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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
第
三
弾
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
其
角
編
『
枯
尾
華
』（
元
禄
七
年
刊
）
の
「
十
月
を
」

歌
仙
を
取
り
上
げ
る
。同
書
は
元
禄
七
年
十
月
十
二
日
に
没
し
た
芭
蕉
の
追
善
集
で
あ
り
、

上
巻
巻
頭
に
其
角
「
芭
蕉
翁
終
焉
記
」
と
其
角
発
句
・
支
考
脇
の
四
十
二
吟
百
韻
（
十
月

十
八
日
興
行
）
を
配
す
る
ほ
か
、
蕉
門
諸
家
に
よ
る
追
善
の
連
句
や
発
句
を
い
ち
早
く
収

め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
下
巻
巻
頭
に
は
嵐
雪
に
よ
る
追
悼
文
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
続
く

の
が
、嵐
雪
系
の
俳
人
十
九
人
に
よ
る
「
十
月
を
」
歌
仙
（
十
月
二
十
二
日
興
行
）
で
あ
る
。

本
誌
前
号
で
無
倫
編
『
紙
文
夾
』（
元
禄
十
年
秋
序
）
の
「
嬉
し
さ
を
」
歌
仙
を
分
析
し

た
と
こ
ろ
、
基
本
的
に
は
芭
蕉
流
付
合
手
法
の
共
有
が
確
認
で
き
る
一
方
、
芭
蕉
の
め
ざ

し
た
俳
諧
と
異
な
る
傾
向
も
随
所
に
見
い
だ
す
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
数
年
前
、
芭
蕉
の

「
か
る
み
」
に
は
同
調
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
嵐
雪
ら
が
ど
の
よ
う
な
俳
体
を
示
し
て
い

る
か
が
、
本
歌
仙
に
対
す
る
主
た
る
関
心
事
と
な
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
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
俳
書
集

【
審
査
論
文
】

　
　
　
　『
枯
尾
華
』「
十
月
を
」
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
三
集　

一
三
―
二
四
（
二
〇
二
二
・
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
、
其
角
編
『
枯
尾
華
』（
元
禄
七
年
刊
）
に
収
め
ら
れ
る
、
嵐
雪
系
俳
人
に
よ
る
芭
蕉
追
悼
の
「
十
月
を
」
歌
仙
を
対
象
と
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
分
析
に
よ
り
、
芭
蕉
流
の
手
法
（
と
く
に
前
句
と
離
し
た
付
け
方
）
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
各
付
合
で
は
見
込
の
甘
さ
が
目
に
つ
き
、
思
い
つ

い
た
語
や
想
念
に
頼
っ
て
一
句
を
仕
立
て
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：　

俳
諧
・
元
禄
期
・
連
句
・
嵐
雪
・
枯
尾
華
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く
煙
が
上
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
し
ぐ
れ
（
時
雨
）」
は
初
冬
の
に
わ
か
雨
で
、
周
知
の
通
り
、
芭
蕉
に
は
い
く

つ
も
の
著
名
な
時
雨
吟
が
あ
る
。
作
者
の
念
頭
に
も
そ
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
見
て
間
違
い

な
く
、
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
追
悼
に
通
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
香
」

は
薫た
き
も
の物
と
し
て
用
い
る
香
料
の
こ
と
で
、
衣
類
に
焚
き
し
め
た
り
、
茶
席
を
清
め
る
の
に

使
う
ほ
か
、
仏
前
に
く
ゆ
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
芭
蕉
の
葬
儀

が
行
な
わ
れ
た
義
仲
寺
（
滋
賀
県
大
津
市
馬
場
に
あ
る
単
立
の
寺
院
）
を
思
い
や
り
、
そ

の
墓
前
に
思
い
を
馳
せ
た
も
の
に
相
違
な
い
。

　
　
　

鎰か
ぎ

の
手
の
二ふ
た

間ま

は
五
畳
〳
〵
に
て 

百
里

　

第
三　
　

雑　

居
所

〔
句
意
〕
鉤か
ぎ

の
手
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
二
つ
の
部
屋
は
、
と
も
に
五
畳
で
あ
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
香
を
茶
の
席
の
清
浄
さ
の
た
め
に
焚
い
て
い
る
も
の
と
見
換
え
、
②

そ
の
茶
室
の
様
子
を
描
こ
う
と
考
え
、
少
し
変
わ
っ
た
間
取
り
の
も
の
を
想
起
し
て
、
③

鉤か
ぎ

手の
て
な
り形
の
二
間
は
五
畳
ず
つ
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
鎰
の
手
」
は
「
鉤
の
手
」
に
同
じ
く
、
鉤
（
先
端
の
曲
が
っ
た
金
属
製
の
細

長
い
器
具
）
の
よ
う
に
ほ
ぼ
直
角
に
折
れ
曲
が
っ
て
い
る
こ
と
。「
二
間
」
は
こ
こ
で
は

二
つ
の
部
屋
が
あ
る
こ
と
で
、「
五
畳
〳
〵
」
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
五
畳
で
あ
る
こ
と
を

い
う
。
茶
の
湯
の
座
敷
は
四
畳
半
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
二
畳
・
三
畳
・
四
畳
・
六
畳
な

ど
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
六
畳
の
広
さ
に
一
畳
分
の
床
を
取
り
込
む
五
畳
敷
な
ど
も
あ
っ

た
。
こ
こ
も
そ
の
よ
う
な
間
取
り
で
あ
る
と
見
て
お
き
た
い
。

　
　
　

立た
ち

居ゐ

は
見
ゆ
る
沖
の
船
頭 

神
叔

　

初
オ
４　

雑　

水
辺
・
人
倫

〔
句
意
〕
沖
の
船
頭
が
立
っ
た
り
座
っ
た
り
す
る
の
も
よ
く
見
え
る
。

成
22
『
芭
蕉
追
善
集
』（
八
木
書
店　

平
成
９
年
刊
）
所
収
の
影
印
を
用
い
、『
宝
井
其
角

全
集
』（
勉
誠
社　

平
成
６
年
刊
）
等
の
翻
刻
本
文
を
参
照
し
た
。
句
の
掲
出
で
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
。

　
　
　
　
　

十
月
廿
二
日
夜
興
行

　
　
　

十
月
を
夢
か
と
ば
か
り
さ
く
ら
花 

嵐
雪

　

発
句　
　

冬
十
月
「
十
月
…
さ
く
ら
花
（
帰
か
え
り

花ば
な

）」　

植
物
木　

花
の
句

〔
句
意
〕
こ
の
十
月
を
夢
か
と
思
う
私
の
前
で
、桜
が
夢
か
と
ば
か
り
に
帰
花
を
見
せ
る
。

〔
備
考
〕
前
書
に
よ
り
、
芭
蕉
の
遷
化
か
ら
十
日
後
の
興
行
と
知
ら
れ
、
句
中
の
「
十
月
」

も
師
の
没
し
た
時
期
を
示
す
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
よ
っ
て
、「
十
月
を
夢
か
と
」
は
、

師
を
失
っ
た
こ
の
十
月
が
現
実
の
こ
と
と
受
け
止
め
き
れ
ず
、
夢
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
、
同
時
に
、
こ
れ
は
「
さ
く
ら
花
」
に
も
掛
か
っ
て
、
夢
か
と
見
ま
が
う

よ
う
な
桜
の
開
花
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
季
の
詞
と
し
て
は
「
十
月
」
が
あ
る
も
の

の
、
一
句
の
季
題
に
は
「
帰
花
」
を
挙
げ
る
べ
き
で
、『
初
学
抄
』『
毛
吹
草
』
等
に
十
月

の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
初
冬
の
小
春
日
和
に
、
草
木
が
時
節
は
ず
れ
の
花
を
咲
か
せ

る
こ
と
で
、
こ
こ
は
釈
迦
の
入
滅
に
沙
羅
双
樹
が
枯
れ
て
鶴
の
よ
う
に
白
く
な
っ
た
と
い

う
「
鶴
林
」
の
伝
説
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
開
花
に
反
転
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　

し
ぐ
れ
の
中
に
一
筋
の
香か
う 

氷
花

　

脇　
　
　

冬
十
月
「
し
ぐ
れ
」　

降
物

〔
句
意
〕
時
雨
が
降
り
過
ぎ
る
中
に
、
香
を
焚
く
一
筋
の
煙
が
見
え
て
い
る
。

〔
付
合
〕①
前
句
が
芭
蕉
の
死
去
に
よ
る
呆
然
と
し
た
状
態
を
詠
ん
だ
も
の
と
受
け
と
め
、

②
十
月
は
時
雨
の
季
節
で
あ
る
こ
と
や
芭
蕉
の
時
雨
吟
な
ど
に
思
い
を
致
し
つ
つ
、
そ
の

葬
儀
の
様
子
な
ど
を
想
像
し
て
、
③
時
雨
が
通
り
過
ぎ
る
中
、
墓
前
に
は
一
筋
の
香
を
焚
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る
。「
豆
ま
は
し
（
豆
回
し
）」
は
ア
ト
リ
科
の
鳥
で
あ
る
斑い
か
る鳩
の
別
名
（
豆
を
口
に
含
ん

で
回
し
な
が
ら
割
る
習
性
が
あ
る
）
で
、
や
は
り
『
毛
吹
草
』『
山
之
井
』
等
に
八
月
の

扱
い
。一
句
は
、あ
る
鳥
が
鳴
く
と
別
の
鳥
も
ま
た
鳴
き
出
す
場
面
を
と
ら
え
、そ
れ
を「
さ

そ
ひ
て
」
と
表
し
た
わ
け
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
四
一
段
の
「
鳥
は
」
に
「
ひ
わ
」
も
「
斑

鳩
の
雄
鳥
」
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
前
句
に
出
典
を
揃
え
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。
ま

た
、『
類
船
集
』
に
「
菽マ
メ

→
名
月
」
の
付
合
関
係
（「
豆
名
月
」
の
語
に
よ
る
）
が
あ
り
、

そ
の
連
想
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

蜀た
う

黍き
び

の
実
を
ば
そ
が
れ
て
畑
は
た
け

中な
か 

卜
宅

　

初
ウ
１　

秋
八
月
（
蜀
黍
の
実
）　

植
物
草

〔
句
意
〕
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
実
を
そ
ぎ
取
ら
れ
た
殻
が
、
畑
の
中
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
秋
の
小
鳥
を
扱
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
小
鳥
が
好
む
穀
類
の
実
り

を
想
像
し
て
、
そ
の
一
景
を
探
り
、
③
実
を
そ
が
れ
た
ト
ウ
キ
ビ
が
畑
中
に
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
蜀
黍
」は「
玉
蜀
黍
」に
同
じ
く
、イ
ネ
科
の
一
年
草
で
あ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ（
こ

こ
は
ト
ウ
キ
ビ
と
発
音
）
で
、『
滑
稽
雑
談
』
等
に
八
月
の
扱
い
。「
そ
が
れ
て
」
は
削
り

取
ら
れ
る
こ
と
で
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
実
は
歯
で
そ
ぎ
取
る
よ
う
に
し
て
食
べ
る
の
が
一

般
的
。
前
句
の
小
鳥
か
ら
穀
物
が
連
想
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
な
が
ら
、
小
鳥

が
数
枚
の
皮
に
覆
わ
れ
た
実
を
そ
ぐ
と
は
考
え
に
く
い
。
と
い
っ
て
、
人
が
加
熱
し
た
実

を
畑
で
食
べ
る
の
も
や
や
不
自
然
（
家
で
食
べ
た
殻
を
捨
て
た
可
能
性
は
あ
る
）
で
、
こ

こ
は
収
穫
者
が
家
畜
の
飼
料
用
に
実
を
そ
ぎ
取
っ
た
と
見
て
お
く
。

　
　
　

木こ

舞ま
ひ

あ
ら
は
に
手
で
土
を
ぬ
る 

舟
竹

　

初
ウ
２　

雑　

居
所

〔
句
意
〕
壁
の
下
地
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
箇
所
に
、
手
で
土
を
塗
っ
て
お
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
収
穫
者
た
ち
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
食
べ
た
も
の
と
見
定
め
、
②
自
給

〔
付
合
〕
①
前
句
は
廊
下
を
直
角
に
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
の
二
間
の
意
で
あ
る
と
解
し
、
宿

屋
な
ど
の
さ
ま
と
見
込
ん
で
、
②
海
岸
に
沿
っ
て
建
て
ら
れ
た
家
の
見
晴
ら
し
の
よ
い
部

屋
を
想
定
し
、
③
沖
の
船
頭
の
立
居
ま
で
よ
く
見
え
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
立
居
」
は
立
つ
こ
と
と
す
わ
る
こ
と
で
、
日
常
の
簡
単
な
動
作
を
も
い
う
。

　
　
　

有
明
の
は
つ
か
に
白
き
山
の
裾す
そ 

東
潮

　

初
オ
５　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
有
明
）　

月
の
句　

天
象
・
山
類

〔
句
意
〕
有
明
月
は
残
り
な
が
ら
、
山
裾
は
わ
ず
か
に
白
く
な
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
遠
く
ま
で
眺
め
や
っ
て
い
る
様
子
を
見
て
取
り
、
②
月
の
座
で
あ

る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
そ
の
人
が
海
か
ら
反
対
側
に
目
を
転
じ
た
ら
何
が
見
え
る

か
と
案
じ
て
、
③
有
明
月
の
下
、
わ
ず
か
に
白
ん
で
き
た
山
の
麓
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
有
明
」
は
陰
暦
の
十
六
夜
以
後
、月
が
空
に
残
り
な
が
ら
夜
の
明
け
る
こ
と
で
、

そ
の
月
を
も
い
う
。「
は
つ
か
」
は
「
僅
か
」
で
、数
量
な
ど
が
少
な
い
こ
と
。「
山
の
裾
」

は
山
麓
。
作
者
の
念
頭
に
は
、『
枕
草
子
』
一
段
の
「
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、

少
し
あ
か
り
て
」
が
あ
ろ
う
。

　
　
　

真ま

鶸ひ
わ

さ
そ
ひ
て
豆
ま
は
し
鳴な
く 

嵐
雪

　

初
オ
６　

秋
八
月
（
真
鶸
・
豆
ま
は
し
）　

動
物
鳥

〔
句
意
〕
マ
ヒ
ワ
を
誘
う
よ
う
に
マ
メ
マ
ワ
シ
が
鳴
い
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
清
少
納
言
の
記
述
そ
の
ま
ま
の
景
と
見
て
、
②
同
じ
く
『
枕
草
子
』

の
記
述
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
山
中
の
生
類
の
さ
ま
を
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
、
③
ヒ
ワ

を
誘
っ
て
豆
回
し
の
異
名
を
も
つ
イ
カ
ル
が
鳴
い
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
真
鶸
」
は
ス
ズ
メ
目
ア
ト
リ
科
の
小
鳥
で
、
た
だ
ヒ
ワ
と
い
う
こ
と
も
多
い
。

亜
寒
帯
地
域
か
ら
冬
鳥
と
し
て
渡
来
す
る
ほ
か
、北
海
道
で
も
生
息
し
、「
鶸
」は『
毛
吹
草
』

『
山
之
井
』
等
に
八
月
の
扱
い
。
体
色
は
緑
黄
色
で
美
し
く
、
籠
鳥
と
し
て
飼
育
も
さ
れ
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〔
備
考
〕「
照
〳
〵
」
は
、
晴
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
の
言
ゆ
え
、
テ
レ
テ
レ
と
命
令
形
で

読
ん
で
お
く
。
雨
が
降
れ
ば
工
事
が
中
断
す
る
た
め
、こ
う
し
た
言
を
吐
く
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

存ぞ
ん
ざ
い在

に
物
を
お
し
ゆ
る
田た

植う
ゑ

ど
も 

風
洗

　

初
ウ
５　

夏
五
月
（
田
植
）　

人
倫

〔
句
意
〕
聞
か
れ
た
こ
と
を
教
え
る
態
度
も
粗
雑
な
、
田
植
え
の
者
た
ち
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
雨
の
多
い
時
節
で
あ
る
こ
と
を
見
込
み
、
晴
れ
を
祈
る
人
が
い
る

こ
と
に
着
目
し
、
②
田
植
え
が
五
月
雨
の
時
期
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
想
起
し
、
晴
れ
間

に
作
業
を
終
え
よ
う
と
急
い
で
い
る
さ
ま
を
思
い
描
き
、
③
気
が
せ
く
ま
ま
、
ぞ
ん
ざ
い

に
物
を
教
え
る
田
植
え
の
人
た
ち
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
底
本
で
「
存
在
」
に
音
読
み
を
指
示
す
る
右
傍
線
が
あ
り
、
こ
こ
は
ゾ
ン
ザ
イ

と
読
ん
で
、
粗
雑
で
い
い
か
げ
ん
な
物
事
の
や
り
方
を
さ
す
。「
田
植
ど
も
」
は
田
植
え

を
す
る
者
た
ち
の
意
で
、「
田
植
」「
早
苗
」「
早
乙
女
」
な
ど
は
諸
書
に
五
月
の
扱
い
。

　
　
　

膳
に
ば
ら
り
と
明あ
く

る
干ほ
し

蝦え
び 

楸
下

　

初
ウ
６　

雑

〔
句
意
〕
お
膳
の
上
に
干
し
た
海
老
を
ば
ら
ば
ら
と
あ
け
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
に
「
存
在
」
の
語
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
そ
う
し
た
人
物
の
や
り

そ
う
な
こ
と
を
探
り
、
③
乾
燥
し
た
海
老
を
膳
に
ば
ら
り
と
あ
け
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
膳
」
は
料
理
を
載
せ
て
供
す
る
台
。「
ば
ら
り
」
は
何
か
が
落
ち
る
さ
ま
を
表

す
語
で
、
ま
と
ま
っ
て
い
た
も
の
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
落
ち
る
こ
と
を
い
う
場
合
が
多

い
。「
明
る
」
は
「
空
る
」
と
も
書
き
、
こ
こ
は
他
動
詞
で
、
中
に
入
っ
て
い
る
も
の
を

出
し
て
空
に
す
る
こ
と
。「
干
蝦
」
は
干
し
て
乾
燥
さ
せ
た
海
老
で
、『
寛
政
武
鑑
』（『
古

事
類
苑
』
に
よ
る
）
の
記
述
か
ら
「
献
上
」
の
品
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
貴
重
な

食
品
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
無
造
作
に
扱
う
（
器
か
ら
膳
に
そ
の
ま
ま
落
と
し
入
れ
る

自
足
で
よ
う
や
く
暮
ら
し
を
立
て
る
農
家
を
想
定
し
、
何
で
も
自
分
た
ち
で
や
っ
て
の
け

る
の
だ
ろ
う
と
考
え
、
③
壁
の
木
舞
が
露
出
す
れ
ば
自
ら
手
で
土
を
塗
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
木
舞
」
は
「
小
舞
」
と
も
書
き
、
壁
の
下
地
と
し
て
縦
横
に
組
ん
だ
竹
や
細

木
を
い
い
、「
木
舞
あ
ら
は
に
」
は
壁
土
が
は
が
れ
て
下
地
が
露
出
し
た
こ
と
を
さ
す
。

壁
土
を
塗
る
際
は
、
職
人
が
鏝
を
使
っ
た
三
度
の
塗
り
（
下
塗
り
・
中
塗
り
・
上
塗
り
）

を
重
ね
る
の
が
一
般
的
な
の
で
、
こ
の
句
の
「
手
で
土
を
ぬ
る
」
は
、
一
部
に
は
が
れ
が

生
じ
た
箇
所
を
自
分
で
修
繕
す
る
場
合
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　

新し
ん
か
は川
に
ま
だ
名
も
つ
か
ぬ
橋
の
上 

桐
雨

　

初
ウ
３　

雑　

水
辺

〔
句
意
〕
新
川
に
架
け
ら
れ
た
、
ま
だ
名
前
も
付
い
て
い
な
い
橋
の
上
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
新
し
い
工
事
の
一
過
程
と
見
換
え
、
②
連
衆
の
身
近
な
話
題
と
し
て

架
橋
の
件
を
思
い
起
こ
し
、③
新
川
で
ま
だ
名
も
な
い
新
橋
の
上
の
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
新
川
」
は
全
国
に
見
ら
れ
る
川
の
名
で
あ
り
、
一
般
名
詞
の
可
能
性
も
あ
る

こ
と
な
が
ら
、
連
衆
の
土
地
勘
か
ら
し
て
、
霊
巌
嶋
（
現
在
の
東
京
都
中
央
区
新
川
）
を

南
北
に
分
け
て
開
削
し
た
堀
江
（
新
川
と
も
新
堀
川
と
も
い
う
）
を
さ
す
と
見
ら
れ
る
。

万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
こ
ろ
の
開
削
を
担
当
し
た
の
は
河
村
瑞
賢
と
も
さ
れ
、
昭
和

二
十
三
年
に
埋
め
立
て
ら
れ
る
ま
で
、
新
川
に
は
三
つ
の
橋
（
一
之
橋
・
二
之
橋
・
三
之

橋
）
の
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

雨
の
ふ
る
見
て
照て
れ

〳
〵
と
い
ふ 

月
下

　

初
ウ
４　

雑　

降
物

〔
句
意
〕
雨
が
降
る
の
を
見
て
、「
ど
う
か
照
っ
て
く
れ
、
照
っ
て
く
れ
」
と
懇
願
す
る
。

〔
付
合
〕①
前
句
か
ら
新
橋
の
完
成
間
近
で
あ
る
と
看
取
し
、②
工
事
の
完
了
を
願
う
人
々

の
思
い
を
想
像
し
、
③
雨
が
降
る
の
を
見
れ
ば
「
照
れ
、
照
れ
」
と
口
に
す
る
と
し
た
。
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菊
其そ
の
ほ
か外
の
名
は
な
く
も
哉
」（『
其
袋
』）
も
、
そ
う
し
た
園
芸
熱
を
背
景
に
詠
ま
れ
た
と

見
て
誤
ら
ず
、
作
者
牧
人
の
念
頭
に
も
こ
の
句
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

上
じ
や
う

気き

し
て
吹ふ
か

れ
に
出い
づ

る
秋
の
風 

当
歌

　

初
ウ
９　

秋
七
月
な
い
し
三
秋
（
秋
の
風
）

〔
句
意
〕
頭
が
上
気
し
て
し
ま
い
、
秋
の
風
に
吹
か
れ
よ
う
と
外
に
出
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
菊
の
品
評
会
や
鑑
賞
会
に
お
け
る
一
齣
と
見
て
、
②
愛
情
を
込
め
て

育
成
し
た
鉢
の
出
品
者
が
興
奮
し
て
い
る
さ
ま
を
想
像
し
、
③
の
ぼ
せ
を
さ
ま
し
に
会
場

の
外
に
出
て
秋
風
に
吹
か
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
上
気
し
て
」
は
頭
に
血
が
上
っ
て
の
ぼ
せ
た
状
態
に
な
る
こ
と
。
元
禄
こ
ろ

に
は
園
芸
に
関
す
る
関
心
が
階
層
を
越
え
て
共
有
さ
れ
、
植
物
関
連
の
書
物
が
い
く
つ
も

刊
行
さ
れ
た
り
、
愛
好
者
の
会
が
催
さ
れ
た
り
も
し
た
。
こ
こ
で
も
、
そ
う
し
た
催
し
に

お
け
る
高
揚
感
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。『
古
今
集
』
の
秋
冒
頭
に
置
か
れ

た
藤
原
敏
行「
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」

以
来
、「
秋
風
」
は
立
秋
を
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
、『
せ
わ
焼
草
』
等
に

七
月
の
も
の
と
さ
れ
る
も
、
基
本
的
に
は
三
秋
に
わ
た
る
語
と
い
っ
て
よ
く
、『
を
だ
ま

き
綱
目
』
の
「
秋
風
」
に
は
「
秋
の
風
」
も
併
出
さ
れ
る
。

　
　
　

客
と
な
ら
べ
て
床と

こ

を
と
る
月 

銀
鉤

　

初
ウ
10　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
）　

月
の
句　

人
倫
・
天
象
・
夜
分

〔
句
意
〕
月
下
、
客
人
と
床
を
並
べ
て
寝
る
用
意
を
す
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
酒
を
飲
ん
だ
た
め
の
上
気
と
見
換
え
、
②
時
節
柄
に
そ
れ
を
観
月
の

会
の
こ
と
と
し
て
、
宴
も
果
て
て
の
後
も
そ
の
余
韻
に
ひ
た
ろ
う
と
す
る
人
の
さ
ま
を
想

像
し
、
③
客
と
並
べ
て
寝
床
を
し
た
く
す
る
月
夜
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
床
を
と
る
」
は
蒲
団
を
敷
い
て
寝
床
の
用
意
を
す
る
こ
と
。
月
見
の
宴
の
興

の
で
あ
ろ
う
）
と
こ
ろ
に
、
こ
の
人
物
の
「
存
在
」
な
性
格
が
か
い
ま
見
ら
れ
る
。

　
　
　

約
束
の
茶
の
湯
延の
び

し
て
さ
び
し
が
り 

咸
宇

　

初
ウ
７　

雑

〔
句
意
〕
約
束
し
て
い
た
茶
の
湯
の
会
が
延
引
と
な
り
、
さ
び
し
さ
を
隠
せ
ず
に
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
動
作
か
ら
一
人
暮
ら
し
の
人
物
を
見
込
み
、「
蝦
」
か
ら
も
老
い
の

イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
取
り
、
②
隠
居
し
た
人
が
楽
し
み
に
し
そ
う
な
こ
と
は
何
か
と
考
え
つ

つ
、
そ
れ
が
期
待
は
ず
れ
に
な
っ
た
場
合
を
想
像
し
、
③
約
束
の
で
き
て
い
た
茶
会
が
延

期
に
な
っ
て
さ
び
し
が
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
こ
で
の
「
延
し
て
」
は
ノ
ビ
シ
テ
と
発
音
し
、
期
日
や
時
刻
が
予
定
よ
り
も

先
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
さ
び
し
が
り
」
は
さ
び
し
い
と
い
う
感
情
を
隠
さ
ず
に

示
す
こ
と
。
後
の
落
語
「
茶
の
湯
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
茶
の
湯
に
は
隠
居
し
た
人

の
手
す
さ
び
と
い
う
一
面
が
あ
り
、そ
う
し
た
一
種
の
常
識
が
句
の
核
を
な
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、「
蝦
」
の
縁
起
の
よ
さ
や
曲
が
っ
た
姿
か
ら
、
長
寿
で
腰
の
折
れ
が
ち
な
老
人
を

導
い
て
き
た
可
能
性
（
吉
井
美
弥
子
氏
の
教
示
）
も
十
分
に
あ
る
。

　
　
　

赤
い
菊
よ
り
黄き

な
菊
を
嗅か
ぐ 

牧
人

　

初
ウ
８　

秋
九
月
（
菊
）　

植
物
草

〔
句
意
〕
赤
い
菊
よ
り
も
黄
色
い
菊
を
選
ん
で
そ
の
香
を
か
い
で
み
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
仲
間
内
の
茶
会
を
楽
し
み
に
す
る
趣
味
人
の
姿
を
見
定
め
、
②
そ

う
し
た
人
が
同
じ
く
熱
中
す
る
も
の
と
し
て
、
園
芸
を
話
題
に
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
、

③
赤
色
よ
り
も
黄
色
の
菊
を
好
ん
で
香
を
か
ぐ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
菊
」
は
諸
書
に
九
月
の
扱
い
。
菊
の
栽
培
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
広
ま
り
、

品
種
の
改
良
も
進
ん
で
、『
後
の
花
』（
正
徳
三
年
刊
）
に
は
現
在
も
見
ら
れ
る
花
形
の
ほ

ぼ
す
べ
て
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
嵐
雪
の
代
表
作
「
百
菊
を
揃そ
ろ
えけ
る
に
／
黄
菊
白
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〔
備
考
〕「
山
吹
」は
日
本
特
産
の
植
物
で
、『
は
な
ひ
草
』等
の
諸
書
に
三
月
の
扱
い
。「
山

吹
も
ら
ふ
」
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
太
田
道
灌
の
い
わ
ゆ
る
山
吹
伝
説
で
あ
り
、
こ
れ

は
後
に
落
語
「
道
灌
」
と
な
っ
て
現
在
に
伝
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
灌
が
鷹
狩
の
折

に
雨
に
遭
い
、
雨
具
を
所
望
し
た
家
の
娘
か
ら
兼
明
親
王
作
の
和
歌
「
七
重
八
重
花
は
咲

け
ど
も
山
吹
の
実
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き
」（『
後
拾
遺
集
』）
を
示
さ
れ
な
が
ら
、

「
実
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
」に
掛
け
て
蓑
の
な
い
こ
と
を
明
か
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
か
ず
、

歌
道
に
暗
い
自
分
を
恥
じ
た
と
い
う
も
の
で
、
一
般
に
は
『
常
山
紀
談
』（
元
文
四
年
成
）

に
話
の
原
形
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
を
湯
浅
常
山
の
創
作
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
ず
、水
原
一
「
大
田
道
灌
山
吹
譚
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
国
文
』
32
〈
平
成
７
・２
〉）

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
道
灌
と
も
親
交
の
あ
る
宗
祇
の
付
合
に
関
連
し
て
、
兼
明
親
王
歌
と

そ
の
詞
書
が
道
灌
歌
道
説
話
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
い
う
。
つ
ま
り
、
民
間
に
流
布
す

る
そ
の
話
を
書
き
留
め
た
の
が
常
山
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
芭
蕉
に
は

「
山
吹
」
を
詠
ん
だ
名
吟
も
あ
る
。

　
　
　

春
雨
に
咄は
な
しの
や
う
な
恋
を
し
て 

浮
生

　

名
オ
１　

春
三
月
な
い
し
三
春
（
春
雨
）　

恋
（
恋
）　

降
物

〔
句
意
〕
春
雨
の
降
る
時
節
、
咄
の
中
に
で
も
あ
り
そ
う
な
恋
を
し
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
山
吹
の
贈
答
主
が
忘
れ
ら
れ
な
い
の
意
と
見
定
め
、
②
ふ
と
し
た
こ

と
か
ら
恋
が
始
ま
る
場
合
を
想
定
し
、③
春
雨
の
時
期
に
咄
の
よ
う
な
恋
を
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
春
雨
」
は
『
増
山
井
』
等
に
兼
三
春
、『
糸
屑
』
等
に
三
月
の
扱
い
で
、『
三

冊
子
』
に
は
「
春
雨
は
…
三
月
を
い
ふ
。
二
月
末
よ
り
も
用も
ち
ゐる
也
。
正
月
・
二
月
は
じ
め

を
春
の
雨
と
也
」
と
あ
る
。
厳
密
に
「
春
雨
」
と
「
春
の
雨
」
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
と

は
言
い
が
た
い
も
の
の
、「
春
雨
」
を
詠
ん
だ
和
歌
に
情
緒
纏
綿
た
る
も
の
が
多
い
の
は

事
実
で
、そ
れ
が
晩
春
の
季
節
感
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
間
違
い
は
な
い
。

「
咄
」
は
説
話
・
伝
説
・
昔
話
な
ど
の
類
を
さ
し
、『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
）
に

奮
も
醒
め
や
ら
ぬ
ま
ま
、
床
を
並
べ
て
話
を
続
け
、
そ
の
余
韻
を
味
わ
お
う
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
。
前
句
を
は
さ
ん
で
菊
見
と
月
見
が
向
き
合
う
格
好
で
あ
り
、
観
音
開
き
の
難
が

指
摘
さ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

ち
る
花
も
翁
に
つ
い
て
廻ま
は

る
ら
ん 

東
潮

　

初
ウ
11　

春
三
月
（
ち
る
花
）　

花
の
句　

植
物
木
・
人
倫

〔
句
意
〕
散
る
花
も
こ
の
翁
を
慕
い
、
つ
い
て
廻
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
寝
床
で
主
客
が
話
を
交
わ
す
様
子
を
見
て
取
り
、
②
客
を
話
の
う

ま
い
人
と
考
え
、
そ
の
作
り
話
の
内
容
を
あ
れ
こ
れ
案
じ
て
、
③
落
花
も
翁
に
つ
い
て
回

る
だ
ろ
う
と
の
、
そ
の
人
の
言
で
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
翁
」
は
男
の
老
人
を
さ
す
語
で
、
老
人
に
対
し
て
親
し
み
を
込
め
て
使
う
場

合
も
、
老
人
が
自
分
を
へ
り
く
だ
っ
て
い
う
場
合
も
あ
る
。「
花
」
と
の
関
わ
り
で
は
、

老
人
が
枯
木
に
花
を
咲
か
せ
た
昔
話
の
「
花
咲
爺
」
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、

こ
の
話
は
近
世
初
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。「
つ
い
て
廻
る
」
は
離
れ
ず
に
付

き
従
う
こ
と
。
客
が
お
と
ぎ
話
を
応
用
し
た
作
り
話
で
主
人
を
楽
し
ま
せ
る
場
面
を
想
定

し
、
花
を
咲
か
せ
た
爺
の
私
で
あ
る
か
ら
、
散
る
花
も
私
に
つ
い
て
く
る
に
違
い
な
い
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
蕉
門
で
「
翁
」
と
い
え
ば
芭
蕉
を
さ
す
の
が
常
識
で
、
表
面

上
の
意
味
と
は
別
に
、
こ
の
句
に
も
芭
蕉
翁
へ
の
敬
愛
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

　
　
　

山
吹
も
ら
ふ
顔
ぞ
わ
す
れ
ね 

嵐
雪
妻

　

初
ウ
12　

春
三
月
（
山
吹
）　

植
物
草

〔
句
意
〕
山
吹
を
渡
し
て
も
ら
う
、
そ
の
顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
説
話
的
な
内
容
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
同
じ
く
説
話
的
な
内
容

を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
、
道
灌
と
山
吹
の
逸
話
を
思
い
寄
せ
、
③
山
吹
を
も
ら
っ
た
際

の
相
手
の
顔
は
忘
れ
ら
れ
な
い
と
し
た
。
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に
同
じ
く
、
生
活
上
の
苦
労
が
な
く
気
楽
に
世
を
渡
る
人
を
い
う
。
初
老
に
も
達
し
て
い

な
い
の
に
、
楽
隠
居
の
よ
う
な
境
涯
の
ま
ま
、
遊
び
呆
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

水
享く
れ

い
と
て
夏
冬
も
な
し 

嵐
雪

　

名
オ
４　

雑

〔
句
意
〕
夏
も
冬
も
関
係
な
く
、
い
つ
で
も
「
水
を
く
れ
」
の
言
葉
を
吐
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
遊
興
三
昧
の
人
物
と
見
込
み
、
②
そ
の
人
は
い
つ
も
飲
酒
し
が
ち
と

考
え
、
酔
い
醒
め
の
水
を
所
望
す
る
場
面
を
想
像
し
、
③
「
水
を
く
れ
」
と
い
う
言
葉
に

季
節
は
関
係
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
享
」
に
は
受
け
取
る
の
意
が
あ
り
、「
饗
」
の
代
用
字
と
し
て
も
て
な
す
の
意

で
も
用
い
ら
れ
る
。「
享
い
」
は
「
く
れ
い
」
に
こ
の
字
を
宛
て
た
も
の
で
、「
く
れ
い
」

は
物
を
与
え
る
意
で
あ
る
「
く
る
」
の
命
令
形
「
く
れ
」
の
語
尾
が
伸
び
た
も
の
。「
夏

冬
も
な
し
」
は
季
節
と
関
係
が
な
く
、
年
が
ら
年
中
そ
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　
　
　

く
た
び
れ
て
勝
手
の
鼾
い
び
き

聞き
こ

え
け
り 

神
叔

　

名
オ
５　

雑　

居
所

〔
句
意
〕
台
所
か
ら
は
く
た
び
れ
て
眠
り
込
ん
だ
奉
公
人
の
鼾
が
聞
こ
え
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
人
使
い
が
荒
い
主
人
の
言
動
と
見
て
、
②
そ
の
た
め
に
使
用
人
が
疲

弊
す
る
さ
ま
を
想
像
し
、③
勝
手
の
者
の
く
た
び
れ
て
鼾
を
か
く
の
が
聞
こ
え
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
勝
手
」
は
台
所
で
、
そ
こ
に
い
る
者
も
い
う
。
こ
こ
は
勝
手
の
仕
事
を
す
る

奉
公
人
が
想
定
さ
れ
て
い
よ
う
。「
鼾
」
は
睡
眠
中
に
口
や
鼻
か
ら
音
を
発
す
る
こ
と
。

　
　
　

位ゐ

牌は
い

の
前
の
火ほ

影か
げ

静
ま
る 

東
潮

　

名
オ
６　

雑　

無
常
・
釈
教

〔
句
意
〕
位
牌
の
前
で
揺
れ
て
い
た
、
灯
明
の
炎
も
今
は
静
ま
っ
て
い
る
。

は
「
う
ち
と
け
た
雑
談
。
ま
た
、
現
実
に
は
あ
り
そ
う
も
な
い
作
り
話
、
ま
た
は
、
現
実

性
の
な
い
口
承
の
物
語
」
と
あ
る
。「
咄
の
や
う
な
恋
を
し
て
」
と
は
、
作
り
話
の
中
に

し
か
な
い
よ
う
な
恋
を
実
際
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、「
咄
」
や
「
春

雨
」
の
語
の
選
択
に
は
、前
句
が
道
灌
の
伝
説
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
か
ら
む
に
相
違
な
く
、

そ
の
意
味
で
も
前
句
へ
の
密
着
度
が
高
い
付
け
方
と
言
え
る
。

　
　
　

気き

相あ
ひ

の
わ
ろ
き
時
は
文ふ
み

見
る 

百
里

　

名
オ
２　

雑　

恋
（
文
）

〔
句
意
〕
気
分
の
す
ぐ
れ
な
い
時
は
手
紙
を
読
ん
で
心
を
慰
め
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
恋
を
咄
の
中
に
よ
く
あ
る
悲
恋
と
解
し
、
②
恋
心
に
苦
し
み
が
ち
な

女
性
を
想
定
し
、
そ
の
人
が
慰
め
と
す
る
も
の
は
何
か
と
考
え
て
、
③
気
分
の
よ
く
な
い

時
は
も
ら
っ
た
手
紙
を
読
む
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
気
相
」
は
「
気
合
」
に
同
じ
く
（『
書
言
字
考
節
用
集
』
等
に
「
気
相
」
の
表

記
が
見
ら
れ
る
）、
気
持
ち
の
あ
り
よ
う
を
さ
す
。「
文
」
は
恋
の
詞
と
し
て
『
番
匠
童
』

等
に
登
載
さ
れ
る
。

　
　
　

只た
だ

あ
そ
ぶ
四
十
の
内
の
楽ら
く

坊ば
う

主ず 

氷
花

　

名
オ
３　

雑　

人
倫

〔
句
意
〕
た
だ
遊
び
に
興
じ
る
ば
か
り
の
、四
十
歳
以
前
の
気
楽
な
身
の
上
の
人
で
あ
る
。

〔
付
合
〕①
前
句
を
遊
女
な
ど
か
ら
の
手
紙
を
時
に
取
り
出
し
て
は
読
む
場
面
と
見
換
え
、

②
色
事
に
の
め
り
込
む
と
い
う
の
で
も
な
く
、
余
裕
を
も
っ
て
思
い
の
ま
ま
に
暮
ら
す
人

物
を
想
定
し
、
③
四
十
に
も
な
ら
な
い
内
か
ら
働
く
必
要
も
な
い
気
ま
ま
な
暮
ら
し
で
、

た
だ
遊
ん
で
暮
ら
し
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
只
あ
そ
ぶ
」
は
働
き
も
せ
ず
遊
興
に
ふ
け
る
こ
と
。「
四
十
の
内
」
は
四
十
歳

に
満
た
な
い
こ
と
で
、当
時
は
四
十
が
老
い
の
始
ま
り
。「
楽
坊
主
」
は
「
楽
助
」「
楽
人
」
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〔
備
考
〕「
旅
ご
も
り
」は
旅
人
と
し
て
一
定
期
間
の
滞
在
を
す
る
こ
と
。
そ
の
地
域
を「
城

の
近
く
」
と
し
た
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
城
下
町
の
活
気
を
想
定
し
て
、
そ
う
し
た
所
の

宿
屋
な
ら
ば
客
人
へ
の
配
慮
も
並
で
は
な
い
は
ず
（
当
時
の
蕎
麦
は
ご
馳
走
で
も
あ
っ

た
）、
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

傘
か
ら
か
さの
外ほ
か

に
ま
ぎ
る
ゝ
傘か
さ

は
な
き 

嵐
雪

　

名
オ
９　

雑　

器
物

〔
句
意
〕
手
に
差
す
傘
の
ほ
か
に
、
他
人
の
物
と
紛
れ
る
よ
う
な
傘
は
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
長
逗
留
の
旅
人
を
詠
ん
だ
こ
と
に
目
を
留
め
、
②
退
屈
を
か
こ
つ
中

で
心
を
動
か
す
こ
と
と
し
て
、
物
の
紛
失
と
い
う
事
態
を
想
像
し
、
③
差
し
傘
の
よ
う
に

他
と
ま
ぎ
れ
や
す
い
傘
は
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕
雨
・
雪
や
日
光
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
か
ぶ
る
「
笠
」
に
対
し
て
、同
じ
用
途
の
「
傘
」

は
柄
を
付
け
手
に
持
つ
よ
う
に
し
た
も
の
で
、
カ
ラ
カ
サ
・
サ
シ
ガ
サ
な
ど
と
も
い
う
。

た
だ
し
、「
笠
」
と
「
傘
」
は
字
と
し
て
通
用
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、「
傘
」
の
字
で
両
方

を
含
意
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。「
ま
ぎ
る
ゝ
」
は
他
と
入
り
混
じ
っ
て
区
別
が
つ
か
な
く

な
る
こ
と
で
、
差
し
傘
を
紛
失
し
や
す
い
の
は
、
古
今
に
わ
た
る
共
通
事
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
傘
」
に
狭
義
・
広
義
の
二
意
が
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
傘
か
ら
か
さく
ら
い
紛
れ
や
す
く
て
な

く
し
が
ち
な
傘か
さ

は
な
い
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

夜よ

半ナ
カ

夜よ

あ
る
き
母
の
気き

遣づ
か
ヒ　
　
　
　
　
　

 　
　
　

 　

氷
花

　

名
オ
10　

雑　

夜
分
・
人
倫

〔
句
意
〕
夜
中
に
遊
び
歩
く
の
で
、
母
の
心
配
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
傘
が
紛
失
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
の
愚
痴
と
見
て
、
②
そ
れ
を
言
う
の

は
何
か
と
気
に
し
が
ち
な
人
で
あ
る
と
考
え
、
子
ゆ
え
に
気
苦
労
の
絶
え
な
い
母
を
想
定

し
て
、
③
夜
中
ま
で
夜
歩
き
す
る
息
子
ゆ
え
、
母
は
心
配
で
な
ら
な
い
と
し
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
家
の
中
で
行
事
の
あ
っ
た
後
と
見
込
み
、
②
人
の
集
ま
る
法
事
を
想

定
し
て
、
仏
壇
辺
の
様
子
が
ど
う
か
と
考
え
、
③
位
牌
の
前
の
灯
火
も
静
ま
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
位
牌
」
は
死
者
を
祀
る
た
め
に
法
名
を
記
し
た
板
で
、
多
く
は
仏
壇
に
置
く
。

「
火
影
」
は
灯
火
の
炎
や
そ
の
光
を
い
い
、
こ
こ
は
仏
前
に
献
じ
る
灯
明
を
さ
す
。

　
　
　

真
実
に
蕎そ

麦ば

切き
り

打う
つ

て
送
る
也 

百
里

　

名
オ
７　

雑　

食
物

〔
句
意
〕
心
を
込
め
て
蕎
麦
打
ち
を
し
て
、
死
者
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
読
経
の
僧
侶
が
退
席
し
た
後
の
さ
ま
と
見
込
み
、
②
こ
れ
を
葬
礼
の

場
と
と
ら
え
、
後
に
精
進
料
理
が
振
る
舞
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
③
真
心
か
ら
打
っ
た
蕎

麦
切
り
で
、
葬
送
を
果
た
す
の
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
真
実
に
」は
誠
心
誠
意
の
意
。「
蕎
麦
切
」は
た
だ「
蕎
麦
」と
い
う
も
同
じ
で
、

そ
ば
粉
を
水
で
こ
ね
て
薄
く
伸
ば
し
、
細
く
切
っ
た
食
品
。「
打
て
」
は
そ
の
練
り
固
め

て
た
た
く
動
作
を
い
う
。
こ
こ
で
の「
送
る
」は
死
者
の
葬
送
を
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
蕎

麦
」は
精
進
料
理
の
一
品
と
し
て
寺
院
と
の
関
連
が
深
く
、『
類
船
集
』に
は「
蕎ソ
バ

→
聖
霊
祭
」

の
付
合
関
係
も
登
載
さ
れ
る
。「
蕎
麦
の
花
」
や
「
新
蕎
麦
」
は
秋
の
詞
な
が
ら
、
こ
こ

は
葬
儀
を
終
え
た
後
の
直な
お
ら
い来
を
さ
す
と
見
ら
れ
る
の
で
、
雑
と
し
て
問
題
が
な
い
。
芭
蕉

に
は
「
蕎
麦
」
へ
の
言
及
や
こ
れ
を
読
ん
だ
句
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

　
　
　

城
の
近
く
に
旅
ご
も
り
す
る 

神
叔

　

名
オ
８　

雑　

旅
体

〔
句
意
〕
城
に
近
い
あ
た
り
に
旅
人
と
し
て
逗
留
す
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
蕎
麦
を
宿
泊
者
へ
の
振
る
舞
い
と
見
換
え
、
②
旅
客
へ
誠
意
を
も
っ

て
接
す
る
旅は

た
ご籠
を
想
定
し
、
そ
こ
に
は
長
逗
留
す
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
③
城
の

近
く
で
旅
の
滞
在
を
す
る
と
し
た
。
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わ
う
こ
と
に
な
る
。「
落
つ
く
」
は
安
定
し
た
状
態
に
な
る
こ
と
。「
雪
」
は
多
く
の
書
で

十
一
月
の
扱
い
な
が
ら
、
こ
こ
は
「
師
走
」
と
あ
る
の
で
、
歳
の
瀬
に
降
る
雪
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
な
お
、
前
句
の
「
冬
の
月
」
か
ら
「
師
走
」
が
導
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と

に
関
し
て
、
天
理
図
書
館
本
『
河
海
抄
』
は
『
源
氏
物
語
』「
若
菜
下
」
の
「
冬
の
よ
の

月
は
人
に
た
が
ひ
て
め
で
給
ふ
」
に
「
枕
草
子
す
さ
ま
じ
き
物
し
は
す
の
月
夜
と
あ
る
心

也
」
と
注
し
、
こ
の
よ
う
な
『
枕
草
子
』
の
本
文
は
未
見
な
が
ら
、「
師
走
」
と
「
月
」

を
つ
な
ぐ
回
路
の
あ
っ
た
こ
と
に
問
題
は
な
く
、「
月
白
き
師
走
は
子
路
が
寝
覚
哉　

芭

蕉
」（『
ひ
と
つ
松
』）
や
「
狐
の
恐
る
弓
か
り
に
や
る　

珍
碩
／
月
氷
る
師
走
の
空
の
銀

河　

正
秀
」（『
ひ
さ
ご
』「
疇
道
や
」
歌
仙
）
と
い
っ
た
句
作
の
例
も
あ
る
。

　
　
　

来
春
を
今
か
ら
工た
く

む
大
工
寄
セ 

神
叔

　

名
ウ
１　

冬
十
二
月
（
来
春
…
工
む
）

〔
句
意
〕
来
春
に
は
大
工
職
人
に
来
て
も
ら
う
こ
と
を
今
か
ら
手
配
す
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
師
走
で
も
余
裕
を
も
っ
て
暮
ら
す
人
物
を
看
取
し
、
②
そ
う
し
た

景
気
の
よ
さ
の
ま
ま
、
そ
の
人
が
新
春
に
行
な
い
そ
う
な
こ
と
と
し
て
家
の
改
築
な
ど
を

想
定
し
、
③
来
春
の
工
事
の
た
め
に
今
か
ら
大
工
の
呼
び
寄
せ
を
図
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
工
む
」
は
何
か
を
計
画
し
た
り
、
計
画
的
に
物
事
を
行
な
っ
た
り
す
る
こ
と
。

「
大
工
」
は
、
本
来
は
令
制
に
お
い
て
土
木
・
建
築
・
造
船
な
ど
に
従
事
し
た
技
術
官
人

の
こ
と
で
、
や
が
て
は
木
造
家
屋
の
建
築
・
修
理
な
ど
を
す
る
職
人
の
こ
と
に
な
っ
た
。

「
寄
セ
」
は
寄
せ
集
め
る
こ
と
で
、
こ
こ
は
大
工
仕
事
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
職
人
を
頼

む
こ
と
。『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
等
に
「
春
を
待
」
が
十
二
月
と
し
て
立
項
さ
れ
、
こ
の

句
の
季
も
そ
れ
に
準
じ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

中な
か
せ
ん
ど
う

山
道
は
加
賀
で
持も
ち

け
り 

嵐
雪

　

名
ウ
２　

雑　

名
所

〔
備
考
〕「
夜
半
」
は
真
夜
中
の
こ
と
で
、
底
本
で
「
半
」
に
ナ
カ
の
振
り
仮
名
が
あ
る

の
で
、こ
れ
も
ヨ
ナ
カ
と
読
む
こ
と
に
な
る
。「
夜
あ
る
き
」は
夜
間
に
外
を
歩
く
こ
と
で
、

と
く
に
遊
里
な
ど
で
の
遊
び
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
も
そ
う
し
た
道
楽
息
子
が
想
定

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
母
親
が
心
配
す
る
の
を
よ
そ
に
、
遊
び
歩
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
気

遣
ヒ
」
は
心
配
し
た
り
配
慮
を
施
し
た
り
す
る
こ
と
。

　
　
　

あ
た
ゝ
か
に
風ふ

呂ろ

吹ふ
き

煮
ユ
ル
冬
の
月 

東
潮

　

名
オ
11　

三
冬
（
風
呂
吹
・
冬
の
月
）　

月
の
句　

食
物
・
天
象
・
夜
分

〔
句
意
〕
冬
の
寒
々
と
し
た
月
の
下
、あ
た
た
か
そ
う
に
風
呂
吹
き
大
根
が
煮
え
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
夜
も
遅
く
に
帰
宅
し
た
子
を
母
が
気
遣
う
も
の
と
見
換
え
、
②
あ
た

た
か
い
料
理
で
冷
え
た
体
を
癒
や
し
て
や
ろ
う
と
い
う
配
慮
を
想
定
し
、
③
家
で
は
風
呂

吹
き
に
し
た
大
根
が
あ
た
た
か
そ
う
に
煮
え
、
外
で
は
冬
の
月
が
冴
え
わ
た
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
風
呂
吹
」
は
輪
切
り
に
し
た
大
根
・
蕪
な
ど
を
ゆ
で
、
味
噌
だ
れ
を
つ
け
て

食
べ
る
料
理
で
、『
寄
垣
大
成
』
に
十
一
月
、『
通
俗
志
』
に
兼
三
冬
の
扱
い
。「
冬
の
月
」

は
冴
え
た
大
気
の
中
で
澄
み
わ
た
り
、
美
し
く
も
凄
惨
な
感
じ
を
与
え
る
も
の
で
、
兼
三

冬
に
扱
う
こ
と
が
多
い
。

　
　
　

先せ
ん
ど度
の
雪
に
師
走
落お
ち

つ
く 

百
里

　

名
オ
12　

冬
十
二
月
（
雪
・
師
走
）　

降
物

〔
句
意
〕
先
だ
っ
て
の
雪
に
よ
っ
て
、あ
わ
た
だ
し
い
師
走
に
も
落
ち
着
き
が
出
て
き
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
寒
い
夜
に
と
る
夕ゆ
う
げ餉
の
さ
ま
と
見
定
め
、
②
腹
具
合
も
落
ち
着
い
て

ぬ
く
も
っ
て
く
る
感
じ
を
い
か
し
つ
つ
、
歳
末
こ
ろ
の
景
観
を
描
こ
う
と
考
え
、
③
先
ご

ろ
降
っ
た
雪
の
せ
い
で
、師
走
の
せ
わ
し
な
い
中
に
も
落
ち
着
き
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
先
度
」
は
先
ご
ろ
・
先せ
ん

だ
っ
て
の
意
。「
師
走
」
は
十
二
月
の
異
名
で
、
大
晦

日
の
収
支
決
算
を
控
え
、
そ
の
字
が
示
す
通
り
、
僧
侶
も
走
る
ほ
ど
の
気
ぜ
わ
し
さ
を
味
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よ
う
と
考
え
、
③
一
升
の
米
価
に
も
値
す
る
唐
辛
子
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
升
」
は
容
積
の
単
位
で
、「
一
升
」
は
約
一
・
八
リ
ッ
ト
ル
。「
価
」
は
値
段
や

価
値
を
表
す
語
で
、
底
本
の
「
價
」
は
こ
の
旧
字
体
。
江
戸
時
代
、
物
価
指
数
の
基
準
と

な
る
の
が
米
価
で
、
米
を
量
る
単
位
も
升
や
合
（
一
合
は
十
分
の
一
升
）
や
斗
（
一
斗
は

十
升
）
で
あ
っ
た
。「
と
う
が
ら
し
（
唐
辛
子
・
蕃
椒
）」
は
ナ
ス
科
の
一
年
草
で
、
果
実

が
香
辛
料
や
食
品
・
薬
品
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
、
日
本
へ
の
渡
来
は
十
六
世
紀
（
一
説

に
は
十
七
世
紀
）
こ
ろ
と
さ
れ
る
。
秋
に
赤
く
色
づ
く
こ
と
か
ら
、
実
は
七
月
な
い
し
兼

三
秋
に
扱
わ
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
は
香
辛
料
な
い
し
薬
品
と
し
て
製
品
化
さ
れ
た
も
の
を

さ
す
の
で
、
一
句
は
雑
と
し
て
問
題
な
い
。
二
句
の
関
係
は
「
加
賀
」
に
「
米
」
を
付
け

た
も
の
に
相
違
な
く
、「
加
賀
米
」
が
成
語
と
し
て
あ
る
よ
う
に
、
加
賀
国
産
の
米
は
安

く
経
済
的
で
あ
っ
て
も
、
品
質
が
劣
る
と
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　

さ
る
代よ

も
あ
り
と
語
る
老
と
し
よ
り 

氷
花

　

名
ウ
４　

雑　

述
懐
・
人
倫

〔
句
意
〕
そ
う
し
た
時
代
も
あ
っ
た
と
語
る
老
人
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
畑
で
の
栽
培
が
始
ま
る
前
の
、
稀
少
な
も
の
と
珍
重
さ
れ
た
唐
辛
子

の
こ
と
と
見
定
め
、
②
老
人
の
昔
語
り
の
中
で
そ
う
し
た
話
題
が
出
る
場
合
を
考
え
、
③

そ
ん
な
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
だ
と
老
人
が
語
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
代
」
は
時
間
的
・
空
間
的
に
限
ら
れ
た
区
間
を
表
す
の
が
原
義
で
、
こ
こ
は

あ
る
時
代
・
年
代
の
意
。「
老
」
は
老
人
の
こ
と
で
、『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
ト
シ
ヨ
リ

の
読
み
が
あ
り
、
こ
こ
も
そ
う
読
ま
せ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

此こ
の

た
び
は
ま
い
り
あ
は
づ
の
墓
の
花 

専
迹

　

名
ウ
５　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句　

無
常
・
植
物
木

〔
句
意
〕
こ
の
た
び
参
り
合
わ
せ
た
粟
津
の
墓
に
は
、
花
が
咲
き
か
か
っ
て
い
る
。

〔
句
意
〕
中
山
道
の
繁
栄
は
大
国
加
賀
の
お
か
げ
で
保
た
れ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
大
規
模
な
建
築
・
工
事
の
準
備
と
見
換
え
、
②
公
儀
普
請
で
名
高
い

加
賀
藩
の
下
屋
敷
が
板
橋
に
あ
る
こ
と
や
、
中
山
道
は
木
材
な
ど
諸
物
資
を
運
ぶ
た
め
の

道
で
も
あ
る
こ
と
を
想
起
し
て
、③
中
山
道
は
加
賀
藩
の
お
か
げ
で
持
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
中
山
道
」
は
東
山
道
の
中
央
部
を
縦
貫
す
る
街
道
で
、「
中
仙
道
」
と
も
書

く
。
五
街
道
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
江
戸
日
本
橋
か
ら
上
野
・
信
濃
・
美
濃
の
諸
国
を
経

由
し
て
近
江
の
草
津
に
至
り
、
東
海
道
に
合
流
し
て
京
都
に
至
る
。「
加
賀
」
は
北
陸
道

七
か
国
の
一
つ
で
、
現
在
の
石
川
県
南
部
に
あ
た
る
。
加
賀
藩
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
前

田
家
が
領
有
し
、
加
賀
百
万
石
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
数
あ
る
諸
藩
の
中
で
も
格
別
の

大
国
で
あ
っ
た
。「
持
け
り
」
は
長
く
そ
の
状
態
な
ど
が
継
続
・
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
、
こ
こ
は
繁
栄
し
て
面
目
を
保
っ
て
い
る
の
意
。
江
戸
か
ら
加
賀
へ
行
く
場
合
は
、
中

山
道
か
ら
北
陸
道
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
大
名
行
列
な
ど
を
通
し
て
、
加
賀
藩
が
中
山
道

に
も
た
ら
し
た
も
の
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
大
坂
城
や
江
戸
城
の
修
築
を

は
じ
め
、
加
賀
藩
は
多
く
の
公
儀
普
請
（
幕
府
が
行
な
う
工
事
）
に
お
い
て
力
を
発
揮
し

た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
こ
と
に
前
田
綱
紀
（
五
代
藩
主
）
が
明
暦
の
大
火
で
焼
失
し
た
江

戸
城
の
天
守
台
を
再
建
し
た
こ
と
は
著
名
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
修
築
の
際
は
、
信
濃
国

の
木
材
が
中
山
道
を
介
し
て
江
戸
に
運
ば
れ
た
の
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
加
賀
藩
の
下

屋
敷
は
中
山
道
第
一
の
宿し
ゆ
くで
あ
る
板
橋
に
あ
り
、そ
の
意
味
で
も
、「
中
山
道
」
と
「
加
賀
」

は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

一い
つ

升し
や
うを
米
の
価あ
た
ひの
と
う
が
ら
し 

百
里

　

名
ウ
３　

雑

〔〔
句
意
〕
一
升
あ
た
り
の
米
価
に
も
当
た
る
唐
辛
子
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
加
賀
の
役
割
を
褒
め
て
い
る
こ
と
に
目
を
付
け
、
②
加
賀
産
の
米
が

安
く
出
回
っ
て
庶
民
の
助
け
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
そ
の
安
価
を
強
調
し
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が
季
の
詞
と
し
て
も
働
い
て
い
る
。「
さ
ゞ
波
」
は
細
か
く
小
さ
な
波
で
あ
る
と
同
時
に
、

琵
琶
湖
の
西
南
沿
岸
地
方
を
さ
し
、
近
江
国
の
古
名
で
も
あ
っ
た
。

　

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
、
こ
の
歌
仙
が
十
日
前
に
没
し
た
ば
か
り
の
芭
蕉
を
追
悼
す
る
興
行
で
あ
る
こ
と

は
、
発
句
の
「
十
月
」（
死
没
の
時
期
を
明
示
）
や
脇
の
「
し
ぐ
れ
」「
香
」（
墓
前
の
様

子
を
想
像
）
に
よ
く
示
さ
れ
て
お
り
、「
し
ぐ
れ
」
は
芭
蕉
を
表
徴
す
る
語
彙
の
一
つ
で

も
あ
っ
た
。
同
じ
こ
と
は
名
ウ
５
の
「
あ
は
づ
の
墓
」（
墓
所
を
明
示
）
と
挙
句
の
「
無

常
の
鐘
」「
さ
ゞ
波
」
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
連
衆
が
歌
仙
の
最
初

と
最
後
に
義
仲
寺
の
さ
ま
を
髣
髴
と
さ
せ
、
こ
れ
ら
に
追
善
の
意
を
強
く
込
め
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
こ
の
ほ
か
、初
ウ
11
の「
翁
」や
続
く
初
ウ
12
の「
山
吹
」、

名
オ
７
の
「
蕎
麦
切
」
な
ど
も
、芭
蕉
や
そ
の
句
・
発
言
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
言
っ

て
よ
い
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
巻
全
体
が
追
悼
一
色
に
染
ま
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
ま
た
、『
紙
文
夾
』「
嬉
し
さ
を
」
歌
仙
の
よ
う
に
、
似
た
よ
う
な
調
子
が

続
く
よ
う
な
箇
所
も
見
ら
れ
ず
、
進
行
上
は
問
題
の
少
な
い
一
巻
と
言
え
る
。

　

で
は
、
付
合
手
法
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
拙
稿
「
蕉
門
の
付
句　

―
芭
蕉
・
其
角
・
支

考
と
元
禄
俳
諧
―
」（『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
18　

令
和
３
・
６
）
で
詳
述
し
た

よ
う
に
、
芭
蕉
流
付
合
手
法
の
骨
法
と
は
、「
前
句
は
い
か
な
る
場
や
人
で
あ
る
か
と
考

え
抜
き
、こ
れ
に
位
を
合
わ
せ
た
付
句
を
模
索
す
る
こ
と
だ
っ
た
」
の
で
あ
り
、こ
の
〔
見

込
〕
の
深
く
正
確
な
点
に
お
い
て
、
芭
蕉
は
他
（
蕉
門
を
含
む
元
禄
俳
人
）
の
追
随
を
許

す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
と
も
す
れ
ば
知
識
に
頼
っ
て
想
像
力
の
発
揮
を
怠
り
、

あ
る
い
は
前
句
か
ら
思
い
つ
い
た
こ
と
に
す
が
っ
て
、
ひ
と
り
よ
が
り
や
あ
り
ふ
れ
て
精

彩
を
欠
く
付
句
を
な
し
が
ち
な
の
が
、
元
禄
期
（
お
よ
び
そ
の
後
）
の
一
般
的
な
傾
向
で

あ
っ
た
。
こ
の
歌
仙
の
場
合
、
付
句
ご
と
に
そ
の
出
来
加
減
は
ま
ち
ま
ち
な
が
ら
、
総
じ

〔
付
合
〕
①
前
句
が
昔
話
を
す
る
老
人
を
詠
ん
だ
こ
と
に
着
目
し
、
②
巻
き
納
め
に
再
び

芭
蕉
翁
追
善
の
意
を
込
め
よ
う
と
考
え
つ
つ
、
そ
の
墓
所
が
義
仲
の
菩
提
寺
で
も
あ
る
こ

と
を
思
い
起
こ
し
、
老
人
が
こ
こ
を
訪
れ
る
場
面
を
思
い
描
い
て
、
③
今
回
は
花
に
包
ま

れ
た
粟
津
の
墓
を
参
拝
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
ま
い
り
あ
は
づ
」
は
「
参
り
合
は
す
」
に
「
粟
津
」
を
掛
け
た
も
の
。「
粟
津
」

は
滋
賀
県
大
津
市
南
部
の
地
名
で
、
琵
琶
湖
に
臨
む
松
原
は
粟
津
が
原
と
呼
ば
れ
、「
粟

津
の
晴
嵐
」（
近
江
八
景
の
一
）
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
木
曽
義
仲
が
戦
死
し
た
地

と
し
て
も
著
名
で
、
そ
の
墓
所
に
建
て
ら
れ
た
小
庵
が
義
仲
寺
と
し
て
今
に
続
く
。
義
仲

を
慕
い
琵
琶
湖
を
愛
し
た
芭
蕉
は
、
生
前
し
ば
し
ば
こ
こ
に
逗
留
し
、
遺
言
に
よ
り
遺
骸

も
同
所
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
前
句
と
の
つ
な
が
り
で
は
、
義
仲
の
墓
を
訪
ね
て
か
の
時
代

を
偲
ぶ
老
人
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
、
芭
蕉
の
墓
前
で
菩
提
を
弔
い

た
い
と
い
う
、
連
衆
一
同
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
も
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

無
常
の
鐘
の
か
す
む
さ
ゞ
波 
緑
子

　

挙
句　
　

三
春
（
か
す
む
）　

無
常
・
水
辺

〔
句
意
〕
無
常
を
知
ら
せ
る
鐘
の
音
も
志
賀
の
さ
ざ
波
の
中
に
消
え
て
い
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
義
仲
寺
に
詣
で
た
人
と
見
定
め
、
②
琵
琶
湖
を
臨
む
地
で
こ
の
人
が

耳
に
し
そ
う
な
こ
と
を
想
像
し
、
③
無
常
の
鐘
声
が
さ
ざ
波
に
か
す
ん
で
い
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
無
常
の
鐘
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、『
平
家
物
語
』
冒
頭
の
「
祇
園
精
舎
の

鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
を
踏
ま
え
る
も
の
（『
類
船
集
』
に
「
鐘
→
祇
園
精
舎
」

「
無
常
→
鐘
の
音
」）で
、
前
句
の「
墓
」か
ら
こ
れ
が
導
か
れ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。「
あ

は
づ
」
と
の
関
連
か
ら
は
、「
三
井
の
晩
鐘
」（
近
江
八
景
の
一
）
が
想
起
さ
れ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。「
か
す
む
」
は
物
の
形
状
や
音
声
な
ど
が
ぼ
や
け
て
は
っ
き
り
し
な
い
状
態

の
こ
と
で
、
こ
こ
は
鐘
声
が
波
間
に
消
え
て
い
く
こ
と
を
い
う
。
な
お
、
立
ち
込
め
る
霞

が
春
季
で
あ
る
（『
は
な
ひ
草
』
等
の
諸
書
に
兼
三
春
）
こ
と
か
ら
、形
式
的
に
「
か
す
む
」
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多
い
人
物
と
し
て
年
配
の
女
性
を
導
き
出
し
つ
つ
、
そ
の
人
の
最
た
る
心
配
事
と
し
て
息

子
の
行
状
を
寄
せ
て
き
た
も
の
で
、「
前
句
は
是
…
い
か
な
る
人
」
と
い
う
見
定
め
の
上

で
趣
向
を
立
て
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
芭
蕉
流
の
基
本
は
た
し
か
に
共
有
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
心
配
性
の
母
を
表
す
の
に
「
気
遣
ヒ
」
の
語
を
使
っ
て
し

ま
っ
た
の
は
、
一
つ
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
連
句
の
一
特
徴
は
、
直
接
的
な
語
を
使
わ

な
い
ま
ま
、
具
象
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

誤
解
の
な
い
よ
う
、
急
い
で
付
言
し
て
お
く
と
、
こ
の
歌
仙
は
芭
蕉
提
唱
の
付
け
方
を

は
ず
し
た
非
芭
蕉
流
の
連
句
作
品
で
あ
る
、
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
的
な
と

こ
ろ
で
は
、
前
句
を
見
定
め
な
が
ら
趣
向
を
立
て
、
前
句
を
引
き
ず
ら
な
い
よ
う
な
句
作

に
励
ん
で
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
立
の
甘
さ
を
指
摘
で

き
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
前
句
自
体
が
吟
味
に
値
す
る
内
容
を
備
え
て
い
な
い
か
、
付

句
作
者
に
吟
味
の
用
意
が
で
き
て
い
な
い
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
（
時
に
両
方
）
に
原
因
が

あ
る
。
そ
う
し
た
際
の
対
処
は
、
主
と
し
て
次
の
二
つ
。
そ
の
一
は
、
前
句
の
あ
る
語
に

着
目
し
、
こ
れ
と
結
び
合
う
語
（
た
と
え
ば
「
大
工
寄
セ
」
か
ら
導
か
れ
る
「
加
賀
」）
を

核
に
一
句
を
構
成
す
る
こ
と
。
そ
の
二
は
、
前
句
か
ら
ひ
ら
め
い
た
あ
る
想
念
（
た
と
え

ば
「
逗
留
の
無
聊
を
し
ば
し
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
」）
を
も
と
に
、
付
句
を
構
想
し
て
い
く
こ

と
。
い
ず
れ
も
、〔
趣
向
〕
と
〔
句
作
〕
の
距
離
が
短
く
な
り
が
ち
で
、
連
想
さ
れ
た
語

や
思
い
つ
い
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
句
に
残
り
が
ち
と
な
る
も
の
の
、「
前
句
を
つ
き
は
な

し
て
」
は
金
科
玉
条
の
よ
う
に
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
時
に
、
付
い
て
い
る
か
ど
う
か
が

不
明
瞭
な
付
合
を
も
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
芭
蕉
没
年
当
時
に
広
ま
っ

て
い
た
付
け
方
な
の
で
あ
り
、
本
歌
仙
に
も
そ
の
傾
向
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
多
く
の
作
品
を
取
り
上
げ
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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て
言
え
ば
、
や
は
り
右
の
よ
う
な
欠
点
が
目
に
つ
き
が
ち
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

一
つ
の
例
と
し
て
、「
来
春
を
今
か
ら
工
む
大
工
寄
セ   

神
叔
／
中
山
道
は
加
賀
で
持

け
り　

嵐
雪
／
一
升
を
米
の
価
の
と
う
が
ら
し　

百
里
」（
名
ウ
１
～
３
）
を
取
り
上
げ

る
な
ら
ば
、「
大
工
寄
セ
」
か
ら
普
請
事
業
で
名
を
馳
せ
た
加
賀
藩
を
思
い
寄
せ
、「
加
賀
」

か
ら
廉
価
と
し
て
知
ら
れ
る
加
賀
米
を
想
起
し
た
こ
と
が
、
各
付
句
の
基
盤
に
あ
る
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
〔
句
作
〕
に
お
い
て
は
、「
前
句
を
つ
き
は
な
し
て

つ
く
」（『
去
来
抄
』「
修
行
」）
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
た
め
か
、
た
し
か
に
「
前
句

の
情
を
引ひ
き
き
た来
る
」（
同
）
こ
と
な
く
、離
れ
た
内
容
の
句
に
な
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、〔
見
込
〕
の
段
階
で
「
前
句
は
是こ
れ

い
か
な
る
場
、
い
か
な
る
人
と
、
其そ
の
わ
ざ業
・

其
位く
ら
ゐを
能よ
く

見
定
め
」（
同
）
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
、
二
句
は
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を

発
信
す
る
に
と
ど
ま
り
、
両
者
が
相
ま
っ
て
あ
る
場
面
を
構
築
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い

な
い
。
こ
こ
に
、
芭
蕉
流
と
の
微
妙
な
が
ら
実
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　

次
に
、
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、「
城
の
近
く
に
旅
ご
も
り
す
る　

神
叔
／
傘
の
外
に

ま
ぎ
る
ゝ
傘
は
な
き　

嵐
雪
／
夜
半
夜
あ
る
き
母
の
気
遣
ヒ　
　

氷
花
」（
名
オ
８
～
10
）

を
取
り
上
げ
る
に
、
こ
こ
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
が
見
え
て
く
る
。
嵐
雪
句
の
場
合
、

や
は
り
「
前
句
の
情
を
引
来
る
」
こ
と
な
く
、「
前
句
を
つ
き
は
な
し
て
」
い
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
で
は
た
し
か
に
付
い
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
首
を
か
し
げ
ざ
る

を
え
な
い
。
問
題
は
、城
の
近
く
の
逗
留
（
こ
の
前
句
自
体
に
曖
昧
さ
の
あ
っ
た
こ
と
が
、

そ
も
そ
も
の
問
題
で
あ
る
）
と
い
う
事
態
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、〈
長
逗
留
→
退
屈
→

ち
ょ
っ
と
し
た
事
件
の
期
待
〉
と
い
う
独
断
め
い
た
連
想
か
ら
、
傘
の
紛
失
と
い
う
出
来

事
を
思
い
つ
き
、
こ
れ
に
満
足
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
一
句
自
体
は
、
誰
に
で

も
覚
え
の
あ
る
、
一
種
の
警
句
め
か
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
狂
風
柳
句
の
先
蹤
の
よ

う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
宝
永
以
後
の
連
句
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
付
句
の
一
典
型
で

あ
り
、
そ
れ
が
元
禄
七
年
時
に
嵐
雪
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
氷
花
句
の
場
合
は
、
前
句
に
愚
痴
め
い
た
口
吻
を
感
じ
取
り
、
何
か
と
嘆
き
言
の


