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i
i
m
"
u

猿
蓑
集
｢
さ
る
み
の
し
ふ
｣
は
元
禄
三
年
向
井
去
来
､
宮
城
凡
兆
が
芭
蕉
の
厳
重
な
指
導
の
も
と
に
撰
ん
だ
も
の
で
巻
名
は
｢
初

し
ぐ
れ
猿
も
小
義
を
ほ
し
げ
な
り
｣
と
い
う
句
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
六
巻
二
冊
か
ら
な
っ
て
い
る
｡
晋
其
角
の
序
｡

丈
坤
の
抜
o
巻
1
4
(
,
F
の
発
句
　
巻
二
夏
の
発
句
　
巻
三
秋
の
発
句
　
巻
四
春
の
発
句
　
計
発
句
三
百
八
十
二
　
巻
五
連
句
四
歌
仙

巻

六

幻

住

庵

記

等

を

収

め

て

い

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＼

猿
蓑
集
は
芭
蕉
俳
譜
の
閑
寂
昧
な
る
も
の
が
頂
点
に
達
し
た
と
評
せ
ら
れ
て
い
る
｡
許
六
は
猿
蓑
を
俳
譜
の
｢
古
今
集
｣
と
推
賞

し
初
心
の
人
は
猿
蓑
か
ら
俳
著
に
入
れ
と
い
ひ
'
支
考
は
猿
蓑
に
至
っ
て
花
実
兼
ね
備
う
と
称
揚
し
て
い
る
｡
芭
蕉
俳
譜
の
真
髄
は

巧
ま
ず
凝
ら
ず
最
も
自
然
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
て
発
句
と
い
い
連
句
と
い
い
す
べ
て
後
世
の
亀
鑑
と
な
っ
た
｡
こ
こ
に
選
ん
だ
鳶
羽

の
連
句
の
如
き
は
圧
巻
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

猿

蓑

の

其

角

の

序

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

｢
幻
術
の
第
一
と
し
て
そ
の
句
に
魂
の
人
ら
ざ
れ
ば
ゆ
め
に
ゆ
め
み
る
に
似
た
る
べ
し
｣
と
あ
る
の
を
見
て
も
察
せ
ら
れ
る
｡
幻

術
と
は
形
な
き
も
の
を
目
に
も
み
せ
耳
に
も
き
か
せ
る
手
段
で
あ
る
｡
俳
語
は
無
心
の
も
の
に
魂
を
入
れ
て
働
か
せ
る
幻
術
を
な
す

道
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

さ
て
連
句
の
生
命
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡
連
句
中
の
一
句
は
前
後
の
句
の
助
け
を
か
り
て
単
に
1
句
を
み
る
の
と
は
異
り
,

遥
か
に
多
く
の
感
興
を
起
す
の
で
あ
る
｡
こ
の
前
と
後
と
の
二
句
が
車
の
一
句
の
感
興
を
助
け
長
ず
る
と
い
う
こ
と
は
連
句
の
一
大
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特
色
で
あ
っ
て
短
か
い
十
七
､
十
四
の
中
に
人
生
を
成
立
さ
せ
る
所
以
で
あ
る
｡
三
十
六
首
の
和
歌
や
俳
句
を
並
べ
た
の
で
な
く
て

統
一
あ
る
変
化
の
中
に
人
間
味
豊
か
な
､
そ
し
て
自
然
の
味
を
生
か
し
た
豊
富
な
連
想
を
楽
し
ま
せ
る
点
に
あ
る
と
思
う
｡

誰
か
の
説
明
に
｢
蕉
風
俳
譜
の
主
張
と
な
っ
て
い
る
閑
寂
の
気
分
な
る
も
の
は
概
し
て
い
へ
ば
複
雑
を
簡
朴
で
統
べ
'
不
快
を
快

に
そ
め
p
興
奮
を
沈
静
で
燥
し
､
･
い
か
な
る
緊
張
を
も
弛
緩
の
空
気
で
包
む
と
い
う
風
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
.
そ
し
て
付
合
に
於

け
る
前
後
の
句
と
句
と
の
反
映
､
対
象
か
ら
-
る
美
感
を
｢
う
つ
り
｣
と
い
い
､
句
が
-
ズ
ミ
カ
ル
な
音
調
上
の
諺
律
を
な
し
て
い

る
場
合
こ
れ
を
｢
ひ
び
き
｣
と
よ
ぴ
､
標
砂
た
る
風
韻
'
余
情
を
｢
に
は
ひ
｣
と
名
づ
け
､
句
の
品
位
､
あ
り
場
所
'
姿
様
の
美
､
∬

そ
の
品
格
の
高
さ
に
は
｢
-
ら
ゐ
｣
と
称
し
て
い
る
｡
芭
蕉
俳
諺
の
こ
れ
ら
の
美
意
識
､
移
､
匂
'
響
､
位
と
い
う
の
は
要
す
る
に

前
句
の
趣
向
､
風
趣
か
ら
生
ず
る
連
想
の
美
で
あ
っ
て
前
句
の
意
味
か
ら
来
る
連
想
で
は
な
い
｡
す
べ
て
前
句
の
意
義
を
考
え
'
意

味
を
見
定
め
て
情
を
引
き
来
る
を
嫌
う
｡
か
く
の
如
-
意
義
か
ら
連
想
す
る
も
の
は
｢
ベ
タ
付
｣
と
称
し
て
取
ら
な
い
｡
連
句
の
付

合
が
古
風
の
｢
物
付
け
｣
か
ら
談
林
の
｢
心
付
け
｣
と
な
り
蕉
風
の
｢
匂
付
け
｣
と
な
っ
て
ひ
た
す
ら
前
句
の
余
韻
に
よ
っ
て
付
け

る
こ
と
と
な
っ
た
｡
素
晴
ら
し
い
飛
躍
と
思
う
｡

こ
こ
に
芭
蕉
俳
譜
の
最
高
峰
と
も
い
う
べ
き
｢
猿
蓑
集
｣
の
鳶
羽
の
歌
仙
一
巻
を
表
六
句
裏
十
二
句
名
残
の
裏
六
句
の
順
序
に
従

っ
て
鑑
賞
し
て
み
た
い
｡

(
発
句
)鳶

め
羽
も
刷
ひ
ぬ
初
時
雨
　
　
　
　
去
来

冬
の
句
｡
景
｡
発
句
冬
な
れ
ば
脇
句
冬
｡
第
三
句
は
冬
又
は
雑
｡
初
時
雨
が
ふ
る
中
を
鳶
が
立
木
の
枝
等
に
と
ま
っ
て
今
し
が
た

濡
れ
た
羽
を
足
で
か
い
て
そ
ろ
え
て
い
る
｡
｢
か
い
つ
-
ら
ふ
｣
｢
掻
き
つ
-
ら
ふ
｣
の
音
便
で
あ
る
｡
よ
-
見
受
け
る
光
景
で
掻
い

て
お
い
て
ぶ
る
ぶ
る
と
ぶ
る
わ
し
て
毛
並
を
そ
ろ
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
鳶
の
位
置
は
枯
木
で
も
屋
根
の
片
隅
で
も
よ
い
と
思
う
｡
鳶

の
羽
も
と
い
う
｢
も
｣
と
い
う
助
詞
の
使
い
方
が
よ
-
き
い
て
い
る
｡
｢
鳶
も
羽
を
｣
｢
鳶
は
羽
を
｣
｢
鳶
の
羽
を
｣
す
べ
て
不
十
分

で
あ
る
｡
｢
鳶
の
羽
も
｣
と
羽
が
浮
彫
り
に
さ
れ
た
所
が
重
要
で
あ
る
｡
大
切
な
発
句
を
芭
蕉
が
詠
ま
な
い
で
高
門
去
来
に
詠
ま
せ

た
所
が
弟
子
思
い
で
美
し
い
｡
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(
脇
句
)I

吹
き
風
の
木
田
葉
静
ま
る
　
　
　
　
芭
蕉

冬
｡
景
｡
い
い
句
で
あ
る
｡
さ
っ
と
一
陣
の
風
が
吹
い
て
き
て
立
木
の
木
の
葉
が
カ
サ
コ
ソ
と
散
っ
て
い
つ
た
が
そ
の
風
が
通
り

す
ぎ
る
と
木
の
葉
も
落
ち
つ
い
て
も
と
の
静
寂
に
帰
っ
た
と
い
う
の
で
､
発
句
の
趣
向
よ
り
更
に
一
段
と
静
寂
の
趣
き
で
あ
る
｡

烏
噂
い
て
山
更
に
幽
な
り
(
梁
の
王
籍
)
と
い
う
詩
よ
り
も
更
に
深
い
味
わ
い
が
あ
る
｡

脇
句
は
十
分
に
発
句
の
意
を
-
み
と
っ
て
そ
の
余
意
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
で
T
小
段
落
が
つ
い
た
の
で
あ
る
が
脇
句
は
付

属
物
で
あ
る
軽
味
を
持
た
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
｡
名
詞
で
と
め
る
こ
と
も
多
い
｡
脇
五
体
と
い
う
の
は
'
打
添
(
余
情
余
景
)

相
対
(
前
の
毎
の
趣
向
に
相
対
す
即
ち
同
じ
趣
向
の
句
)
違
付
(
相
反
す
る
趣
向
コ
ン
-
ラ
ス
ト
の
妙
)
頃
留
(
何
々
の
頃
と
と
め

る
)
心
付
(
前
句
の
意
を
扱
み
意
に
従
っ
て
つ
け
る
)
で
あ
る
｡

第
≡
句歴

引
田
朝
か
ら
ぬ
る
る
川
越
え
て
　
　
　
　
凡
兆

雄
｡
事
｡
股
引
と
い
う
風
変
り
な
も
の
を
も
っ
て
来
た
｡
朝
旅
に
出
る
こ
と
は
心
も
爽
や
か
で
静
中
動
あ
り
と
い
っ
た
感
じ
で
あ

る
｡
余
り
深
い
川
で
は
な
い
が
朝
か
ら
股
引
を
ぬ
ら
し
て
川
を
渡
る
と
い
う
こ
と
は
一
種
の
不
安
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
｡
第
三
句

は
こ
れ
か
ら
大
い
に
変
化
を
試
み
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
最
初
と
し
て
一
直
線
に
す
ら
す
ら
と
叙
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
｡
句

の
終
を
､
一
て
､
ら
ん
う
に
て
'
も
な
し
へ
な
れ
や
等
の
助
詞
で
結
ぶ
こ
と
が
多
い
｡

第
四
句狸

を
お
ど
す
篠
張
の
弓
　
　
　
　
史
邦

雄
｡
事
｡
昔
の
旅
立
ち
は
七
ツ
(
午
前
四
時
)
と
い
う
朝
早
い
時
間
に
出
発
し
た
の
で
'
狸
に
化
か
さ
れ
ぬ
用
意
に
篠
竹
で
張
っ

た
弓
を
持
っ
て
出
七
と
い
う
｡
荒
涼
た
る
山
野
を
思
い
浮
べ
る
時
力
み
返
っ
た
旅
人
の
姿
が
目
に
写
る
｡
前
の
句
の
趣
向
に
ご
く
軽

-
付
け
た
も
の
で
あ
る
｡

第
五
句
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ま
ひ
ら
戸
に
蔦
は
ひ
か
ゝ
る
宵
の
月

芭
蕉

秋
の
句
｡
景
｡
月
の
定
座

ま
ひ
ら
戸
は
横
に
細
い
桟
の
あ
る
戸
で
あ
る
｡

ま
ひ
ら
戸
に
蔦
が
這
い
か
か
つ
て
､
そ
こ
へ
七
'
八
日
頃
ま
で
の
宵
の
月
が
さ
し
て
い
る
光
景
は
人
の
住
む
住
ま
ぬ
に
論
な
く
荒

涼
た
る
凄
い
感
じ
で
あ
る
｡
狸
が
出
る
荒
涼
た
る
山
野
の
趣
向
を
こ
こ
に
ひ
び
か
せ
て
い
て
流
石
に
翁
の
句
だ
け
あ
る
と
感
じ
い

る
｡
前
の
句
と
違
っ
て
こ
の
句
は
ど
こ
か
幽
遠
な
趣
が
あ
っ
て
凄
さ
の
中
に
､
花
や
か
さ
が
あ
る
｡

ま
ひ
ら
戸
の
奥
に
は
未
摘
花
が
棲
ん
で
い
る
,
か
も
し
れ
な
い
｡

表
五
句
目
は
月
の
定
座
｡
発
句
秋
な
れ
ば
月
は
発
句
よ
り
第
三
の
中
に
入
れ
､
こ
こ
の
三
句
を
春
､
夏
､
冬
､
雄
等
に
す
る
｡

第
六
句人

に
も
く
れ
ず
名
物
の
梨
　
　
　
　
去
来

秋
｡
情
｡
人
に
も
-
れ
ず
と
い
う
の
は
苗
番
で
は
な
い
｡
名
物
に
な
る
よ
う
な
も
の
を
人
に
分
け
る
で
も
な
く
く
き
ら
せ
て
も

す
て
て
置
い
て
'
何
と
も
恩
は
な
い
と
い
う
名
利
に
う
と
い
風
流
人
と
見
る
べ
き
で
あ
る
｡
勿
論
自
分
も
た
べ
な
い
｡
何
と
な
く
由

緒
あ
る
人
の
生
活
を
思
い
出
さ
せ
る
｡

こ
の
句
は
折
端
と
い
う
｡
表
六
句
は
こ
れ
で
終
っ
た
｡
連
句
全
体
か
ら
云
う
と
序
曲
で
あ
る
｡

六
旬
日
は
神
祇
､
釈
教
､
恋
､
無
常
'
述
懐
､
覇
旅
､
名
所
'
人
名
等
を
省
き
詩
材
を
収
め
叙
事
叙
景
で
辛
棒
し
て
比
較
的
穏
や

か
に
終
り
裏
に
至
っ
て
大
い
に
変
化
を
と
げ
よ
う
と
す
る
｡

慕

か
き
な
ぐ
る
墨
絵
を
か
し
く
蛸
く
れ
て
　
　
　
史
邦
､

か
き
な
ぐ
る
と
い
う
の
は
興
に
乗
っ
て
書
き
i
T
6
-
る
と
い
う
こ
と
で
'
粗
雑
に
か
-
の
で
は
な
い
.
墨
絵
を
か
し
-
と
は
墨
絵
を

か
き
な
ぐ
る
こ
と
が
を
か
し
い
の
で
あ
る
｡
を
か
し
-
は
興
味
が
わ
い
て
-
る
こ
と
で
あ
る
｡
名
物
の
梨
を
人
に
も
く
れ
て
や
ら
な

い
と
い
う
様
な
風
流
な
生
活
の
余
韻
は
秋
の
碁
に
わ
び
住
居
を
し
て
い
る
一
人
の
隠
者
が
つ
れ
ぐ
･
の
あ
ま
り
水
墨
絵
を
か
き
な
ぐ
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E i

っ
て
1
人
慰
め
て
い
る
風
情
と
匂
い
あ
っ
て
い
る
と
思
う
｡

裏
移
り
の
句
で
あ
る
｡

第
六
句
が
秋
で
あ
る
の
で
同
じ
李
に
従
っ
て
こ
の
句
も
秋
で
あ
る
｡
秋
は
書
道
上
字
形
を
左
右
置
き
か
え
た
に
す
ぎ
な
い
｡
こ
の

句
を
秋
と
せ
ず
述
懐
等
の
句
と
す
る
と
｢
待
兼
｣
と
い
い
見
苦
し
い
こ
と
と
し
て
批
難
せ
ら
れ
る
｡

は
き
心
地
よ
き
め
り
申
す
の
足
袋
　
　
　
　
凡
兆

冬
.
情
｡
m
e
i
a
s
は
ポ
ル
ー
ガ
ル
語
へ
靴
下
の
こ
と
で
あ
る
｡
メ
-
ヤ
ズ
製
の
タ
ビ
で
な
-
て
メ
-
ヤ
ス
と
称
す
る
足
袋
で
あ
る
0

(
山
田
孝
雄
博
士
説
)
と
い
う
｡
墨
絵
を
か
き
な
ぐ
つ
て
一
人
慰
め
て
い
る
風
情
は
し
っ
く
り
と
し
た
は
き
心
地
よ
い
メ
-
ヤ
ス
の

足
袋
の
い
か
に
も
心
持
よ
-
み
た
さ
れ
た
趣
で
つ
い
て
い
る
｡

何
事
も
腰
言
の
中
は
静
か
な
り
　
　
　
去
来

雑
｡
情
｡
無
言
で
い
て
も
心
あ
る
人
は
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
て
い
る
の
で
､
す
べ
て
自
分
の
心
の
中
で
内
心
の
興
味
に
於
て
感
じ
て
い

る
中
は
よ
い
｡
そ
れ
を
口
に
出
す
と
駄
目
に
な
る
｡
背
景
に
は
や
か
ま
し
い
世
界
が
あ
る
｡

里
み
え
そ
め
て
午
の
貝
ふ
く
　
　
　
　
芭
蕉

雑
.
.
事
｡
深
山
幽
谷
を
通
っ
て
里
に
近
づ
い
た
山
伏
が
里
が
見
え
て
来
て
｢
午
の
員
｣
を
吹
き
出
し
た
｡
無
言
熟
し
て
中
か
ら
動

き
出
し
た
光
景
で
あ
る
｡

ほ
つ弛

れ
た
る
去
年
の
寝
産
の
し
た
ゝ
る
く
　
　
　
凡
兆

椎
｡
山
伏
が
午
の
月
を
吹
い
て
里
に
は
い
っ
て
い
っ
て
人
の
縁
先
な
ど
を
借
り
て
昼
食
を
し
よ
う
と
し
て
出
し
て
く
れ
た
寝
産
は

み
み
が
ほ
つ
れ
何
と
な
-
し
め
つ
ぼ
-
て
し
と
し
と
と
し
て
気
持
が
わ
る
い
､
い
さ
さ
か
当
惑
し
た
風
情
で
あ
る
｡

業
容
の
花
の
は
ら
-
-
と
散
る
　
　
　
　
史
邦

農
｡
春
｡
花
の
句
｡
芙
蓉
は
散
る
と
い
う
言
葉
か
ら
考
え
て
夏
咲
-
蓮
の
花
で
あ
る
｡
木
の
芙
蓉
は
秋
咲
-
が
散
ら
な
い
｡

前
の
句
は
寝
産
で
昼
寝
を
し
た
人
が
し
た
た
る
い
気
持
か
ら
覚
め
セ
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
清
ら
か
な
蓬
の
花
の
は
ら
は
ら
と
散
る
光

景
を
目
に
し
て
清
め
ら
れ
た
趣
き
で
あ
る
｡
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吸
物
は
ま
づ
で
か
さ
れ
し
水
前
寺
　
　
　
　
芭
蕉

情
｡
雑
｡
す
い
ぜ
ん
じ
苔
は
熊
本
江
津
川
上
三
里
ば
か
り
の
所
に
あ
る
水
前
寺
の
近
-
に
出
来
る
水
前
寺
海
苔
で
暗
緑
色
､
五
,

六
月
に
採
集
し
て
乾
燥
さ
せ
紺
緑
色
の
薄
板
状
に
す
る
｡
水
に
浸
し
て
酢
で
賞
味
す
る
｡
.

吸
物
が
出
た
の
は
先
ず
水
前
寺
海
苔
で
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
気
分
で
あ
る
｡
蓮
の
花
の
散
る
情
趣
に
畢
っ
｡

三
里
あ
ま
り
の
道
抱
へ
け
る
　
　
　
　
去
来

情
｡
雑
｡
御
馳
走
は
沢
山
あ
る
が
先
ず
水
前
寺
海
苔
が
出
た
｡
こ
れ
か
ら
行
-
先
は
ま
だ
三
里
あ
ま
り
の
道
程
で
あ
る
｡
前
途
へ

の

期

待

の

心

が

大

き

い

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

こ
め
春
も
虚
同
が
男
居
な
り
に
て
　
　
　
　
史
邦

春
｡
情
｡
こ
の
春
も
慮
同
の
所
に
仕
え
て
い
る
下
僕
が
出
替
り
時
期
も
す
ん
だ
今
日
､
ず
る
ず
る
べ
っ
た
り
に
な
っ
て
居
る
わ
い
｡

支
那
で
は
二
月
二
日
が
下
僕
の
出
替
り
に
な
っ
て
い
た
の
が
後
に
三
月
に
な
っ
た
ら
し
い
｡
前
の
句
の
前
途
が
ま
だ
三
里
と
い
っ
た

気
持
が
ひ
び
い
て
｢
あ
い
つ
ま
だ
い
る
わ
い
｣
と
い
う
気
持
が
面
白
い
｡

さ
し
木
つ
き
た
る
月
の
魔
夜
　
　
　
　
凡
兆

春
｡
景
｡
さ
し
木
を
し
て
置
い
た
の
が
い
つ
つ
-
だ
ろ
う
と
注
意
し
て
い
た
ら
つ
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
喜
ん
だ
｡
そ
れ

は
丁
度
腕
月
夜
の
晩
で
あ
っ
た
｡
前
の
句
も
こ
の
句
も
落
ち
つ
い
た
気
分
で
つ
い
て
い
る
｡

苦
な
が
ら
花
に
並
ぶ
る
手
水
鉢
　
　
　
芭
蕉

春
｡
花
の
定
座
｡
花
と
い
え
ば
桜
で
あ
ろ
う
｡
泥
に
遡
っ
て
苔
の
生
え
て
い
る
手
水
鉢
を
桜
花
に
並
べ
る
と
い
う
の
は
､
ま
こ
と

に
閑
寂
で
風
流
な
美
し
い
光
景
で
あ
る
｡
さ
し
木
つ
き
た
る
月
の
騰
夜
と
い
う
閑
寂
そ
の
も
の
の
情
趣
が
こ
の
句
ま
で
う
つ
つ
て
来

て
い
る
｡

独
り
直
り
し
今
朝
の
腹
立
　
　
　
　
去
来

椎
｡
情
｡
花
に
並
ぶ
る
手
水
鉢
と
心
う
落
ち
つ
い
た
気
持
は
こ
の
句
に
ひ
'
ひ
い
て
い
る
｡
今
朝
あ
れ
程
貯
痛
を
起
し
た
の
に
い
つ

の
ま
に
か
す
つ
か
り
商
っ
た
と
い
う
端
的
な
行
動
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
｡
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二
ノ
表ひ

と
と
き

7
時
に
二
日
e
も
の
も
食
う
て
置
き
　
　
　
　
凡
兆

雑
｡
情
｡
非
常
に
む
ら
気
で
気
ま
ぐ
れ
で
ど
う
か
す
る
と
一
皮
に
二
日
の
食
糧
を
た
べ
て
置
-
と
い
う
様
な
人
物
を
詠
ん
だ
の
で
'

前
の
句
に
見
る
俄
か
に
怒
り
出
し
た
と
思
う
と
急
に
機
嫌
が
直
る
と
い
う
風
な
む
ら
気
の
性
格
を
と
り
出
し
て
そ
の
き
ま
ぐ
れ
さ
を

両

句

に

ひ

び

か

せ

て

い

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

p

雪
気
に
塞
き
島
の
北
風
　
　
　
　
史
邦

冬
｡
景
｡
本
土
と
の
交
通
も
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
島
の
冬
は
雪
気
を
運
ぶ
北
風
が
毎
日
吹
い
て
食
物
の
供
給
も
十
分
で
な
い
｡
か
か

る
不
自
由
な
島
の
生
活
は
つ
い
一
時
に
二
日
の
も
の
も
食
う
て
置
き
と
い
う
風
に
な
り
勝
で
あ
る
｡
想
像
の
句
で
あ
る
｡

か
と
も

火
灯
し
に
く
る
れ
ば
登
る
峯
の
専
　
　
　
　
去
来

椎
｡
景
｡
日
が
暮
れ
る
と
火
を
と
も
す
為
に
峰
の
寺
へ
上
る
｡
沖
の
方
か
ら
は
燈
明
を
目
指
し
て
舟
が
よ
っ
て
く
る
｡

島
の
光
景
と
考
え
合
せ
て
つ
け
た
句
で
あ
る
｡

ほ
と
ゝ
ぎ
す
皆
噂
き
じ
ま
ひ
た
り
　
　
　
　
芭
蕉

夏
｡
事
｡
噂
き
じ
ま
う
と
い
う
の
は
一
つ
の
動
詞
で
あ
る
｡
そ
の
も
の
ズ
バ
-
の
端
的
な
表
現
で
あ
る
｡
｢
火
灯
し
に
く
る
れ
ば

登
る
峰
の
寺
｣
は
い
か
に
も
静
寂
な
気
分
で
あ
る
｡
ほ
と
と
ぎ
す
は
残
ら
ず
噂
い
て
し
ま
っ
た
さ
び
し
い
情
趣
は
前
の
句
に
通
っ
て

い
る
｡

痩
骨
に
ま
だ
起
き
直
る
力
な
き
　
　
　
　
史
邦

雄
｡
情
｡
病
後
の
身
で
痩
せ
衰
え
た
人
間
が
起
き
直
る
力
も
な
-
容
易
に
起
き
喧
れ
な
い
と
い
う
淋
し
さ
､
悲
し
さ
､
哀
愁
を
詠

ん
だ
句
で
底
し
れ
ぬ
暗
さ
が
前
の
句
と
ひ
び
き
合
っ
て
い
る
と
思
う
｡

隣
り
を
か
り
て
車
引
き
込
む
　
　
　
　
凡
兆

雑
｡
情
｡
車
に
乗
っ
て
訪
れ
た
家
の
主
は
､
門
か
ら
戸
を
開
け
よ
う
と
す
る
が
病
後
で
起
き
直
れ
な
い
の
.
で
思
案
す
る
｡
訪
れ
た

方
も
鍵
が
な
-
仕
方
な
し
に
隣
を
か
り
て
車
を
ひ
き
こ
む
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡
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源
氏
が
乳
母
を
尋
ね
て
い
つ
た
が
乳
母
の
許
に
鍵
が
な
-
て
源
氏
を
1
時
外
で
待
た
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
.
こ
れ
は
夕
顔
の
傍
で

は
な
-
て
乳
母
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

き

こ

く

が

き

う
き
人
を
娯
簸
垣
よ
り
潜
ら
せ
む
　
　
　
　
芭
蕉

恋
の
句
｡
情
｡
非
常
に
劇
的
な
ラ
ブ
シ
ー
ン
で
あ
る
｡
自
分
の
愛
人
を
税
殻
垣
か
ら
で
も
逃
が
そ
う
か
と
女
が
ド
ギ
マ
ギ
し
て
い

る
所
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
｡

前
の
句
よ
り
も
つ
と
烈
し
-
て
強
い
場
面
で
あ
る
｡
自
信
満
々
の
句
で
あ
る
｡

今
9
･
別
れ
の
刀
さ
し
出
す
　
　
　
　
去
来

恋
｡
情
｡
別
と
い
ケ
と
恋
の
場
合
が
多
い
｡
男
が
女
の
許
に
別
れ
に
来
た
｡
刀
を
預
け
て
語
り
あ
い
い
ざ
出
る
と
な
る
と
別
れ
た

く
は
な
い
｡
し
か
し
別
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
女
は
男
に
別
れ
の
刀
を
差
し
出
す
と
い
う
風
情
で
あ
る
｡
今
日
で
あ
れ
ば
今
や
別

れ
の
帽
子
差
し
出
す
と
い
う
所
｡
今
や
の
　
｢
や
｣
は
人
間
の
迫
っ
た
気
持
を
表
し
て
い
る
｡

せ
は
し
げ
に
櫛
で
頭
を
掻
き
散
ら
し
　
　
　
　
凡
兆

恋
｡
情
｡
せ
つ
ぱ
詰
っ
た
ジ
レ
ツ
タ
イ
気
持
の
あ
る
種
の
女
が
邪
見
で
や
け
に
烈
し
-
櫛
で
頭
を
掻
い
て
い
る
様
子
で
あ
る
｡
少

し
頭
に
来
て
い
る
女
の
動
作
が
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
｡

前
の
句
と
の
ひ
び
き
合
い
は
強
い
｡

恩
ひ
切
り
た
る
死
ぐ
る
ひ
み
よ
　
　
　
　
史
邦

･
雑
.
情
｡
自
分
の
様
な
も
の
で
も
死
に
物
狂
い
に
な
れ
ば
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
由
来
る
か
見
て
い
る
が
よ
い
.
き
つ
と
思
い
し
ら

せ
て
や
る
か
ら
と
い
う
切
羽
詰
っ
た
覚
悟
の
程
を
見
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
､
実
に
急
迫
し
た
気
持
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

前
の
句
と
同
じ
趣
向
で
あ
る
｡

青
天
に
有
明
月
の
朝
ぼ
ら
け
　
　
　
　
去
来

秋
｡
月
の
定
座
｡
か
ら
り
と
晴
れ
上
っ
た
青
々
と
し
た
空
に
有
明
の
月
が
ほ
ん
の
り
と
残
っ
て
居
る
夜
明
け
の
光
景
で
あ
る
｡
爽

や
か
さ
'
朗
ら
か
さ
と
共
に
遥
か
な
感
じ
が
出
て
い
る
｡
前
句
と
の
付
味
は
'
誰
か
が
云
っ
た
よ
う
に
'
断
崖
に
手
を
徹
し
て
絶
後
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に
再
び
蘇
る
と
い
う
禅
語
の
味
に
似
て
い
る
と
い
う
｡
続
芭
蕉
俳
語
研
究
に
レ
オ
ナ
ル
ド
ダ
ピ
ン
チ
の
｢
聖
晩
餐
｣
の
キ
リ
ス
ト
の

顔
と
キ
リ
ス
ト
の
顔
の
奥
の
窓
か
ら
見
え
る
暮
方
の
空
と
の
関
係
に
似
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
｡
1
句
と
し
て
も
よ
く
付
合
と
し
て

も
実
に
す
ぼ
ら
し
い
｡

湖
水
の
秋
の
比
良
の
初
霜
　
　
　
芭
蕉

秋
｡
景
｡
す
っ
き
り
と
し
た
琵
琶
湖
､
の
秋
｡
大
津
あ
た
り
か
ら
遥
か
北
に
見
る
比
良
の
初
霜
が
降
っ
た
朝
､
し
み
じ
み
と
湖
水
の

秋
を
感
じ
た
と
い
う
の
で
広
々
と
し
て
爽
や
か
な
湖
水
の
初
秋
の
気
分
は
前
句
の
匂
と
い
う
べ
き
か
｡

二
の
裏
(
名
残
の
裏
)

柴
璽
戸
申
蕎
麦
盗
ま
れ
て
歌
を
よ
む
　
　
　
史
邦

秋
｡
情
｡
俗
事
に
か
か
わ
ら
な
い
風
流
人
か
｡
そ
れ
と
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
お
ど
け
好
き
か
｡
わ
び
住
居
を
し
て
い
る
主
が
朝
起
き

て
み
る
と
'
蕎
麦
が
ぬ
す
ま
れ
て
い
る
｡
盗
ん
だ
の
は
刈
り
取
っ
て
あ
っ
た
蕎
麦
か
乃
至
は
刈
り
取
っ
て
盗
ん
で
い
っ
た
の
か
,
金

銭
に
直
せ
ば
僅
か
な
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
を
狂
歌
に
で
も
詠
も
う
と
い
う
の
だ
か
ら
風
流
で
あ
る
｡
前
の
句
の
湖
水
の
秋
の
比
良

の
初
霜
を
大
自
然
の
背
景
と
し
て
考
え
て
み
る
と
こ
れ
は
人
間
生
活
の
一
断
面
の
描
写
と
し
て
面
白
い
と
思
う
｡

布
子
着
習
ふ
風
の
夕
ぐ
れ
　
　
　
凡
兆

秋
｡
情
｡
前
の
句
が
風
流
人
の
生
活
と
思
う
と
こ
の
句
は
や
は
り
風
流
を
解
す
る
さ
る
人
物
が
今
は
落
塊
し
て
わ
び
し
く
貧
乏
で

暮
し
て
い
る
｡
肌
寒
い
風
の
タ
ぐ
れ
に
木
綿
の
着
物
を
着
け
て
み
る
と
い
う
気
分
は
前
の
句
と
よ
く
つ
い
て
い
て
面
白
い
｡
｢
着
習

ふ
｣
と
い
う
動
詞
の
使
用
も
愉
快
で
あ
る
｡

押
し
合
う
て
寝
て
は
又
立
つ
仮
枕
　
　
　
芭
蕉

秋
｡
事
｡
う
ま
い
表
現
で
あ
る
｡
押
し
あ
い
へ
し
あ
っ
て
煎
餅
ぶ
と
ん
に
-
る
ま
っ
て
一
夜
の
旅
の
夜
の
夢
を
結
び
つ
つ
､
翌
日

叉
旅
を
続
け
る
と
い
う
境
涯
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
｡
仮
枕
と
い
う
言
葉
に
味
が
あ
る
｡
布
子
を
着
習
っ
た
り
仮
枕
の
旅
の
中
に
人

生
の
栄
枯
盛
衰
､
有
為
転
変
を
訊
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

た
た
ら

鍍
緒
の
雲
助
ま
だ
あ
か
き
空

去
来
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椎
｡
景
｡
｢
た
た
ら
｣
は
｢
蹟
輔
｣
は
足
で
踏
ん
で
空
気
を
吹
き
送
る
大
形
の
ふ
い
ご
う
｡
た
た
ら
を
ふ
む
と
空
ま
で
真
赤
に
見

え
る
こ
と
が
あ
る
｡

〃U

鱗
雲
が
空
に
残
っ
て
残
照
に
赤
-
輝
い
て
い
る
｡
晩
秋
に
み
る
夕
碁
の
光
景
で
あ
る
｡
前
の
句
の
景
色
と
し
て
こ
の
句
が
存
在
す

る
｡
宿
の
そ
と
の
夕
方
の
光
景
で
あ
る
｡

｢
た
た
ら
｣
は
｢
だ
ん
だ
ら
の
転
か
も
し
れ
な
い
と
山
田
孝
雄
博
士
は
い
っ
て
い
る
｡

】
構
へ
し
り
が
ひ
造
る
窓
の
花
　
　
　
　
凡
兆

花
の
定
座
春
｡
景
｡
文
人
画
の
趣
き
で
あ
る
｡
柳
の
向
う
に
屋
根
が
見
え
る
｡
つ
-
づ
-
み
る
と
家
の
窓
が
あ
っ
て
花
が
咲
い
て

い
る
｡
中
で
は
馬
具
(
鍬
｡
し
り
が
い
)
を
作
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
｡
詩
人
墨
客
が
眼
前
の
風
景
を
描
い
た
一
幅
の
画
か
詩
か
｡

｢
た
た
ら
の
雲
｣
と
い
い
｢
し
け
が
い
作
る
窓
の
花
｣
と
い
う
は
中
国
風
の
景
観
で
漢
詩
の
趣
味
が
横
溢
し
て
い
る
.

枇
杷
の
吉
葉
に
木
の
芽
萌
え
た
つ

春
｡
揚
句
｡
こ
の
揚
句
も
一
幅
の
絵
で
あ
る
｡

史
邦

枇
杷
の
古
葉
に
一
陽
来
復
､
新
し
い
芽
が
爾
え
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

硬
い
感
じ
の
枇
杷
の
古
葉
を
も
っ
て
来
た
の
は
面
白
い
｡
窓
の
花
と
い
う
の
で
春
は
鮒
で
あ
る
｡
何
と
な
-
眠
-
な
る
よ
う
な
春

光
の
長
閑
さ
を
感
ぜ
し
め
て
揚
句
と
し
て
い
る
｡
揚
灯
の
詠
み
方
と
し
て
は
出
来
得
る
だ
け
長
閑
か
に
叙
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
連
句

は
交
響
楽
に
似
て
変
化
の
中
に
調
和
と
統
一
と
が
あ
る
｡
二
ノ
表
以
来
詠
ま
れ
た
複
雑
な
人
事
の
描
写
は
和
歌
や
発
句
で
望
ま
る
べ

く
も
な
い
世
界
で
実
に
連
句
の
み
の
檀
い
ま
ま
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
連
句
の
第
一
句
は
発
句
で
あ
る
｡

発
句
は
非
常
に
重
要
で
一
座
の
長
老
が
詠
む
の
が
常
で
あ
る
｡
そ
し
て
発
句
の
味
わ
い
､
明
暗
､
風
格
は
そ
の
ま
ま
そ
の
連
句
一

巻
の
傾
向
を
左
右
す
る
こ
と
と
な
る
｡
も
し
古
人
の
句
を
発
句
と
し
て
用
い
た
時
は
脇
句
か
ら
同
席
の
人
が
句
を
連
ね
る
め
で
脇
起

/

し
の
連
句
と
な
る
｡
追
悼
の
時
な
ど
に
用
い
る
｡
芭
蕉
の
恋
の
句
は
実
に
素
晴
ら
し
-
う
ま
い
｡
人
生
体
験
の
豊
か
さ
か
そ
う
さ
せ

る
の
か
'
表
現
の
う
ま
さ
に
も
の
を
い
わ
せ
る
の
か
'
所
詮
は
彼
独
自
の
心
を
歌
う
跡
で
あ
ろ
う
'
立
派
で
あ
る
｡
恋
の
句
は
連
句

の
場
合
一
句
だ
げ
で
捨
て
て
は
い
け
な
い
.
男
女
陰
陽
の
理
法
に
従
っ
て
恋
は
二
句
以
上
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
｡
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歌
仙
で
は
二
､
二
二
カ
所
ま
で
出
し
て
も
よ
い
｡
如
何
な
る
も
の
を
恋
と
い
う
か
に
つ
い
て
は
｢
そ
の
心
あ
る
も
の
を
恋
と
す
｣
と

あ
る
｡
恋
と
恋
と
の
句
の
隔
て
は
五
句
を
定
法
と
す
る
｡

叉
歌
仙
に
月
が
三
､
花
が
二
'
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
表
五
旬
日
(
発
句
秋
な
れ
ば
第
三
の
中
に
)
裏
七
旬
日
二
ノ
表
十
一

旬
日
は
月
の
定
座
裏
十
一
旬
日
二
ノ
裏
五
旬
日
は
花
の
定
座
で
あ
る
｡
月
は
前
へ
上
げ
て
出
し
た
り
'
後
へ
下
げ
て
出
し
た
り
出
来

る
が
､
花
は
前
へ
の
み
-
り
上
げ
て
後
へ
-
り
下
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
｡
月
と
い
い
､
花
と
い
う
は
美
の
代
名
詞
で
あ
ろ
う
｡
昔
連

歌
を
興
行
し
た
時
は
一
巻
の
中
で
香
を
焚
い
た
こ
と
と
思
う
｡
そ
う
い
う
所
か
ら
こ
う
い
う
名
が
出
来
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
花
の

意
義
も
一
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
植
物
な
り
と
い
い
､
非
な
り
と
い
い
桜
な
り
と
い
い
､
非
な
り
と
い
う
｡
芭
蕉
も
｢
花
は

桜
に
非
ず
､
桜
に
あ
ら
ざ
る
に
も
非
ず
｣
と
述
べ
た
の
で
後
世
解
釈
に
迷
っ
た
と
い
う
｡
し
か
し
花
と
い
う
意
義
が
賞
美
の
謂
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
何
人
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

歌
仙
は
六
､
十
二
㌧
十
二
､
六
の
三
十
六
句
で
あ
っ
て
､
鳶
羽
連
句
は
去
来
九
'
芭
蕉
九
､
凡
兆
九
､
史
邦
九
と
詠
ん
だ
｡
こ
の

中
で
凡
兆
は
股
引
｡
メ
-
ヤ
ス
の
足
袋
｡
寝
産
｡
さ
し
木
｡
食
置
き
｡
車
｡
櫛
｡
布
子
｡
鞭
と
い
う
ま
こ
と
に
変
っ
た
妙
な
素
材
を

集
め
て
句
に
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
俳
人
が
人
生
の
体
験
者
で
あ
り
'
人
情
の
機
微
に
触
れ
､
ユ
ー
モ
ア
を
消
化
し
'
風
流
に
徹
し

て
い
た
こ
と
を
今
更
の
如
-
驚
歎
す
る
の
で
あ
る
｡

Osaka Shoin Women's University Repository




