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序

　
蕪
村
ぶ
そ
ん
や 
芭  
蕉 
ば
し
ょ
う

の
俳
句
に
関
し
て
は
、 

近  

頃 

ち
か
ご
ろ

さ
か
ん
に
多
く
の
研
究
文

献
が
輩
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
、
著
者
の
如
く
専
門
の
俳

人
で
も
な
く
、
専
門
の
研
究
家
で
も
な
い
一
詩
人
が
、
こ
の
種
の
著
書
を
あ

ら
わ
す
と
い
う
こ
と
は
、
無
用
の 

好 

事 

的 

こ
う
ず
て
き

余
技
の
如
く
思
わ
れ
る
が
、
決

し
て
そ
の
然しか
ら
ざ
る
必
然
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
従
来

世
に
現
わ
れ
て
い
る
蕪
村
論
や
芭
蕉
論
は
、
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
俳
人
の
書
い

た
も
の
で
あ
り
、
修
辞
や
考
証
の
解
説
上
で
、
専
門
的
に
入
念
を
極
め
た
絶

好
の
書
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
俳
句
そ
の
も
の
の
本
質
し
て
い
る
リ
リ
ッ
ク
の
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真
精
神
を
意
外
に
忘
却
し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
特
に
蕪
村
の
俳

句
に
い
た
っ
て
は
、
子
規
以
来
単
な
る
写
生
主
義
と
い
う
こ
と
で
定
評
づ
け

ら
れ
、
一
ひ
と
つも
そ
の
真
の
詩
的
精
神
　
　
俳
句
の
エ
ス
プ
リ
す
る
哲
学
原
理
　

　
を
批
判
さ
れ
て
な
い
。
俳
壇
の
い
わ
ゆ
る
俳
人
た
ち
は
、
彼
ら
の  

宗  

匠

そ
う
し
ょ

  

的  

う
て
き
主
観
に
偏
し
て
、
常
に
俳
句
を
形
態
上
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
の
み
皮
相
な

手
法
的
技
巧
観
で
鑑
賞
す
る
た
め
、
句
が
詩
情
し
て
い
る
本
質
の
ポ
エ
ジ
イ

と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
主
観
の
貫
ぬ
く
哲
学
と
を
、
や
や
も
す
れ
ば
閑
却
無

視
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
俳
句
が 

抒 

情 

詩 

じ
ょ
じ
ょ
う
し
で
あ

る
こ
と
の
本
義
を
忘
れ
て
、
単
に
こ
れ
を
形
態
上
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
の
み
、

皮
相
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
専
門
の
俳
人
で
は
な
い
。
し
か
し
元
来
「
詩
」
と
い
う
も
の
は
、
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和
歌
も
俳
句
も
新
体
詩
も
、
す
べ
て
皆
ポ
エ
ジ
イ
の
本
質
に
お
い
て
同
じ
で

あ
る
か
ら
、
一
方
の
詩
人
は
必
ず
一
方
の
詩
を
理
解
し
得
べ
き
は
ず
で
あ
り
、

原
則
的
に
は
「
専
門
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
専
門
と
い
う
べ

き
も
の
は
、
単
に
修
辞
の
特
殊
的
な
練
習
に
の
み
存
し
お
り
、
鑑
賞
上
に
は

存
在
の
区
別
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
今
日
の
日
本
で
は
、
僕
ら
の
い

わ
ゆ
る
詩
人
（
新
詩
人
）
が
、
他
の
伝
統
詩
の
歌
人
や
俳
人
に
比
し
て
、
比

較
的
に
自
由
な
新
し
い
鑑
賞
眼
を
所
有
し
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
僕
ら
の

詩
人
は
、
よ
り
因
襲
の
な
い
自
由
な
立
場
で
、
古
典
の
詩
を
新
し
く
本
質
的

に
鑑
賞
し
得
る
便
宜
を
持
っ
て
い
る
。

　
著
者
は
昔
か
ら
蕪
村
を
好
み
、
蕪
村
の
句
を  

愛    

誦  

あ
い
し
ょ
う

し
て
い
た
。
し
か

る
に
従
来
流る
布ふ
し
て
い
る
蕪
村
論
は
、
全
く
著
者
と
見
る
所
を
異
に
し
て
、
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一
も
自
分
を 

首  

肯 

し
ゅ
こ
う

さ
せ
る
に
足
る
も
の
が
な
い
。
よ
っ
て
自
み
ず
から
筆
を
取
り
、

あ
え
て
大
胆
に
こ
の
書
を
あ
ら
わ
し
、
著
者
の
見
た
る
「
新
し
き
蕪
村
」
を

紹
介
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
僕
は
無
学
に
し
て
文
献
に
暗
く
、

考
証
等
に
笑
う
べ
き 

蒙  

失 

も
う
し
つ

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
著
者
の
意
は

そ
の
辺
の
些さ
事じ
に
な
く
し
て
、
蕪
村
俳
句
の
本
質
を
伝
え
れ
ば
足
り
る
の
で

あ
る
。
読
者
乞こ
う
。
こ
れ
を
諒
り
ょ
うし
て
こ
れ
を
取
読
せ
よ
。

　
附
録
の
「
芭
蕉
私
見
」
は
、
全
く
文
字
通
り
の
一
私
見
に
す
ぎ
な
い
。
蕪

村
と
ち
が
っ
て
、
芭
蕉
の
研
究
は
一
般
に
進
歩
し
て
お
り
、
そ
の
本
質
の
哲

学
や
詩
精
神
や
も
、
既
に
ほ
ぼ
遺
憾
い
か
ん
な
く
所
論
し
尽つく
さ
れ
て
る
観
が
あ
る
。

著
者
と
し
て
も
、
さ
ら
に
蛇
足
だ
そ
く
を
加
え
る
余
地
が
な
い
の
で
、
単
に
蕪
村
と
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の
比
較
を
主
と
し
、
か
つ
そ
の
句
に
自
己
の
主
観
的
評
釈
を
附
し
た
。
こ
こ

で
特
に
「
主
観
的
」
と
言
っ
た
の
は
、
新
詩
人
と
し
て
の
僕
の
見
方
が
、
一

般
俳
壇
人
の
そ
れ
に
比
し
て
、
多
少
新
し
く
変
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

　
な
お
「
蕪
村
論
」
は
、
先
年
著
者
の
個
人
雑
誌
『
生
理
』
に
連
載
し
て
、

一
部
読
者
の
好
評
を
博
し
た
も
の
で
あ
り
、
附
録
「
芭
蕉
私
見
」
は
、
他
の

雑
誌
に
掲
載
し
た
も
の
に
、
多
少
別
に
筆
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
昭
和
十
一
年
一
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著
者
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郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村

よ
さ
ぶ
そ
ん
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蕪
村
の
俳
句
に
つ
い
て

　
　
君
あ
し
た
に
去
り
ぬ

　
　
ゆ
う
べ
の
心
千ち
ぢ々

に
何
ぞ
遥はる
か
な
る
。

　
　
君
を
思
う
て
岡
の
辺べ
に
行
き
つ
遊
ぶ
。

　
　
岡
の
辺べ
な
ん
ぞ
か
く
悲
し
き
。

　
こ
の
詩
の
作
者
の
名
を
か
く
し
て
、
明
治
年
代
の
若
い
新
体
詩
人
の
作
だ

と
言
っ
て
も
、
人
は
決
し
て
怪
し
ま
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
が
百
数
十

年
も
昔
、
江
戸
時
代
の
俳
人
与
謝
蕪
村
に
よ
っ
て
試
作
さ
れ
た
新
詩
体
の
一

節
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
僕
ら
に
と
っ
て
異
常
な
興
味
を
感
じ
さ
せ
る
。
実
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際
こ
う
し
た
詩
の
情
操
に
は
、
何
ら
か
或
る
鮮
新
な
、 

浪 

漫 

的 

ろ
う
ま
ん
て
き
な
、
多
少

西
欧
の
詩
と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
、
特
殊
な
水
々
し
い
精
神
を
感
じ
さ
せ

る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
情
操
は
、
江
戸
時
代
の
文
化
に
全
く
な
か
っ
た
も
の

な
の
で
あ
る
。

　
僕
は
生
来
、
俳
句
と
言
う
も
の
に
深
い
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
。
興
味
を

持
た
な
い
と
い
う
よ
り
は
、
趣
味
的
に
俳
句
を
毛
嫌
い
し
た
の
で
あ
る
。
何な

故ぜ
か
と
い
う
に
、
俳
句
の
一
般
的
特
色
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、
あ
の
枯
淡
と

か
、
寂さ
び
と
か
、
風
流
と
か
い
う
心
境
が
、
僕
に
は
甚
だ
遠
い
も
の
で
あ
り
、

趣
味
的
に
も
気
質
的
に
も
、
容
易
に
馴な
染じ
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
反
対

に
僕
は
、
昔
か
ら
和
歌
が
好
き
で
、
万
葉
や 
新 

古 

今 
し
ん
こ
き
ん

を
愛
読
し
て
い
た
。

和
歌
の
表
現
す
る
世
界
は
、
主
と
し
て
恋
愛
や
思
慕
の
情
緒
で
、
本
質
的
に
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西
洋
の
抒
情
詩
と
も
共
通
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　
こ
う
し
た
俳
句
嫌
い
の
僕
で
あ
っ
た
が
、
唯
一
つ
の
例
外
と
し
て
、
不
思

議
に
も
蕪
村
だ
け
が
好
き
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
と
言
う
に
、
蕪
村
の
俳
句
だ

け
が
僕
に
と
っ
て
よ
く
解
り
、
詩
趣
を
感
得
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
だ
。

今
日
最
近
に
い
た
っ
て
、
僕
は
漸
よ
う
やく
芭
蕉
や
一
茶
い
っ
さ
の
句
を
理
解
し
、
そ
の
特

殊
な
妙
味
や
詩
境
に
会
得
え
と
く
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
従
来
の
僕
に

と
っ
て
、
芭
蕉
ら
の
句
は
全
く
没
交
渉
の
存
在
で
あ
り
、
如い
何か
に
し
て
も
そ

の
詩
趣
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
僕
に
と
っ
て
、
蕪

村
は
唯
一
の
理
解
し
得
る
俳
人
で
あ
り
、
蕪
村
の
句
だ
け
が
、
唯
一
の
理
解

し
得
る
俳
句
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
こ
の
不
思
議
な
る
事
実
。
僕
が
あ
ら
ゆ
る
俳
句
を
理
解
し
得
ず
、
俳
句
を
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本
質
的
に
毛
嫌
い
し
な
が
ら
、
一
人
例
外
と
し
て
蕪
村
を
好
み
、
彼
の
俳
句

だ
け
を
愛
読
し
た
と
い
う
事
実
は
、
思
う
に
お
そ
ら
く
、
蕪
村
の
情
操
に
お

け
る
特
異
な
も
の
が
、
僕
の
趣
味
性
や
気
質
に
お
け
る
特
殊
な
情
操
と
密
に

符
合
し
、
理
解
の
感
流
す
る
も
の
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

「
蕪
村
の
情
操
に
お
け
る
特
異
性
」
と
は
、
第
一
に
先ま
ず
、
彼
の
詩
境
が
他

の
一
般
俳
句
に
比
し
て
、
遥
か
に
浪
漫
的
の
青
春
性
に
富
ん
で
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
句
に
は
、
ど
こ
か
奈
良
朝
時
代
の
万
葉
歌

境
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
春
の
句
で

　
　
　
遅
き
日
の
つ
も
り
て
遠
き
昔
か
な

　
　
　
春
雨
や
小
磯
こ
い
そ
の
小
貝
ぬ
る
る
ほ
ど

　
　
　
行
く
春
や  

逡    

巡  

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
と
し
て  

遅    

桜  

お
そ
ざ
く
ら
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歩
行
歩
行

あ
り
き
あ
り
き
も
の
思
ふ
春
の
行
衛
ゆ
く
え
か
な

　
　
　
菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

　
　
　
春
風
や
堤
つ
つ
み長
う
し
て
家
遠
し

　
　
　
行
く
春
や
お
も
た
き
琵び
琶わ
の
抱だき
ご
こ
ろ

　
等
の
句
境
は
、
万
葉
集
の
歌
「
う
ら
う
ら
と
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
ひ
ば
り
あ
が
り

心
悲
し
も
独
し
思
へ
ば
」
や
「
妹いも
が
た
め
貝
を
拾
ふ
と
津
の
国
の
由ゆ
良ら
の
岬
み
さ
き

に
こ
の
日
暮
し
つ
」
な
ど
と
同
工
異
曲
の
詩
趣
で
あ
っ
て
、
春 

怨 

思 

慕 

し
ゅ
ん
え
ん
し
ぼ

の

若
々
し
い
セ
ン
チ
メ
ン
ト
が
、
句
の
情
操
す
る 

根  

柢 

こ
ん
て
い

を
流
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
ま
た
左
の
如
き
恋
愛
句
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
蕪
村
の
青
春
的
セ
ン
チ

メ
ン
ト
が
、
一
層
は
っ
き
り
と
特
異
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
春
雨
や
同
車
の
君
が
さ
ざ
め
言ごと
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白  

梅 

し
ら
う
め

や
誰た
が
昔
よ
り
垣
の
外そと

　
　
　
妹いも
が
垣
根
三
味
線
草

さ
み
せ
ん
ぐ
さ
の
花
咲さき
ぬ

　
　
　
恋
さ
ま
ざ
ま
願
ね
が
いの
糸
も
白
き
よ
り

　
　
　
二
人
し
て
む
す
べ
ば
濁
る
清
水
か
な

　
蕪
村
の
句
の
特
異
性
は
、
色
彩
の
調
子
ト
ー
ン
が
明
る
く
、
絵
具
が 

生  

々 

な
ま
な
ま

し
て

お
り
、
光
が
強
烈
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
、
彼
の
句
を
枯

淡
な
墨
絵
か
ら
遠
く
し
、
色
彩
の
明
る
く
印
象
的
な
西
洋
画
に
近
く
し
て
い

る
。

　
　
　 

陽  

炎 

か
げ
ろ
う

や
名
も
知
ら
ぬ
虫
の
白
き
飛
ぶ

　
　
　  

更    

衣  

こ
ろ
も
が
え

野の
路じ
の
人
は
つ
か
に
白
し

　
　
　
絶
頂
の
城
た
の
も
し
き
若
葉
か
な
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鮒  

鮓 

ふ
な
ず
し

や
彦
根
ひ
こ
ね
の
城
に
雲
か
か
る

　
　
　
愁
ひ
つ
つ
岡
に
登
れ
ば
花
い
ば
ら

　
　
　
甲
斐
ヶ
嶺
か
い
が
ねや
穂
蓼
ほ
た
で
の
上
を  

塩    

車  

し
お
ぐ
る
ま

　
俳
句
と
い
う
も
の
を
全
く
知
ら
ず
、
い
わ
ん
や
枯
淡
と
か
、 

洒  

脱 

し
ゃ
だ
つ

と
か
、

風
流
と
か
い
う
特
殊
な
俳
句
心
境
を
全
く
理
解
し
な
い
人
。
そ
し
て
単
に
、

近
代
の
抒
情
詩
や
美
術
し
か
知
ら
な
い
若
い
人
た
ち
で
も
、
こ
う
し
た
蕪
村

の
俳
句
だ
け
は
、
思
う
に
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
何
と

な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
句
に
は
、
洋
画
風
の
明
る
い
光
と
印
象
が
あ
り
、
し
た

が
っ
て
ま
た
明
治
以
後
の
詩
壇
に
お
け
る
、
欧
風
の
若
い
詩
と
も
情
趣
に
共

通
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
僕
が
俳
句
を
毛
嫌
い
し
、
芭
蕉
も
一
茶
も
全
く
理
解
す
る
こ
と
の
出
来
な
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か
っ
た
青
年
時
代
に
、
ひ
と
り
例
外
と
し
て
蕪
村
を
好
み
、 

島  

崎  

藤  

村 

し
ま
ざ
き
と
う
そ
ん

氏
ら
の
新
体
詩
と
並
立
し
て
、
蕪
村
句
集
を
愛
読
し
た
実
の
理
由
は
、
思
う

に
全
く
こ
の
点
に
存
し
て
い
る
。
即
ち
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
蕪
村
の
俳
句

は
「
若
い
」
の
で
あ
る
。
丁
度
万
葉
集
の
和
歌
が
、
古
来
日
本
人
の
詩
歌
の

中
で
、
最
も
「
若
い
」
情
操
の
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
蕪
村
の
俳
句
が
ま

た
、
近
世
の
日
本
に
お
け
る
最
も
若
い
、
一
ひ
と
つの
例
外
的
な
ポ
エ
ジ
イ
だ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
場
合
に
「
若
い
」
と
言
う
の
は
、
人
間
の
詩
情
に
本
質
し
て
い

る
、
一
の 

本 

然 

的 

ほ
ん
ぜ
ん
て
き
な
、
浪
漫
的
な
、
自
由
主
義
的
な
情
感
的
青
春
性
を
指

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
芭
蕉
と
蕪
村
と
は
、
こ
の
点
に
お
い
て 

対 
蹠 
的 

た
い
せ
き
て
き
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。
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も
ち
ろ
ん
本
質
的
に
言
う
な
ら
ば
、
芭
蕉
の
ポ
エ
ジ
イ
に
も
ま
た
、
真
の
永

遠
的
の
若
さ
が
あ
る
。
　
　
す
べ
て
の
一
流
の
芸
術
は
本
質
的
に
皆
若
さ
を

持
っ
て
い
る
。
そ
の
精
神
に
「
若
さ
」
を
持
た
な
い
芸
術
は
、
決
し
て
真
の

芸
術
で
は
な
い
。
特
に
詩
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
　
　
し
か
し
な
が
ら
芭

蕉
は
、
趣
味
と
し
て
の
若
さ
を
嫌
っ
た
。  

西    

行  

さ
い
ぎ
ょ
う

を
好
み
、  

閑    

寂  

か
ん
じ
ゃ
く

の

静
か
さ
を
求
め
、
枯
淡
の
さ﹅
び﹅
を
愛
し
た
芭
蕉
は
、
心
境
の
自
然
と
し
て
、

常
に
「
老ろう
」
の
静
的
な
美
を
慕
っ
た
。
「
老ろう
」
は
彼
の
イ
デ
ア
　
　
美
し
き

も
の
の
実
体
観
念
　
　
だ
っ
た
。
そ
れ
故
に
彼
の
俳
句
は
、
す
べ
て
の
色
彩

を
排
斥
し
て
、
枯
淡
な
墨
絵
で
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
僕
ら
は
、
そ
の

墨
絵
の
中
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
、
詩
人
の
深
い
悩
み
と
感
傷
と
を
感
ず
る
故

に
、
そ
れ
は
決
し
て
非
情
緒
的
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
趣
味
と
し
て
の
反
青
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春
的 

風  

貌 

ふ
う
ぼ
う

を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
蕪
村
は
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
絵

具
箱
か
ら
、
す
べ
て
の
花
や
か
な
絵
具
を
使
っ
て
、
感
傷
多
き
青
春
の
情
緒

を
述
べ
、
印
象
強
く
色
彩
の
鮮
や
か
な
絵
を
描
い
て
い
る
。

　
そ
れ
故
に
芭
蕉
の
名
句
は
、
多
く
皆
秋
の
部
と
冬
の
部
と
に
類
属
し
て
い

る
。
自
然
が
そ
の 
艶  
麗 
え
ん
れ
い

な
彩
筆
を
振ふる
う
春
の
季
節
や
、
光
と
色
彩
の
強
烈

な
夏
の
季
節
は
、
芭
蕉
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
く
、
趣
味
の
圏
外
に
属
し
て

い
た
。
こ
れ
に
反
し
て
蕪
村
の
名
句
は
、
多
く
皆
春
と
夏
と
に
尽
く
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
こ
の
観
察
は
、
蕪
村
俳
句
の
よ
り
本
質
的
な
点
か
ら
み
て
、
皮

相
な
一
面
観
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
蕪
村
の
本
質
は
、
冬
の

詩
人
と
さ
え
言
わ
る
べ
き
だ
。
し
か
し
こ
の
解
釈
は
、
後
に
「  

春  

風  

馬  

し
ゅ
ん
ぷ
う
ば
て

堤  

曲  

い
の
き
ょ
く
」
で
反
説
し
よ
う
。
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蕪
村
は
不
遇
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
生
存
し
た
時
代
に
お
い
て
、

ほ
と
ん
ど
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
空
し
く
窮
乏
の
中
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
今

日
僕
ら
は
、
既
に
忘
れ
ら
れ
て
名
も
知
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
当
時
の
卑

俗 

俳  

諧 

は
い
か
い

の
宗
匠
た
ち
が
、
俳
人 

番  

附 

ば
ん
づ
け

の
第
一
席
に
名
を
大
書
し
、
天
下

に
高
名
を
謳うた
わ
れ
て
い
る
時
、
僅わず
か
そ
の
末
席
に
細
字
で
書
か
れ
、
漸
く
二

流
以
下
の
俳
人
と
し
て
、
影
薄
く
存
在
し
て
い
た
蕪
村
に
つ
い
て
考
え
る
時
、

人
間
の
史
的
評
価
や
名
声
や
が
、
如い
何か
に
頼
り
な
く
当あて
に
な
ら
な
い
か
を
、

真
に
痛
切
に
感
ず
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
天
才
は
不
遇
で
な
い
。
た
だ
純

粋
の
詩
人
だ
け
は
、
そ
の
天
才
に
正
比
例
し
て
、
常
に
必
ず
不
遇
で
あ
る
。

殊
に  

就    

中  

な
か
ん
ず
く

蕪
村
の
如
く
、
文
化
が
彼
の
芸
術
と
逆
流
し
て
い
る
と
こ
ろ
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の
、
一
ひ
と
つの
「
悪あ
し
き
時
代
」
に
生
れ
た
者
は
、
特
に
救
い
が
た
く
不
遇
で
あ

る
。

　
蕪
村
の
価
値
が
、
初
め
て
正
し
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
俳
句
が
再
批
判
さ
れ

た
の
は
、
彼
の
死
後
百
数
十
年
を
経
た
後
世
、
最
近
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
明
治
以
後
、
彼
の
最
初
の
発
見
者
た
る
正
岡
子
規

ま
さ
お
か
し
き
、
及
び

そ
の
門
下
生
た
る
根
岸
派

ね
ぎ
し
は

の
俳
人
に
継
ぎ
、
殆ほと
ん
ど
す
べ
て
の
文
壇
者
ら
が
、

こ
ぞ
っ
て
皆
蕪
村
の
研
究
に
関
心
し
た
。
蕪
村
研
究
の
盛
ん
な
こ
と
は
、
芭

蕉
研
究
と
共
に
、
今
日
に
お
い
て
一
種
の
流
行
観
を
さ
え
呈
し
て
い
る
。
そ

し
て
世
の
定
評
は
、
芭
蕉
と
共
に
蕪
村
を
二
大
俳
聖
と
称
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
多
く
の
人
は
、
蕪
村
に
つ
い
て
真
の
研
究
を
忘
れ
て
い
る
。

人
々
の
蕪
村
に
つ
い
て
、
批
判
し
定
評
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
か
つ
て
子
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規
一
派
の
俳
人
ら
が
、
そ
の
独
自
の
文
学
観
か
ら
鑑
賞
批
判
し
た
と
こ
ろ
を
、

無
批
判
に
伝
授
し
て
い
る
以
外
、
さ
ら
に
一
歩
も
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
が
、
今
日
蕪
村
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
一
般
の
「
定
評
」
な
の
で

あ
る
。
試
み
に
そ
の
「
定
評
」
の
内
容
を
あ
げ
て
見
よ
う
。
蕪
村
の
俳
句
の

特
色
と
し
て
、
人
々
の
一
様
に
言
う
と
こ
ろ
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
条
々

で
あ
る
。

　
一
、
写
生
主
義
的
、
印
象
主
義
的
で
あ
る
こ
と
。

　
一
、
芭
蕉
の
本
然
的
な
の
に
対
し
、
技
巧
主
義
的
で
あ
る
こ
と
。

　
一
、
芭
蕉
は
人
生
派
の
詩
人
で
あ
り
、
蕪
村
は
叙
景
派
の
詩
人
で
あ
る
。

　
一
、
芭
蕉
は
主
観
的
の
俳
人
で
あ
り
、
蕪
村
は
客
観
的
の
俳
人
で
あ
る
。
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「
印
象
的
」
「
技
巧
的
」
「
主
知
的
」
「
絵
画
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ

て
客
観
主
義
的
芸
術
の
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
以
上
の
定
評
を
概
括
す
れ

ば
、
要
す
る
に
蕪
村
の
特
色
は
「
客
観
的
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
こ
れ
が
、
芭
蕉
の
「
主
観
的
」
に
対
比
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
芸
術
に
お
け
る
「
主
観
的
」
「
客
観
的
」
も
し
く
は
「
主
情
主

義
的
」
「
主
知
主
義
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
何
を
意
味
す
る
も
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
自
分
は
、
旧
著
『
詩
の
原
理
』
に
詳
し
い
解
説
を
述

べ
て
お
い
た
。
約
言
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
客
観
主
義
的
芸
術
と
は
、
智ち
慧え
を

止
揚
し
よ
う
し
た
と
こ
ろ
の
主
観
表
現
に
外ほか
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
如い
何か
な
る
世
界
に

お
い
て
も
、
主
観
の
な
い
芸
術
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
ロ
マ
ン

チ
シ
ズ
ム
と
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
主
観
の
発
想
に
関
す
る
と
こ
ろ
の
、
表
現
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の
様
式
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
本
来
言
え
ば
、
単
な
る
「
叙
景
詩
」

と
か
「
叙
景
派
の
詩
」
な
ん
て
い
う
も
の
は
実
在
し
な
い
。
も
し
あ
る
と
す

れ
ば
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
似
而
非

え

せ

の 

駄 

文 

学 

だ
ぶ
ん
が
く

に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
い
わ

ん
や
俳
句
の
よ
う
な
抒
情
詩
　
　
俳
句
は
抒
情
詩
の
一
種
で
あ
り
、
し
か
も

そ
の
純
粋
の
形
式
で
あ
る
。
　
　
に
お
い
て
、
主
観
は
常
に
ポ
エ
ジ
イ
の
本

質
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
俳
句
の
よ
う
な
文
学
に
お
い
て
、
主
観
が
稀

薄
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
ポ
エ
ジ
イ
は
無
価
値
で
あ
り
、
そ
の
作
家
は

「
精
神
に
詩
を
持
た
な
い
」
似
而
非
詩
人
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
一
般
に
言
わ
れ
る
如
く
、
蕪
村
が
芭
蕉
に
比
し
て
客
観
的
の
詩

人
で
あ
り
、
客
観
主
義
的
態
度
の
作
家
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
ま
た
「
技
巧
的
」
「
主
知
的
」
「
印
象
的
」
「
絵
画
的
」
等
、
す
べ
て
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彼
の
特
色
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
る
と
こ
ろ
も
、
定
評
と
し
て
正
し
く
、
決

し
て
誤
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
多
く
の
人
は
、
こ
れ
ら
の

客
観
的
特
色
の
背
後
に
お
け
る
、
詩
人
そ
の
人
の
主
観
を
見
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
主
観
」
こ
そ
、
正まさ
し
く
蕪
村
の
ポ
エ
ジ
イ
で
あ
り
、

詩
人
が
訴
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
唯
一
の 

抒 

情 

詩 

じ
ょ
じ
ょ
う
し
の
本
体
な
の
だ
。

人
々
は
芭
蕉
に
つ
い
て
、
一
茶
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
抒
情
詩
の
本
体
を
知

り
、
そ
の
叙
景
的
な
俳
句
を
通
し
て
、
芭
蕉
や
一
茶
の
悩
み
を
感
じ
、
彼
ら

の
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
人
生
か
ら
、
主
観
の
意
志
す
る
「
詩
」
を
掴つか
ん
で

い
る
。
し
か
も
何
と
不
思
議
な
こ
と
に
、
人
々
は
な
お
蕪
村
に
つ
い
て
無
智

で
あ
り
、
単
に
客
観
的
の
詩
人
と
評
す
る
以
外
、
少
し
も
蕪
村
そ
の
人
の

「
詩
」
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
し
か
も
、
蕪
村
を
讃さん
し
て
芭
蕉
と
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比
肩
し
、
無
批
判
に
俳
聖
と
称
し
て
い
る
。
「
詩
」
を
そ
の
本
質
に
持
た
な

い
俳
聖
。
そ
し
て
単
に
、
技
巧
や
修
辞
に
巧
み
で
あ
り
、
絵
画
的
の
描
写
を

能
事
と
し
て
い
る
俳
聖
。
そ
ん
な
似
而
非
詩
人
の
俳
聖
が
ど
こ
に
い
る
か
。

　
こ
う
し
た
見
地
か
ら
立
言
す
れ
ば
、
蕪
村
の
世
俗
に
誤
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

今
日
の
如
く
甚
だ
し
き
は
な
い
と
言
え
る
。
か
つ
て  

芥  

川  

竜  

之  

介  

あ
く
た
が
わ
り
ゅ
う
の
す
け

君

と
俳
句
を
論
じ
た
時
、
芥
川
君
は
芭
蕉
を
あ
げ
て
蕪
村
を
貶けな
し
た
。
そ
の
蕪

村
を
好
ま
ぬ
理
由
は
、
蕪
村
が
技
巧
的
の
作
家
で
あ
り
、
単
な
る
印
象
派
の

作
家
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
に
見
る
よ
う
な
人
生
観
や
、
主
観
の
強
い
ポ
エ
ジ
イ

が
な
い
か
ら
だ
と
言
う
こ
と
だ
っ
た
。
友
人
室 

生 

犀 

星 
む
ろ
う
さ
い
せ
い

君
も
、
か
つ
て
同

じ
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
、
蕪
村
に
関
し
て
僕
に
語
っ
た
。
そ
し
て
今
日
俳

27



壇
に
住
む
多
く
の
人
は
、
好
悪
の
意
味
を
別
に
し
て
、
等
し
く
皆
同
様
の
観

察
を
し
、
上
述
の
「
定
評
」
以
外
に
、
蕪
村
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
蕪
村
を
誤
っ
た
罪
は
、
思
う
に
彼
の
最
初
の
発
見
者
で
あ
る
子
規
、
及
び

そ
の
門
下
生
な
る
根
岸
派
一
派
の
俳
人
に
あ
る
。
子
規
一
派
の
俳
人
た
ち
は
、

詩
か
ら
す
べ
て
の
主
観
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
排
斥
し
、
自
然
を
そ
の
「
あ
る
が

ま
ま
の
印
象
」
で
、
単
に
平
面
的
に
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
を
能
事
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
写
生
主
義
」
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
写
生
主
義
が
、
後

年
日
本
特
殊
の
自
然
主
義
文
学
の
先
駆
を
し
た
。
今
日
で
も
な
お
、
ア
ラ
ラ

ギ
派
の
歌
人
が
こ
の
美
学
を
伝
承
し
て
い
る
の
は
、
人
の
知
る
通
り
で
あ
る

。
）
こ
う
し
た
文
学
論
が
如
何
に
浅
薄
皮
相
で
あ
り
、
特
に
詩
に
関
し
て
邪

説
で
あ
る
か
は
、
こ
こ
で
論
ず
べ
き
限
り
で
な
い
が
、
と
に
か
く
に
も
子
規
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一
派
は
、
こ
の
文
学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
蕪
村
を
批
判
し
、
か
つ
そ

れ
に
よ
っ
て
鑑
賞
し
た
た
め
、
自
然
蕪
村
の
本
質
が
、
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る
写

生
主
義
の
規
範
的
俳
人
と
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
今
や
蕪
村
の
俳
句
は
、
改
め
て
ま
た
鑑
賞
さ
れ
、
新
し
く
ま
た
再
批
判
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
僕
の
断
じ
て
立
言
し
得
る
こ
と
は
、
蕪
村
が
単
な
る
写

生
主
義
者
や
、
単
な
る
技
巧
的
ス
ケ
ッ
チ
画
家
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

反
対
に
蕪
村
こ
そ
は
、
一
つ
の
強
い
主
観
を
有
し
、
イ
デ
ア
の
痛
切
な
思
慕

を
歌
っ
た
と
こ
ろ
の
、
真
の
抒
情
詩
の
抒
情
詩
人
、
真
の
俳
句
の
俳
人
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
そ
も
そ
も
、
蕪
村
に
お
け
る
こ
の
「
主
観
」
の
実
体

は
何
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
詩
人
蕪
村
の
魂
が 

咏  

嘆 

え
い
た
ん

し
、  

憧    

憬  

し
ょ
う
け
い

し
、
永
久
に
思
慕
し
た
イ
デ
ア
の
内
容
、
即
ち
彼
の
ポ
エ
ジ
イ
の
実
体
は
何
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だ
ろ
う
か
。
一
言
に
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
時
間
の
遠
い
彼
岸
ひ
が
ん
に
実
在
し
て

い
る
、
彼
の
魂
の
故
郷
に
対
す
る
「
郷
愁
」
で
あ
り
、
昔
々
し
き
り
に
思
う
、

 

子 

守 
唄 

こ
も
り
う
た

の 

哀  

切 
あ
い
せ
つ

な
思
慕
で
あ
っ
た
。
実
に
こ
の
一
つ
の
ポ
エ
ジ
イ
こ
そ
、

彼
の
俳
句
の
あ
ら
ゆ
る
表
現
を
一
貫
し
て
、
読
者
の
心
に
響
い
て
来
る
音
楽

で
あ
り
、
詩
的
情
感
の
本
質
を
成
す
実
体
な
の
だ
。
以
下
そ
の
俳
句
に
つ
い

て
、
個
々
の
評
釈
を
述
べ
る
と
共
に
、
こ
の
事
実
を
詳
し
く
説
い
て
見
た
い

と
思
う
。
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春
の
部

　
　
　
遅
き
日
の
つ
も
り
て
遠
き
昔
か
な

　
蕪
村
の
情
緒
。
蕪
村
の
詩
境
を
単
的
に 

咏  

嘆 

え
い
た
ん

し
て
い
る
こ
と
で
、
特
に

彼
の
代
表
作
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
句
の
咏
嘆
し
て
い
る
も
の
は
、
時

間
の
遠
い
彼
岸
ひ
が
ん
に
お
け
る
、
心
の
故
郷
に
対
す
る
追
懐
で
あ
り
、
春
の
長
閑
の
ど
か

な
日
和
ひ
よ
り
の
中
で
、
夢
見
心
地
に
聴
く 

子 
守 
唄 

こ
も
り
う
た

の
思
い
出
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
「
春
日
夢
」
こ
そ
、
蕪
村
そ
の
人
の
抒
情
詩
で
あ
り
、
思
慕
の
イ
デ
ア
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が
吹
き
鳴
ら
す
「
詩
人
の
笛
」
に
外ほか
な
ら
な
い
の
だ
。

　
　
　
春
の
暮
家
路
に
遠
き
人
ば
か
り

　
薄
暮
は
く
ぼ
は
迫
り
、
春
の
日
は
花
に
暮
れ
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
行
路
こ
う
ろ
の
人

は
三
々
五
々
、
各
自
に
何
か
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
悩
み
を
抱
い
て
、
家
路
に

帰
ろ
う
と
も
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
春
の
日
の
光
の
下
で
、
人
間
の

心
に
湧わ
い
て
来
る
こ
の
不
思
議
な
悩
み
、
あ
こ
が
れ
、
寂
し
さ
、
捉とら
え
よ
う

も
な
い
孤
独
感
は
何
だ
ろ
う
か
。
蕪
村
は
こ
の
悲
哀
を
感
ず
る
こ
と
で
、
何

人
よ
り
も 

深  

酷 

し
ん
こ
く

で
あ
り
、
他
の
す
べ
て
の
俳
人
ら
よ
り
、
ず
っ
と
本
質
的

に
感
じ
や
す
い
詩
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ま
た
類
想
の
句
が
沢
山
あ
る
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の
で
、
左
に
そ
の
代
表
的
の
句
数
篇
を
掲
出
す
る
。

　
　
　
今
日
の
み
の
春
を
歩
い
て
仕
舞
し
ま
い
け
り

　
　
　
歩
行
歩
行

あ
り
き
あ
り
き
も
の
思
ふ
春
の
行
衛
ゆ
く
え
か
な

　
　
　
ま
だ
長
う
な
る
日
に
春
の
限
り
か
な

　
　
　
花
に
寝
て
我わが
家
遠
き
野
道
か
な

　
　
　
行
く
春
や
重
た
き
琵び
琶わ
の
抱だき
ご
こ
ろ

　
　
　
春
の
夜
や
盥
た
ら
いを
捨
る
町
は
づ
れ

　
生なま
暖
か
く
、
朧おぼ
ろ
に
曇
っ
た
春
の
宵
。
と
あ
る
裏
町
に
濁
っ
た 

溝  

川 

み
ぞ
が
わ

が

流
れ
て
い
る
。
そ
こ
へ
ど
こ
か
の
貧
し
い
女
が
来
て
、
盥
を
捨
て
て
行
っ
た
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と
い
う
の
で
あ
る
。
裏
町
に
よ
く
見
る
風
物
で
、
何
の
奇
も
な
い
市
中
風
景

の
一
角
だ
が
、
そ
こ
を
捉
え
て
春
夜
の
生
ぬ
る
く
霞かす
ん
だ
空
気
を
、
市
中
の

空
一
体
に
感
触
さ
せ
る
技
巧
は
、
さ
す
が
に
妙
手
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
蕪

村
の
句
に
は
、
こ
う
し
た
裏
町
の
風
物
を
叙
し
た
も
の
が
特
に
多
く
、
か
つ

概おお
むね
秀すぐ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
多
分
、
蕪
村
自
身
が
窮
乏
し
て
お
り
、
終
年
裏

町
の 

侘  

住 

わ
び
ず
ま

い
を
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
春
雨
や
小
磯
の
小
貝
濡ぬる
る
ほ
ど

　
終
日
霏ひ
ひ々

と
し
て
降
り
続
い
て
い
る
春
雨
の
中
で
、
女
の
白
い
爪つめ
の
よ
う

に
、
仄ほの
か
に
濡
れ
て
光
っ
て
い
る
磯
辺
の
小
貝
が
、
悩
ま
し
く
も
印
象
強
く
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感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
片
町
に
更
紗
さ
ら
さ
染
め
る
や
春
の
風

　
町
の
片
側
に
紺
屋
こ
う
や
が
あ
っ
て
、
店
先
の
往
来
で
現
に
更
紗
を
染
め
て
い
る

と
い
う
句
で
あ
る
が
、
印
象
と
し
て
は
、
既
に
染
め
た
更
紗
を
、
乾
燥
の
た

め
に
往
来
へ
張
り
出
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
赤
や
青
や
の
派
手

な
色
を
し
た
更
紗
が
、
春
風
の
中
に
艶
な
ま
めか
し
く
吹
か
れ
て
い
る
こ
の
情
景
の

背
後
に
は
、
如い
何か
に
も
蕪
村
ら
し
い
抒
情
詩
が
あ
り
、
春
の
日
の
若
い
悩
み

を
感
ず
る
と
こ
ろ
の
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
詩
情
が
溢あふ
れ
て
い
る
。
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春    

水  

し
ゅ
ん
す
い

や
四
条
五
条
の
橋
の
下

　
こ
の
句
を
読
ん
で 

聯  

想 

れ
ん
そ
う

す
る
の
は
、
唐
詩
選
に
あ
る 

劉 

廷 

芝 

り
ゅ
う
て
い
し
の
詩

「
天
津
橋
下
陽
春
水
。
天
津
橋
上
繁
華
子
。
馬
声
廻
合
青
雲
外ほか
。
人
影
揺
動

緑
波
裏うち
。
」
の
一
節
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
蕪
村
の
句
も
、
そ
れ
か
ら
暗
示

を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
詩
選
の
詩
も
名
詩
で
あ
る
が
、
蕪
村
の
句
も
ま
た

名
句
で
あ
る
。

　
　
　
春
の
海 

終  

日 

ひ
ね
も
す

の
た
り
の
た
り
か
な

　
だ
れ
も
知
っ
て
る
名
句
で
あ
る
が
、
の﹅
た﹅
り﹅
の﹅
た﹅
り﹅
と
い
う
言
葉
の
音
韻
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が
、
浪なみ
の
長
閑
の
ど
か
な
印
象
を
よ
く
表
現
し
、
ひ﹅
ね﹅
も﹅
す﹅
と
い
う
語
の
ゆ
っ
た
り

と
し
た
語
韻
と
合
っ
て
、
音
象
的
に
非
常
に
強
く
利
い
て
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
橋
な
く
て
日
暮
れ
ん
と
す
る
春
の
水

　
こ
う
し
た
春
の
郊
外
野
景
を
描
く
こ
と
で
、
蕪
村
は
特
殊
の
画
才
と
詩
情

と
を
有
し
て
い
る
。
次
の
句
も
ま
た
こ
れ
と
同
題
同
趣
で
あ
る
。

　
　
　
春
風
や
堤
つ
つ
み長
う
し
て
家
遠
し

　
こ
の
句
は
「  

春  

風  

馬  

堤  

曲  

し
ゅ
ん
ぷ
う
ば
て
い
の
き
ょ
く
」
の
主
題
と
な
っ
て
る
。
春
風
馬
堤
曲
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は
、
蕪
村
の
試
み
た
一
種
の
新
し
い
長
詩
で
あ
っ
て
、
後
に
紹
介
す
る
如
く
、

彼
の
ポ
エ
ジ
イ
の
最
も
純
粋
な
主
題
的
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
春
雨
や
人
住
ん
で
煙
け
む
り壁
を
洩も
る

　
蔦つた
か
ず
ら
の
纏まと
う
廃
屋
の
中
か
ら
、
壁
を
伝
っ
て
煙
が
洩
れ
て
る
。
（
人

が
来
て
住
ん
だ
た
め
に
。
）
そ
の
煙
は
空
に
融と
け
合
い
、
霏ひ
ひ々

と
し
て
降
る

春
雨
の
中
で
、
夢
の
よ
う
に
白
く
霞かす
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
廃
屋
と
、
煙
と
、

春
雨
と
、
好
個
の
三
画
題
を
取
り
合
せ
て
、
真
に  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
た
る
詩
情
を
描

き
出
し
て
い
る
。
蕪
村
名
句
中
の
一
名
句
で
あ
る
。
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陽  

炎 

か
げ
ろ
う

や
名
も
知
ら
ぬ
虫
の
白
き
飛
ぶ

　
こ
の
句
の
情
操
に
は
、
或
る
何
か
の  

渇    

情  

か
つ
じ
ょ
う

に
似
た
と
こ
ろ
の
、
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
の
詩
情
が
あ
る
。
「
名
も
知
ら
ぬ
虫
」
と
い
う
言
葉
「
白
き
」
と

い
う
言
葉
の
中
に
、
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
某
氏
初
期
の
新
体

詩
に

　
　
若
草
萌も
ゆ
る
春
の
野
に

　
　
さ
ま
よ
ひ
来
れ
ば
陽
炎
や

　
　
名
も
知
ら
ぬ
虫
の
飛
ぶ
を
見
て

　
　
ひ
と
り
愁
ひ
に
沈
む
か
な

　
と
言
う
の
が
あ
る
。
西
詩
せ
い
し
に
多
く
見
る
と
こ
ろ
の
、
こ
う
し
た
「
白
愁
」
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と
い
う
よ
う
な
詩
情
を
、
遠
く
江
戸
時
代
の
俳
人
蕪
村
が
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
、
実
に
珍
し
く
不
思
議
で
あ
る
。

　
　
　 

白  
梅 

し
ら
う
め

や
誰た
が
昔
よ
り
垣
の
外そと

　
昔
、
恋
多
き
少
年
の
日
に
、
白
梅
の
咲
く
垣
根
の
外
で
、
誰
れ
か
が
自
分

を
待
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
そ
し
て
今
で
も
な
お
、
そ
の
同
じ
垣

根
の
外
で
、
昔
な
が
ら
に
自
分
を
待
っ
て
い
る
恋
人
が
あ
り
、
誰
れ
か
が
い

る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
句
の
中
心
は
「
誰
が
」
と

い
う
言
葉
に
あ
り
、
恋
の
相
手
を
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
少
年
の

日
に
感
じ
た
も
の
は
、
春
の
若
き
悩
み
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
恋
を
恋
す
る
」
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思
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
、
既
に
歳
月
の
過
ぎ
た
後
の
、
同
じ
春
の
日
に

感
ず
る
も
の
は
、
そ
の
同
じ
昔
な
が
ら
に
、
宇
宙
の
ど
こ
か
に
実
在
し
て
い

る
か
も
知
れ
な
い
と
こ
ろ
の
、
自
分
の
心
の 

故  

郷 

ふ
る
さ
と

で
あ
り
、
見
た
こ
と
も

な
い
と
こ
ろ
の
、
久
遠
く
お
ん
の
恋
人
へ
の
思
慕
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
恋
人
は
、

過
去
に
も
実
在
し
た
如
く
、
現
在
に
も
実
在
し
、
時
間
と
空
間
の
彼
岸
ひ
が
ん
に
お

い
て
、
永
遠
に
悩
ま
し
く
、
恋
し
く
、
追
懐
深
く
慕
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
妹いも
が
垣
根
三
味
線
草

さ
み
せ
ん
ぐ
さ
の
花
咲
き
ぬ

　
万
葉
集
の
恋
歌
に
あ
る
よ
う
な
、
可
憐
か
れ
ん
で
素
朴
な
俳
句
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
妹
」
と
い
う
古
語
を
使
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
現
在
の
恋
人
で
な
く
、
過
去
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の
幼
な
友
達
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
追
懐
を
心
象
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
三
味
線
草
（
ぺ
ん
ぺ
ん
草
）
の
可
憐
な
花
が
、
こ
の
場
合
の
詩
歌

に
よ
く
合
う
の
で
あ
る
。
句
の
前
書
に
は
「  

琴   

心   

挑   

美   

人  

き
ん
し
ん
も
て
び
じ
ん
に
い
ど
む

」
と
あ

り
、
支
那
の
故
事
を
寓
意
ぐ
う
い
さ
せ
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
字
の
字
義
と
は
関
係

な
く
、
琴
の
古
風
な
情
緒
が
、
昔
の
な
つ
か
し
い
追
懐
を
そ
そ
る
と
い
う
意

味
で
使
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
句
も
や
は
り
前
の
と
同
じ
く
、
実
景
の
写
生

で
な
く
し
て
、
心
象
の
イ
メ
ー
ジ
に
托
し
た
咏
嘆
詩
で
あ
り
、
遅
き
日
の
積
つ
も

り
て
遠
き
昔
を
思
う
、
蕪
村
郷
愁
曲
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
鶯
う
ぐ
い
すの
鳴
く
や
ち
い
さ
き
口
開
け
て
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単
純
な
印
象
を
捉とら
え
た
、
純
写
生
的
の
句
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

鶯
と
い
う
可
憐
な
小
鳥
が
、
真
紅
し
ん
く
の
小
さ
な
口
を
開
け
て
、
春
光
の
下
に
力

一
杯
鳴
い
て
る
姿
を
考
え
れ
ば
、
何なん
ら
か
そ
こ
に
い
じ
ら
し
い
、
可
憐
か
れ
ん
な
、

情
緒
的
の
想
念
が
感
じ
ら
れ
る
。
多
分
作
者
は
、
こ
う
し
た
動
物
の
印
象
か

ら
し
て
、
そ
の
昔
死
別
れ
た
彼
の
幼
な
い
可
憐
な
妹
（
蕪
村
に
そ
う
し
た
妹

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
実
の
伝
記
と
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
）
も
し
く
は
昔

の
小
さ
な
恋
人
を
追
懐
し
て
、
思
慕
と
恋
愛
と
の
交
錯
し
た
情
緒
を
感
じ
、

悲
痛
な 

咏  

嘆 

え
い
た
ん

を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
「
妹
が
垣
根
」
や
「
白
梅
や
」

等
の
句
と
対
比
し
て
鑑
賞
す
る
時
、
こ
う
し
た
蕪
村
俳
句
の
共
通
す
る
抒
情

味
が
よ
く
解
る
の
で
あ
る
。

43



　
　
　
行
く
春
や
白
き
花
見
ゆ
垣
の
隙ひま

　
こ
の
句
も
ま
た
、
蕪
村
ら
し
く
明
る
い
青
春
性
に
富
ん
で
い
る
。
元
来
日

本
文
化
は
、
上
古
の
奈
良
朝
時
代
ま
で
は
、
海
外
雄
飛
の
建
国
時
代
で
あ
っ

た
た
め
、
人
心
が
自
由
で
明
る
く
、 

浪 

漫 

的 

ろ
う
ま
ん
て
き
の
青
春
性
に
富
ん
で
い
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
後
次
第
に
鎖
国
的
と
な
り
、
人
民
の
自
由
が
束
縛
さ
れ
た

た
め
、
文
学
の
情
操
も 

隠 
遁 
的 

い
ん
と
ん
て
き
、
老
境
的
と
な
り
、
上
古
万
葉
の
歌
に
見

る
よ
う
な
青
春
性
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
特
に
徳
川
幕
府
の
圧
制
し
た
江

戸
時
代
で
、
一
層
こ
れ
が
甚
だ
し
く
固
陋
こ
ろ
う
と
な
っ
た
。
人
々
は
「
さ
び
」
や

「
渋
味
」
や
「
枯
淡
」
や
の
老
境
趣
味
を
愛
し
た
け
れ
ど
も
、
青
空
の
彼
岸
ひ
が
ん

に
夢
を
も
つ
よ
う
な
、
自
由
の
感
情
と
青
春
と
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
し
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か
る
に
蕪
村
の
俳
句
だ
け
は
、
こ
の
時
代
の
異
例
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
青

春
性
を
多
分
に
持
っ
て
い
た
。
前
出
し
た
多
く
の
句
を
見
て
も
解
る
通
り
、

蕪
村
の
句
に
は
「
さ
び
」
や
「
渋
味
」
の
雅
趣
が
す
く
な
く
、
か
え
っ
て
青

春
的
の
浪
漫
感
に
富
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
詩
境
は
、
「
俳
句
的
」

で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
「
和
歌
的
」
で
あ
り
、
上
古
奈
良
朝
時
代
の
万
葉
集

や
、
明
治
以
来
の
新
し
い
洋
風
の
抒
情
詩
な
ど
と
、
一
脈
共
通
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

　
こ
れ
も
明
る
い
近
代
的
の
俳
句
で
あ
り
、
万
葉
集
あ
た
り
の
歌
を 

聯  

想 

れ
ん
そ
う
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さ
れ
る
。
万
葉
の
歌
に
「
東
の
野
に 

陽  

炎 

か
げ
ろ
う

の
立
つ
見
え
て
顧
か
え
りみ
す
れ
ば
月

傾
き
ぬ
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

　
　
　
菜
の
花
や
鯨
く
じ
らも
寄
ら
ず
海
暮くれ
ぬ

　 

菜 

種 

畠 

な
た
ね
ば
た
け
の
遠
く
続
い
て
る
傾
斜
の
向
う
に
、
春
昼
の
光
に
霞かす
ん
だ
海
が

見
え
、
沖
で
は
遠
く
、
鯨
が
潮しお
を
噴ふ
い
て
る
の
で
あ
る
。
非
常
に
光
の
強
く
、

色
彩
の
鮮
明
な
南
国
的
漁
村
風
景
を
描
い
て
る
。
日
本
画
よ
り
は
む
し
ろ
油

絵
の
画
題
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
菜
の
花
や
昼ひる
ひ
と
し
き
り
海
の
音
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前
と
同
様
、
南
国
風
景
の
一
で
あ
り
、  

閑    

寂  

か
ん
じ
ゃ
く

と
し
た
漁
村
の
白
昼
ま
ひ
る
時

を
思
わ
せ
る
。

　
　
　 

山  

吹 

や
ま
ぶ
き

や
井い
手で
を
流
る
る  

鉋    

屑  

か
ん
な
く
ず

　 

崖  

下 

が
け
し
た

の
岸
に
沿
う
て
、
山
吹
が
茂
り
咲
い
て
い
る
。
そ
こ
へ
鉋
屑
が
流

れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
句
に
は
長
い
前
書
が
付
い
て
お
り
、
む
ず
か
し

い
故
事
の
註
釈
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
の
叙
景
と
し
て
、
単
純
に
受
取

る
方
が
か
え
っ
て
好
い
。
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行
く
春
や
逡
巡
と
し
て  

遅    

桜  

お
そ
ざ
く
ら

「  

逡    
巡  

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
」
と
い
う
漢
語
を
奇
警
き
け
い
に
使
っ
て
、
し
か
も
よ
く
効
果
を
納
め

て
い
る
。
芭
蕉
も
よ
く
漢
語
を
使
っ
て
い
る
が
、
蕪
村
は
一
層
奇
警
に
、
し

か
も
効
果
的
に
慣
用
し
て
い
る
。
一
例
と
し
て

　
　
　  

桜    

狩  

さ
く
ら
が
り

美
人
の
腹
や
減
却
す

　
　
　
人
間
に
鶯
う
ぐ
い
す鳴
く
や
山
桜

　
人
里
離
れ
た
深
山
の
奥
、
春
昼
の
光
を
浴
び
て
、
山
桜
が
咲
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
如い
何か
に
も
物
珍
し
く
、
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人
跡
全
く
絶
え
た
山
中
で
あ
り
、
稀ま
れ
に
鳴
く
鶯
の
み
が
、
四
辺
の
静
寂
を

破
っ
て
い
る
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
。
し
か
る
に
最
近
、
独
自
の
一
見
識
か

ら
蕪
村
を
解
釈
す
る
俳
人
が
出
、
一
書
を
著
し
て
上
述
の
句
解
を 

反  

駁 

は
ん
ば
く

し

た
。
そ
の
人
の
説
に
よ
る
と
、
こ
の
句
の
「
人
間
」
は
「
に
ん
げ
ん
」
と
読

む
の
で
な
く
、
「
ひ
と
あ
い
」
と
読
む
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
句
の

意
味
は
、 

行  

人 

こ
う
じ
ん

の
絶
間
絶
間

た
え
ま
た
え
ま
に
鶯
が
鳴
く
と
言
う
の
で
、
人
間
に
驚
い
て

鶯
が
鳴
く
と
い
う
の
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
句
の
修
辞
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
解
釈
の
方
が
穏
当
で
あ
り
、
無
理
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し

こ
の
句
の
生
命
は
、 

人  

間 

に
ん
げ
ん

と
い
う
言
葉
の
奇
警
で
力
強
い
表
現
に
存
す
る

の
だ
か
ら
、
某
氏
の
よ
う
に
読
む
と
す
れ
ば
、
平
凡
で
力
の
な
い
作
に
変
っ

て
し
ま
う
。
蕪
村
自
身
の
意
味
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は
「 

人  

間 

に
ん
げ
ん

」
と
い
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う
言
葉
に
お
い
て
、
句
作
の
力
点
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
海
手
う
み
て
よ
り
日
は
照てり
つ
け
て
山
桜

　
海
岸
に
近
い
南
国
の
風
景
で
あ
り
、
光
と
色
彩
が
強
烈
で
あ
る
。
蕪
村
は

関
西
の
人
で
あ
り
、
元
来
が
南
国
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
好
ん
で
ま
た
南
国

の
明
る
い
風
物
を
歌
っ
た
の
は
、
彼
自
身
が
気
質
的
に
も
南
国
人
で
あ
っ
た

こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
芭
蕉
は
、
好
ん
で  

奥    

州  

お
う
し
ゅ
う

や
北

国
の
暗
い
地
方
を
旅
行
し
て
い
た
。
芭
蕉
自
身
が
、
気
質
的
に
北
国
人
で
あ

っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
芭
蕉
は 

憂  

鬱 

ゆ
う
う
つ

で
、
蕪
村
は
陽
快
。

芭
蕉
は 

瞑 

想 

的 

め
い
そ
う
て
き
で
、
蕪
村
は
感
覚
的
な
の
で
あ
る
。
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畠はた
う
つ
や
鳥
さ
へ
啼なか
ぬ 

山  

蔭 

や
ま
か
げ

に

　
山
村
の
白
昼
ま
ひ
る
。
山
の
傾
斜
に
沿
う
た
蔭
の
畠
で
、
農
夫
が
一
人
、
黙
々
と

し
て
畠
を
耕
た
が
やし
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
に
は
白
い
雲
が
浮うか
び
、
自
然
の
悠
々

た
る
時
劫
じ
こ
う
の
外
、
物
音
一
つ
し
な
い
閑
寂
さ
で
あ
る
。

　
　
　 

柴  

漬 

ふ
し
づ
け

の
沈
み
も
や
ら
で
春
の
雨

　
春
雨
模も
糊こ
と
し
た
海
岸
に
、
沈
み
も
や
ら
で
柴
漬
が
漂
っ
て
い
る
。
次
の

句
も
類
想
で
あ
り
、
い
ず
れ
優
劣
の
な
い
佳
句
で
あ
る
。
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よ
も
す
が
ら
音
な
き
雨
や  

種    

俵  

た
ね
だ
わ
ら

　
　
　
う
ぐ
ひ
す
や
家
内
揃そろ
ふ
て 

飯 

時 

分 

め
し
じ
ぶ
ん

　
春
の
日
の
遅
い
朝
飯
。
食
卓
に
は
朝
の
光
が
さ
し
込
み
、
庭
に
は
鶯
う
ぐ
い
すが
鳴

い
て
る
。
「
揃
ふ
て
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
一
家 

団  

欒 

だ
ん
ら
ん

の
む
つ
ま
じ

い
平
和
さ
を
思
わ
せ
る
。

　
　
　
鶯
う
ぐ
い
すの
あ
ち
こ
ち
と
す
る
や
小
家
こ
い
え
が
ち

「
籬
落
り
ら
く
」
と
い
う
題
が
つ
け
て
あ
る
。 

生  
垣 

い
け
が
き

で
囲
わ
れ
た
藁わら
屋
根
の
家
が
、
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閑
雅
に
散
在
し
て
い
る
郊
外
村
落
の
昼
景
で
あ
る
。
「
あ
ち
こ
ち
と
す
る
」

と
い
う
言
葉
の
中
に
、
鶯
の
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
し
た
動
作
が
、
巧
み
に
音
象
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
同
じ
蕪
村
の
句
で
「
鶯
の
鳴
く
や
あ

ち
向むき
こ
ち
ら
向
」
と
い
う
句
も
、
同
様
に
言
葉
の
音
象
で
動
作
を
描
い
て
る
。

　
　
　
鶯
う
ぐ
い
すの
声
遠
き
日
も
暮
れ
に
け
り

　
春
の 

暮  

方 

く
れ
が
た

の
物
音
が
、
遠
く
の
空
か
ら
聴きこ
え
て
来
る
よ
う
な
感
じ
が
す

る
。
古
来
日
本
の
詩
歌
に
は
、
鶯
を
歌
っ
た
も
の
が
非
常
に
多
い
が
、
殆ほと
ん

ど
皆
退
屈
な
凡
歌
凡
句
で
あ
り
、
独
り
蕪
村
だ
け
が
卓
越
し
て
い
る
。
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閣かく
に
座
し
て
遠
き
蛙
か
わ
ずを
き
く
夜
哉かな

「
閣
」
と
い
う
の
で
、
相
応
眺
望
の
広
い
、
見
晴
し
の
座
敷
を
思
わ
せ
る
。

情
感
深
く
、
詩
味
に
溢あふ
れ
た
名
句
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
き
り
に
径
こ
み
ち尽
き
た
り
芹せり
の
中

　
塵
芥
に
埋
れ
た
径
こ
み
ち。
雑
草
に
混まじ
っ
て
芹
が
生
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
晩
春

の
日
の
弱
い
日
だ
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
、
或
る  

荒    

寥  

こ
う
り
ょ
う

と
し
た
、

心
の
隅
の
寂
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
る
。
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古  

寺 

ふ
る
で
ら

や
ほ
う
ろ
く
捨
て
る
芹せり
の
中

　
荒
廃
し
た
寺
の
裏
庭
に
、 

芥 

捨 

場 

ご
み
す
て
ば

の
よ
う
な
空
地
が
あ
る
。
そ
こ
に
は

 

笹  

竹 

さ
さ
だ
け

や
芹
な
ど
の
雑
草
が
生
え
、
塵
芥
に
ま
み
れ
て
捨
て
ら
れ
て
る
、
我が

楽
多
ら
く
た
の
瀬
戸
物
な
ど
の
破
片
の
上
に
、
晩
春
の
日
だ
ま
り
が
力
な
く
漂
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
前
の
句
と
同
じ
く
、
或
る
荒
寥
と
し
た
、
心
の
隅
の
寂
し

さ
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
る
が
、
そ
の
「
寂
し
さ
」
は
、
勿
論 

厭  

世 

え
ん
せ
い

の
寂

し
さ
で
は
な
く
、
ま
た
芭
蕉
の
寂
び
し
さ
と
も
ち
が
っ
て
い
る
。
前
の
句
や

こ
の
句
に
現
わ
れ
て
い
る
蕪
村
の
ポ
エ
ジ
イ
に
は
、
や
は
り
彼
の
句
と
同
じ

く
人
間
生
活
の
家
郷
に
対
す
る
無
限
の
思
慕
と
郷
愁
（
侘わび
し
さ
）
が
内
在
し

て
い
る
。
そ
れ
が
裏
街
の
芥
捨
場
や
、
雑
草
の
生
え
る 

埋 

立 

地 

う
め
た
て
ち

で
、
詩
人
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の
心
を 

低  

徊 

て
い
か
い

さ
せ
、
人
間
生
活
の
廃
跡
に
対
す
る
或
る
種
の
物
侘
し
い
、

人
な
つ
か
し
い
、
晩
春
の
日
和
ひ
よ
り
の
よ
う
な
、
ア
ン
ニ
ュ
イ
に
似
た
孤
独
の
詩

情
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。

　
因
ち
な
みに
、
こ
の
句
の
「
捨
て
る
」
は
、
文
法
上
か
ら
は
現
在
の
動
作
を
示
す

言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
過
去
完
了
と
し
て
、
既
に
前
か
ら
捨
て
て
あ
る

意
味
と
し
て
解
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
　
　
骨
拾
ふ
人
に
親
し
き
菫
す
み
れか
な

　
焼
場
に
菫
が
咲
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
遺
骨
を
拾
う
人
と
対
照
し
て
、
早

春
の
淡あわ
い
哀
傷
が
あ
る
。
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春
雨
や
暮
れ
な
ん
と
し
て
今
日
も
有あり

「
暮
れ
な
ん
と
し
て
」
は
「
の
た
り
の
た
り
」
と
同
工
風
。
時
間
の
悠
久
を

現あら
わす
一
種
の
音
象
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
梅 

遠  

近 

お
ち
こ
ち

南
み
ん
な
みす
べ
く
北
す
べ
く

「 

遠  

近 

お
ち
こ
ち

」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
早
春
ま
だ
浅
く
、
冬
の
余
寒
が
去
ら
な

い
日
和
ひ
よ
り
を 

聯  

想 

れ
ん
そ
う

さ
せ
る
。
こ
の
句
で
も
、
前
の
「
春
雨
や
」
の
句
で
も
、

す
べ
て
蕪
村
の
特
色
は
、
表
現
が
直
截 

明  
晰 

め
い
せ
き

で
あ
る
こ
と
。
曲
線
的
で
な
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く
し
て
直
線
的
で
あ
り
、
脂
肪
質
で
な
く
し
て
筋
骨
質
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
ど
こ
か
骨
ば
っ
て
お
り
、
柔
ら
か
さ
の
陰
影
に
欠
け
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
が
ま
た
長
所
で
あ
っ
て
、
他
に
比
類
の
な
い
印
象
の
鮮
明
さ
と
、
感
銘

の
直
接
さ
と
を
有
し
て
い
る
。
思
う
に
蕪
村
は
、
こ
う
し
た
表
現
の
骨
法
を

漢
詩
か
ら
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
古
来
、
日
本
の
歌
人
や
俳
人
や
は
、
漢

詩
か
ら
多
く
の
者
を
学
ん
で
お
り
、
漢
詩
の
詩
想
を
自
家
に
飜
案
化
し
て
い

る
人
が
非
常
に
多
い
。
し
か
し
漢
詩
の
本
質
的
風
格
と
も
言
う
べ
き
、
あ
の

直
截
で
力
強
い
、
筋
骨
質
の
気
概
的
表
現
を
学
ん
だ
人
は
殆ほと
ん
ど
尠すく
な
い
。

多
く
の
歌
人
や
俳
人
や
は
、
こ
れ
を
日
本
的
趣
味
性
に
優
美
化
し
、 

洒 

脱 

し
ゃ
だ
つ

化 か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
文
学
で
、
比
較
的
漢
詩
の
本
質
的
風
格

を
学
ん
だ
者
は
、
上
古
に
万
葉
集
の
雄
健
な
歌
が
あ
り
、
近
世
に
蕪
村
の
俳
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句
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
女
倶ぐ
し
て
内
裏
だ
い
り
拝
ま
ん  

朧    

月  

お
ぼ
ろ
づ
き

　
春
宵
の
悩
ま
し
く
、
艶
な
ま
めか
し
い
朧
月
夜
の
情
感
が
、
主
観
の
心
象
に
お
い

て
よ
く
表
現
さ
れ
て
る
。
「  

春    

宵    

怨  

し
ゅ
ん
し
ょ
う
え
ん

」
と
も
言
う
べ
き
、
こ
う
し
た

エ
ロ
チ
カ
ル
・
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
歌
う
こ
と
で
、
芭
蕉
は
全
く
無む
為い
で
あ
り
、

末
流
俳
句
は
卑
俗
な
厭
味
い
や
み
に
低
落
し
て
い
る
。
独
り
蕪
村
が
こ
の
点
で
独
歩

で
あ
り
、
多
く
の
秀すぐ
れ
た
句
を
書
い
て
い
る
の
は
、
彼
の
気
質
が
若
々
し
く
、

枯
淡
や
洒
脱
を
本
領
と
す
る
一
般
俳
人
の
中
に
あ
っ
て
、  

範    

疇  

は
ん
ち
ゅ
う

を
逸いっ
す

る
青
春
性
を
持
っ
て
い
た
の
と
、
か
つ
卑
俗
に
堕
さ
な
い
精
神
の
ロ
マ
ネ
ス
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ク
と
を
品
性
に
支
持
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
次
に
そ
の
類
想
の
秀
句
二
、

三
を
掲
出
し
よ
う
。

　
　
　
春
雨
や
同
車
の
君
が
さ
ざ
め
言ごと

　
　
　
筋すじ
か
ひ
に
ふ
と
ん
敷しき
た
り
宵
の
春

　
　
　
誰た
が
為ため
の
低
き
枕
ま
く
らぞ
春
の
暮

　
　
　
春
の
夜
に
尊
き
御
所
ご
し
ょ
を
守も
る
身
か
な

　
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
句
（
最
後
の
一
句
は
少
し
別
の
情
趣
で
あ
る

が
）
を
見
て
も
解
る
如
く
、
蕪
村
の
エ
ロ
チ
ッ
ク
・
セ
ン
チ
メ
ン
ト
が
、
す

べ
て
み
な
主
観
の
内
景
す
る
表
象
で
あ
っ
て
、
現
実
の
恋
愛
実
感
で
な
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
彼
の
孤
独
な
伝
記
に
照
し
て
見
て
も
肯
う
な
ずけ
る
し
、

前
に
評
釈
し
た
「 

白  

梅 

し
ら
う
め

や
誰た
が
昔
よ
り
垣
の
外そと
」
や
「
妹いも
が
垣
根
三
味
線

さ
み
せ
ん
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草ぐさ
の
花
咲
き
ぬ
」
や
を
見
て
も
、
一
層  

明    

瞭  

め
い
り
ょ
う

に
理
解
さ
れ
得
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
彼
の
こ
う
し
た
俳
句
は
、
現
実
の
恋
の
実
感
で
な
く
し
て
、
要

す
る
に
彼
の
フ
ィ
ロ
ソ
ヒ
イ
と
セ
ン
チ
メ
ン
ト
が
、
永
遠
に
思
慕
し
郷
愁
し

た
と
こ
ろ
の
、
青
春
の
日
の
悩
み
を
包
む
感
傷
で
あ
り
、
心
の
求
め
る
実
在

の
家
郷
へ
の
、
リ
リ
ッ
ク
な 

咏  

嘆 

え
い
た
ん

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　 

白  

梅 

し
ら
う
め

に
明
け
る
夜
ば
か
り
と
な
り
に
け
り

　 

天  

明 

て
ん
め
い

三
年
、
蕪
村
臨
終
の
直
前
に
咏えい
じ
た
句
で
、
彼
の
最
後
の
絶
筆
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
白
々
と
し
た 

黎  
明 

れ
い
め
い

の
空
気
の
中
で
、
夢
の
よ
う
に

漂
っ
て
い
る
梅
の
気
あ
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
全
体
に  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
と
し
た
詩
境
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で
あ
っ
て
、
英
国
の
詩
人
イ
エ
ー
ツ
ら
が
狙ねら
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
象
徴
」
の
詩

境
と
も
、
ど
こ
か
共
通
の
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
句
は
、

印
象
の
直
截
鮮
明
を
尊
ぶ
蕪
村
と
し
て
、
従
来
の
句
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
異

例
で
あ
る
。
か
つ
ど
こ
か
ス
タ
イ
ル
が
ち
が
っ
て
お
り
、
句
の
心
境
に
も
芭

蕉
風
の
静
寂
な
主
観
が
隠
見
し
て
い
る
。
け
だ
し
晩
年
の
蕪
村
は
、
こ
の
句

に
よ
っ
て
一
ひ
と
つの
新
し
い
飛
躍
を
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
最
後
の
絶
筆

で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
更
生
の
蕪
村
は
別
趣
の 

風  

貌 

ふ
う
ぼ
う

を
帯
び
た
か
知
れ
な

い
。
お
そ
ら
く
彼
は
、
心
境
の
静
寂
さ
に
お
い
て
芭
蕉
に
近
づ
き
、
全
体
と

し
て
の
芸
術
を
、
近
代
の
象
徴
詩
に
近
く
発
展
さ
せ
た
か
知
れ
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の 

臆  

測 

お
く
そ
く

は
、
蕪
村
の
俳
句
や
長
詩
に
見
ら
れ
る
、
そ
の
超

時
代
的
の
珍
し
い
新
感
覚
　
　
そ
れ
は
現
代
の
新
し
い
詩
の
精
神
に
も
共
通
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し
て
い
る
　
　
を
考
え
、
一
方
に
ま
た
近
代
の 

浪  

漫 

ろ
う
ま
ん

詩
人
や
明
治
の
新
体

詩
人
や
が
、
後
年
に
至
っ
て
象
徴
的
傾
向
の
詩
風
に
入
っ
た
経
過
を
考
え
る

時
、
少
し
も
誇
張
の
妄
想
で
な
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
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夏
の
部

　
　
　
う
は
風
に
音
な
き
麦
を
枕
ま
く
らも
と

　
嵯さ
峨が
の
田
舎
い
な
か
に
、
雅
因
が
い
ん
を
訪
ね
た
時
の
句
で
あ
る
。
一
面
の
麦
畑
に
囲
ま

れ
た
田
舎
の
家
で
、
夏
の
日
の
午
睡
を
し
て
い
る
と
、
麦
の
穂
を
渡
っ
た
風

が
、  

枕    

許  

ま
く
ら
も
と

に
吹
き
入
れ
て
来
た
と
い
う
意
で
あ
る
が
、
表
現
の
技
巧
が

非
常
に
複
雑
し
て
い
て
、
情
趣
の
深
い
イ
メ
ー
ジ
を 

含  

蓄 

が
ん
ち
く

さ
せ
て
る
。
こ

の
句
を
読
む
と
、
田
舎
の
閑
寂
な
空
気
や
、
夏
の
真
昼
の
静
寂
さ
や
、
ひ
っ
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そ
り
と
し
た
田
舎
家
の
室
内
や
、
そ
の
部
屋
の
窓
か
ら
見
晴
し
に
な
っ
て
る

と
こ
ろ
の
、 

広  

茫 

こ
う
ぼ
う

た
る
一
面
の
麦
畑
や
、
ま
た
そ
の
麦
畑
が
、 

上  

風 

う
わ
か
ぜ

に

吹
か
れ
て
浪なみ
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
有
様
や
が
、
詩
の  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
す
る
イ
メ

ー
ジ
の
影
で
浮
き
出
し
て
来
る
。
こ
う
し
た
効
果
の
修
辞
的
重
心
と
な
っ
て

る
も
の
は
、
主
と
し
て
二
句
の
「
音
な
き
」
と
い
う
語
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
夏
の
真
昼
の
沈
黙
や
、
田
舎
の
静
寂
さ
や
を
、
麦
の
穂
の
動
き
に
か

け
て
、
一
語
の
重
複
し
た
表
象
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
上
風
に
」

の
に﹅
、
「
音
な
き
麦
を
」
の
を﹅
が
、
て﹅
に﹅
を﹅
は﹅
と
し
て
の
重
要
な
働
き
を
し

て
、
句
の
内
容
す
る
象
景
を
画えが
い
て
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
俳
句
の
如
き
小
詩
形
が
、
一
般
に
こ
う
し
た
複
雑
な
内
容
を
表
現
し
得
る

の
は
、
日
本
語
の
特
色
た
る
て﹅
に﹅
を﹅
は﹅
と
、
言
語
の
豊
富
な 

聯 

想 

性 

れ
ん
そ
う
せ
い
と
に
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よ
る
の
で
あ
っ
て
、
世
界
に
類
な
き
特
異
な
国
語
の
長
所
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
長
所
は
、
日
本
語
の
他
の
不
幸
な
欠
点
と 

相  

殺 

そ
う
さ
い

さ
れ
る
。
そ
れ
故
に

詩
を
作
る
人
々
は
、
過
去
に
お
い
て
も
未
来
に
お
い
て
も
、
新
し
い
詩
に
お

い
て
も
古
い
詩
に
お
い
て
も
、 

必 

須 

的 

ひ
っ
す
て
き

に
先ま
ず
俳
句
や
和
歌
を
学
び
、
す

べ
て
の
技
術
の
第
一
規
範
を
、
そ
れ
か
ら
取
り
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
未
来
の
如い
何か
な
る
「
新
し
い
詩
」
に
お
い
て
も
、
和
歌
や
俳
句
の
レ
ト

リ
ッ
ク
す
る
規
範
を
離
れ
て
、
日
本
語
の
詩
が
あ
り
得
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

　
　
　
柚ゆ
の
花
や
ゆ
か
し
き
母も
屋や
の  

乾    
隅  

い
ぬ
い
ず
み
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土
蔵
な
ど
の
あ
る
、
暗
く
ひ
っ
そ
り
と
し
た
旧
家
で
あ
ろ
う
。
そ
の
母
屋
お
も
や

の
乾
隅
（
西
北
隅
）
に
柚
の
花
が
咲
い
て
る
と
も
解
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
そ

の
乾
隅
の
部
屋
　
　
そ
れ
は
多
分
隠
居
部
屋
か
何
か
で
あ
ろ
う
　
　
の
窓
前

に
、
柚
の
花
が
咲
い
て
い
る
と
解
す
る
方
が
詩
趣
が
深
い
。
旧
家
の
奥
深
く
、

影
の
さ
さ
な
い
ひ﹅
っ﹅
そ﹅
り﹅
し
た
部
屋
。
幾
代
か
の
人
が
長
く
住
ん
で
る
、
古

い
静
寂
な
家
の
空
気
。
そ
し
て
中
庭
の
一
隅
に
は
、
昔
な
が
ら
の
柚
の
花
が

咲
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
句
の
詩
情
に
は
、
古
い
故
郷
の
家
を
思
わ
せ

る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
昔
の
祖
母
や
昔
の
家
人
の
、
懐
か
し
い
愛
情
を
追
懐

さ
せ
る
よ
う
な
、
遠
い
時
間
へ
の
侘わび
し
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
あ
る
。
こ
れ
も

や
は
り
、
蕪
村
の
詩
情
が
本
質
し
て
い
る
郷
愁 

子 

守 

唄 

こ
も
り
う
た

の
一
曲
で
あ
る
。

つ
い
で
に
表
現
の
構
成
を
分
析
す
れ
ば
、
「
柚
の
花
」
が
静
か
な
侘
し
い
感
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覚
を
表
象
し
、
「
母
屋
」
が
大
き
な
旧
家
　
　
別
棟
や
土
蔵
の
付
い
て
る
　

　
を
聯
想
さ
せ
、
「
乾
隅
」
が
暗
く 

幽  

邃 

ゆ
う
す
い

な
位
置
を
表
象
し
、
そ
し
て

「
ゆ
か
し
き
」
と
い
う
言
葉
が
、
詩
の
全
体
に
か
け
て
流
動
す
る
と
こ
ろ
の
、

情
緒
の
流
れ
と
な
っ
て
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
愁
ひ
つ
つ
丘
に
登
れ
ば
花
茨
い
ば
ら

「
愁
ひ
つ
つ
」
と
い
う
言
葉
に
、
無
限
の
詩
情
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
無
論

現
実
的
の
憂
愁
で
は
な
く
、
青
空
に
漂
う
雲
の
よ
う
な
、
ま
た
は
何
か
の
旅

愁
の
よ
う
な
、
遠
い
眺
望
へ
の
視
野
を
持
っ
た
、
心
の 

茫  

漠 

ぼ
う
ば
く

と
し
た
愁
う
れ
いで

あ
る
。
そ
し
て
野
道
の
丘
に
咲
い
た
、
花
茨
の
白
く
可
憐
か
れ
ん
な
野
生
の
姿
が
、
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主
観
の
情
愁
に
対
象
さ
れ
て
る
。
西
洋
詩
に
見
る
よ
う
な
詩
境
で
あ
る
。
気

宇
が
大
き
く
、
し
か
も
無
限
の
抒
情
味
に
溢あふ
れ
て
い
る
。

　
　
　  
絶    
頂  

ぜ
っ
ち
ょ
う

の
城
た
の
も
し
き
若
葉
か
な

　
若
葉
に
囲
ま
れ
た
山
の
絶
頂
に
、
遠
く
白
堊
は
く
あ
の
城
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

若
葉
の
青
色
と
、
城
の
白
堊
と
が
色
彩
の
明
る
い
配
合
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
こ
の
句
の
絵
画
的
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
併
せ
て
ま
た
主
観
の
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
が
あ
る
。
洋
画
風
の
感
覚
に
よ
る
構
成
で
あ
る
。

　
　
　 

地  

車 

じ
ぐ
る
ま

の
と
ど
ろ
と
響
く
牡
丹
ぼ
た
ん
か
な
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牡
丹
と
い
う
花
は
、
夏
の
日
盛
り
の
光
の
下
で
、
壮
麗
な
色
彩
を
強
く
照

り
か
え
す
の
で
、
雄
大
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
幻
想
を
呼
び
起おこ
さ
せ
る
。
蕪
村
の

詩
と
し
て
は

　
　
　 

閻  

王 

え
ん
お
う

の
口
や
牡
丹
を
吐はか
ん
と
す

　
が
最
も
有
名
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
単
な
る
比ひ
喩ゆ
以
上
に
詩
と
し
て
の
内
容

が
な
く
、
前
掲
の
句
の
方
が
遥
か
に
幽
玄
で
ま
さ
っ
て
い
る
。
句
の
表
現
す

る
も
の
は
、
夏
の
炎
熱
の
沈
黙
し
じ
ま
の
中
で
、
地
球
の
廻
転
す
る
時
劫
じ
こ
う
の
音
を
、

牡
丹
の
幻
覚
か
ら
聴
い
て
る
の
で
あ
る
。

　
　
　 

広  

庭 

ひ
ろ
に
わ

の
牡
丹
ぼ
た
ん
や
天てん
の 

一  

方 

い
っ
ぽ
う

に
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前
の
句
と
同
じ
よ
う
に
、
牡
丹
の
幻
想
を
歌
っ
た
名
句
で
あ
る
。
「
天
の

一
方
に
」
は
、
「   

天  

一  

方  

望  

美  

人   

て
ん
の
い
っ
ぽ
う
び
じ
ん
を
の
ぞ
む

」
と
い
う
よ
う
な
漢
詩
か
ら
、

解
釈
の
聯
想
を
引
き
出
し
て
来
る
人
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
漠
然
た
る

心
象
の
幻
覚
と
し
て
、
天
の
一
方
に
何
物
か
の
幻
像
が
実
在
す
る
と
い
う
風

に
解
す
る
の
が
、
句
の
構
想
を
大
き
く
す
る
見
方
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
こ
う

し
た
幻
想
風
の
俳
句
は
、
芭
蕉
始
め
他
の
人
々
も
所
々
に
作
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
幻
想
の
内
容
が
類
型
的
で
、
旧
日
本
の
伝
統
詩
境
を
脱
し
て
い

な
い
。
こ
う
し
た
雄
大
で
、
し
か
も
近
代
詩
に
見
る
よ
う
な
幻
覚
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
持
っ
た
俳
人
は
、
古
来
蕪
村
一
人
し
か
な
い
。
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た
ち
ば
な
の 

昧 

爽 

時 

か
わ
た
れ
ど
き
や  

古    

館  

ふ
る
や
か
た

　
五
月
雨
頃

さ
み
だ
れ
ご
ろ
の
、 

仄  

暗 

ほ
の
ぐ
ら

く
陰
湿
な 

黄  

昏 

た
そ
が
れ

な
ど
に
、
水
辺
に
建
て
ら
れ
た

古
館
が
あ
り
、
橘
た
ち
ば
なの
花
が
侘わび
し
げ
に
咲
い
て
る
の
で
あ
る
。
「
水
茎
の
岡
の

館
に
妹いも
と
我
と
寝
て
の
朝
あ
さ
げの
霜
の
降
り
は
も
」
と
い
う 

古 

今 

集 

こ
き
ん
し
ゅ
う
の
歌
と
、

ど
こ
か
共
通
の
情
趣
が
あ
り
、
没
落
し
た
情
緒
へ
の
侘
し
い
追
懐
を
感
じ
さ

せ
る
。

　
　
　 

魚  

臭 

う
お
く
さ

き
村
に
出いで
け
り
夏
木
立

　
旅
中
の 

実  

咏 

じ
つ
え
い

で
あ
る
。
青
葉
の
茂
っ
た
夏
木
立
の
街
道
を
通
っ
て
来
る

72郷愁の詩人　与謝蕪村



と
、
魚
く
さ
い
臭にお
い
の
す
る
、
小
さ
な
村
に
出
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
家
々

の
軒
先
に
、
魚
の
干
物
で
も
乾ほ
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。
小
さ
な
、
平
凡
な
、

退
屈
な
村
で
あ
っ
て
、
し
か
も
何
と
な
く
懐
か
し
く
、
記
憶
の 

藤  

棚 

ふ
じ
だ
な

の
日ひ

蔭かげ
の
下
で
、
永
く
夢
み
る
よ
う
な
村
で
あ
る
。

　
　
　
飛
蟻
は
あ
り
と
ぶ
や
富
士
の
裾
野
す
そ
の
の
小
家
こ
い
え
よ
り

　 

広  

茫 

こ
う
ぼ
う

た
る
平
原
の
向
う
に
、
地
平
を
ぬ
い
て
富
士
が
見
え
る
。
そ
の
山さ

   

麓 

ん
ろ
く
の
小
家
の
周
囲
を
、
夏
の
羽
蟻
は
あ
り
が
飛
ん
で
る
の
で
あ
る
。
高
原
地
方
の

ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
を
、
こ
れ
ほ
ど
鮮
明
に
、
印
象
強
く
、
し
か
も
パ
ノ
ラ
マ

的
展
望
で
書
い
た
俳
句
は
外ほか
に
な
い
。
こ
の
表
現
効
果
の
主
要
点
は
、
羽
蟻
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と
い
う
小
動
物
。
高
原
地
方
や
山
麓
の
焼
土
に
多
く 

生  

棲 

せ
い
せ
い

し
て
い
て
、
特

に
夏
の
日
中
に 

飛  

翔 

ひ
し
ょ
う

す
る
小
虫
を
捉とら
え
た
着
眼
点
に
あ
る
。
即
ち
読
者
は
、

羽
蟻
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
高
原
地
方
の
、
夏
の
日
中
の
印
象

を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
飛
翔
し
て
い
る
空
を
通
し
て
、

遠
望
に
富
士
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
、
山
麓
の
小
屋
と 

関  

聯 

か
ん
れ
ん

し
て
、
平

原
一
帯
の
風
物
が
浮
び
あ
が
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
蕪
村
は
こ
の
構
成
を
絵

か
ら
学
ん
だ
。
し
か
し
羽
蟻
は
絵
に
描
け
な
い
。
絵
の
方
で
は
、
こ
の
主
題

を
空
気
の
色
彩
や
ト
ー
ン
で
現
す
の
だ
ろ
う
。

　
　
　 

閑 

居 

鳥 

か
ん
こ
ど
り

寺てら
見
ゆ 

麦 

林 

寺 

ば
く
り
ん
じ

と
や
い
ふ
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夏
の
日
の
田
舎
道
、
遠
く
麦
畑
の
続
い
た
向
う
に
、
寺
の
塔
が
小
さ
く
見

え
る
。
空
で
は
高
く
、
閑
居
鳥
が
飛
ん
で
る
の
で
あ
る
。
こ
の
風
物
を
叙
す

る
た
め
に
、
特
に
「
麦
林
寺
」
と
い
う
固
有
名
詞
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
詩
の
技
術
。
或
る
風
物
を
叙
す
る
代
り
に
、
特
に
或
る
特
殊
な
固
有

名
詞
を
使
用
す
る
の
は
、
昔
か
ら
和
歌
や
俳
句
に
多
く
見
る
と
こ
ろ
で
、
日

本
の
詩
の
独
特
な
技
巧
で
あ
る
。
西
洋
の
詩
で
は
、
韻
律
上
の
美
を
目
的
と

し
て
、
特
殊
な
固
有
名
詞
を
盛
ん
に
使
う
が
、
日
本
の
歌
や
俳
句
の
よ
う
に
、

内
容
（
情
想
）
の
イ
メ
ー
ジ
に
か
け
て
、
表
象
上
の
効
果
に
用
い
る
も
の
は
、

一
般
に
見
て
尠
す
く
ない
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
卓
上
の
鮓すし
に
目め
寒さむ
し 

観 

魚 

亭 

か
ん
ぎ
ょ
て
い
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「
卓
」
と
い
う
言
葉
、
ま
た
「
観
魚
亭
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が

紫
檀
し
た
ん
か
何
か
で
出
来
た
、
支
那
風
の
角
ば
っ
た
、
冷
た
い
感
じ
の
す
る
食
卓

で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
卓
の
上
に
、
鮮
魚
の
冷
た
い
鮓
が
、
静
か

に
、
ひ
っ
そ
り
と
、
沈
黙
し
て
置
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。
鮓
の
冷
た
い
、
静

物
的
な
感
じ
を
捉とら
え
た
純
感
覚
的
な
表
現
で
あ
り
、
近
代
詩
の
行
き
方
と
も

共
通
し
て
い
る
、
非
常
に
鮮
新
味
の
あ
る
俳
句
で
あ
る
。
な
お
蕪
村
は
、
鮓

に
つ
い
て
特
殊
な
鋭
ど
い
感
覚
を
持
ち
、
次
に
掲
出
す
る
如
く
、
名
句
を
沢

山
作
っ
て
い
る
。

　
　
　  

寂    

寞  

じ
ゃ
く
ま
く

と
昼
間
を
鮓すし
の
な
れ
加
減
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鮓
は
、
そ
れ
の
醋す
が 

醗  

酵 

は
っ
こ
う

す
る
ま
で
、
静
か
に
冷
却
し
て
、
暗
所
に
慣な

ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
寂
寞
た
る
夏
の
白
昼
ま
ひ
る
。
万
象
の
死
ん
で
る

沈
黙
し
じ
ま
の
中
で
、
暗
い
台
所
の
一
隅
に
、
こ
う
し
た
鮓
が
な
ら
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
鮓
は
、
時
間
の
沈
滞
す
る
底
の
方
で
、
静
か
に
、
冷
た
く
、

永
遠
の 

瞑  

想 

め
い
そ
う

に
耽ふけ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
句
の
詩
境
に
は
、
宇
宙
の

恒
久
と
不
変
に
関
し
て
、
或
る
感
覚
的
な
瞳め
を
持
つ
と
こ
ろ
の
、
一
の
メ
タ

フ
ィ
ジ
カ
ル
な
凝
視
が
あ
る
。
そ
れ
は
鮓
の
素もと
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
醋
の
嗅

覚
や
味
覚
に
も 

関  

聯 

か
ん
れ
ん

し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
醋
が
、
暗
所
に
お
い
て
醗

酵
す
る
時
の
、
静
か
な
化
学
的
状
態
と
も
関
聯
し
て
い
る
。
と
に
か
く
、
蕪

村
の
如
き
昔
の
詩
人
が
、
季
節
季
節
の
事
物
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
鋭
敏
な
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感
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
今
日
の
イ
マ
ジ
ズ
ム
の
詩
人
以
上
で
、
全
く

驚
嘆
す
る
外ほか
は
な
い
。

　
　
　 

鮒  
鮓 

ふ
な
ず
し

や
彦
根
ひ
こ
ね
の
城
に
雲
か
か
る

　
夏
草
の
茂
る
野
道
の
向
う
に
、
遠
く
彦
根
の
城
を
な
が
め
、
鮒
鮓
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
浮うか
べ
た
の
で
あ
る
。
鮒
鮓
を
食
っ
た
の
で
は
な
く
、
鮒
鮓
の 

聯  

れ
ん
そ

想 う
か
ら
、
心
の
隅
の
侘わび
し
い
旅
愁
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
「
鮒
鮓
」
と
い

う
言
葉
、
そ
の
特
殊
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
夏
の
日
の
雲
と
対
照
し
て
、
不
思
議

に
寂
し
い
旅
愁
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
句
の
秀すぐ
れ
た
技
巧
を
見
る

べ
き
で
あ
る
。 

島  

崎  

藤  

村 

し
ま
ざ
き
と
う
そ
ん

氏
の
名
詩
「 
千 
曲 
川 
ち
く
ま
が
わ

旅
情
の
歌
」
と
、
ど

78郷愁の詩人　与謝蕪村



こ
か
共
通
し
た
詩
情
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
感
覚
的
の
要
素
を
多
分
に
持
っ
て

い
る
。

　
　
　 

麦  
秋 

む
ぎ
あ
き

や
何
に
お
ど
ろ
く
屋
根
の
鶏とり

　
農
家
の
屋
根
の
上
に
飛
び
あ
が
っ
て
、
け
た
た
ま
し
く
啼な
い
て
る
鶏
は
、

何
に
驚
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
屋
根
の
上
か
ら
、 

刈 

入 

時 

か
り
い
れ
ど
き
の
田
舎
の
自

然
が
、
眺
望
を
越
え
て
遠
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
に
は
秋
の
よ

う
な
日
が
照
り
渡
っ
て
、
地
上
に
は
麦
が
実みの
り
、
大
鎌
や
小
鎌
を
持
っ
た
農

夫
た
ち
が
、
至
る
と
こ
ろ
の
畑
の
中
で
、
戦
争
の
よ
う
に
忙いそ
が
し
く
働
い
て

い
る
。
そ
し
て 

畔  

道 

あ
ぜ
み
ち

に
は
、
麦
を
積
ん
だ
車
が
通
り
、
後
か
ら
後
か
ら
と
、
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列
を
作
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
　
　
こ
う
し
た
刈
入
時
の
田
舎
の
自
然
と
、

収
穫
に
忙
し
い
労
働
の
人
生
と
が
、
屋
根
の
上
に
飛
び
あ
が
っ
た
一
羽
の
鶏

の
主
観
の
影
に
、 

茫  

洋 

ぼ
う
よ
う

と
し
て
意
味
深
く
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　  

更    

衣  

こ
ろ
も
が
え

野の
路じ
の
人
は
つ
か
に
白
し

　
春
着
を
脱
い
で
夏
の
薄
物
に
か
え
る  

更    

衣  

こ
ろ
も
が
え

の
頃ころ
は
、
新
緑
初
夏
の
候

で
あ
っ
て
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
旅
情
を
そ
そ
る
季
節
で
あ
る
。
そ
う
し
た
初

夏
の
野
道
に
、
遠
く
点
々
と
し
た
行
路
の
人
の
姿
を
見
る
の
は
、
と
り
わ
け

心
の
旅
愁
を
呼
び
お
こ
し
て
、
何
か
の  
縹    
渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
た
る
あ
こ
が
れ
を
感
じ
さ

せ
る
。
「
眺
望
」
と
い
う
こ
の
句
の
題
が
、
ま
た
よ
く
そ
う
し
た
情
愁
を
表
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象
し
て
お
り
、
如い
何か
に
も
詩
情
に
富
ん
だ
俳
句
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詩
境
は
、

西
洋
の
詩
や
近
代
の
詩
に
は
普
通
で
あ
る
が
、
昔
の
日
本
の
詩
歌
に
は
珍
し

く
、
特
に
江
戸
時
代
の
文
学
に
は
全
く
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
出
の

「
愁
ひ
つ
つ
丘
に
登
れ
ば
花
茨
い
ば
ら」
や
、
春
の
句
の
「 

陽  

炎 

か
げ
ろ
う

や
名
も
知
ら
ぬ

虫
の
白
き
飛
ぶ
」
な
ど
と
共
に
、
西
欧
詩
の
香
気
を
強
く
持
っ
た
蕪
村
独
特

の
句
の
一
つ
で
あ
る
。

　
因
ち
な
みに
、
蕪
村
は
「
白
」
と
い
う
色
に
特
殊
な
表
象
感
覚
を
有
し
て
い
て
、

彼
の
多
く
の
句
に
含
蓄
深
く
使
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
前
に
評
釈
し
た
句
、

　
　
　 

白  

梅 

し
ら
う
め

や
誰た
が
昔
よ
り
垣
の
外そと

　
　
　 

白  

梅 

し
ら
う
め

に
明あけ
る
夜
ば
か
り
と
な
り
に
け
り

　
な
ど
の
句
も
、
白
と
い
う
色
の
特
殊
な
イ
メ
ー
ジ
が
主
題
に
な
っ
て
、
こ
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れ
が
梅
の
花
に 

聯  

結 

れ
ん
け
つ

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
に
お
い
て
、

蕪
村
は
或
る
心
象
的
な
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
と
、
或
る
縹
渺
と
し
た
主
観
の
情

愁
と
を
、
白
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い
る
。

　
　
　  

更    

衣  

こ
ろ
も
が
え

母
な
ん 

藤 

原 

氏 

ふ
じ
わ
ら
う
じ
な
ん
め
り

　
平
安
朝
の
文
化
に
対
し
て
、
蕪
村
は
特
殊
の
懐
古
的  

憧    

憬  

し
ょ
う
け
い

と
郷
愁
と

を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
の
単
な
る
詩
人
的
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
と
見
る
よ

り
は
、
彼
の
生
活
し
て
い
た
江
戸
時
代
の
文
化
情
操
が
、
町
人
的
卑
俗
主
義

に
堕
し
て
い
た
こ
と
で
、
蕪
村
の
貴
族
主
義
と
容い
れ
な
か
っ
た
上
に
、
彼
自

身
が
京
都
に
住
ん
で
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
句
も
や
は
り
、
そ
う
し

82郷愁の詩人　与謝蕪村



た
主
観
的
郷
愁
の 

一 

咏 

嘆 

い
ち
え
い
た
ん
で
あ
る
が
、
特
に
心
の
詩
情
を
動
か
し
や
す
く
、

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
夢
見
が
ち
な
初
夏
の
季
節
を
、  

更    

衣  

こ
ろ
も
が
え

の
季
題
で
捉とら
え

た
と
こ
ろ
に
、
句
の
表
現
的
意
義
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
平
安
朝

懐
古
の
句
は
、
他
に
も
沢
山
作
っ
て
い
る
の
で
、
参
考
の
た
め
、
次
に
数
句

を
提
出
し
よ
う
。

　
　
　 

折  

釘 

お
れ
く
ぎ

に
烏え
帽ぼ
子し
か
け
た
り
宵
の
春

　
　
　
春
の
夜
に
尊
き
御
所
ご
し
ょ
を
守も
る
身
か
な

　
　
　
春
雨
や
同
車
の
君
が
さ
ざ
め
言ごと

　
　
　
ほ
と
と
ぎ
す
平
安
朝
を
筋すじ
か
ひ
に

　
　
　
さ
し
ぬ
き
を
足
で
脱ぬ
ぐ
夜
や  
朧    
月  

お
ぼ
ろ
づ
き

　
引
例
を
見
て
も
解
る
よ
う
に
、
特
に
春
の
句
に
お
い
て
そ
れ
が
多
い
の
は
、
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平
安
朝
の
優
美
で
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
文
化
や
風
俗
や
が
、
春
宵
の
悩
ま
し
い
主

観
に
お
い
て
、
特
に
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
与
え
る
た
め
な
の
だ
ろ
う
。
芭
蕉
に

お
け
る
木
曾
義
仲

き
そ
よ
し
な
か
の
崇
拝
や
、
戦
国
時
代
へ
の
特
殊
な
歴
史
的
懐
古
趣
味
を
、

一
方
蕪
村
の
平
安
朝
懐
古
趣
味
と
比
較
す
る
時
、
両
者
の
異
な
る
詩
人
的
気

質
が
、
お
の
ず
か
ら
分
明
し
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
備
考
。
こ
の
句
の
第
三
句
は
、
多
く
の
句
集
に
「
な
り
け
り
」
と
な
っ

て
る
が
、
平
安
朝
の
言
葉
を
も
じ
っ
た
「
な
ん
め
り
」
の
方
が
、
こ
の
場
合

ユ
ー
モ
ラ
ス
で
面
白
い
。
）

　
　
　
草
の
雨
祭
の
車
過すぎ
て
の
ち

84郷愁の詩人　与謝蕪村



　
京
都
の
夏
祭
、
即
ち
祇
園
会

ぎ
お
ん
え

で
あ
る
。
夏
の
白
昼
ま
ひ
る
の
街
路
を
、
祭
の
鉾ほこ
や

車
が
過
ぎ
た
後
で
、
一
雨
さ
っ
と
降
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
夏
祭
の
日
に
は
、

家
々
の
軒
に
、
あ
や
め
や
、 

菖  

蒲 

し
ょ
う
ぶ

や
、
百ゆ
合り
な
ど
の
草
花
を
挿
し
て
置
く

の
で
、
そ
れ
が
雨
に
濡
れ
て
茂
り
、
町
中
が
忽
た
ち
まち 

青  

々 

せ
い
せ
い

た
る
草
原
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
。
古
都
の
床
し
い
風
流
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
蕪
村
の
平
安

朝
懐
古
趣
味
が
、
ほ
の
か
に
郷
愁
の
影
を
曳ひ
い
て
る
。

　
　
　
夕
立
や
草
葉
を
掴つか
む  
群    
雀  
む
ら
す
ず
め

　
急
の
夕
立
に
打
た
れ
て
、
翼
を
濡ぬ
ら
し
た
雀
た
ち
が
、
飛
ぼ
う
と
し
て
飛

び
得
ず
、
麦
の
穂
や
草
の
葉
を
掴
ん
で
ま
ご
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
時
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に
襲
っ
て
来
た
夕
立
の
烈はげ
し
い
勢
い
き
お
いが
、
雀
の
動
作
に
よ
っ
て
よ
く
描
か
れ
て

い
る
。
純
粋
に
写
生
的
の
絵
画
句
で
あ
っ
て
、
ポ
エ
ジ
イ
と
し
て
の
余
韻
や

含
蓄
に
は
欠
け
て
る
け
れ
ど
も
、
自
然
に
対
し
て
鋭
い
観
照
の
目
を
持
っ
て

い
た
蕪
村
、
画
家
と
し
て
の
蕪
村
の
本
領
が
、
こ
う
し
た
俳
句
に
お
い
て
表

現
さ
れ
て
る
。

　
　
　
紙
燭
し
そ
く
し
て
廊
下
通
る
や 
五 

月 

雨 
さ
つ
き
あ
め

　
降
り
続
く
梅
雨
季
節
。
空
気
は
陰
湿
に
カ
ビ
臭
く
、
室
内
は
昼
で
も
薄
暗

く
た
そ
が
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
紙
燭
を
持
っ
て
、
昼
間
廊
下
を
通
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
日
本
の
夏
に
特
有
な
、
梅
雨
時

つ
ゆ
ど
き

の
暗
い
天
気
と
、
畳
の
上
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に
カ
ビ
が
生
え
る
よ
う
な
、
じ
め
じ
め
し
た
湿
気
と
、
そ
う
し
た
季
節
に
、

そ
う
し
た
薄
暗
い
家
の
中
で
、
陰
影
深
く
生
活
し
て
い
る
人
間
の
心
境
と
が
、

句
の
表
象
す
る
言
葉
の
外
周
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
僕
ら
の
日
本
人
は
、

こ
う
し
た
句
か
ら
直
ち
に
日
本
の
家
を 

聯  

想 

れ
ん
そ
う

し
、 

中 

廊 

下 

な
か
ろ
う
か

の
薄
暗
い
冷

た
さ
や
、
梅
雨
に
湿
っ
た
紙
の
障
子
や
、
便
所
の
青
く
さ
い
臭にお
い
や
、
一
体

に
梅
雨
時
の
カ
ビ
臭くさ
く
、
内
部
の
暗
く
陰
影
に
み
ち
た
家
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

こ
と
か
ら
、
必
然
に
ま
た
そ
う
し
た
家
の
中
の
生
活
を
聯
想
し
、
自
然
と
人

生
の
聯
結
す
る
或
る
ポ
イ
ン
ト
に
、
特
殊
な
意
味
深
い
詩
趣
を
感
ず
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
夏
の
湿
気
が
な
く
、
家
屋
の
構
造
が
ち
が
っ
て
る
外
国
人
に

と
っ
て
、
こ
う
し
た
俳
句
は
全
然
無
意
味
以
上
で
あ
り
、
何
の
た
め
に
、
ど

う
し
て
ど
こ
に
「
詩
」
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
さ
え
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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日
本
の
茶
道
さ
ど
う
の
基
本
趣
味
や
、
芭
蕉
俳
句
の
い
わ
ゆ
る
風
流
や
が
、
す
べ
て

苔こけ
や
さ﹅
び﹅
や
の
風
情
を
愛
し
、
湿
気
に
よ
っ
て
生
ず
る
特
殊
な
雅
趣
を
、
生

活
の
中
に
ま
で
浸
潤
さ
せ
て
芸
術
し
て
い
る
の
は
、
人
の
よ
く
知
る
通
り
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
一
般
に
日
本
人
の
文
学
や
情
操
で
、
多
少
と
も
湿
気
の
影

響
を
受
け
て
な
い
も
の
は
殆ほと
ん
ど
な
い
。
（
す
べ
て
の
日
本
的
な
物
は
梅つ
雨ゆ

臭くさ
い
の
で
あ
る
）
特
に  
就    

中  
な
か
ん
ず
く

、
自
然
と
人
生
を
一
元
的
に
見
て
、
季
節

を
詩
の
主
題
と
す
る
俳
句
の
如
き
文
学
で
は
、
こ
の
影
響
が
著
し
い
。
日
本

の
気
候
の
特
殊
な
触
感
を
考
え
な
い
で
、
俳
句
の
趣
味
を
理
解
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
か
の
湿
気
が
全
く
な
く
、
常
に
明
る
く
乾
燥
し
た
空
気
の

中
で
、
石
と
金
属
と
で
出
来
た
家
に
住
ん
で
る
西
洋
人
ら
に
、
日
本
の
俳
句

が
理
解
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
気
象
学
的
に
も
決
定
さ
れ
た
宿
命
で
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あ
る
。

　
　
　
五
月
雨

さ
み
だ
れ

や
御み
豆ず
の
小
家
こ
い
え
の
寝
覚
ね
ざ
め
が
ち

「
五
月
雨
や
大
河
た
い
が
を
前
に
家
二
軒
」
と
い
う
句
は
、
蕪
村
の
名
句
と
し
て
一

般
に
定
評
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
句
は
そ
れ
と
類
想
し
て
、
も
っ
と

ち
が
っ
た
情
趣
が
深
い
。
こ
の
句
か
ら
感
ず
る
も
の
は
、
各
自
に
小
さ
な
家

に
住
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を
悩
ん
だ
り
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
る
と
こ
ろ

の
、
人
間
生
活
へ
の
或
る
い
じ
ら
し
い
愛
と
、
何
か
の
或
る 

物  

床 

も
の
ゆ
か

し
い
、

淡
い  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
と
し
た
抒
情
味
で
あ
る
。
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百    

姓  

ひ
ゃ
く
し
ょ
う
の
生
き
て
働
く
暑
さ
哉かな

「
生
き
て
働
く
」
と
い
う
言
葉
が
、
如い
何か
に
も
肉
体
的
に 

酷  

烈 

こ
く
れ
つ

で
、
炎
熱

の
下
に
喘あえ
ぐ
よ
う
な
響
ひ
び
きを
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
俳
句
は
写
生
で
な
く
、

心
象
の
想
念
を
主
調
に
し
て
表
象
し
た
も
の
と
見
る
方
が
好い
い
。
し
た
が
っ

て
「
百
姓
」
と
い
う
言
葉
は
、
実
景
の
人
物
を
限
定
し
な
い
で
、
一
般
に
広

く
、
単
に
漠
然
た
る
「
人
」
即
ち
「
人
間
一
般
」
と
い
う
ほ
ど
の
、
無
限
定

の
意
味
で
ぼ
ん
や
り
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
え
ば
こ
の
句
に
お
い

て
、
蕪
村
は
「
人
間
一
般
」
を
「
百
姓
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
見
て
い
る

の
で
、
読
者
の
側
か
ら
鑑
賞
す
れ
ば
、
百
姓
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
中
に
、
人
間

一
般
の
姿
を
想
念
す
れ
ば
好
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
く
、
単
な
る
実
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景
の
写
生
と
す
れ
ば
、
句
の
詩
境
が
限
定
さ
れ
て
、
平
面
的
の
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
し
、
か
つ
「
生
き
て
働
く
」
と
い
う
言
葉
の
主
観
性
が
、
実
感
的

に
強
く
響
い
て
来
な
い
。
つ
い
で
に
言
う
が
、
一
般
に
言
っ
て
写
生
の
句
は
、

即
興
詩
や
座
興
歌
と
同
じ
く
、
芸
術
と
し
て
軽
い
境
地
の
も
の
で
あ
る
。
正ま

 

岡 

子 

規 

さ
お
か
し
き

以
来
、
多
く
の
俳
人
や
歌
人
た
ち
は
伝
統
的
に
写
生
主
義
を
信
奉

し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
芭
蕉
や
蕪
村
の
作
品
に
は
、
単
純
な
写
生
主
義
の
句

が
極
め
て
尠
す
く
なく
、
名
句
の
中
に
は
殆ほと
ん
ど
な
い
事
実
を
、
深
く
反
省
し
て
見

る
べ
き
で
あ
る
。
詩
に
お
け
る
観
照
の
対
象
は
、
単
に
構
想
へ
の
暗
示
を
与

え
る
材
料
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
花
茨
い
ば
ら故
郷
の
道
に
似
た
る
哉かな
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「
愁
ひ
つ
つ
丘
に
登
れ
ば
花
茨
」
と
類
想
で
あ
っ
て
、
如い
何か
に
も
蕪
村
ら
し

い
、 
抒 
情 
味 

じ
ょ
じ
ょ
う
み
に
溢あふ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
句
に
は
「
か
の 

東  

皐 

と
う
こ
う

に
登

れ
ば
」
と
い
う
前
書
が
付
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
一
層
よ
く
句
の
詩
情
を
強

め
て
い
る
。
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秋
の
部

　
　
　
門かど
を
出
て
故
人
に
逢あ
ひ
ぬ
秋
の
暮

　
秋
風 

落  

寞 

ら
く
ば
く

、
門
を
出
れ
ば
我
れ
も
ま
た
落
葉
の
如
く
、
風
に
吹
か
れ
る

人
生
の
漂
泊
者
に
過
ぎ
な
い
。
た
ま
た
ま
行
路
こ
う
ろ
に
逢
う
知
人
の
顔
に
も
、
生

活
の
寂
し
さ
が
暗
く
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宇
宙
万
象
の
秋
、
人
の
心
に

食
い
込
む
秋
思
の
傷
み
を
咏えい
じ
尽つく
し
て
遺
憾
な
く
、
か
の
芭
蕉
の
名
句
「
秋

ふ
か
き
隣
と
な
りは
何
を
す
る
人
ぞ
」
と 

双  

壁 

そ
う
へ
き

し
、
蕪
村
俳
句
中
の
一
名
句
で
あ
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る
。

　
こ
の
句
几
董
き
と
う
の
句
集
に
洩も
れ
、
後
に
遺
稿
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
句
集
の

方
の
は

　
　
　
門
を
出
れ
ば
我
れ
も
行
人

ゆ
く
ひ
と
秋
の
暮

　
で
あ
り
、
全
く
同
想
同
題
で
あ
る
。
一
つ
の
同
じ
テ
ー
マ
か
ら
こ
の
二
つ

の
俳
句
が
同
時
に
出
来
た
た
め
、
蕪
村
自
身
そ
の
取
捨
に
困
っ
た
ら
し
い
。

二
つ
と
も
佳
作
で
あ
っ
て
、
容
易
に
取
捨
を
決
し
が
た
い
が
、
結
局
「
故
人

に
逢
ひ
ぬ
」
の
方
が
秀すぐ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
秋
の
燈ひ
や
ゆ
か
し
き
奈
良
の
道
具
市
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秋
の
日
の
暮
れ
か
か
る
灯ひ
と
も
し
頃ごろ
、
奈
良
の
古
都
の
街
は
ず
れ
に
、
骨こ

   
董 

っ
と
う
な
ど
売
る
道
具
市
が
立
ち
、
店
々
の
暗
い
軒
に
は
、
は
や
宵
の
燈
火
あ
か
り
が

淡
く
灯とも
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奈
良
と
い
う
侘わび
し
い
古
都
に
、
薄
暗
い
古
道

具
屋
の
並
ん
だ
場
末
を
考
え
る
だ
け
で
寂
し
い
の
に
、
秋
の
薄
暮
の
灯
と
も

し
頃
、
宵
の
燈
火
あ
か
り
の
黄
色
い
光
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
、
一
層
情
趣
が
侘
し
く

な
り
、
心
の
古
い
故
郷
に
思
慕
す
る
、
或
る
種
の
切
な
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を

感
じ
さ
せ
る
。
前
に
評
釈
し
た
夏
の
句
「
柚ゆ
の
花
や
ゆ
か
し
き
母も
屋や
の  

乾  

い
ぬ
い

  

隅  

ず
み

」
と
、
本
質
に
お
い
て
共
通
し
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
で
あ
り
、
蕪
村
俳
句

の
特
色
す
る
詩
境
で
あ
る
。
な
お
蕪
村
は
「
ゆ
か
し
き
」
と
い
う
言
葉
の
韻

に
、
彼
の
詩
的
情
緒
の
深
い 

咏  

嘆 

え
い
た
ん

を
籠こ
め
て
い
る
。
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飛  

尽 

と
び
つ
く

す
鳥
ひ
と
つ
づ
つ
秋
の
暮

　
芭
蕉
の
名
句
「
何
に
こ
の
師
走
し
わ
す
の
町
へ
行
く
鴉
か
ら
す」
に
は
遠
く
及
ば
ず
、
同

じ
蕪
村
の
句
「 
麦  

秋 
む
ぎ
あ
き

や
何
に
驚
く
屋
根
の
鶏とり
」
に
も
劣
っ
て
い
る
が
、
や

は
り
こ
れ
に
も
蕪
村
の
蕪
村
ら
し
い
ポ
エ
ジ
イ
が
現
れ
て
お
り
、
捨
て
が
た

い
俳
句
で
あ
る
。

　
　
　
お
の
が
身
の
闇やみ
よ
り
吠ほ
え
て
夜よ
半わ
の
秋

　
黒
犬
の
絵
に
讃さん
し
て
咏よ
ん
だ
句
で
あ
る
。
闇
夜
や
み
よ
に
吠
え
る
黒
犬
は
、
自
分

が
吠
え
て
い
る
の
か
、
闇
夜
の
宇
宙
が
吠
え
て
い
る
の
か
、
主
客
の
認
識
実
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体
が
解
ら
な
い
。
と
も
あ
れ  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
た
る
秋
の
夜
半
に
、
長
く
悲
し
く
寂

し
み
な
が
ら
、
物
に
お
び
え
て
吠
え
叫
ぶ
犬
の
心
は
、
そ
れ
自
ら
宇
宙
の
秋

の
心
で
あ
り
、
孤
独
に
耐
え
得
ぬ
、
人
間
蕪
村
の
傷
ま
し
い
心
な
の
で
あ
ろ

う
。
彼
の
別
の
句

　
　
　
愚ぐ
に
耐
え
よ
と
窓
を
暗
く
す
竹
の
雪

　
も
こ
れ
と
や
や
同
想
で
あ
り
、
生
活
の
不
遇
か
ら
多
少
ニ
ヒ
リ
ス
チ
ッ
ク

に
な
っ
た
、
悲
壮
な 

自 
嘲 
的 

じ
ち
ょ
う
て
き
感
慨
を
汲く
む
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
冬
近
し
時
雨
し
ぐ
れ
の
雲
も
此こ
所こ
よ
り
ぞ

　 

洛  

東 

ら
く
と
う

に
芭
蕉
庵
を
訪
ね
た
時
の
句
で
あ
る
。
蕪
村
は
芭
蕉
を
崇
拝
し
、
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自
分
の
墓
地
さ
え
も
芭
蕉
の
墓
と
並
べ
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
崇
拝

す
る
芭
蕉
の
庵
い
お
りを
、
初
め
て
親
し
く
訪
ね
た
日
は
、
お
そ
ら
く
感
激
無
量
で

あ
っ
た
ろ
う
。
既
に
年
経
て
、
古
く
物
さ
び
た
庵
の
中
に
は
、
今
も
な
お
故

人
の
霊
が
い
て
、
あ
の
寂
し
い
風
流
の
道
を
楽
し
み
、
静
か
な 

瞑  

想 

め
い
そ
う

に
耽
ふ
け

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
か
知
れ
な
い
。
「
冬
近
し
」
と
い
う
切
迫
し
た
語

調
に
始
ま
る
こ
の
句
の
影
に
は
、
芭
蕉
に
対
す
る
無
限
の
思
慕
と 

哀  

悼 

あ
い
と
う

の

情
が
含
ま
れ
て
お
り
、
同
時
に
ま
た
芭
蕉
庵
の
物
寂
も
の
さ
び
た
風
情
が
、
よ
く
景

象
的
に
描
き
尽つく
さ
れ
て
い
る
。
さ
す
が
に
蕪
村
は
、
芭
蕉
俳
句
の
本
質
を
理

解
し
て
お
り
、
そ
の
「
風
流
」
と
そ
の
「
情
緒
」
と
を
、
完
全
に
表
現
し
得

た
の
で
あ
っ
た
。
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秋
風
や
干
魚
ひ
う
お
か
け
た
る  

浜    

庇  

は
ま
び
さ
し

　
海
岸
の
貧
し
い
漁
村
。
家
々
の
軒
に
は
干
魚
が
か
け
て
乾ほ
し
て
あ
り
、
薄

ら
日
和
び
よ
り
の
日
を
、
秋
風
が
寂
し
く
吹
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
秋
風
や
酒
肆
し
ゅ
し
に
詩し
う
た
ふ 

漁  

者 

ぎ
ょ
し
ゃ  

樵    

者  

し
ょ
う
し
ゃ

　 

街 

道 

筋 

か
い
ど
う
す
じ
の
居
酒
屋
な
ど
に
見
る
、
場
末
風
景
の
侘わび
し
げ
な
秋
思
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
句
で
、
蕪
村
は
特
に
「
酒
肆
」
と
か
「
詩
」
と
か
の
言
葉
を
用
い
、

漢
詩
風
に
意
匠
す
る
こ
と
を
好
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
の
意
図
は
、
支
那
の

風
物
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
し
て
、
或
る
気
品
の
高
い
純
粋
詩
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感
を
、
意
識
的
に
力
強
く
出
す
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
句
の
場
合
で
、

「
酒
屋
」
と
か
「
謡うた
」
と
か
い
う
言
葉
を
使
え
ば
、
句
の
情
趣
が
現
実
的
の

写
生
に
な
っ
て
、
句
の
モ
チ
ー
ヴ
で
あ
る  

秋    

風  

し
ゅ
う
ふ
う 

落  

寞 

ら
く
ば
く

の
強
い
詩
的
感

銘
が
弱
っ
て
来
る
。
こ
の
句
は
「
酒
肆
に
詩
う
た
ふ
」
に
よ
っ
て
、
如い
何か
に

も
秋
風
に  

長    
嘯  

ち
ょ
う
し
ょ
う
す
る
よ
う
な
感
じ
を
あ
た
え
、
詩
と
し
て
の
純
粋
感
銘

を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
子し
規き
一
派
の
俳
人
が
解
し
た
如
く
、
蕪
村
は
決
し

て
写
生
主
義
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
月つき 

天  

心 

て
ん
し
ん

貧
し
き
町
を
通
り
け
り

　
月
が
天
心
に
か
か
っ
て
い
る
の
は
、
夜
が
既
に
遅
く
更ふ
け
た
の
で
あ
る
。
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人
気
ひ
と
け
の
な
い
深
夜
の
町
を
、
ひ
と
り
足
音
高
く
通
っ
て
行
く
。
町
の
両
側
に

は
、
家
並
や
な
み
の
低
い
貧
し
い
家
が
、
暗
く
戸
を
閉とざ
し
て
眠
っ
て
い
る
。
空
に
は

  

中    
秋  

ち
ゅ
う
し
ゅ
う
の
月
が
冴さ
え
て
、
氷
の
よ
う
な
月
光
が
独
り
地
上
を
照
ら
し
て
い

る
。
こ
こ
に
考
え
る
こ
と
は
人
生
へ
の
或
る
涙
ぐ
ま
し
い
思
慕
の
情
と
、
或

る
や
る
せ
な
い  
寂    

寥  
せ
き
り
ょ
う

と
で
あ
る
。
月
光
の
下もと
、
ひ
と
り
深
夜
の
裏
町
を

通
る
人
は
、
だ
れ
し
も
皆
こ
う
し
た
詩
情
に
浸
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
人
々

は
い
ま
だ
か
つ
て
こ
の
情
景
を
捉とら
え
表
現
し
得
な
か
っ
た
。
蕪
村
の
俳
句
は
、

最
も
短
か
い
詩
形
に
お
い
て
、
よ
く
こ
の
深
遠
な
詩
情
を
捉
え
、
簡
単
に
し

て
複
雑
に
成
功
し
て
い
る
。
実
に
名
句
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
恋
さ
ま
ざ
ま
願
ね
が
いの
糸
も
白
き
よ
り
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古
来
難
解
の
句
と
評
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に 

首  

肯 

し
ゅ
こ
う

さ
れ
る
解
説
が
出
来

て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
と
な
く
心
を
牽ひ
か
れ
る
俳
句
で
あ

り
、
和
歌
の
恋
愛
歌
に
似
た
音
楽
と
、
蕪
村
ら
し
い
純
情
の
し
お
ら
し
さ
を
、

可
憐
か
れ
ん
に
な
つ
か
し
く
感
じ
さ
せ
る
作
で
あ
る
。
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
「
恋
さ
ま
ざ
ま
」
の
「
さ
ま
ざ
ま
」
は
「
散
り
散
り
」
の
意
味
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
「
願
の
糸
も
白
き
よ
り
」
は
、
純
潔
な
熱
情
で
恋
を
し
た
け
れ

ど
も
　
　
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
蕪
村
が
幼
時
に
記
憶
し

た
イ
ロ
ハ
骨
牌
ガ
ル
タ
か
何
か
の
文
句
を
、
追
懐
の 

聯  

想 

れ
ん
そ
う

に
浮うか
べ
た
も
の
で
、
彼

の
他
の
春
の
句
に
多
く
見
る
俳
句
と
同
じ
く
、
幼
時
へ
の
侘わび
し
い
思
慕
を
、

恋
の
イ
メ
ー
ジ
に
融と
か
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
蕪
村
は
い
つ
も
、
寒
夜
の
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寝
床
の
中
に
亡
き
母
の
こ
と
を
考
え
、
遠
い
昔
の
な
つ
か
し
い
幼
時
を
し
の

ん
で
、
ひ
と
り
悲
し
く
夢
に
啜すす
り
泣
い
て
い
た
よ
う
な
詩
人
で
あ
っ
た
。
恋

愛
で
さ
え
も
、
蕪
村
の
場
合
に
は
夢
の
追
懐
の
中
に
融
け
合
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
小
鳥
来
る
音
う
れ
し
さ
よ  

板    

庇  

い
た
び
さ
し

　
渡
り
鳥
の
帰
っ
て
来
る
羽
音
は
お
と
を
、
炉
辺
ろ
へ
ん
に
聴き
く
情
趣
の
侘わび
し
さ
は
、
西
欧

の
抒
情
詩
、
特
に
ロ
セ
ッ
チ
な
ど
に
多
く
歌
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

日
本
の
詩
歌
で
は
珍
し
く
、
蕪
村
以
外
に
全
く
見
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前

出
の
「
愁
ひ
つ
つ
丘
に
登
れ
ば
花
茨
」
や
、
こ
の
「
小
鳥
来
る
」
の
句
な
ど
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は
、
日
本
の
俳
句
の  

範    

疇  

は
ん
ち
ゅ
う

し
て
い
る
伝
統
的
詩
境
、
即
ち
俳
人
の
い
わ

ゆ
る
「
俳
味
」
と
は
別
の
情
趣
に
属
し
、
む
し
ろ
西
欧
詩
の
リ
リ
カ
ル
な
詩

情
に
類
似
し
て
い
る
。
今
の
若
い
時
代
の
青
年
ら
に
、
蕪
村
が
最
も
親
し
く

理
解
し
や
す
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
一
方
で
、
伝
統
的

の
俳
味
を
愛
す
る
俳
人
ら
か
ら
、
や
や
も
す
れ
ば
蕪
村
が
嫌
わ
れ
る
所
以
ゆ
え
ん
で

も
あ
る
。
今
日
「
俳
人
」
と
称
さ
れ
て
る
専
門
家
の
人
々
は
、
決
し
て
こ
の

種
の
俳
句
を
認
め
ず
、
全
く
そ
の
詩
趣
を
理
解
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
蕪
村
の
本
領
は
、
か
え
っ
て
こ
れ
ら
の
俳
句
に
尽つく
さ
れ
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の

方
が
よ
く
知
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
う
ら
枯
や
か
ら
き
め
見
つ
る
漆
う
る
しの
樹き
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木
枯
し
の
朝
、
枝
葉
を
残
ら
ず
吹
き
落
さ
れ
た
漆
の
木
が
、  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
と

し
て
自
然
の
中
で
、
た
だ
独
り
、
骨
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
か
ら
き
め
見
つ
る
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
作
者
の
主
観
が
力
強
く
籠こ
め

ら
れ
て
い
る
。
悲
壮
な
、
痛
々
し
い
、
骨
の
鳴
る
よ
う
な
人
生
が
、
一
本
の

枯
木
を
通
し
て
、
蕭
条
た
る
自
然
の
背
後
に
拡ひろ
が
っ
て
行
く
。

　
　
　
う
ら
枯
や
家
を
め
ぐ
り
て 
醍 

醐 

道 
だ
い
ご
み
ち

　
畠
は
た
けの
中
に
あ
る
田
舎
の
家
。
外
に
は
木
枯
し
が
吹
き
渡
り
、
家
の
周
囲
に

は
、  

荒    

寥  

こ
う
り
ょ
う

と
し
た 

畦  

道 

あ
ぜ
み
ち

が
続
い
て
い
る
。
寂
し
い
、
孤
独
の
中
に
震
ふ
る

105



え
る
人
生
の
姿
で
あ
る
。
私
の
故
郷  

上    

州  

じ
ょ
う
し
ゅ
う
に
は
、
こ
う
し
た
荒
寥
た
る

田
舎
が
多
く
、
と
り
わ
け
こ
の
句
の
情
感
が
、
身
に
沁し
み
て
強
く
感
じ
ら
れ

る
。

　
　
　
甲
斐
ヶ
嶺
か
い
が
ねや
穂
蓼
ほ
た
で
の
上
を  

塩    

車  

し
お
ぐ
る
ま

　
高
原
の
風
物
で
あ
る
。 
広  
茫 
こ
う
ぼ
う

と
し
た
穂
蓼
の
草
原
が
、
遠
く
海
の
よ
う

に
続
い
た
向
う
に
は
、
甲か
斐い
の
山
脈
が
日
に
輝
き
、
う
ね
う
ね
と
連
な
っ
て

い
る
。
そ
の
山
脈
の
道
を
通
っ
て
、
駿
河
す
る
が
か
ら
甲
斐
へ
運
ぶ
塩
車
の
列
が
、

遠
く
穂
蓼
の
隙
間
す
き
ま
か
ら
見
え
る
の
で
あ
る
。
画
面
の
視
野
が
広
く
、
パ
ノ
ラ

マ
風
で
あ
り
、
前
に
評
釈
し
た
夏
の
句
「 

鮒  
鮓 

ふ
な
ず
し

や
彦
根
ひ
こ
ね
の
城
に
雲
か
か
る
」
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な
ど
と
同
じ
く
、
蕪
村
特
有
の
詩
情
で
あ
る
。
旅
愁
に
似
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク

の
感
傷
を
遠
望
さ
せ
て
る
。

　
　
　 

三  
径 

さ
ん
け
い

の
十
歩
じ
っ
ぽ
に
尽
き
て
蓼たで
の
花

　
十
歩
に
足
ら
ぬ
庭
先
の
小
園
な
が
ら
、
小
径
こ
み
ち
に
は
秋
草
が
生
え
茂
り
、
籬
ま
が
き

に
近
く 

隅  

々 

す
み
ず
み

に
は
、
白
い
蓼
の
花
が
侘わび
し
く
咲
い
て
る
。
貧
し
い
生
活
の

中
に
い
て
、
静
か
に
じ
っ
と
凝み
視つ
め
て
い
る
心
の
影
。
そ
れ
が
即
ち
「
侘
び
」

な
の
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
「
侘
び
」
は
芭
蕉
に
も
あ
り
、
そ
の  

蕉    

門  

し
ょ
う
も
ん

の

俳
句
に
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
蕪
村
の
場
合
は
、
侘
び
が
生
活
の
中
か
ら

泌にじ
み
出
し
、
葱ねぎ
の
煮
え
る
臭にお
い
の
よ
う
に
、
人
里
恋
し
い
情
緒
の
中
に
浸し
み
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出
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
「
侘
び
」
に
つ
い
て
、
巻
尾
に
詳
し
く
説
く
で
あ

ろ
う
。

　
　
　
柳
や
な
ぎ散
り
清
水
し
み
ず
か
れ
石
と
こ
ろ
と
こ
ろ

　
秋
の
日
の
力
な
く
散
ら
ば
っ
て
い
る
、
野
外
の
侘
し
い
風
物
で
あ
る
。
蕪

村
は
こ
う
し
た
郊
外
野
望
に
、
特
殊
の
う
ら
悲
し
い
情
緒
を
感
じ
、
多
く
の

好
い
句
を
作
っ
て
い
る
。
風
景
の
中
に  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
す
る
、
彼
の
ノ
ス
タ
ル
ジ

ア
の
愁
思
で
あ
ろ
う
。
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冬
の
部

　
　
　
凧
い
か
の
ぼ
りき
の
ふ
の
空
の
有
り
ど
こ
ろ

　
北
風
の
吹
く
冬
の
空
に
、
凧たこ
が
一
つ
揚あが
っ
て
い
る
。
そ
の
同
じ
冬
の
空
に
、

昨
日
も
ま
た
凧
が
揚
っ
て
い
た
。  
蕭    

条  
し
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
た
冬
の
季
節
。
凍
っ
た
鈍

い
日
ざ
し
の
中
を
、
悲
し
く
叫
ん
で
吹
き
ま
く
風
。
硝
子
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
冷
た
い

青
空
。
そ
の
青
空
の
上
に
浮うか
ん
で
、
昨
日
も
今
日
も
、
さ
び
し
い
一
つ
の
凧

が
揚
っ
て
い
る
。  

飄    

々  

ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
し
て
唸うな
り
な
が
ら
、
無
限
に
高
く
、  

穹    

き
ゅ
う
り
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窿  ゅう
の
上
で
悲
し
み
な
が
ら
、
い
つ
も
一
つ
の
遠
い
追
憶
が
漂
っ
て
い
る
！

　
こ
の
句
の
持
つ
詩
情
の
中
に
は
、
蕪
村
の
最
も
蕪
村
ら
し
い
郷
愁
と
ロ
マ

ネ
ス
ク
が
現
わ
れ
て
い
る
。
「
き
の
ふ
の
空
の
有
り
ど
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉

の
深
い
情
感
に
、
す
べ
て
の
詩
的
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
。

「
き
の
ふ
の
空
」
は
既
に
「
け
ふ
の
空
」
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
ち
が
っ

た
空
に
、
い
つ
も
一
つ
の
同
じ
凧
が
揚
っ
て
い
る
。
即
ち
言
え
ば
、
常
に
変

化
す
る
空
間
、
経
過
す
る
時
間
の
中
で
、
た
だ
一
つ
の
凧
（
追
憶
へ
の
イ
メ

ー
ジ
）
だ
け
が
、
不
断
に
悲
し
く
寂
し
げ
に
、
穹
窿
の
上
に
実
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
か
ら
し
て
、
こ
の
句
は
蕪
村
俳
句
の
モ
チ
ー
ヴ

を
表
出
し
た
哲
学
的
標
句
と
し
て
、
芭
蕉
の
有
名
な
「
古
池
や
」
と
対
立
す

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
き
の
ふ
の
空
の
有
り
ど
こ
ろ
」
と
い
う
如
き
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語
法
が
、
全
く
近
代
西
洋
の
詩
と
共
通
す
る
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
技
巧
で
あ
っ

て
、
過
去
の
日
本
文
学
に
例
の
な
い
異
色
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
。

蕪
村
の
不
思
議
は
、
外
国
と
交
通
の
な
い
江
戸
時
代
の
日
本
に
生
れ
て
、
今

日
の
詩
人
と
同
じ
よ
う
な
欧
風
抒
情
詩
の
手
法
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。

　
　
　 

藪  

入 

や
ぶ
い
り

の
夢
や
小
豆
あ
ず
き
の
煮
え
る
う
ち

　
藪
入
で
休
暇
を
も
ら
っ
た
小
僧
が
、
田
舎
の
実
家
へ
帰
り
、
久
し
ぶ
り
で

両
親
に
逢あ
っ
た
の
で
あ
る
。
子
供
に
御
馳
走

ご
ち
そ
う

し
よ
う
と
思
っ
て
、
母
は
台
所

で
小
豆
を
煮に
て
い
る
。
そ
の
う
ち
子
供
は
、
炬
燵
こ
た
つ
に
も
ぐ
り
込
ん
で 

転  

寝 

う
た
た
ね
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を
し
て
い
る
。
今
日
だ
け
の
休
暇
を
楽
し
む
、
可
憐
か
れ
ん
な
奉
公
人
の
子
供
は
、

何
の
夢
を
見
て
い
る
こ
と
や
ら
、
と
言
う
意
味
で
あ
る
。
蕪
村
特
有
の
人
情

味
の
深
い
句
で
あ
る
が
、
単
に
そ
れ
の
み
で
な
く
、
作
者
が
自
ら
幼
時
の
夢

を
追
憶
し
て
、
亡
き
母
へ
の
侘わび
し
い
思
慕
を
、
遠
い
郷
愁
の
よ
う
に
懐
か
し

ん
で
る
情
想
の
主
題
テ
ー
マ
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
郷
愁
詩
の
主
題
テ
ー
マ
と
し

て
、
蕪
村
は
好
ん
で
藪
入
の
句
を
作
っ
た
。
例
え
ば

　
　
　
藪
入
や
よ
そ
目
な
が
ら
の 

愛 

宕 

山 

あ
た
ご
や
ま

　
　
　
藪
入
の
ま
た
い
で
過すぎ
ぬ
凧たこ
の
糸

　
な
ど
、
す
べ
て
同
じ
情
趣
を
歌
っ
た
佳
句
で
あ
る
が
、
特
に
そ
の
新
体
風

の
長
詩
「  

春  

風  

馬  

堤  

曲  

し
ゅ
ん
ぷ
う
ば
て
い
の
き
ょ
く
」
の
如
き
は
、
藪
入
の
季
題
に
托
し
て
彼
の

侘
し
い 

子 

守 

唄 

こ
も
り
う
た

で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
遠
い
時
間
へ
の
懐
古
的
郷
愁
を 

咏  

え
い
た
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嘆 ん
し
て
い
る
。
芭
蕉
の
郷
愁
が
、
旅
に
病
ん
で
枯
野
を
行
く
空
間
上
の
表

現
に
あ
っ
た
に
反
し
、
蕪
村
の
郷
愁
が
多
く
時
間
上
の
表
象
に
あ
っ
た
こ
と

を
、
読
者
は
特
に
注
意
し
て
鑑
賞
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
日
の
光
今
朝
や
鰯
い
わ
しの
頭
よ
り

　
正
月
元
旦
の
句
で
あ
る
。
古
来
難
解
の
句
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
句

の
イ
メ
ー
ジ
が
表
象
し
て
い
る
出
所
は
、
明
ら
か
に
大
阪
の
い
ろ
は
骨
牌
ガ
ル
タ
で

あ
る
と
思
う
。
東
京
の
い
ろ
は
骨
牌
で
は
、
イ
が
「
犬
も
歩
け
ば
棒
に
あ
た

る
」
で
あ
る
が
、
大
阪
の
方
で
は
「
鰯
の
頭
も
信
心
か
ら
」
で
、
絵
札
に
は

魚
の
骨
か
ら
金
色
の
後
光
ご
こ
う
が
さ
し
、
人
々
の
そ
れ
を
拝
ん
で
い
る
様
が
描
い

113



て
あ
る
。
筆
者
の
私
も
子
供
の
時
、
大
阪
の
親
戚
（
旧
家
の
商
店
）
で
見
た

の
を
記
憶
し
て
い
る
。
或
る
元
日
の
朝
、
蕪
村
は
そ
の
幼
時
の
骨
牌
を
追
懐

し
、
こ
れ
を
初
日
出
の
イ
メ
ー
ジ
に 

聯  

結 

れ
ん
け
つ

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
句
に

主
題
さ
れ
て
い
る
詩
境
も
ま
た
、
前
の
藪
入
の
句
と
同
じ
く
、
遠
い
昔
の
幼

い
日
へ
の
、
侘
し
く
懐
か
し
い
追
憶
で
あ
り
、
母
の
ふ
と
こ
ろ
を
恋
う
る
郷

愁
の
子
守
唄
で
あ
る
。
蕪
村
へ
の
理
解
の
道
は
、
こ
う
し
た
子
守
唄
の
も
つ

リ
リ
カ
ル
な
ポ
エ
ジ
イ
を
、
読
者
が
自
ら
所
有
す
る
か
否
か
に
の
み
か
か
っ

て
い
る
。

　
　
　
飛
弾
山

ひ
だ
や
ま

の
質
屋
し
ち
や
と
ざ
し
ぬ
夜よ
半わ
の
冬
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冬
の
山
中
に
あ
る
小
さ
な
村
。
交
通
も
な
く
、
枯
木
の
林
の
中
に
埋
う
ず
まっ
て

い
る
。
暖
簾
の
れ
ん
を
か
け
た
質
屋
の
店
も
、
既
に
戸
を
閉
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、

万
象
寂せき
と
し
て
声
な
く
、
冬
の  

寂    

寞  

じ
ゃ
く
ま
く

と
し
た
闇やみ
の
中
で
、
孤
独
の
寒
さ

に
ふ
る
え
な
が
ら
、
小
さ
な
家
々
が
眠
っ
て
い
る
。
こ
の
句
の
詩
情
が
歌
う

も
の
は
、
こ
う
し
た 
闇  

黒 
あ
ん
こ
く

、  

寂    

寥  

せ
き
り
ょ
う

、
孤
独
の
中
に
環
境
し
て
い
る
、

洋
燈
ラ
ン
プ
の
よ
う
な
人
間
生
活
の
侘
し
さ
で
あ
る
。
「
質
屋
」
と
い
う
言
葉
が
、

特
に
ま
た
生
活
の
複
雑
し
た
種
々
相
を
考
え
さ
せ
、
山
中
の 

一 

孤 

村 

い
ち
こ
そ
ん

と
対

照
し
て
、
一
層
侘
し
さ
の
影
を
深
め
て
い
る
。

　
　
　
冬
ざ
れ
や
北
の
家
陰
や
か
げ
の
韮にら
を
刈
る
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薄
ら
日
和
び
よ
り
の
冬
の
日
に
、
家
の
北
庭
の
陰
に
生
え
て
る
、
侘
し
い
韮
を
刈

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
想
の
類
句
に

　
　
　
冬
ざ
れ
や
小
鳥
の
あ
さ
る  

韮    

畠  

に
ら
ば
た
け

　
と
い
う
の
が
あ
る
。
共
に
冬
の
日
の
薄
ら
日
和
を
感
じ
さ
せ
、
人
生
へ
の

肌
寒
い
侘わ
び
を
思
わ
せ
る
。
「
侘
び
」
と
は
、
前
に
も
他
の
句
解
で
述
べ
た

通
り
、
人
間
生
活
の
寂
し
さ
や
悲
し
さ
を
、
主
観
の
心
境
の
底
で
噛か
み
し
め

な
が
ら
、
こ
れ
を
対
照
の
自
然
に
映
し
て
、
そ
こ
に
或
る 

沁  

々 

し
み
じ
み

と
し
た
心

の
家
郷
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
「
侘
び
」
の
心
境
す
る
も
の
は
、
悲
哀
や

  

寂    

寥  

せ
き
り
ょ
う

を
体
感
し
な
が
ら
、
実
は
ま
た
そ
の
生
活
を
懐
か
し
く
、
肌
身
に

抱
い
て
沁
々
と
愛
撫
あ
い
ぶ
し
て
い
る
心
境
で
あ
る
。
「
侘
び
」
は
決
し
て 

厭 

世 

ペ
シ
ミ
ス

家 ト
の
ポ
エ
ジ
イ
で
な
く
、
反
対
に
生
活
を
愛
撫
し
、
人
生
へ
の
懐
か
し
い
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思
慕
を
持
っ
て
る
楽
天
家
の
ポ
エ
ジ
イ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
芭
蕉
も
、
蕪
村

も
、  
西    

行  
さ
い
ぎ
ょ
う

も
、
す
べ
て
皆
楽
天
主
義
者
の
詩
人
に
属
し
て
い
る
。
日
本

に
は
か
つ
て
決
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
の
如
き
真
の
絶
望
的
な
悲
劇
詩
人
は

生
れ
な
か
っ
た
し
、
今
後
の
近
い
未
来
に
も
ま
た
、
容
易
に
生
れ
そ
う
に
思

わ
れ
な
い
。

　
　
　
葱ねぎ
買こう
て
枯
木
の
中
を
帰
り
け
り

　
枯
木
の
中
を
通
り
な
が
ら
、
郊
外
の
家
へ
帰
っ
て
行
く
人
。
そ
こ
に
は
葱

の
煮
え
る
生
活
が
あ
る
。
貧
苦
、
借
金
、
女
房
、
子
供
、
小
さ
な
借
家
。
冬

空
に
凍こご
え
る
壁
、
洋
燈
、
寂
し
い
人
生
。
し
か
し
ま
た
何
と
い
う
沁
々
と
し
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た
人
生
だ
ろ
う
。
古
く
、
懐
か
し
く
、
物
の
臭にお
い
の
染し
み
こ
ん
だ
家
。
赤
い

火
の
燃
え
る
炉
辺
ろ
へ
ん
。
台
所
に
働
く
妻
。
父
の
帰
り
を
待
つ
子
供
。
そ
し
て
葱

の
煮
え
る
生
活
！

　
こ
の
句
の
語
る
一
つ
の
詩
情
は
、
こ
う
し
た
人
間
生
活
の
「
侘
び
」
を
高

調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
生
を
悲
し
く
寂
し
み
な
が
ら
、
同
時
に
ま
た
懐
か

し
く
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
俳
句
に
も
「
侘
び
」
が
あ
る
。
だ
が

蕪
村
の
ポ
エ
ジ
イ
す
る
も
の
は
、
一
層
人
間
生
活
の
中
に
直
接
実
感
し
た
侘

び
で
あ
り
、
特
に
こ
の
句
の
如
き
は
そ
の
代
表
的
な
名
句
で
あ
る
。

　
　
　 

易  

水 

え
き
す
い

に
根
深
ね
ぶ
か
流
る
る
寒
さ
哉かな
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「
根
深
」
は
葱
の
異
名
。
「
易
水
」
は
支
那
の
河
の
名
前
で
、
例
の
「
風
蕭し

     
々   

ょ
う
し
ょ
う
と
し
て
易
水
寒
し
。
壮
士
一
度
去
っ
て
ま
た
帰
ら
ず
。
」
の
易
水
で

あ
る
。
し
か
し
作
者
の
意
味
で
は
、
そ
う
し
た
故
事
や
固
有
名
詞
と
関
係
な

く
、
単
に
こ
の
易
水
と
い
う
文
字
の
白
く
寒
々
と
し
た
感
じ
を
取
っ
て
、
冬

の
川
の
表
象
に
利
用
し
た
ま
で
で
あ
ろ
う
。
後
に
も
例
解
す
る
如
く
、
蕪
村

は
支
那
の
故
事
や
漢
語
を
取
っ
て
、
原
意
と
全
く
無
関
係
に
、
自
己
流
の
詩

的
技
巧
で
駆
使
し
て
い
る
。

　
こ
の
句
の
詩
情
し
て
い
る
も
の
は
、
や
は
り
前
の
「
葱ねぎ
買こう
て
」
と
同
じ
で

あ
る
。
即
ち
冬
の
寒
い
日
に
、
葱
な
ど
の
流
れ
て
い
る
裏
町
の
小
川
を
表
象

し
て
、
そ
こ
に
人
生
の 

沁  

々 

し
み
じ
み

と
し
た
侘
び
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

般
に
詩
や
俳
句
の
目
的
は
、
或
る
自
然
の
風
物
情
景
（
対
象
）
を
叙
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
主
観
す
る
人
生
観
（
侘
び
、
詩
情
）
を 

咏  

嘆 

え
い
た
ん

す
る

こ
と
に
あ
る
。
単
に
対
象
を
観
照
し
て
、
客
観
的
に
描
写
す
る
と
い
う
だ
け

で
は
詩
に
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
言
え
ば
、
そ﹅
の﹅
心﹅
に﹅
「
詩﹅
」
を﹅
所﹅
有﹅
し﹅
て﹅
い﹅

る﹅
真﹅
の﹅
詩﹅
人﹅
が﹅
、
対﹅
象﹅
を﹅
客﹅
観﹅
的﹅
に﹅
叙﹅
景﹅
す﹅
る﹅
時﹅
に﹅
の﹅
み﹅
、
初﹅
め﹅
て﹅
俳﹅
句﹅
や﹅

歌﹅
が﹅
出﹅
来﹅
る﹅
の﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
す
べ
て
の
純
粋
の
詩
は
、
本
質

的
に
皆
「
抒
情
詩
」
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
て
石
に
日
の
入
る
枯
野
か
れ
の
哉かな

　
句
の
景
象
し
て
い
る
も
の
は
明
白
で
あ
る
。
正
岡
子
規

ま
さ
お
か
し
き
ら
の
い
わ
ゆ
る
根ね

岸
派
ぎ
し
は
の
俳
人
ら
は
、
蕪
村
の
こ
う
し
た
句
を
「
印
象
明
白
」
と
呼
ん
で 

喝  

か
っ
さ
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采 い
し
た
が
、
蕪
村
の
句
に
は
、
実
際
景
象
の
実
相
を
巧
み
に
捉とら
え
て
、
絵

画
的
直
接
法
で
書
い
た
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
同
じ
冬
の
句
で

　
　
　 
寒  
月 
か
ん
げ
つ

や  

鋸    

岩  

の
こ
ぎ
り
い
わ
の
あ
か
ら
さ
ま

　
　
　
木
枯
し
や
鐘
に
小
石
を
吹
き
あ
て
る

　
な
ど
、
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
「
印
象
明
白
」
の
句
の
代
表
で
あ
る
。
そ
の
た

め
非
難
す
る
も
の
は
、
蕪
村
の
句
が
絵
画
的
描
写
に
走
っ
て
、
芭
蕉
の
よ
う

な
渋
い
心
境
の
幽
玄
さ
が
な
く
、
味
が
薄
く
食
い
足
り
な
い
と
言
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
「
印
象
明
白
」
ば
か
り
が
、
必
ず
し
も
蕪
村
の
全
般
的
特
色
で

は
な
く
、
他
に
も
っ
と 

深  

奥 

し
ん
お
う

な
詩
情
の
本
質
し
て
い
る
こ
と
を
、
根
岸
派

俳
人
の
定
評
以
来
、
人
々
が
忘
れ
て
い
る
こ
と
を
責
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
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木  

枯 

こ
が
ら
し

や
何
に
世
渡
る
家
五
軒

　
木
枯
し
の
吹
く
冬
の 

山  

麓 

さ
ん
ろ
く

に
、
孤
独
に
寄
り
合
っ
て
る
五
軒
の
家
。

「
何
に
世
渡
る
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
句
の
主
題
し
て
い
る
情
感
が
よ
く

現
わ
れ
て
い
る
。
前
に
評
釈
し
た
「
飛
弾
山

ひ
だ
や
ま

の
質
屋
し
ち
や
閉とざ
し
ぬ
夜よ
半わ
の
冬
」
と

同
想
で
あ
り
、  

荒    
寥  

こ
う
り
ょ
う

と
し
た
寂
し
さ
の
中
に
、
或
る
人
恋
し
さ
の
郷
愁

を
感
じ
さ
せ
る
俳
句
で
あ
る
。
前
に
夏
の
部
で
評
釈
し
た
句
「
五
月
雨

さ
み
だ
れ

や
御み

豆ず
の
小
家
こ
い
え
の
寝ね
醒ざ
め
が
ち
」
も
、
ど
こ
か
色
っ
ぽ
い
人
情
を
帯
び
て
は
い
る

が
、
詩
情
の
本
質
に
お
い
て
や
は
り
こ
れ
ら
の
句
と
共
通
し
て
い
る
。

　
　
　
我
を
厭いと
ふ
隣
家
寒
夜
に
鍋なべ
を
鳴
ら
す
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霜しも
に
更ふ
け
る
冬
の
夜
、
遅
く
更
け
た
燈
火
の
下
で
書
き
物
な
ど
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
壁
一
重
ひ
と
え
の
隣
家
で
、
夜
通
し
鍋
な
ど
洗
っ
て
い
る
音
が
し
て
い

る
。
寒
夜
の
凍
っ
た
よ
う
な
感
じ
と
、
主
観
の
侘わび
し
い
心
境
が
よ
く
現
れ
て

い
る
。
「
我
れ
を
厭
ふ
」
と
い
う
の
で
、
平
常
隣
家
と
仲
の
良
く
な
い
こ
と

が
解
り
、
日
常
生
活
の
背
景
が
く
っ
き
り
と
浮
き
出
し
て
い
る
。
裏
町
の
長

屋
住ずま
い
を
し
て
い
た
蕪
村
。
近
所
へ
の
人
づ
き
あ
い
も
せ
ず
に
、
夜
遅
く
ま

で 

書  

物 

か
き
も
の

を
し
て
い
た
蕪
村
。
冬
の
寒
夜
に
火
桶
ひ
お
け
を
抱
え
て
、
人
生
の  

寂  

せ
き
り

  

寥  

ょ
う

と
貧
困
と
を
悲
し
ん
で
い
た
蕪
村
。
さ
び
し
い
孤
独
の
詩
人 

夜 

半 

亭 

や
は
ん
て
い

蕪
村
の 

全  

貌 

ぜ
ん
ぼ
う

が
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
浮うか
ん
で
来
る
俳
句
で
あ
る
。

123



　
　
　
玉
霰
あ
ら
れ

 

漂  

母 

ひ
ょ
う
ぼ

が
鍋なべ
を
乱
れ
う
つ

　 

漂  
母 

ひ
ょ
う
ぼ

は
洗
濯
婆ばば
の
こ
と
で
、 

韓  

信 

か
ん
し
ん

が
漂
浪
時
代
に
食
を
乞こ
う
た
と
い

う
、
支
那
の
故
事
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
蕪
村
一
流
の
技
法
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
全
く
自
己
流
の
表
現
に
用
い
て
い
る
。
即
ち
蕪
村
は
、
こ
こ
で

裏
長
屋
の
女
房
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
故
意
に
漂
母
と
言
っ
た

の
は
、
一
つ
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
の
た
め
で
あ
る
が
、
一
つ
は
暗あん
に
そ
の
長
屋
住

い
で
、
蕪
村
が
平
常
世
話
に
な
っ
て
る
、
隣
家
の
女
房
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
。

　
侘
し
い
路
地
裏

ろ
じ
う
ら

の
長
屋
住
い
。
家
々
の
軒
先
に
は
、
台
所
の
ガ
ラ
ク
タ
道

具
が
並
べ
て
あ
る
。
そ
こ
へ
霰
あ
ら
れが
降
っ
て
来
た
の
で
、
隣
家
の
鍋
に
ガ
ラ
ガ
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ラ
鳴
っ
て
当
る
の
で
あ
る
。
前
の
「
我
を
厭いと
ふ
」
の
句
と
共
に
、
蕪
村
の
侘

し
い
生
活
環
境
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
っ
て
、
し
か
も

ど
こ
か
悲
哀
を
内
包
し
た
俳
句
で
あ
る
。

　
　
　
愚ぐ
に
耐
え
よ
と
窓
を
暗
く
す
竹
の
雪

　
世
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
蕪
村
。
卑
俗
低
調
の
下げ
司す
趣
味
が
流
行
し
て
、

詩
魂
の
な
い
末
流
俳
句
が
歓
迎
さ
れ
た 

天  

明 

て
ん
め
い

時
代
に
、
独
り
芭
蕉
の
精
神

を
持じ
し
て
孤
独
に
世
か
ら
超
越
し
た
蕪
村
は
、
常
に 

鬱  

勃 

う
つ
ぼ
つ

た
る
不
満
と
寂せ

     

寥   

き
り
ょ
う

に
耐
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。
「
愚
に
耐
え
よ
」
と
い
う
言
葉

は
、 

自  

嘲 

じ
ち
ょ
う

で
な
く
し
て
憤
怒
ふ
ん
ぬ
で
あ
り
、
悲
痛
な
セ
ン
チ
メ
ン
ト
の
調
し
ら
べを
帯
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び
て
る
。
蕪
村
は
極
め
て
温
厚
篤
実
の
人
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
人
に
し

て
こ
の
句
あ
り
。
時
流
に
超
越
し
た
人
の
不
遇
思
う
べ
し
で
あ
る
。

　
　
　
蒲
公
英

た
ん
ぽ
ぽ

の
忘
れ
花
あ
り
路みち
の
霜しも

　
小
景
小
情
。
ス
ケ
ッ
チ
風
の
さ
ら
り
と
し
た
句
で
、
し
か
も
可
憐
か
れ
ん
な
詩
情

を
帯
び
て
る
。

　
　
　
水
鳥
や
朝
飯
早
き
小
家
こ
い
え
が
ち

　
川
沿
い
の
町
に
よ
く
見
る
景
趣
で
あ
る
。
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水
鳥
や
舟
に
菜
を
洗
ふ
女
あ
り

　
と
共
に
、
蕪
村
の
好
ん
で
描
く
水
彩
画
風
の
景
趣
で
あ
っ
て
、
薄
氷
の
は

る
冬
の
朝
の
侘わび
し
さ
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。

　
　
　
水
仙
や
寒
き
都
の
こ
こ
か
し
こ

　
京
都
に
住
ん
で
い
た
蕪
村
は
、
他
の
一
般
的
な
俳
人
と
ち
が
っ
て
、
こ
う

し
た
吾 

妻 

琴 

風 

あ
ず
ま
ご
と
ふ
う

な
和
歌
情
調
を
多
分
に
持
っ
て
い
た
。
芭
蕉
の
「
菊
の
香

や
奈
良
に
は
古
き
仏
た
ち
」
と
双
絶
す
る
佳
句
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
村
の
人
は
猿
な
り
冬
木
立
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田
も
畠
は
た
けも
凍
り
つ
い
た
冬
枯
れ
の
貧
し
い
寒
村
。
窮
迫
し
た
農
夫
の
生
活
。

そ
う
し
た 
風  

貌 
ふ
う
ぼ
う

の
一
切
が
「
猿
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
簡
潔
に
よ
く
印
象

さ
れ
て
る
。

　
　
　
西
吹
け
ば
東
に
た
ま
る
落
葉
か
な

　
西
か
ら
風
が
吹
け
ば
東
に
落
葉
が
た
ま
る
の
は
当
り
前
で
、
理
窟
で
考
え

る
と
馬
鹿
馬
鹿
し
い
よ
う
な
俳
句
で
あ
る
が
、
そ
の
当
り
前
の
こ
と
に
言
外

の
意
味
が
含
ま
れ
、
如い
何か
に
も
力
な
く
風
に
吹
か
れ
て
、  

鉋    

屑  

か
ん
な
く
ず

な
ど
の

よ
う
に
転
こ
ろ
がっ
て
る
侘
し
い
落
葉
を
表
象
さ
せ
る
。
庭
の
隅すみ
な
ど
で
見
た
実
景
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だ
ろ
う
。

　
　
　
寒
菊
や
日
の
照
る
村
の
片
ほ
と
り

　
冬
の
薄
ら
日
の
さ
し
て
る
村
の
片
ほ
と
り
、
土
塀
ど
べ
い
な
ど
の
あ
る
道
端
に
、

侘
し
い
寒
菊
が
咲
い
て
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
前
と
同
じ
く
、
は
か
な
く
寂

し
い
悲
し
み
を
、
心
の
影
で
じ
っ
と
凝
視
し
て
い
る
よ
う
な
句
境
で
あ
る
。

因ちな
みに
、
こ
う
し
た
景
趣
の
村
は
関
西
地
方
に
多
く
、
奈
良
、
京
都
の
近
畿
き
ん
き
で

よ
く
見
か
け
る
。
関
東
附
近
の
村
は
全
体
に  

荒    

寥  

こ
う
り
ょ
う

と
し
て
、
こ
の
種
の

南
国
的
な
暖
か
い
情
趣
に
乏
し
い
。
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我
も
死
し
て
碑ひ
に
辺
ほ
と
りせ
む 

枯 

尾 

花 

か
れ
お
ば
な

　 

金 
福 
寺 

こ
ん
ぷ
く
じ

に
芭
蕉
の
墓
を
訪と
う
た
時
の
句
で
あ
る
。
蕪
村
は
芭
蕉
を
崇
拝

し
て
、
自
己
を
知
る
者
た
だ
故
人
に
一
人
の
芭
蕉
あ
る
の
み
と
考
え
て
い
た
。

そ
し
て
自
み
ず
から
芭
蕉
の
直
系
を
以
っ
て
任
じ
、
死
後
に
も
そ
の
墓
を
芭
蕉
の
側

に
並
べ
て
立
て
さ
せ
た
。
こ
の
句
は
そ
の
実
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

何
と
な
く
辞
世
め
い
た
捨 
離 
煩 

悩 

し
ゃ
り
ぼ
ん
の
う

の
感
慨
が
あ
る
。
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春  

風  

馬  

堤  

曲  

し
ゅ
ん
ぷ
う
ば
て
い
の
き
ょ
く

　
○
や
ぶ
入いり
や
浪
花
な
に
わ
を
出いで
て 

長 

柄 

川 

な
が
ら
が
わ

　
○
春
風
や
堤
つ
つ
み長
う
し
て
家
遠
し

　
○
堤
ヨ
リ
下おり
テ  
摘    
芳    

草  

ほ
う
そ
う
を
つ
め
ば

　  

荊  

与  

棘  

塞  

路  

け
い
と
き
ょ
く
み
ち
を
ふ
さ
ぐ

　
　  

荊   

棘   

何   

妬   
情  

け
い
き
ょ
く
な
ん
の
と
じ
ょ
う
ぞ

　  

裂   

裙   

且   

傷   

股  
く
ん
を
さ
き
か
つ
こ
を
き
ず
つ
く

　
○
渓
流
石いし 

点  

々 

て
ん
て
ん

　  

蹈   
石   
撮   

香   

芹  

い
し
を
ふ
み
て
こ
う
き
ん
を
と
る

　
　 

多  

謝 

た
し
ゃ
す  

水    

上    

石  

す
い
じ
ょ
う
の
い
し

　    
教     
儂     

不     

沾     

裙    

わ
れ
を
し
て
く
ん
を
ぬ
ら
さ
ざ
ら
し
む
る
を

　
○
一
軒
の
茶
見
世

ち
ゃ
み
せ

の
柳
や
な
ぎ老おい
に
け
り

　
○
茶
店
の
老
婆
子

ろ
う
ば
し

儂われ
を
見
て 

慇  

懃 

い
ん
ぎ
ん

に
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無
恙
む
よ
う
を
賀が
し
且か
つ
儂
が 

春  

衣 

し
ゅ
ん
い

を
美ほ
ム

　
○
店
中 

有 

二 

客 

に
き
ゃ
く
あ
り
　  

能  

解  

江  

南  

語  

よ
く
こ
う
な
ん
の
ご
を
か
い
す

　
　
酒
銭  
擲    

三    

緡  
さ
ん
び
ん
を
な
げ
う
ち
　  

迎    

我    

譲    

榻    

去  

わ
れ
を
む
か
え
と
う
を
ゆ
ず
り
て
さ
る

　  

○
古
駅
三
両
家
猫
児  

こ
え
き
さ
ん
り
ょ
う
け
び
ょ
う
じ

妻
を
呼
び
妻
来
ら
ず

　 

○ 

呼 

雛 

籬 
外 
鶏  

ひ
な
を
よ
ぶ
り
が
い
の
と
り

　  

籬 

外 

草 

満 

地  

り
が
い
の
く
さ
ち
に
み
つ

　
　  

雛    

飛    

欲    
越    
籬  

ひ
な
と
び
て
り
を
こ
え
ん
と
ほ
っ
し

　  

籬    

高    

堕    

三    

四  

り
た
か
く
し
て
お
つ
る
こ
と
さ
ん
し

　 

○ 

春 

艸 

路 

三 

叉 

中 

し
ゅ
ん
そ
う
の
み
ち
さ
ん
さ
な
か

に  
捷    

径  
し
ょ
う
け
い

あ
り
我
を
迎
ふ

　
○
た
ん
ぽ
ぽ
花
咲さけ
り
三
々
五
々
五
々
は
黄
に

　
　
三
々
は
白
し
記
得
き
と
く
す
去
年
こ
の
道
よ
り
す

　
○
憐
あ
わ
れ
み
と
る 

蒲  

公 

た
ん
ぽ
ぽ

茎くき
短
み
じ
か
くし
て
乳
を
浥あま
せ
り

　
○
昔
々
し
き
り
に
思
ふ
慈
母
の
恩
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慈
母
の 

懐  

袍 

か
い
ほ
う

別
に
春
あ
り

　
○
春
あ
り
成
長
し
て
浪
花
な
に
わ
に
あ
り

　
　
梅
は
白
し
浪
花 

橋  

畔  

財  

主 

き
ょ
う
は
ん
ざ
い
し
ゅ
の
家

　
　
春
情
ま
な
び
得
た
り
浪
花
風
流

な
に
わ
ぶ
り

　
○ご
郷う
を
辞
し
弟てい
に
負
そ
む
きて
身み  

三    

春  

さ
ん
し
ゅ
ん

　
　
本もと
を
忘
れ
末
を
取
る
接
木
つ
ぎ
き
の
梅

　
○
故
郷
春
深
し
行
々

ゆ
き
ゆ
き
て
又 
行  

々 
ゆ
き
ゆ
く

　
　 

楊   

柳   

長   

堤  

よ
う
り
ゅ
う
ち
ょ
う
て
い

道
漸
よ
う
やく
く
だ
れ
り

　 

○ 

矯 

首 

き
ょ
う
し
ゅ

は
じ
め
て
見
る
故
国
の
家

　
　
黄
昏

こ
う
こ
ん
戸
に
倚よ
る
白
髪
の
人

　
　
弟てい
を
抱
き
我
を
待
つ
　
春
又
春
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○
君
見
ず
や
故
人
太
祇
た
い
ぎ
が
句

　
　
　
　 

藪  

入 

や
ぶ
い
り

の
寝
る
や
ひ
と
り
の
親
の
側

　
こ
の
長
詩
は
、
十
数
首
の
俳
句
と 

数  

聯 

す
う
れ
ん

の
漢
詩
と
、
そ
の
中
間
を
つ
な

ぐ
連
句
と
で
構
成
さ
れ
て
る
。
こ
う
い
う
形
式
は
全
く
珍
し
く
、
蕪
村
の
独

創
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
単
に
同
一
主
題
の
俳
句
を
並
べ
た
「
連
作
」
と
い

う
形
式
や
、
一
つ
の
主
題
か
ら
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
に
発
展
し
て
行
く

「
連
句
」
と
い
う
形
式
や
は
、
普
通
に
昔
か
ら
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
俳
句
と

漢
詩
と
を
接
続
し
て
、
一
篇
の
新
体
詩
を
作
っ
た
の
は
、
全
く
蕪
村
の
新
し

い
創
案
で
あ
る
。
蕪
村
は
こ
の
外ほか
に
も
、

　
　
君
あ
し
た
に
去
り
ぬ
夕
べ
の
心
千ち
ぢ々

に

　
　
何
ぞ
は
る
か
な
る
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君
を
思
ふ
て
岡
の
辺べ
に
行ゆき
つ
遊
ぶ

　
　
岡
の
辺
な
ん
ぞ
か
く
悲
し
き

　
と
い
う
句
で
始
ま
る
十
数
行
の
長
詩
を
作
っ
て
る
。
蕪
村
は
こ
れ
を
「
俳

体
詩
」
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
ま
さ
し
く
こ
れ
ら
は
明
治
の
新
体
詩
の
先
駆

で
あ
る
。
明
治
の
新
体
詩
と
い
う
も
の
も
、 

藤  

村 

と
う
そ
ん

時
代
の
成
果
を
結
ぶ
ま

で
に
長
い
時
日
が
か
か
っ
て
お
り
、
初
期
の
も
の
は
全
く
幼
稚
で
見
る
に
耐

え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
百
数
十
年
も
昔
に
作
っ
た
蕪
村
の
詩
が
、
明
治
の

新
体
詩
よ
り
遥はる
か
に
芸
術
的
に
高
級
で
、
か
つ
西
欧
詩
に
近
く
ハ
イ
カ
ラ
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
文
化
史
上
に
お
け
る
一
皮
肉
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
単
に
こ
の
種
の
詩
ば
か
り
で
な
く
、
前
に
評
釈
し
た
俳
句
の
中

に
も
、
詩
想
上
に
お
い
て
西
欧
詩
と
類
縁
が
あ
り
、
明
治
の
新
体
詩
よ
り
遥
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か
に
近
代
的
の
も
の
が
あ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
蕪
村
が
万
葉
集
を
深
く
学

ん
で
、
上
古
奈
良
朝
時
代
の
大
陸
的
文
化
　
　
そ
れ
は
唐
を
経
て
ギ
リ
シ
ア

か
ら
伝
来
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
る
　
　
を
、
本
質
の
精
神
上
に
捉とら
え
て
い

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
徳
川
時
代
に
お
け
る
蕪
村
の
新
し
さ
は
、
驚

異
的
に
類
例
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
の
戯 

作 

者 

的 

げ
さ
く
し
ゃ
て
き

、
床
屋
と
こ
や
俳
句
的
卑

俗
趣
味
の
流
行
し
た
江
戸
末
期
に
、
蕪
村
が
時
潮
の
外
に
孤
立
さ
せ
ら
れ
、

殆ほと
ん
ど
理
解
者
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当

然
だ
っ
た
。

　
さ
て
こ
の
「
春
風
馬
堤
曲
」
は
、
蕪
村
が
そ
の
耆
老
き
ろ
う
を
故
園
に
訪と
う
の
日
、

 

長 

柄 

川 

な
が
ら
が
わ

の
堤
で
藪
入
や
ぶ
い
り
の
娘
と
道
連
れ
に
な
り
、
女
に
代
っ
て
情
を
述
べ

た
詩
で
あ
る
。
陽
春
の
日
に
、
蒲
公
英

た
ん
ぽ
ぽ

の
咲
く
長
堤
を  

逍    

遥  

し
ょ
う
よ
う

す
る
の
は
、
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蕪
村
の
最
も
好
ん
だ
リ
リ
シ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
し
か
も
都
会
の
旗
亭
き
て
い
に
つ
と

め
て
、
春
情
学
び
得
た
る
浪
花
風
流

な
に
わ
ぶ
り

の
少
女
と
道
連
れ
に
な
り
、
喃
々  

戯  

な
ん
な

  

語  

ん
け
ご
を
交かわ
し
て
春
光
の
下
を
歩
い
た
記
憶
は
、
蕪
村
に
と
っ
て
永
く
忘
れ
ら

れ
な
い
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
の
詩
の
モ
チ
ー
ヴ
と
な
っ
て
る
も
の
は
、
漢
詩
の
い
わ
ゆ
る
楊   

柳  

よ
う
り
ゅ
う
き

杏  

花  

村  

的 

ょ
う
か
そ
ん
て
き

な
南
国
情
緒
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
質
に
は
別
の
人
間
的
な

リ
リ
シ
ズ
ム
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
蕪
村
は
、
そ
の
藪
入
り
の

娘
に
代
っ
て
、
彼
の
魂
の
哀
切
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
、
亡
き
母
の
懐
袍

ふ
と
こ
ろ
に
夢
を

結
ん
だ
、
子
守
歌
の
古
く
悲
し
い
、
遠
い
追
懐
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
聴き
い
て
い

る
の
だ
。
「
昔
々
し
き
り
に
思
ふ
慈
母
の
恩
」
、
こ
れ
が
実
に
詩
人
蕪
村
の

ポ
エ
ジ
イ
に
本
質
し
て
い
る
、
侘わび
し
く
悲
し
い
オ
ル
ゴ
ー
ル
の
郷
愁
だ
っ
た
。
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藪
入
り
の
寝
る
や
小
豆
あ
ず
き
の
煮
え
る
中うち

　
と
い
う
句
を
作
り
、
さ
ら
に
春
風
馬
堤
曲
を
作
る
蕪
村
は
、
他
人
の
藪
入

り
を
歌
う
の
で
な
く
、
い
つ
も
彼
自
身
の
「
心
の
藪
入
り
」
を
歌
っ
て
い
る

の
だ
。
だ
が
彼
の
藪
入
り
は
、
単
な
る
親
孝
行
の
藪
入
り
で
は
な
い
。
彼
の

亡
き
母
に
対
す
る
愛
は
、
加
賀
千
代
女

か
が
の
ち
よ
じ
ょ
の
如
き
人
情
的
、
常
識
道
徳
的
の
愛

で
は
な
く
っ
て
、
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
の
象
徴
界
に  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
し
て
い
る
、
魂

の
哀
切
な
追
懐
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
霊
魂
の
思
慕
」
と
も
言

う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
英
語
に
ス
イ
ー
ト
ホ
ー
ム
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
郊
外
の
安
文
化
住
宅
で
、

新
婚
の
若
夫
婦
が
い
ち
ゃ
つ
く
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
蔦つた
か
ず
ら
の
這は
う

古
く
懐
か
し
い
家
の
中
で
、
薪まき
の
燃
え
る
ス
ト
ー
ヴ
の
火
を
囲
み
な
が
ら
、

138郷愁の詩人　与謝蕪村



老
幼
男
女
の
一
家
族
が
、
祖
先
の
画
像
を
映
す
洋
燈
ラ
ン
プ
の
下
で
、
む
つ
ま
じ
く

語
り
合
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
詩
人
蕪
村
の
心
が
求
め
、
孤
独
の
人
生

に
渇かわ
き
あ
こ
が
れ
て
歌
っ
た
も
の
は
、
実
に
こ
の
ス
イ
ー
ト
ホ
ー
ム
の
家
郷

で
あ
り
、
「
炉
辺
ろ
へ
ん
の 

団  

欒 

だ
ん
ら
ん

」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。

　
　
　
葱ねぎ
買
つ
て
枯
木
の
中
を
帰
り
け
り

　
と
歌
う
蕪
村
は
、
常
に
寒
々
と
し
た
人
生
の  

孤    

独  

ア
イ
ン
ザ
ー
ム
を
眺
め
て
い
た
。

そ
う
し
た
彼
の
寂
し
い
心
は
、
炉
い
ろ
りに
火
の
燃
え
る
人
の
世
の
侘
し
さ
、
古
さ
、

な
つ
か
し
さ
、
暖
か
さ
、
楽
し
さ
を
、
慈
母
の
懐
袍

ふ
と
こ
ろ
の
よ
う
に
恋
い
慕
っ
た
。

何
よ
り
も
彼
の
心
は
、
そ
う
し
た
「  
家    

郷  
ハ
イ
マ
ー
ト

」
が
欲
し
か
っ
た
の
だ
。
そ

れ
故
に
ま
た

　
　
　
柚ゆ
の
花
や
ゆ
か
し
き
母も
屋や
の  

乾    
隅  

い
ぬ
い
ず
み
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と
、
古
き
先
代
の
人
が
住
ん
で
る
、
昔
々
の
懐
か
し
い
家
の
匂にお
い
を
歌
う

の
だ
っ
た
。
そ
の
同
じ
心
は

　
　
　 
白  
梅 
し
ら
う
め

や
誰た
が
昔
よ
り
垣
の
外そと

　
と
い
う
句
に
も
現
れ

　
　
　
小
鳥
来
る
音
う
れ
し
さ
よ  

板    

庇  

い
た
び
さ
し

　
　
　
愁
ひ
つ
つ
丘
に
登
れ
ば
花
茨
い
ば
ら

　
な
ど
の
ロ
セ
ッ
チ
風
な
英
国
抒
情
詩
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ル
ド
・

ロ
ン
グ
・
サ
イ
ン
を
歌
い
、
炉
辺
の
団
欒
を
思
い
、
そ
の
郷
愁
を
白
い
雲
に

イ
メ
ー
ジ
す
る
英
吉
利

イ
ギ
リ
ス

文
学
の
リ
リ
シ
ズ
ム
は
、
偶
然
に
も
蕪
村
の
俳
句
に

お
い
て 

物  

侘 

も
の
わ
び

し
く
詩
情
さ
れ
た
。

　
　
　
河
豚
汁

ふ
ぐ
じ
る

の
宿
赤
々
と
灯とも
し
け
り
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と
、
冬
の
街
路
に
炉
辺
ろ
へ
ん
の 

燈  

灯 

と
も
し
び

を
恋
う
る
蕪
村
は
、
裏
街
を
流
れ
る
下

水
を
見
て

　
　
　 
易  
水 
え
き
す
い

に
根
深
ね
ぶ
か
流
る
る
寒
さ
か
な

　
と
、 

沁  
々 

し
み
じ
み

と
し
て
人
生
の
う
ら
寒
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
思
う
の
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
彼
の
郷
愁
は
、
遂
に
無
限
の
時
間
を
越
え
て

　
　
　
凧
い
か
の
ぼ
りき
の
ふ
の
空
の
有
り
ど
こ
ろ

　
と
、
悲
し
み
極
ま
り
歌
い
尽つく
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
蕪
村
の

俳
句
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
魂
の
家
郷
を
恋
い
、
火
の
燃
え
る
炉
辺
を
恋

い
、
古
き
昔
の
子
守
歌
と
、
母
の
懐
袍

ふ
と
こ
ろ
を
忍
び
泣
く
と
こ
ろ
の
哀
歌
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
柚ゆ
の
花
の
侘わび
し
く
咲
い
て
い
る
、
昔
々
の
家
に
鳴
る
オ
ル
ゴ
ー

ル
の
音
色
の
よ
う
に
、
人
生
の
孤
独
に
凍こご
え
寂
し
む
詩
人
の
心
が
、
哀
切
深
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く
求
め
訪
ね
た
家
郷
で
あ
り
、
そ
し
て
し
か
も
、
侘
し
い
オ
ル
ゴ
ー
ル
の
音

色
に
の
み
、 

転  

寝 

う
た
た
ね

の
夢
に
見
る
家
郷
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
同
じ
「
心
の
家
郷
」
を
、
芭
蕉
は
空
間
の
所
在
に
求
め
、 

雲  

う
ん
す

水 い
の
如
く
生
涯
を
漂
泊
の
旅
に
暮
し
た
。
し
か
る
に
そ
の
同
じ
家
郷
を
、

ひ
と
え
に
時
間
の
所
在
に
求
め
て
、
追
懐
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
耽ふけ
っ
た
蕪
村

は
、
い
つ
も
冬
の
炬
燵
こ
た
つ
に
も
ぐ
り
込
ん
で
、
炭
団
た
ど
ん
法
師
と
共
に
丸
く
な
っ
て

暮
し
て
い
た
。
芭
蕉
は
「
漂
泊
の
詩
人
」
で
あ
っ
た
が
、
蕪
村
は
「
炉
辺
の

詩
人
」
で
あ
り
、
殆ほと
ん
ど
生
涯
を
家
に
籠こも
っ
て
、
炬
燵
に
転
寝
を
し
て
暮
し

て
い
た
。
時
に
野
外
や
近
郊
を
歩
く
と
き
で
も
、
彼
は
な
お
目
前
の
自
然
の

中
に
、
転
寝
の
夢
に
見
る
夢
を
感
じ
て

　
　
　 

古  

寺 

ふ
る
で
ら

や
ほ
う
ろ
く
捨すて
る
芹せり
の
中
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と
、
冬
日
だ
ま
り
に
散
ら
ば
う
廃
跡
の
侘
し
さ
を
咏よ
む
の
で
あ
っ
た
。

「
侘
び
」
と
は
蕪
村
の
詩
境
に
お
い
て
、
寂
し
く
霜
枯
し
も
が
れ
た
心
の
底
に
、
楽

し
く
暖
か
い
炉
辺
の
家
郷
　
　
母
の
懐
袍

ふ
と
こ
ろ
　
　
を
恋
い
す
る
こ
の
詩
情
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
に
ま
た
蕪
村
は
、
冬
の  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
た
る 

木  

枯 

こ
が
ら
し

の
中
で
、
孤

独
に
寄
り
合
う
村
落
を
見
て

　
　
　
木
枯
や
何
に
世
渡
る
家
五
軒

　
と
、
霜
枯
れ
た
風
致
ふ
う
ち
の
中
に
、
同
じ
人
生
の
暖
か
さ
懐
か
し
さ
を
、 

沁  

し
み
じ

々 み
い
と
し
ん
で
咏
む
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
同
じ
自
然
観
が
、
芭
蕉
に
あ
っ

て
は
大
い
に
異
な
り
、

　
　
　
鷹たか
ひ
と
つ
見
つ
け
て
嬉うれ
し
い
ら
こ
岬ざき
　
　
　
芭
蕉

　
と
言
う
よ
う
な
、
全
く
魂
の
凍
死
を
思
わ
す
よ
う
な
、  

荒    

寥  

こ
う
り
ょ
う

た
る
漂
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泊
旅
愁
の
リ
リ
ッ
ク
と
な
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
反
対
に
蕪
村
は
、
ど
ん
な

蕭
条
と
し
た
自
然
を
見
て
も
、
そ
こ
に
或
る
魂
の
家
郷
を
感
じ
、
オ
ル
ゴ
ー

ル
の
鳴
る
人
生
の
懐
か
し
さ
と
、
火
の
燃
え
る
炉
辺
の
暖
か
さ
と
を
感
じ
て

い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
蕪
村
の
詩
は
、
た
し
か
に
「
人
情
的
」
と
も
言

え
る
の
で
あ
る
。

　
蕪
村
の
性
愛
生
活
に
つ
い
て
は
、
一
ひ
と
つも
史
に
伝
つ
た
わっ
た
と
こ
ろ
が
な
い
。
し

か
し
お
そ
ら
く
彼
の
場
合
は
、
恋
愛
に
お
い
て
も
そ
の
詩
と
同
じ
く
、
愛
人

の
姿
に
母
の
追
懐
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
支
那
の
古
い
音
楽
が
聞
え
て
来
る
、

「  

琴   

心   

挑   

美   

人  

き
ん
し
ん
も
て
び
じ
ん
に
い
ど
む

」
の
郷
愁
か
ら

　
　
　
妹いも
が
垣
根
三
味
線
草

さ
み
せ
ん
ぐ
さ
の
花
咲
き
ぬ

　
の
淡
く
悲
し
い
恋
を
リ
リ
カ
ル
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
春
風
馬
堤
曲
に
歌
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わ
れ
た
藪
入
や
ぶ
い
り
の
少
女
は
、
こ
う
し
た
蕪
村
の
詩
情
に
お
い
て
、
蒲
公
英

た
ん
ぽ
ぽ

の

咲
く
野
景
と
共
に
、
永
く
残
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
恋
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
の

詩
の
結
句
に
引
い
た
太
祇
た
い
ぎ
の
句
。

　
　
　
藪
入
り
の
寝
る
や
ひ
と
り
の
親
の
側そば
　
　
　
太
祇

　
に
は
、
蕪
村
自
身
の
う
ら
侘
し
い
主
観
を
通
し
て
、
少
女
に
対
す
る
無
限

の
愛
撫
あ
い
ぶ
と 

切  

憐 

せ
つ
り
ん

の
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
蕪
村
は
自
み
ず
から
号
し
て
「 
夜 
半 

亭 
や
は
ん
て
い

蕪
村
」
と
言
い
、
そ
の
詩
句
を
「
夜  

や
は
ん

半 

楽 

ら
く

」
と
称
し
た
。
ま
こ
と
に
彼
の
抒
情
詩
の
リ
リ
シ
ズ
ム
は
、
古
き
楽

器
の
夜
半
に
奏
す
る
セ
レ
ネ
ー
ド
で
、
侘
し
い
オ
ル
ゴ
ー
ル
の
音
色
に
似
て

い
る
。
彼
は
芭
蕉
よ
り
も
な
お
悲
し
く
、
夜
半
に
独
り
起
き
て
さ
め
ざ
め
と

歔
欷
き
ょ
き
す
る
よ
う
な
詩
人
で
あ
っ
た
。
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白  

梅 

し
ら
う
め

に
明
く
る
夜
ば
か
り
と
な
り
に
け
り

　
を
辞
世
と
し
て
、  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
よ
る
べ
な
き
郷
愁
の
悲
哀
の
中
に
、
そ
の
生

涯
の
詩
を
終
っ
た
蕪
村
。
人
生
の
家
郷
を
慈
母
の
懐
袍

ふ
と
こ
ろ
に
求
め
た
蕪
村
は
、

今
も
な
お
我
ら
の
心
に
永
く
生
き
て
、
そ
の
侘
し
い
夜
半
楽
の
旋
律
を
聴
か

せ
て
く
れ
る
。
抒
情
詩
人
の
中
で
の
、
ま
こ
と
の
懐
か
し
い
抒
情
詩
人
の
蕪

村
で
あ
っ
た
。

　
　
附
記
　
　
蕪
村
と
芭
蕉
の
相
違
は
、
両
者
の
書
体
が
最
も
よ
く
表
象
し

て
い
る
。
芭
蕉
の
書
体
が
雄
健
で 
闊  
達 

か
っ
た
つ

で
あ
る
に
反
し
て
、
蕪
村
の
文
字

は  

飄    

逸  

ひ
ょ
う
い
つ

で
寒
そ
う
に
か
じ
か
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
「
炬
燵
こ
た
つ
の
詩
人
」
で

あ
り
、
「
炉
辺
ろ
へ
ん
の
詩
人
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
俳
人
蕪
村
の
風
貌
を
表
象

146郷愁の詩人　与謝蕪村



し
て
い
る
。
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附
録
　
芭
蕉
私
見
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芭
蕉
私
見

　
僕
は
少
し
以
前
ま
で
、
芭
蕉
の
俳
句
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
に
限
ら
ず
、

一
体
に
俳
句
と
い
う
も
の
が
嫌
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
僕
も
、
最
近
漸
よ
う
やく
老

年
に
近
く
な
っ
て
か
ら
、
東
洋
風
の
枯
淡
趣
味
と
い
う
も
の
が
解
っ
て
来
た
。

あ
る
い
は
少
し
く
解
り
か
け
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、

芭
蕉
な
ど
の
特
殊
な
妙
味
も
解
っ
て
来
た
。
昔
は  

芥    

川  

あ
く
た
が
わ

君
と
芭
蕉
論
を

闘たた
かわ
し
、
一
も
二
も
な
く
や
ッ
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
今
で
は
僕
も
芭
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蕉
フ
ァ
ン
の
一
人
で
あ
り
、
或
る
点
で
蕪
村
よ
り
も
好
き
で
あ
る
。
年
齢
と

共
に
、
今
後
の
僕
は
、
益
々
芭
蕉
に
深
く
ひ
き
込
ま
れ
て
来
る
よ
う
な
感
じ

が
す
る
。
日
本
に
生
れ
て
、
米
の
飯
を
五
十
年
も
長
く
食
っ
て
い
た
ら
、
自

然
に
そ
う
な
っ
て
来
る
の
が
本
当
な
の
だ
ろ
う
。
僕
と
し
て
は
何
だ
か
寂
し

い
よ
う
な
、
悲
し
い
よ
う
な
、
や
る
せ
な
く 

捨  

鉢 

す
て
ば
ち

に
な
っ
た
よ
う
な
思
い

が
す
る
。

　
芭
蕉
の
俳
句
に
は
、
本
質
的
の
意
味
の
リ
リ
シ
ズ
ム
が
精
神
し
て
い
る
。

む
ろ
ん
そ
の
リ
リ
シ
ズ
ム
は
、
蕪
村
に
も
一
茶
い
っ
さ
に
も
共
通
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
（
俳
句
が
抒
情
詩
の
一
種
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

。
）
芭
蕉
の
場
合
に
限
っ
て
、
特
に
そ
れ
が
純
一
に
主
調
さ
れ
て
い
る
の
で
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あ
る
。

　
　
　
衰
へ
や
歯
に
食
ひ
あ
て
し
海の
苔り
の
砂

　
　
　
こ
の
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥

　
　
　 

蝙  
蝠 

こ
う
も
り

も
出
で
よ
浮
世
の
花
に
鳥

　
　
　
秋
近
き
心
の
寄よる
や
四
畳
半

　
こ
う
し
た
句
の
詩
情
し
て
い
る
も
の
は
、
実
に
純
粋
の
リ
リ
シ
ズ
ム
で
あ

り
、
心
の
沁
々
と
し
た 
咏  
嘆 

え
い
た
ん

で
あ
る
。  

西    

行  

さ
い
ぎ
ょ
う

は
純
一
の
リ
リ
シ
ズ
ム

を
持
っ
た
「
咏
嘆
の
詩
人
」
で
あ
っ
た
が
、
芭
蕉
も
ま
た
同
じ
よ
う
な
「
咏

嘆
の
詩
人
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
句
は
常
に
主
観
的
で
あ
る
。
彼
は

自
然
風
物
の
外
景
を
叙
す
場
合
に
も
、
常
に
主
観
の
想
念
す
る
咏
嘆
の
情
操

が
先
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
芭
蕉
の
句
が
、
一
般
に
観
念
的
と
言
わ
れ
る
理
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由
で
、
こ
の
点
蕪
村
の
印
象
的
、
客
観
的
の
句
風
に
対
し
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

を
示
し
て
い
る
。
蕪
村
は
決
し
て
、
子し
規き
一
派
の
解
し
た
如
き
浅
薄
な
写
生

主
義
者
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
対
象
に
対
し
て
常
に
即
物
的
客
観
描
写
の
手

法
を
取
り
、
主
観
の
想
念
や
リ
リ
ッ
ク
や
を
、
直
接
句
の
表
面
に
出
し
て
咏

嘆
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
蕪
村
の
場
合
で
言
え
ば
、
リ
リ
ッ
ク
は
詩
の

背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
芭
蕉
と
蕪
村
に
お
け
る
こ
の
相
違
は
、
両
者
の
表
現
に
お
け
る
様
式
の
相

違
と
な
り
、
言
葉
の
韻
律
に
お
い
て
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
の
俳

句
に
お
い
て
は
、
言
葉
が
そ
れ
自
身
「
咏
嘆
の
調
べ
」
を
持
ち
、
「
歌
う
た

め
の
俳
句
」
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
上
例
の
諸
句
に
し
て
も
、

「
こ
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮
」
な
ど
の
句
に
し
て
も
、
言
葉
そ
れ
自

154郷愁の詩人　与謝蕪村



身
に
節
奏
の
抑
揚
が
あ
り
、
そ
の
言
葉
の
節
付
ふ
し
づ
け
す
る
抑
揚
が
、
お
の
ず
か

ら
ま
た
内
容
の
沁
々
と
し
た
心
の
咏
嘆
（
寂
び
し
お
り
）
を
表
出
し
て
い
る
。

「
こ
の
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥
」
と
い
う
句
は
、
「
何
で
年
よ
る
」
と
い

う
言
葉
の
味
気
あ
じ
き
な
く
重
た
い
調
子
。
「
雲
に
鳥
」
と
い
う
言
葉
の
軽
く
果は
敢か

な
い
音
律
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
「
調
べ
」
の
構
成
が
、
そ
れ

自みず
から
句
の
詩
情
す
る
リ
リ
シ
ズ
ム
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
芭
蕉

も
弟
子
に
教
え
て
、
常
に
「
俳
句
は
調
べ
を
旨むね
と
す
べ
し
」
と
言
っ
て
い
た

と
い
う
。
「
調
べ
」
と
は
西
洋
の
詩
学
で
言
う
「
韻
律
」
の
こ
と
で
あ
り
、

言
葉
の
抑
揚
節
奏
す
る
音
楽
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
芭
蕉
の
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
音
楽
は
咏
嘆
の
リ
リ
シ
ズ
ム
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
。

　
蕪
村
の
俳
句
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
で
表
現
の
様
式
が
ち
が
っ
て
い
る
。

155



蕪
村
は
主
観
的
咏
嘆
派
の
詩
人
で
な
く
、
客
観
的
即
物
主
義
の
詩
人
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
俳
句
に
は
、
咏
嘆
的
リ
リ
カ
ル
な
音
楽
や
節
奏
や
を
、

芭
蕉
の
よ
う
に
深
く
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
印
象
的
イ
マ
ジ
ス
ト
で
あ
っ
た

蕪
村
は
、
そ
の
表
現
に
も
ま
た
印
象
的
イ
マ
ジ
ス
チ
ッ
ク
な
工
夫
を
用
い
た
。

即
ち
蕪
村
の
技
巧
は
、
リ
リ
カ
ル
の
音
楽
を
出
す
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
印

象
の
イ
メ
ー
ジ
を
的
確
に
す
る
た
め
の
音
象
効
果
に
あ
っ
た
。
例
え
ば

　
　
　
鶯
う
ぐ
い
すの
あ
ち
こ
ち
と
す
る
や
小
家
こ
い
え
が
ち
　
　
　
蕪
村

　
　
　
春
の
海
ひ
ね
も
す
の
た
り
の
た
り
哉かな
　
　
　
蕪
村

　
の
如
く
、
「
あ
ち
こ
ち
と
す
る
や
」
の
語
韻
か
ら
、
鶯
の
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ

と
す
る
動
作
を
音
象
し
、
「
の
た
り
の
た
り
」
の
音
調
か
ら
春
の
海
の
悠
々

と
し
た
印
象
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
蕪
村
が
「
絵
画
的
詩
人
」
と
言
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わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
正まさ
し
く
芭
蕉
の
「
音
楽
的
詩
人
」

と
対
照
さ
れ
る
。
つ
ま
り
蕪
村
の
場
合
で
は
、
言
葉
の
聴
覚
的
な
音
韻
要
素

も
、
対
象
を
イ
マ
ジ
ス
チ
ッ
ク
に
描
写
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
絵
画
的

用
途
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
質
上
の
意
味
で
の
リ
リ
シ
ズ
ム

と
し
て
　
　
即
ち
音
楽
と
し
て
　
　
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の

点
に
お
い
て
見
れ
ば
、
芭
蕉
は
た
し
か
に
蕪
村
に
比
し
て
、
真
の
本
質
的
の

リ
リ
ッ
ク
を
持
っ
た
と
こ
ろ
の
、
真
の
本
質
的
な
純
一
の
詩
人
で
あ
っ
た
。

　
芭
蕉
の
佳
句
は
十
に
二
、
三
。
蕪
村
の
駄
句
は
十
に
二
、
三
、
と
正
岡
子

規
が
評
し
た
。
僕
も
昔
は
同
感
だ
っ
た
が
、
今
の
考
か
ん
が
えで
見
れ
ば
、
子
規
の
蕪

村
ビ
イ
キ
が
公
平
を
失
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芭
蕉
俳
句
の
モ
チ
ー
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ヴ
は
、
元
来
非
常
に
単
純
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
歌
っ
て
る
こ
と
は
、

常
に
同
じ
一
つ
の
咏
嘆
、
同
じ
一
つ
の
リ
リ
シ
ズ
ム
で
し
か
な
い
。
故
に
そ

の
リ
リ
シ
ズ
ム
を
理
解
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
百
千
の
句
は
悉
こ
と
ご
とく
皆
凡
句

で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
彼
の
す
べ
て
の
句
は
皆
佳よ
い

の
で
あ
る
。
例
え
ば  
小  

督  

局  
こ
ご
う
の
つ
ぼ
ね

の
廃
跡
を
訪
う
て
咏よ
ん
だ
と
い
う
句
、

　
　
　
う
き
ふ
し
や
竹
の
子
と
な
る
人
の
果はて

　
の
如
き
も
、
理
解
の
な
い
鑑
賞
で
見
る
限
り
は
、
単
な
る
観
念
的
の
俳
句

で
あ
っ
て
、
子
規
の
い
わ
ゆ
る  
月  
並  

臭  
つ
き
な
み
し
ゅ
う

の
駄
句
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。

し
か
し
こ
う
し
た
俳
句
の
中
に
も
、
芭
蕉
の
詩
情
す
る
リ
リ
シ
ズ
ム
の
咏
嘆

が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
リ
リ
シ
ズ
ム
は
、
解
説
的
に
く
ど
く

ど
と
説
明
す
る
よ
り
は
、
こ
う
し
た
句
の
嘆
息
し
て
い
る
言
葉
の
音
楽
（
声
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調
の
呼
吸
す
る
抑
揚
感
）
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
言
え
ば
、
芭
蕉

俳
句
の
ポ
エ
ジ
イ
は
、
全
く
そ
の
声
調
の
節
付
け
て
る
音
楽
の
中
に
存
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
芭
蕉
が
解
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
芭
蕉
の
音
楽

が
解
る
（
音
楽
に
魅
力
を
感
ず
る
）
と
い
う
こ
と
に
さ
え
同
じ
に
な
る
。
芭

蕉
が
常
に
「
調
べ
」
を
俳
句
の
第
一
義
と
し
、
「
声
の
し
お
り
」
と
「
心
の

し
お
り
」
を
不
離
の
関
係
に
説
い
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
正
岡
子

ま
さ
お
か

規しき
と
い
う
俳
人
は
、
詩
の
音
楽
に
対
し
て
耳
を
持
た
な
い
人
で
あ
っ
た
。
彼

が
『 

古 

今 

集 

こ
き
ん
し
ゅ
う
』
や
『
新
古
今
集
』
の
歌
を
排
し
、
ひ
と
え
に
万
葉
集
ば
か

り
を
推
賞
し
た
の
も
、
つ
ま
り
古
今
や
新
古
今
や
の
歌
風
が
生
命
し
て
い
る

音
楽
第
一
主
義
に
つ
い
て
、
子
規
が
理
解
の
耳
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
な
の

で
あ
る
。
（
子
規
の
作
っ
た
万
葉
ば
り
の
歌
と
い
う
の
が
、
全
然
音
楽
美
の
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な
い
ゴ
チ
ゴ
チ
し
た
散
文
的
の
も
の
で
あ
っ
た
。
今
の
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人

が
そ
の
悪
い
伝
統
を
す
っ
か
り
受
け
て
る
。
）

　
子
規
は
本
来
真
の
抒
情
詩
人
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
彼
は
そ
の
ヒ
イ
キ
に

し
た
蕪
村
で
さ
え
も
、
単
な
る
写
生
主
義
の
名
人
と
し
か
解
さ
な
か
っ
た
。

彼
に
は
蕪
村
の
詩
情
し
て
い
る
本
質
の
リ
リ
ッ
ク
が
解
ら
な
か
っ
た
。
い
わ

ん
や
一
層
純
一
な
抒
情
詩
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
芭
蕉
を
理
解
で
き
な
か
っ

た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
芭
蕉
は
蕪
村
と
ち
が
っ
て
、
具
体
的
な
哲
学
観
念
を
持
っ
た
詩
人
で
あ
っ

た
。
蕪
村
の
場
合
で
は
、
そ
の
リ
リ
シ
ズ
ム
と
同
じ
よ
う
に
、
哲
学
が
句
の

背
後
に
隠
れ
て
お
り
、
表
面
上
の
一
通
り
な
鑑
賞
で
は
、
容
易
に
発
見
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
蕪
村
が
、
従
来
誤
っ
て
単
な
る
絵
画
的
写
生
詩
人
と

160郷愁の詩人　与謝蕪村



評
さ
れ
、
浅
薄
に
価
値
づ
け
ら
れ
た
所
以
ゆ
え
ん
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
芭
蕉
の
句

で
は
、
或
る
一
つ
の
主
題
を
も
っ
た
人
生
観
や
宇
宙
観
や
が
、
直
接
に
観
念

（
思
想
）
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
芭
蕉
が
、
蕪
村
に
比
し
て
理
知
的

な
頭
脳
を
も
ち
、
哲
人
と
し
て
の 

風  

貌 

ふ
う
ぼ
う

を
具そな
え
て
い
た
こ
と
の
実
証
で
あ

る
。
実
際
に
も
芭
蕉
は
、
句
作
以
外
に
も
多
く
の
俳
論
や
散
文
を
書
き
、
俳

人
と
詩
論
家
の
両
面
を
具
え
て
い
た
。
一
方
で
蕪
村
は
、
単
な
る
日
常
書
簡

集
の
外
、
全
く
詩
論
ら
し
い
も
の
を
書
い
て
い
な
い
。
蕪
村
は
感
覚
の
人
で

あ
り
、
思
想
と
い
う
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
見
れ
ば
、

芭
蕉
の
方
が
西
洋
の
人
生
的
詩
人
に
近
い
の
で
あ
る
。

　
芭
蕉
の
イ
デ
ア
し
た
哲
学
は
、
多
分
に
仏
教
や 

老  

荘 

ろ
う
そ
う

の
思
想
を
受
け
て

る
。
「
古
池
や
蛙
か
わ
ずと
び
こ
む
水
の
音
」
の
句
境
の
如
く
、
彼
は
静
の
中
に
あ
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る
動
、
寂
じ
ゃ
くの
中
に
あ
る
生
を
見
つ
め
て
、
自
然
と
人
生
に
お
け
る
本
質
的
実

在
を
探
ろ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
「
実
在
」
を
リ
ア
ル
と
訳
す
る
意
味
で
、
芭

蕉
は
真
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、

決
し
て
単
な
る
知
性
的
冷
静
の
観
照
主
義
で
は
な
か
っ
た
。
反
対
に
彼
は
、

人
間
性
の
普
遍
な
悲
し
み
を
体
験
し
て
、
本
質
に
宗
教
的
な
モ
ラ
ル
を
持
っ

た
と
こ
ろ
の
、
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
詩
人
で
あ
っ
た
。
以
下
読
者
と
共

に
、
芭
蕉
俳
句
に
お
け
る
こ
の
人
間
性
の
悲
哀
と
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
詩

情
す
る
と
こ
ろ
を
見
よ
う
。
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秋
ふ
か
き
隣
と
な
りは
何
を
す
る
人
ぞ

　
　
　
秋
さ
び
し
手
毎
て
ご
と
に
む
け
や
瓜うり
茄
子
な
す
び

　
　
　

　
芭
蕉
の
心
が
傷いた
ん
だ
も
の
は
、
大
宇
宙
の
中
に
生
存
し
て
孤
独
に
弱
々
し

く
震ふる
え
な
が
ら
、
葦あし
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
る
人
間
の
果は
敢か
な
さ
と
悲
し
さ

だ
っ
た
。
一
つ
の
小
さ
な
家
の
中
で
、
手
毎
に
瓜
の
皮
を
む
い
て
る
人
々
は
、

一
人
一
人
に
自
己
の
悲
し
み
を
持
っ
て
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
悲
し
み

こ
そ
、
無
限
の
時
空
の
中
に
生
き
て
、
有
限
の
果
敢
な
い
生
活
を
す
る
と
こ
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ろ
の
、
孤
独
な
寂
し
い
人
間
共
の
悲
し
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
動
物
の
本
能
的

な
悲
哀
の
よ
う
に
、
語
る
す
べ
も
な
く
訴
え
る
す
べ
も
な
い
。
た
だ
寄
り
集

っ
て
手
を
握
り
、
互
た
が
いに
人
の
悲
し
み
を
感
じ
な
が
ら
、
憐あわ
れ
に
沈
黙
す
る
外
ほ
か

は
な
い
の
で
あ
る
。
見
よ
。
秋
深
き
自
然
の
下もと
に
、
見
も
知
ら
ぬ
隣
人
が
生

活
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
隣
人
の
悲
し
み
こ
そ
、
そ
れ
自
ら
人
類
一
般
の

悲
し
み
で
あ
り
、
併
せ
て
ま
た
芭
蕉
自
身
の
悲
哀
な
の
だ
。

　
　
　
塚
も
動
け
我
が
泣
く
声
は
秋
の
風

　
芭
蕉
の
悲
哀
は
、
宇
宙
の
無
限
大
な
コ
ス
モ
ス
に
通
じ
て
い
る
。  

蕭    

し
ょ
う
じ

条  ょう
た
る
秋
風
の
音
は
、
そ
れ
自
み
ず
から
芭
蕉
の
心
霊
の
声
で
あ
り
、
よ
る
べ
も
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な
く
救
い
も
な
い
、
虚
無
の
寂
し
さ
を
引
き
裂
く
と
こ
ろ
の
叫
で
あ
る
。
釈し

迦ゃか
は
そ
の
同
じ
虚
無
の
寂
し
さ
か
ら
、
森
林
に
入
っ
て
出
家
し
、
遂
に
人
類

救
済
の
悟
道
に
入
っ
た
。
芭
蕉
も
ま
た
仏
陀
ぶ
っ
だ
と
共
に
、
隣
人
の
悲
し
み
を
我

身
に
悲
し
み
、
友
人
の
死
を
宇
宙
に
絶
叫
し
て
悲
し
み
嘆
い
た
。
し
か
し
詩

人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
芭
蕉
は
、
救
世
主
と
し
て
世
に
立
つ
代
り
に
、
万
人
の

悲
し
み
を
心
に
は
ぐ
く
み
、
悲
し
み
の
中
に
詩
美
を
求
め
て
、
無
限
の
寂
し

い
旅
を
漂
泊
し
続
け
た
。

　
　
　 

笠  

島 

か
さ
じ
ま

は
い
づ
こ
五
月
さ
つ
き
の
泥
濘
ぬ
か
り
道

　
芭
蕉
の
行
く
旅
の
空
に
は
、
い
つ
も
長
雨
が
降
り
つ
づ
き
、
道
は
泥
濘

で
い
ね
い
に
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ぬ
か
っ
て
い
た
。
前
途
は
遠
く
永
遠
で
あ
り
、
日
は
空
に
薄
曇
っ
て
い
た
。

　
　
　

　
　
　
死
に
も
せ
ぬ
旅
寝
の
果はて
よ
秋
の
暮

　
　
　
枯
枝
に
鴉
か
ら
すの
止とま
り
け
り
秋
の
暮

　
　
　

　
曠
野
こ
う
や
の
果
に
行
き
く
れ
て
も
、
芭
蕉
は
そ
の
「
寂
し
お
り
」
の
杖つえ
を
離
さ

な
か
っ
た
。
枯
枝
に
止
っ
た
一
羽
の
烏
か
ら
すは
、
彼
の
心
の
影
像
で
あ
り
、
ふ
と

止
り
木
に
足
を
留
め
た
、
漂
泊
者
の
黒
い
凍
り
つ
い
た
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
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何
に
こ
の
師
走
し
わ
す
の
市
へ
行
く
鴉
か
ら
す

　
年
暮
れ
て
冬
寒
く
、
群
鴉
ぐ
ん
あ
何
の
行
く
所
ぞ
！
　
魂
の
家
郷
を
持
た
な
い
芭

蕉
。
永
遠
の
漂
泊
者
で
あ
る
芭
蕉
が
、
雪
近
い
冬
の
空
を
、
鳴
き
叫
ん
で
飛

び
交
い
な
が
ら
、
町
を
指
し
て
羽
ば
た
き
行
く
鴉
を
見
て
、
心
に
思
っ
た
こ

と
は
、
一
つ
の
「
絶
叫
」
に
似
た
悲
哀
で
あ
っ
た
ろ
う
。
芭
蕉
と
同
じ
く
、

魂
の
家
郷
を
持
た
な
か
っ
た
永
遠
の
漂
泊
者
、
悲
し
い
独
逸
の
詩
人
ニ
イ
チ

ェ
は
歌
っ
て
い
る
。

　
　
鴉
等ら
は
鳴
き
叫
び

　
　
翼
を
切
り
て
町
へ
飛
び
行
く
。

　
　
や
が
て
は
雪
も
降
り
来きた
ら
む
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今
尚なお
、
家
郷
あ
る
も
の
は
幸
ひ
な
る
哉かな
。

　
東
も
西
も
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

詩
人
の
嘆
く
と
こ
ろ
は
一
つ
で
あ
り
、
抒
情
詩
の

尽
き
る
テ
ー
マ
は
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
雪
か
な
し
い
つ
大
仏
の  

瓦    

葺  

か
わ
ら
ぶ
き

　
夢
の
よ
う
に
唐
突
で
あ
り
、
巨
象
の
よ
う
に
大
き
な
大
仏
殿
。
そ
の
建
築

の
家
屋
の
上
に
、
雪
が
ち
ら
ち
ら
降
っ
て
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
景
象

は
、
芭
蕉
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に 

彷  
徨 

ほ
う
こ
う

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
果は
敢か
な
く
寂

し
い
人
生
観
や
宿
命
観
や
を
、
或
る
象
徴
的
な
リ
リ
シ
ズ
ム
で
表
象
し
て
い

る
。
人
工
の
建
築
物
が
偉
大
で
あ
る
ほ
ど
、
逆
に
益
々
人
間
生
活
の
果
敢
な
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さ
と
悲
し
さ
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
五
月
雨

さ
み
だ
れ

や
蚕
か
い
こわ
づ
ら
ふ
桑
畑

　 

暗  

澹 

あ
ん
た
ん

と
し
た
空
の
下
で
、
蚕
が
病
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
空
気
は
梅つ
雨ゆ

で
重
た
く
し
め
り
、
地
上
は
一
面
の
桑
畑
で
あ
る
。
こ
の
句
に
は
或
る
象
徴

的
な
、
沈
痛
で
暗
い
宿
命
的
の
意
味
を
持
っ
た
暗
示
が
あ
る
。

　
　
　
日
の
道
や
葵
あ
お
いか
た
む
く 

五 
月 
雨 

さ
つ
き
あ
め

　 

曇  

暗 

ど
ん
あ
ん

の
雲
に
か
く
れ
て
、
太
陽
の
光
も
見
え
な
い
夏
の
昼
に
、
向
日
葵

ひ
ま
わ
り
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は
や
は
り
日
の
道
を
追
い
な
が
ら
、
雨
に
し
お
れ
て
傾
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

或
る
時
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
沈
痛
な
魂
の 

瞑  

想 

め
い
そ
う

が
感
じ
ら
れ
、
象
徴
味
の
深
い
俳
句
で
あ
る
。

　
　
　
凩
こ
が
ら
しに
匂
ひ
や
つ
け
し
帰
り
花

　
冬
の
北
風
が
吹
き
す
さ
ん
で
庭
の
隅
に
、
侘わび
し
い
枯
木
の
枝
に
咲
い
て
る

帰
り
花
を
見
て
、
心
の
よ
る
べ
な
い
果
敢
な
さ
と
寂
し
さ
と
を
、
し
み
じ
み

哀
傷
深
く
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　 

山  

吹 

や
ま
ぶ
き

や
笠かさ
に
挿
す
べ
き
枝
の
形なり
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ひ
と
り
行
く
旅
の
路
傍
に
、
床
し
く
も
可
憐
か
れ
ん
に
咲
い
て
る
山
吹
の
花
。
そ

れ
は
漂
泊
の
芭
蕉
の
心
に
、
或
る
純
情
な
、
涙
ぐ
ま
し
い
、
幽
玄
な
「
あ
わ

れ
」
を
感
じ
さ
せ
た
。
こ
の
山
吹
は
少
女
の
象
徴
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

あ
る
い
は
実
景
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
実
景
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少

女
の
心
情
に
似
た
優
美
の
可
憐
さ
を
、
イ
マ
ジ
ス
チ
ッ
ク
に
心
象
し
て
い
る

の
で
あ
る
。  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
た
山
野
の
中
を
、
孤
独
に
寂
し
く
漂
泊
し
て
い

た
旅
人
芭
蕉
が
、
あ
わ
れ
深
く
優
美
に
咲
い
た
野
花
を
見
て
、
「
笠かさ
に
挿
す

べ
き
枝
の
な
り
」
と
愛
い
と
おし
ん
だ
心
こ
そ
、
リ
リ
シ
ズ
ム
の
最
も
純
粋
な
表
現

で
あ
る
。
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寂
し
さ
や
華はな
の
あ
た
り
の
あ
す
な
ら
ふ

「
あ
す
は
檜
ひ
の
きの
木
と
か
や
、
谷
の
老
木
の
い
へ
る
こ
と
あ
り
。
き
の
ふ
は
夢

と
過
ぎ
て
あ
す
は
未いま
だ
来きた
ら
ず
。
生
前 

一  

樽 

い
っ
そ
ん

の
楽
し
み
の
外ほか
、
明
日
は
明

日
は
と
言
ひ
暮
し
て
、
終
に
賢
者
の
そ
し
り
を
受
け
ぬ
。
」
と
い
う
前
書
が

つ
い
て
る
。
初
春
の
空
に
淡
く
咲
く
て
ふ
ち
ょ
う
、
白
夢
の
よ
う
な
侘
し
い
花
。
そ

れ
は
目
的
も
な
く
帰
趨
き
す
う
も
な
い
、
人
生
の
虚
無
と
果
敢
な
さ
を
表
象
し
て
い

る
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
季
節
は
春
で
あ
り
、
空
に
は
小
鳥
が
鳴
い
て

る
の
で
あ
る
。

　 

新  

古  

今  

集 

し
ん
こ
き
ん
し
ゅ
う

の
和
歌
は
、
亡ほろ
び
行
く
公く
卿げ
階
級
の
悲
哀
と
、
そ
の
虚
無

的 

厭 

世 

感 

え
ん
せ
い
か
ん
の
底
で
歔
欷
き
ょ
き
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
艶えん
に
妖あや
し
く
媚なま
め
か
し
い
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エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
を
、
暮
春
の
空
に
匂にお
う
霞
か
す
みの
よ
う
に
、
不
思
議
な
デ
カ
ダ

ン
ス
の
交
響
楽
で
匂
わ
せ
て
い
る
。
即
ち
史
家
の
い
わ
ゆ
る
「
幽
玄
体
」
な

る
も
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉
は
新
古
今
集
を
深
く
学
ん
で
、
巧
み
に
こ
の
幽
玄

体
を
自
家
に
取
り
入
れ
、
彼
の
俳
句
に
お
け
る
特
殊
な
リ
リ
シ
ズ
ム
を
創
造

し
た
。
前
の
「 
山  
吹 
や
ま
ぶ
き

や
」
の
句
も
、
同
様
に
そ
の
芭
蕉
幽
玄
体
の
一
つ
で

あ
る
。

　
　
　 

故  

郷 

ふ
る
さ
と

や
臍ほぞ
の
緒お
に
泣
く
歳とし
の
暮

　
生
涯
を
旅
に
暮
し
た
芭
蕉
も
、
や
は
り
故
郷
の
こ
と
を
考
え
、
懐
か
し
く

追
懐
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
或
る
寒
い
年
の
暮
に
、
彼
は
と
う
と
う
そ
の
生
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れ
た
故
郷
に
帰
っ
て
来
た
。
そ
し
て
亡
き
父
母
の
慈
愛
を
思
い
、
そ
ぞ
ろ
に

感
慨
深
く
こ
の
句
を
作
っ
た
。
「
臍
の
緒
に
泣
く
」
と
い
う
言
葉
は
奇
警
で

あ
っ
て
、
し
か
も
幼
時
の
懐
か
し
い
思
い
出
や
、
父
母
の
慈
愛
深
い
追
懐
や

が
、
切
々
と
心
情
か
ら 

慟 

哭 

的 

ど
う
こ
く
て
き
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
か
ら
鮭さけ
も
空
也
く
う
や
の
痩やせ
も
寒かん
の
内うち

　 

雲  

水 

う
ん
す
い

に
似
た
旅
人
芭
蕉
も
、
時
に
は
一
定
の
住
所
に
庵
い
お
りを
構
え
て
、
冬

の
囲い
炉ろ
裏り
を
囲
み
な
が
ら
、
侘わび
し
く
暮
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た

時
、
彼
は
外
界
の
自
然
を
見
る
代
り
に
、
じ
っ
と
自
己
の
心
を
見
つ
め
、
内

界
の
去
来
す
る
影
を
眺
め
た
。
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冬
の
凍
り
つ
い
た
家
の
中
で
、
芭
蕉
は 

瞑  

想 

め
い
そ
う

に
耽ふけ
り
な
が
ら
、
骨
の
よ

う
に
唯
一
人
で
坐すわ
っ
て
い
る
。
そ
の
背
後
の
壁
に
は 

乾  

鮭 

か
ら
さ
け

が
さ
が
り
、
戸

外
に
は
空
也
念
仏
の
声
が
通
る
。
そ
し
て
彼
の
孤
独
な
影
は
、
畳
の
上
に
長

く
寂
し
く
曳ひ
い
て
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
衰
へ
や
歯
に
喰
ひ
あ
て
し
海の
苔り
の
砂

　
独
居
す
る
芭
蕉
の
心
に
、
次
第
に
老おい
が
近
づ
く
の
を
感
じ
て
来
た
。
さ
ら

で
だ
に
寂
し
い
悔
恨
の
人
生
で
あ
る
。
そ
の
上
に
ま
た
老
年
が
迫
っ
て
来
て

は
、
心
の
孤
独
の
や
り
場
所
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
歯
に
喰
ひ
あ
て
し
」
と

い
う
言
葉
の
響
ひ
び
きに
、
如い
何か
に
も
砂
を
噛か
む
よ
う
な
味
気
あ
じ
き
な
さ
と
、 

忌  

々 

い
ま
い
ま

し
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さ
の
口
惜
く
ち
お
し
い
情
感
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
大
風
の
朝
あ
し
たも
赤
し 

唐 

辛 

子 

と
う
が
ら
し

　
暴
風
雨
の
朝
、
畠
は
た
けの 

作  

物 
さ
く
も
つ

も
吹
き
荒
さ
れ
、 

万  

目 

ま
ん
も
く  

荒    

寥  

こ
う
り
ょ
う

と
し
て

枯
れ
た
中
に
、
ひ
と
り
唐
辛
子
の
実
だ
け
が
赤
々
と
し
て
、
昨
日
に
変
ら
ず

色
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
廃
跡
に
残
る
一
つ
の
印
象
、
変
化
と
荒
廃
の
中

に
残
る
一
つ
の
生
命
。
そ
れ
が
血
の
よ
う
に
赤
く
鮮
明
に
印
象
さ
れ
る
こ
と

は
、
心
の
傷
き
ず
つい
た
空
虚
の
影
に
、
悔
恨
の
痛
み
を
抱
き
な
が
ら
も
、
悲
壮
な

敗
北
の
意
気
を
感
じ
さ
せ
ず
に
い
な
か
っ
た
ろ
う
。
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こ
の
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥

　
老
の
近
づ
く
こ
と
は
悲
し
み
で
あ
る
。
だ
が
老
年
に
は
ま
た
、
老
年
の
幽

玄
な
心
境
が
あ
る
。
老
い
て
宇
宙
の
神
韻
と
化
し
、  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
の
詩
境
に
遊

ぶ
こ
と
も
ま
た
楽
し
み
で
あ
る
。
空
に
は
白
い
雲
が
浮うか
び
、
鳥
は
高
く
飛
ん

で
る
け
れ
ど
も
、
時
間
は
流
れ
て
人
を
待
た
ず
、
自
分
は
次
第
に
老
い
る
ば

か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う 

咏  

嘆 

え
い
た
ん

で
あ
る
。
「
何
で
年
よ
る
」
と
い

う
言
葉
の
響
ひ
び
きに
、
如い
何か
に
も
力
な
く
投
げ
出
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
嘆
息
が

あ
り
、
老
を
悲
し
む
情
が
切
々
と
迫
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
「
雲
に
鳥
」

は
、
前
の
フ
レ
ー
ズ
と 

聯  

絡 

れ
ん
ら
く

が
な
く
、
唐
突
に
し
て
奇
想
天
外
の
着
想
で

あ
る
が
、
そ
の
た
め
気
分
が
一
転
し
て
、
詩
情
が
実
感
的 

陰  

鬱 

い
ん
う
つ

で
な
く
、
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よ
く
詩
美
の
幽
玄
な
ハ
ー
モ
ニ
イ
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
複
雑
で
深

遠
な
感
情
を
、
僅わず
か
十
七
文
字
で
表
現
し
得
る
文
学
は
、
世
界
に
た
だ
日
本

の
俳
句
し
か
な
い
。
こ
れ
は
飜
訳
す
る
こ
と
も
不
可
能
だ
し
、
説
明
す
る
こ

と
も
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
僕
ら
の
日
本
人
が
、
日
本
の
文
字
で
直
接
に
読

み
、
日
本
語
の
発
音
で
朗
吟
し
、
日
本
の
伝
統
で
味
覚
す
る
外ほか
に
仕
方
が
な

い
の
だ
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
郷
愁
の
詩
人
　
与
謝
蕪
村
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1988
（
昭
和63

）
年11

月16

日
第1

刷
発
行

　
　
　2007

（
平
成19

）
年1

月25

日
第22

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
」
第
一
書
房

　
　
　1936

（
昭
和11
）
年3
月15

日
初
版
発
行

初
出
：
蕪
村
の
俳
句
に
つ
い
て
「
生
理
　1

」

　
　
　1933

（
昭
和8

）
年6

月

　
　
　
春
の
部
「
生
理
　2

」

　
　
　1933

（
昭
和8

）
年8

月
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夏
の
部
「
生
理
　3

」

　
　
　1933

（
昭
和8

）
年11

月

　
　
　
秋
の
部
「
生
理
　4

」

　
　
　1934
（
昭
和9

）
年5

月

　
　
　
冬
の
部
「
生
理
　5

」

　
　
　1935

（
昭
和10
）
年2

月

　
　
　
芭
蕉
私
見
（
前
半
部
分
）
「
コ
ギ
ト
　
第
四
十
二
号
」

　
　
　1935

（
昭
和10

）
年11
月

　
　
　
芭
蕉
私
見
（
後
半
部
分
）
「
俳
句
研
究
　
第
三
巻
第
一
号
」

　
　
　1936

（
昭
和11

）
年1

月

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-
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86
）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

※
「
蕪
村
の
俳
句
に
つ
い
て
」
の
初
出
時
の
表
題
は
「
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪

村
（
一
）
﹇
＃
「
（
一
）
」
は
縦
中
横
﹈
」
で
す
。

※
「
春
の
部
」
の
初
出
時
の
表
題
は
「
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
（
二
）
﹇
＃

「
（
二
）
」
は
縦
中
横
﹈
」
で
す
。

※
「
夏
の
部
」
の
初
出
時
の
表
題
は
「
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
（
三
）
﹇
＃

「
（
三
）
」
は
縦
中
横
﹈
」
で
す
。

※
「
秋
の
部
」
の
初
出
時
の
表
題
は
「
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
（
四
）
﹇
＃

「
（
四
）
」
は
縦
中
横
﹈
」
で
す
。

※
「
冬
の
部
」
の
初
出
時
の
表
題
は
「
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
」
で
す
。

※
「
芭
蕉
私
見
（
前
半
部
分
）
」
の
初
出
時
の
表
題
は
「
芭
蕉
私
見
」
で
す
。
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※
「
芭
蕉
私
見
（
後
半
部
分
）
」
の
初
出
時
の
表
題
は
「
芭
蕉
に
つ
い
て
」

で
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
川
山
隆

2011

年7

月15

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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