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客
あ
り
。
我
草
廬
そ
う
ろ
を
敲たた
き
て
俳
諧
を
談
ず
。
問
ふ
て
曰
く
。

　
　
　
　
　
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
　
　
　
　
芭
蕉

の
一
句
は
古
今
の
傑
作
と
し
て
人
口
に 

膾  

炙 

か
い
し
ゃ

す
る
所
、
馬
丁
走
卒
も
な
ほ
か
つ
こ
れ
を
知
る
。
し
か
も

そ
の
意
義
を
問
へ
ば
一
人
の
こ
れ
を
説
明
す
る
者
あ
る
な
し
。
今
こ
れ
が
説
明
を
聴
く
を
得
ん
か
。

　
答
へ
て
曰
く
、
古
池
の
句
の
意
義
は
一
句
の
表
面
に
現
れ
た
る
だ
け
の
意
義
に
し
て
、
復また
他
に
意
義
な

る
者
な
し
。
し
か
る
に
俗
宗
匠
輩
が
こ
の
句
に
深
遠
な
る
意
義
あ
る
が
如
く
言
ひ
做な
し
、
か
つ
そ
の
深
遠

な
る
意
義
は
到
底
普
通
俗
人
の
解
す
る
能
は
ざ
る
が
如
く
言
ひ
做
し
て
、
か
つ
て
こ
れ
が
説
明
を
与
へ
ざ

る
所
以
ゆ
え
ん
の
者
は
、
一
は
自
家
の
本
尊
を
奥
ゆ
か
し
が
ら
せ
て
俗
人
を  

瞞    

著  

ま
ん
ち
ゃ
く

せ
ん
と
す
る
に
外
な
ら
ざ

れ
ど
も
、
一
は
彼
が
こ
の
句
の
歴
史
的
関
係
を
知
ら
ざ
る
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
古
池
の
句
が
人
口
に

膾
炙
す
る
に
至
り
し
は
、
芭
蕉
自
ら
こ
の
句
を
以
て
自
家
の
新
調
に
属
す
る 

劈  

頭 

へ
き
と
う

第
一
の
作
と
な
し
、

従
ふ
て
こ
の
句
を
以
て
俳
句
変
遷
の
第
一
期
を
劃かく
す
る
境
界
線
と
な
し
た
る
が
た
め
に
、 

後  

人 

こ
う
じ
ん

相
和
し

て
ま
た
こ
れ
を
口
に
し
た
り
と
見
ゆ
。
し
か
る
に
物
換かわ
り
時
移
る
に
従
ひ
、
こ
の
記
念
的
俳
句
は
そ
の
記
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念
の
意
味
を
忘
ら
れ
て
、
か
へ
つ
て
芭
蕉
集
中
第
一
の
佳
句
と
誤
解
せ
ら
る
る
に
至
り
、
終つい
に 

臆  

説 

お
く
せ
つ

百

出
、
奇
々
怪
々
の
附
会
を
為
し
て
俗
人
を
惑
は
す
の
結
果
を
生
じ
た
り
。
さ
れ
ば
こ
の
句
の
真
価
を
知
ら

ん
と
欲
せ
ば
、
こ
の
句
以
前
の
俳
諧
史
を
知
る
に
如し
か
ず
、
意
義
に
お
い
て
は
古
池
に
蛙
の
飛
び
込
む
音

を
聞
き
た
り
と
い
ふ
外
、 

一  

毫 

い
ち
ご
う

も
加
ふ
べ
き
も
の
あ
ら
ず
、
も
し
一
毫
だ
も
こ
れ
に
加
へ
な
ば
、
そ
は

古
池
の
句
の
真
相
に
非
る
な
り
。
明
々   

白      

地   

め
い
め
い
は
く
ち

、
隠
さ
ず
掩おお
は
ず
、
一
点
の
工
夫
を
用
ゐ
ず
、
一
字

の
曲
折
を
成
さ
ざ
る
処
、
こ
の
句
の
特
色
な
り
。
豈あに
他た
あ
ら
ん
や
。

　
客
僅
わ
ず
かに
頷
う
な
ずく
、
い
ま
だ
全
く
解
せ
ざ
る
も
の
の
如
し
。
更
に
語
を
転
じ
て
曰
く
、
我われ
今いま
子し
の
た
め
に
古

池
の
句
の
歴
史
的
関
係
を
説
く
べ
し
。
子し
か
つ
子し
の
胸
中
よ
り
一
切
記
憶
に
存
す
る
所
の
俳
句
を
取
り
去

り
、
虚
心
虚
懐
以
て
我
言
を
聴
け
。
古
池
の
句
も
こ
れ
を
忘
る
べ
し
。
そ
の
外
の
俳
句
、
芭
蕉
た
る
と
蕪

村
た
る
と
に
論
な
く
、
古
句
た
る
と
新
句
た
る
と
を
問
は
ず
、
他
人
の
作
と
自
己
の
作
と
併あわ
せ
て
尽
こ
と
ご
とく
こ

れ
を
忘
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
世
人
皆
俳
句
の
発
達
せ
る
今
日
の
心
を
以
て
古
池
の
句
を
観み
る
、
故
に
惑
ま
ど
いを

生
ず
。
子し
今
俳
句
い
ま
だ
発
達
せ
ざ
る
古
い
に
し
えに
身
を
置
き
て
我
言
を
聴
か
ば
、
必
ず
や
疑
う
た
が
いを
解
く
こ
と
を
得

ん
。
客
曰
く
、
唯い
い々

。

　
曰
く
、
俳
諧
の
歴
史
を
説
く
は
今
我
志
す
所
に
非
ず
。
し
か
れ
ど
も
歴
史
を
説
か
ざ
れ
ば
古
池
の
句
を

解
す
る
こ
と
能
は
ず
。
故
に
古
池
の
句
を
解
す
る
に
必
要
な
り
と
思し
惟い
す
る
程
度
に
お
い
て
古
俳
諧
史
を
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説
か
ん
と
す
。
古
俳
諧
史
の
無
味
乾
燥
に
し
て
、
蝋ろう
を
噛か
む
が
如
き
は
徒
い
た
ずら
に
子し
の 

欠  

伸 

け
ん
し
ん

を
催
す
に
過

ぎ
ざ
る
べ
き
も
、
そ
の
欠
伸
を
催
さ
し
む
る
処
、
便
す
な
わち
こ
れ
古
池
の
句
を
牽ひ
き
出
だ
す
所
以
な
ら
ず
ん
ば

あ
ら
ず
、
子
姑
し
ば
らく
こ
れ
を
黙
聴
せ
よ
。

　
俳
諧
史
を
説
か
ん
と
す
る
に
は
先
づ
連
歌
を
説
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
連
歌
は
十
七
字
句
と
十
四
字
句
と

を
相
互
関
聯
し
て
百
韻
を
以
て
終
る
を
普
通
と
す
る
者
、
そ
の
間
に
は 

月  

花 

つ
き
は
な

の 

定  

座 

じ
ょ
う
ざ

、 

打  

越 

う
ち
こ
し

、
去さ

     

嫌   

り
き
ら
い

等
の
規
定
あ
り
て
、
代
々
の
連
歌
師
皆
力
を
こ
こ
に
用
ゐ
た
り
と
い
へ
ど
も
、
我
説
か
ん
と
す
る

所
に
要
な
け
れ
ば
言
は
ず
、
こ
こ
に
は
た
だ
連○

歌○

の○

発○

句○

を
論
ず
る
を
以
て
足
れ
り
と
す
。
連
歌
の
発
句

と
俳
諧
の
発
句
と
は
ほ
ぼ
同
一
の
者
に
し
て
、
特
に
異
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
理
由
あ
り
て
異
な
る
に
非

ず
。
た
だ
そ
の
発
達
上
連
歌
は
和
歌
よ
り
出
で
た
る
を
以
て
、
和
歌
慣
用
の
言
語
材
料
を
用
ゐ
て
自
ら
束そ

   

縛 

く
ば
く
し
、
区
域
を
広
く
し
材
料
を
富
ま
し
む
る
こ
と
を
為
さ
ざ
る
の
み
。
さ
れ
ば
連
歌
の
発
句
は
到
底
陳

腐
と
平
凡
と
を
免
れ
ず
。
古
人
を
模
倣
し
古
句
を
踏
襲
し
、
同
一
の
意
匠
と
同
一
の
語
句
と
を
並
列
し
て

敢あえ
て  

剽    

窃  

ひ
ょ
う
せ
つ

の
恥
を
知
ら
ず
、
甚
は
な
は
だし
き
は
自
家
集
中
に
さ
へ
同
一
の
意
匠
言
語
を
繰
り
返
し
て
以
て
自

ら
得
た
り
と
な
す
が
如
き
、
後
世
よ
り
し
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
彼
ら
は
何
処
い
づ
く
に
幾
何
の
詩
美
を
感
得
し
た

る
か
を
疑
は
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
連
歌
の
盛
ん
に
行
は
れ
た
る
足
利
時
代
は
和
歌
の
最
も
衰
微
せ
る
時

代
な
り
。
和
歌
の
最
も
衰
微
せ
る
所
以
は
、
主
と
し
て
旧
を
貴
び
様
に
依
り
、
師
伝
家
流
に
拘
泥
し
て
毫

5



も
真
意
を
出
だ
す
能
は
ざ
り
し
に
あ
り
。
『
新
古
今
』
以
後
門
派
の
争
ひ
烈はげ
し
く
、
形
式
を
論
じ
て
実
際

に
疎うと
く
、
花
は
か
く
詠
む
も
の
月
は
か
く
詠
む
も
の
、
千
鳥
の
名
所
は
何ど
処こ
ど々

こ々

に
限
り
、
某
の
語
は
某

の
処
に
の
み
用
ゐ
ら
る
る
な
ど
規
則
づ
く
め
に
な
り
て
は
和
歌
は
今
更
に
発
達
す
べ
き 

寸  

隙 

す
ん
げ
き

だ
に
あ
ら

ず
な
り
ぬ
。
か
く
腐
敗
し
尽
せ
る
和
歌
よ
り
出
で
た
る
連
歌
の
発
句
は
、
和
歌
と
共
に
腐
敗
し
を
る
の
み

な
ら
ず
、
詩
形
の
小
な
る
だ
け
そ
の
範
囲
狭
く
な
り
て
、
腐
敗
は
か
へ
つ
て
一
層
度
を
高
め
た
る
者
あ
り
。

あ
る
一
方
よ
り
見
れ
ば
、
新
詩
形
を
有
す
る
発
句
は
和
歌
の
冗
漫
な
る
に
比
し
て
や
や
新
な
る
者
を
生
じ

た
る
事
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
そ
は
極
め
て
少
数
に
し
て
、
大
体
は
陳
腐
と
平
凡
と
の 

堆  

積 

た
い
せ
き

せ
る
言
葉
の

塊かた
ま
り
の
み
。
左
に
例
を
挙
げ
て
一
斑
を
示
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
音
聞
か
ぬ
雨
知
る
花
の
雫
し
ず
くか
な
　
　
　
　
　
　
　 

心  

敬 

し
ん
け
い

　
　
　
　
　
雨
晴
れ
て
花
に
色
そ
ふ
夕
か
な
　
　
　
　
　
　
　
宗
祇
そ
う
ぎ

　
　
　
　
　
雨
風
も
花
の
春
を
ば
さ
そ
ひ
け
り
　
　
　
　
　
　 

宗  

砌 

そ
う
ぜ
い

　
　
　
　
　
さ
れ
ば
こ
そ
嵐
よ
雨
よ
花
の
時
　
　
　
　
　
　
　
心
敬

　
　
　
　
　
春
雨
の
庭
に
き
の
ふ
の
花
も
が
な
　
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
わ
く
や
い
か
に
野
は
浅
緑
花
の
雨
　
　
　
　
　
　 
宗  
養 
そ
う
よ
う
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花
を
見
ば
人
無
き
雨
の
夕
か
な
　
　
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
心
あ
れ
や
花
の
旅
寐
の
春
の
雨
　
　
　
　
　
　
　 

宗  

牧 

そ
う
ぼ
く

　
　
　
　
　
雨
に
猶なお
忘
れ
ぬ
花
の
宿
り
か
な
　
　
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
春
雨
を
し
を
れ
し
花
の
な
ご
り
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
雨
に
け
さ
明
日
咲
か
ん
花
も
盛
り
か
な
　
　
　
　  

宗    

長  

そ
う
ち
ょ
う

　
　
　
　
　
春
の
み
か
い
く
か
も
あ
ら
じ
花
の
雨
　
　
　
　
　
宗
養

　
　
　
　
　
降
り
く
ら
せ
あ
け
な
ば
花
の
春
の
雨
　
　
　
　
　  

昌    

叱  

し
ょ
う
し
つ

　
　
　
　
　
時
雨
に
も
見
ざ
り
し
花
の
千
入
ち
し
お
か
な
　
　
　
　
　
心
敬

　
　
　
　
　
雨
に
花
見
れ
ば
こ
も
ら
ぬ
枝
も
な
し
　
　
　
　
　
宗
長

　
　
　
　
　
染
め
い
で
よ
花
の
木
の
芽
の
春
の
雨
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
花
や
知
る
雨
に
は
ぬ
れ
ぬ
木
陰
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
雨
な
ら
ぬ
夕
も
花
の
木
陰
か
な
　
　
　
　
　
　
　 

紹  

巴 

じ
ょ
う
は

　
　
　
　
　
花
の
色
よ
る
や
そ
ぼ
ふ
る
春
の
雨
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
紅
く
れ
な
いや
ふ
り
出
づ
る
花
の
春
の
雨
　
　
　
　
　
　
　
昌
叱

　
　
　
　
　
花
咲
け
と
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
雨
の
声
　
　
　
　
　
失
名
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花
咲
け
と
い
さ
む
る
や
聞
く
雨
の
声
　
　
　
　
　
紹
巴

　
　
　
　
　
雨
に
又
花
を
や
ど
さ
ん
陰
も
な
し
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
山
や
花
色
な
る
雨
の  

薄    

曇  

う
す
ぐ
も
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

昌    

休  

し
ょ
う
き
ゅ
う

　
　
　
　
　
雨
に
咲
く
花
は
あ
わ
雪
の
夕
か
な
　
　
　
　
　
　
紹
巴

　
以
上
は
花
と
雨
と
を
配
合
し
た
る
句
を
列つら
ね
た
る
な
り
。
大
体
に
お
い
て
如い
何か
に
同
様
の
趣
向
に
し
て
、

如
何
に
つ
ま
ら
ぬ
趣
向
な
る
か
は
、
一
読
し
て
直
た
だ
ちに
感
ぜ
ざ
る
者
な
か
る
べ
し
。
中
に
も
「
花
咲
け
と
」

の
二
句
は
全
く
同
趣
向
な
り
。
心
敬
の
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
の
句
の
如
き
は
鳥
な
き
里
の 

蝙  

蝠 

こ
う
も
り

と
や
い
は

ん
。
花
の
一
題
に
て
は
い
ま
だ
尽
さ
ざ
る
を
恐
る
。
更
に
月
の
句
を
挙
げ
て
如
何
に
そ
の
変
化
せ
し
か
を

見
ん
と
す
。

　
　
　
　
　
雨
ひ
と
り
月
を
思
は
ぬ
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
星
の
名
も
一
夜
は
立
し
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
　  

専    

順  

せ
ん
じ
ゅ
ん

　
　
　
　
　
雲
霧
も
月
に
か
く
る
ゝ
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　 
兼  

載 
け
ん
さ
い

　
　
　
　
　
し
ぐ
れ
て
は
雲
も
名
に
立
つ
月
夜
か
な
　
　
　
　
宗
砌
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月
今
宵
塵ちり
ば
か
り
だ
に
雲
も
無
し
　
　
　
　
　
　
宗
長

　
　
　
　
　
月
に
雲
塵
も
付
じ
の
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　
　 

宗  

碩 

そ
う
せ
き

　
　
　
　
　
誰
も
見
よ
名
高
き
月
は
雲
も
無
し
　
　
　
　
　
　
宗
養

　
　
　
　
　
月
を
雲
も
妬ねた
み
は
は
て
ぬ
今
宵
か
な
　
　
　
　
　 

宗  

因 

そ
う
い
ん

　
　
　
　
　
今
宵
晴
れ
て
雲
も
名
に
立
て
秋
の
月
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
名
や
あ
ふ
せ
月
も
一
夜
の
天
の
川
　
　
　
　
　
　  

肖    

柏  

し
ょ
う
は
く

　
　
　
　
　
月
や
あ
ら
ぬ
今
宵
を
埋うず
む
千ち
重え
の
雪
　
　
　
　
　
心
敬

　
　
　
　
　
　
　
日
待
の
夜
名
月
に

　
　
　
　
　
日
影
さ
へ
待
出
る
月
の
光
か
な
　
　
　
　
　
　
　
紹
巴

　
　
　
　
　
草
も
木
も
月
待
つ
露
の
夕
か
な
　
　
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
月
に
住
む
人
は
今
宵
の
空
も
無
し
　
　
　
　
　
　
心
敬

　
　
　
　
　
花
は
桜
月
は
今
宵
の
み
空
か
な
　
　
　
　
　
　
　
宗
養

　
　
　
　
　
春
は
花
秋
は
月
に
も
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　
　
昌
休

　
　
　
　
　
月
今
宵
古
き
都
の
空
も
無
し
　
　
　
　
　
　
　
　
紹
巴

　
　
　
　
　
月
夜
善
し
よ
ゝ
の
最
中
も
な
か
の
秋
の
空
　
　
　
　
　
　
専
順
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光
を
も
天あめ
に
満みて
た
る
月
夜
か
な
　
　
　
　
　
　
　
生
阿
せ
い
あ

　
　
　
　
　
秋
こ
そ
と
見
し
夜
や
今
宵
空
の
月
　
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
月
の
名
を
雲
居
く
も
い
に
名
の
る
光
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
四よ
方も
に
名
は
漏
れ
出
づ
る
月
の
雲
居
か
な
　
　
　
宗
碩

　
　
　
　
　
今
宵
や
は
同
じ
雲
居
の
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
　
昌
休

　
　
　
　
　
空
や
あ
ら
ぬ
今
宵
光
の
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
　
昌
叱

　
　
　
　
　
名
に
し
あ
ふ
や
今
宵
の
月
の
都
鳥
　
　
　
　
　
　 

盛  

家 

も
り
い
え

　
　
　
　
　
い
を
ね
ぬ
や
水
に
最
中
の
月
の
秋
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
月
残
る
一
夜
の
松
の
木
の
間
か
な
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
名
を
と
は
ゞ
桂
や
二
木
ふ
た
き
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
名
ぞ
高
き
月
や
桂
を
折
つ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
一
枝
の
桂
や
こ
よ
ひ
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
肖
柏

　
　
　
　
　
月
は
猶
木
の
間
に
し
る
き
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
宗
牧

　
　
　
　
　
名
や
匂
ひ
月
の
花
咲
く
草
木
か
な
　
　
　
　
　
　
肖
柏

　
　
　
　
　
水
草
の
も
中
の
秋
は
月
清
し
　
　
　
　
　
　
　
　 
玄  
幸 
げ
ん
こ
う
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月
今
宵
玉
も
拾
は
ん
渚
な
ぎ
さか
な
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
碩

　
　
　
　
　
月
や
知
る
今
宵
は
晴
れ
し 

小 

倉 

山 

お
ぐ
ら
や
ま

　
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
月
の
名
に
か
へ
て
小
倉
の
山
も
な
し
　
　
　
　
　
宗
牧

　
　
　
　
　
月
に
名
を
か
へ
ぬ
も
す
む
や
小
倉
山
　
　
　
　
　
昌
叱

　
連
歌
の
発
句
の
千
篇
一
律
な
る
は
こ
れ
に
て
も
大
方
は
推お
し
量はか
ら
る
べ
し
。
最
後
に
挙
げ
た
る
三
句
が

同
じ
く
「
小
倉
山
」
と
「
小
暗
き
」
と
の
縁
語
を
趣
向
と
す
る
に
至
り
て
は
、
そ
の
変
化
な
き
に
驚
か
ざ

る
を
得
ず
。
し
か
れ
ど
も
上
に
掲
げ
た
る
句
に
は
、
月
と
他
の
有
形
物
と
を
配
合
し
た
る
者
多
き
を
以
て
、

な
ほ
多
少
の
変
化
あ
る
が
如
く
感
ぜ
ら
る
べ
し
。
も
し
そ
れ

　
　
　
　
　
名
や
光
今
宵
ば
か
り
の
月
も
な
し
　
　
　
　
　
　
宗
砌

　
　
　
　
　
月
や
あ
ら
ぬ
似
た
る
時
な
き
今
宵
か
な
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
一
年
の
月
を
く
も
ら
す
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　
（
？
）

　
　
　
　
　
一
年
の
影
や
今
宵
に
よ
る
の
月
　
　
　
　
　
　
　
宗
祇

　
　
　
　
　
秋
の
月
今
宵
は
千
代
の
光
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同
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曇
る
な
よ
た
が
名
は
立
た
じ
秋
の
月
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
名
ぞ
今
宵
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ
秋
の
月
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
秋
の
月
名
も
こ
と
わ
り
の
光
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
心
あ
ら
で
月
見
は
秋
の
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
月
は
秋
あ
ら
ん
限
り
の
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　
宗
長

　
　
　
　
　
月
今
宵
は
る
か
に
照
す
光
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
行
末
も
今
宵
や
幾
世
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
月
に
先まず
名
を
さ
き
だ
つ
る
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
月
今
宵
名
は
残
り
け
り
世
々
の
秋
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
月
今
宵
さ
て
も
有
け
る
光
か
な
　
　
　
　
　
　
　
宗
碩

　
　
　
　
　
大
方
の
月
の
名
た
て
の
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
名
を
得え
つ
と
な
ら
ば
か
く
こ
そ
秋
の
月
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
今
宵
さ
へ
い
く
よ
わ
が
世
の
秋
の
月
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
月
も
今
日
ね
ざ
る
夜
を
待
つ
光
か
な
　
　
　
　
　
宗
牧

　
　
　
　
　
心
よ
り
月
よ
り
し
る
き
今
宵
か
な
　
　
　
　
　
　
同
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過
ぎ
ぬ
る
も
及
ば
ぬ
月
の
光
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
名
高
さ
や
猶
末
々
の
夜
半
の
月
　
　
　
　
　
　
　
紹
巴

　
　
　
　
　
入
あ
と
も
名
や
は
隠
る
ゝ
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
惜
む
な
よ
今
宵
明
け
て
も
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
月
今
宵
思
ふ
こ
と
な
き
光
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
月
今
宵
思
へ
ば
変
る
光
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
同

と
い
ふ
に
至
り
て
は
、
殆ほと
ん
ど
同
じ
句
や
ら
別
の
句
や
ら
一
読
し
て
区
別
し
か
ぬ
る
ほ
ど
に
相
似
相
類
す

る
者
、
連
歌
の
発
句
が
全
体
に
変
化
せ
ざ
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
各
人
各
個
の
句
が
如
何
に
趣
向
に
乏

し
き
か
を
見
る
に
足
ら
ん
。

　
以
上
の
例
句
は
固
よ
り
百
が
一
に
も
足
ら
ざ
る
者
、
し
か
も
こ
れ
を
見
る
者
そ
の
単
調
に
飽
か
ざ
る
は

あ
ら
ざ
る
べ
し
。
も
し 

厖  

然 

ぼ
う
ぜ
ん

た
る
連
歌
大
発
句
帳
を
示
し
て
、
こ
の
書
冊
が
尽
く
こ
の
種
の
発
句
に
て

埋うず
め
ら
れ
た
る
を
説
か
ば
、
誰
か
そ
の
馬
鹿
げ
た
る
に
驚
か
ざ
る
者
ぞ
。

　
連
歌
師
が
そ
の
力
を
尽
し
た
る
は
主
と
し
て
霞
か
す
み、
雪
、
月
、
花
、
紅
葉
も
み
じ
、  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

、
等
の
あ
り
ふ
れ

た
る
題
目
に
し
て
、
そ
の
他
の
題
目
は
そ
の
句
極
め
て
少
き
を
見
る
。
今
古
池
の
句
を
論
ぜ
ん
と
す
る
際
、
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試
み
に
蛙
の
句
を
求
む
る
に
、
連
歌
二
百
年
の
間
僅
わ
ず
かに

　
　
　
　
　
鶯
の
も
ろ
声
に
鳴
く
蛙
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
紹
巴

の
一
句
あ
る
の
み
。
い
は
ん
や
こ
の
句
の
如
き
も
蛙
の
趣
を
言
ひ
た
る
に
は
あ
ら
で
、
『
古
今
集
』
の
序

を
も
ぢ
り
た
る
陳
腐
な
る
趣
向
に
外
な
ら
ざ
る
を
や
。
彼
ら
の
趣
味
が
如
何
に
幼
稚
な
り
し
か
は
以
て
見

る
べ
し
。

　
連
歌
の
単
調
此かく
の
如
し
。
如
何
に
愚
昧
ぐ
ま
い
な
る
足
利
時
代
の
文
学
者
と
い
へ
ど
も
、
半
人
一
人
の
こ
れ
に

不
満
な
る
者
な
か
ら
ん
や
。
連
歌
の
最
盛
時
代
と
も
称
す
べ
き
文
明
、
明
応
は
僅
わ
ず
かに
昨
日
と
過
ぎ
て
、
余

勢
な
ほ
い
ま
だ
衰
へ
ざ
る  

永    

正  

え
い
し
ょ
う

、 
天  
文 
て
ん
ぶ
ん

の
間
に
あ
り
て
、
早
く
既
に
一
転
機
の
動
か
ん
と
す
る
を

見
る
。

　
山
崎
の
宗○

鑑○

と
山
田
の
守○

武○

と
は
共
に
永
正
、
天
文
の
間
に
出
で
て
連
歌
に
不
満
な
る
者
、
し
か
し
て

共
に
俳
諧
の
上
に
新
方
面
を
開
き
た
り
。
宗
鑑
が
連
歌
に
対
す
る
意
見
は
別
に
こ
れ
を
聞
く
を
得
ざ
れ
ど

も
、
彼
が
連
歌
流
行
の
中
に
あ
り
て
独
り
俳
諧
に
遊
び
た
る
は
、
俳
諧
の
斬
新
は
幾
何
か
連
歌
の
陳
腐
に

勝まさ
り
た
る
を
感
じ
た
る
な
る
べ
く
、
将は
た
彼
の
歌
と
し
て
伝
ふ
る
所
の
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か
し
が
ま
し
此
里
過
ぎ
よ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
都
の
う
つ
け
さ
ぞ
や
待
つ
ら
ん

の
一
首
に
も
、
彼
が
尋
常
の  

依  

様  

画  

胡  

盧  

よ
う
に
よ
っ
て
こ
ろ
を
え
が
く
的
の
文
人
な
ら
ざ
り
し
こ
と
は
明
か
に
現
れ
た
り
。
花

は
と
も
か
く
も
楽
し
き
様
を
詠
む
も
の
、
時
鳥
は
た
だ
む
や
み
に
聞
き
た
き
様
を
詠
む
も
の
と
規
則
的
に

定
め
て
、
少
し
も
自
然
の
趣
味
を
解
す
る
能
は
ざ
り
し
当
時
の
歌
人
連
歌
師
を
嘲
あ
ざ
けり
て
「
都
の
う
つ
け
」

と
呼
び
し
彼
は
、
必
ず
や
連
歌
の
活
気
な
く
変
化
な
き
を
も
ど
か
し
く
思
ひ
し
な
る
べ
し
。 

守  

武 

も
り
た
け

は
独

吟
千
句
を
試
み
ん
と
し
て
、
そ
の
連
歌
に
倣なら
ふ
べ
き
か
、
俳
諧
を
為
す
べ
き
か
に
惑
ひ
し
は
、
連
歌
の
千

句
は
古
例
あ
り
て
こ
れ
を
作
る
に
憚
は
ば
かる
所
な
け
れ
ど
も
興
味
少
し
、
俳
諧
の
千
句
は
極
め
て
興
味
あ
る
如

く
思
は
る
れ
ど
も
、
古
例
な
き
が
た
め
に
自
ら
創はじ
む
る
に
憚
る
所
あ
り
し
に
因
る
な
り
。
彼
が
こ
の
二
者

の
選
択
を
自
ら
決
断
す
る
能
は
ず
し
て
神
の
御
籤
み
く
じ
に
依
り
た
る
に
、
御
籤
は
俳
諧
を
為
す
べ
し
と
あ
り
し

と
か
や
、
便
す
な
わち
俳
諧
の
独
吟
千
句
は
成
れ
り
。
こ
れ
よ
り
先
連
歌
師
は
時
に
俳
諧
の
発
句
を
成
す
こ
と
あ

り
。
例
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
再
び
鞠
古
ま
り
こ
川
を
渡
る
と
て
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ま
り
こ
川
又
渡
る
瀬
や
か
へ
り
足
　
　
　
　
　
　 

道  

興 

ど
う
こ
う

の
如
し
。
こ
れ
ら
は
固
よ
り
一
句
の
言
ひ
捨
て
に
し
て
、
そ
れ
さ
へ
多
く
は
見
あ
た
ら
ず
。 

宗  

鑑 

そ
う
か
ん

に
至

り
て
は
発
句
に
俳
諧
を
用
ゐ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
連
句
の
上
に
も
こ
れ
を
用
ゐ
、
遂つい
に
集
め
て
『 

犬 

筑 

い
ぬ
つ
く

波 ば
』
の
一
書
を
成
せ
り
。
し
か
れ
ど
も
五
十
韻
百
韻
と
ま
と
ま
り
し
者
は
こ
れ
を
作
ら
ざ
り
し
が
如
く
、

そ
の
こ
れ
あ
る
は
守
武
に
始
ま
る
。
連
句
は
こ
こ
に
用
な
し
。
今
少
し
く
彼
ら
の
俳
諧
の
発
句
な
る
者
を

研
究
せ
ん
。

　
宗
鑑
、
守
武
の
興
し
た
る
俳
諧
は
連
歌
以
外
に
一
の
詩
形
を
造
り
し
に
あ
ら
ず
、
た
だ
同
じ
詩
形
に
、

今
ま
で
用
ゐ
ざ
り
し
俗
語
漢
語
を
用
ゐ
、
今
ま
で
歌
は
ざ
り
し
滑
稽
の
趣
味
を
述
べ
し
の
み
。
俳
諧
は
陳

腐
な
る
連
歌
に
斬
新
の
元
素
を
加
へ
、
窮
屈
な
る
連
歌
に
広
き
区
域
を
借
し
、
ま
じ
め
な
る
連
歌
に
お
ど

け
た
る
趣
向
を
与
へ
た
り
。
し
か
れ
ど
も
俳
諧
は
、
無
趣
味
な
る
連
歌
に
趣
味
を
加
ふ
る
能
は
ず
、
模
型

的
連
歌
に
写
実
を
教
ふ
る
能
は
ざ
り
き
。
彼
ら
は
僅
に
滑
稽
の
一
方
面
を
得
た
る
に
過
ぎ
ず
、
否
、
滑
稽

中
の
下
等
な
る
一
部
分
を
得
た
る
に
過
ぎ
ず
、
句
の
品
格
に
お
い
て
趣
味
に
お
い
て
、
む
し
ろ
連
歌
よ
り

も
遥
は
る
かに
低
き
一
体
を
興
し
た
る
に
過
ぎ
ず
、
文
学
者
と
い
は
ん
に
は
彼
は
余
り
無
識
な
り
。
俳
諧
師
と
い

は
ん
に
は
彼
は
余
り
野
卑
な
り
。
し
か
れ
ど
も
彼
が 

沈  

澱 

ち
ん
で
ん

腐
敗
せ
る
連
歌
を 

蕩  

揺 

と
う
よ
う

し
て
他
日
一
新
の
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機
を
与
へ
た
る
功
は
、
俳
諧
史
上
特
に
書
す
べ
き
価
値
あ
り
、
随
つ
て
彼
ら
の
俚り
野や
な
る
句
も
ま
た
一
読

せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
彼
ら
の
俳
諧
、
即
ち
滑
稽
を
別わか
て
ば 

大  

約 

た
い
や
く

三
種
と
な
る
。
一
は
擬
人
法
ま
た
は
譬
喩
を
用
う
る
者
、

一
は
言
語
上
の
遊
戯
に
属
す
る
者
、
一
は
古
事
、
古
語
、
鄙
諺
ひ
げ
ん
等
の
応
用
ま
た
は
翻
案
を
な
す
者
、
こ
れ

な
り
。
そ
の
擬
人
法
を
用
ゐ
た
る
者
は

　
　
　
　
　
手
を
つ
い
て
歌
申
し
上
ぐ
る
蛙
か
な
　
　
　
　
　
宗
鑑

　
　
　
　
　
い
や
め
な
る
子
供
産
み
置
け
ほ
と
ゝ
ぎ
す
　
　
　
同

　
　
　
　
　
花
の
香
を
偸ぬす
み
て
走
る
嵐
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
青
柳
の
眉
か
く
岸
の
額
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
守
武

　
　
　
　
　
鶯
の
捨
子
な
ら
啼
け
ほ
と
ゝ
ぎ
す
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
名
の
り
て
や
そ
も
〳
〵
こ
よ
ひ
秋
の
月
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　 

撫  

子 

な
で
し
こ

や
夏
野
の
は
ら
の
落
し
種
　
　
　
　
　
　
　
同

の
類
た
ぐ
いな
り
。
そ
の
外
に
譬
喩
を
用
ゐ
た
る
者
は
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月
に
柄え
を
さ
し
た
ら
ば
善
き
団
扇
う
ち
わ
か
な
　
　
　
　
宗
鑑

　
　
　
　
　
声
な
く
ば
鷺さぎ
こ
そ
雪
の
一
つ
く
ね
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
落
花
枝えだ
に
か
へ
る
と
見
れ
ば
胡
蝶
か
な
　
　
　
　
守
武

　
　
　
　
　
傘
か
ら
か
さや
た
ゝ
え
鏡
の
け
さ
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
同

の
類
な
り
。
言
語
の
遊
戯
に
属
す
る
者
は

　
　
　
　
　
な
べ
て
世
に
叩
く
は
明
日
の
く
ひ
菜
か
な
　
　
　
宗
鑑

　
　
　
　
　 

真  

丸 

ま
ん
ま
る

に
出
づ
れ
ど
永
き
春
日
か
な
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
春
寒
き
年

　
　
　
　
　
に
が
〳
〵
し
い
つ
ま
で
嵐
ふ
き
の
た
う
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
花
よ
り
も
鼻
に
あ
り
け
る
匂
ひ
か
な
　
　
　
　
　
守
武

　
　
　
　
　
声
は
あ
れ
ど
見
え
ぬ
や
森
の
は
ゝ
き
ゞ
す
　
　
　
同
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の
類
な
り
。
成
語
を
用
ゐ
た
る
者
は

　
　
　
　
　
花
を
し
ぞ
思
ふ
を
り
〳
〵
赤
つ
ゝ
じ
　
　
　
　
　
宗
鑑

　
　
　
　
　
花
よ
り
は
団
子
と
誰
か
い
は
つ
ゝ
じ
　
　
　
　
　
同

の
類
な
り
。
（
各
種
を
同
時
に
用
ゐ
た
る
も
あ
り
）
そ
の
浅
薄
に
し
て
野
卑
な
る
、
固
よ
り
論
評
を
費
つ
い
やさ

ず
し
て
知
る
べ
し
。

　
彼
ら
二
人
が
始
め
た
る
俳
諧
は
、
彼
ら
の
自
ら
作
り
て
自
ら
娯
た
の
しみ
し
に
過
ぎ
ず
し
て
、
一
人
の
弟
子
も

な
く
、
か
つ
彼
ら
の
死
後
暫しば
し
は
彼
の
遺
志
を
継
ぐ
べ
き
人
も
世
に
出
で
ざ
り
き
。
足
利
氏
と
縁
故
深
き

連
歌
は
足
利
氏
の
衰
ふ
る
と
共
に
衰
へ
、
豊
臣
氏
に
至
り
て
紹
巴
あ
り
、
僅
に
そ
の
命
脈
を
保
ち
し
も
、

太
閤
薨こう
じ
、
紹
巴
没
し
、
豊
臣
氏
尋つ
い
で
滅
び
、
徳
川
氏
政
ま
つ
り
ご
とを
江
戸
に
執
る
に
及
び
て
、
連
歌
は
僅
に
そ

の 

形  

骸 

け
い
が
い

を
保
つ
に
止
ま
り
、
し
か
し
て
松
永
貞○

徳○

の
俳
諧
一
派
は
漸
よ
う
やく
世
に
拡
ま
ら
ん
と
す
。
貞
徳
の

俳
諧
は
寛
永
年
間
に
起
れ
り
。
あ
た
か
も
こ
れ
徳
川
氏
の
基
礎
漸
く
固
く
、
戦
乱
僅
に
熄や
ん
で
四
民
多
く

は
平
和
を
望
む
の
時
な
り
け
れ
ば
、
無
邪
気
な
る
滑
稽
、
野
卑
な
る
俳
諧
も
当
時
の
嗜
好
し
こ
う
に
合
し
て
い
た

く
世
の
持
て
囃はや
す
所
と
な
り
、
終つい
に
は
門
末
数
十
人
、
京
に
江
戸
に
そ
の
勢
力
を
逞
た
く
ま
しう
す
る
に
至
り
ぬ
。
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加
ふ
る
に
印
刷
業
の
発
達
は
一
般
の
学
問
に
著
い
ち
じ
る
しき
進
歩
を
与
へ
た
る
が
如
く
、
俳
諧
も
ま
た
こ
れ
に
よ
り

て
都
鄙
遠
境
に
波
及
し
、
忽
た
ち
まち
未み
曾ぞ
有う
の
盛
運
に
達
す
る
を
得
た
り
。
こ
れ
を
宗
鑑
、
守
武
ら
の
自
ら
吟

じ
自
ら
聴
き
独
り
作
り
独
り
喜
ぶ
に
比
す
れ
ば
、
形
勢
の
変
遷
、
時
運
の
泰
否
た
い
ひ
、
啻ただ
に 

月  

鼈 

げ
つ
べ
つ  

霄    

壌  

し
ょ
う
じ
ょ
う

の
み
な
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も 

貞  

門 

て
い
も
ん

の
俳
諧
を
以
て
鑑
武
の
俳
諧
に
比
す
る
に
、
一
歩
半
歩
の
進
歩
な
き

は
勿
論
、
む
し
ろ
一
層
野
卑
に
し
て
一
層
無
味
な
る
俳
諧
を
為
し
た
る
の
み
。
貞
徳
は
鑑
武
を
祖
述
せ
ん

と
し
て
そ
の 

糟  
粕 

そ
う
は
く

を
嘗な
め
た
る
者
と
い
ふ
べ
し
。

　
彼
が
一
派
の
俳
諧
は
、
『 
犬 

子 

集 
え
の
こ
し
ゅ
う
』
、
『 

鷹 

筑 

波 

た
か
つ
く
ば

』
、
『 

毛 

吹 

草 

け
ふ
き
ぐ
さ

』
を
初
め
と
し
て
幾
多
の
書

冊
に
刊
行
せ
ら
れ
、
山
な
す
悪
句
は
幾
万
と
い
ふ
限
り
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
思
ふ
だ
に
な
ほ
嘔
吐
お
う
と
を
催

す
の
感
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
か
か
る
悪
句
が
世
に
流
行
し
た
る
事
を
示
さ
ざ
れ
ば
、
最
後
に
至
り
て
芭
蕉

の
妙
趣
を
感
ぜ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
以
て
、
う
る
さ
く
も
そ
の
悪
句
を
列
挙
し
て
そ
の
一
斑
を
示
さ

ん
。
子
ま
た
欠
伸
を
こ
ら
へ
て
こ
れ
を
聴
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
滑
稽
の
種
類
は
前
に
説
き
た
る
と
ほ
ぼ
同
じ
。
そ
の
擬
人
法
に
属
す
る
者

　
　
　
　
　
花
に
来
る
蝶
や
還
城
楽
の
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
と
き
遅
き
花
に
や
雨
の
片
び
い
き
　
　
　
　
　
　
永
治
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落
ち
行
く
は
臆
病
風
や
花
軍
　
　
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
大
は
ら
は
子
を
も
ち
月
か
姫
小
松
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
月
の
顔
蹈
む
は 

慮  

外 

り
ょ
が
い

ぞ
雲
の
足
　
　
　
　
　
　
　 

親  

重 

ち
か
し
げ

　
　
　
　
　
顔
見
よ
と
月
も
笠
脱
ぐ
光
か
な
　
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
先まず
ふ
る
は
雪
女
も
や
北
の
方かた
　
　
　
　
　
　
　
　 

重  

頼 

し
げ
よ
り

　
　
　
　
　
雪
も
今
い
そ
が
し
ぶ
り
を
し
は
す
か
な
　
　
　
　
林
甫

　
そ
の
譬
喩
に
属
す
る
者

　
　
　
　
　
遠
山
の
松
や
さ
な
が
ら
花
の
し
ん
　
　
　
　
　
　
弘
嘉

　
　
　
　
　  

遍    

照  

へ
ん
じ
ょ
う

の
花
の
ぼ
う
し
か
花
頂
山
　
　
　
　
　
　
　 

日  

能 

に
ち
の
う

　
　
　
　
　
河
の
瀬
の
紋
所
か
や  

花    

筏  

は
な
い
か
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
信

　
　
　
　
　
雲
は
蛇
呑
み
こ
む
月
の
か
へ
る
か
な
　
　
　
　
　
貞
徳

　
　
　
　
　
月
弓
に
か
ゝ
り
し
雲
や
に
ぎ
り
皮
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
月
し
ろ
の
総
が
ま
へ
と
よ
天
の
川
　
　
　
　
　
　 
望  
一 
も
う
い
ち

21



　
　
　
　
　
花
と
い
ふ
雪
の
つ
ぼ
み
か  

玉    

霰  

た
ま
あ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
正
信

　
　
　
　
　
天
と
地
の 

中 

入 

綿 

な
か
い
れ
わ
た
や
ふ
じ
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
正
依

　
そ
の
言
語
の
遊
戯
に
属
す
る
者

　
　
　
　
　
今
日
は
花
さ
く
じ
つ
迄まで
は
つ
ぼ
み
か
な
　
　
　
　 

成  

安 

せ
い
あ
ん

　
　
　
　
　
人
さ
そ
ふ
山
路
の
花
や
大
天
狗
　
　
　
　
　
　
　
親
重

　
　
　
　
　
花
さ
ん
じ
さ
ん
ぜ
ぬ
人
の
心
か
な
　
　
　
　
　
　
弘
永

　
　
　
　
　
誰
も
秋
の
影
を
や
胸
に
も
ち
月
夜
　
　
　
　
　
　 

徳  

元 

と
く
げ
ん

　
　
　
　
　
曇
る
夜
や
影
言
い
は
ん
月
の
友
　
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
影
た
の
め
慈
悲
は
上
よ
り
下くだ
り
月
　
　
　
　
　
　
重
頼

　
　
　
　
　
黄
に
あ
ら
で
あ
は
雪
白
き
朝
か
な
　
　
　
　
　
　
徳
元

　
　
　
　
　
春
咲
く
に
百
早
梅
ぞ
雪
の
中
　
　
　
　
　
　
　
　
日
能

　
そ
の
古
事
成
語
の
応
用
に
属
す
る
者
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花
の
た
め
や
悪
事
千
里
の
春
の
風
　
　
　
　
　
　
慶
友

　
　
　
　
　
花
の
宴
に
見
そ
む
る
朧
月
夜
か
な
　
　
　
　
　
　
永
次

　
　
　
　
　
功
成
る
や
名
と
げ
て
散
り
し
花
心
　
　
　
　
　
　 

盛  

長 

も
り
な
が

　
　
　
　
　
夜よ
目め
遠
目
笠
の
内
よ
し
月
の
顔
　
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
三
五
夜
の
中
国
一
ぞ
安あ
芸き
の
月
　
　
　
　
　
　
　
弘
永

　
　
　
　
　
武
蔵
野
は
今
日
は
な
明
け
そ
秋
の
月
　
　
　
　
　
重
供

　
　
　
　
　
富
士
の
み
か
一
夜
に
で
く
る
雪
の
山
　
　
　
　
　
貞
徳

　
　
　
　
　
雪
花
も
木
の
根
に
か
へ
る
雫
し
ず
くか
な
　
　
　
　
　
　
弘
永

　
中
に
は
各
種
を
雑まじ
へ
用
ゐ
た
る
も
少
か
ら
ず
。
な
ほ
こ
の
外
に
多
少
の
例
外
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
そ
の

数
極
め
て
少
き
を
以
て
特
に
こ
こ
に
挙
ぐ
る
の
要
な
し
。

　
こ
れ
ら
の
句
が
連
歌
よ
り
も
更
に
趣
味
少
く
、
鑑
武
よ
り
も
更
に
活
気
に
乏
し
き
は
一
読
し
て
誰
も
知

る
べ
し
。
子
、
こ
れ
ら
の
句
を
見
て
、
余
が
特
に
悪
句
を
示
し
た
る
者
と
誤
解
す
る
莫なか
れ
。
余
は
初
は
じ
めよ
り

句
を
撰
ば
ず
、
た
だ
手
当
り
次
第
に
抜
き
出
し
た
る
な
り
。
も
し
百
句
を
示
せ
と
な
ら
ば
百
句
を
示
す
べ
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し
。
千
句
を
示
せ
と
な
ら
ば
千
句
を
示
す
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
そ
は
徒
い
た
ず
らに
煩はん
を
増
す
の
み
。
千
句
万
句
尽

こ
と
ご
と

く
皆
こ
の
種
の
句
た
る
こ
と
を
明
言
し
な
ば
則
ち
足
ら
ん
。

　
足
利
の
眠
れ
る
世
す
ら
連
歌
の
単
調
に
飽
き
て
俳
諧
を
興
し
し
者
あ
り
、
徳
川
の
天
下
全
く
定
ま
り
、

文
運
日
を
追
ふ
て
隆
盛
に
赴
お
も
むく
時
に
方あた
り
て
、
木
く
づ
竹
ぎ
れ
に
も
劣
り
て
つ
ま
ら
ぬ
貞
門
の
俳
諧
が
い

つ
ま
で
か
能
く
人
心
を
喜
ば
し
む
べ
き
。
寛
文
に
至
り
て
変
ぜ
ん
と
し
て
い
ま
だ
変
ぜ
ざ
る
俳
諧
は
、
延

宝
に
至
り
て
や
や
変
動
し
初
め
た
り
。
西
山
宗○

因○

は
起
つ
て
談○

林○

派
を
唱
へ
た
り
。
是ここ
に
お
い
て
貞
徳
時

代
の
幼
穉
よ
う
ち
な
る
俳
諧
は
全
く
そ
の
跡
を
絶
ち
ぬ
。
談
林
の
俳
諧
も
滑
稽
の
区
域
を
出
づ
る
能
は
ざ
る
は
貞

派
と
相
似
た
り
。
こ
れ
を
貞
派
に
比
す
れ
ば
幾
分
の
趣
味
を
増
し
た
る
点
に
お
い
て
、
一
句
の
結
構
に
活

気
を
生
じ
た
る
点
に
お
い
て
、
一
段
の
進
歩
を
為
し
た
る
を
見
る
。

　
擬
人
法
は
貞
派
俳
諧
の
慣
用
手
段
な
れ
ど
も
、
談
林
に
は
殆
ん
ど
そ
の
跡
を
絶
ち
た
り
。
た
ま
た
ま

　
　
　
　
　
葉
茶
壺
や
あ
り
と
も
知
ら
で
行
く
嵐
　
　
　
　
　
宗
因

　
　
　
　
　
天
も
酔
り
げ
に
や
伊
丹
い
た
み
の
大
灯
籠
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
白
露
や
無
分
別
な
る
置
き
処
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
蛇
柳
や
心
の
み
だ
れ
飛
鳥
あ
す
か
風
　
　
　
　
　
　
　
　
露
草
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の
如
き
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
間
既
に
多
少
の
趣
味
を
含
む
こ
と
、
彼かの
貞
派
の
乾
燥
に
比
す
べ
く
も
あ

ら
ず
。
譬
喩
の
句
は

　
　
　
　
　
松
に
藤
蛸
木
た
こ
き
に
の
ぼ
る
け
し
き
あ
り
　
　
　
　
　
宗
因

　
　
　
　
　
も
ち
に
消
ゆ
る
氷
砂
糖
か
不ふ
尽じ
の
雪
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
錦
手
や
伊い
万ま
里り
の
山
の
薄
紅
葉
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
鴨
の
足
は
流
れ
も
あ
へ
ぬ
紅
葉
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　 

蓬  

莱 

ほ
う
ら
い

や
麓
ふ
も
との
新
田  
干    

鰯  
ほ
し
い
わ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

栄  

政 

え
い
せ
い

　
　
　
　
　 

呉  

竹 

く
れ
た
け

や
大
根
お
ろ
し
軒
の
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
心
色

　
　
　
　
　
是
は
又
水
の
月
と
る
麩ふ
売
な
り
　
　
　
　
　
　
　
未
計

の
如
き
、
中
に
は
奇
抜
な
る
者
、
軽
妙
な
る
者
も
あ
り
。
花
と
い
へ
ば
必
ず
こ
れ
を
雲
に
喩たと
へ
、
雪
と
言

へ
ば
必
ず
こ
れ
を
綿
に
喩
ふ
る
連
歌
派
、
貞
徳
派
よ
り
は
、
た
し
か
に
一
歩
だ
け
深
く
文
学
に
入
り
た
り
。

　
言
語
の
遊
戯
を
主
と
す
る
者
は
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江
戸
を
以
て
鑑
か
が
みと
す
な
り
花
に
樽
　
　
　
　
　
　
宗
因

　
　
　
　
　
う
つ
り
行
く
は
や
い
か
の
ぼ
り
紙
幟
の
ぼ
り　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
か
け
ま
く
も
か
し
こ
や
こ
ゝ
の
踊
か
な
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
宇
治
橋
の
神
や
茶
の
花
さ
く
や
姫
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
花
や
上
野
と
つ
は
た
本もと
の
人
家
迄
　
　
　
　
　
　 

似  

春 

じ
し
ゅ
ん

の
如
し
。
古
事
古
語
の
使
用
は
談
林
一
派
の
生
命
と
も
い
ふ
べ
く
、
彼
ら
が
作
句
の
一
半
は
こ
の
部
に
属

す
べ
き
者
な
り
。
そ
の
例

　
　
　
　
　
か
ら
し
酢
に
ふ
る
は
涙
か  

桜    
鯛  

さ
く
ら
だ
い

　
　
　
　
　
　
　
宗
因

　
　
　
　
　
世
の
中
よ
て
ふ
〳
〵
と
ま
れ
か
く
も
あ
れ
　
　
　
同

　
　
　
　
　
古
歌
に
曰
く
千ち
と
せ
ぞ
見
ゆ
る
鏡
餅
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
有
明
の
油
ぞ
残
る
ほ
と
ゝ
ぎ
す
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
涼
風
や
猶
な
が
ら
へ
ば
小
石
川
　
　
　
　
　
　
　
同
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前
に
あ
り
と
見
れ
ば
蛍
の
し
り
へ
か
な
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
天
に
あ
ら
ば
ひ
よ
こ
の
羽
根
も
星
の
妻
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
雁かり
啼な
い
て
菊
屋
の
あ
る
じ
の
わ
た
り
候
か
　
　
　
同

　
　
　
　
　
今
こ
ん
と
い
ひ
し
は
雁
の
料
理
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
冬
構
へ
一
に
た
は
ら
や
炭
俵
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
思
ひ
つ
ゝ
ぬ
れ
ば
や
壁
も
雪
の
色
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
や
ど
れ
と
は
御
身
お
ん
み
い
か
な
る
ひ
と
時
雨
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
富
士
の
烟
け
む
り耳
に
消
え
け
り
ほ
と
ゝ
ぎ
す
　
　
　
　
如
萍

　
　
　
　
　
も
み
ぢ
葉
や
花
な
き
里
の
二
三
月
　
　
　
　
　
　
安
昌

　
　
　
　
　  

郭    

公  

ほ
と
と
ぎ
す

来
べ
き
宵
な
り
頭
痛
持
　
　
　
　
　
　
　
　 

在  

色 

ざ
い
し
き

　
　
　
　
　
革
足
袋

か
わ
た
び

の
昔
は
紅
葉
蹈ふ
み
分
け
た
り
　
　
　
　
　 

一  

鉄 

い
っ
て
つ

　
貞
派
の
好
ん
で
俚
諺
り
げ
ん
、
俗
語
を
用
ゐ
し
に
変
り
て
、
こ
れ
は
好
ん
で
和
歌
、
謡
曲
を
用
ゐ
た
り
。
こ
れ

談
林
が
品
格
に
お
い
て
既
に
貞
派
に
勝まさ
り
た
る
所
以
な
り
。

　
守
武
死
後
凡
お
よ
そ八
十
年
に
し
て
貞
徳
起
り
、
貞
徳
起
り
し
後
凡
三
十
年
に
し
て
談
林
起
る
。
時
勢
の
進
歩
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俄にわ
かに
速
度
を
加
へ
て
、
今
の
十
年
は
昔
の
百
年
に
当
り
、
三
日
見
ざ
れ
ば 

刮  

目 

か
つ
も
く

し
て
待
つ
こ
の
時
、
趣

味
に
お
い
て
品
格
に
お
い
て
句
法
に
お
い
て
お
の
お
の
一
歩
を
進
め
た
る
談
林
が
、
更
に
一
歩
を
進
む
る

が
た
め
に
豈あに
三
十
年
の
日
子
に
っ
し
を
俟ま
つ
べ
き
や
、
談
林
勃
興
後
十
年
な
ら
ず
し
て
、
談
林
は
既
に
衰
へ
、
人

々
新
を
競
ひ
奇
を
争
ふ
の
極
、
日
進
月
歩
、
文
運
復
興
の
機
運
は
漸
く
熟
せ
り
、
延
宝
の
末
年
、
其○

角○

、

杉○

風○

が
作
り
し
句○

合○

の
如
き
、
な
ほ
滑
稽
を
離
る
る
能
は
ざ
り
し
も
、
言
語
の
遊
戯
に
属
す
る
滑
稽
は
早

く
跡
を
斂おさ
め
て
、
趣
味
の
上
の
滑
稽
を
主
と
す
る
を
見
る
。
こ
れ
滑
稽
中
の
高
等
な
る
者
な
り
。

　
　
　
　
　
青
柳
に
蝙
蝠

か
わ
ほ
り
つ
た
ふ 
夕  

栄 
ゆ
う
ば
え

な
り
　
　
　
　
　
　
　
其
角

　
　
　
　
　
蚊
遣
火

か
や
り
び

に
夕
顔
白
し
だ
い
〳
〵
は
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
夢
と
な
り
し
骸
骨
踊
る
荻
の
声
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
木
が
ら
し
と
な
り
ぬ
蝸
牛
の
う
つ
せ
貝
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
し
ほ
ら
し
き
物
づ
く
し
ち
よ
ろ
ぎ 
掻 
割 
菜 
か
い
わ
り
な

　
　
　 

杉  

風 

さ
ん
ぷ
う

　
　
　
　
　
夕
か
な
雨  

杜    

鵑  

ほ
と
と
ぎ
す

坐
禅
豆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
だ
い
〳
〵
を
蜜
柑
み
か
ん
と
金
柑
の
笑
わ
ろ
うて
曰
い
わ
く　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
曙
あ
け
ぼ
のや
霜
に
か
ぶ
な
の
あ
は
れ
な
る
　
　
　
　
　
　
同
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右
の
中
に
は
滑
稽
を
離
れ
た
る
者
す
ら
あ
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
全
体
に
し
か
る
に
非
ず
。
こ
は
比
較
的

佳
句
を
抜
き
た
る
な
り
。
越
え
て
三
年
、
天
和
て
ん
な
三
年
に
『
虚○

栗○

集
』
（
其
角
編
）
世
に
出
で
た
る
時
は
、

一
般
の
俳
句
全
く
滑
稽
を
離
れ
て
、
僅
に
雅
致
を
認
め
た
る
が
如
し
。
俳
諧
漸
く
正
路
に
向
へ
り
。
し
か

れ
ど
も
意
匠
の
粗
笨
そ
ほ
ん
複
雑
に
し
て
統
一
せ
ざ
る
、
語
句
の
佶 

屈 

聱 

牙 

き
っ
く
つ
ご
う
が

に
し
て
調
和
を
欠
き
た
る
、
い
ま

だ
達
せ
ざ
る
者
一
歩
な
り
。
例
句

　
　
　
　
　
礼
者
敲
門
歯し
朶だ
暗
く
花
明
か
な
り
　
　
　
　
　
幻
吁

　
　
　
　
　
傘
か
ら
か
さに
ね
ぐ
ら
か
さ
う
や
ぬ
れ
燕
　
　
　
　
　
　
　
其
角

　
　
　
　
　
山
彦
と
啼
ク  

子    

規  

ほ
と
と
ぎ
す

夢
ヲ
切
ル
斧
　
　
　
　
　
　
　
素
堂

　
　
　
　
　
青
さ
し
や
草
餅
の
穂
に
出
で
つ
ら
ん
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
月
に
親
し
く
天
帝
の
壻むこ
に
な
り
た
し
な
　
　
　
　 

才  

丸 

さ
い
ま
ろ

　
　
　
　
　
栗
柹
は 

塵  

壺 

ち
り
つ
ぼ

を
秋
の
行
く
へ
か
な
　
　
　
　
　
　 

仙  

風 

せ
ん
ぷ
う

　
　
　
　
　
き
り
／
″
＼
す
鼠
の
巣
に
て
鳴
き
終
り
ぬ
　
　
　
　
嵐
雪

　
　
　
　
　
松
原
は
飛
脚
ち
ひ
さ
し
雪
の
昏くれ
　
　
　
　
　
　
　  
一    

晶  
い
っ
し
ょ
う
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こ
れ
ら
の
中
に
は
ほ
ぼ
完
全
せ
る
句
も
あ
り
。
ま
た
語
句
佶
屈
に
失
す
れ
ど
も
そ
の
趣
向
は
殆
ん
ど
俳

諧
の
骨
髄
を
得
た
る
者
も
あ
り
。
こ
の
時
の
俳
諧
界
は
曙
光
纔
わ
ず
かに
上
り
て
万
物
始
め
て
弁
ず
べ
き
が
如
し
。

し
か
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
俳
人
が
佳
句
を
作
る
は
作
ら
ん
と
し
て
作
る
に
あ
ら
ず
、
否
、
作
ら
ん
と
し
て
出

来
そ
こ
な
ひ
た
る
者
に
は
非
る
か
。
も
し
吾
人
が
今
日
よ
り
評
す
る
所
の
佳
句
な
る
者
が
当
時
に
も
佳
句

と
目
せ
ら
れ
し
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
句
こ
そ
多
か
る
べ
き
に
、
実
際
は
こ
れ
に
反
し
て
佶
屈
聱
牙
な
る
句

の
多
き
を
見
れ
ば
、
そ
の
佶
屈
聱
牙
な
る
者
が
一
般
に
賞
讃
せ
ら
れ
し
や
疑
を
容
れ
ず
。  

正    

風  

し
ょ
う
ふ
う

の
萌

芽
発
せ
ん
と
し
て
い
ま
だ
発
せ
ざ
る
な
り
。
た
ま
た
ま
に
佳
句
あ
る
は
半
ば
偶
然
の
み
。

　
翌  

貞    

享  

じ
ょ
う
き
ょ
う
元
年
『
冬○

の○

日○

』
の
撰
集
あ
り
。
芭
蕉
の
『
野○

ざ○

ら○

し○

紀○

行○

』
あ
り
。
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

の
句
を
見
る
は
こ
の
際
最
も
必
要
な
り
。

　
　
　
　
　
野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
秋
十と
と
せ
却
か
え
って
江
戸
を
さ
す
故
郷
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
霧
し
ぐ
れ
不ふ
尽じ
を
見
ぬ
日
ぞ
面
白
き
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
猿
を
聞
く
人
捨
子
に
秋
の
風
い
か
に
　
　
　
　
　
同
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道
の
辺べ
の
木
槿
む
く
げ
は
馬
に
喰
は
れ
け
り
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
馬
に
寝
て
残
夢
月
遠
し
茶
の
煙
け
ぶ
り　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
三み
十そ
日か
月
無
し
千
と
せ
の
杉
を
抱
く
嵐
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
芋
洗
ふ
女  

西    

行  

さ
い
ぎ
ょ
う

な
ら
ば
歌
よ
ま
ん
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
蔦つた
植
ゑ
て
竹
四
五
本
の
嵐
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
秋
風
や
藪
も
畠
も
不
破
の
関
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
こ
れ
ら
の
句
は
『  

虚    
栗  

み
な
し
ぐ
り

』
に
比
し
て
更
に
一
歩
を
進
め
た
り
。
『
虚
栗
』
の
如
く
粗
笨
そ
ほ
ん
な
ら
ず
、

『
虚
栗
』
の
如
く
佶
屈
な
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
句
々
な
ほ
工
夫
の
痕
跡
あ
り
て
、
い
ま
だ
自○

然○

円
満
の
域

に
達
せ
ず
。
芭
蕉
は
こ
の
時
い
ま
だ
自
然
と
い
ふ
事
に
気
づ
か
ざ
り
き
。
自
然
と
い
ふ
事
に
気
づ
か
ざ
り

し
た
め
に
一
句
の
細
工
を
免
れ
ざ
り
し
な
り
。
蔦
の
句
の
如
き
や
や
自
然
な
れ
ど
も
、
「
植
ゑ
て
」
の
語

は
な
ほ
自
然
な
ら
ざ
る
処
あ
り
。
不
破
の
句
は
句
と
し
て
は
完
全
な
れ
ど
も
、
こ
の
種
懐
古
の
作
は
和
歌

に
も
な
ほ
あ
り
得
べ
き
趣
向
な
り
。
芭
蕉
は
い
ま
だ
俳
諧
特
有
の
妙
処
の
存
し
得
べ
き
こ
と
を
知
ら
ざ
り

き
。
手
の
届
か
ざ
る
こ
と
僅
に
一
寸
。

　
翌
々  

貞    

享  

じ
ょ
う
き
ょ
う
三
年
、
芭
蕉
は
未み
曾ぞ
有う
の
一
句
を
得
た
り
。
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古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

　
こ
れ
な
り
。
こ
の
際
芭
蕉
は
自
ら
俳
諧
の
上
に
大
悟
せ
り
と
感
じ
た
る
が
如
し
。
今
ま
で
は
い
か
め
し

き
事
を
い
ひ
、
珍
し
き
事
を
工
夫
し
て
後
に
始
め
て
佳
句
を
得
べ
し
と
思
ひ
た
る
者
も
、
今
は
日
常
平
凡

の
事
が
直
た
だ
ちに
句
と
な
る
こ
と
を
発
明
せ
り
。
憂う
き
旅
寐
の
は
て
は
野
ざ
ら
し
と
な
る
べ
き
か
と
い
ふ
極
端

の
感
懐
、
秋
風
に
捨
子
が
泣
き
て
を
る
と
い
ふ
極
端
の
悲
哀
、
か
く
の
如
き
極
端
の
事
を
、
い
は
で
は
面

白
か
ら
じ
と
思
ひ
し
は
昨
日
の
誤
解
に
て
、
今
日
は
、
蛙
が
池
に
飛
び
こ
み
し
と
い
ふ
あ
り
ふ
れ
た
る
事

の
一
句
に
ま
と
ま
り
し
に
自
ら
驚
き
た
る
な
り
。
馬
と
残
夢
と
月
と
茶
の
煙
と
を
無
理
に
一
句
に
畳たた
み
込

み
、
三み
十そ
日か
の
闇やみ
と
千
年
ち
と
せ
の
杉
と
そ
れ
を
吹
く
夜
風
と
を
合
せ
て
十
七
字
の
鋳
形
い
が
た
に
こ
ぼ
る
る
ほ
ど
入
れ

て
、
か
く
し
て
始
め
て
面
白
し
と
思
ひ
し
者
が
、
翻
然
と
し
て
悟
り
し
今
よ
り
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
工
夫

し
た
る
句
は
む
し
ろ
「
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
の
簡
単
に
し
て
趣
味
あ
る
に
如
か
ざ
る
を
知
り
た
る
な
り
。

芭
蕉
は
終つい
に
自
然
の
妙
を
悟
り
て
工
夫
の
卑いや
し
き
を
斥
し
り
ぞけ
た
る
な
り
。
彼
が
無
分
別
と
い
ふ
者
、
ま
た
自

然
に
外
な
ら
ず
。
試
み
に
前
に
列
挙
し
た
る
連
歌
以
後
幾
多
の
句
を
繰
り
返
し
、
こ
の
古
池
の
句
の
如
く

自
然
な
る
者
他
に
あ
る
か
を
見
よ
。
一
句
の
こ
れ
に
似
よ
り
た
る
者
だ
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
似
よ
り
た
る
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者
だ
に
な
し
と
す
れ
ば
、
と
に
か
く
に
芭
蕉
は
、
今
ま
で
人
の
知
ら
ざ
り
し
処
を
つ
か
ま
へ
た
る
は
明
あ
き
ら
かな

り
。
自
然
と
い
ふ
一
事
が
あ
る
程
度
ま
で
文
学
美
術
の
基
礎
を
為
す
は
論
を
俟
た
ず
。
自
然
の
基
礎
に
置

か
れ
ざ
る
文
学
が
文
学
と
す
る
に
足
ら
ざ
る
は
、
連
歌
と
鑑
武
貞
宗
の
俳
諧
と
の
無
味
な
る
に
て
も
知
る

べ
し
。
縦よ
し
自
然
と
い
ふ
事
が
唯
一
の
方
針
に
あ
ら
ず
と
す
る
も
、
芭
蕉
が
古
池
の
句
に
つ
き
て
感
じ
た

る
処
は
こ
の
自
然
に
あ
り
。
彼
が
そ
の
後
の
方
針
は
皆
自
然
に
向
ひ
て
進
み
た
り
。

　
か
つ
こ
の
句
の
題
目
が
多
く
世
人
に
忘
ら
れ
た
る
「
蛙
」
に
あ
る
事
に
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
蛙
は

和
歌
に
詠
め
ど
も
極
め
て
少
し
。
（
『
万
葉
』
に
い
ふ
「
か
は
づ
」
は
今
の
蛙
に
非
る
べ
し
）
連
歌
に
も

少
き
こ
と
前
に
い
へ
り
。
貞
派
の
句
に
は
多
少
こ
れ
あ
る
も
、
蛙
の
趣
を
詠
み
た
る
に
あ
ら
ね
ば
蛙
の
句

と
す
る
に
足
ら
ず
。
そ
の
蛙
の
句
は
古
池
を
初
は
じ
めと
い
ふ
て
可
な
る
べ
し
。
今
連
歌
以
来
古
池
の
句
に
至
る

ま
で
の
蛙
の
句
を
列つら
ね
て
、
蛙
に
対
す
る
観
念
の
変
遷
を
知
ら
し
む
る
に
便
せ
ん
。

　
　
　
　
　
手
を
つ
い
て
歌
申
し
あ
ぐ
る
蛙
か
な
　
　
　
　
　
宗
鑑

　
　
　
　
　
鶯
の
も
ろ
声
に
鳴
く
蛙
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
紹
巴

　
　
　
　
　
詠
み
か
ね
て
鳴
く
や
蛙
の
歌
袋
　
　
　
　
　
　
　
失
名

　
　
　
　
　
立
わ
か
り
鳴
く
や
蛙
の
歌
あ
は
せ
　
　
　
　
　
　
失
名
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苗
し
ろ
を
せ
む
る
蛙
の
い
く
さ
か
な
　
　
　
　
　
未
満

　
　
　
　
　
和
歌
に
師
匠
な
き
鶯
と
蛙
か
な
　
　
　
　
　
　
　
貞
徳

　
　
　
　
　
鶯
と
蛙
の
声
や
歌
あ
は
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
重

　
　
　
　
　
や
り
水
の
つ
い
た
か
い
た
く
鳴
く
蛙
　
　
　
　
　
宗
俊

　
　
　
　
　
お
ほ
て
出
て
田
顔
あ
ら
す
な
い
も
が
へ
る
　
　
　 

盛  

親 

も
り
ち
か

　
　
　
　
　 

河  
中 

か
わ
な
か

で
蛙
が
読
む
や
せ
ん
ど
う
か
　
　
　
　
　
　
重
頼

　
　
　
　
　
降
れ
ば
鳴
く
蛙
の
歌
や
雨
中
吟
　
　
　
　
　
　
　
寛
記

　
　
　
　
　
く
ち
な
は
も
歌
に
や
は
ら
げ
鳴
く
蛙
　
　
　
　
　
弘
永

　
　
　
　
　
水
口
に
蛇
や
見
ゆ
ら
ん
鳴
く
蛙
　
　
　
　
　
　
　 

光  

重 

み
つ
し
げ

　
　
　
　
　
ふ
け
田
な
る
蛙
の
歌
や
ぬ
め
り
ぶ
し
　
　
　
　
　 

定  

時 

さ
だ
と
き

　
　
　
　
　
い
く
さ
場
の
と
き
の
声
か
や
鳴
く
蛙
　
　
　
　
　
信
相

　
　
　
　
　
長
く
鳴
く
蛙
の
歌
や
文
字
余
り
　
　
　
　
　
　
　
永
治

　
　
　
　
　
歌
い
く
さ
文
武
二
道
の
蛙
か
な
　
　
　
　
　
　
　  

正    

章  

ま
さ
あ
き
ら

　
　
　
　
　
呪
ひ
の
歌
か
蛇
見
て
鳴
く
か
へ
る
　
　
　
　
　
　 
氏  

利 
う
じ
と
し

　
　
　
　
　
許
せ
蛇
け
ふ
の
日
ば
か
り
鳴
く
か
へ
る
　
　
　
　
可
慶
か
け
い
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呑
ま
れ
な
よ
軒
の 

蛇  

腹 

じ
ゃ
ば
ら

に
蛙
ま
た
　
　
　
　
　
　
一
和
い
ち
わ

　
　
　
　
　
歌
よ
む
は
短
冊
の
井
の
か
へ
る
か
な
　
　
　
　
　 

一  

雪 

い
っ
せ
つ

　
　
　
　
　
釈
教
の
歌
か
寺
井
に
鳴
く
か
へ
る
　
　
　
　
　
　 

閑  

節 

か
ん
せ
つ

　
　
　
　
　
音ね
に
鳴
く
は
伊
敷
い
じ
き
が
淵ふち
の
蛙
か
な
　
　
　
　
　
　 

利  

直 

と
し
な
お

　
　
　
　
　
玉
の
井
の
蛙
の
声
も
う
た
ひ
か
な
　
　
　
　
　
　
秀
辰

　
　
　
　
　
歌
よ
ま
で
ゐ
る
は
た
く
ら
田
の
蛙
か
な
　
　
　
　
将
和

　
　
　
　
　
つ
ら
ね
歌
の
点
料
か
お
の
が
蛙
銭
　
　
　
　
　
　 

資  

仲 

す
け
な
か

　
　
　
　
　
蛙
い
く
さ 

井 
干 
行 

せ
い
か
ん
こ
う
の
備
へ
か
な
　
　
　
　
　
　
　
破
扇
は
せ
ん

　
　
　
　
　
地
獄
谷
の
蛙
は
修
羅
の
い
く
さ
か
な
　
　
　
　
　
之
也

　
　
　
　
　 

生  

死 

い
き
し
に

は
閻
浮
え
ん
ぶ
に
か
へ
る
い
く
さ
か
な
　
　
　
　
　 

直  

安 

な
お
や
す

　
　
　
　
　
打
ち
出
で
よ
蛙
い
く
さ
に
鉄
炮
津
　
　
　
　
　
　
一
雪

　
　
　
　
　
河
原
い
く
さ
四
条
に
よ
る
は
蛙
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
赤
蛙
い
く
さ
に
た
の
め 

平 

家 

蟹 

へ
い
け
が
に

　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
立
田
川
紅
葉
や
朽
ち
て
赤
蛙
　
　
　
　
　
　
　
　 
才  

麿 
さ
い
ま
ろ

　
　
　
　
　
歌
さ
へ
ぞ
し
な
び
た
り
け
る
干
蛙
　
　
　
　
　
　
爾
木
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か
ら
歌
を
加
賀
に
や
は
ら
ぐ
蛙
か
な
　
　
　
　
　
楓
興

　
　
　
　
　
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
右
は
ほ
ぼ
時
代
の
順
序
に
従
ふ
て
記
し
た
る
者
、
か
つ
大
か
た
の
句
は
悉
こ
と
ご
とく
挙
げ
た
る
な
り
。
悪
句
ま

た
悪
句
、
駄
洒
落

だ
じ
ゃ
れ

ま
た
駄
洒
落
、
読
ん
で
古
池
の
句
に
至
り
て
全
く
そ
の
種
類
を
異
に
す
る
の
感
あ
ら
ん
。

芭
蕉
の
自
ら
感
じ
た
る
も
こ
こ
な
り
。
少
く
と
も
芭
蕉
は
蛙
な
る
一
動
物
の
上
に
活
眼
を
開
き
た
り
。
し

か
れ
ど
も
芭
蕉
が
、
蛙
を
以
て
特
に
雅
致
あ
り
て
愛
す
べ
き
者
と
思
ひ
た
り
、
と
誤
解
す
る
莫なか
れ
。
蛙
は

鶯
の
如
く
愛
す
べ
き
者
に
非
ず
、
時
鳥
の
如
く
な
つ
か
し
き
者
に
非
ず
、
雁
の
如
く
あ
は
れ
な
る
者
に
非

ず
、
秋
鳴
く
虫
の
如
く
淋
し
き
者
に
非
ず
、
故
に
古
来
の
歌
人
も
蛙
を
詠
む
こ
と
鶯
、
時
鳥
、
雁
、
虫
の

如
く
多
か
ら
ざ
り
し
な
り
。
ひ
と
り
芭
蕉
に
限
り
て
百
鳥
百
虫
に
勝
り
て
こ
れ
を
愛
す
と
い
は
ん
や
。
か

へ
つ
て
余
り
美
し
く
も
可
愛
く
も
な
き
そ
の
蛙
す
ら
な
ほ
多
少
の
趣
致
を
備
へ
て
、
俳
句
の
材
料
た
る
を

得
る
こ
と
を
感
じ
た
る
な
る
べ
し
。
蛙
既
に
雅
致
あ
り
と
せ
ば
、
鶯
、
鵑
ほ
と
と
ぎ
す、
雁
、
虫
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、

あ
ら
ゆ
る
事
物
悉
く
趣
致
を
備
へ
ざ
ら
ん
や
。
芭
蕉
が
蛙
の
上
に
活
眼
を
開
き
た
る
は
、
即
ち
自
然
の
上

に
活
眼
を
開
き
た
る
な
り
。
そ
の
自
然
の
上
に
活
眼
を
開
き
た
る
時
の
第
一
句
が
蛙
の
句
な
り
し
は
偶
然

の
事
に
属
す
。
俗
宗
匠
輩
が
こ
の
句
を
説
く
に
、
特
に
蛙
に
重
き
を
置
く
は
固
よ
り
取
る
に
足
ら
ざ
る
謬び
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見   
ゅ
う
け
ん

の
み
。

　
古
池
の
句
が
俳
諧
の
歴
史
上
に
珍
し
き
句
な
る
こ
と
は
、
前
に
挙
げ
た
る
例
句
に
よ
り
て
知
る
を
得
べ

し
。
さ
れ
ば
芭
蕉
の
俳
諧
は
こ
の
一
句
を
限
界
と
し
て
一
変
せ
り
。
従
つ
て
当
時
の
俳
諧
界
も
ま
た
こ
の

一
句
を
中
軸
と
し
て
一
転
せ
り
。
縦
令
た
と
い
事
実
は
し
か
ら
ず
と
す
る
も
、
芭
蕉
は
爾し
か
感
ぜ
り
。
故
に
芭
蕉

の
将まさ
に
死
せ
ん
と
し
て
門
人
そ
の
辞
世
の
句
を
問
ふ
や
、
芭
蕉
答
へ
て
曰
く

　
　
昨
日
の
発
句
は
今
日
の
辞
世
、
け
ふ
の
発
句
は
明
日
の
辞
世
、
吾
生
涯
い
ひ
捨
て
し
句
は
一
句
と
し

　
　
て
辞
世
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
我
辞
世
い
か
に
と
問
ふ
人
あ
ら
ば
こ
の
年
頃
い
ひ
捨
て
置
き
し
句
い
づ

　
　
れ
な
り
と
も
辞
世
な
り
と
申
し
給
は
れ
か
し
。
諸
法
従
来
常
示  

寂  

滅  

相  

じ
ゃ
く
め
つ
そ
う

、
こ
れ
は
釈
尊
の
辞
世

　
　
に
し
て
一
代
の
仏
教
こ
の
二
句
よ
り
外
は
な
し
。
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
、
こ
の
句
に
我
一
風

　
　
を
興
せ
し
よ
り
は
じ
め
て
辞
世
な
り
。
そ
の
後
百
千
の
句
を
吐
く
に
こ
の
意
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
こ

　
　
こ
を
以
て
句
に
辞
世
な
ら
ざ
る
は
な
し
と
申
し
侍
る
な
り
。

と
い
へ
り
。
「
そ
の
後
百
千
の
句
を
吐
く
に
こ
の
意
な
ら
ざ
る
は
な
し
」
と
は
、
古
池
の
句
と
共
に
感
得

せ
し
自
然
的
趣
味
に
よ
り
て
一
生
俳
句
を
作
り
た
り
と
の
意
な
り
。
芭
蕉
が
古
池
の
句
を
蕉
風
の
境
界
線

と
為
し
し
は
自
ら
明
言
す
る
所
な
れ
ど
も
、
芭
蕉
は
こ
の
句
を
以
て
自
家
集
中
第
一
等
の
句
な
り
と
は
言

は
ず
、
芭
蕉
の
爾
か
言
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
門
弟
も
ま
た
爾
か
言
は
ず
、
去
来
は
最
も
深
く
芭
蕉
に
教
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へ
ら
れ
し
者
な
れ
ど
も
、
古
池
の
句
に
つ
き
て
何
を
も
言
は
ず
。
支
考
の
如
く
芭
蕉
を
本
尊
に
し
て
自
説

を
誇
張
す
る
者
す
ら
、
（
『
十
論
』
の
引
例
に
出
だ
し
た
る
外
）
古
池
の
句
を
批
評
し
た
る
こ
と
な
し
。

し
か
る
に
い
つ
の
頃
よ
り
か
こ
の
句
を
無
上
の
佳
句
な
る
が
如
く
言
ひ
な
し
、
は
て
は
不
可
思
議
な
る
説

を
な
す
者
加
は
り
て
、
そ
の
広
く
世
間
に
知
ら
る
る
と
共
に
一
般
に
誤
解
せ
ら
る
る
に
至
り
た
り
。
芭
蕉

は
自
ら
、
古
池
以
後
い
づ
れ
の
句
も
皆
我
句
と
し
て
人
に
伝
ふ
べ
し
と
さ
へ
誇
れ
る
に
、 

後  

人 

こ
う
じ
ん

が
特
に

古
池
の
一
句
を
揚あ
ぐ
る
を
聞
か
ば
、
芭
蕉
は
必
ず
不
満
な
る
べ
し
。
余
ら
も
ま
た
古
池
を
以
て
芭
蕉
の
佳

句
と
思
は
ず
、
否
、
古
池
以
外
に
多
く
の
佳
句
あ
る
を
信
ず
る
な
り
。
客
、
頷がん
し
て
去
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
十
月
　
十
一
月
）

38古池の句の弁



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
俳
諧
大
要
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1955
（
昭
和30

）
年5

月5

日
第1

刷
発
行

　
　
　1983
（
昭
和58

）
年9

月16

日
第2

刷
改
版
発
行

　
　
　1989

（
平
成
元
）
年11

月5

日
第8

刷
発
行

初
出
：
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
　
第
二
巻
第
一
号
、
第
二
号
」

　
　
　1898

（
明
治31

）
年10
月
、11

月

※
「
飛
び
こ
む
」
と
「
飛
び
込
む
」
の
混
在
は
、
底
本
通
り
で
す
。

※
新
仮
名
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
ル
ビ
の
拗
音
、
促
音
は
、
小
書
き
し
ま
し
た
。

入
力
：
酒
井
和
郎

校
正
：
岡
村
和
彦

2016

年6

月10

日
作
成

2016

年9

月22

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

39



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
。

40古池の句の弁



古池の句の弁
正岡子規

２０２０年　７月１８日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


