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句  
合 
く
あ
わ
せ

の
題
が
ま
わ
っ
て
来
た
。
先
ず
一
番
に
月
と
い
う
題
が
あ
る
。
凡

そ
四
季
の
題
で
月
と
い
う
ほ
ど
広
い
漠
然
と
し
た
題
は
な
い
。
花
や
雪
の
比

で
な
い
。
今
夜
は
少
し
熱
が
あ
る
か
し
て
苦
し
い
よ
う
だ
か
ら
、
横
に
寝
て

句
合
の
句
を
作
ろ
う
と
思
う
て
蒲
団
ふ
と
ん
を
被かぶ
っ
て
験
温
器
を
脇
に
挟はさ
み
な
が
ら

月
の
句
を
考
え
は
じ
め
た
。
何
に
し
ろ
相
手
が
あ
る
の
だ
か
ら
責
任
が
重
い

よ
う
に
思
わ
れ
て
張
合
が
あ
っ
た
。
判
者
が
外
の
人
で
あ
っ
た
ら
、
初
か
ら
、

か
ぐ
や
姫
と
つ
れ
だ
っ
て
月
宮
に
昇
る
と
か
、
あ
る
い
は
人
も
家
も
な
き
深

山
の
絶
頂
に
突
っ
立
っ
て
、
乱
れ
髪
を
風
に
吹
か
せ
な
が
ら
月
を
眺なが
め
て
居

た
と
い
う
よ
う
な
、
凄すご
い
趣
向
を
考
え
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
判
者
が 

碧 

梧 

へ
き
ご
と

桐 う
と
い
う
の
だ
か
ら
先
ず
空
想
を
斥
し
り
ぞけ
て
、
な
る
べ
く
写
実
に
や
ろ
う
と
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考
え
た
。
こ
れ
は
特
に
当
て
こ
も
う
と
思
う
訳
で
は
な
い
が
自
然
と
当
て
こ

む
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　
先
ず
最
初
に
胸
に
浮
ん
だ
趣
向
は
、
月
明
の
夜
に
森
に
沿
う
た
小
道
の
、

一
方
は
野
が
開
い
て
居
る
と
い
う
処
を
歩あ
行る
い
て
居
る
処
で
あ
っ
た
。
写
実

写
実
と
思
う
て
居
る
の
で
こ
ん
な
平
凡
な
場
所
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
景
色
が
余
り
広
い
と
写
実
に
遠
ざ
か
る
か
ら
今
少
し
狭
く
細
か
く

写
そ
う
と
思
う
て
、
月
が
木
葉
こ
の
は
が
く
れ
に
ち
ら
ち
ら
し
て
居
る
所
、
即
ち
作

者
は
森
の
影
を
踏
ん
で
ち
ら
ち
ら
す
る
葉
隠
れ
の
月
を
右
に
見
な
が
ら
、
い

く
ら
往
て
も
往
て
も
月
は
葉
隠
れ
に
な
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
て
自
分
の
顔
を
か

っ
と
照
す
事
は
な
い
、
と
い
う
、
こ
う
い
う
趣
を
考
え
た
が
、
時
間
が
長
過

ぎ
て
句
に
な
ら
ぬ
、
そ
こ
で
急
に
我
家
へ
帰
っ
た
。
自
分
の
内
の
庭
に
は
椎
し
い
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の
樹き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
へ
月
が
隠
れ
て
葉
ご
し
に
ち
ら
ち
ら
す
る
景
色
は
い

つ
も
見
て
居
る
か
ら
、
こ
れ
に
し
よ
う
と
思
う
て
、
「
葉
隠
れ
の
月
の
光
や

粉
砕
す
」
と
や
っ
て
見
た
、
二
度
吟ぎん
じ
て
見
る
と
と
ん
で
も
な
い
句
だ
か
ら
、

そ
れ
を
見
捨
て
て
、
再
び
前
の
森
ぞ
い
小
道
に
立
ち
戻
っ
た
。
今
度
は
葉
隠

れ
を
や
め
て
、
森
の
木
の
影
の
微
風
に
揺ゆす
ら
る
る
上
を
踏
ん
で
行
く
と
い
う

趣
向
を
考
え
た
が
、
遂つい
に
句
に
な
ら
ぬ
の
で
、
と
う
と
う
森
の
中
の
小
道
へ

這
入
り
込
ん
だ
。
そ
う
す
る
と
杉
の
枝
が
天
を
蔽おお
う
て
居
る
の
で
、
月
の
光

は
点
の
よ
う
に
外
に
漏も
れ
ぬ
か
ら
、
暗
い
道
で
は
あ
る
が
、
忽
ち
杉
の
木
の

隙
間
す
き
ま
が
あ
っ
て
畳
一
枚
ほ
ど
明
る
く
照
っ
て
居
る
。
こ
ん
な
考
か
ら
「
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
月
漏
る
杉
の
小
道
か
な
」
と
や
っ
た
が
、
余
り
平
凡
な
の
に
自
ら

驚
い
て
、
三
た
び
森
沿
い
小
道
に
出
て
来
た
。
此
度
は
田
舎
祭
の
帰
り
の
よ
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う
な
心
持
が
し
た
。
も
ぶ
り
鮓ずし
の
竹
皮
包
み
を 

手  

拭 

て
ぬ
ぐ
い

に
て
し
ば
り
た
る
が

ま
さ
に
抜
け
落
ち
ん
と
す
る
を
平
気
に
て
提
げ
、
大
分
酔
が
ま
わ
っ
た
と
い

う
見
え
で
千
鳥
足
お
ぼ
つ
か
な
く
、
例
の
通
り
木
の
影
を
踏
ん
で
走あ
行る
い
て

居
る
。
左
側
を
見
渡
す
と
限
り
も
な
く
広
い
田
の
稲
は
黄
色
に
実
り
て
月
が

明
る
く
照
し
て
居
る
か
ら
、
静
か
な
中
に
稲
穂
が
少
し
ば
か
り
揺ゆ
れ
て
居
る

の
も
見
え
る
よ
う
だ
。
い
い
感
じ
が
し
た
。
し
か
し
考
が
広
く
な
っ
て
、
つ

か
ま
え
処
が
な
い
か
ら
、
句
に
な
ろ
う
と
も
せ
ぬ
。
そ
こ
で
自
分
に
返
り
て

考
え
て
見
た
。
考
え
て
見
る
と
今
ま
で
木
の
影
を
離
れ
る
事
が
出
来
ぬ
の
で

同
じ
小
道
を
往
た
り
来
た
り
し
て
居
る
、
ま
る
で
狐
に
化ばか
さ
れ
た
よ
う
で
あ

っ
た
と
い
う
事
が
分
っ
た
。
今
は
思
い
き
っ
て
森
を
離
れ
て
水
辺
に
行
く
事

に
し
た
。
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海
の
よ
う
な
広
い
川
の
川
口
に
近
き
処
を
描
き
出
し
た
。
見
た
事
は
な
い

が
揚
子
江
で
あ
ろ
う
と
思
う
よ
う
な
処
で
あ
っ
た
。
そ
の
広
い
川
に
小
舟
が

 

一  
艘 

い
っ
そ
う

浮
い
て
居
る
。
勿
論
月
夜
の
景
で
、
波
は
月
に
映
じ
て
き
ら
き
ら
と

し
て
居
る
。
昼
の
よ
う
に
明
る
い
。
そ
れ
で
遠
く
に
居
る
小
舟
ま
で
見
え
る

の
で
、
さ
て
そ
の
小
舟
が
段
々
遠
ざ
か
っ
て
終
に
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
う

事
を
句
に
し
よ
う
と
思
う
た
が
出
来
ぬ
。
し
か
し
ま
だ
小
舟
は
な
く
な
ら
ん

の
で
、
ふ
わ
ふ
わ
と
浮
い
て
居
る
様
が
見
え
る
。
天
上
の
舟
の
如
し
と
い
う

趣
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
天
上
の
舟
と
い
う
よ
う
な
理
想
的
の
形
容
は
写
実
に

は
禁
物
だ
か
ら
外
の
事
を
考
え
た
が
と
か
く
そ
の
感
じ
が
離
れ
ぬ
。
や
が
て

「
酒
載
せ
て
た
だ
よ
ふ
舟
の
月
見
か
な
」
と
出
来
た
。
こ
れ
が
（
後
で
見
る

と
ひ
ど
い
句
で
あ
る
け
れ
ど
）
そ
の
時
は
い
く
ら
か
句
に
な
っ
て
居
る
よ
う
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に
思
わ
れ
て
、
満
足
は
し
な
い
が
、
こ
れ
に
定き
み
ょ
う
か
と
も
思
う
た
。
実

は
考
え
く
た
び
れ
た
の
だ
。
が
、
思
う
て
見
る
と
、
先
日
の
会
に
月
と
い
う

題
が
あ
っ
て
、
考
え
も
し
な
い
で
「
鎌
倉
や
畠
の
上
の
月
一
つ
」
と
い
う
句

が
出
来
た
。
素
人
臭
い
句
で
は
あ
る
が
「
酒
載
せ
て
」
の
句
よ
り
は
善
い
よ

う
だ
。
こ
れ
ほ
ど
考
え
て
見
な
が
ら
運
坐
う
ん
ざ
の
句
よ
り
も
悪
い
と
は
余
り
残
念

だ
か
ら
ま
た
考
え
は
じ
め
た
。
こ
の
時
験
温
器
を
挟
ん
で
居
る
事
を
思
い
出

し
た
か
ら
、
出
し
て
見
た
が
卅
八
度
し
か
な
か
っ
た
。

　
今
度
は
川
の
岸
の
高
楼
に
上
っ
た
。
遥
は
る
かに
川
面
か
わ
も
を
見
渡
す
と
前
岸
は
模
糊

と
し
て
煙
の
よ
う
だ
。
あ
る
と
も
な
い
と
も
分
ら
ぬ
。
燈
火
が
一
点
見
え
る
。

あ
れ
が
前
岸
の
家
か
も
知
れ
ぬ
。
汐しお
は
今
満
ち
き
り
て
溢あふ
る
る
ば
か
り
だ
。

趣
が
支
那
の
詩
の
よ
う
に
な
っ
て
俳
句
に
な
ら
ぬ
。
忽
ち
一
艘
の
小
舟
（
ま
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た
小
舟
が
出
た
）
が
前
岸
の
蘆
花
の
間
よ
り
現
れ
て
来
た
。
す
る
と 

宋  

江 

そ
う
こ
う

が 
潯 
陽 

江 
じ
ん
よ
う
こ
う
を
渡
る
一
段
を
思
い
出
し
た
。
こ
れ
は
去
年
病
中
に
『 

水 

滸 

す
い
こ
で

伝 ん
』
を
読
ん
だ
時
に
、
望
見
前
面
、
満
目
蘆
花
、
一
派
大
江
、
滔
々
滾
々
、

正
来
潯
陽
江
辺
、
只
聴
得
背
後
喊
叫
、
火
把
乱
明
、
吹
風
胡
哨
趕
将
来
、
と

い
う
景
色
が
面
白
い
と
感
じ
て
、
こ
ん
な
景
色
が
俳
句
に
な
っ
た
ら
面
白
か

ろ
う
と
思
う
た
事
が
あ
る
の
で
、
川
の
景
色
の
聯
想
か
ら
、
只
見
蘆
葦
叢
中
、

悄
々
地
、
忽
然
揺
出
一
隻
船
来
、
を
描
き
出
し
た
の
だ
。
し
か
し
こ
の
趣
は

去
年
も
句
に
な
ら
な
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
強
い
て
は
考
え
な
ん
だ
。
聯
想
は

段
々
広
が
っ
て
、
舟
は
中
流
へ
出
る
、
船
頭
が
船
歌
を
歌
う
。
老
爺
生
長
在

江
辺
、
不
愛
交
遊
只
愛
銭
、
と
歌
い
出
し
た
。
昨
夜
華
光
来
趁
我
、
臨
行
奪

下
一
金
磚
、
と
歌
い
き
っ
て
櫓ろ
を
放
し
た
。
そ
れ
か
ら
船
頭
が
、 

板 

刀 

麺 

ば
ん
と
う
め
ん
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が
喰
い
た
い
か
、 

餛  

飩 

こ
ん
と
ん

が
喰
い
た
い
か
、
な
ど
と
分
ら
ぬ
こ
と
を
い
う
て

宋
江
を
嚇おど
す
処
へ
行
き
か
け
た
が
、
そ
れ
は
い
よ
い
よ
写
実
に
遠
ざ
か
る
か

ら
全
く
考
を
転
じ
て
、
使
の
役
目
で
こ
こ
を
渡
る
こ
と
に
し
よ
う
か
と
思
う

た
。
「
急
ぎ
の
使
ひ
で
月
夜
に
江
を
渡
り
け
り
」
と
い
う
事
を
十
七
字
に
つ

づ
め
て
見
よ
う
と
思
う
て
「
使
ひ
し
て
使
ひ
し
て
」
と
頻
し
き
りに
う
な
っ
て
見
た

が
、
何
だ
か
出
来
そ
う
に
も
な
い
の
で
、
復また
も
と
の
水
楼
へ
も
ど
っ
た
。

　
水
楼
へ
は
も
ど
っ
た
が
、
ま
だ
『
水
滸
伝
』
が
離
れ
ぬ
。
水
楼
で
は
宋
江

が
酒
を
飲
ん
で
居
る
。 

戴  

宗 

た
い
そ
う

も
居
る
。
李り
逵き
も
居
る
。
こ
ん
な
処
を
上
品

に
言
お
う
と
思
う
た
が
何
も
出
来
ぬ
。
そ
れ
か
ら
宋
江
が
壁
に
詩
を
題
す
る

処
を
聯
想
し
た
。
そ
れ
も
句
に
な
ら
ぬ
の
で
、
題
詩
か
ら
離
別
の
宴
を
聯
想

し
た
。
離
筵
り
え
ん
と
な
る
と
最
早
唐
人
で
は
な
く
て
、
日
本
人
の
書
生
が
友
達
を
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送
る
処
に
変
っ
た
。
剣
舞
を
出
し
て
も
見
た
が
句
に
な
ら
ぬ
。
と
か
く
す
る

内
に
「
海
楼
に
別
れ
を
惜
む
月
夜
か
な
」
と
出
来
た
。
こ
れ
に
し
よ
う
と
、

き
め
て
も
見
た
。
し
か
し
落
ち
つ
か
ぬ
。
平
凡
と
い
え
ば
平
凡
だ
。
海
楼
が

利
か
ぬ
と
思
え
ば
利
か
ぬ
。
家
の
内
だ
か
ら
月
夜
に
利
か
ぬ
者
と
す
れ
ば
家

の
外
へ
持
っ
て
行
け
ば
善
い
。
「
桟
橋
に
別
れ
を
惜
む
月
夜
か
な
」
と
直
し

た
。
こ
の
時
は
神
戸
の
景
色
で
あ
っ
た
。
ど
う
も
落
ち
つ
か
ぬ
。
横
浜
の
イ

ギ
リ
ス
埠
頭
場

ふ
と
う
ば

へ
持
っ
て
来
て
、
洋
行
を
送
る
処
に
し
て
見
た
。
や
は
り
落

ち
つ
か
ぬ
。
月
夜
の
沖
遠
く
外
国
船
が
か
か
っ
て
居
る
景
色
を
ち
ょ
っ
と
考

え
た
が
、
ま
た
桟
橋
に
も
ど
っ
た
。
桟
橋
の
句
が
落
ち
つ
か
ぬ
の
は
余
り
淡

泊
過
ぎ
る
の
だ
か
ら
、
今
少
し
彩
色
を
入
れ
た
ら
善
か
ろ
う
と
思
う
て
、
男

と
女
と
桟
橋
で
別
わ
か
れを
惜
む
処
を
考
え
た
。
女
は
男
に
く
っ
つ
い
て
立
っ
て
居
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る
。
黙
っ
て
一
語
を
発
せ
ぬ
胸
の
内
に
は
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
苦
く
る
しみ
が
あ
る
ら

し
い
。
男
も  

悄    

然  

し
ょ
う
ぜ
ん

と
し
て
居
る
。
人
知
れ
ず
力
を
入
れ
て
手
を
握
っ
た
。

直
に
艀
舟
は
し
け
に
乗
っ
た
。
女
は
身
動
き
も
せ
ず
立
っ
て
居
た
。
こ
ん
な
聯
想
が

起
っ
た
の
で
、
「
桟
橋
に
別
れ
を
惜
む
夫
婦
か
な
」
と
や
っ
た
が
、
月
が
な

か
っ
た
。
今
度
は
故
郷
の
三
津
を
想
像
し
て
、
波
打
ち
際
で
、
別
を
惜
む
こ

と
に
し
よ
う
と
思
う
た
が
そ
れ
も
い
え
ず
。
遂
に
「
見
送
る
や
酔
の
さ
め
た

る
舟
の
月
」
と
い
う
句
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
誠
に
振
わ
ぬ
句
で
あ
る
け
れ

ど
、
そ
の
代
り
大
疵
た
い
し
も
な
い
よ
う
に
思
う
て
、
こ
れ
に
極
め
た
。

　
今
ま
で
一
句
を
作
る
に
こ
ん
な
に
長
く
考
え
た
事
は
な
か
っ
た
。
余
り
考

え
て
は
善
い
句
は
出
来
ま
い
が
、
し
か
し
こ
れ
が
よ
ほ
ど
修
行
に
な
る
よ
う

な
心
持
が
す
る
。
此
後
も
間ひま
が
あ
っ
た
ら
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
見
た
い
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と
思
う
。
〔
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
二
巻
第
二
号
　
明
治31

・11

・10

〕
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
飯
待
つ
間
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1985
（
昭
和60

）
年3

月18

日
第1

刷
発
行

　
　
　2001

（
平
成13

）
年11

月7

日
第10

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
子
規
全
集
　
第
十
二
巻
」
講
談
社

　
　
　1975

（
昭
和50
）
年10
月
刊

初
出
：
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
　
第
二
巻
第
二
号
」

　
　
　1898

（
明
治31

）
年11

月10
日

※
底
本
で
は
、
表
題
の
下
に
「
子
規
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
「
此
後
も
間
《
ひ
ま
》
が
あ
っ
た
ら
」
の
「
間
」
の
み
は
、
底
本
で
は
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「
門
＜
月
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
ゆ
う
き

校
正
：noriko saito

2010

年4

月22
日
作
成

2011

年5

月11

日
修
正

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
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