
っ
た
の
で
あ
る
o

冷
静
に
読
め
ば
矛
盾
が
目
に
つ
く
が
、
義
太
夫
が
語
り
、
そ
れ
を

耳
で
受
け
と
る
と
い
う
浄
瑠
璃
の
観
賞
態
度
、
そ
れ
に
筋
が
通
っ
た

物
語
と
い
う
よ
り
、
場
開
／
＼
を
重
視
し
た
脚
色
で
あ
る
こ
と
等
か

ら
、
決
し
て
看
客
は
不
満
足
で
は
な
か
っ
た
‘
ろ
う
と
思
わ
れ
る
o

事
件
の
解
決
も
、
下
の
一
巻
も
、
・
は
や
半
ば
過
ぎ
の
頃
そ
れ
も
清
十

郎
の
自
窓
口
後
、
よ
う
や
く
そ
の
き
ざ
し
が
現
わ
れ
始
め
る
。
そ
れ
ま

で
お
夏
と
の
対
而
を
描
き
十
分
に
看
客
の
同
情
を
よ
せ
よ
う
と
仕
組

ん
だ
の
だ
ろ
う
、
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
も
間
延
び
し
て
い
る
感
を
抱

か
せ
る
。
事
件
が
な
か
ば
解
決
し
、
あ
と
は
勘
十
郎
が
白
状
す
れ
ば
、

万
事
解
決
と
な
る
と
こ
ろ
ま
で
進
行
し
な
、
か
ら
、
な
か
／
1
、
勘
十

郎
に
白
状
さ
せ
な
い
。
清
十
郎
と
勘
十
郎
の
、
た
い
し
て
意
味
を
な

さ
な
い
会
話
を
含
ま
せ
た
り
し
て
、
少
々
だ
れ
気
味
な
感
を
与
え
る

の
で
あ
る
。
大
詰
め
に
な
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
幕
が
降
り
る
寸
前
に
代

官
職
の
機
知
に
だ
ま
さ
れ
て
、
勘
十
郎
が
白
状
す
る
o

こ
れ
で
勘
十

郎
は
骨
の
儲
か
ら
悪
人
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
看
客
に
植
え
つ
け
、

L
う

は

き

ょ

せ

い

ら

う

り

し

ν
じ
う
い
伯
母
濯
さ
つ

h
F

一
ス
寸
妄
品
礼
晴
れ
つ
L
A

清
き
清
十
郎
、
臨
終
顔
も
詑
薩
の
が
、
二

き

し

し

¢
E

き

う

き

な

り

と

十
五
歳
の
命
は
消
え
て
浮
名
は
今
に
残
り
け
る
・
・
・
・
」
と
笑
い

の
う
ち
に
清
十
郎
の
成
仏
、
お
夏
の
出
家
と
な
っ
て
い
る
。
大
詰
の

事
解
解
決
の
場
に
お
い
て
、
登
場
人
物
全
員
を
揃
え
て
め
で
た
し

／
1
1
で
終
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
今
だ
に
歌
舞
伎
の
域
か
ら
脱
し
き

れ
ず
に
い
る
名
残
り
が
み
ら
れ
る
o

（
枚
数
の
関
係
上
、
第
一
章
第
四
節
勘
当
の
場
面
、
狂
乱
の
場
面
、
殺
し

の
場
面
、
第
二
章
、
民
間
に
お
け
る
「
お
夏
清
ナ
郎
物
語
」
、
第
三
章
、

第
五
節
虫
干
場
人
物
の
想
定
、
第
六
節
、
「
お
な
つ
清
十
郎
五
十
年
忌
歌
念

仏
」
の
位
置
、
第
四
章
、
結
び
、
は
省
略
し
た
。
）

揖1

浜

虚

子

研

究

l
i
俳
句
か
ら
小
説
へ
の
道

l
l
J

本

紘

子

回

以
下
は
、

ω年
度
提
出
の
、
国
文
学
科
卒
業
論
文
の
抄
で
あ
る
。
論
文

の
性
質
上
（
実
証
研
究
で
あ
る
た
め
）
ま
と
め
る
事
は
困
難
で
、
あ
れ

も
、
こ
れ
も
、
と
整
理
が
つ
い
て
な
い
感
じ
も
す
る
。

大
筋
を
辿
っ
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
故
、
自
分
で
も
不
満
足
な
も
の
と
な

っ
た
。
不
明
瞭
な
点
は
、
研
究
室
で
、
製
本
さ
れ
た
も
の
を
読
み
直
し
で

い
た
だ
き
た
く
思
う
。
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研
究
対
象
の
紹
介

小
説
家
と
し
て
の
虚
子
研
究
は
、
今
迄
盲
点
と
さ
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
、
虚
子
研
究
が
主
に
俳
壇
内
で
な
さ
れ
て
い
た
事
、
稀
に
小
説

家
と
し
て
研
究
さ
れ
て
も
、
激
石
の
陰
に
な
り
勝
ち
で
あ
っ
た
事
が

理
由
で
あ
る
o

康
子
が
小
説
家
へ
移
行
す
る
動
機
、
道
程
を
実
証
す

る
事
を
テ
l
マ
と
し
た
o



虚
子
は
、
級
友
碧
梧
桐
を
介
し
子
規
に
文
通
し
た
の
が
俳
句
へ
の

機
縁
と
な
り
、
二
人
は
子
規
門
の
双
壁
と
云
わ
れ
た
。
子
規
没
後
俳

壇
が
こ
の
二
人
に
二
分
さ
れ
た
感
が
あ
っ
た
。
大
勢
は
新
傾
向
（
碧

梧
桐
）
へ
移
行
せ
ん
と
し
て
い
た
o

明
治
叩
年
前
後
か
ら
虚
子
は
俳

句
を
遠
ざ
か
り
、
写
生
文
に
没
頭
し
小
説
に
筆
を
染
め
た
。
し
か
る

に
、
碧
梧
桐
が
余
り
に
も
伝
統
か
ら
逸
脱
す
る
を
見
か
ね
て
、
大
正

初
年
俳
喧
に
復
帰
し
た
。

彼
の
主
張
は
表
現
写
生
に
あ
り
、
殊
に
花
鳥
誠
一
誌
を
中
心
に
お
い

て
、
俳
句
を
自
然
詩
と
限
定
し
た
。
こ
れ
は
、
大
衆
へ
の
俳
句
普
及

に
大
い
に
役
立
っ
た
。
刊
年
の
虚
子
の
作
句
生
活
を
ふ
り
返
っ
て
み

る
と
、
大
樹
が
育
っ
て
ゆ
く
様
に
ゆ
っ
た
り
と
緩
漫
な
成
長
を
見
せ

て
い
る
。
俳
人
と
し
て
の
自
覚
、
特
殊
文
学
と
し
て
の
俳
句
固
有
の

方
法
と
目
的
の
中
に
生
き
た
。
又
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
東
京
で
刊
行

し
、
編
集
、
経
営
に
当
っ
た
。
俳
句
と
云
う
も
の
が
一
つ
の
雑
誌
の

上
に
握
ま
っ
て
掲
載
せ
ら
れ
報
道
せ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
の
は
、
こ

の
一
本
が
初
め
て
で
あ
る
o

俳
句
八
分
、
其
の
他
二
分
位
で
編
集
し
た

こ
の
雑
誌
が
写
生
文
の
運
動
を
推
進
し
、
激
石
の
発
表
舞
台
と
な

り
、
明
治
後
期
の
文
学
運
動
に
対
し
て
果
た
し
た
役
割
は
高
く
評
価

さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

成
子
の
小
説
と
文
壇

先
ず
、
虚
子
、
が
小
説
を
書
い
た
周
辺
を
眺
め
る
。
明
治
刊
年
「
風

流
協
法
」
「
大
内
旅
館
」
等
が
出
た
o

こ
れ
は
俳
句
の
上
の
写
生
を

2 

応
用
し
た
写
生
文
み
た
い
な
も
の
と
も
一
一
－
一
日
え
、
形
式
上
俳
句
の
や
り

方
を
真
似
て
も
、
そ
れ
を
精
密
に
書
け
る
点
で
彼
は
魅
力
を
感
じ
て

い
た
o

事
件
の
面
白
さ
と
云
う
よ
り
、
事
柄
の
奥
に
潜
む
面
白
さ
、

換
一
三
一
閃
す
る
と
深
い
本
質
的
な
間
白
味
に
着
眼
し
た
の
で
あ
る
o

虚
子

著
の
文
集
「
鶏
頭
』
の
長
序
で
蹴
石
、
が
批
評
し
て
い
る
o

そ
れ
が

「
余
栴
あ
る
小
説
」
で
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
拠
る
人
々
の
創
作
態
度

を
示
し
て
い
る
o

虚
子
自
身
の
言
葉
合
以
て
す
る
と
、
つ
：
写
生
文

が
小
説
と
一
五
う
様
な
形
に
な
り
始
め
た
の
は
『
風
流
憤
法
』
「
斑
鳩

物
語
』
『
大
内
旅
館
』
等
で
し
た
。
写
生
文
と
小
説
は
、
本
来
書
き

方
の
違
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
係
ら
ず
、
両
者
、
が
一
致
す
る
場
合
も

あ
り
、
そ
の
例
が
『
大
内
旅
賠
』
『
一
二
旧
日
と
阿
畳
半
』
で
あ
る
o

」

と
云
う
事
で
あ
る
o

虚
子
等
の
俳
諮
派
の
動
き
は
文
壇
か
ら
も
注
目

さ
れ
つ
つ
勢
力
を
増
し
て
来
た
し
、
自
然
主
義
派
と
勢
力
を
二
分
す

る
程
の
勢
い
を
示
し
、
文
壇
の
大
き
な
潮
流
と
な
っ
た
。
虚
子
は

「
従
来
の
日
本
文
に
様
ら
な
い
の
と
、
俳
句
に
試
え
る
如
き
写
生
を

文
学
上
に
試
み
た
ら
何
ら
か
の
効
果
、
が
あ
る
だ
ろ
う
と
云
う
自
信
か

ら
写
生
文
は
生
ま
れ
た
0

・
：
写
生
文
の
内
容
は
俳
諮
思
想
に
限
ら

れ
て
い
る
o

」
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
派
、
が
、
当
時
一
般
の
注
意
を

惹
起
し
た
の
は
一
種
清
新
の
風
味
を
文
壇
に
与
え
た
か
ら
で
あ
ろ

う
o

周
辺
の
意
見
を
眺
め
て
み
る
と
、
「
：
・
冗
漫
な
描
写
を
避
け
、

簡
潔
に
大
膳
を
以
て
し
て
、
今
迄
の
千
篇
一
律
な
形
式
を
打
破
し
よ

う
と
し
て
居
る
の
は
頗
る
喜
ば
し
い
：
・
し
つ
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
文

人
」
で
は
「
写
生
文
は
興
味
も
感
じ
も
、
作
者
の
一
人
合
点
に
止
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り
、
読
者
に
感
興
を
起
さ
せ
る
力
が
乏
し
い
。
散
漫
な
る
叙
事
で
あ

っ
て
中
心
思
想
が
な
い
か
ら
で
あ
る
o
：
・
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
文
人
の

作
品
は
、
超
然
と
し
て
人
生
の
苦
痛
や
煩
悶
を
遺
却
し
去
ら
し
め
る

所
が
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
楽
天
的
で
、
悪
く
云
へ
ば
人
生
を
茶
化
し

て
い
る
気
味
が
あ
る
。
」
等
と
云
わ
れ
て
い
る
o

虚
子
会
俳
句
か
ら
小
説
に
か
り
立
て
た
も
の
第
一
に
、
文
学
へ

の
出
発
に
際
し
広
い
文
学
小
説
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
事
、
散
文
的

資
質
を
有
し
て
い
て
何
と
は
な
し
に
文
学
が
好
き
で
あ
っ
た
事
、
第

二
に
花
鳥
羽
誌
の
白
然
を
描
く
句
の
外
に
、
人
間
関
係
と
云
う
物
、

人
事
を
自
由
に
書
い
て
み
た
い
。
と
云
う
希
望
を
持
っ
て
い
た
事

が
挙
げ
ら
れ
る
o

3 

木

論

虚
子
は
、
伊
予
尋
帯
中
学
で
碧
悟
桐
を
知
っ
た
が
、
彼
か
ら
、
話

に
「
子
規
が
東
京
で
文
学
を
研
究
し
、
殊
に
俳
句
を
作
っ
て
い
る

事
」
を
聞
き
、
文
通
を
求
め
た
。
そ
れ
以
来
、
頻
繁
に
手
紙
、
か
往
復

し
た
o

初
対
両
の
印
象
を
虚
子
は
「
兄
事
す
べ
き
人
だ
と
言
う
心
持

ば
し
た
が
、
会
っ
て
み
る
と
特
別
際
立
っ
て
教
を
受
け
る
事
も
な
か

っ
た
。
」
と
云
っ
て
い
る
o

子
規
の
試
験
準
備
は
、
小
説
書
き
の
一
為

に
邪
魔
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
落
第
と
な
り
、
退
学
の
決
心
を
早
め
る

の
で
あ
る
。
そ
の
頃
良
子
は
、
京
都
に
移
り
、
子
規
の
様
子
を
人
の

話
に
聞
い
た
り
、
手
紙
の
模
様
で
想
像
し
て
い
た
。
明
治
幻
年
二
月

「
小
日
本
」
が
生
ま
れ
、
子
規
は
そ
の
編
輯
長
と
で
も
い
っ
た
地
位

に
い
て
力
を
尽
し
て
い
た
o
そ
う
し
て
文
学
と
か
、
他
の
職
業
と
か

云
う
区
別
で
な
く
、
何
で
も
自
分
の
目
前
に
現
わ
れ
た
仕
事
に
は
、

忠
実
に
従
事
す
る
抱
負
を
持
っ
て
い
た
。
子
規
は
、
「
人
間
よ
り
も

花
鳥
の
方
が
好
き
だ
」
と
云
っ
た
事
が
あ
っ
た
が
小
説
よ
り
も
俳
句

の
方
、
が
自
分
に
適
し
て
い
る
と
云
う
意
味
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

、。
、し
V

子
規
は
、
連
句
は
文
学
に
非
ず
、
と
云
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
o

虚
子
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
o
子
規
在
世
中
の
虚
子
の
、
連
句
へ
の

関
心
が
子
規
没
後
の
連
句
論
を
導
く
の
で
あ
る
o
虚
子
は
、
「
連
句

は
変
化
合
｝
尊
ぶ
の
で
、
縦
横
自
在
に
変
化
し
た
詩
境
を
見
出
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
o

従
っ
て
変
化
少
な
い
天
然
よ
り
、
変
化
多
い
人
事
を
詠
ず

る
に
適
し
て
い
る
：
・
o
」
と
云
っ
て
居
り
、
連
句
に
素
材
の
方
か
ら

見
た
処
の
人
事
越
味
と
、
制
作
に
当
つ
て
の
変
化
（
自
由
）
を
見
出

し
た
故
に
関
心
を
示
す
様
に
な
っ
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
人

事
と
云
う
の
は
、
風
景
と
し
て
切
り
取
ら
れ
た
人
間
生
活
の
万
般
、

と
云
う
事
で
あ
る
。
又
虚
子
は
、
「
田
舎
は
人
聞
の
分
量
が
少
く
天

然
の
分
量
が
多
い
事
、
即
ち
天
然
趣
味
で
あ
る
o

複
雑
で
裏
面
的
で

あ
る
人
事
趣
味
に
対
し
て
還
に
単
純
で
表
面
的
で
あ
る
。
」
と
云

う
o

田
舎
は
天
然
趣
味
が
充
満
し
て
、
又
天
然
に
近
い
人
事
趣
味
も

多
い
事
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
俳
句
が
天
然
界
を
詠
ず
る
も

の
で
田
舎
者
に
最
も
適
し
た
も
の
と
考
え
、
俳
句
の
方
へ
向
か
い
、

更
に
写
生
を
試
み
、
写
生
文
に
移
っ
た
の
で
あ
る
o

虚
子
は
、
徐
々

に
、
人
事
を
詠
み
得
て
、
変
化
あ
る
表
現
を
使
え
る
連
句
に
目
を
つ



号

け
、
研
究
心
が
起
っ
て
来
て
い
た
の
だ
っ
た
。
と
云
う
の
は
や
は

り
、
被
が
人
事
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
事
を
物
語
る
。
し
か
し
、
先

に
も
述
べ
た
様
に
そ
の
連
句
は
思
師
子
規
が
、
否
定
し
て
い
た
為
、

子
規
生
存
中
は
関
心
を
示
し
て
い
た
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
ひ
そ
の

頃
、
碧
虚
の
傾
向
の
相
違
は
明
ら
か
に
な
り
始
め
、
二
人
の
対
立

は
、
子
規
の
死
後
数
年
に
し
て
遂
に
相
携
え
た
挟
が
分
た
れ
る
に
至

っ
た
。
両
者
の
対
立
を
最
初
に
明
ら
か
に
し
た
の
は
「
温
泉
百
句
」

で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
子
規
と
虚
子
の
俳
句
観
を
の
ベ
る
。
子
規
の
場
合
「
写

生
」
と
云
う
一
言
葉
を
逃
す
訳
に
は
い
か
な
い
。
絵
画
に
も
俳
句
に
も

小
説
文
に
於
て
も
力
説
し
て
い
る
。
「
写
生
は
平
淡
で
あ
る
代
り
に

仕
損
ひ
は
な
い
。
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
複
雑
な
事
物
は
小
説
と
か

韻
文
と
か
に
適
し
て
い
て
、
単
純
な
事
物
を
俳
句
と
か
短
い
韻
文
に

表
わ
す
の
が
よ
い
と
も
考
え
て
い
た
o

ま
と
め
て
み
る
と
、
一
、
俳

句
を
印
象
的
に
す
る
に
は
絵
画
的
に
し
た
ら
よ
い
。
二
、
俳
句
は
簡

単
な
思
想
を
表
わ
す
の
が
適
当
で
天
然
の
方
に
よ
り
多
く
の
材
を
見

出
す
事
が
適
し
て
い
る
。
三
、
複
雑
な
要
素
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中

か
ら
最
も
文
学
的
、
俳
句
的
な
る
要
素
を
抜
い
て
き
て
十
七
字
に
お

さ
め
た
ら
俳
句
に
な
る
、
と
云
う
所
で
あ
ろ
う
。
写
生
尊
重
と
単
純

な
内
容
、
天
然
を
写
す
態
度
を
虚
子
は
受
け
つ
い
で
い
っ
た
。
虚
子

が
俳
句
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
「
対
象
を
十

七
字
に
捕
え
る
の
が
俳
句
で
あ
る
：
・
引
字
が
和
歌
で
な
く
十
七
字
が

俳
句
で
は
な
い
。
天
地
山
川
和
歌
で
あ
り
俳
句
で
あ
る
o

：
・
実
景
写

t
i
3
1－

j
i
1
v
i
－
－
司
S
m
3
1
4
3
2
1事
場

2
1
j胡
E
著
書

3
8首
謀
事
諸
君

3
泊
遭
遇
摺
羽

生
こ
そ
大
事
で
あ
る
。
」
等
云
っ
て
い
る
o

天
然
自
然
を
客
観
的
に

読
み
乍
ら
、
広
い
世
間
の
詩
壇
に
於
て
類
な
い
唯
一
つ
の
短
詩
形
で

甚
だ
珍
と
す
べ
き
と
語
り
に
し
て
い
た
。
「
俳
句
に
お
け
る
人
事
趣

味
」
と
云
う

E
の
女
で
は
人
事
へ
の
関
心
も
見
せ
て
い
た
。
「
時
間

的
に
延
ぴ
ん
と
官
く
人
惑
を
僅
に
十
七
字
で
一
声
う
の
は
無
丑
だ
。
し

か
し
、
十
七
字
の
人
毒
物
も
捨
つ
べ
き
で
は
な
い
o
」
と
一
お
う
事
で

あ
る
。
「
十
七
宇
記
長
は
時
院
を
写
す
に
示
あ
ら
ず
、
叉
主
歓
を
描
く

に
適
せ
ず
o

」
一
ー
部
人
と
は
十
七
字
詩
人
な
り
。
故
に
十
七
字
詩
に

恰
好
な
る
詩
悲
を
炉
主
す
。
そ
の
観
察
す
る
所
も
亦
多
く
は
十
七
字

に
歌
う
に
作
軒
な
る
天
北
な
り
c

」
と
一
五
ぅ
。
子
親
の
虚
子
許
に
「
虚

子
は
熱
き
事
火
の
克
し
・
・
・
虚
子
の
草
木
を
見
る
は
務
宥
慌
の
人
聞
を

見
る
が
す
し
・
：
庄
子
は
厚
く
志
し
探
く
思
ひ
、
孜
々
と
し
て
勉
め
、

遅
々
と
L
て
進
む
去
な
り
。
」
と
云
う
の
が
あ
る
o
結
局
虚
子
は
、

人
事
よ
り
も
天
然
を
朝
句
の
素
材
と
考
え
て
い
た
と
云
う
事
が
出
来

る
。
俳
句
に
通
し
た
内
容
、
わ
く
と
云
う
も
の
を
持
っ
て
い
て
、
そ

し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
不
自
由
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
o
以
上
二

人
の
俳
句
観
だ
っ
た
が
、
天
然
を
写
す
態
度
が
俳
句
に
於
て
必
要
で

あ
る
、
と
云
う
一
言
葉
の
裏
に
、
特
に
虚
子
は
人
事
を
自
在
に
扱
う
事

の
む
つ
か
し
さ
を
発
見
し
た
。
人
事
の
む
つ
か
し
さ
を
表
現
す
る

に
、
俳
句
で
は
不
可
能
に
近
い
と
云
う
事
が
わ
か
っ
た
虚
子
は
、
連

句
に
目
を
つ
け
始
め
る
の
で
あ
る
。
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虚
子
の
連
句
論

明
治
訂
年
9
月
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
「
俳



句
復
興
以
後
、
連
句
の
方
は
全
く
文
学
社
会
に
忘
却
さ
れ
て
、
之
を

一
顧
す
る
も
の
も
な
い
。
」
と
嘆
く
所
か
ら
始
ま
り
「
諸
君
が
連
句

の
価
値
を
如
何
に
定
む
る
か
を
聞
か
ん
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
」
と

云
う
。
「
子
規
子
日
く
『
連
俳
に
尊
ぶ
所
は
変
化
也
。
変
化
は
文
学

以
外
の
分
子
な
り
・
：
』
と
。
し
か
し
、
文
学
の
目
的
が
人
生
を
描
い

て
人
に
面
白
く
読
ま
せ
る
の
に
あ
る
な
ら
、
面
白
い
小
説
も
文
学
、

面
白
い
連
句
も
文
学
で
あ
る
。
」
と
駁
し
て
い
る
o
連
句
は
、
虚
子

に
よ
る
と
、
人
聞
を
写
す
短
詩
と
し
て
俳
句
以
外
に
一
特
色
を
保
有

し
て
い
る
。
連
句
中
の
或
一
句
は
其
前
後
の
句
の
助
け
を
か
り
て

一
雑
の
句
を
み
る
よ
り
盗
に
多
大
の
感
興
を
起
す
そ
う
で
あ
る
。
若

し
連
句
中
の
一
二
句
を
取
っ
て
之
を
俳
句
に
し
た
ら
、
俗
悪
見
る
に

堪
え
ぬ
も
の
も
連
句
の
中
に
挿
ま
っ
て
い
る
と
、
自
ら
品
位
を
有
し

て
い
る
と
い
い
一
説
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
嘗
て
連
句
の
発

句
が
独
立
し
て
俳
句
と
な
っ
た
様
に
、
連
句
の
二
句
を
独
立
さ
せ
て

一
詩
体
と
す
る
事
」
で
こ
れ
亦
、
短
詩
形
人
事
詩
の
一
つ
の
発
展
で

あ
る
と
云
う
見
方
を
し
て
い
る
o

こ
の
様
に
人
事
を
共
に
変
化
と
自

由
を
連
句
で
扱
う
事
を
主
張
し
、
独
自
の
連
句
論
と
云
う
も
の
を
公

に
し
て
い
る
o

連
句
は
、
小
説
が
描
く
様
な
人
の
運
命
l
事
件
の
葛

藤
が
問
題
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
く
断
面
を
み
る
事
だ
と
云
う
こ
と
。
文

学
の
目
的
が
人
生
を
描
く
所
に
あ
る
な
ら
連
句
も
文
学
だ
。
連
句
は

人
生
を
詠
ず
る
恰
好
の
詩
型
だ
o
連
句
を
独
立
さ
せ
、
新
体
詩
界
に

一
新
体
詩
を
始
め
る
も
よ
い
。
と
云
う
様
な
事
で
あ
ろ
う
o
又
、
連

句
は
文
学
界
に
例
が
な
い
か
ら
文
学
と
し
難
い
と
云
う
人
が
い
る

が
、
寧
ろ
他
に
例
が
な
い
と
云
う
事
、
が
、
、
連
句
其
の
も
の
の
一
つ
の

価
値
で
あ
る
。
斯
の
如
き
文
学
を
有
す
る
日
本
文
学
は
以
て
誇
と
す

べ
き
で
あ
る
と
も
云
っ
て
い
る
。

連
句
論
か
ら
俳
体
詩
論
へ

連
句
論
は
ど
ん
な
形
で
時
代
を
追
っ
て
進
ん
だ
か
o
連
句
論
と
し

て
詳
細
に
論
じ
た
虚
子
で
あ
る
が
、
「
俳
体
詩
論
」
と
云
う
題
の
文

を
出
し
て
い
る
。
（
明
治
訂
年
叩
月
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
〉
こ
れ
は
「
古

人
は
偶
然
に
も
三
句
、
又
は
四
句
連
続
の
も
の
を
作
っ
て
い
る
o
其

の
連
続
の
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
上
に
多
少
の
支
障
が
あ
る
の
は
、

元
来
、
古
人
が
連
続
す
る
も
の
と
云
う
考
え
で
作
ら
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
o
：
・
今
後
の
作
者
で
三
句
四
句
連
続
の
も
の
を
作
る
事
は
決

し
て
大
難
事
で
は
な
い
。
三
句
以
上
意
味
の
連
続
す
る
も
の
は
、
之

を
仮
に
俳
体
詩
と
呼
ば
ん
か
。
」
と
い
っ
て
い
る
o

こ
の
様
に
三
句
四
句
に
一
貫
し
た
意
味
を
持
つ
連
句
を
提
唱
し
、

試
み
と
し
て
撤
石
と
二
人
で
そ
の
俳
体
詩
な
る
も
の
を
作
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
o
明
治
訂
年
の
叩
川
口
月
号

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
整
然
と
し
た
連
想
の
展
開

が
表
現
さ
れ
、
閑
寂
で
感
覚
的
視
覚
的
印
象
が
強
調
さ
れ
た
り
し
て

い
る
。
連
想
力
は
た
く
ま
し
く
、
印
象
は
か
な
り
は
っ
き
り
、
明
瞭

に
読
者
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
o

し
か
し
二
人
共
多
忙
の
為
、
折
角
の

俳
体
詩
も
一
応
こ
こ
迄
で
作
ら
な
く
な
っ
て
来
た
。

明
治
泊
刊
年
は
自
然
主
義
派
と
並
ん
で
写
生
文
脈
（
余
裕
派
）
が
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明

目
立
っ
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
定
の
状
態
に
止
ま
る
事
な

く
、
写
生
女
自
体
も
、
文
壇
全
体
の
動
き
に
影
響
さ
れ
た
時
期
で
あ

叉
却
。

虚
子
は
写
生
文
に
於
て
も
、
従
来
の
所
－
謂
俳
話
趣
味
に
満
足
出
来

な
く
な
り
、
主
観
的
写
生
文
を
と
き
、
人
間
研
究
に
一
つ
の
進
路
を

求
め
よ
う
と
し
て
い
る
事
が
伺
わ
れ
る
。
虚
子
の
、
こ
の
様
な
考
え

に
も
係
わ
ら
ず
、
作
ら
れ
た
作
品
は
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
人
間
の

内
面
に
深
く
立
入
る
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
俳
詩
趣
味
の
域
を
脱

し
た
と
は
云
え
な
か
っ
た
。
「
風
流
機
法
」
は
被
に
云
わ
せ
る
と
写

生
文
的
小
説
と
で
も
云
う
べ
き
か
、
と
云
っ
て
い
る
。
「
写
生
文
と

言
え
ば
、
何
か
特
別
な
も
の
が
あ
る
様
に
思
は
れ
る
が
、
写
生
を
窓

に
し
た
文
学
は
な
い
・
：
写
生
文
は
俳
諾
思
想
の
上
に
の
み
立
っ
た
文

学
で
あ
る
。
写
生
文
に
従
事
す
る
者
の
態
度
は
、
客
観
的
措
写
を
重

ん
ず
る
事
に
変
り
は
な
い
。
」
と
。

以
上
が
連
句
論
か
ら
、
俳
詩
趣
味
を
基
礎
に
写
生
す
る
方
法
に
到

達
し
、
俳
体
詩
論
を
足
場
に
小
文
章
の
道
を
辿
っ
て
小
説
の
方
向
へ

足
を
向
け
た
様
子
で
あ
る
。

こ
こ
で
撤
石
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
触
れ
る
。
撤
石
は
子
規
と

親
友
で
又
、
句
友
で
も
あ
っ
た
。
英
国
留
学
か
ら
帰
り
、
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
気
味
の
激
石
に
、
気
晴
ら
し
に
文
章
を
書
く
こ
と
を
勧
め
た
虚
子

は
出
来
上
っ
た
文
章
に
大
い
に
興
味
を
持
た
さ
れ
た
。
文
章
会
（
山

会
）
の
席
上
そ
れ
を
読
ん
だ
処
、
仲
々
面
白
く
呉
色
あ
っ
た
の
で
明

治
初
年
一
月
号
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
し
た
。
そ
の
雑
誌
は
大
変

な
反
響
を
起
こ
し
、
ぞ
れ
が
殺
語
科
室
票
コ
器

uy崇
鏡
店

4
3
3

が
一
転
化
す
る
様
に
な
っ
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
後
の
減
石
は
岩
会
的

に
も
、
作
家
的
地
位
を
確
立
し
、
有
名
に
な
り
、
や
が
て
朝
日
新
聞

祉
に
籍
を
お
き
、
従
っ
て
大
学
の
教
師
は
や
め
る
事
に
な
っ
た
。
一

人
こ
れ
が
撒
石
の
身
上
に
変
化
を
起
こ
し
た
事
は
仲
間
も
刺
澱
を
受

け
、
皆
一
様
に
文
章
熱
が
高
ま
っ
て
来
た
。
虚
子
は
、
撤
石
に
勧
め

て
書
か
せ
乍
ら
、
却
っ
て
刺
激
さ
れ
て
長
い
も
の
を
書
い
て
み
る
気

に
な
っ
た
と
云
う
傾
き
が
出
て
来
た
。
日
敢
に
ww
石
の
作
家
酌
成
功

を
見
て
い
た
虚
子
が
、
そ
う
い
う
気
に
な
っ
た
の
は
、
督
め
て
当
然

な
成
行
き
で
あ
っ
た
。
激
石
は
、
虚
子
の
書
く
小
説
等
に
は
、
常
に

眼
を
通
し
て
い
て
、
好
意
あ
る
批
評
を
絶
え
ず
送
っ
て
澱
励
す
る
事

を
怠
た
ら
な
か
っ
た
。
虚
子
は
、
「
そ
の
点
拡
は
最
も
徳
と
し
て
居

り
ま
す
。
」
と
云
っ
て
い
る
。

激
石
が
、
一
番
虚
子
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
た
の
は
、
こ
の
時
代

で
あ
っ
た
と
云
っ
て
も
よ
い
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
虚
子

の
小
説
家
た
ら
ん
と
し
て
い
る
様
、
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
外
的
要
素
、
主
と
し
て
激
石
の
作
家
的
成
功
を
目

の
あ
た
り
に
み
た
虚
子
を
述
べ
た
。
前
述
の
内
的
要
因
と
組
み
合
わ

せ
ら
れ
て
、
小
説
家
へ
、
と
道
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
風
流
償
法
」
成
立
の
様
子
守
あ
る
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む
す
び

今
詫
の
事
を
整
理
し
て
行
っ
て
み
る
と
、
文
学
青
年
虚
子
は
、
碧

梧
桐
を
友
人
に
、
子
規
を
先
輩
に
持
ち
、
学
業
の
傍
ら
俳
句
の
手
伝

4 



ど
き
を
受
け
て
い
た
o
虚
子
が
高
校
時
代
に
子
規
の
学
業
放
鱒
を
見

る
o

文
学
者
に
な
る
の
に
、
学
校
に
無
理
に
行
か
な
く
て
も
よ
い
と

考
え
、
文
学
へ
の
強
い
憧
れ
の
為
、
学
業
に
留
ま
ら
ず
に
退
学
。
上

↓
尽
し
て
し
ま
っ
た
。

子
規
は
大
学
中
退
後
活
躍
し
て
い
て
、
是
に
強
く
刺
激
さ
れ
た
。

当
時
の
虚
子
は
、
広
く
文
学
を
志
し
て
居
り
、
上
野
道
濯
山
で
、
病

人
子
規
に
俳
句
の
後
継
者
た
る
を
強
い
ら
れ
た
に
も
係
わ
ら
ず
、
辞

退
し
た
の
は
、
そ
の
為
か
と
思
わ
れ
る
o

子
規
は
其
の
後
、
日
清
戦

必
ず
に
従
軍
、
船
中
で
略
血
上
須
磨
で
療
養
、
松
山
に
帰
臥
、
激
石
と

同
宿
し
た
。

松
山
で
松
風
会
と
言
う
俳
句
会
が
出
来
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
一
五
う
会

誌
が
発
行
さ
れ
た
。
第
二
十
号
ま
で
行
っ
た
が
、
経
営
不
振
で
そ
れ

き
り
に
な
っ
た
。

帰
省
の
虚
子
は
こ
れ
を
継
承
し
、
発
行
所
を
東
京
に
移
し
、
広
く

女
学
雑
誌
と
し
て
出
発
、
子
規
も
、
そ
の
出
来
栄
え
に
満
足
を
示
し

た
。
子
規
は
写
生
を
説
き
蕪
村
を
説
い
た
。
虚
子
は
そ
の
頃
、
写
生

に
疑
問
を
持
ち
、
理
想
美
に
思
い
を
馳
せ
、
子
規
投
後
は
益
々
一
旬

の
調
和
を
重
ん
じ
た
。
こ
の
頃
か
ら
、
碧
梧
相
と
対
立
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

「
山
会
」
と
言
う
会
で
は
、
写
生
の
方
法
を
文
章
に
見
出
そ
う
、

そ
し
て
、
文
章
に
一
つ
の
山
を
盛
っ
た
小
文
を
書
こ
う
と
言
う
目
標

の
下
に
、
子
規
の
弟
子
等
が
写
生
に
勤
し
ん
だ
。
写
生
の
方
法
で
：
・

と
、
研
究
し
令
っ
た
の
で
あ
る
が
、

「
自
分
は
小
説
を
書
こ
う
と
云
う
考
え
が
あ
っ
て
、
写
生
文
は
単

に
そ
の
下
準
備
の
つ
も
り
で
や
っ
て
来
た
か
ら
、
画
家
が
デ
ッ
サ
ン

の
修
業
の
後
、
油
絵
に
か
t

ふ
る
と
同
様
、
必
ず
本
当
の
も
の
が
出
来

る
と
信
ず
る
。
」
と
云
っ
て
い
た
o

も
と
も
と
虚
子
等
が
、
俳
句
を
研
究
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
単
に

俳
句
を
作
る
の
み
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
子
親
等
も
、
最
初
は
小

説
を
書
く
積
り
で
あ
っ
た
が
、
小
説
に
筆
を
執
る
事
は
出
来
な
か
っ

た
。
理
由
は
回
会
者
だ
っ
た
為
で
あ
る
o

俳
句
は
、
天
然
界
を
詠
ず

る
の
で
、
田
舎
者
に
適
し
て
る
と
云
う
訳
で
、
そ
の
道
を
歩
い
て
レ

た
訳
で
あ
る
。
併
し
、
て
反
は
／
説
に
志
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

内
々
で
は
小
説
を
読
み
、
批
評
し
、
時
に
は
作
っ
て
み
た
事
等
も
あ

り
、
虚
子
の
内
部
で
、
周
囲
の
事
情
と
は
無
関
係
に
、
小
翫
を
吾
首
く

気
運
が
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
ら
し
い
事
は
認
め
ら
れ
る
。

虚
子
は
、
人
事
よ
り
も
天
然
を
写
す
の
が
俳
句
に
通
し
て
い
る
と

考
え
、
そ
れ
と
共
に
、
人
事
へ
も
関
心
を
持
っ
て
、
山
初
旬
で
は
い
レ

表
わ
せ
な
い
所
に
、
不
自
由
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
り
た
。
こ
の
甜

句
観
は
、
写
生
尊
重
と
共
に
、
子
規
か
ら
貰
？
に
尉
庄
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
虚
子
が
目
を
つ
け
た
の
が
、
連
句
の
担
罫
で
£
り
た
。
そ
れ

は
、
連
句
に
、
人
事
と
変
化
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。

子
規
の
影
響
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
問
、
連
句
へ
の
院
心
も
、
徒
に

表
面
に
出
せ
な
か
っ
た
。
と
一
五
う
の
は
、
大
先
輩
子
誌
が
連
句
を
否

定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
説
、
没
後
大
っ
ぴ
ら
に
連
句

論
を
ぶ
ち
ま
け
、
人
事
と
変
化
（
自
由
）
を
扱
う
様
に
推
進
し
た
。
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連
句
が
、
古
の
殻
を
冠
っ
て
、
近
代
的
に
脱
皮
す
る
の
が
難
し
い
な

ら
・
：
と
考
え
た
彼
は
、
連
句
論
か
ら
、
一
新
体
詩
で
あ
る
俳
体
詩
の

創
作
に
情
熱
を
傾
け
、
俳
体
詩
論
を
ブ
ツ
た
o

そ
れ
は
俳
譜
趣
味
を

飛
に
し
て
写
生
す
る
と
言
う
考
え
方
で
あ
っ
た
o

そ
の
俳
味
は
〔
非

情
熱
趣
味
、
微
温
湯
趣
味
〕
山
中
寸
と
呼
ん
で
い
た
。

そ
こ
で
彼
は
蹴
石
を
引
っ
振
り
出
し
て
俳
体
詩
を
作
っ
た
。
理
論

の
実
践
化
で
あ
る
o

俳
体
誌
の
制
作
も
三
ヶ
月
程
で
終
り
、
融
石

ぱ
、
気
分
転
換
に
書
い
た
文
章
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
好
評
を
得
、

文
市
に
興
味
を
持
ち
、
大
学
教
提
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
虚
子
も
多

止
で
活
動
が
出
来
な
か
っ
た
。

「
写
生
文
に
於
て
は
遥
か
に
枇
石
の
先
輩
を
以
て
任
じ
て
い
た
私

達
も
、
大
河
を
決
す
る
が
如
き
、
制
石
の
多
年
の
誼
蓄
を
一
時
に
傾

げ
尽
し
た
創
作
熱
に
は
、
非
常
な
刺
激
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。
」
と

庶
子
は
述
懐
し
て
い
る
。
そ
の
倣
石
は
、
三
重
士
口
宛
の
書
簡
の
中

に
、
「
僕
は
維
新
の
志
士
の
一
如
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
み

た
い
。
」
と
語
り
か
け
て
い
る
。

こ
こ
で
初
期
に
小
説
家
の
夢
を
描
い
て
い
た
虚
子
は
、
俳
句
の
と

り
上
げ
る
世
界
の
狭
さ
を
自
覚
し
て
い
た
し
、
変
化
と
自
在
を
希
求

し
て
い
た
し
、
前
述
の
蹴
石
等
の
動
き
、
特
に
そ
の
成
功
を
自
の
あ
一

た
り
に
見
た
事
も
あ
っ
て
、
内
問
的
な
衝
動
に
加
え
て
、
直
接
的
な

刺
激
を
受
け
て
、
小
説
家
た
る
事
が
実
現
し
た
も
の
と
き
？
え
る
。
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の
様
な
道
筋
に
な
る
と
言
え
る
o

「
風
流
機
法
」
「
大
内
旅
館
」
等

は
、
そ
の
道
を
辿
っ
て
出
来
上
っ
た
小
説
で
あ
っ
た
o
激
石
の
評
じ

も
あ
る
如
く
、
虚
子
の
小
説
は
、
俳
諮
趣
味
の
、
せ
つ
ぽ
つ
ま
ら
な

い
特
色
を
持
っ
て
い
た
。

結
局
、
虚
子
の
小
説
は
、
子
規
の
規
定
し
た
所
の
俳
句
の
特
性
を

承
け
て
．
そ
れ
を
虚
子
風
に
展
開
し
、
自
然
主
義
文
学
と
対
峠
す
る

性
質
の
小
説
と
し
て
文
学
史
的
位
置
を
か
ち
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。

虚
子
の
俳
句
か
ら
小
説
へ
の
道
、
そ
れ
が
、
ど
の
様
な
歴
史
的
展

開
を
辿
り
、
ど
の
様
な
文
学
的
理
由
に
よ
っ
た
か
は
以
上
の
如
く
で

あ
っ
た
o川

端
康
成
の
文
体

-43ーで

文
章
心
理
学
に
よ
る
統
計
的
考
察
！

磨

井

美
穂
子

は
じ
め
に

「
心
理
学
は
、
人
間
の
精
神
を
探
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
し

て
、
文
学
は
、
人
間
の
精
神
に
よ
っ
て
う
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ

ハ
I
V

る
o
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
文
学
が
、
心
理
学
の
対
象
に
な
り
う
る

こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
o


