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二
五

　
　
　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
島
根
県
出
雲
市
大
社
町
の
手
錢
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
る
俳
諧
資
料

の
中
か
ら
、
不
識
庵
節
山
著
『
俳
諧
す
が
た
見
』（
写
本
一
冊
、
元
文
四
年
識
）、

松
浦
文
泰
著
『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』（
写
本
一
冊
、
天
明
四
年
奥
）、
を
翻
刻
紹

介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

出
雲
国
大
社
の
手
錢
家
は
、
貞
享
年
間
に
大
社
に
移
り
住
ん
だ
喜
右
衛
門
長

光
（
寛
文
二
年
～
寛
延
二
年
）
を
祖
と
す
る
商
家
で
、
町
役
の
大
年
寄
を
長
く

勤
め
た
。
歴
代
の
当
主
は
文
芸
に
も
関
心
を
寄
せ
、
和
歌
・
漢
詩
・
俳
諧
に
熱

心
で
あ
っ
た
。

　

出
雲
俳
壇
と
い
え
ば
、
去
来
の
甥
と
さ
れ
る
水
鶏
坊
空
阿
の
伝
授
を
受
け
た

広
瀬
百
蘿
（
享
保
十
六
年
？
～
享
和
三
年
）
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
（
大
礒
義

雄
『
岡
崎
日
記
と
研
究
』（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
、
昭
和
50
年
10
月
）、「
高

見
本『
岡
崎
日
記
』『
元
禄
式
』の
出
現
と
去
来
門
人
空
阿
・
空
阿
門
人
百
羅
」（『
連

歌
俳
諧
研
究
』
87
、
平
成
６
年
７
月
）
参
照
）。
広
瀬
家
の
系
譜
は
、
子
の
日
々

庵
浦
安
、孫
の
蘭
々
舎
茂
竹
と
続
き
、手
錢
家
の
歴
代
、白
澤
園
季
硯
（
三
代
）、

徳
人
園
冠
李
（
季
硯
弟
）、
慶
敬
（
四
代
）、
衝
冠
斎
有
秀
（
五
代
）
と
と
も
に
、

大
社
の
俳
壇
を
リ
ー
ド
し
た
（
両
家
に
は
血
縁
関
係
も
あ
っ
た
）。

　

本
稿
で
翻
刻
す
る
資
料
の
う
ち
、『
俳
諧
す
が
た
見
』
は
、
百
蘿
が
去
来
の

伝
を
出
雲
に
持
ち
帰
る
以
前
に
は
、
大
社
の
俳
人
た
ち
が
淡
々
系
の
俳
諧
を
学

ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
は
、
百

蘿
が
尾
張
の
松
浦
文
泰
か
ら
贈
ら
れ
た
著
作
の
写
本
で
、
そ
の
内
容
に
は
美
濃

派
を
批
判
し
た
箇
所
が
あ
る
。
百
蘿
も
美
濃
派
に
は
批
判
的
な
立
場
を
取
る
た

め
、
そ
の
共
通
点
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
凡
例
〉

　

翻
刻
に
あ
た
り
、
私
に
句
読
点
を
補
い
、
改
行
を
改
め
た
。
ま
た
、
異
体
字

は
概
ね
通
行
の
字
体
に
あ
ら
た
め
た
が
、
一
部
原
本
の
表
記
を
残
し
た
。

　

コ
ト
、
ト
キ
な
ど
の
合
字
は
、
適
宜
「
事
」「
ト
キ
」
な
ど
と
記
し
た
。

　

原
本
の
各
丁
片
面
の
終
わ
り
に
当
た
る
と
こ
ろ
に　

」
を
つ
け
、（　

）
内

に
そ
の
丁
数
お
よ
び
表
・
裏
（
オ
・
ウ
）
を
示
し
た
。

　

誤
記
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
原
文
ど
お
り
に
翻
刻
し
、
適
宜
そ
の
傍
に
「（
マ

マ
）」
を
付
し
た
。
難
読
の
箇
所
は
□
で
示
し
、
推
定
で
読
ん
だ
箇
所
は
□
で

囲
ん
だ
。
書
き
誤
り
を
直
し
て
あ
る
箇
所
は
、直
し
た
方
を
本
文
と
し
て
示
し
、

い
ち
い
ち
注
記
を
し
な
か
っ
た
。

　
『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』に
つ
い
て
は
、適
宜
国
会
本
を
参
照
し
、国
会
本
に
拠
っ

て
補
っ
た
部
分
を［　

］で
示
し
た
。
ま
た
、本
文
上
欄
へ
の
書
込
み
と
貼
紙（
両

方
と
も
国
会
本
に
は
な
い
）
は
〔　

〕
で
示
し
、
そ
の
直
後
に
、
そ
れ
が
記
載

さ
れ
て
い
る
箇
所
と
、
書
込
み
・
貼
紙
の
別
を
（　

）
で
示
し
、
本
文
の
合
間

に
適
宜
配
列
し
た
。

　

参
考
の
た
め
、
原
本
の
図
版
を
最
後
に
示
し
た
。

翻
刻
・
手
錢
記
念
館
所
蔵
俳
諧
伝
書
（
二
）

―	

手
錢
記
念
館
所
蔵
俳
諧
資
料
（
四
）	

―

伊
藤　

善
隆

ａ

ａ

湘
北
短
期
大
学
総
合
ビ
ジ
ネ
ス
学
科

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

俳
諧　

手
錢
季
硯　

手
錢
冠
李　

広
瀬
百
蘿　

不
識
庵
節
山　

松
浦
文
泰

『
俳
諧
す
が
た
見
』　
『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
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二
六

　
　
　

一
、『
俳
諧
す
が
た
見
』

〈
解
題
〉

　

元
文
四
年
八
月
、
淡
々
門
の
不
識
庵
節
山
が
、
出
雲
滞
在
中
に
「
岱
青
楼
主
」

に
与
え
た
も
の
。「
岱
青
楼
主
」
が
誰
で
あ
る
か
は
、
最
近
ま
で
不
明
で
あ
っ

た
が
、
手
錢
家
蔵
書
の
蔵
書
印
の
調
査
が
進
ん
だ
結
果
、
冠
李
の
別
号
で
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
（
田
中
則
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）。

　

巻
頭
に
載
る
冠
李
に
与
え
た
序
文
で
は
、
遅
吟
を
欠
点
と
し
て
誡
め
て
お

り
、
当
時
の
指
導
の
様
子
を
具
体
的
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で

あ
る
。
ま
た
、
淡
々
の
作
品
を
伝
え
る
点
や
、
当
時
の
俳
席
の
作
法
を
伝
え
る

点
も
貴
重
で
あ
る
。

　

な
お
、
手
錢
記
念
館
に
は
、
同
じ
年
の
五
月
に
節
山
が
杜
千
に
与
え
た
『
誹

要
辨
』
と
い
う
伝
書
も
残
さ
れ
て
お
り
（
本
誌
前
号
掲
載
「
翻
刻
・
手
錢
記
念

館
所
蔵
俳
諧
伝
書
（
一
）」
参
照
）、
同
年
に
節
山
が
比
較
的
長
期
に
渉
っ
て
出

雲
に
滞
在
し
、
大
社
の
俳
人
た
ち
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
手

錢
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
る
伝
書
と
し
て
は
、古
い
時
期
の
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

〈
書
誌
〉書

型
…
…	

半
紙
本
。
写
本
一
冊
。
皮
楮
交
漉
料
紙
。

表
紙
…
…	

薄
緑
地
に
白
抜
文
字
料
紙
。
縦
二
三
．
三㎝
×
横
一
七
．
〇㎝
。

題
簽
…
…	

左
肩
双
辺
（
墨
書
）。「
俳
諧
す
が
た
見
」（
墨
書
）。
料
紙
に
菊

の
花
の
模
様
を
描
く
。

序
文
…
…	「
不
識
庵
［
花
押
］
／
元
文
四
年
秋
南
呂
／
岱
青
楼
主
」。
毎
半

葉
八
行
内
外
。

本
文
…
…	

毎
半
葉
八
行
内
外
。

字
高
…
…	

二
〇
．
七
㎝
（
巻
頭
「
夫
、
天
地
の
…
…
森
羅
」（
一
丁
表
）

を
計
測
）。

丁
数
…
…	

二
八
丁
（
墨
付
き
二
八
丁
、
た
だ
し
最
終
丁
は
裏
表
紙
見
返
し

に
貼
り
込
み
）。

〈
翻
刻
〉

夫
、
天
地
の
中
に
生
育
す
る
森
羅
万
像
、
人
そ
の
霊
妙
を
そ
な
え
、
諸
道
み
な

中
を
以
て
み
さ
ほ
と
す
。
神
に
中
常
、
仏
に
中
道
、
儒
に
中
庸
あ
り
。
俳
諧
ま

た
し
か
り
。
道
の
中
に
あ
た
る
も
の
は
、
動
静
広
狭
、
心
の
侭
に
句
を
な
す
も

の
也
。
今
汝
の
誹
風
を
見
る
に
、
中
分
の
気
、」（

一オ

）
よ
く
備
れ
り
。
幽
玄
曲

流
の
姿
を
得
て
、
高
山
拉
鬼
の
俤
も
具
せ
り
。
そ
の
中
に
、
ひ
と
つ
の
病
ひ
を

交
た
り
。
思
ふ
へ
し
、
誹
情
直
に
し
て
、
句
々
を
思
ひ
過
し
多
し
。
そ
れ
ゆ
へ

に
、
捨
へ
き
場
を
す
て
す
し
て
、
功
な
き
処
に
心
を
い
た
め
て
詮
な
く
、
尤
遅

吟
な
り
。
句
を
作
、」（

一ウ

）
生
得
は
す
み
や
か
な
り
。
な
つ
み
た
き
ゆ
へ
に
、

句
に
と
ゝ
こ
ほ
り
有
り
。
た
と
へ
は
、
富
貴
な
る
人
の
宝
を
用
ゆ
る
事
を
知
ら

す
し
て
、
ひ
と
り
老
ゆ
く
如
し
。
句
は
滝
水
の
如
く
、
な
つ
み
と
ゝ
こ
ほ
る
事

な
き
を
要
と
す
。
功
達
猶
し
か
り
。
況
や
、
今
、
道
の
麓
に
あ
り
。
不
達
者
に

し
て
は
、
向
上
の
一
路
に
至
る
事
、
他
に
」（

二オ

）
お
く
る
へ
し
。
順
巻
又
は
独

吟
の
巻
を
作
る
に
も
、
平
日
他
人
交
席
の
心
を
以
、
心
を
さ
ま
〳
〵
進
み
、
跡

を
思
ふ
事
な
か
れ
。
我
老
師
の
し
め
し
に
も
、
句
は
旅
人
の
こ
と
し
。
一
歩
も

前
へ
す
ゝ
む
へ
し
。
金
銀
路
糧
を
忘
れ
た
り
と
も
、
行
先
に
又
有
る
へ
し
と
心

得
て
、」（

二ウ

）
か
り
に
も
跡
を
見
る
へ
か
ら
す
と
。
常
に
是
を
思
ひ
忘
る
へ
か

ら
す
。
予
、
此
道
に
心
か
け
た
る
は
し
め
、
今
汝
の
姿
を
得
た
り
。
淡
々
、
常

に
句
の
遅
き
事
を
責
て
戒
め
ら
れ
け
る
を
、
は
つ
か
し
き
事
に
お
も
ひ
、
能
き

句
せ
ん
と
思
ふ
欲
心
を
は
な
れ
て
、
人
の
捨
ぬ
場
を
も
捨
て
、
其
場
を
奪
ふ
心

か
け
を
発
し
、
い
つ
と
な
く
」（

三オ

）
句
の
達
者
を
得
て
、
高
山
峻
嶺
の
危
き
を

も
安
く
心
得
て
、
今
向
上
の
場
に
遊
ふ
も
の
な
り
。
平
日
を
の
れ
侭
に
句
を
な

す
と
き
の
く
せ
、
必
席
に
望
み
て
出
る
も
の
也
。
句
々
大
切
に
思
ふ
は
、
道
の

至
極
な
れ
と
、
過
て
は
及
は
さ
る
の
理
に
落
て
詮
な
し
。
す
く
れ
た
る
句
を
」
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二
七

（
三ウ

）
す
く
な
く
せ
ん
よ
り
は
、
麁
句
に
て
も
数
有
り
た
し
。
数
多
作
る
う
ち
に

は
、
我
お
も
ひ
よ
ら
さ
る
佳
句
あ
る
も
の
也
。
句
毎
に
労
し
て
作
る
と
き
は
、

ね
り
過
て
聞
所
な
く
な
り
て
、か
へ
つ
て
手
か
ら
を
失
ふ
も
の
也
。
汝
の
気
性
、

他
に
抽
て
道
に
秀
才
な
る
事
、我
云
ふ
の
み
に
あ
ら
す
。」（

四オ

）
人
み
な
知
れ
り
。

た
ゝ
、
お
そ
る
へ
く
は
、
同
門
外
に
秀
才
の
輩
お
ゝ
し
。
姿
は
汝
に
お
と
る
と

も
、
句
達
者
に
は
け
む
も
の
は
、
前
へ
す
ゝ
む
事
の
は
や
き
も
の
也
。
他
に
こ

え
ら
れ
て
は
口
お
し
き
事
也
。
我
是
を
常
に
思
ひ
お
も
ふ
。
杜
千
、
李
夕
は
さ

ら
也
。
子―

と
陽
坡
の
両
子
は
、
道
の
」（

四ウ

）
中
を
得
て
、
名
人
の
姿
を
そ
な
え

た
り
。
此
地
の
我
力
と
た
の
む
も
の
也
。
常
々
申
こ
と
く
、
姿
は
得
た
り
。
人

の
い
ろ
〳
〵
の
姿
に
て
ほ
ま
れ
あ
り
と
て
、
そ
れ
を
く
ら
へ
む
へ
か
ら
す
。
今

の
姿
を
以
て
句
を
な
す
と
き
は
、
他
に
抽
た
る
一
情
、
誰
か
是
に
な
ら
は
ん
。

た
ゝ
句
の
遅
吟
な
る
は
、
を
の
れ
か
欲
あ
る
ゆ
へ
と
、」（

五オ

）
誹
情
に
た
く
は

へ
置
け
る
た
か
ら
を
お
し
ま
す
、
貴
人
の
場
は
さ
て
置
き
、
非
人
乞
食
の
捨
た

る
処
を
ひ
ろ
ひ
て
、
我
た
か
ら
を
投
て
道
を
急
く
へ
し
。
路
用
な
く
て
も
、
達

者
な
る
も
の
は
旅
行
の
は
か
行
く
も
の
也
。
子―

の
如
く
、
誹
の
た
か
ら
を
蔵
に

た
く
は
へ
持
て
も
、不
達
者
に
て
は
貧
者
」（

五ウ

）
の
同
行
よ
り
跡
に
行
く
へ
し
。

此
さ
か
ひ
を
平
生
心
に
捨
す
し
て
、
い
く
度
も
句
を
捨
る
事
を
わ
ら
ぐ
つ
の
如

く
す
へ
し
。
捨
る
事
、
日
な
ら
す
し
て
句
の
達
者
を
得
へ
し
。
生
れ
つ
き
の
誹

に
不
堪
は
見
へ
す
。
今
句
に
遅
き
は
、
み
な
を
の
か
欲
よ
り
お
こ
る
処
な
り
。

か
く
云
へ
は
と
て
、
我
一
道
の
至
極
を
」（

六オ

）
云
ふ
に
は
あ
ら
さ
れ
と
も
、
数

年
此
道
に
く
る
し
ひ
、
諸
国
の
風
雅
に
会
し
、
初
心
を
取
り
立
た
る
数
多
な
れ

は
、
功
達
の
人
を
見
る
事
は
知
ら
さ
れ
と
、
初
心
の
姿
を
見
る
事
は
を
の
つ
か

ら
得
た
り
。
た
と
へ
、
予
か
見
立
違
ふ
に
も
せ
よ
、
今
爰
に
し
め
す
処
は
、
み

な
道
の
上
達
す
る
処
の
杖
を
あ
た
へ
る
心
」（

六ウ

）
な
れ
は
、
是
を
守
り
て
損
は

あ
る
ま
し
。
他
に
す
く
れ
て
一
道
篤
実
に
し
て
、
し
か
も
抜
群
の
器
あ
れ
は
、

予
か
思
ふ
処
も
是
に
ひ
と
し
。
そ
れ
ゆ
へ
我
心
腹
を
明
し
、
爰
に
そ
の
病
ひ
を

論
し
て
筆
記
し
て
あ
た
ふ
る
事
也
。
嵐
雪
は
句
情
幽
玄
に
て
、
は
し
め
て
蕉
翁

の
門
に
入
る
日
よ
り
句
に
ほ
ま
れ
多
か
り
き
。
其
角
は
句
々
」（

七オ

）
あ
れ
て
、

初
心
の
う
ち
さ
し
て
人
の
耳
を
お
と
ろ
か
す
事
も
な
か
り
け
れ
と
、
道
の
秀
才

に
し
て
、
句
を
吐
く
事
、
唾
を
吐
く
よ
り
も
心
安
く
、
人
の
十
句
を
作
る
う
ち

に
は
百
句
を
捨
る
を
常
の
業
と
し
て
、
終
に
一
道
の
源
を
得
る
事
、
嵐
雪
に
す

く
れ
、
蕉
門
一
流
の
ほ
ま
れ
、
一
人
に
侍
り
。」（

七ウ

）
予
か
如
き
の
道
に
用
ひ

ら
る
ゝ
も
、
皆
そ
の
余
光
也
。
嵐
雪
の
如
き
さ
へ
、
斯
く
あ
り
。
遅
句
に
し
て

其
功
の
お
そ
き
事
、
は
か
り
知
る
へ
し
。
旅
宿
と
り
ま
せ
て
心
い
そ
か
し
け
れ

は
、
た
ゝ
一
端
を
も
ふ
け
て
是
を
さ
と
す
の
み
。
な
を
口
に
と
き
て
是
を
明
さ

ん
の
み
。	

」（
八オ

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
識
庵

　
　

元
文
四
年
秋
南
呂　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
花
押
］

　
　
　
　
　

岱
青
楼
主

	

」（
八ウ

）

　
　
　
　

老
師
半
時
庵
年
来
の
ほ
句
、
思
ひ
出
る
に
任
せ
て
爰
に
書
記
す
。

　

宿
の
春
富
家
よ
り
高
き
は
か
り
な
り

　
　
　

左
句
は
東
山
へ
移
居
の
と
き
の
句
也
。

　

元
日
や
高
尾
の
鐘
も
聞
ゆ
な
る

　

植
す
刈
ら
す
葎
を
宿
の
か
さ
り
哉

　

寝
ぬ
夜
寐
て
柳
に
鶏
の
初
音
哉

　

鶯
の
定
宿
ち
か
き
玉
江
か
な	

」（
九オ

）

　

梅
さ
く
や
砥
屋
か
軒
端
の
水
煙

　

揚
云
ふ
や
去
年
生
れ
の
む
め
の
花

　

日
は
西
に
古
鋪
台
や
ん
め
の
は
な

　

梅
か
香
や
出
家
の
眠
る
琴
の
前
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二
八

　

日
に
這
す
子
は
門
む
し
ろ
藪
の
梅

　

木
々
も
芽
や
参
宮
湯
治
立
別
れ

　

春
の
日
や
孫
に
漕
せ
て
柴
の
う
へ

　
　
　

�
此
句
は
宇
治
川
に
て
柴
船
を
即
興
せ
ら
れ
け
る
也	

」（
九ウ

）

　

口
く
せ
の
吉
野
も
春
の
行
衛
か
な

　

糸
さ
く
ら
是
そ
す
な
は
ち
花
の
雨

　

大
和
路
の
鐘
を
ち
ら
す
や
花
さ
か
り

　
　
　

�
此
句
は
吉
野
に
て

　

漕
出
せ
や
丸
山
寺
を
花
の
う
へ

　

寝
ら
れ
ぬ
夜
つ
く
〳
〵
嵯
峨
の
山
桜

　
　
　

�
此
句
は
北
国
に
て
花
洛
を
思
ふ
句
也

　
　

三
月
尽

　

お
も
し
ろ
き
涙
な
り
け
り
春
一
夜

」（
一
〇

オ

）

　

ほ
と
ゝ
き
す
歟
風
の
あ
ら
し
の
傘
は
肩

　

ひ
と
声
を
聞
く
や
四
月
の
も
の
ゝ
味

　

ほ
と
ゝ
き
す
た
ゝ
庭
と
り
の
羽
音
哉

　

か
ら
臼
や
手
塚
の
太
郎
ほ
と
ゝ
き
す

　

郭
公
鳴
や
夢
か
な
ほ
と
ゝ
き
す

　

伊
達
に
待
つ
人
も
夜
の
ぬ
し
時
鳥

　
　
　
　

五
月
雨
時
鳥

　

雷
を
ま
つ
心
ふ
た
つ
や
ほ
と
ゝ
き
す	

」（
一
〇

ウ

）

　

ほ
と
ゝ
き
す
瀬
田
に
矢
矧
を
継
く
夜
哉

　

ふ
り
む
く
や
富
樫
も
か
く
ぞ
ほ
と
ゝ
き
す

　

あ
ち
さ
ゐ
は
花
の
中
将
と
そ
お
も
ふ

　
　
　
　

初
夏
の
比
信
濃
に
て

　

菜
の
花
の
き
か
で
も
し
る
し
信
濃
口

　
　
　
　

同
国
の
湖
は
鐘
に
似
て
鐘
湖
と
云

　

釣
鐘
の
す
は
〳
〵
凉
し
湖
の
形

リ

　

あ
や
め
の
ぼ
り
海
道
百
里
鏡
や
ま

　

僧
を
止

メ
て
せ
ん
方
も
な
き
暑
さ
哉	

」（
一
一

オ

）

　

凉
し
さ
の
富
貴
は
来
た
り
松
の
月

　

貧
し
さ
の
己
れ
を
に
く
む
暑
さ
哉

　

素
盞
嗚
の
家
中
凉
し
き
昇
か
な

　

六
月
や
雲
に
南
瞻
部
州
の
図

　

媒
の
星
は
長
ら
の
川
烏

　

地
に
は
鐘
尽
ぬ
女
の
ひ
か
し
哉

　

も
の
ゝ
ふ
の
渋
き
は
枝
の
た
の
も
哉

　
　
　
　

石
山
に
て

　

名
月
や
京
は
八
月
十
六
夜	

」（
一
一

ウ

）

　

名
月
や
蔵
な
き
寺
を
尋
見
ん

　
　
　
　

仲
秋
天
満
橋
に
て

　

今
宵
満

ツ
天
の
は
し
立
踏
渡
る

　
　
　
　

後
月

　

今
宵

マ
ん
軒
端
の
賤
か
夫
婦
中

　
　
　
　

名
月
、
夜
半
迄
ふ
り
、
後
夜
に
晴
た
る
を

　

秋
風
に
仏
の
国
の
月
見
哉

　
　
　
　

草
庵
に
靏
の
画
賛
に

　

又
留
主
か
さ
れ
と
廬
山
の
夕
霞	

」（
一
二

オ

）

　
　
　
　

む
ら
竹
の
墨
絵
に

　

此
君
の
黒
髪
若
し
神
心

　
　
　
　

放
下
僧
に
よ
せ
て

　

竿
の
う
へ
に
ま
わ
る
や
菊
の
天
津
星

　
　
　
　

不
徳
と
い
ふ
題
に

　

井
戸
堀
に
ぬ
け
道
は
な
し
五
月
雨
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二
九

　
　
　
　

老
人
夫
婦
剃
髪
し
た
り
け
る
方
へ

　

雪
を
脱
て
二
が
み
山
や
鷹
の
春	

」（
一
二

ウ

）

　

は
せ
を
葉
の
細
す
き
返

ス
時
雨
か
な

　

ふ
り
む
き
し
鹿
を
包
む
や
む
ら
時
雨

　

晴
れ
て
行
船
に
野
飼
の
時
雨
哉

　
　
　
　

江
戸
に
て
名
月

　

晴
れ
て
月
三
笠
の
山
は
な
か
り
け
り

　
　
　
　

同
所
旅
宿
重
陽

　

皆
買
て
揃
る
菊
の
や
と
り
か
な

　
　
　
　

同
所
に
て

　

雨
に
似
て
い
か
さ
ま
更
て
ひ
と
し
く
れ

　
　
　

�
山
な
き
国
な
れ
は
此
句
意
可
思	

」（
一
三

オ

）

　

夏
の
月
川
原
お
も
て
は
冬
の
月

　

初
雪
や
四
海
へ
富
士
の
衣
配

リ

　

初
雪
や
浪
の
届
ぬ
岩
の
う
へ

　
　
　
　

雪
夜
月　
大
坂
吟

　

初
雪
の
拭
く
や
生
駒
の
鏡
山

　

初
雪
や　
（
空	

白	

マ	

マ
）

　

力
な
く
花
見
る
鹿
の
寒
さ
か
な

　
　
　

�
帰
り
花
也	

」（
一
三

ウ

）

　

脱
替
す
着
替
ぬ
富
貴
初
し
く
れ

　
　
　
　

年
内
立
春

　

さ
ほ
ひ
め
の
男
い
そ
き
や
年
の
内

　
　
　
　

句
歳
旦

　

春
二

ツ
見
お
ろ
す
富
士
の
一
夜
哉

　

年
な
み
の
静
に
足
る
や
桔ハ

ネ
ツ
ル
ヘ槹	

」（
一
四

オ

）
　
（
白
紙
）

	

」（
一
四

ウ

）

　
　
翁	

韮
の
籬
に
鳶
を
な
か
め
て

　

鳶
の
ゐ
る
花
の
賤
家
と
詠
れ
け
り　

は
せ
を

此
附
句
、お
き
な
一
代
一
句
也
。
前
句
を
端
書
と
見
な
し
た
る
所
も
あ
り
。

又
、
前
句
は
眼
前
の
景
情
を
述
た
る
也
。
附
句
は
前
句
の
目
前
の
あ
り
さ

ま
に
思
ひ
合
せ
て
、
古
人
な
と
の
歌
に
て
も
綴
り
た
る
事
も
あ
り
け
る
を

思
ひ
出
し
た
る
心
も
あ
り
。
所
詮
、」（

一
五

オ

）
前
句
の
鳶
は
現
在
、
後
句
の

鳶
は
過
去
と
心
得
へ
し
。
別
吟
に
あ
ら
さ
れ
と
も
同
体
な
ら
す
。
百
韵
に

ひ
と
処
な
と
は
、
此
格
を
よ
く
心
得
た
ら
は
附
て
見
る
へ
し
。
同
字
同
心

格
別
な
ら
さ
る
時
は
叶
か
た
し
。
端
書
と
見
な
し
て
附
た
る
よ
り
は
、
過

去
現
在
の
差
別
に
し
て
見
る
方
宜
し
と
老
師
の
説
也
。	

」（
一
五

ウ

）

　

て	

は
、
物
を
押
る
か
な
也
。

　

に	

は
、
物
を
押
て
続
く
か
な
也
。

　

そ	

は
、
治
定
不
動
の
か
な
也
。

　

よ	

は
、
下
知
か
な
也
。

　

歟	

は
、
う
た
か
ひ
也
。

　

を	

は
、
も
の
を
か
ゝ
え
る
也
。

　

は	

は
、
と
か
め
る
か
な
、
又
物
を
発
す
也
。

　

も	
は
、
他
を
か
る
也
。

　

の	
は
、
連
続
也
無
心
也
。

　
　

他
は
、
な
す
へ
て
知
る
へ
し
。	

」（
一
六

オ

）

　
　

執
筆
大
法

先
つ
連
中
出
座
よ
り
前
に
、
文
台
、
か
み
、
硯
箱
、
は
ん
ざ
し
ぎ
り
、
水
引
、
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三
〇

取
そ
ろ
え
て
床
に
有
る
へ
し
。
連
衆
出
座
あ
り
て
、
宗
匠
よ
り
次
第
座
列
に
会

席
へ
出
る
間
、
執
筆
は
次
座
に
残
り
」（

一
六

ウ

）
て
あ
る
へ
し
。
扨
、
宗
匠
よ
り

下
知
の
時
に
、
一
座
へ
礼
に
及
す
。
床
前
へ
か
ゝ
り
、
あ
ふ
き
を
ぬ
き
て
聖
廟

へ
一
礼
し
て
の
ち
、
文
台
を
持
て
宗
匠
の
目
通
り
、
末
席
へ
下

ル
へ
し
。
宗
匠

よ
り
詞
あ
り
て
か
ら
、
文
台
を
持
て
、
床
前
か
又
は
横
文
台
か
、
兼
定

メ
の
席

へ
附
へ
し
。」（

一
七

オ

）
先
、
硯
箱
を
文
台
の
右
へ
下
し
、
ふ
た
を
上
へ
向

ケ
て
箱

に
な
ら
へ
て
置
。
そ
れ
よ
り
、
懐
帋
を
折
二
ま
い
宛
両
度
に
折
へ
し
。
紙
の
裏

よ
り
折
付
て
、
の
ち
に
折
た
る
紙
の
中
一
ま
い
を
ぬ
き
て
表
へ
折
戻
し
、
文
台

に
置
て
、
初
度
の
二
枚
と
」（

一
七

ウ

）
の
ち
の
残

リ
壱
枚
を
、
三
ッ
折
に
し
て
硯

箱
の
ふ
た
へ
入
、
折
残

リ
の
紙
あ
ら
は
文
台
の
下
へ
お
ろ
し
、
水
引
を
硯
ふ
た

の
上
へ
お
き
、
そ
れ
よ
り
墨
を
和
り
、
筆
を
二
本
取
り
て
見
合
、
一
本
を
硯
海

に
ひ
た
す
へ
し
。
忘
れ
て
も
、
筆
を
口
に
て
し
め
す
へ
か
ら
す
。
文
台
の
」

（
一
八

オ

）う
へ
な
る
懐
帋
を
取
り
て
、三
ッ
折
の
初
折
口
よ
り
六
分
め
を
見
合
せ
て
、

誹
諧
之
連
歌
と
書
付
へ
し
。
其
時
に
、宗
匠
よ
り
ほ
句
を
乞
。
句
者
声
あ
ら
は
、

右
之
ひ
さ
を
立
て
、
筆
を
染
め
て
、
上
五
を
請
と
り
、
五
七
を
続
ヶ
て
請
取

リ
、

宗
匠
の
言
葉
を
待
へ
し
。
宗
匠
よ
り
下
知
あ
ら
は
、
是
を
書
へ
し
。」（

一
八

ウ

）
上

五
よ
り
中
七
は
、
同
し
墨
に
て
書
、
下
五
を
墨
次
へ
し
。
誹
名
は
極
て
墨
を
続

も
の
也
。
書
終
り
て
吟
声
高
く
す
へ
し
。
ワ
キ
よ
り
次
第
皆
々
此
法
也
。
一
順

過
て
は
、
ひ
さ
を
立
る
に
及
す
。
附
句
の
遅
き
所

ニ
而
は
、
見
合
て
折
々
前
句

を
吟
へ
し
。
是
、
句
を
せ
か
む
も
の
也
。
本
式
の
時
は
、
名
ウ
」（

一
九

オ

）
匂
ひ

の
花
に
極

メ
て
香
あ
り
。
花
前
の
句
者
、
句
を
渡

ス
と
き
、
香
方
の
も
の
、
床

へ
か
ゝ
る
也
。
も
し
お
そ
く
香
方
来
り
て
、
い
ま
た
香
の
間
に
合
ぬ
と
見
た
ら

は
、
花
前
の
句
を
緩
々
と
書
て
吟
す
へ
し
。
次
に
、
花
の
句
は
、
兼
而
作
者
心

得
有
る
事
な
れ
は
、宗
匠
其
侭
下
知
あ
る
へ
き
事
也
。」（

一
九

ウ

）
香
煙
と
吟
声
と
、

一
所
に
有
る
を
第
一
と
す
る
も
の
也
。
ア
ケ
句
は
、
其
侭
出
る
も
の
也
。
是
又

兼
而
覚
語（

マ
マ
）な

れ
は
也
。
少
々
遠
き
さ
し
合
有
り
と
も
、
執
筆
の
了
簡
に
て
さ
く

〳
〵
と
書
が
宜
し
。
ア
ケ
句
に
至
り
て
な
つ
む
時
は
、
不
興
な
る
も
の
な
り
。

是
ら
は
、
皆
執
筆
の
は
た
ら
き
に
」（

二
〇

オ

）
あ
る
事
也
。
ひ
た
す
ら
執
筆
を
努

る
と
き
は
、
自
然
と
覚
る
も
の
也
。
さ
て
、
満
吟
あ
ら
は
、
四
折
を
次
第
に
文

台
に
重
ね
て
、
初
折
の
口
へ
、
年
号
月
日
を
さ
ら
り
と
書
て
置
、
水
引
を
二
本

と
三
本
に
と
り
分
て
、
懐
紙
を
文
台
の
う
へ
に
て
、
閉
ざ
る
う
ち
に
吟
す
る
」

（
二
〇

ウ

）
法
も
あ
り
。
又
、
と
ぢ
て
の
ち
吟
す
る
も
あ
り
。
時
の
宜
き
に
随
ふ
へ

き
歟
。
吟
声
の
時
は
、筆
に
墨
を
ひ
た
し
、右
に
持
て
右
の
ひ
さ
を
立
へ
し
。
是
、

も
し
句
に
書
誤
り
あ
る
時
は
、
直
す
た
め
の
心
得
也
。
と
ぢ
候
時
は
、
左
の
ひ

さ
の
下
へ
懐
紙
を
敷
て
、
は
ん
さ
し
に
て
通
し
、
水
引
、」（

二
一

オ

）
天
穴
に
弐
本
、

地
に
三
本
通
し
、
ゆ
る
く
む
す
ふ
へ
し
。
是
、
懐
紙
を
よ
む
時
に
、
閉
の
中
を

見
安
か
ら
し
む
る
也
。
吟
声
済
て
の
ち
は
、
あ
ふ
き
を
ひ
ら
き
て
、
懐
帋
を
其

う
へ
に
置
、
硯
箱
に
ふ
た
し
て
、
文
台
に
直
し
て
、
床
の
ワ
キ
へ
置
て
、
座
を

立
て
、」（

二
一

ウ

）
最
初
文
台
を
下
し
た
る
宗
匠
の
向
ふ
座
へ
下
り
、
宗
匠
初
め
一

座
へ
時
宜
あ
る
へ
し
。
懐
帋
を
直
に
、
又
文
台
の
う
へ
へ
お
く
法
も
あ
れ
と
、

天
神
講
な
と
の
時
は
、
あ
ふ
き
へ
下

ロ
す
か
宜
し
と
な
り
。
吟
声
終
れ
は
、
懐

帋
は
人
の
手
に
渡
る
ゆ
へ
軽
し
。
文
台
は
重
き
」（

二
二

オ

）
も
の
な
れ
は
、
つ
ゝ

し
む
心
宜
し
と
宗
師
仰
ら
れ
き
。
先
、
大
法
か
く
心
得
て
努
む
へ
し
。
す
へ
て

一
座
興
不
興
は
、
執
筆
の
よ
し
あ
し
に
よ
る
も
の
也
。
必
、
事
を
安
く
心
得
す
、

つ
ゝ
し
み
て
努
む
へ
し
。
た
と
へ
外
方
の
句
お
く
れ
た
り
と
も
、
吟
声
せ
は
し

く
」（

二
二

ウ

）
前
句
を
あ
け
す
、
折
々
前
句
を
上
る
と
も
、
随
分
小
音
に
ゆ
る
く

あ
く
へ
し
。
又
、
句
を
受
取
て
読
上
る
と
き
は
、
随
分
高
声
に
吟
す
へ
し
。
一

座
へ
よ
く
句
の
聞

ユ
る
様
に
、
口
中
合
よ
く
吟
す
へ
し
。
大
勢
会
合
の
時
は
、

執
筆
小
音
に
て
は
、末
座
ヘ
声
の
と
ゝ
か
ぬ
も
の
と
心
得
へ
し
。」（

二
三

オ

）
巻
中
、

貴
人
、
小
人
な
と
の
句
は
、
遠
き
さ
し
合
あ
り
と
も
、
宗
匠
よ
り
尋
る
時
、
さ

し
合
な
き
と
答
て
句
を
受
取
る
へ
し
。
の
ち
改
て
成
ら
さ
る
と
き
は
、
前
の
句

を
宗
匠
よ
り
直
す
も
の
な
れ
は
、
執
筆
の
誤
り
に
決
て
な
ら
す
。
執
筆
の
」

（
二
三

ウ

）
心
得
、
兎
に
角
、
ほ
句
よ
り
次
第
、
景
物
其
外
百
韻
に
か
ず
の
な
ら
さ

る
も
の
出
た
る
を
、
一
寸
〳
〵
と
心
に
覚
ゆ
へ
し
。
軽
き
も
の
は
、
五
句
三
句
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三
一

近
き
に
あ
れ
は
、
見
合
て
成
る
も
の
也
。
是
も
六
ヶ
鋪
様
な
れ
と
、
席
を
重
ぬ

る
と
き
は
、
自
然
と
よ
く
」（

二
四

オ

）
覚
へ
、
安
き
も
の
也
。
千
句
万
句
に
て
さ

へ
務
る
も
の
也
。
况
や
、
百
韵
は
ま
た
い
と
安
き
も
の
也
。
猶
重
而
、
秘
書
伝

授
の
う
へ
に
は
、
く
わ
し
く
知
る
事
な
れ
は
、
爰
に
略
す
。
大
略
は
お
も
む
き

に
違
ふ
事
な
し
。
連
歌
の
法
と
も
」（

二
四

ウ

）
少
し
違
ひ
、又
他
門
と
も
違
ひ
あ
り
。

是
、
晋
子
一
派
の
筆
法
と
心
得
へ
し
。

　
　

二
見
潟
文
台
の
事

此
文
台
、
他
門
に
知
ら
す
。
蕉
翁
一
派
に
限
る
。
土
佐
の
家
老
相
馬
兵
庫
と
い

ふ
人
、
文
台
を
造
り
、」（

二
五

オ

）
蕉

（
マ
マ
）へ

自
画
を
好

ミ
け
る
に
、
お
き
な
其
絵
に
二

見
浦
の
図
を
画
き
給
ひ
、
尤
是
は
硯
の
方
也
。
左
の
方
に
は
、
あ
ふ
き
を
ひ
ら

き
た
る
処
を
書
た
ま
ふ
。
是
は
、
西
行
法
師
、
伊
勢
の
二
見
浦
に
て
歌
よ
み
け

る
と
き
、
あ
ふ
き
を
ひ
ら
き
敷
て
、
其
上
に
て
」（

二
五

ウ

）
た
ん
さ
く
を
調
へ
ら

れ
た
る
故
事
に
思
ひ
合
て
、
風
雅
は
此
こ
と
く
侘
を
第
一
と
す
る
事
を
、
末
世

へ
よ
く
い
ま
し
め
ん
た
め
也
。
其
あ
ふ
き
の
地
紙
の
処
に
、
松
か
梅
か
を
あ
ふ

き
の
絵
に
あ
し
ら
ふ
。
是
は
、
晋
子
の
作
也
。
白
扇
も
い
か
ゝ
な
れ
は
、」

（
二
六

オ

）
聖
廟
の
神
木
の
う
ち
な
れ
は
也
。
其
土
佐
の
家
老
の
造
ら
れ
た
る
文
台
、

余
の
と
は
少
し
寸
法
の
相
違
あ
り
。
是
を
後
代
一
派
の
伝
に
し
て
、
其
寸
法
に

す
る
也
。
寸
法
は
覚
え
侍
れ
と
、
是
も
伝
受
の
ひ
と
つ
な
れ
は
、
道
に
対
し
て

爰
に
略
す
。
其
文
台
の
う
ら
へ
」（

二
六

ウ

）
翁
自
筆
の
た
ん
さ
く
を
押
た
ま
ふ
。

　
　

ほ
と
ゝ
き
す
ま
ね
く
歟
麦
の
む
ら
尾
花

此
ほ
句
也
。
そ
れ
ゆ
へ
、
今
も
文
台
を
造
れ
は
、
宗
匠
へ
頼

ミ
て
た
ん
さ
く
を

調
へ
、
裏
へ
押

ス
也
。
又
、
淡
翁
、
自
分
の
ほ
句
を
押
れ
た
る
も
あ
り
。

　
　

漕
出
せ
や
丸
山
寺
を
花
の
う
へ

此
の
ほ
句
也
。
且
、
今
淡
翁
自
画
の
」（

二
七

オ

）
文
台
も
京
に
少
々
あ
り
。
皆
々

二
見
潟
の
図
は
か
り
に
て
、
あ
ふ
き
の
画
は
略
レ
之
。
是
も
、
翁
と
同
し
く
す

る
事
を
お
そ
れ
て
、
其
ひ
と
つ
を
略
す
る
也
と
、
つ
ね
に
物
語
也
。
是
又
、
委

く
は
文
台
伝
受
の
巻
物
に
有
。
蕉
門
二
見
文
台
の
事
は
、
人
よ
く
知
る
も
の
な

れ
は
、」（

二
七

ウ

）
右
来
由
を
あ
ら
〳
〵
書
つ
ら
ね
、是
を
知
ら
し
め
お
く
も
の
也
。

	

」（
二
八

オ

＝
裏
表
紙

見
返
し

・
終
）

　
　
　

二
、『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』

〈
解
題
〉

　

天
明
四
年
十
月
に
、尾
張
の
松
浦
文
泰
か
ら
百
蘿
に
贈
ら
れ
た
文
泰
の
著
作
。

お
そ
ら
く
、
百
蘿
に
贈
ら
れ
た
も
の
は
文
泰
自
筆
本
で
、
本
書
は
そ
の
写
本
で

あ
ろ
う
（
筆
写
者
は
不
明
）。
同
名
の
著
作
が
国
立
国
会
図
書
館
に
も
所
蔵
さ

れ
、本
文
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、内
容
は
同
じ
。
た
だ
し
、国
会
本
に
比
べ
、

手
錢
記
念
館
本
の
方
に
は
増
補
さ
れ
た
章
段
が
あ
り
、
収
録
さ
れ
て
い
る
章
段

の
前
後
に
も
違
い
が
あ
る
。そ
の
内
容
に
は
美
濃
派
を
批
判
し
た
箇
所
が
あ
り
、

百
蘿
も
美
濃
派
に
は
批
判
的
な
立
場
を
取
る
た
め
、
そ
の
共
通
点
か
ら
贈
ら
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、〔　

〕で
示
し
た
本
文
上
欄
へ
の
書
込
み
と
貼
紙（
両

方
と
も
国
会
本
に
は
な
い
）
は
、
百
蘿
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
本
書
に
対

す
る
百
蘿
の
見
解
の
一
部
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
書
誌
〉書

型
…
…	

大
本
。
写
本
。

表
紙
…
…	

香
色
布
目
料
紙
。
縦
二
六
．
〇㎝
×
横
一
八
．
七㎝
。

題
簽
…
…	

左
肩
無
辺
。「
誹
諧
狂
菊
抄　

全
」（
墨
書
）。
料
紙
に
は
斜
め

に
赤
茶
色
の
横
斜
線
が
模
様
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

見
返
し
…	

反
故
を
使
用
し
た
ら
し
く
、
墨
書
を
塗
抹
し
た
箇
所
あ
り
。

封
面
…
…	
扉
題
「
誹
諧
狂
菊
抄　

全
」（
墨
書
）。
扉
ウ
ラ
に
「
追
加　

竹

の
編
戸　

深
山
颪
／
一
書
曰
欲
有
二
四
者
一
貪
貨
者
貪
女
者
貪

名
者
貪
吾
者
是
此
四
者
也
是
謂
二
四
欲

ト一

」
と
墨
書
。
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三
二

序
文
…
…	

序
題
「
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
序
」。
年
記
「
明
和
六
年
丑
秋
九
月
」、

「
天
明
三
年
春
衣
更
着
の
頃
」。署
名「
一
所
不
住
／
無
名
隠
士
」。

目
録
…
…	

目
録
題
「
増
補
狂
菊
抄
目
録
」。

本
文
…
…	

内
題
「
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
」。
毎
半
葉
一
三
行
。

字
高
…
…	

二
一
．
〇
㎝
（
本
文
第
一
丁
オ
モ
テ
（

三オ

）
三
行
目
「
日
本
記

に
…
…
連
歌
」
を
計
測
）。

丁
数
…
…	
四
九
丁
（
墨
付
き
四
八
丁
）。

奥
書
…
…	「
尾
州　

天
明
四
年
甲
申
十
月　

松
浦
文
泰
／
雲
州　

広
瀬
先

生
足
下
」、「
此
一
巻
は
尾
州
名
古
屋
の
人
松
浦
文
泰
と
い
へ
る

医
師
の
作
也
。
い
か
に
し
て
予
か
愚
名
を
伝
へ
聞
れ
け
ん
。
校

考
せ
よ
と
て
手
書
し
て
送
り
こ
さ
れ
侍
る
。
こ
ゝ
ろ
さ
し
ふ
か

き
お
の
こ
と
見
え
た
り
。
書
中
あ
や
ま
れ
る
事
も
あ
れ
と
も
、

ま
ゝ
又
確
論
も
多
け
れ
は
、
捨
へ
き
に
は
あ
ら
ね
と
、
当
時
獅

子
門
信
仰
の
人
に
は
さ
し
さ
は
る
事
も
あ
ま
た
あ
れ
は
、
他
見

を
は
ゝ
か
り
、
唯
家
書
と
し
て
窓
外
に
は
出
す
へ
か
ら
す
。」

〈
翻
刻
〉

　
　
　

増
補
誹
諧
狂
菊
抄
序

我
に
等
し
き
人
し
な
け
れ
は
、
思
ふ
事
い
は
て
た
ゝ
に
や
と
う
ち
う
そ
む
き
明

し
暮
せ
と
も
、
心
え
ぬ
へ
き
心
地
も
せ
ね
は
、
い
て
や
筆
と
ら
む
と
す
れ
と
、

彼
と
言
ひ
こ
れ
と
言
ひ
、
一
か
た
な
ら
ぬ
世
の
中
の
さ
か
出
来
れ
り
。
け
ふ
長

月
の
十
六
日
、
か
は
た
れ
時
よ
り
し
め
や
か
に
降
出
て
、
廬
山
の
草
庵
は
夜
の

寂
し
さ
、
是
は
又
終
日
の
雨
な
ら
ん
。
け
ふ
の
一
日
は
誰
や
ら
む
な
ら
ね
と
、

閑
暇
を
得
た
れ
は
、三
余
の
む
た
事
に
か
ね
て
の
あ
ら
ま
し
を
し
る
さ
は
や
と
、

か
く
こ
そ
。

　
　
　

明
和
六
年
丑
秋
九
月	

」（
一オ

）

右
、
反
古
の
裏
に
書
綴
り
た
る
ま
ゝ
に
打
捨
置
候
を
、
天
明
三
年
春
衣
更
着
の

頃
、
い
と
ま
有
し
か
は
、
こ
の
狂
菊
抄
を
増
補
し
、
そ
の
後
も
追
〳
〵
に
こ
の

も
か
の
も
書
加
は
へ
て
一
巻
の
草
紙
と
は
な
り
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
所
不
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
名
隠
士	

」（
一ウ

）

　
　
　

増
補
狂
菊
抄
目
録

一　

誹
諧
連
歌
起
り
の
事

一　

誹
諧
の
事

一　

俗
談
平
話
の
事

一　

神
祇
釈
教
の
事

一　

恋
の
詞
と
言
ふ
事

　
　
　
　
　

并
長
歌
短
歌
行
の
事

一　

無
常
の
事

一　

述
懐
懐
旧
の
事

一　

正
風
体
と
言
ふ
事

一　

天
尓
波
の
事

一　

切
字
大
廻
し
の
事　

但
、
切
字
の
事
は
至
て
の
秘
事
故
、
略
し
て
し
る
さ
す
。

	

」（
二オ

）

一　

仮
字
つ
か
ひ
の
事

一　

祈
祷
の
事　

但
、
秘
決
有
て
、
顕
は
に
し
る
か
た
し
。

一　

調
伏
の
事　

右
同
断
。

　
　
　

追
加

一　

は
い
か
い
文
字
の
事

一　

季
方
の
事

一　

狂
歌
の
事

　
　
　

目
録
終	

」（
二ウ

）
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三
三

増
補
誹
諧
狂
菊
抄

　
　
　
　

誹
諧
連
歌
発
り
の
事

日
本
記
に
出
た
る
伊
弉
諾
伊
弉
冉
二
尊
の
御
詞
を
以
て
連
歌
誹
諧
等
の
根
本
と

言
ふ
事
、
古
書
に
見
へ
、
別
し
て
誹
諧
士
の
拠
と
す
る
事
、
道
を
お
も
く
せ
む

為
の
妄
説
附
会
に
し
て
用
ひ
か
た
し
。
素
盞
雄
尊
八
雲
の
神
詠
よ
り
始
て
日
本

の
歌
と
言
ふ
事
出
た
る
は
、
伊
弉
二
尊
の
倡
和
に
は
、
未
歌
と
も
何
と
も
名
付

へ
き
物
に
あ
ら
さ
る
事
、
明
け
し
。
ま
し
て
、
連
歌
誹
諧
に
於
て
を
や
。
論
に

及
は
す
。
唯
、
連
歌
は
万
葉
集
に
家
持
と
尼
と
の
誯
話
、
伊
勢
物
語
に
か
ち
人

の
贈
答
な
ど
を
連
歌
の
濫
觴
と
い
ひ
て
、
然
る
へ
き
物
な
ら
ん
。

但
、
日
本
記
に
日
本
武
尊
、
東
征
の
御
休
、
甲
斐
国
酒
折
と
言
ふ
所
に
て
詠
せ

給
ふ	

」（
三オ

）

　
　

に
ゐ
は
り
筑
波
を
過
て
幾
夜
か
ね
つ
る

火
た
き
の
童
、
答
へ
て
申
さ
く

　
　

か
ゝ
な
へ
て
夜
に
は
九
夜
日
に
は
十
日
を

是
を
以
て
連
歌
の
始
と
し
、
い
ま
正
し
く
甲
斐
国
酒
折
の
神
霊
は
連
歌
の
祖
神

と
崇
め
奉
り
て
あ
り
。
そ
の
故
を
し
ら
ぬ
と
も
、
是
も
ま
た
後
人
の
作
言
な
る

は
、
右
の
歌
は
い
ま
世
に
い
へ
る
返
歌
に
し
て
、
連
歌
の
こ
と
く
付
た
る
物
に

あ
ら
す
。
も
し
、
旋
頭
歌
の
附
合
也
と
謂
ふ
へ
き
か
。
何
れ
に
も
、
家
持
と
尼

と
の
こ
と
き
事
と
は
思
は
れ
す
。
尓
れ
と
も
今
是
を
改
め
む
と
せ
は
、
恐
れ
あ

る
に
似
た
れ
は
、
唯
根
元
の
理
を
の
み
考
へ
し
る
へ
き
事
か
。

其
後
、
藤
原
為
藤
卿
、
鎌
倉
に
て
諸
越
の
連
句
に
擬
へ
、
百
句
連
続
の
式
を
作

り
給
ひ
し
よ
り
、
二
條
良
基
公
、
一
條
兼
良
公
等
、
代
々
式
目
定
つ
て
後
は
、

一
方
の
道
と
成
れ
り
。
そ
れ
よ
り
以
前
は
、
た
ゝ
歌
人
の
」（

三ウ

）
一
興
に
上
の

句
を
い
ひ
懸
れ
は
、
下
の
句
を
付
、
下
の
句
に
問
ひ
、
然
れ
は
上
の
句
に
て
其

理
を
答
ふ
る
と
見
え
た
り
。
し
か
し
て
、
遥
後
の
世
、
宗
祇
の
時
代
や
ら
ん
、

連
歌
の
余
興
に
古
今
集
の
誹
諧
歌
を
模
し
、
下
賤
凡
俗
の
詞
を
其
侭
に
つ
ら
ね

て
連
歌
せ
ら
れ
し
よ
り
、
連
歌
に
も
又
始
て
誹
諧
の
名
は
出
た
り
。
其
後
山
崎

の
宗
鑑
、
犬
筑
波
集
を
撰
ひ
、
伊
勢
の
守
武
は
連
歌
の
式
法
を
模
し
て
、
独
吟

千
句
を
物
せ
し
よ
り
、
又
誹
諧
連
歌
と
言
ふ
名
は
顕
は
れ
た
り
。
然
る
を
、
貞

徳
翁
、
御
傘
と
言
ふ
を
著
述
し
て
、
誹
諧
の
式
目
を
定
め
ら
れ
し
よ
り
、
連
歌

に
続
て
誹
諧
と
い
へ
る
一
道
に
は
な
れ
る
と
見
え
た
り
。

貞
徳
翁
始
て
誹
諧
連
歌
の
元
祖
と
な
れ
る
事
、
子
細
あ
り
。
私
事
の
趣
意

に
あ
ら
す
。
山
事
な
き
人
〳
〵
の
仰
を
蒙
り
世
に
も
ゆ
る
さ
れ
て
の
事
な

れ
は
、
初
て
誹
諧
の
式
を
作
ら
れ
た
る
か
、
其
大
む
ね
は
連
歌
の
式
を
模

し
、
和
漢
遍
の
お
も
む
き
に
」（

四オ

）
せ
ら
れ
し
と
也
。
委
し
く
は
別
記
に

あ
り
。

　
　
　
　

誹
諧
の
事

そ
も
〳
〵
古
今
集
に
初
て
誹
諧
の
二
字
出
た
り
と
言
へ
共
、
貫
之
等
の
趣
意
い

か
な
る
事
と
も
古
人
さ
へ
は
か
り
難
き
由
を
書
記
し
置
れ
た
れ
は
、
い
ま
更
兎

角
を
評
せ
む
事
、
其
恐
れ
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
と
、
大
凡
其
趣
を
按
す
る
に
、

常
体
の
歌
よ
り
は
、
心
詞
に
作
意
を
巧
み
な
し
、
上
の
句
、
下
の
句
に
理
屈
を

よ
く
い
ひ
か
な
へ
る
様
の
事
な
る
か
。
さ
れ
は
詞
は
直
に
し
て
心
の
作
意
工
み

な
る
あ
り
、
心
は
直
な
れ
共
、
詞
の
い
ひ
廻
し
あ
り
て
お
か
し
き
あ
り
。
又
、

心
詞
共
に
巧
み
工（

マ
マ
）み

な
る
有
。
た
と
へ
は

　
　
　
　

梅
の
は
な
見
に
こ
そ
来
つ
れ
鶯
の

　
　
　
　
　

ひ
と
く
〳
〵
と
厭
ひ
し
も
鳴
く

此
歌
、鶯
は
ひ
と
く
〳
〵
と
鳴
く
物
故
に
、我
は
花
を
こ
そ
見
に
」（

四ウ

）
来
つ
れ
、

汝
を
驚
か
さ
ん
為
に
は
あ
ら
ぬ
を
、
何
故
に
人
の
来
る
〳
〵
と
忌
嫌
ふ
そ
と
言

ふ
心
也
。
是
、
詞
は
直
に
し
て
、
心
に
理
を
せ
め
た
る
利
口
の
歌
な
り
。
又

　
　
　
　

い
く
は
く
の
田
を
作
れ
は
か
ほ
と
ゝ
き
す

　
　
　
　
　

し
て
の
た
を
さ
を
朝
な
〳
〵
呼
ふ

此
歌
、
郭
公
の
異
名
を
し
て
の
田
長
と
い
へ
は
、
其
理
よ
り
出
て
、
是
又
利
口

の
歌
也
。
此
類
は
、
心
の
誹
諧
共
名
つ
く
へ
き
か
。

　
　
　
　

山
吹
の
花
色
衣
ぬ
し
や
た
れ
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と
へ
と
こ
た
へ
す
口
な
し
に
し
て

こ
れ
ら
は
心
詞
共
に
曲
あ
れ
は
、
心
詞
か
け
合
せ
た
る
誹
諧
な
ら
む
か
。

　
　
　
　

世
を
厭
ひ
こ
の
も
と
毎
に
立
よ
り
て

　
　
　
　
　

う
つ
ふ
し
そ
め
の
あ
さ
の
き
ぬ
な
り	

」（
五オ

）

此
歌
、
心
は
直
に
し
て
、
詞
の
み
う
つ
ふ
し
そ
め
抔
や
う
に
い
ひ
懸
た
る
作
意

な
れ
と
、
詞
の
誹
諧
と
い
ふ
へ
き
か
。
い
ま
推
量
す
る
所
か
く
の
こ
と
し
。
委

し
く
は
歌
道
の
家
に
て
尋
ぬ
へ
し
。

扨
、
誹
諧
連
歌
は
、
宗
鑑
守
武
時
代
よ
り
桃
青
の
頃
ま
て
、
桃
青
よ
り
今
ま
て

の
変
化
流
行
、
さ
ま
〳
〵
也
。
江
州
彦
根
の
許
六
か
暦

（
マ
マ
）代

滑
稽
伝
に
書
記
し
た

れ
と
、
其
趣
、
註
釈
な
け
れ
は
し
れ
か
た
き
故
、
今
其
一
二
を
演
へ
し
。
宗
鑑

や
ら
ん
か
句
に

　
　
　
　

月
に
柄
を
さ
し
た
ら
は
よ
き
団
扇
か
な

此
句
、
月
を
団
扇
と
見
た
る
は
か
り
に
て
、
詞
直
な
れ
は
、
心
の
誹
諧
と
言
へ

き
か
。
又
、
誰
や
ら
古
人
の
句
に

　
　
　
　

折
ふ
し
と
あ
へ
さ
つ
も
よ
き
な
首
尾
か
な

挨
拶
を
和ア

ヘ

さ
つ
に
い
ひ
も
ぢ
り
、
茄
子
を
な
首
尾
と
言
ひ
廻
し
た
る
詞
の
利
口

に
し
て
、
是
等
や
詞
の
誹
諧
と
も
謂
へ
し
。」（

五ウ

）
芭
蕉
前
後
の
誹
諧
は
、
大

か
た
此
体
に
て
、
い
ま
世
の
こ
と
く
、
連
歌
に
紛
る
ゝ
優
美
の
詞
を
つ
か
は
す
。

さ
れ
は
こ
そ
、名
古
屋
に
て
越
人
等
か
芭
蕉
流
の
句
作
を
古
き
人
に
見
す
れ
は
、

一
句
の
上
に
誹
諧
も
誹
言
も
な
し
と
不
審
し
嘲
り
た
る
よ
し
。
一
句
の
上
の
誹

諧
と
は
、
四
手
の
田
長
の
こ
と
き
理
屈
つ
め
、
誹
言
と
は
、
右
に
い
へ
る
、
あ

へ
さ
つ
、
な
首
尾
類
ひ
の
い
ひ
廻
し
等
の
事
也
。
然
れ
は
、
桃
青
時
代
迄
は
、

理
屈
詰
と
い
ひ
か
け
い
ひ
も
ぢ
り
の
詞
を
た
く
み
な
し
て
、
そ
れ
を
誹
諧
の
姿

詞
と
せ
し
物
也
。

〔
支
考
か
細
工
の
妄
説
〕（

六オ

・
書
込

み

）

此
姿
と
言
事
、い
ま
芭
蕉
流
支
考
か
細
工
の
妄
説
を
の
み
聞
泥
た
る
輩
は
、

句
意
の
模
様
を
以
て
姿
と
覚
た
る
者
は
か
り
也
。
さ
る
事
に
あ
ら
す
。
彼

支
考
か
十
論
に
、
姿
情
と
言
事
有
。
以
之
外
な
る
相
違
、
一
笑
に
た
え
す
。

是
よ
り
発
て
、
詩
歌
連
歌
等
に
い
へ
る
姿
の
事
を
さ
へ
、
支
考
流
の
誹
諧

士
は
、」（

六オ

）取
違
へ
て
あ
ら
ぬ
僻
事
を
も
て
は
や
す
。歎
か
し
き
次
第
也
。

事
長
け
れ
は
前
段
に
記
す
へ
し
。

さ
る
を
芳
山
、桃
青
等
出
て
、心
詞
の
理
屈
、狂
言
を
や
め
て
、唯
俗
談
の
［
侭
］

に
句
作
り
し
よ
り
、
始
て
い
ま
の
誹
諧
の
姿
は
出
た
り
。
尓
れ
共
、
古
今
集
の

誹
諧
歌
よ
り
見
れ
は
、
ま
こ
と
に
［
芭
蕉
以
前
は
連
歌
と
誹
諧
の
姿
は
明
白
也

き
。］	

芭
蕉
以
後
、
い
ま
の
風
義
は
、
誹
諧
に
は
あ
ら
て
、
唯
、
俗
語
の
連
歌

と
い
ふ
物
に
な
れ
り
。
芭
蕉
流
に
誹
諧
の
姿
は
、決
し
て
な
き
事
に
定
ま
れ
り
。

さ
る
程
に
、
此
頃
の
句
作
は
、
大
か
た
連
歌
に
紛
れ
、
優
美
過
た
る
句
作
、
折

ふ
し
見
へ
た
り
。
昔
は
、
優
美
の
言
語
は
連
歌
め
く
と
て
、
制
禁
な
る
由
。
此

境
は
、
当
世
の
誹
諧
を
の
み
仕
習
ひ
て
古
代
の
姿
を
し
ら
ぬ
輩
の
論
に
は
及
へ

か
ら
す
。
尓
れ
共
、
古
く
い
ひ
伝
へ
し
詞
は
残
り
て
、
い
ま
も
世
間
に
一
句
に

誹
諧
か
な
き
、
誹
言
か
弱
き
抔
と
口
に
は
い
へ
と
、
何
か
誹
諧
や
ら
、
何
か
誹

言
や
ら
、」（

六ウ

）
其
差
別
も
し
ら
て
、
人
并
に
い
ふ
事
と
の
み
覚
へ
し
な
ら
ん
。

今
、
芭
蕉
流
に
は
、
始
よ
り
誹
諧
の
姿
な
け
れ
は
、
素
よ
り
誹
言
の
詮
義
は
入

ら
す
。
た
ま
〳
〵
誹
言
あ
る
て
、
誹
諧
の
姿
を
い
へ
は
、
古
風
な
り
と
て
嘲
る

に
あ
ら
す
や
。
其
古
風
か
則
誹
諧
の
体
や
ら
、
今
の
芭
蕉
流
は
俗
語
の
連
歌
や

ら
、
文
蒙
人
の
寄
合
な
れ
は
、
評
す
る
に
足
ら
す
と
い
へ
と
も
、
此
後
三
十
年

五
十
年
も
過
て
、
心
さ
し
あ
ら
ん
童
蒙
の
た
め
に
か
く
は
し
る
し
を
く
物
也
。

代
〳
〵
の
変
化
は
お
ほ
む
ね
許
六
か
滑
稽
伝
に
て
考
ふ
へ
し
。

　
　
　
　

俗
談
評

（
マ
マ
）話

の
事

〔
支
考
か
謀
計
〕（

七オ

・
書
込

み

）

そ
も
〳
〵
芭
蕉
家
の
遺
書
遺
言
は
多
く
支
考
か
謀
計
の
賊
徒
よ
り
出
て
、
其
真

偽
量
か
た
し
と
い
へ
共
、
芭
蕉
一
代
の
句
作
を
考
へ
見
れ
は
、
誠
に
此
俗
談
平

話
の
詞
は
、
芭
蕉
」（

七オ

）
流
義
の
趣
意
に
か
な
へ
る
物
か
ら
、暫
く
評
す
へ
し
。

夫
、
誹
諧
の
姿
と
は
、
前
に
言
ふ
こ
と
く
、
見
立
、
理
屈
、
狂
言
の
み
に
し
て
、
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巧
な
る
事
は
か
り
誹
諧
の
躰
と
い
ひ
し
を
、
芭
蕉
時
代
よ
り
其
理
屈
体
狂
言
綺

語
の
風
義
を
や
め
て
、
朝
夕
世
話
の
詞
を
其
儘
に
五
七
五
と
つ
ら
ね
、
そ
れ
か

中
に
余
情
を
ふ
く
ま
せ
て
、
人
情
の
思
ひ
を
の
ふ
る
事
、
詩
歌
連
歌
に
も
当
ら

ぬ
事
に
な
れ
り
。
芭
蕉
前
後
の
誹
諧
は
、
見
る
人
聞
人
と
も
に
と
つ
と
笑
ひ
、

一
座
の
興
を
催
す
計
に
て
、
街
放
下
豆
蔵
の
咄
を
聞
こ
と
く
な
れ
は
、
人
心
の

誠
を
尽
し
、
鬼
神
を
も
感
せ
し
む
る
誠
の
事
に
は
あ
ら
さ
り
し
。
然
れ
は
、	

芭
蕉
以
後
の
俗
連
歌
は
、
其
詞
賤
し
く
、
凡
下
な
り
と
い
へ
と
も
、
人
〳
〵
の
吉

凶
、
山
川
花
月
の
風
景
ま
て
、
句
に
作
る
物
な
れ
は
、
其
座
は
勿
論
、
後
〳
〵	

五
七
十
年
過
て
も
、
を
の
〳
〵
小
首
傾
け
て
感
称
し
、
事
に
依
て
は
、」（

七ウ

）

不
覚
の
落
涙
す
る
句
も
有
れ
は
、
誹
諧
の
名
に
誹
諧
の
姿
こ
そ
な
け
れ
。
桃
青

の
一
手
柄
と
謂
へ
し
。

古
風
の
狂
言
綺
語
を
や
め
て
、
俗
語
の
連
歌
と
な
れ
る
は
人
み
な
芭
蕉
よ

り
始
し
と
は
か
り
覚
へ
し
は
、
彼
支
考
か
十
論
に
、
古
池
や
蛙
の
句
に
辨

説
を
あ
や
な
し
、
妄
言
せ
し
よ
り
出
た
る
事
也
。
元
来
、
芭
蕉
は
季
吟
門

葉
た
る
か
、
其
頃
は
や
古
風
変
し
て
、
爰
彼
今
世
の
如
き
俗
談
の
句
作
と

成
を
、
芭
蕉
は
漂
泊
の
風
雅
人
に
て
諸
国
を
遍
歴
し
、
所
々
に
弟
子
も
多

く
有
し
故
、
終
に
芭
蕉
よ
り
始
ま
り
し
と
思
ふ
は
、
こ
と
は
り
也
。
大
海

の
古
今
を
知
ら
ぬ
い
ま
、
世
、
井
中
の
蛙
は
か
り
の
故
な
ら
ん
。
け
ふ
に

て
も
古
今
に
通
せ
さ
る
誹
諧
士
は
、
宗
匠
と
成
て
も
、
其
差
別
を
知
ら
す
、

を
の
れ
一
代
切
の
物
知
り
に
て
、
終
る
者
計
也
。」（

八オ

）
誠
や
、
韓
退
之

か
禽
獣
の
襟
裾
せ
る
と
嘲
り
笑
ひ
し
も
さ
る
理
な
る
か
。

去
り
な
か
ら
、
此
俗
談
平
話
に
さ
ま
〳
〵
あ
り
。
大
身
高
貴
の
人
〳
〵
よ
り
、

蓑
笠
に
鎌
鍬
の
土
民
ま
て
、
我
朝
の
風
俗
と
て
好
て
す
れ
は
、
成
安
き
風
雅
故
、

其
た
け
〳
〵
、
其
身
相
応
の
風
俗
を
い
へ
は
、
其
人
〳
〵
に
依
て
、
又
そ
の
善

悪
も
有
へ
し
。
さ
れ
は
、
名
府
露
川
か
門
弟
子
の
こ
と
く
、
武
家
は
か
り
寄
合

て
の
平
話
に
は
、
切
る
の
突
く
の
、
鎗
よ
長
刀
よ
、
鎧
着
る
は
簱
上
る
は
と
、

そ
れ
は
か
り
の
誹
諧
と
い
ひ
、
其
外
職
人
農
民
の
類
ひ
も
を
の
れ
〳
〵
か
常
よ

り
外
は
知
ら
ぬ
者
故
、
そ
れ
た
け
の
楽
み
と
な
る
事
、
又
風
雅
の
一
徳
也
。
尓

れ
は
、
此
俗
談
平
話
を
其
侭
に
句
作
る
事
、
道
の
弘
ま
れ
る
は
し
め
と
な
る
物

か
。」（

八ウ

）
此
の
事
に
付
て
、
古
代
よ
り
制
禁
遠
慮
等
の
事
あ
り
。
何
者
に
て
も
我
職

分
の
事
を
い
は
す
、
又
一
座
に
そ
の
職
分
の
人
あ
る
時
は
、
遠
慮
す
る
事

成
し
を
、
近
年
、
其
誡
め
を
用
さ
る
も
亦
一
理
あ
り
。
貴
賤
老
若
男
女
と

も
大
勢
寄
集
た
る
会
席
に
て
、
遠
慮
す
れ
は
、
さ
し
つ
か
へ
る
事
多
き
故

也
。
尓
れ
共
、
面
々
を
の
れ
〳
〵
か
職
分
の
事
を
い
は
さ
る
は
、
事
少
く

し
て
さ
し
つ
か
へ
な
し
。
よ
し
そ
れ
も
品
に
寄
る
へ
き
か
。
又
何
ほ
と
大

勢
の
中
に
て
遠
慮
成
か
た
く
と
も
、
一
座
の
人
の
心
に
さ
は
り
、
賤
し
め

嘲
る
様
の
事
は
常
〳
〵
と
て
も
其
心
得
有
へ
し
。

さ
れ
と
も
、
其
心
得
な
き
宗
匠
は
偏
頗
に
成
て
悪
か
る
へ
し
。
惣
し
て
風
雅
を

譬
へ
て
い
は
ゝ
、
詩
歌
は
束
帯
し
て
殿
上
に
座
せ
る
か
こ
と
く
、
聯
句
連
歌
は

烏
帽
子
狩
衣
な
と
に
て
花
の
下
に
」（

九オ

）
立
る
か
こ
と
し
。
素
よ
り
賤
し
き
姿

な
ら
ね
は
、
其
所
行
も
又
優
美
に
し
て
、
定
ま
れ
る
格
式
あ
り
。
尓
る
を
俗
談

の
誹
諧
に
至
て
は
其
姿
賤
し
と
い
へ
と
も
、
其
興
あ
る
事
、
極
り
な
し
。
大
名

も
躍
を
と
れ
は
、
法
師
も
書
院
に
て
奴
を
振
り
、
鍬
の
柄
に
金
箔
を
を
け
は
、

屏
風
は
骨
を
鏡
台
に
用
ひ
、
街
談
義
に
も
聴
衆
多
け
れ
は
、
塩
辛
売
も
唐
詩
選

の
講
読
す
る
抔
と
変
化
様
〳
〵
に
し
て
、是
を
誹
諧
の
手
柄
一
興
と
も
謂
へ
し
。

さ
れ
と
も
一
方
の
道
と
い
へ
は
、
仮
初
に
も
師
範
と
成
へ
き
者
は
、
心
得
有
へ

き
事
な
ら
ん
か
。
俗
と
は
風
俗
の
事
に
し
て
、
そ
の
国
、
そ
の
所
、
其
人
の
な

ら
は
し
也
。
平
話
の
平
は
、
平
［
生
］、
平
素
の
平
に
し
て
、
国
〳
〵
、
所
〳
〵
、

人
〳
〵
の
平
生
あ
れ
は
、
長
崎
の
上
手
は
松
前
の
宗
匠
に
は
心
許
な
く
、
熊
野

の
弟
子
は
木
曽
路
の
師
範
う
け
む
事
、
覚
束
な
き
や
う
な
れ
共
、
其
所
を
よ
く

理
会
し
た
る
宗
匠
は
」（

九ウ

）
今
世
に
そ
れ
誰
そ
や
。
そ
も
〳
〵
又
俗
談
に
も
道

に
か
な
ふ
有
り
。
背
く
あ
り
。
姑
を
そ
し
り
、
嫁
を
憎
む
も
常
談
な
か
ら
、
句

に
作
る
時
は
、
其
心
得
有
へ
き
事
な
ら
ん
。
す
へ
て
非
義
不
実
の
俗
は
慎
有
へ
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き
事
、
古
代
よ
り
の
誡
め
習
ひ
也
。

　
　
　
　

神
祇
釈
教
の
事

そ
れ
連
誹
懐
紙
の
お
も
て
に
、
神
祇
釈
教
等
を
い
は
ぬ
事
、
い
か
な
る
子
細
な

ら
ん
。
知
ら
す
。
誹
諧
は
、
其
も
と
連
歌
を
模
し
た
る
物
な
れ
は
、
連
歌
の
家

に
は
此
事
の
故
実
に
て
も
あ
る
事
か
。
然
れ
と
も
、
今
按
す
る
に
、
百
韻
の
中
、

月
花
を
言
ふ
事
、
景
物
の
お
も
く
賞
翫
な
る
物
と
言
ひ
、
惣
し
て
の
事
に
、
春

秋
を
の
み
い
へ
は
、
夏
冬
は
を
の
つ
か
ら
こ
も
る
故
に
や
、
古
今
集
を
始
め
、

代
々
撰
集
に
も
春
秋
恋
の
部
は
多
く
し
て
、
夏
冬
そ
の
外
は
少
し
。
さ
る
事
を

学
へ
る
物
に
や
。
花
月
の
景
物
に
」（

一
〇

オ

）
つ
れ
て
、
春
秋
恋
は
三
句
よ
り
五

句
迄
、
夏
冬
其
外
は
一
句
に
て
い
ひ
捨
、
又
は
三
句
ま
て
続
け
と
も
、
四
句
、

五
句
と
は
ゆ
る
さ
す
。
畢
竟
連
歌
の
百
韻
も
古
今
集
に
准
せ
し
物
に
や
。
さ
る

物
か
ら
神
祇
釈
教
の
類
を
表
に
禁
せ
し
か
。
左
な
く
て
も
、
表
の
内
は
物
の
始

る
か
故
、
安
ら
か
に
す
へ
き
た
め
か
。
十
句
表
の
時
、
恋
を
二
句
さ
し
加
る
事
、

是
亦
故
実
の
習
あ
る
よ
し
、
口
決
を
う
く
へ
し
。

　
　
　
　

恋
の
詞
の
事

古
伝
の
誹
書
に
恋
の
詞
、
非
恋
の
詞
と
て
、
二
條
に
書
わ
け
置
た
り
。
尓
る
を
、

芭
蕉
流
に
は
、
心
の
恋
は
恋
に
し
て
、
詞
の
恋
は
恋
に
あ
ら
す
と
立
し
事
、
い

か
さ
ま
理
に
当
れ
る
事
か
と
お
も
ひ
居
た
り
し
か
、此
ほ
と
能
々
考
へ
見
れ
は
、

此
所
に
は
、
い
さ
ゝ
か
論
も
こ
そ
有
へ
け
れ
。
昔
の
誹
諧
は
前
に
言
ふ
如
く
、

姿
の
み
誹
諧
に
し
て
」（

一
〇

ウ

）
句
情
の
詮
義
な
か
り
［
し
］
故
に
、
心
の
恋
と

言
事
始
よ
り
あ
ら
さ
れ
は
、
恋
に
成
へ
き
物
を
い
へ
は
、
則
恋
句
に
用
ひ
た
る

と
見
え
た
り
。
今
、
芭
蕉
流
は
、
俗
語
の
連
歌
な
る
故
、
誹
諧
の
姿
は
捨
て
、

句
情
を
の
み
味
ふ
事
な
れ
は
、
傾
城
、
野
郎
こ
と
き
は
唯
人
物
の
名
に
し
て
、

恋
に
た
て
ぬ
事
、
句
情
と
姿
の
差
別
よ
り
出
た
り
。
尓
れ
共
、
若
後
家
、
娘
類

と
違
て
、
も
と
傾
城
、
野
郎
類
の
者
は
、
押
出
し
た
る
恋
の
人
物
な
れ
は
、
句

作
に
依
て
は
、
何
れ
と
も
成
へ
け
れ
共
、
全
体
人
物
の
名
な
れ
は
と
て
、
表
な

と
に
は
遠
慮
有
た
き
物
か
。
亦
、
若
後
家
、
娘
等
は
、
押
出
し
た
る
恋
の
人
物

に
あ
ら
す
。
さ
れ
と
も
、
若
後
家
は
不
祥
の
物
に
し
て
、
述
懐
か
ま
し
き
物
な

れ
は
、
是
又
表
に
は
遠
慮
す
へ
か
ら
む
か
。
娘
又
は
聟
の
類
ひ
は
、
表
に
言
と

も
、
芭
蕉
家
の
発
明
に
随
は
ゝ
、
其
恐
れ
な
き
に
似
た
り
。
尓
れ
共
、
い
ま
芭

蕉
流
に
、
心
の
」（

一
一

オ

）
恋
と
い
ふ
句
を
聞
く
に
、
何
所
に
ひ
と
つ
恋
ら
し
き

事
も
な
き
句
作
多
し
。
た
ま
〳
〵
恋
句
あ
れ
と
も
、
弐
句
三
句
と
続
け
は
、
大

か
た
附
は
ま
り
、
打
越
に
な
る
事
多
し
、
さ
る
故
に
、
大
体
は
恋
を
二
句
に
て

言
捨
る
事
、
近
年
の
了
簡
な
か
ら
、
古
式
に
背
き
し
私
事
也
。
但
、
支
考
か
才

覚
に
て
、
長
歌
行
、
短
歌
行
と
言
ふ
事
あ
り
。

此
、
長
歌
行
、
短
歌
行
と
い
え
る
、
支
考
か
発
明
才
覚
に
し
て
、
詩
文
章

の
名
目
を
か
り
て
作
れ
る
物
也
。
し
か
る
を
い
つ
れ
の
所
に
て
か
、
歌
仙

行
、
百
韻
行
、
源
氏
行
な
と
ゝ
端
作
に
名
目
せ
る
由
。
か
た
腹
痛
く
一
笑

す
へ
し
。
其
行
の
字
は
い
か
な
る
故
そ
と
尋
れ
は
、
興
行
の
行
の
字
と
答

ふ
る
由
。
文
蒙
人
の
才
覚
た
て
、
出
所
も
し
ら
ぬ
不
吟
味
よ
り
起
り
た
る

事
な
る
へ
け
れ
は
、
笑
止
千
万
と
言
も
余
り
あ
り
。	

」（
一
一

ウ

）

其
短
歌
行
と
言
ふ
は
、
纔
に
廿
四
句
な
る
故
、
花
月
に
つ
く
春
秋
も
、
恋
も
二

句
に
て
捨
る
由
。
濃
州
芝
原
の
五
筑
坊
か
料
簡
の
よ
し
。
是
等
は
、
元
来
短
き

巻
故
、
さ
る
事
と
も
尓
る
へ
か
ら
ん
か
、
素
よ
り
長
短
二
行
の
巻
は
、
古
式
な

く
、
詩
の
雑
体
の
内
、
行
と
い
へ
る
名
目
は
か
り
を
か
り
用
ひ
た
る
才
覚
な
れ

は
、
五
筑
坊
か
発
明
も
当
然
の
理
と
す
へ
き
物
な
ら
ん
。
返
す
〳
〵
恋
の
詞
と

て
、
傾
城
、
娘
抔
と
さ
へ
い
へ
は
、
恋
に
立
て
、
去
嫌
や
か
ま
し
く
、
恋
に
立

さ
れ
は
、
三
句
五
句
と
続
け
る
時
に
、
事
の
闕
る
に
似
た
り
。
有
力
の
宗
匠
あ

ら
は
、
か
や
う
の
所
こ
そ
発
明
了
簡
も
有
へ
き
か
。

〔
五
竹
坊
か
事
〕（

一
二

ウ

・
書
込

み

）

但
、
此
短
歌
行
の
事
は
、
越
人
か
不
猫
蛇
と
題
号
し
て
、
支
考
か
十
論
并

露
川
等
か
事
を
嘲
哢
批
言
せ
し
書
籍
の
中
に
い
ひ
置
た
る
事
あ
り
。
表
四

句
裏
八
句
な
る
に
、
初
折
の
裏
の
は
し
め
に
月
を
出
し
て
、
表
裏
の
」

（
一
二

オ

）
模
様
を
も
た
せ
た
る
を
甚
以
詰
れ
り
。
然
る
故
、
今
按
に
表
に
月
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な
き
時
は
、
盲
誹
諧
と
い
ふ
物
な
れ
は
、
是
等
も
五
筑
坊
か
春
秋
も
二
句

に
て
捨
る
発
明
の
例
に
傚
て
、
発
句
、
脇
、
第
三
迄
の
内
に
夏
冬
と
も
発

句
に
つ
れ
て
月
を
出
す
事
と
せ
は
、
然
る
へ
し
。
花
と
違
、
月
は
四
季
共

に
用
ゆ
る
景
物
な
れ
は
、
さ
し
て
む
つ
か
し
け
も
な
く
、
又
其
裏
へ
廻
り
、

わ
つ
か
八
句
の
中
に
月
花
二
つ
も
事
や
か
ま
し
か
ら
て
、
然
る
へ
し
。
一

句
、
又
さ
も
な
く
は
始
よ
り
表
六
句
裏
六
句
定
め
を
か
は
、
猶
安
か
る
へ

し
。
か
ほ
と
の
事
を
五
筑
坊
も
心
の
付
か
さ
り
し
は
、
い
か
な
ら
ん
。
是

又
、
支
考
末
流
の
輩
に
い
ま
た
有
力
才
学
の
宗
匠
出
来
ら
ぬ
故
か
。

　
　
　
　

無
常
の
事

言
ふ
に
及
は
ぬ
事
な
れ
共
、
近
年
の
誹
諧
士
は
俗
語
の
」（

一
二

ウ

）
侭
に
て
成
安

き
風
雅
な
る
故
、
悪
蒙
の
族
も
年
経
て
上
手
に
は
な
れ
共
、
全
体
不
学
の
文
蒙

故
か
、
斯
様
の
事
と
も
弁
へ
し
ら
す
押
出
し
た
る
祝
義
の
席
な
と
に
て
も
、
む

た
め
き
た
る
句
作
を
し
て
我
は
顔
な
る
輩
も
見
ゆ
れ
は
、
初
心
稽
古
の
内
は
格

別
の
事
、
何
某
の
誰
某
の
と
名
を
得
る
ほ
と
の
誹
諧
士
な
と
は
、
か
ゝ
る
事
を

も
能
々
吟
味
す
へ
し
。
無
常
と
は
、
世
の
は
か
な
き
事
に
て
、
飛
花
落
葉
を
見

て
も
浮
世
を
観
し
、
朝
顔
の
夕
影
ま
た
す
、
如
露
亦
如
電
の
有
さ
ま
を
観
す
る

事
也
。
支
考
か
八
体
と
い
へ
る
名
目
の
中
に
、観
相
と
言
ふ
名
目
あ
り
。
皆
々
、

無
常
、
哀
傷
、
述
懐
、
懐
旧
の
体
相
に
し
て
、
慶
賀
の
席
に
て
は
い
は
れ
ぬ
一

体
な
り
。
予
か
誹
諧
味
噌
苞
の
中
に
委
し
く
評
し
置
た
り
。

　
　
　
　

述
懐
懐
旧
の
事

前
に
い
え
る
無
常
の
事
は
、
十
人
に
四
五
人
は
知
る
者
あ
れ
と
も
」（

一
三

オ

）
此

述
懐
々
旧
の
弐
ヶ
條
は
知
ら
ぬ
誹
諧
士
多
し
。
余
り
と
言
ふ
も
あ
ま
り
有
。
文

蒙
也
。
細
川
幽
斎
の
聞
書
と
い
へ
る
歌
書
に
、
述
懐
と
は
お
も
ひ
を
の
ふ
る
と

言
ふ
字
な
れ
は
、吉
事
を
よ
む
と
も
然
る
へ
き
様
に
見
え
た
り
。
此
懐
の
字
は
、

フ
ト
コ
ロ
と
も
訓
し
て
、
心
に
こ
め
て
お
も
ふ
事
な
り
。
尓
れ
は
、
君
は
千
代

ま
せ
と
思
ひ
、
世
は
久
し
か
れ
と
思
ふ
も
、
歌
に
よ
ま
は
幽
聞
の
こ
と
く
述
懐

な
る
へ
け
れ
と
、
成
ら
ぬ
事
を
な
れ
か
し
と
心
に
願
ふ
思
ひ
を
の
ふ
れ
は
、
祝

言
の
題
の
詠
方
と
は
聊
子
細
も
有
へ
か
ら
む
か
。
さ
る
故
に
、述
懐
と
い
へ
は
、

多
く
は
憂
患
鬱
憤
の
思
ひ
の
み
也
。
或
は
無
常
の
世
を
嘆
息
し
、
又
は
志
を
遂

す
し
て
齢
老
ひ
、
扨
は
無
失
の
難
を
う
け
、
よ
き
に
付
、
あ
し
き
に
付
、
心
に

思
ふ
事
の
、
其
通
り
に
か
な
は
す
し
て
、
徒
に
過
行
を
歎
く
へ
う
の
事
。
又
懐

旧
と
は
、
是
も
ひ
と
つ
〳
〵
、
人
に
は
い
は
ね
と
、
老
て
幼
稚
の
昔
を
思
ひ
出

し
、
若
き
人
も
面
影
を
慕
ひ
、
亦
は
」（

一
三

ウ

）
古
き
書
籍
な
と
を
見
て
、
古
人

の
事
を
思
ふ
等
、
皆
懐
旧
の
情
也
。
然
る
に
、
誹
書
の
中
に
、
二
ヶ
條
の
詞
よ

せ
を
出
せ
り
。
是
等
も
、
恋
句
の
こ
と
く
、
心
の
述
懐
々
旧
は
取
用
ひ
て
、
詞

の
述
懐
々
旧
は
と
ら
す
抔
と
言
ふ
へ
き
を
、
其
沙
汰
な
き
は
妄
昧
の
至
り
と
い

は
む
か
。
さ
れ
は
こ
そ
、
近
世
美
濃
辺
宗
匠
分
の
者
の
句
に
、
一
と
せ
歳
旦
の

第
三
に
甚
し
き
述
懐
を
い
ひ
た
る
有
し
。
是
等
は
、詞
の
懐
旧
述
懐
は
知
り
て
、

句
情
に
不
祥
あ
る
事
を
知
ら
さ
る
聾
昧
と
い
ふ
へ
か
ら
ん
。
か
ゝ
る
人
さ
へ
、

好
め
は
上
手
に
も
な
る
事
、
日
本
自
然
の
風
俗
な
か
ら
、
人
の
師
範
も
す
へ
き

日
に
は
、
ゆ
め
〳
〵
麁
忽
の
事
有
へ
か
ら
す
。
い
に
し
へ
、
人
の
藝
術
は
其
師

よ
り
ゆ
る
さ
れ
て
、
人
の
師
と
も
成
し
と
か
や
。
今
は
、
我
藝
術
を
我
と
ゆ
る

し
て
人
の
上
座
に
ゐ
た
か
る
高
慢
邪
智
よ
り
、
万
の
陵
夷
せ
る
事
、
歎
き
て
も

〳
〵
、
猶
余
り
あ
る
事
に
そ
。	

」（
一
四

オ

）

　
　
　
　

正
風
躰
と
言
ふ
事

〔
此
段
相
違
〕（

一
四

ウ

・
貼紙

）

正
風
体
と
言
ふ
事
、桃
青
の
口
よ
り
出
た
る
か
、又
は
支
考
か
例
の
姦
計
な
る
や
、

又
昔
よ
り
言
伝
へ
し
事
か
、
其
境
は
知
ら
す
と
い
へ
共
、
今
世
芭
蕉
流
の
人
の

口
癖
也
。
そ
れ
正
風
と
は
、
和
歌
に
さ
ま
〳
〵
の
異
体
出
て
、
陵
遅
せ
る
故
、

そ
れ
に
対
し
て
正
風
躰
と
い
へ
る
也
。
手
短
に
い
は
ゝ
、
古
今
集
の
誹
諧
歌
に

対
す
れ
は
、
其
余
は
皆
〳
〵
正
風
体
也
。
尓
れ
は
誹
諧
と
い
へ
は
、
最
早
一
躰

に
て
、
其
一
躰
の
中
に
正
邪
変
風
等
の
詮
義
は
入
へ
か
ら
す
。
さ
れ
は
、
此
誹

諧
連
歌
に
対
す
れ
は
、
正
風
は
則
連
歌
也
。
然
る
を
、
今
の
誹
諧
士
は
、
正
風

体
と
い
へ
る
は
、
何
に
対
し
て
言
ふ
事
や
ら
ん
。
よ
し
そ
れ
と
て
も
、
和
歌
の
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こ
と
く
、
元
来
雑
体
別
れ
て
正
風
の
一
体
定
り
た
る
物
な
ら
は
然
る
へ
し
。
前

に
言
ふ
こ
と
く
、
宗
鑑
、
守
武
以
後
、
数
年
変
化
は
し
た
れ
と
も
、
い
つ
れ
を

正
に
し
て
、
何
れ
を
変
風
異
体
邪
風
と
」（

一
四

ウ

）
せ
む
や
。
畢
竟
、
い
は
ゝ
古

風
は
誠
の
誹
諧
体
に
し
て
、
今
の
芭
蕉
流
は
誹
諧
の
姿
を
失
ひ
、
全
俗
語
の
連

歌
と
成
た
れ
は
、
却
て
む
か
し
の
誹
諧
こ
そ
正
風
に
し
て
、
今
世
の
は
陵
夷
異

躰
の
風
雅
と
も
謂
へ
く
、
又
連
歌
家
よ
り
今
の
風
躰
を
評
せ
は
、
夷
曲
と
も
す

へ
か
ら
む
か
。
予
か
太
山
颪
追
加
口
上
書
に
、料
簡
し
置
た
る
を
見
合
す
へ
し
。

嘲
哢
集
と
や
ら
ん
古
き
誹
書
に
、
正
風
躰
と
言
ふ
事
有
し
を
、
近
き
頃
、
見
出

せ
し
。
尓
れ
ば
、
此
正
風
と
言
ふ
事
は
、
芭
蕉
以
前
に
誰
人
か
い
ひ
出
せ
し
名

目
成
る
へ
し
。
も
ろ
こ
し
の
詩
聖
に
、
正
風
変
風
抔
言
ふ
事
侍
れ
は
、
そ
れ
を

模
し
て
正
風
と
い
ふ
な
ら
ん
。
何
れ
に
も
本
文
に
い
ふ
こ
と
く
、
誹
諧
体
と
一

名
目
立
た
る
中
に
、
猶
又
正
風
異
風
の
論
は
有
ま
し
。
但

シ
、
か
な
た
と
こ
な

た
と
一
や
う
な
ら
さ
る
を
非
正
風
と
言
ふ
事
に
や
。
尓
ら
は
、
東
に
正
風
と
せ

る
を
」（

一
五

オ

）
西
に
て
好
ま
さ
れ
は
非
正
風
と
す
る
か
。
左
右
五
ッ
〳
〵
の
論

に
し
て
決
し
難
し
。

　
　
　
　

天
尓
波
の
事

漢
文
を
作
る
に
、
字
義
、
文
理
、
句
法
、
文
勢
と
言
ふ
事
有
。
字
義
は
其
字
〳
〵	

の
種
性
、
文
理
と
言
は
文
字
上
下
の
置
様
に
し
て
、
則
日
本
の
手
尓
波
も
同
し

意
味
也
。
句
法
と
は
、
一
句
〳
〵
の
長
短
緩
急
の
事
。
文
勢
と
は
、
一
体
始
終

成
就
の
上
に
て
、
可
否
巧
拙
を
論
す
る
事
也
。
此
日
本
は
、
和
訓
を
以
て
言
を

伝
へ
、
仮
字
を
以
て
文
を
作
れ
は
、
字
義
の
詮
義
は
入
用
な
け
れ
共
、
文
理
の

手
尓
波
、
句
法
の
語
路
一
体
、
文
勢
の
論
に
至
て
は
、
替
る
事
な
し
。
先
つ
文

理
と
は
、
仮
字
に
て
か
け
は
、
そ
ん
し
た
て
ま
つ
り
、
な
れ
共
、
漢
字
の
侭
に

か
け
は
、
奉
存
と
顛
倒
し
て
書
に
あ
ら
す
や
。
又
和
文
に
て
は
、	

」（
一
五

ウ

）

　
　
　
　
　

田
の
畔
の
雀
落
穂
や
拾〇

ふ
（
マ
マ
）

ら
ん

　
　
　
　
　

田
の
畔
の
雀
や〇

落
穂
拾
ふ
ら
ん

〔
許
六
、
支
考
事
〕（

一
六

オ

・
書
込

み

）

此
や〇

の
字
の
置
所
に
て
考
ふ
へ
し
。
句
法
は
五
七
五
の
語
路
の
事
に
て
、
二
句

と
も
に
口
拍
子
の
調
は
よ
け
れ
と
も
、
文
理
の
や〇

の
字
、
置
所
に
て
、
一
躰
の

文
勢
句
情
大
に
相
違
す
。
か
く
の
こ
と
き
は
、
一
句
心
安
き
て
に
は
な
か
ら
、

そ
れ
さ
へ
委
し
く
伝
授
し
た
る
人
な
し
。
貞
徳
流
に
は
、
此
文
理
手
尓
葉
の
事

委
し
く
口
決
し
て
、
其
事
よ
く
す
ま
さ
れ
は
、
師
範
を
ゆ
る
す
事
な
し
と
か
や
。

古
来
、
正
し
き
伝
授
な
る
か
故
也
。
然
る
を
、
芭
蕉
の
門
下
支
考
か
書
る
古
今

抄
の
類
ひ
、
許
六
か
記
せ
し
宇
陀
法
師
等
に
、
少
々
手
尓
波
の
事
有
と
い
へ
と

も
、
両
士
共
に
以
の
外
な
る
相
違
、
剰
同
門
家
よ
り
出
て
一
様
な
ら
ぬ
は
、
い

か
な
る
故
そ
や
。
つ
く
〳
〵
按
す
れ
は
、
両
人
と
も
に
芭
蕉
よ
り
の
伝
授
に
は

あ
ら
す
し
て
、
何
れ
も
辨
説
と
見
へ
た
り
。」（

一
六

オ

）
天
尓
波
は
日
本
の
風
俗
に

し
て
、
母
の
乳
房
を
放
さ
ぬ
内
よ
り
、
既
に
和
語
を
覚
る
物
な
れ
は
、
自
然
の

理
に
し
て
、
外
に
伝
授
事
と
て
習
ふ
事
に
あ
ら
す
。
さ
れ
は
こ
そ
、
基
俊
、
俊

成
時
代
迄
は
歌
道
に
師
弟
と
言
ふ
事
な
く
、
素
よ
り
天
尓
波
伝
授
抔
と
言
ふ
沙

汰
聞
も
及
は
す
。
然
れ
共
、
古
代
の
歌
に
一
字
一
文
の
誤
な
き
、
火
の
あ
つ
て

水
の
冷
な
る
こ
と
く
、
学
す
し
て
日
本
自
然
の
風
俗
な
る
故
也
。
さ
る
を
、
定

家
卿
時
代
よ
り
、
天
下
一
た
ひ
乱
れ
て
、
栄
枯
地
を
か
へ
、
上
下
混
雑
し
て
よ

り
、
人
々
の
言
語
さ
へ
移
り
替
る
と
見
え
た
れ
は
、
日
本
自
然
の
て
に
は
も
、

訛
ち
ら
し
て
と
り
失
ひ
し
物
か
。
さ
る
程
に
、
伝
授
口
決
を
う
け
さ
れ
は
、
古

歌
も
解
し
か
た
く
、
自
歌
も
よ
め
ぬ
事
に
成
に
け
ん
。
さ
は
去
な
か
ら
、
堂
上

公
卿
の
御
方
に
は
、
故
実
を
守
り
て
道
の
正
し
き
故
に
や
、
上
手
下
手
は
有
へ

け
れ
と
、
歌
人
、
連
歌
師
、
扨
は
、
貞
徳
流
の
俳
諧
士
に
」（

一
六

ウ

）
天
尓
波
を

誤
る
様
な
る
文
蒙
は
一
人
も
な
し
。
そ
も
〳
〵
手
尓
波
と
言
ふ
は
和
語
の
通
用

に
し
て
、
日
本
一
列
替
る
事
な
し
。
譬
へ
は
、
京
の
大
工
か
建
た
る
家
に
、
江

戸
の
畳
さ
し
か
畳
を
入
る
れ
共
、
闇
に
符
節
を
合
す
る
事
、
天
下
の
寸
尺
同
し

き
か
故
也
。
芭
蕉
家
に
限
り
て
寸
法
定
ら
さ
る
故
、
一
門
下
の
中
に
て
も
、
許

六
、
支
考
か
こ
と
き
相
違
あ
り
。
今
と
て
も
、
芭
蕉
家
の
秘
伝
う
け
た
り
と
て

切
字
の
な
き
発
句
す
る
人
あ
り
。
同
門
下
に
て
同
し
伝
授
う
け
た
る
人
に
見
す
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三
九

る
に
、
切
れ
ぬ
と
言
人
あ
り
、
切
れ
る
と
言
人
有
て
、
三
人
三
色
、
五
人
五
色

に
わ
か
る
ゝ
事
、
畢
竟
教
ゆ
る
者
も
、
学
ふ
人
も
、
尓
と
し
た
る
捕
へ
所
な
く
、

た
ゝ
推
量
の
高
慢
の
み
に
て
、
何
の
益
も
な
き
徒
事
と
見
え
た
り
。
誠
、
伝
授

の
的
切
な
る
事
な
ら
、
貞
徳
伝
来
の
こ
と
く
、
十
人
は
十
人
な
か
ら
闇
に
符
合

す
へ
し
。
さ
る
を
芭
蕉
家
支
考
か
作
り
事
の
證
拠
に
は
、
十
人
十
色
の
」（

一
七

オ

）

相
違
を
見
て
、
恥
お
も
ふ
へ
し
。
古
来
よ
り
伝
は
る
大
廻
し
と
言
ふ
切
の
中
よ

り
、
挨
拶
の
切
、
心
の
切
、
抔
と
元
知
れ
ぬ
名
目
を
拵
へ
、
愚
人
を
欺
て
、
金

銀
を
貪
取
し
を
、
今
さ
へ
そ
の
謀
計
に
誑
か
さ
れ
て
高
慢
の
み
に
耽
り
、
初
心

の
律
儀
な
る
人
の
耳
を
驚
か
す
は
か
り
、
道
知
れ
る
眼
よ
り
は
、
論
に
及
は
ぬ

狂
人
共
や
も
と
、
此
大
廻
し
と
言
ふ
切
の
事
は
、
古
流
に
は
あ
れ
共
、
芭
蕉
流

に
は
決
し
て
聞
及
は
す
。
大
廻
し
と
言
ふ
事
を
知
ら
ぬ
故
に
、
色
〳
〵
の
作
説

出
来
た
る
物
成
へ
し
。
か
く
文
理
の
手
尓
波
句
法
の
語
路
さ
へ
知
ら
す
し
て
、

文
勢
の
巧
拙
可
否
を
論
す
る
事
、
沙
汰
の
限
り
と
笑
ふ
へ
し
。
誠
に
九
拾
九
疋

の
鼻
か
け
猿
の
中
に
て
、
壱
疋
は
か
り
満
足
し
た
れ
は
と
て
、
よ
か
ら
ぬ
の
み

な
ら
す
、
却
て
嘲
り
笑
れ
ん
事
、
あ
ら
か
し
め
知
り
な
か
ら
、
是
を
糺
す
日
に

至
て
は
、
百
万
の
鋒
さ
き
を
以
て
向
ふ
と
も
、
何
そ
恐
れ
ん
、
惶
る
へ
け
ん
。

一
筆
を
下
さ
は
」（

一
七

ウ

）

に
手
間
は
入
ら
し
。
衆
人
よ
く
思
ひ
量
れ
。

此
、
手
尓
波
の
事
、
近
代
別
し
て
猥
か
は
し
。
芭
蕉
存
命
の
頃
か
、
友
吉

と
い
ふ
者
の
句
に

　
　
　
　

更
科
の
月
は〇

四
角
に
も〇

な
か
り
け
り

　
　

此
句
を
考
ふ
る
に
、
姨
捨
更
科
と
月
に
名
高
き
所
な
か
ら
、
四
角
に
も
三

角
に
も
な
く
万
国
と
も
に
丸
き
と
言
ふ
事
な
る
へ
し
。
尓
れ
は
、
天
尓
波
の
置

所
、
大
に
違
へ
り

　
　
　
　

更
科
の
月
も〇

四
角
に
は〇

な
か
り
け
り

か
く
言
へ
き
句
意
成
へ
し
。
更
科
山
の
名
高
き
月
と
い
へ
共
、
四
角
に
は

な
く
て
、
や
は
り
丸
い
と
言
ふ
心
に
聞
へ
し
。
是
、
も〇

の
字
、
は〇

の
字
の

を
き
所
を
考
ふ
へ
し
。
扨
又
、
作
者
は
異
物
妖
怪
好
な
る
に
や
、
更
科
は

月
の
名
所
に
て
、
景
色
日
本
に
勝
れ
た
る
を
愛
憐
す
る
事
な
る
に
、」

（
一
八

オ

）
友
吉
は
四
角
か
三
角
に
替
た
る
物
と
心
得
た
る
に
や
。
古
今
希
代

の
殺
風
景
、
更
科
の
月
〳
〵
と
称
美
す
れ
と
も
、
四
角
に
も
な
き
物
を
と

名
所
を
嘲
り
た
る
句
意
、
さ
り
と
て
は
、
無
風
雅
の
趣
向
、
お
ほ
く
の
古

人
を
欺
き
笑
ふ
。
理
に
当
つ
て
、
浅
ま
し
く
、
拙
し
。
か
ゝ
る
句
作
は
、

聞
拾（

マ
マ
）に

し
て
書
留
む
ま
し
き
事
な
る
に
、
雑
談
集
の
撰
者
も
無
風
流
の
俗

意
な
る
か
。
但
、
又
、
友
吉
に
末
代
迄
恥
辱
を
与
へ
む
と
の
事
な
る
か
。

い
つ
れ
に
も
、
芭
蕉
家
の
書
籍
は
、
か
ゝ
る
文
蒙
の
み
に
て
、
笑
止
千
万

也
。
元
来
凡
俗
の
伎
藝
な
か
ら
、
誹
諧
も
其
も
と
敷
嶋
の
道
よ
り
別
れ
出

た
る
も
の
な
れ
は
、
少
し
は
心
得
有
へ
き
物
を
。

扨
、
此
手
尓
波
違
と
言
ふ
は
、
四
角
に
は
な
か
り
け
り
と
は
名
に
あ
ふ
更

科
の
月
も
三
角
に
も
四
角
に
も
な
く
」（

一
八

ウ

）
し
て
、
諸
国
一
統
丸
き
物

を
何
故
名
高
く
称
美
す
る
そ
と
、
殺
風
景
の
句
情
な
り
。

月
は〇

四
角
に
も〇

、
と
い
へ
は
更
科
の
月
は
四
角
に
も
な
く
、
外
に
何
方
か

四
角
な
る
月
の
有
様
に
聞
ふ
る
故
、
弥
以
落
着
せ
す
。
い
つ
れ
に
も
沙
汰

の
限
り
と
言
ふ
物
也
。

右
是
ま
て
は
、
明
和
六
年
の
秋
、
書
記
し
置
た
る
か
、
下
段
の
添
書
は
、
天
明

三
年
春
二
月
書
加
へ
た
る
物
也
。

一　

連
歌
誹
諧
等
一
巻
次
序
の
事　

并
花
月
の
座
を
定
め
し
事

一　

発
句
の
事　

并
切
字
伝
授
の
事

一　

脇
句
の
事　

付
韵
字
留
と
言
ふ
事

一　

第
三
天
尓
波
留
の
事　

付
文
字
留
の
事	

」（
一
九

オ

）

一　

祈
祷
の
事　

付
五
音
連
声
通
縁
□
親
疎
連
読

　
　
　
　
　
　
　

断
絶
の
事

右
は
、
書
記
し
置
た
れ
と
も
、
古
流
の
秘
決
と
言
ひ
江
戸
宗
匠
よ
り
、
露
顕
を

歎
き
越
し
た
る
故
、
略
し
て
此
度
は
載
せ
す
。
但
、
竹
の
編
戸
に
委
し
く
記
し
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四
〇

置
た
り
。

追
加

　
　
　
　

切
字
大
廻
し
の
事

〔
支
考
妄
作
〕（

二
〇

オ

・
書
込

み

）

連
歌
誹
諧
等
発
句
切
字
の
伝
授
に
大
廻
し
と
言
ふ
事
あ
り
。
古
代
秘
事
口
決
に

し
て
、
太

（
マ
マ
）切

の
事
に
せ
し
を
、
近
年
は
昔
と
違
、
秘
伝
事
も
常
と
な
り
、
古
道

具
屋
の
店
さ
ら
し
に
さ
へ
、
折
ふ
し
見
当
る
様
に
成
た
れ
は
、
浅
〳
〵
敷
も
て

は
や
せ
と
も
、
元
来
正
し
き
伝
授
を
知
ら
さ
る
故
、
確
な
る
説
受
に
な
し
。
尓

る
を
芭
蕉
家
支
考
か
妄
作
の
説
に
、
中
の
切
、
挨
拶
の
切
な
と
ゝ
、
道
も
あ
ら

ぬ
」（

一
九

ウ

）
新
名
目
を
立
置
、
衆
人
を
誑
惑
せ
し
毒
気
み
ち
〳
〵
世
の	

妨
と
成
た
る
事
、
以
の
外
な
る
邪
僻
と
言
へ
し
。
此
中
の
切
、
挨
拶
の
切
抔
と

言
ふ
は
、
皆
〳
〵
大
廻
し
の
事
な
る
を
、
其
大
廻
し
と
言
ふ
根
元
を
知
ら
ぬ
故
、

推
量
の
妄
説
を
作
り
た
る
物
な
れ
共
、
衆
人
そ
の
本
を
知
さ
れ
は
、
さ
る
事
と

心
得
て
、
お
こ
か
ま
し
く
振
廻
ふ
輩
、
一
笑
に
た
へ
す
。
彼
支
考
か
黨
の
書
籍

に
、

　
　
　
　
　

あ
な
と
ふ
と
春
日
の
み
か
く
玉
津
嶋

と
言
ふ
句
を
、
玉
津
嶋
あ
な
と
ふ
と
ゝ
廻
る
句
也
と
い
え

（
マ
マ
）り

。
腹
筋
の
よ
れ
る

程
お
か
し
。
そ
れ
は
ひ
き
う
す
廻
し
と
言
ふ
物
也
。
詩
に
は
此
格
を
倒
装
と
言

ひ
、
歌
、
連
歌
、
誹
諧
共
に
か
く
の
こ
と
く
上
下
顛
倒
し
て
言
ふ
事
常
な
れ
は
、

わ
け
て
大
廻
し
と
言
ふ
物
に
あ
ら
す
。
そ
も
〳
〵
大
廻
し
と
い
ふ
は
、
風
雅
の

道
、
数
年
修
行
功
者
の
上
に
て
伝
授
せ
さ
れ
は
、
尓
と
知
れ
か
た
し
。
其
故
は
、

見
聞
」（

二
〇

オ

）
い
つ
方
に
も
切
字
切
所
な
け
れ
と
も
、
一
句
の
上
に
て
何
と
な

く
切
所
正
し
有
を
言
ふ
。
然
れ
は
、初
心
未
熟
の
輩
か
及
は
さ
る
こ
と
理
り
也
。

元
来
、
此
廻
す
と
言
ふ
和
語
の
本
意
を
知
ら
さ
る
推
量
故
、
玉
津
嶋
あ
な
と
ふ

と
ゝ
廻
る
抔
や
う
の
、
子
共
を
欺
す
や
ふ
の
事
を
い
ひ
出
せ
し
な
ら
む
。
此
の

廻
し
ま
は
る
と
言
ふ
和
語
は
、
口
決
伝
授
う
け
ぬ
人
も
、
従
来
風
雅
を
知
ら
ぬ

人
も
、
常
談
に
い
ひ
も
し
、
聞
聞（

マ
マ
）わ

く
る
に
て
知
る
へ
し
。
譬
へ
は
人
の
世所

帯

な
と
に
付
て
、
渠
は
よ
く
錢
を
廻
す
、
錢
か
廻
る
、
或
は
身
の
う
へ
の
取
廻
し

か
よ
き
、
又
は
只
今
よ
り
御
引
廻

シ
に
預
り
た
し
抔
言
ひ
、
金
銀
を
ふ
り
廻
し

下
役
を
引
廻
す
等
の
語
は
、
人
も
言
ひ
我
も
聞
わ
く
る
事
、
常
談
な
れ
共
、
所

帯
を
と
ら
へ
て
振
廻
す
事
に
も
あ
ら
す
。
下
役
に
縄
に
て
も
付
、
馬
か
牛
か
の

様
に
ひ
き
廻
す
事
に
あ
ら
さ
る
は
、
皆
能
く
知
る
所
也
。
然
れ
は
、
金
銀
の
貯

へ
用
意
に
て
は
な
け
れ
と
も
、
入
用
あ
る
日
に
は
、
何
程
」（

二
〇

ウ

）
に
て
も
調

へ
て
間
を
合
せ
る
を
ふ
り
ま
は
し
と
言
ひ
、
下
役
、
或
は
門
弟
子
抔
を
下
知
し
、

導
く
事
を
、
ひ
き
廻
す
、
取
廻
す
と
言
ふ
事
な
ら
す
や
。
句
作
の
廻
し
と
い
ふ

も
、
定
か
に
切
字
と
て
は
な
け
れ
共
、
切
る
所
あ
り
、
又
常
談
に
も
其
事
を
そ

れ
と
あ
ら
は
に
い
は
す
し
て
、
さ
と
す
や
う
の
事
を
い
ひ
廻
し
と
言
に
あ
ら
す

や
。
さ
る
事
と
心
得
て
詩
歌
連
歌
常
談
の
通
用
も
い
ひ
廻
し
様
に
依
て
よ
く
弁

ふ
る
事
な
る
を
大
廻
し
と
い
へ
は
、
け
し
か
ら
ぬ
事
の
や
う
に
覚
へ
、
又
は
ひ

き
う
す
を
廻
す
様
に
理
会
し
た
る
事
、
い
と
片
腹
痛
し
。
よ
く
知
る
人
に
便
り

て
修
行
す
へ
き
事
歟
。

　
　
　
　
　

仮
字
遣
ひ
の
事

古
へ
よ
り
、
仮
字
つ
か
ひ
の
事
、
さ
ま
〳
〵
伝
授
あ
り
。
又
、
家
〳
〵
の
口
決

習
ひ
等
あ
れ
共
、
其
根
元
は
漢
土
の
四
声
に
直
拗
の
音
語
、
或
ひ
は
、
字
義
に

依
て
、
を〇

と
お〇

、
い〇

と
ゐ〇

の
こ
と
き
」（

二
一

オ

）
違
ひ
有
と
も
、
是
又
天
性
に
出

て
自
然
の
物
な
れ
は
、
強
て
是
非
す
へ
き
事
に
あ
ら
ね
と
、
日
本
は
訓
の
み
に

し
て
、
四
声
を
わ
か
つ
事
な
き
故
に
、
か
な
つ
か
ひ
の
本
立
は
、
韵
鏡
の
理
に

よ
く
通
せ
さ
れ
は
論
し
難
し
。
尓
れ
共
、
近
年
荷
田
東
丸
と
言
ふ
人
出
て
万
葉

集
を
訂
せ
し
よ
り
、
大
む
ね
仮
字
つ
か
ひ
の
理
は
明
か
に
な
れ
り
。
猶
又
、
難

波
の
契
沖
と
か
い
へ
る
蜜
宗
の
僧
も
万
葉
集
に
依
て
、
和
字
正
鑑
抄
と
な
ど
や

う
の
書
を
著
し
て
、
委
し
く
訂
し
置
た
り
。
我
此
人
〳
〵
の
書
に
依
て
改
め
書

む
と
す
れ
共
、
老
年
に
及
ひ
、
根
気
労
れ
、
精
力
弱
く
、
記
憶
も
薄
く
成
り
、

素
よ
り
短
才
の
晩
学
な
れ
は
、
事
の
繁
き
に
倦
て
、
悉
く
学
得
る
事
あ
た
は
す
。

数
百
年
来
通
用
の
侭
に
す
れ
共
、
是ぜ

を
知
て
非
を
取
る
に
似
た
れ
は
、
我
な
か
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ら
恥
お
も
ふ
の
み
也
。

万
葉
集
古
学
の
理
正
し
と
い
へ
共
、
不
学
短
才
の
我
な
れ
は
」（

二
一

ウ

）
事

に
道
理
明
か
に
知
れ
か
た
き
事
多
し
。
た
と
へ
は
、
思
ﾍﾌﾋ
、
此
こ
と
く
、

ヒ〇

フ〇

ヘ〇

の
三
語
に
通
ふ
仮
字
つ
か
ひ
の
類
ひ
は
、
其
も
と
立
、
一
を
知
て

万
字
と
も
に
通
達
す
れ
と
も
、
梅〇

の
字
仮
字
、
往
古
は
宇〇

免〇

に
し
て
、
近

代
は
無〇

免〇

と
書
事
、
古
今
の
是
非
い
つ
れ
な
ら
ん
。
宇〇

と
無
と
の
書
様
、

其
根
元
ヒ〇

フ〇

ヘ〇

三
語
の
こ
と
く
、
明
か
な
る
例
を
知
ら
さ
れ
は
、
定
か
に

弁
へ
難
し
。
よ
く
知
る
人
有
ら
は
追
て
尋
ぬ
へ
し
。

若
き
人
〳
〵
は
、
此
仮
字
つ
か
ひ
の
是
非
を
糺
さ
む
と
思
は
ゝ
、
近
年
流
行
す

る
荷
田
家
の
古
学
、扨
は
難
波
の
契
沖
等
か
書
籍
を
以
て
本
と
す
へ
し
。
其
内
、

天
尓
波
も
配
り
の
仮
字
は
事
少
き
故
、
訛
り
な
し
と
い
へ
と
も
、
繋
き
の
仮
字

に
至
て
は
数
〳
〵
也
。
是
又
、
漢
字
の
音
に
わ
き
て
漢
音
」（

二
二

オ

）
呉
音
等
の
差

別
あ
り
。
た
と
へ
は
、
法〇

の
字
は
、
入
声
に
し
て
、
〽
ホ
フ
の
仮
字
は
呉
音
、

〽
ハ
フ
の
仮
字
は
漢
音
也
。
法ホ

ツ
ト
ウ燈

、
法ホ

ツ
ク
ヱ華

は
呉
音
、
法ハ

ツ
ト度

は
漢
音
の
仮
字
に
て
、

考
へ
知
る
へ
し
。
こ
と
に
直
音
拗
音
の
仮
字
つ
か
ひ
は
、
文
字
の
義
理
四
声
等

に
委
く
通
し
て
、
其
上
韵
鏡
に
熟
達
せ
さ
れ
は
、
明
に
し
れ
か
た
か
る
へ
し
。

予
か
こ
と
き
不
学
短
才
に
て
は
、
と
て
も
及
ひ
か
た
く
、
且
ッ
老
衰
に
至
り
ぬ

れ
は
、
止
む
よ
り
外
な
し
。
猶
又
日
本
の
ひ
ら
か
な
と
言
ふ
は
、
心
を
つ
け
て

書
へ
く
、
読
む
へ
き
事
也
。
伊
勢
物
語
に
、
移
シ
殖ウ

ヘ

バ
の
句
を
、
殖ウ

ヘ

シ
殖ウ

ヘ

バ
と

よ
み
違
ひ
し
は
、
う
つツ

し
の
仮
字
を
う
へ
し
と
よ
み
た
る
、
う
つツ

し
、
う
へヘ

し

の
筆
画
似
よ
り
て
、
紛
ら
は
し
き
ゆ
へ
な
り
。
此
類
ひ
又
数
〳
〵
有
。
よ
く
心

得
へ
き
に
こ
そ
。

　
　
　
　
　

祈
祷
の
事

神
社
仏
閣
へ
奉
納
、
其
外
常
〳
〵
家
督
、
婚
礼
、
誕
生
、
養
子
」（

二
二

ウ

）
等
祝

儀
の
発
句
と
し
て
贈
る
事
有
り
。
皆
〳
〵
祈
禱
祝
言
な
る
を
、
元
来
芭
蕉
家
に

は
此
故
実
伝
は
ら
さ
る
故
、
甚
し
き
不
吉
を
い
ふ
人
あ
れ
と
も
、
我
も
人
も
知

ら
ぬ
ゆ
へ
、
さ
し
て
其
詮
義
す
る
人
も
な
し
。
連
歌
家
、
又
は
貞
徳
流
の
式
法

を
し
り
た
る
者
は
、
大
に
忌

ミ
嫌
ふ
へ
き
事
也
。
私
事
の
慰
に
す
る
誹
諧
は
、

い
つ
れ
に
て
も
尓
る
へ
し
。
も
し
、故
実
の
吟
味
正
し
き
御
公
家
な
と
に
て
は
、

い
か
ゝ
あ
ら
ん
。
伝
授
を
う
く
へ
し
。
殊
に
祝
の
字
、
意
味
合
、
い
ま
俗
の
通

例
に
言
ふ
。
祝
義
は
義
理
違
ふ
事
な
れ
と
も
、そ
の
事
を
さ
へ
知
ら
ぬ
人
多
し
。

口
伝
に
な
ら
て
は
い
ひ
か
た
き
故
、
細
釈
は
爰
に
略
す
。

　
　
　
　
　

調
伏
の
事

是
は
祈
禱
の
裏
な
り
。
上
に
下
、
左
に
右
、
吉
に
凶
、
夏
に
冬
、
み
な
陰
陽
表

裏
あ
る
事
、
天
地
の
常
也
。
さ
れ
は
、
歌
道
に
も
」（

二
三

オ

）
呪
咀
調
伏
の
例
は

あ
れ
共
、
尓
と
し
た
る
式
法
も
故
実
も
聞
及
は
す
。
畢
竟
、
後
世
の
事
故
也
。

連
歌
に
は
此
式
法
故
実
習
ひ
あ
る
事
也
。
然
れ
は
、
誹
諧
に
も
摸
し
用
へ
き
事

な
れ
共
、
い
ま
た
其
例
な
し
。
去
な
か
ら
、
元
来
誹
諧
は
連
歌
に
も
と
付
た
る

物
な
れ
は
、
其
式
法
な
り
共
、
伝
授
有
へ
き
事
な
る
を
、
当
国
尾
張
に
は
、
古

代
の
誹
諧
道
退
転
し
て
、
芭
蕉
家
支
考
の
妄
説
の
み
流
行
し
、
本
説
伝
は
ら
さ

る
故
、
慶
賀
の
発
句
、
或
は
神
社
仏
閣
へ
奉
納
の
禱
祝
吟
の
発
句
に
不
祥
不
吉

調
伏
の
響
あ
る
事
を
し
ら
す
。
追
悼
、凶
事
抔
に
慶
賀
の
こ
と
ふ
き
等
あ
る
事
、

歎
息
す
る
に
堪
え
た
り
。
昔
、
織
田
信
長
公
や
ら
ん
、
甲
州
武
田
四
郎
勝
頼
と

合
戦
の
時
、
調
伏
の
連
歌
に
、

　
　
　
　

松
た
か
く
た
け
た
く
ひ
な
き
あ
し
た
か
な

と
言
ふ
発
句
あ
り
。
脇
句
は
、	

」（
二
三

ウ

）

　
　
　
　

し
ろ
く
は
見
へ
ぬ
卯
の
花
垣
根

か
く
の
こ
と
し
。
か
ゝ
る
伝
授
事
を
し
ら
さ
れ
は
、
自

ラ
不
祥
不
吉
を
言
ひ
て
、

我
と
我
身
を
調
伏
し
、
又
は
不
時
の
災
を
ま
ね
き
出
す
事
も
侍
り
。
若
き
者
な

と
、
一
朝
一
夕
の
慰
み
戯
事
に
も
て
興
す
る
誹
諧
と
い
へ
と
も
、
正
し
き
宗
匠

に
問
ひ
尋
ね
て
す
べ
き
事
也
。
い
ま
廿
余
年
さ
き
、
あ
る
所
、
近
隣
よ
り
養
子

せ
し
に
、
其
席
へ
招
か
れ
て
ゆ
き
し
者
共
、
前
句
附
の
一
句
つ
ゝ
も
仕
お
ほ
へ

た
る
侭
、
け
ふ
の
慶
賀
に
発
句
せ
は
や
と
て
、
誰
彼
二
三
人
物
せ
し
を

予
に
見

せ
た
る
人
有
し
か
、
三
句
な
か
ら
発
句
脇
ま
て
皆
々
不
吉
の
言
葉
つ
か
ひ
、
其
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上
縁
語
切
た
れ
は
、

我
い
は
く
、
此
養
子
不
縁
に
な
る
事
も
や
あ
ら
む
と
い
ひ

し
か
、
纔
四
五
十
日
も
過
さ
る
に
離
縁
し
て
帰
り
し
か
は
、
其
句
と
も

我
に
見

せ
し
者
、
不
吉
の
子
細
を
尋
ね
た
る
故
、
物
語
講
釈
せ
む
か
と
思
ひ
し
か
と
、

生
得
」（

二
四

オ

）
無
風
雅
人
に
て
、
理
会
ゆ
く
ま
し
と
黙
止
せ
し
か
、
そ
の
人
、

其
句
主
、
句
意
等
も
い
ま
は
忘
れ
た
り
。
よ
し
又
覚
へ
居
れ
は
と
て
、
ま
さ
し

く
人
の
恥
辱
あ
や
ま
ち
を
事
顕
さ
ん
も
無
下
に
は
し
た
な
く
ね
し
け
か
ま
し
き

心
地
す
れ
は
、
是
も
亦
黙
止
し
て
尓
る
へ
か
ら
む
か
。

〔　
　
　

	

長　

類　

	
無

　

松
高
ク
タ
ケ
タ
ク
ヒ
ナ
キ

　
　
　

	

武　

田　

首　

無

　

右
表
ハ
長タ

ケ
タ
ク
ヒ類

ナ
レ
ト
モ
、
裏
ハ
武タ

ケ
タ
ク
ヒ

田
首
ト
申
所
、
ヒ
ヾ
キ
ノ
句
ト
申
ス
。

　
　

白

　

シ
ロ
ウ
ハ
見
ヱ
ヌ
卯
ノ
花
垣
根

　
　

四
郎

　

是
モ
ヒ
ヾ
キ
ノ
句
ト
申
。
常
ノ
祝
儀
慶
賀
ニ
、
カ
ヤ
ウ
ノ
ヒ
ヾ
キ
句
ハ
イ
ミ

申
由
。〕（

二
三

ウ

・
貼紙

）

〔
明
暦
三
年
、
江
戸
大
火
ニ
テ
三
十
万
人
ホ
ド
焼
死
ト
申
ス
。
正
月
十
八
日
出

火
ノ
由
。
其
春
、
昌
程
ノ
歳
旦
ニ

　
　
　
　
　

	

満　

来

　

芦
辺
ヨ
リ
ミ
チ
ク
ル
ヤ
今
日
春
ノ
イ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

焼
フ

　

汐
ノ
ミ
チ
テ
ク
ル
ヤ
ウ
ニ
焼
フ
ト
言
ア
テ
ラ
レ
シ
ト
、
後
ニ
心
付
シ
由
。

　

又
半
井
ト
養
子
ノ
歳
旦
ニ

　
　

明
テ
春
ヤ
来
ル
鶺
鴒
ノ
酉
ノ
年

　
　
　
　
　

	

焼
ル

是
又
、
ヒ
ヾ
キ
。
カ
ヤ
ウ
ノ
句
ハ
、
心
ヲ
付
テ
タ
シ
ナ
ム
ヘ
キ
コ
ト
也
。
此
時

モ
大
火
デ
人
ミ
ナ
ヲ
ト
ロ
キ
タ
ル
由
也
。〕（

二
四

オ

・
貼紙

）

　
　
　
　
　

誹
諧
文
字
の
事

韓
文
に
俳
諧
体
と
い
へ
る
有
り
。
対
句
等
に
曲
折
を
専
と
し
て
、
少
し
お
と
け

た
る
様
の
作
意
を
交
た
る
物
な
る
に
、
前
に
い
へ
る
こ
と
く
彼
貫
之
も
其
漢
文

に
似
た
る
体
を
誹
諧
歌
と
名
付
ら
れ
し
物
と
は
見
え
な
か
ら
、
言
偏
の
誹
の
字

を
書
れ
し
は
、
い
か
な
る
心
に
か
、
其
子
細
は
知
ら
ね
共
、
往
古
伝
写
の
誤
に

て
、
言
偏
の
文
字
を
伝
へ
来
る
に
や
、
諸
越
に
和
訓
に
ソ
シ
ル
と
よ
み
、
誹
詩

と
続
く
熟
字
な
り
。
然
れ
と
も
、
ヒ〇

と
ハ〇

イ〇

と
は
従
来
同
音
の
字
な
る
故
、
配〇

ハ
イ

ヒ

、
牌〇

ハ
イ

ヒ

、
是
等
両
音
也
。
尓
れ
は
言
偏
に
誹
諧
と
書
て
も
ハ
イ
カ
イ
と
」

（
二
四

ウ

）
読
も
非
と
す
へ
か
ら
す
。
扨
人
偏
に
書
く
俳
の
字
は
、
字
書
に
雑
戯
と

有
て
、
漢
書
に
談
笑
は
類
二
俳
倡
一
と
あ
れ
は
、
日
本
に
て
今
世
に
言
ふ
、
お

と
け
、
軽
口
、
檀
林
、
噺
や
う
の
事
、
俳
優
の
俳
に
し
て
、
ワ
サ
ヲ
キ
の
狂
言

師
、
豆
花
類
ひ
の
曲
折
、
戯
笑
の
事
と
見
え
た
り
。
さ
れ
は
、
此
俳
の
字
は	

〽
タ
ハ
フ
レ
と
和
訓
せ
り
。俳
諧
の
二
字
を
タ
ハ
フ
レ
カ
ナ
フ
と
譯
言
す
れ
は
、

よ
く
通
す
へ
き
か
。
譬
へ
は
、

　
　
　
　

た
ふ
と
く
も
あ
り
尊
く
も
な
し

と
言
ふ
前
句
に
、

　
　
　
　

飛
ふ
鳥
を
祈
り
落
し
て
喰
は
れ
た
り

と
付
て
、
飛
ふ
鳥
を
祈
り
落
し
ほ
ど
奇
妙
の
験
者
は
誠
に
貴
か
る
へ
し
。
其
鳥

を
又
食
す
る
と
は
法
師
に
不
相
応
の
破
誡
、
貴
く
も
な
し
と
、
お
と
け
、
た
は

ふ
れ
の
理
屈
を
い
ひ
か
な
へ
た
る
様
の
事
、
俳
諧
の
二
字
に
相
当
る
と
言
ふ
へ

き
か
。
尓
る
を
、
い
ま
世
の
」（

二
五

オ

）
は
い
か
い
は
、
か
ゝ
る
理
屈
を
離
れ
前

に
い
ひ
し
こ
と
く
、
俗
語
の
連
歌
と
い
ふ
物
に
成
た
れ
は
、
俳
諧
の
二
字
は
、

唯
名
目
は
か
り
に
て
、
句
情
、
句
躰
は
齟
齬
せ
る
物
と
言
ふ
へ
し
。
さ
る
事
を

弁
へ
し
ら
ぬ
支
考
と（

マ
マ
）売

僧
、
十
論
、
古
今
抄
、
廿
五
ヶ
條
等
に
、
芭
蕉
始
て
人

偏
の
俳
諧
を
始
め
申
さ
れ
て
の
、
古
池
の
蛙
に
目
を
さ
ま
さ
れ
て
の
と
子
共
賺

し
の
妄
説
を
あ
や
な
し
置
た
れ
共
、
七
歳
未
満
の
小
児
の
こ
と
き
は
い
か
ひ
士

は
、
誠
と
心
得
、
素
よ
り
和
漢
の
古
事
を
夢
に
だ
も
知
ら
ぬ
俗
客
、
彼
支
考
賊
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四
三

か
高
上
の
論
文
に
驚
か
さ
れ
て
数
十
年
の
訛
と
な
れ
る
と
見
え
た
り
。
さ
ほ
と

人
偏
の
俳
諧
を
始
め
申
さ
れ
し
芭
蕉
庵
主
桃
青
、
存
生
一
代
七
部
の
撰
集
に
何

と
て
言
偏
の
誹
諧
と
言
字
を
用
ひ
ら
れ
し
や
。
正
し
く
其
世
に
出
板
し
た
る
物

な
れ
は
、
伝
写
の
誤
と
も
い
ひ
か
た
か
ら
ん
。
か
く
目
の
前
に
見
え
た
る
物
を

さ
へ
知
ら
ぬ
事
か
、」（

二
五

ウ

）
知
つ
て
も
［
頑
］
愚
の
俗
情
な
る
故
か
、
笑
ら
は

れ
も
せ
す
、
却
て
笑
止
千
万
の
世
の
中
也
。
さ
れ
は
、
昔
は
人
偏
言
偏
か
ゝ
り

〳
〵
に
書
し
か
と
、
し
ゐ
て
争
ひ
論
す
る
事
も
な
か
り
し
を
、
彼
考
賊
か
十
論

以
後
は
頑
に
人
偏
を
用
ゆ
る
故
、
又
一
方
よ
り
古
今
集
の
故
実
と
て
意
地
強
く

言
偏
を
改
め
ぬ（

マ
マ
）る

者
あ
り
。
又
、
彼
七
部
の
撰
集
を
拠
し
て
理
非
の
論
な
く
人

偏
を
か
ゝ
さ
る
人
有
り
。
い
つ
れ
か
い
つ
れ
な
ら
む
。
迷
ひ
た
と
り
て
、
言
偏

も
人
偏
も
用
ひ
す
、
毎
度
は
い
か
い
と
は
か
り
か
く
人
も
有
と
か
や
。
左
も
な

け
れ
は
、
滑
稽
空
戯
抔
と
言
事
通
例
也
。
又
、
詼
諧
と
書
く
人
有
り
。
詼ク

ハ
イは

〽

ク
ハ
イ
の
音
に
て
ハ
イ
と
は
よ
ま
す
。
奥
儀
抄
、
八
雲
御
抄
等
、
九
名
の
中
に

も
詼
諧
の
二
字
な
し
。
又
ク
ハ
イ
カ
イ
と
日
本
に
言
ふ
事
も
聞
及
は
す
。
和
書

の
中
に
も
、
見
当
ら
す
。
是
は
文
選
の
中
に
詼
諧
の
二
字
出
所
有
し
と
覚
へ
し

か
、
不
学
短
才
殊
更
漢
字
を
熟
達
せ
さ
る
僕
」（

二
六

オ

）
な
れ
は
、
細
か
し
き
事

は
知
ら
す
。
但
、
字
書
に
詼〇

は
調
戯
也
と
有
て
、
〽
イ
ツ
ハ
リ
、
〽
ト
ヽ
ノ
フ
、

〽
ア
サ
ケ
ル
、
の
和
訓
な
れ
は
、
大
抵
元
録

（
マ
マ
）以

前
の
風
体
、
又
音
偏
の
誹
の

字
と
相
当
に
近
き
か
。
尓
れ
共
、
是
等
の
文
字
は
い
ま
た
日
本
に
於
て
用
ひ
た

る
先
例
な
け
れ
は
、
一
時
の
才
覚
発
明
と
は
ほ
む
へ
き
や
、
私
事
の
僻
見
と
嘲

り
笑
ふ
へ
き
や
、
達
人
の
評
を
待
へ
き
物
也
。

そ
も
〳
〵
、
い
ま
誹
諧
の
二
字
按
す
る
に
、
古
今
集
貫
之
の
言
偏
は
書
写
の
誤

か
、
又
貫
之
の
覚
違
か
、
も
し
は
又
思
量
有
て
の
事
か
、
歌
道
の
事
は
歌
人
に

譲
り
て
論
す
る
に
及
は
す
。
い
ま
の
世
に
誹
諧
連
歌
と
言
ふ
日
に
は
、
歌
の
中

に
誹
諧
歌
と
い
ふ
名
目
有
ゆ
へ
、連
歌
に
も
又
誹
連
と
言
ふ
を
始
め
ら
れ
し
は
、

争
は
す
し
て
然
る
物
か
ら
、
則
古
今
集
の
古
実
に
ま
か
せ
て
、
字
義
も
出
所
も

詮
義
に
及
は
す
。
言
偏
を
用
む
事
、
理
の
当
然
な
る
へ
き
か
。
誤
を
誤
と
」

（
二
六

ウ

）
知
り
な
か
ら
、
改
め
か
へ
す
、
そ
の
侭
に
用
ゆ
る
を
、
日
本
の
故
実
の

習
ひ
と
言
ふ
由
聞
及
ひ
た
れ
は
、
知
ら
て
用
ゆ
る
は
文
蒙
不
学
、
知
て
用
ゆ
る

は
故
実
者
、
両
方
と
も
に
俗
に
通
す
る
を
よ
し
と
せ
ん
か
。
芭
蕉
の
始
め
申
さ

れ
て
の
こ
と
く
、
傍
恥
か
し
き
妄
説
は
顔
を
背
け
て
背
中
に
冷
汗
、
難
か
し
く

浅
ま
し
。

〔
支
考
と
い
へ
る
売
僧
〕（

二
五

ウ

・
書
込

み

）

〔
孝

（
マ
マ
）賊

〕（
二
五

ウ

・
書
込

み

）

〔
考
賊
〕（

二
六

オ

・
書
込

み

）

　
　
　
　
　

季
方
の
事

貞
徳
翁
の
御
傘
以
後
、
花
火
草
、
新
式
等
、
さ
ま
〳
〵
出
た
れ
と
も
、
い
ま
は
、

た
ゝ
を
た
ま
き
一
部
に
留
た
る
こ
と
く
、
扨
此
外
に
も
種
々
四
季
の
詞
寄

セ
、

家
〳
〵
、
人
〳
〵
の
思
量
工
夫
を
か
さ
ね
て
、
理
の
然
る
へ
き
論
多
し
と
い
へ

共
、
数
百
千
の
物
々
、
尓
と
せ
さ
る
は
い
か
に
せ
む
。
然
る
に
近
年
、
干

（
マ
マ
）梅

と

や
ら
む
言
ふ
は
い
か
い
士
、
篗
纑
輪
と
言
ふ
書
惜（

マ
マ
）を

著
述
し
て
、
苧
環
を
註
釈

し
た
る
。
天
晴
希
代
の
一
手
柄
、
世
上
の
調
法
と
す
へ
し
。
押
続
て
、
篗
纑
輪

の
相
違
を
」（

二
七

オ

）
改
め
訂
せ
し
春
耕
か
糸
切
歯
の
書
籍
、
又
々
感
称
す
へ
し
。

此
二
部
を
と
り
用
ひ
は
、大
か
た
誹
諧
士
俗
客
の
よ
き
学
文
と
な
る
へ
し
。
又
、

そ
の
糸
切
歯
を
再
評
せ
し
、
焼
大
根
は
、
正
事
を
得
ぬ
返
答
の
文
と
見
え
て
、

曽
て
学
文
の
為
に
は
な
ら
さ
れ
と
も
、
是
も
又
考
へ
見
て
、
篗
纑
輪
、
糸
切
歯

の
是
非
を
辨
へ
知
る
へ
し
。
そ
も
〳
〵
四
季
の
詞
よ
せ
、
東
武
の
綾
太（

マ
マ
）と

言
ふ

者
か
片
歌
と
言
ふ
事
を
取
立
む
と
せ
し
百
夜
問
答
等
に
、万
葉
集
を
拠
と
し
て
、

春
の
龍
田
姫
、
秋
の
蛙
等
の
證
文
を
出
せ
し
か
と
も
、
是
又
誹
諧
に
季
方
と
い

ふ
を
定
め
て
、
四
季
を
わ
く
る
事
、
其
も
と
立
を
知
ら
さ
る
故
な
れ
は
、
其
理

は
有
て
も
用
ひ
ら
れ
す
。
水
仙
花
は
冬
季
な
れ
共
、

僕
は
生
質
懶
惰
の
な
ま
皮

者
故
、
そ
れ
〳
〵
の
手
入
せ
さ
れ
は
、
終
に
冬
さ
く
事
な
く
、
毎
年
二
月
頃
、

暖
気
に
成
て
、
花
を
開
く
。
然
れ
は
、
我
家
に
て
」（

二
七

ウ

）
水
仙
花
は
春
気
に

用
む
事
、
目
前
の
道
理
と
い
ふ
へ
き
や
。
さ
る
事
に
あ
ら
す
。
四
方
の
国
々
寒
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四
四

温
の
気
に
依
て
の
遅
速
は
論
す
る
境
に
あ
ら
す
。
大
む
ね
天
下
押
な
へ
て
梅
は

春
、
紅
葉
は
秋
に
極
ま
つ
た
り
。
花
月
は
四
季
共
に
あ
る
物
な
る
を
、
無
名
の

花
月
は
春
秋
に
定
め
置
た
る
は
、
連
歌
の
法
に
し
て
理
の
上
の
論
に
あ
ら
さ
る

を
以
し
る
へ
し
。
尓
れ
は
、
季
方
の
事
は
、
支
考
か
古
今
抄
な
と
に
数
ヶ
条
発

明
し
置
た
れ
共
、
是
な
る
時
は
是
に
し
て
、
非
な
る
時
は
非
な
る
へ
し
。
あ
な

か
ち
に
可
否
を
争
ふ
へ
き
に
あ
ら
さ
る
か
、
是
に
付
て
い
ま
支
考
末
流
の
輩
か

恋
句
を
付
る
時
、前
句
も
其
恋
に
つ
れ
て
恋
句
と
な
る
と
や
ら
ん
言
ふ
者
あ
り
。

心
得
難
き
私
事
と
謂
ふ
へ
し
。
無
名
の
月
は
秋
と
定
め
し
式
法
あ
れ
は
、
も
し

前
句
夏
冬
等
の
句
な
ら
は
、
其
季
に
つ
れ
て
付
句
の
月
も
夏
冬
と
成
へ
き
事
、

恋
句
よ
り
確
な
る
理
な
れ
共
、秋
に
定
め
て
前
句
の
」（

二
八

オ

）季
に
つ
れ
さ
る
事
、

考
へ
見
る
へ
し
。
然
れ
は
、
季
方
の
事
は
、
御
傘
以
後
、
新
式
、
苧
環
等
を
以

て
、
通
用
の
式
法
と
す
る
方
、
然
る
へ
か
ら
む
か
。
猶
又
異
論
は
其
国
、
其
所
、

其
席
に
も
よ
る
へ
し
。
一
概
に
は
い
ひ
か
た
き
か
。

　
　
　
　
　
　

卯
三
月
上
旬

　
　
　
　
　

狂
歌
の
事

そ
も
〳
〵
万
葉
集
は
、
遥
古
代
の
物
に
て
、
太
古
よ
り
言
伝
へ
し
歌
と
も
を
、

奈
良
の
帝
の
勅
定
に
依
て
、
井
堤
左
大
臣
橘
諸
兄
公
、
大
伴
家
持
卿
両
人
に
て

書
集
給
ひ
し
か
、
後
世
の
如
く
、
歌
の
可
否
詞
の
尊
卑
巧
拙
等
を
わ
か
ち
て
撰

た
る
物
に
あ
ら
す
。ま
し
て
古
今
集
以
後
の
こ
と
く
姿
風
体
等
の
吟
味
も
な
く
、

唯
三
十
一
語
詠
つ
ら
ね
し
は
か
り
と
見
へ
た
り
。
さ
れ
は
こ
そ
、	

」（
二
八

ウ

）

　
　
　
　

か
う
た
ち
の
う
は
ら
か
り
を
け
く
ら
た
て
ん

　
　
　
　
　
　

く
そ
遠
く
ま
れ
く
し
つ
く
る
と
じ

是
等
の
歌
は
い
ま
世
の
下
賤
匹
夫
な
ら
て
は
、
常
〳
〵
の
詞
に
も
い
ひ
か
た
き

言
語
な
れ
は
、
ま
し
て
歌
と
言
ふ
物
に
於
て
お

（
マ
マ
）や

。
古
今
集
に
至
て
始
て
和
歌

雑
躰
を
わ
か
ち
給
へ
り
。
尤
其
以
前
、
古
事
記
日
本
記
等
の
国
史
に
は
、
さ
ま

〳
〵
の
歌
有
て
、
其
躰
の
名
目
わ
か
ち
置
給
ひ
し
か
と
も
、
奥
義
抄
抔
に
て
見

れ
は
、
唯
乱
句
躰
と
言
事
、
尓
る
へ
か
ら
む
か
。
素
盞
烏
尊
八
雲
の
神
詠
に
四

妙
と
言
ふ
秘
説
有
て
、
三
十
一
字
五
句
の
躰
を
本
拠
と
し
て
、
長
短
混
本
旋
頭

の
類
は
、
此
五
句
三
十
一
語
よ
り
別
れ
出
た
る
雑
躰
な
る
事
、
教
を
待
す
し
て

尓
り
。
扨
、
古
今
集
に
誹
諧
歌
と
い
へ
る
は
、
古
代
の
名
目
と
ち
か
ひ
、
初
て

貫
之
の
名
付
ら
れ
し
事
な
か
ら
、
公
任
、
経
信
こ
と
き
専
識
の
達
人
さ
へ
、
其

子
細
惶
り
て
評
し
給
は
さ
れ
は
、」（

二
九

オ

）
い
ま
更
彼
是
い
は
む
事
、
そ
の
恐
れ

な
き
に
あ
ら
す
と
い
へ
と
も
、
大
む
ね
唐
の
詩
文
章
に
俳
諧
と
言
ふ
躰
あ
る
に

准
し
て
、
歌
の
体
を
も
誹
諧
と
わ
か
ち
給
ひ
し
事
か
。
其
歌
の
為
躰
姿
詞
等
を

考
へ
見
る
に
、
い
ま
世
の
誹
諧
連
歌
の
こ
と
く
、
俗
語
音
語
を
用
さ
れ
は
、
大

和
歌
は
歌
に
し
て
、
其
心
詞
に
理
屈
を
こ
め
し
一
作
意
あ
れ
は
、
大
や
う
あ
ら

ぬ
物
に
も
理
屈
を
付
て
一
首
に
よ
み
か
な
へ
た
る
躰
と
見
ゆ
れ
は
、
外
〳
〵
の

深
長
な
る
意
味
を
こ
め
、
こ
ゝ
ろ
の
優
美
を
感
せ
し
む
る
歌
と
は
違
ひ
、
弁
舌

よ
き
者
の
軽
口
理
屈
詰
の
お
と
け
咄
や
う
の
物
と
見
て
置
へ
か
ら
む
か
。
始
め

作
者
は
も
ろ
こ
し
の
俳
諧
躰
に
摸
し
た
る
に
も
あ
ら
す
、
唯
あ
と
な
く
和
歌
の

心
に
て
よ
み
置
し
な
る
へ
け
れ
と
、
後
人
の
貫
之
と
い
へ
る
多
才
の
歌
人
、
そ

の
躰
を
わ
か
ち
て
誹
諧
躰
と
名
付
ら
れ
し
物
な
れ
は
、
賤
し
き
風
情
姿
詞
等
に

は
あ
ら
さ
る
へ
し
。」（

二
九

ウ

）
尓
れ
は
い
ま
世
に
い
へ
る
狂
歌
体
と
も
い
ふ
へ
か

ら
す
。
扨
、
近
年
も
て
興
す
る
狂
歌
と
言
ふ
物
、
大
か
た
此
誹
諧
歌
の
躰
よ
り

わ
か
れ
出
た
る
ら
む
と
は
思
へ
と
も
、
狂
歌
と
言
名
目
い
つ
の
世
に
何
と
言
ふ

人
の
い
ひ
出
せ
し
か
、何
と
言
ふ
書
籍
に
出
所
確
な
る
證
文
あ
る
事
か
し
ら
す
。

六
百
番
の
歌
合
や
ら
む
に
狂
歌
と
い
へ
る
事
有
し
か
と
覚
へ
ぬ
れ
と
、
是
を
始

と
も
定
め
か
た
し
。大
か
た
此
歌
合
の
以
前
よ
り
い
ひ
習
は
せ
し
名
目
な
る
か
。

さ
る
故
に
年
久
し
く
尋
ぬ
れ
共
、
知
る
人
更
に
な
し
、
つ
ら
〳
〵
思
惟
す
る
に
、

仏
語
の
狂
言
綺
語
よ
り
出
た
る
名
目
に
て
、
狂
歌
と
は
名
付
し
か
。
但

シ
誹
諧

歌
九
名
の
中
の
狂
言
躰
よ
り
い
ひ
出
せ
し
か
、
ふ
る
き
昔
よ
り
人
の
口
に
い
ひ

伝
へ
し
を
聞
に
、
音
訓
雅
俗
の
差
別
も
な
く
、
三
十
一
字
五
句
に
つ
ゝ
り
て
、

あ
る
と
有
り
ふ
る
物
事
に
付
て
詠
つ
ら
ぬ
る
を
き
け
は
、
と
ろ
く
さ
い
青
鬼
も
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四
五

牙
を
む
き
出
し
て
感
し
笑
ひ
、
い
か
な
る
偏
屈
親
仁
も
」（

三
〇

オ

）
臍
を
取
失
ふ
ほ

と
お
か
し
き
事
共
な
れ
は
、誠
や
、狂
言
歌
と
い
ひ
て
、然
る
へ
き
風
情
な
れ
は
、

狂
言
歌
と
言
ふ
名
目
尤
の
事
に
そ
思
ひ
侍
る
。
さ
る
事
も
何
百
年
か
伝
へ
き
て
、

漢
土
の
詩
経
に
は
あ
ら
て
、
時
の
政
務
の
よ
し
あ
し
、
或
は
人
を
ほ
め
、
或
ひ

は
そ
し
り
悪
口
す
る
に
も
、
誰
か
い
つ
く
に
て
作
り
し
と
も
知
れ
す
。
落
書
や

う
の
狂
言
共
、
日
本
六
十
余
州
に
み
ち
〳
〵
た
れ
共
、
此
狂
歌
と
い
ふ
に
は
式

法
も
な
く
、
伝
授
習
ひ
と
言
ふ
も
な
く
、
言
語
の
尊
卑
を
も
わ
か
た
す
、
姿
詞

の
穿
鑿
も
入
ら
す
、
唯
三
十
一
語
を
五
句
に
わ
か
あ
ち
て
上
下
首
尾
能
い
ひ
か

な
へ
、
一
首
の
理
屈
調
ひ
た
る
を
作
意
の
手
柄
と
の
み
し
て
、
是
も
日
本
風
俗

の
一
体
と
成
て
有
し
を
、
近
年
は
何
か
た
の
誰
よ
り
か
初
ま
り
け
む
。
狂
歌
に

も
宗
匠
と
言
ふ
有
て
詠
方
の
風
体
に
も
子
細
有
事
の
や
う
に
い
ひ
な
し
、
た
ま

〳
〵
よ
み
得
た
る
歌
と
も
を
彼

ノ
」（

三
〇

ウ

）
輩
に
見
す
れ
は
、
是
は
よ
し
、
彼

は
狂
歌
の
体
に
あ
ら
す
な
と
ゝ
言
ふ
も
の
有
り
。［
至
て
］心
得
か
た
き
事
共
也
。

狂
と
言
ふ
字
に
、
式
作
法
有
へ
き
也
。
大
和
歌
は
常
の
人
に
し
て
、
狂
歌
と
は

歌
の
中
に
て
狂
人
共
言
ふ
へ
き
名
目
な
る
に
、狂
人
を
捕
へ
て
是
は
狂
人
な
り
、

彼
は
狂
人
な
ら
す
と
て
、
常
人
の
こ
と
く
取
扱
ふ
へ
か
ら
む
や
。
去
な
か
ら
、

此
事
考
へ
見
る
に
、
む
か
し
の
誹
諧
連
歌
の
こ
と
く
、
お
も
し
ろ
く
お
か
し
き

作
意
、
い
ひ
か
け
、
言
ひ
も
し
り
等
の
事
は
言
ひ
古
し
、
た
ま
〳
〵
我
た
く
み

出
せ
し
と
お
も
ふ
事
も
、
古
き
書
籍
の
中
に
似
寄
た
る
事
も
あ
れ
は
、
骨
折
て

せ
ん
な
き
心
地
も
す
る
そ
か
し
。
さ
る
物
か
ら
、
誹
諧
も
連
歌
も
狂
歌
も
い
に

し
へ
の
姿
は
う
せ
て
な
く
成
り
、
今
世
の
狂
歌
と
言
ふ
物
は
、
是
も
畢
竟
音
語

俗
語
の
大
和
歌
と
い
ひ
て
尓
る
へ
し
。
さ
ら
は
、
狂
歌
の
狂
の
字
、
誹
諧
連
歌

ふ
た
つ
と
も
に
名
の
み
残
り
て
本
体
は
失
た
る
物
也
。
伊
勢
の
守
武
」（

三
一

オ

）

や
ら
む
、
世
の
教
誡
の
為
に
詠
置
し
百
首
の
歌
も
、
雅
俗
の
差
別
な
く
、
下
賤

民
間
の
詞
を
其
侭
に
用
ひ
た
る
物
に
し
て
、
さ
し
て
お
か
し
く
狂
し
た
る
躰
も

見
え
す
。
さ
れ
共
、
本
歌
と
言
ふ
へ
き
な
ら
す
。
又
誹
諧
歌
と
言
ふ
に
て
も
な

く
、
名
付
か
た
な
き
ま
ゝ
に
、
狂
歌
と
の
み
言
伝
へ
た
り
。
尓
れ
は
、
今
世
の

狂
歌
よ
み
と
い
ふ
人
の
よ
み
し
を
見
る
に
、
十
に
三
つ
四
つ
は
狂
し
た
る
お
か

し
み
も
な
く
、
俗
語
の
侭
の
大
和
歌
な
れ
は
、
ひ
な
ふ
り
と
も
名
付
へ
き
な
ら

ね
は
、
今
よ
り
は
俗
語
歌
と
か
流
言
歌
と
か
呼
ひ
た
し
。
し
か
し
な
か
ら
、
狂

歌
体
と
て
、
い
つ
れ
に
か
、
近
年
式
法
の
有
る
よ
み
か
た
の
習
ひ
も
あ
る
事
に

成
し
に
や
、
井
中
の
蛙
い
ま
た
大
海
の
様
子
を
見
も
聞
も
お
よ
は
す
。
も
し
あ

ら
は
狂
歌
と
は
言
ふ
へ
か
ら
す
。
但

シ
、
数
年
の
巧
者
、
天
性
の
達
人
有
て
、

同
し
狂
歌
も
よ
み
か
た
の
巧
拙
は
有
へ
け
れ
共
、是
は
狂
歌
の
躰
に
あ
ら
ね
は
、

狂
歌
と
は
い
ひ
難
し
と
言
ふ
人
に
」（

三
一

ウ

）
強
て
尋
た
き
は
、
狂
歌
に
あ
ら
す

は
何
歌
と
言
ふ
物
そ
。
聞
か
ま
ほ
し
。
由
縁
斎
貞
柳
か
こ
と
き
天
性
生
得
一
世

の
上
手
と
こ
そ
言
ふ
へ
け
れ
。
狂
歌
に
習
ひ
と
言
ふ
事
、
い
ま
た
知
ら
す
。
も

し
あ
ら
は
、
行
て
学
ふ
へ
し
。
あ
な
か
し
こ
。

　
　
　
　
　
　

天
明
四
年
甲
申
五
月
下
旬
清
書
之

　
　
　
　
　

河
向
ひ
の
削
か
け

あ
る
日
、
一
童
子
来
て
問
て
い
は
く
、
何
国
の
誰
に
て
か
あ
り
け
ん
。
東
武
浅

草
観
音
堂
の
宝
前
と
や
ら
ん
に
、
か
け
奉
り
し
狂
歌
の
よ
し
。	

」（
三
二

オ

）

　
　
　
　

磨
た
ら
磨
た
ゝ
け
に
光
る
な
り

　
　
　
　
　

性
根
玉
て
も
何
の
珠
て
も

古
は
宝
珠
を
絵
か
き
其
傍
に
此
歌
を
書
た
る
由
。
尓
る
は
い
か
な
る
子
細
に
依

て
か
、
輪
王
寺
法
親
王
聞
及
は
せ
給
ひ
御
褒
美
有
け
れ
は
、
其
時
又
詠
る
よ
し
、

　
　
　
　

有
か
た
や
我
は
琥
珀
の
そ
れ
な
か
ら

　
　
　
　
　

玉
の
御
影
に
あ
か
る
塵
の
身

か
く
つ
ら
ね
奉
り
し
と
か
。
何
さ
ま
狂
歌
に
は
勝
れ
た
り
。
堪
能
の
人
と
見
え

た
り
。

さ
れ
は
、
此
磨
た
ら
の
狂
歌
、
当
国
熱
田
の
神
前
に
も
右
の
通
り
絵
馬
を
か
き
、

其
傍
に
此
歌
を
書
て
置
た
る
所
に
、
数
年
の
間
、
誰
彼
参
詣
多
き
中
に
、
歌
道

熟
達
の
好
士
有
て
、
此
歌
を
打
眺
め
、
惜
む
へ
し
、
天
尓
波
を
た
や
か
な
ら
す
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四
六

と
眉
を
ひ
そ
め
」（

三
二

ウ

）
た
る
よ
し
聞
及
へ
り
。
我
等
つ
ら
〳
〵
考
へ
見
る
に
、

い
つ
れ
手
尓
波
違
ひ
し
と
も
見
へ
す
。
其
趣
意
よ
く
聞
へ
て
あ
る
に
、
彼
参
詣

の
人
の
詞
甚
訝
し
。
い
か
な
る
事
そ
、
足
下
我
を
さ
と
せ
。
答
て
、
一
通
り
う

か
と
聞
か
は
、
さ
は
か
り
違
ふ
所
な
く
思
へ
共
、
聊
論
も
有
へ
き
歟
。
委
し
く

説
て
聞
か
す
へ
し
。

　

そ
も
〳
〵
和
歌
の
道
は
、
本
朝
自
然
の
物
に
し
て
、
漢
土
異
国
の
教
を
待
す
。

天
性
の
国
風
な
る
事
、
言
に
及
は
す
。
尓
れ
共
、
近
年
元
文
以
後
の
人
物
は
何

事
に
よ
ら
す
、
薄
情
に
成
て
、
諺
に
言
ふ
い
き
過
の
輩
多
き
故
、
か
く
細
か
し

き
手
尓
波
等
の
事
を
吟
味
す
る
人
な
き
と
見
え
た
り
。
心
に
思
ふ
事
を
纔

三
十
一
語
に
い
ひ
課
る
事
な
れ
は
、
一
字
一
語
の
天
尓
波
も
置
様
に
て
大
に
相

違
す
る
事
あ
り
。
品
に
よ
つ
て
は
其
作
者
の
心
と
齟
齬
す
る
事
も
侍
り
。
ま
し

て
、
清
濁
の
仮
字
遣
ひ
に
依
て
表
裏
す
る
歌
道
に
」（

三
三

オ

）
よ
ら
す
。
俗
談
と

て
も
然
り
。
先
ッ
右
の
狂
歌
の
趣
意
を
按
す
る
に
、
玉
と
言
ふ
物
は
、
磨
け
は

磨
く
ほ
と
其
光
り
明
か
に
な
る
物
な
れ
は
、
真
、
其
こ
と
く
人
倫
の
徳
光
も
藝

術
も
、
磨
き
〳
〵
て
鍛
錬
思
惟
す
れ
は
、
其
功
弥
増
に
な
る
と
言
ふ
譬
へ
成
へ

し
。
左
あ
ら
は
、

　
　
　
　

磨
て
は
磨
た
ゝ
け
に
光
る
な
り

　
　
　
　
　

精
根
魂
て
も
何
の
珠
て
も

か
く
有
へ
き
か
。
是
当
然
の
意
也
。
上
五
文
字
を
本
行
の
歌
の
こ
と
く
、
磨
た

ら
と
を
か
は
、

　
　
　
　

磨
た
ら
磨
た
ゝ
け
に
光
る
へ
し

　
　
　
　
　

性
根
霊
て
も
何
の
玉
て
も

是
は
未
然
を
察
す
る
意
味
也
。
是
に
て
天
尓
波
落
着
す
へ
か
ら
む
か
。
本
行
の

心
は
、
元
来
の
玉
な
か
ら
、
猶
其
工
を
、
磨
た
ら
は
磨
た
ゝ
け
の
功
顕
は
れ
て
、

光
り
増
し
た
る
と
言
ふ
事
成
る
へ
け
れ
と
」（

三
三

ウ

）、
と
て
も
の
事
に
此
心
を
慥

に
句
作
ら
は
、

　
　
　
　

磨
ほ
と
磨
た
ゝ
け
に
光
る
な
り

　
　
　
　
　

精
念
魂
て
も
何
の
珠
て
も

か
く
句
作
る
へ
き
か
。
是
亦
当
然
の
意
、
但
、
本
行
の
歌
も
手
尓
波
は
強
て
難

す
る
所
な
き
様
に
見
へ
な
か
ら
、
其
歌
主
の
趣
意
い
ひ
課
せ
さ
る
所
あ
る
は
、

則
手
尓
波
の
つ
か
ひ
か
た
尓
と
定
ま
ら
さ
る
故
な
り
。

　
　
　
　

磨
た
ら
磨
た
ゝ
け
に
光
る
な
り

と
は
、
正
し
く
眼
前
に
見
た
る
句
情
に
て
、
当
然
の
意
味
也
。

　
　
　
　

性
根
玉
て
も
何
の
珠
て
も

と
は
、
未
然
を
推
量
す
る
句
作
故
、
上
下
連
続
貫
通
せ
す
。

　
　
　
　

磨
た
ら
磨
た
ゝ
け
に
光
る
へ
し

　
　
　
　
　

性
念
霊
て
も
な
に
の
玉
て
も	

」（
三
四

オ

）

か
く
言
は
ゝ
、
上
下
句
と
も
に
未
然
を
言
て
、
珠
の
徳
を
あ
ら
か
し
め
論
し
た

る
句
情
な
り
。

　
　
　
　

磨
た
ら
磨
た
ゝ
け
に
光
る
な
り

　
　
　
　
　

精
根
霊
て
も
何
の
た
ま
て
も

と
は
磨
て
後
の
句
情
な
れ
は
、
既
然
の
意
味
と
知
る
へ
し
。

又
問
ふ
。
尓
ら
は
、
強
て
作
者
の
誤
に
は
あ
ら
さ
る
歟
。

答
て
、
其
境
ひ
は
、
作
者
の
心
に
有
て
、
外
よ
り
評
し
か
た
し
。
字
面
の
侭
に

て
一
通
り
聞
ふ
れ
は
、流
石
に
誤
共
言
ふ
へ
か
ら
さ
る
か
。
又
問
ふ
。
然
ら
は
、

何
方
か
天
尓
波
違
ひ
し
や
。
答
て
、
日
本
の
語
は
、
古
代
の
国
史
、
万
葉
集
等

に
て
言
分

ケ
、
鏡
明
□
る
事
也
。
又
、
言
語
の
事
は
自
語
後
語
の
差
別
有
。
さ

ら
は
、
此
歌
を
古
代
の
書
様
に
て
い
ひ
聞
す
へ
し
。	

」（
三
四

ウ

）

　
　

磨ミ
カ
イ
タ
ラ

而
有
者
磨ミ

カ
イ
タ

而
有
麁タ

細ケ

仁ニ

光ヒ
カ
ル

有ナ
リ

　
　
　

精
シ
ヤ
ウ

根ネ

霊タ
マ

而デ

母モ

何ナ
ニ

之ノ

玉タ
マ

而デ

茂モ

　
　

磨
而タ

ラ有
者
磨
而
有
大タ

ケ

ニ
小
尓
可ベ

シ
レ
光

ヒ
カ
ル

　
　
　

雖デ
モ

二
性
念
一
雖デ

モ
二
何
之
玉
一

　
　

磨
而テ

ハ者
磨
而
有
浅タ

ケ

ニ
深
仁
光
也

　
　
　

雖デ
モ

二
精
念
魂
一
何
乃
珠
而デ

モ母



翻刻・手錢記念館所蔵俳諧伝書（二）

四
七

　
　

磨
大ホ

ド小
磨
而
有
厚タ

ケ

ニ
薄
仁
光
有ナ

リ

　
　
　

精
根
霊
天デ

モ裳
何ナ

ニ等
能
玉
而
茂

タ
レ
ハ	

タ
ラ
ハ	

　
テ　

		

ア
レ
ハ

か
く
の
こ
と
し
。
理
会
し
た
か
。
小
子
又
問
、
而	

有テ	

者ア
ラ
ハの
書
様
、
心
得
か
た	

し
。
い
か
ゝ
。
答
て
、
通
俗
に
〽
タ
ラ
と
は
か
り
、
略
し
て
言
ふ
に
二
ッ
有
。

さ
れ
共
、
文
字
の
書
様
は
、
一
ッ
に
し
て
読
み
や
う
言
様
に
二
段
有
り
。
汝
等
」

（
三
五

オ

）
こ
と
き
童
も
常
〳
〵
口
に
は
い
ひ
わ
け
、
耳
に
も
亦
能
く
聞
わ
く
る
に

あ
ら
す
や
。
左
の
こ
と
く
然
り
と
知
る
へ
し
。

	

タ
レ
ハ　

テ
ア
レ
ハ	

テ〇

ア〇

の
切
也
。
タ〇

に
し
て
又
テ
ア
の
拗
音
を
一
口
に
縮
め
て
い	

而
有
者	

へ
は
、
タ〇

の
直
音
と
な
る
事
、
天
性
自
然
也
。
尓
れ
は
、	

	

テ
ア
ラ
ハ

タ
ラ
ハ	

磨ミ
カ
イ
テ
ア
レ
バ

而
有
者
を
直
音
に
縮
れ
は
、
則
、
磨ミ

カ
イ
タ
レ
バ

而
有
者
と
な
る
。
亦
、

此
〽
タ
レ
バ
の
レ〇

バ〇

の
二
語
を
縮
れ
は
、
テ〇

の
一
音
と
な
る
。

	

ミ
カ
イ
タ
ラ　

ミ
カ
イ
タ
リ
ヤ	

常
〳
〵
俗
語
に
磨
た
り
や
と
言
ふ
は
、
則
レ〇

バ〇

の
二
語
を
一
口	

	

ミ
カ
イ
タ
レ
ハ　

ミ
カ
イ
テ
ア
レ
ハ	

に
縮
め
て
拗
音
に
い
へ
は
、
〽
リ
ヤ
の
音
と
な
る
。
〽
取
レ
バ
を	

磨
而
有
者	

〽
ト
リ
ヤ
、
〽
ヤ
レ
ハ
を
〽
ヤ
リ
ヤ
、
の
こ
と
し
。
扨
、
此
〽	

	

ミ
カ
イ
テ
ア
ラ
ハ

ミ
カ
イ
タ
ラ
ハ	

レ
バ
〽
リ
ヤ
な
ど
を
直
音
に
す
れ
は
、
ラ〇

と
な
る
。
さ
る
に
依	

	

ミ
カ
イ
タ
リ
ヤ

ミ
カ
イ
タ
ラ	

て
〽
磨
タ
リ
ヤ
の
語
、
則
〽
磨
タ
ラ
に
な
る
。
是
は
磨
て
後
の

語
也
。
又
書
様
は
一
ッ
な
れ
共
、
左
の
仮
字
の
相
違
を
見
る
へ
し
。
扨
又
、
常

〳
〵
俗
語
に
同
語
に
し
て
」（

三
五

ウ

）自
然
と
未
然
と
当
然
と
既
然
と
の
わ
か
る
事
、

是
又
日
本
の
天
性
也
。
譬
は
、
汝
ら
こ
と
き
小
子
に
対
し
、
コ
リ
ヤ
〳
〵
童
共
、

此
手
水
鉢
は
殊
の
外
に
よ
ご
れ
た
、
磨
た
ら
よ
か
ら
ふ
と
言
ふ
は
、
磨ミ

カ
イ
タ
ラ
ハ

而
有
者

将フ
レ
善ヨ

カ
ラと

言
ふ
語
也
。
其
時
汝
等
意
得
て
磨
立
て
、
い
か
に
も
磨
た
ら
奇
麗
に

成
候
と
言
ふ
此
磨
た
ら
と
は
、
磨ミ

カ
イ
タ
レ
ハ

而
有
者
奇
麗
に
成
候
と
の
返
答
に
て
、
自
他	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

		

ミ
カ
イ
タ
ラ

の
差
別
を
口
に
は
言
ひ
分

ケ
、耳
に
は
聞
わ
く
れ
と
も
、目
に
見
る
所
は
同
字
な	

る
ゆ
へ
、
和
語
の
仮
字
付
な
け
れ
は
、
わ
か
り
難
し
。
是
、
其
も
と
日
本
自
然

の
物
に
し
て
、文
字
は
異
国
よ
り
入
来
て
、此
土
に
て
飜
訳
せ
る
故
也
。さ
れ
は
、

　
　
　

		

タ
テ

　
　

磨ミ
カ
イ
テ而

有ア
ラ
ハ者

可
レ
光　

未
然
を
推
量
る
言
語

　
　

磨ミ
カ
イ
テ而

有ア
レ
ハ者

光
ル

也　

当
然
既
然
目
に
見
る
所

　
　
　

		

タ
ラ

尓
れ
は
、
右
本
行
の
歌
〽
磨
タ
ラ
と
は
、
〽
磨
テ
ア
レ
ハ
、
磨
タ
リ
ヤ
」（

三
六

オ

）

〽
磨
タ
ラ
の
心
成
へ
し
。
〽
磨
テ
ア
ラ
バ
、
磨
タ
ラ
バ
の
心
に
解
せ
は
下
の
五

文
字
落
着
す
へ
か
ら
す
。
此
両
様
の
聞
違
ひ
す
れ
は
、
手
尓
波
を
た
や
か
に
治

ら
す
。
然
れ
は
参
詣
の
中
に
は
批
判
す
る
人
も
有
へ
し
。
麁
忽
に
は
解
し
難
し
。

　
　

	（	

磨
た
れ
は
光
る
な
り　
　

	（	

当
然　
　

此
差
別
を
知
る
へ
し
。

　
　

	

磨
た
ら
は
光
る
へ
し　
　

	

未
然

　
　

	（	

磨
た
ら
は
光
る
な
り　
　

	（	

是
に
て
は
落
着
せ
す
。

　
　

	

磨
た
れ
は
光
る
へ
し　
　

	

能
々
理
会
す
へ
し
。

童
子
頭
を
打
ふ
つ
て
、
い
よ
〳
〵
難
し
て
い
は
く
、
本
行
の
歌
の
〽
磨
た
ら
、

の
詞
、
〽
磨
た
れ
は
、
に
し
て
も
、
〽
磨
た
ら
は
、
に
し
て
も
、
何
と
や
ら
ん

語
路
の
調
子
し
か
と
せ
す
。
今
少
し
細
か
に
聞
た
し
。
答
て
い
は
く
、
い
か
に

も
左
思
ふ
は
、
理
り
至
極
。
下
の
句
の
〽
性
根
玉
て
も
何
の
玉
て
も
、
と
い
へ

る
、
〽
で
も
、
の
て
文
字
故
也
。
前
に
書
て
見
せ
た
る
」（

三
六

ウ

）
〽
で
も
、
の

語
は
、
雖
も
の
字
に
あ
た
ゆ
へ
、
調
子
定
ま
ら
す
。
扨
、
又
此
〽
で
、
文
字
の

べ
て
い
へ
は
、
〽
に
て
、
に
通
ふ
、
〽
扇
で
あ
ふ
く
、
〽
扇
に〇

て
あ
ふ
く
、	

〽
是
で〇

よ
し
、
〽
是
に〇

て
よ
し
、
此
類
ひ
也
。
尓
れ
は
、
性
根
玉
に
て
も
、
何

の
玉
に
て
も
と
言
ふ
事
に
あ
た
る
故
、
調
子
あ
し
く
聞
ふ
る
也
。
此
歌
、
〽
生

根
玉
も
何
の
玉
も
、
と
い
は
ゝ
、
上
の
句
〽
光
る
也
、
の
語
と
相
当
す
へ
し
。

〽
で
も
、
は
未
然
の
詞
、
〽
光
る
な
り
、
は
当
然
故
也
。
尓
れ
共
、
言
語
の
数

揃
は
さ
る
ゆ
へ
、
〽
玉
で
も
、
と
て〇

の
字
を
加
へ
し
な
ら
ん
。
紛
ら
は
し
く
し

て
聞
わ
け
か
た
き
手
尓
波
な
り
。

　
　

磨
た
らタ

レ
ハ
ノ
心磨

た
ゝ
け
に
光
る
也

　
　
　

精
根
の
玉
も
何
ら
の
珠
も

右
は
是
当
然
の
意
味
に
て
、
調
も
能
く
聞
ふ
。

　
　

磨
た
らタ

レ
ハ
ノ
心磨

た
ゝ
け
に
光
る
へ
し

　
　
　

性
根
玉
に
てデ

も
何
の
玉
に
てデ

も

右
は
未
然
推
量
の
意
味
な
り
。	

」（
三
七

オ

）
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磨
た
らタ

レ
ハ
ノ
心磨

た
ゝ
け
に
光
る
也

　
　
　

穢
れ
し
玉
も
悪
性
根
玉
も

右
の
こ
と
く
句
作
り
た
ら
は
、
論
も
な
か
る
へ
し
。

此
上
の
句
〽
光
る
へ
し
、
に
て
は
、
〽
で
も
、
の
語
か
け
合
ふ
所
能
々
思
惟
す

へ
し
。
去
な
か
ら
、
か
く
細
か
し
き
事
を
知
ら
ぬ
人
も
、
日
本
自
然
の
歌
道
な

れ
は
、
打
聞
た
る
所
、
何
と
な
く
調
子
あ
し
き
ゆ
へ
、
天
尓
波
違
ひ
し
と
言
ふ

な
ら
ん
。
手
尓
波
は
大
事
の
物
な
る
事
、
是
に
て
知
る
へ
し
。
句
意
句
情
落
着

せ
さ
る
は
、
此
故
と
知
る
へ
し
。
童
子
諾
し
て
帰
ら
ん
と
す
る
時
に
暫
し
と
呼

と
ゝ
め
て
謂
て
い
は
く
、
彼
歌
に
付
て
我
も
一
首
飜
譯
し
て
聞
す
へ
し
と
て
、

　
　

磨
て
も
磨
た
ゝ
け
に
光
ら
ぬ
は

　
　
　

お
は
も
じ
な
か
ら
を
れ
か
き
ん
玉

右
は
去

ル
丑
年
六
月
草
稿
し
置
た
る
を
、
今
年
亦
閑
暇
有
」（

三
七

ウ

）
し
ま
ゝ
、

改
め
清
書
せ
し
も
の
な
り
。

　
　
　
　

天
明
四
年
辰
六
月
九
日

	

」（
三
八

オ

）

（
白
紙
）

	

」（
三
八

ウ

）

　
　
　
　
　

誹
諧
評
論

む
か
し
天
竺
に
仏
法
を
立
て
、
人
を
導
き
教
へ
給
ふ
に
、
開
権
顕
実
と
か
や

い
ふ
事
あ
り
て
、
経
文
の
お
も
て
に
は
作
り
こ
し
ら
へ
た
る
偽
り
か
さ
り
多

く
あ
れ
共
、
是
は
道
を
広
む
る
の
方
便
な
る
よ
し
、
即
法
華
経
に
方
便
品
と

て
、
種
々
の
い
つ
は
り
を
書
れ
た
る
は
、
彼
の
国
の
人
は
も
と
強
悪
に
て
、

は
し
め
よ
り
倍
実
の
教
に
て
は
治
り
か
た
き
事
を
知
り
給
ひ
て
、
四
十
九
年

未
顕
倍
実
と
か
や
、
御
礼
は
国
の
気
風
に
よ
り
て
は
い
ろ
〳
〵
の
治
め
か
た

き
あ
る
へ
き
な
れ
と
、
仏
法
の
方
便
は
、
唯
其
国
の
立
派
な
れ
は
、
よ
し
あ

し
を
論
す
る
に
は
及
は
ぬ
事
也
。
然
に
、
日
本
は
神
世
よ
り
人
の
正
直
丁
寧

な
る
国
」（

三
九

オ

）
な
れ
は
、
開
権
方
便
の
沙
汰
に
も
及
は
す
。
何
事
も
正
道

を
も
て
導
さ
と
し
給
へ
る
神
道
の
教
な
る
よ
し
。
さ
れ
と
も
、
神
の
道
の
事

は
我
よ
く
し
ら
ぬ
事
な
れ
と
、
む
か
し
よ
り
の
教
か
た
を
見
る
に
、
少
し
も

い
つ
は
り
か
さ
り
た
る
事
は
な
し
。
し
か
れ
は
、
其
末
に
出
た
る
連
歌
誹
諧

と
て
も
、
人
を
導
き
教
る
の
筋
は
よ
ろ
つ
日
本
の
道
に
し
た
か
ひ
て
、
正
道

正
直
の
外
は
あ
る
へ
か
ら
す
。

〇	

む
か
し
誹
諧
の
達
人
に
伊
賀
の
芭
蕉
と
い
ふ
人
あ
り
。
此
人
、
歌
道
を
本
と

し
て
、
世
に
正
風
の
誹
諧
を
教
へ
た
る
、
こ
の
道
の
大
徳
也
。
さ
れ
は
門
弟

三
千
も
あ
り
し
様
に
い
ふ
人
あ
れ
共
、さ
ほ
と
の
事
に
も
あ
る
ま
し
け
れ
と
、

是
は
師
の
徳
を
か
ゝ
け
ん
と
て
、
孔
門
三
千
の
沙
汰
に
習
ひ
、
あ
る
ひ
は
門

弟
を
の
れ
〳
〵
か
身
持
上
を
す
る
と
て
、
誰
〳
〵
は
蕉
門
の
」（

三
九

ウ

）
十
哲

な
と
ゝ
、
是
亦
孔
門
の
沙
汰
に
習
ひ
て
、
芭
蕉
の
本
意
に
も
あ
ら
ぬ
事
を
さ

ま
〳
〵
と
い
ひ
ふ
ら
せ
り
。
も
と
芭
蕉
の
誹
風
は
、
和
歌
の
実
義
を
本
と
す

る
ゆ
へ
、京
大
坂
の
虚
花
の
人
に
は
あ
は
す
し
て
用
ゆ
る
人
も
な
か
り
し
故
、

京
の
門
人
唯
三
四
人
、
大
坂
と
て
も
二
三
人
、
其
余
は
み
な
〳
〵
い
な
か
人

也
。
三
千
は
し
ら
ね
共
、
五
百
も
七
百
も
あ
り
つ
ら
む
な
れ
と
、
多
く
の
中

に
て
芭
蕉
の
本
意
に
か
な
ひ
た
る
人
は
、
旧
友
素
堂
に
、
門
弟
に
て
は
、
去

来
、
丈
草
両
人
な
り
。
其
角
、
嵐
雪
、
高
弟
な
れ
共
、
篤
実
な
ら
す
。
芭
蕉

僊
化
の
後
に
至
て
は
、
其
角
流
、
嵐
雪
流
、
許
六
流
、
支
考
流
な
と
ゝ
、
面
々

流
義
の
名
を
立
て
、
師
の
誹
風
を
崩
し
た
る
中
に
、
大
罪
な
る
も
の
は
、
美

濃
の
支
考
姦
賊
な
り
。
此
者
は
蕉
門
の
末
弟
に
て
、
さ
の
み
稽
古
も
な
く
、」

（
四
〇

オ

）
修
行
も
な
く
、
勿
論
芭
蕉
の
教
化
に
も
預
か
ら
す
。
唯
弟
子
と
い
ふ

名
は
か
り
に
て
、
芭
蕉
は
元
禄
七
年
の
僊
化
に
て
、
其
後
三
十
年
も
過
た
れ

は
、
其
角
、
嵐
雪
、
去
来
、
丈
草
、
其
外
の
門
人
、
歴
々
の
者
共
は
残
ら
す

死
果
た
る
時
に
、
支
考
は
芭
蕉
に
三
四
十
年
計
り
も
生
延
て
今
は
は
せ
を
の

直
弟
子
も
残
ら
す
失
果
た
る
跡
な
れ
は
、
諸
人
も
支
考
を
直
指
な
り
と
も
て

は
や
し
、
其
身
も
今
は
お
そ
ろ
し
き
も
の
も
な
き
ゆ
へ
に
、
日
本
国
を
か
け

め
く
り
、
諸
国
の
人
を
皷
動
さ
せ
し
也
。
支
考
、
年
齢
何
ほ
と
に
て
死
た
る
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は
し
ら
ね
共
、
後
に
は
東
花
坊
を
蓮
二
坊
と
あ
ら
た
め
、
亦
其
弟
子
の
白
狂

と
化
て
、
ひ
と
り
享
保
の
末
頃
迄
生
延
た
れ
は
、
芭
蕉
の
誹
諧
を
我
物
に
し

て
、
種
々
さ
ま
〳
〵
の
謀
計
を
工
み
、
無
慾
の
ふ
り
て
金
銀
を
む
さ
ほ
り
、」

（
四
〇

ウ

）
芭
蕉
の
誹
諧
を
破
り
た
る
は
、
此
者
一
人
の
仕
業
也
。
し
か
れ
共
、

東
国
西
国
遠
国
の
人
々
は
、
支
考
か
内
證
の
謀
計
は
し
ら
す
。
古
今
抄
、
十

論
な
と
の
文
章
を
見
て
、
其
才
弁
に
お
と
ろ
か
さ
れ
て
、
芭
蕉
に
か
は
ら
ぬ

上
手
な
り
と
心
得
、
三
千
の
門
人
の
中
に
も
、
是
に
た
て
つ
く
も
の
は
な
し

と
思
ひ
、
ひ
た
倍
し
に
倍
、
仰
を
尽
す
は
、
す
へ
て
弁
舌
に
の
せ
ら
れ
た
る

お
ろ
か
な
る
人
々
也
。
我
、
尾
州
に
生
れ
て
、
此
道
を
好

ミ
た
れ
は
、
あ
る

人
の
弟
子
と
な
り
て
、
多
年
獅
子
門
の
俳
諧
を
習
ひ
た
れ
共
、
支
考
か
謀
計

に
倦
果
て
、
今
は
此
道
を
や
め
た
れ
と
も
、
あ
た
ら
芭
蕉
の
誹
風
を
崩
し
た

る
つ
ら
に
く
さ
に
、
我
年
来
聞
ふ
れ
た
る
支
考
か
謀
計
を
書
あ
ら
は
し
て
、

遠
国
の
人
々
に
し
め
す
も
の
也
。

〇
世
に
俳
諧
新
式
、
二
十
五
條
と
い
ふ
物
、
芭
蕉
の
作
と
て
」（

四
一

オ

）
伝
本
あ

れ
共
、
是
全
芭
蕉
の
直
作
の
書
に
は
あ
ら
す
。
支
考
、
後
に
俳
諧
の
書
を
作

り
て
板
行
に
出
さ
ん
と
て
、
先

ツ
此
二
十
五
條
を
作
り
、
芭
蕉
よ
り
相
伝
の

秘
書
な
り
と
ひ
け
ら
か
し
て
、
門
弟
へ
伝
へ
た
る
よ
し
。
師
匠
ひ
そ
か
に
あ

る
時
の
物
か
た
り
な
り
し
。

〔
此
二
十
五
條
ト
云
書
ハ
全
ク
翁
直
作
ニ
テ
ナ
シ
。
支
考
作
ナ
リ
。
百
蘿
若
年

ノ
時
ニ
義
仲
寺
ニ
テ
雲
裡
坊
ノ
門
人
ト
ナ
リ
テ
居
タ
ル
ニ
、
此
二
十
五
条
ヲ
、

雲
裡
坊
、
是
ヲ
写
シ
置
ヨ
ト
テ
出
サ
レ
タ
リ
。
其
時
ニ
雲
裡
云
ヘ
ル
ハ
、
是
ハ

翁
ノ
作
ニ
テ
ハ
ナ
シ
。
支
考
作
ナ
レ
ト
モ
、
翁
ノ
作
ト
心
得
テ
見
ル
ヘ
シ
ト
テ

出
サ
レ
タ
リ
。
又
、
京
都
望
月
宗
屋
ト
云
人
モ
、
是
ハ
支
考
作
ナ
リ
ト
云
テ
伝

ラ
レ
シ
也
。〕（

四
一

ウ

～
四
二

オ

・
書
込

み

）

〇
芭
蕉
門
弟
三
千
人
と
い
ひ
立
、
其
中
に
て
、
器
量
な
る
を
撰

ミ
、
是
を
芭
蕉

か
十
哲
と
い
は
れ
た
る
様
に
い
ひ
ふ
ら
せ
と
も
、是
亦
支
考
か
仕
業
の
よ
し
。

師
匠
あ
る
時
の
物
語
也
。
此
謀
計
は
十
哲
の
中
へ
み
つ
か
ら
支
考
を
書
加
へ

て
、
僭
上
の
た
め
に
し
た
る
も
の
也
。

〇
続
猿
簑（

マ
マ
）と

言
ふ
俳
書
あ
り
。
何
人
の
撰
と
も
し
れ
す
。
い
つ
頃
出
来
た
る
物

と
も
し
れ
す
。
芭
蕉
僊
化
の
後
、
伊
賀
上
野
芭
蕉
の
兄
、
土
芳
と
い
ふ
人
の

も
と
に
あ
り
し
を
、」（

四
一

ウ

）書
林
井
筒
屋
か
所
望
し
て
板
行
に
出
せ
し
よ
し
。

即
井
筒
屋
か
奥
書
あ
り
て
、
さ
な
か
ら
芭
蕉
直
作
の
様
に
思
は
せ
、
中
に
所

〳
〵
墨
消
の
句
な
と
あ
り
て
、
い
ま
た
草
稿
の
書
な
れ
共
、
一
字
一
行
を
た

か
へ
す
其
ま
ゝ
に
板
行
し
た
り
と
、
い
と
も
井
筒
屋
か
丁
実
な
る
や
う
に
見

せ
か
け
た
り
。
支
考
と
い
ふ
も
の
、
人
を
は
か
る
事
の
大
上
手
な
れ
は
、
井

筒
や
と
蜜
談
し
て
人
の
い
か
に
も
と
感
心
す
る
様
に
仕
立
た
り
。
書
林
は
も

と
よ
り
書
を
売
弘
め
て
利
を
得
る
事
を
好
む
も
の
也
。
支
考
は
後
の
光
に
せ

ん
と
て
た
く
み
な
せ
る
事
な
る
よ
し
。
是
亦
師
匠
の
物
語
也
。
後
の
光
り
に

な
る
所
は
何
れ
そ
と
い
ふ
に
、
此
う
ち
に
芭
蕉
時
分
の
歌
仙
五
巻
あ
り
。
後

の
二
巻
の
連
中
に
は
支
考
を
出
せ
り
。
こ
れ
支
考
か
名
を
出
し
置
て
後
の
光

り
に
せ
ん
と
也
。
又
」（

四
二

オ

）
此
時
の
発
句
に
「
猿
蓑
に
も
れ
た
る
霜
の
松

露
哉
と
い
ふ
句
あ
り
。
お
か
し
き
事
也
。
是
、
続
猿
蓑
と
い
ふ
名
を
人
に
た

し
か
に
思
は
せ
ん
と
の
謀
計
也
。
此
五
巻
す
へ
て
支
考
独
吟
な
る
よ
し
。
是

又
師
匠
物
語
也
。
又
五
巻
目
の
歌
仙
に
、今
宵
ノ
賦
と
い
ふ
支
考
か
序
あ
り
。

是
又
後
輝
に
し
た
る
も
の
也
。
又
、
芭
蕉
名
月
の
二
句
に
、
支
考
か
評
を
書

た
る
あ
り
。
是
ま
た
後
輝
の
た
め
の
こ
し
ら
へ
物
也
。
支
考
は
芭
蕉
の
句
に

さ
へ
評
を
し
た
る
人
な
れ
は
、
限
あ
る
人
な
り
と
後
世
の
人
に
も
思
は
す
る

為
の
姦
計
也
。
芭
蕉
生
前
に
素
堂
、
其
角
、
去
来
な
と
を
さ
し
置
れ
て
、
末

弟
の
支
考
に
評
を
書
せ
ら
れ
ふ
様
は
な
き
事
也
。此
外
に
も
謀
計
数
々
あ
り
。

此
続
猿
と
い
ふ
物
は
、
一
体
支
考
か
作
物
な
れ
は
、
こ
と
〳
〵
く
評
す
る
に

及
は
す
。	

」（
四
二

ウ

）

〔
続
猿
簑（

マ
マ
）、

翁
直
撰
ノ
書
ニ
テ
ハ
ナ
シ
ト
ア
レ
ト
モ
、
是
ハ
松
浦
心
得
違
也
。

其
故
ハ
、
去
来
ノ
遺
稿
ト
云
書
ニ
、
名
目
見
ヘ
タ
リ
。
支
考
カ
偽
作
ナ
レ
ハ
、

去
来
ノ
書
中
ニ
此
名
目
ア
ル
ヘ
キ
ヨ
フ
ナ
シ
。
腫
物
ノ
柳
ノ
句
ハ
、
浪
化
続
猿
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五
〇

両
集
ニ
モ
出
サ
レ
シ
故
、
今
小
文
庫
ニ
出
ス
ト
ア
リ
。
然
ハ
、
翁
生
前
ノ
集
ナ

ル
事
、
異
義
ナ
シ
。
但
、
翁
生
前
ニ
板
行
ニ
出
タ
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
迁
化
ノ
後
、

書
林
井
筒
屋
板
ニ
シ
タ
ル
書
ナ
レ
ハ
、
其
時
井
筒
ト
支
考
ト
蜜
談
シ
タ
ル
コ
ト

有
シ
カ
モ
知
ラ
ス
。〕（

四
二

オ

～
四
二

ウ

・
書
込

み

）

〇	

芭
蕉
在
世
の
撰
集
に
支
考
と
言
名
な
き
は
、
此
も
の
遅
く
入
門
せ
し
故
也
。

芭
蕉
に
し
た
し
く
附
そ
ひ
た
る
人
に
て
は
な
し
。
入
門
ほ
と
な
く
芭
蕉
は
死

去
也
。
道
の
事
は
、
跡
に
て
去
来
、
丈
草
両
人
よ
り
聞
た
る
人
な
り
。
何
事

も
芭
蕉
よ
り
直
に
く
は
し
く
相
伝
を
得
た
る
人
に
は
あ
ら
す
。
其
證
拠
は
芭

蕉
死
去
よ
り
廿
四
年
過
て
、
享
保
三
年
に
本
朝
文
鑑
と
い
ふ
書
を
作
り
て
板

行
せ
り
。
是
に
芭
蕉
の
吉
野
紀
行
あ
り
。
此
紀
行
の
中
に
、
摂
章
公
の
詠
め

に
う
ば
は
れ
と
い
ふ
事
あ
り
。
支
考
註
に
、
此
摂
章
と
い
ふ
は
誰
の
事
か
し

ら
す
と
あ
り
。
支
考
、
何
事
も
芭
蕉
よ
り
直
に
聞
た
人
な
ら
は
、
此
の
摂
章

の
二
字
も
誰
と
い
ふ
事
明
白
に
あ
る
へ
き
に
、
芭
蕉
の
文
章
に
あ
る
事
を
、

其
弟
子
か
し
ら
ぬ
と
い
ふ
は
、
何
と
も
云
訳
の
た
ゝ
ぬ
事
也
。	

」（
四
三

オ

）

〇	

芭
蕉
死
後
三
十
五
年
過
て
享
保
十
四
年
に
支
考
古
今
抄
を
作
り
て
板
行
せ

り
。
是
に
芭
蕉
直
作
の
序
文
あ
り
。
し
か
の
み
な
ら
す
、
本
文
大
段
は
す
へ

て
芭
蕉
直
作
の
文
言
也
。
是
皆
支
考
偽
作
し
た
る
物
也
。
決
し
て
信
用
な
ら

ぬ
物
也
。我
此
い
つ
は
り
に
倦
果
て
獅
子
門
を
見
限
て
俳
諧
を
や
め
た
る
也
。

〇	

東
花
坊
と
い
ふ
は
支
考
事
也
。
然
る
に
東
花
坊
弟
子
に
蓮
二
坊
と
い
ふ
者
あ

り
。
是
何
者
そ
と
問
ふ
に
、
や
は
り
支
考
事
也
。
又
其
蓮
二
坊
弟
子
に
白
狂

と
い
ふ
者
あ
り
。
何
者
そ
と
問
ふ
に
、是
又
や
は
り
支
考
事
也
。
し
か
れ
は
、

唯
一
人
の
支
考
か
東
花
と
い
ふ
時
は
師
匠
に
成
、
蓮
二
坊
と
い
ふ
時
は
弟
子

に
成
、
又
白
狂
と
い
ふ
時
は
、
孫
弟
子
に
成
て
、
吾
流
義
を
我
と
は
や
し
立

た
る
謀
計
也
。
役
者
の
」（

四
三

ウ

）
冨
十
郎
か
七ナ

ヽ
バ
ケ化

の
狂
言
に
似
た
る
に
や
。

〇	

芭
蕉
死
後
二
十
五
年
過
て
、
享
保
四
年
に
俳
諧
十
論
、
為
辨
抄
な
と
い
ふ
書

を
作
り
て
出
版
せ
り
。
是
等
の
書
一
体
芭
蕉
の
旨
に
あ
ら
す
。
悉
支
考
か
自

見
の
筋
な
れ
は
、
評
す
る
に
は
及
は
ぬ
事
な
れ
共
、
芭
蕉
大
坂
に
て
大
病
の

節
、
近
方
の
門
人
は
大
か
た
集
り
し
に
、
去
来
代
筆
の
よ
し
に
て
、
遺
書
十

通
あ
り
し
。
此
十
通
の
書
置
、
支
考
請
取
て
、
支
考
か
手
前
に
三
十
年
秘
し

置
た
れ
と
も
、
今
世
に
あ
ら
は
す
と
て
板
行
に
出
せ
り
。
其
十
通
の
内
に
、

草
庵
の
出
山
仏
と
古
今
伝
と
百
人
一
首
秘
聞
抄
は
支
考
へ
可
被
遣
候
と
あ

り
。
是
、
後
の
光
僭
上
に
せ
ん
と
て
書
入
た
る
文
也
。
此
度
支
考
前
働
お
と

ろ
き
入
候
と
あ
る
。
是
、
芭
蕉
直
筆
に
て
、
前
後
働
と
い
ふ
後
の
」（

四
四

オ

）

字
を
書
お
と
さ
れ
し
物
と
見
え
て
、
命
終
期
も
近
き
に
落
字
こ
そ
却
て
殊
勝

な
れ
と
書
た
る
。
是
又
上
手
に
作
り
こ
し
ら
へ
た
る
は
、
近
松
門
左
衛
門
同

作
な
り
。
其
上
、此
十
通
の
書
置
は
十
人
の
人
々
へ
そ
れ
〳
〵
の
名
当
有
て
、

其
人
々
へ
届
物
な
る
に
、
支
考
不
残
横
取
し
て
、
三
十
年
の
間
手
前
に
秘
し

置
た
り
と
書
た
る
は
、
扨
も
〳
〵
あ
た
ら
ぬ
事
に
て
、
弥
そ
れ
に
相
違
な
け

れ
は
、
人
々
へ
の
届
ヶ
物
を
横
取
し
た
る
盗
人
の
類
な
ら
ん
。
是
は
何
と
い

ふ
ら
ち
も
な
き
事
そ
や
。
是
に
て
芭
蕉
の
書
置
は
こ
し
ら
へ
も
の
な
る
事
明

白
也
。

〇	

支
考
作
に
論
語
先
後
抄
と
い
ふ
物
あ
り
。
儒
者
を
立
る
も
の
な
ら
は
さ
も
あ

る
へ
し
。
誹
諧
師
に
て
論
語
の
註
釈
は
い
ら
ぬ
事
也
。
是
等
も
す
へ
て
僭
上

の
為
に
し
た
る
」（

四
四

ウ

）
も
の
な
り
。

〇	

芭
蕉
生
前
の
句
集
は
す
へ
て
誹
の
字
也
。
是
代
々
の
勅
撰
に
し
た
か
ひ
歌
道

を
本
に
立
ら
れ
た
る
篤
実
の
筋
に
し
て
、
か
り
に
も
人
偏
の
俳
の
字
を
書
れ

た
る
事
な
し
。
そ
れ
ゆ
へ
、
其
角
、
嵐
雪
、
去
来
、
丈
草
、
許
六
、
野
坡
等

に
至
る
迄
、す
へ
て
誹
の
字
を
用
て
芭
蕉
の
本
意
に
た
か
は
れ
す
。
然
る
に
、

支
考
ひ
と
り
言
偏
を
や
め
て
、
獅
子
門
一
派
の
類
は
す
へ
て
人
偏
に
あ
ら
た

め
た
り
。
し
か
の
み
な
ら
す
、
是
も
我
か
あ
ら
た
め
た
る
咎
に
せ
す
、

二
十
五
條
、
古
今
抄
に
芭
蕉
の
文
を
作
り
こ
し
ら
へ
、
今
人
偏
に
改
た
る
は
、

芭
蕉
の
業
の
様
に
書
な
し
て
、
其
世
は
勿
論
、
末
代
の
人
ま
て
を
偽
は
ら
ん

と
す
る
は
、
す
へ
て
支
考
か
謀
計
也
。
芭
蕉
か
兼
々
人
偏
に
書
た
し
と
思
は

る
ゝ
心
な
ら
は
、
先
我
在
世
の
集
に
是
を
書
あ
ら
た
め
、
其
角
、」（

四
五

オ

）
嵐
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五
一

雪
な
と
も
、
是
に
同
心
し
、
去
来
も
許
六
も
、
皆
〳
〵
人
偏
に
同
心
し
て
、

翁
の
本
意
に
し
た
か
ふ
へ
き
事
な
れ
共
、
芭
蕉
は

し
て
人
偏
を
書
ぬ
心
ゆ

へ
、
高
弟
も
其
本
意
を
兼
々
聞
れ
た
る
事
故
、
一
人
も
人
偏
を
は
用
ひ
ら
れ

す
。
芭
蕉
も
終
ら
れ
、
古
門
人
も
残
ら
す
死
果
、
今
は
天
下
に
は
は
か
る
へ

き
人
も
な
き
時
節
を
伺
ひ
、
人
偏
に
書
あ
ら
た
め
て
獅
子
門
と
言
ふ
一
派
を

立
て
芭
蕉
の
誹
風
を
崩
し
た
る
も
の
は
、
全
此
考
賊
な
れ
と
も
、
我
発
見
の

新
流
義
と
言
て
は
、
諸
人
信
任
せ
ぬ
事
な
れ
は
、
や
は
り
芭
蕉
を
本
尊
に
立

て
、
何
事
も
芭
蕉
よ
り
相
伝
せ
し
様
に
天
下
の
人
を
偽
り
た
る
謀
計
也
。
我

等
此
道
は
や
め
た
れ
と
も
、
此
道
に
お
ゐ
て
信
す
へ
き
は
、
芭
蕉
一
人
也
。

此
外
の
者
は
一
人
も
信
す
へ
き
は
あ
ら
す
。
殊
に
支
考
、
露
川
な
と
」（

四
五

ウ

）

の
類
な
る
も
の
は
、
此
道
の
売
僧
也
。
誹
賊
也
。
た
と
へ
は
、
文
筆
の
達
者

に
て
弁
舌
に
人
を
お
と
ろ
か
す
と
も
、
心
法
は
姦
賊
な
り
。
唐
土
に
て
も
、

楊
子
、
墨
子
の
と
も
か
ら
、
一
た
ひ
は
名
を
鳴
か
し
、
天
下
を
皷
動
さ
せ
て

一
派
を
立
た
れ
共
、
孔
子
の
実
学
か
ら
見
る
時
は
、
異
端
道
賊
の
輩
な
れ
は
、

今
日
本
の
儒
者
と
て
も
楊
子
、
墨
子
を
尊
信
す
る
者
は
な
し
。
支
考
、
露
川

な
と
は
、即
蕉
門
の
楊
墨
也
。
才
子
な
れ
共
、信
す
る
に
は
た
ら
す
と
や
。
昔
、

文
和
延
文
の
頃
、
二
条
家
の
末
流
大
納
言
為
兼
と
い
ふ
人
、
殊
の
外
の
才
子

に
て
、
天
下
大
か
た
此
人
の
門
弟
と
成
、
殊
に
定
家
卿
の
曽
孫
な
れ
は
、
人

も
一
か
た
な
ら
す
信
仰
し
て
、
大
に
名
を
鳴
ら
さ
れ
た
れ
共
、
万
事
定
家
の

掟
に
違
ひ
、
変
風
異
端
の
一
見
識
を
立
て
、
正
風
を
崩
さ
れ
た
る
ゆ
へ
、
終

に
関
白
良
基
公
、
是
を
奏
し
て
」（

四
六

オ

）
為
兼
を
は
遠
嶋
に
う
つ
さ
れ
、
頓

阿
法
師
を
宗
匠
と
し
て
再
正
風
に
戻
さ
れ
し
と
か
や
。
為
兼
も
諸
人
に
勝
れ

し
抜
群
の
才
子
な
れ
共
、
今
世
に
為
兼
を
用
せ
る
人
は
一
人
も
な
し
。
人
、

何
ほ
と
才
弁
な
れ
は
と
て
、
不
実
謀
計
な
る
は
、
君
子
と
は
い
ふ
へ
か
ら
す
。

歌
道
に
為
兼
、
誹
道
に
支
考
、
共
に
是
風
雅
の
道
賊
也
。

〇	

家
職
を
捨
て
、
誹
諧
師
と
成
、
一
代
切
に
て
身
を
果
す
は
、
先
祖
に
対
し
て

の
不
孝
者
也
。
そ
れ
も
二
男
、
三
男
に
生
れ
た
ら
は
三
界
無
庵
の
風
雲
に
遊

ひ
、
一
所
不
住
の
身
と
な
る
と
も
心
次
第
の
事
な
れ
共
、
誹
諧
の
為
に
家
を

汚
し
て
子
孫
を
絶
す
る
は
、
道
に
あ
ら
す
。
芭
蕉
は
伊
賀
の
産
に
し
て
、
藤

堂
家
の
臣
な
れ
共
、
家
を
継
へ
き
人
に
あ
ら
す
。
兄
に
土
芳
と
い
ふ
人
あ
り

て
、
芭
蕉
は
二
男
部
屋
住
の
人
な
れ
は
、
何
に
成
共
」（

四
六

ウ

）
心
次
第
な
り
。

殊
に
病
身
な
る
人
な
れ
は
、
仕
官
懸
命
の
地
も
望
な
く
し
て
一
所
不
住
の
風

客
と
は
な
れ
り
。
ゆ
へ
に
妾
も
な
け
れ
は
子
孫
も
な
し
。
一
代
切
に
果
さ
れ

て
も
先
祖
へ
対
せ
る
不
孝
に
も
あ
ら
す
。
然
る
に
此
人
の
門
人
に
尾
張
に
露

川
と
い
ふ
者
あ
り
。
此
者
は
、
一
子
に
て
家
を
継
へ
き
身
な
り
し
に
、
若
年

よ
り
家
職
を
嫌
ひ
、
明
暮
誹
諧
に
遊
ひ
て
財
を
つ
い
や
し
、
終
に
は
貧
窮
と

な
り
、
風
雅
の
さ
び
を
う
れ
し
か
り
、
芭
蕉
の
菅
蓑
檜
笠
を
う
ら
や
み
、
後

に
は
生
国
尾
張
に
も
住
か
ね
て
、
家
を
失
ひ
、
先
祖
を
捨
、
親
族
の
し
た
し

み
も
は
な
れ
、
朋
友
の
交
り
も
絶
て
、
い
つ
し
か
誹
諧
師
と
さ
ま
を
か
へ
、

風
雲
行
脚
の
身
と
な
り
て
、
行
衛
も
し
ら
す
失
果
た
り
。
誹
諧
に
入
過
て
雲

助
同
様
の
身
と
な
り
し
者
、
此
外
蕉
門
に
も
あ
ま
た
あ
り
。
二
男
三
男
に
も

あ
ら
す
」（

四
七

オ

）
し
て
、
か
ゝ
る
境
界
に
成
く
た
る
は
、
あ
ま
り
ほ
め
た
る

事
に
て
は
な
し
。

〇	

去
来
嵯
峨
に
世
を
の
か
れ
て
一
生
此
道
を
た
の
し
め
り
。
子
孫
な
く
し
て
一

代
切
な
れ
共
、
此
人
も
芭
蕉
と
ひ
と
し
く
、
長
崎
向
氏
の
二
男
な
れ
は
、
家

を
継
へ
き
人
な
ら
ね
は
、
さ
も
あ
る
へ
し
。
丈
草
、
支
考
は
、
も
と
よ
り
沙

門
な
れ
は
さ
も
あ
ら
ん
。
唯
、
侍
農
工
商
の
家
長
に
生
れ
、
家
を
立
へ
き
身

分
と
し
て
、
誹
諧
に
入
過
て
は
、
家
職
を
失
ふ
は
よ
か
ら
ぬ
事
也
。
我
も
本

松
浦
の
家
に
二
男
な
れ
は
、
あ
な
か
ち
家
業
を
立
る
に
も
及
は
す
。
芭
蕉
の

風
雲
を
う
ら
や
み
て
、
何
と
そ
誹
諧
師
に
な
ら
ん
と
思
ひ
、
獅
子
門
の
人
の

弟
子
と
な
り
て
、
よ
り
〳
〵
此
道
を
修
行
せ
し
に
、
兄
文
節
不
幸
に
し
て
業

を
継
へ
き
人
な
け
れ
は
、
誹
諧
師
の
望
を
」（

四
七

ウ

）
や
め
て
先
祖
の
医
業
を

相
続
せ
り
。
好
た
る
道
な
れ
は
、
行
余
力
あ
る
時
は
、
是
を
忘
れ
す
、
三
十

余
年
稽
古
し
て
、
人
に
も
し
ら
る
ゝ
ほ
と
に
は
成
た
れ
共
、
十
論
、
古
今
を
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五
二

熟
達
す
る
に
し
た
か
ひ
、
支
考
か
虚
説
に
倦
果
て
、
美
濃
流
を
は
見
限
り
た

れ
は
、
今
よ
り
芭
蕉
一
流
に
帰
し
て
、
美
濃
尾
張
の
誹
諧
を
再
正
風
に
立
直

さ
ん
事
を
お
も
へ
と
も
、
旧
染
の
垢ケ

ガ
レし

み
込
て
、
た
や
す
く
洗
浴
す
る
こ
と

あ
た
は
す
。
殊
に
家
業
の
い
と
ま
も
な
く
、
齢
い
と
闌
に
し
て
、
気
力
な
け

れ
は
、
む
な
し
く
光
陰
を
過
す
の
み
。
さ
る
を
今
幸
な
る
か
な
、
出
雲
国
に

和
学
先
生
あ
る
事
を
伝
へ
聞
て
、
多
年
著
述
せ
し
愚
書
数
巻
を
送
り
、
是
に

校
合
を
加
へ
給
ふ
て
神
庫
に
寄
納
あ
ら
ん
事
を
希
ひ
、
か
つ
は
誹
諧
の
事
に

お
ゐ
て
は
年
来
の
蓄
憤
を
書
記
し
て
」（

四
八

オ

）
貴
国
に
再
芭
蕉
風
を
も
発
し

給
ひ
て
ん
事
を
す
ゝ
め
奉
る
と
い
ふ
事
し
か
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
州

　
　
　
　

天
明
四
年
甲
申
十
月　
　
　

松
浦
文
泰

　
　
　
　
　
　
　

雲
州

　
　
　
　
　
　
　
　

広
瀬
先
生
足
下

　

此
一
巻
は
尾
州
名
古
屋
の
人
松
浦
文
泰
と
い
へ
る
医
師
の
作
也
。
い
か
に
し

て
予
か
愚
名
を
伝
へ
聞
れ
け
ん
。校
考
せ
よ
と
て
手
書
し
て
送
り
こ
さ
れ
侍
る
。

こ
ゝ
ろ
さ
し
ふ
か
き
お
の
こ
と
見
え
た
り
。書
中
あ
や
ま
れ
る
事
も
あ
れ
と
も
、

ま
ゝ
又
確
論
も
多
け
れ
は
、
捨
へ
き
に
は
あ
ら
ね
と
、
当
時
獅
子
門
信
仰
の
人

に
は
さ
し
さ
は
る
事
も
あ
ま
た
あ
れ
は
、
他
見
を
は
ゝ
か
り
、
唯
家
書
と
し
て

窓
外
に
は
出
す
へ
か
ら
す
。	

」（
四
八

ウ

）

　
（
白
紙
）

	

」（
四
九

オ

）

　
（
白
紙
）

	

」（
四
九

ウ

・
終
）

〈
付
記
〉

　

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
手
錢
家
の
皆
様
に
は
特
段
の
お
世
話
に
預
か
り
ま

し
た
。
ま
た
、
手
錢
記
念
館
の
佐
々
木
杏
里
様
に
は
、
細
部
に
わ
た
り
懇
切
な

ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
稿
は
、
拙
稿
「
季
硯
句
集
『
松
葉
日
記
』
―
手
錢
記
念
館
所
蔵
俳
諧
資
料

（
一
）
―
」（『
山
陰
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
、
島
根
大
学
法
文

学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
）、
同
「
翻
刻
・
手
錢
記
念
館
所
蔵
俳
諧
伝
書
（
一
）

―
手
錢
記
念
館
所
蔵
俳
諧
資
料
（
二
）」（『
湘
北
紀
要
』
三
五
号
、
二
〇
一
四

年
三
月
、
湘
北
短
期
大
学
）、
同
「
百
蘿
追
善
集
『
あ
き
の
せ
み
』
―
手
錢
記

念
館
所
蔵
俳
諧
資
料
（
三
）
―
」（『
山
陰
研
究
』
第
七
号
、二
〇
一
四
年
一
二
月
、

島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
）
に
続
く
、
島
根
大
学
法
文
学
部
山

陰
研
究
セ
ン
タ
ー
山
陰
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
山
陰
地
域
文
学
関
係
資
料
の
公

開
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
二
〇
一
三
～
二
〇
一
五
年
度
、
代
表
・
野
本

瑠
美
）、
国
文
学
研
究
資
料
館
基
幹
研
究
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸

享
受
」（
代
表
・
大
高
洋
司
）、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「「
人

を
結
び
つ
け
る
文
化
」と
し
て
の
俳
諧
研
究
」（
研
究
課
題
番
号26370259

）（
代

表
・
伊
藤
善
隆
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



翻刻・手錢記念館所蔵俳諧伝書（二）

五
三

〈
参
考
図
版
〉

１
．『
俳
諧
す
が
た
見
』
表
紙

２
．『
俳
諧
す
が
た
見
』
巻
頭
（
一オ

）

３
．『
俳
諧
す
が
た
見
』
署
名
（
八ウ
・
九オ

）
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五
四

４
．『
俳
諧
す
が
た
見
』
巻
末
（
二
七

ウ

・
二
八

オ

）

５
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
表
紙



翻刻・手錢記念館所蔵俳諧伝書（二）

五
五

６
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
表
紙
見
返
し
・
扉
オ

７
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
扉
ウ
・
序
オ
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五
六

８
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
序
ウ
・
目
録
オ

９
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
目
録
ウ
・
本
文
巻
頭



翻刻・手錢記念館所蔵俳諧伝書（二）

五
七

10
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
貼
紙
箇
所
（
二
三

ウ

・
二
四

オ

）

11
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
本
文
（
三
五

ウ

・
三
六

オ

）
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五
八

12
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
書
込
み
箇
所
（
四
一

ウ

・
四
一

オ

）

13
．『
増
補
誹
諧
狂
菊
抄
』
巻
末
・
奥
書


