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散
ら
し
書
き
の
種
々
相

―『
百
躰
色
紙
形
』を
通
し
て
―

寺
島　

恒
世 

は
じ
め
に

　

先
に
稿
者
は
、
色
紙
形
に
お
け
る
散
ら
し
書
き
が
多
彩
化
す
る
実
態
を

探
る
た
め
、
十
三
世
紀
の
後
宇
多
院
時
代
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
『
詩
歌

色
紙
形
』
を
取
り
上
げ
、そ
の
性
格
の
一
端
を
検
討
し
た（

１
）。
書
名
の
通
り
、

漢
詩
と
和
歌
の
番
い
を
同
じ
形
式
の
散
ら
し
書
き
で
揃
え
た
本
作
は
、『
麒

麟
抄
』
な
ど
が
伝
え
る
従
来
の
型
の
ほ
か
、
一
見
で
は
読
み
に
く
い
複
雑

な
散
ら
し
書
き
を
試
み
た
例
が
多
い
。
そ
れ
ら
は
、
詩
と
歌
が
同
じ
形
で

書
か
れ
る
た
め
、
照
応
さ
せ
て
理
解
を
得
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
複

雑
さ
の
演
出
に
、
段
組
み
と
「
返
し
書
き
」（
書
き
進
め
た
行
を
、
書
き

始
め
以
前
の
部
分
に
戻
し
て
続
け
る
方
法
）
が
有
効
に
働
い
て
い
た
。
漢

詩
と
和
歌
を
内
容
の
み
な
ら
ず
、
書
式
を
も
関
わ
ら
せ
て
楽
し
む
後
宇
多

院
時
代
の
嗜
好
が
、
散
ら
し
書
き
を
複
雑
に
さ
せ
、
興
趣
に
富
む
多
様
化

を
促
す
要
因
の
一
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
多
彩
化
す
る
散
ら
し
書
き
は
、
時
代
の
進
展
と
と
も
に
さ
ら

に
加
速
す
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
遊
戯
性
が
批
判
さ
れ
る
例
も
多
く
、
書

道
研
究
の
対
象
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る（

２
）。
し
か
し
な
が
ら
、
書

を
専
門
と
す
る
入
木
道
の
家
の
伝
書
に
は
、
そ
の
多
様
化
を
模
索
し
た
跡

を
窺
わ
せ
る
著
作
も
少
な
く
な
い
。
書
の
家
で
、
散
ら
し
書
き
は
ど
う
位

置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
色
紙
に
『
百
人
一
首
』
の
和
歌
を
異
な
る
型
で
書
き
分
け

た
『
百
躰
色
紙
形
』
と
い
う
作
を
取
り
上
げ
、
検
討
し
て
み
た
い
。

一　

百
躰
色
紙
形　

　

対
象
と
す
る
の
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
田
安
徳
川
家
旧
蔵

入
木
道
伝
書
（
田
藩
文
庫
）
に
収
め
ら
れ
る
『
百
躰
色
紙
形
』（
持
明
院

十
八　

請
求
番
号
一
五
―
六
一
三
）
で
あ
る
。
蔵
書
中
に
四
点
あ
る
う
ち

の
一
点
で
、
巻
末
に
、

右
百
躰
散
形
当
家
之
伝
書
也
／
不
可
成
猥
者
歟
／
天
正
十
六
年
仲
夏

中
納
言
藤
基
孝
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の
本
奥
書
を
有
す
る
。
内
題
は
「
百
躰
色
紙
形　

古
伝　

十
八
」（
扉
題
）。

本
文
墨
付
二
六
丁
。
各
丁
上
下
二
段
組
み
で
色
紙
形
が
升
形
の
枠
内
に
示

さ
れ
る
。
第
一
二
丁
裏
下
段
の
四
八
番
の
源
重
之
歌
が
、
次
丁
（
第
一
三

丁
）
表
の
上
段
に
重
複
す
る
。
第
一
五
丁
裏
か
ら
第
一
六
丁
裏
に
か
け
て

五
八
番
の
大
弐
三
位
歌
か
ら
六
二
番
の
清
少
納
言
歌
ま
で
の
五
首
の
歌
順

が
乱
れ
、
五
八
・
六
一
・
六
二
・
五
九
・
六
〇
の
順
と
な
る
。
第
二
三
丁
に
あ

る
べ
き
九
〇
番
の
殷
富
門
院
大
輔
歌
は
当
該
箇
所
に
な
く
、
最
後
に
付
加

さ
れ
る（

３
）。

イ　

作
者
名
と
和
歌
本
文

　

百
種
類
に
及
ぶ
散
ら
し
書
き
を
通
覧
し
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
冒

頭
の
１
天
智
天
皇
の
歌
か
ら
13
陽
成
院
の
歌
ま
で
は
、
第
一
行
目
に
作
者

名
を
示
し
た
上
で
本
文
を
示
す
の
に
対
し
、14
河
原
左
大
臣
の
歌
以
降
は
、

作
者
名
と
本
文
を
併
せ
た
散
ら
し
書
き
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
以

下
、各
用
例
は
歌
順
に
よ
る
番
号
と
作
者
名
で
、図
は
番
号
の
み
で
示
す
）。

　

従
っ
て
、
14
番
歌
以
降
に
お
い
て
は
散
ら
し
書
き
に
お
け
る
作
者
名
は

一
定
の
位
置
に
は
配
さ
れ
な
い
。
こ
の
方
法
は
以
下
巻
末
に
至
る
ま
で
変

わ
ら
な
い
。
例
え
ば
99
後
鳥
羽
院
歌
は
、
次
に
示
す
図
の
通
り
、
冒
頭
の

十
三
例
と
同
様
に
一
見
作
者
名
と
本
文
を
分
け
た
形
な
が
ら
、
25
三
条
右

大
臣
歌
と
同
様
、
作
者
名
を
含
め
た
五
行
構
成
と
認
め
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
25
番
歌
が
、
全
六
行
を
短
い
二
行
が
長
い
二
行
を
挟
む
形

で
構
成
す
る
の
に
対
し
、
99
番
歌
は
長
短
の
行
を
交
互
に
配
し
て
お
り
、

作
者
名
を
含
む
行
数
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
形
で
あ
る
。

ロ　

散
ら
し
書
き
の
類
型

　

そ
の
確
認
に
立
っ
て
、
続
く
14
番
歌
以
降
の
八
六
例
の
実
態
を
検
討
す

る
に
当
た
り
、
持
明
院
家
の
論
書
に
お
け
る
散
ら
し
書
き
の
類
型
を
確
認

し
て
お
こ
う
。

　
『
色
紙
形
』（
持
明
院
二　

請
求
番
号
一
五
―
六
〇
四
）
に
よ
れ
ば
、
散

ら
し
書
き
は
以
下
の
よ
う
に
十
六
の
類
型
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
三
行
三
字
の
ち
ら
し
。（
２
）
三
行
七
字
。
略
し
て
四
行
と
も
い
ふ
。

（
３
）
立
石
の
ち
ら
し
。（
４
）
五
行
木
立
の
ち
ら
し
。

（
５
）
い
か
だ
ち
ら
し
。
四
行
木
立
と
も
い
ふ
。（
６
）
藤
花
の
ち
ら
し
。

（
７
）
流
水
の
ち
ら
し
。（
８
）
落
雁
の
ち
ら
し
。

１

13

14

99

25
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（
９
）
高
山
の
ち
ら
し
。（
10
）
立
花
ち
ら
し
。

（
11
）
分
秀
様
。
是
又
立
花
と
も
い
ふ
也
。

（
12
）
流
水
の
ち
ら
し
。
乱
草
と
も
い
ふ
。

（
13
）
飛
雁
の
ち
ら
し
。（
14
）
逆
の
木
立
。

（
15
）
二
行
七
字
。（
16
）
飛
雁
の
体
。
或
は
乱
草
と
も
い
ふ
。

　

こ
れ
ら
十
六
の
型
は
、
基
本
的
に
行
書
き
に
よ
る
散
ら
し
で
あ
り
、
段

組
み
を
採
用
す
る
の
は
五
類
型
で
あ
る
。
そ
の
五
例
の
段
組
み
の
方
法
を

確
認
し
て
お
け
ば
、７
「
流
水
の
ち
ら
し
」
が
下
段
か
ら
上
段
へ
、８
「
落

雁
の
ち
ら
し
」
が
上
段
か
ら
下
段
へ
、
13
「
飛
雁
の
ち
ら
し
」
が
右
上
か

ら
左
下
へ
の
雁
行
か
ら
下
段
へ
、続
い
て
上
段
へ
、16「
飛
雁
の
体（
乱
草
）」

が
下
段
か
ら
中
段
さ
ら
に
上
段
へ
と
い
う
形
で
あ
り
、
12
「
流
水
の
ち
ら

し
（
乱
草
）」
は
「
返
し
書
き
」
を
併
用
し
た
も
の
で
、
中
央
か
ら
左
へ

行
書
き
さ
れ
た
の
ち
、
右
に
戻
っ
て
二
行
書
か
れ
、
真
上
に
一
字
の
二
行

が
書
か
れ
、
左
に
飛
ん
で
二
行
で
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う
形
を
取
る
。

　

類
型
化
さ
れ
た
こ
の
十
六
の
分
類
を
踏
ま
え
、
散
ら
し
方
の
実
態
を
検

討
す
る
。

類型１類型４類型７

類型２類型５類型８

類型３類型６類型９

類型 10

類型 13類型 16

類型 11

類型 14

類型 12

類型 15
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ハ　

特
徴
的
な
散
ら
し

　

作
者
名
と
本
文
を
併
せ
て
散
ら
す
14
番
歌
以
降
を
対
象
に
す
る
と
、
先

述
の
通
り
、14
河
原
左
大
臣
歌
は
中
央
の
作
者
名
か
ら
始
ま
る
返
し
書
き
、

15
光
孝
天
皇
歌
は
上
下
の
文
字
数
を
変
え
た
二
段
組
み
、
49
大
中
臣
能
宣

朝
臣
歌
は
先
の
類
型
で
言
え
ば
13
「
飛
雁
の
散
ら
し
」
の
型
で
あ
り
、
型

の
踏
襲
は
確
認
さ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
18
藤
原
敏
行
朝
臣
歌
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
上
段
に
横
書
き
の
形
（
各
行
一
字
の
六
行
書
き
）
で
作
者
名

を
示
し
、
和
歌
本
文
の
六
行
を
三
・
四
行
目
を
一
字
に
す
る
こ
と
で
、
全

体
で
升
形
に
文
字
配
置
を
構
成
し
た
前
例
の
な
い
散
ら
し
方
で
あ
る
。
こ

う
し
た
升
形
で
構
成
す
る
例
は
、
32
春
道
列
樹
歌
・
47
恵
慶
法
師
歌
に
も

見
ら
れ
、

と
、
32
番
歌
は
作
者
名
に
続
き
升
形
に
周
囲
を
一
巡
し
て
（「
山
／
河
に

風
の
か
け
た
る
し
か
ら
」）、
そ
の
中
に
四
行
を
配
す
る
形
（「
み
は
な
か

れ
／
も
あ
へ
ぬ
／
も
み
ち
な
／
り
け
り
」）、
47
番
歌
は
行
書
き
を
連
ね
な

が
ら
、
升
の
中
に
四
行
の
本
文
が
あ
る
形
に
す
べ
く
、
上
か
ら
二
段
目
、

下
か
ら
二
段
目
に
空
白
の
横
行
が
あ
る
か
の
よ
う
に
字
間
を
空
け
（「
八

重
葎
し
け
／
れ　

る
や
と　

／
の　

さ
ひ
し　

／
き　

に
人
こ　

／
そ　

み
え
ね　

／
秋
は
来
に
け
り
」）、
最
後
に
下
辺
一
行
が
横
書
き
（
各
行
一

字
の
四
行
書
き
）
で
作
者
名
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

前
例
の
な
い
奇
抜
な
こ
れ
ら
の
散
ら
し
方
は
、
左
右
を
対
称
に
示
す
原

理
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
対
称
〉
を
基
準
と
す
る
型
は
、
22
文

屋
康
秀
、
37
文
屋
康
秀
、
50
藤
原
義
孝
、
70
良
暹
法
師
の
歌
に
見
ら
れ
る
、

14

15

49

18

32

47

22

37
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な
ど
の
例
の
ほ
か
、
き
わ
め
て
多
く
、
本
作
の
過
半
を
は
る
か
に
超
え
る

用
例
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
「
対
称
」
は
〈
左
右
〉
の
み
な
ら
ず
、〈
点
〉

に
基
づ
く
例
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
れ
ら
19
伊
勢
、
27
中
納
言
兼
輔
、
58
大
弐
三
位
、
79
大
納
言
経
信
の

歌
は
、
い
ず
れ
も
点
対
称
の
構
図
を
取
る
例
で
あ
り
、
例
え
ば
27
番
歌
は

右
上
の
三
行
か
ら
左
下
の
三
行
へ
続
き
、
右
下
か
ら
左
上
へ
と
襷
掛
け
の

形
（「
み
か
の
は
ら
わ
／
き
て
な
／
か
る
ゝ
泉
／
河
い
つ
み
／
き
と
て
か

／
こ
ひ
／
し
／
か
る
／
覧
」）、
58
番
歌
は
そ
の
逆
の
形
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
対
称
」
の
原
理
で
は
な
い
も
の
の
、
構
図
と
し
て
画
面
の

左
右
の
バ
ラ
ン
ス
の
均
等
を
意
識
し
、
中
央
を
軸
に
左
右
を
繰
り
返
す
形

で
揃
え
る
〈
反
復
〉
を
原
理
と
す
る
も
の
も
随
所
に
見
ら
れ
る
。

　

構
図
と
し
て
左
右
対
称
の
形
を
取
り
つ
つ
、
行
移
り
を
か
な
り
複
雑
に

移
行
す
る
例
も
少
な
く
は
な
く
、
43
権
中
納
言
敦
忠
の
歌
な
ど
は
、
中
央

の
作
者
名
に
続
く
本
文
の
一
字
「
逢
」
か
ら
中
央
に
横
書
き
の
一
行
を
経

て
、
右
上
、
左
下
、
右
下
、
左
上
と
襷
掛
け
の
形
で
続
く
散
ら
し
で
あ
る

（「
逢
／
見
て
の
後
の
心
／
に
く
ら
／
ふ
れ
は
／
む
か
し
／
は
も
の
／
も
お

／
も
は
／
さ
り
／
け
り
」）。

　

こ
う
し
た
構
図
と
行
移
り
の
多
様
な
試
み
に
よ
り
、
百
の
異
種
が
生
み

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

50

70

19

27

58

79

60

71

43



― 8 ―

ニ　

原
則
の
基
本

　

こ
れ
ら
、
奇
抜
な
も
の
を
含
む
諸
例
は
、
先
の
『
色
紙
形
』
十
六
類
型

の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
型
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
本
作
に
は
、
十
六
の

型
を
は
る
か
に
超
え
る
百
の
パ
タ
ー
ン
を
生
み
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

異
な
る
型
の
創
出
の
た
め
に
は
、
新
奇
な
実
践
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

十
六
類
型
と
比
較
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
型
を
構
え
る
基
本
に
差
異
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
。
見
て
き
た
対
称
で
あ
れ
、
反
復
で
あ
れ
、

実
現
し
て
い
る
の
は
行
数
と
文
字
数
を
揃
え
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
る
、
整

え
ら
れ
た
形
の
文
字
の
配
置
で
あ
る
。

　

従
来
の
散
ら
し
書
き
の
型
が
、
行
書
き
は
も
ち
ろ
ん
、
段
組
み
や
返
し

書
き
と
と
も
に
複
雑
化
し
た
形
を
含
め
、
基
本
と
し
て
い
わ
ば
不
揃
い
の

形
を
取
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
は
均
整
の
と
れ
た
幾
何
学
的
な
構
図
を
含

む
整
序
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
書
の
美
を
追
究
す
る
立
場
か
ら
見
て
、
西

洋
的
な
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
類
す
る
構
図
は
許
容
し
が
た
い
事
例
と
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
は
、
先
の
『
色
紙
形
』
に
見
る
十
六
種
の
分
類
が
、
そ
の

型
の
命
名
（「
立
石
」「
木
立
」「
藤
花
」「
流
水
」「
落
雁
」「
高
山
」「
立

花
」「
乱
草
」「
飛
雁
」
等
）
の
由
来
に
も
明
ら
か
な
通
り
、
植
物
や
鳥
や

岩
石
な
ど
の
自
然
の
素
材
と
相
応
す
る
文
字
配
列
で
あ
り
、
人
為
的
な
構

成
と
は
相
容
れ
な
い
、
文
字
通
り
自
然
な
構
造
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
。
も
と
よ
り
『
麒
麟
抄
』
の
命
名
も
同
様
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
書
の
創
造
性
が
求
め
て
き
た
基
本
は
、「
臨
書
」に
典
型
的
な
、

先
例
を
得
す
べ
く
修
練
を
積
み
、
線
の
表
現
や
形
の
造
型
の
方
法
を
身
に

具
え
た
者
の
み
が
な
し
得
る
、
作
為
を
超
え
た
天
恵
と
し
て
の
創
造
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
か
ら
作
為
が
目
に
つ
く
文
字
配
置
は
書
の
芸

術
と
は
関
わ
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
散
ら
し
書
き
が
入
木
道
の
家
、
持
明
院
家
の

書
法
と
し
て
生
み
出
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
作
に
即
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
書
名
の
通
り
、
異
な
る
百
の
型
を

創
る
こ
と
を
動
機
と
す
る
場
合
、
周
到
な
配
慮
が
必
要
で
あ
り
、
動
植
物

や
地
形
等
の
自
然
に
準
じ
た
形
に
基
づ
く
方
法
で
は
、
す
べ
て
が
異
な
る

型
を
提
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
明
瞭
な
差
異
を
表
す
た

め
に
は
、
違
い
が
分
か
る
形
で
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
作
為

が
す
べ
て
表
に
見
え
た
形
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
方
法
は
ほ

か
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
型
を
踏
襲
す
る
不
揃
い
な
形
の
散
ら
し
方

で
は
と
う
て
い
実
現
で
き
な
い
多
量
な
型
の
創
出
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の

整
序
さ
れ
た
性
格
を
基
本
と
す
る
散
ら
し
方
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
ら
の
総
和
が
異
な
る
百
の
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
導
か
れ
て
く
る

で
あ
ろ
う
。二　

文
字
を
散
ら
し
て
書
く
こ
と

　

こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
一
見
穏
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
書
の
美
に
対

す
る
現
代
と
の
認
識
の
差
異
も
確
か
に
あ
り
、
芸
術
と
し
て
の
評
価
の
観

点
を
導
入
す
れ
ば
、
彼
我
の
落
差
の
大
き
さ
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
そ
う

で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
右
の
解
釈
は
、
理
解
の
浅
さ
に
留
ま
ら
ず
、
散
ら
し

て
書
く
行
為
の
実
態
に
つ
い
て
の
誤
解
を
も
招
き
か
ね
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

先
に
、
本
稿
で
は
類
型
と
し
て
示
し
た
十
六
の
散
ら
し
書
き
の
例
を
、

自
然
を
基
準
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
不
揃
い
・
不
作
為
の
性
格
か
ら
、
整

序
の
原
理
に
よ
る
も
の
と
は
対
照
的
に
異
な
る
、
と
い
う
扱
い
を
し
た
。

そ
の
よ
う
に
捉
え
て
大
き
な
違
和
感
は
生
じ
な
い
十
六
の
型
で
は
あ
り
な

が
ら
、
改
め
て
よ
く
見
直
せ
ば
、
次
図
の
よ
う
な
構
図
を
含
ん
で
い
る
。

　

３
の
「
立
石
の
ち
ら
し
」
は
反
復
の
原
理
に
よ
り
、
６
の
「
藤
花
の
ち

ら
し
」
と
９
の
「
高
山
の
ち
ら
し
」
は
左
右
対
称
の
原
理
に
よ
る
散
ら
し

で
あ
る
。
３
は
第
一
行
目
と
第
四
行
目
の
高
さ
が
違
う
た
め
、
ま
た
６
も

奇
数
の
行
末
が
斜
線
が
引
か
れ
る
よ
う
に
傾
く
た
め
に
、
整
序
さ
れ
た
も

の
と
し
て
の
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
９
に
至
っ
て
は
、

行
末
の
揃
え
方
の
指
示
に
よ
っ
て
も
文
字
通
り
左
右
対
称
に
構
成
し
た
も

の
で
あ
り
、
命
名
の
「
高
山
」
の
由
来
は
、
富
士
山
の
如
き
左
右
対
称
の

形
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
し
い
。

　

こ
れ
ら
を
例
外
的
な
事
例
と
扱
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
自
然
の
中
に

も
あ
る
対
称
的
な
も
の
の
提
示
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
散
ら
し
書
き
に
お
い
て
、
非
対
称
の
構
図
と
対
称
的
な
構
図

と
は
、
質
を
異
に
す
る
対
蹠
的
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
可
能
な
も
の
は

取
り
込
み
、
取
り
込
み
つ
つ
変
異
を
加
え
て
新
た
な
造
型
を
な
す
関
係
に

あ
っ
た
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

捉
え
方
次
第
に
よ
る
も
の
の
、
客
観
的
に
見
て
、
散
ら
し
書
き
に
も
相

当
程
度
に
均
整
へ
の
志
向
は
存
す
る
の
で
あ
り
、
不
均
衡
の
み
を
是
と
し

て
、〈
対
称
〉
や
〈
反
復
〉
の
均
等
が
忌
避
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

本
作
の
散
ら
し
書
き
に
見
る
限
り
、
量
的
に
も
多
い
そ
の
構
図
が
、
基
本

の
構
造
を
な
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
中
世
以
降
展
開
す
る

散
ら
し
書
き
の
性
格
を
見
直
す
た
め
の
き
わ
め
て
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

　

前
稿
で
は
詩
歌
合
と
い
う
番
い
を
な
す
作
品
に
お
け
る
左
右
の
対
称
性

を
考
え
、
そ
れ
は
三
十
六
人
歌
合
と
し
て
成
立
す
る
三
十
六
歌
仙
の
番
い

の
構
造
と
も
関
わ
る
こ
と
、
そ
れ
が
対
の
構
造
を
も
取
り
こ
む
日
本
文
化

の
見
直
し
に
有
益
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
本
稿

に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

冒
頭
の
色
紙
は
三
行
三
字
に
す
る
と
い
う
鉄
則
は
遵
守
し
つ
つ
、
可
能

な
限
り
新
た
な
文
字
配
り
に
よ
り
、
異
な
る
百
パ
タ
ー
ン
を
創
出
す
る
こ

と
は
、
自
在
に
し
て
不
作
為
な
構
想
に
よ
っ
て
は
実
現
し
な
い
。

　

基
本
原
理
は
従
来
の
山
川
草
木
や
飛
雁
に
例
え
ら
れ
る
型
を
採
用
し
た

上
で
、
そ
れ
ら
と
は
対
照
的
な
原
理
に
基
づ
く
、
左
右
・
上
下
・
斜
め
の

方
向
や
点
を
軸
に
対
称
と
な
る
構
図
を
基
本
に
据
え
た
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
そ
れ
ら
両
者
は
、
対
立
的
で
は
な
い
関
係
を
築
い
て
い
る
こ
と
が
知

類型３

類型６

類型９
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
先
の
十
六
の
類
型
の
う
ち
に
、
唯
一
踏
襲
さ
れ
な
い
一
種
が
あ

る
。
そ
れ
は
14
「
逆
の
木
立
」
で
あ
る
。「
逆
の
木
立
」
と
は
す
な
わ
ち

左
書
き
で
あ
り
、
書
字
方
向
が
通
常
の
日
本
語
に
は
な
い
左
か
ら
右
へ
行

を
連
ね
る
書
式
で
あ
る
。
左
書
き
が
採
用
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
の
書
式
が

基
づ
く
歌
仙
歌
合
形
式
の
属
性
を
持
た
な
い
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
可
能

性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
番
い
の
構
造
に
関
わ
ら
な
い
基
本
属
性
を
有
し
な

が
ら
も
、
な
お
左
右
対
称
構
造
へ
の
意
識
を
持
つ
こ
と
に
お
い
て
、
本
作

の
存
在
は
散
ら
し
書
き
を
捉
え
直
す
た
め
の
新
た
な
興
味
を
掻
き
立
て

る
。

　

持
明
院
の
入
木
道
伝
書
中
の
他
の
三
種
の
『
百
躰
色
紙
形
』
は
す
べ
て

散
ら
し
方
を
異
に
し
、
し
か
も
一
種
の
み
は
左
書
き
を
採
用
す
る
も
の
が

あ
る
。
そ
れ
ら
と
の
比
較
検
討
は
、
さ
ら
に
散
ら
し
書
き
の
性
格
の
鮮
明

化
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。
次
稿
に
委
ね
た
い
。

注（
１
）　 「
色
紙
に
文
字
を
書
く
こ
と
」（『
武
蔵
野
大
学
日
本
文
学
研
究
所
紀
要
』
第

九
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
以
下
、
本
論
で
「
前
稿
」
と
す
る
の
は
こ
の
拙

稿
を
指
す
。

（
２
）　 

先
行
研
究
で
は
金
子
馨
氏
の
研
究
を
除
け
ば
、
入
木
道
に
お
け
る
営
み
を
本

格
的
に
解
明
す
る
事
例
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
。

（
３
）　 

本
書
の
書
誌
は
、
海
野
圭
介
・
金
子
馨
「
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
田
安

徳
川
家
旧
蔵
入
木
道
伝
書 

解
題
（
持
明
院
家
篇
）」『
調
査
研
究
報
告
』

四
〇
、二
〇
二
〇
年
三
月
）に
示
さ
れ
る
。
な
お
、国
文
学
研
究
資
料
館
の「
新

日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
り
、
本
文
は
精
細
な
画
像
で
確
認

が
可
能
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
６
Ｋ
０
２
３
９
３
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

資
料
画
像
の
掲
載
を
お
認
め
下
さ
っ
た
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館

に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。


