
ク
　
悌
　
付
　
〃
　
考

い
わ
ゆ
る
ク
薫
風
〃
の
連
句
諭
に
お
い
て
、
付
合
技
法
上
の
重
要
な
理
念
の

ひ
と
つ
に
ク
悌
付
〃
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
殊
に
許
六
の
ご

と
き
は
、
梯
、
息
ひ
な
し
、
景
気
の
三
種
の
み
を
あ
げ
て
、
「
俳
諸
付
や
う
の

事
、
師
説
に
、
千
変
万
化
す
と
い
へ
共
、
つ
ま
る
所
は
三
つ
に
極
る
。
」
　
（
宇

陀
法
師
、
元
穣
十
五
年
刊
か
）
　
と
伝
え
る
。
土
芳
も
ま
た
こ
の
説
を
　
『
三
冊

子
』
　
（
赤
ざ
う
し
）
に
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
悌
な
い
し
梯
付
な
る
名
目
を
立
て
て
説
い
た
も
の
に
は
聞
書
七

日
革
（
呂
丸
）
、
去
来
文
、
去
来
抄
（
去
来
）
、
東
西
夜
話
、
俳
詔
古
今
抄

（
支
考
）
、
路
通
伝
衰
、
俳
詔
勧
進
牒
〔
路
通
）
俳
詣
二
十
一
品
（
野
披
）
な

ど
が
あ
り
、
（
1
）
各
々
の
付
合
諭
体
系
の
た
て
方
に
よ
っ
て
そ
の
比
重
、
位

置
づ
け
な
ど
に
差
違
は
あ
る
が
、
蕉
風
の
連
句
論
の
主
な
る
も
の
に
は
ほ
と
ん

ど
と
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
る
に
、
従
来
蕉
風
俳
詔
の
付
合
理
念
を
説
く
ば
あ
い
必
ず
ク
に
は
ひ
、

ぅ
、
っ
り
、
ひ
び
き
〃
が
挙
げ
ら
れ
詳
論
さ
れ
る
の
は
一
両
う
な
ず
け
る
も
の

の
、
そ
れ
ら
に
比
し
て
偽
付
が
や
や
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
り
は
し

な
い
か
と
思
え
る
。
（
2
）
こ
と
に
貞
門
、
談
林
の
ク
故
事
付
〃
な
ど
に
対
し
て

看
す
る
梯
付
技
法
、
理
念
の
俳
詔
史
的
意
義
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
評
価
が
も

っ
と
積
極
的
に
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
か
と
恩
う
。

）（

ま
ず
悌
付
の
ク
故
事
付
〃
的
性
格
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
付
合
理
念

と
し
て
悌
な
る
名
目
晶
も
早
く
か
か
げ
た
伝
書
と
し
て
は
元
祓
二
年
「
奥
の
一

細
道
」
行
脚
中
の
芭
蕉
か
ら
閏
い
た
と
い
う
呂
丸
の
『
望
七
日
葦
』
が
あ
　
3
8

る
。
同
智
に
は
周
知
の
ど
と
く
六
座
と
称
し
て
響
（
匂
）
、
移
、
響
、
位
な
ど
一

六
つ
の
名
目
を
あ
げ
た
中
に
面
影
の
一
項
を
か
か
げ
、
た
ん
に
「
前
句
の
悌
を

述
ぶ
る
也
。
」
と
簡
単
な
説
明
を
付
記
し
て
三
組
の
付
合
例
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
一
つ

①
筑
紫
迄
人
の
娘
を
め
し
連
れ
て
　
　
　
李
下

放
劫
の
堂
に
お
も
ひ
打
ち
伏
し
　
　
頂
風

（
『
初
懐
紙
≡
元
穣
二
年
正
月
興
行
百
韻
）

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
つ
い
て
は
「
は
る
・
′
ぐ
人
の
娘
を
め
し
つ
れ
た
る
長
途
の
お
も
か
げ
な
り
。
」

（
筆
者
傍
点
）
と
註
し
て
い
る
が
、
右
の
前
句
を
評
註
し
た
芭
蕉
の
こ
と
ば
に

「
桧
浦
が
御
息
所
を
奪
ひ
、
或
は
飛
鳥
井
の
君
な
ど
を
盗
取
り
た
る
心
ば
へ

も
、
お
の
づ
か
ら
筑
紫
の
人
の
旺
ひ
便
り
て
、
余
情
か
ぎ
り
な
し
。
」
　
（
初
廃

紙
評
琶
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
故
事
、
物
語
の
世
界
が
頭
に
お
か
れ
て
発
登
と



れ
た
付
合
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
野
奴
の
『
俳
訝
二
十
一
品
』
　
（
宝
永
七
年
序
）
　
（
3
）
に
も
そ
の
最
初
に

侍
の
名
目
を
あ
げ
て
、
つ
ぎ
の
ど
と
き
例
句
と
説
明
を
付
し
て
い
る
。

⑦
風
の
音
字
近
き
山
を
さ
は
、
／
1
と

島
に
め
し
た
る
恋
の
わ
り
な
さ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

是
を
保
の
う
つ
り
と
い
ふ
な
り
。
（
中
略
）
先
此
前
句
の
田
所
す
が
た
を
琵

侍
り
て
後
、
斑
「
馬
に
め
し
た
る
恋
の
わ
り
な
さ
」
と
付
た
る
な
り
。
是

ヽ

（

マ

マ

）

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

物
語
の
偽
に
通
ひ
、
源
氏
君
、
薫
∵
り
の
君
な
ど
の
宇
治
へ
通
ひ
拾
ひ
し

侍
に
似
た
る
故
、
梯
付
と
い
ふ
な
り
。

ま
た
許
六
が
梯
付
の
例
と
し
て
あ
げ
る

⑦
　
尼
に
な
る
べ
き
管
の
き
ぬ
ぐ
、
　
路
通

月
影
に
具
足
と
や
ら
を
見
透
し
て
　
　
芭
蕉

も
や
は
乃
物
語
的
世
界
の
付
合
で
あ
る
。
尼
に
な
る
覚
悟
を
秘
め
た
女
の
哀
切

き
わ
ま
る
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
別
れ
－
－
1
な
る
前
句
に
つ
い
て
、
『
去
来
抄
』
に
「
い

か
様
、
然
る
べ
き
武
家
の
芸
と
見
ゆ
る
な
り
。
」
（
修
行
教
）
と
あ
る
よ
う
に
、

例
え
ば
平
家
の
公
達
の
都
落
ち
の
ひ
と
こ
ま
な
ど
吏
遠
慮
さ
せ
る
。
し
か
も
こ

の
ば
あ
い
、
ど
の
作
品
の
だ
れ
の
挿
話
と
開
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、

ま
た
そ
う
い
う
明
確
な
血
〈
拠
を
看
す
る
付
合
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ど
こ
と

な
く
い
に
し
え
の
戦
物
語
の
悌
が
馨
舅
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

右
に
見
る
ご
と
く
、
た
と
え
ば
ク
茸
気
〃
付
が
自
然
諷
詠
の
付
旬
で
あ
る
こ

と
に
対
比
さ
せ
て
言
え
ば
、
悌
付
は
い
わ
ば
人
事
句
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
故

事
、
古
典
の
世
界
の
帰
を
付
け
害
せ
る
ば
あ
い
に
多
く
言
わ
れ
て
い
る
。
（
4
）

す
な
わ
ち
貞
門
、
談
林
の
用
語
で
い
え
ば
〃
故
事
付
〃
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
先
ず
特
定
の
素
材
に
か
か
わ
る
名
目
だ
と
い
え
よ
う
。
去

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

来
が
「
移
り
、
匂
ひ
、
哲
は
付
枝
の
塩
梅
也
。
悌
は
付
や
う
の
事
也
。
」
　
（
去

来
抄
、
佐
行
数
）
と
説
い
た
そ
の
「
事
」
も
、
悌
付
の
も
っ
こ
う
し
た
点
を

指
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
芭
蕉
が
「
馨
と
い
ふ
事
は

百
韻
が
百
句
な
が
ら
二
句
の
問
に
こ
も
れ
る
を
、
」
　
（
十
論
為
弁
抄
、
享
保
十

ヽ

年
刊
）
と
支
考
に
説
い
た
と
伝
え
る
匂
ひ
付
や
、
あ
る
い
は
「
惣
じ
て
位
は
句

ご
と
に
は
な
れ
申
さ
ず
候
。
」
　
（
聞
書
七
日
草
）
と
芭
蕉
が
語
っ
た
と
伝
え
る

位
付
な
ど
と
は
明
ら
か
に
異
っ
た
要
素
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
悌
付
は

人
事
的
な
か
ん
ず
く
古
典
的
崇
材
に
就
い
て
、
そ
の
取
材
方
法
、
付
句
の
あ
り

方
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
匂
ひ
は
「
是
を
手
に
聴
た
る
ご
と
く
に
は
云
が
た

し
。
」
　
（
去
来
抄
）
と
い
い
、
し
か
し
て
「
匂
ひ
と
い
ふ
も
、
移
り
と
い
ふ
も

わ
ず
か
に
句
作
の
あ
や
に
し
て
、
の
る
と
乗
ら
ぬ
と
の
境
な
れ
ば
、
冷
暖
自
知

の
時
な
ら
で
は
悟
し
明
ら
む
る
事
あ
る
ま
じ
。
」
　
（
同
前
）
と
か
、
「
付
様
の

塩
梅
」
だ
と
か
、
去
来
が
も
ど
か
し
く
説
明
に
苦
心
し
て
い
る
匂
ひ
、
う
つ
一

ヽ

り
、
哲
な
ど
を
一
括
し
、
そ
れ
ら
と
区
別
し
て
「
梯
は
付
や
う
の
事
也
。
」
と
　
3
9

説
い
た
の
も
・
悌
付
の
い
わ
ば
具
体
的
、
素
材
論
的
性
格
を
指
摘
し
た
か
っ
た
－

が
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

）〓（

し
か
し
梯
付
が
た
ん
に
連
句
に
お
け
る
素
材
論
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た

り
、
付
合
上
の
一
っ
の
事
例
を
い
う
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
芭
蕉

が
匂
ひ
、
移
り
、
坪
な
ど
と
同
列
に
悌
を
挙
げ
て
呂
丸
に
説
い
た
と
す
る
の
は

納
得
し
が
た
い
。
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
、
例
え
ば
恋
と
か
月
、
花
の
句
と
か
特

定
の
素
材
の
あ
つ
か
い
に
つ
い
て
諭
ず
る
の
に
似
た
次
元
で
と
り
あ
げ
、
説
か

れ
る
の
が
妥
当
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
傍
を
匂
ひ
、
移
り
、
坪
あ
る
い
は
位
な
ど
と
並
列
さ
せ
て
説
く
そ



の
あ
つ
か
い
か
た
に
す
で
に
、
係
が
薫
風
の
基
本
的
か
つ
代
表
的
付
合
理
念
で

あ
る
ク
匂
ひ
〃
と
一
体
の
理
念
に
は
か
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
み

ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
薫
風
連
句
が
志
向
し
た
匂
ひ
付
的
心
法
が
こ
の
梯
付

に
お
い
て
如
実
に
具
現
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
ゐ
去
来
は
「
古
人
の
仕
た
る
事

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
そ
の
と
は
り
に
句
に
仕
候
へ
ば
、
故
事
に
て
御
座
候
。
其
故
事
と
は
少
ち
が

ひ
申
候
。
」
　
（
元
蔵
七
年
五
月
十
三
日
付
、
浪
化
宛
書
簡
）
と
い
い
、
「
昔
は

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

多
く
英
事
を
道
に
付
た
り
。
そ
れ
を
梯
に
て
付
る
。
」
　
（
去
来
抄
）
の
が
悌
付

だ
と
説
い
て
い
る
。
す
で
に
見
て
き
た
ご
と
く
悌
付
が
い
わ
ゆ
る
故
事
付
に
相

当
す
る
性
格
を
看
し
、
あ
る
い
は
故
事
付
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
、
去
来
は
故
事
付
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
、
そ
れ
と
の
差
違
を
指
摘
す
る
と

い
う
仕
方
で
擁
付
の
説
明
を
試
み
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
成
立
論
的

に
い
え
ば
、
蕉
風
の
基
本
的
付
合
理
念
い
わ
ゆ
る
匂
ひ
付
へ
の
志
向
が
、
旧
来

の
故
事
付
を
脱
皮
さ
せ
る
く
ふ
う
を
生
ん
だ
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
梯
付
で
あ

った。周
知
の
よ
う
に
故
事
付
は
談
林
俳
讃
に
お
い
て
最
も
頻
用
さ
れ
た
技
法
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
談
林
の
代
表
的
論
客
惟
中
を
祖
述
し
た
修
竹
堂
が
「
世
上
の
連

歌
の
坑
ぐ
ち
た
る
や
う
の
俳
詔
師
、
叉
は
文
盲
な
る
俳
詔
師
の
、
己
が
し
ら
ぬ

に
任
せ
、
た
と
へ
よ
き
句
と
て
も
故
事
付
は
悪
し
き
な
ど
上
、
用
ひ
ぬ
事
の
や

う
に
い
ひ
な
す
と
見
え
た
り
。
」
し
か
し
「
連
歌
に
は
禁
ず
る
詞
、
さ
し
あ
ひ
、

法
式
匠
密
な
れ
ば
、
前
句
に
よ
り
、
古
事
古
語
も
ち
ひ
が
た
き
む
看
べ
し
。
俳

詔
は
さ
し
あ
ひ
等
も
あ
な
が
ち
な
ら
ず
、
法
式
ゆ
る
す
所
お
は
け
れ
ば
、
古
事

古
語
力
畠
に
任
せ
用
ゆ
べ
し
。
」
　
（
俳
書
或
問
、
延
宝
六
年
放
）
と
説
き
、
ま

た
『
祇
薗
拾
遺
物
語
』
　
（
元
碩
四
年
刊
）
に
「
問
、
当
流
に
は
故
苺
を
き
ら
ふ

と
い
ふ
。
左
に
て
供
裁
。
答
、
な
ん
ぞ
か
な
ら
ず
L
も
掠
ふ
と
琵
め
ん
。
時
に

と
り
作
に
よ
り
、
前
句
に
ひ
か
れ
て
い
は
で
叶
は
ぬ
こ
と
有
べ
し
。
」
と
し
、

西
鶴
も
ま
た
「
当
流
に
は
古
事
な
ど
煉
ふ
と
い
ヘ
ビ
も
、
よ
く
付
合
し
事
は
く

る
し
か
ら
ず
。
」
　
（
独
吟
百
的
自
註
、
推
定
元
祓
五
年
秋
作
）
と
す
る
。
つ
ま

り
一
般
に
故
事
付
は
避
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
、
時
に
と
っ
て
必
ず
し
も
い
ち
が
い
に
退
け
る
べ
き
も
の
で
な
い
と
消
極
的

に
肯
足
し
、
実
際
に
は
頻
用
し
て
い
た
の
が
談
林
の
実
情
で
あ
っ
た
。
殊
に
惟

中
な
ど
は
そ
の
術
学
躊
も
て
つ
だ
っ
て
、
故
等
付
を
得
意
と
し
た
よ
う
で
あ

る
。こ

こ
で
談
林
の
故
事
付
の
実
際
に
つ
い
て
、
少
し
例
を
拾
っ
て
考
え
て
み
る

こ
と
と
す
る
．
。
前
記
『
俳
詔
或
間
』
に
次
の
例
を
あ
げ
る
．
。

④
　
　
其
の
ほ
か
悪
魚
鰐
の
か
る
ぐ
ち

火
々
出
鬼
の
尊
も
臨
を
か
⊥
へ
ら
れ
　
　
由
平

前
句
の
「
鰐
」
か
ら
釣
針
を
尋
ね
て
竜
宮
に
赴
い
た
「
彦
火
火
出
兄
等
」
　
（
山

幸
彦
）
・
曇
埴
憩
し
、
わ
に
た
ち
が
冗
談
軽
口
を
た
た
く
の
を
尊
が
も
じ
ど
お
り

抱
腹
絶
倒
し
て
興
じ
ら
れ
た
　
ー
　
と
い
う
ナ
ン
セ
ン
ス
な
童
話
的
空
想
を
楽
し

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
宗
因
の
褒
詞
に
も
「
神
代
の
か
る
口
も
、
・
是
に
は
よ
も

や
。
」
と
あ
る
。
惟
中
が
「
天
地
の
外
に
う
ち
む
か
ひ
、
自
由
変
化
の
趣
向

を
お
も
ひ
め
ぐ
ら
し
、
あ
る
事
な
い
事
と
り
あ
ほ
せ
て
沼
法
自
在
の
句
体
を
、

ま
こ
と
の
俳
謡
と
し
る
べ
し
。
」
　
「
お
も
ふ
ま
上
に
大
言
を
な
し
、
か
い
て
ま

は
る
は
ど
の
偽
を
い
ひ
つ
づ
く
る
を
、
こ
の
道
の
骨
子
と
お
も
ふ
ぺ
し
。
」

ヽ

　

ヽ

（
俳
書
豪
求
、
延
宝
三
年
刊
）
と
説
い
た
寓
言
的
俳
話
の
実
践
例
と
い
え
よ

う
。
奔
放
自
在
な
虚
構
は
談
林
の
最
も
得
意
と
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

◎
　
　
ち
か
ら
づ
く
達
理
の
枝
を
引
ぼ
り
て

貴
妃
を
は
な
さ
ぬ
玄
宗
皇
帝
　
　
　
惟
中
（
俳
諸
芸
求
）

㊥
　
　
　
天
の
羽
衣
を
き
所
ま
で

月
も
寵
も
昔
に
亨
レ
た
質
の
踵
　
　
西
鶴
（
俳
讃
大
句
数
）
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高
貴
、
優
票
、
荘
重
、
神
聖
な
る
べ
き
古
典
の
世
界
の
人
物
や
故
事
で
樟
戒

を
こ
と
さ
ら
に
皐
倍
化
、
世
話
化
、
戯
画
化
し
て
み
せ
て
笑
い
を
取
ろ
う
と
す

る
や
り
方
は
　
『
犬
筑
波
莞
』
　
以
来
好
ん
で
く
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
良
門
の
そ
れ
が
そ
の
保
守
的
道
義
的
俳
詔
観
か
ら
徴
温
的
態
度
に

と
ど
ま
っ
た
の
に
比
べ
て
、
談
林
で
は
き
わ
め
て
大
胆
放
埠
に
ふ
る
ま
い
、
し

ば
し
ば
良
門
側
か
ら
非
翼
が
放
た
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
故
事
古
典
の
詔
霞
的
利
用
と
い
う
点
で
最
も
頻
用
さ
れ
た
の
は
、
そ

の
内
容
よ
り
も
詞
責
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
ク
本
歌
取
り
〃
で
あ
る
。
こ
と
に

買
文
、
延
宝
期
に
は
、
宗
因
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
清
新
自
在
な
古
典
詞
責
の

窟
現
法
と
、
そ
れ
に
共
鳴
し
た
友
人
桧
江
維
舟
な
ど
の
普
及
の
努
力
に
よ
っ
て

本
訳
本
説
の
範
囲
の
拡
充
が
進
め
ら
れ
た
（
懐
子
、
佐
夜
中
山
集
、
時
勢
蘭
な

ど
）
。
（
5
）
な
か
ん
ず
く
「
俳
詔
の
た
め
に
は
連
歌
の
源
氏
に
な
ぞ
ら
へ
て
宝
と

す
。
」
　
（
近
菜
俳
閂
風
鉢
抄
．
延
宝
八
年
刊
）
と
憧
中
が
述
べ
て
い
る
い
わ
ゆ
る

ク
語
付
〃
な
ど
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
話
曲
こ
そ
は
当
時
の

俳
謂
作
者
層
に
と
っ
て
島
も
て
っ
と
り
早
く
、
か
つ
身
近
に
親
し
み
う
る
故
事

古
典
詩
歌
の
宝
踵
で
あ
っ
た
（
『
俳
謂
或
間
』
参
照
）
。

⑦
　
花
む
し
ろ
一
見
せ
ぼ
や
と
存
供

し
ば
し
借
屋
を
か
る
家
桜
　
　
　
（
宗
因
千
句
）

㊥
　
　
今
ま
で
宏
に
問
屋
の
な
に
が
し

相
場
者
か
き
消
す
や
う
に
失
せ
に
け
り
　
野
水
（
近
来
俳
謂
風
妹
抄
）

ヽ

　

ヽ

従
来
付
物
と
し
て
単
語
本
位
に
利
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
傾
向
が
多
か
っ
た
の

ヽ

　

ヽ

に
対
し
て
、
諾
曲
詞
茸
独
自
の
優
兢
荘
重
な
音
調
を
生
か
し
て
利
用
す
べ
く
句

本
位
に
切
り
振
り
、
そ
れ
と
全
く
異
質
な
語
感
を
も
つ
俗
語
曇
父
錯
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
転
笥
妙
な
謂
諺
的
文
体
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
を
案
出
し
た
と
こ
ろ

に
宗
因
の
て
が
ら
の
一
つ
が
あ
っ
た
。
（
6
士
ま
た

⑨
わ
き
め
も
ふ
ら
ず
紅
葉
踏
み
分
け

鳴
く
転
の
芦
聞
く
時
に
打
つ
鉄
灼
宗
因
（
悦
子
他
）

⑩
ま
た
少
年
に
か
し
こ
過
ぎ
た
り

花
を
踏
ん
で
同
じ
く
惜
し
む
木
綿
足
袋
（
宗
因
千
句
）

比
較
的
長
く
本
歌
の
文
句
を
た
ち
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
風
雅
高
尚
の
世
界
を

詠
う
か
の
期
待
を
高
め
て
お
い
て
、
突
如
と
し
て
意
外
な
方
向
に
観
念
を
転
化

さ
せ
る
手
法
に
よ
っ
て
笑
い
を
謡
い
な
が
ら
、
当
代
世
相
を
軽
妙
に
映
し
と
・
つ

て
い
っ
た
の
が
宗
田
流
の
俳
詔
で
あ
っ
た
。
惟
中
が
「
古
詩
文
章
の
詞
を
ふ
ま

へ
て
仕
立
た
る
句
、
古
今
不
朽
の
一
体
也
。
」
「
本
歌
を
放
た
る
一
体
、
古
来

よ
り
の
上
品
也
。
」
（
近
来
俳
詔
風
体
抄
）
と
称
揚
し
、
「
俳
謡
は
・
・
…
・
た
ゞ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

言
葉
を
か
ざ
り
花
を
さ
か
せ
、
古
事
、
も
の
が
た
り
を
も
あ
ら
ぬ
事
に
引
た
が

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

へ
て
翻
案
す
る
と
、
寓
言
の
う
そ
を
つ
く
と
、
こ
れ
ふ
た
つ
を
本
意
と
し
る
べ

し
。
」
（
俳
討
慧
求
）
と
説
い
た
ゆ
え
ん
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
古
典
語
と
俗
語
と
を
巧
み
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
不
調
和

感
、
矛
盾
感
が
む
た
ら
す
お
か
し
み
に
興
じ
、
て
が
ら
を
競
っ
た
談
林
の
〃
本

歌
振
り
〃
の
理
知
的
付
合
に
対
し
て
、
匂
ひ
と
い
い
移
り
と
い
い
、
要
す
る
に

象
徴
的
調
和
美
を
企
図
し
た
蕉
風
の
そ
れ
と
は
、
根
本
的
に
異
る
は
ず
の
も
の

で
あ
っ
た
。
去
来
は
「
す
べ
て
面
影
の
句
に
は
落
涙
可
l

′
仕
句
ど
も
多
く
御
ざ

族
。
」
（
前
出
書
簡
）
と
も
語
っ
て
い
る
。
ク
さ
び
〃
や
ク
L
を
り
〃
の
文
芸

美
を
求
め
た
蕉
風
に
お
け
る
梯
付
と
、
放
笑
の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
た
談
排

の
故
寄
付
、
本
歌
取
り
と
で
は
、
そ
の
点
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
と
い
わ
ね
ば

な
る
ま
い
。ヨ

（と
こ
ろ
で
上
述
の
よ
う
な
談
林
の
い
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
人
物
、
事
柄
に
し
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ろ
、
詞
責
に
し
ろ
、
雅
、
借
両
者
の
落
差
懸
隔
が
大
き
い
ほ
ど
効
果
が
大
で
あ

ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
発
憩
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
故
事
古
典
が
不
明
で

は
、
い
い
か
え
れ
ば
何
を
ど
う
「
あ
ら
ぬ
事
に
引
た
が
へ
て
翻
案
」
し
た
の
か

が
不
折
で
は
落
差
も
不
協
和
音
の
奏
で
る
お
か
し
み
も
知
覚
の
し
ょ
う
が
な
い

理
屈
で
あ
る
。
そ
こ
で
取
材
の
心
得
に
つ
い
て
次
の
ご
と
き
注
意
が
発
せ
ら
れ

ヽ

　

ヽ

る
。
す
な
わ
ち
「
い
か
に
も
古
歌
は
、
あ
ら
ん
程
の
詞
は
用
べ
し
。
但
、
聞
ふ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

れ
た
る
古
歌
に
あ
る
事
よ
ろ
し
か
る
べ
し
。
」
　
（
詠
句
大
概
、
天
和
元
年
奥
）

八
の
知
ら
な
い
古
歌
の
文
句
取
り
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
が
当
然
で
あ
ろ

う
。そ

こ
で
『
祇
園
拾
遺
物
語
』
の
著
者
が
語
っ
て
い
る
ご
と
き
ジ
レ
ン
マ
に
当

然
つ
き
あ
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
「
和
漢
の
書
籍
繁
多
な
る
中

に
、
十
が
八
九
も
人
の
見
わ
た
り
聞
知
た
る
故
事
あ
り
詩
文
あ
り
古
歌
あ
り
訳

教
あ
り
儒
伝
有
双
紙
あ
り
世
話
看
。
そ
れ
を
と
り
て
作
る
に
、
多
年
人
の
云
ふ

る
し
た
る
覇
の
み
に
て
、
一
句
花
や
か
な
る
こ
と
少
ナ
シ
。
さ
れ
ば
と
て
遠
き

モ
ト
メ

書
を
引
出
て
、
古
今
に
看
ま
じ
き
事
を
と
、
は
り
て
求
出
た
ら
ん
は
、
串
は
つ

き
ま
じ
け
れ
ど
、
我
の
み
し
た
り
が
は
に
し
て
人
の
耳
に
う
と
き
も
興
す
く
な

か
る
ペ
し
。
」

故
事
古
典
を
あ
く
ま
で
知
的
対
象
と
し
て
と
ら
え
、
か
つ
物
付
的
付
合
手
法

に
よ
る
か
ぎ
り
は
、
い
か
に
坂
材
範
囲
の
量
的
拡
大
に
努
め
、
趣
向
を
こ
ら
そ

う
と
も
、
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
限
界
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
た
反
復
頻
用

さ
れ
る
部
分
の
固
定
化
、
つ
ま
り
は
付
物
（
寄
合
）
化
に
よ
っ
て
、
連
想
が
等

類
化
し
規
格
化
し
て
新
鮮
さ
を
失
う
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
。
殊
に
矢
数
俳

記
を
創
始
し
て
連
吟
　
（
早
口
）
　
を
誇
っ
た
西
鶴
の
作
品
に
付
物
的
類
塾
的
故

事
、
本
歌
取
り
の
傾
向
が
著
し
い
こ
と
は
、
す
で
に
諸
家
の
指
摘
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
（
7
）

思
い
も
う
け
ぬ
奇
抜
な
響
喩
（
見
立
て
）
や
意
表
外
の
も
の
を
取
り
合
わ
せ

る
こ
と
（
そ
ぎ
つ
ぎ
）
に
よ
っ
て
人
の
肝
を
奪
い
、
笑
い
を
取
る
こ
と
を
生
命

と
す
る
談
林
俳
譜
に
と
っ
て
、
苺
恕
形
式
の
固
定
化
は
死
を
意
味
す
る
。
談
林

の
俳
書
に
多
い
達
句
集
、
付
句
集
の
矢
つ
ぎ
早
の
公
刊
は
、
新
し
い
遠
慮
形
式

の
開
拓
を
諒
京
す
る
と
同
時
に
、
共
有
財
産
化
し
た
故
事
、
本
歌
は
た
ち
ま
ち

厩
椀
的
反
復
を
呼
び
、
マ
ン
ネ
リ
化
し
て
倦
怠
を
招
い
た
。
ち
な
み
に
芭
蕉

は
「
古
事
来
歴
い
た
す
べ
か
ら
ず
。
一
向
己
の
作
な
し
」
　
（
軽
挙
元
祓
八
年
、

六
月
朔
日
付
、
慶
昭
宛
杉
風
書
簡
）
と
説
い
た
と
い
う
。

去
来
は
い
わ
ゆ
る
本
歌
振
り
に
つ
い
て
「
た
ゞ
詩
を
、
歌
を
、
発
句
に
直
し

た
る
ま
で
に
族
」
　
（
前
引
雪
隠
）
よ
う
な
本
歌
の
と
り
方
を
不
可
と
し
、
「
す

べ
て
古
歌
な
ど
軍
ら
ん
に
は
、
一
L
は
風
情
も
情
も
せ
め
上
申
し
た
き
事
に

奉
妄
候
。
」
　
（
同
前
。
な
お
去
来
抄
参
照
）
　
と
く
り
返
し
て
強
調
し
、
ま
た
一

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
そ
の
歌
に
す
が
ら
ず
族
。
」
　
（
同
前
）
と
も
説
い
て
い
る
。
こ
と
ば
を
弄
す
　
4
2

る
こ
と
に
非
常
な
甲
心
と
セ
ン
ス
を
元
し
た
談
林
併
記
が
故
事
古
典
の
内
容
一

（
故
事
付
）
　
よ
り
も
、
そ
の
詞
軍
　
（
本
歌
取
り
）
　
に
む
し
ろ
多
く
取
材
し
た

（
近
来
俳
諮
風
鉢
抄
な
ど
参
照
）
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
い
ま
一
例
ひ
い

て
み
る
。
．

⑪
　
月
花
に
是
狼
語
の
ご
み
ほ
こ
り

．
．
〉
l
、
′
l
′
、
′
l
′
ヽ

春
督
一
石
九
斗
に
成
け
り
　
　
林
琵
（
近
来
俳
訝
風
駄
抄
）
－

．

．

．

．

1

．

、

．

．

、

′

．

．

．

′

1

．

1

′

1

．

／

　

ヽ

　

　

ヽ

　

′

、

′

l

′

l

′

l

く

く

′

、

′

、

′

、

′

、

′

、

′

．

．

′

、

′

、

～

－

㊥
　
月
み
れ
ば
連
吟
に
も
の
こ
そ
悲
し
け
れ
　
　
旨
恕
（
前
同
）

す
な
わ
ち
古
詩
、
古
歌
の
こ
と
ば
を
下
敷
に
し
、
か
つ
そ
の
古
典
的
リ
ズ
ム
を

も
利
か
せ
な
が
ら
、
巧
み
に
句
意
の
す
り
か
え
を
し
た
い
わ
ゆ
る
ク
も
じ
り
〃ヽ

で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
も
し
「
奉
賛
一
刻
価
千
金
」
あ
る
い
は
「
月
見
れ
ば
ち

ヽぢ
に
云
々
」
の
著
名
な
原
句
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の
付
合
や
発
句

の
存
在
価
値
は
ゼ
ロ
に
等
し
い
し
、
も
し
本
歌
を
知
ら
な
け
れ
ば
お
も
し
ろ
味



は
半
減
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
作
者
に
と
っ
て
も
読
者
に
と
っ
て
も
本
歌

あ
っ
て
の
こ
れ
ら
売
句
、
付
句
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
去
采
竺
一
己
い
方
に

な
ら
え
ば
「
そ
の
烹
に
す
が
」
っ
て
い
る
も
の
と
評
せ
よ
う
。

ヽ
．
ノ四（

こ
こ
で
再
び
侍
付
の
検
討
に
も
ど
ろ
う
。
『
去
来
抄
』
　
（
修
行
教
）
に
梯
付

の
例
句
と
し
て
あ
げ
る
次
の
付
合
は
署
名
で
あ
る
。

㊤
　
草
庵
に
暫
く
居
て
は
打
や
ぶ
り
　
芭
蕉

命
嬉
し
き
揮
発

細
面
拙
　
　
去
来

（
琵
、
元
墜
一
一
年
貢
興
行
三
吟
歌
仙
、
『
猿
芸
』
所
収
）
こ
れ
は
宍

は
最
初⑭

草
庵
に
暫
く
居
て
は
打
や
ぶ
り

和
歌
の
奥
儀
は
知
ら
ず
朕

と
去
来
が
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
芭
蕉
は
「
前
（
句
）
を
西
行
、
龍

田
の
境
界
と
見
た
る
は
よ
し
。
さ
れ
ど
直
に
西
行
と
付
ん
は
手
づ
ゝ
な
ら
ん
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

．

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

只
悌
に
て
付
べ
し
。
」
と
言
っ
て
ひ
き
直
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

去
来
は
前
句
の
一
所
不
住
の
道
心
者
の
性
行
を
西
行
と
み
て
、
頼
朝
に
謁
見
の

さ
い
和
歌
の
奥
儀
を
問
わ
れ
た
が
、
知
ら
ず
と
答
え
た
と
い
う
逸
話
に
拠
っ

て
、
西
行
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
何
句
に
は
め
こ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

点
で
、
去
来
が
戒
め
た
「
た
だ
詩
を
歌
を
発
句
に
直
し
た
る
ま
で
」
の
本
歌
ど

り
に
穎
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
芭
薫
は
こ
う
し
た
説
明
的
な
余
韻
に
乏
し
い

故
事
付
的
手
法
を
し
り
ぞ
け
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
芭
吾
の
改
作
句
に
し
て

も
、
そ
の
「
命
嬉
し
き
」
の
句
は
西
行
の
著
名
な
例
の
和
歌
の
一
節
「
命
な
り

け
り
件
雇
の
中
山
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
『
千
載
集
』
撰
進

の
う
わ
さ
を
聞
い
た
西
行
が
自
薦
の
歌
を
俊
成
の
も
と
へ
書
き
送
っ
た
と
い
う

故
事
に
発
相
芸
」
待
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
故
事
本
歌
の
穿

聖
を
す
る
こ
と
は
芭
蕉
の
本
管
だ
添
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
直
に
」
付
け
る
か
、

「
傍
に
て
」
付
け
る
か
と
い
う
、
　
付
け
方
を
問
題
に
し
て
の
改
作
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
読
者
の
心
に
連
想
作
用
を
は
た
ら
か
せ
る
余
地
の
な

い
あ
ら
わ
な
説
明
的
故
事
付
け
を
不
可
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
去
来

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

は
芭
蕉
に
よ
る
こ
の
改
作
句
を
「
斑
此
句
は
、
西
行
、
能
因
ご
と
き
の
人
の
面

影
と
申
候
。
」
ニ
別
引
書
ほ
し
と
説
明
し
て
い
る
。
同
様
に

⑯
　
　
稲
の
琵
延
び
の
カ
な
き
凪
　
　
　
珍
碩

発
心
の
初
め
に
越
ゆ
る
鈴
長
山
　
　
芭
蕉

（
註
、
元
頂
四
年
二
月
中
旬
興
行
歌
仙
、
『
猿
義
』
所
収
）

の
付
句
に
つ
い
て
も
去
来
は
　
「
此
は
実
は
西
行
を
お
も
ひ
よ
せ
た
る
句
に
て
　
l

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

候
。
西
行
行
脚
の
は
じ
め
東
田
へ
く
だ
り
、
鈴
厩
に
て
詠
歌
有
し
よ
し
故
事
」
　
4
3

（
同
前
書
闇
）
に
よ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
例
え
ば
・
　
　
　
　
l

⑯
　
　
稲
の
葬
延
び
の
カ
な
き
凪

行
脚
し

て
歌
よ
み
初
る
鈴
鹿
山

な
ど
と
し
な
い
で
、
「
発
心
の
初
め
に
越
ゆ
る
鈴
氏
山
」
と
お
ぼ
め
か
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
万
人
の
身
の
上
に
か
よ
ひ
、
し
か
も
西
行
の
面
影
っ
つ
り
申
侯
。
」

（
同
前
）
と
説
い
て
い
る
。

な
お
去
来
に
よ
れ
ば
佃
付
に
は
二
様
あ
る
と
し
て
「
惣
て
面
影
の
句
に
は
、

ヽ

先
（
づ
）
人
を
立
侯
て
、
そ
の
人
の
面
影
と
仕
儀
事
も
御
ざ
供
。
又
は
比
は
た

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

れ
ぞ
が
面
影
と
な
り
申
侠
句
も
甜
ざ
快
。
」
　
へ
同
前
L
と
説
い
て
い
る
。
㊤
㊤

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
例
は
そ
の
前
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
又
人
を
定
め
て
い
ふ
の
み
に

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

も
あ
ら
ず
。
」
　
〓
去
来
抄
）
と
も
説
く
後
者
の
例
と
し
て
去
来
は
次
の
付
合
を

あ
げ
．
る
。



㊥
　
発
心
の
初
め
に
越
ゆ
る
鈴
鹿
山
　
芭
喜

内
政
頭
か
と
呼
ぶ
声
は
た
れ
　
　
乙
州

こ
の
付
句
を
評
し
て
芭
蕉
は
「
い
か
さ
ま
、
誰
ぞ
が
梯
な
ら
ん
。
」
（
去
来
抄
）

と
い
っ
た
と
い
う
。
前
句
の
「
発
心
の
初
め
に
越
ゆ
る
鈴
長
山
」
は
「
実
は
西

行
を
お
も
ひ
よ
せ
た
る
句
」
で
あ
っ
た
が
、
「
万
人
の
身
の
上
に
か
よ
ひ
、
し

か
も
西
行
の
両
軍
っ
つ
り
申
候
」
よ
う
に
表
現
を
く
ふ
う
し
て
成
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
付
句
「
内
蔵
頭
か
と
呼
声
は
た
れ
」
は
、
も
は
や
特

定
の
人
物
や
故
事
に
拠
っ
て
発
恕
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
そ

の
人
の
面
影
」
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
っ
た
く
「
誰
ぞ
が
悌
」

と
い
う
は
か
な
い
の
で
あ
る
。
「
内
蔵
頭
」
と
い
う
名
も
、
発
心
を
し
て
行
脚

に
出
た
ば
か
り
の
前
句
の
人
物
が
、
ふ
と
行
き
ち
が
っ
た
人
か
ら
俗
名
で
呼
び

か
け
ら
れ
て
お
ど
ろ
き
、
芦
の
主
を
い
ぶ
か
る
と
い
う
場
面
も
、
も
と
も
と
虚

構
の
演
出
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
故
事
古
典
の
ど
こ
か
に
あ
り
そ
う
な
感
じ
を

あ
た
え
る
。
ま
た
そ
う
感
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
句
味
に
余
韻
あ
る
お
も
し
ろ
さ

を
加
え
る
。
後
世
の
も
の
で
あ
る
が
梅
人
の
『
七
名
人
体
付
合
要
録
』
　
（
天
的

三
年
刊
）
に
は
梯
付
を
次
の
例
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

㊤
　
　
夜
明
の
星
の
ま
た
一
つ
あ
る
　
　
安
考

御
供
に
常
陸
介
も
花
ご
⊥
ろ
　
　
　
芭
蕉

（
註
、
元
祓
五
年
二
月
上
旬
興
行
両
吟
歌
仙
、
『
百
噴
』
所
収
し

「
常
陸
介
は
句
作
也
。
余
情
は
大
和
記
門
の
宿
敵
覧
の
行
幸
と
も
、
文
男
山
の

御
幸
嬉
し
く
得
碍
た
る
と
も
知
べ
し
。
傍
は
是
と
極
り
た
る
に
も
あ
ら
ず
。

‘

か
ゝ
る
悌
も
と
恩
ひ
合
す
よ
し
と
ぞ
。
」
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
去
来
の
い
う
二
様
の
梯
付
の
う
ち
の
後
者
は
、
前
者
に
よ
っ
て
会

得
し
た
古
典
摂
政
の
心
法
を
生
か
し
て
、
逆
に
古
典
的
世
界
を
虚
構
す
る
と
い

う
、
い
わ
ば
餌
付
の
応
用
箆
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
、
も
は
や
特
定
の
故
事
や
古
典
作
品
と
の
問

に
理
知
的
き
づ
な
を
持
た
ず
、
そ
の
意
味
で
俳
譜
を
し
て
古
典
か
ら
解
放
し
自

立
し
う
る
道
を
開
い
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
貞
門
、
談
林
の
よ
う
に
故
事
古
典

を
た
ん
に
知
的
対
象
と
し
て
の
み
捕
ら
え
る
態
度
か
ら
は
、
悌
付
の
よ
う
な
技

法
侶
生
み
え
な
い
。
一
時
談
林
が
も
て
は
や
し
た
ク
ぬ
け
（
が
ら
）
〃
の
手
法

な
ど
も
梯
付
と
は
全
く
別
踵
の
も
の
で
透
る
。
（
8
）
安
堵
が
「
発
心
の
初
め
に

越
ゆ
る
鈴
鹿
山
」
の
付
合
を
〃
怒
〃
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
（
葛
の
松
原
、

元
緑
五
年
刊
）
　
こ
と
に
照
ら
し
て
も
、
い
わ
ば
匂
ひ
付
的
志
向
が
梯
付
の
古
典

摂
取
愚
民
に
も
鋤
い
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

貞
門
、
談
林
の
故
事
付
や
本
歌
取
り
は
、
故
事
古
典
の
世
界
や
言
裏
を
茶
化

し
な
が
ら
、
そ
の
実
古
典
に
す
が
り
．
俳
諸
自
身
の
存
在
理
由
と
価
値
を
古

典
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
と
い
う
皮
肉
な
構
造
を
も
っ
た
古
典
へ
依
存
）
主
義

で
あ
っ
た
と
評
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
っ
た
い
貞
門
、
談
林
の
俳
話
が
非
常
な

関
心
を
よ
せ
、
熱
心
に
取
材
に
努
め
興
じ
た
の
が
古
典
と
俳
言
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
言
わ
れ
る
ご
と
く
新
興
庶
民
の
伝
統
文
化
へ
の
強
い
関
心
と
、
他
方
当
代

生
活
風
俗
に
対
す
る
興
味
と
現
実
肯
定
の
感
情
と
に
発
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
そ
の
古
典
な
い
し
俗
語
の
利
用
態
筐
な
り
手
法
は
、
概
括
的
に
評
し

て
い
わ
ば
ク
詞
付
〃
的
あ
り
方
に
終
始
し
、
言
語
遊
戯
の
境
を
脱
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
点
、
一
見
自
由
奔
放
な
談
林
俳
謡
と
て
も
本
質
的
に
は

貞
門
と
同
じ
く
さ
り
に
つ
な
が
れ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

談
林
末
期
、
よ
う
や
く
語
曲
・
古
歌
、
物
語
な
ど
わ
が
国
古
典
の
パ
ロ
デ
ィ
ー

の
反
復
に
対
す
る
佑
怠
、
理
知
的
、
詞
付
的
古
典
利
用
の
マ
ン
ネ
＝
・
ズ
ム
が
、

先
ず
打
雛
を
迫
ら
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
日
本
古
典
を
漁
り
つ
く
し
て
飽
き
た

結
果
、
大
陸
異
国
の
古
典
に
目
新
し
い
素
材
を
束
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
し

ょ
せ
ん
一
時
の
が
れ
の
対
症
涙
法
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
延
宝
未
、
天
和
の

44



い
わ
ゆ
る
ク
導
詩
文
調
〃
流
行
の
中
に
は
、
談
林
的
寄
短
を
追
う
方
向
で
当
直

の
退
屈
を
救
お
う
と
す
る
志
向
に
発
し
た
も
の
が
な
お
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か

し
日
本
古
皿
ハ
で
あ
れ
中
国
の
そ
れ
で
あ
れ
、
要
す
る
に
パ
ロ
デ
ィ
ー
的
な
手
法

に
よ
る
古
典
利
用
の
筆
勢
と
そ
の
訝
詮
趣
味
を
ど
う
清
算
し
超
克
す
る
か
と
い

う
と
こ
ろ
に
、
よ
り
本
質
的
な
史
的
課
題
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
古

「

典
（
と
俳
言
）
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
、
を
問
い
直
す
こ
と
は
、
ク
俳
詔
〃
を

真
に
文
芸
的
に
自
立
さ
せ
る
道
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ヽ
、
ノ五（

と
こ
ろ
で
天
和
元
年
七
月
下
旬
興
行
の
　
『
次
京
』
　
は
、
「
当
流
の
開
基
」

（
不
猫
蛇
、
越
人
撰
）
と
か
「
是
よ
り
宗
因
流
か
は
れ
る
な
り
。
」
　
（
橋
守
、

荷
今
撰
）
と
か
、
つ
と
に
そ
の
歴
史
的
意
義
が
高
く
評
さ
れ
て
き
た
注
目
す
べ

ヽ
ヽ

き
作
品
で
あ
る
。
荷
今
は
そ
の
作
風
の
特
色
を
「
前
句
の
心
を
付
て
前
の
こ
と

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
付
ぬ
な
り
。
又
古
語
に
か
か
は
ら
ず
。
」
　
（
橋
守
）
と
評
し
て
い
る
。
じ
じ

つ
謂
付
を
は
じ
め
本
歌
本
説
な
ど
出
血
ハ
を
看
す
る
句
が
、
従
前
の
作
品
に
比
べ

て
急
由
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
、
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
（
1
0
）

そ
こ
で
以
後
の
芭
詩
文
調
流
行
期
を
経
過
す
る
な
か
で
、
談
林
的
故
事
付
、

本
歌
取
り
が
量
的
ま
た
質
的
に
ど
の
よ
う
な
変
貌
を
と
け
る
か
。
ま
た
地
方
傾

付
的
手
法
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
成
長
を
と
げ
る
か
、
作
品
に
つ
い
て
具
体
的

に
追
跡
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
余
裕
が
な
い
。
（
1
1
）

た
だ
蕉
門
に
お
け
る
欄
付
理
念
の
成
立
時
期
を
考
え
る
う
え
で
、
貞
享
三
年

一
月
興
行
の
『
初
懐
紙
』
百
覇
に
対
す
る
芭
蕉
の
稀
に
み
る
懇
切
な
評
語
（
た

だ
し
前
半
の
五
十
韻
の
み
）
は
き
わ
め
て
参
考
に
な
る
。
（
望
す
な
わ
ち

⑲
　
哲
子
咲
て
情
に
見
ゆ
る
椙
な
れ
や
　
択
風

賢
分
の
風
を
矢
箆
切
に
入
　
　
コ
京

右
の
付
合
に
つ
い
て
芭
斉
は
「
大
方
は
物
語
な
ど
の
体
を
や
つ
し
た
る
句
也
。

或
は
中
将
な
る
人
の
隠
す
ゑ
て
小
野
に
入
、
浮
世
を
見
何
た
る
な
ど
の
た
め
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

1

　

1

　

1

　

1

　

1

　

　

、

、

、

、

、

、

、

、

、

な
ら
ん
。
さ
れ
ど
も
其
故
事
皇
コ
宍
ふ
）
に
は
あ
ら
ず
。
其
余
情
の
こ
も
り
侍
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

を
意
味
と
す
べ
き
か
。
」
と
説
い
て
い
る
。
故
事
古
歌
の
利
用
に
さ
い
し
て
の

悌
付
的
芋
法
自
体
は
、
つ
と
に
違
歌
に
お
い
て
良
基
　
（
撃
慧
抄
）
　
以
来
説
か

れ
、
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
俳
詔
史
上
談
林
的
故
事
付
の
あ

り
方
を
、
こ
こ
に
き
っ
ぱ
り
と
超
克
し
え
た
芭
蕉
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

⑳
　
把
の
一
声
夕
日
を
月
に
改
め
て
　
文
鱗

の
句
は
、
「
「
動
酎
淋
し
き
把
の
一
声
」
と
長
境
の
詠
め
る
に
、
西
行
の
「
柴

の
戸
に
入
日
の
影
を
改
め
て
」
と
詠
る
月
を
取
合
せ
て
一
句
を
仕
立
た
る
也
。
」

と
解
説
し
な
が
ら
、
し
か
し
こ
の
句
は
　
「
長
境
を
本
歌
に
用
ゆ
る
に
は
あ
ら

ず
」
と
主
張
す
る
芭
蕉
で
あ
る
。
ま
た
「
惣
じ
て
句
々
折
々
、
古
歌
、
古
詩
等

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
言
琵
所
々
に
有
と
い
ヘ
ビ
も
、
し
ひ
て
名
句
に
す
が
り
た
る
に
も
あ
ら
す
侍

れ
ば
、
さ
の
み
こ
と
ぐ
・
し
く
不
レ
記
」
　
と
こ
と
わ
っ
て
も
い
る
。
い
わ
ゆ
る

本
歌
本
説
の
利
用
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
去
来
も
「
そ
の
歌

に
す
が
ら
ず
供
」
と
説
い
て
い
た
ご
と
く
、
古
典
に
対
し
て
主
体
的
態
度
の
堅

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
自
信
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
時
芭
薫
一
派
の
立
場
は
、
寓
古
的
、
事
大
主
義
的
に
本
歌
本
説
を
求
め
ひ

け
ら
か
す
の
で
も
な
け
れ
ば
、
古
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
1
と
い
う
知
的
遊
戯
を
こ
と

と
す
る
も
の
で
も
も
は
や
な
か
っ
た
。
芭
責
は
「
何
に
て
も
あ
た
る
を
幸
に
句

の
余
情
に
用
ゆ
る
事
、
先
短
な
り
。
」
と
も
説
い
て
い
る
。
す
で
に
余
情
付
と

も
い
う
べ
き
〃
心
付
〃
（
い
わ
ゆ
る
匂
ひ
付
）
（
1
3
）
へ
の
志
向
が
は
っ
き
り
と

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
意
図
の
も
と
に

故
事
古
歌
も
利
用
摂
取
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
さ
れ
ど
も
其
故
苧
竺
三
ふ
）
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に
は
あ
ら
ず
。
其
余
情
の
こ
も
り
l
侍
る
を
意
味
と
す
べ
き
か
。
」
と
説
い
た
ゆ

え
ん
で
あ
る
。
（
1
4
）
い
わ
ゆ
る
談
林
的
故
事
付
と
梯
付
と
の
差
違
は
、
発
憩
に

用
い
た
故
事
を
露
骨
に
言
い
表
わ
す
か
、
そ
れ
と
も
ほ
の
か
に
匂
わ
せ
る
か
と

い
う
表
現
技
法
上
の
差
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
根
本
的
に
は
対
古

典
態
度
す
な
わ
ち
故
事
古
典
か
ら
何
を
摂
駁
し
よ
う
と
し
た
か
、
の
違
い
に
発

す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
（
昭
壷
、
8
、
1
5
稿
）

注
1
叔
原
退
蔵
・
薫
風
の
付
合
諭
（
「
芭
蕉
研
究
一
」
昭
1
7
、
1
2
）
（
の
ち
改

題
し
て
『
俳
詔
精
神
の
探
究
』
所
収
）
、
尾
形
仇
・
付
合
の
方
法
（
「
解

釈
と
鑑
豊
」
　
昭
3
0
、
5
月
号
）
参
照
。

2
頻
尿
、
注
（
1
）
論
文
、
山
崎
喜
好
、
「
初
懐
紙
」
芭
蕉
白
註
の
確
実
性

〔
「
芭
蕉
研
究
一
」
）
、
鴨
勢
朝
次
、
『
運
句
芸
術
の
性
格
』
　
（
昭
1
8
、

8
）
等
が
憧
付
に
触
れ
て
比
較
的
く
わ
し
い
。
な
お
峯
村
文
人
氏
の
「
圃

重
と
面
影
」
　
（
小
樽
商
大
紀
要
、
昭
2
7
、
1
）
は
未
見
。

3
期
原
博
士
に
よ
り
学
良
著
『
付
句
十
四
駄
』
と
し
て
紹
介
、
翻
刻
さ
れ
た

も
の
。
輿
は
野
毅
の
著
と
す
べ
き
で
、
当
時
『
俳
詔
二
十
一
品
』
と
呼
ば
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
大
内
初
夫
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
「
氏

児
島
大
学
文
科
報
告
　
入
」
）

4
叔
原
、
山
崎
氏
と
も
に
、
梯
が
必
ず
し
も
故
事
に
よ
っ
た
も
の
に
限
る
も

の
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
む
し
ろ
注
意
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
じ
じ

つ
　
『
三
冊
子
』
に
も
た
ん
に
隠
者
や
風
狂
人
の
碩
な
り
と
す
る
付
合
例
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ま
は
そ
う
し
た
広
義
の
惰
付
に
つ
い
て
は
た
ち

入
ら
な
い
。

5
中
村
俊
足
、
良
門
俳
詔
の
諸
問
題
（
「
国
文
学
研
究
　
七
」
昭
2
7
、
1
0
）

等
参
照
。

．
6
今
栄
戒
、
議
題
調
俳
書
の
発
生
と
宗
因
（
『
俳
句
講
座
1
、
談
林
俳
詔

史
』
昭
3
4
、
7
）
、
拙
稿
、
宗
因
俳
詔
に
お
け
る
議
付
－
『
宗
因
千
句
』

に
つ
い
て
（
「
近
世
文
芸
稿
　
1
」
昭
3
4
、
1
2
）

7
田
崎
治
泰
、
矢
数
俳
詔
と
西
鶴
の
方
法
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
訳
、
4

月
号
）
、
乾
裕
幸
、
談
林
俳
誼
の
類
到
化
－
談
林
の
本
歌
本
説
振
り
ー

（
「
連
歌
俳
語
研
究
　
2
3
」
昭
3
7
、
7
）

．
3
官
本
三
郎
、
俳
論
史
（
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
　
十
、
近
世
」
3
1
頁
）

9
小
宮
空
陸
氏
は
体
を
移
、
響
、
位
な
ど
と
と
も
に
「
に
は
ひ
の
小
分
け
に

過
ぎ
な
い
。
」
と
し
、
「
歴
史
上
の
人
物
の
に
は
ひ
化
で
あ
る
。
」
と
説

明
し
て
お
ら
れ
る
。
（
『
俳
藷
大
辞
典
』
　
「
に
は
ひ
」
の
項
）

1
0
鳥
居
潜
、
次
韻
の
位
定
に
つ
い
て
（
「
連
歌
俳
諸
研
究
　
1
0
」
昭
3
0
、
1
0
）

‖
天
和
調
の
代
表
作
と
さ
れ
る
『
虚
粟
』
作
品
の
出
典
調
査
に
つ
い
て
は
赤

羽
学
氏
に
労
作
が
あ
る
（
『
み
な
し
粟
　
翻
刻
と
研
究
』
昭
3
6
、
1
）
。
し

か
し
や
は
り
過
預
期
の
作
品
と
し
て
、
談
林
的
な
故
事
、
本
歌
に
拠
る
も

の
と
、
必
ず
し
も
典
拠
さ
が
L
を
期
待
し
て
い
な
い
悌
付
的
な
も
の
と
の

新
旧
両
手
法
の
混
在
が
予
想
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
期
の
作
品
に
は

そ
う
し
た
見
地
か
ら
の
質
的
な
検
討
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

ほ
早
く
延
宝
八
年
の
『
田
舎
の
句
合
』
の
桃
青
評
の
な
か
に
「
梯
」
の
票
が

見
え
る
が
、
談
林
の
故
事
付
に
対
す
る
反
省
と
批
判
に
も
と
ず
く
付
合
理

念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
確
認
し
か
た
い
。

l
B
宮
本
三
郎
、
心
付
の
説
（
「
連
歌
俳
詣
研
究
　
4
」
昭
霊
、
2
）
参
照
。

ヽ

　

ヽ

1
4
山
崎
氏
は
、
初
懐
紙
評
謡
で
芭
薫
が
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
余
情
の
語
は

「
特
に
古
物
語
な
ど
と
違
憩
が
つ
な
が
り
さ
う
な
場
合
に
の
み
限
ら
れ
て

ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
「
所
謂
錦
と
酷
似
す
る
点
が
認
め
ら
れ

よ
う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
注
－
論
文
）
。

1
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新
居
浜
工
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高
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専
門
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