
「
松
茸
や
知
ら
ぬ
木
の
葉
の
へ
ぱ
り
つ
き
し
。
芭

蕉
の
句
で
あ
る
。
前
夜
来
の
雨
も
上
が
り
、
璽

樹
(
り
・
)
の
警
二
枚
っ
け
た
ま
ま
ぬ
う
っ
と
顔
を

出
し
九
マ
ツ
タ
ケ
、
一
示
都
で
は
十
月
の
中
頃
に
相

当
す
る
情
挙
あ
ろ
う
。
元
禄
頃
は
マ
ッ
タ
ケ
も

か
な
り
出
て
い
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
江
戸
中
期

の
本
朝
文
鑑
に
は
、
「
マ
ツ
タ
ケ
は
下
郎
の
口
に

か
な
わ
ず
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
当
時
も

か
な
り
の
貰
重
品
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
カ

マ
ツ
林
の
成
林
の
仕
方
を
考
え
る
と
、
ニ
ー
三
百

【
年
を
周
期
と
し
た
マ
ッ
タ
ケ
山
の
盛
衰
が
相
様
で

き
る
。
昭
和
に
入
っ
て
も
、
戦
後
の
一
時
期
ま
で

は
咋
<
1
ほ
ど
不
作
で
は
な
か
っ
九
。
所
に
ょ
っ
て

つ
宝
づ

は
、
歩
い
て
い
る
と
マ
ツ
タ
ケ
に
顎
く
ほ
ど
出
て

い
九
と
い
う
。
し
か
し
、
近
年
は
、
産
量
は
低
下

の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
マ
ツ
タ
ケ
を
生
産
す

る
ア
カ
マ
ツ
林
の
老
令
化
、
あ
る
い
は
林
内
の
荒

廃
又
は
ア
カ
マ
ツ
林
自
体
の
減
少
等
が
産
書
下

の
原
因
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ア
カ
マ
ッ
林
は
遷

移
過
程
の
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
、
放
置
さ
れ
て

い
る
と
他
の
植
物
が
繁
茂
し
、
稚
樹
が
育
九
な
く

な
り
、
天
然
更
新
が
で
き
ず
、
最
後
に
は
雑
木
林

に
落
着
い
て
し
ま
う
。
古
来
人
口
密
度
の
高
い

し
か
も
交
通
量
の
多
い
地
域
に
近
い
所
で
成
林
し

て
い
る
例
が
多
い
。
昔
の
マ
ツ
タ
ケ
山
の
推
移

は
、
人
口
の
変
化
、
薪
炭
量
、
製
塩
量
あ
る
い
は

製
鉄
量
な
ど
か
ら
類
推
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
以

上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
マ
ッ
タ
ケ
増
産

の
た
め
に
は
「
ア
カ

マ
ツ
は
マ
ツ
タ
ケ
が

な
く
と
も
立
派
な
林

を
つ
く
る
が
、
ア
カ

マ
ツ
が
な
け
れ
ぱ
マ

ツ
タ
ケ
は
生
活
で
き

な
い
」
と
い
う
単
純

な
原
理
を
考
え
て
、

「
ア
カ
マ
ツ
林
を
造

る
こ
と
」
、
「
ア
カ
マ

ツ
林
を
ア
カ
マ
ツ
林

で
あ
り
続
け
さ
せ
る

た
め
林
内
を
常
に
整

で
、
少
く
と
も
放
置
林
よ
り
良
い
結
果
が
得
ら
れ

て
い
る
。
最
近
で
は
、
マ
ツ
タ
ケ
菌
付
き
苗
の
移

柚
や
潮
水
、
施
肥
な
ど
、
従
来
考
え
も
し
な
か
っ

た
か
、
あ
る
い
は
考
え
て
も
コ
ス
ト
高
で
実
現
し

な
か
っ
た
よ
う
な
資
本
投
入
も
、
マ
ツ
タ
ケ
自
体

の
値
上
り
の
九
め
採
算
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
0
 
し
か
し
、
過
剰
の
「
入
力
」
は
広
い
意
味

で
の
,
汚
染
'
あ
る
い
は
"
破
壊
'
と
い
う
「
出

力
」
を
招
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

備
し
て
お
く
こ
と
し
が
基
本
と
な
ろ
う
。
自
然
環

境
で
マ
ツ
タ
ケ
を
増
殖
さ
せ
る
基
本
原
理
は
意
外

と
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
現
に
、
十
年
前
か
ら
、

昔
薪
拾
い
や
落
葉
か
き
に
使
わ
れ
九
程
度
の
労
力

を
荒
廃
し
九
ア
カ
マ
ツ
林
に
投
入
し
続
け
る
だ
け

な
い
0
 
お
ま
け
に
、
流
通
機
構
の
ど
こ
か
に
不
備
一

が
あ
る
よ
う
で
、
仮
り
に
産
量
が
増
加
し
て
も
、

冷
徠
や
加
工
と
い
う
技
術
に
支
え
ら
れ
て
価
格
は

一
向
に
下
が
ら
ぬ
恐
れ
が
あ
る
。
さ
て
、
人
工
栽

培
雑
感
と
も
い
う
べ
き
序
章
は
こ
の
辺
に
し
て
、

マ
ツ
タ
ケ
研
究
の
本
題
に
入
ろ
う
。
マ
ッ
タ
ケ
は

ア
カ
マ
ツ
(
正
確
に
は
「
寄
主
と
な
る
植
物
L
)

が
必
ず
必
要
で
あ
る
。
そ
の
ア
カ
マ
ッ
の
根
の
細

胞
間
隙
に
寄
生
し
て
、
菌
根
(
"
ミ
コ
リ
ザ
)
と

い
う
共
生
器
官
を
つ
く
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を

外
牛
菌
根
と
い
い
、
根
の
細
胞
内
に
侵
入
す
る
も

の
を
内
生
菌
根
、
両
者
の
中
間
状
態
を
内
外
生
菌

根
、
伎
入
は
し
な
い
が
根
の
囲
り
に
纒
わ
り
つ
く

も
の
を
周
生
菌
根
と
い
う
。
い
ず
れ
も
共
生
の
型
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で
あ
る
。
そ
の
他
病
原
菌
の
場
合
は
、
侵
入
し
て

異
常
に
増
殖
し
機
械
的
に
細
胞
・
綿
織
を
破
壊
し

て
し
ま
う
か
、
酵
素
あ
る
い
は
特
殊
な
物
質
を
生

産
し
て
寄
主
の
生
命
を
奪
う
。
寄
生
と
は
、
寄
生

す
る
側
は
相
手
の
こ
と
な
ど
一
向
に
お
構
い
な

く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
自
己
の
生
命
活
動
の
維
持
と

繁
殖
に
都
合
の
よ
い
状
態
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
も

の
で
、
当
然
寄
生
さ
れ
九
側
に
は
、
大
き
な
損
害

又
は
そ
れ
に
伴
な
う
死
を
招
く
の
が
常
で
あ
る
。

他
方
共
生
と
は
ラ
イ
ワ
サ
イ
ク
ル
の
一
時
期
で
害

を
受
け
る
場
合
が
あ
っ
て
も
致
命
的
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
互
に
利
す
る
面
が
多
い
相
互
関
係
で
、

円
い
ず
れ
か
一
方
を
切
り
酢
な
す
こ
と
が
で
き
な

い
関
係
と
⇔
一
方
は
他
方
の
存
在
が
必
要
だ
が
他

方
は
一
方
が
な
く
と
も
支
障
の
な
い
場
合
と
が
あ

る
。
ア
カ
マ
ツ
と
マ
ツ
タ
ケ
の
関
係
は
後
者
で
あ

る
。
従
っ
て
、
人
工
栽
培
の
基
本
は
、
い
か
に
し

て
マ
ッ
タ
ケ
を
ア
カ
マ
ツ
と
共
生
さ
せ
る
か
、
そ

し
て
、
根
に
感
染
さ
せ
て
共
生
器
官
で
あ
る
「
菌

根
」
を
い
か
に
し
て
つ
く
ら
せ
る
か
と
い
う
こ
と

に
言
い
渙
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
工
環
境
下
で

の
栽
培
の
た
め
に
は
、
こ
の
菌
根
の
も
つ
「
榊

造
L
 
と
「
機
能
」
を
い
か
編
巧
に
再
現
す
る
か

に
あ
る
が
詳
細
は
本
稿
で
罰
愛
す
る
。
コ
レ
ラ

菌
を
飲
め
ぱ
ま
ず
十
中
八
九
コ
レ
ラ
に
な
る
は
ず

だ
が
、
タ
ム
シ
菌
を
体
に
つ
け
て
も
ミ
ズ
ム
シ
菌

を
足
の
裏
に
塗
っ
て
も
、
必
ず
し
も
タ
ム
シ
や
ミ

ズ
ム
シ
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
微
生
物
類
に
攻

撃
さ
れ
る
側
に
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
り
拒
否

し
九
り
す
る
機
構
が
二
重
三
重
に
つ
く
ら
れ
て
い

る
。
一
方
的
攻
撃
で
は
な
い
。
マ
ツ
タ
ケ
と
ア
カ

マ
ッ
の
よ
う
に
共
同
器
官
を
つ
く
る
場
合
は
、
さ

ら
に
複
雑
で
、
寄
生
さ
れ
る
側
の
生
理
と
寄
生
す

る
側
の
生
理
の
相
互
作
用
の
他
に
こ
の
二
者
を
と

り
ま
く
、
物
理
、
化
学
、
生
物
的
微
細
瑞
の
影

粋
が
極
め
て
大
き
く
働
く
。
こ
れ
ら
の
ミ
ク
ロ
シ

ス
テ
ム
を
理
解
し
制
御
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
マ
ッ
タ
ケ
だ
け
の
こ
と
を
考
え
て
過
剰

の
入
力
を
与
え
て
は
、
一
時
的
に
は
良
い
結
果
が

得
ら
れ
て
も
、
森
林
生
態
系
を
破
壊
し
、
そ
の
結

果
マ
ッ
タ
ケ
を
も
失
い
か
ね
な
い
。
要
は
共
生

の
霊
を
正
し
く
器
し
、
共
生
シ
ス
テ
ム
を
綜

合
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
最
優
先
器
で
あ
る
。

こ
の
マ
ッ
タ
ケ
共
生
系
の
正
し
い
扱
い
は
自
然
保

護
の
根
本
に
相
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
応
用

性
は
広
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
邦
に
は
、
マ
ツ
タ

ケ
の
近
縁
種
が
3
種
確
認
さ
れ
て
い
る
。
マ
ツ
タ

ケ
モ
ド
キ
(
針
菓
樹
林
に
発
生
)
、
ニ
セ
マ
ツ
タ

ケ
(
広
藥
樹
林
に
発
生
)
、
バ
カ
マ
ツ
タ
ケ
(
広
葉

樹
林
に
発
生
)
が
そ
れ
で
、
後
者
に
は
マ
ツ
タ
ケ

特
有
の
香
り
が
あ
り
、
地
方
に
ょ
っ
て
は
、
マ
ツ

タ
ケ
と
混
同
し
て
い
る
所
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
共
生
菌
で
あ
る
が
、
共
生
シ
ス
テ
ム
の
複
雑

さ
に
は
大
い
に
差
が
あ
る
。
し
九
が
っ
て
、
マ
ツ

タ
ケ
の
性
質
を
知
る
上
で
、
こ
れ
ら
の
近
縁
種
の

果
す
役
割
は
極
め
て
大
き
い
。
い
わ
ぱ
、
搦
手
攻

撃
と
も
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
微
生
物

共
生
現
象
の
一
般
的
解
明
に
と
っ
て
も
重
要
稱

報
提
供
者
で
あ
る
。
最
近
は
、
マ
ツ
タ
ケ
そ
の
も

の
よ
り
も
、
北
米
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
・
ア
フ

り
力
産
の
も
の
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
近
縁
種
の
生

態
と
生
理
に
、
私
の
興
味
が
移
り
つ
つ
ぁ
る
の
も

否
定
で
き
な
い
。

(
女
f
大
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本
題
は
さ
て
お
い
て
、
い
ま
し
ば
ら
く
ほ
か
の

話
し
を
さ
せ
て
頂
く
。

紀
元
前
五
0
0
年
頃
の
哲
学
老
は
、
琥
珀
や
あ

る
種
の
石
こ
ろ
が
軽
い
も
の
を
引
き
つ
け
る
こ
と

に
気
づ
い
て
い
た
と
い
ら
。
こ
れ
が
今
で
ぃ
う
電

気
現
象
と
磁
気
現
象
で
あ
る
。
こ
の
二
っ
の
現
象

の
間
に
双
方
か
ら
の
結
び
つ
き
が
あ
る
と
い
う
大

発
見
、
い
わ
ゆ
る
鷺
磁
誘
導
の
発
見
が
な
さ
れ
た

の
は
一
八
三
一
年
の
フ
ブ
ラ
デ
ー
の
実
験
に
ょ
っ

て
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
か

一
八
七
一
卸
に
、
あ
の
、
ま
こ
と
に
見
事
な
「
マ

ツ
ク
ス
ウ
エ
ル
の
電
磁
方
程
式
」
を
発
表
し
、
そ

の
解
の
中
に
、
電
気
現
象
に
お
け
る
力
の
場
「
電

界
L
 
と
磁
気
現
象
に
お
け
る
そ
れ
「
磁
界
」
と
が

か
ら
み
合
っ
て
空
問
を
伝
わ
る
「
竃
磁
波
」
が
存

在
す
る
こ
と
を
予
一
言
し
六
。

ル
ツ

こ
れ
に
大
変
興
味
を
示
し
九
へ
ル
ム
ホ

は
、
彼
の
も
と
で
物
理
学
の
碩
究
を
し
て
い
た
へ

こ
の
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
理
論
を
研
究

、

ル
ツ
に

す
る
よ
、
う
奨
め
九
と
い
、
つ
。
そ
し
て
つ
い
に
へ
ル

ツ
は
一
ハ
ハ
ハ
年
に
火
花
放
電
を
用
い
て
電
磁
波

の
存
在
を
実
験
的
に
実
誠
し
九
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
際
に
彼
は
「
こ
の
実
験
が
み
な
さ
ん
の
生
活
に

関
係
が
あ
ろ
う
と
は
思
え
ま
せ
ん
」
と
一
言
っ
九
そ

う
で
あ
る
。

そ
の
よ
・
つ
な
電
磁
波
が
そ
れ
か
ら
一
 
0
0
年
九

ら
ず
し
か
経
っ
て
い
な
い
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
生

活
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
こ
の
電
磁
波
が

い
か
に
素
晴
ら
し
い

件
質
を
も
っ
て
い
る

路

か
は
、
専
門
的
な
知

宏

識
を
持
九
な
く
と
も

究

回

容
易
に
想
像
し
て
い

た
だ
け
る
も
の
と
思

沢

う
。
九
と
え
ぱ
テ
レ

ビ
や
電
顎
ど
が
そ

手

繁

の
例
で
あ
り
、
電
磁

波
を
利
用
し
な
い
生

活
は
も
は
や
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
,
つ
。

私
の
研
究
は
、
実
は
こ
の
鴛
磁
波
が
、
わ
れ
わ

れ
の
九
め
に
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
忰
質
を
い
ま
以

上
に
有
効
に
発
揮
し
て
く
れ
る
よ
う
什
向
け
る
こ

と
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
電
磁
波
を
わ
れ
わ
れ

の
思
い
通
り
に
使
い
こ
な
す
?
こ
と
の
研
究
で
あ

る
。
私
の
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ま
し
ば
ら
く
置
い

て
お
き
、
「
使
い
こ
な
そ
う
」
と
し
て
な
さ
れ
六

先
達
の
努
力
を
N
に
九
ど
っ
て
み
九
い
。

さ
き
に
述
べ
九
よ
う
な
偉
大
な
発
見
を
し
九
へ

ル
ツ
に
電
磁
波
の
未
来
像
の
予
想
を
完
全
に
あ
や

ま
ら
せ
九
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
げ
ら
れ
る
と
思

う
。
多
分
、
物
理
学
を
学
ん
で
い
九
彼
の
興
味

が
、
工
学
的
、
技
術
的
な
も
の
よ
り
も
理
学
的
方

面
に
き
わ
め
て
強
か
っ
九
で
あ
ろ
う
こ
と
が
筆
頭

で
あ
ろ
う
が
、
他
方
に
は
こ
の
電
磁
波
を
人
為
的

に
ふ
る
ま
わ
せ
う
る
こ
と
に
対
す
る
懐
疑
が
あ
っ

九
こ
と
も
間
違
い
な
い
と
思
、
つ
。
こ
の
へ
ル
ッ
の

予
想
を
や
ぷ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
九
の
が
、
有
能

な
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
マ
ル
コ
ニ
ー
が
一
八
九
六
年
に

は
じ
め
九
無
線
通
信
で
あ
る
。

こ
れ
を
境
に
し
て
、
電
磁
波
を
使
い
こ
な
そ
う

と
す
る
努
力
が
多
方
面
で
成
さ
れ
、
そ
の
利
用
は

主
と
し
て
電
気
通
信
技
術
を
中
心
と
し
て
怒
濤
の

ど
と
く
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
に
入
り
こ
ん
で
く

る
わ
け
で
あ
る
。
と
り
わ
け
電
磁
波
の
利
用
技
術

の
進
展
を
加
速
し
九
の
は
、
第
二
次
大
戦
の
申
し

十
と
で
も
一
言
え
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ
る
0

マ
ル
コ
ニ
ー
の
用
い
九
電
磁
波
の
周
波
数
(
一
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砂
間
中
の
振
動
数
、
そ
の
単
位
工
"
は
へ
ル
ツ
、

工
円
g
 
か
ら
き
て
い
る
)
は
約
ω
X
-
9
I
N
 
で
あ

つ
九
が
、
戦
時
中
の
レ
ー
ダ
ー
で
は
一
9
t
-
0
Φ
出
N

の
周
波
数
の
電
磁
波
の
利
用
が
開
発
さ
れ
た
0
 
こ

の
レ
ー
ダ
ー
技
術
は
戦
後
、
さ
ら
に
高
い
周
波
数

(
岑
゛
t
-
0
-
。
出
"
)
に
ょ
る
マ
イ
ク
ロ
波
通
仁
技
術

へ
と
受
け
継
が
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
で
は

な
ぱ
な
し
い
活
躍
を
す
る
こ
と
に
な
る
0
 
さ
ら
こ

最
近
で
は
周
波
数
が
岩
二
=
"
あ
た
り
ま
で
伸
び

る
い
わ
ゆ
る
ミ
リ
波
技
術
に
引
き
継
が
れ
て
き

た
か
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
な
理
由
も
あ
っ
て
、

低
い
周
波
数
の
側
か
ら
の
技
術
開
発
は
こ
の
あ
た

り
で
少
々
停
滞
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
0

と
こ
ろ
が
、
一
九
六
0
年
に
発
明
さ
れ
た
レ
ー

ザ
(
良
質
な
光
の
発
生
器
)
に
よ
っ
て
、
ミ
リ
波

よ
り
も
一
O
w
t
-
0
'
倍
も
高
い
周
波
数
(
さ
一
'
t
-
0
一
炯

工
巳
の
電
磁
波
(
光
波
)
の
利
用
が
可
能
と
な
り
、

今
H
で
は
こ
れ
を
用
い
る
通
信
技
術
、
い
わ
ゆ
る

光
通
倫
も
一
李
は
実
用
化
さ
れ
る
程
ま
で
に
な

つ

て
き
て
い
る
。
で
は
今
後
光
波
帯
を
こ
え

て
、
さ
ら
に
高
い
周
波
数
の
電
磁
波
を
通
估
に
利

用
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
ど
ぅ
も
原
理

的
に
み
て
こ
の
あ
た
り
の
周
波
数
(
一
9
゛
エ
"
)
の

電
磁
波
が
高
い
方
の
限
界
に
な
り
そ
う
で
あ
る
0

こ
の
よ
う
に
選
磁
波
の
歴
史
は
、
ヘ
ル
ツ
の
実

^
仁
月
し
ら
才
た
^
^
^
あ
九
り
^
ら
^
^
ま
^
ぐ

の
限
り
あ
る
範
囲
の
電
磁
波
の
利
用
の
道
を
ひ
ら

く
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
、
回
り
道
を
し
す
ぎ
た
が
、
こ
の
拙
文
で

言
い
た
か
っ
九
こ
と
は
、
ヘ
ル
ツ
が
思
い
も
及
ぱ

な
か
っ
た
鴛
磁
波
の
利
用
を
、
使
用
可
能
と
思
え

る
周
波
数
範
囲
の
ほ
ぽ
全
域
に
わ
た
っ
て
、
こ
れ

程
ま
で
に
可
能
な
ら
し
め
た
要
因
は
、
煎
じ
詰
め

れ
ぱ
、
飽
く
な
き
研
究
と
技
術
開
発
が
、
向
必
要

と
す
る
周
波
数
の
電
磁
波
を
容
易
に
発
生
す
る
こ

と
、
お
よ
び
⇔
そ
れ
を
人
為
的
に
制
御
す
る
こ

と
、
に
注
が
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
全
般
的
に
み
れ
ぱ
、
ま
だ
ま
だ
未

熟
、
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
し
九
が
っ
て
、
私

の
研
究
か
意
味
を
も
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
0
 
つ

ま
り
い
ま
私
は
、
⇔
の
問
題
、
電
磁
波
を
思
う

か
ま
ま
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
回
路
、
い
っ
て
み

れ
ば
「
電
磁
波
回
路
」
の
研
究
に
夢
中
で
あ
る
0

と
く
に
さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
周
波
数
が
岑
=

t
-
9
゛
I
N
 
の
電
磁
波
(
サ
ブ
ミ
リ
波
、
遠
赤
外
)

の
和
用
、
と
く
に
通
貫
の
利
用
が
ま
っ
た
く
友

け
て
い
る
。

こ
の
側
波
数
楊
、
と
く
に
サ
ブ
ミ
リ
波
粥
で
有

刻
な
觸
磁
波
回
路
の
研
究
は
、
い
ま
そ
の
端
を
発

し
た
ぱ
か
り
で
あ
り
、
と
き
に
は
圓
り
道
も
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
周
波
数
帯
の
綴
波
が

オ
来
も
っ
て
い
る
素
晴
ら
し
い
性
質
を
発
揮
す
る

よ
う
な
回
路
を
創
造
す
る
こ
と
が
私
の
楽
し
み
で

あ
る
た
し
か
に
こ
の
周
波
数
帯
で
は
、
こ
れ
を

は
さ
む
脚
仙
の
周
波
数
帯
の
電
磁
波
回
路
技
術
の

模
倣
だ
け
で
は
解
決
し
そ
う
に
な
い
特
有
な
困
難

な
問
題
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
一
つ

一
つ
を
創
造
的
に
解
決
し
て
い
こ
う
と
す
る
者
が

い
な
け
れ
ぱ
、
こ
の
周
波
数
帯
利
用
の
ギ
ャ
ツ
プ

は
う
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
十
年
か
か
二
L
、
こ
れ
が
で
き
れ
ば
上
の
上

と
思
っ
て
私
は
と
り
く
ん
で
い
る
。
ド
ン
.
キ
ホ

ー
テ
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
幸
い
な
こ
と

は
私
に
は
良
き
師
が
あ
り
、
優
れ
た
協
力
者
が

い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
大
学
工
学
部
教
遅
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滋
賀
県
は
中
世
村
落
史
料
の
宝
庫
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
村
落
で
保
存
さ
れ
て
現

在
に
至
っ
た
と
い
う
、
文
書
伝
承
の
あ
り
方
に
特

徴
が
あ
る
。
私
は
二
十
五
年
前
、
大
学
院
修
士
課

程
の
特
殊
講
義
「
中
世
村
落
の
諸
様
相
」
を
三
品

彰
英
先
生
か
ら
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
九
。
当
時

私
は
日
本
近
代
思
想
史
を
専
攻
し
て
ぃ
九
が
、
先

生
の
講
義
に
強
い
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
ぃ

九
0
 
三
品
先
生
は
滋
賀
県
守
山
の
真
宗
寺
院
の
ど

出
身
で
、
寺
院
か
ら
み
た
村
落
生
活
を
面
白
お
か

し
く
講
義
さ
れ
九
。
私
も
少
年
時
代
、
青
年
時
代

を
大
阪
河
内
平
野
の
農
村
の
は
ず
れ
で
す
ど
し
た

の
で
、
先
生
の
講
義
内
容
が
体
験
的
に
理
解
で
き

る
と
こ
ろ
が
多
く
、
強
い
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な

つ
て
い
九
。
講
義
に
関
連
す
る
史
料
を
受
講
生
が

輪
読
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
滋
賀
県
八
日
市
市
今

堀
町
の
日
吉
神
社
が
保
管
す
る
、
通
称
「
今
堀
日

吉
神
社
文
書
」
を
撮
影
し
九
の
が
一
九
五
七
年
夏

の
こ
と
で
あ
っ
六
。

「
今
堀
日
吉
神
社
文
書
」
は
現
在
滋
賀
大
学
経

済
学
部
付
屈
史
料
館
に
委
託
保
管
さ
れ
て
ぃ
る

そ
の
当
時
は
神
社
が
保
管
し
て
ぃ
た
。
三
品

.
、
、

力先
生
に
同
行
し
、
借
用
し
て
こ
れ
を
撮
影
し
、
写

貞
版
で
鴛
す
る
作
業
が
そ
の
年
の
秋
か
ら
始
ま

ナこ
の
今
堀
日
吉
神
社
文
書
は
大
正
初
年
に
『
近

江
蒲
生
郡
志
』
全
十
巻
の
編
纂
事
業
の
さ
い
、
蒲

生
郡
の
村
々
の
史
料
を
採
訪
し
て
い
九
郷
土
史
家

中
川
泉
三
氏
が
、
日

吉
神
社
の
神
殿
の
奥

に
秘
蔵
さ
れ
て
い
九

の
を
発
見
し
、
そ
の

一
部
を
『
郡
志
』
に

紹
介
し
た
も
の
で
あ

る
0
 
時
あ
た
か
も
日

本
中
世
史
学
界
に
お

い
て
は
、
神
社
の
祭

祀
組
織
と
し
て
の

「
座
」
と
、
商
業
の
特

権
集
団
と
し
て
の

「
座
」
と
の
関
係
が
論

じ
ら
れ
、
京
都
帝
国
大
学
の
三
浦
周
行
博
士
を
中

D
に
し
て
白
熱
の
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
ぃ
九
。

三
浦
氏
は
中
川
泉
三
氏
の
発
見
し
九
今
堀
日
吉
神

社
文
書
を
早
速
使
用
し
て
、
「
座
」
論
争
に
新
九

な
息
吹
を
ふ
き
こ
ま
れ
九
の
で
あ
る
。
以
後
、
こ

な
ら
な
い
。

史
料
が
研
究
者
に
と
っ
て
平
等
に
利
用
さ
れ
る

に
は
、
活
字
化
が
一
番
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
一

九
六
0
年
以
来
、
文
化
史
学
会
機
関
誌
『
文
化
史

学
』
と
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
繋

『
社
会
科
学
』
に
、
そ
の
う
ち
の
五
八
0
点
を
紹

介
し
て
き
た
。
三
品
先
生
が
同
志
社
大
学
在
職
中

読
力
が
な
い
と
筆
写
に
時
間
を
窒
や
さ
な
け
れ
ぱ
~

の
文
書
は
中
世
祭
祀
組
織
を
鮓
明
す
る
九
め
に
、

或
は
中
世
村
落
・
惣
村
・
郷
村
の
讐
を
明
ら
か

に
す
る
素
材
と
し
て
、
或
は
近
江
商
人
の
原
型
と

商
業
座
の
あ
り
方
を
探
る
手
懸
り
と
し
て
、
研
究

者
の
問
題
関
心
を
そ
そ
り
、
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
研
究
者
が
こ
の
文

書
を
利
用
す
る
に
は
、
原
文
書
が
簡
単
に
披
見
で

き
な
い
の
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
影

写
本
十
四
冊
、
京
都
大
学
文
学
部
古
文
書
室
架
蔵

の
影
写
本
七
冊
を
披
見
す
る
し
か
な
か
っ
九
。
た

し
か
に
『
郡
志
』
を
は
じ
め
『
滋
賀
県
史
』
史
料

編
に
は
収
録
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ど
く
一
部
で
、

校
正
ミ
ス
や
誤
鷲
読
み
落
と
し
が
あ
っ
て
、
全

面
的
に
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
東
京
大
学
や

京
都
大
学
の
影
写
本
を
披
見
し
て
も
、
古
文
書
解

』_^.N-^11,.^"^11,.^肌U^".^計1^",^,1■.^肌,'^卵リ'^肌,^1",ーー'1" 「私の研究」
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に
は
先
生
の
監
修
を
仰
い
た
が
、
先
生
が
大
阪
市

立
博
物
館
に
去
ら
れ
て
か
ら
は
、
ま
っ
た
く
私
自

身
の
仕
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
影
写
本
に
収
録

さ
れ
た
点
数
は
六
二
四
点
で
あ
り
、
文
沓
総
数
九

四
八
点
の
三
分
の
二
で
あ
る
。
残
り
の
三
二
四
点

は
影
写
本
作
成
の
さ
い
、
影
写
の
対
象
外
と
さ
れ

た
も
の
で
近
世
文
書
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
中
に

は
貴
重
な
中
世
文
書
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
影
写
本
作
成
前
の
文
書
の
整
理
・
分
類
の
さ
い

に
、
取
捨
選
択
が
甚
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
九

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
近
世
文
書
を

軽
視
し
た
当
時
の
中
世
史
研
究
者
の
態
度
の
し
か

ら
し
め
九
結
果
で
あ
る
。
現
在
の
中
世
村
落
研
究

に
お
い
て
は
、
た
と
え
研
究
が
中
伽
と
い
う
時
代

に
限
定
さ
れ
て
い
て
も
、
近
世
文
書
は
も
ち
ろ
ん

近
代
の
史
料
を
援
用
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
が
、
太
平
洋
戦
争
前
の
中
世
史
研
究
で

近
世
文
書
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
た
の

、

はで
あ
る
。

私
は
過
去
の
研
究
の
欠
点
を
補
う
九
め
に
、
影

写
本
に
収
録
に
さ
れ
な
か
っ
た
未
整
理
文
書
を
も

積
極
的
に
取
り
上
げ
九
。
幸
い
一
九
五
七
年
夏
に

^
接
写
し
九
文
書
に
は
、
こ
れ
ら
の
未
整
理
の
文
譜

も
含
ま
れ
て
い
六
。
現
在
、
滋
賀
大
学
に
保
管
さ

れ
て
い
る
未
整
理
文
書
に
は
、
私
た
ち
が
接
写
し

た
文
書
か
ら
二
点
が
紛
失
し
て
い
る
。
私
は
今
堀

日
吉
神
社
文
書
に
近
世
文
書
を
主
体
と
す
る
未
整

理
文
書
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
一
方
で
、
今

堀
村
に
か
ん
す
る
記
事
が
、
今
堀
村
周
辺
の
村
々

の
共
有
・
私
有
文
書
に
あ
れ
ぱ
、
こ
れ
を
も
今
堀

日
吉
神
社
文
書
の
参
考
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
九

い
と
考
え
、
八
日
市
市
史
の
編
纂
事
業
に
便
乗
し

て
今
堀
周
辺
の
文
譜
を
採
訪
し
九
の
で
あ
っ
九
。

史
料
集
を
『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
』
と
せ
ず
『
今

堀
日
吉
神
社
文
璽
成
』
と
名
付
け
九
の
は
、
こ

の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
『
文
書
集
成
』
で
苦
心
し
た
こ
と
と
い
ぇ

ば

室
町
・
戦
国
期
の
村
落
農
民
が
書
い
九
た
ど

、
九
ど
し
い
文
字
の
解
読
で
あ
っ
九
が
、
古
文
雪
の

解
読
で
あ
れ
ぱ
、
三
度
の
食
事
を
二
度
に
し
て
で

も
、
こ
れ
に
熱
中
す
る
ほ
ど
好
き
な
自
分
で
あ
る

か
ら
、
む
し
ろ
楽
し
い
作
業
で
あ
っ
た
。
た
だ
影

写
本
作
成
時
に
、
原
本
の
疲
打
ち
作
業
の
過
程

で
、
も
と
一
点
の
文
書
で
あ
っ
九
巻
物
の
形
の
帳

筵
が
剰
礫
し
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
九
も
の
を
充
分

吟
味
せ
ず
に
不
規
則
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
り
、
極

6

雛
の
は
間
違
っ
て
他
の
文
書
と
つ
な
い
で
し
ま

つ
た
も
の
が
あ
っ
九
の
を
、
復
原
す
る
の
に
多
く

の
時
間
を
割
か
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
九
。
筆
跡
・
紙

質
・
紙
型
・
内
容
な
ど
か
ら
復
原
し
て
ゅ
く
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
の
作
業
は
。
ハ
ズ
ル
を
埋
め
て
ゆ
く

よ
う
な
楽
し
さ
が
あ
っ
た
。
復
原
す
れ
ぱ
ど
ぅ
と

い
う
こ
と
は
な
い
が
、
影
写
本
が
作
成
さ
れ
て
こ

の
か
九
四
十
年
余
も
放
置
さ
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ

い
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
研

究
結
果
に
つ
い
て
怖
し
さ
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
七
年
以
来
途
中
で
脇
道
に
そ
れ
て
京

都
の
「
町
」
研
究
に
従
事
し
九
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
約
四
半
出
紀
を
経
て
、
こ
の
春
一
 
0
二
四
点

を
収
録
し
九
『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
集
成
』
を
雄

山
閣
か
ら
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
九
。
思
え
ぱ
大

学
院
の
学
生
以
来
、
私
の
青
春
を
注
入
し
た
什
事

で
あ
る
。
近
時
、
竹
内
理
三
博
士
の
編
纂
に
な
る

『
鎌
倉
遺
文
』
の
刊
行
が
二
十
巻
を
数
え
て
い
る
。

竹
内
先
生
に
く
ら
べ
る
と
私
の
編
纂
な
ど
は
物
の

数
で
は
な
い
が
、
文
書
編
纂
の
苦
楽
を
身
を
も
っ

て
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
日
本
史
研
究
の
「
縁

の
下
」
の
作
業
の
困
難
さ
を
今
更
の
よ
う
に
感
じ

入
る
昨
今
で
あ
る
。
(
人
文
科
学
研
究
所
教
授
)
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