「
花
嫁
人
形
」
も
四
拍
子
の
曲
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
。

菅
谷
の
巾
也
評
価
は
、
こ
う
し
た
四
拍
子
の
伝
統
に
意
識
的
に
対
崎

し
、
三
拍
子
的
な
リ
ズ
ム
を
発
見
し
た
こ
と
に
あ
る
。

私
は
中
原
中
也
の
詩
に
、
二
拍
子
と
三
拍
子
の
相
互
の
シ
ン
コ
ペ

ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
ポ
リ
・
リ
ト
ミ
ッ
ク
な
特
性
を
、
固
有
の
リ

ズ
ム
と
し
て
み
と
め
た
。
そ
れ
が
一
九
二
○
年
代
の
中
原
中
也
に

と
っ
て
特
異
な
〈
体
験
〉
を
な
し
た
こ
と
は
う
た
が
い
な
い
。

首
肯
す
べ
き
論
で
あ
る
。
だ
が
、
私
は
こ
の
「
春
日
狂
想
」
に
は
別
の

側
面
を
指
摘
し
た
い
。
微
妙
な
逸
脱
を
含
み
な
が
ら
語
ら
れ
る
二
節

は
、
従
来
「
人
生
と
の
和
解
、
握
手
を
求
め
」
る
こ
と
に
賭
け
た
中
也

の
「
狂
想
」
（
注
Ｕ
、
「
全
否
定
と
全
肯
定
が
重
な
り
合
っ
て
、
秩
序
の

興
矧
割
馴
科
河
剰
斜
霜
繍
謝
綱
闘
調
溺
澗
翻
淵
蝋
測
淵

調
和
み
た
い
な
、
一
種
の
奇
妙
な
心
的
状
態
」
に
「
当
惑
す
る
体
」

（
注
遅
、
「
自
己
を
道
化
に
や
つ
し
た
「
人
間
喜
劇
筐
（
注
哩
、
「
宗
教

的
気
分
を
た
た
え
た
虚
無
的
な
お
道
化
う
た
」
（
注
巴
な
ど
と
い
つ
た

評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
評
価
に
共
通
し
て
い
る
の
は
二
節
が
、
長
年
対
立
を
続
け
て
い

た
「
生
活
者
」
と
の
交
渉
を
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
描
い
て
い
る
と
い
う

視
点
で
あ
る
。
中
也
の
詩
論
の
構
造
に
「
芸
術
家
」
と
「
生
活
者
」
と

い
う
対
立
構
造
が
あ
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
こ
に
描
か

れ
る
「
狂
者
」
の
身
体
の
捕
写
は
、
実
際
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
逸
脱

を
含
み
な
が
ら
も
、
「
３
．
４
４
．
３
３
．
４
４
．
３
」
と
い

う
俗
調
調
の
リ
ズ
ム
を
読
み
手
に
発
生
せ
し
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
多
く
の
論
者
が
論
の
巾
で
は
か
ら
ず
も
己
の
読
み
が
構
築
し
た
に

す
ぎ
な
い
定
型
リ
ズ
ム
を
普
遍
的
な
構
造
と
し
て
提
示
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
伺
い
知
れ
よ
う
。

だ
が
、
「
生
活
者
」
と
し
て
の
身
体
性
が
こ
の
様
に
描
か
れ
る
こ
と

は
、
二
つ
の
批
評
性
を
含
ん
で
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
「
玩
具
の
兵
隊
」

の
如
く
「
テ
ム
ポ
正
し
き
」
固
定
し
た
リ
ズ
ム
で
生
き
る
こ
と
が
「
狂

想
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ
が
「
狂
想
」
し
て
い
る

生
活
が
「
３
．
４
４
．
３
３
．
４
４
．
３
」
と
い
う
伝
統
的
俗

謡
調
の
リ
ズ
ム
を
使
っ
て
逆
説
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
微
妙
な
逸
脱
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
、
そ
の
「
狂
想
」
ぶ
り
に

よ
り
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

中
也
の
描
く
身
体
は
、
決
し
て
同
時
代
が
求
め
る
画
一
化
さ
れ
た
身

体
で
は
な
い
。
た
と
え
「
狂
想
」
を
描
こ
う
と
し
て
も
、
自
己
を
殺
し

潮

望
熱
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周
囲
と
調
和
し
た
「
テ
ム
ポ
正
し
き
」
毎
日
を
否
定
す
る
視
線
を
内
在

し
、
そ
の
「
テ
ム
ポ
正
し
き
」
生
活
を
伝
統
的
な
音
数
律
に
仮
託
し
て

逆
説
的
に
表
現
し
つ
つ
も
、
そ
の
中
か
ら
逸
脱
し
て
ゆ
く
身
体
…
…
。

あ
勢
十
二
時
の
サ
イ
レ
ン
だ
、
サ
イ
レ
ン
だ
サ
イ
レ
ン
だ

ぞ
ろ
ぞ
ろ
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
て
く
る
わ
、
出
て
く
る
わ
出
て
く
る
わ

月
給
取
の
午
休
み
、
ぶ
ら
り
ぶ
ら
り
と
手
を
振
っ
て

あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
出
て
く
る
わ
、
出
て
く
る
わ
州
て
く
る
わ

大
き
な
ビ
ル
の
真
シ
黒
い
、
小
ッ
ち
や
な
小
ッ
ち
や
な
出
入
口

空
は
ひ
ろ
び
ろ
薄
鐘
り
、
薄
興
り
、
挨
り
も
少
々
立
っ
て
ゐ
る

ひ
ょ
ん
な
眼
付
で
見
上
げ
て
も
、
眼
を
落
と
し
て
も
・
・
・
…

な
ん
の
お
の
れ
が
桜
か
な
、
桜
か
な
桜
か
な

「
正
午
」
（
ｌ
・
加
頁
）

昭
和
一
二
量
九
三
七
）
年
一
○
月
の
「
文
学
界
」
に
掲
救
さ
れ
た
こ

の
詩
も
、
昼
食
時
に
丸
ビ
ル
か
ら
出
て
く
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
ま
る
で

蟻
の
集
団
の
よ
う
に
無
個
性
に
描
き
な
が
ら
も
、
「
ひ
ょ
ん
な
眼
付
で

見
上
げ
て
も
、
眼
を
落
と
し
て
も
…
…
／
な
ん
の
お
の
れ
が
桜
か
な
、

桜
か
な
桜
か
な
」
と
い
う
部
分
は
、
七
音
や
五
音
の
伝
統
的
な
音
数
律

の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
画
一
化
さ
れ
た
身
体
表
現
と
は
逸
脱
し
た
表
象

を
含
ん
で
い
る
。

前
掲
の
菅
谷
は
例
え
ば
「
サ
ー
カ
ス
」
（
Ｉ
・
川
頁
）
の
「
ゆ
や
－

ん
ゆ
ょ
－
ん
ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
に
近
代
詩
人
た
ち
が
到
達
し
得
な
か

っ
た
三
拍
子
の
リ
ズ
ム
の
体
現
を
見
出
し
評
価
す
る
。

》

観
客
様
は
み
な
鰯

咽
喉
が
な
り
ま
す
牡
蛎
殻
と

ゆ
や
－
ん
ゆ
よ
－
ん
ゆ
や
ゆ
よ
ん

屋
外
は
真
シ
闇
闇
の
闇

夜
は
劫
々
と
更
け
ま
す
る

落
下
傘
奴
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と

ゆ
や
－
ん
ゆ
よ
－
ん
ゆ
や
ゆ
よ
ん

だ
が
む
し
ろ
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
、
七
音
と
五
音
で
形
成
さ
れ
た
こ
の

詩
が
、
サ
ー
カ
ス
小
屋
全
体
を
包
み
込
む
闇
を
表
現
す
る
聯
に
な
る
途

端
「
夜
は
劫
々
と
」
や
「
落
下
傘
奴
の
」
な
ど
微
妙
な
逸
脱
を
含
み
始

め
る
の
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
中
也
の
詩
を
歌
う
よ
う
に
読

ん
で
し
ま
う
が
、
歌
う
こ
と
を
鋼
か
せ
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
詩
の
場
合
、
既
に
最
初
の
聯
に
も
逸
脱
が
あ
る
。

幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し
て

茶
色
い
戦
争
あ
り
ま
し
た

幾
時
代
か
が
あ
り
ま
し
て

冬
は
疾
風
吹
き
ま
し
た

こ
の
「
茶
色
い
戦
争
」
や
「
冬
は
疾
風
」
も
、
他
の
七
・
五
調
の
リ
ズ

ム
に
引
っ
張
ら
れ
て
、
読
者
自
身
が
臨
機
応
変
に
固
定
化
し
た
リ
ズ
ム

に
合
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
サ
ー
カ
ス
小
屋
を
包
み
込
む
「
闇
」
や

「
戦
争
」
も
含
む
「
幾
時
代
」
か
の
歴
史
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
中
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也
は
そ
の
リ
ズ
ム
に
わ
ず
か
な
蹟
き
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
激
動

の
時
代
の
中
、
流
暢
な
リ
ズ
ム
に
彩
ら
れ
る
サ
ー
カ
ス
小
屋
で
の
時
間

だ
け
が
、
淀
み
な
く
流
れ
て
行
く
と
で
も
う
た
う
よ
う
に
。

中
也
の
詩
は
「
う
た
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
中
也

リ
プ
リ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン

の
詩
を
「
う
た
」
と
し
て
再
現
す
る
の
も
ま
た
読
者
で
あ
る
我
々

で
あ
る
。
「
う
た
」
っ
て
み
る
前
に
も
う
一
度
中
也
の
詩
を
見
つ
め
て

み
る
。
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
、
う
た
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ

た
中
也
の
「
詩
」
と
し
て
の
姿
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、

思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
詩
史
や
社
会
と
「
接
続
」
さ
れ
る
瞬
間
が
あ
る
。
そ

こ
に
こ
そ
中
也
の
詩
を
論
じ
る
新
た
な
可
能
性
の
一
端
が
あ
る
の
で
あ

ヂ
〈
》
○

詩
篇
の
下
の
（
）
内
の
口
Ｉ
マ
数
字
、
算
用
数
字
は
新
鰯
全
集
の
巻
数
及

ぴ
ぺ
ｌ
ジ
数
を
示
す
。

注
１
拙
著
『
接
続
す
る
中
也
」
平
成
一
九
（
二
○
○
七
）
年
五
月

笠
間
書
院

注
２
例
え
ば
、
拙
論
「
未
刊
詩
篇
を
読
む
と
い
う
こ
と
Ｉ
イ
ン
タ
ー
テ

ク
ス
チ
ュ
ァ
リ
テ
ィ
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
國
文
學
」
平
成
一

五
（
二
○
○
三
）
年
一
一
月
）
。

注
３
イ
ヴ
Ⅱ
マ
リ
・
ア
リ
ュ
ー
『
日
本
詩
を
読
む
』
昭
和
五
四
（
一

九
七
九
）
年
三
月
白
水
社

注
４
中
原
魁
「
中
原
中
也
の
「
春
日
狂
想
」
ｌ
〈
自
力
〉
か
ら
〈
他

力
〉
へ
の
転
回
」
『
原
最
と
写
像
』
昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
一
月

郡
鍾
峠
‐
一
郡
抑
幽
媚
慰
嘘
轆
錨
細
無
冠
臺
翻
燭
緬

蕊
鯏
遡
穏
頚
慰
蝋
淵
端
綱
澗
卿
測
馴
到
劇
墹
蝋
蝋
蝿
糊
柵
削
瑠
州
倒
卜
堺
剃
側
鯏
蝿

一
ｄ
０
Ｆ
‐
』
、
ｉ
叩
、
。
’
‐
‐
’
・
｝
｝
ト
リ
Ｉ
Ｄ
⑤
』
●

原
型
と
写
像
刊
行
会

注
５
詩
簡
「
朝
の
歌
」
の
分
析
の
詳
細
に
関
し
て
も
拙
著
を
参
照
頂
き

た
い
。

注
６
菅
谷
規
矩
雄
『
詩
的
リ
ズ
ム
音
数
律
に
関
す
る
ノ
ー
ト
』

昭
和
五
○
二
九
七
五
）
年
六
月
大
和
書
房

注
７
拙
諭
「
中
原
の
「
で
す
．
ま
す
」
体
」
『
中
原
中
也
研
究
』
六
号

平
成
一
三
（
二
○
○
二
年
七
月

注
８
黒
田
勇
『
ラ
ジ
オ
体
操
の
誕
生
』
一
九
九
九
（
平
成
三
）
年

七
月
青
弓
社

注
９
ヘ
ニ
ン
グ
・
ア
イ
ヒ
ベ
ル
グ
『
身
体
文
化
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
』
清
水
諭
訳
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
二
月
新
評
論

注
加
筧
克
彦
「
日
本
体
操
』
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
三
月
筧
克

彦
博
士
著
作
刊
行
会

注
Ⅲ
中
村
稔
「
言
葉
な
き
歌
」
「
言
葉
な
き
歌
』
昭
和
四
八
つ
九

七
三
）
年
一
月
角
川
書
店

注
皿
分
銅
惇
作
「
中
原
巾
也
』
昭
和
四
九
二
九
七
四
）
年
九
月

講
談
社
現
代
新
書

注
過
阪
本
越
郎
「
中
原
中
也
」
『
日
本
の
詩
歌
認
」
昭
和
閥
三
（
一
九

六
八
）
年
六
月
中
央
公
論
祉

注
側
吉
田
熈
生
「
春
日
狂
想
」
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
加
中
原
中
也
」

昭
和
且
六
（
一
九
八
二
年
三
月
角
川
書
店

ｌ
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
特
別
研
究
員
Ｉ

裏
蕊q,‘

蕊
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疋田雅昭著『接続する中也』(笠間書院）

「
接
続
す
る
中
也
」

四
六
判
・
二
四
六
頁

税
込
定
価
二
八
○
○
円

本
稿
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る

「
中
也
文
学
の
接
続
性
」
を
さ

ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
探
っ
た
著

者
の
意
欲
作
。

「
い
つ
も
私
の
心
に
あ
っ
た

の
は
、
中
也
の
人
生
の
「
本

当
」
を
知
り
た
い
こ
と
で
も
な

く
、
詩
篇
の
「
本
当
」
の
解
釈

を
知
り
た
い
わ
け
で
も
な
か
っ

た
。
私
が
知
り
た
か
っ
た
の

は
、
中
也
の
詩
篇
の
持
つ
豊
饒

な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
〈
接

続
〉
の
可
能
性
だ
っ
た
の
だ
。
」

そ
う
語
る
筆
者
の
意
識
は
、

言
文
一
致
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
現

象
学
、
音
楽
、
同
時
代
性
と
あ

ら
ゆ
る
場
面
へ
と
向
け
ら
れ

る
。

中
也
の
詩
は
作
家
論
と
し
て

語
ら
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
傾
向

に
対
し
て
真
っ
向
か
ら
警
鐘
を

鳴
ら
す
筆
者
の
姿
勢
が
す
か
す

が
し
い
・
ま
た
、
同
時
に
筆
者

は
従
来
通
り
の
テ
ク
ス
ト
論
と

し
て
中
也
の
詩
篇
を
扱
う
こ
と

も
よ
し
と
し
な
い
。

本
書
の
目
的
は
「
「
中
原
」

の
実
人
生
に
ま
つ
わ
る
言
説
の

、
、
、

権
威
性
を
〈
切
断
〉
し
、
残
っ

た
「
中
也
」
を
文
壇
Ⅱ
詩
壇
を

超
え
た
様
々
な
領
域
の
テ
ク
ス

ト
と
〈
接
続
〉
す
る
こ
と
。
」

に
あ
る
と
筆
者
は
語
る
。

挑
戦
的
な
試
み
が
み
せ
て
く

れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い

中
也
文
学
の
新
し
い
可
能
性
で

あ
り
、
新
し
い
中
原
中
也
の
妾

で
も
あ
る
．

中
也
論
の
ひ
と
つ
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
文
学
論
と
し
て

新
し
く
興
味
深
い
。
中
也
生
誕

百
年
が
生
ん
だ
良
作
の
一
つ
と

言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
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国
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凸
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ｑ
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堰
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喝
領
も
凸
革
閏
限
■
七
曲
Ｈ
Ⅳ
け
舗
頃
咽
二
■
胴
判
別
■
肖
朝
ｎ
吋
揮
動
軍
司
グ
繭
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Ｐ
白
叫
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唯
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山
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全

古典学習の必需品[必携]シリーズ

万葉集を読むための基礎百科
神野志隆光編定価1470円

夏目漱石事典
三好行雄編定価2100円

日本の古典名言必携
久保田淳絹定価1370円

宮沢賢治必携
佐藤泰正絹定価1370円

源氏物語事典
秋山虐鱈定価2100円

ノンジヤンルで文学を楽しむ[教醤]シリーズ

ギヤンブルー破滅と栄光の快楽

左右／みぎひだI)

定価1575円

雑麓版1680円改装圃籍版1785円

ようこそ絵本の世界へ
雑誌版1500円改装圏籍版1785円

その時何歳だったのか
雑聴版1790円改装閏縮版2100円

宗教のキーワード集
錐詫版1790円改装閏籍版2100円
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い
蜘
届
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刷
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観
駄
睡
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鰹
蜀

學燈社
〒169→8608東京都新宿区曲早稲田3-5-10
電話03(5228)7154FAXO3(5228)7150

すべての商品はHPでもお買い求めいただけます

http://www.gakutousya.cojP/




