
蕉
風
俳
請
に
お
け
る
視
点
人
物
論
の
構
想

浜

森
　
　
太

”
序

薫
風
連
句
に
お
い
て
、
直
接
、
形
象
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
人
物
像
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
、
大
谷
篤
蔵
氏
の
論
考
「
蕉
風
連
句
に
お
け
る
人
間
」
　
（
注

l
）
貯
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
形
象
と
し
て
描
写
さ
れ
て

い
る
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
一
切
省
筆
し
て
、
私
は
、
主
と
し
て
対
象
把
捉
の

仕
方
に
よ
っ
て
間
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
作
中
人
物
（
視
点
人
物
）
　
の
実
態

と
方
瀧
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
描
写
は
、
対
象
を
見
て
い
る
人
物
が
、
あ
る
事
象
を
対

象
と
し
て
選
択
し
、
そ
れ
を
あ
る
角
度
か
ら
把
握
す
る
こ
と
な
し
に
は
成
立
し

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
仮
り
に
純
粋
に
対
象
の
み
を
描
写
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
も
、
対
象
の
選
択
の
仕
方
と
対
象
の
把
握
の
仕
方
と

の
二
点
で
、
対
象
を
見
て
い
る
人
物
が
間
接
的
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
純
化
す
れ
ば
、
対
象
を
描
写
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
、

対
象
を
見
て
い
る
人
物
を
描
写
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
言
う
対
象
を
見
て
い
る
人
物
は
、
か
な
ら
ず
L
も
作
者
で
は
な
い
。
作
者

が
、
自
分
の
目
で
見
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
描
こ
う
と
す
る
私
小
説
的
な
作
品

で
は
、
こ
の
対
象
を
見
て
い
る
人
物
は
作
者
自
身
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
．

作
品
に
登
場
す
る
各
人
の
視
点
か
ら
対
象
を
描
こ
う
と
す
る
多
元
視
点
の
場
合

は
、
対
象
を
見
て
い
る
人
物
と
作
者
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
特

に
後
者
の
場
合
、
対
象
の
見
方
が
、
そ
れ
を
見
て
い
る
作
中
人
物
の
個
性
を
表

現
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
作
者
と
は
別
の
あ
る
個
性
的

な
対
象
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
あ
る
個
性
的
な
作
中
人
物
（
視
点
人

物
）
を
造
型
す
る
方
法
も
、
近
代
小
説
で
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
薫
風
俳
詔
に
お
け
る
視
点
人
物
も
、
こ
れ
と
同
様
に
、
あ
る
個
性
的
な
対

象
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
造
型
さ
れ
て
い
る
作
中
人
物
で
あ
る
。

無
論
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
前
提
と
し
て
、
対
象
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
、

作
者
と
は
別
の
作
中
人
物
（
視
点
人
物
）
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
方
法
の
実
在

し
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
が
実
在
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
視
点
人
物
論
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
私
が
こ
こ
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
H
柄
の
中
心
も
、
こ
の
対

象
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
視
点
人
物
の
認
識
と
方
法
と
を
、
で
き

る
だ
け
現
象
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。

な
お
、
上
述
の
よ
う
な
主
試
走
識
に
従
え
ば
、
視
点
人
物
論
の
問
題
は
、
作

者
か
ら
の
作
品
世
界
の
自
立
（
作
者
と
対
象
を
見
て
い
る
人
物
と
の
分
離
）
　
の

問
題
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
虚
構
論
（
注
2
）
と
い
う
広
詭
な
問
題
を
含
ん
で

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
連
句
を
中
心
に
記
述
す
る
。

注
1
　
『
同
語
国
文
』
昭
和
三
十
四
年
五
月
号
所
収
。

注
2
　
い
わ
ゆ
る
虚
結
論
と
は
、
置
接
的
に
は
『
お
く
の
は
そ
道
』
を
め

ぐ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
虚
構
論
の
謁
で
あ
る
。
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視
点
人
物
の
認
識

例
え
ば
、
『
三
冊
子
』
　
（
赤
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
注
1
）
。

笹
の
葉
に
整
理
て
面
白
さ

頭
う
つ
な
と
門
の
書
付

是
一
旬
、
隠
者
の
悌
也
。
前
句
の
け
し
き
に
そ
の
所
を
寄
せ
、
句
意
新
し
み

有
り
。
（
傍
点
筆
者
。
以
下
略
）

こ
の
記
述
で
は
、
前
句
は
「
け
し
き
」
の
句
で
、
同
時
に
そ
こ
に
は
「
隠
者
の

悌
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
笹
の
葉
に
埋
ま
っ
て
い
る
竹
林
の

中
の
小
道
の
「
け
し
き
」
を
、
「
面
白
き
」
と
把
握
す
る
人
物
が
、
間
接
的
な

「
悌
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
付
句
で
は
、
「
前

句
の
け
し
き
に
そ
の
所
を
寄
せ
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
句
を
隠
者

の
住
む
草
庵
付
近
の
景
色
と
見
て
、
草
庵
の
入
口
の
さ
も
あ
る
べ
き
有
様
を
あ

し
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
悌
」
付
の
例
に
お
い
て

は
、
対
象
把
握
の
仕
方
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
人
物
が
、
充
分
意
識
さ
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
じ
く
『
三
冊
子
』
　
（
赤
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
バ

°

　

°

　

°

　

°

　

°

色
々
の
名
も
ま
ざ
ら
は
し
春
の
草

打
れ
て
て
ふ
の
目
を
兄
し
ぬ
る

°

　

°

　

°

　

°

　

°

．

．

°

．

．

．

此
脇
は
、
ま
ざ
ら
は
し
と
い
ふ
心
の
匂
に
、
し
き
り
に
て
ふ
の
散
み
だ
る
ゝ

様
お
も
ひ
入
て
、
気
色
を
付
た
る
句
也
。

こ
の
記
述
に
お
い
て
も
、
．
前
句
の
群
生
す
る
春
の
草
花
を
、
「
ま
ざ
ら
は

し
」
と
把
握
す
る
人
物
の
「
心
の
匂
」
が
、
そ
の
把
捉
の
仕
方
に
認
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
対
象
把
握
の
仕
方
か
ら
見
て
、
前
句
の
登
場
人
物
は
、
風
流
と
は
無

縁
の
人
物
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
人
物
の
当
然
の
行

動
と
し
て
、
付
句
の
蛙
を
追
払
う
場
面
が
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
付
句
は
、

前
句
の
人
物
の
　
「
心
の
匂
」
　
に
直
接
付
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
、

「
気
色
」
の
句
と
し
て
仕
立
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
句
の
人
物
の
　
「
心
の

匂
」
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
行
動
を
、
付
句
で
は
、
「
打
れ
て
」
と
い
う
受
身

の
蝶
の
姿
に
軽
く
あ
し
ら
っ
て
、
「
気
色
」
の
句
に
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
付
合
の
例
か
ら
見
て
も
、
対
象
把
捉
の
仕
方
が
、

作
中
人
物
の
「
心
の
匂
」
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

認
め
ら
れ
る
も
の
と
思
う
。
私
の
い
う
視
点
人
物
は
、
今
引
用
し
た
二
例
の
ど

と
く
、
実
は
、
従
来
か
ら
表
現
に
お
け
る
「
悌
」
や
「
匂
」
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

逆
に
、
こ
の
よ
う
な
「
悌
」
や
「
匂
」
の
例
句
に
の
み
、
私
の
い
う
視
点
人
物

の
認
識
が
窺
え
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
従
来
、
「
梯
」
や
「
匂
」
と
し
て

説
明
さ
れ
て
い
る
付
合
も
ま
た
、
視
点
人
物
の
一
部
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

視
点
人
物
の
方
法
か
ら
見
れ
ば
、
容
易
に
説
明
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

注
1
　
以
下
の
『
三
冊
子
』
引
用
は
、
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
巻
七
「
俳
論

．
篇
」
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

≡
　
視
点
人
物
の
方
法

（
従
来
、
客
親
的
な
描
写
と
さ
れ
て
い
る
句
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
視
点
人
物

の
認
識
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
北
枝
の
『
山
中
問
答
』
所
収
「
附
方

自
他
侍
」
の
記
述
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
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か
や
う
に
他
の
句
に
他
の
句
を
向
は
せ
て
附
る
時
は
、
見
て
居
る
人
は
別
に

有
て
、
二
句
と
も
に
見
え
て
作
る
と
知
る
べ
し
。
よ
く
7
＼
前
句
の
自
他
を

弁
べ
し
。

又
、只

に
み
た
る
ゝ
髪
の
赤
が
れ
　
　
　
　
　
　
撒
㌢
ヒ

是
は
其
人
の
あ
し
ら
ひ
也
。
通
も
物
買
ひ
の
日
に
て
は
附
か
ぬ
も
の
ゆ
へ
、

是
も
見
て
屠
る
人
は
別
に
有
と
知
る
べ
し
。

又
聖
霊
お
く
る
朝
は
世
話
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
自

足
は
、
物
質
ひ
を
見
て
い
る
人
の
白
の
句
也
。
是
を
白
む
か
ひ
と
い
ふ
。
此

外
附
か
た
な
し
。

こ
こ
に
い
う
「
自
」
　
「
仙
」
は
、
句
の
性
格
を
示
す
語
で
、
「
自
」
　
の
場
合

は
、
自
己
の
感
情
や
行
為
な
ど
の
表
現
さ
れ
た
主
と
し
て
一
人
称
的
発
想
の

句
、
「
他
」
の
場
倉
は
、
．
仙
人
の
感
情
や
行
為
な
ど
の
表
現
さ
れ
た
三
人
称
的

発
想
の
句
を
示
し
て
い
て
る
（
注
2
）
。

次
に
、
こ
の
記
述
に
は
、
「
他
」
の
句
に
付
け
る
三
つ
の
場
合
が
示
さ
れ
て

い
る
。
第
一
は
「
他
む
か
ひ
」
の
例
で
、
証
句
と
し
て
は
、

人
月
に
粒
子
抱
た
る
物
畏
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
他

脇
ひ
ら
も
見
ぬ
鍛
冶
が
勢
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
他

が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
句
「
物
H
ひ
」
の
「
他
」
の
句
に
対
し
て
、
同
一
場
面

に
居
る
別
人
「
鍛
冶
」
の
「
他
」
の
句
を
配
置
し
た
付
合
（
「
他
む
か
ひ
」
）

で
、
こ
の
場
合
の
視
点
は
、
「
見
て
居
る
人
は
別
に
有
て
、
二
句
と
も
に
見
え

て
作
る
と
知
る
べ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
句
の
登
場
人
物
「
物
質
ひ
」
と

付
句
の
登
場
人
物
「
鍛
冶
」
の
両
者
を
見
て
い
る
視
点
人
物
（
「
見
て
屠
る

人
」
）
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
、
無
論
、

こ
の
「
見
て
居
る
人
」
は
、
作
者
自
身
で
は
な
く
、
作
中
人
物
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
次
の
「
白
む
か
ひ
」
の
例
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

証
句
と
し
て
は
、

人
月
に
痙
子
抱
た
る
物
質
ひ

聖
霊
お
く
る
朝
は
世
話
し
き

が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
白
む
か
ひ
」
は
、
前
句
の
登
場
人
物
「
物
質
ひ
」

を
見
て
い
る
人
物
（
視
点
人
物
）
を
対
象
化
し
て
、
そ
の
見
て
い
る
人
物
の

「
自
」
の
句
を
付
け
た
も
の
で
、
「
是
は
物
質
ひ
を
見
て
居
る
人
の
白
の
句

也
。
こ
れ
を
白
む
か
ひ
と
い
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
場
合
は
、
前
句
の
登
場
人
物
の
「
あ
し
ら
ひ
」
の
例
で
、
証
句
は
、

人
月
に
粒
子
抱
た
る
物
賀
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
他

只
に
み
だ
る
、
髪
の
赤
が
れ
　
　
　
　
　
　
m
㌢
と

が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
句
の
「
物
H
ひ
」
の
姿
を
さ
ら
に
「
他
」
の
視
点
か

ら
補
足
し
た
付
合
で
、
「
是
は
其
人
の
あ
し
ら
ひ
也
。
通
も
物
貰
ひ
の
白
に
て

は
附
か
ぬ
も
の
ゆ
へ
、
是
も
見
て
い
る
人
は
別
に
有
と
知
る
べ
し
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
他
」
の
句
に
つ
け
る
「
弛
む
か
ひ
」
　
「
白
む
か

ひ
」
　
「
あ
し
ら
ひ
」
の
三
つ
の
方
法
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
「
見
て
居
る
人
」

（
視
点
人
物
）
を
配
慮
し
た
付
筋
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
明
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
他
」
の
句
一
般
に
見
ら
れ
る
「
見
て
い
る
人
」
は
、

作
者
自
身
で
は
な
く
、
作
中
人
物
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
一
人
称
的
発
想
の
「
自
」
の
句
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。
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命
な
り
け
り
洛
外
の
は
る
′
白
．

・
．
見
よ
が
し
に
桜
が
本
の
女
房
達
．
他

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

か
よ
う
に
白
の
句
に
白
の
句
と
附
た
る
時
は
、
其
白
の
句
の
人
に
見
せ
る
か

物
い
は
せ
る
か
聞
か
せ
る
か
し
て
、
斯
の
ど
と
く
別
に
人
を
出
す
べ
し
。

こ
の
記
述
は
、
「
自
」
の
句
が
二
句
連
続
し
て
い
る
場
合
の
三
旬
日
の
心
得
に

つ
い
て
記
し
た
も
の
で
、
三
旬
日
「
見
よ
が
し
に
」
の
句
で
は
、
新
ら
た
に
女

°
°
’
°
°
°
°
°
’
°
°

房
達
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
付
筋
は
、
「
某
日
の
句
の
人
に
見
せ
る
か

1
．
’
°
°
e
°
°
°
°
°
°
°
°
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

物
い
は
せ
る
か
開
か
せ
る
か
し
て
、
斯
の
ど
と
く
別
に
人
を
山
す
べ
L
L
と
説

明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
句
の
登
場
人
物
（
「
其
人
」
）
の
視
点
か
ら
準
え

ら
れ
た
光
景
と
し
て
仲
買
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「

自
」
の
句
の
認
識
か
ら
み
れ
ば
、
「
自
」
の
旬
に
表
現
さ
れ
て
い
る
一
人
称
的

発
想
も
、
作
者
と
は
区
別
さ
れ
た
作
中
の
登
場
人
物
（
「
共
人
」
）
の
発
思
と

し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
自
」

の
句
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
発
句
（
特
に
紀
行
文
中
の
）
の
解
釈
に
つ

い
て
も
、
別
の
理
論
が
考
冬
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
発
句
は
「
自

」
の
句
で
あ
り
、
ま
た
、
紀
行
文
の
主
人
公
は
、
実
際
の
作
者
と
は
区
別
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
（
後
述
）
。

以
上
′
北
枝
の
『
山
中
問
答
』
所
収
「
附
方
自
他
付
」
の
視
点
認
識
に
従
え

ば
、
「
自
」
の
句
と
「
他
」
の
句
と
は
、
と
も
に
作
者
白
身
の
視
点
と
は
明
確

に
区
別
さ
れ
、
「
其
人
」
（
登
場
人
物
）
の
視
点
と
、
「
見
て
居
る
人
」
（
視
点

人
物
）
の
視
点
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
先
に
も
述
べ

た
よ
う
に
、
一
般
に
、
文
学
作
品
に
お
け
る
視
点
認
識
が
問
題
と
な
る
の
は
、

あ
る
視
点
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
対
象
把
握
の
仕
方
が
、
作
中
人
物
の
個
性
を

表
現
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
漬
接
作
者
白
身
の
個
性
を
表
現
し
て
い
る
の
か

と
？
つ
問
題
、
言
い
か
え
る
と
、
作
者
か
ら
の
作
rU
圧
－
世
界
の
自
立
の
問
題
を
合

ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
「
附
方
自
他
伯
」
の
視
点
認
識
は
、
作
中
人

物
の
視
点
と
作
者
の
視
点
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
極

め
て
高
度
の
認
識
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
視
点
認
識

に
よ
っ
て
始
め
て
、
作
者
か
ら
の
作
品
世
界
の
自
立
が
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
。ち

な
み
に
言
え
ば
、
こ
の
『
山
中
問
答
』
所
収
「
附
方
自
他
侍
」
　
（
元
禄
五

年
成
立
）
以
前
の
蕉
門
の
作
法
書
『
連
歌
俳
訝
秘
訣
』
　
（
注
3
）
等
に
は
、

第
六
、
自
他
連
歌
心
持
の
事

物
佗
し
け
に
ひ
と
り
住
磨

此
句
陀
し
け
に
と
言
詞
他
の
句
也
我
身
よ
り
人
を
推
m
皿
し
た
る
也

右
付
句

哀
し
れ
夜
寒
の
頃
に
打
構

此
句
我
身
の
砥
打
に
成
（
候
）
　
へ
ハ
身
　
（
白
か
）
　
の
句
也
　
（
以
下
略
）

と
あ
り
、
こ
の
記
述
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
日
」
の
句
は
「
我
身
」
の
句
、

「
他
」
の
句
は
「
我
身
よ
り
人
を
推
接
し
た
る
」
句
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
貞
円
系
の
作
法
封
『
暁
画
集
』
（
芳
両
署
、
元
拉
十
三
年
刊
）
に
も
、

四
十
三
、
自
他
差
別
不
分
と
言
事

○
此
義
白
と
他
と
一
句
に
入
組
て
不
二
分
明
一
事
也

喩
ハ

へ
湯
の
み
た
や
早
乙
女
は
臼
に
て
ら
さ
れ
て

か
く
の
ご
と
く
の
類
也
へ
湯
の
み
た
や
と
云
ハ
身
に
あ
て
～
の
事
也
へ
臼
に

，

，

コ

レ

コ

ト

ハ

て
ら
る
1
早
乙
女
は
他
人
也
目
元
　
詞
自
他
打
ま
じ
る
に
よ
り
一
句
落
着
せ
ぬ

也
。
（
以
下
略
）

▼
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
両
賞
で
は
、
「
自
他
」
の
認
識
は
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
は
、
作
者
の
視
点
と
作
中
人
物
の
視
点
と
を
明
確
に
区
別
す
る
も
の
で
は
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な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
例
え
ば
、

紹
巴
の
『
連
歌
教
訓
』
の
、

一
、
上
旬
の
首
尾
（
の
事
）

挟
ぞ
さ
む
き
た
き
ゞ
こ
る
ひ
と

是
は
首
尾
あ
は
ぬ
句
也
、
挟
ぞ
寒
き
と
は
我
事
の
や
う
に
て
、
薪
こ
る
人

と
は
於
所
の
事
也
、
裸
や
寒
き
と
打
て
然
べ
し
、
（
岩
波
文
揮
『
連
歌
論

集
』
所
収
）

と
い
う
記
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
ど
と
く
、
連
歌
作
法
書
の
「
自
他
」
の
論
を
そ

の
ま
ま
踏
襲
し
た
認
識
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
見
解
と
比
較
し
た
場
合
、
『
山
中
問
答
』
所
収
「
附

方
自
他
侍
」
の
視
点
認
識
に
は
大
き
な
飛
躍
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
基
本
的
に

は
、
伝
統
的
な
「
自
他
」
の
論
を
発
展
的
に
継
承
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
・
で
あ

ろう。．

注
1
　
『
古
典
俳
文
学
大
系
1
0
』
所
収
本
文
に
よ
る
。

注
2
　
『
俳
訝
大
辞
典
』
　
「
自
他
」
の
項
参
照
。

往
3
　
本
書
は
、
明
治
廿
七
年
十
月
二
日
、
池
田
謙
吉
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た

和
装
本
（
二
冊
）
表
題
『
連
歌
俳
謂
秘
訣
』
　
（
員
等
四
年
の
芭
蕉
の
誓

詞
を
付
録
す
る
）
と
、
天
理
図
書
館
蔵
『
連
俳
税
訣
抄
』
　
（
元
禄
五
年

奥
書
）
と
を
校
合
（
天
理
本
を
底
本
と
す
る
）
し
て
引
用
し
た
。

）
四
　
視
点
人
物
の
実
態

先
に
引
用
し
七
『
山
中
問
答
』
所
収
「
附
方
自
他
愕
」
の
奥
に
、
北
枝
は
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

右
自
他
の
伝
は
、
三
年
の
工
夫
を
も
っ
て
善
治
に
見
せ
申
候
処
の
一
法
也
。

仮
初
に
他
見
を
赦
さ
ず
。
執
心
の
人
に
相
伝
ふ
べ
き
。
多
く
は
秘
す
べ
し
。

元
禄
五
年
春
、
烏
琵
台
北
杖

北
枝
は
、
元
禄
二
年
の
奥
羽
行
脚
中
に
芭
蕉
に
会
っ
て
以
後
、
芭
蕉
と
は
漬
接
的

な
交
渉
の
な
か
っ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
（
注
1
）
、
上
述
の
よ
う
な
視
点
認
識

が
、
北
枝
か
ら
芭
蕉
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
芭
斉
に

お
け
る
視
点
人
物
の
認
識
は
、
元
禄
二
年
以
後
の
こ
と
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
芭
蕉
の
連
句
作
品
を
視
点
人
物
論
の
立
場
か
ら
検
討

し
て
み
る
と
、
す
で
に
、
元
禄
元
年
に
は
そ
の
顕
著
な
例
が
見
出
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
逆
に
、
上
述
の
視
点
認
識
は
、
芭
薫
か
ら
北
枝
に
伝
え
ら
れ
た
と

も
、
た
ま
た
ま
両
者
の
見
解
が
一
致
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
仮
定
に
立
て
ば
、
芭
箱
…
に
お
け
る
視
点
人
物
の
目
先
は
、
元
禄
元
年
あ
る

い
は
そ
れ
以
前
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
当
面
、
元
禄
元
年
以
後
の
時
川
に
作
…
点
を
絞
り
、
特
に
視
点
人
物

が
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
芭
蕉
の
付
合
例
の
二
三
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
視
点
人
物
の
方
法
が
薫
風
連
句
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
問
題
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

掛
　
　
風
ひ
き
た
ま
ふ
こ
ゑ
の
う
つ
く
し
　
　
（
越
）
人

（
け
h
ソ
）

尉
　
手
も
つ
か
ず
昼
の
御
睦
も
す
べ
り
き
ぬ
　
（
芭
）
蕾

こ
こ
に
上
げ
た
例
は
、
元
禄
元
年
作
、
『
琉
野
』
所
収
「
脛
が
ね
も
」
の
巻

の
例
（
注
2
）
で
、
田
　
「
す
べ
り
き
ぬ
」
　
は
、
『
成
島
謂
』
　
所
収
本
文
に
は

「
す
べ
り
け
り
」
と
あ
る
。

ま
ず
、
周
の
「
風
ひ
き
た
ま
ふ
こ
ゑ
の
う
つ
く
し
」
で
は
、
登
場
人
物
は

「
た
ま
ふ
」
と
い
う
敬
意
表
現
の
受
手
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
栃
め
て
高
貴

な
女
君
か
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
こ
こ
に
は
、
敬
意
表
現
の
仕
手
（
視
点
人
物
）

が
「
た
ま
ふ
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
蘭
「
手
も
つ
か
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ず
界
面
御
瞳
も
す
べ
り
き
ぬ
」
と
い
う
芭
班
の
付
句
で
は
、
「
手
も
つ
か
ず
」

「
す
べ
り
き
ぬ
」
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
れ
が
、
前
句
の
女
君
の
視
点
か
ら
捉
え

ら
れ
た
表
現
で
は
な
く
、
前
句
の
軍
点
人
物
の
視
点
か
ら
捉
冬
ら
れ
た
表
現
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
視
点
人
物
は
、
高
貴
な
女
君
に

敬
意
を
表
現
す
べ
き
人
物
と
睾
え
れ
ば
、
女
君
に
仕
え
る
侍
女
と
み
る
の
が
適

当
で
、
こ
の
侍
女
の
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
手
も

つ
か
ず
」
　
「
す
べ
り
き
ぬ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
付
句
に

お
い
て
、
芭
蕉
は
、
前
句
の
視
点
人
物
を
充
分
配
慮
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。次

に
、
こ
の
付
合
に
み
ら
れ
る
視
点
人
物
の
性
格
に
つ
い
て
、
少
し
具
体
的

に
詮
索
し
て
み
る
と
、
以
下
の
折
柄
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
ず
、
前
句
由
で
は
「
風
ひ
き
た
ま
ふ
」
と
い
う
雅
俗
折
衷
の
訝
説
的
な
表

現
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
女
君
の
風
邪
気
味
な
様
子
さ
え
「
風
ひ
き
た

ま
ふ
」
と
把
握
し
て
し
ま
う
侍
女
の
気
持
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
付
句
と
の
関

係
か
ら
後
に
補
足
す
る
が
、
こ
の
ぎ
こ
ち
な
い
言
葉
遣
い
と
認
識
の
仕
方
か
ら

想
像
す
る
と
、
こ
の
侍
女
は
、
高
貴
な
女
性
の
生
活
を
見
る
租
会
に
恵
ま
れ
な

か
っ
た
町
家
出
身
の
、
し
か
も
、
軍
参
の
娘
で
あ
る
ら
し
く
、
風
邪
を
引
い
た

主
人
を
見
て
も
、
や
っ
ぱ
り
高
貴
な
人
は
、
風
邪
を
ひ
い
た
時
で
も
自
分
た
ち

と
は
ち
が
う
の
だ
な
ぁ
と
、
素
朴
に
感
心
し
て
い
る
。
そ
の
侍
女
の
心
持
を

巧
み
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
「
風
ひ
き
た
ま
ふ
こ
ゑ
の
う
つ
く
し
」
　
で
あ

る
。
そ
し
て
、
芭
蕉
の
何
句
蘭
で
も
、
こ
の
侍
女
の
気
持
を
巧
み
に
受
け
つ
い

だ
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

蘭
の
句
が
、
前
句
の
視
点
人
物
（
侍
女
）
の
視
点
か
ら
捉
冬
ら
れ
た
表
現
で

あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
芭
蕉
は
、
こ
こ
で
特
に
「
屋
の
御
瞳
」
を

取
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
屋
の
御
躊
」
は
、
・
多
分
に
元
禄
的
な
風

俗
で
、
昼
食
の
㌫
債
は
、
江
戸
時
代
に
労
働
の
激
し
い
下
層
階
級
か
ら
広
ま
っ

た
も
の
と
さ
れ
　
（
注
3
）
、
ま
た
、
昼
食
は
、
一
日
中
で
鼓
も
盛
大
な
食
事
時

で
あ
っ
た
（
注
4
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、

芭
蕉
は
、
前
句
の
侍
女
の
出
身
と
そ
れ
に
と
も
な
う
心
理
と
を
、
こ
の
「
昼
の

御
瞳
」
と
い
う
言
葉
で
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
物

語
め
い
た
女
君
と
そ
の
侍
女
に
と
っ
て
、
屈
食
は
無
縁
な
円
債
で
あ
る
が
、
町

家
出
身
の
し
か
も
新
参
の
侍
女
に
と
っ
て
は
、
一
日
の
中
で
、
R
最
も
期
待
で
き

る
食
事
が
こ
の
捕
食
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
こ
の
侍
女
は
、
自
分
の
敬
愛
す
る
女
君
の
身
を
案
じ
て
、
特
に
「
昼
の
御

瞳
」
を
m
意
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
意
外
に
も
、
女
君
は
そ
れ
に
手
を
つ
け

ず
、
御
臆
は
、
自
分
の
所
ま
で
静
か
に
下
っ
て
き
た
。
侍
女
は
、
そ
れ
を
見

て
、
「
猫
石
御
前
」
さ
え
和
利
上
が
り
に
な
ら
な
い
、
そ
れ
ほ
ど
重
い
病
状
で

あ
っ
た
の
か
と
、
自
分
の
物
差
で
病
状
を
計
っ
て
驚
き
、
か
つ
心
配
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
侍
女
の
心
配
を
、
謂
㌍
的
に
表
現
し
て
い
る
の
が
、
相
の
芭

蕉
の
付
合
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
付
合
に
お
い
て
、
芭
蕉
は
、
前
句
に
表
現
さ
れ
て
い
る

侍
女
（
視
点
人
物
）
　
の
性
格
と
心
理
を
、
充
分
意
識
し
て
い
た
も
の
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
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拇
　
片
隅
に
虫
歯
か
1
え
て
幕
の
月

内
　
　
二
階
の
客
は
た
1
れ
た
る
あ
き

こ
れ
は
、
元
禄
四
年
作
、
『
漬
菜
』
所
収
「
梅
若
菜
」
の
巻
の
例
で
、
五
旬

日
は
月
の
定
座
で
あ
る
。
ま
ず
的
の
「
片
隅
に
」
の
句
は
「
仙
」
の
句
で
あ
る

か
ら
、
当
然
、
視
点
人
物
の
想
定
さ
れ
る
句
柄
で
あ
る
。
ま
た
、
芭
蕉
の
付
句

関
で
も
「
た
～
れ
た
る
」
と
軽
い
敬
意
の
表
現
が
見
ら
れ
る
た
め
、
敬
意
表
現



の
仕
手
（
視
点
人
物
）
が
想
定
さ
れ
る
。
次
に
、
こ
の
両
句
に
共
通
す
る
視
点

人
物
は
、
田
で
は
、
月
の
定
座
で
あ
る
た
め
に
丹
精
あ
た
り
で
の
観
月
の
宴
が

想
像
さ
れ
、
ま
た
の
で
は
、
「
二
階
の
客
」
に
敬
意
を
表
現
す
べ
き
人
物
と
考

ヽ

え
れ
ば
、
舟
宿
の
女
中
と
考
え
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
一
応
、
こ

の
視
点
人
物
を
舟
宿
の
女
中
と
想
定
す
る
と
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

場
面
は
舟
宿
の
相
月
の
場
で
、
部
屋
の
片
隅
に
は
虫
歯
を
抱
え
て
う
ず
ま
く

る
よ
う
に
し
て
い
る
客
の
姿
が
あ
る
。
こ
の
様
子
で
は
、
酒
も
肴
も
喉
を
通
り

そ
う
に
な
い
。
そ
の
光
景
を
、
こ
の
視
点
人
物
は
、
何
か
怨
で
も
あ
る
か
の
よ

う
に
実
に
冷
く
即
物
的
に
「
虫
歯
か
～
え
て
」
と
捉
え
て
お
り
、
し
た
が
っ

て
、
客
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
視
点
人
物
の
女
中
は
、
随
分
素
気
な
い
女
性
、
あ

る
い
は
つ
れ
な
い
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
中
は
、
何
か
気
に
か
か
る
事

が
あ
る
ら
し
く
、
す
げ
な
い
素
振
で
客
を
あ
し
ら
い
、
内
心
で
は
、
早
く
帰
れ

ば
い
い
も
の
を
と
思
い
つ
つ
、
時
お
り
、
窓
の
方
を
見
て
い
る
。
外
に
は
「
幕

の
月
」
　
（
注
5
）
が
あ
り
、
随
分
時
が
過
ぎ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
女
中
の
心

理
の
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
国
の
旬
で
、
内
の
芭
蕉
の
付
合
で
は
、
特
に
「
た

ゝ
れ
七
る
」
と
い
う
敬
意
表
現
に
よ
っ
て
、
女
中
の
心
理
を
受
け
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
「
た
1
れ
た
る
」
と
い
う
「
二
階
の
客
」
に
対
す
る
女
中
の
敬
意

表
現
に
微
妙
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
、
女
中
の
落
着
か
な
い

原
因
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
女
中
は
、
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
例
の
人
が
来

て
い
る
の
で
、
自
分
の
客
に
は
つ
れ
な
い
素
振
で
早
く
帰
れ
ば
い
い
の
に
と
心

の
内
で
思
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
客
の
方
は
、
虫
歯
で
酒
も
肴
も
喉
を
通
ら

な
い
。
そ
れ
が
一
層
、
女
中
の
気
に
障
る
。
そ
し
て
、
や
っ
と
帰
っ
た
の
で
座

敷
を
出
て
み
た
け
れ
ど
、
二
階
の
座
敷
の
あ
の
人
は
、
と
っ
く
の
昔
に
席
を
立

っ
て
い
た
。
残
念
や
ら
怨
め
し
い
や
ら
、
と
も
か
く
、
恋
す
る
女
中
の
期
待
を

裏
切
ら
れ
た
時
の
心
理
が
、
「
た
～
れ
た
る
あ
き
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
「
た
1
れ
た
る
」
に
は
、
謂
諺
的
に
把
握
さ
れ
た
女
中
の
恋
の
想
い
が
畳

込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
十
九
）
　
乗
物
で
和
尚
は
孔
に
あ
る
か
る
1

（
三
十
）
　
　
た
て
こ
め
て
あ
る
遺
の
大
口

（
酒
）
堂

（
芭
）
蕉

こ
れ
は
′
元
禄
五
年
作
、
『
深
川
集
』
所
収
「
青
く
て
も
」
の
巻
の
例
で
、

こ
の
場
合
も
（
二
十
九
）
「
乗
物
で
」
の
句
に
は
、
「
あ
る
か
る
1
」
と
い
う
敬
意

表
現
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
尚
に
対
し
て
敬
意
を
表
明
す
る
仕
手

（
視
点
人
物
）
　
の
想
定
さ
れ
る
句
で
あ
る
。
ま
た
、
（
二
十
）
の
「
た
て
こ
め
て
あ

る
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
景
色
の
句
で
あ
る
か
ら
、
「
附
方
自
他
伯
」
の
分
類

に
従
え
ば
「
場
」
の
旬
柄
で
あ
る
。

ま
ず
、
（
二
十
九
）
の
句
で
は
、
和
尚
は
、
寺
院
の
建
立
か
修
復
の
た
め
に
集
め

た
寄
付
の
礼
に
廻
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
方
、
そ
れ
を
見
て
い
る

視
点
人
物
は
、
そ
の
乗
物
を
見
た
だ
け
で
、
「
あ
、
和
尚
だ
。
さ
て
は
ま
た
御

礼
廻
り
か
」
と
わ
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
立
場
の
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
和

尚
に
対
し
て
「
あ
る
か
る
～
」
と
敬
意
を
表
現
す
べ
き
立
場
の
人
物
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
小
身
の
持
家
の
主
人
な
ど
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
和
尚
は
、

そ
の
乗
物
を
見
た
だ
け
で
梧
家
の
者
に
は
、
「
あ
、
ま
た
か
」
と
わ
か
る
と
こ

ろ
を
み
る
と
、
度
々
御
礼
に
廻
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
逆
に
小
身
の
田
家
に
と
っ
て
は
、
寄
付
の
機
会
も
多
い
こ
と
に
な
る
。
仏

の
た
め
と
は
い
え
、
迷
惑
こ
の
上
な
い
事
態
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
時
に
、

和
尚
は
、
乗
物
を
使
っ
て
農
家
を
廻
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
乗
物
で
廻
っ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
や
ら
、
梧
家
の
総
て
の
家
を
廻
っ
て
い
る
の
で
は
な
さ

そ
う
で
あ
る
。
仮
に
、
寄
付
の
多
い
裕
福
な
稿
家
だ
け
を
廻
っ
て
い
る
と
み
れ
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ば
、
梧
家
サ
ー
ビ
ス
に
熱
心
な
和
尚
の
人
柄
も
窺
わ
れ
る
。
ま
た
一
方
で
は
、

寄
付
が
少
な
い
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
は
思
っ
て
み
て
も
、
や
は
り
納
得
で

き
な
い
の
が
貧
し
い
橋
家
の
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
い
愚
痴
が
出
た
り
、
あ

る
い
は
、
皮
肉
な
目
で
和
尚
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
、
庶
民

の
人
情
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
目
と
心
を
持
っ
た
視
点
人
物
だ
か

ら
こ
そ
、
世
俗
化
し
た
和
尚
の
態
度
を
、
「
乗
物
で
和
尚
は
礼
に
あ
る
か
る

ゝ
」
と
見
る
の
で
あ
る
。
「
乗
物
で
」
1
「
あ
る
か
る
～
」
と
は
、
皮
肉
の
利

い
た
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
あ
る
か
る
～
」
と
い
う
視
点
人
物

の
敬
意
に
は
、
そ
れ
と
は
裏
腹
な
皮
肉
な
人
物
批
評
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
謂
㌍
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
の
視
点
人
物
の
心
理

は
、
次
の
芭
蕉
の
付
句
で
も
充
分
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

（
‥
王
の
「
た
て
こ
め
て
あ
る
道
の
大
口
」
と
い
う
表
現
は
、
単
に
、
町
外
れ

の
寂
し
い
光
景
だ
け
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
句
の
視
点
に
注

目
す
れ
ば
、
そ
れ
が
、
前
句
の
和
尚
の
も
の
で
は
な
く
、
和
尚
を
少
々
皮
肉
な

目
で
み
る
視
点
人
物
（
檀
家
）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
容
易
に
気
づ
く
は
ず
で

あ
る
。
も
し
仮
に
、
和
尚
の
視
点
か
ら
捉
冬
ら
れ
た
光
日
射
で
あ
れ
ば
、
自
分
の

°

　

°

　

t

　

°

　

°

　

°

　

°

管
理
す
る
大
日
堂
の
尿
を
「
た
て
こ
め
て
あ
る
」
と
は
見
な
い
で
あ
ろ
う
。
町

外
れ
の
古
び
た
大
口
堂
の
扉
を
見
て
、
「
た
て
こ
め
て
あ
る
」
と
捉
え
て
し
ま

う
視
点
に
は
、
和
尚
を
皮
肉
な
日
で
見
る
前
句
の
小
身
の
梧
家
と
共
通
す
る
心

理
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
檀
家
サ
ー
ビ
ス
に
熱
心
な
一
方
で
、
遺
親
の

°

　

°

　

°

　

’

大
日
堂
の
尿
は
「
た
て
こ
め
」
た
ま
ま
最
近
で
は
手
入
れ
を
し
て
い
る
様
子
も

な
い
と
い
う
、
前
句
の
視
点
人
物
の
皮
肉
な
目
と
心
を
引
継
い
だ
表
現
な
の
で

あ
る
。
作
者
は
、
謂
㌍
的
に
把
握
さ
れ
た
前
句
の
皮
肉
な
視
点
人
物
の
物
の
見

方
を
引
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
を
軽
く
景
色
の
句
に
転
じ
て
い
る
。

以
上
、
元
禄
三
年
以
後
の
連
句
作
品
に
顕
在
化
す
る
視
点
人
物
の
例
か
ら
典

型
的
な
も
の
三
例
を
引
用
し
て
、
そ
の
実
際
に
つ
い
て
記
述
し
た
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
視
点
人
物
の
方
法
に
よ
っ
て
描
か

れ
て
い
る
の
は
、
多
く
は
、
市
井
の
庶
民
の
心
理
で
あ
り
、
作
者
は
、
庶
民
の

日
と
心
で
対
象
を
把
握
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
極
め
て
自
然
な
見
方
で
対
象
を
見
て
い
る
庶
民
を
、
視
点
人
物
と
し

て
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
描
く
こ
と
が
、
よ
り
深
い
意
味
で
の
訝
諺
に
な
っ
て
い

る
。
特
に
俳
詔
の
場
合
、
読
者
と
作
者
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
物
の
見
方
を
す

る
市
井
の
庶
民
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
評
語
は
、
作

中
の
視
点
人
物
だ
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
庶
民
に

向
け
ら
れ
た
訳
語
は
、
多
く
の
作
者
と
読
者
に
と
っ
て
、
両
刃
の
剣
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
読
者
に
も
作
者
に
も
跳
返
っ
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
庶
民
だ
か
ら

こ
そ
、
人
間
が
人
間
を
嘲
笑
す
る
と
き
に
、
「
そ
れ
で
は
、
お
ま
え
は
ど
う
な

の
か
」
と
反
間
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
作
者
に
（
芭
蕉

に
）
、
そ
う
し
た
目
と
心
で
対
象
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
身
に
覚

え
の
あ
る
証
拠
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
反
間
に
よ
っ
て
、
作

者
と
読
者
と
が
共
有
し
て
い
る
庶
民
性
あ
る
い
は
日
常
性
は
、
詔
諺
の
光
に
晒

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
よ
り
深
い
意
味
で
の
謂
訳
を
支
え
て
い
る
の
が
、
こ

の
視
点
人
物
の
方
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仕
組
み
の
譜
譜
を
深
化
さ
せ
る
た
め

に
は
、
視
点
人
物
は
、
市
井
の
平
凡
な
生
活
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
薫
風
連
句
は
、
こ
の
視
点
人
物
の
方
法
に
よ
っ
て
何
を
達
成
し

た
の
か
、
と
い
う
最
初
の
設
問
に
立
ち
帰
っ
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
答
え
は
、
人

間
心
理
の
描
写
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
こ
れ
は
、
机
接
的
な
意
味
で
の
心

理
描
写
で
は
な
い
。
し
か
し
、
虚
実
論
を
応
用
し
て
言
え
ば
、
描
写
さ
れ
て
い

る
対
象
は
「
虚
」
で
あ
り
、
「
実
」
は
、
そ
の
対
象
把
捉
の
仕
方
に
よ
っ
て
表
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現
さ
れ
る
視
点
人
物
の
心
相
接
で
あ
る
。

注
1
　
『
俳
謂
大
辞
典
』
　
「
北
校
」
の
項
に
よ
る
。

注
2
　
以
下
、
用
例
の
引
用
は
、
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
　
「
連
句
篇
」
の
本
文
に

よ
る
。

注
3
　
「
元
禄
文
化
」
　
（
厚
田
伴
彦
著
、
岩
波
『
日
本
歴
史
近
世
3
』
所
収
）

及
び
『
図
説
日
本
庶
民
生
活
史
両
』
に
よ
る
。

注
4
　
『
近
櫻
風
俗
事
班
』
　
「
食
事
」
の
項
に
よ
る
。

注
5
　
「
幕
の
月
」
は
碁
方
の
月
。
『
炭
俵
≡
一
例
、
『
浣
望
衣
』
二
例
の
仙

『
俳
謂
中
庸
姿
』
　
（
延
宝
七
年
）
の
「
隙
入
て
大
臣
何
か
と
幕
の
月
」

「
幕
の
月
ま
た
せ
て
お
い
て
返
事
か
く
」
な
ど
の
例
か
ら
見
る
と
、
待

つ
時
の
長
さ
・
逸
る
心
の
意
味
で
使
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

）

五
　
飛
躍
の
契
機

′

－

1

ヽ

私
は
、
先
に
、
視
点
人
物
の
認
識
は
、
伝
統
的
な
「
自
他
」
説
の
発
展
的
継

承
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
飛
躍
の
契
機
と
な
っ

た
も
の
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

視
点
人
物
の
認
識
が
、
す
で
に
、
元
禄
元
年
作
、
『
境
野
』
所
収
「
雁
が
ね

も
」
の
巷
の
例
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
ま
た
、
北
杖
の
『
山
中

問
答
』
所
収
「
附
方
自
他
侍
」
の
視
点
認
識
は
、
元
禄
二
年
に
、
芭
蕉
と
の
会

談
を
契
桟
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
の
紀
行
文
『
お
く
の
は

そ
遺
』
に
は
、
能
に
お
け
る
脇
僧
の
視
点
か
ら
の
虚
構
意
識
が
顕
著
で
あ
る

（
注
1
）
。
し
た
が
っ
て
、
『
お
く
の
は
そ
遺
』
の
主
人
公
で
あ
る
脇
僧
は
、

私
の
い
う
視
点
人
物
の
方
法
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ

と
が
可
能
で
ぁ
る
。
し
か
し
、
紀
行
文
に
お
け
る
脇
僧
の
視
点
は
、
す
で
に
、

『
鹿
島
詔
』
　
（
貞
享
四
年
作
）
　
の
冒
頭
に
も
現
わ
れ
て
お
り
（
注
2
）
、
さ
ら

に
、
『
笈
の
小
文
』
所
収
「
旅
人
と
試
名
よ
ば
れ
ん
初
し
ぐ
れ
」
　
の
玉
院
に

も
、
「
は
や
こ
な
た
へ
と
い
ふ
露
の
、
む
ぐ
ら
の
宿
は
う
れ
た
く
と
も
、
袖
を

か
た
し
き
て
御
と
ま
り
あ
れ
や
た
び
人
」
　
（
謡
曲
『
梅
が
枝
』
の
詞
輩
）
と
い

う
前
書
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
一
夜
の
宿
を
乞
う
旅
の
僧
（
ワ
キ
）
に
対
す
る

破
屋
の
女
（
シ
テ
）
　
の
こ
と
ば
が
こ
の
前
書
の
部
分
で
、
作
者
は
、
そ
の
よ
う

な
能
舞
台
の
風
情
を
背
景
に
し
て
、
「
旅
人
と
我
名
よ
ば
れ
ん
」
と
、
脇
僧
の

名
乗
を
あ
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
紀
行
文
に
お
け
る
脇
憎
の
視
点
は
、
私

の
い
う
視
点
人
物
の
認
識
と
同
時
期
か
、
ま
た
は
、
少
々
そ
れ
に
先
立
つ
時
期

に
発
見
さ
れ
、
方
法
的
に
は
、
「
お
く
の
は
そ
遺
」
に
到
っ
て
完
成
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
連
句
に
お
け
る
視
点
人
物
の
実
態
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
の
方
法
自
体
が
、
著
し
く
浣
劇
的
な
視
点
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
紀
行
文
の
脇
僧
の
視
点
が
、
視
点
人
物
の
発
見
と
同

時
期
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
、
視
点
認
識
を
飛
祀

さ
せ
る
契
機
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
協
僧
を
視
点
人
物
と
見
れ
ば
、

両
者
と
も
に
、
作
晶
世
界
の
主
人
公
を
現
実
の
作
者
と
は
区
別
す
る
点
で
、
共

通
し
た
方
法
意
識
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

次
に
、
紀
行
文
の
主
人
公
の
脇
僧
が
、
作
者
と
は
別
の
視
点
人
物
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
発
句
解
釈
の
上
で
も
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
発
句
は
、
発
想
の
点
か
ら
言
え
ば
「
自
」
の
句
柄
で

あ
り
、
「
自
」
の
句
の
一
人
称
的
発
想
は
、
視
点
人
物
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
作

中
人
物
（
「
其
人
」
）
が
自
分
の
心
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
紀
行
文

の
主
人
公
も
視
点
人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
発
句
の

主
人
公
も
ま
た
、
作
者
自
身
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
発
句
の
独
立
と
い
う
俳
謂
史
的
な
問
題
も
あ
る
の
で
、
あ
ま
り
単
純
に
割

切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
発
句
の
主
人
公
が
作
者
自
身
で
あ
る
と
い
う
発
句
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解
釈
の
前
提
は
、
そ
こ
に
作
者
の
個
性
が
直
接
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る

た
め
に
、
解
釈
自
体
が
限
定
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
解
釈
の
多
様
性
を
否
定

す
る
結
果
に
な
り
が
ち
だ
が
、
視
点
人
物
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
作
者
自
身

と
発
句
の
主
人
公
と
は
区
別
さ
れ
る
た
め
、
か
な
り
多
様
な
解
釈
が
可
能
に
な

る
（
注
3
）
。
こ
れ
は
発
句
の
方
法
と
し
て
別
に
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
発
句
を
検
討
す
る
と
、
そ
こ
に
も
「
興
」
ず
る
主
人
公

の
橡
が
、
つ
ま
り
俳
詔
的
人
物
像
が
、
か
な
り
明
確
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

注
1
　
「
謡
曲
と
奥
の
細
道
」
安
藤
常
次
郎
氏
（
『
早
大
教
育
学
部
学
術
研
究

1
3
』
　
昭
和
3
9
年
所
収
）
・
尾
形
柏
氏
　
「
お
く
の
は
そ
遺
注
釈
五
」

（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
3
9
年
9
月
号
－
巴
頁
）
（
角
川
文
庫
『
新
訂
お

く
の
は
そ
道
』
解
釈
）
な
ど
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

注
2
　
弥
富
菅
一
は
か
著
『
野
ざ
ら
し
紀
行
・
成
島
詣
』
　
（
明
玄
書
房
、
昭
和

4
2
年
5
月
－
0
0
頁
）
参
照
。

注
3
、
「
発
句
の
主
人
公
は
誰
か
」
相
木
惚
二
（
『
解
釈
』
昭
和
4
7
年
6
月
号

所
収
）
は
、
こ
の
間
題
に
関
す
る
提
言
で
あ
る
。
私
は
、
視
点
人
物
論

の
立
場
か
ら
、
氏
の
提
言
に
賛
成
す
る
。

六
　
結
語

最
初
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
私
は
こ
れ
ま
で
、
薫
風
俳
謂
に
お
い
て
視

点
人
物
の
認
識
と
方
法
と
が
実
在
し
た
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ

の
た
め
に
、
方
法
と
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
と
の
関
り
方
・
方
法
と
個
性
と
の
関
り

方
な
ど
、
方
法
に
つ
い
て
記
述
す
る
際
に
当
然
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
柄
に
つ
い

て
は
、
一
応
、
除
外
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
発
生
史
的
な
拇
点

か
ら
の
整
H
に
つ
い
て
も
、
先
の
問
題
と
関
る
の
で
除
外
し
て
記
述
し
た
。

結
論
を
要
約
す
る
と
、
次
の
三
点
と
な
る
。

て
視
点
人
物
の
認
識
と
方
法
と
は
実
在
す
る
。

二
、
視
点
人
物
の
方
法
は
、
伝
統
的
な
「
自
他
」
説
の
発
展
的
継
承
と
し
て
理

解
さ
れ
、
そ
の
飛
躍
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
能
に
お
け
る
脇
僧
の
視
点

だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

三
、
従
来
、
「
匂
」
　
「
悌
」
な
ど
旬
の
余
情
を
中
心
と
し
た
感
覚
的
な
付
合
と

し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
付
筋
も
、
こ
の
視
点
人
物
の
方
法
か
ら
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
一
九
七
二
・
七
・
二
、
稿
了

1
－
広
島
大
学
大
学
院
学
生
・
博
士
課
程
　
－
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