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荷
兮
編
『
冬
の
日
』（
貞
享
二
年
刊
か
）
の
重
要
性
は
今
さ
ら
説
く
ま
で
も
な
く
、
貞

享
元
年
冬
に
芭
蕉
が
名
古
屋
で
巻
い
た
そ
の
五
歌
仙
を
通
覧
す
れ
ば
、
一
句
の
形
象
も
付

合
の
あ
り
よ
う
も
、
た
し
か
に
貞
門
・
談
林
と
は
確
実
に
一
線
を
画
し
て
い
る
と
知
ら
れ

る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
初
対
面
で
あ
る
名
古
屋
連
衆
と
の
間
で
可
能
に
な
っ
た
の
か
、

そ
れ
以
前
の
興
行
に
も
同
様
の
特
徴
は
見
ら
れ
る
の
か
、
天
和
期
の
蕉
門
作
品
と
の
関
連

は
ど
う
な
の
か
と
考
え
る
と
、
な
お
未
解
決
の
問
題
も
少
な
く
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

こ
に
切
り
込
む
第
一
歩
と
し
て
、
こ
こ
で
は
芭
蕉
が
名
古
屋
に
入
る
前
、
大
垣
で
嗒
山
・

木
因
・
如
行
と
四
人
で
巻
い
た
「
師
の
桜
」
歌
仙
を
取
り
上
げ
、『
冬
の
日
』
と
の
関
連

を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、そ
の
傾
向
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。付
合
の
分
析
に
あ
た
っ

て
は
、
①
作
者
は
前
句
を
ど
う
理
解
し
、
と
く
に
ど
の
点
に
着
目
し
た
か
〔
見
込
〕、
②

そ
の
見
込
に
基
づ
き
、
こ
の
句
で
は
ど
の
よ
う
な
場
面
・
情
景
・
人
物
像
な
ど
を
描
こ
う

と
考
え
た
か
〔
趣
向
〕、
③
そ
の
趣
向
に
従
い
、
ど
の
よ
う
な
素
材
・
表
現
を
選
ん
で
一

【
審
査
論
文
】

　
　
　
　『
元
禄
風
韵
』「
師
の
桜
」
歌
仙
分
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荷
兮
編
『
冬
の
日
』（
貞
享
二
年
刊
か
）
は
貞
享
元
年
冬
の
旅
中
に
芭
蕉
が
名
古
屋
の
連
衆
と
巻
い
た
五
歌
仙
を
収
め
、
俳
諧
史
上
画
期
的
な
連
句
集
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
が
突
如
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
言
う
た
め
に
は
、
同
書
以
前
の
作
品
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
芭
蕉
が
名
古
屋
に
入

る
前
、
大
垣
で
嗒
山
・
木
因
・
如
行
と
四
人
で
巻
い
た
「
師
の
桜
」
歌
仙
（『
元
禄
風
韵
』
所
収
）
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
付
合
を
、
①
〔
見
込
〕、
②
〔
趣
向
〕、
③
〔
句
作
〕
の
三

段
階
に
よ
る
分
析
方
法
を
使
っ
て
読
み
解
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
表
現
面
で
の
難
点
が
多
く
、
付
合
や
一
巻
の
展
開
に
も
問
題
は
指
摘
で
き
る
も
の
の
、
疎
句
化
を
意
識
し
た
付
け
方
が
進

行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
た
し
か
に
『
冬
の
日
』
に
つ
な
が
る
歌
仙
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：　

俳
諧
・
芭
蕉
・
連
句
・
貞
享
期
・
元
禄
風
韵
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こ
と
を
踏
ま
え
、
芭
蕉
を
師
と
呼
ん
だ
も
の
に
相
違
な
く
、
芭
蕉
の
天
和
期
当
時
の
俳
諧

を
桜
に
な
ぞ
ら
え
た
措
辞
と
見
ら
れ
る
。「
落
葉
」
は
、
そ
の
桜
の
葉
も
落
ち
る
季
節
に

な
っ
た
こ
と
を
表
し
、「
む
か
し
拾
は
ん
」
を
そ
の
上
に
冠
し
て
、
落
葉
を
拾
う
こ
と
で

そ
の
こ
ろ
を
偲
ぶ
と
い
う
意
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
見
す
る
と
、
旧
風
へ
の
愛
着
と

も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
一
句
な
が
ら
、「
む
か
し
」
の
語
を
用
い
た
こ
と
か
ら
は
、桜
（
天

和
調
）
を
過
去
の
も
の
と
見
定
め
、
ま
た
来
る
開
花
（
新
風
）
を
待
望
す
る
思
い
が
込
め

ら
れ
て
も
い
よ
う
、
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
全
体
に
表
現
が

未
熟
舌
足
ら
ず
の
感
を
免
れ
な
い
」（『
連
句
抄
』）
の
は
た
し
か
で
、
わ
か
り
に
く
い
句

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
芭
蕉
自
筆
の
初
稿
本
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
発
句
・
脇
の
み
が

書
き
付
け
ら
れ
、
下
五
が
「
こ
の
葉
か
な
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

薄
す
す
き
を
霜
の
髭ひ
げ

四
十
一 

芭
蕉

　

脇　
　
　

冬
十
月
（
霜
）

〔
句
意
〕
薄
に
置
く
霜
は
白
く
、
自
分
も
白
い
髭
を
し
た
四
十
一
歳
の
老
人
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
桜
の
落
葉
が
散
り
敷
く
光
景
と
見
定
め
つ
つ
、「
師
」
の
語
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
、
②
初
冬
の
景
観
を
別
に
探
る
と
と
も
に
、
初
老
を
過
ぎ
た

自
ら
の
境
遇
を
こ
れ
に
重
ね
よ
う
と
考
え
、③
霜
の
降
り
た
薄
と
同
様
、四
十
一
歳
と
な
っ

た
私
は
髭
も
霜
の
よ
う
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
薄
を
霜
」
は
初
稿
本
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
「
薄
に
霜
」
と
あ
り
、
こ
の
方

が
わ
か
り
や
す
い
。
薄
に
霜
が
降
り
て
い
る
光
景
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
れ
は
髭
の
白
さ

を
比
喩
的
に
表
し
て
も
い
る
。「
落
葉
・
木
葉
」
と
同
様
、「
霜
」
も
諸
書
に
十
月
の
扱
い
。

四
十
一
歳
は
芭
蕉
の
実
年
齢
で
あ
り
、
四
十
歳
を
初
老
と
す
る
当
時
の
習
い
か
ら
し
て
、

こ
れ
も
老
い
の
感
慨
を
述
べ
た
も
の
に
相
違
な
く
、
合
わ
せ
て
発
句
の
挨
拶
に
対
し
て
謙

退
の
意
で
応
じ
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
。

句
に
ま
と
め
た
か
〔
句
作
〕、
と
い
う
三
段
階
に
よ
る
分
析
方
法
を
用
い
る
。
先
行
す
る

注
釈
書
に
は
、『
校
本
芭
蕉
全
集　

第
三
巻
』（
角
川
書
店　

昭
和
38
年
刊
）、
阿
部
正
美

『
芭
蕉
連
句
抄　

第
四
篇
』（
明
治
書
院　

昭
和
51
年
刊
）、
島
居
清
『
芭
蕉
連
句
全
註
解

第
三
冊
』（
桜
楓
社　

昭
和
55
年
刊
）
な
ど
が
あ
り
、
略
称
を
も
っ
て
適
宜
に
利
用
し
た
。

出
典
の
『
元
禄
風
韵
』
は
木
因
編
に
な
る
俳
諧
撰
集
で
、
貞
享
元
年
か
ら
元
禄
十
七
年
ま

で
の
連
句
五
巻
を
収
め
、
写
本
の
ま
ま
伝
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
勝
峯
晋
風
編
『
新

編
芭
蕉
一
代
集
』（
春
秋
社　

昭
和
６
年
刊
）
が
倉
重
逸
志
筆
写
本
『
元
禄
風
韵
』
か
ら

本
歌
仙
を
収
録
し
た
後
、そ
の
筆
写
本
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
た
め
、上
記
の
三
書
や
『
古

典
俳
文
学
大
系　

芭
蕉
集
全
』（
集
英
社　

昭
和
45
年
刊
）
な
ど
は
、
す
べ
て
『
新
編
芭

蕉
一
代
集
』
を
出
典
と
し
て
本
歌
仙
を
掲
出
す
る
。
そ
の
後
、
化
月
坊
筆
写
本
『
元
禄
風

韵
』
が
出
現
し
、宮
田
正
信
「
化
月
坊
本
元
禄
風
韵
」（『
中
京
国
文
学
』
１　

昭
和
57
・
３
）

に
全
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
化
月
坊
は
明
治
三
年
没
の
美
濃
派
俳
人
で
、
逸
志
は
そ
の

弟
子
に
当
た
る
も
の
の
、両
本
に
は
表
現
や
表
記
の
異
同
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
（
た
だ
し
、

宮
田
稿
が
「
両
者
は
別
系
統
の
転
写
本
の
如
く
で
あ
る
」
と
述
べ
る
ほ
ど
の
懸
隔
と
ま
で

は
言
い
が
た
い
）。
本
稿
で
は
、
宮
田
稿
の
翻
刻
本
文
を
底
本
と
し
て
用
い
つ
つ
、『
古
典

俳
文
学
大
系
』
の
本
文
に
よ
り
数
箇
所
を
直
し
た
。
句
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原
典
に

忠
実
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
つ
つ
、
字
体
は
通
行
の
も
の
に
統
一
し
、
濁
点
と
振
り

仮
名
（
カ
ナ
は
原
典
に
あ
る
通
り
）
を
私
に
付
し
た
。

　
　
　

師
の
桜
む
か
し
拾
は
ん
落お
ち
ば葉
か
な 

嗒
山

　

発
句　
　

冬
十
月
（
落
葉
）

〔
句
意
〕
師
に
ゆ
か
り
の
桜
も
落
葉
の
時
節
、
そ
れ
を
拾
い
往
時
を
手
に
す
る
こ
と
だ
。

〔
備
考
〕
作
者
の
嗒
山
は
、
千
春
編
『
む
さ
し
ぶ
り
』（
天
和
二
年
刊
）
に
発
句
一
が
入

集
す
る
な
ど
、
天
和
期
蕉
門
と
い
ち
早
く
結
び
つ
い
た
大
垣
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
、
芭
蕉

と
は
す
で
に
江
戸
で
交
流
を
果
た
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。「
師
の
桜
」
は
、
そ
の
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の
倒
置
法
」（『
連
句
抄
』）
と
見
て
誤
ら
ず
、
こ
れ
も
天
和
期
の
俳
諧
に
多
用
さ
れ
る
手

法
で
あ
っ
た
。
簾
を
下
げ
た
席
で
独
り
琵
琶
を
弾
ず
る
と
の
解
も
可
能
な
が
ら
、
三
句
の

変
化
と
い
う
点
か
ら
も
、
こ
こ
は
複
数
の
者
が
い
る
場
と
見
て
お
き
た
い
。

　
　
　

洞ほ
ら

鴨が
も

の
石
の
古
巣
も
冷
す
さ
ま
じ
く 

芭
蕉

　

初
オ
５　

秋
九
月
（
冷
じ
く
）

〔
句
意
〕
洞
に
住
む
鴨
の
、
そ
の
石
の
古
巣
も
冷
え
冷
え
と
し
た
感
じ
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
渓
流
の
さ
ま
を
感
じ
取
り
、
②
そ
の
場
に
い
そ
う
な
別
の
生
物
を

探
り
、
③
鴨
の
古
巣
で
あ
る
石
の
洞
も
冷
然
と
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
上
五
は
、底
本
に
「
飼
鴨
の
」、逸
志
本
に
「
洞
鴨
の
」
と
あ
り
（「
飼
」
と
「
洞
」

は
草
体
が
類
似
）、ど
ち
ら
を
採
る
か
で
悩
ま
さ
れ
る
。「
洞
鴨
」
は
「
石
の
洞
に
棲
む
鴨
」

（『
校
本
』）
を
さ
す
造
語
ら
し
く
、
前
句
の
場
に
飼
育
の
鳥
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
か

ら
、
後
者
に
直
す
こ
と
と
す
る
。
そ
の
「
洞
」
を
さ
ら
に
「
石
の
古
巣
」
と
言
い
替
え
た

の
は
、
鰍
が
石
の
裏
に
多
く
い
る
こ
と
か
ら
の
連
想
で
も
あ
ろ
う
。「
す
さ
ま
じ
」
は
動

詞
「
す
さ
む
」
が
形
容
詞
化
し
た
も
の
で
、
不
調
和
か
ら
起
こ
る
荒
涼
と
し
た
感
じ
が
原

義
。
後
に
「
冷
」
の
字
が
当
て
ら
れ
、
秋
（
と
く
に
晩
秋
）
の
冷
え
冷
え
と
し
た
感
覚
を

表
す
よ
う
に
な
り
、『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
等
で
も
九
月
に
扱
わ
れ
る
。

　
　
　

作
ら
ぬ
松
の
雨
に
伸
び
た
る 

嗒
山

　

初
オ
６　

雑

〔
句
意
〕
手
入
れ
も
し
な
い
松
が
雨
の
中
で
枝
を
伸
ば
し
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
庭
園
の
中
の
池
の
景
色
と
見
換
え
、
②
そ
の
す
さ
ま
じ
い
あ
り
方
か

ら
荒
れ
た
ま
ま
の
廃
園
を
思
い
描
き
、
③
松
も
自
然
の
ま
ま
に
枝
を
伸
ば
し
、
雨
の
中
に

立
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
作
ら
ぬ
松
」
は
格
別
な
手
入
れ
を
し
な
い
自
然
の
ま
ま
の
松
。
枝
も
伸
び
放

　
　
　

月
夜
澄
ム
竹
の
曲
き
よ
く

彔ろ
く

琵
琶
澄す
み

て 

木
因

　

第
三　
　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
夜
）　

月
の
句

〔
句
意
〕
澄
ん
だ
月
光
の
夜
、竹
の
曲
彔
で
演
奏
さ
れ
る
琵
琶
の
音
も
澄
み
切
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
初
老
過
ぎ
の
清
逸
な
境
涯
に
あ
る
人
物
と
見
込
み
、
②
そ
の
人
が
独

り
清
興
に
ふ
け
る
さ
ま
を
想
像
し
つ
つ
、「
霜
」
か
ら
「
月
光
」
を
連
想
し
て
月
の
句
に

し
よ
う
と
考
え
、
③
澄
ん
だ
月
の
下
、
椅
子
で
奏
す
る
琵
琶
の
音
も
澄
ん
で
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
月
夜
澄
ム
」
は
夜
の
月
光
が
澄
ん
で
い
る
こ
と
。「
曲
彔
」（
逸
志
本
の
「
曲
録
」

は
転
写
の
過
程
で
生
じ
た
誤
り
で
あ
ろ
う
）
は
主
と
し
て
僧
が
法
会
な
ど
に
用
い
る
椅
子

で
、
寄
り
か
か
る
部
分
が
湾
曲
す
る
か
、
背
も
た
れ
と
肘
掛
け
が
曲
が
っ
た
一
本
の
棒
で

つ
な
が
っ
て
い
る
。「
琵
琶
澄
て
」
は
琵
琶
を
奏
で
る
音
の
澄
ん
で
い
る
こ
と
。「
澄
ム
」

と
「
澄
て
」
の
重
複
は
、意
図
的
な
措
置
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、た
し
か
に
「
拙
劣
」（『
連

句
抄
』）
と
の
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
敢
え
て
冬
か
ら
秋
へ
季
移
り
し
、
こ
こ
に
月
の

句
を
出
し
た
の
は
、
月
光
を
霜
に
見
立
て
る
伝
統
（『
類
船
集
』
に
「
霜
→
夏
の
月
・
秋

の
月
」）
に
従
っ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
も
や
や
安
易
な
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。

　
　
　

簾み
す

に
カ
ジ
カ
の
声
を
儲
ま
う
け
し 

如
行

　

初
オ
４　

秋
八
月
（
カ
ジ
カ
）

〔
句
意
〕
鰍
か
じ
か
の
声
が
聞
こ
え
る
川
辺
に
席
を
し
つ
ら
え
、
簾
す
だ
れ
を
垂
れ
下
げ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
雅
宴
に
お
け
る
余
興
と
見
て
、
②
そ
の
座
に
興
趣
を
添
え
る
景
物
を

探
り
な
が
ら
場
を
案
じ
、
③
簾
を
下
ろ
し
た
川
辺
の
席
で
鰍
の
声
を
味
わ
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
こ
で
の
「
簾
」
は
「
御
簾
」
に
同
じ
く
ミ
ス
と
読
ま
せ
る
。「
カ
ジ
カ
」（
逸

志
本
で
は
「
鱅
」
の
表
記
）
は
カ
サ
ゴ
目
カ
ジ
カ
科
の
淡
水
魚
で
、『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』

等
に
八
月
の
扱
い
。
食
用
に
な
り
、
や
は
り
水
辺
に
生
息
す
る
河
鹿
蛙
と
の
混
同
か
ら
、

よ
い
声
で
鳴
く
と
さ
れ
て
い
た
。「
儲
し
」
は
逸
志
本
に
「
設
し
」
の
表
記
。
こ
の
二
字

は
通
用
し
、ど
ち
ら
も
設
置
す
る
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。
一
句
は
「﹁
鱅
の
声
に
簾
を
設
し
﹂
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「
熊
狩
」
は
山
野
の
熊
を
狩
り
捕
え
る
こ
と
で
、「
入
」
は
そ
の
山
野
に
分
け
入
る
こ
と
。

　
　
　

武た
け

か
れ
と
婿む
こ

の
心
や
た
め
す
ら
ん 

嗒
山

　

初
ウ
３　

雑

〔
句
意
〕
猛
々
し
く
あ
っ
て
く
れ
と
、
婿
の
心
の
ほ
ど
を
試
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
人
物
が
危
険
を
伴
う
熊
狩
に
行
く
点
に
着
目
し
、
②
そ
こ
に
は
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
事
情
が
あ
り
、
他
か
ら
の
要
請
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
③
妻
の
父
が

婿
に
勇
武
の
気
性
が
あ
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
試
し
と
し
て
行
か
せ
る
の
だ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
武
か
れ
」
は
形
容
詞
「
武
し
（
猛
し
）」
の
命
令
形
で
、
強
く
勇
ま
し
く
あ
れ

の
意
。
婿
に
そ
う
望
む
の
だ
か
ら
、
当
然
、
そ
れ
は
舅
の
願
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

破
軍
の
誓
ヒ
餅も
ち

北
に
搗つ
く 

芭
蕉

　

初
ウ
４　

雑

〔
句
意
〕
破
軍
星
に
対
し
て
勝
利
を
誓
い
、
北
に
向
か
っ
て
餅
を
搗
く
。

〔
付
合
〕①
前
句
を
舅
が
婿
の
武
士
と
し
て
の
力
量
を
期
待
す
る
場
面
で
あ
る
と
見
換
え
、

②
二
人
を
含
む
決
戦
前
夜
の
陣
内
の
さ
ま
を
想
像
し
、
③
破
軍
星
に
誓
い
を
立
て
、
そ
の

方
角
に
餅
を
搗
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
破
軍
」
は
「
破
軍
星
」
の
こ
と
で
、北
斗
七
星
の
第
七
星
。「
破
軍
の
誓
ヒ
」
は
、

星
の
名
か
ら
敵
軍
を
破
る
と
い
う
意
を
読
み
取
り
、
そ
の
縁
起
を
か
つ
い
で
出
陣
前
に
破

軍
星
へ
の
祭
祀
を
し
、
勝
利
の
誓
い
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
餅
北
に
搗
」
は
、
そ
の

星
の
方
角
に
向
か
っ
て
餅
を
搗
く
こ
と
で
、
こ
れ
も
出
陣
前
夜
に
前
途
を
祝
し
て
行
な
っ

た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
　
　

日
の
諷う

た
ヒ
簇
や
じ
り
を
踊
る
果は
て

の
国 

木
因

　

初
ウ
５　

雑

題
の
ま
ま
雨
に
濡
れ
て
い
る
の
を
、「
雨
に
伸
び
た
る
」
と
表
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

草わ
ら
ん
ぢ鞋
を
印
の
塚
に
築つ
き

し
よ
り 

如
行

　

初
ウ
１　

雑

〔
句
意
〕
草
鞋
に
ち
な
む
記
念
の
塚
を
築
き
、
中
に
草
鞋
を
埋
め
込
ん
だ
時
か
ら
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
松
を
相
当
の
年
月
を
経
た
老
松
と
見
な
し
、
②
こ
れ
を
何
か
の
記
念

に
植
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
、
何
か
伝
承
を
も
つ
土
地
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
、
③
そ
れ

は
草
鞋
を
中
に
埋
め
た
こ
の
塚
の
築
か
れ
た
時
か
ら
な
の
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
印
の
塚
」
は
、
何
ら
か
の
故
事
・
来
歴
を
も
ち
、
そ
の
こ
と
を
形
に
示
す
た

め
の
塚
と
い
う
こ
と
で
、「
昔
こ
こ
で
誰
そ
れ
が
草
鞋
を
脱
ぎ
…
」
と
い
っ
た
伝
承
の
あ

る
塚
な
の
で
あ
ろ
う
。「
築つ
き

」
は
四
段
動
詞
「
築つ

く
」
の
連
用
形
で
、
土
や
石
を
積
み
重

ね
て
固
め
、
垣
・
台
・
塚
な
ど
を
造
る
こ
と
。
こ
こ
は
、
塚
の
中
に
そ
の
草
鞋
を
埋
め
込

ん
だ
は
ず
で
あ
る
か
ら
、「
築
し
」
は
「
築つ
き
こ
み込
し
」
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
塚
を
築
い
た
と
い
う
意
と
、
塚
に
草
鞋
を
築
き
込
ん
だ
の
意
を
、

二
つ
な
が
ら
「
築
し
」
の
一
語
が
担
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

嵐
の
太
郎
熊く
ま

狩が
り

に
入い
る 

木
因

　

初
ウ
２　

雑

〔
句
意
〕
嵐
の
太
郎
が
熊
を
狩
り
に
山
に
入
っ
て
い
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
塚
を
「
こ
の
先
に
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
っ
た
戒
め
の
印
を
な
す
も

の
と
見
込
み
、
そ
の
伝
承
的
な
気
分
に
着
目
し
、
②
伝
承
的
な
場
に
伝
承
的
な
人
物
で
応

じ
る
べ
く
、
禁
制
で
も
何
で
も
破
ろ
う
か
と
い
う
勇
猛
な
者
を
想
定
し
て
、
③
嵐
の
太
郎

と
呼
ば
れ
る
者
が
熊
の
狩
猟
に
行
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
嵐
の
太
郎
」
は
い
か
に
も
猛
者
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
替
名
で
あ
り
、

こ
う
し
た
架
空
の
名
称
は
、
天
和
・
貞
享
期
の
芭
蕉
俳
諧
に
多
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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〔
付
合
〕
①
前
句
を
世
の
宝
と
も
い
う
べ
き
存
在
（「
早
苗
」
は
そ
の
比
喩
と
な
る
）
の

誕
生
と
見
換
え
、
②
天
皇
家
な
ど
に
出
産
が
あ
っ
た
場
合
を
想
定
し
、
そ
の
生
み
の
母
へ

と
連
想
を
進
め
、
③
世
に
愛
さ
れ
る
子
を
産
ん
だ
母
は
着
飾
っ
て
美
し
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
愛
」
に
は
幼
い
者
を
慈
し
み
大
切
に
す
る
意
が
あ
り
、
こ
こ
は
そ
の
対
象
と

な
る
幼
児
を
さ
す
。
よ
っ
て
、「
世
の
愛
」
で
「
世
間
の
寵
愛
を
受
け
る
御
子
」（『
校
本
』）

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
皇
室
に
待
望
の
皇
子
が
誕
生
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
粧
」は
服
飾
な
ど
が
整
っ
て
美
し
い
こ
と
。「
産
屋
」や「
化
粧
」な
ど
は
恋
の
詞
と
さ
れ
、

こ
の
句
も
そ
れ
ら
に
準
じ
て
、
恋
に
扱
っ
て
よ
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

恋
降ふ

る

雪
の
う
へ
の
月
し
ら
む 

嗒
山

　

初
ウ
８　

冬
十
一
月
（
雪
）　

月
の
句　

恋
（
恋
）

〔
句
意
〕
そ
の
恋
は
降
る
雪
の
上
を
照
ら
す
白
い
月
光
の
よ
う
に
清
ら
か
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
美
し
い
女
性
の
出
産
と
い
う
点
に
着
目
し
、
②
そ
の
人
の
恋
の
あ
り

よ
う
を
想
像
し
つ
つ
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
情
景
を
探
り
、
③
相
手
の
愛
を
得
た
そ
の
恋

は
降
雪
の
上
の
月
光
の
よ
う
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
し
ら
む
」
は
動
詞
の
「
白
む
」
で
、
白
く
明
る
く
な
る
こ
と
。
こ
こ
は
、
雪

の
降
り
積
も
る
上
を
月
光
が
差
し
照
ら
し
て
、
さ
え
ざ
え
と
し
た
白
さ
を
見
せ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。「
降
」
は
上
下
に
掛
か
る
と
お
ぼ
し
く
、「
恋
降
」
は
聞
き
慣
れ
な
い
措
辞
な

が
ら
、
そ
の
身
に
男
の
愛
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
推
察
は
で
き
る
も

の
の
、
表
現
上
、
や
や
無
理
の
あ
る
語
法
に
は
違
い
な
い
。

　
　
　

曙
あ
け
ぼ
の

の
三さ

み

線せ
ん

杖
に
す
が
り
た
る 

如
行

　

初
ウ
９　

雑　

恋
（
内
容
）

〔
句
意
〕
曙
の
こ
ろ
、
三
味
線
を
杖
と
し
て
つ
か
ま
り
立
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
恋
し
て
い
る
人
の
眺
め
る
景
と
見
込
み
、
②
そ
れ
を
遊
廓
な
ど
で
芸

〔
句
意
〕
太
陽
を
讃
え
て
歌
い
、
矢
尻
を
振
り
立
て
て
踊
る
、
そ
ん
な
最
果
て
の
国
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
極
北
の
地
で
の
戦
と
感
じ
取
り
、
②
そ
の
戦
う
相
手
側
へ
と
想
を

翻
し
、
そ
れ
を
中
国
の
北
方
民
族
で
あ
る
と
し
て
、
出
陣
前
の
さ
ま
を
想
像
し
、
③
辺
境

の
地
で
は
、
太
陽
へ
の
賛
歌
を
歌
い
、
矢
を
手
に
振
り
な
が
ら
踊
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
諷
ヒ
」
は
声
に
出
し
て
歌
う
歌
で
、「
日
の
諷
ヒ
」
は
「
太
陽
を
讃
え
た
歌
」（『
校

本
』）
な
の
で
あ
ろ
う
。「
簇
」
は
一
般
的
に
群
が
り
を
表
す
字
な
が
ら
、「
鏃
」
に
も
通
じ
、

こ
こ
も
矢
の
先
端
に
付
け
る
鉄
な
ど
の
部
分
を
さ
す
と
見
ら
れ
る
。「
果
の
国
」
は
中
央

か
ら
遠
く
離
れ
た
地
で
、
中
国
の
北
方
異
民
族
で
あ
る
「
北
狄
蛮
族
」（
同
）
が
自
ず
と

想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
。付
合
と
し
て
は
、「
前
句
の
軍
と
対
峙
し
て
い
る
蛮
軍
の
陣
中
」（『
連

句
抄
』）
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
　
　

早
苗
は
じ
め
て
得
し
宝

た
か
ら

草ぐ
さ 

如
行

　

初
ウ
６　

夏
五
月
（
早
苗
）

〔
句
意
〕
育
ち
始
め
た
早
苗
は
、
こ
れ
ぞ
わ
れ
ら
が
初
め
て
得
た
宝
の
草
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
辺
境
の
民
が
感
謝
や
歓
喜
の
た
め
に
歌
い
踊
る
場
面
と
見
換
え
、
②

そ
の
人
々
が
中
央
の
風
習
を
覚
え
て
喜
ぶ
さ
ま
を
想
定
し
、
③
早
苗
は
初
め
て
手
に
し
た

宝
草
だ
と
の
、
そ
の
思
い
を
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
宝
草
」
は
宝
と
な
る
草
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
稲
の
こ
と
を
さ
し
、
そ
の

栽
培
を
通
じ
て
安
定
し
た
食
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
辺
境
の
住
人
の
喜

び
の
言
と
し
て
表
し
て
い
る
。

　
　
　

世
の
愛
を
産う
み

け
ん
人
の
御お

ん

粧よ
そ
ひ 

芭
蕉

　

初
ウ
７　

雑　

恋
（
産
け
ん
・
御
粧
）

〔
句
意
〕
世
人
の
愛
を
一
身
に
受
け
る
御
子
を
生
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
母
は
美
し
い
粧
い

で
あ
る
。



和
洋
女
子
大
学
紀
要　

第
六
十
集

（
一
八
）　

205

〔
句
意
〕
花
を
矢
で
射
抜
き
、
そ
の
梢
を
相
手
の
舟
に
贈
っ
た
格
好
で
あ
る
こ
と
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
戦
場
で
寄
手
を
招
く
場
面
と
見
換
え
、
②
那
須
与
一
の
故
事
を
思
い

起
こ
し
つ
つ
、
花
の
定
座
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
相
手
方
の
船
に
掲
げ
ら
れ
た
花
を
射
る
場

面
を
構
想
し
、
③
花
の
梢
を
射
落
と
し
て
、
舟
の
人
々
に
贈
っ
た
も
の
だ
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
付
合
は
、「
那
須
与
一
扇
の
的
の
話
を
ふ
ま
え
る
」（『
校
本
』）
と
見
な
い

限
り
、
ま
っ
た
く
解
釈
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
作
者
も
前
句
の
「
寄
手
を
招
く
」
か
ら

た
だ
ち
に
『
平
家
物
語
』
の
一
場
面
を
想
起
し
、
そ
の
趣
向
を
句
作
に
ま
で
残
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
献
上
花
は
水
引
で
く
く
る
が
例
」（
同
）
で
あ
る
な
ら
ば
、

詞
と
詞
の
縁
を
か
な
り
多
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

詩
を
啼な
く

烏か
ら
す

柳
み
ど
り
に 

嗒
山

　

初
ウ
12　

春
一
月
な
い
し
三
春
（
柳
）

〔
句
意
〕
柳
の
緑
に
烏
が
鳴
い
て
、
盛
ん
に
詩
を
吟
じ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
舟
を
遊
覧
の
た
め
の
そ
れ
と
見
換
え
、
②
「
花
」
か
ら
「
柳
」
へ
の

連
想
を
元
に
、
川
辺
の
風
景
を
探
り
、
③
緑
色
の
柳
で
烏
が
詩
を
詠
ん
で
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
花
と
柳
は
縁
が
深
く
（『
類
船
集
』
に
「
柳
」
→
「
桜
」）、『
連
句
抄
』
が
指
摘

す
る
通
り
、
蘇
東
坡
の
詩
句
「
柳
緑
花
紅
真
面
目
」
は
謡
曲
等
に
引
か
れ
、
禅
語
と
し
て

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
こ
に
柳
を
出
し
た
の
は
自
然
。
一
句
は
、
そ
こ
で
烏
が

鳴
く
の
を
「
詩
を
啼
烏
」
と
言
い
な
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、「
生
き
と
し
生
け

る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」（『
古
今
集
』
仮
名
序
）
の
考
え
方
が
、
そ
こ

に
は
伏
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
柳
は
『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
等
に
一
月
、『
至

宝
抄
』『
は
な
ひ
草
』
等
に
兼
三
春
の
扱
い
。

　
　
　

不ふ

じ二
の
晴は
れ

蜆し
じ
み
に
雪
を
斗は
か

り
見
る 

木
因

　

名
オ
１　

春
二
月
（
蜆
）

を
演
じ
る
女
性
と
考
え
、
そ
の
人
の
恋
や
つ
れ
し
た
姿
を
想
像
し
、
③
三
味
線
を
杖
と
す

が
る
曙
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
三
線
」
は
三
弦
の
弦
楽
器
で
あ
る
三
味
線
の
こ
と
（
逸
志
本
は
「
三
味
せ
ん
」

の
表
記
）
で
、
サ
ミ
セ
ン
と
も
シ
ャ
ミ
セ
ン
と
も
発
音
す
る
。
近
世
歌
謡
に
お
け
る
最
も

一
般
的
な
伴
奏
楽
器
で
あ
り
、
宴
席
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、「
青
楼
の

雪
の
朝
」（『
校
本
』）
と
見
な
す
理
由
も
十
分
に
あ
る
。
こ
の
句
に
も
恋
の
情
は
認
め
ら

れ
る
も
の
の
、「
三
線
」
が
恋
の
詞
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　

寄よ
せ

手て

を
招
く
水み
ず
ひ
き曳
の
さ
い 

木
因

　

初
ウ
10　

雑

〔
句
意
〕
水
引
に
よ
る
采
配
を
振
る
っ
て
、
寄
せ
来
る
軍
勢
を
招
き
寄
せ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
遊
廓
で
の
一
場
面
と
見
定
め
つ
つ
、「
杖
に
…
」
に
は
戦
場
の
気
分

も
漂
う
こ
と
を
見
て
取
り
、
②
戦
に
関
わ
る
用
語
を
使
い
な
が
ら
遊
興
の
さ
ま
を
描
い
て

は
ど
う
か
と
思
い
つ
き
、
③
水
引
の
采
配
で
寄
手
（
実
は
遊
女
）
を
招
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
寄
手
」
は
攻
め
寄
せ
て
来
る
軍
勢
。「
水
曳
」
は
「
水
引
」
と
同
じ
で
あ
る
ら

し
く
、
進
物
の
包
み
紙
な
ど
を
結
ぶ
和
紙
で
作
っ
た
紐
。「

」
は
お
そ
ら
く
「
麾
」
の

誤
り
で
、
諸
注
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
軍
勢
を
指
揮
す
る
た
め
将
帥
が
手
に
持
つ
采
配
の

こ
と
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
水
引
の
采
配
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
く
、
こ
れ
も
天

和
期
俳
諧
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
架
空
の
創
作
に
相
違
な
い
。
一
見
す
る
と
戦
場
の
一
幕

の
よ
う
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
実
は
「
大
臣
が
…
遊
女
を
招
き
立
て
る
」（『
校
本
』）
こ
と

ら
し
く
、
遊
女
（「
敵
」
の
異
称
が
あ
る
）
を
軍
勢
に
見
立
て
、
遊
女
に
渡
す
水
引
の
付

い
た
包
み
金
を
「
水
曳
の

」
と
言
い
な
し
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　

華
を
射
て
梢

こ
ず
ゑ
を
舟
に
贈
お
く
り
け
り 

芭
蕉

　

初
ウ
11　

春
三
月
（
華
）　

花
の
句
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相
に
は
情
味
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
朝
㒵
（
朝
顔
）」
は
ヒ
ル
ガ
オ
科
の
一
年
草
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
こ
で
は
前

句
に
「
女
」「
夜
」
と
あ
っ
た
の
を
受
け
、
そ
う
し
た
女
の
起
き
が
け
の
朝
の
顔
と
い
う

意
も
掛
け
て
い
る
。
朝
顔
は
無
常
を
感
じ
さ
せ
る
花
の
代
表
な
が
ら
、
女
の
顔
は
そ
れ
と

は
別
に
、
昨
夜
の
寝
乱
れ
た
姿
を
残
し
て
情
味
が
深
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

貧
の
や
つ
れ
に
萩
の
庭
売
ル 

芭
蕉

　

名
オ
４　

秋
七
月
（
萩
）

〔
句
意
〕
貧
乏
に
や
つ
れ
果
て
、
萩
の
咲
く
庭
ご
と
家
を
人
手
に
渡
す
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
「
あ
は
れ
」
を
他
人
の
同
情
を
誘
う
様
子
と
見
換
え
、
②
そ
の
人
に

起
こ
っ
た
重
大
な
変
化
を
想
像
し
、
③
貧
苦
の
末
、
庭
に
萩
の
咲
く
家
を
売
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
萩
の
庭
」
は
萩
の
咲
く
庭
の
意
で
あ
り
、
こ
こ
は
そ
の
家
自
体
を
売
る
の
に

相
違
な
い
。「
萩
」
を
出
し
た
の
は
、
そ
の
可
憐
な
感
じ
が
前
句
の
人
の
「
あ
は
れ
」（
こ

こ
で
は
憐
憫
の
意
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
）
に
応
じ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

犬
捨す

つ

る
名
残
は
露
を
吼ほ
え

け
ら
し 

如
行

　

名
オ
５　

秋
七
月
な
い
し
三
秋
（
露
）

〔
句
意
〕
犬
を
捨
て
る
名
残
惜
し
さ
に
ひ
た
っ
て
い
る
時
、
犬
は
露
に
対
し
て
盛
ん
に
吠

え
て
い
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
人
が
家
を
売
る
ほ
ど
貧
窮
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
②
そ
の
人
が
ほ

か
に
手
放
す
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
家
畜
を
思
い
寄
せ
、
③
捨
て
た
犬
は
露
に
吠
え
て
名

残
が
尽
き
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
萩
」
と
「
露
」
は
付
合
語
（『
類
船
集
』
に
「
萩
→
露
」「
露
→
萩
」）。「
け
ら

し
」
は
「
け
る
ら
し
」
の
略
で
、
近
世
で
は
「
け
り
」
と
ほ
ぼ
同
意
で
用
い
ら
れ
た
。

〔
句
意
〕
晴
天
の
富
士
山
に
向
か
い
、
蜆
の
殻
で
そ
の
雪
の
量
を
計
測
し
て
み
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
烏
が
詩
（
禅
の
偈
な
ど
）
を
唱
え
て
い
る
も
の
と
読
み
換
え
、
②
そ

の
不
釣
り
合
い
な
さ
ま
か
ら
、
結
局
は
生
禅
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
諺

「
蜆
貝
で
海
を
測
る
」
を
想
起
し
て
、
③
そ
れ
は
よ
く
晴
れ
た
富
士
の
雪
を
蜆
の
貝
殻
で

測
る
よ
う
な
も
の
だ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
不
二
」
は
「
富
士
」
に
同
じ
く
、
富
士
山
の
こ
と
。「
斗
」
は
「
計
」
に
通
用

す
る
字
。「
蜆
に
雪
を
斗
り
見
る
」
は
、『
校
本
』
に
指
摘
が
あ
る
通
り
、
決
し
て
成
し
え

な
い
こ
と
を
い
う
諺
「
蜆
貝
で
海
を
測
る
」
を
踏
ま
え
た
も
の
に
相
違
な
く
、「
海
」
を

「
雪
」に
替
え
、
富
士（
大
）と
蜆
貝（
小
）の
対
比
を
際
だ
た
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
の「
雪
」

は
春
に
残
る
富
士
の
そ
れ
で
、「
蜆
」
は
『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
等
に
二
月
の
扱
い
。

　
　
　

女
に
法の
り

を
説
く
夜よ

千
年 

如
行

　

名
オ
２　

雑

〔
句
意
〕
女
に
仏
法
を
説
い
て
聞
か
せ
る
夜
は
、
千
年
あ
っ
て
も
足
り
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
不
可
能
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
②
同
じ
よ
う
な
難
事

を
探
り
つ
つ
、
前
句
の
教
説
め
い
た
口
調
か
ら
説
法
の
場
を
も
想
定
し
、
③
女
に
仏
の
教

え
は
通
じ
が
た
く
、
夜
ご
と
に
千
年
の
説
法
を
し
て
も
成
仏
・
解
脱
は
難
し
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
法
」
は
仏
が
衆
生
を
教
え
導
く
教
法
。
仏
教
の
中
に
は
、
女
性
は
業
が
深
く

成
仏
し
が
た
い
と
見
る
側
面
が
あ
り
、
一
句
は
そ
の
常
識
を
踏
ま
え
る
。

　
　
　

朝あ
さ

㒵が
ほ

に
髪
結ゆ

ふ
人
ぞ
あ
は
れ
な
る 

嗒
山

　

名
オ
３　

秋
七
月
（
朝
㒵
）

〔
句
意
〕
朝
顔
が
咲
く
朝
、髪
を
結
う
人
の
姿
は
し
っ
と
り
と
し
た
情
感
を
感
じ
さ
せ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
悟
り
か
ら
遠
い
女
性
を
話
題
に
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
女
が
夜
な

ら
ぬ
朝
に
行
な
う
こ
と
を
探
り
、
③
朝
顔
が
咲
く
朝
に
、
結
髪
し
な
が
ら
見
せ
る
女
の
様
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す
む
月
」（『
校
本
』
に
「
鏡
の
如
く
澄
む
月
」
と
あ
る
通
り
で
あ
ろ
う
）
と
言
い
な
し
、

さ
ら
に
「
誰
が
国
の
記
念
」
の
朧
化
表
現
を
使
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

〈
楊
貴
妃
の
形
見
で
あ
る
鏡
〉
→
〈
楊
貴
妃
の
形
見
で
あ
る
鏡
の
よ
う
な
月
〉
→
〈
ど
こ

か
異
国
の
人
の
形
見
で
あ
る
鏡
の
よ
う
な
月
〉
と
い
う
作
者
の
思
考
回
路
が
想
定
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
詞
の
付
け
と
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
が
目
立
つ
。
な
お
、
少
し
後
の
『
を
だ

ま
き
綱
目
大
成
』
に
「
形
見
の
か
ゞ
み
」
は
恋
の
詞
と
し
て
登
載
さ
れ
る
。

　
　
　

琴
の
唱
し
や
う

歌が

に
作
り
艶た
は

れ
て 

嗒
山

　

名
オ
８　

雑　

恋
（
艶
れ
）

〔
句
意
〕
琴
に
合
わ
せ
る
色
め
い
た
歌
を
作
っ
て
は
歌
い
戯
れ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
異
境
の
地
で
月
を
眺
め
る
人
の
発
語
と
見
換
え
、
②
回
国
の
芸
能
者

が
月
に
対
し
て
歌
う
場
面
を
想
像
し
、
③
琴
歌
の
詞
に
恋
を
歌
っ
て
楽
し
む
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
唱
歌
」
は
楽
器
の
旋
律
を
口
で
歌
う
こ
と
、ま
た
、楽
に
合
わ
せ
て
歌
う
こ
と
。

こ
こ
で
の
「
作
り
」
は
、
琴
に
合
わ
せ
て
歌
う
歌
詞
を
作
る
の
だ
と
見
ら
れ
る
。「
艶
れ
」

は
「
戯
れ
」
に
同
じ
く
、
遊
び
興
じ
る
と
色
恋
に
ふ
け
る
の
両
意
が
あ
り
、
こ
こ
は
恋
に

関
し
た
歌
を
作
っ
て
遊
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
連
句
抄
』
の
よ
う
に
、
前
句
を

歌
の
文
句
と
見
て
の
付
合
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　

明
石
な
る
し
ら
ゝ
吹ふ
き

上あ
げ

須
磨
明
石 

木
因

　

名
オ
９　

雑

〔
句
意
〕
明
石
の
…
、
白
良
・
吹
上
・
須
磨
・
明
石
よ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
琴
歌
を
作
っ
て
歌
う
と
い
う
点
に
着
目
し
、
②
歌
う
に
調
子
の
よ
い

文
句
を
探
り
、
歌
謡
類
を
参
考
に
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
歌
詞
を
案
じ
て
、
③
白
良
・

吹
上
・
須
磨
・
明
石
な
ど
と
歌
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
明
石
」
は
現
在
の
兵
庫
県
明
石
市
。「
し
ら
ゝ
」
は
現
在
の
和
歌
山
県
西
牟
婁

　
　
　

馬ば

塊く
わ
い

三さ
ん

谷や

の
楊
貴
妃
の
秋 

木
因

　

名
オ
６　

三
秋
（
秋
）　

恋
（
楊
貴
妃
）

〔
句
意
〕
馬
嵬
な
ら
ぬ
山
谷
の
楊
貴
妃
と
言
う
べ
き
吉
原
の
遊
女
も
、
秋
を
迎
え
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
や
む
な
く
愛
犬
を
捨
て
る
場
面
と
見
定
め
、
②
犬
を
愛
玩
す
る
存
在

と
し
て
上
級
の
遊
女
を
想
定
し
、
そ
の
零
落
し
て
贅
沢
が
で
き
な
く
な
っ
た
姿
へ
と
連
想

を
進
め
つ
つ
、
こ
れ
を
波
瀾
万
丈
の
人
生
を
た
ど
っ
た
楊
貴
妃
に
重
ね
て
イ
メ
ー
ジ
し
、

③
楊
貴
妃
に
匹
敵
す
る
吉
原
の
太
夫
ら
で
あ
っ
て
も
、
往
時
の
勢
い
を
失
え
ば
淋
し
く
秋

を
過
ご
す
ば
か
り
だ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
馬
塊
」
は
「
馬
嵬
」
が
正
し
く
、
中
国
の
唐
代
、
安
禄
山
の
乱
の
際
に
楊
貴

妃
が
命
を
落
と
し
た
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。「
三
谷
」
は
「
山
谷
」
に
同
じ
く
、
吉
原
遊

廓
の
あ
っ
た
地
区（
現
在
の
東
京
都
台
東
区
千
束
）で
、こ
こ
も
そ
の
遊
廓
を
さ
し
て
い
る
。

「
楊
貴
妃
」は
美
女
の
代
名
詞
で
あ
り
、「
三
谷
の
楊
貴
妃
」と
は
、そ
の
吉
原
の
傾
城
を
言
っ

た
も
の
に
違
い
な
い
。『
連
句
抄
』
は
「
犬
」
か
ら
「
馬
」
を
導
い
た
「
聊
か
古
風
な
付
筋
」

で
あ
る
と
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
吉
原
へ
の
通
い
道
で
あ
っ
た
「
馬
道
」
の
語

を
介
し
て
、「
三
谷
」
が
導
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

誰た

が
国
の
記か
た
み念
ぞ
鏡
す
む
月
は 

芭
蕉

　

名
オ
７　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
）　

月
の
句　

恋
（
記
念
…
鏡
）

〔
句
意
〕
鏡
の
よ
う
に
澄
ん
だ
あ
の
月
は
、一
体
ど
こ
の
国
の
人
の
形
見
だ
と
言
う
の
か
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
馬
嵬
の
楊
貴
妃
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
こ
こ
で
月
を

出
す
べ
き
こ
と
か
ら
、
楊
貴
妃
と
連
想
関
係
に
あ
る
鏡
と
月
を
重
ね
、
そ
の
月
を
見
な
が

ら
異
国
の
故
事
を
偲
ぶ
人
を
想
定
し
、
③
誰
の
国
の
記
念
と
し
て
月
は
鏡
の
よ
う
に
澄
ん

で
い
る
の
か
、
と
の
感
慨
を
一
句
に
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
句
が
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
楊
貴
妃
の
死
か
ら
そ
の
形
見
と
し
て
の
鏡
を

導
き
出
し
（『
類
船
集
』
に
「
鏡
→
貴
妃
の
な
や
み
」「
形
見
→
鏡
」）
つ
つ
、そ
れ
を
「
鏡
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ら
し
い
。「
草
刈
鼓
」
も
架
空
の
も
の
で
、「
草
刈
笛
に
よ
る
造
語
」（
同
）
と
見
ら
れ
る
。

「
草
刈
笛
」
は
草
を
刈
る
少
年
の
吹
く
笛
で
、
謡
曲
「
敦
盛
」
に
も
見
え
る
こ
と
を
重
視

す
れ
ば
、「
須
磨
明
石
」
か
ら
の
連
想
が
こ
の
句
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。

　
　
　

棺
ひ
つ
ぎ
に
歯し

だ朶
を
飾
る
年
の
夜よ 

芭
蕉

　

名
オ
12　

冬
十
二
月
（
年
の
夜
）

〔
句
意
〕
大
晦
日
の
夜
、
死
者
を
収
め
た
棺
に
ま
で
新
年
用
の
歯
朶
を
飾
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
何
か
特
別
の
席
で
演
奏
す
る
場
面
と
見
込
み
、
②
辺
境
の
地
の
葬
礼

を
想
起
し
、
特
殊
な
状
況
下
で
の
そ
の
家
の
さ
ま
を
探
り
、
③
棺
に
ま
で
歯
朶
を
飾
る
一

年
最
後
の
夜
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
歯
朶
」
は
シ
ダ
植
物
の
総
称
で
、「
歯
朶
を
飾
る
」
は
そ
の
一
種
で
あ
る
裏
白

の
葉
を
新
年
の
飾
り
と
す
る
こ
と
。「
年
の
夜
」
は
大
晦
日
の
夜
。
一
句
は
、
歳
末
に
死

者
が
出
た
た
め
そ
の
棺
に
も
歯
朶
を
飾
る
と
い
う
こ
と
な
が
ら
、
迎
春
と
葬
儀
を
無
理
に

合
わ
せ
た
と
の
印
象
を
拭
い
切
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
『
校
本
』
の
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
草
刈
」
に
応
じ
て
「
歯
朶
」
を
出
し
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

愚
を
溜た

め

て
金
を
我わ
が

子
に
隠
し
た
る 

如
行

　

名
ウ
１　

雑

〔
句
意
〕
愚
行
を
積
み
重
ね
て
、
貯
め
た
金
を
わ
が
子
に
さ
え
隠
し
て
い
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
葬
礼
の
夜
と
見
定
め
、
②
そ
の
場
で
出
そ
う
な
故
人
に
対
す
る
評
判

の
類
を
想
像
し
、③
愚
か
に
も
貯
め
込
ん
だ
金
を
わ
が
子
に
も
隠
し
て
教
え
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕
底
本
に
は
上
五
「
画
を
溜
て
」
と
あ
る
（「
画
」
の
旧
字
「
畫
」
と
「
愚
」
は

草
体
が
類
似
）
も
の
の
、
こ
こ
に
「
画
」
を
出
す
必
要
性
は
乏
し
い
た
め
、
逸
志
本
の
「
愚

を
溜
て
」に
校
訂
し
た
。
こ
れ
は「
愚
行
を
重
ね
て
」（『
校
本
』）の
意
で
あ
る
と
お
ぼ
し
く
、

同
時
に
「
溜
て
」
は
「
金
」
に
も
掛
か
り
、
一
句
と
し
て
は
、「
愚
か
に
も
金
を
貯
め
る

郡
白
浜
町
の
海
岸
。「
吹
上
」
は
現
在
の
和
歌
山
県
和
歌
山
市
に
あ
る
海
岸
。「
須
磨
」
は

現
在
の
兵
庫
県
神
戸
市
須
磨
区
。
い
ず
れ
も
歌
枕
と
し
て
知
ら
れ
る
海
浜
が
あ
る
。
箏
曲

に
「
須
磨
」
が
あ
り
、
歌
謡
の
「
月
見
」（『
松
の
葉
』
所
収
）
に
「
し
ら
ゝ
・
ふ
き
あ
げ
」

な
ど
と
あ
る
こ
と
が
、『
連
句
抄
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

夕
べ
侘わ
び

し
う
鯛た
ひ
で
ら寺
に
ね
ん 

如
行

　

名
オ
10　

雑

〔
句
意
〕
わ
び
し
げ
な
風
情
の
夕
暮
れ
、
鯛
寺
に
寝
る
と
し
よ
う
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
地
名
列
挙
を
諸
国
行
脚
の
者
の
述
懐
な
ど
と
見
て
、
②
そ
の
人
が
明

石
に
宿
り
を
求
め
る
場
合
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
地
の
名
物
に
鯛
が
あ
る
こ
と
も
思
い
起

こ
し
、
③
夕
方
の
も
の
わ
び
し
さ
を
味
わ
い
つ
つ
鯛
寺
に
宿
泊
し
よ
う
と
の
、
そ
の
者
の

思
い
を
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
侘
し
う
」
は
「
侘
し
く
」
の
音
便
形
で
、
簡
素
に
し
て
閑
寂
な
情
趣
が
あ
る

こ
と
。
逸
志
本
の
「
侘
し
ら
ぬ
」
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。「
鯛
寺
」
は
架
空
の
名
称
で
、

何
か
鯛
に
ち
な
む
縁
起
が
あ
る
寺
な
の
で
あ
ろ
う
。「
明
石
」
と
「
鯛
」
は
付
合
語
（『
類

船
集
』
に
「
鯛
」
→
「
明
石
」）。「
ね
ん
」
は
「
寝
ん
」
で
、「
ん
」
は
推
量
・
意
志
の
助

動
詞
「
む
」
に
通
用
す
る
。

　
　
　

霰
う
つ
草く

さ
か
り刈
鼓つ
づ
み
と
り
出い
で

て 

嗒
山

　

名
オ
11　

冬
十
一
月
（
霰
）

〔
句
意
〕
草
刈
の
鼓
を
取
り
出
し
て
霰
が
降
り
打
つ
よ
う
に
打
ち
立
て
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
「
佗
し
う
」
を
物
足
り
な
い
気
分
の
意
に
読
み
換
え
、
②
そ
れ
を
か

こ
つ
旅
人
を
土
地
の
人
が
芸
能
な
ど
で
慰
め
る
場
面
を
想
定
し
、
③
草
刈
鼓
を
霰
の
よ
う

に
打
っ
て
聞
か
せ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
句
の
「
霰
う
つ
」
は
「
霰
の
如
く
鼓
を
打
つ
」（『
校
本
』）
の
意
で
あ
る
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し
れ
な
い
。
な
お
、
語
調
は
謡
曲
「
百
万
」
の
「
わ
が
子
に
鸚
鵡
の
袖
な
れ
や
」
を
受
け

た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
が
次
句
に
つ
な
が
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

美
山
の
滝
を
産う
ぶ

水み
づ

に
汲
む 

嗒
山

　

名
ウ
４　

雑

〔
句
意
〕
美
山
の
滝
か
ら
産
湯
に
使
う
た
め
の
水
を
汲
む
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
人
声
の
よ
う
な
そ
う
で
な
い
よ
う
な
音
声
と
見
て
、
②
産
声
を
発
す

る
生
ま
れ
た
て
の
赤
子
を
想
定
し
、
産
湯
を
使
う
場
面
へ
と
連
想
を
進
め
つ
つ
、
前
句
の

漢
詩
文
的
語
調
に
も
合
わ
せ
よ
う
と
考
え
、③
美
山
の
滝
を
汲
ん
で
産
水
に
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
美
山
」
に
関
し
て
は
、『
山
海
経
』
に
出
る
中
国
の
山
名
と
す
る
『
連
句
抄
』

の
見
解
に
従
う
。「
産
水
」は
産
湯
に
使
う
水
や
産
湯
自
体
を
い
う
。
付
合
と
し
て
は
、「
前

句
を
嬰
児
の
初
声
と
し
た
」（『
校
本
』）
と
見
る
ほ
か
な
く
、「
美
山
の
滝
」
も
「
前
の
漢

詩
文
調
に
相
応
し
く
中
国
の
山
名
を
持
出
し
た
」（『
連
句
抄
』）
以
外
の
必
然
性
に
欠
け
、

作
為
的
な
要
素
の
強
い
付
句
と
見
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　

散チ
レ

と
折
る
花
に
白し
ら

髪が

の
芳
か
ん
ば
し
く　
　
　
　
　
　
　
　

 

木
因

　

名
ウ
５　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句

〔
句
意
〕
散
る
な
ら
ば
散
れ
と
の
思
い
で
折
っ
た
花
で
、
白
髪
が
芳
し
く
匂
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
仙
境
の
趣
を
看
取
し
、
②
そ
こ
で
産
湯
を
浴
び
て
育
っ
た
者
の
行

く
末
を
想
像
し
、③
散
る
も
か
ま
わ
ず
手
折
っ
た
花
で
白
髪
も
芳
香
に
包
ま
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
散
と
折
る
」
は
「
散
ろ
う
と
ま
ま
よ
と
手
折
る
」（『
校
本
』）
の
意
。
諸
注
の

指
摘
す
る
通
り
、
前
句
か
ら
仙
境
の
気
分
を
感
じ
取
っ
て
の
付
け
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

世
の
外そ

と

軽
し
身
は
野と
こ
ろ老
売
り 

如
行

　

挙
句　
　

春
一
月
（
野
老
）

こ
と
に
専
念
し
、
し
か
も
そ
の
在
り
処
を
我
が
子
に
も
隠
し
て
教
へ
な
か
つ
た
」（『
連
句

抄
』）
と
い
っ
た
意
に
な
る
の
だ
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
棺
中
の
人
を
守
銭
奴

で
あ
っ
た
と
す
る
必
然
性
は
な
く
、
恣
意
的
な
付
合
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　

二に

疋ひ
き

の
牛
を
市
に
吟
ず
る 

木
因

　

名
ウ
２　

雑

〔
句
意
〕
二
匹
の
牛
を
売
り
に
来
て
、
市
で
声
を
上
げ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
金
儲
け
に
し
か
関
心
が
な
い
人
と
見
て
、
②
そ
の
人
が
い
か
に
も
や

り
そ
う
な
こ
と
を
案
じ
、
③
飼
っ
て
い
た
二
匹
の
牛
ま
で
売
っ
て
し
ま
お
う
と
、
市
で
売

り
声
を
出
す
と
し
た
。

〔
備
考
〕底
本
に
は「
二
足
の
牛
を
…
」と
あ
る
も
、こ
れ
で
は
意
が
通
じ
ず
、「
足
」を「
疋
」

の
誤
写
と
判
断
し
、逸
志
本
の「
二
疋
の
牛
を
…
」に
校
訂
し
た
。「
疋
」は「
匹
」に
同
じ
。「
吟

ず
る
」
は
声
を
出
し
て
言
う
こ
と
で
、
こ
こ
は
「
売
り
声
を
上
げ
る
」（『
校
本
』）
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
。『
連
句
抄
』
は
「
市
に
虎
」
の
故
事
（『
戦
国
策
』）
を
踏
ま
え
た
と
し
、

そ
の
可
能
性
も
全
否
定
は
で
き
な
い
。

　
　
　

鸚あ
う

兮ナ
レ
ヤ

鵡む

兮ナ
レ
ヤ

朝
の
喧
か
し
ま
しキ 

芭
蕉

　

名
ウ
３　

雑

〔
句
意
〕
朝
の
や
か
ま
し
さ
は
、
ま
る
で
鸚
鵡
の
よ
う
で
あ
る
な
あ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
市
で
の
売
り
声
を
扱
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
市
全
体
の
喧
噪
へ
と

想
を
広
げ
、
③
朝
の
喧
噪
は
鸚
鵡
の
よ
う
で
あ
る
と
、
漢
詩
文
的
な
語
調
で
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
鸚
兮
鵡
兮
」は「
鸚
鵡
」を
二
字
に
分
け
て
助
辞「
兮
」を
加
え
た
も
の
。「
喧
キ
」

は
耳
に
障
っ
て
や
か
ま
し
い
こ
と
。「
鸚
鵡
」
は
人
の
言
葉
を
ま
ね
て
鳴
き
立
て
る
こ
と

か
ら
、
や
か
ま
し
さ
の
代
表
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
り
、「﹁
鸚
﹂と﹁
鵡
﹂を
分
け
た
の
も
、

前
に
﹁
二
疋
の
牛
﹂
と
あ
つ
た
の
に
あ
し
ら
つ
た
」（『
連
句
抄
』）
と
見
て
よ
い
の
か
も
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は
、〈
寄
手
を
招
く
→
那
須
与
一
の
故
事
〉〈
水
曳
→
贈
答
〉と
い
う
二
つ
の
連
想
を
合
わ
せ
、

趣
向
に
頼
っ
た
句
作
に
終
始
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
句
の
形
象
が
し
っ
か
り
せ
ず
、
け

や
け
き
語
を
用
い
た
句
に
対
し
て
は
、
十
分
な
見
込
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
ど

う
し
て
も
詞
の
連
想
に
頼
り
が
ち
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
う
一
例
、「
犬
捨
る
名
残
は

露
を
吼
け
ら
し
／
馬
塊
三
谷
の
楊
貴
妃
の
秋
／
誰
が
国
の
記
念
ぞ
鏡
す
む
月
は
」（
名
オ

５
～
７
）
を
取
り
上
げ
る
と
、
名
オ
６
の
木
因
句
は
、〈
犬
の
愛
玩
→
遊
女
→
吉
原
〉〈
犬

→
馬
→
馬
塊
→
楊
貴
妃
〉〈
馬
→
馬
道
→
吉
原
〉
と
い
っ
た
連
想
が
ま
ぜ
こ
ぜ
に
な
っ
た

も
の
と
お
ぼ
し
く
、
名
オ
７
の
芭
蕉
句
は
、〈
楊
貴
妃
→
異
国
〉〈
楊
貴
妃
→
鏡
→
月
〉
の

連
想
か
ら
一
句
を
な
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
、
先
の
例
と
ほ
ぼ
同
じ
様
相

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
詞
の
連
想
に
基
づ
く
付
合
は
容
易
に

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
三
句
が
ら
み
や
同
調
子
の
句
が
続
く
箇
所
も
多
く
、

た
と
え
ば
、「
朝
㒵
に
髪
結
ふ
人
ぞ
あ
は
れ
な
る
／
貧
の
や
つ
れ
に
萩
の
庭
売
ル
／
犬
捨

る
名
残
は
露
を
吼
け
ら
し
」（
名
オ
３
～
５
）
な
ど
、打
越
の
「
あ
は
れ
」
を
前
句
が
「
貧

の
や
つ
れ
」
と
受
け
た
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
い
と
し
て
も
、
付
句
に
「
犬
捨
る
」
と
詠
ん
で

し
ま
っ
て
は
、三
句
が
類
似
す
る
と
の
非
難
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
ま
い
。「
明
石
な
る
し
ら
ゝ

吹
上
須
磨
明
石
／
夕
べ
侘
し
う
鯛
寺
に
ね
ん
／
霰
う
つ
草
刈
鼓
と
り
出
て
」（
名
オ
９
～

11
）
の
場
合
も
、
鯛
寺
に
寝
よ
う
と
す
る
行
脚
の
人
を
は
さ
み
、
そ
の
前
に
は
歌
（
名
オ

８
に
は
明
確
に
「
唱
歌
」
と
あ
る
）、
後
に
は
鼓
の
演
奏
が
配
さ
れ
る
形
で
あ
り
、
観
音

開
き
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、「
草
刈
鼓
」
が
謡
曲
「
敦
盛
」
で
知
ら
れ
る
「
草

刈
笛
」
の
も
じ
り
な
の
で
あ
る
か
ら
、
打
越
の
「
須
磨
明
石
」
は
、
前
句
の
「
鯛
寺
」
ば

か
り
で
な
く
、
こ
の
句
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
の
「
美
山
の

滝
を
産
水
に
汲
む
／
散
と
折
る
花
に
白
髪
の
芳
し
く
／
世
の
外
軽
し
身
は
野
老
売
り
」（
名

ウ
４
～
挙
句
）
も
三
句
が
ら
み
と
見
る
べ
き
も
の
で
、
打
越
の
「
美
山
の
滝
」
に
仙
境
め

い
た
気
分
を
感
じ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
を
出
し
た
前
句
に
対
し
て
、
そ
の
気
分
か
ら

離
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
世
の
外
」
と
む
し
ろ
そ
れ
を
だ
め
押
し
す
る
よ
う
な
付
句
を
な

〔
句
意
〕
野
老
を
売
っ
て
歩
く
そ
の
身
は
、世
俗
を
離
れ
て
い
か
に
も
軽
々
と
し
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
老
人
の
白
髪
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
そ
の
人
を
超
俗
的

な
存
在
と
と
ら
え
つ
つ
、
老
人
の
白
髭
か
ら
野
老
を
連
想
し
、
③
野
老
売
り
は
世
外
の
境

地
に
あ
っ
て
身
も
軽
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
世
の
外
」は「
世
外
」に
同
じ
く
、俗
世
間
を
離
れ
た
場
所
や
境
涯
の
こ
と
。「
野

老
」
は
ヤ
マ
ノ
イ
モ
科
の
蔓
性
の
多
年
草
。
根
茎
に
髭
根
の
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
老

人
の
髭
に
見
立
て
、
長
寿
の
象
徴
と
し
て
正
月
の
飾
り
に
用
い
る
。「
野
老
売
り
」
は
こ

れ
を
売
り
歩
く
者
。
こ
こ
も
三
句
が
ら
み
の
傾
向
が
あ
る
。

　

す
で
に
『
猿
蓑
』
所
収
歌
仙
な
ど
元
禄
期
の
芭
蕉
連
句
を
知
っ
て
い
る
目
か
ら
す
る
と
、

以
上
の
通
り
、
こ
の
一
巻
に
は
ふ
つ
つ
か
に
感
じ
ら
れ
る
点
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
を
大

別
す
る
と
、
表
現
の
拙
さ
、
や
や
安
易
な
連
想
、
転
じ
の
悪
さ
、
の
三
つ
と
な
る
。

　

表
現
上
の
難
は
、
ま
ず
、
発
句
「
師
の
桜
む
か
し
拾
は
ん
落
葉
か
な
」
の
わ
か
り
に
く

さ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
師
の
桜
」
と
い
い
「
む
か
し
拾
は
ん
」
と
い
い
、
こ
れ
だ
け

で
は
何
を
言
い
た
い
の
か
が
伝
わ
ら
ず
、
一
句
と
し
て
の
形
象
度
は
低
い
。
芭
蕉
句
「
誰

が
国
の
記
念
ぞ
鏡
す
む
月
は
」（
名
オ
７
）
も
相
当
に
難
解
で
あ
り
、
同
「
洞
鴨
の
石
の

古
巣
も
冷
じ
く
」（
初
オ
５
）な
ど
、わ
ざ
と
ら
し
さ
の
感
じ
ら
れ
る
句
は
少
な
く
な
い
。「
宝

草
」（
初
ウ
６
）・「
水
曳
の

」（
初
ウ
10
）・「
草
刈
鼓
」（
名
オ
11
）
な
ど
の
造
語
的
表

現
や
、「
嵐
の
太
郎
」（
初
ウ
２
）・「
鯛
寺
」（
名
オ
10
）
の
よ
う
な
架
空
の
名
称
も
目
に

立
ち
、「
恋
降
雪
」（
初
ウ
８
）・「
三
谷
の
楊
貴
妃
」（
名
オ
６
）・「
棺
に
歯
朶
を
飾
る
」（
名

オ
12
）
な
ど
、
作
り
事
め
い
た
措
辞
も
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
措

辞
・
表
現
の
不
備
は
付
合
の
あ
り
よ
う
と
も
無
関
係
で
な
く
、「
曙
の
三
線
杖
に
す
が
り

た
る
／
寄
手
を
招
く
水
曳
の

／
華
を
射
て
梢
を
舟
に
贈
け
り
」（
初
ウ
９
～
11
）
の
場

合
、
初
ウ
10
の
木
因
句
は
、〈
三
線
→
遊
興
〉〈
杖
に
す
が
る
→
戦
場
〉
と
い
う
二
つ
の
連

想
を
合
わ
せ
、
遊
興
を
戦
闘
に
な
ぞ
ら
え
て
表
そ
う
と
し
た
の
だ
し
、
初
ウ
11
の
芭
蕉
句
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期
の
実
践
も
そ
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
該
歌
仙
の
場

合
、
前
述
の
通
り
、
や
や
安
易
な
発
想
で
付
け
ら
れ
た
も
の
や
、
前
句
を
引
き
ず
っ
て
い

る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
も
、
た
と
え
ば
「
薄
を
霜
の
髭
四
十
一
／
月
夜
澄
ム
竹

の
曲
彔
琵
琶
澄
て
」（
脇
・
第
三
）
の
場
合
、
前
句
か
ら
俗
気
を
払
っ
た
初
老
の
人
物
を

見
て
取
り
、
そ
の
清
僧
ら
し
き
人
が
い
か
に
も
行
な
い
そ
う
な
こ
と
を
探
っ
て
、
月
光

下
で
の
琵
琶
の
演
奏
に
到
り
着
い
た
の
で
あ
っ
て
、「
澄
ム
」
と
「
澄
て
」
の
重
複
な
ど
、

表
現
面
で
の
瑕
瑾
は
指
摘
で
き
る
と
し
て
も
、
付
け
の
あ
り
よ
う
は
芭
蕉
の
主
張
（「
前

句
に
全
体
…
」）
に
か
な
う
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
も
う
一
例
、「
朝
㒵
に
髪
結
ふ
人
ぞ
あ

は
れ
な
る
／
貧
の
や
つ
れ
に
萩
の
庭
売
ル
」（
名
オ
３
・
４
）
を
見
て
も
、
前
句
の
人
物
な

ら
ば
こ
う
で
も
あ
ろ
う
と
い
う
事
柄
を
探
り
当
て
、
そ
れ
を
具
体
的
な
行
為
と
し
て
描
い

て
お
り
、
詞
の
選
び
方
か
ら
も
、
前
句
と
「
位
」
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
看
取
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
表
現
上
の
難
が
足
を
引
っ
張
り
、
付
合
や
一
巻
の
展
開
に
見
劣
り
が

生
じ
て
い
る
の
も
事
実
な
が
ら
、
天
和
期
の
作
品
か
ら
進
歩
し
て
い
る
の
も
た
し
か
で
あ

り
、
こ
の
先
に
『
冬
の
日
』
が
誕
生
す
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
く
る
。

　

大
垣
の
人
々
と
芭
蕉
の
交
流
が
延
宝
末
に
ま
で
遡
る
こ
と
か
ら
し
て
、
芭
蕉
が
麋
塒
に

与
え
た
と
同
内
容
の
教
え
は
、木
因
ら
に
も
授
け
ら
れ
て
い
た
と
見
て
問
題
な
か
ろ
う
し
、

そ
れ
は
ま
た
、
木
因
か
ら
熱
田
・
桑
名
・
名
古
屋
な
ど
の
人
々
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
う
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
古
屋
で
『
冬
の
日
』
が
成
就
し
た
こ
と
も
、

大
垣
で
の
当
該
歌
仙
と
『
冬
の
日
』
の
間
に
共
通
点
が
多
い
こ
と
も
、
よ
く
納
得
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
師
の
桜
」
歌
仙
は
、
少
な
く
と
も
残
さ
れ
た
作
品
と
し
て
は
、「
野

ざ
ら
し
」
の
旅
に
お
い
て
最
初
に
興
行
さ
れ
た
一
巻
で
あ
り
、『
冬
の
日
』
に
つ
な
が
る

作
品
と
し
て
も
、
相
応
の
評
価
を
下
し
て
よ
い
も
の
と
判
断
す
る
。
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し
て
い
る
。「
前
句
は
是こ

れ

い
か
な
る
場
、
い
か
な
る
人
と
、
其そ
の

業わ
ざ

・
其
位く
ら
ゐ

を
能よ
く

見
定
め
、

前
句
を
は
な
し
て
つ
く
べ
し
」（『
去
来
抄
』）
と
い
う
の
が
元
禄
期
に
完
成
を
み
る
芭
蕉

流
の
付
け
方
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
歌
仙
の
場
合
、
前
句
を
打
ち
放
す
意
志
に
欠
け
、
前

句
ば
か
り
か
打
越
か
ら
も
影
響
を
受
け
が
ち
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
表
現
面
で
の

未
熟
さ
と
も
相
ま
っ
て
、
な
お
過
渡
期
的
な
作
品
で
あ
る
と
の
評
価
を
妥
当
な
も
の
に
す

る
。
こ
と
に
、
芭
蕉
の
付
句
に
も
難
解
で
不
備
な
要
素
は
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

で
は
、『
ひ
さ
ご
』『
猿
蓑
』
か
ら
『
す
み
だ
は
ら
』『
続
猿
蓑
』
へ
と
続
く
、
元
禄
期

芭
蕉
俳
諧
の
成
果
は
い
っ
た
ん
頭
か
ら
追
い
や
っ
て
、
改
め
て
こ
の
歌
仙
を
読
み
直
せ
ば

ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
芭
蕉
自
身
の
「
鸚
兮
鵡
兮
朝
の
喧
キ
」（
名
ウ
３
）
に
顕
著
な

よ
う
に
、
天
和
期
に
多
見
さ
れ
た
漢
詩
文
調
の
名
残
が
散
見
さ
れ
、
用
語
の
使
い
方
な
ど

か
ら
も
、
こ
れ
が
『
俳
諧
次
韻
』
や
『
み
な
し
ぐ
り
』
な
ど
と
つ
な
が
る
作
品
で
あ
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
る
。
先
に
指
摘
し
た
仙
境
趣
味
・
隠
遁
趣
味
の
ほ
か
、「
草
鞋
を
印
の
塚

に
築
し
よ
り
／
嵐
の
太
郎
熊
狩
に
入
」（
初
ウ
１
・
２
）
と
い
っ
た
伝
承
的
世
界
の
誇
張
さ

れ
た
人
物
像
を
作
り
上
げ
る
と
こ
ろ
も
そ
う
で
あ
る
し
、「
破
軍
の
誓
ヒ
餅
北
に
搗
／
日

の
諷
ヒ
簇
を
踊
る
果
の
国
」（
初
ウ
４
・
５
）
と
い
っ
た
異
国
趣
味
に
基
づ
く
空
想
的
な
場

面
を
好
ん
で
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
も
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
霰
う
つ
草
刈
鼓
と
り
出
て

／
棺
に
歯
朶
を
飾
る
年
の
夜
」（
名
オ
11
・
12
）
の
正
月
を
前
に
し
た
葬
礼
と
い
う
着
想

が
そ
の
典
型
で
あ
る
よ
う
に
、
と
も
す
れ
ば
特
殊
な
状
況
を
作
り
出
し
て
し
ま
い
が
ち
な

点
に
も
、
や
は
り
天
和
期
作
品
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
強
調

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
が
『
冬
の
日
』
の
五
歌
仙
に
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
見

ら
れ
る
と
い
う
一
事
で
あ
る
。天
和
期
と
貞
享
期
は
た
し
か
に
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

付
合
の
面
で
も
、
早
く
延
宝
九
年
の
段
階
で
、
芭
蕉
が
「
一
句
、
前
句
に
全
体
は
ま
る
事
、

古
風
…
」（
五
月
十
五
日
付
麋
塒
宛
書
簡
）
と
喝
破
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
疎
句
化
へ
の
志
向
は
そ
の
当
時
か
ら
芭
蕉
の
中
に
あ
り
、
貞
享


