
 

Instructions for use

Title 「未来へのまなざし」 : 「ぬべし」を視座としての「鶏頭」再考

Author(s) 松王, 香

Citation 現代俳句, 608, 12-23

Issue Date 2017-10-01

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/90364

Type article

File Information hairon_37_1-6.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


12

一
、
は
じ
め
に

　
　

鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し　
　

子
規

　

俳
句
を
文
法
で
読
み
解
く
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。あ
る
い
は
、

俳
句
を
読
み
解
く
上
で
文
法
は
ど
の
程
度
重
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は

予
備
校
で
古
文
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
ぬ
べ
し
」
を
生
徒
に

レ
ク
チ
ャ
ー
す
る
際
、
い
つ
も
頭
の
ど
こ
か
に
こ
の
句
が
浮
か
ん
で
き

て
落
ち
着
か
な
い
気
持
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
の

疑
問
が
わ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
鶏
頭
」
の
句
は
、
絶
筆
の
「
糸
瓜
」
の
句
と
と
も
に
、
子
規

の
代
表
句
と
し
て
す
で
に
評
価
は
定
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら

に
、
こ
の
句
を
め
ぐ
っ
て
は
「
鶏
頭
論
争
（
注
1
）」
な
る
も
の
が
勃
発
し
、

論
じ
尽
く
さ
れ
て
い
る
感
の
あ
る
句
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
句
の
ど
う
い
っ
た
点
を
評
価
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、

未
だ
に
揺
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
細
見
綾
子
（
敬
称
略
、
以
下
同
）
は
、
一
九
八
五
（
昭

60
）
年
九
月
の
講
演
で
、「
私
は
、
子
規
の
俳
句
の
中
で
、
ど
れ
が
一

番
好
き
か
と
言
わ
れ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
〈
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ

べ
し
〉、
あ
の
句
が
い
い
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
後
、
そ
の
理
由
と

し
て
、「
い
か
に
も
歯
切
れ
が
よ
く
て
、
十
四
、
五
本
は
あ
る
だ
ろ
う

な
あ
、
と
言
い
切
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
が
写
生
の
良

さ
、
私
は
鶏
頭
ら
し
い
と
思
い
ま
す
（
注
2
）」。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

評
価
軸
は
、「
写
生
の
良
さ
」「
鶏
頭
ら
し
さ
」
で
あ
る
が
、こ
の
二
つ
は
、

細
見
に
限
ら
ず
、
こ
の
句
を
評
価
す
る
際
の
言
説
に
か
な
り
の
確
率
で

使
わ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
写
生
の
良
さ
」
と
は
何
か
、

「
鶏
頭
ら
し
さ
」
と
は
何
か
、
と
な
る
と
ま
る
で
曖
昧
模
糊
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
山
口
誓
子
の
「
生
の
深
処
に
触
れ
た
（
注
3
）」
や
、
山
本
健

吉
の
「
た
ぐ
い
な
く
鮮
か
な
心
象
風
景
（
注
4
）」
で
あ
る
と
い
う
結
論
も
、

や
は
り
大
雑
把
な
括
り
の
ま
ま
宙
に
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

感
が
否
め
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
評
価
軸
の
定
ま
ら
な
い
ま
ま
に
、

松
　
王
　
か
を
り
　

「
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
」

　
　
　
　
―「
ぬ
べ
し
」
を
視
座
と
し
て
の
「
鶏
頭
」
再
考
―
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秀
句
と
い
う
評
価
だ
け
が
確
定
し
て
い
る
状
態
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
状
態
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
手
段
と
し
て
、
私
は
、
こ
の

句
に
関
し
て
は
文
法
か
ら
の
読
み
解
き
が
極
め
て
有
効
だ
と
考
え
る
。

結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
ぬ
べ
し
」
に
ま
つ
わ
る
「
未
来
へ
の

ま
な
ざ
し
」
こ
そ
が
、
こ
の
句
の
解
釈
の
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

点
は
、
こ
れ
ま
で
の
言
説
に
抜
け
落
ち
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
も
し
か

し
た
ら
言
外
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
表
立
っ

て
論
じ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。

　

折
し
も
今
年
は
子
規
生
誕
一
五
〇
年
に
当
た
る
。
昭
和
五
〇
年
代
初

頭
、
大
岡
信
（
注
5
）
が
新
た
な
視
座
と
し
て
提
示
し
た
「
ぬ
べ
し
」
を

鍵
と
し
て
、
も
う
一
度
こ
の
句
を
読
み
解
き
、
こ
の
句
に
「
未
来
」
と

い
う
新
し
い
視
点
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。
ひ
い
て
は
そ
れ
は
、
子
規

の
俳
句
理
論
で
あ
る
「
写
生
」
の
変
容
の
指
摘
に
繋
が
っ
て
い
く
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

二
、　
「
ぬ
べ
し
」
考

　

こ
の
論
の
核
と
な
る
の
は
、「
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
「
ぬ

べ
し
」
の
文
法
的
解
釈
か
ら
論
を
進
め
て
い
く
。

（
１
）「
べ
し
」
に
つ
い
て

　

一
般
に
「
推
量
」
の
助
動
詞
と
呼
ば
れ
る
「
べ
し
」
で
あ
る
が
、
そ

の
意
味
は
多
義
に
わ
た
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
現
在
、
高
等
学
校
等

で
教
授
し
て
い
る
古
典
文
法
で
は
、
①
推
量　

②
当
然　

③
意
志　

④

可
能　

⑤
適
当　

⑥
命
令　

の
六
つ
の
分
類
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
便
宜
的
な
も
の
で
、
判
別
し
に
く
い
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
。
基

本
義
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
「
あ
る
事
柄
の
成
立
に
つ
い
て
そ
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
確
信
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
当
然
（
必
然
）
で
あ
る
と

推
量
す
る
意
が
原
義
で
あ
る
（
注
6
）」（
傍
線
は
論
者
、以
下
同
）
と
あ
る
。

　

次
の
例
文
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
（
意
味
は
基
本
義
で
あ
る
）。

　
　
ａ　

雨
降
り
け
む
。（
雨
が
ふ
っ
た
だ
ろ
う
。）

　
　
　
　
　

…
「
け
む
」
は
過
去
推
量
の
助
動
詞

　
　

ｂ　

雨
降
る
ら
む
。（
今
ご
ろ
雨
が
降
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。）

　
　
　
　
　

…
「
ら
む
」
は
現
在
推
量
の
助
動
詞

　
　
ｃ　

雨
降
ら
む
。（
雨
が
降
る
だ
ろ
う
。）

　
　
　
　
　

…
「
む
」
は
未
来
の
事
柄
に
つ
い
て
の
推
量
が
中
心
の
助

動
詞

　
　

ｄ　

雨
降
る
べ
し
。（
雨
が
降
る
は
ず
だ
・
雨
が
降
る
に
ち
が
い

な
い
。）

　
　
　
　
　

…
「
べ
し
」
は
あ
る
事
柄
の
成
立
に
つ
い
て
そ
の
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
確
信
を
も
っ
て
、そ
れ
が
当
然
（
必
然
）

で
あ
る
と
推
量
す
る

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
推
量
の
助
動

詞
の
「
視
線
の
向
き
」、
い
わ
ゆ
る
「
視
線
の
ベ
ク
ト
ル
」
で
あ
る
。

ａ
の
「
け
む
」
の
推
量
は
「
過
去
」
に
向
き
、ｂ
の
「
ら
む
」
で
は
「
現

在
」
に
あ
り
、
ｃ
の
「
む
」
の
場
合
は
「
未
来
」
に
向
い
て
い
る
。
で

は
ｄ
の
「
べ
し
」
は
ど
う
な
の
か
。
前
述
の
「
べ
し
」
の
基
本
義
（
傍

線
部
分
）
か
ら
、
視
線
は
明
ら
か
に
「
未
来
」
に
向
い
て
い
る
。

　

つ
ま
り
「
べ
し
」
は
、
多
義
に
わ
た
り
つ
つ
、
基
本
的
に
は
「
未
来
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へ
の
ベ
ク
ト
ル
」
を
持
つ
助
動
詞
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
２
）「
ぬ
」
に
つ
い
て

　

一
般
に
「
完
了
」
の
助
動
詞
と
呼
ば
れ
る
「
ぬ
」
で
あ
る
が
、
基
本

義
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
「
あ
る
時
点
に
お
い
て
事
柄
が
成
立
・
完
成

し
て
い
る
意
を
表
す
の
が
本
義
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
基
準
と
な
る
時

点
は
現
在
に
限
ら
ず
、
過
去
や
未
来
の
あ
る
時
点
で
も
よ
い
（
注
7
）」
と

あ
る
。「
ぬ
」
と
い
う
助
動
詞
に
は
、
変
化
・
動
き
な
ど
が
完
成
・
終

結
し
た
意
を
表
す
「
完
了
」
だ
け
で
は
な
く
、ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
、

つ
ま
り
「
未
来
の
あ
る
時
点
」
の
変
化
・
動
き
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の

完
成
を
確
認
・
強
調
す
る
意
を
表
す
「
強
意
（
確
述
）」
の
用
法
が
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
強
意
（
確
述
）」

の
用
法
は
、
多
く
の
場
合
、
下
に
「
む
」「
べ
し
」
と
い
っ
た
推
量
の

助
動
詞
を
伴
っ
て
お
り
、「
ぬ
」
は
下
接
の
推
量
の
助
動
詞
を
強
調
す

る
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
、
す
で
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
表
す
「
完
了
」
の
意
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
３
）「
ぬ
べ
し
」
に
つ
い
て

　
（
１
）（
２
）
か
ら
、助
動
詞
の
「
ぬ
」
と
「
べ
し
」
が
合
体
し
た
「
ぬ

べ
し
」
と
い
う
語
法
は
、《「
強
意
（
確
述
）」
の
助
動
詞
「
ぬ
」
＋
推

量
の
助
動
詞
「
べ
し
」》
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
注
8
）。
し
か
も
こ
の
「
ぬ
」

は
、
文
脈
の
中
で
の
「
べ
し
」
の
意
味
を
強
め
る
働
き
を
す
る
の
で
、

た
と
え
ば
、「
べ
し
」
が
「
推
量
」
の
意
で
あ
る
な
ら
、「
事
態
の
生
ず

る
こ
と
を
確
定
的
な
こ
と
と
し
て
推
量
す
る
意
を
表
す
。
き
っ
と
…
す

る
だ
ろ
う
。
…
し
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
…
て
し
ま
い
そ
う
だ
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
ぬ
べ
し
」
の
項
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。「
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
」
が
強
く
働
い
て
い
る
。

　
三
、　
「
鶏
頭
」
の
句
考

（
１
）
文
法
的
解
釈
を
す
れ
ば

　

そ
こ
で
、「
鶏
頭
」
の
句
を
文
法
に
則
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
こ
こ
に

四
つ
の
景
が
立
ち
現
れ
る
。
ま
ず
、
前
章
の
「
ぬ
べ
し
」
の
最
も
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
語
法
に
則
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、「
鶏
頭
が
十
四
五
本
も

き
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
、
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
な
り
、
こ
の
場
合
、

鶏
頭
は
現
時
点
で
は
咲
い
て
い
な
い
未
来
の
景
で
あ
る
。
こ
れ
を
Ａ
と

す
る
。

　

つ
ぎ
に
Ｂ
。
実
は
、「
べ
し
」
の
原
義
か
ら
は
少
々
外
れ
る
が
、「
目

の
届
か
な
い
所
で
、
現
在
進
ん
で
い
る
事
態
を
断
定
的
に
推
定
す
る
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
べ
し
」
の
項
）
と
あ
る
よ
う
に
、
未
来
の
み

な
ら
ず
、
現
在
へ
の
視
線
も
併
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、「
鶏
頭
が
十
四
五
本
も
き
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
、
あ
る
に

ち
が
い
な
い
」
と
解
釈
は
Ａ
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
鶏
頭
は
現
時
点
で

咲
い
て
い
る
。
け
れ
ど
、
そ
れ
は
目
の
届
か
な
い
（
認
識
で
き
な
い
）

と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
事
態
を
推
し
量
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

Ｃ
は
、
Ｂ
同
様
に
鶏
頭
は
咲
い
て
い
て
、
し
か
も
見
え
て
い
る
。
全

体
が
見
え
て
い
る
か
一
部
が
見
え
て
い
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。
推
し

量
っ
て
い
る
の
は
、そ
の
「
花
の
数
」
な
の
で
あ
る
。「
ぬ
べ
し
」
が
「
十

四
五
本
」
と
呼
応
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

　

Ｄ
は
、
Ｃ
同
様
に
鶏
頭
が
見
え
て
い
る
。
し
か
し
Ｃ
と
の
違
い
は
、
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「
ぬ
べ
し
」
が
「
鶏
頭
」
と
呼
応
し
て
お
り
、
推
し
量
っ
て
い
る
の
は
、

そ
の
「
花
の
種
類
」
で
あ
る
。

　

整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。　

　
　

Ａ　

未
来
の
庭
の
景

　
　

Ｂ　

現
在
の
庭
の
景
《
鶏
頭
は
見
え
て
い
な
い
》

　
　

Ｃ　

現
在
の
庭
の
景
《
鶏
頭
は
全
体
（
一
部
）
が
見
え
て
い
て
、

花
の
数
を
推
測
》

　
　

Ｄ　

現
在
の
庭
の
景
《
十
四
五
本
の
赤
い
花
は
全
体
（
一
部
）
が

見
え
て
い
て
、
花
の
種
類
を
推
測
》

　
「
鶏
頭
」
の
句
を
、「
ぬ
べ
し
」
を
鍵
と
し
て
読
み
解
く
と
言
っ
た
も

の
の
、
こ
こ
で
一
旦
は
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
句
に
つ
い
て
の

何
の
情
報
も
な
く
、
純
粋
に
こ
の
句
だ
け
を
解
釈
す
る
と
、
結
局
、
Ａ

～
Ｄ
の
四
つ
の
景
が
立
ち
現
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の 

「
鶏
頭
論
争
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
文
法
的
解
釈
と
実
際
に
句
に
詠
ま

れ
た
景
と
の
関
係
に
混
乱
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
文
法
的
解
釈
に

従
え
ば
、
Ａ
～
Ｄ
の
ど
れ
も
が
正
解
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
句
の
周
縁
を
め
ぐ
っ
て

　

さ
て
、
こ
こ
で
「
作
者
の
人
生
を
読
み
込
ま
な
け
れ
ば
読
み
解
け
な

い
よ
う
な
句
は
、
芸
術
作
品
と
し
て
自
立
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
問
い
が
浮
上
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
問
い
は
、「
作
家
論
・

作
品
論
」
に
対
立
拮
抗
す
る
概
念
と
し
て
登
場
し
た
「
テ
ク
ス
ト
論
」、

お
そ
ら
く
そ
れ
に
近
い
立
ち
位
置
か
ら
発
せ
ら
れ
る
問
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
果
た
し
て
そ
の
問
い
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
と
も
か
く
も
、
作
者
の
存

在
を
意
識
的
に
切
り
捨
て
て
作
品
を
分
析
す
る
と
い
う
「
テ
ク
ス
ト
論
」

は
、
す
で
に
行
き
詰
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
ま
し
て
や
俳
句
は
最
短
の

詩
型
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
み
解
く
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
安
易
な
伝

記
的
事
実
の
反
映
に
は
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
必
要
と
あ

ら
ば
、
そ
の
句
の
周
縁
の
考
証
、
考
察
を
精
査
し
て
取
り
込
ん
で
い
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。「
鶏
頭
」
の
句
も
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
一
句
な
の
で

あ
る
。

　

こ
の
句
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
の
は
、
一
九
〇
〇
（
明
33
）
年
九
月

九
日
、
根
岸
の
子
規
庵
に
お
け
る
句
会
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
子
規
の

亡
く
な
る
ち
ょ
う
ど
二
年
前
で
あ
る
。
こ
の
日
の
句
会
の
様
子
は
、『
定

本
高
濱
虚
子
全
集
』（
昭
48
～
50
・
11
、毎
日
新
聞
社
）
の
第
二
巻
（「
日

本
派
句
會
稿
・
虛
子
ほ
か
選
句
稿
」）
に
、
ま
た
『
子
規
全
集
』（
昭
50

～
53
、
講
談
社
）
の
第
十
五
巻
「
俳
句
会
稿
」
に
公
表
さ
れ
て
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　

当
日
は
子
規
、
虚
子
を
含
め
て
十
九
名
の
会
者
（
注
9
）
の
も
と
、
二
回

運
座
が
持
た
れ
て
い
る
。
第
一
回
運
座
は
十
題
（
注
10
）
出
題
さ
れ
、
一
題

に
つ
き
一
句
を
出
句
。
第
二
回
運
座
は
、
席
題
「
鶏
頭
」
で
各
自
十
句

と
い
う
句
会
で
あ
っ
た
。
子
規
は
、
第
一
回
の
運
座
に
は
一
句
し
か
出

句
し
な
か
っ
た
が
、
第
二
回
の
運
座
で
は
、
以
下
に
あ
げ
る
九
句
を
出

句
し
て
い
る
（
注
11
）。

　
　
　

席
題
「
鶏　

頭
」

　

①
塀
低
き
田
舎
の
家
や
葉
鶏
頭
（
稲
）
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②
葉か

ま
つ
か

鶏
頭
の
錦
を
照
す
夕
日
哉

　

③
誰
が
植
ゑ
し
と
も
な
き
路
次
の
鶏
頭
や
（
晁
・
雪
）

　

④
萩
刈
て
鶏
頭
の
庭
と
な
り
に
け
り
（
麦
・
瀾
・
惟
）

　

⑤
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
（
稲
・
鳴
）

　

⑥
鶏
頭
の
花
に
と
ま
り
し
ば
つ
た
か
な
（
麦
・
孤
・
瀾
）

　

⑦
朝
皃
の
枯
れ
し
垣
根
や
葉
鶏
頭
（
月
・
人
・
雪
）

　

⑧
鶏
頭
に
車
引
入
る
ゝ
ご
み
や
哉

　

⑨
鶏
頭
や
二
度
の
野
分
に
恙
な
し
（
虚
・
稲
・
烏
・
牛
）

　
　
（
論
者
が
、『
子
規
全
集
』
の
句
会
稿
の
中
か
ら
子
規
の
句
九
句
を
抜
き
出
し
数
字
を
つ
け
た
）

　

他
の
十
八
名
の
そ
れ
ぞ
れ
十
句
を
合
わ
せ
て
、「
鶏
頭
」
の
句
は
全

部
で
一
八
九
句
あ
っ
た
。
そ
の
一
八
九
句
の
中
か
ら
、
各
自
十
七
句
を

選
句
し
て
い
る
。
⑤
の
句
は
、
稲
青
と
鳴
球
が
選
句
し
た
だ
け
の
二
点

句
で
あ
っ
た
。
虚
子
は
点
を
入
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
虚
子

と
碧
梧
桐
編
集
の
『
子
規
句
集
』（
明
42
、
俳
書
堂
）
に
、
こ
の
句
は
収

録
さ
れ
な
か
っ
た
し
、後
年
、虚
子
独
り
で
編
集
し
た
『
子
規
句
集
』（
昭

16
・
６
、
岩
波
文
庫
）
に
も
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
虚

子
は
、
一
生
涯
こ
の
句
を
無
視
し
続
け
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
（
注
12
）。

　

次
に
、
席
題
の
「
鶏
頭
」
が
嘱
目
吟
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
こ
の
問

い
に
関
し
て
、
緻
密
な
考
証
を
行
っ
た
の
が
、
注
１
で
紹
介
し
た
林
桂

の
「
鶏
頭
論
」（『
船
長
の
行
方
』、
一
九
八
八
・
二
、
書
肆
麒
麟
）
で
あ

る
。
二
回
目
の
運
座
に
出
さ
れ
た
一
八
九
句
を
子
細
に
検
討
し
、
席
題

「
鶏
頭
」
の
本
意
を
離
れ
て
の
共
通
現
象
、
そ
れ
も
特
殊
な
場
面
を
詠

ん
だ
句
が
幾
人
か
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
そ
の
一
端
を
挙

げ
れ
ば
、「
鶏
頭
や
松
の
日
影
に
か
つ
赤
し　

抱
琴
」「
松
の
枝
の
横
這

ふ
下
や
鶏
頭
花　

三
子
」
と
い
っ
た
松
と
鶏
頭
と
の
位
置
関
係
や
、「
鶏

頭
の
上
に
物
干
す
小
庭
哉　

格
堂
」「
鶏
頭
に
洗
濯
物
の
雫
か
な　

牛

伴
」
の
よ
う
に
生
活
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
描
写
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た

具
体
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
鶏
頭
」
が
単
な
る
席
題
で
は
な
く
、

嘱
目
に
よ
る
写
生
ゆ
え
に
起
こ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
疑
念
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
子
規
が
そ
の
鶏
頭
を
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う

か
。
こ
の
問
い
に
関
し
て
も
林
は
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
の
論

を
進
め
る
た
め
の
必
要
最
小
限
の
事
項
を
整
理
し
た
い
。
ま
ず
、
子
規

の
随
筆
を
書
き
出
し
て
み
る
。
林
の
「
鶏
頭
論
」
で
も
、
大
岡
の
「
鶏

頭
の
十
四
五
本
も
（
注
13
）」
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。

此
秋
の
野
分
に
悉
く
倒
れ
た
鶏
頭
は
別
に
枯
れ
も
し
な
い
で
段
々

大
き
く
な
つ
て
行
く
。
薄
も
刈
つ
て
し
ま
ひ
、
萩
も
枯
れ
て
し
ま

ひ
、
外
の
草
は
皆
跡
も
留
め
ぬ
や
う
に
な
つ
た
冬
の
初
に
、
十
本

余
り
の
燃
え
る
や
う
な
鶏
頭
ば
か
り
が
残
つ
た
。（
…
）
或
る
日

虚
子
が
来
て
青
々
が
来
て
、
此
日
は
何
と
な
く
愉
快
な
日
で
あ
つ

た
が
、
虚
子
に
障
子
明
け
て
も
ら
う
て
庭
を
見
る
と
、
例
の
鶏
頭

が
並
ん
で
居
る
の
が
た
ま
ら
な
く
愉
快
で
あ
つ
た
（
注
14
）。

　
「
鶏
頭
」
の
句
が
発
表
さ
れ
た
句
会
の
一
年
前
、
一
八
九
八（
明
32
）年

十
二
月
号
に
、「
根
岸
草
庵
記
事
」
と
題
し
て
載
っ
た
子
規
の
随
筆
の

一
節
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
冬
の
初
め
の
子
規
庵
の
庭

に
、
十
本
余
り
の
鶏
頭
が
残
っ
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
、
障
子
を
明
け

る
と
、
部
屋
に
居
な
が
ら
に
し
て
子
規
に
見
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
「
根
岸
草
庵
記
事
」
に
は
、
子
規
の
他
に
、
四
方
太
、
青
々
、

碧
梧
桐
、
虚
子
た
ち
も
子
規
庵
や
庭
の
様
子
を
書
い
て
い
る
。
青
々
は

「
け
ふ
こ
の
席
上
で
思
ひ
〳
〵
に
何
か
一
つ
宛
書
か
う
と
い
ふ
事
に
相

談
が
一
決
し
た
。
も
し
即
景
を
か
く
の
な
ら
鶏
頭
の
数
位
は
よ
ん
で
お

く
の
も
必
要
で
な
い
か
と
い
ふ
主
人
（
＝
子
規
、
論
者
注
）
の
詞
に
、

丁
度
障
子
の
下
に
居
た
虚
子
君
が
障
子
を
あ
け
た
（
注
15
）」
と
書
い
て
い

る
し
、　

当
日
、
碧
梧
桐
は
そ
の
場
に
は
い
な
か
っ
た
が
、
彼
も
文
章

を
載
せ
て
い
る
。「
或
る
日
子
規
子
の
庭
に
あ
る
鶏
頭
が
ひ
と
り
言
を

言
つ
た
。
／
今
年
の
夏
か
ら
自
分
等
の
眷け

ん

属ぞ
く

十
四
五
本
が
一
処
に
半
坪

程
の
中
に
育
て
ら
れ
た
が
初
め
の
内
は
松
葉
牡
丹
に
さ
へ
圧
し
つ
け
ら

れ
る
や
う
な
有
様
、況
し
て
桔
梗
は
南
側
の
日
あ
た
り
に
立
つ
て
居
る
、

其
又
南
に
は
乱
暴
な
芒
が
我
一
人
と
い
ふ
勢
で
取
り
乱
し
て
居
る
と
い

ふ
の
で
、
我
々
も
甚
だ
困く

る
しめ
ら
れ
た
訳
で
あ
つ
た
（
注
16
）」
が
、
そ
の
書

き
出
し
で
あ
る
。

　

咲
き
残
る
鶏
頭
の
数
を
、
子
規
は
「
十
本
余
り
」
と
書
き
、
碧
梧
桐

は
、「
十
四
五
本
」
と
書
い
た
。
後
で
も
う
一
度
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

大
岡
は
、
こ
の
碧
梧
桐
の
文
章
を
論
拠
と
し
て
、
子
規
の
鶏
頭
の
句
に

過
去
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
三
（
１
）
の
「
ぬ
べ
し
」
か
ら
立
ち
現
れ
た
四
つ
の
景
を
、

こ
こ
で
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

　
　

Ａ　

未
来
の
庭
の
景

　
　

Ｂ　

現
在
の
庭
の
景
《
鶏
頭
は
見
え
て
い
な
い
》

　
　

Ｃ　

現
在
の
庭
の
景
《
鶏
頭
は
全
体
（
一
部
）
が
見
え
て
い
て
、

花
の
数
を
推
測
》

　
　

Ｄ　

現
在
の
庭
の
景
《
十
四
五
本
の
赤
い
花
は
全
体
（
一
部
）
が

見
え
て
い
て
、
花
の
種
類
を
推
測
》

　

こ
れ
ま
で
に
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
席
題
が
「
鶏
頭
」
で
あ
る
こ
と
、

嘱
目
吟
で
あ
る
こ
と
、
子
規
は
居
室
に
居
な
が
ら
に
し
て
鶏
頭
を
見
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
当
日
、
子
規
が

目
に
し
て
い
た
光
景
は
Ｃ
で
あ
る
。
た
し
か
に
子
規
の
目
に
は
、
咲
い

て
い
る
鶏
頭
が
全
体
（
あ
る
い
は
一
部
）
が
見
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
、
前
章
「
ぬ
べ
し
」
考
で
考
察
し
た
「
未

来
へ
の
ま
な
ざ
し
」、
そ
れ
を
反
映
し
た
Ａ
の
景
と
矛
盾
す
る
。
子
規

が
「
ぬ
べ
し
」
の
持
つ
未
来
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た

と
し
た
ら
、
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
眼
前
の
Ｃ
の
景
を
見
て
、
き
っ
と

今
年
も
十
四
五
本
咲
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
思
い
を
素
直
に

詠
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
問
題
に
な
っ
て
く
る

の
が
、
子
規
の
「
ぬ
べ
し
」
観
で
あ
る
。　

（
３
）
子
規
の
「
ぬ
べ
し
」
観          

　

い
わ
ゆ
る
高
等
学
校
等
で
学
習
す
る
「
文
語
文
法
（
古
典
文
法
）」
は
、

平
安
時
代
の
和
文
、
と
り
わ
け
十
一
世
紀
初
め
の
頃
の
物
語
・
和
歌
に

み
ら
れ
る
も
の
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
文
法
を
い
う
。
俳
句
で

「
文
語
文
法
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
文
法
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

言
葉
は
移
り
ゆ
き
、
そ
れ
に
つ
れ
文
法
も
移
り
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
文
法
に
外
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
が
間
違
い
と
も
言

え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
章
で
行
っ
た
「
ぬ
べ
し
」
の
考
察
を
そ
の
ま

ま
子
規
の
句
に
当
て
は
め
て
よ
い
の
か
、
つ
ま
り
、
子
規
が
「
ぬ
べ
し
」
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を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
と
て
も

重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
『
子
規
全
集
』
第
一
巻
～
第
三
巻
の
子
規
の
俳
句
中
、「
べ
し
」
の
使

用
は
ち
ら
ほ
ら
見
か
け
る
も
の
の
、「
ぬ
べ
し
」
と
な
る
と
、
今
、
論

じ
て
い
る
鶏
頭
の
句
以
外
に
二
句
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
。
そ
の
二
句
を
次
に
挙
げ
て
み
る
。

　
　

水
仙
は
只
竹
藪
に
老
い
ぬ
べ
し
（
明
28
）

　
　

犬
の
塚
狗
尾
草
な
ど
生
え
ぬ
べ
し
（
明
29
）

    

　

ま
ず
「
水
仙
」
の
句
で
あ
る
が
、竹
藪
に
咲
い
て
い
る
水
仙
を
見
て
、

「
き
っ
と
こ
の
ま
ま
こ
の
竹
藪
で
水
仙
の
盛
り
が
過
ぎ
て
い
く
に
ち
が

い
な
い
」
程
度
の
意
で
あ
ろ
う
。「
狗
尾
草
」
の
句
の
場
合
は
、
犬
を

埋
め
た
塚
を
目
の
前
に
し
て
、「
き
っ
と
狗
尾
草
な
ど
が
こ
の
土
か
ら

生
え
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
」
程
度
の
意
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
「
ぬ

べ
し
」
も
、
明
ら
か
に
「
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
」
の
も
と
に
使
わ
れ
て

い
る
。
前
章
で
の
「
ぬ
べ
し
」
の
考
察
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、子
規
に
は
、助
動
詞
「
べ
し
」
に
注
目
し
て
い
た
時
期
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
第
十
九
号
（
明
31
・７
月
号
）
に
、「
べ

く
」
と
い
う
題
で
、
結
句
が
「
べ
し
」
の
連
用
形
で
あ
る
「
べ
く
」
で

終
わ
っ
て
い
る
和
歌
を
列
挙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
十
五
首
の

中
に
も
、「
お
ひ
し
げ
れ
ひ
ら
野
の
原
の
あ
や
杉
よ
こ
き
紫
に
た
ち
か

さ
ぬ
べ
く
〈
拾
遺
、元
輔
〉（
＝
こ
の
子
よ
、
源
氏
の
将
来
を
背
負
っ
て
、

立
派
に
生
育
し
て
お
く
れ
。
濃
い
紫
の
袍
を
裁
ち
重
ね
て
着
る
よ
う
に
）

（
注
17
）」
と
「「
ぬ
べ
く
」
で
終
わ
っ
て
い
る
和
歌
が
一
首
あ
る
。
な
ぜ

子
規
が
結
句
の
「
べ
く
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
助
動
詞
「
べ
し
」
で
和
歌
を
止
め
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
非
常
に
興
味
を
覚
え
、
古
歌
か
ら
抜
き
出
し
、
研
究
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の
「
ぬ
べ
し
」

は
、
明
ら
か
に
「
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
確
か
で
あ
る
。

　

で
は
、
子
規
が
研
究
し
て
い
た
芭
蕉
、
蕪
村
は
「
ぬ
べ
し
」
を
使
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
蕪
村
全
集
』（
平
13
・
９
、
講
談
社
）
の
第
２

巻
〈
連
句
〉
に
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
芭
蕉
に
つ
い
て
は
、

『
松
尾
芭
蕉
集
１　

全
発
句
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
平
７
・７
、

小
学
館
）
に
二
句
見
つ
か
っ
た
。

　
　
「
ぬ
べ
し
」
の
使
わ
れ
て
い
る
芭
蕉
の
句

　
　

藻
に
す
だ
く
白
魚
や
と
ら
ば
消き

え

ぬ
べ
き（
延
宝
九
年〈
一
六
八
一
〉）

　
　

鶴
鳴
く
や
其
声
に
芭
蕉
や
れ
ぬ
べ
し
（
元
禄
二
年
〈
一
六
八
九
〉）

　
「
白
魚
」
の
句
は
、「
と
ら
ば
」（
＝
も
し
と
っ
た
ら
）
と
仮
定
条
件

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
消
ぬ
べ
き
」（
＝
き
っ
と
消
え
る
に
ち
が
い
な

い
）
と
い
う
未
来
の
景
へ
の
推
量
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、「
鶴

鳴
く
」
の
句
も
、
鶴
の
鳴
く
甲
高
い
鋭
い
声
に
、「
芭
蕉
や
れ
ぬ
べ
し
」

（
＝
芭
蕉
の
葉
も
き
っ
と
破
れ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
）
と
い
う
未

来
の
景
へ
の
推
量
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
子
規
の
こ
の
鶏
頭
の
句
を
最
初
に
評
価
し
た
の
は
、
子

規
門
下
の
歌
人
で
あ
っ
た
長
塚
節
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う

の
は
、
長
塚
節
が
満
三
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
折
、
斎
藤
茂
吉
が
『
ホ
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ト
ト
ギ
ス
』
に
追
悼
文
を
寄
せ
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
長
塚
さ
ん
は
俳
句
に
就
い
て
は
黙
つ
て
居
た
が
な
か
な
か
動
じ
な
い

意
見
を
有
つ
て
ゐ
た
。（
…
）
正
岡
先
生
の
晩
年
の
句
の
『
鶏
頭
の
十

四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
』
が
分
か
る
俳
人
は
今
は
居
ま
い
な
ど
と
云
つ

た
（
注
18
）」。
で
は
、
俳
壇
の
誰
も
が
ま
だ
注
目
し
て
い
な
か
っ
た
頃
に
、

こ
の
句
を
評
価
し
た
長
塚
節
は
、「
ぬ
べ
し
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
長
塚
節
歌
集
』（
斎
藤
茂
吉
選
）（
昭
８
・
８
、

第
１
刷
、
平
26
・
２
、
第
27
刷
版
、
岩
波
文
庫
）（
八
一
九
首
）
に
二

首
見
つ
か
っ
た
。

　
　
「
ぬ
べ
し
」
の
使
わ
れ
て
い
る
長
塚
節
の
短
歌

　
　
　
　

晩
秋
雑
詠

　
　

こ
ほ
ろ
ぎ
は
は
か
な
き
蟲
か
柊
の
は
な
が
散
り
て
も
驚
き
ぬ
べ
し

　
　
　
　
（
明
治
四
十
四
年
）
十
二
月
七
日
、
程
ち
か
く
槭
を
お
ほ
く

植
ゑ
た
る
あ
り
、
け
ふ
は
塀
の
外
に
散
り
敷
け
る
落
葉
を
掃

き
て
、
松
葉
の
ま
じ
り
た
る
ま
ゝ
に
火
を
つ
け
て
燒
く

　
　

時
雨
れ
來
る
け
は
ひ
遙
か
な
り
焚
き
棄
て
し
落
葉
の
灰
は
か
た
ま

り
ぬ
べ
し

    

　
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
の
歌
は
、「
は
な
が
散
り
て
も
」（
＝
花
が
散
っ
た
と

し
て
も
）
と
仮
定
条
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
「
時
雨
れ
」
の
歌
で

は
「
け
は
ひ
遙
か
な
り
」
で
、
ま
だ
時
雨
は
来
て
い
な
い
が
気
配
だ
け

は
す
で
に
あ
っ
て
、
も
し
時
雨
が
来
た
ら
、「
落
葉
の
灰
は
か
た
ま
り

ぬ
べ
し
」（
＝
落
ち
葉
焚
き
を
し
た
灰
は
、
き
っ
と
固
ま
っ
て
し
ま
う

に
ち
が
い
な
い
）
と
二
首
と
も
に
眼
前
の
景
で
は
な
く
、
未
来
の
景
を

推
量
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
塚
節
が
、
子
規
の
「
鶏
頭
」
の
句
の
ど

こ
を
評
価
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
長
塚
の
「
ぬ
べ
し
」
の

認
識
が
、
前
章
の
考
察
通
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
虚
子
の
場
合
、『
定
本　

高
濱
虚
子
全
集
』
第
一
巻
～

第
四
巻
（
前
掲
）
中
、「
ぬ
べ
し
」
の
使
わ
れ
て
い
る
句
が
一
句
だ
け

あ
っ
た
。「
大
正
十
五
年
六
月
・
池
田
あ
き
ら
病
気
見
舞
」
と
前
書
き

が
あ
っ
て
、「
浴
衣
著
て
早
籐
椅
子
に
あ
り
ぬ
べ
し
」。
句
意
は
、
自
分

が
見
舞
に
行
く
の
を
、池
田
あ
き
ら
は
「
早
籐
椅
子
に
あ
り
ぬ
べ
し
」（
＝

早
く
も
籐
椅
子
に
座
っ
て
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
）程
度
の
意
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
目
の
届
か
な
い
所
で
、
現
在
進
ん
で
い
る
事
態
を
推
測
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、決
し
て
未
来
の
景
の
推
量
で
は
な
い
。
虚
子
が「
鶏

頭
」
の
句
を
通
り
過
ぎ
た
一
因
と
し
て
、
虚
子
の
「
ぬ
べ
し
」
に
、「
未

来
へ
の
ま
な
ざ
し
」
が
な
い
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
４
）
な
ぜ
「
ぬ
べ
し
」
な
の
か

　

子
規
の
「
ぬ
べ
し
」
観
が
、
た
し
か
に
「
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
」
を

持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
視
線
が
「
未
来
」
に
向
く

推
量
の
助
動
詞
に
は
「
む
」
も
あ
る
し
、「
べ
し
」
単
独
で
も
い
い
の
だ
。

「
あ
ら
む
」「
あ
る
べ
し
」「
あ
り
ぬ
べ
し
」、
こ
の
中
で
、
子
規
は
な
ぜ
、

「
ぬ
べ
し
」
を
選
択
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
音
数
の
問
題
だ
と
し
て
看
過

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
「
む
」
と
「
べ
し
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、「w

ill

」
と
「should

」

の
違
い
と
言
え
ば
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
か
。「
む
」に
は
な
い「
当
為
」

の
意
が
「
べ
し
」
に
あ
り
、
さ
ら
に
「
ぬ
べ
し
」
に
は
、
前
章
で
考
察

し
た
よ
う
に
「
強
意
」
の
意
が
加
わ
っ
て
、
最
強
の
「
未
来
へ
の
ま
な
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ざ
し
」
と
な
っ
て
い
る
。「
き
っ
と
～
す
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う

為
に
は
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
子
規
は
「
ぬ
べ
し
」
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、本
章（
２
）で
の
引
用
文
、「
根
岸
草
庵
記
事
」

に
描
か
れ
た
、「
鶏
頭
」
の
句
会
前
年
の
子
規
庵
の
庭
の
様
子
で
あ
る
。

子
規
は
「
十
本
余
り
の
燃
え
る
や
う
な
鶏
頭
ば
か
り
が
残
つ
た
」
と
書

き
、
碧
梧
桐
は
「
鶏
頭
の
ひ
と
り
言
」
と
し
て
、「
自
分
等
の
眷け

ん

属ぞ
く

十

四
五
本
」
と
書
い
た
。
眼
前
の
鶏
頭
を
見
な
が
ら
、
子
規
は
一
年
前
の

鶏
頭
を
鮮
や
か
に
思
い
出
し
て
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

「
ぬ
べ
し
」
を
使
っ
て
、「（
今
年
も
）
き
っ
と
十
四
五
本
咲
い
て
い
る

に
ち
が
い
な
い
」
と
確
信
を
持
っ
て
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
前
述
の
大
岡
の
論
文
（
注
19
）
も
、「
ぬ
べ
し
」
の
語
法
か
ら
「
過

去
」
を
引
き
寄
せ
て
い
る
。

（
子
規
に
は
）
ご
く
自
然
に
、
去
年
の
冬
一
文
を
草
し
て
鶏
頭
を

た
た
え
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た
。「
そ
う
い
え
ば
去
年
の
鶏
頭

は
十
四
五
本
だ
っ
た
な
。
碧
梧
桐
も
お
れ
の
文
章
に
付
合
つ
て
、

眷
属
十
四
五
本
を
擁
す
る
鶏
頭
の
ひ
と
り
ご
と
な
る
俳
文
を
、
同

じ
号
に
の
せ
て
い
た
っ
け
…
…
。
あ
の
鶏
頭
の
美
し
さ
は
忘
れ
ら

れ
な
い
…
…
」
／
子
規
は
こ
う
し
て
、
去
年
の
鶏
頭
の
思
い
出
の

た
め
に
、
筆
を
と
っ
て
「
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
と

す
ら
す
ら
書
き
つ
け
た
の
で
は
な
い
か
。

    

　

た
だ
、
大
岡
説
は
、
過
去
を
引
き
寄
せ
る
余
り
に
、
鶏
頭
の
句
を
「
回

想
の
句
」
だ
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
、「
過
去
」
は
、「
ぬ
べ

し
」
の
根
拠

0

0

と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
５
）
子
規
が
見
て
い
た
景
と
は

　
「
鶏
頭
」
の
句
に
存
在
す
る
、
根
拠

0

0

と
し
て
の
「
過
去
」
を
論
じ
た

と
こ
ろ
で
、
い
よ
い
よ
、「
鶏
頭
」
の
句
に
存
在
す
る
「
未
来
へ
の
ま

な
ざ
し
」
に
言
及
す
る
時
が
き
た
。

　

ま
ず
、
鶏
頭
の
句
が
発
表
さ
れ
た
明
治
三
十
三
年
に
、
子
規
が
自
分

の
未
来
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
。
そ
の
年
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

一
月
号
に
載
っ
た
「
新
年
雑
記
」
の
書
き
出
し
で
あ
る
。

復
新
年
を
迎
へ
た
。
う
れ
し
い
。
う
れ
し
い
。
其
「
う
れ
し
い
」

が
ま
だ
尽
き
ぬ
内
に
は
や
次
の
大
問
題
は
首
を
挙
げ
て
く
る
「
来

年
の
正
月
は
」。
さ
て
此
大
問
題
に
逢
着
し
た
と
こ
ろ
で
「
な
に

今
年
も
」
と
や
っ
て
の
け
る
勇
気
は
最
早
な
く
な
つ
た
。「
初
暦

五
月
の
中
に
死
ぬ
日
あ
り
」
と
も
詠
ん
だ
。
併
し
そ
れ
は
噓
だ
。

ま
だ
五
月
な
ん
か
に
終
わ
る
気
遣
は
無
い
。
と
に
か
く
来
年
の
正

月
ま
で
は
生
き
る
積
り
だ
。と
い
つ
て
は
見
た
が
「
と
に
か
く
」「
迄

は
」「
積
り
だ
」
と
い
ふ
言
葉
を
省
く
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
（
注
20
）。

    
　
「
初
暦
五
月
の
中
に
死
ぬ
日
あ
り
」
と
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
へ

の
覚
悟
を
決
め
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
死
と
の
親
和
性
を
高
め
よ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
す
ぐ
そ
の
あ
と
で
、「
と
に
か
く
来

年
の
正
月
ま
で
は
生
き
る
積
り
だ
」
と
書
い
て
、「
と
に
か
く
」「
ま
で
は
」

「
積
り
だ
」
に
気
弱
な
心
情
が
滲
み
出
て
い
る
こ
と
を
、
本
人
も
認
め

て
い
る
。「
鶏
頭
」
の
句
会
の
翌
月
、十
月
十
四
日
の
句
会
を
も
っ
て
「
子
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規
庵
」
で
の
句
会
が
終
わ
る
こ
と
も
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
子
規
の

病
状
は
か
な
り
悪
化
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
近
づ
く
死

を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
す
れ
ば
、
目
の
前
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
鶏
頭
を
見
な
が
ら
子
規
が

見
て
い
た
未
来
と
は
、
も
は
や
自
分
不
在
の
庭
に
咲
き
誇
る
鶏
頭
で
は

な
か
っ
た
か
。
こ
こ
で
、「
Ａ　

未
来
の
庭
の
景
」
と
「
Ｃ　

現
在
の

庭
の
景
《
鶏
頭
は
全
体
（
一
部
）
が
見
え
て
い
て
、
花
の
数
を
推
測
》」

が
重
な
る
の
で
あ
る
。

　

遡
及
し
て
考
え
れ
ば
、
山
口
誓
子
が
、
子
規
は
自
己
の
「
生
の
深
処
」

に
触
れ
た
の
だ
と
言
い
、「
子
規
が
、「
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
云
つ
て
、

そ
れ
を
自
己
の
生
命
の
う
ち
に
そ
つ
く
り
包
ん
で
し
ま
ふ
と
そ
れ
は
最

早
、
現
実
と
し
て
、
見
た
ま
ゝ
で
は
な
く
、
現
実
以
上
の
も
の
、
大
袈

裟
に
云
へ
ば
、
永
遠
の
も
の
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
（
注
21
）」
と
論

じ
た
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
「
未
来
の
庭
の
景
」
を
言
わ
ん
と

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
山
本
健
吉
が
「
現
実
の
世
界
か

ら
作
品
の
世
界
へ
の
移
調
（
ト
ラ
ン
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
）」
と
言
い
、「
た

ぐ
い
な
く
鮮
か
な
心
象
風
景
と
な
っ
て
、
一
句
に
結
晶
す
る
の
で
あ
る

（
注
22
）」
と
論
じ
た
「
心
象
風
景
」
に
、「
未
来
の
庭
の
景
」
も
含
ま
れ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
説
と
も
に
、「
永
遠

の
も
の
」「
心
象
風
景
」
と
、
概
念
が
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
過
ぎ
て

い
て
、
具
体
的
な
像
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
の
も
と
、
私
は
、「
鶏
頭
」
の
句
は
、
眼
前
に
咲

く
庭
の
鶏
頭
を
見
な
が
ら
、
過
去
（
と
り
わ
け
一
年
前
）
の
鶏
頭
を
思

い
出
し
、
そ
の
「
過
去
」
を
根
拠
と
し
な
が
ら
、「
未
来
」、
そ
れ
も
自

ら
が
不
在
と
な
っ
た
庭
の
鶏
頭
を
重
ね
合
わ
せ
た
句
だ
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
一
旦
は
行
き
詰
ま
っ
た
か
に
み
え
た
「
ぬ
べ
し
」
か
ら
の
読
み

解
き
で
あ
る
が
、
結
局
、「
過
去
」―「
現
在
」―「
未
来
」
を
貫
く
軸
と

し
て
「
ぬ
べ
し
」
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
眼
前
の
庭
」
に
、「
過

去
の
庭
」
と
「
未
来
の
庭
」
を
引
き
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
鶏

頭
」
は
三
重
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

四
、　

お
わ
り
に　

　

な
ぜ
「
咲
き
ぬ
べ
し
」
で
は
な
く
、「
あ
り
ぬ
べ
し
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
き
っ
と
咲
く
に
ち
が
い
な
い
」
と
「
咲
く
」
こ
と
を
推
量
・
推
定
す

る
の
で
は
な
く
、「
き
っ
と
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
「
あ
る
」
と
い

う
存
在
そ
の
も
の
を
推
量
・
推
定
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
、「
あ
り
ぬ

べ
し
」と
い
う
措
辞
を
選
ば
せ
た
の
だ
ろ
う
。
当
然
こ
の「
存
在
」に
は
、

「
鶏
頭
の
存
在
」
と
同
時
に
「
作
者
の
存
在
」
も
重
な
っ
て
い
る
（
注
23
）。 

鶏
頭
が
存
在
し
、
自
分
が
存
在
し
て
い
た
「
過
去
」、
鶏
頭
が
存
在
し
、

自
分
が
存
在
し
て
い
る
「
現
在
」、
そ
し
て
、
鶏
頭
が
存
在
し
、
自
ら

が
不
在
の
「
未
来
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
十
四
五
本
も
あ
り
」
の
「
も
」
も
、
不
思
議
な
使
い

方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ど
う
し
て
「
十
四
五
本
の
あ
り
」
や
「
十
四

五
本
は
あ
り
」
で
は
な
い
の
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
係
助
詞
「
も
」
の

働
き
は
、「
十
四
五
本
ほ
ど
」
と
い
う
「
程
度
」
の
意
で
は
な
く
、
た

と
え
ば
、「
百
人
も
居
る
」
の
「
も
」
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
も
」
の
働
き
を
、「
驚
き
・
感
動
の
意
を
表
す
」（『
大
辞
泉
』）、

「
主
題
を
詠
嘆
的
に
提
示
す
る
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）、「
文
意
を
強

調
し
、
感
動
を
表
す
」（『
角
川
全
訳
古
語
辞
典
』）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
表
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現
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、「
も
」
に
強
い
心
の
働
き
を
認
め
る
表
現

と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
も
」
と
「
あ
り
ぬ
べ
し
」
が

合
体
し
た
「
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
は
、
感
動
を
伴
っ
て
「
存
在
す
る
べ
き

も
の
が
き
っ
と
存
在
す
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
取
る
の
が
妥
当
で
は
な

い
か
。

　

け
れ
ど
、
果
た
し
て
子
規
が
そ
こ
ま
で
考
え
て
作
っ
た
句
な
の
だ
ろ

う
か
。
当
日
句
座
を
共
に
し
た
俳
人
た
ち
は
お
ろ
か
、
子
規
本
人
も
気

づ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
九
月
九
日
の
句

会
で
発
表
し
た
「
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
の
句
を
、
同
じ

年
の
十
一
月
十
日
の
新
聞
『
日
本
』
に
載
せ
る
折
、「
庭
前
」
と
題
を

つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、鶏
頭
の
句
を
発
表
す
る
に
当
た
っ
て
、

わ
ざ
わ
ざ
「
庭
前
」
と
い
う
題
を
つ
け
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
子
規
の

と
ま
ど
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
日
の
「
鶏
頭
」

の
九
句
（
三
（
２
）
で
紹
介
）
の
う
ち
、
残
り
の
八
句
は
、
平
凡
な
写

生
句
で
あ
る
。
後
日
、
句
会
の
句
を
読
み
返
し
た
折
、
自
ら
の
唱
え
て

き
た
「
写
生
」
か
ら
逸
脱
し
た
こ
の
句
の
異
様
さ
に
、
彼
自
身
が
一
番

驚
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
意
識
に
潜
ん
で

い
た
鶏
頭
へ
の
思
い
、
死
へ
の
思
い
が
、
即
吟
と
い
う
瞬
発
力
を
借
り

て
、
僥
倖
の
よ
う
に
現
れ
た
句
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
憶
測
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
新
聞
に
載
せ

る
折
、「
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
」
に
封
印
を
す
る
よ
う
に
、
あ
え
て
「
庭

前
」
と
つ
け
た
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
眼
前
の
景
を
詠
ん
だ
句 

だ
と
提
示
し
な
が
ら
、
ど
こ
か
で
、
こ
の
句
に
潜
ん
で
い
る
「
過
去
」

と
「
未
来
」
の
庭
を
読
み
解
い
て
く
れ
る
読
者
を
期
待
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
に
子
規
、
い
や
子
規
に
限
ら
ず
、
こ
の
よ
う

な
句
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
子
規
が
唱
え
て
き
た
「
写
生
」
か
ら
は

完
全
に
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、思
い
浮
か
ぶ
の
が
絶
筆
の
「
糸
瓜
」

三
句
（
新
聞
『
日
本
』
明
35
・
９
・
21
）（
注
24
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　

正
岡
子
規
子
の
絶
筆

　
　
　
　

是
れ
子
が
永
眠
の
十
二
時
間
前
即
ち
十
八
日
の
午
前
十
一
時

病
床
に
仰
臥
し
つ
ゝ
痩
せ
に
痩
せ
た
る
手
に
依
り
て
書
か
れ

た
る
最
後
の
俳
句
な
り
〔
三
句
〕

　
　

糸
瓜
咲
て
痰
の
つ
ま
り
し
佛
か
な

　
　

痰
一
斗
糸
瓜
の
水
も
間
に
あ
は
ず

　
　

を
と
と
ひ
の
へ
ち
ま
の
水
も
取
ら
ざ
り
き

　

と
り
わ
け
「
糸
瓜
咲
て
痰
の
つ
ま
り
し
佛
か
な
」
に
お
い
て
は
、
過

去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形
で
あ
る
「
し
」
と
相
俟
っ
て
、
す
で
に

「
佛
」
と
な
っ
た
自
ら
の
姿
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
鶏
頭
」
で
は
「
ぬ
べ
し
」
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
た
「
未
来
の
景
」
が
、

「
糸
瓜
」
に
到
っ
て
顕
在
化
し
た
の
だ
と
も
言
え
る
。
と
す
れ
ば
、「
糸

瓜
」
の
句
は
、
す
で
に
二
年
前
の
「
鶏
頭
」
の
句
に
始
ま
っ
て
い
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
未
来
へ
の
ま
な
ざ
し
」
注
解

注
1　

鶏
頭
論
争
、
及
び
「
鶏
頭
」
の
句
が
発
表
さ
れ
た
句
座
に
関
す
る
最
も

精
緻
な
研
究
は
、
林
桂
「
鶏
頭
論
」（『
船
長
の
行
方
』、
一
九
八
八
・
二
、

書
肆
麒
麟
）
で
あ
る
。

注
2　

細
見
綾
子
「
子
規
と
私
」（
昭
60
・
９
・
23
、
第
二
十
回
子
規
顕
彰
全

国
俳
句
大
会
の
記
念
講
演
の
要
旨
、『
子
規
・
写
生　

―
没
後
百
年
―
』

平
13
・
５
、
角
川
書
店
）
96
頁
。

注
3　

山
口
誓
子
「
子
規
の
一
句
」（『
九
年
母
』
昭
23
・
一
月
号
）
６
頁
。

注
4　

山
本
健
吉
「
鶏
頭
論
終
結
」（『
馬
酔
木
』
昭
25
・
十
月
号
、『
山
本
健

吉
全
集　

第
八
巻
』
昭
59
・
４
、
講
談
社
）
107
～
111
頁
。

注
5　

大
岡
信
「
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
」（『
風
景
』
昭
51
・
二
月
号
、『
大
岡

信
著
作
集　

第
九
巻
』
昭
53
・
４
、
青
土
社
）
386
～
391
頁
。

注
6　

久
保
田
淳
・
室
伏
信
助
編
『
角
川
全
訳
古
語
辞
典
』（
平
14
・
10
、
角

川
書
店
）。

注
7　

注
6
に
同
じ
。

注
8　

注
5
の
大
岡
説
も
、「
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
と
推
量
の
助
動
詞
「
べ
し
」

が
結
び
つ
い
た
こ
の
用
語
法
に
は
、
完
了
だ
け
で
な
く
確
信
や
確
認
を

表
す
意
味
も
加
わ
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

注
9　

巴
塘
、
惟
城
、
鳴
球
、
烏
堂
、
格
堂
、
牛
伴
、
雪
岑
、
孤
雁
、
晁
東
、
麦
圃
、

抱
琴
、
挿
雲
、
稲
靑
、
虚
子
、
麦
人
、
三
子
、
瀾
水
、
月
明
、
子
規
の

十
九
名

注
10　

娼
妓
廃
業
・
芋
・
稍
寒
・
祝
入
学
・
椎
の
実
・
鳴
子
・
十
六
夜
・
蘭
・
筆
筒
・

つ
く
つ
く
法
師
の
十
題

注
11　

句
会
資
料
は
、正
岡
子
規
『
子
規
全
集
』（
第
十
五
巻
、俳
句
会
稿
）（
昭

52
・
７
、
講
談
社
）
よ
り
。
795
～
801
頁
。
尚
、
子
規
の
句
お
よ
び
随
筆

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
『
子
規
全
集
』（
全
二
二
巻
、
別
巻
三
巻
）（
昭

50
～
53
、
講
談
社
）
に
依
拠
す
る
。

注
12　

林
桂
は
、
こ
の
虚
子
の
無
視
を
、
子
規
に
お
い
て
「
俳
句
形
式
」
に
開

か
れ
て
い
た
可
能
性
を
、
虚
子
が
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
と
重
く
受
け
止

め
る
。
そ
し
て
、
注
１
の
「
鶏
頭
論
」
は
、
虚
子
が
こ
の
句
を
通
り
過

ぎ
た
こ
と
の
真
の
意
味
を
探
求
す
る
た
め
の
「
前
提
定
立
論
」
だ
と
述

べ
て
い
る
。（
前
掲
書
）
313
頁
。

注
13　

注
5
に
同
じ
。

注
14　

正
岡
子
規
「
根
岸
草
庵
記
事
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
三
巻
第
三
号　

明

32
・
12
、『
子
規
全
集
』
第
十
二
巻
、
随
筆
二
、
昭
50
・
10
、
講
談
社
）

366
頁
。

注
15　

青
々
「
根
岸
草
庵
記
事
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
三
巻
第
三
号　

明
32
・

12
、
復
刻
版
昭
47
・
10
、
日
本
近
代
文
学
館
）
21
頁
。

注
16　

碧
梧
桐
「
根
岸
草
庵
記
事
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
三
巻
第
三
号　

明

32
・
12
、
復
刻
版
昭
47
・
10
、
日
本
近
代
文
学
館
）
26
頁
。

注
17　

歌
の
解
釈
は
、新
日
本
古
典
文
学
大
系
７
『
拾
遺
和
歌
集
』（
五
九
二
番
）

に
よ
る
。「
源
遠
古
朝
臣
子
う
ま
せ
て
侍
け
る
に
」
の
詞
書
が
あ
る
。

注
18　

齋
藤
茂
吉
「
長
塚
節
氏
を
憶
ふ
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
４
・
11
月
号
初
出
、

『
齋
藤
茂
吉
全
集
』
第
七
巻
）
13
～
14
頁
。

注
19　

注
5
に
同
じ
。

注
20　

正
岡
子
規
「
新
年
雑
記
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
三
巻
第
四
号
、
明
33
・
１
、

『
子
規
全
集
』
第
十
二
巻
、
前
掲
書
）
422
頁
。

注
21　

注
3
に
同
じ
。

注
22　

注
4
に
同
じ
。

注
23　

こ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
く
る
先
行
研
究
と
し
て
、
注
１
「
鶏
頭
論
」
が

あ
る
。
林
は
「
鶏
頭
の
「
存
在
」
は
視
覚
の
「
存
在
」
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
り
、
延
い
て
は
「
作
者
」
そ
の
も
の
の
「
存
在
」
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
於
い
て
鶏
頭
の
「
存
在
」
は
、
と
り
も

直
さ
ず
「
作
者
」
の
「
存
在
」
な
の
だ
」
と
論
じ
て
い
る
。（
前
掲
書
）

375
頁
。

注
24　

正
岡
子
規
『
子
規
全
集
』
第
三
巻
（
前
掲
書
）
473
頁
。


