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蕊
螺
繩
凄

豆
◇
氣
趣

小
罰
半
は
低
目
の
日
が
多
く
、
一
時

》
強
い
低
温
の
時
期
も
あ
る
。
後
半

句
Ｆ

》
穂
雨
明
け
、
後
は
高
目
に
な
》
つ
が

《
・
諺
癒
し
、
一
時
的
に
は
低
温
の
時

一
類
も
あ
る
。

一
◇
薩
雨
垂

》
前
灘
麓
音
や
雨
の
日
が
多
く
且

Ｑ
ｑ
・

》
暁
に
よ
っ
て
は
梅
雨
末
期
頃
さ

い
●
勺
ｃ
ｂ
ｑ
句
ｑ
Ｇ
ｂ
■
■
●
◆
●
由
●
。
■
も
■
■
■
。
■
凸
■
■
や
。
■
も
Ｇ
ｏ
屯
。
ｐ
■
色
寺
由
■
一

驚
の
恐
れ
謬
る
。

日
可
】

心
金
木
だ
よ
り
は
各
世
滞
毎
に
一

・
Ｌ
ｐ
ｒ
ｇ
ｂ

，
．
部
ず
つ
無
料
配
付
い
た
し
て
お

０
も
〃

す
噛
ま
す
。

口
髭
行
所

印
刷
所

Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｕ
Ⅱ
７
■
も
■

青
森
県
金
木
町

束
奥
日
報
社

！
事
業
局
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意 叫一
つ
空
飛
ぶ
烏
に
石
を
鍵
け
つ
け
て
鳥

れ
る
点
が
残
っ
て
い
る
し

一
朝
に
し
て
理
路
整
然
を
望
み
、
わ
が

業
基
本
法
の
制
定
蚕
の
る
。
し
か
し
こ

の
法
律
に
は
ま
だ
い
ろ
い
ろ
と
講
殿
さ

1
1③

有
畜
多
角
経
営
へ
の
移
行
に
伴
い
銅

来
た
の
だ
。

落
す
わ
ざ
を
続
け
、
今
日
ま
で
や
つ

当
地
域
の
〃
．
新
し
い
村
づ
く
り
〃
の
基

本
栂
想
は
、

①
村
づ
く
り
は
人
づ
く
り
か
ら
、
と
い

』
っ
の
で
、
そ
の
研
修
の
場
を
つ
く
る

（
青
年
研
修
所
）

②
農
民
所
得
の
墹
大
は
、
町
全
体
の
所

得
堀
に
結
び
つ
く
、
と
い
う
考
え
か

ら
、
有
畜
多
角
経
営
へ
の
移
行
の
第

一
段
階
と
し
て
、
資
金
回
転
の
早
い

中
、
小
家
畜
、
特
に
鶏
、
豚
の
飼
育

導
入
に
重
点
を
お
く
と
と
も
に
、
米

磁
の
向
上
を
は
か
る
（
共
同
育
雛
所

共
同
乾
燥
場
）

を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
一
つ

ん
で
い
る
者
も
あ
る
何
事
に
よ
ら
ず

一
埋

一
灘
鮒
鰊
吐
職

一
一
論
一
っ
て
来
た
．
そ
れ
は
膿

料
の
自
給
を
は
か
り
、
あ
わ
せ
て
農

１
１
１
１

諸
計
画
を
再
検
討
し

○
…
〃
新
し
い
村
づ
く
り
〃
地
域
に
指
定
さ
れ
た
昨
年
は
、
補
助
事
業
と
し
て
青
年
研
修
お
よ
び
西
北
義
鶏
農
協
の
共
同
青
雛
所
、
融
資
単
…
○

○
・
・
．
独
事
業
で
は
蕪
瀬
農
協
の
農
業
禽
睡
を
計
画
ど
お
り
実
施
し
た
が
、
二
年
目
の
本
年
度
は
、
共
同
乾
燥
所
、
共
同
栗
荷
貯
蔵
所
の
新
築
・
・
・
○

○
：
．
お
よ
び
共
同
利
用
の
耕
迎
機
を
聯
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
地
域
農
民
か
ら
大
き
な
期
待
を
か
け
ら
れ
て
い
る
。
…
○

倉
は
典
同
集
荷
所
（
り
ん
ご
）

１１１

籾
乾
燥
場
で
質
向
上
の
嘉
瀬

『
▼

一
し
、
一
部
農
民

の
中
に
は
そ
れ

が
自
民
党
政
府

に
よ
っ
て
強
行

さ
れ
た
も
の
で

あ
る
故
反
対
を

農
基
法
の
受
入
れ
態
勢
を

農
業
の
歴
史
は
、
そ
れ
自
体
ま
さ
に
忍

従
の
歴
史
だ
っ
た
は
ず
だ
。
私
達
は
幾

百
幾
千
の
無
駄
な
つ
ぶ
て
を
投
げ
て
、

そ
の
一
つ
が
当
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
念

じ
つ
つ
耕
地
を
改
良
し
、
品
種
を
改
善

し
、
営
農
の
合
理
化
を
図
り
、
そ
し
て

生
産
の
墹
強
に
汗
を
流
し
て
来
た
の
だ

終
戦
直
後
の
農
地
改
革
は
他
力
本
願
的

な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
働
く
農
民
に
、
か

つ
て
日
本
の
農
業
史
に
な
い
地
位
と
安

定
性
の
希
望
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
が
そ
れ
も
こ
の
十
五
、
六
年

の
間
に
世
界
的
な
生
産
物
の
動
き
と
、

物
価
の
変
動
は
農
民
を
い
つ
ま
で
も
安

楽
な
立
場
に
置
か
な
く
な
っ
た
の
だ
。

農
協
に
身
を
寄
せ
て
利
益
の
擁
護
に
努

め
、
あ
る
い
は
増
収
に
酔
弐
で
機
減
化

近
代
股
噸
で
一
目
一
言
俵
を

共
同
乾
燥
堀
（
モ
ミ
、
ナ
タ
ネ
）

作
業
の
共
同
魍
勢
を
と
る
（
畑
作
の

改
善
、
り
ん
ご
錐
荷
貯
蔵
所
、
共
同

利
用
経
譲
呉
）

な
ど
を
骨
子
と
し
て
、
五
ヵ
年
計
画
を

た
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
年
度
の
率

業
に
つ
い
て
は
、
六
月
十
二
日
次
の
と

お
り
内
定
し
た
旨
通
知
が
あ
り
、
各
事

業
主
体
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
月
中
旬
ま

で
に
は
着
工
す
る
予
定
で
準
備
を
進
め

て
い
る
。米

一
俵
当
り
三
十
五

円
の
増
収

｜

｜

’

の
流
行
を
認
歌
し
て
も
、
睦
界
的
な
農

業
の
波
は
一
夜
に
し
て
転
落
の
悲
し
い

運
命
に
流
し
て
し
ま
う
か
も
わ
か
ら
な

い
。
・

税
対
策
と
し
て
農
謹
法
人
が
生
れ
た
け

れ
ど
、
こ
の
こ
と
も
明
日
の
農
業
経
営

者
に
は
共
同
化
、
協
業
化
と
し
て
の
け

わ
し
い
道
へ
の
出
発
を
意
味
す
る
も
の

と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

三
年
ほ
ど
前
か
ら
日
本
の
農
業
に
対
す

る
基
本
的
な
考
え
方
が
生
ま
れ
、
農
業

発
展
の
基
本
政
策
を
樹
立
す
べ
き
で
あ

る
と
し
て
、
日
本
展
民
の
各
団
埣
が
総

力
を
あ
げ
農
業
の
長
い
将
来
の
基
本
政

策
の
確
立
を
急
い
だ
の
で
あ
る
が
、
ド

イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
、
世

界
各
国
の
展
業
進
展
を
議
す
法
律
は
余

す
と
こ
ろ
な
く
研
究
さ
れ
、
日
本
展
政

の
ベ
テ
ラ
ン
と
い
わ
れ
る
人
達
は
、
現

地
視
察
莚
や
り
、
日
本
の
国
情
に
合
致

す
る
展
業
の
基
本
対
策
に
と
つ
ぐ
ん
だ

こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
の
将
来
を
方
向

▽
卒
業
主
体
察
瀬
農
業
協
同
組
合

▽
率
楽
費
四
百
七
十
九
万
三
千
円

（
う
ち
国
嘩
補
助
百
七
十
六
万
円
）

▽
事
業
概
要

本
屋
一
八
四
・
八
平
方
城
は
補
強
コ

ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
趣
、
床
板
張

り
の
乾
燥
室
で
、
屋
根
は
亜
鉛
引
鉄

板
葺
・
外
部
は
防
水
モ
ル
タ
ル
龍
装

着
色
吹
付
内
部
モ
ル
タ
ル
仕
上
げ
で

乾
燥
、
伝
導
お
よ
び
選
別
装
瞳
す

る
ほ
か
、
余
熱
タ
ン
ク
な
ど
の
股
備

を
施
す
。
下
屋
は
七
四
・
二
五
平
方

厩
、
木
造
モ
ル
タ
ル
仕
上
げ
で
、
モ

ミ
（
ナ
タ
ネ
）
の
貯
蔵
お
よ
び
処
理

室
と
し
、
一
日
約
二
～
三
百
俵
の
モ
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づ
け
る
農
業
基
本
法
は
、
去
る
六
月
六

日
午
前
四
時
五
分
参
院
を
通
過
し
て
、

は
じ
め
て
陽
の
目
を
見
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
私
た
ち
の
金
木
町
は
こ
の
法

律
を
い
か
に
消
化
し
、
敷
か
れ
た
展
業

基
本
法
の
レ
ー
ル
を
如
何
に
走
っ
た
ら

よ
い
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
む
ず
か

し
い
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
か
と
い
っ
て
拱
手
祷
観
は

許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

遅
れ
た
地
域
の
青
森
県
、
そ
の
ま
た
津

軽
地
方
が
、
せ
っ
か
く
敷
い
て
く
れ
た

こ
の
レ
ー
ル
を
、
も
し
、
か
り
に
一
日

逓
れ
て
走
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
だ

ろ
う
か
。
こ
の
レ
ー
ル
は
今
ま
で
と
事

が
違
う
。
追
い
つ
け
る
も
の
で
は
な
い

農
基
法
は
他
産
業
と
所
得
の
均
衡
を
と

る
こ
と
を
目
的
に
生
ま
れ
た
鰹
業
療
法

で
は
あ
る
が
、
そ
の
力
が
大
き
く
強
く

な
っ
た
場
合
、
所
得
の
格
差
は
今
ま
で

に
比
べ
さ
ら
に
大
き
く
開
か
れ
る
心
配

が
な
い
で
も
な
い
Ｐ

ミ
の
乾
燥
を
行
な
う
。
，

▽
率
業
効
果
“

津
軽
北
部
地
方
の
米
は
乾
燥
が
不
十

分
で
あ
る
た
め
、
平
均
三
等
級
の
米

壁
で
あ
る
の
で
、
こ
の
乾
燥
所
を
利

用
す
る
こ
と
に
お
い
て
米
一
俵
当
り

約
三
十
五
～
四
十
五
円
、
ナ
タ
ネ
三

十
～
四
十
円
の
埴
収
と
な
る
。

り
ん
ご
を

自
動
選
果
機
一
で

共
同
計
算
へ
の
移
行
を
は
か
る

共
同
集
荷
貯
蔵
所
（
り
ん
ご
）

▽
事
業
主
体
川
倉
農
業
協
同
組
合

マ
率
業
費
三
百
十
九
万
四
千
円
（
薮

金
木
町
の
知
能
は
、
今
や
挙
げ
て

の
展
基
法
謹
入
れ
に
結
集
す
べ
き

る
。
町
の
産
業
予
算
は
、
今
年
度

め
て
全
体
の
一
四
％
以
上
占
め
た

う
も
の
の
、
展
業
金
木
町
の
十
年

十
年
を
針
画
す
る
た
め
に
は
ま
だ

足
り
な
い
。
金
木
町
の
基
本
的
農

策
は
今
す
ぐ
樹
立
し
な
け
れ
ば
侮

百
年
に
残
す
こ
と
に
な
る
と
思
う

れ
は
役
場
だ
け
の
も
の
で
な
く
、

も
展
委
も
各
種
団
体
は
も
ち
鵲
の

老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
町
民
一
体

っ
て
樹
立
す
べ
き
金
木
町
の
大
政

思
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
今
日
ま
で
の
各

を
一
応
御
破
算
と
し
、
生
か
す
べ

生
か
し
、
旧
来
の
因
襲
に
と
ら
わ

こ
と
な
く
、
新
し
い
審
議
段
階
を

町
民
個
々
の
所
得
莚
豊
か
に
す
る

な
計
画
が
必
要
と
考
え
る
。

地
九
八
三
・
四
平
方
牌
の
翼
収

ふ
く
む
。
国
庫
補
助
百
四
万
円

▽
悪
業
概
要

木
造
モ
ル
タ
ル
塗
装
、
平
屋
建

坪
（
本
屋
二
〈
五
平
方
牌
、
下

六
平
方
屑
）
で
共
同
選
果
擦

殻
の
吸
上
送
風
機
な
ど
の
設
備

す
。

▽
事
業
効
果

川
倉
地
区
は
、
約
七
万
箱
の
り

（
》
跡
町
權
》
》
率
準

１
１
１
１
１
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