
　
　
　

は
じ
め
に

　
「
畠
」
と
「
畑
」。
な
に
か
懐
か
し
い
記
憶
の
刷
り
込
ま
れ
た
文
字
で
あ
る
。
私

た
ち
は
今
こ
れ
を
何
と
読
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。あ
る
人
は
ハ
タ
ケ
と
ハ
タ
ケ
。

あ
る
人
は
ハ
タ
と
ハ
タ
。
ま
た
あ
る
人
は
ハ
タ
ケ
と
ハ
タ
で
あ
ろ
う
か
。

　

現
代
で
は
、
こ
の
二
つ
の
文
字
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て

い
る
。は

た
け
【
畑
】
〖
▲
畠
〗
①
野
菜
・
穀
物
な
ど
を
つ
く
る
耕
地
。
水
は
入
れ

　
　
　
　
　
　

な
い
。

は
た　

【
畑
】
〖
▲
畠
〗
〈
名
〉
は
た
け
［
古
い
言
い
方
］

（
三
省
堂
『
現
代
新
国
語
辞
典
（
第
二
版
）』）

　

す
な
わ
ち
、「
畑
」
の
字
は
、
通
常
ハ
タ
ケ
と
読
み
、
常
用
漢
字
と
し
て
広
く

使
わ
れ
る
。「
畑
」
の
別
の
読
み
方
と
な
っ
て
い
る
ハ
タ
は
「
古
い
言
い
方
」
で

あ
る
と
い
う
。
ま
た
、「
畑
」
が
常
用
漢
字
で
あ
る
の
に
た
い
し
、「
畠
」
は
、
一

般
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
漢
字
で
あ
り
、
人
名
に
用
い
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
説
明
に
い
き
あ
た
る
。
黒
田
日

出
男
氏
は
、『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』

（
１
）

の
中
で
、「
中
世
の
「
畠
」
と
「
畑
」」

食

の

原

風

景

　
　
　
― 

畠
と
畑
の
文
字
世
界 

― 

と
い
う
論
を
設
け（

２
）、

二
つ
の
文
字
の
、
平
安
時
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
関
係
と

推
移
を
、
史
資
料
に
基
づ
い
て
説
い
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
お
よ
そ
次
の

よ
う
な
も
の
と
な
る
。

　
　

平
安
時
代　
　
　
　

→　
「
畠
」
の
み
（『
平
安
遺
文
索
引
編
』）。

　
　

鎌
倉
時
代　
　
　
　

→　
「
畠
」
と
区
別
さ
れ
る
「
畑
」（
焼
畑
を
指
し
示
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
登
場

　
　

近
世
極
初　
　
　
　

→　
「
畠
」
で
統
一
さ
れ
る
（
検
地
帳
）。

　
　

慶
長
・
元
和
年
間　

→　
「
畠
」
と
「
畑
」
の
両
字
混
在
（
同
）。

　
　

寛
永
期
以
降　
　
　

→　
「
畑
」
の
字
で
統
一
さ
れ
る
（
同
）。

　
　

『
世
界
大
百
科
事
典
』

（
３
）

の
、

　
　
　
　
　
　

日
本
史
に
み
る
〈
畠
〉

中
世
ま
で
は
常
畠
で
あ
る
〈
畠
〉
の
字
と
、
焼
畑
を
さ
す
〈
畑
〉
の
字
と
は

か
な
り
厳
密
に
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
戦
国
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か

け
て
〈
畠
〉
と
〈
畑
〉
の
混
用
が
始
ま
り
、
十
七
世
紀
の
半
ば
に
は
検
地
帳

類
で
も
ほ
と
ん
ど
〈
畑
〉
の
字
ば
か
り
に
な
っ
て
い
っ
た
。

と
い
う
説
明
も
、
右
の
黒
田
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
原
田
信
男
氏
は
、「
史
料
論
１　

中
日
火
耕
・
焼
畑
史
料
考
」（

４
）の

中
で
、

母
　
利
　
司
　
朗

二
四
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さ
ら
に
史
料
を
博
捜
し
、
右
の
両
字
の
関
係
を
確
認
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
畠
」
は
定
畠
、「
畑
」
と
書
く
文
字
は
焼
畑
、
と
し
て
意

味
の
上
で
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
混
在
の
時
期
を
経

て
、
二
つ
の
文
字
が
、
近
世
初
期
の
早
い
段
階
で
「
畑
」
の
字
に
も
っ
ぱ
ら
収
束

し
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
日
本
史
学
に
お
け
る
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
代
の
よ
う
に
、
ハ
タ
ケ
と
い
え
ば
「
畑
」
と
書

く
習
慣
の
は
じ
ま
り
は
、
近
世
初
期
の
十
七
世
紀
半
ば
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
黒
田
氏
が
そ
も
そ
も
触
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
二
文
字
の
関
係
と

推
移
は
、
歴
史
学
で
あ
つ
か
う
い
わ
ゆ
る
「
史
料
」
の
範
囲
か
ら
導
か
れ
た
定
説

で
あ
る
。「
畑
」
と
い
う
文
字
に
収
束
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
十
七
世
紀
の
半
ば
、

目
を
「
検
地
帳
類
」
と
い
っ
た
「
史
料
」
の
外
に
向
け
た
時
、
そ
こ
に
は
「
畠
」

と
「
畑
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
は
、
そ
れ
を
考
え
る
材
料
と
し
て
、
当
時
大
流
行
し
て
い
た
俳
諧
と
い
う
文
芸

を
書
き
留
め
た
文
字
資
料
に
注
目
し
、
そ
の
す
が
た
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　

一　
「
畠
」
と
「
畑
」
を
考
え
る
た
め
の
俳
諧
連
想
語
辞
典

　

十
七
世
紀
の
半
ば
す
ぎ
の
延
宝
四
（
一
六
七
六
）
年
、『
俳
諧
類
船
集
』
と
い

う
本
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
、
中
世
の
終
わ
り
か
ら
近
世
の
は
じ
め
に
か
け

て
の
事
物
や
風
俗
を
知
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
人
に
は
な
か
な
か
つ
か
み

が
た
い
前
近
代
の
日
本
人
の
物
の
考
え
方
や
、
感
性
を
知
る
た
め
の
恰
好
の
資
料

と
し
て
、
日
本
文
学
を
研
究
す
る
人
た
ち
の
間
で
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
利
用
さ

れ
て
き
た
本
で
あ
る
。

　

本
来
は
、
俳
諧
の
中
で
も
、
五
七
五
、七
七
、五
七
五
と
い
う
よ
う
に
、
句
を
長

く
続
け
て
い
く
「
連
句
」
と
い
う
形
式
を
詠
む
に
あ
た
っ
て
、
あ
る
言
葉
に
ど
の

よ
う
な
言
葉
を
付
け
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
、
を
知
る
た
め
の
参
考
書
と
し
て
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
付
け
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
は
、
連
想
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
を
う
ま
く
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
人
々
が
、
あ
る
言
葉

か
ら
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
連
想
し
て
い
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
連
想
関
係
は
、
五
七
五
と
七
七
を
連
続
さ
せ

る
連
句
の
中
に
だ
け
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
。
現
代
の
俳
句
の
元
と
な
っ
た
、

五
七
五
だ
け
で
独
立
し
た
形
の
「
発
句
」
と
い
わ
れ
る
形
式
の
も
の
に
お
い
て
も
、

一
句
の
中
に
同
時
に
詠
ま
れ
た
言
葉
と
言
葉
の
関
係
を
一
種
の
連
想
関
係
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
手
は
じ
め
に
、
こ
の
本
の
中
に
二
つ
の
文
字
を
さ
が
し
て
み
よ

う
。

畠
ハ
タ
ケ　

　

花　

菊　

背
戸　

顔
の
し
ら
く
ぼ　

芋　

茄ナ
ス
ビ子　

瓜　

蝶　

う
ぐ
ろ

　
　

も
ち　

下
屋
敷　

薬
種　

藍ア
ヰ

請　
フ

レ

学　
ン
ト

レ

為
ツ
ク
ラ
ン

レ

圃　
ヲ

曰
吾
不
レ

如
二

老
―

圃
一

と
有
も
は
た
け
の
事
と
ぞ
。
陰
陽

師
有
宗
が
兼
好
を
い
さ
め
し
も
こ
と
は
り
ぞ
。
し
か
ま
に
作
る
あ
ゐ
と
も

よ
め
り
。

畑ハ
タ　

　

山
賤　

岨ソ
ハ

伝
ひ　

鳩　

鹿　

獣　

伏フ
ス

猪ヰ　

庵イ
ホ
リの

煙ケ
ム
リ　

岩
根　

麦　

蕎ソ
バ

　
　

わ
ら
び　

豆　

兎　

薄　

柴　

土
佐

二
四
二

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号



春
霞
に
立
ま
じ
は
る
は
賤
が
や
く
畑
の
け
ぶ
り
と
か
や
。
う
ち
か
へ
す
片
山

畑
と
も
つ
ゞ
け
た
り
。
北
山
に
は
雲
が
畑
あ
り
。
畑
え
だ
あ
り
。
西
山
に
は

梅
が
畑
あ
り
。

　
「
畠
」
に
は
ハ
タ
ケ
と
い
う
フ
リ
ガ
ナ
が
付
け
ら
れ
、「
畑
」
と
い
う
文
字
に
は

ハ
タ
と
い
う
フ
リ
ガ
ナ
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
フ
リ
ガ
ナ
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
、
ハ
タ
ケ
と
い
う
言
葉
は
「
畠
」
と
書
き
、
ハ
タ
と
い
う
言
葉
は
「
畑
」
と
書

く
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
畠
」と
書
く
文
字
か
ら
は
、芋
、茄
子
、瓜
と
い
っ
た
作
物
が
連
想
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
場
所
は
、
家
の
裏
庭
や
、
下
屋
敷
の
あ
っ
た
郊
外
が
連
想
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、「
畑
」
と
い
う
文
字
か
ら
は
、山
賤
、岨
伝
ひ
、と
い
う
山
間
、山
裾
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
収
穫
さ
れ
る
も
の
は
、
麦
や
蕎
、
豆
と
な
っ

て
い
る
。「
春
霞
に
立
ま
じ
は
る
は
賤
が
や
く
畑
の
け
ぶ
り
と
か
や
」
と
い
う
一

文
か
ら
は
、
焼
畑
が
思
い
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
の
文
字
は
、
読
み
方
が
異
な
る
よ
う
に
、
本
来
別
々
の
言
葉
を
示
す
文
字

で
あ
っ
た
。
二
つ
の
文
字
か
ら
目
に
浮
か
ぶ
風
景
は
、『
類
船
集
』
と
い
う
十
七

世
紀
半
ば
に
出
版
さ
れ
た
本
の
中
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
風
景
な
の

で
あ
っ
た
。

　
　

二　
「
畠
」
と
「
畑
」
の
混
同

　

し
か
し
、『
類
船
集
』
と
同
じ
時
代
に
詠
ま
れ
た
実
際
の
俳
諧
を
見
て
み
る
と
、

こ
の
二
つ
の
文
字
は
、
は
っ
き
り
と
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
か

さ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
読
み
方
一
つ
を
と
っ
て
も
、「
畠
」
は
、

　
　
　
　

ま
め
の
畠
を
あ
ら
し
こ
そ
す
れ

　
　

此
秋
は
い
つ
よ
り
味
噌
が
高
か
ら
ん　
　
　
　
（『
貞
徳
独
吟
』
第
二
）

で
は
ハ
タ
ケ
で
あ
る
が
、

　
　

い
く
ば
く
の
田
畠
迄
も
霜
み
ち
て

　
　
　
　

在
江
ふ
か
く
さ
む
げ
た
つ
比

　
（
重
治
『
誹
諧
独
吟
千
句
』
第
二　

寛
永
二
十
〈
一
六
四
三
〉
年
成
・
写
）

で
は
、
ハ
タ
、
あ
る
い
は
ハ
ク
で
あ
る
。「
畑
」
は
と
い
う
と
、

　
　

蝶
々
の
と
ま
る
垣
根
や
朽
ぬ
ら
ん　
　
　

可
頼

　
　
　
　

菜
畑
の
あ
た
り
湿
気
ふ
か
し
も　
　

安
静

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
紅
梅
千
句
』
第
四　

明
暦
元
〈
一
六
五
五
〉
年
刊
）

は
ハ
タ
で
あ
る
が
、

　
　
　
　

細
波
よ
す
る
跡
の
小
便　
　
　
　
　

武
仙

　
　

菜
畑
に
浜
の
真
砂
は
つ
く
る
（
と
も
）　

西
花

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
天
満
千
句
』
第
九　

延
宝
四
〈
一
六
七
六
〉
年
刊
）

は
、
ハ
タ
ケ
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
読
み
方
の
相
互
乗
り
入
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
表
し
て
い
た

意
味
の
区
別
、
境
目
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

　

そ
の
典
型
的
な
例
を
次
に
あ
げ
て
み
よ
う
。『
類
船
集
』
に
記
さ
れ
る
、

春
霞
に
立
ま
じ
は
る
は
賤
が
や
く
畑
の
け
ぶ
り
と
か
や
。
う
ち
か
へ
す
片
山

畑
と
も
つ
ゞ
け
た
り
。
北
山
に
は
雲
が
畑
あ
り
。
畑
え
だ
あ
り
。
西
山
に
は

梅
が
畑
あ
り
。

と
い
う
文
章
は
、「
畑
」
が
、
本
来
、
山
間
、
山
裾
に
作
ら
れ
た
焼
畑
を
意
味
す
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る
も
の
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
章
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ

き
ら
か
に
そ
の
焼
畑
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
句
に
も
、

　
　
　
　
　
　

さ
わ
ら
び

　
　

さ
わ
ら
び
の
も
え
て
や
く
ろ
の
焼
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
塵
塚
誹
諧
集
』
上　

寛
永
十
〈
一
六
三
三
〉
年
刊
）

　
　
　
　

し
ろ
き
も
の
こ
そ
く
ろ
く
な
り
た
れ

　
　

去
年
や
き
し
畠
の
雪
は
み
な
き
え
て　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
（
同
）

　
　

春
雨
の
降
れ
ば
頭
や
い
た
む
ら
ん

　
　
　
　

植
ぬ
る
芋
の
く
さ
る
な
ぎ
畠

　
　
　
　
　
　
　
（『
承
応
二
年
熱
田
万
句
懐
紙
』
第
三　

一
六
五
三
年
成
）

の
よ
う
に
、「
畠
」
と
い
う
文
字
を
用
い
た
例
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
類
船
集
』
に
記
さ
れ
て
い
た
「
山
畑
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
、

　
　

山
畑
の
茶
つ
み
ぞ
か
ざ
す
夕
日
か
な　
　
　

重
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
春
の
日
』　

貞
享
三
〈
一
六
八
六
〉
年
刊
）

廿
三
日　

伊
勢
ヨ
リ
長
谷
路
ヘ
出
候
。
田
丸
ヨ
リ
檜
ノ
牧
迄
、
重
山

嶮
岨
ヲ
越
ス
。
風
景
時
と
し
て
う
つ
り
か
は
る
。
尤
奇
絶
の
地
也
。

　
　

山
畑
の
芋
ほ
る
あ
と
に
伏
猪
哉　
　
　
　
　

晋
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
句
兄
弟
』
下　

元
禄
七
〈
一
六
九
四
〉
年
刊
）

と
、「
畑
」
が
用
い
ら
れ
る
一
方
で
、

影
照
院
は
崎
陽
の
辰
巳
に
有
。
入
江
み
ぎ
り
に
廻
り
、
小
島
山
向
に

横
た
ふ
。
吟
友
支
考
が

蕎
麦
に
ま
た
染
か
は
り
け
ん
山
畠

と
聞
え
し
は
、秋
の
比
に
や
来
り
け
ん
。其
年
の
名
残
惜
ま
ん
と
人
々

に
誘
れ
て

　
　

山
畑
や
青
み
残
し
て
冬
構　
　
　

去
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
渡
鳥
集
』　

元
禄
十
五
〈
一
七
〇
二
〉
年
跋
）

の
よ
う
に
、
同
じ
本
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
畠
」
と
「
畑
」

が
隣
り
合
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
さ
え
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

二
つ
の
文
字
の
関
係
を
考
え
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
あ
っ
た
こ
と
を
十

分
頭
に
お
い
て
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　

三　

畠

　

で
は
、
十
七
世
紀
の
俳
諧
で
二
つ
の
文
字
が
実
際
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る

の
か
を
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
「
畠
」
と
書
く
「
ハ
タ
ケ
」
の
方
を
取
り
上
げ
る
。

　

さ
き
ほ
ど
も
『
類
船
集
』
を
引
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、「
畠
」
の
連
想
語
は
、

下
屋
敷
の
置
か
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
郊
外
や
、
家
の
裏
口
、
背
戸
の
向
こ
う
の

耕
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
り
、
花
や
菊
、
芋
、
茄
子
、
瓜
と
い
っ
た
作
物
で
あ
っ

た
。
か
つ
て
の
日
本
人
の
目
に
浮
か
ぶ
「
畠
」
と
は
そ
う
い
う
所
で
あ
っ
た
。

　

実
際
の
俳
諧
で
詠
ま
れ
た
も
の
を
見
て
い
く
と
、

　
　

難
面
も
は
や
お
ち
瓜
と
成
け
ら
し

　
　
　
　

背
戸
の
畠
に
待
と
ゆ
ふ
が
ほ

　
　
　
　
　
　
　

 （『
世
話
焼
草
』
巻
五　

明
暦
二
〈
一
六
五
六
〉
年
刊
）

の
よ
う
に
、
背
戸
の
畠
が
詠
ま
れ
て
い
る
し
、
作
物
も
、
ほ
と
ん
ど
が
『
類
船
集
』

の
中
で
連
想
語
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
部
を
一
、二
例
ず

つ
あ
げ
て
み
よ
う
。
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（
瓜
）

　
　

作
そ
ふ
畠
の
瓜
は
ま
だ
な
ら
で

　
　
　
　

い
づ
く
も
お
な
じ
ひ
で
り
か
と
見
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
寛
永
十
三
年
熱
田
万
句
』
第
七
十
九
）

　
　
　
　

う
り
の
畠
け
の
あ
る
ゝ
宵
々

　
　

草
も
木
も
つ
よ
き
ひ
で
り
に
い
た
む
也

　
　
　
　

あ
は
れ
に
み
ゆ
る
里
の
百
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
寛
永
十
四
年
熱
田
万
句
（
乙
）』
第
六
十
七
）

（
大
豆
・
小
豆
）

　
　
　
　
　

廿
六
（
七
月
廿
六
日
…
日
発
句
）

　
　

み
そ
は
ぎ
の
ま
め
に
う
ち
そ
ふ
畠
か
な　
　
　
　
（『
塵
塚
誹
諧
集
』）

　
　
　
　

ま
め
の
畠
を
あ
ら
し
こ
そ
す
れ

　
　

此
秋
は
い
つ
よ
り
味
噌
が
高
か
ら
ん　
　
　

（『
貞
徳
独
吟
』
第
二
）

（
茄
子
）

　
　

む
か
し
さ
つ
と
隣
の
娵
の
名
を
立
て　
　
　

志
斗

　
　
　
　

な
す
び
畠
の
味
な
事
見
た　
　
　
　
　

松
意

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
談
林
十
百
韻
』　

延
宝
三
〈
一
六
七
五
〉
年
序
刊
）

（
菜
）

　
　
　
　

よ
む
か
き
に
け
り
言
葉
の
色

　
　

秋
よ
り
も
作
り
立
た
り
ち
し
や
畠
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
寛
永
十
四
年
熱
田
万
句
（
乙
）』
第
六
十
六
）

　
　

ち
さ
畠
見
え
み
見
え
ず
み
霧
の
隙

　
　
　
　

せ
ど
の
屋
し
め
る
む
ら
雨
の
露

　
　
　
　
　
（『
時
勢
粧
』
巻
四
上　

寛
文
四
〈
一
六
六
四
〉
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
十
日
「
男
何
」
鱸
催
笑
独
吟
）

（
芋
）

　
　

雨
降
に
い
も
の
畠
や
お
こ
す
ら
ん

　
　
　
　

さ
え
ね
ど
人
の
あ
そ
ぶ
名
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
淀
川
』　

寛
永
二
十
〈
一
六
四
三
〉
年
刊
）

　
　

名
月
に
鞭
を
う
つ
て
や
出
ぬ
ら
ん

　
　
　
　

ま
は
ら
ば
三
里
芋
畠
か
も　
　
　
　

好
茂

　
　
　
　
　
　

（『
誹
諧
当
世
男
』
付
句　

延
宝
四
〈
一
六
七
六
〉
年
刊
）

（
蕎
麦
）

　
　

中
ば
か
り
ふ
け
か
し
野
分
そ
ば
畠　
　
　

長
頭
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
崑
山
集
』
巻
十
一　

慶
安
四
〈
一
六
五
一
〉
年
刊
）

　
　

春
草
の
雪
や
花
咲
蕎
畠　
　
　
尾
州
園
田
氏　

笑
入

　
　
　
　
　
　
　
（『
誹
諧
晴
小
袖
』　

寛
文
十
二
〈
一
六
七
二
〉
年
序
刊
）

（
麦
）

　
　
　
　

お
も
ふ
ほ
ど
こ
そ
く
ら
は
れ
に
け
れ

　
　

牛
馬
の
通
路
近
き
麦
畠

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
あ
ぶ
ら
か
す
』　

寛
永
二
十
〈
一
六
四
三
〉
年
刊
）

　
　

鯉
を
つ
ら
ん
た
め
か
淀
野
の
麦
畠　
　

長
頭
丸
（『
崑
山
集
』
巻
六
）

（
花
）

　
　
　
　

み
な
薬
草
の
枯
果
し
比

　
　

お
そ
ら
く
は
唐
に
も
あ
ら
じ
花
畠　
　
　
　

意
春

　
　
　
　
　
　
　

（『
俳
諧
塵
塚
』
巻
下　

同
十
二
〈
一
六
七
二
〉
年
刊
）
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（
栗
）

　
　

粟
稗
も
色
み
が
ち
な
る
く
り
畠

　
　
　
　

秋
を
た
の
し
む
伊
賀
の
貧
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
寛
永
十
四
年
熱
田
万
句
（
乙
）』
第
三
十
二
）

（
き
び
・
粟
）

　
　
　
　

い
く
秋
き
び
の
わ
ろ
き
大
臣

　
　

と
り
め
な
き
知
行
や
あ
は
れ
粟
畠

　
　
　
　
（『
誹
諧
独
吟
集
』
巻
下　

ト
養　

寛
文
六
〈
一
六
六
六
〉
年
刊
）

　
　

稲
の
み
も
す
く
な
き
秋
の
き
び
畠　
秋
田　

窪
田
安
信

　
　
　
　
　
　
（『
続
山
之
井
』
秋
誹
諧
連
歌　

同
七
〈
一
六
六
七
〉
年
刊
）

（
そ
の
他
）

　
　

霧
や
煙
吹
風
口
の
た
ば
こ
畠　
　
江
戸　

季
治

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
ゆ
め
み
草
』
巻
三　

明
暦
二
〈
一
六
五
六
〉
年
刊
）

　
　
　
　

あ
ら
め
で
た
や
と
い
は
ふ
薬
子

　
　

畠
に
は
自
然
と
茗
荷
萌
そ
め
て　
　
　

貞
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
口
真
似
草
』
巻
五　

同
年
刊
）

　
　

四　

畑

　

一
方
、「
畑
」
の
方
は
、『
類
船
集
』
で
は
、山
賤
、岨
伝
ひ
、鳩
、鹿
、獣
、伏
猪
、

庵
の
煙
、岩
根
、麦
、蕎
、わ
ら
び
、豆
と
い
っ
た
言
葉
が
連
想
さ
れ
て
い
た
。
鹿
、

猪
は
、山
間
、山
裾
に
ふ
さ
わ
し
い
動
物
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。蕎
は
、

山
間
の
、地
味
の
豊
か
で
な
い
と
こ
ろ
で
作
ら
れ
る
作
物
で
あ
る
。「
畑
」の
字
は
、

山
間
、
あ
る
い
は
山
裾
に
位
置
す
る
作
物
の
生
産
場
所
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
本
来
は
焼
畑
を
指
し
た
文
字
で
あ
る
こ
と
も
先
に
触
れ
た
。

　

し
か
し
、
実
際
の
俳
諧
を
見
て
み
る
と
、
麦
、
蕎
、
わ
ら
び
と
い
っ
た
、
山
間
、

山
裾
と
結
び
つ
く
よ
う
な
作
物
は
ほ
と
ん
ど
詠
ま
れ
て
お
ら
ず
、「
畠
」
と
い
う

文
字
か
ら
連
想
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
、
瓜
、
大
豆
、
茄
子
、
菜
、
花
、
菊
な
ど

が
も
っ
ぱ
ら
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、「
畠
」
の
風
景
と
の
明
か
な
違
い
は
見
ら
れ

な
い
。
そ
の
一
部
を
こ
れ
も
一
、二
例
ず
つ
あ
げ
て
み
よ
う
。

（
瓜
）

　
　
　
　

契
り
ふ
か
さ
は
実
天
下
一

　
　

堀
ひ
こ
も
瓜
畑
に
な
す
た
く
み
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　
　
　
　
（『
承
応
三
年
写
熱
田
万
句
』
第
九
）

　
　

契
り
ぬ
る
中
も
化
生
の
縁
な
ら
し

　
　
　
　

一
樹
の
陰
に
つ
ゞ
く
瓜
畑　
　
　
（『
俳
諧
集
二
千
句
』
第
二
十
）

（
豆
）

　
　

山
畑
に
作
り
置
ぬ
る
お
ど
ろ
か
し　
　
　
　

常
知

　
　
　
　

大
豆
や
や
う
や
う
色
に
成
ら
ん　
　
　

宗
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
花
月
千
句
』
第
三　

慶
安
二
〈
一
六
四
九
〉
年
刊
）

　
　

枝
大
豆
も
取
て
今
は
た
味
噌
に
つ
き

　
　
　
　

畑
に
日
数
を
送
る
陣
小
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
清
水
千
句
』　

寛
文
十
三
〈
一
六
七
三
〉
年
刊
）

（
茄
子
）

　
　

寄
麗
に
も
道
の
草
々
む
し
り
捨

　
　
　
　

そ
だ
ち
こ
と
な
る
此
茄
子
畑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
承
応
二
年
熱
田
万
句
懐
紙
』
第
十
五
）
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年
は
よ
り
て
も
あ
ぢ
は
た
が
は
ず

　
　

古
畑
に
残
る
も
ま
れ
の
秋
な
す
び　
　
　
　
　
（『
塵
塚
誹
諧
集
』
下
）

（
菜
）

　
　
　
　

細
波
よ
す
る
跡
の
小
便　
　
　
　

武
仙

　
　

菜
畑
に
浜
の
真
砂
は
つ
く
る
□　
　
　

西
花
（『
天
満
千
句
』
第
九
）

（
粟
）

　
　

鶉
鷹
や
身
を
つ
く
し
て
も
粟
畑　
　
　

風
鈴
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
続
山
之
井
』
秋
之
発
句
下
）

（
花
）

　
　

菊
畑
に
蝶
や
千
秋
楽
の
舞　
た
ん
ば
か
い
ば
ら　

政
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　

同　

秋
之
発
句
上
）

　
　

御
番
衆
や
春
宵
千
石
お
花
畑　
　
　
岡
村
氏　

不
卜

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
誹
諧
当
世
男
』
春　

延
宝
四
〈
一
六
七
六
〉
年
刊
）

（
そ
の
他
）

　
　

た
ば
こ
畑
花
に
葉
よ
名
は
た
ば
こ
畑　
備
前
岡
山
小
松
原
次
郎
右
衛
門
時
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
崑
山
集
』
附
録
）

　
　

五　

結
語

　

以
上
、「
畠
」
と
「
畑
」
と
い
う
二
つ
の
文
字
の
書
き
分
け
に
つ
い
て
、
従
来

の
研
究
で
、
混
在
の
時
期
を
経
な
が
ら
「
畑
」
の
一
字
に
収
束
し
て
い
っ
た
と
指

摘
さ
れ
る
十
七
世
紀
半
ば
の
俳
諧
を
な
が
め
て
み
た
。
二
つ
の
文
字
は
、
そ
の
も

と
も
と
の
意
味
を
意
識
し
た
場
合
こ
そ
、『
類
船
集
』
の
よ
う
に
明
確
に
区
別
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
常
の
文
字
遣
い
に
お
い
て
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
規
範
意

『
田
畑
難
題
物
語
』　
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）

図
１
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識
も
な
く
、
ば
ら
ば
ら
に
使
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
し
か
な
い
。

　

そ
の
象
徴
的
な
例
を
最
後
に
一
つ
あ
げ
て
み
よ
う
。
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年

に
出
版
さ
れ
た
『
田
畑
難
題
物
語
』
と
い
う
仮
名
草
子
が
あ
る
（
国
立
国
会
図
書

館
蔵
・
上
巻
の
み
伝
存
）。
こ
の
本
に
は
、
タ
イ
ト
ル
の
通
り
、「
田
」
や
「
畑
」

と
い
う
文
字
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
が
、
実
際
の
本
文
で
は
、
か
な
ら
ず
し
も

「
畑
」
と
い
う
文
字
ば
か
り
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
畠
」
の
字
も
多

く
書
か
れ
て
い
る
。そ
の
様
子
の
わ
か
り
や
す
い
箇
所
を
示
し
て
み
よ
う（
図
１
）。

ご
覧
の
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ち

ら
の
文
字
を
用
い
る
か
に
は
ま
っ
た
く
規
則
性
が
な
い
。

　

ぐ
っ
と
下
っ
て
十
九
世
紀
の
半
ば
、
明
治
に
目
を
向
け
て
み
て
も
、
こ
の
状
況

に
か
わ
り
は
な
か
っ
た
。『
農
業
往
来
』
と
い
う
有
名
な
往
来
物
が
あ
る
。『
農
業

往
来
（
初
編
）』（
明
治
三
年
年
六
月
・
青
松
軒
刊
）
の
、

　
　

畠は
た
も
の物
者
、
大お
ゝ
む
ぎ麦
、
小こ

麦む
ぎ

、
大だ
い

豆づ

、
小せ
う

豆づ

、
大さ

角ゝ
豆げ

、
豌え
ん
と
う豆
、
蕎そ

麦ば

…
（
図
２
）

『
訓
蒙
農
業
往
来
』（
橘
慎
一
郎
著　

明
治
六
年
十
一
月
・
文
江
堂
刊
）
の
、

　
　

畠は
た

地ち

に
作つ
く

る
品し
な
じ
な々

は
、
豆ま
め

、
麦む
ぎ

、
小こ

麦む
ぎ

…
（
図
３
）

に
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
「
畠
」
が
使
わ
れ
、『
村
童
必
誦
：
一
名
・
地
方
農
業
往
来
』

（
川
瀬
白
巌
著　

明
治
六
年
十
二
月
・
鳩
居
堂
刊
）
に
は
、

　
　

六
尺
一
歩
之
間け
ん
さ
を竿

を
以も
つ

て
、
田た

畑は
た

に
竿さ
を

を
入い
れ

、
反た
ん
べ
つ別

を
…
（
図
４
）

と
、「
畑
」
の
字
が
使
わ
れ
る
。
ま
た
、『
改
正
農
業
往
来
』（
山
本
温
編　

明
治

十
五
年
・
松
雲
堂
刊
）
に
は
、
同
じ
本
の
中
に
、「
田た

畠は
た

」
と
「
田た

畑は
た

」
が
意
味

の
区
別
な
く
同
居
さ
え
し
て
い
る
（
図
５
、
図
６
）。

　

少
な
く
と
も
明
治
の
は
じ
め
こ
ろ
ま
で
は
、「
畠
」
と
「
畑
」
は
、
書
き
分
け

の
意
識
も
な
く
混
用
さ
れ
て
お
り
、「
畠
」
の
字
が
使
わ
れ
な
く
な
る
、
と
い
う

図
２　

国
立
国
会
図
書
館
蔵

図
３　

同

図
４　

同

二
四
八
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こ
と
も
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
か
ら
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
風

景
も
、
人
に
よ
り
、
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

従
来
歴
史
学
の
範
疇
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
「
史
料
」、
中
で
も
「
検
地
帳
」

類
に
は
、
そ
の
理
由
こ
そ
わ
か
ら
な
い
が
、「
検
地
帳
」
と
は
こ
う
書
く
べ
き
で

あ
る
、
と
い
う
一
種
の
規
範
意
識
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
畑
」
と
い

う
文
字
に
偏
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。一
方
、

俳
諧
を
書
き
留
め
た
筆
者
や
、
版
本
の
元
に
な
っ
た
清
書
本
の
筆
者
た
ち
、
こ
れ

ら
不
特
定
多
数
の
筆
者
た
ち
に
、「
畠
」
と
「
畑
」
を
め
ぐ
っ
て
の
そ
の
よ
う
な

規
範
意
識
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
境
目
の
は
っ
き
り
し
な
い
、
雑

然
と
し
た
二
つ
の
文
字
の
書
き
方
の
あ
り
よ
う
に
こ
そ
、
当
時
の
人
々
の
文
字
遣

い
が
現
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

ハ
タ
ケ
と
い
え
ば
「
畑
」、
と
い
う
現
代
人
の
文
字
遣
い
意
識
が
い
つ
ご
ろ
か

ら
生
ま
れ
た
の
か
、
い
つ
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
時

代
を
下
る
形
で
継
続
的
に
追
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
の
問
題
意

識
を
越
え
た
問
題
と
な
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

注
（
１
）
校
倉
書
房
・
昭
和
五
十
九
年
刊
。

（
２
）
第
一
部
第
二
章
付
論
三
。

（
３
）
平
凡
社
・
改
訂
新
版
第
六
刷　

ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
に
よ
る
。

（
４
）
佐
藤
洋
一
郎
氏
監
修
『
焼
畑
の
環
境
学
―
い
ま
焼
畑
と
は
』
思
文
閣
出
版

　
　

・
平
成
二
十
三
年
刊
。

図
５　

同

図
６　

同

二
四
九

食
の
原
風
景
　
― 

畠
と
畑
の
文
字
世
界 

―



　

付
記

　

本
稿
は
、
和
食
文
化
学
会
二
〇
一
九
年
第
一
回
研
究
集
会
（
平
成
三
十
一
年
二

月　

於
：
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
畑
と
畠
の
風
景 

― 

十
七
世
紀
の
俳
諧
資
料
よ
り 

―
」
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席

上
質
問
・
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
同
じ
作
物

が
「
畠
」
と
「
畑
」
の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
表
記
さ
れ
る
よ
う
な
一
見
混
同
と
読

み
取
れ
る
現
象
の
背
景
に
、「
二
毛
作
」
と
い
う
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
ご
指
摘
が
あ
っ
た
。
考
え
さ
せ
ら
れ
る
指
摘
で
あ
る
が
、
引
用
例
の
一
つ

一
つ
に
そ
れ
を
確
認
す
る
手
立
て
が
な
く
、
踏
み
込
ん
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
。
な
お
引
用
文
は
、
版
本
や
写
本
し
か
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
に

よ
り
、
翻
刻
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
よ
っ
た
。
図
版

は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
も
の
に
よ
る
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
）。

（
二
〇
一
九
年
八
月
二
十
一
日
受
理
）

（
も
り
　
し
ろ
う
　
文
学
部
和
食
文
化
学
科
教
授
）

二
五
〇

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
一
号




