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本
誌
前
号
で
無む

倫り
ん

編
『
俳諧

紙か
み
ば
さ
み

文
夾
』（
元
禄
十
年
秋
序
）
の
「
浦
紅
葉
」
歌
仙
を
取
り
上

げ
た
こ
と
に
続
け
、
本
稿
で
は
、
同
書
所
収
の
「
嬉
し
さ
を
」
歌
仙
を
分
析
対
象
と
す
る

（『
紙
文
夾
』
に
関
し
て
は
前
号
掲
載
稿
に
記
し
た
こ
と
ゆ
え
、
説
明
を
省
略
す
る
）。
連

衆
は
嵐
雪
・
無
倫
・
艶
士
・
止
水
の
四
人
で
、
蕉
門
の
高
弟
で
あ
る
嵐
雪
が
主
客
と
し
て

招
か
れ
た
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。「
浦
紅
葉
」
歌
仙
の
分
析
か
ら
は
、
句
意
付
が

主
流
で
あ
り
な
が
ら
詞
の
連
想
に
頼
っ
た
付
け
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
付
句
一
句
の
お

も
し
ろ
み
を
追
求
す
る
こ
と
が
多
く
、
想
像
力
の
駆
使
と
詞
を
選
び
抜
く
努
力
を
不
可
欠

と
す
る
芭
蕉
流
の
疎
句
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
が
確
認
さ
れ
た
。
嵐
雪
参
加

の
一
巻
で
そ
れ
ら
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
、
こ
の
歌
仙
に
対
す
る
主
た
る
関
心
事
と
な

る
。
な
お
、
連
衆
の
艶
士
は
其
角
ら
と
も
交
流
し
た
調
和
門
の
俳
諧
師
で
、
止
水
も
調
和

門
の
三
物
連
衆
。
各
付
合
の
分
析
で
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
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
。
底
本
に
は
『
元
禄
江
戸
俳
書
集
』（
白
帝
社　

昭
和
41
年
刊
）
所
収

の
翻
刻
本
文
を
用
い
、
綿
屋
文
庫
蔵
本
を
参
照
し
た
。
句
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原
典

【
審
査
論
文
】

　
　
　
　『
紙
文
夾
』「
嬉
し
さ
を
」
歌
仙
分
析

　
　

佐　

藤　

勝　

明　
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蕉
風
以
外
の
未
注
釈
の
連
句
作
品
を
分
析
す
る
第
二
弾
と
し
て
、
無む

倫り
ん

編
『
俳諧
紙か
み
ば
さ
み

文
夾
』（
元
禄
十
年
秋
序
）
に
収
め
ら
れ
る
、
嵐
雪
・
無
倫
・
艶
士
・
止
水
に
よ
る
四
吟
歌
仙
を
対
象
と

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
析
に
よ
り
、
嵐
雪
と
無
倫
ら
の
間
に
不
協
和
音
は
感
じ
ら
れ
ず
、
芭
蕉
流
の
付
け
方
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
の
、
各
付
合
で
は
詞
の
連
想
に
頼
っ

た
側
面
も
あ
り
、
一
巻
全
体
で
は
変
化
を
重
ん
じ
る
意
識
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：　

俳
諧
・
元
禄
期
・
連
句
・
無
倫
・
紙
文
夾
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「
鳶
尾
」
は
ア
ヤ
メ
科
の
一
年
草
で
あ
る
一
八
・
子
安
草
の
こ
と
で
、『
は
な
ひ
草
』
等

に
四
月
の
扱
い
。「
鷹
」
に
合
わ
せ
て｢

鳶｣

の
字
を
使
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ

こ
は
敢
え
て
「
鳶
尾
」
を
ト
ビ
と
読
ま
せ
、〈
絵
の
鷹
だ
け
に
飛
び
忘
れ
て
こ
こ
に
い
る
〉

と
の
洒
落
を
込
め
た
と
解
し
て
お
き
た
い
。「
わ
す
れ
草
」
は
ユ
リ
科
の
多
年
草
で
あ
る

萱
草
の
異
名
で
、『
は
な
ひ
草
』
等
に
六
月
、『
毛
吹
草
』
等
に
五
月
の
扱
い
。「
忘
れ
草
」

の
名
は
、
身
に
付
け
る
と
憂
さ
を
忘
れ
る
こ
と
に
よ
る
と
い
い
、
前
句
の
「
嬉
し
さ
」
を

受
け
、
貴
方
の
訪
問
は
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
る
と
付
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

箇が

輪わ

を
越
ス
呼よ
び

井ゐ

の
水
の
杓く
み

は
ね
て 

艶
士

　

第
三　
　

雑　

水
辺
体

〔
句
意
〕
掘
り
抜
き
井
戸
を
汲
ん
だ
と
こ
ろ
、
水
は
井
筒
を
越
し
て
は
ね
て
し
ま
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
路
地
が
多
い
下
町
の
景
と
見
定
め
、
②
路
地
の
交
点
に
は
井
戸
が
よ

く
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
前
句
・
脇
の
挨
拶
が
も
つ
弾
む
心
も
い
か
そ
う
と
考
え
、

③
呼
井
戸
の
水
を
汲
め
ば
側
を
越
え
て
は
ね
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
箇
輪
」
は
「
井
戸
側が
わ

」
の
「
側
」
に
同
じ
く
、
井
戸
の
側
壁
を
囲
む
井
筒
の

こ
と
と
お
ぼ
し
い
。「
呼
井
」
は
「
呼
井
戸
」
に
同
じ
く
、
深
く
掘
っ
て
地
下
水
を
湧
出

さ
せ
る
よ
う
に
し
た
井
戸
。「
杓
は
ね
て
」
は
汲
ん
だ
水
が
は
ね
た
と
い
う
こ
と
。

　
　
　

秋
の
鰹か
つ
をは
た
ゞ
せ
ん
ば
煎い
り 

止
水

　

初
オ
４　

三
秋
か
（
秋
の
鰹
）　

生
類
魚
・
食
物

〔
句
意
〕
秋
の
鰹
は
た
だ
船せ
ん

場ば

煮に

に
す
る
の
が
よ
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
中
に
井
戸
水
を
汲
む
庶
民
の
姿
を
認
め
、
②
共
同
井
戸
の
回
り
で
く

り
広
げ
ら
れ
る
女
性
た
ち
の
世
間
話
を
想
像
し
、そ
の
会
話
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
考
え
、

③
秋
鰹
は
船せ

ん

場ば

煎い
り

に
限
る
と
い
う
、
そ
の
場
で
発
せ
ら
れ
る
文
言
で
一
句
に
し
た
。

〔
備
考
〕「
秋
の
鰹
」
は
秋
に
獲
れ
る
鰹
で
、
日
本
近
海
を
春
以
来
北
上
し
て
い
た
の
が

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
。
古
典
文
学
作
品
の
引
用
で
は
、

基
本
的
に
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
の
翻
刻
に
従
っ
た
。

　
　
　
　
　

歌
仙

　
　
　

嬉う
れ

し
さ
を
鷹
に
見
せ
た
る
扇
哉 

嵐
雪

　

発
句　
　

夏
六
月
な
い
し
三
夏
（
扇
）　

生
類
鳥

〔
句
意
〕
今
日
の
嬉
し
さ
を
模
様
の
鷹
に
託
し
て
見
せ
、
扇
を
間
に
挨
拶
す
る
こ
と
だ
。

〔
備
考
〕「
扇
」
は
涼
を
得
る
た
め
の
具
で
あ
る
と
同
時
に
、
威
儀
を
正
す
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
連
歌
・
俳
諧
の
会
席
に
も
持
参
す
る
の
が
習
い
で
あ
っ
た
。『
は
な
ひ
草
』『
毛

吹
草
』
等
に
六
月
、『
通
俗
志
』
等
に
兼
三
夏
の
扱
い
。「
鷹
」
は
冬
季
の
扱
い
ゆ
え
、
こ

れ
を
実
の
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
こ
は
め
で
た
い
絵
柄
と
し
て
扇
に
描
か
れ
た

も
の
と
解
さ
れ
る
。
め
で
た
さ
を
代
表
す
る
「
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
」
の
俚
諺
に
は
「
四

扇
五
煙
草
六
座
頭
」
が
続
く
よ
う
に
、「
鷹
」
と
「
扇
」
は
と
も
に
縁
起
が
よ
い
も
の
と

し
て
結
び
つ
き
、
扇
面
に
は
「
松
鷹
」
な
ど
の
図
柄
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

　
　
　

径
こ
み
ち

二
筋
鳶と

び尾
わ
す
れ
草 

無
倫

　

脇　
　
　

夏
四
・
五
・
六
月
（
鳶
尾
・
わ
す
れ
草
）　

植
物
草

〔
句
意
〕
二
本
の
小
さ
な
道
が
合
う
と
こ
ろ
に
、
一い
ち

八は
つ

や
萱か
ん

草ぞ
う

が
咲
い
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
訪
問
者
の
挨
拶
で
あ
る
こ
と
を
受
け
と
め
、
②
そ
の
道
中
の
景
観
を

想
像
し
つ
つ
、
訪
問
を
謝
す
る
思
い
も
伝
え
よ
う
と
考
え
、
③
二
筋
の
小
径
は
合
流
し
、

そ
こ
に
鳶
尾
や
忘
れ
草
が
咲
い
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
径
」
は
「
小
径
」
に
同
じ
く
、
幅
の
狭
い
小
道
を
い
う
。「
二
筋
」
は
そ
れ
が

二
本
あ
る
こ
と
（「
二
」
は
「
二
鷹
」
か
ら
の
連
想
で
も
あ
ろ
う
）
で
、
こ
こ
は
二
本
の

小
道
が
合
流
す
る
Ｙ
字
路
を
表
し
、
嵐
雪
と
無
倫
の
邂
逅
を
象
徴
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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初
ウ
１　

雑　

恋
（
粧
ひ
・
憎
き
女
）　

人
倫

〔
句
意
〕
碁
石
入
れ
を
手
に
取
る
の
も
、
そ
の
粧よ
そ
おい

が
心
憎
い
感
じ
の
女
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
世
間
の
諸
事
に
う
と
い
人
物
と
見
換
え
、
②
宮
廷
の
女
官
な
ど
を
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
、
そ
の
風
情
を
描
こ
う
と
考
え
、
③
よ
く
装
っ
て
碁
笥
を
手
に

す
る
姿
が
心
ゆ
か
し
い
女
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
碁
笥
」
は
碁
石
を
入
れ
る
容
器
で
、
ゴ
ゲ
と
も
発
音
す
る
。
碁
は
平
安
時
代

の
宮
中
で
好
ま
れ
、
女
官
た
ち
が
そ
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
。「
粧
ひ
」
は
衣
服
や

装
飾
品
な
ど
で
身
な
り
を
飾
り
整
え
る
こ
と
。「
憎
き
」
に
は
疎
ま
し
い
・
見
苦
し
い
の

意
も
心
ゆ
か
し
い
の
意
も
あ
り
、こ
こ
は
憎
ら
し
い
ほ
ど
に
心
が
惹
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

そ
の
絵
そ
の
文ふ
み

た
れ
〳
〵
も
見
よ 

艶
士

　

初
ウ
２　

雑　

恋
（
文
）　

人
倫

〔
句
意
〕
そ
の
絵
画
や
文
章
の
す
ば
ら
し
さ
を
、
誰
も
誰
も
見
る
が
よ
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
麗
し
い
貴
族
階
級
の
女
性
と
見
定
め
、「
碁
笥
」
に
も
着
目
し
て
、

②
そ
の
人
が
種
々
の
文
雅
に
遊
ぶ
場
面
を
想
像
し
、「
碁
」
か
ら
「
書
・
画
」
を
連
想
し
て
、

③
そ
れ
ら
の
絵
や
文
を
誰
で
も
見
な
さ
い
と
い
う
、
女
の
発
話
で
一
句
に
し
た
。

〔
備
考
〕
中
国
で
士
君
子
の
愛
好
す
る
技
芸
に
琴
・
碁
・
書
・
画
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
四

芸
」
と
も
「
琴
棋
書
画
」
と
も
呼
ん
で
、
日
本
の
風
流
人
た
ち
の
間
で
も
流
行
し
、
画
題

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
句
に
「
絵
」
と
「
文
」
が
出
る
の
も
、
右
の
知
識
を
背

景
に
、
こ
れ
ら
が
前
句
の
「
碁
」
と
呼
応
す
る
か
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
句
と
し
て
恋
の

情
は
薄
い
も
の
の
、「
文
」
は
手
紙
を
も
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
恋
の
詞
と
な
る
。

　
　
　

後き
ぬ

朝ぎ
ぬ

の
柱
に
荘か
ざ

る
雪
の
笠 

嵐
雪

　

初
ウ
３　

冬
十
一
月
（
雪
）　

恋
（
後
朝
）　

居
所
・
降
物

〔
句
意
〕
逢
瀬
を
遂
げ
た
翌
朝
の
柱
に
は
、
雪
道
で
使
っ
た
笠
が
掛
け
飾
ら
れ
て
い
る
。

南
下
し
た
も
の
。
脂
が
の
っ
て
い
る
も
の
の
、
初
鰹
を
珍
重
し
た
江
戸
時
代
は
、
夏
の
鰹

に
比
べ
て
劣
る
と
さ
れ
た
。「
せ
ん
ば
煎
（
船
場
煎
）」
は
「
船
場
煮
」
に
等
し
く
、
魚
類

を
野
菜
と
一
緒
に
塩
味
で
煮
込
む
料
理
法
を
い
い
、
大
坂
船
場
の
商
人
が
材
料
を
無
駄
な

く
使
う
精
神
か
ら
考
案
し
た
と
さ
れ
る
。

　
　
　

月
は
洩も
レ
雨
は
と
ま
れ
と
大
工
小
屋 

無
倫

　

初
オ
５　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
）　

月
の
句　

天
象
・
降
物
・
居
所
・
夜
分

〔
句
意
〕
月
光
が
洩
れ
て
雨
は
降
り
止
ま
れ
と
、
大
工
の
宿
泊
所
か
ら
話
し
声
が
す
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
大
人
数
の
賄
い
を
担
当
す
る
者
の
言
と
解
し
、
②
多
く
の
労
働
者
が

共
同
生
活
す
る
場
を
想
起
し
て
、
明
日
の
天
候
を
気
づ
か
う
さ
ま
へ
と
想
像
を
進
め
、
③

大
工
小
屋
か
ら
は
「
雨
は
や
ん
で
月
が
雲
間
か
ら
照
ら
し
て
く
れ
」
の
声
が
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
大
工
小
屋
」
は
工
事
中
に
大
工
職
人
が
泊
っ
た
り
休
憩
し
た
り
す
る
小
屋
。

　
　
　

蓬よ
も
ぎと
し
ら
で
菊
咲さ
く

を
待ま
つ 
嵐
雪

　

初
オ
６　

秋
八
月
か
（
菊
咲
を
待
）　

植
物
草

〔
句
意
〕
そ
れ
が
蓬
で
あ
る
と
も
知
ら
ず
に
菊
の
花
が
咲
く
の
を
待
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
素
朴
な
願
い
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
そ
れ
を
無
知
な
者
の
こ
と

と
し
て
、
そ
の
無
知
ぶ
り
を
別
の
こ
と
で
表
そ
う
と
考
え
、
③
実
は
蓬
で
あ
る
と
も
知
ら

ず
、
菊
と
信
じ
て
開
花
を
待
つ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
蓬
」
は
キ
ク
科
の
多
年
草
で
、秋
に
目
立
た
な
い
花
を
咲
か
せ
る
も
、葉
を
使
っ

た
餅
が
上
巳
の
節
句
に
食
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
蓬
餅
」「
蓬
摘
む
」
が
『
は
な
ひ
草
』
等

で
三
月
に
扱
わ
れ
る
。「
菊
」
は
重
陽
の
節
句
に
関
わ
る
も
の
で
、
諸
書
に
九
月
の
扱
い

な
が
ら
、
こ
こ
は
「
咲
を
待
」
で
八
月
こ
ろ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

碁ご

笥け

と
る
も
粧よ
そ

ひ
ぞ
憎
き
女
也 

止
水
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打う
つ

畑は
た

に
退し
ぞ

イ
た
伏
見
惜を
し

ふ
成
リ 

艶
士

　

初
ウ
５　

春
二
月
（
打
畑
）　

名
所

〔
句
意
〕
畑
を
打
ち
耕
す
に
つ
け
、伏
見
を
引
き
払
っ
た
こ
と
が
惜
し
く
思
わ
れ
て
く
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
か
つ
て
は
踏
歌
に
参
加
し
て
い
た
の
意
に
読
み
換
え
、
②
今
は
繁
華

な
地
を
離
れ
て
暮
ら
す
者
が
時
に
昔
を
恋
し
が
る
場
面
を
想
像
し
、
③
畑
を
打
ち
な
が
ら

も
、
退
く
前
の
伏
見
の
暮
ら
し
が
惜
し
く
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
打
畑
」
は
「
畑
打
」
に
同
じ
く
、
種
を
蒔
く
準
備
に
畑
の
土
を
掘
り
起
こ
す

こ
と
で
、『
は
な
ひ
草
』
等
で
二
月
の
扱
い
。「
退
イ
た
」
は
後
退
・
退
出
・
退
隠
な
ど
を

し
た
こ
と
で
、
こ
こ
は
シ
ゾ
イ
タ
と
読
む
。「
伏
見
」
は
現
在
の
京
都
市
伏
見
区
で
、
豊

臣
秀
吉
の
築
城
後
は
政
治
の
中
心
地
と
な
り
、
江
戸
時
代
初
頭
に
城
が
廃
さ
れ
た
後
は
、

大
坂
と
京
都
を
結
ぶ
淀
川
沿
い
の
宿
駅
と
し
て
栄
え
た
。
ま
た
、寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

以
降
は
伏
見
奉
行
体
制
が
確
立
し
、
幕
府
の
直
轄
都
市
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　

花
の
中
行ゆ
く

鑓や
り

ぞ
け
う
と
き 

止
水

　

初
ウ
６　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句　

植
物
木

〔
句
意
〕
花
見
の
雑
踏
の
中
、
槍
を
掲
げ
て
行
く
武
士
が
い
と
わ
し
い
。

〔
付
合
〕
①
一
般
的
な
連
想
に
よ
り
、
前
句
を
伏
見
時
代
の
花
見
が
恋
し
い
の
意
と
見
定

め
、
②
前
句
に
「
惜
ふ
」
の
語
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
、
花
見
の
場
で
好
ま
し
く
な
い

事
態
が
起
こ
る
場
合
を
考
え
、
③
満
開
の
花
の
中
を
行
く
槍
は
興
ざ
め
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
花
の
中
」
は
花
の
盛
り
を
目
当
て
に
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
中
で
と
い
う
こ

と
。「
鑓
」
は
「
槍
」
に
同
じ
く
、
長
柄
の
先
端
に
剣
を
付
け
た
武
具
で
、
こ
こ
は
そ
れ

を
持
っ
た
者
を
表
す
。
庶
民
が
花
を
楽
し
ん
で
い
る
の
も
か
ま
わ
ず
、
槍
持
ち
の
従
者
を

従
え
た
武
士
が
傍
若
無
人
の
態
度
を
と
り
、
顰
蹙
を
買
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
け
う

と
き
」
は
気
に
入
ら
ず
興
ざ
め
な
物
事
・
状
態
に
対
し
て
い
う
語
で
、
多
く
は
距
離
を
置

き
た
い
気
持
ち
を
込
め
て
使
う
。「
伏
見
→
墨
染
桜
・
花
ノ
円
居
」（『
類
船
集
』）
の
連
想

〔
付
合
〕
①
前
句
を
恋
し
い
男
か
ら
手
紙
を
受
け
た
女
の
心
の
声
と
見
換
え
、
②
二
人
が

会
う
場
面
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
翌
朝
へ
と
想
像
を
進
め
、
③
後
朝
の
別
れ
に
際
し
て
、

雪
の
中
を
や
っ
て
来
た
男
の
笠
は
柱
に
飾
っ
て
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
後
朝
」
は
「
衣
々
」
に
宛
字
し
た
も
の
で
、
男
女
が
共
寝
し
た
翌
朝
を
い
い
、

夫
婦
の
離
別
や
一
般
的
な
別
れ
の
意
に
も
用
い
る
。「
荘
る
」
は
カ
ザ
ル
と
読
み
、
こ
こ

は
笠
が
柱
に
掛
け
て
あ
る
こ
と
を
さ
す
。「
雪
の
笠
」は
上
に
雪
が
積
も
っ
た
笠
の
こ
と
で
、

こ
こ
は
今
も
雪
が
付
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
男
が
雪
の
中
を
や
っ
て
来
た
こ
と
を
表
象

す
る
。こ
の
句
で「
雪
」を
出
し
た
の
は
、そ
れ
が
恋
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
と
同
時
に
、「
行

き
」を
含
意
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
粧
ひ
」と「
荘
る
」は
語
と
し
て
近
く
、

一
句
を
は
さ
ん
で
の
使
用
に
は
問
題
も
あ
る
。

　
　
　

踏た
ふ

哥か

の
男
今
の
風ふ
う

来ら
い 

無
倫

　

初
ウ
４　

春
一
月
（
踏
哥
）　

芸
能
・
人
倫

〔
句
意
〕
踏
歌
で
舞
っ
て
い
る
男
は
今
に
い
う
風
来
人
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
秘
か
に
男
と
会
っ
て
い
た
場
面
と
見
換
え
、
②
そ
の
男
は
遊
侠
の
徒

に
も
近
い
よ
う
な
者
で
あ
ろ
う
と
考
え
、「
雪
」
か
ら
「
あ
ら
れ
ば
し
り
」
の
語
を
導
い
て
、

③
そ
の
踏
歌
を
し
て
い
る
男
は
今
の
世
の
風
来
坊
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
踏
哥
（
踏
歌
）」
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
古
代
の
群
衆
歌
舞
で
、
多
人
数
が
足

を
踏
み
鳴
ら
し
な
が
ら
歌
い
舞
う
。
日
本
で
も
踏
歌
節
会
と
し
て
朝
儀
に
加
え
ら
れ
、
室

町
時
代
後
期
に
中
断
し
た
後
、
江
戸
時
代
に
復
活
し
て
幕
末
ま
で
行
な
わ
れ
た
。
召
さ
れ

て
舞
う
の
は
主
と
し
て
都
の
男
女
で
、
男
踏
歌
は
正
月
十
四
日
、
女
踏
歌
は
同
十
六
日
と

定
め
ら
れ
た
ほ
か
、
熱
田
神
宮
や
興
福
寺
な
ど
の
社
寺
で
も
正
月
中
に
行
な
わ
れ
、
そ
の

い
く
つ
か
は
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
こ
で
男
を
そ
の
舞
い
手
と
し
た
の
は
、「
踏
歌
」

を
「
あ
ら
れ
ば
し
り
」
と
も
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
前
句
の
「
雪
」
に
合
わ
せ
て
こ
の
語
が

選
ば
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
。「
風
来
」
は
住
所
不
定
者
や
気
ま
ぐ
れ
な
人
を
い
う
。
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「
取
」
か
ら
「
鳥
」
へ
の
同
音
の
連
想
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

那な

波ば

集し
ふ

を
心
ひ
と
つ
の
撰え
ら

み
種ぐ
さ 

止
水

　

初
ウ
９　

雑

〔
句
意
〕
那
波
の
詩
集
を
わ
が
心
の
唯
一
の
拠
り
所
と
し
て
選
ん
だ
も
の
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
無
常
の
地
を
訪
ね
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
そ
の
心
を
慰
め
る
も
の
と

し
て
清
廉
な
者
の
著
作
を
想
定
し
、
③
那
波
集
だ
け
を
心
に
選
ん
で
愛
読
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
那
波
集
」
は
江
戸
時
代
前
期
の
儒
者
で
あ
る
那
波
活
所
の
詩
集
と
お
ぼ
し
く
、

先
の
「
碁
笥
」「
絵
・
文
」
に
加
え
て
、
琴
棋
書
画
が
揃
っ
た
こ
と
に
な
る
。
活
所
は
藤

原
惺
窩
門
の
四
天
王
に
数
え
ら
れ
、
和
歌
山
藩
主
徳
川
頼
宣
に
仕
え
て
は
、
主
君
に
も
直

言
を
憚
ら
ず
道
を
説
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
詩
は
没
後
刊
行
の
『
活
所
遺
藁
』（
寛

文
六
年
刊
）
な
ど
に
見
ら
れ
、
こ
こ
も
同
書
を
想
定
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
心

ひ
と
つ
」
は
心
中
で
そ
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
こ
と
。「
撰
み
種
」
は
選
ん
だ
品
。

　
　
　

骨こ
つ
ち
や茶
打う
ち

込こ
む

土ど

釜が
ま

蟹か
に

の
眼め 

艶
士

　

初
ウ
10　

雑

〔
句
意
〕
骨
董
品
の
蒐
集
と
茶
の
道
に
打
ち
込
み
、
土
釜
や
扇
に
眼
を
光
ら
せ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
好
み
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
人
と
見
込
み
、
②
趣
味
と
実
益
を
兼
ね

た
業
に
つ
い
て
張
り
切
る
さ
ま
を
想
像
し
、
③
骨
董
と
茶
の
湯
が
好
き
で
、
土
釜
や
扇
の

鑑
定
に
も
余
念
が
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
骨
茶
」
は
用
例
未
詳
な
が
ら
、
骨
董
と
茶
道
を
表
す
と
見
ら
れ
る
。「
土
釜
」

は
土
を
焼
い
て
作
っ
た
釜
。「
蟹
の
眼
」
は
扇
の
要
の
異
称
。
発
句
が
「
扇
」
を
詠
ん
だ

こ
と
か
ら
、
同
字
の
重
用
を
避
け
、「
眼
」
に
鑑
定
眼
の
意
を
掛
け
た
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
　
　

名
月
の
碪

き
ぬ
た

来
ル
程ほ
ど

戸
を
明あ
け

て 

嵐
雪

に
基
づ
い
た
付
け
で
あ
り
、「
花
の
円ま
ど

居い

」
は
花
見
の
集
ま
り
を
い
う
。

　
　
　

餅も
ち
う
り売
が
投な
げ
お
く置
小
判
取と
り

か
ね
て 

無
倫

　

初
ウ
７　

雑　

人
倫

〔
句
意
〕
客
が
投
げ
置
い
た
小
判
を
餅
売
り
の
主
は
取
る
こ
と
も
で
き
ず
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
興
ざ
め
な
出
来
事
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
そ
の
場
に
見
ら
れ
そ

う
な
別
の
嫌
な
こ
と
を
探
り
、
③
餅
売
り
が
客
の
置
い
た
小
判
を
取
り
か
ね
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
餅
売
」
は
餅
の
販
売
を
業
と
す
る
人
。
こ
こ
は
焼
い
た
餅
を
商
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
花
見
の
場
に
設
け
ら
れ
た
掛
茶
屋
の
類
で
あ
ろ
う
（『
類
船
集
』
に
「
餅
→
茶

屋
」）。「
投
置
」
は
物
を
無
造
作
に
置
く
こ
と
。「
小
判
」
は
代
表
的
な
金
貨
で
、
そ
の
一

両
は
銭
の
四
千
文
に
相
当
。
餅
の
代
金
に
小
判
は
あ
ま
り
に
大
仰
で
あ
り
、
釣
り
を
出
す

側
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
も
「
け
う
と
き
」
こ
と
に
違
い
が
な
い
。「
取
か
ね
」
は
、
捕
捉

し
そ
こ
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
取
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

此こ
の

夕
暮
の
鳥と
り

部べ

野の

を
問
フ 
嵐
雪

　

初
ウ
８　

雑　

無
常
・
夜
分

〔
句
意
〕
こ
の
夕
暮
れ
に
な
っ
て
か
ら
の
鳥
辺
野
を
訪
ね
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
小
判
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
と
し
て
、
餅
を
墓
前
へ
の
供
え

物
と
見
換
え
、
②
供
養
を
兼
ね
、
墓
の
管
理
な
ど
を
茶
店
（
も
は
や
掛
茶
屋
で
は
な
い
）

に
依
頼
す
る
場
合
を
想
定
し
、
③
夕
暮
れ
の
鳥
辺
野
を
訪
ね
て
墓
参
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
鳥
部
野
」は「
鳥
辺
野
」と
も
書
き
、
現
在
の
京
都
市
東
山
区
今
熊
野
の
地
名
で
、

古
く
か
ら
火
葬
場
が
あ
り
、
墓
地
も
多
い
こ
と
か
ら
、
無
常
を
象
徴
す
る
場
所
と
し
て
知

ら
れ
る
。「
問
ふ
」は「
訪
ふ
」に
通
用
。「
餅
」を
墓
前
に
供
え
る
も
の（『
類
船
集
』に「
団

子
→
墓ハ

カ

参マ
イ
リ」）
と
見
て
の
付
け
で
あ
り
、「
鳥
」
と
「
餅
」
の
付
合
関
係
（
鳥
を
黐
と
り
も
ちで
捕

え
る
こ
と
か
ら
、『
類
船
集
』
に
「
餅
→
鳥
さ
し
」
と
あ
る
）
も
考
慮
さ
れ
て
い
よ
う
し
、
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漸や
や

寒さ
む

み
居を
リ
湯
に
は
ゆ
き
石
の
音 

艶
士

　

名
オ
１　

秋
九
月
（
漸
寒
み
）　

恋
（
句
意
に
よ
る
）　

居
所

〔
句
意
〕
少
し
寒
く
な
り
、
石
を
使
う
音
が
風
呂
場
に
響
い
て
気
恥
ず
か
し
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
房
事
の
さ
ま
と
見
定
め
、
②
そ
の
備
え
に
入
浴
す
る
場
面
を
思
い
描

き
、
③
漸
寒
の
時
節
、
風
呂
で
使
う
石
の
音
が
き
ま
り
悪
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
漸
寒
み
」
は
「
漸
寒
」
に
接
尾
語
「
み
」
が
付
い
た
も
の
で
、「
漸
寒
」
と
ほ

ぼ
同
意
。「
漸
寒
」
は
冬
が
近
づ
い
て
感
じ
る
寒
さ
を
い
い
、
諸
書
に
九
月
の
扱
い
。
単

な
る
季
節
の
会あ
し
ら
い釈
で
は
な
く
、
人
肌
の
恋
し
い
時
期
で
あ
る
こ
と
を
感
得
さ
せ
て
、
巧
み

な
語
の
選
択
と
言
え
る
。「
居
リ
湯
」は
別
に
わ
か
し
た
湯
を
移
し
入
れ
た
風
呂
の
こ
と
で
、

江
戸
時
代
は
こ
れ
に
限
ら
ず
、蒸
し
風
呂
に
対
す
る
水す
い

風ふ

呂ろ

一
般
を
も
さ
し
て
い
た
。「
は

ゆ
き
」
は
き
ま
り
が
悪
く
恥
ず
か
し
い
こ
と
。「
石
」
は
銭
湯
な
ど
の
流
し
場
に
置
か
れ

た
石
の
こ
と
（『
類
船
集
』
に
も
「
石
→
風
呂
」）
で
、
陰
毛
を
擦
り
切
る
た
め
な
ど
に
用

い
ら
れ
た
。「
碪
」「
虫
」「
石
」
と
三
句
に
音
を
発
す
る
も
の
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

我わ
が

身
に
ほ
れ
て
な
び
く
期ご

も
な
し 

止
水

　

名
オ
２　

雑　

恋
（
ほ
れ
て
・
な
び
く
）　

人
倫

〔
句
意
〕
わ
が
身
へ
の
う
ぬ
ぼ
れ
が
強
く
、
男
の
誘
い
に
な
び
く
時
な
ど
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
身
繕
い
に
余
念
の
な
い
さ
ま
を
見
込
み
、
②
そ
れ
は
自
己
愛
が
強

く
気
位
の
高
い
女
で
あ
ろ
う
と
考
え
、③
自
信
過
剰
で
男
に
な
び
く
こ
と
も
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
我
身
に
ほ
れ
」
は
「
う
ぬ
ぼ
れ
」
と
い
う
に
近
く
、
自
分
を
過
大
に
評
価
し

て
得
意
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
な
び
く
」
は
人
の
意
向
に
従
う
こ
と
で
、
と
く
に
女

が
男
に
言
い
寄
ら
れ
て
承
知
す
る
こ
と
。「
期
」
は
時
・
折
の
意
で
、「
石
→
碁
」（『
類
船

集
』）
の
連
想
か
ら
、「
碁
」
と
同
音
の
「
期
」
を
導
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

　
　
　

藻も

塩し
ほ

草ぐ
さ

古
筆
紙か
み

衣こ

の
色
を
絶た
え 

無
倫

　

初
ウ
11　

秋
八
月
（
名
月
・
碪
）　

月
の
句　

天
象
・
居
所
・
夜
分

〔
句
意
〕
名
月
の
夜
、
砧
を
打
つ
音
が
入
っ
て
く
る
ほ
ど
に
戸
を
開
け
放
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
風
流
三
昧
に
暮
ら
す
人
と
見
定
め
、
②
そ
の
人
は
各
季
節
の
風
雅
に

も
敏
感
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
③
近
隣
の
砧
の
音
が
入
る
の
も
か
ま
わ
ず
、
名

月
に
戸
を
大
き
く
開
い
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
碪
」
は
「
砧
」
に
同
じ
く
、
木
槌
で
布
を
打
っ
て
柔
ら
か
く
す
る
こ
と
。
月

下
に
女
性
が
行
な
う
業
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く（『
類
船
集
』に「
碪
→
月
の
下
」）、

『
は
な
ひ
草
』
等
に
八
月
の
扱
い
。「
来
ル
程
」
は
近
隣
で
打
つ
砧
の
音
が
入
っ
て
く
る

く
ら
い
に
の
意
。
そ
の
音
は
、
和
歌
伝
統
の
中
で
は
閨
怨
の
情
な
ど
を
含
ん
で
哀
切
な
も

の
と
さ
れ
る
一
方
、「
世
に
住
ま
ば
聞き
け

と
師
走
の
碪
哉　

西
鶴
」（『
蓮
実
』）
の
よ
う
に
、

俳
諧
で
は
現
実
的
な
生
活
音
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　
　
　

つ
め
り
啄つ
つ

イ
つ
虫
の
咡さ
さ
やき 

無
倫

　

初
ウ
12　

秋
七
月
な
い
し
三
秋
（
虫
）　

恋
（
咡
き
）　

生
類
虫

〔
句
意
〕
つ
ね
っ
た
り
か
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
秋
の
虫
の
よ
う
な
さ
さ
や
き
声
を
出
す
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
男
を
待
っ
て
砧
を
打
つ
さ
ま
と
見
換
え
、
②
男
を
迎
え
た
寝
屋
で
の

光
景
を
想
像
し
、
③
つ
ね
っ
て
は
か
み
、
虫
の
さ
さ
や
き
さ
な
が
ら
に
睦
み
合
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
つ
め
り
」
は
「
抓
り
」
で
、
指
で
つ
ね
る
こ
と
。「
啄
イ
」
は
「
啄
き
」
の
音

便
形
で
、
本
来
は
鳥
が
嘴
で
つ
つ
く
こ
と
を
い
い
、
こ
こ
は
歯
を
立
て
る
こ
と
を
さ
し
て

い
よ
う
。「
つ
」
は
完
了
の
助
動
詞
で
、
二
つ
の
動
作
が
並
列
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を

表
わ
す
。「
虫
」
は
秋
に
鳴
く
虫
の
こ
と
で
、「
月
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
（『
類
船
集
』

に
「
月
→
虫
の
音
」）、『
増
山
井
』
等
に
七
月
、『
は
な
ひ
草
』
等
に
兼
三
秋
の
扱
い
。「
咡

き
」
は
「
囁
き
」
に
同
じ
く
、
小
声
で
ひ
そ
ひ
そ
話
す
こ
と
を
い
い
、
恋
の
詞
と
し
て
扱

わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
秋
の
虫
の
音
は
、
求
愛
行
為
と
し
て
雄
が
羽
を
す
り
合
わ
せ
て
出

す
も
の
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
「
咡
き
」
は
擬
人
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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は
そ
の
貝
殻
に
で
き
る
模
様
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
、
古
代
中
国
で
は
獣
骨
を
焼
い
て

の
卜
占
が
行
な
わ
れ
、「
し
ら
〴
〵
と
砕
け
し
は
人
の
骨
か
何　

杜
国
／
烏い

か賊
は
ゑ
び
す

の
国
の
う
ら
か
た　

重
五
」（『
冬
の
日
』「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙
）
の
よ
う
に
、
こ

の
知
識
を
踏
ま
え
た
創
作
も
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。
嵐
雪
の
脳
裡
に
『
冬
の
日
』
の

付
合
が
よ
ぎ
っ
た
可
能
性
は
大
き
く
、〈
戎
の
国
の
イ
カ
を
使
っ
た
占
い
〉
を
日
常
的
な

次
元
に
移
し
、〈
貝
焼
の
貝
を
使
っ
た
占
い
〉
を
創
出
と
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
「
貝
焼
」
は
、
や
は
り
焼
か
れ
る
「
藻
塩
草
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

稚
い
と
け
な
き

㒵か
ほ

さ
へ
御お

師し

は
口し

や
べ
く弁

リ
て 

止
水

　

名
オ
５　

雑　

人
倫
・
神
祇
（
釈
教
）

〔
句
意
〕
ま
だ
幼
い
顔
を
し
た
者
さ
え
も
、
御
師
は
実
に
よ
く
し
ゃ
べ
く
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
他
者
に
占
っ
て
も
ら
う
場
合
と
見
定
め
、
②
祈
祷
師
が
人
を
煙
に
巻

く
よ
う
に
ま
く
し
た
て
る
さ
ま
を
想
像
し
、③
御
師
は
童
顔
で
も
よ
く
し
ゃ
べ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
稚
㒵
」
は
幼
児
の
よ
う
な
顔
つ
き
で
、
こ
こ
は
イ
ト
ケ
ナ
キ
カ
オ
と
発
音
す

る
の
で
あ
ろ
う
。「
御
師
」
は
「
御
祈
祷
師
」
の
略
で
、
伊
勢
神
宮
な
ど
特
定
の
社
寺
に

所
属
し
、
参
詣
者
に
誘
導
・
祈
祷
・
宿
泊
な
ど
の
世
話
を
す
る
者
を
い
う
。「
口
弁
リ
」

は
弁
舌
が
巧
み
な
こ
と
で
、
こ
こ
は
シ
ャ
ベ
ク
リ
と
読
め
ば
よ
い
（
音
読
符
が
あ
る
の
は

訓
読
符
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
）
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

誰た
が

あ
だ
し
野
ぞ
篦へ
ら

仏ぼ
と
けと
は 

艶
士

　

名
オ
６　

雑　

無
常
・
釈
教

〔
句
意
〕
誰
の
墓
所
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
篦
の
よ
う
な
仏
が
あ
る
の
は
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
よ
く
話
を
す
る
案
内
人
と
見
込
み
、
②
案
内
を
受
け
る
側
の
質
問
に

も
よ
く
答
え
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
う
し
た
際
の
問
い
を
具
体
的
に
案
じ
、
③
篦
仏
が

あ
る
の
は
誰
の
墓
所
な
の
か
と
い
う
、
尋
ね
か
け
る
言
に
よ
っ
て
一
句
と
し
た
。

　

名
オ
３　

冬
十
・
十
一
月
な
い
し
三
冬
（
紙
衣
）　

恋
（
色
を
絶
）　

衣
類

〔
句
意
〕
古
筆
を
手
放
す
暮
ら
し
に
紙
子
の
色
も
抜
け
、
色
事
と
も
無
縁
に
な
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
私
に
ほ
れ
て
な
び
く
女
は
い
な
い
の
意
に
読
み
換
え
、
②
落
ち
ぶ
れ

た
浪
人
な
ど
を
想
定
し
つ
つ
、「
な
び
く
」
に
対
応
す
る
詞
の
選
択
に
も
意
を
用
い
て
、

③
集
め
置
か
れ
た
古
筆
も
失
せ
、
紙
衣
の
色
も
消
え
、
色
め
い
た
こ
と
も
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
藻
塩
草
」
は
塩
を
採
取
す
る
た
め
に
用
い
る
海
藻
で
、
掻
き
集
め
て
潮
水
を

注
ぐ
と
こ
ろ
か
ら
、
和
歌
で
は
「
掻
く
」
に
「
書
く
」
を
掛
け
て
用
い
る
こ
と
が
多
く
、

歌
な
ど
の
詠
草
や
手
紙
な
ど
を
も
さ
す
。
こ
こ
は
前
句
の
「
な
び
く
」
に
合
わ
せ
つ
つ
、

「
古
筆
」
を
導
く
た
め
の
措
辞
で
あ
ろ
う
。「
古
筆
」
は
古
人
の
筆
跡
で
、
平
安
・
鎌
倉

時
代
に
書
か
れ
た
和
歌
な
ど
の
名
蹟
を
い
う
こ
と
が
多
い
。「
紙
衣
（
紙
子
）」
は
柿
渋
を

塗
っ
た
紙
製
の
衣
服
を
い
い
、『
毛
吹
草
』
等
に
十
月
、『
は
な
ひ
草
』
等
に
十
一
月
、『
せ

わ
焼
草
』
等
に
兼
三
冬
の
扱
い
。
本
来
は
律
宗
の
僧
が
用
い
た
も
の
で
、
安
価
で
軽
く
丈

夫
な
こ
と
か
ら
、
旅
の
必
需
品
で
あ
る
ほ
か
、
浪
人
の
代
名
詞
と
も
な
り
、
風
流
人
の
間

で
も
好
ま
れ
た
。「
色
を
絶
」
は
色
彩
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
で
、
容
色
・
風
情
な
ど
が

損
な
わ
れ
る
こ
と
や
、
男
女
の
仲
が
途
絶
え
る
こ
と
を
も
い
う
。
こ
こ
は
、
家
に
伝
わ
る

古
筆
も
絶
え
、
紙
衣
の
色
も
絶
え
、
恋
愛
事
も
絶
え
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

底
の
こ
こ
ろ
を
貝か
い

焼や
き

の
紋も
ん 

嵐
雪

　

名
オ
４　

雑　

食
物

〔
句
意
〕
心
の
底
に
秘
め
た
思
い
を
焼
い
た
貝
殻
の
文
様
に
見
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
世
俗
的
な
欲
を
離
れ
た
ら
し
い
さ
ま
を
見
て
取
り
、
②
し
か
し
本

心
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
と
考
え
、
占
い
に
そ
れ
が
現
れ
る
場
面
を
想
像
し
、

③
貝
を
焼
い
た
模
様
に
奥
底
の
心
が
出
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
底
の
こ
こ
ろ
」
は
「
底
心
」
に
等
し
く
、
表
面
か
ら
は
知
ら
れ
な
い
奥
深
い

本
心
の
こ
と
。「
貝
焼
」
は
帆
立
な
ど
の
貝
殻
を
使
っ
て
魚
介
類
を
焼
く
調
理
法
で
、「
紋
」
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孫
康
が
雪
の
明
か
り
で
書
を
読
ん
だ
と
い
う
故
事
（『
晋
書
』「
車
胤
伝
」）
か
ら
、
苦
労

し
て
勉
学
に
励
む
こ
と
を
い
う
。「
薼
」
は
草
の
名
を
さ
す
字
な
が
ら
、
こ
こ
は
「
塵
」

に
通
用
さ
せ
た
と
お
ぼ
し
く
、
俗
界
の
汚
れ
を
さ
す
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
刻
苦
し
て
の
学

問
も
、
そ
れ
が
名
や
功
の
た
め
で
あ
る
な
ら
ば
「
塵
」
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
無
為
自
然
を
尊
ぶ
老
荘
の
思
想
に
相
違
な
い
。
な
お
、
当
時
は
林

希
逸
注
の
『
老
子
』『
荘
子
』
が
広
く
読
ま
れ
、
こ
れ
は
朱
子
学
や
禅
の
考
え
を
取
り
入

れ
て
の
老
荘
理
解
で
あ
っ
た
。

　
　
　

麦
好
キ
の
米
を
も
ま
ぜ
ぬ
常
の
汁 

艶
士

　

名
オ
９　

雑　

人
倫
・
食
物

〔
句
意
〕
麦
好
き
の
者
は
飯
に
米
を
混
ぜ
る
こ
と
も
せ
ず
、卓
に
は
い
つ
も
の
汁
が
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
自
分
の
信
条
に
徹
す
る
人
物
像
を
見
込
み
、
②
そ
の
人
が
自
ら
の

規
範
に
従
っ
て
暮
ら
す
さ
ま
を
想
像
し
、
そ
の
一
端
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
考
え
、
③
米

を
混
ぜ
な
い
麦
だ
け
の
飯
を
好
み
、
い
つ
も
同
じ
汁
を
添
え
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
麦
好
キ
」
は
麦
の
飯
が
好
き
な
人
。「
麦
飯
」
と
い
え
ば
、
米
に
麦
を
ま
ぜ
て

炊
い
た
飯
も
麦
だ
け
を
炊
い
た
飯
も
さ
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
普
通
は
貧
し
さ
ゆ
え
麦

を
多
く
食
べ
る
場
合
が
多
い
。
こ
こ
は
そ
う
で
は
な
く
、
麦
が
好
き
で
米
を
混
ぜ
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
人
の
一
つ
の
癖へ
き

が
見
て
と
れ
る
。「
常
の
汁
」
は
い
つ
も
の
代
わ

り
映
え
が
し
な
い
汁
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

松
の
手て

入い
れ

に
埋う
づ

み
こ
ん
に
や
く 

止
水

　

名
オ
10　

雑　

植
物
木

〔
句
意
〕
松
の
手
入
れ
を
し
た
つ
い
で
に
、
蒟

こ
ん
に
や
く蒻
芋い
も

を
埋
め
て
お
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
倹
約
ゆ
え
の
所
為
と
見
換
え
、
②
こ
の
人
な
ら
普
通
は
他
人
に
頼
む

よ
う
な
こ
と
も
自
分
で
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
具
体
例
を
あ
れ
こ
れ
探
り
、
③
庭
の

〔
備
考
〕「
あ
だ
し
野
（
化
野
）」
は
現
在
の
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
に
あ
っ
た
葬
送
の
地
で
、

前
掲
の
「
鳥
部
野
」
と
併
称
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
転
じ
て
墓
所
の

こ
と
を
い
い
、
こ
こ
も
そ
の
意
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
る
。「
篦
仏
」
は
未
詳
な
が
ら
、「
篦
」

は
竹
・
木
な
ど
を
細
長
く
平
ら
に
し
た
道
具
で
あ
る
か
ら
、
薄
い
材
に
刻
し
た
仏
像
な
の

で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
仏
像
を
刻
ん
だ
板
碑
を
さ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
察
す

る
に
、
こ
こ
は
遠
慮
な
い
言
い
方
を
す
る
参
拝
者
を
想
定
し
、「
何
だ
、
こ
の
篦
み
た
い

な
仏
像
は
」
と
、
そ
の
人
の
口
調
を
創
作
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　

当
年
も
崩
れ
ず
送
る
崖が
け

の
家 

嵐
雪

　

名
オ
７　

雑　

山
類
・
居
所
・
述
懐

〔
句
意
〕
崖
っ
ぷ
ち
の
家
は
今
年
も
崩
れ
る
こ
と
な
く
、
無
事
に
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
無
常
の
さ
ま
を
感
じ
取
り
、
②
生
死
一
如
の
観
念
か
ら
危
険
と
隣

り
合
わ
せ
の
暮
ら
し
を
具
体
的
に
案
じ
て
、
③
今
年
も
崩
れ
る
こ
と
な
く
暮
ら
す
崖
の
近

く
の
家
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
当
年
」
は
今
年
で
、こ
れ
を
歳
末
の
感
慨
と
限
定
的
に
と
ら
え
る
必
要
は
な
い
。

「
崖
の
家
」
は
山
腹
や
川
岸
な
ど
の
険
し
く
切
り
立
っ
た
所
に
建
て
ら
れ
た
家
。
ち
な
み

に
、
嵐
雪
は
元
禄
八
年
一
月
に
法
体
と
な
り
、
禅
を
修
め
る
身
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　

散さ
ん
じ
ん人

の
身
に
蛍け
い
せ
つ雪
も
薼ち
り 

無
倫

　

名
オ
８　

雑　

人
倫

〔
句
意
〕
世
間
を
離
れ
た
身
に
は
、
蛍
雪
の
故
事
も
俗
世
間
の
塵
に
等
し
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
ひ
っ
そ
り
自
足
的
に
暮
ら
す
人
と
見
て
、
②
世
俗
を
徹
底
的
に
排
除

す
る
さ
ま
を
想
像
し
、
③
散
人
の
身
に
は
蛍
雪
の
苦
学
も
俗
に
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
散
人
」
は
世
の
役
に
立
た
な
い
人
の
意
で
、
俗
世
間
を
離
れ
て
暮
ら
す
人
や

職
を
離
れ
た
人
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。「
蛍
雪
」
は
、
晋
の
車
胤
が
蛍
の
光
で
書
を
読
み
、
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自
体
の
価
値
を
左
右
す
る
こ
と
に
も
な
る
。「
こ
か
し
」
は
転
が
す
こ
と
で
、
相
手
を
だ

ま
し
て
陥
れ
る
場
合
に
も
い
う
。
こ
こ
は
そ
の
ま
ま
寝
か
せ
て
お
く
の
で
あ
り
、
前
句
の

「
埋
み
」
に
応
じ
た
語
の
選
択
と
言
え
る
。

　
　
　

朧
お
ぼ
ろ

月づ
き

夜よ

の
不ふ

断だ
ん

ま
ん
ぱ
ち 

嵐
雪

　

名
オ
12　

春
二
月
な
い
し
三
春
（
朧
月
夜
）　

月
の
句　

天
象
・
人
倫
・
夜
分

〔
句
意
〕
朧
月
が
照
ら
す
夜
の
、
い
つ
も
の
う
そ
つ
き
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
古
い
品
に
見
せ
か
け
る
た
め
の
処
置
と
と
ら
え
、
②
客
に
偽
っ
て
高

く
売
る
場
面
を
想
像
し
、
名
残
の
月
が
未
出
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
、
③
朧
に
か
す
む

月
夜
の
、
例
の
嘘
八
百
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
朧
月
夜
」
は
お
ぼ
ろ
に
か
す
ん
だ
春
の
月
夜
を
い
い
、『
毛
吹
草
』
等
に
二
月

の
扱
い
で
、「
朧
月
」
は
諸
書
に
兼
三
春
と
さ
れ
る
。「
不
断
」
は
途
絶
え
な
く
続
く
こ
と

を
い
う
ほ
か
、「
普
段
」
に
通
じ
、
い
つ
も
の
状
態
の
意
に
も
な
る
。「
ま
ん
ぱ
ち
」
は
万

に
八
つ
し
か
本
当
の
こ
と
が
な
い
の
意
で
、
う
そ
・
で
た
ら
め
や
そ
う
し
た
虚
言
を
よ
く

言
う
人
を
さ
す
。「
花
」に
「
朧
月
夜
」
を
付
け
（『
類
船
集
』に「
朧
月
夜
→
花
の
峯
」）、

「
こ
か
し
置
」
に
「
ま
ん
ぱ
ち
」
と
応
じ
た
四
手
付
な
が
ら
、
茫
洋
と
し
た
朧
夜
の
風
情

が
人
を
丸
め
込
む
場
に
よ
く
見
合
っ
て
い
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。

　
　
　

包
つ
つ
み

解
ク
袖
の
鰧を
こ
ぜ魚
に
東こ

ち風
和な
ぎ

て 

止
水

　

名
ウ
１　

春
一
月
な
い
し
三
春
（
東
風
）　

生
類
魚

〔
句
意
〕
袖
の
包
み
を
解
い
て
虎お
こ
ぜ魚
を
出
す
と
、
ち
ょ
う
ど
東
風
も
静
ま
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
朧
月
夜
に
い
つ
も
の
酒
を
飲
む
意
に
取
り
な
し
、
②
酒
宴
の
場
に
肴

を
も
っ
て
現
れ
る
人
を
想
定
し
、
③
包
み
を
解
い
て
袖
か
ら
出
し
た
虎
魚
に
、
春
風
も
収

ま
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
ま
ん
ぱ
ち
」
は
酒
の
異
称
で
も
あ
り
、
し
ば
ら
く
尋
常
な
ら
ざ
る
人
事
句
が

松
の
手
入
れ
も
す
る
し
、
蒟
蒻
の
芋
ま
で
土
に
埋
め
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
松
の
手
入
」
は
松
の
木
の
よ
い
状
態
を
保
つ
た
め
に
世
話
を
す
る
こ
と
。
庭

師
に
頼
む
こ
と
も
し
な
い
の
で
あ
り
、
暇
の
あ
る
豊
か
な
家
の
者
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。

「
埋
み
」
は
土
の
中
に
埋
め
る
こ
と
で
、こ
こ
は
蒟
蒻
の
芋
を
埋
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

食
材
と
し
て
の
蒟
蒻
は
、
す
り
下
ろ
し
た
蒟
蒻
芋
に
灰
汁
を
加
え
な
が
ら
煮
て
作
る
も
の

で
、
芋
が
腐
り
や
す
い
た
め
、
収
穫
期
に
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
難
点
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

乾
燥
さ
せ
て
粉
に
す
る
方
法
が
十
八
世
紀
後
半
に
発
見
さ
れ
る
ま
で
は
、
他
の
根
菜
類
と

同
様
、
紙
な
ど
に
包
み
土
中
で
保
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
蒟
蒻
を
選
び

出
し
た
の
は
、
前
句
の
麦
飯
に
合
わ
せ
て
、
粗
食
を
強
調
す
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

花は
な

青せ
い

磁じ

鑵ク
ワ
ン

瑶ヨ
ウ

つ
け
て
こ
か
し
置お
く 

無
倫

　

名
オ
11　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句

〔
句
意
〕
青
磁
の
花
器
に
ひ
び
模
様
を
付
け
、
そ
の
ま
ま
横
に
し
て
お
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
万
事
に
こ
だ
わ
り
を
通
そ
う
と
す
る
人
と
見
込
み
、
②
芸
術
家
気
質

の
陶
工
を
想
定
し
て
そ
の
作
業
工
程
に
思
い
を
馳
せ
、
③
花
い
け
用
の
青
磁
器
を
釉
の
ひ

び
が
入
っ
た
ま
ま
寝
か
せ
て
お
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
青
磁
」
は
青
緑
色
を
し
た
陶
磁
器
の
こ
と
で
、
中
国
・
朝
鮮
の
も
の
が
有
名

で
あ
る
ほ
か
、
日
本
で
も
江
戸
時
代
初
期
か
ら
作
ら
れ
て
現
在
に
至
る
。「
花
青
磁
」
は

花
を
い
け
る
た
め
の
青
磁
の
器
と
お
ぼ
し
く
、
こ
れ
も
虚
の
花
の
扱
い
と
な
る
。
そ
れ
に

し
て
も
、
定
座
を
大
き
く
引
き
上
げ
て
ま
で
花
を
出
す
必
要
が
あ
る
の
か
、
疑
念
が
生
じ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
松
」
と
「
花
」
の
関
係
性
（『
類
船
集
』
に
「
花
→
松
」「
松
→
花

さ
そ
ふ
風
」）に
依
拠
し
た
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、小
手
先
の
技
巧
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
鑵
瑶
」
は
「
罐

・
鑵

」
な
ど
と
書
く
の
が
正
し
く
（「
貫
乳
・
貫
入
」
と
も
）、
陶

磁
器
の
釉
薬
（
ガ
ラ
ス
質
の
溶
液
）
の
表
面
に
細
か
く
入
っ
た
ひ
び
模
様
の
こ
と
で
、
釉

薬
の
厚
さ
や
焼
き
加
減
、
冷
却
の
速
度
な
ど
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
る
た
め
、
そ
れ
が
器
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〔
句
意
〕
藪
の
中
の
木
は
、
樹
皮
が
裂
け
て
い
て
も
幹
は
太
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
俚
諺
の
引
用
で
あ
る
こ
と
に
目
を
留
め
、
②
同
じ
く
故
事
や
格
言
め

か
し
た
一
句
を
出
そ
う
と
考
え
、『
荘
子
』
の
俳
諧
化
を
目
論
ん
で
、
③
藪
の
樹
木
は
皮

に
裂
け
目
は
あ
っ
て
も
太
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
藪
」
は
草
木
や
竹
が
手
入
れ
を
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
乱
雑
に
生
い
茂
っ
て
い

る
所
。
そ
の
中
の
木
で
あ
る
か
ら
、
何
か
の
作
用
で
樹
皮
に
亀
裂
は
入
ろ
う
と
も
、
切
り

倒
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、天
寿
を
全
う
す
る
の
で
あ
り
、初
期
俳
諧
（
こ

と
に
談
林
）
で
好
ま
れ
た
『
荘
子
』
の
「
無
用
の
用
」
を
一
句
に
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

「
兎
」
か
ら
想
起
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
一
つ
に
「
守
株
」
の
故
事
が
あ
り
、
そ
の
賢

し
ら
に
対
し
て
、
自
然
に
任
せ
る
樹
木
の
姿
を
出
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
も

う
一
つ
の
も
の
に
因
幡
の
白
兎
伝
説
（『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
稲
羽
之
素
菟
」）
が
あ
り

（
佐
藤
淳
一
氏
の
教
示
）、
海
水
を
つ
け
た
皮
膚
が
乾
い
て
裂
け
た
話
に
よ
り
、「
兎
」
か

ら
「
皮
は
割
れ
て
」
が
導
か
れ
た
可
能
性
は
大
き
い
。

　
　
　

封は

て疆
を
麹か
う
ぢの
室む
ろ

に
片
里　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　

無
倫

　

名
ウ
４　

雑　

居
所

〔
句
意
〕
こ
の
片
里
で
は
最
も
端
の
地
に
麹
こ
う
じ

室む
ろ

が
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
藪
の
実
景
と
見
て
、
②
人
が
少
な
い
辺
地
の
集
落
を
想
定
し
、
作
業

や
生
活
の
基
盤
は
共
同
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
や
り
、
③
片
里
の
境
界
を
な
す
地
に
は

共
有
の
麹
室
が
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
封
疆
（
封
境
）」
は
国
や
領
土
の
境
を
い
い
、
ホ
ウ
キ
ョ
ウ
の
読
み
が
一
般
な

が
ら
、こ
こ
は
ハ
テ
と
読
ん
で
お
く
。「
麹
の
室
」
は
麹
を
製
造
す
る
た
め
の
温
室
で
、米
・

麦
・
大
豆
な
ど
に
麹
カ
ビ
を
繁
殖
さ
せ
た
麹
は
酒
・
醤
油
・
味
噌
な
ど
を
醸
造
す
る
際
の

主
要
原
料
と
な
り
、
自
給
自
足
が
基
本
の
農
村
生
活
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

「
片
里
」
は
辺
鄙
な
地
方
。

続
い
た
こ
と
か
ら
、こ
の
語
を
読
み
換
え
る
こ
と
で
句
境
の
転
回
を
図
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

「
鰧
魚
」
は
「
虎
魚
」
と
も
書
き
、
オ
コ
ゼ
類
の
魚
を
さ
し
て
、
食
用
の
オ
ニ
オ
コ
ゼ
を

い
う
こ
と
が
多
い
。「
東
風
」
は
東
方
か
ら
吹
く
春
の
風
で
、『
毛
吹
草
』
等
に
一
月
、『
は

な
ひ
草
』
等
に
兼
三
春
の
扱
い
。「
和
て
」
は
「
凪
て
」
に
同
じ
く
、
風
が
や
ん
で
海
面

が
静
か
に
な
る
こ
と
を
い
い
、
こ
こ
は
た
だ
風
が
静
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

兎う
さ
ぎの
尻
に
年と
し
ど
し々

の
穴 

艶
士

　

名
ウ
２　

雑　

生
類
獣
・
述
懐

〔
句
意
〕
兎
の
尻
に
は
年
ご
と
に
穴
が
増
え
て
い
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
土
産
の
品
を
取
り
出
す
場
面
と
見
定
め
、
そ
の
品
が
や
や
珍
し
い
こ

と
に
も
目
を
つ
け
、
②
い
つ
も
同
時
期
に
同
じ
品
を
手
に
訪
れ
る
客
が
い
る
と
し
て
、
迎

え
る
側
が
そ
の
こ
と
に
対
し
て
つ
ぶ
や
き
そ
う
な
文
言
を
探
し
、
③
こ
れ
は
よ
く
言
う

「
兎
の
尻
に
年
々
の
穴
」
で
あ
る
と
の
、
感
想
の
言
に
よ
っ
て
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
兎
の
尻
」
に
関
し
て
、『
故
事
俗
信

こ
と
わ
ざ
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
は
「
兎
の
尻

の
穴
は
年
年
ふ
え
る　

俗
説
」
と
あ
る
も
、
意
味
・
出
典
等
は
未
詳
で
、
江
戸
時
代
の
俚

諺
書
を
博
捜
し
た
加
藤
定
彦
他
『
俚
諺
大
成
』（
青
裳
堂
書
店　

平
成
元
年
刊
）
に
も
見

あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、『
類
船
集
』
に
「
年
の
数
→
兎
の
尻
の
穴
」
と
あ
り
、「
い
つ

の
間
に
又
一
つ
よ
る
年
の
く
れ
／
う
さ
ぎ
の
し
り
の
あ
な
う
世
の
中　

貞
室
」（『
玉
海

集
』）
の
付
合
例
を
も
参
照
す
れ
ば
、
同
じ
こ
と
の
く
り
返
し
で
毎
年
を
過
ご
す
意
と
お

ぼ
し
い
（
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
兎
の
多
産
性
に
基
づ
く
の
か
も
し
れ
な
い
）。

と
も
あ
れ
、
俚
諺
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
の
付
句
は
、
江
戸
座
系
の
俳
書
な
ど
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
句
は
そ
れ
に
つ
な
が
る
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

藪
の
樹き

は
皮
は
割さ
か

れ
て
太
リ
け
り 

嵐
雪

　

名
ウ
３　

雑　

植
物
木



『
紙
文
夾
』「
嬉
し
さ
を
」
歌
仙
分
析
（
佐
藤
）

（
二
三
）　

202

た
の
を
受
け
、
や
は
り
「
花
嫁
」
に
通
じ
る
「
婚
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
に
相
違
な
く
、

芭
蕉
た
ち
が
や
は
り
「
花
」
の
字
は
用
い
ず
、「
隣
へ
も
知
ら
せ
ず
嫁
を
つ
れ
て
来
て　

野
坡
／
屏
風
の
陰
に
み
ゆ
る
く
は
し
盆　

芭
蕉
」（『
す
み
だ
は
ら
』「
む
め
が
ゝ
に
」歌
仙
）

と
詠
み
納
め
た
例
も
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

以
上
の
分
析
に
基
づ
き
、
付
合
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
巻
全
体
の
様
相
に
つ
い
て
、

嵐
雪
の
参
加
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
考
え
る
と
こ
ろ
を
記
し
て
お
く
。

　

付
合
に
関
し
て
は
、「
浦
紅
葉
」
歌
仙
と
同
様
、
初
期
俳
諧
の
よ
う
な
親
句
が
皆
無
で

あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、「
箇
輪
を
越
ス
呼
井
の
水
の

杓
は
ね
て　

艶
士
／
秋
の
鰹
は
た
ゞ
せ
ん
ば
煎　

止
水
」（
第
三
・
初
オ
４
）
の
場
合
、

前
句
の
井
戸
か
ら
女
性
た
ち
の
語
ら
い
を
思
い
や
り
、
そ
の
発
話
の
一
つ
を
付
け
た
も
の

で
、
実
際
に
あ
り
そ
う
な
臨
場
感
に
富
む
場
面
と
言
っ
て
よ
い
。
付
い
て
い
な
い
よ
う
に

見
え
て
、
実
は
た
し
か
に
付
い
て
い
る
（
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
具
体
的
で
興
味
深
い
）

と
い
う
、
芭
蕉
が
元
禄
期
前
半
に
切
り
開
い
た
疎
句
の
付
け
方
は
、
蕉
門
の
枠
を
越
え
て

江
戸
俳
壇
共
有
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
詞
の
縁
を
ま
っ
た
く

利
用
し
て
い
な
い
わ
け
で
も
な
い
。「
打
畑
に
退
イ
た
伏
見
惜
ふ
成
リ　

艶
士
／
花
の
中
行

鑓
ぞ
け
う
と
き　

止
水
」（
初
ウ
５
・
６
）
な
ど
、
花
見
の
場
に
邪
魔
な
槍
を
取
り
上
げ
、

句
作
の
工
夫
は
十
分
と
言
え
る
も
の
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
舞
台
を
「
花
の
中
」
に
し
た
の

は
な
ぜ
か
と
問
え
ば
、「
伏
見
」
と
「
花
見
」
が
一
般
的
な
連
想
範
囲
に
あ
っ
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
関
係
性
の
理
解
に
苦
し
む
付
合
と
言
え
る
。
こ
れ
に
続

く「
餅
売
が
投
置
小
判
取
か
ね
て　

無
倫
／
此
夕
暮
の
鳥
辺
野
を
問
フ　

嵐
雪
」（
初
ウ
７
・

８
）
で
も
、「
餅
売
」
を
登
場
さ
せ
た
の
は
〈
花
見
―
茶
店
―
餅
〉
の
連
想
に
よ
っ
て
い

よ
う
し
、「
鳥
辺
野
」
を
選
ん
だ
の
も
「
餅
」
と
「
鳥
」
が
付
物
で
あ
っ
た
こ
と
や
「
取
」

と
「
鳥
」
が
同
音
で
あ
る
こ
と
を
は
ず
し
て
は
考
え
に
く
い
。
俳
人
た
ち
に
と
っ
て
、
詞

の
縁
は
そ
れ
ほ
ど
抜
き
が
た
い
知
識
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
自
体
が

　
　
　

五ご

器き

ふ
せ
て
莚む
し
ろの
銭
に
人
し
待ま
つ 

艶
士

　

名
ウ
５　

雑　

人
倫

〔
句
意
〕
御ご

器き

を
伏
せ
、
莚
の
上
に
は
銭
を
用
意
し
て
人
を
待
つ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
共
同
体
意
識
の
強
い
土
地
柄
と
感
じ
取
り
、
②
本
来
が
花
の
定
座

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
々
の
集
ま
る
花
見
の
宴
席
を
想
定
し
、
③
伏
せ
た
御
器
や
莚
の
上

の
銭
な
ど
、
準
備
も
万
端
で
人
を
待
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
五
器
」は「
御
器
」と
も
書
き
、食
物
を
盛
る
た
め
の
蓋
付
き
の
椀
な
ど
を
い
う
。

「
莚
の
銭
」
は
莚
の
上
に
銭
が
あ
る
こ
と
で
、
こ
の
「
莚
」
は
宴
席
に
敷
く
も
の
と
見
ら

れ
よ
う
。
な
お
、
両
替
屋
で
は
反
古
紙
を
縒
っ
て
作
っ
た
莚
の
上
で
銭
を
扱
っ
た
こ
と
か

ら
、「
銭
」
と
「
莚
」
は
縁
の
あ
る
語
で
も
あ
っ
た
。「
し
」
は
指
示
し
て
強
調
す
る
働
き

を
も
つ
副
助
詞
。
花
見
の
支
度
が
調
い
、相
客
の
到
来
を
今
や
遅
し
と
待
つ
場
面
で
あ
り
、

す
で
に
「
花
」
は
六
句
前
に
出
て
い
る
た
め
、
花
の
定
座
で
「
花
」
を
使
わ
ず
に
そ
れ
と

匂
わ
せ
る
、
配
慮
の
末
の
一
句
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　

鴉か
ら
すの
婚
よ
め
り

珍
し
く
見
る 
止
水

　

挙
句　
　

雑　

生
類
鳥

〔
句
意
〕
鴉
の
求
愛
行
動
を
珍
し
い
も
の
と
し
て
見
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
人
を
待
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
手
持
ち
ぶ
さ
た
か
ら
周
囲
を

見
回
す
こ
と
も
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
目
に
映
り
そ
う
な
光
景
を
想
像
し
、
③
鴉
の
交
接

を
見
て
珍
し
く
感
じ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
婚
」
は
結
婚
・
求
愛
・
交
尾
な
ど
を
意
味
し
、
ヨ
メ
リ
・
ト
ツ
ギ
・
ヨ
バ
イ
・

ツ
ル
ビ
な
ど
の
読
み
が
考
え
ら
れ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
中
・
二
に
「
雄
の
烏
…
食
を
求

め
て
行
け
る
間
、
他
の
烏
逓た

が
ひ

に
来
た
り
て
婚ツ
ル
ブ」
と
い
う
用
例
も
あ
る
（
岩
波
書
店
『
邦
訳
日

葡
辞
書
』
に
も
「
婚　

ツ
ル
ブ
」
と
あ
る
）
こ
と
な
が
ら
、「
鼠
の
嫁
入
」「
狐
の
嫁
入
」

な
ど
に
準
じ
て
、
こ
こ
は
ヨ
メ
リ
と
読
む
こ
と
に
す
る
。
前
句
が
「
花
」
を
匂
わ
せ
て
い
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い
。
こ
の
一
巻
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
嵐
雪
の
句
を
無
倫
が
都
合
よ
く
（
あ
る
い
は
、

嵐
雪
の
嗜
好
を
忖
度
す
る
か
の
よ
う
に
）
受
け
取
り
、
自
ら
が
好
む
句
境
を
示
せ
ば
他
の

連
衆
も
そ
れ
に
従
う
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
亭
主
役
の
無
倫
は
、
捌
き
手
と
し
て
一
巻

の
進
行
に
意
を
払
う
こ
と
は
せ
ず
、
興
に
任
せ
て
（
時
に
「
興
」
を
作
り
つ
つ
）
巻
き
進

め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
に
式
目
上
の
問
題
（
転
じ
を
軽
視
し
た
同
一
句
境
の
連

続
は
、
基
本
的
に
連
歌
・
俳
諧
で
は
避
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
）
を
引
き
起
こ
す
こ
と

に
も
な
る
。
こ
う
し
た
点
は
、「
浦
紅
葉
」歌
仙
と
比
較
し
て
も
目
立
つ
こ
と
な
の
で
あ
り
、

嵐
雪
の
参
加
を
重
視
す
る
無
倫
の
意
識
が
、
自
ず
と
生
み
出
し
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

芭
蕉
が
没
し
て
三
年
。
そ
の
晩
年
の
志
向
が
支
考
ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
一
方
、
都

会
的
な
俳
風
を
よ
し
と
す
る
面
々
も
力
を
得
て
い
こ
う
と
す
る
時
期
に
、
こ
の
一
巻
が
興

行
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。
も
は
や
俳
諧
よ
り
も
仏
教
に
傾
倒
し
て
い
た
と

さ
れ
る
嵐
雪
の
本
意
は
と
も
か
く
、
無
倫
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
嵐
雪
も
非
「
か
る
み
」
派

の
同
士
的
存
在
と
感
じ
ら
れ
た
に
相
違
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、〈
変
わ
り
者
〉
や
〈
浮
世

風
の
恋
〉な
ど
を
積
極
的
に
打
ち
出
し
て
見
せ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、芭
蕉
に
よ
っ

て
開
発
さ
れ
た
付
け
方
の
基
本
は
す
で
に
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
一
座
し
て
い
て
格
段

の
違
和
感
が
生
じ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
う
し
て
、
芭
蕉
流
の
手
法
（
た
だ
し
、
そ
れ
も
少

し
ず
つ
変
異
し
て
い
く
）
を
使
い
な
が
ら
、
芭
蕉
が
め
ざ
し
た
の
と
は
別
の
方
向
に
向
か

う
俳
諧
が
、
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
嵐
雪
ら
の
他
の
作
品
も
視
野
に
入
れ

る
こ
と
で
、
こ
の
間
の
事
情
を
よ
り
明
確
な
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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非
難
さ
れ
る
べ
き
謂
わ
れ
も
な
い
。
問
題
は
、
そ
れ
が
付
合
の
解
体
（
詞
の
関
連
は
あ
っ

て
も
付
い
て
い
な
い
二
句
）
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
該
歌
仙
の
場
合
、「
浦

紅
葉
」
歌
仙
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
危
う
さ
は
抱
え
つ
つ
、
二
句
に
よ
る
表
現

の
志
向
も
ぎ
り
ぎ
り
保
た
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。〝
何
に
よ
っ
て
付
け
て
い
く

か
〟
と
い
う
基
本
的
な
面
に
お
い
て
は
、
嵐
雪
が
一
座
し
た
か
し
な
い
か
の
違
い
に
か
か

わ
ら
ず
、
二
歌
仙
の
間
で
大
き
な
差
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
一
つ
の
結
論
と
し

て
把
握
し
て
お
き
た
い
。

　

一
方
、
一
巻
全
体
で
は
、
似
た
よ
う
な
調
子
の
句
が
続
き
が
ち
な
と
こ
ろ
に
大
き
な
問

題
（
変
化
と
多
様
性
を
尊
ぶ
文
芸
に
あ
っ
て
は
瑕
瑾
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
）
が
あ
り
、

こ
の
点
で
は
、
嵐
雪
の
参
加
が
一
つ
の
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、「
当
年
も
崩
れ
ず
送
る
崖
の
家　

嵐
雪
／
散
人
の
身
に
蛍
雪
も
薼　

無
倫
／
麦
好
キ

の
米
を
も
ま
ぜ
ぬ
常
の
汁　

艶
士
／
松
の
手
入
に
埋
み
こ
ん
に
や
く　

止
水
／
花
青
磁
鑵

瑶
つ
け
て
こ
か
し
置　

無
倫
」（
名
オ
７
～
11
）
で
は
、
嵐
雪
が
崖
近
く
に
住
む
人
を
出

し
（
こ
の
段
階
で
は
仏
教
的
な
諦
観
が
感
じ
ら
れ
る
）、
無
倫
が
こ
れ
を
世
俗
嫌
い
の
人

へ
仕
立
て
直
し
た
の
を
機
に
、
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
生
き
る
人
物
（
い
わ
ば
変
わ
り
者
）

の
連
続
と
な
る
。
平
凡
な
日
常
生
活
に
多
く
取
材
す
る
芭
蕉
晩
年
の
連
句
作
品
（
そ
こ
に

も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
）
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
嵐
雪
が
「
か
る

み
」
派
の
面
々
と
歩
調
を
合
わ
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
符
合
す
る
。
し
か
も
、「
那
波
集

を
心
ひ
と
つ
の
撰
み
種　

止
水
／
骨
茶
打
込
土
釜
蟹
の
眼　

艶
士
」（
初
ウ
９
・
10
）
と
、

何
か
の
一
事
に
夢
中
な
人
は
少
し
前
に
出
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
恋
の
句
が
多
い

の
も
目
に
立
つ
こ
と
で
、「
名
月
の
碪
来
ル
程
戸
を
明
て　

嵐
雪
／
つ
め
り
啄
イ
つ
虫
の
咡

き　

無
倫
／
漸
寒
み
居
リ
湯
に
は
ゆ
き
石
の
音　

艶
士
／
我
身
に
ほ
れ
て
な
び
く
期
も
な

し　

止
水
」（
初
ウ
11
～
名
オ
２
）
で
見
る
と
、
そ
の
浮
世
調
の
展
開
は
、
嵐
雪
が
「
名

月
の
碪
」
を
詠
ん
だ
の
を
受
け
、
無
倫
が
半
ば
強
引
に
閨
房
の
句
と
し
た
こ
と
を
契
機
と

す
る
。
い
ず
れ
も
嵐
雪
・
無
倫
の
付
合
が
起
点
で
あ
る
の
は
、
偶
然
の
一
致
で
は
あ
る
ま


