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注
釈
の
な
い
元
禄
期
の
連
句
作
品
を
対
象
に
、
各
付
合
を
分
析
し
て
傾
向
を
探
る
試
み

の
一
つ
と
し
て
、
本
稿
で
は
団
水
編
『
俳諧

団
袋
』（
元
禄
四
年
一
月
刊
）
を
取
り
上
げ
る
。

同
書
は
西
鶴
門
の
団
水
が
出
し
た
俳
諧
撰
集
で
、
西
鶴
と
の
両
吟
半
歌
仙
二
巻
や
、
言
水
・

淵
瀬
・
我
黒
・
信
徳
と
い
う
京
を
代
表
す
る
俳
人
と
一
座
し
た
五
吟
歌
仙
五
巻
な
ど
を
収

め
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
五
巻
の
最
初
に
配
さ
れ
た
、「
蕣
は
」
歌
仙
（
興
行
は
元
禄
三
年

〈
一
六
九
〇
〉
の
春
か
）
を
分
析
対
象
と
す
る
。
芭
蕉
た
ち
が
『
猿
蓑
』（
元
禄
四
年
七
月

刊
）
の
諸
歌
仙
を
巻
い
て
い
た
時
期
の
興
行
だ
け
に
、
そ
れ
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
風
体

を
示
す
の
か
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
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
孤
本
で
あ
る
東
京
大
学
総
合
図
書

館
洒
竹
文
庫
蔵
本
を
用
い
（
Ｗ
ｅ
ｂ
上
に
公
開
さ
れ
た
「
連
歌
俳
諧
書
集
成
」
に
よ
る
）、

『
北
条
団
水
集　

俳
諧
篇
上
巻
』（
古
典
文
庫　

昭
和
57
年
刊
）の
翻
刻
本
文
を
参
照
し
た
。

句
の
掲
出
に
あ
た
り
、
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
本
に
あ
る
も
の
）
を
私
に
付
し
た
。

【
審
査
論
文
】

　
　
　
　『
団
袋
』「
蕣
は
」
歌
仙
分
析

　
　

佐　

藤　

勝　

明　
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 SATO  Katsuaki 

和
洋
女
子
大
学
紀
要　

第
六
十
五
集　

一
五
―
二
六
（
二
〇
二
四
・
〇
三
）

要
旨

　

元
禄
期
の
連
句
作
品
を
分
析
す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
、
団
水
編
『
団
袋
』（
元
禄
四
年
刊
）
に
収
め
ら
れ
る
、
京
都
俳
壇
の
主
流
た
る
言
水
・
信
徳
ら
が
一
座
し
た
「
蕣
は
」
歌
仙
を

取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
析
に
よ
り
、
同
時
期
の
芭
蕉
流
俳
諧
と
共
通
し
た
疎
句
化
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
前
句
へ
の
吟
味
が
欠
け
る
た
め
、
一
句
と
し
て
も
二
句
間
に
お

い
て
も
含
蓄
味
に
欠
け
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：　

俳
諧
・
元
禄
期
・
連
句
・
京
都
俳
壇
・
団
袋
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〔
付
合
〕
①
前
句
の
翁
を
朝
顔
の
無
常
は
好
ま
ず
、初
桜
を
喜
び
賞
翫
す
る
人
と
見
定
め
、

②
そ
う
し
た
老
人
が
行
な
い
そ
う
な
こ
と
を
探
り
、
桜
に
は
酒
が
付
き
物
で
あ
る
こ
と
も

考
え
合
わ
せ
、
③
醒
め
て
き
た
の
で
ま
た
も
春
雨
を
聞
き
つ
つ
酒
を
飲
む
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
醒
て
」
は
ぼ
ん
や
り
し
た
状
態
か
ら
現
実
に
返
る
こ
と
で
、
こ
こ
は
酒
の
酔

い
が
消
え
る
こ
と
。「
酌
」は
酒
を
器
に
入
れ
た
り
そ
れ
を
飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
。「
春
雨
」

に
関
し
て
は
、『
三
冊
子
』
の
「
春
雨
は
を
や
み
な
く
、
い
つ
ま
で
も
ふ
り
つ
ゞ
く
や
う

に
す
る
。
三
月
を
い
ふ
。
二
月
末
よ
り
も
用
る
也
。
正
月
、二
月
は
じ
め
を
春
の
雨
と
也
」

と
い
う
記
述
が
有
名
な
が
ら
、
実
際
に
「
春
雨
」
と
「
春
の
雨
」
が
厳
密
に
使
い
分
け
ら

れ
る
わ
け
で
も
な
く
、「
春
雨
」
は
『
糸
屑
』
等
に
三
月
、『
増
山
井
』
等
に
兼
三
春
の
詞

と
さ
れ
る
。「
春
雨
の
酒
」
は
春
雨
が
降
り
続
く
時
節
に
飲
む
酒
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

此こ
の

年
の
弥や
よ
ひ生
を
緩ユ
ル

く
袷あ
は
せ

着
て 

我
黒

　

第
三　
　

春
三
月
（
弥
生
）　

時
候
・
衣
類

〔
句
意
〕
こ
の
年
の
暖
気
が
強
い
三
月
を
、
ゆ
っ
た
り
と
袷
を
着
て
過
ご
し
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
春
雨
と
い
う
時
節
と
酒
を
酌
む
人
物
に
目
を
付
け
、
②
「
春
雨
」
か

ら
「
弥
生
」
を
導
き
つ
つ
、
飲
酒
す
る
人
の
少
し
崩
れ
た
着
こ
な
し
を
想
像
し
、
③
今
年

の
三
月
は
温
み
が
強
く
、
早
く
も
袷
を
ゆ
る
り
と
着
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
此
年
の
弥
生
」
は
今
年
の
三
月
。「
緩
く
」
は
た
る
み
な
ど
が
あ
っ
て
き
つ
く

な
い
こ
と
で
、
こ
の
意
で
下
に
掛
か
る
と
同
時
に
、
上
を
受
け
て
気
候
の
面
で
も
張
り
詰

め
た
感
じ
が
な
い
（
す
な
わ
ち
、
暖
気
が
強
い
）
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。「
袷
」
は
裏

地
の
付
い
て
い
る
衣
服
を
い
い
、
江
戸
時
代
は
四
月
一
日
か
ら
五
月
四
日
ま
で
と
、
九
月

一
日
か
ら
八
日
ま
で
着
る
習
わ
し
で
、
歳
時
記
類
で
は
夏
の
扱
い
。
こ
こ
は
四
月
一
日
の

更
衣
を
待
た
ず
に
着
た
場
合
で
あ
り
、す
で
に
夏
の
気
配
が
現
れ
て
い
る
と
察
知
さ
れ
る
。

　
　
　

二ふ
た

坂さ
か

三み

坂
嶺み
ね

幽か
す
か

也 

信
徳

　
　
　
　
　

五
吟
／
春

　
　
　

蕣
あ
さ
が
ほは

蒔ま
か

ぬ
翁お

き
な

ぞ
初
ざ
く
ら 

言
水

　

発
句　
　

春
三
月
（
初
ざ
く
ら
）　

植
物
草
・
人
倫
・
植
物
木

〔
句
意
〕
朝
顔
の
種
は
蒔
か
な
い
翁
ぞ
、と
自
ら
を
観
じ
今
年
の
初
桜
を
楽
し
ん
で
い
る
。

〔
備
考
〕「
蕣
」
は
ア
オ
イ
科
の
落
葉
低
木
で
あ
る
ム
ク
ゲ
（
木
槿
）
を
さ
す
字
な
が
ら
、

日
本
で
は
ア
サ
ガ
オ
（
朝
顔
）
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
も
音
数
的
に
ア
サ
ガ

オ
（
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
「
あ
さ
が
ほ
」
の
表
記
）
と
読
む
こ
と
は
明
ら
か
。「
朝
顔
」

は
ヒ
ル
ガ
オ
科
の
一
年
草
で
、
節
用
集
類
で
は
「
槿
」
や
「
蕣
」
の
字
を
当
て
ら
れ
る
こ

と
も
多
く
、
こ
れ
自
体
の
季
は
秋
。
早
朝
に
開
花
し
て
昼
こ
ろ
に
し
ぼ
む
と
こ
ろ
か
ら
、

は
か
な
い
も
の
の
代
表
と
し
て
扱
わ
れ
、「
槿
花
一
日
の
栄
」（
こ
の
「
槿
花
」
は
ム
ク
ゲ

も
ア
サ
ガ
オ
も
さ
す
こ
と
が
あ
る
）
の
成
語
も
生
ま
れ
て
い
る
。「
蒔
ぬ
」
は
そ
の
種
子

を
蒔
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
無
常
観
に
通
じ
る
花
は
避
け
る
思
い
の
反
映
と
察
せ
ら
れ

る
。
ま
た
、
後
に
団
水
が
編
集
・
刊
行
す
る
西
鶴
遺
稿
集
『
西
鶴
置
土
産
』（
元
禄
六
年

刊
）
の
巻
二
ノ
三
「
人
に
は
棒
振
虫
同
然
に
思
は
れ
」
に
は
、
来
年
の
眺
め
を
楽
し
み
に

朝
顔
の
種
を
採
る
老
婆
に
対
し
、
こ
れ
を
見
か
け
た
者
が
「
さ
ら
ば
人
間
は
露
の
命
と
も

い
ふ
に
。
此こ
の

老
人
は
」
と
の
感
想
を
漏
ら
す
場
面
が
あ
り
、
翌
年
に
期
待
を
か
け
る
老
人

を
あ
さ
ま
し
い
と
感
じ
る
こ
と
も
、
社
会
一
般
の
通
念
と
し
て
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

の
句
の
「
蕣
は
蒔
ぬ
翁
」
に
も
、
い
つ
何
が
あ
る
と
も
知
れ
な
い
翁
ゆ
え
将
来
を
期
待

す
る
よ
う
な
ふ
る
ま
い
は
し
な
い
、
と
い
っ
た
思
い
が
認
め
ら
れ
る
。「
翁
」
は
男
の
老

人
。
当
時
は
四
十
を
初
老
と
し
、
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
生
ま
れ
の
言
水
は
元
禄
三
年

（
一
六
九
〇
）
に
四
十
一
歳
で
あ
る
か
ら
、
翁
を
称
し
て
よ
い
年
齢
に
達
し
て
い
た
。

　
　
　

醒さ
め

て
ま
た
酌く
む

春
雨
の
酒 

淵
瀬

　

脇　
　
　

春
三
月
な
い
し
三
春
（
春
雨
）　

降
物
・
飲
食

〔
句
意
〕
春
雨
の
中
、
醒
め
て
ま
た
酒
を
酌
み
直
す
。
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引
い
て
か
ら
再
び
満
ち
る
ま
で
の
間
を
い
う
。「
鱸
」
は
ス
ズ
キ
目
ス
ズ
キ
科
の
海
水
魚

で
、『
を
だ
ま
き
』
等
に
八
月
、『
年
浪
草
』
等
に
兼
三
秋
の
扱
い
。
熊
野
で
神
魚
と
さ
れ

る
な
ど
、
川
に
も
上
る
魚
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
、
祝
事
に
供
え
る
地
域
も
多
い
。

　
　
　

折
か
ら
の
躍を
ど
り

を
聟む
こ

の
詠な
が
め

に
て 

淵
瀬

　

初
ウ
１　

秋
七
月
（
躍
）　

芸
能
・
人
倫

〔
句
意
〕
折
か
ら
の
踊
り
に
対
し
て
、
婿
は
た
だ
眺
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
漁
は
祝
事
の
準
備
で
あ
り
、
鱸
が
釣
れ
ず
に
気
落
ち
し
て
い
る
だ
ろ

う
と
見
込
み
、
②
婚
礼
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
当
事
者
が
気
後
れ
す
る
場
面
を
取
り
上
げ

よ
う
と
考
え
、
③
折
か
ら
の
踊
り
に
も
加
わ
ら
ず
、
婿
は
眺
め
る
ば
か
り
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
折
か
ら
」
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
節
で
あ
る
こ
と
を
表
す
言
い
方
。
こ
こ
で
の

「
躍
」
は
「
踊
」
に
同
じ
く
、
主
と
し
て
盂
蘭
盆
に
際
し
て
行
な
わ
れ
る
盆
踊
り
の
類
を

さ
し
、
諸
書
に
七
月
の
扱
い
。「
聟
」
は
「
婿
」
に
同
じ
く
、
娘
の
夫
に
対
す
る
呼
称
で
、

娘
の
実
家
に
入
っ
た
者
を
い
う
こ
と
も
多
い
。「
む
こ
入
」
は
『
毛
吹
草
』
等
の
諸
書
に

恋
の
詞
と
さ
れ
る
も
、
こ
の
歌
仙
に
は
ほ
か
に
複
数
の
恋
の
句
が
あ
り
、「
聟
」
だ
け
で

こ
れ
を
恋
と
認
め
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
「
詠
」
は
「
眺
め
」
に
同
じ
く
、
つ
く
づ

く
見
つ
め
て
は
物
思
い
に
ふ
け
る
こ
と
。
妻
の
実
家
（
婿
入
り
し
た
可
能
性
も
あ
る
）
や

そ
の
地
域
に
ま
だ
な
じ
め
ず
、疎
外
感
を
感
じ
て
い
る
さ
ま
で
あ
り
、こ
れ
が
「
釣
レ
ざ
る
」

の
が
っ
か
り
し
た
感
じ
に
も
見
合
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

貧マ
ヅ
シ

き
と
て
も
大
名
の
富ト
ミ 

言
水

　

初
ウ
２　

雑　

人
倫

〔
句
意
〕
貧
し
い
と
は
い
え
、
さ
す
が
に
大
名
の
富
み
具
合
で
は
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
婿
養
子
に
な
っ
た
武
士
が
庶
民
の
踊
り
を
見
る
場
面
と
見
換
え
、
②

民
を
た
ば
ね
る
君
主
（
大
名
）
を
想
定
し
、
小
藩
な
が
ら
治
世
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と

　

初
オ
４　

雑　

山
類

〔
句
意
〕
二
坂
も
三
坂
も
越
え
て
や
っ
と
頂
上
が
幽
か
に
見
え
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
袷
を
緩
く
着
る
の
は
理
由
が
あ
る
と
見
込
み
、
②
そ
れ
を
探
っ
て
山

を
越
え
行
く
場
面
を
導
き
出
し
、③
二
つ
三
つ
と
坂
を
越
え
峰
が
幽
か
に
見
え
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
二
坂
三
坂
」は
坂
を
二
つ
も
三
つ
も
と
い
う
こ
と
。「
嶺
」は「
峰
」に
同
じ
く
、

山
の
頂
上
。「
幽
」
は
山
の
奥
深
い
こ
と
を
原
義
と
す
る
字
で
、
こ
こ
は
カ
ス
カ
と
読
み
、

や
っ
と
認
知
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

　
　
　

帆ほ

を
も
れ
て
海
よ
り
あ
が
る
月
の
形ナ
リ 

団
水

　

初
オ
５　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
）　

月
の
句　

水
辺
・
天
象
・
夜
分

〔
句
意
〕
船
の
帆
か
ら
光
を
漏
ら
し
な
が
ら
、
海
か
ら
上
っ
た
月
が
そ
の
姿
を
現
す
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
山
を
登
っ
て
い
く
者
の
感
慨
と
見
定
め
、
②
そ
の
人
が
眼
下
に
広
が

る
景
色
に
目
を
瞠
る
さ
ま
を
思
い
描
き
、
夕
暮
れ
て
い
く
海
の
様
子
を
想
定
し
、
③
そ
の

光
が
船
の
帆
か
ら
漏
れ
る
恰
好
で
、
海
か
ら
上
る
月
が
形
を
露
わ
に
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
帆
」
は
風
を
受
け
て
船
を
進
ま
せ
る
た
め
の
布
製
の
船
具
。「
も
れ
て
」
は
「
洩

れ
て
」
で
、
光
・
水
・
音
・
空
気
な
ど
が
隙
間
や
穴
を
通
っ
て
出
る
こ
と
。「
形
」
は
形

状
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
ナ
リ
と
読
ま
せ
て
い
る
。

　
　
　

汐し
ほ
か
ひ間
た
か
く
鱸す
ず
き

釣
レ
ざ
る 

執
筆

　

初
オ
６　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
鱸
）　

水
辺
・
動
物
魚

〔
句
意
〕
干
潮
か
ら
高
潮
に
な
っ
て
い
っ
て
、
鱸
は
ち
っ
と
も
釣
れ
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
船
上
か
ら
月
の
出
を
眺
め
て
い
る
も
の
と
見
換
え
、
②
そ
れ
を
魚
を

獲
る
た
め
の
船
と
し
て
、
潮
や
漁
の
様
子
を
表
そ
う
と
考
え
、
③
引
い
た
状
態
か
ら
し
だ

い
に
潮
が
高
く
な
り
、
鱸
は
釣
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
汐
間
」
は
「
潮
間
」
に
同
じ
く
、
シ
オ
マ
・
シ
オ
ガ
イ
と
も
発
音
し
、
潮
が
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履
く
高
い
歯
の
下
駄
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。「
む
つ
か
し
」
は
不
快
で
煩
わ
し
い
こ
と
を

表
す
形
容
詞
。
雨
や
雪
で
あ
る
か
ら
草
履
を
や
め
て
木
履
を
選
ぶ
は
ず
の
と
こ
ろ
、
そ
れ

で
も
歩
行
の
困
難
を
感
じ
さ
せ
る
積
雪
な
の
で
あ
る
。「
寺
」
と
「
木
履
」
に
は
一
定
の

連
想
関
係
が
あ
る
（『
笈
の
小
文
』
の
「
足
駄
は
く
僧
も
見
え
け
り
花
の
雨　

万
菊
」
な
ど
）

と
し
て
も
、
前
句
か
ら
雪
を
導
い
た
要
因
が
何
か
は
見
い
だ
せ
な
い
。

　
　
　

湖ニ
ホ

あ
び
ん
姿
は
上じ
や
う

戸ご

ば
か
り
な
る 

言
水

　

初
ウ
５　

冬
十
一
月
（
湖
＝
鳰
）　

動
物
鳥
・
水
辺

〔
句
意
〕
鳰に
お

鳥ど
り

が
湖
の
水
を
浴
び
ん
と
す
る
姿
は
、上
戸
ば
か
り
が
揃
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
足
元
が
悪
い
中
で
も
雪
の
景
観
を
求
め
る
人
と
見
定
め
、
②
そ
の
人

が
出
歩
い
た
先
で
目
を
留
め
る
光
景
は
何
か
と
探
り
、
冬
の
湖
を
思
い
描
い
て
、
③
湖
で

水
浴
び
す
る
鳰
鳥
は
上
戸
ば
か
り
に
見
え
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
湖
」
に
「
ニ
ホ
」
と
振
り
仮
名
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
「
鳰
」
に
同
じ
く
、

カ
イ
ツ
ブ
リ
（
カ
イ
ツ
ブ
リ
科
の
水
鳥
）
の
古
名
で
あ
る
鳰
鳥
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
鳥
が
生
息
す
る
琵
琶
湖
を
「
鳰
の
海
」
と
も
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
「
湖
」
の
字

を
当
て
た
の
で
あ
ろ
う
（「
海
」
と
「
湖
」
は
通
用
）。「
鳰
の
浮
巣
」
は
夏
季
の
も
の
な

が
ら
、「
鳰
（
鳰
鳥
）」
自
体
は
『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
等
に
雑
、『
番
匠
童
』
に
十
一
月

と
扱
い
が
分
か
れ
、
こ
こ
は
後
者
と
考
え
て
お
く
。「
あ
び
ん
」
は
「
浴
び
ん
」
で
、
水

を
浴
び
る
こ
と
。「
湖
」
の
用
字
に
よ
り
、
鳥
の
い
る
の
が
湖
（
琵
琶
湖
と
特
定
し
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
）
と
知
ら
れ
る
。「
上
戸
」
は
酒
を
好
ん
で
た
く
さ
ん
飲
む
人
。
上
戸
ど

も
が
浴
び
る
よ
う
に
飲
酒
す
る
姿
（
あ
る
い
は
、
上
気
し
た
酒
飲
み
が
水
浴
で
も
す
る
よ

う
に
肌
脱
ぎ
と
な
っ
た
姿
か
）
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
鳰
鳥
の
水
浴
に
た
と
え
た
ら
し
い
と

は
想
像
が
つ
く
も
の
の
、
全
体
的
に
ひ
と
り
よ
が
り
な
表
現
が
目
に
つ
く
。

　
　
　

若わ
か

衆し
ゆ

に
似
よ
と
刀
さ
す
妹い
も 

団
水

考
え
、
③
貧
乏
大
名
と
は
言
っ
て
も
相
応
の
富
は
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
大
名
」
は
一
万
石
以
上
を
領
有
す
る
幕
府
直
属
の
武
士
を
い
い
、
所
領
の
規

模
か
ら
国
主
（
国
持
）・
准
国
主
・
城
主
・
城
主
格
・
無
城
な
ど
に
区
別
さ
れ
、
困
窮
す

る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
こ
こ
も
そ
う
し
た
藩
の
一
つ
な
が
ら
、
一
定
の
財
を
保

持
し
つ
つ
よ
く
治
め
て
い
る
か
ら
、民
衆
も
安
心
し
て
踊
り
を
楽
し
め
る
と
理
解
さ
れ
る
。

　
　
　

古ふ
る
で
ら寺
や
代よ

よ々

の
位ゐ

牌は
い

の
並
び
た
る 

信
徳

　

初
ウ
３　

雑　

釈
教

〔
句
意
〕
古
い
寺
に
は
何
代
に
も
わ
た
る
位
牌
が
並
ん
で
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
貧
し
い
な
が
ら
多
少
の
富
は
あ
る
大
名
と
い
う
点
に
着
目
し
、
②
そ

の
大
名
家
は
藩
替
え
も
な
く
土
地
に
定
着
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
具
体

的
な
何
か
で
表
そ
う
と
考
え
、
③
古
寺
に
先
祖
代
々
の
位
牌
が
並
ぶ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
位
牌
」
は
死
者
の
法
名
（
戒
名
）・
俗
名
・
死
亡
年
月
日
・
年
齢
等
を
記
し
た

木
牌
で
、
仏
壇
に
安
置
さ
れ
て
供
養
の
対
象
と
な
り
、
三
十
三
回
忌
を
過
ぎ
る
と
旦
那
寺

に
納
め
る
な
ど
し
て
個
霊
祭
祀
を
や
め
る
の
が
一
般
的
。檀
家
制
度
が
確
立
し
て
い
く
中
、

庶
民
階
級
で
も
位
牌
が
一
般
化
す
る
の
は
元
禄
期
こ
ろ
か
ら
な
の
で
、「
代
々
」
と
あ
る

以
上
、
こ
こ
は
大
名
家
や
上
級
家
臣
ら
の
位
牌
と
判
断
さ
れ
る
。

　
　
　

見
に
来
る
雪
に
木ぼ
く

履り

む
つ
か
し 

我
黒

　

初
ウ
４　

冬
十
一
月　

降
物
・
履
物

〔
句
意
〕
見
に
来
た
雪
も
予
想
外
の
量
で
、
木
履
で
さ
え
歩
行
は
難
し
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
位
牌
の
並
ぶ
古
寺
で
あ
る
点
に
目
を
付
け
、
②
由
緒
も
風
情
も
あ
る

寺
を
訪
ね
来
る
者
を
想
定
し
、
そ
れ
を
遊
山
が
て
ら
の
参
詣
と
し
て
、
③
見
に
来
た
雪
は

積
も
り
に
積
も
り
、
木
履
で
も
歩
く
の
が
難
し
い
ほ
ど
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
木
履
」
は
木
製
の
履
物
で
、
と
く
に
「
足
駄
」
と
同
意
の
、
雨
の
日
な
ど
に
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〔
備
考
〕「
風
流
」
は
上
品
で
優
美
な
趣
の
あ
る
こ
と
も
、
意
匠
を
凝
ら
し
て
美
し
く
飾

る
こ
と
も
い
い
、
こ
こ
は
後
者
に
近
い
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。「
衣
」
は
音
数
面
か
ら
キ

ヌ
と
読
ま
せ
、「
風
流
の
衣
」
で
数
奇
三
昧
の
衣
装
を
意
味
さ
せ
て
、
前
句
の
人
物
が
着

る
も
の
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。「
土
用
」
は
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
の
前
の
各
十
八

日
間
の
称
で
、一
般
に
は
二
十
四
節
気
の
小
暑
か
ら
立
秋
前
日
ま
で
の
夏
の
土
用
を
さ
す
。

「
土
用
干
し
」
の
語
も
あ
る
よ
う
に
、
夏
の
土
用
に
は
衣
類
・
書
籍
な
ど
を
取
り
出
し
、

日
に
あ
て
風
を
通
し
て
虫
を
払
う
の
が
通
例
で
、
こ
こ
の
「
風
入
て
」
も
そ
れ
を
表
す
。

　
　
　

夢
す
さ
ま
じ
く
翻

ひ
る
が
へ

る
欲 

淵
瀬

　

初
ウ
８　

雑

〔
句
意
〕
夢
に
見
た
の
は
実
に
興
ざ
め
な
内
容
で
、
貪
欲
な
思
い
も
萎
え
て
し
ま
う
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
心
地
よ
い
風
の
吹
く
好
天
の
さ
ま
を
看
取
し
、
②
土
用
干
し
の
最

中
に
う
た
た
寝
を
す
る
人
を
想
定
し
、
そ
の
人
が
夢
か
ら
醒
め
た
様
子
を
取
り
上
げ
よ
う

と
考
え
、
③
す
さ
ま
じ
い
夢
を
見
て
欲
望
も
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
す
さ
ま
じ
」
は
不
調
和
か
ら
起
こ
る
荒
涼
と
し
た
感
じ
を
表
わ
す
形
容
詞
で
、

趣
に
欠
け
て
お
も
し
ろ
く
な
い
こ
と
を
表
す
。「
翻
る
」
は
裏
返
し
に
な
る
こ
と
、「
欲
」

は
何
か
を
貪
り
求
め
る
こ
と
な
の
で
、「
翻
る
欲
」
は
そ
う
し
た
熱
情
が
一
気
に
冷
め
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
風
」
と
「
翻
る
」
は
縁
語
で
、
そ
こ
か
ら
「
翻
る
欲
」
と
い

う
造
語
的
表
現
を
起
こ
し
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

　
　
　

祭ま
つ
りた
る
人
ま
つ
ら
る
ゝ
け
ふ
の
魂た
ま 

団
水

　

初
ウ
９　

秋
七
月
（
ま
つ
ら
る
ゝ
け
ふ
の
魂
＝
玉た
ま

祭ま
つ
り

）　

人
倫
・
無
常

〔
句
意
〕
い
つ
も
先
祖
を
祀
っ
て
き
た
人
が
、今
日
は
魂
を
祀
ら
れ
る
側
と
な
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
人
と
し
て
の
本
能
的
欲
求
が
失
せ
た
状
態
と
見
込
み
、
②
空
し
く
こ

の
世
を
去
っ
た
人
を
想
定
し
、
そ
の
鎮
魂
の
行
事
を
思
い
寄
せ
、
③
祀
る
人
か
ら
祀
ら
れ

　

初
ウ
６　

雑　

恋
（
若
衆
・
妹
）　

人
倫
・
器
物

〔
句
意
〕
若
衆
に
似
さ
せ
よ
う
と
、
刀
を
差
す
わ
が
女
よ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
水
浴
び
す
る
鳥
さ
な
が
ら
の
上
戸
た
ち
の
姿
だ
の
意
に
読
み
替
え
、

②
伊
達
を
気
取
る
奴
風
の
連
中
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
恋
人
も
ま
た
最
新
の
風
俗
に
敏
感

で
あ
ろ
う
と
考
え
、
③
わ
が
身
を
若
衆
の
よ
う
に
す
べ
く
刀
を
差
す
妹
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
若
衆
」
は
元
服
前
の
前
髪
を
残
し
た
姿
の
少
年
で
、
男
色
の
対
象
と
な
る
美

少
年
を
い
う
こ
と
も
多
く
、
芭
蕉
句
「
梅
柳
さ
ぞ
若
衆
哉
女
か
な
」（『
む
さ
し
ぶ
り
』）

な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
遊
女
と
並
ぶ
美
的
存
在
で
あ
っ
た
。
一
般
的
な
読
み
は
ワ

カ
シ
ュ
ウ
で
、
こ
こ
は
ワ
カ
シ
ュ
と
読
ま
せ
る
。
こ
の
「
刀
」
は
若
衆
が
腰
に
佩
く
一
本

差
し
で
、
浮
世
絵
な
ど
で
知
ら
れ
る
典
型
的
な
若
衆
の
風
俗
。「
妹
」
は
男
性
か
ら
見
て

同
腹
の
姉
妹
を
い
う
と
と
も
に
、
妻
・
恋
人
な
ど
親
し
い
間
柄
の
女
性
を
さ
す
呼
称
。
江

戸
時
代
前
期
に
は
、
派
手
な
身
な
り
で
侠
気
を
売
り
物
に
徒
党
を
組
み
、
旗
本
奴
・
町
奴

と
呼
ば
れ
て
闊
歩
す
る
連
中
が
お
り
、そ
の
伊
達
風
俗
は
社
会
全
般
に
も
広
が
っ
て
い
た
。

若
衆
へ
の
好
尚
も
、
若
い
女
性
が
若
衆
風
俗
に
憧
れ
る
の
も
、
す
べ
て
そ
う
し
た
風
潮
の

な
せ
る
わ
ざ
で
、
こ
の
付
合
に
は
そ
の
こ
と
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
芭
蕉
句
「
花
に

酔
リ
羽
織
着
て
か
た
な
指さ
す

女
」（『
真
蹟
集
覧
』）
も
同
様
な
が
ら
、
こ
れ
は
延
宝
末
年
こ

ろ
の
作
で
、
貞
享
以
後
の
芭
蕉
句
か
ら
は
消
え
る
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
こ
こ
に

も
こ
の
連
衆
と
芭
蕉
と
の
懸
隔
の
一
端
が
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、「
若
衆
」「
妹
」

は
諸
書
に
恋
の
詞
と
さ
れ
、
こ
れ
も
形
式
的
に
恋
の
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

風
流
の
衣き
ぬ

に
土
用
の
風
入い
れ

て 

我
黒

　

初
ウ
７　

夏
六
月
（
土
用
の
風
入
て
＝
土
用
干
し
）　

衣
類

〔
句
意
〕
伊
達
で
美
し
い
衣
装
に
土
用
の
風
を
通
し
入
れ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
伊
達
風
俗
に
好
尚
を
示
す
女
性
と
見
て
、
②
そ
の
人
が
自
慢
の
衣
装

を
大
事
に
扱
う
さ
ま
を
想
定
し
、
③
土
用
に
は
風
流
な
衣
服
に
風
を
入
れ
る
と
し
た
。
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初
ウ
11　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句　

植
物
木
・
名
所

〔
句
意
〕
毎
年
く
り
返
し
咲
く
花
は
吉
野
を
第
一
の
名
所
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
明
け
暮
れ
に
見
る
月
と
い
う
点
に
着
目
し
、
②
同
様
に
花
も
く
り
返

さ
れ
る
こ
と
を
詠
も
う
と
考
え
、
③
年
々
の
花
は
吉
野
を
名
所
に
し
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
と
し
〴
〵
」
は
「
年
々
」
で
、毎
年
・
例
年
。「
よ
し
野
」
は
「
吉
野
・
芳
野
」

で
、
奈
良
県
吉
野
郡
の
吉
野
産
地
を
中
心
と
し
た
地
域
の
総
称
。
花
の
名
所
と
し
て
知
ら

れ
、『
類
船
集
』
に
「
吉
野
」
と
「
千
本
ノ
桜
」
の
付
合
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
は
な
は

吉
野
」
は
一
種
の
成
語
で
あ
り
（
年
代
は
下
る
も
、各
種
の
俚
諺
集
に
「
花
は
み
よ
し
の
」

が
見
ら
れ
る
）、
ま
た
、
影
響
関
係
を
断
定
的
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、「
と

し
〴
〵
の
花
」
か
ら
は
、
劉
希
夷
「
代
悲
白
頭
翁
詩
」（『
唐
詩
選
』
等
）
の
有
名
な
詩
句

「
年
年
歳
歳
花
相
似
タ
リ
、
歳
歳
年
年
人
同
ジ
カ
ラ
ズ
」
と
の
類
似
も
感
得
さ
れ
る
。
今

年
の
花
を
限
定
的
に
詠
む
の
で
は
な
く
、「
と
し
〴
〵
の
花
」
と
一
般
化
し
た
表
現
を
と

る
こ
と
で
、
秋
か
ら
春
へ
の
季
移
り
が
違
和
感
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　

春は
る

辺べ

を
背
負
ふ
乞こ
つ
じ
き食
の
母 

言
水

　

初
ウ
12　

三
春
（
春
辺
）　

時
候
・
人
倫

〔
句
意
〕
春
の
時
節
に
子
を
背
負
っ
て
乞
食
を
す
る
母
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
花
は
変
わ
ら
ず
に
咲
く
と
詠
ま
れ
た
こ
と
を
受
け
、
②
人
で
に
ぎ
わ

う
花
見
の
場
に
変
わ
ら
ず
現
れ
る
存
在
と
し
て
物
乞
い
を
探
り
出
し
、
同
情
を
誘
う
に
は

子
連
れ
が
一
番
と
考
え
、
③
春
べ
に
子
を
背
負
う
乞
食
の
母
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
春
辺
」
は
「
春
方
」
と
も
書
き
、春
の
こ
ろ
の
意
。「
春
辺
を
背
負
ふ
」
は
、「
春

辺
に
子
を
背
負
ふ
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
圧
縮
的
に
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
ま
る

で
春
そ
の
も
の
を
背
負
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
、
そ
れ
も
一
つ
の
ね
ら
い
と
見
ら

れ
る
。「
乞
食
」
は
僧
が
食
を
請
い
求
め
な
が
ら
仏
道
修
行
す
る
こ
と
。
転
じ
て
、
他
人

か
ら
金
銭
・
食
物
な
ど
を
恵
ん
で
も
ら
う
こ
と
や
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
活
す
る
人
を
い

る
人
に
な
っ
て
、
今
日
の
盂
蘭
盆
に
魂
が
帰
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
祭
た
る
」
は
「
祀
た
る
」
に
同
じ
く
、
動
詞
「
ま
つ
る
」
の
連
用
形
に
完
了

の
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
体
形
が
付
い
た
も
の
。
こ
こ
は
祖
霊
に
供
物
を
捧
げ
、
慰
撫
・

鎮
魂
し
つ
つ
祈
願
・
感
謝
す
る
こ
と
で
、
盂
蘭
盆
の
玉
祭
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。「
ま
つ

ら
る
ゝ
」
は
そ
の
未
然
形
に
受
身
の
助
動
詞
「
る
」
の
連
体
形
が
付
い
た
も
の
。「
玉
祭
」

は
祖
霊
を
迎
え
祀
る
行
事
で
、
七
月
十
五
日
を
中
心
と
し
た
盂
蘭
盆
の
そ
れ
を
さ
す
こ
と

が
一
般
的
で
、「
け
ふ
の
魂
」
は
そ
の
よ
う
に
祀
ら
れ
た
魂
を
さ
す
。

　
　
　

書
は
蠹シ
ミ

と
な
る
明あ
け
く
れ暮
の
月 

信
徳

　

初
ウ
10　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
）　

月
の
句　

天
象
・
夜
分

〔
句
意
〕
書
物
は
虫
食
い
に
な
っ
て
い
る
、明
け
に
暮
れ
に
と
月
を
眺
め
て
い
る
間
に
も
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
生
死
の
不
定
を
い
っ
た
も
の
と
見
定
め
、
②
そ
の
無
常
観
を
別
の
何

か
で
表
そ
う
と
考
え
、
形
や
姿
が
変
わ
る
も
の
を
探
っ
て
、
③
月
の
明
け
暮
れ
が
く
り
返

さ
れ
る
に
つ
け
て
も
、
書
籍
は
虫
に
食
わ
れ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
句
の
「
書
」
は
書
籍
。「
蠧
」
は
「
蠧
魚
・
紙
魚
」
と
も
書
き
、
総
尾
目

シ
ミ
科
に
属
す
る
昆
虫
の
総
称
で
、
家
屋
の
暗
所
を
好
ん
で
書
物
の
紙
や
衣
類
の
糊
な
ど

を
食
べ
る
。
こ
こ
は
「
蠧
と
な
る
」
で
虫
に
食
わ
れ
た
状
態
に
な
る
こ
と
。
近
代
以
降
は

夏
の
季
詞
に
な
る
も
の
の
、
近
世
で
季
に
用
い
た
例
は
あ
ま
り
な
い
。「
明
暮
」
は
夜
明

け
と
夕
暮
れ
で
、
朝
晩
の
意
か
ら
転
じ
て
日
々
・
毎
日
の
意
に
も
な
る
。「
明
暮
の
月
」

と
し
た
の
は
、
こ
こ
ま
で
出
て
い
な
い
初
裏
の
月
を
出
し
、
秋
は
三
句
以
上
と
い
う
要
請

に
も
応
じ
る
措
置
な
が
ら
、
同
じ
こ
と
（
こ
こ
は
月
の
入
り
と
月
の
出
）
が
く
り
返
さ
れ

る
日
々
の
暮
ら
し
を
も
感
得
さ
せ
、
一
定
の
効
果
は
上
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
初
ウ
７
が

紙
魚
を
払
う
行
事
で
あ
っ
た
か
ら
、こ
こ
で
「
蠧
」
を
出
し
た
こ
と
に
は
疑
問
を
覚
え
る
。

　
　
　

と
し
〴
〵
の
花
は
よ
し
野
を
名
所
に
て 

淵
瀬
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え
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
、
春
に
な
っ
て
新
居
に
入
っ
た
場
合
を
想
定
し
、
③
移
り

住
ん
で
木
の
香
も
新
鮮
な
新
居
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
木
香
」
は
木
の
香
り
で
、と
く
に
新
し
い
木
材
の
そ
れ
を
い
う
。「
新
ら
し
き
」

は
上
下
に
掛
か
り
、
木
の
香
も
初
々
し
い
新
築
の
家
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
前
句
の
理
解

か
ら
構
想
を
立
て
る
過
程
が
興
味
深
く
、
一
句
と
し
て
も
嗅
覚
的
な
表
現
が
効
果
的
。

　
　
　

明あ
け

死
な
ん
軍い
く
さに
涙
な
き
姿 

言
水

　

名
オ
３　

雑　

無
常

〔
句
意
〕
夜
が
明
け
た
ら
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
覚
悟
を
定
め
、兵
士
た
ち
は
涙
も
見
せ
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
真
新
し
い
家
に
移
っ
た
者
の
感
慨
と
見
込
み
、
②
戦
時
に
急
造
さ
れ

た
仮か
り

館や
か
たな
ど
を
想
定
し
、
明
日
は
出
陣
す
る
者
の
様
子
を
描
こ
う
と
考
え
、
③
明
け
た

ら
死
の
う
と
の
思
い
か
ら
、
涙
一
つ
見
せ
な
い
戦
士
た
ち
の
姿
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
明
死
な
ん
」
は
用
例
未
詳
。「
明
日
死
な
ん
」
の
「
日
」
が
脱
落
し
た
と
い
う

よ
り
も
、
こ
の
歌
仙
に
お
け
る
言
水
の
他
の
句
か
ら
推
し
て
、
造
語
的
表
現
と
お
ぼ
し
い
。

ア
ケ
シ
ナ
ン
と
読
み
、
夜
明
け
を
迎
え
た
ら
死
ぬ
だ
ろ
う
（
あ
る
い
は
、
死
の
う
）
の
意

と
解
し
て
お
く
。「
軍
」
は
多
く
の
節
用
集
に
イ
ク
サ
の
読
み
が
あ
り
、
本
来
は
武
人
・

戦
士
を
意
味
す
る
も
、中
世
の
軍
記
物
語
で
は
兵
乱
・
合
戦
の
意
で
多
く
用
い
ら
れ
る
。「
涙

な
き
姿
」
は
涙
も
見
せ
な
い
様
子
と
い
う
こ
と
で
、
死
を
覚
悟
し
て
落
ち
着
き
払
っ
た
こ

と
の
表
徴
で
あ
ろ
う
。
前
句
を
戦
の
た
め
の
仮
の
館
な
ど
と
見
な
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ

ず
、
南
北
朝
の
争
乱
な
ど
、
何
ら
か
の
故
事
・
逸
話
を
踏
ま
え
て
い
る
か
。

　
　
　

根
を
か
ら
れ
た
る
提だ

い

斯す

等ら

が
果は
て 

団
水

　

名
オ
４　

雑　

人
倫

〔
句
意
〕
根
絶
や
し
と
な
っ
た
提だ

い

す
宇
子
信
徒
ら
の
末
路
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
決
死
の
戦
に
臨
む
者
の
様
子
と
見
定
め
、
②
そ
の
戦
を
半
世
紀
前
に

う
。「
乞
食
の
母
」
は
乞
食
を
す
る
人
の
母
で
は
な
く
、
人
の
母
が
乞
食
を
業
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
子
連
れ
で
あ
る
こ
と
が
哀
れ
を
催
し
、
実
入
り
も
よ
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

仮
に
前
句
が
「
年
年
歳
歳
…
」
を
意
識
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
は
「
人
同
ジ
カ
ラ

ズ
」
を
受
け
、
そ
れ
で
も
人
は
同
じ
こ
と
を
く
り
返
す
と
翻
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　

衣き

更さ
ら

着ぎ

や
炭す
み

買
ふ
霙み
ぞ
れ

淡あ
は
ゆ
き雪
に 

信
徳

　

名
オ
１　

春
二
月
（
衣
更
着
）　

時
候
・
降
物

〔
句
意
〕
時
節
も
二
月
、
重
ね
着
し
て
炭
を
買
う
間
に
霙
は
淡
雪
に
変
わ
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
薄
着
で
人
中
に
出
る
乞
食
の
姿
を
感
得
し
、
②
春
に
な
お
残
る
寒

気
は
さ
ぞ
や
つ
ら
い
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
、
そ
う
し
た
時
候
の
さ
ま
を
取
り
上
げ
よ
う
と

考
え
、
③
衣
を
重
ね
て
炭
を
買
い
、
霙
は
淡
雪
に
な
る
二
月
の
候
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
衣
更
着
」
は
「
如
月
」
に
同
じ
く
、
陰
暦
二
月
の
異
称
で
、
歌
学
書
『
奥
義

抄
』
で
は
寒
さ
の
た
め
更
に
衣
を
重
ね
て
着
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
説
か
れ
る
。
語
源
説

は
多
々
あ
る
も
、
こ
の
用
字
は
二
月
に
な
お
寒
気
が
感
じ
ら
れ
る
さ
ま
を
よ
く
表
し
、
こ

こ
で
も
更
に
衣
を
重
ね
る
イ
メ
ー
ジ
が
い
か
さ
れ
る
。「
炭
」
は
木
材
を
蒸
し
焼
き
に
し

て
燃
料
と
す
る
も
の
で
、こ
れ
自
体
の
季
は
冬
。「
霙
」
は
融
け
か
け
た
雪
と
雨
が
混
ざ
っ

て
降
る
も
の
で
、
こ
れ
も
季
は
冬
。「
淡
雪
」
は
う
っ
す
ら
積
も
っ
て
消
え
や
す
い
雪
で
、

『
毛
吹
草
』
が
十
一
月
と
す
る
な
ど
多
く
は
冬
に
扱
う
一
方
、
後
年
の
『
袖
か
ゞ
み
』
は

一
月
と
し
、
同
じ
く
『
曲
尺
』
に
「
冬
、
一
説
に
春
」
と
あ
る
。
冬
の
詞
を
並
べ
た
と
こ

ろ
は
や
や
作
為
的
な
が
ら
、
季
感
の
把
握
と
い
う
点
で
は
功
を
奏
し
て
い
よ
う
。

　
　
　

移
り
て
木き

香が

の
新
ら
し
き
家 

我
黒

　

名
オ
２　

雑　

居
所

〔
句
意
〕
移
転
し
た
先
は
木
材
の
香
り
も
新
し
い
家
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
の
仲
春
に
炭
を
買
う
と
い
う
点
に
着
目
し
、
②
そ
れ
は
冬
の
間
に
蓄
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扱
い
。
美
味
で
あ
る
の
は
川
・
沼
な
ど
に
棲
ん
で
植
物
性
の
餌
を
食
べ
る
種
類
に
限
ら
れ
、

海
に
棲
ん
で
魚
貝
を
主
食
と
す
る
も
の
は
食
用
に
向
か
な
い
と
い
う
。
よ
っ
て
、
こ
こ
は

湖
に
棲
息
す
る
鴨
を
さ
し
、
初
ウ
５
に
「
湖
」
の
字
を
使
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
再
使
用

を
は
ば
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。「
鴨
う
つ
」
は
鴨
を
狩
猟
す
る
こ
と
で
、
鉄
砲
を

使
う
場
合
と
網
を
使
う
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
自
由
」
は
猟
の
禁
制
が
な
く
、
思
い

の
ま
ま
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
現
在
は
鳥
獣
保
護
管
理
法
に
よ
る
狩
猟
対
象
や
場
所
・

時
期
の
指
定
が
あ
り
（
基
本
は
十
一
月
十
五
日
か
ら
二
月
十
五
日
ま
で
の
三
ヶ
月
）、
違

反
す
れ
ば
罪
に
問
わ
れ
る
。
元
禄
期
は
綱
吉
の
治
世
で
あ
り
、
生
類
哀
れ
み
の
令
に
よ
っ

て
、
鷹
狩
や
鳥
獣
猟
も
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
な
が
ら
、
令
の
施
行
範
囲
は

主
と
し
て
江
戸
と
幕
領
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
各
藩
や
地
域
に
任
さ
れ
る
（
た
だ
し
、

幕
令
に
倣
う
藩
令
も
増
え
て
い
っ
た
）
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。

　
　
　

火こ

燵た
つ

に
冬
を
し
ら
ぬ
楽た
の
し

み 

淵
瀬

　

名
オ
６　

冬
十
月
な
い
し
三
冬
（
火
燵
・
冬
）　

器
財

〔
句
意
〕
炬
燵
の
温
も
り
に
よ
り
、
冬
の
寒
さ
も
知
ら
ず
に
快
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
屋
外
で
の
冬
の
楽
し
み
の
一
つ
と
と
ら
え
、②
室
内
で
の
楽
し
み
は
、

暖
を
採
る
こ
と
と
思
い
当
た
り
、③
冬
を
も
知
ら
ず
に
過
ご
せ
る
炬
燵
が
楽
し
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
火
燵
」
は
「
炬
燵
」
に
同
じ
く
、
炭
な
ど
の
熱
源
を
櫓
で
覆
い
、
そ
の
上
に

布
団
を
掛
け
て
暖
を
と
る
器
具
。『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
等
に
十
月
と
さ
れ
る
の
は
、
使

い
始
め
の
時
期
を
示
し
た
も
の
で
、『
せ
わ
焼
草
』『
通
俗
志
』
等
は
兼
三
冬
の
扱
い
。「
冬

を
し
ら
ぬ
」
は
冬
の
寒
さ
も
知
ら
ず
に
暮
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
。

　
　
　

白し
ら
か
べ壁
の
あ
ま
り
し
ろ
さ
に
目
が
わ
ろ
し 

団
水

　

名
オ
７　

雑　

居
所

〔
句
意
〕
白
壁
が
あ
ま
り
に
白
く
て
目
に
よ
く
な
い
。

起
こ
っ
た
島
原
の
乱
と
し
て
、
そ
の
結
末
を
思
い
起
こ
し
、
③
根
絶
さ
れ
た
の
が
ダ
イ
ウ

ス
ら
の
結
末
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
根
を
か
ら
れ
た
る
」
は
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
て
絶
え
た
と
い
う
こ
と
。「
提
斯
」

は
、
万
物
の
創
造
主
た
る
神
を
表
す
「
ダ
イ
ス
（
ダ
イ
ウ
ス
）」
の
漢
字
表
記
「
提
宇

子
」
に
同
じ
く
、
ダ
イ
ス
と
読
み
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
を
さ
す
と
推
察
さ
れ
る
。

十
六
・
十
七
世
紀
の
日
本
で
は
同
教
を
「
提
宇
子
宗
」
と
も
呼
び
、
こ
こ
は
「
提
斯
等
」

で
キ
リ
ス
ト
信
者
を
さ
し
た
に
相
違
な
い
。「
果
」
は
物
事
の
終
わ
り
、
結
末
・
末
路
。

す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
に
益
田
四
郎
時
貞
を
首
領
と
し
、

天
草
・
島
原
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
起
こ
し
た
乱
（
い
わ
ゆ
る
島
原
・
天
草
一
揆
）
で
あ
り
、

同
十
五
年
に
鎮
圧
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
制
と
こ
れ
に
通
じ
る
一
連
の
政
策
は
ほ
ぼ
完

遂
を
見
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
民
衆
の
管
理
や
異
国
の
排
除
（
オ
ラ
ン
ダ
等
を
除
く
）
の

徹
底
に
つ
な
が
り
、
徳
川
政
権
の
基
盤
に
も
な
る
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
さ
に
天
下
の
行
く

末
を
左
右
す
る
大
事
で
あ
っ
た
。
乱
か
ら
は
五
十
年
以
上
が
た
ち
、
客
観
的
な
叙
述
に
徹

し
た
句
で
も
あ
る
か
ら
、
咎
め
は
な
い
と
の
判
断
が
作
者
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

一ひ
と
う
み海
は
鴨か
も

う
つ
事
の
自
由
に
て 

我
黒

　

名
オ
５　

冬
十
月
な
い
し
三
冬
（
鴨
）　

水
辺
・
動
物
鳥

〔
句
意
〕
こ
の
一
湖
は
鴨
を
捕
る
こ
と
も
自
由
に
任
さ
れ
て
い
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
弾
圧
を
扱
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
同
じ
く
幕

府
の
厳
し
い
姿
勢
を
示
す
生
類
哀
れ
み
の
令
へ
想
を
移
し
つ
つ
、
そ
の
波
及
を
免
れ
た
事

例
を
想
像
し
て
、
③
一
帯
の
湖
は
鴨
の
猟
も
自
由
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
一
海
」
は
一
つ
の
海
域
と
い
う
こ
と
な
が
ら
、「
海
」
と
「
湖
」
の
字
は
通
用

さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
こ
も
一
つ
の
湖
を
さ
す
可
能
性
が
高
い
。「
鴨
」
は
カ
モ
目
カ

モ
科
の
鳥
の
中
で
、
比
較
的
小
形
の
水
鳥
の
総
称
。
肉
が
美
味
で
食
用
と
な
り
（
と
く
に

冬
か
ら
春
に
か
け
て
脂
が
の
る
）、『
増
山
井
』
等
に
十
月
、『
通
俗
志
』
等
に
兼
三
冬
の
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美
女
を
い
い
、
多
く
は
遊
女
と
同
意
で
用
い
ら
れ
る
。
近
世
に
お
け
る
遊
女
の
雇
用
形
態

は
、
親
に
よ
っ
て
身
売
り
さ
れ
て
の
年
季
奉
公
が
基
本
で
あ
り
、
遊
廓
外
へ
出
る
こ
と
が

禁
じ
ら
れ
る
な
ど
、
生
活
の
自
由
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
播
州
の
室
津
は
遊
女
発

祥
の
地
と
も
言
わ
れ
、
姫
路
に
も
明
石
に
も
遊
里
が
あ
っ
た
。

　
　
　

追お
ひ

腹ば
ら

せ
ざ
る
世
ぞ
お
も
ひ
種グ
サ 

言
水

　

名
オ
10　

秋
八
・
九
月
（
お
も
ひ
種
）　

恋
（
お
も
ひ
種
）

〔
句
意
〕
殉
死
を
し
な
く
な
っ
た
世
の
中
も
、
そ
れ
は
ま
た
心
労
の
元
に
な
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
父
を
恨
む
遊
女
の
言
で
あ
る
こ
と
を
受
け
、
②
歴
と
し
た
武
家
の
子

女
が
父
の
失
職
で
苦
界
に
入
っ
た
場
合
を
想
定
し
、
武
家
社
会
の
変
化
も
思
い
合
わ
せ
、

③
主
の
後
を
追
わ
な
い
世
と
な
り
、
か
え
っ
て
思
い
の
種
は
増
え
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
追
腹
」
は
主
君
の
死
後
に
臣
下
が
続
い
て
切
腹
す
る
こ
と
で
、
幕
府
は
寛
文

三
年
（
一
六
六
三
）
五
月
に
こ
れ
を
禁
止
し
た
。「
お
も
ひ
種
」
は
「
思
草
・
思
種
」
な

ど
と
書
き
、
物
思
い
・
心
配
事
の
元
に
な
る
も
の
。「
思
ひ
」
な
ど
は
諸
書
に
恋
の
詞
と

さ
れ
、
こ
こ
も
形
式
的
に
こ
の
語
で
恋
の
句
と
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
句
の
「
お

も
ひ
種
」
が
恋
の
思
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、追
腹
を
許
さ
れ
ず
に
浪
人
と
な
る
者
や
、

新
君
主
の
寵
臣
と
の
間
で
反
目
を
起
こ
す
老
臣
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
想
像
さ
れ
る
。

な
お
、「
思
草
」
は
竜り

ん
ど
う胆
な
ど
を
さ
す
と
し
て
秋
季
に
扱
う
こ
と
が
あ
り
（「
竜
胆
」
は
『
は

な
ひ
草
』
等
に
八
月
、『
毛
吹
草
』
等
に
九
月
）、
こ
こ
も
形
式
的
な
そ
の
例
と
な
る
。

　
　
　

伏ふ
し

見み

道み
ち

門
は
糸へ
ち
ま瓜
や
閉と
ぢ

つ
ら
ん 

信
徳

　

名
オ
11　

秋
七
月
（
糸
瓜
）　

名
所
・
居
所
・
植
物
草

〔
句
意
〕
伏
見
街
道
に
面
し
た
門
口
は
糸
瓜
の
蔓
が
閉
ざ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
世
の
変
転
を
嘆
く
口
吻
を
感
じ
取
り
、
②
武
家
に
お
け
る
憂
う
べ

き
事
態
と
し
て
閉
門
を
命
じ
ら
れ
た
家
を
想
定
し
、
そ
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
さ
ま
を
描
こ

〔
付
合
〕
①
前
句
を
安
楽
に
暮
ら
す
一
家
と
見
て
、
②
相
応
に
大
き
な
家
の
外
観
を
具
体

的
に
示
そ
う
と
し
て
、
③
あ
ま
り
に
白
い
白
壁
で
目
が
悪
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
白
壁
」
は
漆
喰
で
白
く
上
塗
り
し
た
壁
で
、「
白
壁
造
り
」
は
武
家
屋
敷
や
大

き
い
商
家
を
さ
し
て
い
う
こ
と
が
多
い
。「
目
が
わ
ろ
し
」は
よ
く
物
が
見
え
な
い
こ
と
で
、

こ
こ
は
目
が
疲
れ
て
見
え
づ
ら
い
状
態
を
い
う
。
現
代
の
科
学
で
は
、
白
い
色
は
光
を
反

射
し
や
す
く
、
そ
の
刺
激
が
続
く
と
眼
精
疲
労
が
起
き
や
す
い
と
説
明
さ
れ
る
。

　
　
　

姫ひ
め

路ぢ

明あ
か
し石
の
岡
の
日
の
か
げ 

信
徳

　

名
オ
８　

雑　

名
所
・
山
類

〔
句
意
〕
姫
路
と
い
い
明
石
と
い
い
岡
に
は
日
が
差
し
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
武
家
屋
敷
が
並
ぶ
一
帯
と
見
定
め
、
②
具
体
的
な
地
名
を
挙
げ
て
屋

敷
の
周
辺
を
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
、「
し
ろ
さ
」
か
ら
日
の
光
を
想
起
し
て
、
③
姫
路

の
岡
も
明
石
の
岡
も
日
光
に
包
ま
れ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
姫
路
」
は
姫
路
城
の
城
下
町
で
あ
っ
た
兵
庫
県
南
西
部
の
姫
路
市
で
、
西
国

街
道
の
宿
場
町
。「
明
石
」
は
明
石
城
の
城
下
町
で
あ
っ
た
兵
庫
県
南
部
の
明
石
市
で
、

山
陽
道
・
四
国
街
道
の
分
岐
点
の
宿
駅
。
姫
路
城
の
あ
る
姫
山
は
古
く
日ひ

女め

道じ
が

丘お
か

と
呼
ば

れ
、
明
石
地
区
も
丘
陵
上
に
あ
る
。「
日
の
か
げ
」
は
「
日
の
影
」
で
、
日
光
・
日ひ

差ざ
し

。

　
　
　

傾け
い

城せ
い

の
身
と
な
す
父
の
恨
め
し
や 

淵
瀬

　

名
オ
９　

雑　

恋
（
傾
城
）　

人
倫

〔
句
意
〕
私
を
遊
女
の
身
と
す
る
父
親
が
恨
め
し
い
こ
と
よ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
姫
路
・
明
石
を
取
り
上
げ
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
播
磨
国
は
遊
女
で

も
知
ら
れ
る
地
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
、
遊
里
に
暮
ら
す
女
を
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
、

③
傾
城
の
身
と
し
た
父
が
恨
め
し
い
と
の
、
そ
の
者
の
思
い
に
よ
っ
て
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
傾
城
」
は
為
政
者
が
そ
の
色
香
に
耽
溺
し
て
城
や
国
を
傾
け
滅
ぼ
す
ほ
ど
の
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名
ウ
１　

三
秋
（
秋
の
山
）　

釈
教
・
山
類

〔
句
意
〕
仏
国
で
あ
る
日
本
で
は
魔
が
退
き
、
豊
か
な
秋
の
山
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
遠
方
の
地
か
ら
産
物
を
運
ぶ
旅
と
見
換
え
、
②
夜
間
の
山
中
な
ど
危

険
な
難
路
も
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
う
し
た
際
に
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
る
慰
め
の
言
を
探
り

出
し
、
③
仏
国
日
本
で
は
魔
も
疎
く
、
有
徳
な
秋
の
山
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
仏
国
」
は
仏
の
住
む
極
楽
浄
土
を
い
う
語
で
、
仏
教
を
信
奉
す
る
国
に
つ
い

て
も
い
い
、こ
こ
は
後
者
。「
魔
」
は
仏
道
成
就
の
妨
げ
を
な
す
悪
神
。「
う
と
く
」
は
「
疎

く
」
で
上
を
受
け
、
関
係
が
薄
い
こ
と
を
表
す
一
方
、「
有
徳
」
の
意
で
下
に
も
掛
か
り
、

富
裕
・
豊
穣
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
秋
の
山
」
に
付
与
す
る
。
掛
詞
に
よ
っ
て
異
な
る
二
文
脈

を
合
体
さ
せ
る
手
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
延
宝
期
に
流
行
し
て
言
水
・
信
徳
ら
も
盛
ん
に
行

な
っ
た
無
心
所
着
（
一
句
と
し
て
の
整
合
性
を
無
視
し
た
非
合
理
の
句
体
）
に
近
い
も
の

な
が
ら
、
一
句
の
整
合
性
は
何
と
か
保
た
れ
て
い
る
。

　
　
　

一
度
に
喰く
ひ

て
た
ゝ
る
松
茸 

団
水

　

名
ウ
２　

秋
八
・
九
月
（
松
茸
）　

食
物

〔
句
意
〕
一
度
に
た
く
さ
ん
食
べ
て
、
仇
と
な
る
松
茸
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
日
本
の
「
有
徳
な
る
秋
の
山
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
見
定
め
、
②
秋
の

山
の
最
大
の
恵
み
は
松
茸
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
収
穫
に
気
を
よ
く
し
て
大
食
す
る
場
合

を
想
定
し
、
③
一
度
に
食
べ
過
ぎ
て
松
茸
が
た
た
り
を
な
す
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
た
ゝ
る
」
は
神
仏
・
怨
霊
な
ど
が
災
い
を
す
る
こ
と
が
原
義
で
、前
句
の
「
魔
」

と
は
縁
語
関
係
に
な
る
。
こ
こ
は
何
か
が
原
因
で
よ
く
な
い
結
果
に
な
る
こ
と
を
表
し
、

松
茸
を
食
べ
過
ぎ
た
こ
と
が
仇
と
な
っ
て
、
腹
痛
な
ど
を
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
松

茸
」
は
担
子
菌
類
キ
シ
メ
ジ
科
の
キ
ノ
コ
で
、『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
等
に
九
月
、『
初

学
抄
』『
せ
わ
焼
草
』
等
に
八
月
の
扱
い
。
香
り
の
よ
い
食
用
の
も
の
で
、
毒
性
は
な
い

に
し
て
も
、一
般
に
キ
ノ
コ
類
の
過
剰
な
摂
取
は
消
化
不
良
を
起
こ
し
や
す
い
と
さ
れ
る
。

う
と
考
え
、
③
伏
見
道
に
あ
る
家
の
門
は
糸
瓜
が
閉
ざ
し
た
の
だ
ろ
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
伏
見
道
」
は
京
都
市
東
部
を
南
北
に
走
る
伏
見
街
道
で
、
五
条
通
り
か
ら
南

下
し
て
伏
見
に
通
じ
る
。「
糸
瓜
」
は
ウ
リ
科
の
蔓
性
一
年
草
で
、『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』

等
に
七
月
の
扱
い
。「
閉
つ
ら
ん
」
は
そ
の
蔓
が
門
に
か
ら
み
つ
き
、
開
閉
を
妨
げ
る
と

い
う
こ
と
。「
つ
ら
ん
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
に
推
量
の
助
動
詞
「
ら
む
（
ら
ん
）」

が
付
い
た
も
の
で
、「
や
…
ら
ん
」
の
係
り
結
び
で
疑
問
を
表
す
。
実
際
は
閉
門
の
刑
に

処
さ
れ
た
の
を
、
婉
曲
に
こ
う
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
閉
門
」
は
武
士
・
僧
侶
・
社

人
ら
に
科
せ
ら
れ
た
監
禁
刑
で
、
五
十
日
か
ら
百
日
の
間
、
外
か
ら
門
や
窓
を
閉
ざ
し
て

一
切
の
出
入
を
許
さ
な
い
も
の
。
何
ら
か
の
史
実
を
踏
ま
え
る
可
能
性
は
高
い
も
の
の
、

特
定
で
き
ず
、
あ
る
い
は
伏
見
城
の
廃
城
を
連
想
の
契
機
に
置
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、三
句
前
に
同
じ
信
徳
が
「
姫
路
明
石
」
と
詠
み
、こ
こ
で
ま
た
「
伏

見
」
の
地
名
を
出
し
た
こ
と
は
、
式
目
上
の
難
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　

月
は
出
る
と
も
供く

ご御
の
歩ほ

を
つ
げ 
我
黒

　

名
オ
12　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
）　

月
の
句　

天
象
・
人
倫
・
夜
分

〔
句
意
〕
月
は
出
る
時
分
に
な
っ
て
も
供
御
の
た
め
に
歩
き
続
け
よ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
は
伏
見
道
を
行
く
者
が
目
に
し
て
感
じ
た
こ
と
と
見
定
め
、
②
こ
こ
を

通
っ
て
宮
中
に
出
入
り
す
る
者
も
あ
る
と
考
え
、
天
皇
ら
の
食
事
の
た
め
に
材
料
を
運
ぶ

一
行
を
想
定
し
、
③
月
が
出
て
も
供
御
を
運
ぶ
歩
み
を
続
け
よ
、
と
の
言
で
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
供
御
」
は
天
皇
の
飲
食
物
を
い
う
語
で
、
上
皇
・
皇
后
・
皇
子
に
い
う
こ
と

も
あ
り
、
武
家
時
代
に
は
将
軍
の
飲
食
物
に
も
用
い
た
。「
歩
を
つ
げ
」
は
「
歩
を
継
げ
」

で
、
歩
み
を
続
け
よ
の
意
。
こ
こ
は
宮
廷
に
食
材
を
納
め
る
た
め
の
道
中
が
想
定
さ
れ
て

い
る
ら
し
く
、
伏
見
か
ら
の
一
行
な
ら
ば
、
酒
・
茶
葉
・
野
菜
な
ど
が
運
ば
れ
て
い
る
か
。

　
　
　

仏ぶ
つ

国こ
く

は
魔
の
う
と
く
な
る
秋
の
山 

言
水
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植う
ゑ

代か
へ

し
花
の
木
ゆ
す
る
人
は
誰た
れ 

団
水

　

名
ウ
５　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句　

植
物
木
・
人
倫

〔
句
意
〕
植
え
替
え
を
し
た
て
の
花
を
揺
す
る
人
は
誰
な
の
か
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
何
か
目
的
が
あ
っ
て
の
不
法
侵
入
者
と
見
込
み
、
②
勝
手
に
花
見
に

来
る
人
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
れ
を
見
と
が
め
る
側
を
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
、
③
植
え
替

え
た
ば
か
り
の
花
を
揺
さ
ぶ
る
の
は
誰
か
と
い
う
、
そ
の
人
の
発
語
で
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
植
代
し
（
植
替
し
）」
は
植
物
を
他
所
へ
移
し
植
え
た
こ
と
。
多
く
は
そ
の
植

物
の
成
長
に
見
合
っ
た
場
所
を
選
び
、し
っ
か
り
根
付
く
ま
で
注
意
が
必
要
と
な
る
。「
ゆ

す
る
」
は
「
揺
す
る
」
で
揺
り
動
か
す
こ
と
。
こ
こ
は
格
別
の
悪
意
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ

と
し
た
出
来
心
で
あ
ろ
う
。「
誰
」
は
不
定
称
の
代
名
詞
で
、
近
世
後
期
に
は
濁
音
が
主

流
と
な
る
も
、
本
来
の
発
音
は
清
音
の
タ
レ
。「
誰
か
」「
誰
そ
」「
誰
ぞ
」
な
ど
に
準
じ
、

「
誰
」
だ
け
で
疑
問
の
意
を
含
む
用
法
が
あ
り
、
こ
こ
も
そ
れ
に
当
た
る
。

　
　
　

巣す

立だ
ち

兼か
ね

た
る
鳥
の
か
は
ゆ
き 

信
徳

　

挙
句　
　

春
三
月
か
（
巣
立
兼
た
る
鳥
）　

動
物
鳥

〔
句
意
〕
巣
を
去
り
か
ね
て
い
る
鳥
の
雛
が
か
わ
い
ら
し
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
わ
が
家
の
庭
に
愛
着
を
抱
く
人
と
見
て
、
②
花
の
ほ
か
に
愛
情
を
注

ぐ
対
象
と
し
て
鳥
類
を
想
定
し
、そ
の
人
な
ら
日
々
の
観
察
を
怠
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
、

③
巣
立
ち
を
し
か
ね
て
い
る
若
鳥
が
か
わ
い
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
巣
立
」
は
成
長
し
た
雛
が
巣
を
去
る
こ
と
で
、
近
代
以
降
は
春
の
季
詞
と
し

て
定
着
す
る
も
、近
世
の
歳
時
記
類
に
立
項
は
少
な
い
（『
忘
貝
』
に
は
四
月
）。「
鳥
の
巣
」

は
『
初
学
抄
』
等
の
諸
書
に
二
月
と
さ
れ
る
も
、
こ
こ
は
「
巣
立
兼
た
る
鳥
」
で
夏
を
前

に
巣
立
ち
を
逡
巡
す
る
若
鳥
を
表
し
、
三
月
こ
ろ
と
見
ら
れ
よ
う
。「
兼
た
る
」
は
し
よ

う
と
し
て
も
で
き
な
い
の
意
。「
か
は
ゆ
き
」
は
き
ま
り
が
悪
く
ま
と
も
に
見
ら
れ
な
い

こ
と
を
原
義
と
し
、
か
わ
い
そ
う
だ
の
意
に
も
愛
ら
し
い
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
。

「
魔
」
と
「
た
ゝ
る
」
の
関
係
と
同
様
、「
秋
の
山
」
と
「
松
茸
」
も
常
套
的
な
連
想
範
囲

内
に
あ
り
、
四よ
つ

手で

付づ
け

（
二
句
が
複
数
の
詞
の
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
）
に
近
い
。

　
　
　

恥は
づ
か

し
や
顔
を
見み

合あ
は

す
出
あ
ひ
宿や
ど 

我
黒

　

名
ウ
３　

雑　

恋
（
出
あ
ひ
宿
）　

居
所

〔
句
意
〕
何
と
も
き
ま
り
が
悪
い
こ
と
よ
、
出
合
宿
で
互
い
の
顔
を
見
つ
め
合
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
食
欲
旺
盛
な
若
者
の
姿
を
認
め
、
②
そ
う
し
た
者
は
性
行
動
に
も

積
極
的
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
密
会
の
さ
ま
を
想
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
女
の
視
点
か
ら
描

こ
う
と
し
て
、
③
恥
ず
か
し
く
も
出
合
宿
で
見
つ
め
合
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
顔
を
見
合
す
」
は
互
い
に
相
手
の
顔
を
見
つ
め
る
こ
と
。「
出
あ
ひ
宿
」
は
「
出

合
宿
」
で
、男
女
が
密
会
に
使
う
家
。『
初
学
抄
』
に
「
出
あ
ひ
屋
」
が
恋
の
詞
。「
松
茸
」

は
男
性
器
の
隠
語
で
も
あ
り
、
そ
の
連
想
も
働
い
て
い
よ
う
。

　
　
　

忍
び
て
塀
を
こ
ゆ
る
宵よ
ひ
や
み闇 
淵
瀬

　

名
ウ
４　

雑　

恋
（
忍
び
て
）　

居
所
・
夜
分

〔
句
意
〕
人
目
を
忍
び
、
宵
の
闇
に
紛
れ
て
塀
を
越
え
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
密
会
す
る
二
人
に
着
目
し
、
②
そ
の
発
端
を
探
っ
て
、
男
が
女
の
家

に
忍
び
入
る
場
面
を
想
像
し
、
③
こ
っ
そ
り
と
宵
闇
の
中
で
塀
を
越
え
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
忍
び
て
」
は
人
目
を
避
け
て
こ
っ
そ
り
何
か
を
す
る
こ
と
で
、「
忍
ぶ
」
は
諸

書
に
恋
の
詞
と
さ
れ
る
。「
宵
闇
」
は
陰
暦
十
六
日
か
ら
二
十
日
こ
ろ
ま
で
の
月
の
出
が

遅
く
て
宵
の
間
の
暗
い
こ
と
を
い
い
、
ま
た
、
一
般
に
夕
方
の
暗
さ
を
さ
し
て
も
い
う
。

前
者
は
「
月
」
に
準
じ
て
秋
季
と
す
る
こ
と
が
あ
る
も
、こ
こ
は
後
者
で
雑
。
西
鶴
著
『
好

色
一
代
男
』
巻
一
ノ
一
に
「
恋
は
闇
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
や
」
の
言
が
あ
る
よ
う
に
、「
恋
」

と
「
闇
」
は
つ
な
が
り
が
深
く
、
こ
こ
も
そ
の
連
想
が
働
い
て
い
よ
う
。
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前
句
の
場
に
は
何
が
ふ
さ
わ
し
い
か
と
、
吟
味
し
て
付
け
る
の
で
は
な
く
、
前
句
か
ら
思

い
寄
せ
た
事
柄
に
頼
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
姫
路
明
石
の
岡
の

日
の
か
げ　

信
徳
／
傾
城
の
身
と
な
す
父
の
恨
め
し
や　

淵
瀬
」（
名
オ
８
・
９
）
で
は
、

「
姫
路
明
石
」
か
ら
遊
里
を
思
い
つ
き
、
そ
こ
か
ら
遊
女
の
恨
み
言
を
創
出
し
た
も
の
で
、

見
込
か
ら
趣
向
へ
の
距
離
が
短
く
、
一
句
と
し
て
の
表
現
も
直
接
的
に
過
ぎ
る
。「
一
度

に
喰
て
た
ゝ
る
松
茸　

団
水
／
恥
か
し
や
顔
を
見
合
す
出
あ
ひ
宿　

我
黒
」（
名
ウ
２
・３
）

な
ど
も
同
様
で
、
食
欲
に
性
欲
を
並
べ
た
点
を
含
め
、
味
わ
い
は
乏
し
い
。

　

句
の
題
材
と
し
て
は
、「
若
衆
に
似
よ
と
刀
さ
す
妹　

団
水
」（
初
ウ
６
）
の
伊
達
風
俗

や
、「
根
を
か
ら
れ
た
る
堤
斯
等
が
果　

団
水
」（
名
オ
４
）・「
追
腹
せ
ざ
る
世
ぞ
お
も
ひ

種　

言
水
」（
名
オ
10
）
と
い
っ
た
世
情
・
社
会
的
事
象
へ
の
関
心
が
ま
ま
見
ら
れ
、
そ

の
こ
と
自
体
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
こ
と
が
ら
へ
の
興
味
ば
か
り
が

浮
か
び
上
が
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、「
祭
た
る
人
ま
つ
ら
る
ゝ
け
ふ
の
魂　

団
水
」

（
初
ウ
９
）
と
い
っ
た
警
句
風
の
句
作
や
、
談
林
調
を
想
起
さ
せ
る
「
仏
国
は
魔
の
う
と

く
な
る
秋
の
山　

言
水
」（
名
ウ
１
）
な
ど
も
あ
り
、
作
風
は
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
と
の
印

象
が
強
い
。
そ
の
ほ
か
、「
風
流
の
衣
に
土
用
の
風
入
て　

我
黒
」（
初
ウ
７
）
で
虫
干
し

を
取
り
上
げ
た
三
句
後
に「
書
は
蠧
と
な
る
明
暮
の
月　

信
徳
」（
初
ウ
11
）と
詠
む
な
ど
、

指
合
に
対
し
て
無
頓
着
な
点
も
、
こ
の
歌
仙
の
一
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
枠
で
は
芭
蕉
流
の
付
合
と
似
る
一
巻
と
言
え
て
も
、
細
か
く
検
討
す

れ
ば
違
い
も
相
応
に
見
え
て
く
る
。
こ
れ
が
元
禄
俳
諧
の
実
態
と
言
っ
て
よ
い
の
か
、
ど

う
か
。
さ
ら
に
多
く
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

佐
藤　

勝
明
（
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洋
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子
大
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学
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以
上
の
分
析
に
基
づ
き
、
最
後
に
、
付
合
の
あ
り
方
や
一
巻
全
体
の
様
相
に
つ
い
て
、

考
え
る
と
こ
ろ
を
記
し
て
お
く
。

　

ま
ず
、
全
体
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
連
衆
の
信
徳
・
言
水
ら
が
延
宝
期
に
盛
ん

に
行
な
っ
た
、
談
林
調
の
非
道
理
や
軽
口
・
無
心
が
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
付
け
方
に
関
し
て
も
、
ほ
ぼ
全
体
が
疎
句
体
の
も
の
で
、
詞
の
連
想
に
基
づ
く
親

句
の
付
合
は
お
よ
そ
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
同
時
期
に
芭
蕉
が
推
進

し
つ
つ
あ
っ
た
俳
諧
の
あ
り
方
と
、
お
お
む
ね
一
致
す
る
。

　

た
と
え
ば
、「
衣
更
着
や
炭
買
ふ
霙
淡
雪
に　

信
徳
／
移
り
て
木
香
の
新
ら
し
き
家　

我
黒
」（
名
オ
１
・２
）
の
場
合
、
二
月
に
な
っ
て
も
寒
い
の
で
炭
を
買
う
と
い
う
内
容
の

前
句
に
対
し
、
炭
は
備
蓄
し
て
お
く
も
の
と
い
う
常
識
を
元
に
、
こ
れ
は
春
に
な
っ
て
入

居
し
て
き
た
た
め
に
炭
が
な
い
の
だ
と
考
え
、
そ
の
新
居
は
ま
だ
木
の
香
も
新
鮮
で
あ
る

と
す
る
。
前
句
の
理
解
（
見
込
）
か
ら
趣
向
を
立
て
る
、
そ
の
発
想
に
独
創
性
が
あ
り
、

句
の
仕
立
て
（
句
作
）
も
素
直
。
い
た
ず
ら
に
難
解
さ
を
誇
っ
た
談
林
期
の
作
品
と
は
大

き
な
隔
て
が
あ
り
、
こ
こ
に
元
禄
俳
諧
の
性
格
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

続
く
「
明
死
な
ん
軍
に
涙
な
き
姿　

言
水
」（
名
オ
３
）
で
も
、
前
句
と
の
間
に
は
距

離
が
あ
り
、
こ
れ
が
疎
句
の
付
合
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
も
の
の
、
な
ぜ
こ
こ
で
戦

に
お
け
る
死
の
覚
悟
が
出
る
か
と
問
え
ば
、
前
句
を
戦
乱
期
の
仮
館
と
見
込
ん
で
付
け
た

と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
相
当
に
強
引
な
付
け
方
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
察
す
る
に
、
疎

句
で
な
け
れ
ば
付
合
で
は
な
い
と
い
っ
た
共
通
理
解
が
こ
の
連
衆
に
は
（
と
い
う
よ
り
、

広
く
元
禄
俳
壇
に
は
、
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
）
あ
っ
て
、
と
に
か
く
前
句
か
ら
離

れ
る
こ
と
が
第
一
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
貞
門
流
か
ら
宗
因
流（
談
林
）

へ
飛
び
移
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
こ
の
流
行
に
遅
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、

一
種
の
強
迫
観
念
が
言
水
ら
を
動
か
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

芭
蕉
ら
の
付
合
と
比
較
し
て
感
じ
る
の
は
、
一
句
と
し
て
も
二
句
間
に
お
い
て
も
含
蓄

味
に
欠
け
る
も
の
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
前
句
の
人
物
は
ど
う
い
う
人
か
、


