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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
四
弾
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
其
角
編
『
枯
尾
華
』（
元
禄
七
年
刊
）
の
「
俤
や
」
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
、

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
。
本
誌
前

集
で
は
、
同
書
所
収
の
嵐
雪
系
俳
人
十
九
人
に
よ
る
「
十
月
を
」
歌
仙
を
分
析
し
、
基
本

的
に
は
芭
蕉
流
付
合
手
法
の
共
有
が
確
認
で
き
る
一
方
、
二
句
の
言
語
外
空
間
に
一
場
面

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
志
向
は
希
薄
で
、
こ
こ
に
芭
蕉
晩
年
の
俳
諧
と
の
違
い

が
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
で
は
、「
十
月
を
」
歌
仙
と
同
日
（
十
月
二
十
二
日
）

に
杉
風
ら
深
川
連
衆
を
中
心
と
す
る
三
十
六
人
で
巻
か
れ
た
「
俤
や
」
歌
仙
の
場
合
は
ど

う
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
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
成
22
『
芭
蕉
追
善
集
』（
八
木
書
店　

平
成
９
年
刊
）

所
収
の
影
印
（
綿
屋
文
庫
蔵
本
に
よ
る
）
を
用
い
、『
宝
井
其
角
全
集
』（
勉
誠
社　

平
成

【
審
査
論
文
】

　
　
　
　『
枯
尾
華
』「
俤
や
」
歌
仙
分
析

　
　

佐　

藤　

勝　

明　
　

　
　
　
　
　

A
n

  an
alysis  of  K

areob
an

a
  (P

art2)
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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
、杉
風
系
俳
人
に
よ
る
芭
蕉
追
悼
の「
俤
や
」歌
仙
を
取
り
上
げ
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
一
方
、二
句
を
離
そ
う
と
す
る
意
識
が
悪
く
作
用
し
て
、恣
意
的
な
語
句
・

題
材
の
選
定
に
な
り
が
ち
な
一
面
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：　

俳
諧
・
元
禄
期
・
連
句
・
深
川
連
衆
・
枯
尾
華
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〔
付
合
〕
①
前
句
の
「
俤
」
が
大
坂
で
死
去
し
た
芭
蕉
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
受
け
、
②

前
句
の
作
者
と
気
脈
を
合
わ
せ
、
と
も
に
師
の
姿
を
幻
視
し
て
い
る
様
子
を
表
そ
う
と
考

え
、
③
淡
く
ち
ら
め
く
冬
の
日
光
に
そ
の
人
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
句
の
「
か
げ
ろ
ふ
」
は
名
詞
「
陽か
げ

炎ろ
ふ

」
の
動
詞
化
し
た
も
の
で
、
光
が
ほ

の
め
く
こ
と
や
、
姿
・
幻
な
ど
が
ち
ら
つ
く
こ
と
を
表
す
。「
日
の
影
」
は
日
の
光
の
こ

と
で
あ
る
と
同
時
に
、
前
句
の
「
俤
」
を
受
け
、「
影
」
が
眼
前
に
は
い
な
い
人
の
姿
を

も
含
意
す
る
。
な
お
、「
冬
の
日
」
と
い
う
語
の
選
択
は
、
蕉
風
濫
觴
の
書
と
さ
れ
る
荷

兮
編
『
冬
の
日
』（
貞
享
元
年
奥
）
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
　
　

一
面
に
起お
き

ふ
す
小
松
風
や
み
て 

杉
風

　

第
三　
　

雑　

植
物
木

〔
句
意
〕
あ
た
り
一
帯
で
起
き
臥
し
し
て
い
た
小
松
も
、
風
が
や
み
静
ま
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
冬
の
穏
や
か
な
日
射
し
を
詠
ん
だ
も
の
と
見
定
め
、
②
そ
の
淡
い
光

を
受
け
て
い
る
野
外
の
静
か
な
景
観
を
描
こ
う
と
考
え
、
③
一
面
の
小
松
も
風
が
や
ん
で

起
き
臥
し
を
や
め
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
一
面
」は
あ
る
場
所
の
全
体
。
底
本
を
は
じ
め
初
版
初
刷
系
の
諸
本
で
は「
一
」

の
あ
る
べ
き
箇
所
が
空
白
に
な
っ
て
お
り
、
誤
刻
か
摺
刷
時
の
ミ
ス
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
は
再
刷
系
の
本
文
に
よ
り
「
一
」
を
補
っ
た
。「
起
ふ
す
」
は
起
き
た
り
臥
し
た
り

す
る
こ
と
で
、
こ
こ
は
小
さ
な
松
が
風
に
揺
ら
い
で
い
た
と
い
う
こ
と
。「
小
松
」
は
生

命
力
の
表
象
で
も
あ
り
、
追
悼
を
主
眼
と
し
た
発
句
・
脇
か
ら
転
じ
る
意
識
が
認
め
ら
れ

る
。

　
　
　

よ
ご
れ
し
馬
を
引ひ

き

出い
だ

す
也 

岱
水

　

初
オ
４　

雑　

動
物
獣

〔
句
意
〕
汚
れ
た
馬
を
外
に
引
き
出
す
の
で
あ
る
。

６
年
刊
）
等
に
所
収
の
翻
刻
本
文
を
参
照
し
た
。
句
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原
典
に
忠

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

名
（
前
書
で
は
読
点
等
も
）
を
私
に
付
し
た
。
ま
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
本
文
を
使
用
し
た
。

　
　
　
　
　

十
月
廿
二
日
興
行

　
　
　
　
　
　

故
人
も
多
く
旅
に
は
つ
と
、
逆げ
き

旅り
よ

・
過く
わ

客か
く

の
こ
と
は
り
を
お
も
ひ
よ
せ
て

　
　
　

俤
お
も
か
げや
な
に
は
を
霜
の
ふ
み
お
さ
め 

桃
隣

　

発
句　
　

冬
十
月
（
霜
）　

名
所
・
降
物

〔
句
意
〕
面
影
が
浮
か
ぶ
こ
と
よ
、
難
波
を
霜
の
踏
み
納
め
と
し
て
逝
去
さ
れ
た
師
の
。

〔
備
考
〕
前
書
に
よ
り
、
芭
蕉
の
遷
化
か
ら
十
日
後
の
興
行
と
知
ら
れ
る
。「
つ
と
」
は

「
苞
」
で
、
食
糧
な
ど
を
入
れ
旅
に
携
行
す
る
包
み
を
い
い
、
こ
こ
は
死
出
の
旅
に
携
え

る
物
を
さ
す
。「
逆
旅
・
過
客
の
こ
と
は
り
」
は
宿
屋
と
旅
人
に
関
す
る
道
理
と
い
う
こ

と
で
、『
奥
の
細
道
』冒
頭
の「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、行
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
」（
周

知
の
通
り
、
こ
れ
は
李
白
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」
の
「
夫
レ
天
地
ハ
万
物
ノ
逆
旅
、
光
陰

ハ
百
代
ノ
過
客
」
を
踏
ま
え
る
）
を
念
頭
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
は
し
ば
し
現
世
を
過
ご
し

て
去
っ
て
い
く
と
い
う
理
を
さ
す
。「
俤
」
は
「
面
影
」
に
同
じ
く
、
こ
こ
は
十
日
前
に

世
を
去
っ
た
師
の
面
影
。「
な
に
は
」
は
「
難
波
」
で
、
芭
蕉
が
大
坂
御
堂
前
で
生
を
終

え
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
。「
霜
」
は
十
月
の
景
物
（『
は
な
ひ
草
』
等
の
諸
書
に
こ
の
月
の

扱
い
）
と
し
て
選
ん
だ
も
の
で
、
当
地
の
霜
が
こ
の
世
の
霜
の
踏
み
納
め
に
な
っ
た
と
述

べ
、
哀
悼
の
意
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　

淡
く
か
げ
ろ
ふ
冬
の
日
の
影 

子
珊

　

脇　
　
　

三
冬
（
冬
の
日
）

〔
句
意
〕
冬
の
日
光
が
淡
く
ほ
の
め
く
中
に
、
亡
き
人
の
幻
影
が
浮
か
ぶ
よ
う
だ
。
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〔
句
意
〕
皀
莢
の
枝
を
分
け
合
う
よ
う
に
鵙
が
高
い
声
を
上
げ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
薄
着
の
ま
ま
屋
外
に
出
て
の
感
と
見
込
み
、
②
そ
こ
で
見
聞
き
し
そ

う
な
景
観
を
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
、③
皀
莢
の
枝
を
分
け
て
鵙
が
鳴
い
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
皀
莢
」
は
マ
メ
科
の
落
葉
高
木
の
サ
イ
カ
チ
（
サ
イ
カ
シ
と
も
）
で
、
山
野
・

川
辺
な
ど
に
自
生
し
、
庭
木
や
街
路
樹
に
も
す
る
。
そ
の
実
に
よ
っ
て
九
月
に
分
類
さ
れ

る
も
の
の
、
こ
こ
は
鵙
の
い
る
木
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
ゆ
え
、
鵙
の
季
を
重
視
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。「
枝
を
分
た
る
」
は
分
か
れ
て
各
枝
に
い
る
こ
と
。「
鵙
」
は
全
長
二
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
モ
ズ
科
の
鳥
で
、
諸
書
に
八
月
の
扱
い
。
秋
に
キ
ィ
ー
キ
ィ
ー
と

鋭
い
声
で
鳴
き
、「
鵙
の
高
鳴
き
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
　

細
工
に
入は
い
ル
古ふ
る

桶を
け

の
底 

亀
水

　

初
ウ
２　

雑　

器
物

〔
句
意
〕
古
く
な
っ
た
桶
の
底
の
手
直
し
に
入
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
秋
の
鳥
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
そ
う
し
た
鳥
の
声
を
聞

く
の
は
ど
う
い
う
人
か
と
考
え
、
屋
外
で
仕
事
を
す
る
職
人
を
想
定
し
、
③
古
桶
の
底
を

手
業
で
補
修
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
細
工
」
は
各
種
の
職
人
的
な
手
技
を
い
い
、
こ
こ
は
桶
の
補
修
で
、「
入
ル
」

は
そ
の
作
業
を
始
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う（
大
き
な
桶
に
身
を
入
れ
て
作
業
す
る
可
能
性
は
、

次
句
で
い
か
さ
れ
る
）。
江
戸
時
代
に
は
製
造
と
販
売
を
兼
ね
る
居ゐ

職じ
よ
くの
桶
屋
が
現
れ
、

修
理
の
た
め
に
出
張
す
る
こ
と
も
あ
る
ほ
か
、
町
や
村
を
回
っ
て
修
理
を
専
門
と
す
る
者

も
い
た
。
こ
こ
は
そ
う
し
た
巡
回
の
職
人
が
野
外
で
修
理
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

心
よ
き
今
の
住ぢ
ゆ
う

持ぢ

を
憎
み
た
て 

孤
屋

　

初
ウ
３　

雑　

人
倫
・
釈
教

〔
句
意
〕
人
の
よ
い
今
の
住
職
へ
の
憎
ま
れ
口
を
た
た
い
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
天
候
の
回
復
を
表
し
た
も
の
と
と
ら
え
直
し
、
②
荒
天
に
は
控
え
て

い
た
こ
と
と
し
て
、
家
畜
を
舎
内
か
ら
連
れ
出
す
場
面
を
想
像
し
、
③
汚
れ
の
目
立
つ
馬

を
屋
外
に
引
き
出
す
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
よ
ご
れ
し
」
は
不
潔
な
感
じ
に
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
こ
は
外
気
に
当
た
っ
て

い
な
い
こ
と
の
表
象
な
の
で
も
あ
ろ
う
。
前
句
と
合
わ
せ
れ
ば
、
小
松
の
あ
る
野
原
へ
の

放
牧
に
際
し
、
久
々
に
体
を
洗
っ
て
や
る
と
も
解
さ
れ
る
。

　
　
　

名
月
は
夕ゆ
ふ

飯め
し

早
く
過す
ぐ

し
け
り 

曽
良

　

初
オ
５　

秋
八
月
（
名
月
）　

月
の
句　

天
象
・
飲
食
・
夜
分

〔
句
意
〕
名
月
の
晩
は
夕
食
を
早
め
に
済
ま
せ
る
こ
と
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
作
業
を
急
い
で
い
る
様
子
を
看
取
し
、
②
月
の
座
で
あ
る
こ
と
を

意
識
し
つ
つ
、
そ
れ
は
名
月
を
ゆ
っ
く
り
楽
し
む
た
め
で
あ
ろ
う
と
解
し
、
そ
の
気
持
ち

を
別
の
行
為
で
表
そ
う
と
考
え
、
③
名
月
に
は
夕
飯
を
早
く
食
べ
て
し
ま
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
こ
で
の
「
過
し
」
は
物
事
を
済
ま
せ
る
こ
と
。

　
　
　

ど
こ
や
ら
軽
き
秋
の
帷か
た
び
ら子 

序
志

　

初
オ
６　

三
秋
（
秋
の
帷
子
）　

衣
類

〔
句
意
〕
秋
に
な
っ
て
着
る
帷
子
は
ど
こ
と
な
く
軽
や
か
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
月
見
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
人
の
さ
ま
を
見
て
取
り
、
②
そ
の
人

の
心
は
ず
む
さ
ま
を
別
の
こ
と
に
よ
っ
て
表
そ
う
と
考
え
、
③
秋
の
帷
子
は
何
と
な
く

軽
々
と
し
た
感
じ
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
帷
子
」
は
麻
・
木
綿
・
絹
な
ど
で
作
っ
た
単ひ
と
え衣
の
着
物
で
、
本
来
の
季
は
夏
。

　
　
　

皀さ
い

莢か
ち

に
枝
を
分わ
け

た
る
鵙も
ず

の
声 

太
大

　

初
ウ
１　

秋
八
月
（
皀
莢
・
鵙
）　

植
物
木
・
動
物
鳥
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此こ
の

寒
さ
あ
ら
れ
か
雪
の
ふ
る
曇く
も
り 

利
牛

　

初
ウ
５　

冬
十
一
月
（
寒
さ
・
あ
ら
れ
・
雪
）　

降
物

〔
句
意
〕
こ
の
寒
さ
か
ら
し
て
、
霰
か
雪
の
降
り
そ
う
な
曇
り
空
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
景
観
の
た
め
に
作
っ
た
塩
浜
で
あ
る
と
見
定
め
、
②
河
原
院
の
故
事

を
思
い
寄
せ
、
そ
れ
が
冬
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
起
し
て
、
前
句
の
景
に
冬
の
空

模
様
を
添
え
よ
う
と
考
え
、③
こ
の
寒
さ
は
霰
か
雪
が
降
り
そ
う
な
曇
天
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
句
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
前
句
の
「
景
の
塩
浜
」
が
景
と
し
て
造
ら
れ
た

塩
田
と
見
直
さ
れ
て
お
り
、河
原
院
の
故
事（『
伊
勢
物
語
』に「
神
無
月
の
つ
ご
も
り
が
た
」

の
文
言
が
あ
る
）
を
俤
に
し
た
も
の
と
言
え
る
。「
寒
し
・
寒
さ
」
は
諸
書
に
十
月
な
い

し
兼
三
冬
の
扱
い
な
が
ら
、
こ
こ
は
「
あ
ら
れ
（
霰
）」「
雪
」
が
諸
書
に
十
一
月
の
扱
い

で
あ
る
こ
と
を
優
先
す
る
。「
ふ
る
曇
」
は
そ
れ
ら
が
す
ぐ
に
も
降
っ
て
き
そ
う
な
曇
天

と
い
う
こ
と
。

　
　
　

木も

綿め
ん

の
重
み
手
に
の
せ
て
見
る 

白
之

　

初
ウ
６　

雑

〔
句
意
〕
木
綿
の
重
量
を
手
の
上
に
置
い
て
量
っ
て
み
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
寒
さ
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
温
か
い
衣
服
が
恋
し
い

時
期
で
あ
る
と
考
え
、
綿
を
入
れ
る
作
業
を
想
像
し
、
③
木
綿
の
重
さ
を
手
に
載
せ
た
具

合
で
量
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
木
綿
」
は
ア
オ
イ
科
ワ
タ
属
の
植
物
で
あ
る
綿わ
た

の
種
子
の
周
り
に
生
じ
る
白

く
柔
ら
か
な
繊
維
で
、
広
く
衣
料
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
見
る
」
は
補
助
動
詞
的

な
用
法
で
、
試
行
す
る
の
意
に
判
断
す
る
の
意
が
含
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

背せ

戸ど

伝づ
た
ヒ
来
て
は
常つ
ね
づ〳

ね〵

長な
が

咄ば
な
し 

蚊
足

　

初
ウ
７　

雑　

居
所

〔
付
合
〕
①
前
句
を
大
桶
に
入
っ
て
の
作
業
と
見
定
め
、
②
寺
に
よ
く
あ
る
大
き
な
風
呂

桶
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
ろ
そ
ろ
新
品
に
替
え
る
べ
き
と
こ
ろ
、
ま
た
も
補
修
を
頼
ま
れ
て

気
を
腐
ら
せ
る
場
合
を
想
定
し
、
③
気
だ
て
の
よ
い
今
の
住
持
を
憎
み
立
て
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
心
よ
き
」
は
「
快
き
」
で
、
他
人
に
不
快
感
を
与
え
る
こ
と
が
な
く
、
気
だ

て
の
よ
い
さ
ま
。「
住
持
」
は
仏
法
を
保
ち
守
る
こ
と
で
、
と
く
に
一
寺
の
主
僧
を
さ
し

て
い
う
。「
憎
た
て
」
は
ひ
ど
く
憎
み
嫌
う
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
は
「
あ
の
吝け

嗇ち

坊
主
が
」

と
い
っ
た
言
を
口
に
す
る
程
度
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

三
里
が
う
ち
は
景
の
塩し
ほ

浜は
ま 

子
祐

　

初
ウ
４　

雑　

水
辺

〔
句
意
〕
三
里
か
そ
れ
以
内
の
塩
田
が
景
観
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
住
持
と
い
さ
か
い
を
起
こ
し
た
者
の
こ
と
と
見
換
え
、
②
そ
れ
を
土

地
の
有
力
者
で
あ
る
と
し
て
、
何
か
と
自
慢
げ
に
ふ
る
ま
う
さ
ま
を
想
像
し
、
③
眺
め
や

る
三
里
程
度
の
塩
浜
は
わ
が
所
有
で
あ
る
と
の
、
そ
の
人
の
発
話
で
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
三
里
」
は
約
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、「
う
ち
」
は
そ
れ
以
内
の
範
囲
で
あ
る

こ
と
。「
塩
浜
」
は
「
塩
田
」
に
同
じ
く
、海
水
を
日
光
に
干
し
て
塩
を
作
る
た
め
の
砂
浜
。

『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
）
に
は
「
シ
オ
バ
マ
」
の
読
み
が
あ
る
も
、
清
音
で
発
音

し
た
と
お
ぼ
し
い
用
例
も
少
な
く
な
い
。「
景
の
塩
浜
」
を
景
観
の
た
め
に
造
ら
れ
た
塩

浜
の
意
と
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
八
一
段
で
知
ら
れ

る
源
み
な
も
と
の

融と
お
るの
河か

原は
ら
の

院ゐ
ん

（
京
都
六
条
坊
門
の
南
、
万
里
小
路
の
東
に
あ
っ
た
邸
宅
）
の
そ
れ

で
あ
り
、
奥
州
塩
釜
の
景
を
模
し
た
庭
を
造
り
、
海
水
を
運
び
込
ん
で
塩
焼
き
を
楽
し
ん

だ
と
伝
え
ら
れ
る
。作
者
子
祐
に
そ
の
俤
を
付
け
る
意
図
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
ま
で
、

断
言
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
は
前
句
と
の
関
係
が
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
右
の

故
事
は
次
の
句
で
利
用
さ
れ
る
と
考
え
、
こ
の
段
階
で
は
、
景
と
し
て
も
す
ば
ら
し
い
塩

浜
の
意
と
解
し
て
お
き
た
い
。
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旅
す
る
者
も
い
る
と
想
定
し
、
そ
の
人
の
実
感
に
基
づ
く
言
を
一
句
に
し
よ
う
と
考
え
、

③
平
泉
よ
り
木
曽
の
月
の
方
が
易
々
と
昇
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
や
す
〳
〵
」
は
容
易
に
事
態
が
進
展
す
る
さ
ま
を
表
わ
し
、
こ
こ
は
月
が
た

め
ら
い
な
く
現
れ
る
様
子
を
さ
す
。
芭
蕉
に「
や
す
〳
〵
と
出い

で

て
い
ざ
よ
ふ
月
の
雲
」（『
笈

日
記
』
等
）
の
句
が
あ
り
、
こ
れ
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
よ
う
。「
平
泉
」
は
奥
州
藤
原
氏

三
代
の
栄
華
で
名
高
い
岩
手
県
南
部
の
地
名
で
、源
義
経
の
最
期
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。

「
木
曽
」
は
長
野
県
南
西
部
の
地
名
で
、
朝
日
将
軍
と
も
呼
ば
れ
た
源
義
仲
の
育
っ
た
地

と
し
て
知
ら
れ
る
。
義
経
が
苦
闘
の
末
に
自
死
し
た
平
泉
と
、
義
仲
の
成
長
の
勢
い
を
象

徴
す
る
木
曽
を
並
べ
、後
者
に
は
よ
り
易
々
と
し
た
感
じ
が
あ
る
と
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
付
合
の
背
景
に
は
、
李
時
珍
に
よ
る
『
本
草
綱
目
』
が
慶
長
十
二
年

（
一
六
〇
七
）
に
伝
来
し
て
以
来
、
本
草
ブ
ー
ム
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
起
こ
り
、
植
物

や
生
類
へ
の
関
心
が
社
会
全
体
で
高
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
学

者
に
は
標
本
の
た
め
の
野
外
調
査
が
欠
か
せ
ず
、
各
地
へ
の
旅
に
明
け
暮
れ
る
者
も
少
な

く
な
い
は
ず
と
い
う
発
想
が
、
前
句
と
こ
の
句
を
つ
な
ぐ
一
つ
の
線
な
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、「
平
泉
」
や
「
木
曽
」
を
地
名
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
芭
蕉
の
義
経
や
義
仲
へ
の

深
い
関
心
を
意
識
し
て
の
措
置
に
相
違
な
く
、
作
者
野
坡
の
脳
裡
で
は
、
芭
蕉
自
身
の
旅

す
る
姿
も
確
実
に
意
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の

は
、
秋
季
・
夏
季
の
違
い
は
あ
れ
、
野
坡
が
前
句
の
「
蜩
」
か
ら
芭
蕉
の
「
閑

し
づ
か
さ

や
岩
に

し
み
入い
る

蝉
の
声
」
を
想
起
し
て
、
そ
の
奥
州
旅
行
に
思
い
を
馳
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
と
言
う
の
も
、
野
坡
は
芭
蕉
自
筆
の
草
稿
本
『
奥
の
細
道
』（
い
わ
ゆ

る
野
坡
本
で
、
現
存
の
中
尾
本
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
）
を
所
持
し

た
人
物
で
あ
り
、
誰
よ
り
も
そ
の
紀
行
作
品
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
強
か
っ
た
は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
木
曽
の
月
」
に
は
、
芭
蕉
が
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
に
姨
捨
山

の
月
を
見
る
た
め
歩
い
た
木
曽
路
の
旅
（『
更
科
紀
行
』）
が
、
関
わ
っ
て
も
い
る
は
ず
で

あ
る
。

〔
句
意
〕
裏
口
伝
い
に
や
っ
て
来
て
は
い
つ
も
長
話
を
す
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
木
綿
物
の
質
量
を
確
か
め
て
い
る
さ
ま
と
見
換
え
、
②
出
入
り
の
商

人
と
勝
手
口
で
対
応
す
る
場
面
を
想
定
し
、
そ
の
人
の
親
し
げ
に
口
を
利
く
様
子
を
表
そ

う
と
考
え
、
③
背
戸
伝
い
に
来
て
は
い
つ
も
な
が
ら
の
長
話
を
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
背
戸
伝
ヒ
」
は
家
の
裏
庭
・
裏
側
な
ど
を
伝
い
行
く
こ
と
で
、「
背
戸
」
は
家

の
裏
口
を
さ
す
。「
長
咄
」
は
長
時
間
の
話
で
、
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
内
容
を
延
々
と

話
す
場
合
が
多
い
。

　
　
　

折せ
つ

角か
く

と
れ
ば
蜩
ひ
ぐ
ら
し

の
か
ら 

李
里

　

初
ウ
８　

秋
七
月
（
蜩
）　

動
物
虫

〔
句
意
〕
や
っ
と
の
こ
と
で
手
に
取
る
と
ヒ
グ
ラ
シ
の
殻
で
あ
っ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
裏
か
ら
往
き
来
す
る
よ
う
な
隣
人
と
の
交
流
と
見
換
え
、
②
そ
の
会

話
の
一
端
を
取
り
上
げ
よ
う
と
考
え
、
そ
の
人
が
来
る
途
中
で
見
つ
け
た
物
を
手
に
し
て

い
る
と
想
定
し
、
③
せ
っ
か
く
取
っ
た
の
に
ヒ
グ
ラ
シ
の
殻
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
の
、
そ

の
人
の
発
話
に
よ
っ
て
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
折
角
」
は
苦
心
し
て
の
意
の
副
詞
で
、
こ
こ
は
「
折
角
と
れ
ば
」
に
よ
り
、

何
か
珍
し
そ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
手
を
伸
ば
し
て
み
た
ら
、
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
表
す
の
で
あ
ろ
う
。「
蜩
」
は
早
朝
・
夕
方
な
ど
に
カ
ナ
カ
ナ
と
高
い
金
属
音
を
た
て

て
鳴
く
セ
ミ
科
の
昆
虫
で
、『
は
な
ひ
草
』
以
下
の
諸
書
に
七
月
と
さ
れ
る
。

　
　
　

や
す
〳
〵
と
平
泉
よ
り
木
曽
の
月 

野
坡

　

初
ウ
９　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
）　

月
の
句　

名
所
・
天
象
・
夜
分

〔
句
意
〕
易
々
と
昇
る
点
で
は
、
平
泉
よ
り
木
曽
の
月
の
方
が
勝
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
昆
虫
等
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
も
つ
人
物
を
見
て
取
り
、
②
〈
蜩

→
蝉
→
芭
蕉
の
奥
州
旅
行
〉
と
い
う
連
想
を
た
ど
る
一
方
、
本
草
調
査
の
た
め
に
全
国
を
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俵た
は
らの
う
へ
に
燕つ
ば
めあ
つ
ま
る 

桃
川

　

初
ウ
12　

春
二
月
（
燕
）　

動
物
鳥

〔
句
意
〕
俵
の
上
に
燕
が
集
ま
っ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
花
の
影
が
流
れ
る
と
詠
ま
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
流
れ
る
よ
う
に

飛
翔
す
る
春
の
鳥
と
し
て
燕
を
想
起
し
つ
つ
、
敢
え
て
そ
の
静
止
し
た
さ
ま
を
描
こ
う
と

考
え
、
前
句
の
「
岸
」
か
ら
は
川
沿
い
の
米
問
屋
な
ど
を
思
い
寄
せ
、
③
燕
が
俵
の
上
に

集
ま
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
俵
」
は
藁
な
ど
で
作
っ
た
貯
蔵
・
運
搬
用
の
袋
で
、
米
穀
類
や
炭
・
塩
・
海

産
物
な
ど
を
入
れ
る
の
に
用
い
、
と
く
に
米
俵
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
は
河
口
な
ど

に
多
い
米
の
問
屋
・
商
店
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
燕
」
は
ス
ズ
メ
目

ツ
バ
メ
科
の
鳥
の
総
称
で
、
日
本
で
は
春
の
代
表
的
な
渡
り
鳥
と
し
て
親
し
ま
れ
、『
は

な
ひ
草
』
以
下
の
諸
書
に
二
月
と
さ
れ
る
。「
水
に
連
れ
て
流
る
ゝ
や
う
な
燕
哉　

才
麿
」

（『
瓜
作
』）
の
作
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
鳥
の
特
徴
は
流
れ
る
よ
う
な
飛
び
方
に
あ
る
と

言
っ
て
よ
く
、
本
来
は
流
れ
な
い
花
を
流
れ
る
と
し
て
詠
ん
だ
前
句
に
対
し
、
飛
翔
が
特

徴
的
な
鳥
の
飛
ん
で
い
な
い
姿
を
と
ら
え
た
と
こ
ろ
が
、
こ
の
付
合
の
趣
向
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

そ
ろ
〳
〵
と
子
を
あ
ゆ
ま
せ
て
春
の
空 

利
合

　

名
オ
１　

三
春
（
春
の
空
）　

人
倫
・
天
象

〔
句
意
〕
春
の
空
の
下
、
わ
が
子
を
そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
歩
ま
せ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
燕
の
家
族
が
一
俵
上
に
集
ま
っ
て
い
る
も
の
と
見
定
め
、
②
巣
立
ち

直
後
の
雛
を
思
い
寄
せ
つ
つ
、
こ
れ
も
よ
う
や
く
歩
く
こ
と
を
覚
え
た
人
間
の
子
へ
と
想

を
翻
し
、
③
春
の
空
の
下
で
ゆ
っ
く
り
子
を
歩
行
さ
せ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
そ
ろ
〳
〵
」
は
徐
々
に
進
行
し
て
い
く
さ
ま
や
、
動
作
が
静
か
で
ゆ
る
や
か

に
行
な
わ
れ
る
さ
ま
を
表
す
副
詞
。「
子
」
は
、
前
句
か
ら
燕
の
雛
を
想
定
し
て
導
か
れ

た
語
に
相
違
な
く
、
巣
立
ち
す
る
子
燕
の
イ
メ
ー
ジ
（「
春
の
空
」
が
そ
れ
を
表
象
す
る
）

　
　
　

丈た
け

幅は
ば

せ
ば
き
布
の
薄う
す

綿わ
た 

太
洛

　

初
ウ
10　

秋
九
月
こ
ろ
か
（
布
の
薄
綿
）　

衣
類

〔
句
意
〕
丈
も
幅
も
狭
い
薄
綿
を
入
れ
た
布ぬ
の

子こ

で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
諸
方
を
旅
す
る
者
の
感
慨
と
見
定
め
、
②
さ
ま
ざ
ま
な
宿
を
知
る
そ

の
人
が
今
日
の
宿
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
る
か
と
想
像
し
、
③
丈
幅
の
狭
い
薄
綿
入
り

の
布
子
で
あ
る
と
の
、
そ
の
人
の
思
い
を
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
丈
幅
」
は
丈
と
幅
。「
薄
綿
」
は
着
物
に
綿
を
薄
く
入
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
よ

う
な
着
物
も
い
う
。
こ
の
句
の
「
布
の
薄
綿
」
は
、
入
れ
る
綿
を
薄
く
し
た
布
子
（
木
綿

の
綿
入
れ
）
と
見
る
の
が
妥
当
で
、宿
屋
で
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
薄

綿
」
を
季
詞
と
す
る
用
例
は
未
詳
な
が
ら
、
こ
こ
は
秋
三
句
を
続
け
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ

り
、「
綿
入
」「
布
子
」
が
冬
季
で
あ
る
こ
と
に
準
じ
、「
薄
綿
」
で
秋
寒
の
感
を
表
し
た

と
考
え
て
お
く
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
木
綿
」
か
ら
三
句
を
は
さ
ん
だ
だ
け
の
「
薄
綿
」

は
問
題
で
、
指
合
上
の
難
（
同
字
は
一
般
的
に
五
句
以
上
を
隔
て
る
べ
き
と
さ
れ
る
）
が

指
摘
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　

真ま
つ
し
ろ白
な
陰か
げ

は
流
る
ゝ
岸
の
花 

八
桑

　

初
ウ
11　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句　

水
辺
・
植
物
木

〔
句
意
〕
岸
辺
の
花
の
真
っ
白
な
影
を
映
し
て
川
は
流
れ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
乏
し
い
暮
ら
し
に
自
足
す
る
さ
ま
を
看
取
し
、
②
そ
れ
を
風
雅
へ

の
思
い
入
れ
が
強
い
人
と
考
え
、
花
の
座
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
て
、
そ
の
人
が
花
に
感

慨
を
抱
く
さ
ま
を
想
像
し
、
③
岸
の
花
は
白
い
影
を
川
に
映
し
て
流
れ
行
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
句
の
「
陰
」
は
「
影
」
に
通
用
さ
せ
た
も
の
（
両
字
は
語
源
を
同
じ
く
す

る
）
で
、
川
面
に
映
っ
た
物
の
姿
を
さ
す
。
ち
な
み
に
、
和
歌
で
も
川
に
映
っ
た
梅
・
山

吹
な
ど
が
流
れ
る
と
詠
ま
れ
た
例
が
散
見
さ
れ
、
発
想
上
は
こ
の
句
も
軌
を
一
に
す
る
。
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根
葺
き
の
職
人
で
は
な
く
、
家
の
主
が
自
ら
屋
根
に
上
が
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　

酒さ
か

道ど
う

具ぐ

干ほ
し

な
ら
べ
た
る
笠か
さ

置ぎ

川が
は 

支
梁

　

名
オ
３　

雑　

器
財
・
水
辺

〔
句
意
〕
酒
の
道
具
を
笠
置
川
の
ほ
と
り
に
干
し
並
べ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
盛
ん
に
作
業
し
て
も
時
間
が
足
り
な
い
の
意
と
読
み
替
え
、
②
貴
人

の
逗
留
に
当
た
っ
て
大
規
模
な
修
復
を
行
な
う
さ
ま
を
想
像
し
、『
太
平
記
』
で
知
ら
れ

る
後
醍
醐
天
皇
の
逸
話
を
も
想
起
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
場
で
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
光
景

を
描
こ
う
と
探
り
、
③
酒
の
道
具
を
並
べ
干
す
笠
置
川
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
酒
道
具
」
は
徳
利
・
杯
な
ど
の
酒
を
飲
む
際
に
用
い
る
道
具
。「
笠
置
川
」
は

主
と
し
て
京
都
府
南
部
を
流
れ
て
淀
川
に
合
流
す
る
木
津
川
上
流
の
名
称
で
、
相
楽
郡
笠

置
町
付
近
の
部
分
を
い
う
。
同
地
の
笠
置
山
頂
に
は
笠
置
寺
が
あ
り
、
鎌
倉
幕
府
の
討
伐

を
企
て
る
後
醍
醐
天
皇
が
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）、
こ
こ
に
立
て
こ
も
っ
て
諸
勢
力
に

蜂
起
を
促
し
た
こ
と
は
、『
太
平
記
』
の
中
で
も
著
名
な
逸
話
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
　
　

風ふ

呂ろ

敷し
き

と
い
て
鉦し
や
う

鼓こ

取と
り

出だ

す 

湖
松

　

名
オ
４　

雑　

楽
器

〔
句
意
〕
包
ん
だ
風
呂
敷
を
解
い
て
中
の
鉦
鼓
を
取
り
出
す
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
盛
大
な
宴
会
の
準
備
と
見
込
み
、
②
そ
う
し
た
宴
席
で
は
音
楽
も
奏

さ
れ
る
は
ず
と
考
え
、
演
者
が
そ
の
用
意
を
す
る
さ
ま
を
想
像
し
、
③
風
呂
敷
を
解
い
て

鉦
鼓
を
取
り
出
す
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
風
呂
敷
」
は
物
を
包
む
た
め
の
正
方
形
の
絹
・
木
綿
の
布
で
、
名
称
は
室
町

時
代
末
期
の
銭
湯
の
誕
生
に
伴
い
入
浴
用
品
を
包
ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の
な
が
ら
、
そ
の

布
自
体
は
平ひ
ら

包づ
つ
み

の
名
で
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
鉦
鼓
」
は
戦
の
合
図

な
ど
に
用
い
る
敲
き
鉦
と
太
鼓
を
い
う
場
合
と
、雅
楽
に
使
う
青
銅
製
（
な
い
し
黄
銅
製
）

に
重
ね
な
が
ら
、
よ
ち
よ
ち
と
屋
外
を
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た
人
間
の
子
を
表
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。「
あ
ゆ
ま
せ
て
」
の
「
歩
む
」
は
、「
歩
く
」
に
比
べ
て
よ
り
確
実
な
進

行
を
表
す
語
で
あ
る
か
ら
、
小
さ
い
足
な
が
ら
も
し
っ
か
り
大
地
を
踏
み
し
め
る
幼
子
の

さ
ま
が
想
像
さ
れ
、
効
果
的
な
措
辞
と
言
っ
て
よ
い
。
ち
な
み
に
、
燕
の
雛
の
巣
立
ち
は

孵
化
か
ら
約
三
週
間
後
で
、
そ
れ
か
ら
も
数
日
程
度
は
一
緒
に
行
動
す
る
こ
と
が
知
ら
れ

て
お
り
、
現
在
で
も
電
線
上
な
ど
で
給
餌
さ
れ
る
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
燕
の
子

も
人
の
子
も
、
ゆ
っ
く
り
と
着
実
に
成
長
を
果
た
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

昼
に
さ
か
り
て
葺ふ
き

の
こ
す
屋
根　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
々

　

名
オ
２　

雑　

恋
（
さ
か
り
て
）　

居
所

〔
句
意
〕
昼
間
に
発
情
し
て
屋
根
を
葺
き
残
し
に
す
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
空
と
地
上
を
交
互
に
眺
め
や
る
視
点
を
看
取
し
、
②
そ
れ
を
屋
根

に
上
が
っ
て
作
業
を
す
る
人
と
見
て
、
そ
の
人
が
子
に
付
き
添
う
妻
に
情
欲
を
感
じ
る
さ

ま
へ
と
連
想
を
進
め
、
③
昼
な
の
に
さ
か
り
が
つ
い
て
屋
根
は
葺
き
残
す
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
さ
か
り
て
」
は
「
盛
り
て
」
で
、
あ
る
物
事
の
最
も
充
実
し
た
時
期
を
迎
え

る
こ
と
。「
昼
も
さ
か
り
て
」
な
ど
と
あ
れ
ば
、
太
陽
が
真
上
に
来
る
正
午
こ
ろ
を
表
す

こ
と
に
な
る
も
、「
昼
に
」
と
あ
る
以
上
、
昼
で
あ
る
の
に
性
欲
を
昂
進
さ
せ
て
の
意
に

と
ら
ざ
る
を
え
ま
い
（
昼
に
盛
ん
に
作
業
し
て
の
意
に
も
と
り
う
る
も
の
の
、
そ
れ
は
次

の
句
で
そ
う
取
り
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
）。
蕉
風
連
句
が
性
の
話
題
も
排
除
し
な
か
っ

た
こ
と
は
、「
上
を
き
の
干ほ

し

葉ば

刻き
ざ
む

も
う
は
の
空　

野
坡
／
馬
に
出
ぬ
日
は
内
で
恋
す
る　

芭
蕉
」（『
す
み
だ
は
ら
』「
振
売
の
」
歌
仙
）
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、作
者
野
々

が
こ
の
付
合
を
参
照
し
た
可
能
性
は
大
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
句
に
恋
情
を
認
め
な
い

と
、
本
歌
仙
は
恋
の
な
い
端は
し
た

物も
の

の
一
巻
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
か
ら
も
「
さ
か

り
て
」
は
右
の
よ
う
な
解
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。「
葺
」
は
板
・
瓦
・
茅
な
ど
で
屋
根

を
覆
う
こ
と
で
、
こ
こ
は
そ
の
作
業
の
中
断
を
「
の
こ
す
」
と
表
し
た
こ
と
に
な
る
。
屋
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と
し
ゃ
れ
て
い
る
さ
ま
。
小
意
気
な
さ
ま
」
と
い
う
の
に
近
く
、
古
い
家
を
む
し
ろ
よ
い

感
じ
に
住
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
古
民
家
を
活
用
し
た
現
代
の
商
店
や
飲
食
店
な

ど
に
も
、
こ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　

丁て
い

寧ね
い

に
又
挑て
う

灯ち
ん

で
送
ら
る
ゝ 

石
菊

　

名
オ
７　

雑　

器
財
・
夜
分

〔
句
意
〕
丁
寧
な
こ
と
に
ま
た
も
提
灯
を
持
っ
た
先
導
役
に
送
っ
て
も
ら
う
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
「
小
利
口
」
を
如
才
が
な
い
の
意
と
見
定
め
、
②
そ
の
一
端
を
具
体

的
に
示
そ
う
と
し
て
、
来
客
が
あ
っ
た
際
の
対
応
を
考
え
、
③
丁
寧
に
も
ま
た
提
灯
持
ち

に
送
ら
れ
る
と
、
客
の
側
の
感
想
を
も
っ
て
一
句
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
丁
寧
」
は
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
注
意
が
ゆ
き
届
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
手

厚
く
親
切
な
こ
と
。「
挑
灯
」
は
「
提
灯
」
に
同
じ
く
、
蝋
燭
を
灯
す
た
め
の
灯
火
具
で
、

こ
の
場
合
は
携
帯
用
の
も
の
。
夜
道
や
葬
列
な
ど
で
こ
れ
を
持
っ
て
先
導
す
る
役
を
「
提

灯
持
ち
」
と
い
い
、
こ
こ
は
訪
ね
た
先
方
が
気
を
利
か
せ
、
帰
る
際
に
そ
の
役
の
者
を
付

け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

風
な
き
雪
の
柳
地ち

に
つ
く 

ち
り

　

名
オ
８　

冬
十
一
月
（
雪
）　

降
物
・
植
物
木

〔
句
意
〕
風
も
な
く
降
る
雪
が
積
も
り
、
柳
の
枝
先
が
地
面
に
着
い
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
暗
く
て
足
元
が
悪
い
た
め
の
措
置
と
見
込
み
、
②
雪
道
を
想
起
し
つ

つ
、
そ
の
帰
途
で
目
に
す
る
景
を
描
こ
う
と
考
え
、
③
風
が
な
く
降
り
積
も
る
雪
の
重
み

で
柳
が
地
に
着
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
風
な
き
雪
」
は
風
を
伴
わ
ず
に
降
る
雪
で
あ
る
か
ら
、
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
こ

と
な
く
柳
に
も
積
も
り
、
枝
が
あ
る
一
定
の
重
さ
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

の
皿
形
の
打
楽
器
を
い
う
場
合
が
あ
り
、
こ
こ
は
後
者
で
、
合
奏
の
準
備
を
す
る
と
こ
ろ

と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
と
見
て
、
こ
れ
も
笠
置
寺
に
醍
醐
天
皇
が
籠
も
っ
た
場
面
が
念
頭

に
あ
る
と
し
て
は
、
三
句
が
ら
み
と
な
っ
て
よ
く
な
い
。

　
　
　

鳴な
か

ぬ
間あ
ひ

人
を
う
か
ゞ
ふ
ほ
と
ゝ
ぎ
す 

桐
奚

　

名
オ
５　

夏
四
月
（
ほ
と
ゝ
ぎ
す
）　

人
倫
・
動
物
鳥

〔
句
意
〕
鳴
か
な
い
で
い
る
間
は
人
の
様
子
を
窺
う
時
鳥
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
演
奏
が
人
の
心
を
慰
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
②
同
じ
く

人
が
心
待
ち
に
す
る
も
の
と
し
て
時
鳥
を
思
い
寄
せ
、
時
鳥
は
ど
ん
な
心
持
ち
な
の
か
と

想
像
し
て
、
③
鳴
か
ず
に
い
る
間
の
時
鳥
は
人
の
喜
ぶ
頃
合
い
を
窺
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
間
」
は
語
呂
の
上
か
ら
も
ア
イ
と
読
む
語
と
お
ぼ
し
く
、
あ
る
定
ま
っ
た
時

刻
や
時
間
帯
を
さ
す
。「
う
か
ゞ
ふ
」
は
様
子
な
ど
を
ひ
そ
か
に
探
る
こ
と
。
和
歌
な
ど

で
時
鳥
を
対
象
と
す
る
際
の
本
意
は
、
夜
も
寝
な
い
で
待
ち
か
ね
、
よ
う
や
く
聞
き
え
た

一
声
に
安
堵
と
感
激
を
覚
え
る
と
い
っ
た
も
の
。
こ
の
句
は
そ
れ
を
時
鳥
の
側
か
ら
と
ら

え
直
し
、人
が
喜
ぶ
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
っ
て
い
る
と
う
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。「
ほ

と
ゝ
ぎ
す
」
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
科
の
鳥
で
、
諸
書
に
四
月
の
扱
い
。

　
　
　

家
の
ふ
る
き
を
小こ

利り

口こ
う

に
住
ム 

嵐
戎

　

名
オ
６　

雑　

居
所

〔
句
意
〕
家
の
古
い
と
こ
ろ
を
う
ま
く
取
り
込
み
、
上
手
に
住
ん
で
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
時
鳥
を
友
と
す
る
よ
う
な
山
中
の
生
活
を
感
じ
取
り
、
②
自
然
の

中
の
暮
ら
し
を
好
む
人
ゆ
え
、
住
居
に
関
す
る
不
満
も
な
く
自
然
体
で
過
ご
し
て
い
る
と

考
え
、
③
家
の
古
さ
を
か
え
っ
て
洒
落
た
感
じ
に
使
い
住
ん
で
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
小
利
口
」
は
小
才
が
あ
っ
て
抜
け
目
が
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
多
く
使

わ
れ
る
語
な
が
ら
、こ
こ
は『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）で
二
番
目
に
上
が
る「
ち
ょ
っ
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考
慮
し
つ
つ
、
そ
れ
を
月
見
の
宴
を
催
す
宿
屋
な
ど
と
し
て
、
豪
気
な
客
の
様
子
を
描
こ

う
と
考
え
、
③
女
が
赤
前
垂
の
格
好
で
何
か
言
え
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
客
が
金
銭
を
使
う

月
見
の
宿
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
あ
か
ま
へ
」
は
「
赤
前
垂
」
を
略
し
た
「
赤
前
」
で
、
赤
い
色
の
前
垂
れ
を

さ
し
、
こ
れ
を
付
け
て
接
客
し
た
宿
屋
・
料
理
屋
・
茶
屋
な
ど
の
女
性
を
も
い
う
。「
い

ふ
ほ
ど
」
は
言
っ
た
だ
け
す
べ
て
の
意
。「
奢
る
」
は
必
要
以
上
に
ぜ
い
た
く
を
す
る
こ

と
で
、
こ
こ
は
女
の
求
め
る
ま
ま
酒
・
肴
や
祝
儀
な
ど
に
金
を
は
ず
む
わ
け
で
あ
る
。「
月

の
宿
」
は
月
光
の
射
し
込
む
家
を
い
い
、こ
こ
は
月
見
の
宴
席
を
開
い
て
い
る
宿
を
さ
す
。

　
　
　

行あ
ん
ぎ
や脚
が
へ
り
に
更ふ
け

る
秋
風 

千
川

　

名
オ
12　

三
秋
（
秋
風
）　

旅
体

〔
句
意
〕
行
脚
か
ら
帰
る
こ
ろ
、
秋
も
更
け
て
風
が
し
き
り
に
吹
い
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
贅
沢
三
昧
の
富
者
と
見
定
め
、②
こ
れ
と
は
対
照
的
な
人
物
と
し
て
、

仏
道
一
筋
に
励
む
行
脚
僧
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
帰
途
へ
と
連
想
を
進
め
、
③
行
脚
か
ら

の
戻
り
道
で
風
に
更
け
ゆ
く
秋
を
感
じ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
行
脚
が
へ
り
」
は
諸
国
遍
歴
の
旅
か
ら
帰
る
こ
と
。
前
句
と
は
対
照
的
な
人

物
を
出
し
た
、「
向む

か
い

付づ
け

」の
典
型
的
な
例
と
言
え
る
。「
更
る
」は
季
節
が
深
ま
る
こ
と
。「
秋

風
」
が
『
せ
わ
焼
草
』
等
で
七
月
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
秋
の
始
ま
り
を
告
げ
る
風
を
重

視
し
て
の
措
置
な
が
ら
、
こ
こ
は
「
更
る
」
と
あ
る
の
で
、
秋
全
般
の
風
を
さ
す
「
秋
風
」

（
兼
三
秋
と
す
る
も
の
も
多
い
）
と
見
て
問
題
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
四
句
前
に
「
風
」

の
語
が
あ
り
、
式
目
上
は
難
点
と
な
る
。

　
　
　

よ
は
〳
〵
と
葉
ば
か
り
多
き
菊
の
露 

楚
舟

　

名
ウ
１　

秋
九
月
（
菊
・
露
）　

植
物
草
・
降
物

〔
句
意
〕
弱
々
と
し
て
葉
ば
か
り
多
い
菊
に
露
が
降
り
て
い
る
。

　
　
　

樋ひ

の
口
に
苦に
が

鮒ぶ
な

ば
か
り
か
た
ま
り
て 

嵐
竹

　

名
オ
９　

雑　

水
辺
・
動
物
魚

〔
句
意
〕
水
路
の
樋ひ

口ぐ
ち

の
あ
た
り
に
タ
ナ
ゴ
ば
か
り
が
集
ま
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
雪
の
柳
を
詠
ん
だ
こ
と
に
着
目
し
、
②
柳
を
水
辺
の
も
の
と
判
断
し

て
、
そ
の
水
に
は
ど
ん
な
も
の
が
い
る
か
と
探
り
、
③
水
路
の
樋
口
付
近
に
苦
鮒
ば
か
り

が
密
集
し
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
樋
の
口
」
は
「
樋
口
」
に
同
じ
く
、
水
路
な
ど
の
水
位
を
調
節
す
る
た
め
、

必
要
に
応
じ
て
開
閉
す
る
た
め
の
戸
口
。「
苦
鮒
」
は
コ
イ
目
コ
イ
科
の
淡
水
魚
で
、
鮒

に
似
た
タ
ナ
ゴ
類
の
異
称
。

　
　
　

臼う
す

に
手て

杵ぎ
ね

の
せ
は
し
な
き
音 

此
筋

　

名
オ
10　

雑　

器
財

〔
句
意
〕
手
杵
で
臼
を
搗
く
音
が
せ
わ
し
な
く
聞
こ
え
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
用
水
の
口
を
閉
じ
切
っ
て
い
る
も
の
と
見
込
み
、
②
そ
れ
は
田
に
水

を
引
き
入
れ
る
必
要
の
な
い
収
穫
期
ゆ
え
と
考
え
、
そ
の
こ
ろ
の
農
家
で
の
作
業
を
想
像

し
、
③
臼
に
手
杵
を
使
う
せ
わ
し
な
い
音
が
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
臼
」
は
穀
物
な
ど
を
入
れ
杵
で
搗
く
た
め
の
道
具
。「
手
杵
」
は
中
央
の
く
び

れ
た
部
分
を
手
で
握
っ
て
搗
く
よ
う
に
作
ら
れ
た
杵
。「
臼
」
も
「
杵
」
も
詞
と
し
て
は

雑
な
が
ら
、
こ
れ
ら
が
脱
穀
や
精
米
・
製
粉
等
を
示
唆
す
る
と
見
れ
ば
、
そ
れ
と
な
く
秋

の
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

あ
か
ま
へ
で
い
ふ
ほ
ど
奢お

ご

る
月
の
宿 

素
龍

　

名
オ
11　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
の
宿
）　

月
の
句　

衣
類
・
天
象
・
居
所
・
夜
分

〔
句
意
〕
月
見
の
宿
で
、
赤あ
か

前ま
え

垂だ
れ

の
女
が
ね
だ
る
の
に
応
じ
て
贅
を
尽
く
し
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
食
事
の
支
度
に
忙
し
い
さ
ま
と
見
換
え
、
②
月
の
座
で
あ
る
こ
と
も
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居ゐ

間ま

な
が
ら
六
畳
敷じ
き

に
炉ろ

を
構
ヘ 

杏
村

　

名
ウ
３　

冬
十
月
（
炉
）　

居
所

〔
句
意
〕
居
間
で
は
あ
り
な
が
ら
六
畳
敷
の
部
屋
に
炉
を
し
つ
ら
え
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
天
気
の
回
復
を
扱
っ
た
こ
と
に
目
を
付
け
、
②
そ
の
こ
と
に
気
を
よ

く
し
て
楽
し
み
事
を
始
め
よ
う
と
す
る
人
物
を
想
像
し
て
、
茶
事
を
思
い
つ
き
、
③
居
間

な
が
ら
も
六
畳
の
部
屋
に
炉
を
構
え
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
居
間
」
は
家
の
中
で
主
と
な
る
人
物
や
そ
の
家
族
が
普
段
い
る
部
屋
。「
六
畳

敷
」
は
畳
六
枚
を
敷
い
た
部
屋
。「
炉
」
は
床
を
方
形
に
切
っ
て
火
を
燃
や
す
と
こ
ろ
で
、

『
増
山
井
』
等
に
十
月
の
扱
い
。
採
暖
や
煮
炊
き
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る
囲
炉
裏
の
ほ
か
、

茶
席
で
湯
を
沸
か
す
た
め
の
も
の
も
い
い
、
こ
こ
は
畳
の
一
部
を
切
り
外
し
て
茶
の
湯
の

炉
を
構
え
る
場
合
と
見
ら
れ
る
。
茶
室
を
別
に
設
け
る
ま
で
は
せ
ず
、
居
間
に
炉
を
切
っ

て
茶
を
楽
し
も
う
と
い
う
人
物
な
が
ら
、
前
句
か
ら
こ
れ
が
導
か
れ
る
理
由
は
判
然
と
し

な
い
。
あ
る
い
は
、
芭
蕉
庵
（
杉
風
の
採
荼
庵
に
お
け
る
芭
蕉
と
深
川
連
衆
の
交
流
と
い

う
可
能
性
も
あ
る
）
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

髭ひ
げ

に
白し
ら
が髪
の
ほ
の
か
な
る
年 

川
鴎

　

名
ウ
４　

雑　

述
懐

〔
句
意
〕
髭
に
白
い
毛
が
わ
ず
か
に
ま
じ
る
年
齢
と
な
っ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
居
間
で
炉
を
切
り
茶
の
湯
を
楽
し
む
さ
ま
と
見
定
め
、
②
知
足
の
境

に
あ
る
隠
居
の
身
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
の
人
の
容
姿
を
思
い
描
き
、
③
髭
に
白
毛
が
ほ
の

見
え
る
年
格
好
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
ほ
の
か
な
る
」
は
わ
ず
か
に
見
え
る
さ
ま
。
老
年
期
に
入
っ
た
感
慨
を
詠
ん

で
い
る
の
で
、
式
目
上
は
述
懐
の
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
、
芭
蕉
そ
の
人
を
念

頭
に
置
い
て
の
句
作
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
長
旅
か
ら
の
帰
途
と
見
定
め
、
②
疲
れ
た
旅
人
が
目
に
す
る
も
の
と

し
て
、
延
命
の
薬
と
さ
れ
る
菊
水
を
想
定
し
つ
つ
、
疲
労
の
イ
メ
ー
ジ
を
菊
に
も
投
影
さ

せ
て
、
③
弱
そ
う
で
葉
ば
か
り
が
多
い
菊
の
露
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
よ
は
〳
〵
」
は
「
弱
々
」
で
、
い
か
に
も
弱
そ
う
に
見
え
る
こ
と
。「
葉
ば
か

り
多
き
」
は
葉
ば
か
り
目
立
っ
て
花
が
少
な
い
こ
と
を
含
意
す
る
。「
菊
の
露
」
は
菊
の

葉
な
ど
に
置
い
た
露
の
こ
と
で
、長
寿
を
も
た
ら
す
菊
水
の
故
事
（
謡
曲
「
枕
慈
童
」
等
）

が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
が
ら
、「
よ
は
〳
〵
と
」
し
た
菊
で
あ
れ
ば
、
そ
の

効
果
も
あ
ま
り
期
待
で
き
そ
う
に
な
い
。

　
　
　

流
れ
に
添そ
ふ

て
雨
あ
が
る
也 

角
蕉

　

名
ウ
２　

雑　

水
辺
・
降
物

〔
句
意
〕
流
れ
に
沿
っ
て
雨
が
上
が
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
菊
の
露
を
詠
ん
だ
こ
と
に
目
を
留
め
、
②
菊
水
の
故
事
に
よ
っ
て
川

の
流
れ
を
思
い
寄
せ
つ
つ
、「
露
」
を
雨
上
が
り
の
も
の
と
考
え
、
③
流
れ
に
従
っ
て
雨

が
上
が
っ
て
い
く
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
添
て
」
は
何
か
が
あ
る
と
こ
ろ
に
ま
た
新
し
く
付
け
加
わ
る
こ
と
な
が
ら
、

こ
こ
は
「
沿
て
」
に
同
じ
く
（
両
字
は
通
用
）、
流
れ
や
道
な
ど
に
従
っ
て
行
く
意
と
お

ぼ
し
い
。
よ
っ
て
、「
流
れ
に
添
て
雨
あ
が
る
」
は
、
上
流
か
ら
下
流
へ
と
徐
々
に
雨
が

上
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
菊
水
」
は
も
と
も
と
中
国
河
南
省
内
郷
県
に
あ
る
白
河

の
支
流
名
で
あ
り
、
こ
の
川
の
崖
上
に
あ
る
菊
の
露
が
滴
り
落
ち
、
こ
れ
を
飲
ん
だ
者
は

長
生
き
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
。
そ
の
意
味
で
、
前
句
の
「
菊
の
露
」
か
ら
「
流
れ
」

へ
の
連
想
は
常
識
的
な
も
の
（『
類
船
集
』
に
「
菊
→
山
川
の
流
」「
菊
水
←
谷
」）
に
過
ぎ
、

「
露
」
も
雨
上
が
り
の
葉
に
残
っ
た
水
滴
を
表
す
こ
と
に
な
り
、
と
も
ど
も
創
意
に
は
乏

し
い
と
言
え
る
。
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遣
い
で
は
カ
ウ
）
と
発
音
し
、
薫た
き
も
の物
と
し
て
の
お
香
を
さ
す
と
知
ら
れ
る
。「
焚
く
」「
供

え
る
」
で
は
な
く
「
む
す
ん
で
」
と
し
た
理
由
は
不
明
な
が
ら
、
こ
こ
は
仏
前
に
供
え
る

香
を
想
定
し
、
こ
れ
で
故
人
と
自
分
を
結
ぶ
と
い
う
発
想
が
あ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。

少
な
く
と
も
、「
香
」
の
語
に
翁
追
悼
の
意
を
込
め
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

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
。

　

嵐
雪
ら
の
「
十
月
を
」
歌
仙
と
同
様
、
こ
の
歌
仙
も
十
日
前
に
没
し
た
芭
蕉
を
追
悼
す

る
興
行
で
あ
る
こ
と
は
、
前
書
の
ほ
か
、
発
句
が
芭
蕉
逝
去
の
地
で
あ
る
「
な
に
は
」
を

取
り
上
げ
て
そ
の
「
俤
」
を
偲
び
、
脇
で
も
そ
の
「
影
」
を
幻
視
し
よ
う
と
し
た
点
に
、

よ
く
顕
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
名
ウ
５
の
「
花
微
笑
」
と
挙
句
の
「
香
」
も
、
芭
蕉
追
悼

の
思
い
を
最
後
に
改
め
て
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
名
ウ
３
・
４
あ
た
り
か
ら
準

備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
十
月
を
」
歌
仙
で
は
随
所
に
芭
蕉
語
彙
と

も
い
う
べ
き
も
の
の
使
用
が
見
ら
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
巻
に
そ
う
し
た
傾
向
を
認
め
る

こ
と
は
で
き
ず
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
外
が
「
折
角
と
れ
ば
蜩
の
か
ら　

李
里
／
や
す

〳
〵
と
平
泉
よ
り
木
曽
の
月　

野
坡
」（
初
ウ
８
・９
）
の
野
坡
句
で
あ
る
。
前
句
に
「
蜩
」

が
出
た
の
を
幸
い
と
、
や
や
強
引
に
旅
路
の
芭
蕉
を
思
い
寄
せ
た
の
で
あ
り
、
付
合
と
し

て
必
然
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
同
じ
こ
と

は
、た
と
え
ば
「
丈
幅
せ
ば
き
布
の
薄
綿　

太
洛
／
真
白
な
陰
は
流
る
ゝ
岸
の
花　

八
桑
」

（
初
ウ
10
・
11
）
な
ど
に
も
当
て
は
ま
り
、
こ
れ
も
ど
う
し
て
付
い
て
い
る
の
か
が
わ
か

り
づ
ら
い
付
合
と
言
え
る
。
察
す
る
に
、
前
句
か
ら
風
雅
を
愛
し
て
自
足
す
る
人
物
（
そ

れ
は
芭
蕉
を
想
起
さ
せ
る
）
を
思
い
寄
せ
、
そ
の
人
に
似
合
っ
た
風
景
を
描
い
た
も
の
ら

し
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
興
行
で
は
、
芭
蕉
語
彙
の
利
用
で
は
な
く
、
時
に
前
句
か
ら
芭
蕉

的
人
物
の
匂
い
を
看
取
し
、
そ
れ
を
頼
り
に
付
け
る
こ
と
で
、
ひ
そ
か
に
追
善
の
意
を
示

し
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。「
流
れ
に
添
て
雨
あ
が
る
也　

角
蕉
／
居
間
な
が
ら
六
畳
敷
に

　
　
　

見
開
ケ
ば
を
の
づ
か
ら
な
る
花
微み

笑せ
う 

濁
子

　

名
ウ
５　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句　

植
物
木

〔
句
意
〕
目
を
開
い
て
見
れ
ば
自
ず
か
ら
に
花
も
微
笑
を
返
す
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
老
境
を
迎
え
た
人
物
で
あ
る
点
に
着
目
し
、
②
芭
蕉
追
善
の
意
を
込

め
る
こ
と
や
花
の
定
座
で
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
、そ
の
人
と
の
思
い
出
か
ら
「
拈ね
ん

華げ

微
笑
」

の
語
を
思
い
寄
せ
つ
つ
、
老
境
の
人
が
花
に
向
か
う
様
子
を
思
い
描
き
、
③
目
を
開
き
見

れ
ば
自
ず
と
花
も
微
笑
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
見
開
ケ
」
は
目
を
大
き
く
開
い
て
見
つ
め
る
こ
と
。「
花
微
笑
」
は
花
が
咲
く

こ
と
を
い
う
「
花は
な
ゑ
み笑
」
に
準
じ
た
造
語
と
お
ぼ
し
く
、
花
が
笑
み
を
浮
か
べ
た
よ
う
に
ほ

ん
の
り
咲
い
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。「
微
笑
」
は
に
っ
こ
り
笑
う
こ
と
で
、
こ
こ

は
「
拈
華
微
笑
」
の
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
霊
鷲
山
で
の
説
法
に
梵
王

が
金
波
羅
華
を
献
じ
た
際
、
釈
迦
が
一
言
も
言
わ
ず
に
そ
の
花
を
ひ
ね
っ
た
と
こ
ろ
、
弟

子
の
迦
葉
だ
け
が
に
っ
こ
り
笑
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
を
見
た
釈
迦
は
仏
法
の
す
べ

て
を
迦
葉
に
授
け
た
と
語
っ
た
と
さ
れ
る
。
以
心
伝
心
の
妙
境
を
い
う
成
語
と
し
て
も
知

ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
は
花
と
の
間
に
も
心
を
通
わ
せ
る
人
物
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
つ
つ
、

芭
蕉
翁
こ
そ
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
傑
人
で
、
翁
と
自
分
た
ち
も
以
心
伝
心
の
仲
で
あ
っ
た

と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

香か
う

を
む
す
ん
で
朝
が
す
み
た
つ　
　
　
　
　

 　
　
　
　

滄
波

　

挙
句　
　

三
春
（
朝
が
す
み
）　

聳
物

〔
句
意
〕
香
を
く
ゆ
ら
せ
て
い
る
と
朝
の
霞
も
た
な
び
き
出
す
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
花
か
ら
安
ら
ぎ
を
得
て
い
る
人
と
見
て
、
句
に
込
め
ら
れ
た
芭
蕉
追

善
の
意
も
受
け
と
め
、
②
花
を
飾
る
な
ど
朝
に
行
な
う
い
く
つ
か
の
日
課
を
想
像
し
、
③

香
を
焚
く
と
朝
の
霞
も
立
つ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
香
」
に
は
音
読
み
を
指
示
す
る
右
傍
線
が
あ
る
の
で
、
コ
ウ
（
歴
史
的
仮
名
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も
抱
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
実
際
、
こ
の
歌
仙
は
（
ま
た
、「
十
月
を
」
歌
仙
や
『
紙
文
夾
』

の
二
歌
仙
な
ど
も
）
そ
う
し
た
事
例
に
事
欠
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

誤
解
の
な
い
よ
う
に
説
明
を
加
え
る
と
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
俤
や
」
歌
仙
が
芭
蕉

提
唱
の
付
け
方
か
ら
離
反
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
詞
の
対
応
に
頼
っ
た

親し
ん

句く

か
ら
の
脱
却
は
、
こ
の
連
衆
に
と
っ
て
も
常
識
的
な
こ
と
で
あ
る
ら
し
く
、
ご
く
一

部
の
残
存
（
た
と
え
ば
「
よ
は
〳
〵
と
葉
ば
か
り
多
き
菊
の
露　

楚
舟
／
流
れ
に
添
て
雨

あ
が
る
也　

角
蕉
」〈
名
ウ
１
・２
〉
の
付
け
な
ど
）
を
除
い
て
、
詞
付
的
な
要
素
は
見
ら

れ
な
い
。
む
し
ろ
、
二
句
を
離
す
こ
と
に
注
力
し
た
と
見
ら
れ
る
付
合
が
多
く
、「
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
、
前
句
を
つ
き
は
な
し

て
つ
く
べ
し
」（『
去
来
抄
』「
修
行
」）
と
い
う
芭
蕉
流
の
付
合
手
法
は
、
広
く
蕉
門
内
に

普
及
し
て
い
た
の
だ
と
得
心
さ
せ
ら
れ
る
。
三
十
六
人
の
中
に
は
芭
蕉
と
の
師
弟
関
係
が

さ
ほ
ど
濃
密
で
な
い
者
も
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も
疎
句
化
の
志
向
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
（
ま
た
、
作
品
と
し
て
も
幅
広
い
内
容
を
扱
っ
て
興
味
深
く
、
蕉
門
の
力
量
と

い
う
こ
と
が
思
わ
れ
も
す
る
）
は
、
一
つ
の
事
実
と
し
て
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、こ
の
「
前
句
を
つ
け
は
な
し
て
」
が
一
人
歩
き
し
て
、「
前
句
は
…
能
見
定
め
」

の
部
分
が
忘
れ
ら
れ
て
い
く
と
、
付
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
の
曖
昧
な
付
合
が
多
産
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
本
歌
仙
に
お
い
て
も
、
こ
の
〈
誤
解
さ
れ
た
疎
句
〉
と
も
言
う
べ
き
付

け
方
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
こ
と
を
、や
は
り
一
つ
の
事
実
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

佐
藤　

勝
明
（
和
洋
女
子
大
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人
文
学
部 

日
本
文
学
文
化
学
科 

教
授
）

（
令
和
四
年
十
一
月
十
五
日
受
理
）

炉
を
構
ヘ　

杏
村
／
髭
に
白
髪
の
ほ
の
か
な
る
年　

川
鴎
」（
名
ウ
２
～
４
）な
ど
も
含
め
、

そ
の
よ
う
な
場
合
は
往
々
に
し
て
、
二
句
が
付
合
と
し
て
（
す
な
わ
ち
、
追
善
の
含
意
か

ら
は
切
り
離
し
て
）
ど
う
成
り
立
っ
て
い
る
か
の
理
解
に
苦
労
す
る
こ
と
に
な
る
。
逆
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、〝
芭
蕉
翁
の
面
影
〟
を
背
後
に
据
え
る
こ
と
で
付
合
は
担
保
さ
れ
る

と
い
う
一
種
の
甘
え
が
、
こ
の
作
者
た
ち
に
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

右
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
実
は
全
体
的
な
傾
向
に
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
用
語

や
題
材
の
選
定
が
恣
意
的
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
一
巻
を
通
し
て
少
な
く
な
い
。
一
例

を
挙
げ
る
と
、「
背
戸
伝
ヒ
来
て
は
常
〳
〵
長
咄　

蚊
足
／
折
角
と
れ
ば
蜩
の
か
ら　

李

里
」（
初
ウ
７
・８
）
の
場
合
、
付
句
が
前
句
に
い
う
「
長
咄
」
の
一
内
容
で
あ
ろ
う
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
容
易
に
推
察
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
て
「
蜩
の
か
ら
」
が
話

題
に
な
る
の
か
と
考
え
て
も
、
前
句
に
そ
の
手
が
か
り
は
な
い
。
ま
た
、
蚊
足
の
前
句
に

し
て
も
、
な
ぜ
こ
れ
が
「
木
綿
の
重
み
手
に
の
せ
て
見
る　

白
之
」（
初
ウ
６
）
に
付
く

の
か
と
考
え
る
と
、
明
快
な
解
答
に
は
到
達
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
本
誌
61
・
62
集
で

分
析
し
た
無
倫
編
『
紙
文
夾
』（
元
禄
十
年
刊
）
の
二
歌
仙
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
要
す
る
に
、
前
句
の
見
込
か
ら
趣
向
を
立
て
、
句
作
に
工
夫
を
重

ね
た
結
果
と
し
て
の
一
句
で
は
な
く
、
作
者
自
身
の
体
験
・
見
聞
な
ど
に
基
づ
く
思
い
つ

き
の
作
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
な
が
ら
、「
細
工
に
入

ル
古
桶
の
底　

亀
水
／
心
よ
き
今
の
住
持
を
憎
み
た
て　

孤
屋
」（
初
ウ
２
・３
）
な
ど
も
、

一
見
し
て
つ
な
が
り
は
認
め
ら
れ
ず
、二
句
間
の
距
離
が
大
き
く
離
れ
た
付
合
（
そ
れ
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
芭
蕉
の
疎そ

句く

化
志
向
の
反
映
で
あ
ろ
う
）
と
言
え
る
。
お
そ
ら
く
、

「
細
工
に
入
ル
」
を
実
際
に
桶
に
入
っ
て
の
手
仕
事
と
と
ら
え
直
し
、寺
の
風
呂
桶
（
健
康
・

衛
生
の
た
め
信
者
ら
に
入
浴
を
施
す
伝
統
が
あ
る
）
を
想
起
し
た
上
で
、
そ
の
寺
の
「
住

持
」
へ
と
想
を
翻
し
た
わ
け
で
あ
っ
て
、〈
寺
の
浴
室
〉
と
い
う
補
助
線
を
引
か
な
い
限
り
、

こ
の
付
け
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
前
句
か
ら
よ
く
こ
の
付
句
が
導
か
れ
た
と
感
心

す
る
一
方
で
、
一
つ
間
違
え
れ
ば
ひ
と
り
よ
が
り
の
付
合
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
危
惧
感


