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一
茶
　
の
－
抵
　
抗

！
そ
の
滑
稽
味
を
め
ぐ
っ
　
て
　
ー
　
）

元
禄
の
蕉
風
俳
譜
に
於
け
る
風
雅
の
美
が
「
幽
玄
・
閑
寂
・
枯
淡
」

に
あ
り
、
天
明
期
の
俳
譜
が
、
華
麗
巧
緻
鋭
敏
等
、
都
会
人
的
洗
練

に
よ
る
「
幻
想
と
ロ
マ
ン
の
耽
美
的
傾
向
」
　
に
あ
り
、
そ
う
し
た
も

の
を
ほ
ぼ
蕪
村
が
代
表
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
化
政
度
の
野
人

一
茶
の
俳
藷
は
果
し
て
如
何
な
る
美
を
追
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
茶
の
本
領
如
何
。
以
下
私
は
、
子
規
の
一
茶
観
を
緒
と
し
て
話
を

進
め
て
行
こ
う
と
思
う
。

子
規
の
一
茶
観
は
、
明
治
三
十
年
刊
、
「
俳
人
一
茶
」
（
宮
沢
議
書
、

宮
沢
岩
太
郎
共
著
）
の
附
録
に
あ
る
「
一
茶
の
句
を
評
す
」
（
子
規
全
集
、

第
四
巻
、
五
六
七
－
五
七
〇
頁
）
に
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

子
規
は
先
ず
最
初
に
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。

天
明
以
後
俳
講
壁
上
に
立
ち
て
、
特
色
を
現
し
た
者
を
、
奥
の
乙
二
、
信

の
一
茶
と
す
。
一
茶
最
も
奇
襲
を
以
て
薯
る
。
俳
句
の
実
質
に
於
る
一
茶
の

特
色
は
、
主
と
し
て
滑
稽
、
諷
刺
、
慈
愛
の
三
点
に
あ
り
。
中
に
も
滑
稽
は

一
四

小

　

嶋

　

孝

　

三

　

郎

一
茶
の
独
寵
に
属
し
、
し
か
も
其
軽
妙
な
る
こ
と
、
俳
句
界
数
百
年
間
、
壁

か
に
似
た
る
者
を
だ
に
見
ず
。
（
全
集
、
五
六
七
頁
）

こ
う
し
た
子
規
の
一
茶
観
は
、
今
日
の
一
茶
観
か
ら
す
れ
ば
、
相

当
大
き
な
隔
り
が
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
れ
は
一
茶
の
特
に
目
に

つ
き
易
い
一
面
を
最
も
端
的
に
捉
え
て
い
る
。
例
え
ば
「
一
茶
最
も

奇
警
を
以
て
馨
る
」
と
見
た
の
は
子
規
の
桐
眼
と
云
え
よ
う
。
次
に

「
俳
句
の
実
質
に
於
け
る
特
色
」
と
云
っ
た
の
は
表
現
の
形
式
に
於

け
る
特
色
に
対
し
て
云
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
特
色
と
し
て
取

り
l
　
上
げ
た
三
つ
の
点
の
中
、
「
滑
稽
は
一
茶
の
独
壇
に
属
し
、
云
々
」

と
云
っ
た
批
評
は
既
に
成
美
の
一
茶
評
以
来
、
僅
庵
西
馬
（
「
お
ら
が

春
」
顕
文
）
、
「
具
（
弘
化
披
「
一
茶
句
集
」
）
の
評
等
に
窺
わ
れ
る
言
葉

で
あ
る
。
従
っ
て
、
子
規
の
一
茶
観
は
成
美
以
来
の
一
茶
観
を
踏
襲

し
て
い
る
も
の
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

子
規
の
列
挙
し
た
句
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

春
雨
や
喰
は
れ
残
り
の
鴨
が
な
く

下
谷
一
番
の
顔
し
て
更
衣

大
根
引
大
根
で
道
を
教
へ
け
り

寒
念
仏
さ
て
は
貴
殿
で
あ
り
し
よ
な

次
に
、
子
規
が
「
滑
稽
の
方
便
」
即
ち
、
滑
稽
を
表
わ
す
形
式
的

特
色
と
し
て
「
擬
人
法
」
を
挙
げ
、
そ
の
例
句
と
し
て
、

罷
り
出
で
た
る
は
此
薮
の
墓
に
て
候

名
月
の
御
覧
の
通
り
暦
家
か
な

行
く
秋
を
尾
花
が
さ
ら
ば
〈
か
な
　
（
外
三
句
）

叉
、
俗
語
使
周
の
例
と
し
て
、

昼
の
蚊
や
た
ま
り
こ
く
っ
て
後
か
ら
　
（
外
三
句
）

新
調
（
七
五
五
・
十
六
字
調
・
変
調
）
と
し
て
、

桜
々
と
唄
は
れ
し
老
木
か
な

目
ざ
す
敵
は
鶏
頭
よ
初
時
雨

き
り
／
＼
し
ゃ
ん
と
し
て
咲
く
桔
梗
哉

下
谷
一
番
の
顕
し
て
更
衣

等
を
あ
げ
、

こ
の
外
滑
稽
な
ら
ぬ
意
匠
の
句
に
も
、
猶
多
少
の
滑
稽
を
帯
び
た
る
は
、

其
滑
稽
に
深
さ
が
た
め
な
る
べ
し
。
例
句
、

陽
炎
や
手
に
下
駄
は
い
て
善
光
寺

蕃
日
野
の
鹿
に
嘆
が
る
る
袷
か
な

朝
顔
や
人
の
顔
に
は
そ
つ
が
あ
る

一
文
に
一
つ
鍾
打
つ
寒
さ
か
な

等
を
列
ね
て
い
る
。

一
茶
　
の
　
抵
抗

右
は
い
ず
れ
も
子
規
の
い
う
様
に
、
一
応
「
軽
妙
」
で
あ
り
、
「
滑

稽
味
」
を
有
す
る
。
例
え
ば
「
春
雨
や
」
の
句
で
は
「
喰
は
れ
残
り

の
」
と
い
っ
た
着
想
に
現
実
的
生
活
体
験
的
傾
向
が
強
く
出
て
お

り
、
「
下
谷
一
番
」
の
句
は
、
当
時
「
手
鞠
唄
」
に
歌
わ
れ
た
俗
謡

の
文
句
を
引
用
し
た
と
は
云
え
、
「
下
谷
一
番
の
顔
し
て
」
と
い
っ

た
破
調
も
あ
ず
か
っ
て
、
こ
れ
を
「
一
茶
自
身
の
姿
」
と
見
て
も
、

「
他
人
の
姿
」
と
見
て
も
面
白
い
。
又
「
大
根
引
」
の
句
は
、
柳
橋

に、

引
ん
ぬ
い
た
大
根
で
道
を
教
へ
ら
れ
（
明
和
二
年
酉
年
刊
「
柳
多
脅
」
初

編
、
宝
暦
十
一
年
の
万
句
合
）

と
あ
る
川
柳
を
、
叉
「
寒
念
仏
」
の
句
は
、

寒
念
仏
首
じ
っ
け
ん
の
時
も
あ
り
（
明
和
五
年
子
年
刊
「
柳
多
留
」
三
縞
、

明
和
元
年
の
作
）

と
い
う
川
柳
の
「
滑
稽
味
」
を
一
層
具
象
化
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
。

「
擬
人
法
」
を
届
い
た
三
句
の
用
例
は
、
素
因
の
「
花
む
し
ろ
一

見
せ
ぼ
や
と
存
じ
候
」
　
「
秋
や
く
る
の
う
I
－
そ
れ
な
る
一
葉
舟
」

等
で
知
ら
れ
る
談
林
調
と
云
え
よ
う
。
「
昼
の
蚊
や
」
の
句
は
「
卑

怯
者
を
諷
刺
」
し
て
い
る
様
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
以
下
の
句
に
も
そ

う
し
た
多
少
の
「
諷
刺
性
」
を
感
ず
る
も
の
が
多
い
の
は
一
茶
の
一

特
色
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
乍
ら
、
今
そ
れ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
語
句
に
よ
っ
て
、
真
に

一
茶
の
本
領
を
云
々
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
全

一
五



く
無
理
な
話
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
現
存
す
る
一
茶
の
俳
句
は
、
最

も
確
実
な
資
料
の
み
に
拠
っ
て
も
、
正
に
二
万
句
に
近
く
、
芭
蕉
の

千
金
句
、
蕪
村
の
三
千
余
句
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
大
き
な
差
が
あ

る
。
両
も
彼
に
は
数
十
年
生
旦
っ
て
書
き
続
け
ら
れ
た
日
記
が
あ
り
、

そ
の
文
章
や
連
句
・
俳
詣
歌
等
が
あ
り
、
そ
の
様
な
苑
大
な
量
に
の

ぼ
る
一
茶
の
芸
術
の
中
か
ら
、
単
に
こ
れ
ら
の
一
握
り
の
作
品
を
取

り
上
げ
て
、
彼
の
芸
術
を
批
判
す
る
と
い
う
様
な
こ
と
は
、
全
く
一

茶
に
対
す
る
甚
だ
し
い
冒
濱
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
し
て
子
規
の
様
に
、
「
滑
稽
」
と
い
う
こ
と
を
、
積
極
的
に
解

明
す
る
態
度
に
欠
け
、
単
に
意
味
に
よ
る
滑
稽
、
修
辞
に
よ
る
滑
稽
、

新
調
に
よ
る
滑
稽
、
和
深
味
の
あ
る
滑
稽
と
い
っ
た
様
な
程
度
の
区

別
を
施
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
凡
そ
こ
の
様
な
単
純
な
分
析
か
ら
は
、

一
茶
の
境
地
に
、
真
に
正
し
い
批
評
を
下
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
兎
に
角
、
一
茶
の
俳
風
に
於
け

る
特
色
と
し
て
の
「
滑
稽
味
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
移
し
い
量
に

の
ぼ
る
彼
の
作
品
の
大
き
な
部
分
を
占
め
、
こ
れ
を
決
し
て
見
逃
す

こ
と
は
出
来
な
い
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
葱
に
一
茶
の
本
領
を
究
明

す
る
出
発
点
と
し
て
、
先
ず
そ
の
「
滑
稽
的
要
素
」
に
関
し
て
分
析

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
。

も
と
も
と
「
俳
譜
」
は
「
滑
稽
」
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
垂
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一
六

期
の
俳
譜
は
「
卑
俗
な
滑
稽
」
で
あ
り
、
貞
門
の
俳
譜
は
修
辞
に
よ

る
「
智
的
な
重
苦
し
い
滑
稽
」
で
あ
り
、
談
林
は
「
暴
露
的
な
穿
ち
」

に
そ
の
滑
稽
味
を
見
出
し
て
い
た
『
と
こ
ろ
が
芭
蕉
は
、
そ
の
様
な

智
的
遊
戯
的
な
滑
稽
を
排
し
て
、
世
阿
弥
の
所
謂
「
ま
こ
と
」
を
根

抵
と
し
た
を
か
し
み
、
生
活
の
中
か
ら
に
じ
み
出
て
来
る
性
格
的
個

性
的
な
を
か
し
み
に
そ
の
実
を
見
出
し
た
と
謂
わ
れ
て
い
る
。

、
問
題
は
一
茶
の
滑
稽
味
が
、
そ
う
し
た
伝
統
俳
譜
に
み
る
を
か
し

み
を
如
何
な
る
形
で
継
承
し
発
展
せ
し
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で

ある。と
こ
ろ
で
、
室
町
時
代
の
階
級
差
・
身
分
差
に
よ
っ
て
生
じ
た
対

立
関
係
が
、
狂
言
に
み
ら
れ
る
滑
稽
諷
刺
の
文
学
を
発
達
さ
せ
た
様

に
、
江
戸
時
代
の
武
士
と
町
人
の
対
立
関
係
は
、
前
時
代
に
比
し
て

一
層
顕
著
と
な
り
、
深
刻
と
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
時
代
は

表
面
的
に
は
あ
く
迄
武
士
階
級
の
支
配
の
下
に
、
儒
教
的
な
倫
理
道

徳
が
君
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
商
業
資
本
主
義
の
発
達

に
伴
っ
て
拾
頭
し
た
町
人
階
級
は
、
そ
う
し
た
思
想
と
相
納
れ
ず
、

寧
ろ
抑
圧
さ
れ
た
感
情
の
は
け
口
を
求
め
、
自
由
奔
放
な
享
楽
生
活

に
走
っ
た
。
叉
幕
府
の
権
力
に
よ
る
圧
政
が
行
わ
れ
る
と
、
庶
民
達

も
決
し
て
敷
け
て
い
ず
、
彼
等
の
裏
面
を
発
き
、
そ
の
醜
態
を
嘲
笑

し
、
諷
刺
や
皮
肉
に
よ
っ
て
自
ら
を
慰
め
た
。
川
柳
・
狂
歌
・
黄
表

紙
・
洒
落
本
・
滑
稽
本
等
の
現
実
暴
露
的
諸
文
学
の
盛
行
が
そ
れ
を

物
語
っ
て
い
る
。
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今
、
一
茶
の
作
品
の
中
か
ら
、
そ
う
し
た
現
実
暴
露
的
な
も
の
を

拾
っ
て
み
る
と
、

－
僧
正
の
野
糞
遊
ば
す
日
傘
哉
（
文
化
元
年
）

は
、
蕪
村
の
「
大
と
こ
の
糞
び
り
お
は
す
か
れ
野
哉
」
の
枯
淡
的
句

品
と
格
段
の
差
が
あ
り
、
そ
の
醜
悪
・
尾
籠
・
不
快
さ
は
、
全
く
悪

趣
味
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
が
、
一
方
、
蕪
村
の
場
合
は
焦
点
が

ぼ
や
け
て
い
て
、
稿
逃
避
的
態
度
と
見
倣
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
一

茶
の
場
合
は
顕
る
現
実
的
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
後
、

春
風
や
大
宮
人
の
野
雪
隠
（
文
化
十
二
年
）

僧
正
の
頭
の
上
や
蝿
つ
る
む
（
文
政
八
年
）

等
の
句
に
な
る
と
、
流
石
に
十
年
二
十
年
の
歳
月
は
、
こ
の
野
性
の

俳
人
の
泥
く
さ
さ
を
洗
い
流
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
「
僧
正
」
や

「
大
富
人
」
を
、
地
上
の
人
間
世
界
遙
引
き
ず
り
降
し
て
、
そ
の
正

体
暴
露
を
試
み
て
い
る
点
が
、
そ
の
を
か
し
み
で
あ
り
、
一
茶
の
人

間
的
階
級
的
な
め
ざ
め
に
よ
る
抵
抗
を
物
語
っ
て
い
る
。

女
郎
花
あ
っ
け
ら
こ
ん
と
立
り
け
り
（
文
化
十
三
年
）

今
こ
の
句
を
芭
蕉
の
「
ひ
よ
ろ
I
－
と
こ
け
て
露
け
し
女
郎
花
」

と
比
較
し
て
み
る
と
、
前
者
に
は
、
潤
い
が
な
く
、
無
造
作
で
ぶ
っ

き
ら
ぼ
う
な
感
じ
が
あ
り
、
残
暑
の
白
日
の
下
、
挨
ま
み
れ
に
な
っ

た
女
郎
花
を
思
わ
せ
る
。
然
る
に
後
者
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
女
郎
花
の
生
命
の
潤
い
ば
か
り
で
な
く
、
芭
蕉
の
生
命
の
潤
い

と
い
う
か
、
そ
の
洗
練
さ
れ
た
感
情
の
ゆ
ら
ぎ
と
し
て
の
を
か
し
み

一
茶
　
の
　
抵
抗

が
感
じ
ら
れ
る
。
前
者
を
以
て
、
浅
い
、
通
俗
的
だ
、
趣
味
が
な
い
、

蕪
雑
だ
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
一
笑
に
附
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
そ
れ
迄

で
あ
る
。
旧
来
の
伝
統
的
な
風
雅
観
を
以
て
し
て
は
、
ど
う
し
て
も

そ
れ
を
素
直
に
う
け
容
れ
難
い
気
が
す
る
。
け
れ
ど
も
一
茶
の
素
朴

な
正
直
な
感
じ
方
の
中
に
あ
る
も
の
　
ー
　
雑
草
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
一

本
背
の
高
い
女
郎
花
が
生
え
て
い
る
そ
の
姿
は
、
や
は
り
「
あ
っ
け

ら
こ
ん
」
と
い
う
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
が
す
る
。
見
た
も

の
、
感
じ
た
も
の
を
そ
っ
く
り
そ
の
儀
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
が
一

茶
の
　
「
即
興
性
」
と
称
さ
れ
、
多
作
家
・
濫
作
家
と
謂
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

い
つ
も
一
茶
は
、
見
る
偉
、
聴
く
儀
、
感
ず
る
優
、
何
の
滞
り
も

な
く
、
す
ら
す
ら
と
詠
ん
で
い
る
。
芭
蕉
の
様
に
、
自
然
を
じ
っ
と

見
据
え
、
自
分
の
魂
の
底
に
沈
潜
し
て
、
は
じ
め
て
句
が
生
ま
れ
る
、

と
い
っ
た
様
な
態
度
で
な
し
に
、
自
然
の
す
べ
て
を
そ
の
儀
肯
定
し

て
、
全
く
あ
り
の
億
の
姿
と
し
て
、
自
己
の
詩
境
を
打
ち
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

今
も
し
か
り
に
そ
う
し
た
一
茶
の
句
を
滑
稽
句
と
見
徹
す
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ど
う
い
う
点
で
あ
ろ
う
か
。
「
あ
っ
け
ら
こ
ん
」
と
い
う
俗

語
を
使
用
し
た
点
で
は
芭
蕉
の
　
「
ひ
よ
ろ
く
」
も
同
じ
で
あ
る
。

面
詰
の
語
義
語
感
を
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
単
に
そ
の
こ
と
だ
け

で
は
掴
め
な
い
。
要
す
る
に
「
女
郎
花
」
が
芭
蕉
の
場
合
に
は
「
こ

け
て
露
骨
き
」
景
状
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
其
処
に
女
性
的
な
な
ま
め

一
七



か
し
ぎ
、
優
し
さ
、
つ
や
や
か
さ
な
ど
と
い
っ
た
も
の
を
象
徴
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
一
茶
の
場
合
に
な
る
と
全
然
違
う
の
で
あ
る
。

本
来
女
性
的
と
目
さ
れ
る
「
女
郎
花
」
が
、
其
処
で
は
何
の
色
艶
も

な
ま
め
か
し
さ
も
感
じ
ら
れ
な
い
、
全
く
「
あ
っ
け
ら
こ
ん
」
と
し

た
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
姿
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
が
一
茶
の
面
白
さ
と
い
え
ば
云
え
る
が
、
こ
の
様
な
も
の
を

単
な
る
滑
稽
と
よ
り
解
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
真
意
を
見
誤
る
き
ら

い
が
生
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
次
の
例

で
一
層
は
っ
き
り
す
る
と
思
う
。

が
さ
〈
と
綜
を
か
ぢ
る
美
人
哉
（
文
化
九
年
）

を
芭
蕉
の
「
凝
結
ふ
片
手
に
は
さ
む
額
髪
」
に
比
較
す
る
と
、
下
司

と
上
品
、
卑
俗
と
高
尚
、
泥
と
雲
、
月
態
の
差
は
明
白
で
あ
る
が
、

芭
蕉
の
様
な
と
り
す
ま
し
た
美
し
き
に
は
、
一
茶
は
決
し
て
満
足
し

な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
茶
の
冷
徹
な
眼
が
、
そ
う
し
た
美
人
の

内
情
を
も
暴
露
し
劾
扶
せ
ず
に
は
措
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

こ
に
、
人
間
を
本
来
の
自
然
の
性
情
に
還
元
し
て
み
て
い
る
と
云
え

よ
う
。
一
茶
の
反
逆
は
其
処
に
あ
る
。
彼
が
現
実
に
眼
前
で
見
て
い

る
の
は
、
ま
ざ
れ
も
な
く
が
さ
が
さ
と
輝
を
か
じ
っ
て
い
る
美
人
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
儀
、
あ
り
の
儀
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
其
処
に
一
茶
の
写
生
が
あ
る
。
伝
統
的
な
風
雅
の
理
想
主
義
を

打
破
し
て
、
新
し
い
現
実
主
義
を
打
ち
樹
て
た
一
茶
の
本
領
が
あ
る
。

美
人
に
関
連
し
て
、
次
の
一
文
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

一
人

閏
二
月
廿
九
日
と
い
ぶ
日
、
雨
も
漸
く
お
こ
た
り
ぬ
れ
ば
、
朝
と
く
頭
陀

袋
首
に
か
け
て
、
足
つ
い
で
、
例
の
角
田
堤
に
か
か
る
。
東
は
ほ
の
ぼ
の
し

ら
み
た
れ
ど
、
小
薮
中
家
は
い
ま
だ
闇
か
り
き
。
（
中
略
）
。
木
母
の
鐘
暁
を

っ
げ
て
、
又
な
く
閑
か
也
。
花
の
あ
た
り
に
魁
の
声
あ
り
。
（
中
略
）
。
そ
こ

に
し
ば
し
休
ら
ひ
け
る
う
ち
、
又
寝
乱
れ
髪
の
壁
も
は
ら
は
で
、
陽
子
と
ゆ

ふ
も
の
に
歯
を
す
り
つ
つ
、
ぬ
り
下
駄
か
ら
か
ら
な
ら
し
て
、
あ
ち
こ
ち
さ

ま
よ
ふ
さ
ま
、
男
十
人
も
ち
た
ら
ん
や
う
に
、
色
々
し
く
ぞ
思
は
れ
げ
ろ
。

又
坂
の
下
よ
り
男
五
六
人
、
糞
た
ど
と
い
ぶ
も
の
を
楯
の
遽
前
に
ゆ
ひ
っ
げ

っ
っ
、
葛
西
烏
の
鳴
く
や
ら
に
は
な
し
も
て
来
り
げ
ろ
が
、
程
な
く
木
陰
に

立
ち
か
か
り
て
、
女
の
か
た
は
ら
過
ぎ
が
て
に
、
山
神
け
し
か
る
朝
起
よ
な
。

雨
も
や
ぶ
り
な
ん
な
ど
さ
さ
や
き
げ
ろ
を
、
女
は
や
く
も
聞
き
と
が
め
て
、

お
の
れ
い
し
く
も
い
び
つ
る
も
の
載
。
今
一
度
さ
な
の
の
し
り
そ
。
し
や
首

ね
ぢ
ふ
や
し
や
足
打
ち
折
ら
ん
な
ど
、
女
に
似
け
な
を
わ
ろ
口
も
、
花
の

雪
の
ち
り
ぢ
り
に
吹
き
ち
り
て
心
に
寓
ま
る
げ
は
ひ
も
な
く
、
是
ら
も
木
問

の
蕃
げ
し
き
と
は
な
り
ぬ
。

下
々
に
生
れ
て
桜
々
哉
　
　
　
茶

（
我
春
集
、
文
化
八
年
、
日
本
古
典
全
書
）

「
七
番
日
記
」
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
文
が
見
え
る
。
右
は
一
茶
が
絶

え
ず
往
還
し
て
い
た
下
総
へ
の
行
脚
の
朝
、
人
げ
の
な
い
隈
田
川
の

堤
に
桜
花
を
尋
ね
た
際
の
所
見
で
あ
る
。
中
略
の
部
分
に
は
、
幕
府

の
軍
船
の
浮
ぶ
の
を
見
て
「
め
で
た
き
御
代
を
あ
ぶ
ぐ
と
ぞ
覚
え
侍

る
」
と
云
い
、
叉
、
「
木
根
に
腰
打
ち
か
け
る
」
老
法
師
を
見
て
、

「
い
か
に
も
た
だ
人
と
は
見
え
ざ
り
け
り
」
と
云
っ
て
い
る
。
穀
に

誰

は
、
暁
の
隈
田
川
、
満
開
の
桜
花
、
幕
府
の
軍
船
、
似
南
井
風
流
人
、

更
に
美
人
と
、
次
々
に
掃
出
し
て
来
て
、
突
然
　
「
糞
た
ご
」
　
を
か

つ
ぐ
男
ら
を
登
場
さ
せ
、
更
に
女
の
悪
罵
に
よ
っ
て
切
迫
し
た
場
面

を
、
「
女
に
似
げ
な
き
わ
ろ
口
も
」
以
下
「
花
の
雪
の
ち
り
ぢ
り
に

吹
き
ち
り
て
、
云
々
」
と
、
事
も
な
げ
に
さ
ら
り
と
文
を
結
ん
で
い

る
。
一
面
一
茶
の
女
性
批
判
と
も
見
ら
れ
る
が
、
紫
に
も
、
一
茶
文

学
の
現
実
暴
露
的
性
格
と
、
野
性
味
経
る
る
写
生
文
の
興
趣
が
見
ら

れ
、
叉
「
下
々
に
生
れ
て
」
　
の
句
に
も
、
そ
の
階
級
意
識
が
窺
わ
れ

る。

次
に
一
茶
の
句
作
に
於
け
る
素
材
と
素
材
把
握
の
特
色
に
就
い
て

み
る
に
、
や
は
り
頗
る
個
性
的
で
あ
る
。
天
明
以
降
の
月
並
宗
匠
達

に
は
、
素
材
即
ち
何
を
、
如
何
に
表
現
す
る
か
と
い
う
問
題
の
、
何

を
が
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
等
の
殆
ど
は
た
だ
伝
流
を
墨

守
す
る
の
み
で
、
あ
り
ふ
れ
た
風
流
が
り
で
満
足
し
て
い
た
。
生
活

の
現
実
の
問
題
か
ら
は
全
然
遊
離
し
た
題
材
の
中
に
逃
避
し
て
い
た

と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
・
と
こ
ろ
が
一
茶
の
場
合
は
大
い
に
異
な
る
。

句
の
中
に
生
活
が
あ
り
社
会
が
あ
る
。
金
銭
の
こ
と
は
も
と
よ
り
、

喰
い
気
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
何
だ
ろ
う
が
、
凡
そ
旧
来
の
伝
統
俳
詣

で
は
禁
忌
と
さ
れ
た
材
料
に
対
し
て
も
、
容
赦
な
く
取
り
上
げ
て
い

る
。
凡
そ
彼
の
生
活
の
現
実
の
中
で
、
そ
の
眼
に
映
じ
、
そ
の
心
に

感
ず
る
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
詩
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
両
も
そ

う
し
た
素
材
の
把
握
の
仕
方
も
叉
頼
る
現
実
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
伝

一
茶
　
の
　
抵
抗

流
の
基
準
か
ら
は
み
出
し
て
い
て
、
俗
俳
着
流
か
ら
は
奇
異
と
感
じ

ら
れ
、
滑
稽
祝
さ
れ
異
端
祝
さ
れ
、
排
斥
さ
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。

裏
表
い
ま
だ
罫
を
と
り
つ
く
さ
ず

蚤
頭
馬
の
尿
す
る
枕
も
と

こ
れ
ら
は
芭
蕉
の
句
に
み
ら
れ
る
蚤
罫
の
類
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

云
う
迄
も
な
く
旅
の
痛
苦
を
如
実
に
物
語
る
素
材
と
し
て
把
握
さ
れ

て
い
る
。
し
か
る
に
一
茶
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

あ
ら
玉
の
年
立
返
る
ー
乱
か
な
（
文
化
五
年
）

盃
に
蚤
・
棄
よ
ぐ
そ
よ
ふ
よ
ぐ
そ
よ
（
文
化
八
年
）

よ
い
日
や
ら
蚤
が
を
ど
る
ぞ
は
ね
る
そ
よ
（
文
化
十
年
）

我
が
味
の
栢
糖
に
這
は
す
武
か
な
（
文
政
三
年
）

に
見
る
よ
う
に
、
蚤
国
政
蝿
等
の
歳
け
ら
ど
も
は
、
彼
の
場
合
全
く

日
常
茶
飯
事
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
痛
苦
の
対
象
ど
こ
ろ
か
、
寧
ろ
彼

の
苦
悩
を
慰
め
る
対
象
と
し
て
、
云
わ
は
彼
の
自
慰
的
玩
具
で
あ
り
、

生
活
必
需
品
の
観
が
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
一
茶
の
「
滑
稽

味
」
が
あ
る
と
云
え
よ
う
が
、
そ
の
本
質
は
や
は
り
「
野
性
味
」
に

あ
り
、
孤
独
と
劣
等
感
と
に
常
に
悩
み
続
け
て
い
た
一
茶
の
自
嘲
や

自
慰
の
表
現
で
あ
り
、
且
つ
叉
、
都
会
人
的
美
意
識
に
対
す
る
地
方

人
的
反
逆
と
し
て
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

下
I
＼
も
下
〈
下
々
の
下
国
の
涼
し
さ
よ
（
文
化
十
年
）

一
体
こ
ん
な
も
の
が
俳
句
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
。
在
来
の
俳
句
、

少
く
と
も
芭
蕉
が
正
風
俳
譜
を
確
立
し
て
、
風
雅
の
誠
と
い
う
も
の

一
九
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を
伝
え
て
以
後
の
伝
統
俳
譜
の
観
念
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
几
そ
こ
の

様
な
蕪
雑
な
観
念
的
辞
句
に
は
何
人
と
韓
も
輩
遵
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。

「
ゲ
ゲ
も
ゲ
ゲ
ゲ
ゲ
の
ゲ
」
等
と
い
う
醜
悪
な
音
感
に
は
、
如
何
に

も
と
げ
と
げ
し
い
感
情
が
露
骨
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
其
処
に

は
、
云
う
迄
も
な
く
「
上
々
の
上
国
」
た
る
「
江
戸
」
の
虚
飾
に
満

ち
た
生
活
に
対
す
る
敵
意
が
窺
わ
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、

雪
行
け
I
－
都
の
た
は
け
待
ち
居
ら
ん
（
文
化
十
年
）

と
詠
ん
だ
「
都
の
た
は
け
」
を
嘲
る
も
の
で
あ
り
、
蕉
風
俳
詣
百
年

の
伝
統
墨
守
の
中
に
い
つ
か
さ
び
つ
い
た
陳
々
腐
々
た
る
似
南
光
風

雅
の
と
り
す
ま
し
た
風
流
が
り
の
俳
匠
ど
も
を
痛
烈
に
罵
倒
し
て
い

る
様
な
気
さ
え
す
る
。

芭
蕉
翁
の
騙
を
か
ぢ
っ
て
夕
凍
（
文
化
十
年
）

と
い
う
句
を
、
芭
蕉
の
亜
流
を
以
て
自
任
す
る
作
者
自
身
が
、
み
ず

か
ら
を
反
省
し
て
い
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
の
か
通
説
で
あ
る
が
、

こ
の
旬
に
し
て
も
、
彼
が
自
ら
を
い
ま
し
め
鞭
う
つ
気
薄
だ
け
で
は

な
し
に
、
口
に
風
流
を
称
え
な
が
ら
そ
の
実
、
何
等
風
流
の
本
質
を

弁
え
な
い
世
の
宗
匠
ど
も
を
暗
に
鋭
く
郎
擬
し
、
叱
咤
し
て
い
る
こ

と
も
見
逃
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊
　
類
句
に
「
名
月
や
江
戸
の
や
つ
ら
が
何
知
っ
て
」
と
い
う
の
が
ぬ
る
。

江
戸
人
の
非
都
会
的
な
も
の
に
対
す
る
極
端
な
軽
蔑
を
、
長
年
受
け
続
け

て
い
た
一
茶
の
、
地
方
人
的
劣
等
意
識
に
よ
る
烈
し
い
反
撥
と
み
ら
れ
る
。

鮮
　
文
政
二
年
、
彼
が
大
判
に
発
て
た
書
簡
の
中
に
、
如
何
に
彼
が
当
時
の

二
〇

中
央
俳
壇
に
対
し
て
強
い
不
信
の
念
を
抱
い
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

は
っ
き
り
と
解
る
も
の
が
あ
る
。
（
山
口
剛
「
西
鶴
成
美
一
茶
」
、
一
茶
書

簡
抄
参
照
）

一
茶
の
芸
術
は
、
一
茶
と
い
う
人
、
一
茶
と
い
う
人
間
が
歩
ん
で

来
た
そ
の
生
活
の
中
に
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
作
品
が
、
彼
の
生
き

た
時
代
と
環
境
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
彼
の
全
人

格
的
表
現
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
強
烈
な
る
個

性
は
、
そ
の
儀
吾
々
に
強
く
訴
え
て
来
る
何
物
か
を
麗
ら
す
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
一
た
び
そ
の
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
生
活
が
考

え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
表
現
の
ま
ず
さ
、
そ
の
あ
く
の
強
さ
、

そ
の
荒
げ
ず
り
の
芸
術
に
は
、
多
分
に
批
判
の
余
地
を
残
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
云
う
な
ら
ば
、
一
茶
の
芸
術
は
「
落
第
生
の
芸
術
」

な
ど
と
評
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、
落
第
生
に
は
落
第

生
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
こ
と
が
あ
る
。
一
茶
は
そ
れ
を
見
事
に
や

っ
て
の
け
て
い
る
。
つ
ま
り
優
等
生
に
は
決
し
て
真
似
の
出
来
な
い

薄
味
を
生
か
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
吾
々
が
優
等
生
を
基
準
に
し

て
も
の
を
云
う
場
合
、
叉
は
優
等
生
が
そ
れ
を
評
す
る
場
合
、
そ
れ

ら
が
屡
々
滑
稽
視
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

之
を
要
す
る
に
、
一
茶
の
「
滑
稽
味
」
に
は
、
談
林
俳
譜
の
「
暴

露
的
な
穿
ち
」
に
み
る
庶
民
性
を
継
承
し
な
が
ら
も
単
な
る
智
的
遊

蟻
的
な
「
興
が
り
」
に
終
始
せ
ず
、
一
方
、
蕉
風
俳
譜
に
於
げ
ろ
生

活
体
験
的
個
性
的
な
を
か
し
み
の
美
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る

が
、
所
謂
中
世
的
伝
統
的
乃
至
高
踏
的
傾
向
に
は
強
く
反
駿
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
一
茶
の
芸
術
は
、
こ
れ
を
芭
蕉
や
蕪
村
の
そ
れ

と
比
較
す
る
時
、
そ
の
平
俗
性
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
、

一
茶
と
い
う
人
間
が
、
封
建
末
期
の
類
焼
的
な
町
人
文
化
の
爛
熟
し

た
社
会
環
境
の
中
に
あ
っ
て
、
所
謂
都
会
的
な
も
の
や
、
種
々
の
権

力
に
対
し
て
も
屈
従
せ
ず
、
そ
の
抑
圧
さ
れ
た
生
活
感
情
を
皮
肉
や

諷
刺
の
句
に
託
し
た
こ
と
、
両
も
そ
の
「
滑
稽
味
」
に
み
る
顕
る
現

実
的
生
活
的
な
傾
向
に
は
、
明
ら
か
に
時
流
に
ぬ
き
ん
で
た
も
の
が

あ
り
、
或
る
種
の
反
逆
と
い
う
か
抵
抗
の
精
神
と
い
っ
た
も
の
が
窺

わ
れ
、
そ
の
点
、
興
味
あ
る
諸
問
題
を
包
蔵
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ

る。

（
小
橋
は
夏
季
講
座
に
際
し
て
纏
め
た
草
稿
の
前
半
の
部
分
で
あ
る
）
。
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