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は
じ
め
に

　

日
本
に
お
け
る
美
意
識
の
根
底
に
は
、
常
に
、
季
節
折
々
の
美
し
さ
と
、
そ

の
移
ろ
い
に
よ
る
儚
さ
の
存
在
、
そ
し
て
、
巡
る
季
節
へ
寄
せ
る
思
い
が
あ
る
。

「
雪
月
花
」「
花
鳥
風
月
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
四
季
の
景
物
は
、
物
語
や
詩
歌

の
伝
統
を
積
み
重
ね
つ
つ
、
そ
の
余
情
を
深
め
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
と
り
わ

け
和
歌
・
連
歌
な
ど
短
詩
型
文
学
に
お
い
て
季
節
の
題
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、

や
が
て
固
有
の
本
意
を
持
つ
「
季
節
の
こ
と
ば
」
と
し
て
、
繰
り
返
し
詠
出
の

対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
俳
諧
で
は
、そ
の
対
象
が
日
常
世
界
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、

生
活
の
諸
相
に
ま
で
季
節
が
見
い
だ
さ
れ
て
く
る
。
こ
う
し
て「
季
題
」「
季
語
」

は
、
伝
統
に
根
ざ
し
た
本
意
と
、
作
者
の
実
感
と
の
相
克
を
孕
ん
で
、
一
句
の

句
意
を
も
左
右
す
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

芭
蕉
の
季
語
に
対
す
る
考
え
は
、『
三
冊
子
』
や
『
去
来
抄
』
の
記
述
な
ど

を
も
と
に
、
新
た
な
季
語
の
発
掘
や
季
語
に
関
す
る
柔
軟
な
態
度
が
喧
伝
さ
れ

て
き
た
。
従
来
の
季
語
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
俳
論
の
記
述
や
季
寄
せ
・
歳
時

記
の
調
査
を
中
心
に
行
わ
れ
、
ま
た
、
部
立
や
前
書
・
題
な
ど
を
特
定
し
や
す

い
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
発
句
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た

め
、
連
句
の
季
語
に
つ
い
て
も
、
発
句
で
の
扱
い
を
援
用
す
る
形
で
片
付
け
ら

れ
、「
連
句
季
語
」（
以
下
、
発
句
の
季
語
と
区
別
し
て
連
句
で
使
用
さ
れ
た
季
語
を

「
連
句
季
語
」
と
仮
称
す
る
）
の
扱
い
と
い
う
側
面
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
⑴
。
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
殊
に
芭
蕉
た
ち
の
時
代
に
お
い
て
は
、

俳
諧
の
中
心
は
連
句
に
あ
っ
た
。
連
句
は
、
人
情
・
世
態
・
風
俗
の
諸
相
を
詠

み
込
む
こ
と
で
付
合
世
界
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
連
句
の
形
態
が
、

連
句
季
語
を
多
種
多
様
な
も
の
と
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ

こ
に
使
用
さ
れ
る
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
自
ず
か
ら
多
く
、
伝
統
的
な
季

題
か
ら
日
常
的
な
事
象
に
お
け
る
時
節
の
表
象
に
い
た
る
ま
で
、
発
句
と
は
異

な
る
多
様
な
季
語
体
系
が
連
句
に
は
想
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。そ
の
意
味
で
、

発
句
の
季
語
と
は
ま
た
別
の
形
で
連
句
季
語
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
連
句
季
語
の
実
態
調
査
に
も
と
づ
い
て
、
連
句
に
お
け

る
季
節
の
扱
い
の
分
析
を
試
み
た
。
そ
こ
に
は
、
連
句
な
ら
で
は
の
季
の
扱
い

や
季
語
の
傾
向
、
時
期
的
変
遷
な
ど
、
連
句
季
語
の
詠
ま
れ
方
が
見
て
取
れ
る
。

こ
う
し
た
連
句
で
の
扱
い
に
関
し
て
、
使
用
さ
れ
た
季
語
の
様
相
と
変
化
、
表

現
方
法
の
特
徴
を
含
め
、
以
下
四
章
に
分
け
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
調
査
に
あ
た
っ
て
の
詳
細
は
稿
末
に
示
し
た
が
、
今
回
は
歌
仙
形
式

が
一
般
化
し
、
い
わ
ゆ
る
蕉
門
の
確
立
と
さ
れ
る
貞
享
元
年
『
冬
の
日
』
以
降

の
芭
蕉
連
句
の
季
語
の
扱
い
方
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
使
用
さ
れ
た
季
語
の
傾

向
と
特
徴
、
そ
の
実
態
を
、
貞
享
以
前
の
連
句
や
芭
蕉
発
句
と
の
比
較
を
視
野

に
入
れ
て
分
析
を
行
っ
た
。
季
の
認
定
に
関
し
て
は
、『
校
本
芭
蕉
全
集
』や『
芭

蕉
連
句
抄
』『
芭
蕉
連
句
全
註
解
』
な
ど
、
先
行
す
る
諸
注
釈
を
参
考
に
、
当

時
の
季
寄
せ
・
歳
時
記
類
と
の
対
照
や
、
当
時
の
用
例
や
式
目
と
の
関
連
、
連

句
の
季
の
扱
い
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
一
つ
一
つ
検
討
し
た
結
果
、
諸
説
に
対
し

て
訂
正
を
施
し
、
私
に
ふ
さ
わ
し
く
改
め
た
も
の
が
あ
る
。
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二

　
　
　

一
、
使
用
さ
れ
た
季
語
の
概
観

　

上
段
に
示
し
た
表
①
は
、
貞
享
元
年
『
冬
の
日
』
以
降
の
芭
蕉
一
座
の
連
句

に
用
い
ら
れ
た
季
語
、
貞
享
期
以
前
の
芭
蕉
の
一
座
し
た
連
句
に
お
け
る
季
語

の
う
ち
、
連
句
に
お
い
て
上
位
に
挙
げ
ら
れ
た
季
語
と
、
芭
蕉
発
句
に
お
い
て

多
く
用
い
ら
れ
た
季
語
の
、
集
計
上
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
⑵
。

（
１
）
発
句
・
連
句

　

お
よ
そ
一
〇
〇
〇
句
あ
る
と
さ
れ
る
芭
蕉
発
句
に
お
い
て
、
そ
の
総
数
が
異

な
る
た
め
、
連
句
季
語
と
の
分
布
に
関
し
て
は
そ
の
数
を
一
概
に
は
比
較
で
き

な
い
が
、
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
季
語
の
種
類
は
連
句
季
語
と
似
通
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
表
①
を
見
れ
ば
、発
句
の
季
語
上
位
に
は「
月
」「
花
」「
雪
」「
梅
」

「
菊
」「
ほ
と
と
ぎ
す
」
な
ど
、
伝
統
的
な
季
題
が
並
ぶ
。
と
り
わ
け
、
発
句
の

季
語
に
は
、
季
節
の
風
物
詩
で
あ
る
植
物
名
（
花
の
名
）
が
多
く
見
ら
れ
る
の

が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、連
句
季
語
で
は
、「
雪
」「
露
」「
霞
」「
時

雨
」「
か
げ
ろ
ふ
」
な
ど
の
気
象
に
関
わ
る
季
語
が
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
ら
に

細
か
く
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
た
季
語
に
は
い
く
つ
か
特
徴
が
見
い
だ

せ
る
。
ま
ず
は
、
連
句
季
語
と
比
較
し
な
が
ら
発
句
・
連
句
双
方
の
季
語
の
特

徴
を
ま
と
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　

発
句
で
は
、景
物
、と
く
に
「
梅
」「
菊
」「
桜
」「
柳
」
な
ど
の
植
物
が
多
い
。

ま
た
、「
雪
」「
霜
」「
時
雨
」「
霰
」「
こ
が
ら
し
」
や
「
五
月
雨
」「
春
雨
」
な

ど
の
気
象
に
関
わ
る
も
の
、
な
か
で
も
冬
の
気
象
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
見
ら

れ
る
。
総
じ
て
、
四
季
折
々
の
風
物
詩
が
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
和
歌
・

連
歌
以
来
の
伝
統
的
な
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
、
連
句
に

は
季
節
名
が
四
季
を
問
わ
ず
多
く
、「
寒
し
」
な
ど
の
寒
暖
の
感
覚
を
あ
ら
わ

す
季
語
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

季
語
の
本
季
を
見
て
み
る
と
、
発
句
で
は
四
季
の
偏
り
が
あ
ま
り
な
い
の
に
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表
①
季
語
の
集
計
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対
し
て
、
連
句
で
は
春
・
秋
の
季
語
に
偏
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
季
の
式
目
の
関

連
で
春
・
秋
の
季
語
が
自
ず
か
ら
多
く
な
る
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も

「
雪
」「
冬
」「
時
雨
」「
霜
」「
霰
」「
寒
し
」
な
ど
冬
の
季
語
が
上
位
に
多
く
見

ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
夏
の
季
語
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
「
夏
」
と
い
う
季
節

名
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。
さ
ら
に
、
発
句
で
上
位
に
見
ら
れ

た
「
五
月
雨
」
や
「
涼
し
」「
瓜
」「
蛍
」「
麦
」「
蝉
」
な
ど
の
夏
の
季
語
は
連

句
に
お
い
て
は
上
位
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
詠
み
込
ま
れ
た
数
の

少
な
い
夏
の
季
語
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
で
あ
る
。
総
じ
て
、
発
句
に
比
し

て
連
句
で
は
、
夏
の
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い
こ
と
も
特
徴
と
い
え

よ
う
。

　

一
方
、連
句
の
上
位
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
「
盆
」
や
「
の
ど
か
」「
雉
子
」「
稲
」

「
栗
」
な
ど
は
、
発
句
の
上
位
に
は
な
く
、
い
ず
れ
も
数
例
見
ら
れ
る
だ
け
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
春
・
秋
の
句
数
の
多
さ
に
関
連
し
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の

多
さ
と
考
え
ら
れ
る
、
連
句
特
有
の
頻
出
季
語
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
こ
う
し
た
連
句
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
多
く
詠
み
込
ま
れ
た
季
語
を
見

て
み
る
と
、「
露
」「
霞
」「
霧
」「
霜
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
秋

の
霧
と
春
の
霞
の
読
み
替
え
や
、
月
光
の
露
と
実
際
の
露
な
ど
の
よ
う
に
語
の

持
つ
多
義
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
、
ま
た
、
気
象
な
ど
本
季
と
実
際
の
季

感
に
幅
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
読
み
替
え
の
し
や
す
い
季
語
が
、
連

句
に
は
よ
り
多
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

（
２
）
連
句
に
お
け
る
頻
出
季
語

　

季
語
に
は
、
こ
の
よ
う
に
連
句
に
特
徴
的
な
も
の
と
発
句
に
特
徴
的
な
も
の

と
い
う
よ
う
に
、
使
用
頻
度
に
お
い
て
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
差
異

が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
も
と
に
、
表
①
か
ら
は
以
下
の
よ
う
な
連
句

季
語
の
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
。

　

な
か
で
も
、
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
季
語
は
芭
蕉
連
句
に
お
い
て
何
度
も
使
用

さ
れ
た
頻
出
季
語
と
し
て
、そ
の
扱
い
が
注
目
さ
れ
る
。連
句
最
上
位
に
は「
月
」

「
花
」
が
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
連
句
に
お
け
る
「
月
」「
花
」
は
定
座
の
関

係
か
ら
、
一
定
数
詠
ま
れ
る
必
要
が
あ
り
、
読
み
込
み
方
の
意
識
が
異
な
る
。

そ
の
た
め
、
数
を
一
概
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
一
般
に
連
句

で
の
「
月
」「
花
」
に
つ
い
て
「
二
花
三
月
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
比

率
が
二
対
三
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、芭
蕉
の
捌
き
が
、

い
か
に
、
連
句
で
の
形
式
を
固
定
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
い
か
に

式
目
を
遵
守
し
て
い
た
か
を
物
語
る
数
値
で
あ
る
。

　

こ
の
「
月
」「
花
」
を
筆
頭
に
、貞
享
以
降
の
連
句
集
計
上
位
に
は
、「
秋
」「
春
」

な
ど
季
節
名
が
並
ぶ
。
第
一
に
、
こ
の
季
節
名
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

〈
季
節
名
〉

「
秋
」
一
八
〇
例
、「
春
」
一
六
五
例
、「
冬
」
二
七
例
、「
夏
」
一
三
例
。

　
「
秋
」
次
い
で
「
春
」
が
多
い
の
は
、句
数
の
関
係
で
当
然
の
結
果
で
は
あ
る
。

「
冬
」
は
二
七
例
で
、「
夏
」
は
一
三
例
と
少
な
い
。
一
方
、
発
句
で
は
、「
秋
」

が
突
出
し
て
多
く
詠
み
込
ま
れ
る
。
次
に
「
春
」、「
夏
」、「
冬
」
の
順
で
あ
る
。

連
句
で
は
「
夏
」
が
最
も
少
な
か
っ
た
が
、
発
句
で
は
「
冬
」
の
方
が
少
な
い

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
季
節
名
を
詠
み
込
ん
だ
句
に
関
し
て
は
、
章
を
改
め
て

分
析
す
る
。

　

こ
う
し
た
季
節
名
の
次
に
多
く
見
ら
れ
る
の
が
、「
雪
」「
霞
」「
か
げ
ろ
ふ
」

や
「
砧
」「
霧
」「
時
鳥
」「
鴬
」「
蝶
」「
時
雨
」「
霜
」
な
ど
の
伝
統
的
な
季
題

で
あ
る
。
連
句
に
お
い
て
詠
句
の
対
照
を
日
常
卑
近
な
題
材
に
広
げ
て
は
い
て

も
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
季
題
が
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
季

語
の
持
つ
季
感
を
利
用
し
た
季
の
句
の
展
開
の
仕
方
を
物
語
る
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
季
語
と
季
の
句
と
の
考
察
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
も
の
と
す
る
。
殊
に
、
貞
享
以
前
の
連
句
季
語
に
は
こ
う
し
た
伝
統
題
が

多
く
、
季
節
の
展
開
に
お
い
て
季
語
の
季
感
の
優
位
性
が
注
目
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
季
語
の
使
用
に
は
、
時
期
的
変
遷
が
大
き
く
関
わ
っ
て
き
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そ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
時
期
的
な
傾
向
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
し
く
検

討
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
貞
享
以
降
の
集
計
に
は
、「
寒
し
」「
あ
た
た
か
」
な
ど
の
寒
暖

の
感
覚
を
示
す
季
語
が
見
え
る
。
連
句
季
語
の
特
徴
の
第
二
に
は
、
こ
の
寒
暖

の
感
覚
に
関
わ
る
季
語
の
扱
い
が
挙
げ
ら
れ
る
。発
句
に
お
い
て
も「
寒
し
」「
涼

し
」
が
上
位
に
あ
る
。
実
は
、寒
暖
の
感
覚
は
、季
節
の
表
現
と
し
て
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
豊
か
に
詠
み
込
ま
れ
た
季
語
で
あ
る
。「
寒
し
」
や
「
涼
し
」
な
ど
固

定
化
さ
れ
た
表
現
の
み
な
ら
ず
、「
う
そ
寒
」「
や
や
寒
」
な
ど
の
秋
に
お
け
る

寒
し
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
季
節
の
感
覚
表
現
は
細
分
化
さ
れ
、
様
々
な

形
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
数
と
し
て
は
ま
と
ま
り
が
見
え
な
い
が
、

感
覚
表
現
の
バ
リ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
寒
暖
の
感
覚
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

〈
寒
暖
の
感
覚
〉

「
寒
し
」が
一
八
例
と
多
い
。
次
い
で「
あ
た
た
か
」一
一
例
、「
涼
し
」「
や

や
寒
」「
肌
寒
」
八
例
、「
冴
ゆ
」
五
例
、「
ひ
や
や
か
」「
暑
し
」
四
例
、

「
す
さ
ま
じ
」「
身
に
し
む
」
三
例
。「
う
そ
寒
」
二
例
。

　

春
の
季
語
「
あ
た
た
か
」
よ
り
も
、
冬
の
季
語
「
寒
し
」
が
多
い
の
は
興
味

深
い
。
ま
た
、「
寒
し
」
は
、
冬
の
句
だ
け
で
な
く
、「
や
や
寒
」「
肌
寒
」「
う

そ
寒
」
な
ど
、
秋
の
季
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
感
覚
は
、

季
節
の
移
り
変
わ
り
を
よ
く
表
現
す
る
語
と
し
て
、
四
季
折
々
の
「
変
化
」
が

詠
み
込
ま
れ
る
連
句
に
お
い
て
用
い
や
す
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま

た
、
寒
暖
の
感
覚
は
季
移
り
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
お
り
⑶
、
感
覚
で
あ
る
た

め
に
他
の
季
節
と
共
に
用
い
ら
れ
や
す
く
、
さ
ら
に
、「
寒
し
」
な
ら
ば
、
空

虚
感
・
冷
た
さ
・
緊
張
感
、「
あ
た
た
か
」
な
ら
ば
、
幸
福
感
・
満
足
感
・
倦

怠
感
な
ど
と
い
っ
た
心
情
表
現
と
も
結
び
つ
く
こ
と
で
、
転
じ
の
面
で
も
用
い

や
す
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、他
の
季
節
と
共
に
詠
み
込
ま
れ
る
と
そ
の
「
季
節
」

と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
示
す
こ
と
で
、
句
中
の
世
界
の
実
感
が
増
し
、
よ
り
共
感
の

得
ら
れ
る
句
作
と
な
る
。

　

以
下
は
、
連
句
特
有
の
用
い
ら
れ
方
を
す
る
季
語
で
あ
る
。
季
節
の
展
開
に

お
い
て
、雑
の
句
を
挟
む
こ
と
な
く
、季
の
句
か
ら
直
接
他
季
へ
移
行
す
る
「
季

移
り
」
の
付
合
に
お
い
て
多
く
用
い
ら
れ
る
季
語
は
、と
り
わ
け
、連
句
の
ル
ー

ル
や
連
句
の
形
態
に
即
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
最
も
連
句
特

有
の
季
語
で
あ
り
、
連
句
特
有
の
扱
わ
れ
方
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

〈
季
移
り
に
多
く
用
い
ら
れ
る
季
語
〉

「
霧
」「
露
」「
霜
」「
ほ
と
と
ぎ
す
」「
雪
」、
寒
暖
の
感
覚
。

　

こ
れ
ら
は
、
連
句
特
有
の
扱
わ
れ
方
を
す
る
語
で
あ
り
、
季
語
の
持
つ
実
際

の
季
節
と
し
て
の
幅
や
（「
雪
」
な
ら
ば
晩
秋
か
ら
初
春
な
ど
）、
季
語
以
外
の

意
味
、
比
喩
的
な
用
い
ら
れ
方
（「
露
」
な
ら
ば
儚
さ
な
ど
）、
類
似
す
る
語
と

の
見
替
え
（
た
と
え
ば
、
秋
の
「
霧
」
と
春
の
「
霞
」）
な
ど
、
多
義
性
に
よ
っ

て
、
連
句
に
特
徴
的
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。
特
に
、
初
裏
の
花
前
に
用
い
ら
れ

る
た
め
、秋
の
季
語
が
多
い
。「
露
」「
霧
」
が
集
計
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

花
前
で
の
季
移
り
に
際
し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

〈
連
句
の
発
句
に
多
く
用
い
ら
れ
る
季
語
〉

「
瓜
」「
桜
」「
牡
丹
」「
柳
」「
時
雨
」。

　

芭
蕉
発
句
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、こ
れ
ら
の
季
語
は
、

い
ず
れ
も
平
句
で
は
な
く
、
発
句
に
用
い
ら
れ
や
す
い
季
語
と
い
え
る
。

〈
挙
句
に
多
く
用
い
ら
れ
る
季
語
〉

「
藤
」「
か
げ
ろ
ふ
」「
霞
む
」「
柳
」「
燕
」。

　

挙
句
の
詠
み
方
の
特
色
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
強
い
季
語
と
い
え

る
。
芭
蕉
発
句
で
は
、
こ
れ
ら
の
季
語
は
少
な
く
、
連
句
で
の
特
色
で
も
あ
る
。

　

こ
の
他
、
数
の
ま
と
ま
り
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
傾
向
を
特
筆
す
べ

き
も
の
と
し
て
「
月
名
」「
節
句
」
に
関
わ
る
季
語
を
ま
と
め
て
お
く
。
こ
れ

ら
は
、
先
に
挙
げ
た
「
四
季
名
」
の
季
語
同
様
、
連
句
で
特
徴
的
に
用
い
ら
れ

た
季
語
で
あ
る
。
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五

〈
月
名
〉「

師
走
」「
弥
生
」
九
例
、「
如
月
」「
水
無
月
」
五
例
、「
正
月
」「
五
月
」

三
例
、「
卯
月
」
二
例
。

　

連
句
で
は「
月
」と
の
兼
ね
合
い
（「
月
」と
月
次
の
月
は
三
句
去
）
か
ら
、一
見
、

詠
ま
れ
な
い
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
意
外
に
も
、
比
較
的
多
く
詠
み
込
ま
れ

て
い
る
。
発
句
で
は
「
師
走
」
が
特
に
多
く
、「
弥
生
」
は
全
く
詠
み
込
ま
れ

て
い
な
い
。
発
句
に
お
い
て
、
他
の
月
名
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、「
師
走
」

に
集
中
し
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
連
句
に
お
い
て
こ
れ
だ
け
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
月
名
」
の
季
語
が
、
連
句

に
お
い
て
よ
く
詠
み
込
ま
れ
る
素
材
と
い
え
る
。

〈
節
句
・
日
な
ど
〉

「
七
夕
」
四
例
、「
子
日
」
三
例
、「
節
分
」
一
例
。

　

発
句
に
お
い
て
も「
七
夕
」は
多
く
詠
ま
れ
る
。
節
句
の
中
で
も「
七
夕
」「
子

日
」
の
二
者
が
突
出
し
て
い
る
が
、
い
わ
れ
が
わ
か
り
や
す
く
、
物
語
性
が
強

い
た
め
、
句
作
し
や
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
発
句
で
は
、
こ
う
し
た
節
句

や
時
候
に
関
わ
る
語
が
題
と
し
て
多
く
詠
ま
れ
た
り
、
句
中
に
詠
み
込
ま
れ
る

傾
向
が
あ
る
が
、
連
句
に
は
あ
ま
り
詠
み
込
ま
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
常
に
付

合
世
界
で
の
解
釈
を
要
求
さ
れ
る
連
句
に
お
い
て
は
、
時
節
が
限
定
さ
れ
す
ぎ

る
た
め
、付
句
へ
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
自
然
と
避
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
七
夕
」（
秋
）、「
子
日
」（
春
）
は
そ
れ
ぞ
れ
春
・
秋
の
季
語
で
あ
り
、
両
者

と
も
春
・
秋
の
一
句
目
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
句
に
恋
句
が
多
い
の
も
共
通

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
七
夕
」「
子
日
」
の
背
景
が
影
響
し
、
恋
の
転
じ
を
主

眼
に
置
く
こ
と
で
、
句
の
展
開
に
変
化
を
持
た
せ
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
貞
享
以
前
・
以
後

　

表
①
の
最
下
段
に
は
、貞
享
以
前
の
連
句
季
語
の
集
計
上
位
を
示
し
て
あ
る
。

そ
れ
を
見
れ
ば
、
貞
享
以
前
で
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
の
は
、
春
・
秋
で
は

季
節
名
と
「
霞
」「
柳
」「
鴬
」「
藤
」、「
露
」「
雁
」「
霧
」「
薄
」
な
ど
の
伝

統
的
な
季
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
貞
享
以
前
の
連
句
に
お
い
て
、「
露
」
が

非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
数
の
多
さ
か
ら
わ
か
る
。
連
句
の

発
句
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
詠
み
込
ま
れ
た
場
所
に
偏
り
は
と
く

に
見
い
だ
せ
な
い
。
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
「
露
」
全
五
三
例
が
三
二
巻
（
寛

文
・
延
宝
二
五
巻
・
天
和
七
巻
）
の
連
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、「
露
」
が
一
巻
の
中
で
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
季
語
で
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
⑷
。
し
か
も
、
歌
仙
形
式
・
百
韻
形
式
に
関
わ
ら
ず
、
複
数

回
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
露
」
と
は
、
貞
享
以
前
の
連
句

に
お
い
て
、
最
も
常
套
的
な
秋
の
季
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

う
し
た
「
露
」
の
扱
い
は
『
冬
の
日
』
以
降
の
連
句
に
お
い
て
見
ら
れ
な
く
な

る
。
一
巻
に
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
た
の
は
二
巻
の
み
で
、
残
り
の
五
七
巻
に
お

い
て
は
、
複
数
回
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
貞
享
以
降
の

連
句
は
、
一
巻
で
繰
り
返
し
季
語
を
使
用
す
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
に
、
秋
の

季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た
と
推
察
で
き
る
。

　

ま
た
、
貞
享
以
前
の
冬
の
季
語
で
は
、「
雪
」「
時
雨
」「
霜
」
の
数
が
一
様

に
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
貞
享
以
降
の
連
句
に
お
い
て
、

冬
の
季
語
と
し
て
「
雪
」
が
い
か
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

「
雪
」
は
連
句
全
体
で
一
〇
六
例
（
貞
享
以
前
：
八
八
／
貞
享
以
降
：
一
八
）、
発

句
で
四
三
例
と
連
句
で
も
発
句
で
も
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
季
語
で
あ
る
。

連
句
に
は
、
春
・
秋
の
句
数
が
関
係
す
る
た
め
、
連
句
で
詠
ま
れ
た
季
語
の
上

位
に
、
秋
や
春
を
本
季
に
持
つ
季
語
が
多
い
の
が
当
然
な
の
だ
が
、
そ
の
中
で

冬
を
本
季
に
持
つ
「
雪
」
が
、「
月
」「
花
」、「
春
」「
秋
」
に
次
い
で
多
く
詠

ま
れ
た
季
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⑸
。
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貞
享
以
前
の
連
句
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
季
題
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
夏
・

冬
で
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
内
実
を
見
て
み
る
と
、
夏
・
冬
と
も
に
季

節
名
が
上
位
に
見
ら
れ
な
い
。
夏
の
季
語
で
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
両
者
に
共

通
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
貞
享
以
降
に
「
鰹
」
や
「
清
水
」
と
い
っ

た
季
語
が
上
位
に
見
ら
れ
ず
、
代
わ
っ
て
「
夏
」
と
い
う
季
節
名
が
多
く
詠
ま

れ
た
と
い
う
の
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
貞
享
以
前
と
以
後
で
は
、
と
り

わ
け
夏
・
冬
に
お
い
て
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
、
伝
統
的
季
題
を
詠
み
込

む
と
い
う
こ
と
か
ら
、た
と
え
ば
、「
冬
の
朝
」
や
「
夏
の
山
」
な
ど
の
よ
う
に
、

季
節
名
を
冠
す
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
季
節
の
詞
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
く
と

い
う
季
語
の
用
い
方
に
変
容
し
て
い
る
⑹
。

　

以
上
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
表
①
を
一
覧
し
て
、
量
的
観
点
か
ら
特
徴
づ

け
ら
れ
る
季
語
な
ど
は
わ
か
り
や
す
い
。
だ
が
、
一
見
そ
の
差
異
の
見
え
づ
ら

い
発
句
・
連
句
双
方
に
同
じ
よ
う
に
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
、
代
表
的
な
季

語
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
貞
享
以
降
、
二
〇
例
以
上
詠
ま
れ
た
季
語
に
つ

い
て
見
て
み
る
と
、
和
歌
以
来
の
伝
統
的
な
季
題
が
多
く
、
発
句
や
貞
享
以

前
と
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
に
見
て
み
る
と
、「
露
」

や「
雪
」「
蝶
」な
ど
は
、時
期
を
問
わ
ず
多
く
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
霧
」

「
砧
」
な
ど
は
貞
享
期
を
中
心
に
用
い
ら
れ
た
季
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
か
げ
ろ
ふ
」「
鴬
」「
時
雨
」「
霜
」
な
ど
は
元
禄
三
年
以
降
、
晩
年
に
か
け
て

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
春
」「
夏
」「
秋
」「
冬
」
と
い
う
四
季
名

も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
期
に
よ
っ
て
季
語
の
使
用
に
は
偏
り
が
見

ら
れ
る
。「
風
狂
」の
志
向
や
季
移
り
の
付
合
が
頻
出
す
る
な
ど
、季
の
混
み
合
っ

た
貞
享
期
の
作
風
か
ら
、
人
事
句
に
重
き
が
置
か
れ
「
か
る
み
」
の
志
向
が
指

摘
さ
れ
る
晩
年
に
か
け
て
の
作
風
の
変
化
が
、
季
語
の
使
用
に
影
響
を
与
え
て

い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
句
に
お
け
る
表
現
の
問
題
を
含
め
、
こ
う
し
た
連

句
季
語
の
時
代
的
変
遷
に
関
し
て
は
、
以
下
、
章
を
改
め
て
見
て
い
き
た
い
。

　
　
　

二
、
季
語
の
時
期
的
変
遷

　

芭
蕉
が
一
座
し
た
連
句
は
、
お
よ
そ
二
一
〇
巻
、
七
六
〇
〇
句
あ
る
。
そ
の

う
ち
、
季
の
句
は
五
一
・
四
％
に
相
当
す
る
、
三
九
〇
〇
句
ほ
ど
詠
ま
れ
て
い

る
。
時
代
ご
と
の
分
布
を
大
ま
か
に
見
て
み
る
と
、『
冬
の
日
』
以
降
の
連
句

が
、
季
の
句
は
三
〇
五
〇
句
ほ
ど
で
五
三
％
、
そ
れ
以
前
で
は
八
六
〇
句
ほ
ど

で
四
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

（
１
）
季
句
の
割
合

　

次
頁
上
段
の
表
②
は
、貞
享
元
年
『
冬
の
日
』
以
降
の
芭
蕉
一
座
の
連
句
を
、

連
衆
・
地
域
な
ど
で
傾
向
の
異
な
る
可
能
性
を
考
え
、
便
宜
的
に
興
行
地
域
を

踏
ま
え
て
八
期
に
分
類
し
、
そ
の
中
で
の
季
の
句
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
参
考
と
し
て
貞
享
以
前
の
連
句
の
季
の
割
合
、
ま
た
芭
蕉
発
句
の

四
季
句
数
を
示
し
て
あ
る
。
貞
享
以
前
の
連
句
に
お
い
て
は
、
百
韻
形
式
が
多

く
、
季
の
比
率
を
同
様
に
比
較
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
参
考
と
し
て
考
え

て
お
く
。
以
下
、
こ
の
八
区
分
に
も
と
づ
い
て
、
時
代
的
な
傾
向
や
連
衆
の
嗜

好
な
ど
、
そ
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

次
頁
の
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
表
②
か
ら
は
、
総
句
数
に
占
め
る
季
の

句
の
総
数
（
以
下
、
季
句
数
と
す
る
）
の
割
合
は
時
代
の
経
過
に
つ
れ
て
緩
や

か
な
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
五
割
五
分
か
ら
六
割
で
推
移
し
て
い

た
季
句
の
割
合
が
、
第
五
期
を
境
に
、
第
六
期
、
第
七
期
と
減
少
し
第
八
期
に

は
五
割
強
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
一
〇
％
の
減
少
は
、
季
の
式
目
と
配

列
の
観
点
か
ら
考
え
て
、
見
逃
せ
な
い
増
減
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
、

歌
仙
一
巻
で
は
発
句
・
脇
、
初
表
五
句
目
の
月
の
定
座
を
中
心
に
秋
三
句
、
初

裏
に
は
月
の
句
・
花
の
定
座
関
連
の
秋
・
春
の
六
句
、
名
残
表
十
一
句
目
の
月

の
定
座
関
連
で
三
句
、
名
残
裏
に
は
花
の
定
座
関
連
で
二
句
と
、
春
・
秋
を
中

心
に
季
句
が
十
六
句
は
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
通
常
夏
・
冬
が
加
わ
る
た
め
、



芭蕉連句の「季の句」

七

歌
仙
に
お
い
て
通
常
、

季
句
は
十
八
～
二
〇

句
。
つ
ま
り
、
五
〇
～

五
五
％
存
在
す
る
こ
と

に
な
る
（
事
実
、
貞
享

以
降
の
芭
蕉
連
句
に
お

け
る
季
の
割
合
の
平
均

は
五
三
％
で
あ
る
）。
こ

の
こ
と
を
考
え
る
と
、

貞
享
期
は
五
五
％
前
後

か
ら
、
第
三
期
に
い

た
っ
て
は
六
〇
・
五
％

と
、
こ
の
時
期
の
季
句

の
割
合
の
高
さ
が
窺
わ

れ
る
。
ま
た
、
最
晩
年

の
元
禄
七
年
、
五
〇
％

強
と
い
う
数
値
は
、
こ

の
時
期
い
か
に
雑
の
句

を
中
心
に
展
開
し
て
、

季
句
が
最
低
限
し
か
詠

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
か

を
顕
わ
に
物
語
る
数
値

と
い
え
よ
う
。
時
代
の

経
過
と
共
に
減
少
傾
向

を
示
す
の
は
、
季
句
中

心
の
句
の
展
開
か
ら
人

事
句
中
心
の
句
の
展
開

へ
と
、
連
句
の
傾
向
が
推
移
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
細
か
く
四
季
分
布
を
見
て
み
る
と
、
発
句
に
当
季
を
詠
み
込
む
た

め
、
興
行
時
節
に
と
も
な
っ
て
季
の
割
合
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
、
第
一
期
・
第
四
期
に
お
い
て
冬
の
割
合
が
高
い
の
は
、
冬
発
句
の

興
行
が
多
い
た
め
で
あ
り
、
第
五
期
の
夏
の
割
合
が
高
い
の
も
、
同
様
の
理
由

で
あ
る
。
第
三
期
に
お
け
る
季
の
割
合
の
高
さ
は
、
他
の
時
期
に
比
べ
て
、
冬

の
句
と
春
の
句
の
割
合
の
多
さ
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
記

し
た
が
、
季
の
式
目
と
定
座
の
関
連
で
春
・
秋
の
句
の
割
合
が
高
い
の
は
当
然

の
結
果
で
あ
る
。
秋
の
句
数
が
二
二
％
前
後
で
推
移
し
て
い
る
の
に
対
し
、
春

の
句
は
変
動
が
激
し
い
も
の
の
、
お
よ
そ
一
七
％
前
後
で
あ
る
。「
二
花
三
月
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
秋
を
本
季
と
す
る
月
の
句
数
の
関
係
で
、
秋
の
句
数
が

春
の
句
数
を
上
回
る
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
、
第
三
期
は
、
春
の
割
合

が
秋
よ
り
も
高
い
と
い
う
興
味
深
い
結
果
が
出
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
期
・
四

期
第
七
期
は
江
戸
で
の
連
句
で
あ
る
。
こ
の
三
者
（
な
か
で
も
四
期
と
七
期
）

の
季
の
割
合
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
も
、
江
戸
の
連
衆
に
お
け
る
季
の
展
開
へ

の
嗜
好
が
か
い
ま
見
え
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
最
晩
年
の
第
八
期
は
、
と
り
わ

け
春
の
割
合
が
低
い
。
作
風
の
時
期
的
傾
向
を
見
る
う
え
で
は
、
興
行
場
所
と

一
座
し
た
連
衆
の
問
題
に
間
し
て
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
２
）
各
時
期
の
季
語
の
様
相

　

芭
蕉
連
句
に
お
け
る
季
句
の
割
合
は
、
元
禄
二
年
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅

を
境
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
季
句
の
割
合
の
高
い
貞
享
期
は
、
季
の
句
を

中
心
に
連
句
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
と
り
わ
け
第
七
期
・
第
八

期
の
晩
年
は
、
雑
の
句
が
連
句
の
中
心
と
な
る
。
稿
末
に
は
、
附
表
と
し
て
時

期
別
に
季
語
を
集
計
し
、
そ
の
一
覧
を
示
し
て
あ
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
さ

ら
に
詳
し
く
時
代
ご
と
の
季
語
の
変
化
を
見
て
い
こ
う
。

表②芭蕉一座の連句における時代別季句数                                ※（ ）内は、総句数における割合。

時代 時期 場所・旅 総句数 季句数 (％） 春 (％） 夏 (％） 秋 (％） 冬 (％）
第一期 貞享元年『冬の日』～「野ざらし紀行」 402 223(55.5） 74(18.4） 28(7.0） 86(21.4） 35( 8.7）
第二期 貞享二年五月～ 江戸 478 260(54.4） 75(15.7） 43(9.0） 104(21.8） 38( 7.9）
第三期 貞享四年十一月～ 「笈の小文」「更科紀行」 625 378(60.5） 132(21.2） 37(5.9） 127(20.3） 82(13.1）
第四期 元禄元年九月～ 江戸 318 173(55.4） 57(17.9） 20(6.3） 69(21.7） 26( 8.1）
第五期 元禄二年四月～  「おくのほそ道」 736 387(52.6） 114(15.5） 58(7.9） 176(23.9） 39( 5.3）
第六期 元禄二年九月下旬～ 京都・近江・伊賀 996 513(51.5） 171(17.1） 50(5.0） 230(23.1） 62( 6.2）
第七期 元禄四年十一月～ 江戸 1276 683(53.5） 222(17.4） 80(6.3） 280(21.9）101( 7.9）
第八期 元禄七年五月～十月 最後の旅 898 453(50.4） 131(14.6） 65(7.2） 199(22.2） 58( 6.5）

貞享
以前

寛文・延宝年間 1216 537(44.7） 176(14.5） 33(2.7） 276(22.7） 52( 4.3）
天和～貞享元年 652 325(49.8） 95(14.6） 39(6.0） 143(21.9） 48( 7.4）

※【芭蕉発句】総句数：983　春：243　夏：238　秋：301　冬：195　雑（無季）：6 （月花 4・名所 2）
発句の季の内訳は雲英末雄・佐藤勝明校注『芭蕉全発句』による。
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第
一
期

　

第
一
期
は
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
中
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
季
句
の

割
合
が
五
五
・
五
％
と
高
く
、
総
句
数
に
お
け
る
四
季
句
の
比
率
は
、
春

一
八
・
四
％
、
夏
七
・
四
％
、
秋
二
一
・
四
％
、
冬
八
・
七
％
で
あ
っ
て
、
他
の
時

期
に
比
べ
て
冬
の
句
を
詠
む
割
合
が
高
い
。
こ
の
時
期
の
連
句
、全
一
一
巻（
名

古
屋
六
、
熱
田
四
、
鳴
海
一
）
中
、
用
い
ら
れ
た
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
比

較
的
少
な
い
。
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
秋
」「
霧
」「
春
」「
霞
」「
寒
し
」

「
雪
」
な
ど
で
、
こ
れ
ら
が
大
多
数
を
占
め
る
。
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
に
、

　
　
　

樽
火
に
あ
ぶ
る
か
れ
は
ら
の
松 

荷
兮
（
冬
）

　
　

と
く
さ
苅
下
着
に
髪
を
ち
や
せ
ん
し
て 

重
五
（
秋
）

（
貞
享
元
年
「
い
か
に
見
よ
と
」
表
六
句
、
脇
・
第
三
『
冬
の
日
』）

「
か
れ
は
ら
」「
と
く
さ
苅
」
な
ど
の
季
語
や
「
茶
の
実
」「
海
鼠
」
な
ど
、
表

現
が
凝
っ
た
言
葉
の
使
用
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
は
秋
や
春
の
季
節

名
の
他
、「
霧
」
や
「
露
」
な
ど
常
套
的
で
伝
統
的
な
季
語
の
使
用
が
目
立
つ
。

第
一
期
の
連
句
は
、「
風
狂
」
の
志
向
や
趣
向
が
か
っ
た
句
の
展
開
や
季
移
り

の
多
用
な
ど
、
そ
の
作
風
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
　

ひ
と
の
粧
ひ
を
鏡
磨
寒 

荷
兮
（
冬
）

　
　

花
蕀
馬
骨
の
霜
に
咲
か
へ
り 

杜
国
（
冬
）

（
貞
享
元
年
「
炭
売
の
」
歌
仙
、
脇
・
第
三
『
冬
の
日
』）

右
の
よ
う
に
、
趣
向
が
か
っ
た
句
作
り
が
窺
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
右
の
句

で
は
一
句
の
季
を
決
定
し
て
い
る
の
は
「
寒
」・「
霜
」（
返
り
花
）
な
ど
の
伝

統
的
な
季
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
に
、

　
　

有
明
の
主
水
に
酒
屋
つ
く
ら
せ
て 

荷
兮
（
秋
）

　
　
　

か
し
ら
の
露
を
ふ
る
ふ
あ
か
む
ま 

重
五
（
秋
）

（
貞
享
元
年
「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙
、
第
三
・
初
オ
４
『
冬
の
日
』）

「
有
明
の
主
水
」
や
「
か
し
ら
の
露
」「
あ
か
む
ま
」
な
ど
、
趣
向
が
か
っ
た
表

現
で
構
成
さ
れ
る
右
の
付
合
。
だ
が
、
そ
の
中
で
使
用
さ
れ
た
季
語
に
注
目
す

る
と
、「
有
明
（
月
）」
と
「
露
」
と
い
う
、
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
季
語

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
第
一
期
の
季
語
に
は
伝
統
的
な
も
の
が

多
く
、
そ
の
意
味
で
、
季
語
は
他
の
句
中
の
言
葉
の
よ
う
に
、
一
句
の
趣
向
の

一
つ
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
句
に
季
節
を
添
え
る

役
割
と
し
て
、
季
節
の
決
定
を
主
眼
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま

た
、

　
　
　

霜
に
ま
だ
見
る
蕣
の
食 

杜
国
（
冬
）

　
　

野
菊
ま
で
た
づ
ぬ
る
蝶
の
羽
お
れ
て 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
元
年
「
は
つ
雪
の
」
歌
仙
、
脇
・
第
三
『
冬
の
日
』）

「
霜
」（
冬
）「
蕣
」（
秋
）・「
野
菊
」（
秋
）「
蝶
」（
春
）
と
い
う
よ
う
に
、
複

数
の
季
語
を
同
時
に
詠
み
込
む
、
い
わ
ゆ
る
「
季
重
な
り
」
と
な
っ
た
句
も
多

く
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
句
が
、
季
移
り
の
付

合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
句
中
に
複
数
の
季

語
が
存
在
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
句
の
季
感
が
ぼ
か
さ
れ
、
付
合
世
界
に
お

け
る
季
節
も
曖
昧
な
も
の
と
な
る
。
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
の
は
、
季
節
と
季

節
と
の
合
間
の
微
細
な
季
節
感
で
あ
っ
た
り
、
季
節
の
移
ろ
い
で
あ
っ
た
り
す

る
。季
語
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
季
節
感
が
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
は
つ
雪
の
」
歌
仙
の
例
は
、
付
合
世
界
の
構
成
要
素
に
は
、

「
蕣
」
と
「
野
菊
」
と
い
う
秋
の
季
語
が
存
在
し
て
い
る
。
付
合
に
お
け
る
同

じ
季
節
の
共
有
に
よ
っ
て
季
節
の
展
開
が
図
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
季
語

は
あ
く
ま
で
季
節
の
展
開
に
際
し
て
季
節
を
決
定
す
る
道
具
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
貞
享
以
前
の
連
句
以
来
第
一
期
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
な
季

題
が
多
か
っ
た
の
も
、
季
語
を
詠
み
込
む
こ
と
よ
り
も
、
季
節
の
展
開
の
方
が

主
眼
で
あ
っ
た
た
め
で
、
そ
こ
に
季
語
の
持
つ
季
節
感
が
巧
み
に
利
用
さ
れ
て

い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
趣
向
が
か
っ
た
句
が
特
色
で
あ
る
貞
享
期
。
そ

の
第
一
期
に
あ
っ
て
は
、
季
語
の
あ
た
ら
し
み
に
主
眼
が
置
か
れ
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
季
以
外
の
表
現
の
趣
向
が
模
索
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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九

　
　
　
　
第
二
期

　

貞
享
期
江
戸
滞
在
中
の
第
二
期
は
、
季
句
の
割
合
が
五
四
・
四
％
と
依
然
高

い
。
総
句
数
に
お
け
る
四
季
句
の
比
率
は
、
春
一
五
・
七
％
、
夏
九
・
〇
％
、
秋

二
一
・
八
％
、
冬
七
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
、
全
時
期
を
通
し
て
最
も
夏
の
割
合

が
高
い
時
期
で
あ
る
。
ま
た
、
春
の
割
合
も
他
の
貞
享
期
に
比
し
て
低
い
の
が

特
徴
的
だ
。
こ
の
時
期
、
夏
発
句
が
一
、
秋
二
、
春
四
、
冬
五
巻
と
、
春
と
冬

発
句
の
連
句
が
多
い
。
そ
の
中
で
春
の
割
合
が
低
く
、夏
の
割
合
が
高
い
の
は
、

こ
の
時
期
の
特
色
と
も
い
え
る
。
使
用
さ
れ
た
季
語
は
、
依
然
と
し
て
伝
統
的

な
季
題
が
上
位
を
占
め
る
も
の
の
、
二
例
・
三
例
の
季
語
、
一
例
の
季
語
が
増

え
、
一
期
に
比
べ
て
季
語
の
偏
り
が
小
さ
い
。
つ
ま
り
、
第
一
期
に
比
す
る
と
、

季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　

松
風
の
は
か
た
箱
崎
露
け
く
て 

嵐
雪
（
秋
）

　
　
　

酒
店
の
秋
を
障
子
あ
か
る
き 

其
角
（
秋
）

　
　

社
日
来
に
け
り
尋
常
の
煤
は
く
や 

才
丸
（
秋
）

　
　
　

舞
ふ
蝶
仰
ぐ
我
に
し
た
し
く 
コ
斎
（
春
）

（
貞
享
二
年
六
月
二
日
「
涼
し
さ
の
」
百
韻
、
第
三
～
初
オ
６
）

　
　

棒
の
月
一
の
窓
に
僧
痩
て 

露
沾
（
秋
）

　
　
　

渋
つ
き
染
し
裏
の
藪
か
げ 

沾
荷
（
秋
）

　
　

み
み
づ
く
の
己
が
砧
や
鳴
ぬ
ら
ん 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
三
年
「
蜻
蛉
の
」
半
歌
仙
、
初
ウ
９
～
11
）

そ
の
中
に
は
、右
に
示
し
た
よ
う
に「
社
日
」や「
渋
つ
き
」、ま
た「
順
の
峰
」「
引

板
」な
ど
他
の
時
期
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
季
語
が
並
ぶ
。し
か
も
、才
丸
の「
社

日
」
の
句
は
秋
の
三
句
目
、
沾
荷
の
「
渋
つ
き
」
の
句
は
、
秋
の
二
句
目
の
句

と
し
て
、
季
の
式
目
の
中
で
明
ら
か
に
秋
句
で
あ
る
と
提
示
し
な
が
ら
季
語
が

選
び
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
他
に
も
「
冬
の
こ
し
ら

へ
」
な
ど
と
季
節
を
ず
ら
す
表
現
や
歳
暮
や
新
年
に
関
わ
る
「
年
と
る
物
」
や

「
去
年
」「
今
年
」
な
ど
の
言
葉
、「
わ
く
ら
葉
」「
八
ツ
手
の
花
」
な
ど
の
植
物

に
関
す
る
言
葉
、
ま
た
「
立
初
る
虹
」
な
ど
、
言
葉
と
し
て
は
雅
語
表
現
で
は

あ
る
が
、
表
現
が
工
夫
さ
れ
、
新
た
な
着
眼
点
の
も
と
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
追

求
し
た
季
節
感
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
次
に
示
し
た
「
涼
し
さ
の
」
百
韻
の
清
風
句
は
、
前
句
・
後
句

と
も
に
春
で
あ
り
、
句
数
の
規
定
か
ら
こ
の
句
も
春
の
句
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
季
寄
せ
類
を
参
照
し
て
も
一
句
に
は
季
語
と
し

て
既
出
の
も
の
は
な
い
。

　
　

谺
し
て
修
理
す
る
船
の
春
と
な
り 

素
堂
（
春
）

　
　
　

立
初
る
虹
の
岩
を
い
ろ
ど
る 

清
風
（
春
）

　
　

き
れ
だ
こ
に
乳
人
が
魂
は
空
に
飛 

芭
蕉
（
春
）

（
貞
享
二
年
六
月
二
日
「
涼
し
さ
の
」
百
韻
、
名
オ
１
～
３
）

お
そ
ら
く
、
こ
の
句
の
中
で
季
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
は
、「
立
初
る
虹
」

で
あ
ろ
う
。
こ
の「
立
初
る
虹
」と
は
、「
初
虹
」の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。「
初
虹
」

は
『
袖
か
が
み
』（
延
享
元
年
）
に
二
月
と
し
て
所
出
、『
曲
尺
』（
明
和
八
年
）『
三

潮
草
』（
文
化
三
年
～
）
に
至
っ
て
「
虹
初
め
て
見
ゆ
」
と
し
て
三
月
の
季
語
と

し
て
定
着
し
て
い
る
。
最
も
早
い
記
述
と
し
て
は
『
滑
稽
雑
談
』（
正
徳
三
年
）

に
「
月
令
曰
、
季
春
之
月
、
虹
初
見
。（
中
略
）
こ
れ
を
初
虹
な
ど
云
て
春
也
」

と
あ
る
。『
滑
稽
雑
談
』
に
先
立
っ
て
、「
初
虹
」
に
春
の
季
感
を
見
て
、
季
語

と
し
て
用
い
た
例
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、こ
の
「
涼
し
さ
の
」
百
韻
の
例
は
、

季
寄
せ
・
歳
時
記
類
に
先
行
し
て
季
節
の
表
現
が
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
期
は
、
総
じ
て
、
季
語
の
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
に
富
み
、
新
し
い
季
節
感
の
表
現
を
模
索
し
て
い
る
様
が
見
て
取
れ

る
時
期
だ
と
評
せ
よ
う
。

　
　
　
　
第
三
期

　

第
三
期
は
、
江
戸
を
出
て
「
笈
の
小
文
」・「
更
科
紀
行
」
の
旅
中
で
巻
か
れ

た
連
句
で
あ
る
。
こ
の
巻
の
連
句
は
、
尾
張
で
二
二
巻
（
名
古
屋
五
、
熱
田
六
、

鳴
海
一
一
）
そ
の
他
三
巻
（
大
津
一
、
岐
阜
二
）
が
あ
る
。
こ
の
時
期
、
最
も
季
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一
〇

句
の
割
合
が
高
く
、
六
〇
・
五
％
に
の
ぼ
る
。
総
句
数
に
お
け
る
四
季
句
の
比

率
は
、
春
二
一
・
二
％
、
夏
五
・
九
％
、
秋
二
〇
・
三
％
、
冬
一
三
・
一
％
で
、
春

と
冬
の
割
合
が
最
も
高
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
夏
の
割
合
が
低
い
の
が
特
徴
的

で
あ
る
。
冬
の
割
合
が
高
い
の
は
、
こ
の
時
期
の
連
句
の
大
多
数
が
冬
発
句
で

始
ま
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
（
冬
発
句
が
一
三
、
秋
四
、
夏
・
春
三
と
、
旅
程
の

関
係
か
ら
冬
の
句
が
多
く
詠
ま
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
）。
冬
の
割
合
が
一
三
％

と
い
う
こ
と
は
、
一
巻
に
冬
が
四
～
五
句
詠
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
春
・
秋
の

句
数
は
季
の
式
目
の
関
連
で
下
限
が
決
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
発
句
・
脇
は
同
季
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
冬
発
句
か
ら
始
ま
る
連

句
で
は
、
表
六
句
で
す
で
に
二
句
～
三
句
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
、

平
句
の
間
に
一
～
二
句
、
詠
み
込
ん
だ
計
算
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
自
然

と
夏
の
句
を
避
け
る
こ
と
で
、
季
の
割
合
の
調
整
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
し
て
も
、
季
句
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
詠
ま
れ
た
時
期
は
、
他
に
は
な
い
。
季

の
句
の
割
合
が
高
い
こ
と
に
は
、
こ
の
時
期
、
季
移
り
の
付
合
が
頻
出
し
た
こ

と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
⑺
。
第
一
期
・
第
三
期
・
第
五
期
は
、
と

も
に
旅
中
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
時
期
に
季
移
り
の
付
合
が
多
く
、
季
を
集
中

さ
せ
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
目
で
き
る
結
果
で
あ
ろ
う
。
使
用
さ
れ
た

季
語
を
見
れ
ば
、
常
套
的
な
季
語
の
使
用
も
見
え
る
が
、
一
例
の
み
の
季
語
が

多
い
こ
と
か
ら
、
使
用
さ
れ
た
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
富
さ
が
窺
わ
れ

る
。
な
か
で
も
、第
二
期
と
同
じ
く
「
青
蔦
」「
埋
火
」「
蝸
牛
」「
連
翹
」
な
ど
、

用
い
る
季
語
の
多
様
さ
が
特
徴
的
で
あ
り
、か
つ
、右
の
菐
言
句
の
よ
う
に
「
午

時
の
花
」な
ど
と
そ
の
表
現
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
　

藁
の
戸
に
乳
を
呑
ほ
ど
の
子
を
守
て 

自
笑

　
　
　

も
ぎ
つ
く
し
た
る
午
時
の
花 

菐
言
（
夏
）

　
　

山
路
来
て
何
や
ら
床
し
郭
公 

如
風
（
夏
）

（
貞
享
四
年
十
一
月
十
七
日
「
笠
寺
や
」
歌
仙
、
名
オ
７
～
９
）

こ
の
他
に
も
、「
藻
の
花
」「
柿
の
蔕
」
な
ど
植
物
に
関
わ
る
季
語
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
が
興
味
深
い
。

　
　
　

お
ぼ
ろ
の
か
ゞ
み
価
百
銭 

芭
蕉
（
春
）

　
　

具
足
き
て
春
の
な
ご
り
を
惜
け
り 

鏡
鶏
（
春
）

（
貞
享
四
年
冬
「
露
凍
て
」
歌
仙
未
満
二
四
句
、
初
ウ
６
・
７
）

　
　
　

明
や
す
き
夜
を
ま
す
ら
が
腹
立
て 

荷
兮
（
夏
）

　
　

な
に
を
鳴
行
ほ
と
ゝ
ぎ
す
や
ら 

芭
蕉
（
夏
）

（
元
禄
元
年
七
月
二
十
日
「
粟
稗
に
」
歌
仙
、
名
ウ
３
・
４
）

こ
う
し
た
表
現
の
工
夫
と
い
う
観
点
で
は
、帰
雁
を
意
味
す
る
「
雁
の
な
ご
り
」

と
い
う
言
い
回
し
や
、行
春
を
惜
し
む
「
春
の
な
ご
り
を
惜
し
み
け
り
」、ま
た
、

夏
の
短
夜
を
意
味
す
る
「
明
け
や
す
き
」
な
ど
一
句
の
言
い
回
し
を
生
か
し
た

表
現
が
目
を
惹
く
。
さ
ら
に
、
第
一
期
と
同
じ
く
、「
季
重
な
り
」
の
現
象
が

多
い
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
総
じ
て
、第
三
期
は
第
一
期
と
似
た
傾
向
を
持
ち
、

そ
の
中
で
も
、
季
句
の
割
合
の
高
さ
が
目
立
ち
、
全
体
と
し
て
季
が
混
み
合
っ

た
特
徴
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
三
期
は
、
第
一
期
と
似
た
傾

向
を
持
ち
な
が
ら
も
、
季
語
の
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
観
点
か
ら
見
れ

ば
、
第
二
期
と
同
様
で
、
第
二
期
か
ら
継
続
し
て
季
語
の
開
拓
が
行
わ
れ
、
そ

れ
が
第
三
期
の
季
の
扱
い
を
特
徴
づ
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
第
四
期

　

元
禄
期
に
入
り
江
戸
に
戻
っ
た
間
に
巻
か
れ
た
連
句
で
あ
る
第
四
期
は
、
季

句
の
割
合
が
五
五
・
四
％
と
依
然
高
い
。
総
句
数
に
お
け
る
四
季
句
の
比
率
は
、

春
一
七
・
九
％
、
夏
六
・
三
％
、
秋
二
一
・
七
％
、
冬
八
・
一
％
と
な
っ
て
お
り
、

第
二
期（
江
戸
滞
在
中
）と
秋
・
冬
の
比
率
が
似
通
っ
て
い
る
。
季
語
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
最
も
少
な
い
の
が
こ
の
時
期
の
特
色
と
い
え
る
。
常
套
的
な
季
語
を

使
用
す
る
一
方
で
、

　
　

月
出
ば
行
灯
消
サ
ン
座
敷
か
な 

越
人
（
秋
）

　
　
　

朝
夕
か
ゝ
る
柴
牆
の
ひ
よ
ん 

苔
翠
（
秋
）

（
元
禄
元
年
「
月
出
ば
」
半
歌
仙
、
発
句
・
脇
）
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一
一

　
　
　

蔓
の
あ
く
た
を
あ
ら
す
野
鼠 

友
五
（
夏
）

　
　

不
二
詣
お
ひ
ね
だ
は
ら
を
草
枕 

芭
蕉
（
夏
）

（
元
禄
元
年
「
雪
の
夜
は
」
歌
仙
、
初
ウ
６
・
７
）

「
ひ
よ
ん（
柞
い
す
の
き）」や「
あ
こ
だ（
瓜
）」な
ど
見
慣
れ
な
い
季
語
を
含
め
他
に
も「
さ

さ
げ
」
や
「
桐
の
薹
」
な
ど
、
植
物
に
関
す
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
目
立
つ
。

　
　
　

髪
そ
れ
ば
国
な
つ
か
し
き
須
磨
の
寺 

蒼
波

　
　

花
は
さ
か
り
に
な
す
び
ち
ひ
さ
き 

夕
菊
（
夏
）

　
　
　

男
な
き
妹
が
す
だ
れ
を
守
か
ね
て 

路
通
（
恋
）

（
元
禄
元
年
十
二
月
「
皆
拝
め
」
歌
仙
未
満
三
十
句
、
名
オ
３
～
５
）

な
か
で
も
、
右
の
夕
菊
句
の
よ
う
に
「
茄
子
」
の
実
の
み
で
な
く
、
そ
の
花
を

も
詠
出
対
象
に
し
、
花
の
時
期
に
は
茄
子
の
実
が
小
さ
い
と
表
現
す
る
な
ど
、

季
節
の
表
現
が
、
そ
の
時
節
に
ふ
さ
わ
し
く
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
し

て
お
き
た
い
。
ま
た
、「
在
郷
馬
」「
梟
」
な
ど
季
語
と
し
て
見
慣
れ
な
い
言
葉

が
並
ぶ
の
も
こ
の
時
期
の
特
色
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
梟
」
は
『
夫
木
和
歌
抄
』

に
雑
と
し
て
所
出
し
て
以
来
、
季
語
と
し
て
は
季
寄
せ
・
歳
時
記
類
に
掲
出
さ

れ
な
い
語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
梟
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
句
に
関

し
て
は
、
三
句
続
き
の
冬
の
二
句
目
に
相
当
す
る
。

　
　

柊
木
に
目
を
さ
す
程
の
星
月
夜 

曾
良
（
冬
）

　
　
　

つ
ら
の
お
か
し
き
谷
の
梟 

路
通
（
冬
）

　
　

火
を
焼
ば
岩
の
洞
に
も
冬
籠 

曾
良
（
冬
）

（
元
禄
二
年
「
衣
装
し
て
」
歌
仙
、
名
オ
10
～
12
）

冬
は
句
数
の
規
定
に
よ
り
一
～
三
句
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
路
通
の
「
つ

ら
の
…
」
句
を
冬
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
句
は
「
梟
」
を
冬
の
季
語

と
し
て
詠
ん
だ
最
も
早
い
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
期
同
様
に
し
て
、

季
の
式
目
の
中
で
、
新
た
な
季
語
へ
の
挑
戦
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
江

戸
で
巻
か
れ
た
連
句
の
中
に
見
ら
れ
る
、と
い
う
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
た
な
季
節
の
発
見
を
志
向
す
る
傾
向
が
、
第
二
期
・
第
四
期
に
共

通
す
る
こ
と
は
、
江
戸
で
の
連
衆
た
ち
の
志
向
を
反
映
し
た
も
の
と
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
第
五
期

　

第
五
期
は
、「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
中
で
あ
る
。
曾
良
を
伴
っ
て
訪
れ
た

土
地
土
地
で
連
句
を
興
行
し
た
た
め
、
芭
蕉
と
曾
良
の
句
が
多
い
。
こ
の
時
期

の
変
化
に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
実
際
に
、
こ
の
第
五
期
か
ら
の
変

化
が
著
し
く
、
芭
蕉
連
句
に
お
け
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
（
留
意
す
べ
き
転

換
期
）
と
見
え
る
。

　

第
五
期
の
季
句
の
割
合
は
五
二
・
六
％
と
減
少
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
か
ら

季
句
の
割
合
が
下
限
に
近
く
推
移
し
て
い
る
。
総
句
数
に
お
け
る
四
季
句
の
比

率
は
、
春
一
五
・
五
％
、
夏
七
・
九
％
、
秋
二
三
・
九
％
、
冬
五
・
三
％
で
あ
り
、

春
と
冬
の
割
合
が
低
い
。
一
方
、
夏
・
秋
の
割
合
が
他
の
元
禄
期
の
中
で
突
出

し
て
い
る
の
は
、
旅
程
の
関
係
か
ら
、
夏
発
句
・
秋
発
句
の
歌
仙
が
多
い
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
特
色
と
し
て
、
発
句
か
ら
表
の

月
の
定
座
を
絡
め
て
の
三
季
移
り
や
、
裏
の
月
か
ら
花
前
に
関
わ
っ
て
の
三
季

移
り
な
ど
、
季
を
集
中
さ
せ
る
傾
向
が
多
く
見
ら
れ
た
⑻
。
第
三
期
が
季
の
割

合
が
高
く
、
季
が
混
み
合
っ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
季
移

り
が
増
加
し
た
り
、
季
が
集
中
し
た
り
す
る
の
に
対
し
て
、
第
五
期
は
季
の
割

合
が
低
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
季
移
り
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
あ
え
て
一

巻
の
中
で
一
箇
所
に
季
を
集
中
さ
せ
て
い
く
と
い
う
季
移
り
の
傾
向
、
い
わ
ば

三
季
移
り
を
志
向
す
る
傾
向
だ
と
い
え
る
。
あ
る
意
味
で
、
季
の
句
の
集
中
に

よ
る
一
巻
の
山
場
を
作
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
季
移
り

の
志
向
も
ま
た
、
秋
・
冬
の
句
の
割
合
が
高
い
と
い
う
第
五
期
に
お
け
る
季
の

句
の
割
合
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

季
語
に
関
し
て
み
れ
ば
、
常
套
的
な
季
語
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
た
と

え
ば
、
次
に
示
す
「
隠
れ
家
や
」
歌
仙
の
例
の
よ
う
に
、
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一
二

　
　

か
く
れ
家
や
目
だ
ゝ
ぬ
花
を
軒
の
栗 

芭
蕉
（
夏
）

　
　
　

ま
れ
に
蛍
の
と
ま
る
露
艸 

栗
斎
（
夏
）

（
元
禄
二
年
四
月
二
十
四
日
「
隠
れ
家
や
」
歌
仙
、
発
句
・
脇
）

「
栗
の
花
」・「
露
草
」「
蛍
」と
い
っ
た
卑
近
な
動
植
物
の
描
出
、「
ひ
よ
ど
り
」「
牛

蒡
の
芽
」「
ほ
ぐ
し
」「
ね
ぶ
た
咲
」「
枇
杷
」「
ぬ
き
菜
」
な
ど
旅
中
で
目
に
触

れ
る
よ
う
な
景
物
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
。
ま
た
、

　
　
　

ゆ
ふ
づ
き
ま
る
し
二
の
丸
の
跡 

素
英
（
秋
）

　
　

楢
紅
葉
人
か
げ
み
え
ぬ
笙
の
お
と 

清
風
（
秋
）

（
元
禄
二
年
五
月
下
旬
「
涼
し
さ
を
」
歌
仙
、
初
オ
４
・
５
）

　
　
　

洞
の
地
蔵
に
こ
も
る
有
明 

翠
桃
（
秋
）

　
　

蔦
の
葉
は
猿
の
涙
や
染
つ
ら
ん 

芭
蕉
（
秋
）

　
　
　

流
人
柴
刈
秋
風
の
音 

桃
里
（
秋
）

（
元
禄
二
年
四
月
「
秣
お
ふ
」
歌
仙
、
名
オ
10
～
12
）

「
楢
紅
葉
」
や
「
蔦
紅
葉
」
を
意
味
す
る
芭
蕉
句
な
ど
植
物
の
紅
葉
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
他
、
植
物
を
中
心
と
し
た
景
物
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
格
段
に
増
え
て

い
る
。
さ
ら
に
は
、「
初
刈
の
米
」
や
「
と
く
さ
刈
」「
稲
干
す
」「
種
蒔
」「
菅

刈
る
」
な
ど
農
耕
に
関
わ
る
語
も
多
く
見
ら
れ
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
総
じ

て
、
旅
中
の
展
開
に
も
と
づ
く
か
と
思
わ
れ
る
句
が
あ
る
な
ど
、
季
語
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
重
視
し
、
そ
れ
を
元
に
連
句
の
季
節
感
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
第
六
期

　

第
六
期
は
、
京
都
・
近
江
・
伊
賀
漂
泊
中
に
巻
か
れ
た
連
句
で
、
こ
の
時
期

か
ら
い
わ
ゆ
る
「
か
る
み
」
へ
の
志
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
季
句
の
割
合
は

五
一
・
五
％
と
低
い
。
総
句
数
に
お
け
る
四
季
句
の
比
率
を
見
て
み
る
と
、
春

一
七
・
一
％
、
夏
六
・
三
％
、
秋
二
三
・
一
％
、
冬
六
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
第

五
期
に
比
べ
て
、
夏
・
秋
・
冬
の
割
合
が
減
少
す
る
一
方
、
春
の
割
合
の
み
が

増
加
し
て
い
る
。
季
語
を
見
れ
ば
、
全
体
で
上
位
に
見
ら
れ
た
常
套
的
な
季
語

や
景
物
が
増
加
し
、
こ
の
時
期
の
句
数
に
対
し
て
、
使
用
さ
れ
た
季
語
の
種
類

が
少
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
季
節
感
を
表
現

し
た
も
の
、
い
わ
ば
季
語
の
造
語
化
が
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
月
」「
花
」

や
季
節
名
、
常
套
的
な
季
語
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
一
句
の
季
節
の
表
現
が

な
さ
れ
て
い
た
り
、「
芙
蓉
の
花
」「
紫
蘇
の
実
」「
蕗
の
芽
」
な
ど
「
～
の
実
」

や
「
～
の
芽
」
と
い
っ
た
着
眼
が
細
部
に
ま
で
及
ぶ
季
感
表
現
、ま
た
「
寒
し
」

「
涼
し
」「
す
さ
ま
じ
」
の
み
な
ら
ず
「
寒
初
る
」
な
ど
の
寒
暖
の
感
覚
表
現
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
。
お
お
よ
そ
、
第
五
期
と
似
た
特

徴
の
季
語
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
わ
け
だ
が
、
な
か
に
は
、

　
　

日
を
負
て
寐
る
牛
起
す
雲
雀
か
な 

式
之
（
春
）

　
　
　

た
れ
摘
ミ
残
す
菊
の
ひ
と
畑 

拙
許
（
春
）

（
元
禄
三
年
春
「
日
を
負
て
」
半
歌
仙
、
発
句
・
脇
）

　
　

種
芋
や
花
の
さ
か
り
に
売
あ
り
く 

芭
蕉
（
春
）

　
　
　

こ
た
つ
ふ
さ
げ
ば
風
か
は
る
也 

半
残
（
春
）

（
元
禄
三
年
春
「
種
芋
や
」
歌
仙
、
発
句
・
脇
）

　
　
　

ひ
と
へ
の
き
ぬ
に
蚤
う
つ
り
け
り 

三
園
（
夏
）

　
　

賤
の
屋
も
か
ひ
こ
し
ま
へ
ば
広
く
な
り 

良
品
（
夏
）

（
元
禄
三
年
三
月
二
日
「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
、
名
オ
４・５
『
蓑
虫
庵
小
集
』）

　
　

此
夏
も
か
な
め
を
く
ゝ
る
破
扇 

園
風
（
夏
）

　
　
　

醤
油
ね
さ
せ
て
し
ば
し
月
見
る 

猿
雖
（
夏
）

（
元
禄
四
年
二
月
中
旬
「
梅
若
菜
」
歌
仙
、
名
オ
11
・
12
『
猿
蓑
』）

「
菊
の
苗
分
け
」「
火
燵
ふ
さ
ぐ
」「
蚕
し
ま
ふ
」「
醤
油
ね
さ
せ
る
」
な
ど
の
生

活
に
結
び
つ
い
た
言
い
回
し
に
よ
り
、
季
節
感
を
表
現
し
た
句
が
一
際
目
を
惹

く
。
一
句
の
大
半
の
字
数
を
割
い
て
、季
の
句
の
季
節
感
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
、
こ
う
し
た
季
感
表
現
が
景
気
句
で
は
な
く
、
人
事
句
の
一
部
で
あ
る

こ
と
も
ま
た
、
季
句
の
表
現
の
変
化
と
し
て
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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一
三

　
　
　
　
第
七
期

　

第
七
期
は
江
戸
滞
在
中
で
、
季
句
の
割
合
は
五
三
・
五
％
で
あ
り
、
他
の
元

禄
期
に
比
べ
て
高
い
割
合
で
あ
る
。
総
句
数
に
お
け
る
四
季
句
の
比
率
は
、
春

一
七
・
四
％
、
夏
六
・
三
％
、
秋
二
一
・
九
％
、
冬
七
・
九
％
と
、
同
じ
く
江
戸
滞

在
中
の
第
二
期
・
第
四
期
と
似
通
っ
て
い
る
。
だ
が
、
貞
享
期
と
異
な
る
の
は
、

こ
の
時
期
の
総
句
数
に
対
し
て
の
季
語
の
種
類
が
さ
ら
に
減
り
、
常
套
的
な
季

語
が
多
く
用
い
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
一
方
で
、
次
の
よ
う
な

「
涼
し
い
月
」
や
「
冷
た
い
（
猫
の
…
）」
な
ど
、
口
語
表
現
が
増
え
て
く
る
。

　
　

む
だ
口
に
涼
し
い
月
の
入
か
ゝ
り 

支
考
（
夏
）

　
　
　

あ
の
榎
か
ら
蚊
柱
が
た
つ 

支
考
（
夏
）

（
元
禄
五
年
正
月
下
旬
「
鴬
や
」
歌
仙
、
名
オ
11
・
12
）

　
　
　

つ
め
た
い
猫
の
身
を
ひ
そ
め
来
ル 

桃
隣
（
冬
）

　
　

む
つ
か
し
や
襟
に
さ
し
込
娵
の 

彫
棠

（
元
禄
五
年
十
二
月
二
十
日
「
打
寄
り
て
」
歌
仙
、
初
ウ
６
・
７
）

殊
に
、
桃
隣
句
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
「
冷
た
し
」
は
、
本
来
詠
み
手
の
皮
膚

感
覚
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
冷
た
い
猫
」
と
「
猫
」
に

用
い
た
た
め
に
、
自
身
の
懐
に
入
っ
た
猫
の
冷
た
さ
を
実
感
す
る
こ
と
で
冬
の

季
節
感
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
と
と
も
に
、「
冷
た
い
猫
」と
い
う
言
い
回
し
は
、

心
象
表
現
と
も
響
い
て
、
春
季
の
「
恋
猫
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
く
る
。
春
に

は
ま
だ
早
い
が
た
め
に
、
誘
い
に
の
ら
ぬ
猫
の
冷
淡
さ
を
も
彷
彿
と
す
る
。
感

覚
表
現
を
口
語
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り
強
く
心
理
描
写
が
意
識
さ
れ
た
表

現
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
第
六
期
同
様
に
、
季
句
の
表
現
が
一
句
の
大
半
に
及
ぶ
例
が
、
第

六
期
に
増
し
て
目
に
付
く
よ
う
に
な
る
。

　
　

け
ふ
ば
か
り
人
も
年
よ
れ
初
時
雨 

芭
蕉
（
冬
）

　
　
　

野
は
仕
付
た
る
麦
の
あ
ら
土 

許
六
（
冬
）

（
元
禄
五
年
十
月
三
日
「
け
ふ
ば
か
り
」
発
句
・
脇
）

　
　
　

黒
部
の
杉
の
お
し
合
て
立 

芭
蕉

　
　

は
び
こ
り
し
広
葉
の
茶
園
二
度
摘
て 

濁
子
（
夏
）

（
元
禄
七
年
春
「
傘
に
」
歌
仙
、
初
ウ
２
・
３
）

　
　

竹
の
皮
雪
駄
に
替
へ
る
夏
の
来
て 

石
菊
（
夏
）

　
　
　

稲
に
子
の
さ
す
雨
の
ば
ら
〳
〵 

杉
風
（
夏
）

　
　

手
前
者
の
一
人
も
見
え
ぬ
浦
の
秋 

野
坡
（
秋
）

（
元
禄
六
年
冬
「
雪
の
松
」
歌
仙
、
初
ウ
５
～
７
『
炭
俵
』）

　
　

花　
月　
丈　
山　
鬧
テ 

素
堂
（
春
）

　
　
　

し
の
を
杖
つ
く
老
の
鴬 

芭
蕉
（
春
）

　

 

剪
テレ　

銀　
鮎　
一　
寸 

素
堂
（
春
）

（
元
禄
五
年
八
月
八
日
「
破
風
口
に
」
和
漢
歌
仙
、
名
オ
２
・
３
）

「
仕
付
け
た
る
麦
」「
茶
二
度
摘
む
」「
稲
に
子み

の
さ
す
」「
鮎
一
寸
」
な
ど
、
そ

れ
ぞ
れ
一
句
に
お
け
る
季
の
表
現
が
一
句
全
体
の
表
現
に
関
わ
る
と
い
う
点
で

第
六
期
と
同
じ
傾
向
を
持
つ
。
だ
が
、
第
六
期
で
は
そ
れ
が
人
事
句
に
多
く
見

ら
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
も
の
が
、
第
七
期
で
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
景
気
の

句
に
ま
で
拡
大
し
て
季
感
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
稲
に
子
の
さ

す
」
で
は
、「
稲
」
の
本
季
、
秋
季
よ
り
発
想
し
て
稲
穂
の
実
り
は
じ
め
た
頃

で
あ
る
晩
夏
の
稲
の
様
子
を
、「
鮎
一
寸
」
で
は
、
本
季
、
夏
季
に
い
た
る
よ

り
小
さ
い
鮎
の
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る
。
芭
蕉
に
は
、
こ
の
句
同
様
に
「
一

寸
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
「
曙
や
白
魚
白
き
こ
と
一
寸
」（
貞
享
元
年
『
野
ざ

ら
し
紀
行
』）
や
「
武
蔵
野
や
一
寸
ほ
ど
な
鹿
の
声
」（
延
宝
四
年
『
誹
諧
当
世
男
』）

な
ど
の
発
句
が
あ
り
、
そ
の
景
物
の
本
季
に
近
づ
く
様
子
を
詠
む
こ
と
で
季
を

ず
ら
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
句
も
そ
う
し
た
季
の
ず
ら
し
た
表
現
方
法

の
流
れ
の
上
に
あ
る
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
こ
う
し
た
表
現

は
、
一
見
見
慣
れ
ぬ
よ
う
に
思
え
て
、
貞
享
期
の
よ
う
な
季
語
自
体
が
凝
っ
た

も
の
と
は
明
ら
か
に
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
季
語
の
季
感
を
故
意

に
動
か
す
こ
と
で
、
一
句
の
句
意
に
ま
で
季
の
表
現
を
広
げ
た
た
め
で
あ
り
、
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一
四

芭
蕉
晩
年
の
連
句
に
お
け
る
特
筆
す
べ
き
特
徴
と
い
え
よ
う
。
現
実
の
詠
出
対

象
に
即
し
た
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、季
語
の
本
季
か
ら
の
ズ
レ
が
描
か
れ
る
。

そ
れ
が
一
句
の
句
意
に
ま
で
季
の
表
現
を
広
げ
よ
う
と
す
る
作
意
と
相
ま
っ

て
、
こ
の
時
期
の
新
し
い
季
節
感
を
詠
も
う
と
す
る
志
向
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、「
稲
の
子
の
…
」
句
の
よ
う
に
、
季
移
り
の
付
合
に

利
用
さ
れ
、
季
の
前
後
に
幅
が
生
ま
れ
る
た
め
に
、
他
季
に
自
然
に
移
行
で
き

る
よ
う
促
さ
れ
て
い
る
。
一
句
の
季
節
感
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
う
し
た
表
現

は
、
付
合
世
界
で
の
季
感
の
構
築
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
興
味

深
い
。

　

ま
た
、
第
七
期
の
特
色
と
し
て
は
、
連
句
に
よ
っ
て
季
の
割
合
の
変
動
が
激

し
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。と
り
わ
け
、「
水
鳥
の
」歌
仙
や「
口
切
に
」歌
仙
、「
破

風
口
に
」
和
漢
歌
仙
な
ど
、
芭
蕉
と
の
付
合
の
中
で
季
が
集
中
し
、
季
移
り
が

多
出
し
て
い
る
こ
と
も
、
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
七
期
の
そ
の
他
の

連
句
で
の
季
の
割
合
が
非
常
に
低
い
、
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
現
存
す
る
連

句
の
巻
数
も
多
く
、
な
か
に
は
巻
き
直
さ
れ
た
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
中
で
、季
の
割
合
の
差
異
が
、い
か
な
る
意
識
と
結
び
つ
く
の
か
。「
ハ
レ
」

の
場
と
日
常
と
い
う
興
行
意
識
の
問
題
、
ま
た
懐
紙
の
質
の
問
題
も
含
め
、
改

め
て
検
討
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
が
、
今
は
指
摘
に
留
め
、
別
項
に
譲
り
た
い
。

　
　
　
　
第
八
期

　

最
後
の
旅
中
の
第
八
期
は
、
季
句
の
割
合
が
最
も
低
い
。
五
〇
・
四
％
と
い

う
数
値
は
、
歌
仙
の
句
数
に
換
算
す
る
と
、
一
八
句
ほ
ど
と
な
り
、
前
に
も
記

し
た
が
、
最
低
限
の
季
の
句
数
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
か
に
、
雑
の
句
を

中
心
に
、
こ
の
時
期
の
連
句
が
展
開
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
総
句

数
に
お
け
る
四
季
句
の
比
率
を
見
れ
ば
、
春
が
一
四
・
六
％
、
夏
七
・
二
％
、
秋

二
二
・
二
％
、
冬
六
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
春
の
割
合
が
全
時
期

を
通
じ
て
最
も
低
い
。
こ
れ
を
歌
仙
の
句
数
に
換
算
す
れ
ば
、
五
句
ほ
ど
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、
花
の
定
座
関
連
で
の
み
し
か
詠
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
し
か

も
、
名
残
の
花
関
連
の
春
に
関
し
て
は
、
名
残
裏
五
句
目
（
定
座
）
か
ら
始
ま

り
、
挙
句
と
の
二
句
の
み
、
と
い
う
配
置
に
ほ
ぼ
固
定
し
て
い
る
、
と
考
え
て

よ
い
。
も
っ
と
も
、
例
外
も
見
ら
れ
、
挙
句
が
春
以
外
の
も
の
や
、
表
六
句
の

み
の
も
の
、
半
歌
仙
や
歌
仙
未
満
の
も
の
な
ど
、
こ
の
時
期
の
連
句
が
す
べ
て

春
二
句
で
巻
き
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
元
禄
七
年
夏
「
葉
が
く

れ
を
」
歌
仙
以
降
の
連
句
で
は
、
と
り
わ
け
歌
仙
形
式
の
も
の
で
、
こ
う
し
た

特
徴
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
、
連
句
の
展
開
の
中
心
は
季
節
で
は
な
く
雑

の
句
に
あ
る
。
人
事
句
増
加
に
と
も
な
い
、そ
れ
に
相
応
し
た
季
の
句
の
表
現
、

ま
た
季
語
が
選
ば
れ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
実
際
に
、
使
用
さ
れ

た
季
語
を
見
れ
ば
明
確
で
、
全
体
で
上
位
に
挙
げ
ら
れ
た
常
套
的
な
季
語
が
多

用
さ
れ
た
こ
と
が
、
一
見
し
て
季
語
の
種
類
の
少
な
さ
で
わ
か
る
。
景
物
に
関

し
て
も
比
較
的
日
常
的
に
目
に
す
る
平
易
な
季
語
が
並
ぶ
。

　
　
　

田
の
く
さ
ど
き
に
は
や
る
富
士
垢
離 

（
夏
）

　
　

蚊
の
ゐ
ず
ば
あ
る
も
の
で
な
い
夏
の
月 

（
夏
）

（
元
禄
七
年
六
月
中
～
下
旬
「
ひ
ら
〳
〵
と
」
歌
仙
、
名
ウ
２
・
３
）

　

右
の
よ
う
に「
季
重
な
り
」の
現
象
も
、「
月
」や
四
季
名
に
限
ら
ず
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
同
季
で
季
語
表
現
を
重
ね
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
、
他
季
の
季
語
を

重
ね
た
貞
享
期
と
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
。

　
　

と
れ
た
や
ら
浜
か
ら
通
る
肴
籠 

惟
然

　
　
　

彼
岸
の
ぬ
く
さ
是
で
か
た
ま
る 

洒
堂
（
春
）

（
元
禄
七
年
九
月
二
十
七
日
「
白
菊
の
」
歌
仙
、
初
ウ
９
・
10
）

し
か
も
、「
田
の
く
さ
ど
き
」・「
富
士
垢
離
」
や
「
彼
岸
の
ぬ
く
さ
」
な
ど
と

い
う
言
い
回
し
が
一
句
の
大
半
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
季
節
と
い
う
観
点
で
見
れ

ば
一
句
が
説
明
的
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
六
期
・
七
期
同
様
、
一

句
の
言
い
回
し
に
ま
で
広
げ
た
季
感
表
現
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
れ
が
特
に
第
八

期
に
お
い
て
は
特
徴
的
で
あ
る
。
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一
五

　
　

秋
来
て
も
畠
の
土
の
ひ
ゞ
わ
れ
て 

八
桑
（
秋
）

　
　
　

雲
雀
の
羽
の
は
え
揃
ふ
声 

芭
蕉
（
秋
）

　
　

べ
ら
〳
〵
と
足
の
よ
だ
る
き
華
盛 

子
珊
（
春
）

（
元
禄
七
年
五
月
上
旬
「
紫
陽
草
や
」
歌
仙
、
初
ウ
９
～
11
）

　
　
　

目
つ
ら
も
あ
か
ず
霰
ふ
る
な
り 

芭
蕉
（
冬
）

　
　

か
ら
び
た
る
櫟
林
に
日
が
く
れ
て 

山
店
（
冬
）

（
元
禄
七
年
五
月
上
旬
「
新
麦
は
」
歌
仙
、
名
オ
４
・
５
）

　
　

名
月
の
餅
に
当
た
る
関
東
早
稲 

葉
文
（
秋
）

　
　
　

こ
と
し
は
い
か
う
渡
る
安
持
鳥 

葉
文
（
秋
）

　
　

萱
葺
に
し
つ
ぽ
り
と
ふ
る
秋
の
雨 

（
秋
）

（
元
禄
七
年
六
月
中
～
下
旬
「
ひ
ら
〳
〵
と
」
百
韻
、
名
オ
７
～
９
）

　
　
　

秋
の
あ
ら
し
に
魚
荷
つ
れ
だ
つ 

畦
止
（
秋
）

　
　

家
の
あ
る
野
は
刈
あ
と
に
花
咲
て 

惟
然
（
秋
）

（
元
禄
七
年
九
月
十
四
日
「
升
買
て
」
歌
仙
脇
・
第
三
）

例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
「
雲
雀
の
羽
の
は
へ
揃
ふ
」「
か
ら
び
た

る
櫟
く
ぬ
ぎ

林
」「
渡
る
あ
じ
む
ら
」「
刈
あ
と
の
花
」な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
し
か
も
、

こ
う
し
た
表
現
は
景
気
句
に
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
。言
葉
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、

季
語
を
重
ね
た
り
し
な
が
ら
、
一
句
で
表
現
で
き
る
字
数
の
大
半
を
使
っ
た
季

感
の
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
結
果
と
し
て
、
季
語
の
表
現
が
一
句
に
ま
で
及

ぶ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
季
節
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
追
求
に
つ
な
が
り
、
そ
こ

に
一
句
と
し
て
の
表
現
の
穏
や
か
さ
と
日
常
性
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
一
般

に
「
か
る
み
」
は
、
平
易
な
言
葉
を
用
い
、
日
常
卑
近
な
表
現
を
通
し
て
詠
句

す
る
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
う
し
た
、
一
句
で
の
季

節
の
表
現
は
、
ま
さ
し
く
季
の
句
に
お
け
る
「
か
る
み
」
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

こ
れ
ま
で
、
貞
享
元
年
『
冬
の
日
』
以
降
の
連
句
季
語
に
つ
い
て
時
期
的
な

変
遷
を
み
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
貞
享
期
と
晩
年
と
の
差
異
は
、
貞
享

以
前
の
連
句
か
ら
の
流
れ
の
上
に
あ
る
と
み
て
よ
い
。
貞
享
以
前
の
季
語
を
み

れ
ば
、
い
か
に
、
季
節
ご
と
の
季
語
の
表
現
が
固
定
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

集
計
上
位
に
は
、
和
歌
・
連
歌
以
来
の
伝
統
的
な
季
題
や
季
語
が
並
び
、
表
現

も
雅
語
的
表
現
が
多
い
。
と
り
わ
け
、
寛
文
年
間
か
ら
延
宝
八
年
の
季
語
に
特

徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貞
享
初
年
頃
の
季
語
の
扱
い
一
般
と
軌
を
一
に
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
季
節
の
決
定
を
担
う
季
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
表
現
が

固
定
化
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
天
和
年
間
か
ら
貞

享
元
年
の
季
語
で
は
、
表
現
の
仕
方
・
種
類
に
変
化
が
見
ら
れ
、
寛
文
・
延
宝

年
間
に
比
し
て
、
格
段
に
動
植
物
に
関
わ
る
季
語
が
増
え
る
。

　

ま
た
、
次
に
見
る
よ
う
に
、「
夏
や
き
の
ふ
」
と
し
て
立
秋
の
意
を
表
現
し

た
「
春
澄
に
と
へ
」
百
韻
の
例
は
、殊
に
、夏
の
季
語
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
も
「
程

時
過
ぎ
て
」
の
意
を
効
か
せ
る
こ
と
で
す
で
に
秋
と
な
っ
た
景
を
描
い
た
も
の

と
し
て
特
筆
で
き
る
。

　
　

秋
を
啼
烏
の
鳥
を
迎
へ
せ
し 

才
丸
（
秋
）

　
　
　

夏
や
き
の
ふ
の
郭
公
さ
に 

其
角
（
秋
）

　
　

津
の
国
の
生
田
の
森
の
初
月
夜 

読
人
不
知
（
秋
）

（
天
和
元
年
「
春
澄
に
と
へ
」
百
韻
85
～
87
）

　
　

錦
ど
る
都
に
う
ら
ん
百
つ
ゝ
じ 

麋
塒
（
春
）

　
　
　
壱 

花
ざ
く
ら 

二
番 

山
吹 

千
春
（
春
）

　
　

風
の
愛
三
線
の
記
を
和
ら
げ
て　

 

卜
尺
（
春
）

（
天
和
二
年
「
錦
ど
る
」
百
韻
、
発
句
～
第
三
）

同
様
に
、
右
に
挙
げ
た
「
風
和
ら
ぐ
」
の
例
も
暖
か
く
な
っ
た
春
風
を
表
現
し

た
も
の
、
他
に
も
「
し
ぼ
む
滝
」、「
串
柿
飾
る
」「
夏
隣
」「
霜
を
待
つ
」
な
ど
、

景
物
と
時
節
と
に
着
目
し
た
季
節
の
表
現
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
言
葉
と
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六

し
て
は
雅
語
表
現
を
用
い
な
が
ら
も
言
葉
の
言
い
回
し
に
よ
っ
て
季
感
を
ず
ら

し
て
い
く
手
法
は
、
第
二
期
・
四
期
に
見
ら
れ
た
江
戸
滞
在
中
で
の
新
た
な
季

節
の
表
現
の
追
求
す
る
着
眼
に
近
い
。
さ
ら
に
は
、
季
語
の
表
現
が
一
句
の
表

現
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
く
と
い
う
、
こ
う
し
た
季
節
の
表
現
方
法
は
、
後
に
、

第
六
期
以
降
の
季
感
表
現
の
萌
芽
と
し
て
、
大
い
に
注
目
に
値
す
る
も
の
だ
ろ

う
。
だ
が
、
芭
蕉
連
句
に
お
け
る
扱
い
と
は
同
一
と
は
言
え
ず
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
天
和
年
間
の
季
語
の
特
殊

性
に
関
し
て
、
季
語
へ
の
意
識
や
季
の
問
題
を
含
め
分
析
を
行
っ
た
別
稿
の
用

意
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
芭
蕉
連
句
の
季
語
の
使
用
に
は
時
代
の
経
過
と

と
も
に
変
化
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
各
所
へ
の
旅
は
、
新
し
い
連
衆
と
の

関
わ
り
を
も
た
ら
す
。そ
の
土
地
で
の
生
活
を
背
景
に
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
く
る「
こ

と
ば
」を
連
句
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
で
、道
中
の
景
物
・
動
植
物
や
農
耕
な
ど
、

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
眼
前
の
時
節
が
そ
の
都
度
取
り
込
ま
れ
、
結
果
と
し
て

多
様
な
連
句
世
界
を
獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
季
語
が
季
節
の
決
定
す
る
核

で
あ
っ
た
貞
享
初
年
か
ら
、
あ
ら
た
な
季
語
の
発
掘
へ
と
目
が
向
け
ら
れ
た
貞

享
期
の
傾
向
が
あ
る
。
と
く
に
、
江
戸
滞
在
中
の
連
句
に
は
見
慣
れ
ぬ
言
葉
の

使
用
が
目
立
ち
、
季
節
の
表
現
へ
の
挑
戦
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
貞
享
期
の

連
句
に
は
、
季
の
句
が
高
い
割
合
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
元
禄
二

年
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
を
境
に
、
そ
の
割
合
が
下
限
に
近
く
な
る
。
し
か

も
季
語
を
み
れ
ば
、
農
耕
に
関
わ
る
も
の
、
風
土
に
関
す
る
も
の
な
ど
、
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
詠
ま
れ
た
季
語
が
並
ぶ
。
第
六
期
に
な
る
と
、
そ
の
表
現

は
、
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
季
語
を
重
ね
る
な
ど
し
て
、
一
句
全
体
で
の

季
節
感
の
描
出
へ
と
変
化
す
る
。
そ
の
中
で
、
季
節
の
表
現
は
人
事
句
に
ま
で

拡
大
し
、
人
事
の
中
に
季
節
感
を
見
い
だ
そ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
た
。
連
句
に

よ
っ
て
、
バ
ラ
ツ
キ
の
あ
る
第
七
期
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
一
句
の
言
い
回

し
を
利
用
し
て
の
季
節
の
表
現
は
、次
第
に
景
気
の
句
に
ま
で
広
が
っ
て
く
る
。

最
晩
年
の
第
八
期
に
い
た
っ
て
は
、
一
句
の
大
半
が
季
節
の
表
現
と
化
し
、
そ

う
し
た
表
現
は
景
気
の
句
が
大
多
数
を
占
め
る
。
ま
た
、
同
季
の
季
語
を
重
ね

た
り
、
特
に
寒
暖
の
感
覚
を
表
す
季
語
の
利
用
す
る
な
ど
し
て
、
一
句
全
体
で

の
季
節
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
、説
明
的
な
季
の
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
芭
蕉
連
句
に
お
い
て
は
、
晩
年
に
い
た
る
に
つ
れ
て
、
季
の
句
の

季
節
の
決
定
が
、
季
語
か
ら
一
句
全
体
の
季
節
表
現
へ
と
拡
大
さ
れ
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
季
節
を
見
い
だ
さ
れ
る
対
象
に
な
り
え
な
か
っ
た
あ

ら
ゆ
る
事
象
ま
で
も
が
、
季
節
の
表
現
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
季
語
と
い
う
、
い
わ
ば
固
定
化
さ
れ
た
詩
的
世
界
の
範
疇
を
こ
え
て
、
日

常
世
界
そ
の
も
の
の
中
に
、
季
節
の
発
見
の
試
み
が
な
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
結
局
、
芭
蕉
連
句
の
季
の
句
に
お
け
る
「
季
重
な
り
」
の
現

象
や
一
例
の
季
語
の
増
加
、
使
用
さ
れ
る
季
語
の
多
様
化
な
ど
は
、
い
か
に
新

し
い
季
節
感
を
芭
蕉
が
求
め
て
き
た
か
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
わ
け
だ
。

　
　
　

三
、　

日
常
世
界
へ
の
挑
戦

　

こ
う
し
て
言
葉
か
ら
一
句
へ
と
季
節
の
表
現
が
拡
大
し
て
い
く
中
で
、
一
句

は
、そ
れ
ま
で
季
語
と
い
う
本
意
を
持
つ
「
こ
と
ば
」
の
切
り
開
く
世
界
か
ら
、

眼
前
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
あ
る
日
常
卑
近
な
世
界
へ
と
そ
の
表
現
範
囲
を
増
幅
さ

せ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
日
常
世
界
が
そ
の
季
節
の
体
系
へ
取
り
込
ま

れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
例
と
し
て
、
顕
著
な
の
が
、
春
・
秋

に
比
し
て
見
る
べ
き
景
物
の
少
な
い
夏
・
冬
の
詠
ま
れ
方
で
あ
ろ
う
。
実
際
に

「
冬
」
ま
た
は
「
夏
」
と
い
う
語
が
詠
み
込
ま
れ
た
句
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
し
て
日
常
性
が
取
り
込
ま
れ
、
そ
の
表
現
範
囲
が
い
か
な
る
も
の

か
、
見
て
い
き
た
い
。



芭蕉連句の「季の句」

一
七

（
１
）「
冬
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句

　

連
句
で
「
冬
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句
は
、「
冬
が
来
る
こ
と
」
が
主
体
に
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
。
実
際
に
連
句
に
詠
み
込
ま
れ
た
例
を
見
て
み
る
と
、
次
の

よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

鳥
屋
籠
る
鵜
飼
の
宿
に
冬
の
来
て 

芭
蕉
（
冬
）

（
元
禄
二
年
六
月
十
九
～
二
十
一
日
「
温
海
山
」
歌
仙
、
初
ウ
１
）

　
　

の
が
れ
ぬ
や
よ
そ
か
ら
は
来
ぬ
冬
の
来
て 

風
麦
（
冬
）

（
元
禄
七
年
七
月
下
旬
「
残
る
蚊
に
」
歌
仙
未
満
三
十
句
、
名
オ
３
）

　
　

ひ
と
り
娘
の
冬
の
こ
し
ら
へ 

濁
子
（
冬
）

（
元
禄
六
年
九
月
十
三
日
「
十
三
夜
」
歌
仙
、
初
ウ
４
）

　
　

そ
ろ
そ
ろ
出
す
冬
の
う
り
物 

去
来
（
冬
）

（
元
禄
七
年
閏
五
月
下
旬
「
葉
が
く
れ
を
」
歌
仙
、
初
ウ
４
）

　
　

冬
は
じ
め
熟
柿
を
つ
つ
む
す
ぐ
り
わ
ら 

芭
蕉
（
冬
）

（
元
禄
七
年
八
月
二
十
三
日
「
松
茸
や
都
」
十
六
句
、
初
ウ
１
）

　

こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
冬
支
度
や
、
冬
仕
事
な
ど
、
冬
に
対
し
て
身
構
え
る
人

物
像
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
叙
景
で
あ
っ
て
も
冬
の
風
物
詩

に
擬
人
法
（
人
物
の
行
動
と
共
に
）
を
冠
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ

の
意
味
で
連
句
に
お
い
て
「
冬
」
を
詠
み
込
ん
だ
場
合
、
冬
の
情
景
に
対
し
て

人
の
行
為
が
修
飾
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
擬

人
法
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
対
象
物
と
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
人
物
と
が
シ

ン
ク
ロ
さ
れ
て
一
句
が
構
成
さ
れ
、
主
体
的
人
物
の
描
写
が
な
く
て
も
自
然
と

そ
こ
に
人
物
が
含
意
さ
れ
る
よ
う
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

次
に
挙
げ
た
の
は
人
の
行
為
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

季
語
「
冬
籠
り
」
の
句
（
四
例
）
な
ど
が
、
こ
れ
に
該
当
し
よ
う
。

　
　

火
を
焼
ば
岩
の
洞
に
も
冬
籠 

曾
良
（
冬
）

（
元
禄
二
年
「
衣
装
し
て
」
歌
仙
、
名
ウ
１
）

　
　

を
の
を
の
武
士
の
冬
籠
る
宿 

芭
蕉
（
冬
）

（
元
禄
二
年
四
月
二
十
二
～
二
十
三
日
「
風
流
の
」
歌
仙
、
名
オ
４
）

　
　

冬
籠
物
覚
て
の
大
雪
に 

左
柳
（
冬
）

（
元
禄
二
年
九
月
四
日
「
は
や
う
咲
」
歌
仙
、
名
オ
７
）

　
　

此
里
は
山
を
四
面
や
冬
籠
り 

支
考
（
冬
）

（
元
禄
四
年
十
月
「
此
里
は
」
歌
仙
、
発
句
）

　

こ
れ
ら
の
句
か
ら
は
、
冬
に
臨
ん
で
の
過
ご
し
方
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
同
様
に
前
掲
の
「
冬
の
き
て
」
の
句
や
、「
冬
の
こ
し
ら
へ
」
の
句
か
ら
は
、

冬
支
度
に
追
わ
れ
る
人
物
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の

行
為
・
行
動
を
詠
み
込
ん
だ
句
は
、
そ
の
生
活
感
が
実
直
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
の
描
写
さ
れ
た
人
物
が
、
総
じ
て
、
侘
し
く
、
素
朴
な
生
活
を
す

る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
侘
人
か
ら
の
視
点
か
ら
風
景
描
写
が

な
さ
れ
た
り
、
心
象
表
現
を
効
か
せ
た
句
が
目
立
つ
。

　
　

冬
の
朝
日
の
あ
は
れ
な
り
け
り 

芭
蕉
（
冬
）

（
貞
享
元
年
「
霜
月
や
」
歌
仙
、
脇
）

　
　

冬
が
れ
わ
け
て
ひ
と
り
唐
苣 

野
水
（
冬
）

（
貞
享
元
年
「
狂
句
こ
が
ら
し
」
歌
仙
、
名
オ
６
）

　
　

冬
景
や
人
寒
か
ら
ぬ
市
の
梅 

濁
子
（
冬
）

（
貞
享
三
年
「
冬
景
や
」
歌
仙
未
満
三
四
句
、
発
句
）

　
　

生
木
を
も
や
し
て
あ
た
る
冬
の
日 

岱
水
（
冬
）

（
元
禄
元
年
「
雪
ご
と
に
」
歌
仙
、
名
オ
12
）

　
　

か
ち
で
旅
だ
つ
冬
の
山
里 

卓
袋
（
冬
）

（
元
禄
二
年
十
一
月
三
日
「
と
り
ど
り
の
」
五
十
韻
、
脇
）

　
　

冬
の
か
が
し
の
弓
を
失
ふ 

三
園
（
冬
）

（
元
禄
三
年
三
月
二
日
「
木
の
本
に
」
付
延
歌
仙
四
十
句
、
名
ウ
２
『
風
麦
』）
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一
八

　
　

能
登
の
七
尾
の
冬
は
住
う
き 

凡
兆
（
冬
）

（
元
禄
三
年
夏
「
市
中
は
」
歌
仙
、
初
ウ
４
）

　
　

麦
の
小
う
ね
を
た
た
く
冬
空 

珍
碩
（
冬
）

（
元
禄
三
年
八
月
中
旬
「
白
髪
ぬ
く
」
半
歌
仙
、
初
オ
６
）

　
　

火
を
う
つ
声
に
ふ
ゆ
の
う
ぐ
ひ
す 

如
行
（
冬
）

（
元
禄
四
年
十
月
「
も
あ
ぬ
ほ
ど
」
半
歌
仙
、
脇
）

　
　

小
松
の
か
し
ら
な
ら
ぶ
冬
山 

芭
蕉
（
冬
）

（
元
禄
五
年
冬
「
月
代
を
」
半
歌
仙
、
脇
）

　
　

冬
の
み
な
と
に
こ
の
し
ろ
を
釣 

濁
子
（
冬
）

（
元
禄
六
年
八
月
十
六
日
「
い
ざ
よ
ひ
は
」
歌
仙
、
名
オ
12
）

　
　

代
官
の
仮
屋
に
冬
の
月
を
見
て 

芭
蕉
（
冬
）

（
元
禄
五
～
六
年
冬
「
生
な
が
ら
」
歌
仙
、
第
三
）

　
　

大
坂
の
人
に
す
れ
た
る
冬
の
月 

利
合
（
冬
）

（
元
禄
六
年
冬
「
雪
の
松
」
歌
仙
、
名
オ
11
）

　
　

削
や
う
に
長
刀
坂
の
冬
の
風 
里
圃
（
冬
）（
９
）

（
元
禄
七
年
春
「
八
九
の
間
」
歌
仙
、
名
ウ
１
）

　

た
と
え
ば
、「
伊
駒
河
内
の
冬
の
川
づ
ら　

揚
水
」（
貞
享
三
年
一
月
「
日
の
春

を
」
百
韻
、
三
オ
14
）
や
、「
冬
空
の
あ
れ
に
成
た
る
北
颪　

凡
兆
」（
元
禄
三
年

八
～
九
月
「
灰
汁
桶
の
」
歌
仙
、
名
オ
３
）、「
日
の
出
る
ま
へ
の
赤
き
冬
空　

孤

屋
」（
元
禄
六
年
冬
「
雪
の
松
」
歌
仙
、
脇
）
の
よ
う
に
、
風
景
描
写
中
心
の
例

外
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
冬
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句
に
は
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
に
人
物
の
行
為
が
描
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
冬
」
に
対
し
て
、
寒
さ
に

備
え
る
人
物
や
、
擬
人
化
さ
れ
た
景
物
は
、
そ
の
心
象
表
現
が
強
く
打
ち
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、一
句
と
し
て
侘
し
さ
が
造
形
さ
れ
、冬
の
「
寒

さ
」
が
際
だ
つ
句
作
と
な
っ
て
い
る
の
が
、「
冬
」
と
詠
み
込
ん
だ
句
に
共
通

す
る
特
徴
と
い
え
よ
う
。「
冬
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
む
こ
と
で
、
日
常
生
活

の
中
に
あ
る
冬
と
い
う
時
節
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
発
句
の
季
語
体
系
や
季

寄
せ
な
ど
を
見
れ
ば
、
季
の
世
界
の
大
半
は
、
景
物
に
あ
る
。
景
気
句
に
季
の

句
が
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、こ
う
し
て
、「
冬
」

と
い
う
語
が
詠
み
込
ま
れ
た
句
を
見
て
み
る
と
、
季
の
句
が
人
事
世
界
に
ま
で

広
が
り
を
持
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
様
相
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
四
季
名
の
中
で
「
冬
」
は
、
連
句
で
は
詠
み
込
ま
れ
た
数
が
秋
・

春
に
次
い
で
三
番
目
で
あ
っ
た
が
、
発
句
で
は
最
も
そ
の
数
が
少
な
い
。
発
句

の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

冬
知
ら
ぬ
宿
や
籾
す
る
音
霰 

（
貞
享
元
年
）

冬
瓜
や
た
が
ひ
に
変
る
顔
の
形 

（
元
禄
七
年
）

石
枯
て
水
し
ぼ
め
る
や
冬
も
な
し 

（
延
宝
八
年
）

冬
の
日
や
馬
上
に
氷
る
影
法
師 

（
貞
享
四
年
）

面
白
し
雪
に
や
な
ら
ん
冬
の
雨 

（
貞
享
四
年
）

冬
牡
丹
千
鳥
よ
雪
の
ほ
と
と
ぎ
す 

（
貞
享
元
年
）

冬
庭
や
月
も
い
と
な
る
虫
の
吟 

（
元
禄
二
年
）

京
に
あ
き
て
此
木
が
ら
し
や
冬
住
ひ 

（
元
禄
四
年
）

　

◇
冬
籠
り

先
祝
へ
梅
を
心
の
冬
寵
り 

（
貞
享
四
年
）

冬
寵
り
ま
た
よ
り
そ
は
ん
此
柱 

（
元
禄
元
年
）

屏
風
に
ハ
山
を
絵
書
て
冬
籠 

（
元
禄
六
年
）

折
々
に
伊
吹
を
見
て
は
冬
籠
り 

（
元
禄
四
年
）

難
破
津
や
田
螺
の
蓋
も
冬
寵
り 

（
元
禄
六
年
）

金
屏
の
松
の
古
さ
よ
冬
籠 

（
元
禄
六
年
）

さ
し
こ
も
る
葎
の
友
か
冬
莱
売 

（
元
禄
元
年
）

　

右
に
示
し
た
の
は
、発
句
に
お
い
て
「
冬
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句
で
あ
る
が
、

連
句
と
同
様
、「
冬
」
の
素
材
は
「
冬
籠
り
」
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ど
の
よ
う
に
「
冬
籠
り
」
を
行
っ
て
い
る
人
物
を
描
き
出
す
か
と
い
う
点
に
主

眼
が
置
か
れ
て
句
作
さ
れ
、
人
物
に
主
眼
が
置
か
れ
た
描
か
れ
方
も
共
通
す
る
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一
九

も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
人
事
句
へ
の
取
り
込
み
が
「
冬
」
と
い
う
語
を
介
し
て
な
さ
れ

る
。
冬
は
、
雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
り
、
寒
さ
が
厳
し
か
っ
た
り
と
、
生
物
も
活
動

を
休
止
す
る
気
候
の
厳
し
い
時
節
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
自
然
に
人
事
に
目
を

向
け
、家
の
中
へ
の
着
眼
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。「
雪
」「
霜
」

「
木
枯
ら
し
」「
時
雨
」「
千
鳥
」「
水
鳥
」「
歳
暮
」
な
ど
、冬
の
季
語
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
と
詠
ま
れ
方
に
は
偏
り
が
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
和
歌
・
連
歌
以
来

の
も
の
で
あ
っ
た
。
二
頁
の
表
①
に
示
し
た
貞
享
以
前
の
連
句
季
語
の
上
位
を

見
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、連
句
で
冬
の
句
を
詠
も
う
と
す
れ
ば
、「
雪
」
や
「
時
雨
」

な
ど
の
伝
統
的
季
題
が
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
貞
享
以
降
の
芭

蕉
連
句
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
使
い
古
さ
れ
た
季
語
で
は
な
く
、
こ
こ
で
見

て
き
た
よ
う
に
「
冬
」
と
い
う
語
を
共
に
詠
み
込
ん
だ
り
、
ま
た
「
寒
し
」
と

い
う
寒
暖
の
感
覚
を
表
す
季
語
を
用
い
た
り
し
な
が
ら
、
句
中
に
人
物
を
想
定

し
て
、
冬
の
句
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
連
句
と
い
う
四
季
折
々

の
景
物
を
詠
み
込
む
特
殊
な
環
境
に
あ
っ
て
、
そ
の
素
材
を
人
物
の
視
点
か
ら

描
き
出
す
こ
と
で
、
冬
の
句
の
詠
み
方
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
し
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
人
物
の
姿
や
動
作
の
中
に
、
冬

の
季
感
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
結
果
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
２
）「
夏
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句

　

実
は
、「
夏
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句
は
、
連
句
に
お
い
て
は
、
四
季
の
中
で

最
も
少
な
い
。
そ
の
特
徴
は
、
他
の
夏
の
季
語
や
他
の
季
節
を
本
季
と
す
る
季

語
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
夏
の
～
」
と
い
う
表
現

が
目
立
つ
。
ま
ず
は
、
連
句
に
お
け
る
「
夏
の
～
」
と
詠
ま
れ
た
例
を
、
そ
の

詠
み
方
に
即
し
て
分
類
し
な
が
ら
挙
げ
て
お
く
。

〈
夏
～
〉

　
　

京
の
杖
つ
く
岨
の
夏
麦 

東
藤
（
夏
）

（
貞
享
二
年
「
お
も
ひ
立
」
一
二
句
、
脇
）

　
　

夏
川
や
は
や
宵
の
瀬
を
踏
ち
が
へ 

涼
葉
（
夏
）

（
元
禄
六
年
八
月
十
六
日
「
い
ざ
よ
ひ
は
」
歌
仙
、
名
オ
５
）

　
　

ふ
と
こ
ろ
え
畳
ん
で
入
る
夏
羽
織 

馬
莧
（
夏
）

（
元
禄
六
年
冬
「
い
さ
み
立
」
歌
仙
、
初
ウ
９
）

　
　

夕

や
蔓
に
場
を
と
る
夏
座
敷 

為
有
（
夏
）

（
元
禄
七
年
夏
「
夕

や
」
歌
仙
、
発
句
）

〈
夏
野
〉

　
　

秣
お
ふ
人
を
枝
折
の
夏
野
哉 

芭
蕉
（
夏
）

（
元
禄
二
年
四
月
「
秣
お
ふ
」
歌
仙
、
発
句
）

〈
夏
草
〉

　
　

住
程
人
の
む
す
ぶ
夏
草 

露
丸
（
夏
）

（
元
禄
二
年
六
月
四
～
九
日
「
有
難
や
」
歌
仙
、
脇
）

〈
夏
の
夜
〉

　
　

夏
の
夜
も
明
が
た
冴
る
笹
の
露 

露
川
（
夏
）

（
元
禄
七
年
夏
「
夕
が
ほ
や　

二
」
歌
仙
、
名
ウ
１
）

　
　

夏
の
夜
や
崩
て
明
し
冷
し
物 

芭
蕉
（
夏
）

（
元
禄
七
年
六
月
十
六
日
「
夏
の
夜
や
」
歌
仙
、
発
句
）

〈
夏
の
月
〉

　
　

狼
の
番
し
て
明
る
夏
の
月 

嵐
竹
（
夏
）

（
元
禄
二
年
二
月
七
日
「
か
げ
ろ
ふ
の
」
歌
仙
、
名
オ
11
）

　
　

市
中
は
物
の
に
ほ
ひ
や
夏
の
月 

凡
兆
（
夏
）

（
元
禄
三
年
夏
「
市
中
は
」
歌
仙
、
発
句
）
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〈
夏
の
日
〉

　
　

茶
を
も
む
頃
や
い
と
ど
夏
の
日 

芭
蕉
（
夏
）

（
元
禄
二
年
七
月
二
十
五
日
「
し
ほ
ら
し
き
」
世
吉
、
初
ウ
４
）

　

次
に
挙
げ
た
例
は
、
夏
と
い
う
時
節
の
中
、
他
の
季
語
と
共
に
用
い
ら
れ
、

夏
の
句
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

老
声
く
る
し
夏
の
鴬 

芭
蕉
（
夏
）

（
貞
享
四
年
十
二
月
一
日
「
旅
人
と
我
」
半
歌
仙
、
初
ウ
２
）

　
　

夏
も
小
野
に
は
鴬
の
な
く 

乙
州
（
夏
）

（
元
禄
六
年
七
月
「
朝
顔
や
」
歌
仙
、
名
ウ
２
）

　
　

此
夏
も
か
な
め
を
く
ゝ
る
破
扇 

園
風
（
夏
）

（
元
禄
四
年
二
月
中
旬
「
梅
若
菜
」
歌
仙
、
名
オ
11
）

　
　

夏
寒
き
関
の
孫
六
ぬ
き
は
な
し 

嵐
雪
（
夏
）

（
元
禄
五
年
「
両
の
手
に
」
歌
仙
、
名
オ
７
）

時
節
と
し
て
の
「
夏
」
自
体
を
単
独
で
詠
ん
だ
句
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
の

五
例
で
あ
る
。

　
　

草
庵
あ
れ
も
夏
を
十
畳 
芭
蕉
（
夏
）

（
貞
享
二
年
六
月
二
日
「
涼
し
さ
の
」
百
韻
、
初
ウ
８
）

　
　

水
相
に
た
り
三
ま
た
の
夏 

芭
蕉
（
夏
）

（
元
禄
元
年
六
月
十
七
日
「
ど
こ
ま
で
も
」
表
六
句
、
脇
）

　
　

も
の
の
音
も
夏
は
な
つ
を
ぞ
ふ
き
に
け
る 

嵐
蘭
（
夏
）

　
（
元
禄
二
年
二
月
七
日
「
か
げ
ろ
ふ
の
」
歌
仙
、
初
ウ
９
）

　
　

竹
の
皮
雪
駄
に
替
へ
る
夏
の
来
て 

石
菊
（
夏
）

（
元
禄
六
年
冬
「
雪
の
松
」
歌
仙
、
初
ウ
５
）

　
　

夏
過
て
か
ら
塩
に
事
か
く 

杉
風
（
秋
）

（
元
禄
五
～
六
年
冬
「
生
な
が
ら
」
歌
仙
、
名
オ
10
）

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
麦
」「
扇
」「
冷
や
し
物
」
な
ど
の
他
の
夏
の

季
語
や
、「
鴬
」「
寒
し
」「
茶
」
な
ど
の
夏
以
外
の
他
の
季
節
の
季
語
、
さ
ら

に
は
、
季
語
以
外
の
語
句
や
景
物
（「
川
」
な
ど
）
に
、
い
か
に
し
て
夏
の
季
を

持
た
せ
る
か
、
ま
た
は
、
い
か
に
し
て
夏
に
ず
ら
す
か
が
、
芭
蕉
連
句
に
お
け

る
「
夏
」
の
扱
わ
れ
方
と
い
え
よ
う
。「
夏
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
の
意

外
性
を
示
し
、
卑
近
な
事
物
に
夏
ら
し
さ
を
発
見
す
る
こ
と
を
主
眼
に
詠
み
込

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
発
句
で
は
「
夏
」
と
詠
み
込
ん
だ
句
は
「
春
」
と
同
程
度
詠
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
発
句
で
は
、
夏
を
ど
の
よ
う
に
詠
み
、
ど
う
描
い
て
い
く

か
に
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
以
下
は
発
句
で
「
夏
」
と
詠
ま
れ
た

句
で
あ
る
。

夏
近
し
其
口
た
ば
へ
花
の
風 

（
寛
文
七
年
）

夏
来
て
も
た
ゞ
ひ
と
つ
葉
の
一
葉
哉 

（
貞
享
五
年
）

世
の
夏
や
湖
水
に
浮
か
む
浪
の
上 

（
貞
享
五
年
）

夏
の
夜
や
崩
て
明
し
冷
し
物 

（
元
禄
四
年
）

夏
山
に
足
駄
を
拝
む
門
出
哉 

（
元
禄
二
年
）

島
々
や
千
々
に
砕
け
て
夏
の
海 

（
元
禄
二
年
）

夏
衣
い
ま
だ
虱
を
取
り
尽
く
さ
ず 

（
元
禄
二
年
）

別
れ
ば
や
笠
手
に
提
て
夏
羽
織 

（
元
禄
年
間
）

山
も
庭
に
動
き
入
る
ゝ
や
夏
座
敷 

（
元
禄
二
年
）

田
や
麦
や
中
に
も
夏
時
鳥 

（
元
禄
二
年
）

〈
夏
野
〉馬

ぼ
く
ぼ
く
と
我
を
絵
に
見
る
夏
野
哉 

（
天
和
三
年
）

も
ろ
き
人
に
た
と
へ
む
花
も
夏
野
哉 

（
貞
享
五
年
）

株
負
ふ
人
を
枝
折
の
夏
野
哉 

（
元
禄
二
年
）

〈
夏
草
〉夏

草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡 

（
元
禄
二
年
）

石
の
香
や
夏
草
赤
く
露
あ
つ
し 

（
元
禄
二
年
）

夏
草
に
富
貴
を
餝
れ
蛇
の
衣 

（
元
禄
三
年
）
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夏
草
や
我
先
達
て
蛇
か
ら
む 

（
元
禄
三
年
）

〈
夏
木
立
〉夏

木
立
佩
く
や
深
山
の
腰
ふ
さ
げ 

（
寛
文
十
二
年
）

木
啄
も
庵
ハ
破
ら
ず
夏
木
立 

（
元
禄
二
年
）

先
頼
む
椎
の
木
も
有
夏
木
立 

（
元
禄
三
年
）

〈
夏
の
月
〉夏

の
月
御
油
よ
り
出
て
赤
坂
や 

（
延
宝
四
年
）

月
は
あ
れ
ど
留
主
の
や
う
也
須
磨
の
夏 

（
元
禄
三
・
四
年
間
）

月
見
て
も
物
た
ら
ハ
ず
や
須
磨
の
夏 

（
元
禄
三
・
四
年
間
）

蛸
壺
や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月 

（
元
禄
三
・
四
年
間
）

手
を
打
て
ば
木
魂
に
明
る
夏
の
月 

（
元
禄
四
年
）

　
「
夏
野
」「
夏
草
」「
夏
木
立
」「
夏
の
月
」
と
、
い
く
つ
か
の
季
語
に
固
定
さ

れ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
連
句
に
比
べ
て
、
発
句
の
「
夏
」
を
詠

み
込
ん
だ
句
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
少
な
い
。
連
句
の
詠
み
込
み
方
と
同
様

で
、
語
に
「
夏
」
を
修
飾
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
夏
に
詠
み
込
む
素
材
に
ど

の
よ
う
に
変
化
を
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
観
点
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
句
作
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
季
節
ら
し
さ
を
詠
み
込
む
の
か
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
に
「
夏
」
と
冠
す
る
こ
と
に
興
味
が
向
い
て
い
る
の
が
、「
夏
」

の
詠
み
込
み
方
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

こ
う
し
て
、「
冬
」
を
詠
み
込
ん
だ
句
で
は
人
事
世
界
を
、「
夏
」
を
詠
み
込

ん
だ
句
で
は
日
常
目
に
す
る
事
象
を
取
り
込
み
つ
つ
、
季
節
の
句
の
表
現
が
な

さ
れ
、
季
の
句
の
詠
み
方
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
増
幅
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、季
の
式
目
を
見
れ
ば
、

連
句
に
お
い
て
、
夏
・
冬
の
句
の
句
数
は
一
～
三
句
（
同
季
三
句
去
）
と
さ
れ

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
夏
・
冬
の
句
と
は
、
連
句
に
あ
っ
て
式
目
の
制
約

の
小
さ
い
季
で
あ
る
と
い
え
る
。
詠
ま
れ
る
句
数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、

連
歌
以
来
、
こ
の
両
季
に
関
し
て
は
、
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
し
、

あ
ら
た
な
季
節
感
造
形
を
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、連
歌
以
来
、

貞
門
・
談
林
期
、
そ
し
て
貞
享
以
前
の
連
句
に
関
し
て
は
、
固
定
化
さ
れ
た
伝

統
的
な
季
題
・
季
語
を
利
用
し
て
季
節
の
展
開
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
貞
享
以
降
、
と
り
わ
け
芭
蕉
晩
年
の
連
句
に
お
い
て
は
一
句
へ
と
季

節
の
表
現
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
冬
・
夏
も
同
様
に
新
た
な
季

節
へ
の
挑
戦
が
な
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
夏
・
冬
に
お
け
る
季
の
式
目
に
対
し
て
、
春
・
秋
は
句
数
が
三
～

五
句
（
同
季
五
句
去
）
と
、
詠
み
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
句
数
も
多
く
、
し

か
も
定
座
が
絡
む
た
め
、
さ
ら
に
そ
の
制
約
が
増
え
る
。
そ
こ
で
、
い
わ
ば
そ

の
打
開
策
と
し
て
「
投
げ
込
み
の
月
」
と
呼
ば
れ
る
手
法
が
あ
る
。
連
句
に
お

け
る
季
節
の
展
開
の
中
で
、
式
目
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
一
見
一
句
と
は
無
縁

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、常
套
的
な
季
語
を「
投
げ
込
む
」こ
と
で
季
の
式
目（
と

り
わ
け
、
句
数
の
規
定
と
月
・
花
の
定
座
）
を
遵
守
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に

談
林
時
代
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、芭
蕉
た
ち
の
方
法
は
、「
夏
」

「
冬
」
の
句
を
見
る
に
、こ
う
し
た
「
投
げ
込
み
」
の
手
法
と
は
明
確
に
異
な
り
、

新
た
な
季
節
感
の
発
見
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　　
　
　

四
、
季
節
の
表
現
と
「
投
げ
込
み
」

　

芭
蕉
連
句
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
こ
う
し
た
季
感
表
現
の
根
本
と
は
、
ま
さ
し

く
こ
う
し
た
「
投
げ
込
み
」
の
手
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

と
り
わ
け
四
季
の
中
で
も
「
～
の
秋
」「
春
の
～
」
な
ど
と
い
っ
た
、
春
・
秋

が
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
が
多
い
。
実
際
に
、
四
季
名
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る

季
感
表
現
は
時
期
を
問
わ
ず
に
多
く
見
ら
れ
る
し
、
す
で
に
伝
統
的
な
季
題
・

季
語
と
し
て
「
秋
風
」
や
「
春
雨
」
な
ど
本
意
が
確
定
し
て
い
る
も
の
や
、「
秋

近
し
」
や
「
春
隣
」
な
ど
季
節
を
ず
ら
た
も
の
な
ど
、
季
寄
せ
類
を
参
照
す
る
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だ
け
で
も
こ
う
し
た
四
季
名
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
季
語
は
数
多
く
存
在
す

る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
見
る
べ
き
景
物
の
多
い
春
・
秋
の
季
節
名
の
詠
ま

れ
方
名
を
検
討
し
て
み
た
い
。「
春
の
空
」
や
「
秋
の
山
」
な
ど
他
の
言
葉
と

四
季
名
と
の
組
み
合
わ
せ
や
、「
春
の
雪
」「
秋
の
霜
」
な
ど
季
語
を
重
ね
る
も

の
な
ど
、
そ
の
言
い
回
し
の
表
現
に
注
目
し
つ
つ
、
芭
蕉
連
句
で
の
季
語
の
表

現
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

（
１
）「
秋
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句

　

た
と
え
ば
、「
秋
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句
は
、
連
句
に
お
い
て
は
、
他
の
季

節
の
も
の
を
含
め
て
一
八
〇
例
あ
り
、
最
も
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
連
句

に
お
け
る
季
の
式
目
に
よ
っ
て
、
春
・
秋
の
句
数
は
三
か
ら
五
句
、
夏
・
冬
の

句
数
が
一
か
ら
三
句
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
、
月
・
花
の
定
座
が
関
わ

る
た
め
、
春
・
秋
の
句
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
だ
が
、
そ
の
中
で
も
、
他
の
秋
を
本
季
と
す
る
季
語
で
は
な
く
、
あ
え

て
「
秋
」
と
い
う
語
を
用
い
た
表
現
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
で
き
る
。

秋
の
季
語
の
偏
り
を
な
く
し
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
に
展
開
す
る
工
夫
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
口
に
「
秋
」
と
詠
み
込
ん
だ
句
、
と
い
っ
て
も
、
す
で

に
季
語
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
く
る
語
も
あ
る
。
発
句
と
比
す
れ
ば
明
確
だ
が
、

た
と
え
ば
、「
秋
風
」「
今
朝
の
秋
」「
月
の
秋
」「
秋
の
暮
」、さ
ら
に「
行
秋
」「
立
秋
」

「
初
秋
」な
ど
の
時
候
に
関
わ
る
語
で
あ
る
。
連
句
に
は
、中
に
は「
秋
」と「
暮
」

と
が
別
々
に
詠
み
こ
ま
れ
、
結
果
と
し
て
一
句
で
「
秋
の
暮
」
を
意
味
す
る
も

の
、
ま
た
、
言
い
掛
け
で
あ
っ
た
り
、
掛
詞
で
あ
っ
た
り
と
、
一
語
と
し
て
の

意
識
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
が
判
別
し
に
く
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
た
め

今
回
の
調
査
に
お
い
て
は
、
表
現
で
の
分
析
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
、
個
別
の

季
語
と
い
う
こ
と
を
考
慮
は
し
つ
つ
も
、
こ
う
し
た
語
も
「
秋
」
と
い
う
括
り

で
集
計
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
一
度
、
詠
み
込
ま
れ
方
の
検
討
を
行
う

必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
季
語
と
し
て
す
で
に
認
定

さ
れ
て
い
る
も
の
か
否
か
で
分
類
し
、そ
の
表
現
を
見
て
い
き
た
い
。な
お
、『
滑

稽
雑
談
』（
正
徳
三
年
刊
）
ま
で
を
一
応
の
目
安
と
し
て
、
季
語
か
否
か
の
区
別

を
行
っ
た
。

　

ま
ず
、「
秋
」
語
の
中
で
最
も
多
い
の
は
「
秋
風
」
で
あ
る
。
貞
享
以
降
、

四
九
例
あ
る
。
そ
の
他
、「
秋
の
暮
」
八
例
、「
初
秋
」
三
例
、「
月
の
秋
」
三
例
、

「
秋
の
月
」
三
例
と
な
っ
て
い
る
。「
秋
風
」
は
発
句
に
お
い
て
も
多
く
詠
み
込

ま
れ
る
題
材
で
も
あ
り
、
和
歌
・
連
歌
以
来
、
伝
統
的
に
も
秋
の
主
要
な
題
材

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
「
秋
風
」
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て
は
、
別
稿

に
譲
り
、
今
回
は
他
の
「
秋
」
の
表
現
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

実
際
に
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
芭
蕉
の
付
句
を
挙
げ
た
が
、
ま
ず
、「
秋
」
と
の
み
詠
み
込
ま

れ
た
も
の
に
は
、「
秋
」
と
投
げ
込
ま
れ
た
も
の
と
、
背
景
と
し
て
秋
と
い
う

季
節
を
提
示
し
た
も
の
と
の
二
種
に
大
別
で
き
る
。

　

◇
秋

　
　

人
一
代
の
恋
を
と
ふ
秋 

芭
蕉
（
秋
恋
）

（
元
禄
元
年
七
月
二
十
日
「
粟
稗
に
」
歌
仙
、
名
オ
６
）

　
　

あ
ぶ
ら
か
す
り
て
宵
寝
す
る
秋 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
三
年
八
～
九
月
「
灰
汁
桶
の
」
歌
仙
、
脇
）

　
　

二
階
の
客
は
た
た
れ
た
る
あ
き 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
四
年
二
月
中
旬
「
梅
若
菜
」
歌
仙
、
初
オ
６
）

　
　

秋
は
も
の
か
は
あ
げ
捨
の
棟 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
二
年
六
月
二
日
「
涼
し
さ
の
」
百
韻
、
名
オ
10
）

　
　

秋
も
は
や
升
で
は
か
り
し
唐
が
ら
し 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
七
年
春
「
傘
に
」
歌
仙
、
初
ウ
９
）

　
　

此
秋
は
蝮
の
は
れ
を
煩
ひ
て 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
七
年
九
月
四
日
「
松
茸
や
し
ら
ぬ
」
歌
仙
、
名
ウ
１
）
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秋
も
は
や
ば
ら
つ
く
雨
に
月
の
形 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
七
年
九
月
十
九
日
「
秋
も
は
や
」
歌
仙
、
発
句
）

　

二
重
傍
線
を
付
し
た
三
例
は
、
句
末
に
「
秋
」
が
投
げ
込
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
。「
恋
を
と
ふ
秋
」「
宵
寝
す
る
秋
」「
客
は
た
た
れ
た
る
あ
き
」
と
動
詞
の

連
体
形
に
続
け
て
「
秋
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
突
飛
な
印
象
を

受
け
る
が
、
一
句
に
お
い
て
は
時
節
の
設
定
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
う
し
た
句

末
に
投
げ
込
ま
れ
た
「
秋
」
と
い
う
表
現
が
元
禄
四
年
以
降
見
ら
れ
な
い
の
に

対
し
て
、
時
節
の
提
示
と
し
て
「
秋
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
例
は
貞
享
期
か

ら
晩
年
ま
で
幅
広
く
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
「
秋
」
を
修
飾
し
た
例
で
あ
る
。「
秋
の
～
」
と
連
体
修
飾
格
助
詞
の

「
の
」
を
用
い
て
季
語
と
し
て
機
能
さ
せ
た
例
、「
秋
～
」
と
い
う
形
で
直
接
季

感
を
付
与
し
た
例
、
ま
た
「
～
の
秋
」
と
上
に
く
る
言
葉
の
時
節
を
限
定
す
る

例
が
あ
る
。

〈
秋
の
～
〉

　
　

あ
き
の
烏
の
人
喰
に
ゆ
く 
芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
元
年
十
二
月
十
九
日
「
海
く
れ
て
」
歌
仙
、
初
ウ
８
）

　
　

蝉
鳴
て
ま
だ
渋
柿
の
秋
の
空 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
二
年
三
月
二
十
七
日
「
つ
く
づ
く
と
」
歌
仙
、
名
ウ
１
）

　
　

贅
に
買
る
る
秋
の
心
は 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
三
年
一
月
「
日
の
春
を
」
百
韻
、
三
オ
10
）

　
　

秀
句
に
は
秋
の
千
種
の
さ
ま
ざ
ま
に 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
二
年
五
月
下
旬
「
お
き
ふ
し
の
」
歌
仙
、
初
ウ
７
）

〈
秋
～
〉

　
　

秋
水
一
斗
も
り
つ
く
す
夜
ぞ 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
元
年
「
狂
句
こ
が
ら
し
」
歌
仙
、
名
オ
10
）

　
　

秋
山
の
伏
猪
を
告
る
声
々
に 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
四
年
十
一
月
二
十
四
日
「
磨
な
を
す
」
歌
仙
、
名
オ
11
）

　
　

秋
山
に
あ
ら
山
伏
の
祈
る
声 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
元
年
「
雪
の
夜
は
」
歌
仙
、
名
オ
９
）

〈
～
の
秋
〉

　
　

湖
水
の
秋
の
比
良
の
は
つ
霜 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
三
年
冬
「
鳶
の
羽
は
」
歌
仙
、
名
オ
12
）

　
　

こ
こ
ろ
を
か
く
す
も
の
売
の
秋　

 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
二
年
二
月
七
日
「
か
げ
ろ
ふ
の
」
歌
仙
、
初
オ
６
）

　
　

舎
利
ひ
ろ
ふ
津
軽
の
秋
の
汐
ひ
が
た 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
二
年
五
月
下
旬
「
お
き
ふ
し
の
」
歌
仙
、
名
オ
７
）

　
「
秋
」
が
詠
ま
れ
た
句
に
は
、
一
見
目
に
付
き
そ
う
な
視
覚
的
世
界
の
描
写

に
留
ま
ら
ず
、「
蝉
」
の
声
、「
山
伏
」
の
声
な
ど
の
聴
覚
的
な
描
写
、「
秋
の
心
」

や
「
こ
こ
ろ
を
か
く
す
」「
恋
を
と
ふ
」
と
い
っ
た
心
理
描
写
な
ど
さ
ま
ざ
ま

に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。「
秋
」
の
修
飾
表
現
が
、
元
禄
二
年
五
月
下
旬
「
お

き
ふ
し
の
」
歌
仙
に
お
い
て
は
、
一
巻
に
二
度
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
注

目
に
値
す
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
要
素
に
「
秋
」
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
季
節

の
機
微
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
結
果
、
秋
季
の
句
に
お
け
る
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
用
化
し
、「
秋
」
と
い
う
語
の
多
さ
は
こ
う
し
た
秋
の
季
節

の
表
現
を
季
語
に
留
め
る
こ
と
な
く
、
日
常
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
ま
で
広
げ
た

結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
秋
は
時
候
に
つ
い
て
詠
み
込
ん
だ
句
も

多
い
。「
秋
立
つ
」「
初
秋
」「
秋
の
来
」「
秋
近
し
」（
夏
）
な
ど
、
秋
の
時
候

を
詠
み
込
ん
だ
句
に
は
、「
秋
」
が
来
る
こ
と
に
対
す
る
意
外
さ
を
詠
み
込
ん

だ
句
が
多
い
。
と
り
わ
け
、
連
句
に
お
い
て
は
「
秋
」
が
「
来
」
る
と
詠
み
込

ん
だ
例
が
多
く
、
九
例
に
の
ぼ
る
。
た
と
え
ば
、「
鞍
置
る
三
歳
駒
に
秋
の
来

て　

芭
蕉
」（
元
禄
三
年
三
月
中
～
下
旬
「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
、
初
ウ
１
『
ひ
さ

ご
』）
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。「
鞍
置
る
」
句
で
は
「
三
歳
駒
」
に
秋
を
見
い

だ
し
て
い
る
が
、こ
の
よ
う
に
、他
に
も
「
蝉
」
や
「
清
水
」「
田
や
ら
み
ど
り
」

な
ど
、
ま
だ
秋
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
よ
う
な
夏
ら
し
い
語
と
共
に
詠
み
込
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ま
れ
、
早
く
も
秋
が
来
て
い
た
の
だ
と
、
日
常
目
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
秋

を
発
見
し
た
こ
と
を
主
眼
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

◇
秋
の
こ
ろ

　
　
　

秋
の
こ
ろ
旅
の
御
連
歌
い
と
か
り
に 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
元
年
「
霜
月
や
」
歌
仙
、
初
ウ
１
）

　

◇
秋
の
日

　
　
　

雲
行
も
秋
の
日
癖
の
ざ
ん
ざ
降 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
六
年
冬
「
寒
菊
や
」
歌
仙
未
満
三
三
句
、
初
オ
５
）

　

◇
秋
の
暮

　
　
　

此
道
や
行
人
な
し
に
秋
の
暮 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
七
年
九
月
二
十
六
日
「
此
道
や
」
半
歌
仙
、
発
句
）

　

◇
秋
の
夜

　
　
　

秋
の
夜
を
打
崩
し
た
る
咄
か
な 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
七
年
九
月
二
十
一
日
「
秋
の
夜
を
」
半
歌
仙
、
発
句
）

　
　
　

面
白
の
遊
女
の
秋
の
夜
す
が
ら
や 
芭
蕉
（
秋
恋
）

（
貞
享
二
年
三
月
二
十
七
日
「
何
と
は
な
し
に
」
歌
仙
、
初
ウ
７
）

　
　
　

秋
水
一
斗
も
り
つ
く
す
夜
ぞ 

芭
蕉
（
秋
）

（
貞
享
元
年
「
狂
句
こ
が
ら
し
」
歌
仙
、
名
オ
10
）

　
　
　

あ
ぶ
ら
か
す
り
て
宵
寝
す
る
秋 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
三
年
八
～
九
月
「
灰
汁
桶
の
」
歌
仙
、
脇
）

　

◇
秋
・
月

　
　
　

さ
る
引
の
猿
と
世
を
経
る
秋
の
月 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
三
年
夏
「
市
中
は
」
歌
仙
、
初
ウ
11
）

　
　
　

秋
も
は
や
ば
ら
つ
く
雨
に
月
の
形 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
七
年
九
月
十
九
日
「
秋
も
は
や
」
歌
仙
、
発
句
）

　
「
秋
」
を
時
間
帯
で
分
類
す
る
と
右
の
よ
う
に
な
る
。
夜
に
詠
ま
れ
た
も
の

が
多
く
、
秋
の
夜
長
の
語
ら
い
、
ま
た
、
秋
の
月
見
な
ど
秋
の
夜
長
を
い
か
に

過
ご
す
か
と
い
う
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
発
句
で
は
、「
秋
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句
を
見
て
み
る
と
、
時
候
を

題
材
に
し
た
句
が
目
立
つ
。「
秋
」
と
い
う
季
節
、「
初
秋
」「
暮
秋
」「
秋
深
し
」

「
秋
来
る
」「
秋
近
し
」「
秋
を
経
」
な
ど
非
常
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
「
秋
」

と
い
う
時
節
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
用
い
ら
れ
た
季
語
は
、「
秋
」「
今
朝
の
秋
」

「
初
秋
」「
暮
秋
」「
秋
の
暮
」「
行
秋
」「
秋
近
し
」（
夏
）
な
ど
と
、
時
候
を
表

す
季
語
を
用
い
な
が
ら
「
秋
」
と
い
う
時
節
を
意
識
し
て
秋
ら
し
さ
へ
の
感
慨

を
詠
み
込
ん
だ
句
が
多
い
。
そ
れ
故
に
、「
秋
」
が
来
る
こ
と
を
喜
び
、
深
ま

る
こ
と
を
情
趣
深
く
感
じ
、
過
ぎ
ゆ
く
秋
へ
の
名
残
惜
し
む
気
持
ち
が
主
眼
と

な
る
の
で
あ
ろ
う
。
風
や
不
意
に
感
じ
る
肌
寒
さ
な
ど
に
よ
っ
て
「
秋
」
を
感

じ
て
い
る
よ
う
に
句
作
す
る
連
句
の
「
秋
」
の
詠
み
込
み
方
と
は
一
線
を
画
す

も
の
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〈
～
の
秋
〉雨

の
日
や
世
間
の
秋
を
堺
町 

（
延
宝
六
年
）

見
渡
せ
ば
詠
れ
ば
見
れ
ば
須
磨
の
秋 

（
延
宝
七
年
）

こ
の
松
の
実
生
え
せ
し
代
や
神
の
秋 

（
貞
享
四
年
）

刈
り
か
け
し
田
面
の
鶴
や
里
の
秋 

（
貞
享
四
年
）

送
ら
れ
つ
送
り
つ
果
て
は
木
曾
の
秋 

（
元
禄
元
年
）

寂
し
さ
や
須
磨
に
勝
ち
た
る
浜
の
秋 

（
元
禄
二
年
）

雁
聞
に
京
の
秋
に
お
も
む
か
む 

（
元
禄
三
年
）

風
色
や
し
ど
ろ
に
植
し
庭
の
秋 

（
元
禄
七
年
）

摘
け
ん
や
茶
を
凩
の
秋
と
も
知
ら
で 

（
天
和
元
年
）

〈
秋
の
～
〉面

白
き
秋
の
朝
寐
や
亭
主
ぶ
り 

（
元
禄
七
年
）

秋
の
色
糖
味
喀
壺
も
な
か
り
け
り 

（
元
禄
四
年
）

憂
き
わ
れ
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
秋
の
寺 

（
元
禄
四
年
）
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◇
秋
の
夜

秋
の
夜
を
打
崩
し
た
る
話
か
な 

（
元
禄
七
年
）

　

◇
秋
の
露

初
茸
や
ま
だ
日
数
経
ぬ
秋
の
露 

（
元
禄
六
年
）

　

◇
秋
の
柳
影

何
喰
て
小
家
は
秋
の
柳
蔭 

（
貞
享
・
元
禄
年
間
）

　

発
句
に
お
い
て
は
、〈
～
の
秋
〉
や
〈
秋
の
～
〉
と
語
を
修
飾
す
る
形
で
秋

と
い
う
時
節
を
ど
う
捉
え
た
の
か
、
ど
こ
に
秋
ら
し
さ
を
感
じ
た
の
か
を
示
す

句
作
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
右
に
示
し
た
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
〈
～

の
秋
〉
と
い
う
使
い
方
で
は
「
須
磨
の
秋
」
や
「
木
曾
の
秋
」「
庭
の
秋
」
の

よ
う
に
、
秋
を
見
い
だ
し
た
場
所
が
示
さ
れ
、〈
秋
の
～
〉
で
は
「
秋
の
朝
寐
」

な
ど
や
ま
た
成
句
と
し
て
「
秋
の
暮
」「
秋
の
夜
」
な
ど
も
同
様
、
秋
ら
し
い

時
間
帯
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　

酒
店
の
秋
を
障
子
あ
か
る
き 

其
角
（
秋
）

（
貞
享
二
年
六
月
二
日
「
涼
し
さ
の
」
百
韻
、
初
オ
４
）

　
　

松
の
ひ
び
き
を
草
庵
の
秋 
桐
葉
（
秋
）

（
元
禄
元
年
「
色
々
の
き
く
も
」
歌
仙
、
脇
）

　
　

町
内
の
秋
も
更
行
明
や
し
き 

去
来
（
秋
）

（
元
禄
三
年
八
～
九
月
「
灰
汁
桶
の
」
歌
仙
、
初
ウ
９
）

　
　

手
前
者
の
一
人
も
見
え
ぬ
浦
の
秋 

野
坡
（
秋
）

（
元
禄
六
年
冬
「
雪
の
松
」
歌
仙
、
初
ウ
７
）

　
　

夜
づ
め
引
た
る
町
宿
の
秋 

支
考
（
秋
）

（
元
禄
七
年
九
月
二
十
七
日
「
白
菊
の
」
歌
仙
、
初
ウ
８
）

　
　

湖
水
の
秋
の
比
良
の
は
つ
霜 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
三
年
冬
「
鳶
の
羽
は
」
歌
仙
、
名
オ
12
）

　
　

面
白
の
遊
女
の
秋
の
夜
す
が
ら
や 

芭
蕉
（
秋
恋
）

（
貞
享
二
年
三
月
二
十
七
日
「
何
と
は
な
し
に
」
歌
仙
、
初
ウ
７
）

　

だ
が
、
連
句
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
「
秋
」
の
使
い
方
は
右
に
示
し
た

通
り
で
、そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。〈
～
の
秋
〉
で
は
発
句
同
様
、場
所
が
示
さ
れ
、

そ
れ
が
「
酒
店
」
で
あ
っ
た
り
「
町
内
」
で
あ
っ
た
り
「
草
庵
」
で
あ
っ
た
り

と
、
地
名
と
い
う
よ
り
は
身
近
な
場
所
に
秋
へ
の
興
味
を
示
し
て
い
る
。

　
　

侍
の
身
を
か
へ
よ
と
や
秋
の
蝉 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
元
年
十
二
月
「
皆
拝
め
」
歌
仙
未
満
三
十
句
、
初
ウ
９
）

　
　

声
さ
り
て
鳥
居
に
残
る
秋
の
蝉 

又
玄
（
秋
）

（
元
禄
元
年
二
月
「
何
の
木
の
」
歌
仙
、
名
オ
９
）

　
　

秋
の
霜
お
く
我
眉
の
色 

鼓
蟾
（
秋
）

（
元
禄
二
年
七
月
二
十
五
日
「
し
ほ
ら
し
き
」
世
吉
、
名
オ
４
）

　
　

革
足
袋
に
地
雪
踏
重
き
秋
の
霜 

洒
堂
（
秋
）

（
元
禄
五
年
九
月
下
旬
「
青
く
て
も
」
歌
仙
、
名
オ
３
）

連
句
の
場
合
、〈
秋
の
～
〉
と
修
飾
さ
れ
た
場
合
、
具
体
的
な
時
間
を
詠
み
込

む
の
で
は
な
く
、「
秋
の
蝉
」「
秋
の
霜
」
な
ど
他
の
季
節
の
景
物
を
秋
に
見
い

だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
の
句
中
で
用
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
に
は
、
句
数

な
ど
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
制
約
の
中
で
、
他
の
季
節

の
景
物
を
秋
の
句
の
中
に
詠
み
込
む
時
に
生
じ
る
違
和
感
を
解
消
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
、
二
つ
の
季
節
を
一
句
で
同
時
に
イ
メ
ー
ジ

さ
せ
る
効
果
な
ど
が
期
待
さ
れ
つ
つ
、
一
句
の
世
界
の
幅
を
広
げ
て
い
く
よ
う

に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、と
り
わ
け
、「
秋
の
露
」

や
「
秋
の
鶏
頭
」
な
ど
、
ま
た
「
秋
の
月
」
な
ど
と
同
季
の
景
物
と
共
に
用
い

ら
れ
た
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、「
秋
」
と
い
う
語
を
重
ね
ず
と
も

秋
で
あ
る
こ
と
が
明
確
な
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
「
秋
」
で
あ
る
こ
と
を

意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
「
秋
ら

し
さ
」
が
強
調
さ
れ
た
句
と
な
る
。

　

も
う
一
つ
、
特
筆
す
べ
き
連
句
で
の
特
徴
は
、
秋
に
お
け
る
「
寒
さ
」
を
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
こ
と
さ
ら
に
秋
風
の
寒
さ
を
描
い
た
も
の
と
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い
え
る
。「
風
」
と
気
温
と
が
密
接
に
結
び
き
、
風
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
寒
さ
」

に
秋
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
は
「
秋
」
と
詠
ま
れ
た
句
の
中
で

「
寒
さ
」
が
共
に
詠
み
込
ま
れ
た
句
例
で
あ
る
。

　
　

糺
の
飴
屋
秋
さ
む
き
な
り 

李
下
（
秋
）

（
貞
享
三
年
一
月
「
日
の
春
を
」
百
韻
、
二
ウ
10
）

　
　

秋
寒
く
米
一
升
に
雇
れ
て 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
元
年
二
月
「
紙
衣
の
」
歌
仙
未
満
二
三
句
、
初
ウ
１
）

　
　

あ
き
や
や
寒
き
饅
頭
の
湯
気 

支
考
（
秋
）

（
元
禄
二
年
～
元
禄
五
年
「
忘
る
な
よ
」
歌
仙
、
名
オ
12
）

　
　

そ
ろ
そ
ろ
寒
き
秋
の
炭
焼 

残
夜
（
秋
）

（
元
禄
二
年
九
月
八
日
「
一
泊
り
」
歌
仙
、
名
オ
12
）

　
　

衾
こ
そ
ぐ
る
秋
寒
き
な
り 

馬
莧
（
秋
）

（
元
禄
六
年
冬
「
い
さ
み
立
」
歌
仙
、
初
オ
６
）

　
　

秋
も
や
や
今
朝
か
ら
さ
む
き
袷
が
け 
惟
然
（
秋
）

（
元
禄
七
年
閏
五
月
下
旬
「
牛
流
す
」
歌
仙
、
初
ウ
３
）

　
　

大
根
も
細
根
に
な
り
て
秋
寒
し 
芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
七
年
九
月
十
四
日
「
升
買
て
」
歌
仙
、
名
オ
７
）

　
　

秋
さ
む
く
あ
は
れ
と
拾
ふ
虫
の
殻 

夕
菊
（
秋
）

（
元
禄
元
年
「
雪
ご
と
に
」
歌
仙
、
名
オ
７
）

　

冬
を
本
季
に
持
つ
季
語
「
寒
し
」
は
、
冬
の
句
の
中
で
単
独
で
用
い
ら
れ
た

例
は
一
四
例
で
、
他
の
冬
の
季
語
と
共
に
詠
み
込
ま
れ
た
り
、
他
の
季
節
の
中

で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
中
で
も
秋
の
句
の
中
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が

最
も
多
い
。「
や
や
寒
」「
う
そ
寒
」「
そ
ぞ
ろ
に
寒
し
」「
肌
寒
」「
夜
寒
」
な
ど
、

秋
に
お
け
る
「
寒
し
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、す
で
に
季
語
と
し
て
確
立
し
、

そ
の
種
類
も
多
い
。
こ
う
し
て
「
寒
し
」
が
、
秋
の
句
中
に
あ
っ
て
は
、
冬
を

間
近
に
控
え
、
日
に
日
に
寒
く
な
る
感
覚
が
身
に
し
み
て
、
も
の
寂
し
さ
を
感

じ
さ
せ
る
。
と
同
時
に
、
折
り
に
触
れ
て
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
寒
さ
が
、
冬
へ

の
移
り
変
わ
り
を
予
感
さ
せ
、
過
ぎ
ゆ
く
「
秋
」
を
惜
し
む
気
持
ち
が
効
果
的

に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
⑽
。
秋
の
「
寒
し
」
の
句
例
に
は
、
そ
う
し
た
「
秋
」

へ
の
思
い
入
れ
が
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　

檜
皮
む
く
老
の
頭
の
秋
寒
く 

芭
蕉
（
秋
）

（
元
禄
二
年
七
月
七
日
「
星
今
宵
」
歌
仙
断
簡
、
名
オ
１
）

と
い
う
よ
う
に
、実
り
の
季
節
「
秋
」
の
中
の
「
寒
さ
」
が
あ
わ
れ
さ
を
強
め
、

寂
し
さ
や
孤
独
感
を
募
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
一
層
「
秋
」
と
い
う
豊
か
な

季
節
が
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
へ
の
慕
情
を
際
だ
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
聴
覚
か
ら
秋
を
感
じ
取
っ
た
例
も
見
ら
れ
、「
ど
こ
や
ら
す

ご
き
秋
の
水
音　

桂
楫
」（
貞
享
二
年
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
歌
仙
、
名
オ
10
）
と
い
う

よ
う
に
「
水
の
音
」
に
よ
っ
て
や
、「
秋
蝉
の
虚
に
声
き
く
し
づ
か
さ
は　

野

水
」（
貞
享
元
年
「
は
つ
雪
の
」
歌
仙
、
名
ウ
１
）
の
よ
う
に
、「
秋
蝉
」
な
ど
弱

る
虫
の
音
を
詠
み
込
ん
だ
例
、
ま
た
、「
秋
山
の
伏
猪
を
告
る
声
々
に　

芭
蕉
」

（
貞
享
四
年
十
一
月
二
十
四
日
「
磨
な
を
す
」
歌
仙
、
名
オ
11
）「
秋
山
に
あ
ら
山
伏

の
祈
る
声　

芭
蕉
」（
元
禄
元
年
「
雪
の
夜
は
」
歌
仙
、
名
オ
９
）
な
ど
、
人
の

「
声
」
も
秋
を
感
じ
る
要
素
で
あ
る
。
ま
た
、「
秋
」
と
い
う
時
節
に
臨
む
人
物

を
描
い
た
句
や
、恋
句
も
散
見
さ
れ
る
。
だ
が
、「
秋
風
」
や
秋
に
感
じ
る
「
寒
」

さ
に
よ
っ
て
秋
を
実
感
し
て
い
く
よ
う
に
詠
ま
れ
て
お
り
、
芭
蕉
連
句
に
お
け

る
「
秋
」
の
詠
み
込
ま
れ
方
が
、
と
く
に
「
風
」
と
い
う
触
覚
や
「
寒
さ
」
と

い
う
皮
膚
感
覚
に
お
い
て
、秋
ら
し
さ
を
見
い
だ
し
、表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
秋
の
初
め
の
方
で
は
秋
に
な
っ
た
喜
び
と
寂
寥

感
を
同
時
に
詠
み
込
み
、
終
わ
り
に
な
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
、
そ
の
「
寒
さ
」
か

ら
感
じ
る
寂
し
さ
や
あ
わ
れ
さ
、
悲
し
さ
を
表
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
秋
の
中

で
も
時
節
に
応
じ
て
そ
の
余
情
に
変
化
が
あ
る
も
の
の
、「
秋
」
と
い
う
言
葉

を
一
句
に
持
ち
込
む
こ
と
で
、
様
々
な
事
象
や
、
日
常
折
り
に
触
れ
感
じ
る
感

覚
を
も
秋
の
中
に
取
り
込
み
つ
つ
、
秋
の
句
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
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（
２
）「
春
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句

　
「
秋
」
の
句
に
対
し
て
、「
春
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
句
を
見
て
み
る
と
、
春
は

触
覚
や
皮
膚
感
覚
に
は
頼
ら
ず
、
視
覚
的
に
、
春
と
い
う
時
節
を
捉
え
る
こ
と

か
ら
始
ま
る
。
そ
の
表
現
主
体
と
し
て
気
象
に
注
目
し
た
も
の
が
多
い
の
が
特

徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
春
」
を
含
む
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
て
も

同
様
で
あ
る
。「
立
春
」
一
例
「
初
春
」
一
例
「
行
春
」（「
春
の
暮
」
を
含
む
）

が
七
例
と
時
候
に
関
わ
る
季
語
が
固
定
化
し
、
句
数
も
少
な
い
の
に
対
し
、「
春

風
」
二
三
例
「
春
雨
」
一
一
例
「
春
雪
」
六
例
と
気
象
に
関
わ
る
も
の
が
大
多

数
を
占
め
る
。
気
象
を
通
し
て
春
を
認
識
す
る
よ
う
句
作
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
春
の
空
に
注
目
し
て
詠
ん
だ
句
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

何
が
何
や
ら
は
る
の
し
ら
雲 

　

前
川
（
春
）

（
元
禄
二
年
「
衣
装
し
て
」
歌
仙
、
挙
句
）

　
　

艶
に
曇
り
し
春
の
山
び
こ 

　

曾
良
（
春
）

（
元
禄
二
年
六
月
十
～
十
二
日
「
め
づ
ら
し
や
山
」
歌
仙
、
挙
句
）

　
　

連
歌
師
の
杖
を
わ
す
る
る
春
の
空 
　

式
之
（
春
）

（
元
禄
三
年
二
月
六
日
「
鴬
の
笠
」
歌
仙
、
名
ウ
５
）

　
　

那
智
の
御
山
の
春
遅
き
空 

嵐
蘭
（
春
）

（
元
禄
五
年
九
月
下
旬
「
青
く
て
も
」
歌
仙
、
初
ウ
10
）

　
　

春
の
空
十
方
ぐ
れ
の
と
き
〴
〵
と 

　

野
坡
（
春
）

（
元
禄
七
年
春
「
傘
に
」
歌
仙
、
名
オ
１
）

　
　

春
は
三
月
曙
の
そ
ら 

　

野
水
（
春
）

（
元
禄
三
年
八
～
九
月
「
灰
汁
桶
の
」
歌
仙
、
挙
句
）

　

春
ら
し
さ
を
、「
雲
」
や
、
曇
り
が
ち
で
白
ん
だ
空
、
霞
が
か
っ
た
光
景
、

花
の
白
さ
と
同
一
化
さ
れ
る
お
ぼ
ろ
げ
な
空
の
様
子
が
喚
起
さ
れ
る
。「
明
け

ゆ
く
空
も
い
つ
し
か
霞
、
谷
の
氷
う
ち
解
け
て
、
岩
も
る
音
も
し
る
く
、
梢
の

雪
も
、
今
朝
は
花
か
と
お
ぼ
め
か
れ
、
朝
日
の
か
げ
も
う
ら
ゝ
か
に
、
時
知
る

鳥
の
声
に
も
驚
き
、
見
慣
れ
た
る
人
も
、
今
更
珍
し
き
心
な
ど
を
詠
む
」（『
増

補
和
歌
題
林
抄
』「
立
春
」
項
⑾
）
と
あ
る
よ
う
に
、
春
は
「
霞
」
春
に
な
っ
て

も
な
お
残
る
「
雪
」、
う
ら
ら
か
な
春
の
日
差
し
な
ど
気
象
に
関
わ
る
こ
と
が
、

詠
ま
れ
る
こ
と
が
本
意
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　

春
の
し
ら
す
の
雪
は
き
を
よ
ぶ 

　

重
五
（
春
）

（
貞
享
元
年
「
霜
月
や
」
歌
仙
、
名
ウ
４
）

た
と
え
ば
、
右
の
例
は
春
に
お
け
る
「
雪
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
が
、「
春

の
雪
」
と
詠
む
の
で
は
な
く
、「
春
の
し
ら
す
」
と
い
う
言
い
回
し
て
、「
春
」

と
い
う
語
は
直
接
的
に
は
「
し
ら
す
」
に
か
か
る
。「
し
ら
す
」
と
い
う
当
時

季
を
持
た
な
い
語
に
春
ら
し
さ
を
付
与
し
た
例
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
秋

の
句
同
様
、
日
常
世
界
へ
の
季
の
取
り
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
春
め
い
て
見
え
た
も
の
を
描
く
こ
と
で
、
春
の
情
景

が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
秋
」
に
多
く
見
ら
れ
た
「
寒
し
」

と
の
組
み
合
わ
せ
や
、「
暖
か
」
な
ど
の
寒
暖
の
感
覚
を
共
に
詠
み
込
む
例
は

少
な
く
、「
此
春
は
い
つ
よ
り
寒
き
花
の
陰　

芭
蕉
」（
元
禄
六
年
四
月
「
篠
の
露
」

歌
仙
、
名
ウ
５
）
な
ど
「
春
寒
」
は
四
例
、「
暖
か
」
を
共
に
詠
み
込
ん
だ
例
は

な
い
。
一
句
の
表
現
は
、
皮
膚
感
覚
か
ら
「
春
」
を
感
じ
取
る
の
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
に
、
連
句
に
あ
っ
て
は
、
春
の
空
・「
春
雨
」「
春
風
」「
春
雪
」
な
ど
、

春
は
視
覚
的
描
写
を
通
し
て
、
春
ら
し
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
量
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
秋
ほ
ど
に
こ
う
し
た
詠
ま
れ
方
は
多

く
見
ら
れ
な
い
。春
を
含
む
季
語
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
に
は
、
月
の
句
の
関
連
で
三
箇
所
、
出
現
す
る
秋
季
に
対
し
、
春
は
花

関
連
で
二
箇
所
、
し
か
も
そ
の
二
箇
所
目
は
名
残
の
花
・
挙
句
と
二
句
で
あ
る

場
合
が
多
く
、
こ
う
し
た
句
数
の
影
響
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ひ
と
つ
に
は
、
多

く
の
植
物
が
芽
吹
き
、
多
く
の
生
物
が
活
動
を
始
め
、
新
年
に
関
わ
る
季
語
も

数
多
く
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
春
の
景
物
は
そ
の
種
類
も
多
く
、
春
を
冠

す
る
こ
と
で
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
増
や
す
必
要
に
迫
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
た
め
、「
秋
」
に
三
例
見
ら
れ
た
「
投
げ
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込
み
」
の
句
は
春
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
連
句
の
傾
向
に
対
し
、
発
句
を
み
れ
ば
、「
秋
」
の
句
同
様
に
時

候
に
関
わ
る
季
語
が
目
立
つ
。「
今
朝
の
春
」
他
「
立
春
」「
初
春
」、「
行
春
」「
春

の
暮
」
な
ど
、
時
節
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
春
が
来
た
喜
び
と
、
過
ぎ
ゆ
く
春

へ
の
名
残
惜
し
さ
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
と
く
に
、「
千
代
の
春
」「
君
が
春
」「
花

の
春
」
な
ど
新
年
の
言
祝
ぎ
が
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
目
出
度
さ
、
春
ら
し
い
穏

や
か
さ
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、
発
句
に
お
い
て
も
「
春
」
の
情
景
は

「
人
も
見
ぬ
春
や
鏡
の
裏
の
梅
」（
元
禄
五
年
）
な
ど
と
視
覚
的
描
写
に
よ
っ
て

な
さ
れ
て
お
り
、
連
句
で
の
「
春
」
と
詠
み
込
ま
れ
た
場
合
と
同
様
の
傾
向
が

あ
る
。
し
か
し
、「
春
」
と
詠
み
込
ん
だ
発
句
は
、
四
〇
句
余
り
で
あ
り
、
連

句
に
比
べ
て
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
少
な
い
。
景
物
を
詠
み
込
ん
で
い
く
発

句
に
お
い
て
、
取
り
留
め
て
「
春
」
と
詠
み
込
む
必
要
が
少
な
か
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
梅
」「
桜
」「
柳
」
な
ど
、
春
の
伝
統
題
が
発
句
に

お
い
て
は
数
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

（
３
）
芭
蕉
連
句
に
お
け
る
季
句
の
表
現

　

先
に
私
は
、
第
一
章
の
中
で
、
連
句
季
語
の
特
色
と
し
て
「
月
名
」（
月
次

の
月
）「
節
句
」「
寒
暖
の
感
覚
」
を
挙
げ
た
。
実
は
こ
う
し
た
季
語
が
発
句
で

は
な
く
連
句
に
多
く
詠
み
込
ま
れ
る
の
は
、
四
季
名
と
同
じ
く
春
・
秋
の
季
の

句
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
の
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
秋
」
と
詠
ま
れ
た
句
の
中
に
は
、
句
末
に
「
秋
」
と

投
げ
込
む
こ
と
で
句
意
の
側
か
ら
す
れ
ば
、詠
み
込
ま
れ
る
必
然
の
な
い
「
秋
」

の
投
げ
込
み
を
三
例
、
す
で
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
が

月
名
や
節
句
が
詠
み
込
ま
れ
た
際
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
実
際
に
、
春
の
季
語

「
如
月
」（
全
五
例
）
を
例
に
今
少
し
見
て
み
た
い
。

　
　

奥
の
き
さ
ら
ぎ
を
只
な
き
に
な
く 

野
水

（
貞
享
元
年
「
初
雪
の
」
歌
仙
、
初
ウ
２
）

　
　

し
み
づ
ほ
り
出
す
如
月
の
雪 

夕
菊

（
元
禄
元
年
十
二
月
「
皆
拝
め
」
三
十
句
、
初
ウ
12
）

　
　

き
さ
ら
ぎ
や
落
行
甲
お
も
た
く
て 

蘭
夕

（
元
禄
二
年
九
月
八
日
「
一
泊
り
」
歌
仙
、
名
オ
１
）

　
　

米
の
調
子
の
た
る
む
二
月 

木
白

（
元
禄
七
年
七
月
二
十
八
日
「
荒
々
て
」
歌
仙
、
挙
句
）

　
　

恵
比
酒
の
餅
の
残
る
二
月 

亀
柳

（
元
禄
七
年
九
月
二
十
六
日
「
此
道
や
」
半
歌
仙
、
初
ウ
４
）

二
重
傍
線
を
付
し
た
後
半
の
三
例
が
句
末
に
投
げ
込
ま
れ
た
「
如
月
」
の
例
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
秋
」の
例
は
、元
禄
四
年
以
前
に
見
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、

「
如
月
」
な
ど
月
名
・
節
句
の
例
に
お
い
て
は
晩
年
ま
で
見
ら
れ
る
。

　
　

こ
と
し
は
雨
の
ふ
ら
ぬ
六
月 

芭
蕉

（
元
禄
七
年
春
「
む
め
が
香
に
」
歌
仙
、
初
ウ
４
）

　
　

小
姓
の
口
の
遠
き
三
月 

岱
水

（
元
禄
六
年
七
月
「
帷
子
は
」
歌
仙
、
初
ウ
12
）

　
　

何
や
ら
事
の
た
ら
ぬ
七
夕 

等
窮

（
元
禄
二
年
四
月
二
十
二
～
二
十
三
日
「
風
流
の
」
歌
仙
、
名
オ
８
）

と
く
に
、短
句
に
お
い
て
、し
か
も「
き
さ
ら
ぎ
」「
み
な
づ
き
」「
さ
ん
が
つ
」「
た

な
ば
た
」と
四
音
と
い
う
音
数
を
句
末
に
据
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

連
歌
論
な
ど
で
座
り
の
よ
い
と
さ
れ
る
「
二
五
三
四
」、
こ
う
し
た
語
調
の
問

題
も
あ
っ
て
四
音
の
語
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ

の
一
方
で
、
こ
う
し
て
季
節
の
前
提
を
言
葉
に
託
し
、
投
げ
込
ま
れ
た
こ
と
で
、

作
ら
れ
た
世
界
感
は
、
よ
り
日
常
の
事
象
へ
と
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
も
事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
晩
年
ま
で
、
こ
う
し
た
方
法
が

な
く
な
ら
ず
に
利
用
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
寒
暖
の
感
覚
に
し
て
も

同
様
で
、
晩
年
に
多
く
見
ら
れ
る
季
語
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
季
重
な
り
の
句
に

多
く
用
い
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
表
現
を
工
夫
さ
れ
た
り
し
な
が
ら
、
感
覚
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を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
人
事
の
展
開
の
中
に
季
節
感
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と

に
貢
献
し
て
い
る
。
四
季
名
と
同
じ
く
、
総
て
は
季
節
感
の
造
形
の
手
法
と
考

え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
は
、
投
げ
込
み
と
同
手
法
で
あ
っ
た
は
ず
の
四
季
の
詠
み
込
み
方

が
、「
夏
」「
冬
」
を
中
心
と
し
て
日
常
世
界
に
季
節
を
見
い
だ
す
切
り
込
み
の

方
法
と
し
て
確
立
し
、「
春
」「
秋
」
に
お
い
て
も
種
種
様
々
な
卑
近
な
事
物
や

人
事
句
に
お
け
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。こ
れ
を
季
の
句
の
側
か
ら
見
れ
ば
、四
季
名
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
連
句
季
語
の
季
語
体
系
が
景
物
か
ら
あ
ら
ゆ
る
日
常
へ
と
増
幅
さ
れ
て
い

く
も
の
。
そ
れ
は
、
日
常
に
お
け
る
季
節
の
発
見
の
方
法
で
あ
る
と
と
も
に
、

使
用
す
る
季
語
の
固
定
化
を
避
け
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
晩
年
に
い
た
る
ま
で
、
投
げ
込
み
的
に
月
名
や
節
句
が

句
末
に
詠
み
込
ま
れ
、
結
果
と
し
て
一
句
の
表
現
の
可
能
性
を
拡
大
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
芭
蕉
連
句
で
は
「
秋
」
は
触
覚
か
ら
心
象
表

現
、「
春
」
は
視
覚
的
描
写
、「
冬
」
は
人
物
の
行
為
を
介
し
て
、「
夏
」
は
夏

を
詠
み
込
む
素
材
を
趣
向
の
中
心
と
し
て
季
節
名
が
詠
み
込
ま
れ
、
そ
の
中
で

こ
れ
ま
で
季
の
体
系
と
は
無
縁
だ
っ
た
世
界
が
、
新
た
に
季
節
感
を
付
さ
れ
て

連
句
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
。こ
う
し
た
季
節
間
で
の
詠
み
分
け
も
ま
た
、

連
句
に
お
け
る
季
句
の
詠
み
方
の
特
殊
性
で
あ
ろ
う
。
季
節
で
の
差
異
は
発
句

に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
が
、
連
句
ほ
ど
そ
の
季
節
間
で
の
詠
み
分
け
の
差
異
が

明
か
で
は
な
い
。
発
句
の
季
節
名
の
詠
み
込
み
方
は
、
時
候
や
、
季
題
を
用
い

て
そ
の
季
節
ら
し
さ
を
い
か
に
新
た
な
角
度
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
を

示
す
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
連
句
で
は
、
そ
の
季
節
ら
し
さ
を
感
じ
る

素
材
が
よ
り
身
近
な
存
在
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
素
材
の
中

に
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
ら
し
さ
を
詠
み
込
ん
で
い
く
連
句
と
、
時
節
や
景
物
を
中

心
に
季
節
の
捉
え
方
を
刷
新
し
よ
う
と
す
る
発
句
と
、
そ
れ
ぞ
れ
描
き
方
の
違

い
が
四
季
名
を
詠
み
込
ん
だ
句
に
は
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
連
句
・
発
句
と
の

差
異
は
、
他
の
季
語
に
も
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
貞
享
以
前
の
連
句
に
お
い
て
、「
露
」
は
、
同
じ

巻
に
複
数
回
使
用
さ
れ
て
い
る
。
秋
を
本
季
に
持
つ
こ
う
し
た
季
語
が
、
一
巻

に
頻
出
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
秋
の
句
を
詠
む
際
の
常
套
季
語
で
あ
っ
た
こ

と
を
物
語
る
。「
露
」
は
花
の
露
や
葉
に
降
り
た
露
の
実
体
と
し
て
、
秋
以
外

の
季
に
取
り
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
儚
い
も
の
や
小
さ
な
も
の
の
象

徴
と
し
て
の
側
面
や
、
呼
応
の
副
詞
と
し
て
「
つ
ゆ
～
ず
」
の
用
法
を
用
い
た

も
の
な
ど
と
の
多
義
的
側
面
が
注
目
さ
れ
、
和
歌
・
連
歌
以
来
多
用
さ
れ
た
こ

と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
本
意
と
は
異
な
る
多
く
の
（
日
常
的
な
語
の
使
用

の
レ
ベ
ル
の
）
意
味
を
も
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
様
々
な
側

面
を
描
く
こ
と
で
、
同
じ
語
を
一
巻
に
頻
出
さ
せ
て
も
、
展
開
上
差
し
障
り
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
は
百
韻
の
場
合
で
は
あ
る
が
、「
露
」

は
一
巻
に
用
い
る
べ
き
回
数
が
規
制
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。そ
れ
に
対
し
て
、

句
数
自
体
も
少
な
い
わ
け
だ
が
、意
味
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
「
ほ
と
と
ぎ
す
」

は
一
座
一
句
物
と
さ
れ
、「
雪
」
は
「
春
の
雪
」「
富
士
の
雪
」
な
ど
と
四
季
に

置
き
換
え
る
こ
と
で
四
句
物
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、そ
れ
で
も
一
巻
に
「
雪
」

を
四
句
ま
で
詠
む
な
ど
、
伝
統
的
な
季
語
を
多
用
す
る
天
和
以
前
に
お
け
る
季

の
句
の
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。

　

こ
う
し
た
複
数
回
使
用
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
は
、
天
和
年
間
に
な
る
と
減
少

し
、
貞
享
以
降
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
貞
享
以
降
の

連
句
に
お
い
て
は
、
そ
の
分
一
巻
に
お
け
る
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
か

に
な
る
。
伝
統
的
な
季
語
ば
か
り
に
偏
る
の
で
は
な
く
、
身
近
に
見
ら
れ
る
景

物
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
り
、
俳
諧
に
お
い
て
季
語
と
し
て
確
立
し
て

く
る
も
の
で
あ
っ
た
り
と
、
い
わ
ば
卑
近
な
素
材
が
よ
り
多
く
詠
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
、貞
享
以
降
の
芭
蕉
連
句
に
お
い
て
は
、
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一
巻
中
に
繰
り
返
し
同
じ
季
語
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
意
識
が
強
か
っ

た
と
推
察
さ
れ
る
。
季
語
は
詩
的
語
彙
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
和
歌
・
連
歌
以
来

の
蓄
積
さ
れ
た
本
意
が
あ
る
。
同
じ
季
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
同
じ
展
開
を

招
き
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
輪
廻
を
避
け
る
発
想
が
季
の
句
に
お
い
て
は
、
季

語
を
変
え
る
と
い
う
手
段
に
お
い
て
実
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

や
が
て
季
の
句
は
季
語
か
ら
一
句
の
言
い
回
し
へ
と
拡
大
さ
れ
、
そ
の
中
で

新
た
な
季
節
感
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
っ
た
の
も
、
一
度
使
用
し
た
季
語
を
使
う

ま
い
と
す
る
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
句
に
お
い
て
表
現

さ
れ
る
こ
と
で
、
季
の
句
に
お
け
る
季
節
感
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
読
者

に
受
け
止
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
芭
蕉
に
は
、
巻
き
直
し
の
連
句
や
、
推
敲

の
後
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
撰
集
と
し
て
出
版
さ
れ
る
の
に
合
わ
せ
て
、

読
者
の
視
点
が
意
識
さ
れ
、
こ
う
し
た
連
句
文
芸
の
完
成
度
が
高
め
ら
れ
て
い

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

連
歌
・
俳
諧
の
連
句
に
お
け
る
季
の
句
と
は
、
季
語
が
存
在
す
れ
ば
成
立
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
天
和
以
前
の
連
句
で
は
伝
統
的
な
季
題
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
一
句
と
し
て
は
、
季
語
の
本
意
を
背
景
に
、
季
語
以

外
の
言
葉
や
言
い
回
し
に
よ
っ
て
、
季
の
句
の
新
し
み
が
表
現
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
、
芭
蕉
連
句
の
季
の
句
に
お
い
て
は
、
季
語
の
み
に
季
節
感
を
託
す
の
で

は
な
く
、
一
句
全
体
に
ま
で
拡
大
し
た
季
節
感
の
表
現
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ま
で
本
稿
で
は
、
芭
蕉
連
句
に
お
け
る
連
句
季
語
の
特
徴
を
、
貞
享
以

前
の
連
句
季
語
、
発
句
の
季
語
と
比
較
し
な
が
ら
、
使
用
さ
れ
た
季
語
の
特
色
、

時
期
的
傾
向
と
そ
の
用
い
ら
れ
方
の
変
遷
、
さ
ら
に
、
季
の
句
の
表
現
を
探
っ

て
き
た
。

　

連
句
季
語
の
特
殊
性
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
詠
ま
れ
る
季
節
の
偏
り
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
る
。
季
の
式
目
か
ら
、
秋
と
春
の
季
語
が
多
種
多
様
に
詠
み

込
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
言
葉
や
季
節
の
転
換
を
図
り
や
す
い
季
語
が
選
ば

れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
前
句
に
付
け
る
」
と
い
う
連
句
の
特
殊
な
文
芸

形
態
が
生
み
出
し
た
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
え
る
。
加
え
て
、

寒
暖
の
感
覚
を
あ
ら
わ
す
季
語
な
ど
、感
覚
表
現
が
多
用
さ
れ
る
。
句
中
で
は
、

心
象
表
現
と
も
響
き
合
い
、
季
節
感
が
人
事
世
界
の
中
へ
と
拡
大
さ
れ
て
、
季

節
の
追
求
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
月
・
花
の
定
座
や
、
挙
句
な
ど
、
詠
ま
れ

る
場
所
に
ふ
さ
わ
し
く
、
特
定
の
季
語
が
好
ま
れ
て
い
た
。
総
じ
て
、
連
句
季

語
に
は
、
連
句
と
い
う
特
殊
性
に
根
ざ
し
て
連
句
な
ら
で
は
の
季
語
の
偏
り
で

あ
っ
た
の
だ
。
春
・
秋
の
句
数
に
関
連
す
る
両
季
の
季
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
、
景
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
態
・
人
情
・
風
俗
に
ま
で
及
び
、
日
常
卑
近
な

題
材
が
季
の
句
の
表
現
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

時
期
的
傾
向
を
概
観
す
れ
ば
、
季
節
を
新
し
く
発
見
し
よ
う
と
す
る
態
度
が

見
ら
れ
た
。
季
語
は
季
節
を
決
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
た

と
見
え
る
貞
享
初
年
の
第
一
期
。
趣
向
が
か
っ
た
句
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
反

し
て
伝
統
的
な
季
題
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
江
戸
滞
在
中
の
第
二
期
に

な
る
と
、
あ
ら
た
な
季
語
を
用
い
よ
う
と
模
索
し
て
い
く
。
第
三
期
は
、
季
の

句
の
割
合
の
高
さ
は
第
一
期
と
同
様
で
あ
る
が
、
第
二
期
か
ら
引
き
続
い
て
季

語
の
発
掘
が
な
さ
れ
た
。
第
四
期
に
お
い
て
は
、
季
語
の
発
掘
と
と
も
に
、
一

句
の
言
い
回
し
を
活
か
し
て
季
の
句
が
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
旅
中
で
の
景
物
や
見
聞
に
お
い
て
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
つ
つ
、

一
方
で
江
戸
滞
在
中
に
は
、
新
た
な
季
節
の
発
見
に
挑
戦
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
季
の
割
合
は
第
五
期
、元
禄
二
年「
お
く
の
ほ
そ
道
」旅
中
の
連
句
を
境
に
、

大
き
く
下
降
す
る
。
詠
み
込
む
題
材
を
よ
り
卑
近
な
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
、
そ

の
う
え
で
、
季
の
句
は
、
季
語
に
よ
る
季
節
の
決
定
か
ら
、
季
語
を
含
む
一
句

の
言
い
回
し
に
よ
る
も
の
へ
と
変
化
す
る
。「
か
る
み
」
へ
の
志
向
が
指
摘
さ

れ
る
第
六
期
に
な
る
と
、こ
う
し
た
一
句
全
体
で
の
季
節
感
の
表
現
が
目
立
ち
、
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殊
に
人
事
を
含
む
言
い
回
し
が
そ
の
季
節
表
現
の
パ
タ
ー
ン
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
が
や
が
て
、
第
七
期
に
景
気
句
に
ま
で
広
げ
ら
れ
、
最
晩
年
の
第

八
期
に
は
、
景
物
や
時
節
の
季
節
ら
し
さ
を
一
句
全
体
で
表
現
す
る
景
気
の
句

の
典
型
へ
と
変
化
す
る
。
一
句
の
表
現
も
、
雅
語
的
表
現
か
ら
、
特
に
第
七
期

以
降
、
口
語
（
俗
語
）
的
表
現
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
が
、

季
語
は
日
本
文
学
と
日
本
文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
蓄
積
で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
に
、

和
歌
・
連
歌
以
来
の
詩
歌
の
伝
統
を
背
景
に
生
成
さ
れ
た
語
は
、
雅
語
表
現
に

他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
卑
近
な
素
材
と
時
節
と
の
関
わ
り
に
着
目
し
、
詠
み

込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
俗
語
表
現
や
一
句
の
言
い
回
し
、
季
語
を
組
み
合

わ
せ
た
り
、
言
葉
を
重
ね
た
り
し
な
が
ら
一
句
全
体
で
の
季
節
感
の
構
築
が
可

能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

連
句
季
語
に
は
、
こ
の
よ
う
に
発
句
に
は
な
い
制
約
や
ル
ー
ル
の
も
と
、
連

句
に
適
し
た
選
択
が
な
さ
れ
、
そ
の
季
語
の
性
格
が
句
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
殊
に
、
四
季
名
や
「
月
次
の
月
」
を
詠
み
込
ん
だ
句
に
お
い
て
特
徴
的

で
あ
っ
た
。
連
句
に
お
け
る
四
季
名
の
多
用
は
、
そ
も
そ
も
は
「
投
げ
込
み
」

の
手
法
と
同
手
法
で
あ
っ
た
は
ず
が
、
芭
蕉
連
句
に
あ
っ
て
は
、
人
事
世
界
や

日
常
世
界
の
中
に
季
節
を
見
い
だ
す
た
め
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
季
語
が
多
様
化
し
て
い
く
。
語
を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
共

に
詠
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
季
の
句
の
可
能
性
を
拓
い
て
い
く
方
法
で
あ

る
と
評
せ
よ
う
。
結
局
、
芭
蕉
連
句
に
お
け
る
季
語
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
詠

出
対
象
の
拡
大
と
新
た
な
季
語
の
発
見
、「
季
重
な
り
」
の
現
象
の
中
に
見
る

季
語
の
本
季
と
現
実
世
界
で
の
ズ
レ
を
持
ち
込
む
こ
と
で
表
現
さ
れ
た
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
あ
る
季
節
感
、
一
句
に
ま
で
拡
大
し
た
季
の
句
に
お
け
る
あ
ら
た
な
季

節
感
表
現
、
付
合
世
界
に
お
け
る
季
移
り
を
利
用
し
た
新
し
い
季
節
感
の
造
形

な
ど
、
種
々
の
季
の
句
に
お
け
る
表
現
の
中
に
あ
る
。
複
数
の
作
者
が
存
在
す

る
連
句
世
界
に
あ
っ
て
こ
そ
、
読
者
を
巻
き
込
ん
で
の
実
感
あ
る
季
感
表
現
が

求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
た
ち
の
季
節
の
句
に
対
す
る
意
識
が
こ
こ
に

あ
る
。
つ
ま
り
は
、
芭
蕉
連
句
に
お
け
る
季
の
句
の
あ
り
方
が
、
連
句
季
語
の

特
殊
性
と
傾
向
を
生
み
出
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

芭
蕉
連
句
に
お
け
る
連
句
季
語
は
、
こ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
い
た
る
ま

で
を
季
節
の
表
現
の
一
部
と
し
て
取
り
込
み
つ
つ
、
増
幅
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
芭
蕉
の
連
句
は
、
よ
り
卑
近
な
生
活
感
覚
を
背
景
と
し
て
、
日
常
用
い
ら

れ
る
言
葉
を
文
学
世
界
に
取
り
込
も
う
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
、
季
語

の
一
句
と
し
て
の
表
現
や
工
夫
は
、
そ
の
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
連
句
季
語

に
特
殊
性
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。『
去
来
抄
』
に
は
、
季
語
に
関
す

る
芭
蕉
の
言
と
し
て
次
の
よ
う
な
著
名
な
一
節
が
あ
る
。

　

魯
町
曰
く
「
竹
植
う
る
日
は
、
古
来
よ
り
季
に
や
」。
去
来
曰
く
「
覚

悟
せ
ず
。
先
師
の
句
に
て
初
め
て
見
侍
る
。
古
来
の
季
な
ら
ず
と
も
、
季

に
然
る
べ
き
物
あ
ら
ば
撰
び
用
ゆ
べ
し
。
先
師
、
季
節
の
一
つ
も
探
り
出

し
た
ら
ん
は
、
後
世
に
よ
き
賜
と
な
り
。
塩
か
き
の
夜
も
、
古
来
の
季
節

か
し
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
五
月
晦
日
な
れ
ば
、
夏
季
に
定
め
て
、
可
南
が

句
に
沙
汰
し
侍
る
な
り
」。

連
句
季
語
と
季
の
句
と
の
関
係
は
、
い
わ
ば
、
季
語
と
な
り
え
な
い
人
々
の
生

活
感
や
風
俗
な
ど
に
、
季
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
。『
去
来
抄
』

に
見
る
よ
う
に
「
後
世
に
よ
き
賜
」
と
す
べ
く
「
季
節
の
一
つ
も
探
り
出
」
そ

う
と
し
た
芭
蕉
の
姿
勢
を
、
わ
た
し
た
ち
に
あ
り
あ
り
と
伝
え
て
く
る
の
で
あ

る
。

　

注
（
1
） 

発
句
の
季
語
総
体
と
芭
蕉
同
座
の
五
一
連
句
に
お
け
る
季
語
に
関
す
る
調
査

報
告
か
ら
な
る
東
聖
子
氏
の
『
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
〈
季
語
・
季
題
〉
の
研

究
』（
２
０
０
３
年
、
明
治
書
院
）
ほ
か
、
季
題
・
季
語
研
究
は
発
句
を
中
心

に
歳
時
記
研
究
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
尾
形
仂
『
俳
句
と
俳
諧
』
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１
９
８
１
年
、
角
川
書
店
や
山
本
健
吉
『
最
新
俳
句
歳
時
記
』
新
年
解
説
、

１
９
８
３
年
第
二
版
、
文
芸
春
秋
な
ど
）。
近
年
で
は
、
発
句
を
季
題
別
に
配

列
し
解
説
を
付
し
た
雲
英
末
雄
・
佐
藤
勝
明
校
注
『
芭
蕉
全
発
句
』（
２
０
１
０

年
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
な
ど
に
よ
っ
て
発
句
の
季
語
の
様
相
が
見
え
る
。

（
2
） 
以
下
、芭
蕉
の
一
座
し
た
連
句
を
「
芭
蕉
連
句
」
と
し
、と
く
に
貞
享
元
年
『
冬

の
日
』
以
降
の
連
句
を
「
貞
享
以
降
」
の
芭
蕉
連
句
と
し
て
考
察
の
中
心
に
お

き
、
そ
れ
以
前
の
連
句
を
「
貞
享
以
前
」
と
区
別
す
る
。
な
お
、
と
く
に
断
ら

ず
に
「
芭
蕉
連
句
」
と
呼
称
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
貞
享
元
年
『
冬
の
日
』
以

降
の
芭
蕉
連
句
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
3
） 

拙
稿
「
芭
蕉
連
句
季
移
り
考
」（『
連
歌
俳
諧
研
究
』
１
１
５
号
、
平
成
20
年
9

月
、
俳
文
学
会
）
参
照
。

（
4
） 『
俳
諧
御
傘
』（
慶
安
四
年
刊
）
に
は
「
露
と
〳
〵
と
は
三
句
」
去
、「
ふ
り
物

に
は
二
句
」
去
と
あ
る
が
、『
俳
諧
無
言
抄
』（
延
宝
二
年
刊
）
に
は
、「
露
更
て
、

夜
分
也
。
深
に
二
句
去
也
。
夜
の
字
入
す
し
て
、
夜
の
更
た
る
さ
ま
也
。
露
凍

る
は
霜
の
事
也
。
此
故
に
冬
也
。
露
涼
し
は
夏
也
。
露
時
雨
は
秋
也
。
露
霜
は

冬
也
」
と
あ
っ
て
、
特
に
句
去
の
規
定
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
一

巻
中
に
繰
り
返
し
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

（
5
） 

季
の
式
目
上
、
夏
・
冬
の
句
に
は
制
約
が
小
さ
い
。
句
数
は
一
か
ら
三
句
と
少

な
く
、句
去
も
同
季
三
句
去
の
た
め
回
数
を
詠
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、

実
際
に
芭
蕉
連
句
に
お
い
て
、
冬
は
平
均
で
二
・
六
句
、
夏
は
平
均
で
二
・
四
句

し
か
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
夏
季
あ
る
い
は
冬
季
は
一
巻
中
に
一
度
も
出
さ
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
を
考
え
る
と
、
冬
を
本
季

に
持
つ
「
雪
」
が
連
句
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
大

変
興
味
深
く
、
単
に
伝
統
的
な
季
題
で
あ
る
こ
と
以
上
の
意
味
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
「
雪
」
の
詠
み
込
み
方
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿

に
譲
る
。

（
6
） 

な
お
、
こ
れ
ら
は
、
談
林
俳
諧
で
の
付
句
の
発
想
の
仕
方
（
あ
し
ら
い
）
と
も

関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
い
。

（
7
） 

注
３
参
照
。

（
8
） 

三
季
移
り
は
、「
秣
お
ふ
」
歌
仙
・「
風
流
の
」
歌
仙
・「
御
尋
に
」
歌
仙
・「
温

海
山
」
歌
仙
の
四
例
。「
す
ず
し
さ
を
」
歌
仙
は
四
季
移
り
の
例
で
あ
る
。
詳

細
は
拙
稿
「
芭
蕉
連
句
に
お
け
る
三
季
移
り
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
） 『
真
跡
添
削
草
稿
』
で
は
、
句
は
同
型
で
あ
る
が
、「
そ
ぐ
や
う
に
長
刀
坂
の
冬

の
風　
　

馬
莧
」（
元
禄
七
年
春
「
八
九
間
」
そ
の
二
歌
仙
、名
ウ
１
）
と
あ
っ

て
、
作
者
名
が
異
な
る
。

（
10
） 「
野
山
の
色
も
変
わ
り
、
風
も
身
に
し
む
よ
う
に
な
り
、
も
の
さ
み
し
く
あ
は

れ
な
る
体
、
秋
の
本
意
な
り
」（
連
歌
式
目
書
『
至
宝
抄
』
天
正
十
四
年
）。

（
11
） 

一
条
兼
良
著
、
北
村
季
吟
注
『
増
補
和
歌
題
林
抄
』。
底
本
は
宝
永
三
年
刊
の

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
漢
字
は
適
宜
当
て
変
え
、
句
読
点
を
補
っ

た
。

【
集
計
に
あ
た
っ
て
】

・ 

今
回
の
調
査
対
象
の
連
句
は
、
表
六
句
以
上
の
長
さ
の
も
の
に
限
っ
て
い
る
。
貞

享
以
前
二
九
巻
一
八
六
八
句
、『
冬
の
日
』
以
降
一
七
九
巻
五
七
二
九
句
で
あ
る
。

発
句
は
、
全
九
八
三
句
。
芭
蕉
の
全
発
句
で
存
擬
・
誤
伝
の
も
の
は
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。
成
立
年
次
は
考
慮
に
は
い
れ
て
あ
る
が
、
特
に
貞
享
以
前
・
以
後
に

関
し
て
は
区
別
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
芭
蕉
連
句
の
季
語
と
の
比
較

に
お
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
季
語
の
母
体
数
を
連
句
に
近
づ
け
る
た
め
で
あ
る
。

・ 

季
の
認
定
に
あ
た
っ
て
は
『
校
本
芭
蕉
全
集
』（
連
句
編
、
昭
和
63
～
平
成
３
年
、

富
士
見
書
房
）
と
阿
部
正
美
『
芭
蕉
連
句
抄
』（
昭
和
51
～
61
年
、明
治
書
院
）
ほ
か
、

島
居
清
『
芭
蕉
連
句
全
註
解
』（
昭
和
55
年
、
桜
楓
社
）
上
野
洋
三
・
白
石
悌
三
校

注
『
芭
蕉
七
部
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
70
、
平
成
２
年
、
岩
波
書
店
）
な
ど

諸
注
を
参
照
し
て
い
る
。
本
稿
の
調
査
に
際
し
て
、
連
句
の
季
を
見
直
し
、
諸
注

で
季
語
が
相
違
す
る
場
合
や
問
題
の
あ
る
場
合
は
、
式
目
や
連
句
の
季
語
の
扱
い

な
ど
を
ふ
ま
え
、
近
世
初
期
の
季
寄
せ
歳
時
記
類
を
参
照
し
つ
つ
季
語
を
認
定
し

た
。
一
句
に
二
つ
以
上
の
季
語
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
す
べ
て
を
季
語
と

し
て
調
査
結
果
に
加
え
る
が
、
一
句
の
季
節
に
関
し
て
は
式
目
に
抵
触
し
な
い
範

囲
で
四
季
に
判
別
し
認
定
し
て
あ
る
。
問
題
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
部
、
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拙
稿
「
芭
蕉
連
句
の
季
語
と
季
感
試
論
」（『
近
世
文
藝
』
第
90
号
、
平
成
21
年
7

月
20
日
、
日
本
近
世
文
學
會
）
中
に
取
り
上
げ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い

て
は
検
討
結
果
を
改
め
て
公
表
す
る
用
意
が
あ
る
。
な
お
、
歌
仙
と
百
韻
な
ど
形

式
の
違
い
に
関
し
て
は
、
考
慮
に
は
入
れ
て
い
る
が
特
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
考

察
し
た
。
季
の
式
目
は
、
歌
仙
・
百
韻
共
に
、
春
秋
の
句
数
は
三
～
五
句
、
同
季

五
句
去
で
あ
っ
て
、
一
折
に
つ
き
表
に
二
句
、
裏
に
二
句
（
都
合
四
句
）
ず
つ
多

い
百
韻
の
形
式
は
、
そ
の
分
歌
仙
よ
り
も
季
の
展
開
に
余
裕
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

貞
享
以
前
の
連
句
に
お
い
て
、
季
の
割
合
が
低
い
要
因
の
一
つ
は
、
百
韻
形
式
の

連
句
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
貞
享
元
年
以
降
、
歌
仙
形
式
が
一
般
化

し
百
韻
形
式
の
数
が
著
し
く
減
少
す
る
。
百
韻
形
式
に
お
け
る
季
句
の
割
合
の
平

均
は
五
二
・
四
％
（
こ
れ
に
、
貞
門
・
談
林
時
代
の
芭
蕉
同
座
連
句
を
含
め
る
と
、

五
〇
％
弱
ほ
ど
）
で
あ
る
。

・ 

本
文
の
引
用
表
記
は
発
句
・
連
句
と
も
に
概
ね
『
新
編
芭
蕉
大
成
』
に
よ
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、一
部
、古
典
俳
文
学
大
系
や
『
芭
蕉
連
句
抄
』『
校
本
芭
蕉
全
集
』

な
ど
他
の
注
釈
書
類
に
よ
り
補
っ
た
も
の
も
あ
る
。

・ 

発
句
の
季
語
に
つ
い
て
は
、右
の
要
領
に
従
い
、適
宜
歳
時
記
類
を
参
照
し
な
が
ら
、

季
語
の
集
計
を
行
っ
て
い
る
。
連
句
で
の
扱
い
と
比
較
す
る
都
合
上
、
発
句
に
関

し
て
も
連
句
季
語
の
形
態
に
合
わ
せ
た
形
で
分
類
し
て
あ
る
。
本
稿
の
考
察
の
趣

旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
省
い
た
が
、
本
稿
第
四
章
の
中
で
も
ふ
れ
た
通
り
、
個
別

に
考
察
が
必
要
な
も
の
は
、
別
項
に
譲
る
も
の
と
す
る
。

・ 

な
お
、
連
句
に
お
け
る
季
語
の
出
現
回
数
に
関
し
て
、
本
調
査
で
は
前
句
を
考
慮

に
入
れ
ず
、
数
の
増
減
を
計
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
連
句
で
は
前
句
か
ら
の

発
想
に
よ
っ
て
付
句
が
付
け
ら
れ
て
い
く
の
で
、
前
句
次
第
で
付
句
の
季
語
が
あ

る
程
度
想
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
殊
に
、
貞
門
談
林
時
代
の
付
句
の
発
想
は
、

そ
う
し
た
付
合
語
に
よ
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
の
で
、
今
回
の
考

察
で
は
別
に
調
査
し
参
考
に
留
め
て
あ
る
。
付
句
の
季
語
と
は
、
句
数
の
規
定
か

ら
付
句
の
季
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
一
方
で
去
嫌
に
よ
っ
て

使
用
で
き
る
言
葉
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。『
去
来
抄
』
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
支
考
が

「
付
句
は
一
句
に
一
句
な
り
」
と
言
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
場
の
状
況
を
言
っ
た
も

の
で
あ
る
。
試
み
に
、
集
計
上
位
に
挙
げ
ら
れ
た
季
語
に
つ
い
て
、
そ
の
前
句
を

見
て
み
た
が
特
徴
的
に
用
い
ら
れ
た
語
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
付
句
に

詠
み
込
ま
れ
た
季
語
は
、
去
来
が
い
う
よ
う
に
前
句
に
制
限
さ
れ
な
が
ら
も
、
多

様
な
可
能
性
の
中
か
ら
選
び
取
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
付
句
の
季
語
の
出

現
回
数
は
や
は
り
連
句
に
お
け
る
季
語
へ
の
何
ら
か
の
嗜
好
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て

問
題
と
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
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