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イ
ズ
ム
の
功
過 

  

大
抵
の
イ
ズ
ム
と
か
主
義
と
か
い
う
も
の
は
無
数
の
事
実
を
几
帳
面
（
き
ち
ょ
う
め
ん
）
な

男
が
束
（
た
ば
）
に
し
て
頭
の
抽
出
（
ひ
き
だ
し
）
へ
入
れ
や
す
い
よ
う
に
拵
（
こ
し
ら
）
え

て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
纏
（
ひ
と
ま
と
）
め
に
き
ち
り
と
片
付
い
て
い
る
代
り
に
は
、
出

す
の
が
臆
劫
（
お
っ
く
う
）
に
な
っ
た
り
、
解
（
ほ
ど
）
く
の
に
手
数
が
か
か
っ
た
り
す
る
の

で
、
い
ざ
と
い
う
場
合
に
は
間
に
合
わ
な
い
事
が
多
い
。
大
抵
の
イ
ズ
ム
は
こ
の
点
に
お
い
て
、

実
生
活
上
の
行
為
を
直
接
に
支
配
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
る
指
南
車
（
し
な
ん
し
ゃ
）
と
い
う

よ
り
は
、
吾
人
（
ご
じ
ん
）
の
知
識
欲
を
充
た
す
た
め
の
統
一
函
で
あ
る
。
文
章
で
は
な
く
っ

て
字
引
で
あ
る
。 

 

同
時
に
多
く
の
イ
ズ
ム
は
、
零
砕
（
れ
い
さ
い
）
の
類
例
が
、
比
較
的
緻
密
（
ち
み
つ
）
な

頭
脳
に
濾
過
（
ろ
か
）
さ
れ
て
凝
結
（
ぎ
ょ
う
け
つ
）
し
た
時
に
取
る
一
種
の
形
で
あ
る
。
形

6 

と
い
わ
ん
よ
り
は
む
し
ろ
輪
廓
（
り
ん
か
く
）
で
あ
る
。
中
味
（
な
か
み
）
の
な
い
も
の
で
あ

る
。
中
味
を
棄
て
て
輪
廓
だ
け
を
畳
（
た
た
）
み
込
む
の
は
、
天
保
銭
（
て
ん
ぽ
う
せ
ん
）
を

脊
負
う
代
り
に
紙
幣
を
懐
（
ふ
と
こ
ろ
）
に
す
る
と
同
じ
く
小
さ
な
人
間
と
し
て
軽
便
（
け
い

べ
ん
）
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
意
味
に
お
い
て
イ
ズ
ム
は
会
社
の
決
算
報
告
に
比
較
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
更
に
生
徒

の
学
年
成
績
に
匹
敵
（
ひ
っ
て
き
）
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
僅
（
わ
ず
か
）
一
行
の
数
字
の
裏

面
（
り
め
ん
）
に
、
僅
か
二
位
の
得
点
の
背
景
に
殆
ど
あ
り
の
ま
ま
に
は
繰
返
し
が
た
き
、
多

く
の
時
と
事
と
人
間
と
、
そ
の
人
間
の
努
力
と
悲
喜
と
成
敗
（
せ
い
は
い
）
と
が
潜
（
ひ
そ
）

ん
で
い
る
。 

 

従
っ
て
イ
ズ
ム
は
既
に
経
過
せ
る
事
実
を
土
台
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
を
総

束
（
そ
う
そ
く
）
す
る
も
の
で
あ
る
。
経
験
の
歴
史
を
簡
略
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ

た
る
事
実
の
輪
廓
で
あ
る
。
型
で
あ
る
。
こ
の
型
を
以
て
未
来
に
臨
（
の
ぞ
）
む
の
は
、
天
の

展
開
す
る
未
来
の
内
容
を
、
人
の
頭
で
拵
（
こ
し
ら
）
え
た
器
（
う
つ
わ
）
に
盛
終
（
も
り
お
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お
）
せ
よ
う
と
、
あ
ら
か
じ
め
待
ち
設
（
も
う
）
け
る
と
一
般
で
あ
る
。
器
械
的
な
自
然
界
の

現
象
の
う
ち
、
尤
（
も
っ
と
）
も
単
調
な
重
複
（
ち
ょ
う
ふ
く
）
を
厭
（
い
と
）
わ
ざ
る
も
の

に
は
、
す
ぐ
こ
の
型
を
応
用
し
て
実
生
活
の
便
宜
を
計
る
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
科
学

者
の
研
究
が
未
来
に
反
射
す
る
と
い
う
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
精
神
上
の
生
活

に
お
い
て
、
吾
人
が
も
し
一
イ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
ん
と
す
る
と
き
、
吾
人
は
直
（
た
だ
ち
）
に

与
え
ら
れ
た
る
輪
廓
の
た
め
に
生
存
す
る
の
苦
痛
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
単
に
与
え
ら
れ
た

る
輪
廓
の
方
便
と
し
て
生
存
す
る
の
は
、
形
骸
（
け
い
が
い
）
の
た
め
に
器
械
の
用
を
な
す
と

一
般
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
時
わ
が
精
神
の
発
展
が
自
個
天
然
の
法
則
に
遵
（
し
た
が
）
っ
て
、

自
己
に
真
実
な
る
輪
廓
を
、
自
（
み
ず
か
）
ら
と
自
ら
に
付
与
し
得
ざ
る
屈
辱
を
憤
（
い
き
ど

お
）
る
事
さ
え
あ
る
。 

 

精
神
が
こ
の
屈
辱
を
感
ず
る
と
き
、
吾
人
は
こ
れ
を
過
去
の
輪
廓
が
ま
さ
に
崩
れ
ん
と
す
る

前
兆
と
見
る
。
未
来
に
引
き
延
ば
し
が
た
き
も
の
を
引
き
延
ば
し
て
無
理
に
あ
る
い
は
盲
目
的

に
利
用
せ
ん
と
し
た
る
罪
過
（
ざ
い
か
）
と
見
る
。 
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過
去
は
こ
れ
ら
の
イ
ズ
ム
に
因
っ
て
支
配
せ
ら
れ
た
る
が
故
に
、
こ
れ
か
ら
も
ま
た
こ
の
イ

ズ
ム
に
支
配
せ
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
臆
断
（
お
く
だ
ん
）
し
て
、
一
短
期
の
過
程
よ
り
得
た

る
輪
廓
を
胸
に
蔵
し
て
、
凡
（
す
べ
）
て
を
断
ぜ
ん
と
す
る
も
の
は
、
升
（
ま
す
）
を
抱
い
て

高
さ
を
計
り
、
か
ね
て
長
さ
を
量
（
は
か
）
ら
ん
と
す
る
が
如
き
暴
挙
で
あ
る
。 

 

自
然
主
義
な
る
も
の
が
起
（
お
こ
）
っ
て
既
に
五
、
六
年
に
な
る
。
こ
れ
を
口
に
す
る
人
は

皆
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
あ
っ
て
の
事
と
思
う
。
わ
が
知
る
限
り
に
お
い
て
は
、
ま
た
わ
が
了
解
し

得
た
る
限
り
に
お
い
て
は
（
了
解
し
得
ざ
る
論
議
は
暫
（
し
ば
ら
）
く
措
（
お
）
い
て
）
必
ず

し
も
非
難
す
べ
き
点
ば
か
り
は
な
い
。
け
れ
ど
も
自
然
主
義
も
ま
た
一
つ
の
イ
ズ
ム
で
あ
る
。

人
生
上
芸
術
上
、
と
も
に
一
種
の
因
果
に
よ
っ
て
、
西
洋
に
発
展
し
た
歴
史
の
断
面
を
、
輪
廓

に
し
て
舶
載
（
は
く
さ
い
）
し
た
品
物
で
あ
る
。
吾
人
が
こ
の
輪
廓
の
中
味
を
充
（
じ
ゅ
う
じ

ん
）
す
る
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
な
い
事
は
明
（
あ
き
ら
）
か
で
あ
る
。
吾
人
の
活
力
発
展

の
内
容
が
、
自
然
に
こ
の
輪
廓
を
描
い
た
時
、
始
め
て
自
然
主
義
に
意
義
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。 

 

一
般
の
世
間
は
自
然
主
義
を
嫌
っ
て
い
る
。
自
然
主
義
者
は
こ
れ
を
永
久
の
真
理
の
如
く
に
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い
い
な
し
て
吾
人
生
活
の
全
面
に
渉
（
わ
た
）
っ
て
強
（
し
）
い
ん
と
し
つ
つ
あ
る
。
自
然
主

義
者
に
し
て
今
少
し
手
強
（
て
ご
わ
）
く
、
ま
た
今
少
し
根
気
よ
く
猛
進
し
た
な
ら
、
自
（
お

の
ず
か
）
ら
覆
（
く
つ
が
え
）
る
の
未
来
を
早
め
つ
つ
あ
る
事
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
人
生
の

全
局
面
を
蔽
（
お
お
）
う
大
輪
廓
を
描
い
て
、
未
来
を
そ
の
中
に
追
い
込
も
う
と
す
る
よ
り
も
、

茫
漠
（
ぼ
う
ば
く
）
た
る
輪
廓
中
の
一
小
片
を
堅
固
に
把
持
（
は
じ
）
し
て
、
其
処
（
そ
こ
）

に
自
然
主
義
の
恒
久
（
こ
う
き
ゅ
う
）
を
認
識
し
て
も
ら
う
方
が
彼
ら
の
た
め
に
得
策
（
と
く

さ
く
）
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。 

 

―
―
明
治
四
三
、
七
、
二
三
『
東
京
朝
日
新
聞
』
―
― 
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一
夜 

 

「
美
く
し
き
多
く
の
人
の
、
美
く
し
き
多
く
の
夢
を
…
…
」
と
髯
（
ひ
げ
）
あ
る
人
が
二
た
び

三
た
び
微
吟
（
び
ぎ
ん
）
し
て
、
あ
と
は
思
案
の
体
（
て
い
）
で
あ
る
。
灯
（
ひ
）
に
写
る
床

柱
（
と
こ
ば
し
ら
）
に
も
た
れ
た
る
直
（
な
お
）
き
背
（
せ
）
の
、
こ
の
時
少
し
く
前
に
か
が

ん
で
、
両
手
に
抱
（
い
だ
）
く
膝
頭
（
ひ
ざ
が
し
ら
）
に
険
（
け
わ
）
し
き
山
が
出
来
る
。
佳

句
（
か
く
）
を
得
て
佳
句
を
続
（
つ
）
ぎ
能
（
あ
た
）
わ
ざ
る
を
恨
（
う
ら
）
み
て
か
、
黒
く

ゆ
る
や
か
に
引
け
る
眉
（
ま
ゆ
）
の
下
よ
り
安
か
ら
ぬ
眼
の
色
が
光
る
。 

「
描
（
え
が
）
け
ど
も
成
ら
ず
、
描
け
ど
も
成
ら
ず
」
と
椽
（
え
ん
）
に
端
居
（
は
し
い
）
し

て
天
下
晴
れ
て
胡
坐
（
あ
ぐ
ら
）
か
け
る
が
繰
り
返
す
。
兼
ね
て
覚
え
た
る
禅
語
（
ぜ
ん
ご
）

に
て
即
興
な
れ
ば
間
に
合
わ
す
つ
も
り
か
。
剛
（
こ
わ
）
き
髪
を
五
分
（
ぶ
）
に
刈
り
て
髯
貯

（
た
く
わ
）
え
ぬ
丸
顔
を
傾
け
て
「
描
け
ど
も
、
描
け
ど
も
、
夢
な
れ
ば
、
描
け
ど
も
、
成
り

12 

が
た
し
」
と
高
ら
か
に
誦
（
じ
ゅ
）
し
了
（
お
わ
）
っ
て
、
か
ら
か
ら
と
笑
い
な
が
ら
、
室
（
へ

や
）
の
中
な
る
女
を
顧
（
か
え
り
）
み
る
。 

 

竹
籠
（
た
け
か
ご
）
に
熱
き
光
り
を
避
け
て
、
微
（
か
す
）
か
に
と
も
す
ラ
ン
プ
を
隔
て
て
、

右
手
に
違
い
棚
、
前
は
緑
り
深
き
庭
に
向
え
る
が
女
で
あ
る
。 

「
画
家
な
ら
ば
絵
に
も
し
ま
し
ょ
。
女
な
ら
ば
絹
を
枠
（
わ
く
）
に
張
っ
て
、
縫
い
に
と
り
ま

し
ょ
」
と
云
い
な
が
ら
、
白
地
の
浴
衣
（
ゆ
か
た
）
に
片
足
を
そ
と
崩
（
く
ず
）
せ
ば
、
小
豆

皮
（
あ
ず
き
が
わ
）
の
座
布
団
（
ざ
ぶ
と
ん
）
を
白
き
甲
が
滑
（
す
べ
）
り
落
ち
て
、
な
ま
め

か
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
は
艶
（
え
ん
）
な
る
居
ず
ま
い
と
な
る
。 

「
美
し
き
多
く
の
人
の
、
美
し
き
多
く
の
夢
を
…
…
」
と
膝
（
ひ
ざ
）
抱
（
い
だ
）
く
男
が
再

び
吟
じ
出
す
あ
と
に
つ
け
て
「
縫
い
に
や
と
ら
ん
。
縫
い
と
ら
ば
誰
に
贈
ら
ん
。
贈
ら
ん
誰
に
」

と
女
は
態
（
わ
ざ
）
と
ら
し
か
ら
ぬ
様
（
さ
ま
）
な
が
ら
ち
ょ
と
笑
う
。
や
が
て
朱
塗
の
団
扇

（
う
ち
わ
）
の
柄
（
え
）
に
て
、
乱
れ
か
か
る
頬
（
ほ
お
）
の
黒
髪
を
う
る
さ
し
と
ば
か
り
払

え
ば
、
柄
（
え
）
の
先
に
つ
け
た
る
紫
の
ふ
さ
が
波
を
打
っ
て
、
緑
り
濃
き
香
油
の
薫
（
か
お
）
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り
の
中
に
躍
（
お
ど
）
り
入
る
。 

「
我
に
贈
れ
」
と
髯
な
き
人
が
、
す
ぐ
言
い
添
え
て
ま
た
か
ら
か
ら
と
笑
う
。
女
の
頬
に
は
乳

色
の
底
か
ら
捕
え
が
た
き
笑
の
渦
（
う
ず
）
が
浮
き
上
っ
て
、
瞼
（
ま
ぶ
た
）
に
は
さ
っ
と
薄

き
紅
（
く
れ
な
い
）
を
溶
（
と
）
く
。 

「
縫
え
ば
ど
ん
な
色
で
」
と
髯
あ
る
は
真
面
目
（
ま
じ
め
）
に
き
く
。 

「
絹
買
え
ば
白
き
絹
、
糸
買
え
ば
銀
の
糸
、
金
の
糸
、
消
え
な
ん
と
す
る
虹
（
に
じ
）
の
糸
、

夜
と
昼
と
の
界
（
さ
か
い
）
な
る
夕
暮
の
糸
、
恋
の
色
、
恨
（
う
ら
）
み
の
色
は
無
論
あ
り
ま

し
ょ
」
と
女
は
眼
を
あ
げ
て
床
柱
（
と
こ
ば
し
ら
）
の
方
を
見
る
。
愁
（
う
れ
い
）
を
溶
（
と
）

い
て
錬
（
ね
）
り
上
げ
し
珠
（
た
ま
）
の
、
烈
（
は
げ
）
し
き
火
に
は
堪
（
た
）
え
ぬ
ほ
ど
に

涼
し
い
。
愁
の
色
は
昔
（
む
か
）
し
か
ら
黒
で
あ
る
。 

 

隣
へ
通
う
路
次
（
ろ
じ
）
を
境
に
植
え
付
け
た
る
四
五
本
の
檜
（
ひ
の
き
）
に
雲
を
呼
ん
で
、

今
や
ん
だ
五
月
雨
（
さ
み
だ
れ
）
が
ま
た
ふ
り
出
す
。
丸
顔
の
人
は
い
つ
か
布
団
（
ふ
と
ん
）

を
捨
て
て
椽
（
え
ん
）
よ
り
両
足
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
。「
あ
の
木
立
（
こ
だ
ち
）
は
枝
を
卸

14 

（
お
ろ
）
し
た
事
が
な
い
と
見
え
る
。
梅
雨
（
つ
ゆ
）
も
だ
い
ぶ
続
い
た
。
よ
う
飽
き
も
せ
ず

に
降
る
の
」
と
独
（
ひ
と
）
り
言
（
ご
と
）
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
ふ
と
思
い
出
し
た
体
（
て

い
）
に
て
、
吾
（
わ
）
が
膝
頭
（
ひ
ざ
が
し
ら
）
を
丁
々
（
ち
ょ
う
ち
ょ
う
）
と
平
手
を
た
て

に
切
っ
て
敲
（
た
た
）
く
。
「
脚
気
（
か
っ
け
）
か
な
、
脚
気
か
な
」 

 

残
る
二
人
は
夢
の
詩
か
、
詩
の
夢
か
、
ち
ょ
と
解
し
が
た
き
話
し
の
緒
（
い
と
ぐ
ち
）
を
た

ぐ
る
。 

「
女
の
夢
は
男
の
夢
よ
り
も
美
く
し
か
ろ
」
と
男
が
云
え
ば
「
せ
め
て
夢
に
で
も
美
く
し
き
国

へ
行
か
ね
ば
」
と
こ
の
世
は
汚
（
け
が
）
れ
た
り
と
云
え
る
顔
つ
き
で
あ
る
。
「
世
の
中
が
古

く
な
っ
て
、
よ
ご
れ
た
か
」
と
聞
け
ば
「
よ
ご
れ
ま
し
た
」
と
扇
（
が
ん
せ
ん
）
に
軽
（
か
ろ
）

く
玉
肌
（
ぎ
ょ
っ
き
）
を
吹
く
。
「
古
き
壺
（
つ
ぼ
）
に
は
古
き
酒
が
あ
る
は
ず
、
味
（
あ
じ

わ
）
い
た
ま
え
」
と
男
も
鵞
鳥
（
が
ち
ょ
う
）
の
翼
（
は
ね
）
を
畳
（
た
た
）
ん
で
紫
檀
（
し

た
ん
）
の
柄
（
え
）
を
つ
け
た
る
羽
団
扇
（
は
う
ち
わ
）
で
膝
の
あ
た
り
を
払
う
。
「
古
き
世

に
酔
え
る
も
の
な
ら
嬉
（
う
れ
）
し
か
ろ
」
と
女
は
ど
こ
ま
で
も
す
ね
た
体
で
あ
る
。 
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こ
の
時
「
脚
気
か
な
、
脚
気
か
な
」
と
し
き
り
に
わ
が
足
を
玩
（
も
て
あ
そ
）
べ
る
人
、
急

に
膝
頭
を
う
つ
手
を
挙
（
あ
）
げ
て
、
叱
（
し
っ
）
と
二
人
を
制
す
る
。
三
人
の
声
が
一
度
に

途
切
れ
る
間
を
ク
ク
ー
と
鋭
ど
き
鳥
が
、
檜
の
上
枝
（
う
わ
え
だ
）
を
掠
（
か
す
）
め
て
裏
の

禅
寺
の
方
へ
抜
け
る
。
ク
ク
ー
。 

「
あ
の
声
が
ほ
と
と
ぎ
す
か
」
と
羽
団
扇
を
棄
（
す
）
て
て
こ
れ
も
椽
側
（
え
ん
が
わ
）
へ
這

（
は
）
い
出
す
。
見
上
げ
る
軒
端
（
の
き
ば
）
を
斜
め
に
黒
い
雨
が
顔
に
あ
た
る
。
脚
気
を
気

に
す
る
男
は
、
指
を
立
て
て
坤
（
ひ
つ
じ
さ
る
）
の
方
（
か
た
）
を
さ
し
て
「
あ
ち
ら
だ
」
と

云
う
。
鉄
牛
寺
（
て
つ
ぎ
ゅ
う
じ
）
の
本
堂
の
上
あ
た
り
で
ク
ク
ー
、
ク
ク
ー
。 

「
一
声
（
ひ
と
こ
え
）
で
ほ
と
と
ぎ
す
だ
と
覚
（
さ
と
）
る
。
二
声
で
好
い
声
だ
と
思
う
た
」

と
再
び
床
柱
に
倚
（
よ
）
り
な
が
ら
嬉
し
そ
う
に
云
う
。
こ
の
髯
男
は
杜
鵑
（
ほ
と
と
ぎ
す
）

を
生
れ
て
初
め
て
聞
い
た
と
見
え
る
。
「
ひ
と
目
見
て
す
ぐ
惚
（
ほ
）
れ
る
の
も
、
そ
ん
な
事

で
し
ょ
か
」
と
女
が
問
を
か
け
る
。
別
に
恥
（
は
）
ず
か
し
と
云
う
気
色
（
け
し
き
）
も
見
え

ぬ
。
五
分
刈
（
ご
ぶ
が
り
）
は
向
き
直
っ
て
「
あ
の
声
は
胸
が
す
く
よ
だ
が
、
惚
れ
た
ら
胸
は
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痞
（
つ
か
）
え
る
だ
ろ
。
惚
れ
ぬ
事
。
惚
れ
ぬ
事
…
…
。
ど
う
も
脚
気
ら
し
い
」
と
拇
指
（
お

や
ゆ
び
）
で
向
脛
（
む
こ
う
ず
ね
）
へ
力
穴
（
ち
か
ら
あ
な
）
を
あ
け
て
見
る
。
「
九
仞
（
き

ゅ
う
じ
ん
）
の
上
に
一
簣
（
い
っ
き
）
を
加
え
る
。
加
え
ぬ
と
足
ら
ぬ
、
加
え
る
と
危
（
あ
や
）

う
い
。
思
う
人
に
は
逢
（
あ
）
わ
ぬ
が
ま
し
だ
ろ
」
と
羽
団
扇
（
は
う
ち
わ
）
が
ま
た
動
く
。

「
し
か
し
鉄
片
が
磁
石
に
逢
（
お
）
う
た
ら
？
」
「
は
じ
め
て
逢
う
て
も
会
釈
（
え
し
ゃ
く
）

は
な
か
ろ
」
と
拇
指
の
穴
を
逆
（
さ
か
）
に
撫
（
な
）
で
て
澄
ま
し
て
い
る
。 

「
見
た
事
も
聞
い
た
事
も
な
い
に
、
こ
れ
だ
な
と
認
識
す
る
の
が
不
思
議
だ
」
と
仔
細
（
し
さ

い
）
ら
し
く
髯
を
撚
（
ひ
ね
）
る
。
「
わ
し
は
歌
麻
呂
（
う
た
ま
ろ
）
の
か
い
た
美
人
を
認
識

し
た
が
、
な
ん
と
画
（
え
）
を
活
（
い
）
か
す
工
夫
は
な
か
ろ
か
」
と
ま
た
女
の
方
を
向
く
。

「
私
（
わ
た
し
）
に
は
―
―
認
識
し
た
御
本
人
で
な
く
て
は
」
と
団
扇
の
ふ
さ
を
繊
（
ほ
そ
）

い
指
に
巻
き
つ
け
る
。
「
夢
に
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
活
（
い
）
き
る
」
と
例
の
髯
が
無
造
作
（
む

ぞ
う
さ
）
に
答
え
る
。
「
ど
う
し
て
？
」
「
わ
し
の
は
こ
う
じ
ゃ
」
と
語
り
出
そ
う
と
す
る
時
、

蚊
遣
火
（
か
や
り
び
）
が
消
え
て
、
暗
き
に
潜
（
ひ
そ
）
め
る
が
つ
と
出
で
て
頸
筋
（
く
び
す
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じ
）
に
あ
た
り
を
ち
く
と
刺
す
。 

「
灰
が
湿
（
し
め
）
っ
て
い
る
の
か
知
ら
ん
」
と
女
が
蚊
遣
筒
を
引
き
寄
せ
て
蓋
（
ふ
た
）
を

と
る
と
、
赤
い
絹
糸
で
括
（
く
く
）
り
つ
け
た
蚊
遣
灰
が
燻
（
い
ぶ
）
り
な
が
ら
ふ
ら
ふ
ら
と

揺
れ
る
。
東
隣
で
琴
（
こ
と
）
と
尺
八
を
合
せ
る
音
が
紫
陽
花
（
あ
じ
さ
い
）
の
茂
み
を
洩
（
も
）

れ
て
手
に
と
る
よ
う
に
聞
え
出
す
。
す
か
し
て
見
る
と
明
け
放
ち
た
る
座
敷
の
灯
（
ひ
）
さ
え

ち
ら
ち
ら
見
え
る
。
「
ど
う
か
な
」
と
一
人
が
云
う
と
「
人
並
じ
ゃ
」
と
一
人
が
答
え
る
。
女

ば
か
り
は
黙
っ
て
い
る
。 

「
わ
し
の
は
こ
う
じ
ゃ
」
と
話
し
が
ま
た
元
へ
返
る
。
火
を
つ
け
直
し
た
蚊
遣
の
煙
が
、
筒
に

穿
（
う
が
）
て
る
三
つ
の
穴
を
洩
れ
て
三
つ
の
煙
と
な
る
。
「
今
度
は
つ
き
ま
し
た
」
と
女
が

云
う
。
三
つ
の
煙
り
が
蓋
（
ふ
た
）
の
上
に
塊
（
か
た
）
ま
っ
て
茶
色
の
球
（
た
ま
）
が
出
来

る
と
思
う
と
、
雨
を
帯
び
た
風
が
颯
（
さ
っ
）
と
来
て
吹
き
散
ら
す
。
塊
ま
ら
ぬ
間
（
う
ち
）

に
吹
か
る
る
と
き
に
は
三
つ
の
煙
り
が
三
つ
の
輪
を
描
（
え
が
）
い
て
、
黒
塗
に
蒔
絵
（
ま
き

え
）
を
散
ら
し
た
筒
の
周
囲
（
ま
わ
り
）
を
遶
（
め
ぐ
）
る
。
あ
る
も
の
は
緩
（
ゆ
る
）
く
、
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あ
る
も
の
は
疾
（
と
）
く
遶
る
。
ま
た
あ
る
時
は
輪
さ
え
描
く
隙
（
ひ
ま
）
な
き
に
乱
れ
て
し

ま
う
。「
荼
毘
（
だ
び
）
だ
、
荼
毘
だ
」
と
丸
顔
の
男
は
急
に
焼
場
の
光
景
を
思
い
出
す
。「
蚊

（
か
）
の
世
界
も
楽
じ
ゃ
な
か
ろ
」
と
女
は
人
間
を
蚊
に
比
較
す
る
。
元
へ
戻
り
か
け
た
話
し

も
蚊
遣
火
と
共
に
吹
き
散
ら
さ
れ
て
し
も
う
た
。
話
し
か
け
た
男
は
別
に
語
り
つ
づ
け
よ
う
と

も
せ
ぬ
。
世
の
中
は
す
べ
て
こ
れ
だ
と
疾
（
と
）
う
か
ら
知
っ
て
い
る
。 

「
御
夢
の
物
語
り
は
」
と
や
や
あ
り
て
女
が
聞
く
。
男
は
傍
（
か
た
わ
）
ら
に
あ
る
羊
皮
（
よ

う
ひ
）
の
表
紙
に
朱
で
書
名
を
入
れ
た
詩
集
を
と
り
あ
げ
て
膝
の
上
に
置
く
。
読
み
さ
し
た
所

に
象
牙
（
ぞ
う
げ
）
を
薄
く
削
（
け
ず
）
っ
た
紙
（
か
み
）
小
刀
（
ナ
イ
フ
）
が
挟
（
は
さ
）

ん
で
あ
る
。
巻
（
か
ん
）
に
余
っ
て
長
く
外
へ
食
（
は
）
み
出
し
た
所
だ
け
は
細
か
い
汗
を
か

い
て
い
る
。
指
の
尖
（
さ
き
）
で
触
（
さ
わ
）
る
と
、
ぬ
ら
り
と
あ
や
し
い
字
が
出
来
る
。「
こ

う
湿
気
（
し
け
）
て
は
た
ま
ら
ん
」
と
眉
（
ま
ゆ
）
を
ひ
そ
め
る
。
女
も
「
じ
め
じ
め
す
る
事
」

と
片
手
に
袂
（
た
も
と
）
の
先
を
握
っ
て
見
て
、「
香
（
こ
う
）
で
も
焚
（
た
）
き
ま
し
ょ
か
」

と
立
つ
。
夢
の
話
し
は
ま
た
延
び
る
。 
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宣
徳
（
せ
ん
と
く
）
の
香
炉
（
こ
う
ろ
）
に
紫
檀
（
し
た
ん
）
の
蓋
が
あ
っ
て
、
紫
檀
の
蓋

の
真
中
に
は
猿
を
彫
（
き
ざ
）
ん
だ
青
玉
（
せ
い
ぎ
ょ
く
）
の
つ
ま
み
手
が
つ
い
て
い
る
。
女

の
手
が
こ
の
蓋
に
か
か
っ
た
と
き
「
あ
ら
蜘
蛛
（
く
も
）
が
」
と
云
う
て
長
い
袖
（
そ
で
）
が

横
に
靡
（
な
び
）
く
、
二
人
の
男
は
共
に
床
（
と
こ
）
の
方
を
見
る
。
香
炉
に
隣
る
白
磁
（
は

く
じ
）
の
瓶
（
へ
い
）
に
は
蓮
（
は
す
）
の
花
が
さ
し
て
あ
る
。
昨
日
（
き
の
う
）
の
雨
を
蓑

（
み
の
）
着
て
剪
（
き
）
り
し
人
の
情
（
な
さ
）
け
を
床
（
と
こ
）
に
眺
（
な
が
）
む
る
莟
（
つ

ぼ
み
）
は
一
輪
、
巻
葉
は
二
つ
。
そ
の
葉
を
去
る
三
寸
ば
か
り
の
上
に
、
天
井
か
ら
白
金
（
し

ろ
が
ね
）
の
糸
を
長
く
引
い
て
一
匹
の
蜘
蛛
（
く
も
）
が
―
―
す
こ
ぶ
る
雅
（
が
）
だ
。 

「
蓮
の
葉
に
蜘
蛛
下
（
く
だ
）
り
け
り
香
を
焚
（
た
）
く
」
と
吟
じ
な
が
ら
女
一
度
に
数
弁
（
す

う
べ
ん
）
を
攫
（
つ
か
）
ん
で
香
炉
の
裏
（
う
ち
）
に
な
げ
込
む
。
「
蛸
（
し
ょ
う
し
ょ
う
）

懸
（
か
か
っ
て
）
不
揺
（
う
ご
か
ず
）
、
篆
煙
（
て
ん
え
ん
）
遶
竹
梁
（
ち
く
り
ょ
う
を
め
ぐ

る
）
」
と
誦
（
じ
ゅ
）
し
て
髯
（
ひ
げ
）
あ
る
男
も
、
見
て
い
る
ま
ま
で
払
わ
ん
と
も
せ
ぬ
。

蜘
蛛
も
動
か
ぬ
。
た
だ
風
吹
く
毎
に
少
し
く
ゆ
れ
る
の
み
で
あ
る
。 
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「
夢
の
話
し
を
蜘
蛛
も
き
き
に
来
た
の
だ
ろ
」
と
丸
い
男
が
笑
う
と
、「
そ
う
じ
ゃ
夢
に
画
（
え
）

を
活
（
い
）
か
す
話
し
じ
ゃ
。
き
き
た
く
ば
蜘
蛛
も
聞
け
」
と
膝
の
上
な
る
詩
集
を
読
む
気
も

な
し
に
開
く
。
眼
は
文
字
（
も
じ
）
の
上
に
落
つ
れ
ど
も
瞳
裏
（
と
う
り
）
に
映
ず
る
は
詩
の

国
の
事
か
。
夢
の
国
の
事
か
。 

「
百
二
十
間
の
廻
廊
が
あ
っ
て
、
百
二
十
個
の
灯
籠
（
と
う
ろ
う
）
を
つ
け
る
。
百
二
十
間
の

廻
廊
に
春
の
潮
（
う
し
お
）
が
寄
せ
て
、
百
二
十
個
の
灯
籠
が
春
風
（
し
ゅ
ん
ぷ
う
）
に
ま
た

た
く
、
朧
（
お
ぼ
ろ
）
の
中
、
海
の
中
に
は
大
き
な
華
表
（
と
り
い
）
が
浮
か
ば
れ
ぬ
巨
人
の

化
物
（
ば
け
も
の
）
の
ご
と
く
に
立
つ
。
…
…
」 

 

折
か
ら
烈
（
は
げ
）
し
き
戸
鈴
（
ベ
ル
）
の
響
が
し
て
何
者
か
門
口
（
か
ど
ぐ
ち
）
を
あ
け

る
。
話
し
手
は
は
た
と
話
を
や
め
る
。
残
る
は
ち
ょ
と
居
ず
ま
い
を
直
す
。
誰
も
這
入
（
は
い
）

っ
て
来
た
気
色
（
け
し
き
）
は
な
い
。
「
隣
だ
」
と
髯
（
ひ
げ
）
な
し
が
云
う
。
や
が
て
渋
蛇

（
し
ぶ
じ
ゃ
）
の
目
を
開
く
音
が
し
て
「
ま
た
明
晩
」
と
若
い
女
の
声
が
す
る
。
「
必
ず
」
と

答
え
た
の
は
男
ら
し
い
。
三
人
は
無
言
の
ま
ま
顔
を
見
合
せ
て
微
（
か
す
）
か
に
笑
う
。
「
あ
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れ
は
画
じ
ゃ
な
い
、
活
き
て
い
る
」「
あ
れ
を
平
面
に
つ
づ
め
れ
ば
や
は
り
画
だ
」「
し
か
し
あ

の
声
は
？
」
「
女
は
藤
紫
」
「
男
は
？
」
「
そ
う
さ
」
と
判
じ
か
ね
て
髯
が
女
の
方
を
向
く
。
女

は
「
緋
（
ひ
）
」
と
賤
（
い
や
）
し
む
ご
と
く
答
え
る
。 

「
百
二
十
間
の
廻
廊
に
二
百
三
十
五
枚
の
額
が
懸
（
か
か
）
っ
て
、
そ
の
二
百
三
十
二
枚
目
の

額
に
画
（
か
）
い
て
あ
る
美
人
の
…
…
」 

「
声
は
黄
色
で
す
か
茶
色
で
す
か
」
と
女
が
き
く
。 

「
そ
ん
な
単
調
な
声
じ
ゃ
な
い
。
色
に
は
直
（
な
お
）
せ
ぬ
声
じ
ゃ
。
強
（
し
）
い
て
云
え
ば
、

ま
、
あ
な
た
の
よ
う
な
声
か
な
」 

「
あ
り
が
と
う
」
と
云
う
女
の
眼
の
中
（
う
ち
）
に
は
憂
を
こ
め
て
笑
の
光
が
漲
（
み
な
）
ぎ

る
。 

 

こ
の
時
い
ず
く
よ
り
か
二
疋
（
ひ
き
）
の
蟻
（
あ
り
）
が
這
（
は
）
い
出
し
て
一
疋
は
女
の

膝
（
ひ
ざ
）
の
上
に
攀
（
よ
）
じ
上
（
の
ぼ
）
る
。
お
そ
ら
く
は
戸
迷
（
と
ま
ど
）
い
を
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
上
が
り
詰
め
た
上
に
は
獲
物
（
え
も
の
）
も
な
く
て
下
（
く
だ
）
り
路
（
み
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ち
）
を
す
ら
失
う
た
。
女
は
驚
ろ
い
た
様
（
さ
ま
）
も
な
く
、
う
ろ
う
ろ
す
る
黒
き
も
の
を
、

そ
と
白
き
指
で
軽
く
払
い
落
す
。
落
さ
れ
た
る
拍
子
（
ひ
ょ
う
し
）
に
、
は
た
と
他
の
一
疋
と

高
麗
縁
（
こ
う
ら
い
べ
り
）
の
上
で
出
逢
（
で
あ
）
う
。
し
ば
ら
く
は
首
と
首
を
合
せ
て
何
か

さ
さ
や
き
合
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
た
び
は
女
の
方
へ
は
向
わ
ず
、
古
伊
万
里
（
こ
い

ま
り
）
の
菓
子
皿
を
端
（
は
じ
）
ま
で
同
行
し
て
、
こ
こ
で
右
と
左
へ
分
れ
る
。
三
人
の
眼
は

期
せ
ず
し
て
二
疋
の
蟻
の
上
に
落
つ
る
。
髯
な
き
男
が
や
が
て
云
う
。 

「
八
畳
の
座
敷
が
あ
っ
て
、
三
人
の
客
が
坐
わ
る
。
一
人
の
女
の
膝
へ
一
疋
の
蟻
が
上
る
。
一

疋
の
蟻
が
上
っ
た
美
人
の
手
は
…
…
」 

「
白
い
、
蟻
は
黒
い
」
と
髯
が
つ
け
る
。
三
人
が
斉
（
ひ
と
）
し
く
笑
う
。
一
疋
の
蟻
は
灰
吹

（
は
い
ふ
き
）
を
上
り
つ
め
て
絶
頂
で
何
か
思
案
し
て
い
る
。
残
る
は
運
よ
く
菓
子
器
の
中
で

葛
餅
（
く
ず
も
ち
）
に
邂
逅
（
か
い
こ
う
）
し
て
嬉
し
さ
の
余
り
か
、
ま
ご
ま
ご
し
て
い
る
気

合
（
け
わ
い
）
だ
。 

「
そ
の
画
（
え
）
に
か
い
た
美
人
が
？
」
と
女
が
ま
た
話
を
戻
す
。 
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「
波
さ
え
音
も
な
き
朧
月
夜
（
お
ぼ
ろ
づ
き
よ
）
に
、
ふ
と
影
が
さ
し
た
と
思
え
ば
い
つ
の
間

（
ま
）
に
か
動
き
出
す
。
長
く
連
（
つ
ら
）
な
る
廻
廊
を
飛
ぶ
に
も
あ
ら
ず
、
踏
む
に
も
あ
ら

ず
、
た
だ
影
の
ま
ま
に
て
動
く
」 

「
顔
は
」
と
髯
な
し
が
尋
ね
る
時
、
再
び
東
隣
り
の
合
奏
が
聞
え
出
す
。
一
曲
は
疾
（
と
）
く

に
や
ん
で
新
た
な
る
一
曲
を
始
め
た
と
見
え
る
。
あ
ま
り
旨
（
う
ま
）
く
は
な
い
。 

「
蜜
を
含
ん
で
針
を
吹
く
」
と
一
人
が
評
す
る
と 

「
ビ
ス
テ
キ
の
化
石
を
食
わ
せ
る
ぞ
」
と
一
人
が
云
う
。 

「
造
り
花
な
ら
蘭
麝
（
ら
ん
じ
ゃ
）
で
も
焚
（
た
）
き
込
め
ば
な
る
ま
い
」
こ
れ
は
女
の
申
し

分
だ
。
三
人
が
三
様
（
さ
ん
よ
う
）
の
解
釈
を
し
た
が
、
三
様
共
す
こ
ぶ
る
解
し
に
く
い
。 

「
珊
瑚
（
さ
ん
ご
）
の
枝
は
海
の
底
、
薬
を
飲
ん
で
毒
を
吐
く
軽
薄
の
児
（
じ
）
」
と
言
い
か

け
て
吾
に
帰
り
た
る
髯
が
「
そ
れ
そ
れ
。
合
奏
よ
り
夢
の
続
き
が
肝
心
（
か
ん
じ
ん
）
じ
ゃ
。

―
―
画
か
ら
抜
け
だ
し
た
女
の
顔
は
…
…
」
と
ば
か
り
で
口
ご
も
る
。 

「
描
（
え
が
）
け
ど
も
成
ら
ず
、
描
け
ど
も
成
ら
ず
」
と
丸
き
男
は
調
子
を
と
り
て
軽
く
銀
椀
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（
ぎ
ん
わ
ん
）
を
叩
（
た
た
）
く
。
葛
餅
を
獲
（
え
）
た
る
蟻
は
こ
の
響
き
に
度
を
失
し
て
菓

子
椀
の
中
を
右
左
（
み
ぎ
ひ
だ
）
り
へ
馳
（
か
）
け
廻
る
。 

「
蟻
の
夢
が
醒
（
さ
）
め
ま
し
た
」
と
女
は
夢
を
語
る
人
に
向
っ
て
云
う
。 

「
蟻
の
夢
は
葛
餅
か
」
と
相
手
は
高
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
笑
う
。 

「
抜
け
出
ぬ
か
、
抜
け
出
ぬ
か
」
と
し
き
り
に
菓
子
器
を
叩
く
は
丸
い
男
で
あ
る
。 

「
画
か
ら
女
が
抜
け
出
る
よ
り
、
あ
な
た
が
画
に
な
る
方
が
、
や
さ
し
ゅ
う
御
座
ん
し
ょ
」
と

女
は
ま
た
髯
に
き
く
。 

「
そ
れ
は
気
が
つ
か
な
ん
だ
、
今
度
か
ら
は
、
こ
ち
が
画
に
な
り
ま
し
ょ
」
と
男
は
平
気
で
答

え
る
。 

「
蟻
も
葛
餅
に
さ
え
な
れ
ば
、
こ
ん
な
に
狼
狽
（
う
ろ
た
）
え
ん
で
も
済
む
事
を
」
と
丸
い
男

は
椀
を
う
つ
事
を
や
め
て
、
い
つ
の
間
に
や
ら
葉
巻
を
鷹
揚
（
お
う
よ
う
）
に
ふ
か
し
て
い
る
。 

 

五
月
雨
（
さ
み
だ
れ
）
に
四
尺
伸
び
た
る
女
竹
（
め
だ
け
）
の
、
手
水
鉢
（
ち
ょ
う
ず
ば
ち
）

の
上
に
蔽
（
お
お
）
い
重
な
り
て
、
余
れ
る
一
二
本
は
高
く
軒
に
逼
（
せ
ま
）
れ
ば
、
風
誘
う


