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契
沖
に
関
す
る
考
察

久

絵

潜

健
一

契
沖
に
関
し
て
は
か
つ
て
契
沖
伝
を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
調
査
で
増
補
さ
れ
る
べ
き
点
も
あ
る
。
と
こ
で
は
そ
の
中
の
一
、
二
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
の
で
あ
る
が
経
歴
の
方
面
で
隠
士
、
崎
人
と
い
う
点
か
ら
宗
因
と
の
交
渉
に
つ
い
て
の
べ
、
業
績
の
方
面
で
契
沖
の
歌
集
に
つ
い
て
の
考
察
を
記

し
、
歌
風
に
つ
い
て
の
私
見
を
の
べ
る
こ
と
と
す
る
。
古
典
学
者
と
し
て
の
契
沖
に
つ
い
て
の
べ
て
な
い
の
は
、
契
沖
伝
補
遺
と
し
て
書
か
れ
た
か
ら
で
あ

る

隠
士
、
崎
人
と
契
沖

日
本
文
学
の
作
家
や
研
究
家
の
流
れ
の
中
に
隠
者
・
隠
士
・
崎
人
と
言
わ
れ
る
系
列
が
あ
る
。
中
世
の
隠
者
に
つ
い
て
は
隠
者
文
学
と
し
て
そ
の
性
格
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
に
な
る
と
隠
士
、
崎
人
と
よ
ば
れ
て
い
る
歌
人
文
人
の
系
列
が
あ
る
。
中
世
で
は
隠
者
と
よ
ば
れ
る
作
家
が
主
流
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
近
世
に
な
る
と
庶
民
の
文
学
が
主
に
な
り
、
戯
作
文
学
が
そ
の
主
流
を
な
す
の
で
、
隠
者
と
そ
の
系
列
の
文
学
は
む
し
ろ
傍
流
に
た
つ
感
が

あ
る
。
し
か
し
近
世
文
学
に
お
い
て
も
た
だ
傍
流
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
主
流
を
な
す
戯
作
文
学
の
中
に
も
そ
れ
が
存
し
な
い
の
で
は
な
い
。
西
鶴
に
し
て
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も
艶
隠
者
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。
然
し
近
世
で
包
隠
者
に
対
し
て
隠
士
、
崎
人
と
よ
ば
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
隠
士
と
よ
ば
れ
る
の
は
か
つ
て
は
武

士
で
あ
っ
た
家
柄
の
も
の
が
武
家
の
封
株
を
離
れ
、
現
実
の
社
会
と
離
れ
て
隠
遁
的
な
生
き
方
を
す
る
所
か
ら
名
ず
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
中

世
の
隠
者
に
し
て
も
西
行
や
党
燈
庵
の
よ
う
に
武
士
か
ら
隠
者
の
境
涯
に
入
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
同
時
に
隠
者
の
態
度
に
は
中
世
に
お
け
る
無
常
観
が
根
抵

に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
近
世
の
隠
士
は
徳
川
幕
府
が
聞
か
れ
て
豊
臣
氏
に
仕
え
て
い
た
も
の
が
糠
を
離
れ
隠
士
と
な
っ
た
も
の
が
多

い
。
そ
の
点
で
は
仏
教
的
無
常
観
よ
り
も
現
実
的
な
動
機
が
主
に
な
っ
て
い
る
。

近
世
の
は
じ
め
に
武
士
の
糠
を
離
れ
た
も
の
の
生
き
方
と
し
て
一
方
に
浪
人
が
あ
る
。
浪
人
は
武
家
の
株
を
離
れ
た
が
剣
を
す
て
ず
、
剣
を
以
て
立
っ
て
い

る
。
宮
本
武
蔵
や
由
井
正
雪
な
ど
そ
れ
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
て
藩
士
は
武
を
捨
て
文
に
よ
っ
て
立
っ
て
い
る
。
木
下
長
晴
子
が
そ
れ
で
あ
り
、
戸
田
茂
睡
、

西
山
宗
因
、
契
沖
ら
は
そ
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
茂
睡
は
徳
川
家
の
方
の
本
田
家
に
仕
え
て
い
た
が
父
の
代
か
ら
不
運
に
な
り
、
茂
睡
も
仕
を
辞
し
て
隠
士
と

な
っ
た
。
宗
因
や
契
沖
は
豊
臣
氏
の
方
の
加
藤
家
に
仕
え
、
家
が
没
落
し
て
武
士
の
株
か
ら
離
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
隠
士
は
こ
の
よ
う
に
し
て

い
て
は
隠
遁
的
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
創
作
と
言
っ
て
も
歌
人
、
連
歌
師
、
俳
人
と
し
て
立
ち
、
も
し
く
は
学
問
の
研
究
に
入
っ
て
ゆ
く
。
乙
の
場-7 ー

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
隠
士
は
こ
の
よ
う
に
武
人
家
の
株
か
ら
離
れ
た
所
か
ら
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
生
き
方
は
俗
社
会
の
塵
に
ま
み
れ
ず
、
現
世
に
お

合
隠
士
に
お
い
て
は
創
作
も
学
問
も
同
じ
態
度
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
根
抵
に
は
俗
世
間
を
超
越
し
た
点
が
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
一
方
で
崎
人
と
言
わ
れ
る

所
以
で
あ
る
、
伴
蕎
践
の
近
世
崎
人
伝
は
所
調
崎
人
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
歌
人
も
連
歌
師
も
作
家
も
画
家
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
俗
世
間

を
超
越
し
た
生
き
方
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
上
田
秋
成
も
池
大
雅
も
そ
う
い
う
崎
人
の
中
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
崎
人
は
奇
人
に
も
通
ず
る
が
そ
の

生
き
方
は
同
一
で
は
な
い
。
然
し
俗
世
間
か
ら
超
越
し
た
意
味
で
俗
人
俗
物
で
な
い
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
生
き
方
の
上
で
は
孤
高
で
あ
り
、
出
世
間

で
あ
っ
て
俗
気
が
な
い
。

乙
こ
に
と
り
あ
げ
る
契
沖
も
そ
の
意
味
で
隠
士
で
あ
り
、
崎
人
で
あ
る
。
彼
の
伝
記
に
つ
い
て
は
こ
乙
に
詳
し
く
の
べ
な
い
が
、
契
沖
の
祖
父
下
川
元
宜
は

加
藤
清
正
に
仕
え
て
五
千
石
を
は
み
、
そ
の
伯
父
元
真
は
一
万
石
を
は
ん
で
い
る
。
然
し
元
宜
の
子
で
元
真
の
弟
で
あ
る
元
全
の
時
に
は
加
藤
家
は
没
落
し
下

川
家
一
族
は
株
か
ら
離
れ
る
の
で
あ
る
。
元
全
が
生
活
の
た
め
青
山
家
に
二
百
五
十
石
で
仕
え
て
尼
ケ
崎
に
あ
っ
た
頃
、
契
沖
は
生
れ
て
い
る
。
元
全
の
長
子

元
氏
は
乱
脈
を
求
め
て
越
後
に
い
っ
た
り
し
て
い
る
が
か
つ
て
は
高
織
の
武
士
で
あ
っ
た
家
が
糠
に
離
れ
た
跡
の
家
庭
の
暗
さ
は
想
像
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。



そ
う
い
う
家
に
生
れ
た
契
沖
が
少
年
に
し
て
出
家
し
た
乙
と
も
首
肯
さ
れ
る
。
真
言
僧
と
し
て
高
野
山
で
修
行
し
、
や
が
て
畏
陀
羅
院
の
住
持
に
な
る
が
普
通

の
僧
侶
と
し
て
檀
家
を
か
か
え
た
わ
ず
ら
わ
し
い
住
持
生
活
に
堪
え
ら
れ
ず
、
寺
を
出
奔
し
て
一
時
は
室
生
山
に
入
っ
て
死
の
う
と
も
す
る
が
、
や
が
て
山
村

に
こ
も
っ
て
し
ま
う
。
は
じ
め
和
泉
の
久
井
村
に
五
年
ほ
ど
住
み
、
後
に
近
く
の
万
町
の
伏
屋
家
に
四
年
ほ
ど
お
り
、
約
十
年
の
山
村
の
生
活
の
後
、
母
を
養

う
た
め
に
再
び
妙
法
寺
の
住
持
に
な
っ
て
約
十
年
を
過
ご
す
が
、
母
が
な
く
な
る
と
寺
を
弟
子
に
ゆ
づ
っ
て
円
珠
庵
に
隠
棲
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
聞
を
通
し

て
古
典
の
学
に
励
む
の
で
あ
る
。
親
し
い
友
で
同
じ
く
武
士
の
境
涯
か
ら
離
れ
て
隠
士
生
活
を
送
る
下
河
辺
長
流
が
水
戸
義
公
に
請
わ
れ
て
万
葉
集
の
注
釈
を

行
っ
て
い
る
が
病
気
の
た
め
業
が
進
ま
な
い
の
で
契
沖
は
代
っ
て
万
葉
集
の
注
釈
を
行
う
。
そ
の
注
釈
書
を
万
葉
代
匠
記
と
い
う
の
は
長
流
に
代
つ
で
し
た
意

で
あ
る
、
契
沖
は
そ
の
学
徳
を
認
め
ら
れ
て
義
公
に
仕
官
を
す
す
め
ら
れ
る
が
、
辞
退
し
て
た
だ
万
葉
注
釈
だ
け
は
初
稿
本
と
精
撰
本
と
二
通
り
ま
で
書
い
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
境
涯
や
態
度
の
う
ち
に
隠
士
、
崎
人
と
し
て
の
契
沖
の
生
き
方
が
あ
る
。

契
沖
と
宗
因
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こ
こ
で
契
沖
と
宗
因
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
談
林
派
の
西
山
宗
因
も
延
賓
二
年
八
月
三
日
に
万
町
の
伏
屋
家
に
一
宿
し
て
い
る
こ
と
か
ら

契
沖
と
宗
因
と
は
乙
こ
で
一
タ
逢
う
機
会
が
あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

西
山
宗
因
は
言
う
ま
で
も
な
く
談
林
風
の
主
唱
者
で
あ
る
が
、
そ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
頴
原
氏
の
「
宗
因
の
連
歌
」
（
俳
譜
史
の
研
究
）
、
「
西
山
宗
因
」
「
西

山
宗
因
の
連
歌
論
考
」
（
俳
譜
史
論
考
）
や
弥
富
破
魔
雄
氏
の
「
加
藤
正
方
と
西
山
宗
因
」
、
中
村
俊
定
氏
の
「
西
山
宗
因
の
初
期
の
連
歌
」
ま
た
近
く
は
宗
因

の
熊
本
か
ら
の
自
筆
紀
行
「
飛
鳥
川
」
が
小
宮
豊
隆
氏
に
よ
っ
て
紹
介
複
製
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
論
考
も
あ
っ
て
次
第
に
そ
の
経
歴
も
明
ら
か
に
な
っ
て

来
て
い
る
。

宗
因
は
名
は
豊
一
、
通
称
は
次
郎
作
と
言
い
、
肥
後
に
生
れ
て
い
る
。
宗
因
の
父
は
加
藤
清
正
に
仕
え
て
い
た
関
係
で
宗
因
も
忠
慶
の
臣
で
八
代
に
い
た
加

藤
正
方
に
仕
え
た
が
寛
永
九
年
二
十
八
才
頃
、
加
藤
家
断
絶
の
折
、
親
を
残
し
て
ひ
と
り
都
に
上
っ
て
里
村
法
橋
昌
琢
に
つ
い
て
連
歌
を
学
ん
だ
。
伏
見
に
住

み
、
後
、
正
保
四
年
の
頃
、
大
阪
に
下
り
、
天
満
宮
の
そ
ば
に
住
ん
で
連
歌
の
点
者
と
な
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
彼
が
俳
譜
を
主
と
す
る
に
至
っ
た
の
は
四

十
代
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。



熊
本
時
代
の
事
に
つ
い
て
は
「
飛
鳥
川
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
点
が
多
い
が
、
そ
の
中
に
、

釈
将
寺
豪
信
僧
都
は
吾
あ
げ
ま
き
の
乙
ろ
よ
り
難
波
津
の
こ
と
の
葉
を
も
教
へ
従
ひ
て
師
弟
の
む
つ
び
年
久
し
く
侍
れ
ば
云
々

と
あ
る
か
ら
、
熊
本
の
豪
信
に
つ
い
て
和
歌
を
学
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
し
、
ま
た
八
代
の
正
方
も
連
歌
を
好
ん
で
そ
う
い
う
方
面
か
ら
も
深
い
主
従
の
縁
か

あ
っ
た
乙
と
が
知
ら
れ
る
。
正
方
は
風
庵
と
号
し
て
連
歌
を
た
し
な
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
都
に
上
る
前
か
ら
昌
琢
に
つ
い
て
連
歌
を
学
ん
で
い
た
と

も
見
ら
れ
、
そ
の
関
係
か
ら
早
く
都
に
上
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
点
芭
蕉
と
そ
の
主
蝉
吟
と
の
関
係
に
も
似
て
い
る
。

で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
私
の
関
心
を
引
く
の
は
、
契
沖
も
同
じ
く
そ
の
祖
父
の
元
宜
や
伯
父
の
元
真
が
加
藤
家
に
仕
え
て
い
た
点
で
宗
因
と
同
じ
境
涯
に
あ
っ
た
乙
と

そ
う
し
て
後
年
に
お
い
て
宗
因
も
契
沖
も
近
世
に
お
け
る
文
芸
復
興
の
重
要
な
る
一
翼
と
な
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
も
と
よ
り
契
沖

は
、
宗
因
と
は
三
十
五
才
ほ
ど
年
令
が
相
違
し
て
お
り
、
宗
因
は
契
沖
の
父
と
同
じ
年
令
で
あ
り
、
境
涯
も
そ
の
点
だ
け
は
父
と
似
て
い
る
と
言
え
る
が
文
学

学
芸
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
宗
因
と
契
沖
と
は
同
じ
方
向
で
あ
る
と
言
え
る
。

と
の
よ
う
に
宗
因
と
契
沖
と
は
清
正
に
仕
え
た
一
族
と
い
う
点
で
因
縁
が
あ
る
が
、
然
し
宗
因
と
契
沖
と
は
相
会
す
る
機
会
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か-9-

で
な
い
。
た
だ
後
年
相
会
し
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
後
に
宗
因
が
和
泉
の
方
に
旅
行
し
た
際
、
和
泉
の
万
町
の
伏
屋
重
賢
の
家
に
宗
因

も
宿
泊
し
た
乙
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
頴
原
氏
に
よ
っ
て
も
延
宝
二
年
七
十
歳
の
秋
に
宗
因
は
高
野
詣
を
行
い
、
八
月
三
日
和
泉
の
万
町
の
伏
屋
家
に
宿
っ
て

い
な
ば
も
る
里
や
泉
州
万
町
楽

と
よ
ん
だ
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
私
も
そ
の
事
実
に
附
加
う
べ
き
一
の
資
料
を
か
つ
て
得
た
。
伏
屋
重
左
衛
門
重
賢
邸
は
契
沖
が
三
十
五
六
才
か
ら
四

十
歳
頃
に
至
る
四
年
ほ
ど
止
ま
っ
て
古
典
研
究
に
ふ
け
っ
た
所
で
あ
り
契
沖
が
大
阪
に
帰
っ
た
後
も
親
し
く
交
っ
て
い
る
が
、
契
沖
が
伏
屋
家
に
参
っ
た
に
つ

い
て
は
一
の
理
由
が
あ
る
。

私
は
か
つ
て
万
町
の
伏
屋
家
を
訪
れ
た
乙
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時
、
家
人
か
ら
得
た
四
枚
の
摺
物
の
中
に
、

師
の
祖
父
元
宜
加
藤
家
に
仕
ふ
。
父
元
全
青
山
家
に
仕
ふ
。
重
賢
の
祖
父
一
安
伏
屋
飛
騨
守
豊
太
閤
君
に
仕
ふ
。
父
竹
麿
泉
州
池
田
家
を
嗣
伏
屋
氏
と
改

む
。
其
祖
よ
り
の
し
た
し
み
の
因
に
よ
り
師
も
亦
こ
こ
に
来
る
。

と
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
重
賢
と
知
っ
た
理
由
が
わ
か
っ
た
。
乙
の
事
は
契
沖
伝
の
中
に
報
告
し
た
所
で
あ
る
。
そ
う
し
て
同
じ
摺
物
の
中
に
宗
因
の
事
も
記



し
で
あ
る
。
即
ち
邸
内
図
に
よ
る
と
契
沖
が
い
た
養
寿
庵
の
跡
と
庭
樹
を
隔
て
て
梅
の
屋
跡
と
名
ず
け
た
所
が
あ
り
、

「
梅
の
屋
に
西
山
梅
翁
遊
宿
す
」
と
あ

り

梅
の
花
知
ら
ぬ
身
も
し
る
に
ほ
ひ
か
な

そ
の
他
の
句
が
記
し
て
あ
る
。
宗
因
が
伏
屋
家
に
泊
っ
た
の
は
重
賢
も
俳
譜
に
親
し
ん
だ
た
め
に
知
っ
た
間
柄
で
あ
っ
た
た
め
も
あ
ろ
う
し
、
伏
屋
が
布
施
家

と
し
て
旅
宿
を
し
た
と
も
品
＝
守
え
る
。
同
時
に
契
沖
と
親
し
ん
だ
の
が
秀
吉
の
清
正
一
族
に
仕
え
た
関
係
か
ら
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
宗
因
も
ま
た
同
様
な
関
係
で

知
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

宗
因
が
伏
屋
家
に
泊
っ
た
延
宝
二
年
八
月
三
日
は
宗
因
の
七
十
歳
の
時
で
あ
り
、
談
林
十
百
韻
や
大
阪
独
吟
集
の
刊
行
さ
れ
た
延
宝
三
年
の
前
年
で
あ
る
。

談
林
風
が
漸
く
俳
壇
の
中
心
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
時
で
あ
り
、
宗
因
の
多
年
の
志
が
達
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
時
で
あ
っ
た
。
一
方
契
沖
は
三
十
五
歳
の
時
で

あ
っ
た
。
僧
侶
と
な
っ
て
も
心
満
た
ず
一
度
住
職
と
な
っ
た
受
陀
羅
院
も
の
が
れ
て
室
生
で
一
度
は
岩
に
頭
を
う
っ
て
死
な
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
果
さ
ず
、

心
を
定
め
て
和
泉
の
山
村
に
入
っ
た
の
は
三
十
才
前
後
で
あ
る
。
は
じ
め
五
年
は
久
井
村
に
居
り
、
三
十
四
五
才
の
頃
か
ら
万
町
の
伏
屋
家
に
移
っ
て
邸
内
の

養
寿
庵
に
只
管
古
典
を
研
究
し
て
い
た
こ
と
は
前
に
も
の
べ
た
が
、
宗
国
の
宿
っ
た
延
宝
二
年
に
伏
屋
家
に
移
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
八
月
に
は
恐
ら
く
契
沖
は
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伏
屋
家
に
い
た
と
思
う
。
図
に
よ
る
と
養
寿
庵
と
梅
の
屋
と
は
同
じ
邸
内
で
あ
り
、
場
所
も
近
い
上
に
、
同
じ
豊
臣
加
藤
家
に
つ
な
が
る
も
の
た
ち
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
宗
因
の
宿
っ
た
夜
は
契
沖
も
宗
因
と
会
し
、
秋
の
一
夜
を
重
賢
と
三
人
で
語
り
合
っ
た
と
想
像
す
る
乙
と
も
出
来
る
。
七
十
才
の
宗
因
を
中
心
と
し

て
契
沖
と
重
賢
と
が
語
り
合
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
和
歌
や
連
歌
、
俳
譜
の
事
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ず
、
ま
た
或
は
没
落
し
た
豊
臣
氏
や
加
藤
家
に
対
す
る
追

憶
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
と
に
か
く
和
泉
の
山
村
の
静
か
な
秋
の
一
夜
の
こ
の
好
会
を
想
像
し
て
私
は
無
限
の
感
慨
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

宗
因
は
そ
れ
か
ら
大
阪
に
帰
り
、
ま
た
江
戸
に
も
出
て
談
林
風
は
俳
壇
の
中
心
と
な
っ
た
。
契
沖
は
な
お
黙
々
と
し
て
山
村
の
一
室
に
古
典
を
研
究
し
た

が
、
数
年
の
後
に
は
大
阪
に
出
て
和
泉
時
代
の
誼
蓄
を
披
漉
し
て
万
葉
代
医
記
の
著
述
に
没
頭
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
然
し
契
沖
は
後
に
円
珠
庵
に
隠
棲
す

る
が
こ
れ
は
伏
屋
家
に
あ
る
時
契
沖
の
い
た
養
寿
庵
を
重
賢
の
好
意
で
・
つ
つ
し
た
も
の
で
あ
る
。
契
沖
に
は
そ
れ
か
ら
も
常
に
山
村
の
生
活
が
忘
れ
難
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
宗
因
と
契
沖
と
の
進
ん
だ
道
は
異
な
っ
た
に
し
て
も
同
じ
く
旧
習
を
破
る
近
世
の
新
し
い
叫
び
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
今
ま
で
宗
因
に
対
し

て
は
そ
れ
ほ
ど
心
を
引
か
れ
る
事
も
な
く
談
林
の
俳
譜
に
も
興
味
を
感
ず
る
こ
と
少
か
っ
た
が
、
し
か
し
談
林
十
百
韻
を
読
み
直
し
て
見
る
と
蕉
風
の
基
礎
は



す
で
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

な
ふ
／
＼
旅
人
三
伏
の
夏

在
色

な
み
松
の
声
高
ふ
し
て
馬
や
ら
ふ

馬
lit 
？に

の
如
き
に
も
清
新
な
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
宗
因
の
伝
を
調
べ
る
時
、
と
乙
に
も
近
世
の
懇
明
を
感
ず
る
。
宗
因
が
晩
年
俳
譜
よ
り
も
連
歌
を
再
び
よ
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
が
乙
れ
は
談
林
風

が
あ
ま
り
に
放
埼
に
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
宗
因
に
も
町
人
出
で
な
い
武
士
出
身
の
気
節
が
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
没
落
し

た
加
藤
家
に
仕
え
た
武
士
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
そ
こ
に
契
沖
と
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
と
見
る
乙
と
が
出
来
る
。
か
つ
て
書
い
た
契
沖
伝
に
宗

因
と
契
沖
と
の
関
係
に
一
言
も
ふ
れ
な
か
っ
た
の
は
大
き
な
見
落
し
で
あ
っ
た
。

契
沖
の
延
宝
集
と
漫
吟
集
と
の
関
係

契
沖
の
歌
は
全
集
で
は
延
宝
集
と
漫
吟
集
類
題
と
の
外
に
竜
公
美
の
刊
刻
し
た
漫
吟
集
十
巻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。そ
の
外
に
も
四
季
出
題
和
歌
、
「
行
か
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ひ
歌
」
、
和
歌
唱
和
集
、
詠
百
首
和
歌
、
詠
富
士
山
百
首
和
歌
が
の
っ
て
い
る
。
乙
れ
ら
の
書
誌
に
つ
い
て
は
契
沖
伝
に
も
扱
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
三
集
の

関
係
に
は
な
お
種
々
の
問
題
が
あ
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
家
集
の
成
立
過
程
と
い
う
乙
と
の
共
通
問
題
を
考
え
る
と
と
に
も
な
る
の
で
、
乙
乙
に
記
し
て
お

き
た
い
。

公
美
刊
本
の
漫
吟
集
は
二
冊
十
巻
で
四
季
の
歌
だ
け
あ
る
。
上
冊
に
は
春
歌
三
巻
、
夏
歌
二
巻
あ
り
、
下
冊
に
は
秋
歌
三
巻
、
冬
歌
二
巻
あ
る
。
乙
れ
は
竜

公
美
が
校
訂
し
て
天
明
七
年
の
冬
刊
刻
し
た
も
の
で
、
は
じ
め
に
本
居
宣
長
の
序
、
竜
公
美
の
叙
、
竜
善
昌
の
序
、
下
河
辺
長
流
の
序
、
竜
世
華
の
題
辞
が
あ

り
、
つ
ぎ
に
安
藤
為
章
の
契
沖
行
賓
と
契
沖
の
肖
像
を
か
〉
げ
、
終
に
は
天
明
七
年
の
渡
辺
直
麿
や
富
小
路
良
直
の
践
が
あ
る
。
公
美
の
叙
に
よ
る
と
公
美
の

父
善
昌
が
契
沖
の
門
人
で
あ
っ
た
の
で
、
同
じ
門
人
の
宇
治
の
恵
心
院
主
良
舜
僧
都
と
と
も
に
円
珠
庵
に
契
沖
を
訪
う
て
漫
吟
集
を
借
り
良
舜
と
協
力
し
て
こ

れ
を
書
写
し
、
そ
の
家
に
秘
蔵
し
た
が
、
善
昌
の
残
後
、
公
美
の
門
人
若
山
隆
賢
が
し
き
り
に
請
う
の
で
、
上
梓
せ
し
め
た
と
あ
る
。
然
し
刊
刻
が
な
っ
て
ま

だ
校
正
が
終
ら
な
い
う
ち
に
天
明
八
年
の
京
都
の
大
火
で
版
木
が
悉
く
焼
け
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
校
正
刷
が
世
に
残
り
そ
れ
が
富
岡
鉄
斎
の
蔵
に
帰
し
た
の



が
佐
佐
木
信
綱
博
士
に
贈
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
契
沖
全
集
第
七
巻
に
印
刷
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
れ
に
対
し
て
漫
吟
集
類
題
二
十
巻
は
四
冊
本
で
下
河
辺
長
流
の
序
が
あ
り
終
り
に
石
津
亮
湾
の
文
化
十
年
三
月
の
践
が
あ
る
。
ま
た
奥
に

天
明
七
丁
未
歳
十
二
月
原
刻

文
化
十
二
乙
亥
歳
二
月
校
正
再
刻

と
あ
り
、
書
林
に
皇
都
吉
田
新
兵
衛
、
東
都
の
西
宮
弥
兵
衛
、
英
平
吉
と
あ
る
。
こ
乙
に
天
明
七
年
原
刻
と
あ
る
の
は
十
巻
本
の
竜
公
美
の
そ
れ
を
さ
す
こ
と

は
石
津
亮
澄
の
践
の
う
ち
に

此
集
を
す
り
か
た
き
に
も
の
せ
し
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
天
明
七
年
と
い
ふ
と
し
の
冬
の
事
に
な
む
。
さ
ら
に
其
世
に
竜
公
美
と
い
ふ
人
あ
り
て
、
其
父
の

あ
た
り
に
も
の
ま
な
び
せ
し
ゆ
か
り
と
て
、
っ
た
へ
も
た
る
本
を
も
て
春
夏
秋
冬
の
部
十
巻
を
え
ら
せ
も
の
せ
し
が
、
え
り
あ
や
ま
り
ゃ
あ
る
と
て
よ
み
た

だ
し
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
お
な
じ
八
年
と
い
ふ
と
し
の
み
や
こ
の
火
に
彼
か
た
木
は
の
乙
り
な
く
や
け
う
せ
ぬ

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
い
は
ば
こ
の
本
は
竜
公
美
の
校
刻
本
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
原
刻
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
類
題
に
あ
る
長
流
の
序
文
は

同
文
で
あ
る
。
ま
た
巻
十
ま
で
は
四
季
で
あ
っ
て
、
と
の
部
分
の
組
織
は
同
じ
で
あ
る
。
巻
十
一
か
ら
は
釈
教
歌
、
哀
傷
歌
、
需
旅
歌
、
恋
歌
上
、
恋
歌
下
、
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雑
体
物
名
、
俳
譜
、
長
歌
、
雑
歌
一
、
雑
歌
二
、
雑
歌
三
、
雑
歌
四
か
ら
な
っ
て
い
る
。

漫
吟
集
の
自
筆
稿
本
は
大
阪
の
殿
村
家
に
あ
り
四
冊
本
で
あ
る
。
関
戸
家
に
も
春
だ
け
で
あ
る
が
自
筆
稿
本
が
あ
る
。
殿
村
家
蔵
の
が
初
稿
本
で
関
戸
家
の

は
再
稿
本
で
あ
る
。
漫
吟
集
の
初
稿
は
長
流
の
序
が
あ
る
か
ら
貞
享
の
頃
ま
で
に
は
出
来
た
と
見
ら
れ
る
が
、
前
か
ら
も
草
本
が
あ
っ
た
ら
し
く
そ
れ
か
ら
後

も
手
許
に
お
い
て
絶
え
ず
書
入
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
稿
本
か
ら
出
た
写
本
も
あ
る
が
そ
れ
作
＼
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
自
筆
稿
本
そ
の
も
の
が
次
第
に
成
長

し
た
の
で
あ
り
、
関
戸
本
は
そ
の
あ
る
段
階
に
清
書
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
成
長
過
程
に
あ
る
稿
本
か
ら
写
本
も
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
写
し
た
時
に
よ
っ

て
相
違
す
る
の
で
あ
る
。
上
賀
茂
文
庫
に
あ
る
漫
吟
集
の
写
本
は
今
井
似
閑
の
旧
蔵
本
で
信
頼
す
べ
き
写
本
で
あ
る
が
、
自
筆
稿
本
の
、
あ
る
段
階
の
写
本
で

あ
る
か
ら
自
筆
稿
本
と
は
相
違
が
あ
る
。
関
戸
家
蔵
の
自
筆
稿
本
は
殿
村
家
の
自
筆
稿
本
に
書
入
れ
て
あ
る
歌
が
、
本
文
に
書
き
つ
が
れ
で
あ
る
か
ら
清
書
本

と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
最
後
の
段
階
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。

竜
公
美
刊
本
も
あ
る
年
代
に
お
け
る
稿
本
の
前
半
を
版
に
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
類
題
本
の
刊
本
の
前
半
と
比
べ
て
も
歌
の
出
入
が
あ
る
。
巻



て
春
上
を
見
て
も
、
巻
頭
第
一
首
は
い
づ
れ
も

菅
の
根
に
雪
は
ふ
り
つ
つ
け
ぬ
が
う
へ
に
冬
を
し
の
ぎ
て
春
は
き
に
け
り

で
あ
る
が
、
公
美
本
の
第
二
首

鷲
も
な
か
ぬ
か
ぎ
り
の
年
の
う
ち
に
た
が
ゆ
る
し
て
か
春
は
き
ぬ
ら
ん

は
類
題
本
で
は
第
五
首
に
あ
る
。
公
美
本
第
三
首

あ
ふ
坂
や
冬
の
日
数
の
関
は
あ
れ
ど
年
の
こ
な
た
に
こ
ゆ
る
春
か
な

は
類
題
本
で
は
そ
の
つ
ぎ
の
第
六
首
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
類
題
本
の
第
二
、
三
、
四
首
は
公
美
本
の
後
に
書
入
れ
た
も
の
と
見
る
乙
と
が
出
来

る

こ
の
よ
う
に
し
て
類
題
本
は
次
第
に
成
長
し
て
い
っ
た
形
を
示
し
て
い
る
。
自
筆
稿
本
の
巻
一
の
は
じ
め
の
所
を
見
て
も
原
形
は
公
美
本
の
歌
の
順
序
で
書

か
れ
て
あ
り
、
そ
れ
に
縦
横
に
歌
が
書
入
れ
て
あ
る
。
殿
村
家
本
も
関
戸
家
本
漫
吟
集
自
筆
稿
本
も
契
沖
全
集
に
そ
れ
ぞ
れ
に
数
葉
写
真
が
か
〉
げ
で
あ
る
の- 13-

で
そ
れ
で
見
て
も
わ
か
る
が
、
殿
村
家
本
に
は
行
聞
や
紙
の
あ
い
て
い
る
所
に
所
せ
ま
し
と
歌
が
書
入
れ
て
あ
る
。
そ
れ
ら
は
大
体
刊
本
の
漫
吟
集
類
題
に
増

加
し
て
入
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
竜
公
美
本
は
漫
吟
集
の
成
長
過
程
を
見
る
上
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
を
今
更
な
が
ら
感
ず
る
の
で
あ

る
。そ

れ
と
と
も
に
更
に
注
意
す
べ
き
は
契
沖
和
歌
延
宝
集
と
漫
吟
集
と
の
関
係
で
あ
る
。
契
沖
和
歌
延
宝
集
は
延
宝
九
年
四
月
十
八
日
沙
門
契
沖
四
十
二
歳
自

集
と
あ
っ
て
契
沖
が
湖
海
狂
士
の
請
に
よ
っ
て
編
し
た
も
の
で
あ
っ
て
長
噺
子
と
長
流
の
と
合
せ
て
三
家
集
に
な
っ
て
い
る
写
本
も
存
す
る
が
、
早
く
日
本
歌

学
全
書
に
収
め
ら
れ
、
契
沖
全
集
に
も
入
っ
て
い
る
。
四
十
二
才
と
言
え
ば
契
沖
が
妙
法
寺
の
住
持
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
歌
数
は
少
い
が
春
歌
、
夏
歌
、

秋
歌
、
冬
歌
、
恋
歌
、
覇
旅
歌
、
哀
傷
、
釈
教
歌
、
雑
歌
、
雑
体
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
漫
吟
集
類
題
の
分
類
に
比
べ
る
と
、
類
題
で
は
春
、
夏
、
秋
、
冬
、

以
後
は
釈
教
歌
、
哀
傷
歌
、
麗
旅
歌
、
恋
歌
、
雑
体
、
雑
歌
に
な
っ
て
い
て
す
べ
て
共
通
し
て
い
る
が
、
た
だ
そ
の
順
序
は
異
な
っ
て
い
る
。
漫
吟
集
類
題
も

契
沖
の
自
筆
稿
本
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
契
沖
の
自
撰
と
見
る
べ
く
延
宝
集
は
漫
吟
集
の
ま
だ
初
期
の
草
本
か
ら
契
沖
が
え
ら
ん
だ
も
の
と
見
ら
れ

る
。
延
宝
集
の
出
来
た
頃
は
漫
吟
集
の
草
本
も
な
か
っ
た
と
も
見
ら
れ
る
が
、
泉
州
時
代
歌
を
多
く
よ
ん
で
い
る
の
で
若
い
年
代
か
ら
の
歌
を
書
き
集
め
て
あ



っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
整
理
し
、
も
し
く
は
分
類
し
て
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
っ
て
、
た
だ
書
き
集
め
で
あ
っ
た
の
を
延
宝
集
で
は
じ
め

て
整
理
し
分
類
を
試
み
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
延
宝
集
の
巻
頭
の
春
の
歌

う
ぐ
ひ
す
も
な
か
ぬ
か
ぎ
り
の
年
の
内
に
た
が
ゆ
る
し
て
か
春
は
来
ぬ
ら
ん

は
竜
公
美
本
で
は
巻
一
、
春
上
の
第
二
首
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
に
、

菅
の
根
に
雪
は
ふ
り
つ
つ
け
ぬ
が
う
へ
に
冬
を
し
の
ぎ
て
春
は
き
に
け
り

が
あ
る
。
類
題
本
巻
一
、
春
上
も
乙
の
歌
が
第
一
首
に
な
っ
て
い
る
。
延
宝
集
の
巻
頭
の
歌
「
う
ぐ
ひ
す
も
な
か
ぬ
か
ぎ
り
」
の
歌
は
類
題
本
で
は
巻
て
春

上
の
第
五
首
に
な
っ
て
い
る
。
延
宝
集
の
第
二
首

み
よ
し
の
の
山
は
春
た
つ
け
ふ
乙
と
に
震
な
れ
て
や
又
か
す
む
ら
ん

は
「
子
時
十
七
」
と
あ
る
が
、
乙
の
歌
は
竜
公
美
本
で
は
巻
一
、
春
上
の
第
二
十
二
首
に
な
っ
て
い
る
。
類
題
本
で
は
巻
一
、
春
上
の
第
七
十
一
首
に
あ
る
。

た
だ
注
意
さ
れ
る
と
と
は
、
今
ま
で
延
宝
集
と
漫
吟
集
と
は
別
々
に
え
ら
ば
れ
た
も
の
で
そ
の
間
に
あ
ま
り
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
分
類
の
項
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こ
う
い
う
点
に
も
延
宝
集
と
竜
公
美
本
と
類
題
本
と
の
そ
れ
ん
＼
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。

目
が
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
や
、
延
宝
集
の
歌
を
増
補
し
て
い
っ
た
の
が
竜
公
美
本
で
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
所
か
ら
、
延
宝
集
が
漫
吟
集
の
第
一
草
稿
で
あ

る
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
契
沖
は
早
く
か
ら
歌
を
よ
ん
で
お
り
、
殊
に
泉
州
時
代
は
多
く
の
歌
を
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
は
あ
っ
た

が
歌
集
の
体
を
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
を
延
宝
九
年
に
湖
海
狂
士
に
た
の
ま
れ
て
整
理
し
、
分
類
し
て
自
撰
歌
集
を
え
ら
び
、
そ
れ
か
ら
は
こ
れ
を
も
と
に

し
て
次
第
に
書
入
増
補
し
て
い
っ
た
の
が
漫
吟
集
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
そ
の
成
長
の
あ
る
段
階
に
竜
公
美
本
が
出
来
、
ま
た
更
に
成
長
し
て
殿
村
家

本
に
な
り
、
そ
れ
を
更
に
清
書
し
た
の
が
関
戸
家
本
で
あ
る
。
そ
の
後
も
書
入
が
行
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
、
漫
吟
集
に
は
「
元
乱
脈
十
三
年
三
月
十
五
日
憲
意

闇
梨
身
ま
か
り
け
る
に
」
と
い
う
題
詞
の
歌
も
あ
り
十
三
年
秋
即
ち
間
伐
す
る
前
年
の
万
葉
集
寛
宴
の
歌
ま
で
あ
る
か
ら
放
す
る
近
く
ま
で
書
入
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
漫
吟
集
の
最
初
の
第
一
稿
が
延
宝
集
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
自
撰
私
家
集
の
形
成
史
、
も
し
く
は
成
長
史
を
こ
れ
に

よ
っ
て
知
る
乙
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。



四

契
沖
の
歌
の
技
法
と
写
実
性

契
沖
の
歌
は
和
歌
史
の
上
で
必
ず
し
も
高
い
位
置
を
し
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
に
し
て
も
契
沖
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
の
心
境
や
思
想
を
見
得
る
も
の
が
多

い
。
題
詠
が
多
く
あ
る
が
そ
の
中
に
彼
の
心
境
が
託
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
四
季
の
歌
に
も
生
活
や
心
境
の
見
ら
れ
る
歌
は
多
い
が
ま
し
て
、
哀
傷
歌
や
雑

歌
に
な
る
と
彼
の
生
活
記
録
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
四
十
二
才
の
延
宝
集
が
五
百
二
十
首
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
漫
吟
集
は
六
千
余
首
に
な
っ
て

お
る
が
、
そ
の
よ
う
な
歌
集
の
成
長
の
う
ち
に
契
沖
の
人
間
形
成
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
延
宝
集
の
歌
は
四
十
二
才
ま
で
の
作
で
あ
る
が
、
漫
吟
集
の
中
に

は
延
宝
集
に
見
え
な
い
畏
陀
羅
院
の
住
持
時
代
の
歌
や
和
泉
の
山
村
時
代
の
歌
も
入
っ
て
い
る
か
ら
、
契
沖
の
歌
を
年
代
願
に
整
理
す
る
乙
と
も
出
来
る
。
た

だ
歌
風
的
に
見
る
と
早
く
定
ま
っ
て
し
ま
っ
て
万
葉
集
を
研
究
し
て
も
そ
れ
が
歌
風
の
上
に
反
映
し
て
く
る
こ
と
が
少
い
よ
う
で
あ
る
が
、
果
し
て
万
葉
歌
風

の
影
響
は
な
い
か
ど
う
か
。
乙
乙
で
は
契
沖
歌
風
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

漫
吟
集
二
十
巻
の
分
類
を
見
る
と
春
三
巻
、
夏
二
巻
、
秋
三
巻
、
冬
二
巻
で
四
季
で
十
巻
を
占
め
て
い
る
。
巻
十
一
以
下
は
釈
教
歌
一
巻
、
哀
傷
歌
一
巻
、- 15 -

覇
旅
歌
一
巻
、
恋
歌
ニ
巻
、
雑
体
一
巻
、
雑
体
四
巻
か
ら
な
っ
て
い
る
。
古
今
集
の
部
立
に
近
く
、
雑
体
と
し
て
物
名
、
俳
語
、
長
歌
を
一
巻
に
よ
ん
で
い
る

の
も
古
今
集
の
伝
統
の
上
に
た
っ
て
い
る
。
乙
の
部
立
は
自
撰
の
延
宝
集
に
見
ら
れ
、
そ
れ
が
増
補
さ
れ
成
長
し
た
の
が
漫
吟
集
で
あ
る
乙
と
は
前
に
の
ベ
た

が
、
そ
れ
は
漫
吟
集
も
契
仲
の
自
撰
で
あ
る
乙
と
を
語
っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
契
沖
の
歌
風
は
万
葉
歌
風
よ
り
は
、
古
今
集
の
歌
風
を
経
て
新
古
今
歌
風
に
至
る
段
階
に
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
と
言
え
ば
新
古
今
風
に

近
い
と
言
っ
て
よ
い
。
春
の
若
菜
を
よ
ん
だ

か
す
が
野
に
雪
は
ふ
れ
ど
も
春
の
日
の
ひ
か
り
に
あ
た
る
わ
か
な
を
ぞ
つ
む

む
ら
さ
き
は
ま
だ
も
え
出
ぬ
春
日
野
に
け
ふ
は
わ
か
な
の
ゆ
か
り
を
ぞ
つ
む

な
ど
の
歌
を
見
る
と
古
今
風
で
あ
る
が
、

に
ど
り
え
に
や
ど
る
影
よ
り
か
す
め
ば
や
ぬ
る
る
顔
な
る
春
の
夜
の
月

雁
が
ね
の
帰
る
つ
ば
さ
を
又
や
も
る
あ
か
っ
き
寒
き
き
さ
ら
ぎ
の
霜



な
ど
に
な
る
と
新
古
今
風
と
言
え
る
。
そ
う
し
て
、
新
古
今
風
の
巧
赦
な
歌
に
契
沖
の
歌
の
特
質
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
然
し
そ
う
い
う
場
合
に
も
契
沖
の

歌
に
は
新
古
今
風
の
余
情
の
あ
る
幻
想
的
世
界
よ
り
は
写
実
的
に
自
然
を
み
つ
め
よ
う
と
す
る
所
が
あ
る
。
た
と
え
ば

大
は
ら
や
け
む
り
絶
に
し
す
み
が
ま
に
灰
の
み
白
く
の
こ
る
泡
雪

の
「
灰
の
み
白
く
の
乙
る
」
な
ど
は
写
実
味
が
あ
る
。

ぬ
る
み
行
苗
し
ろ
水
の
中
よ
ど
に
よ
ど
む
ま
も
な
く
か
は
づ
鳴
な
り

の
上
旬
に
も
苗
し
ろ
水
が
ぬ
る
ん
で
ゆ
く
点
を
よ
ん
で
い
る
の
は
、
和
泉
の
山
村
で
な
が
め
た
春
の
農
村
風
景
が
写
実
的
に
よ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

雁
よ
か
り
花
や
は
つ
ら
き
月
ゃ
う
き
聞
ふ
る
さ
ぬ
を
何
か
へ
る
ら
ん

に
は
清
新
な
詞
づ
か
い
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
曽
禰
好
忠
の
影
響
と
も
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
漫
吟
集
巻
六
に
も
「
好
忠
が
歌
に
う
す
る
〉
と
よ
め
り
、

王
維
が
詩
に
紅
蓮
落
故
衣
」
な
ど
の
題
詞
も
見
え
好
忠
の
歌
は
よ
く
よ
ん
で
い
る
。

山
陰
は
く
れ
ぬ
に
く
れ
て
つ
つ
じ
は
ら
照
れ
る
岡
べ
は
入
り
日
を
ぞ
つ
く

乙
の
歌
に
も
山
村
の
夕
ぐ
れ
が
よ
く
写
実
的
に
う
た
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
む
し
ろ
玉
葉
風
に
近
い
と
言
え
る
。
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夏
の
歌
で
あ
る
が

あ
ぢ
村
の
遠
よ
り
あ
と
の
み
な
と
田
に
人
こ
そ
さ
わ
げ
早
苗
と
る
日
は

は
み
な
と
田
と
あ
る
か
ら
、
山
村
の
歌
で
は
な
く
、
難
波
の
頃
の
歌
か
と
思
わ
れ
る
が
下
の
句
な
ど
に
農
村
風
景
が
写
実
風
に
う
た
わ
れ
て
い
る

く
も
る
だ
に
う
れ
し
と
お
も
ひ
し
夏
の
日
の
ゆ
ふ
た
つ
空
に
影
も
の
こ
ら
ず

な
か
ぞ
ら
に
ゆ
ふ
た
つ
雲
は
た
だ
よ
ひ
て
日
か
げ
ぞ
は
や
く
峰
に
か
へ
れ
る

の
歌
な
ど
写
実
の
乙
ま
か
さ
が
見
ら
れ
る
。

万
葉
の
詞
句
を
よ
ん
だ
歌
は
「
と
こ
し
へ
に
春
秋
ゆ
け
や
東
路
の
お
く
に
き
乙
ゆ
る
西
の
山
へ
は
」

「
橘
の
陰
ふ
む
道
に
し
の
べ
と
も
む
か
し
ぞ
い
と
ど
遠
ざ

か
り
ゆ
く
」
な
ど
存
す
る
が
、
表
現
に
新
古
今
風
が
多
い
と
言
え
る
。
し
か
し
ま
た
契
沖
の
歌
に
写
実
的
な
点
が
多
い
の
は
万
葉
集
の
歌
の
影
響
と
見
ら
れ

る
。
秋
の
歌
で
は



空
の
色
は
水
よ
り
す
み
て
天
の
川
ほ
た
る
な
が
る
る
よ
ひ
ぞ
涼
し
き

お
ほ
空
に
秋
風
は
や
み
吹
田
す
ら
猶
し
か
す
が
に
霧
た
な
び
け
り

な
ど
に
清
新
な
写
実
を
認
め
る
乙
と
が
出
来
る
。
冬
の
歌
で
朝
落
葉
と
い
う
題
の

庭
の
霜
軒
の
朝
日
に
も
み
ぢ
ば
の
よ
の
ま
に
散
し
ほ
ど
は
み
え
け
り

に
は
自
然
の
こ
ま
か
い
観
照
が
見
え
タ
落
葉
と
い
う
題
の

は
し
近
く
独
な
が
む
る
夕
暮
に
庭
も
そ
と
も
も
ち
る
乙
の
は
か
な

秋
よ
り
も
こ
の
は
の
お
つ
る
夕
風
に
物
の
あ
は
れ
ぞ
い
と
ど
身
に
し
む

に
は
持
情
の
真
実
が
見
ら
れ
る
。
残
菊
と
い
う
題
の

霜
が
れ
の
ま
が
き
の
苗
の
翁
さ
び
色
に
な
る
と
も
誰
か
と
が
め
ん

に
は
、
基
俊
の
「
翁
さ
び
ゆ
く
白
菊
の
花
」
の
影
響
が
あ
る
か
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
冬
の
歌
に
諏
訪
湖
氷
十
首
と
い
う
題
で
十
首
の
連
作
が
あ
る
が
、
契
沖
が弓’

諏
訪
に
い
っ
た
記
録
は
見
え
な
い
か
ら
題
詠
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
う
い
う
題
材
で
十
首
も
ま
と
め
て
よ
ん
で
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

以
上
漫
吟
集
の
前
半
四
季
の
歌
に
つ
い
て
若
干
の
歌
を
あ
げ
つ
つ
そ
の
歌
風
に
ふ
れ
た
が
歌
風
的
に
は
古
今
風
か
ら
新
古
今
風
の
聞
を
い
っ
て
い
る
が
、
そ

う
い
う
伝
統
的
歌
風
の
な
か
に
た
と
え
ば
好
忠
を
愛
好
し
て
い
る
よ
う
な
点
が
見
え
、
そ
れ
が
八
代
集
、
特
に
新
古
今
の
歌
風
に
は
見
え
な
い
写
実
を
重
ん
ず

る
乙
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
新
古
今
的
な
技
法
を
も
っ
た
歌
に
も
幽
玄
と
い
う
べ
き
情
趣
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
万
葉
風
の
写
実
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

契
沖
は
精
撰
本
万
葉
代
匠
記
に
万
葉
、
古
今
、
後
の
集
の
歌
風
を
比
較
し
て
、
万
葉
集
は
「
高
く
大
き
な
り
、
な
り
は
奇
怪
な
ら
ず
、
心
を
入
れ
ず
」
と
し

古
今
集
は
「
高
く
大
き
な
る
点
劣
る
。
な
り
は
や
や
面
白
し
、
心
あ
る
さ
ま
に
つ
く
る
」
と
し
後
の
集
は
「
な
り
を
い
か
で
作
出
て
し
が
な
と
巧
む
、
心
を
附

て
景
趣
大
か
ら
む
と
す
る
」
と
批
評
し
て
お
り
、
河
社
に
も
古
今
集
と
新
古
今
集
と
を
よ
む
歌
と
つ
く
れ
る
歌
と
の
相
違
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
批
評
基
準
と
し
て
は
万
葉
集
を
重
ん
じ
て
い
る
。
彼
の
作
品
と
の
聞
に
矛
盾
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
必
ず
し
も
矛
盾
で
は

な
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
述
懐
や
雑
の
歌
を
見
る
と
そ
の
こ
と
が
一
層
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

花
紅
葉
そ
の
錦
に
も
た
ち
よ
ら
じ
い
な
／
＼
我
は
世
す
て
人
な
り



い
か
で
わ
れ
昔
の
人
に
似
て
し
が
な
今
の
仏
は
た
ふ
と
く
も
な
し

こ
れ
ら
を
見
て
も
そ
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

注

契
沖
全
集
第
九
巻
、
契
沖
伝
（
昭
和
二
年
七
月
刊
〉
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