
『
続
虚
栗
』
、
そ
の
人
間
の
磁
場
（
上
）

－
．
序

貞
辛
三
年
二
六
八
六
）
　
正
月
、
こ
の
年
二
十
六
歳
の
春
を
迎
え
た
江
戸
蕉

門
の
高
弟
宝
井
共
角
が
、
歳
旦
帳
を
発
行
し
て
正
式
に
一
門
を
率
い
た
（
櫻
井

武
次
郎
「
芭
蕉
年
譜
」
。
「
芭
蕉
必
携
』
　
（
学
燈
社
刊
）
）
。
李
白
を
気
取
り
、

放
胆
を
売
り
物
に
し
て
い
た
硬
派
の
具
角
が
、
後
に
、
江
戸
座
洒
落
風
の
元
祖

に
な
ろ
う
と
予
測
す
る
者
は
、
ま
だ
誰
も
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
虚
栗
』

（
其
角
編
・
天
和
三
年
刊
）
　
の
中
で
、

犬
引
て
と
う
ふ
狩
得
た
り
里
夜
興

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

朝
只
の
暁
花
も
る
犬
の
声
憎
し

な
ど
と
無
邪
気
に
騒
い
で
い
た
其
角
た
ち
も
、
貞
望
一
年
七
月
の
生
類
憐
み
の
令

や
八
月
六
日
の
浅
草
観
音
別
当
門
前
で
の
犬
殺
傷
事
件
、
さ
ら
に
翌
年
九
月
二
十

七
日
の
遊
仲
人
狩
り
へ
と
続
く
強
圧
的
な
統
治
政
策
の
前
に
、
そ
う
い
つ
ま
で

も
悪
童
で
い
る
事
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

貞
享
三
年
正
月
に
成
立
し
た
「
日
の
春
を
」
百
宙
は
、
宝
井
其
角
の
発
句

日
の
春
を
さ
す
が
に
鶴
の
あ
ゆ
み
哉

に
始
ま
り
、
文
鱗
の
脇
の
句

み
ぎ
ハ
に
高
さ
去
年
の
桐
の
実

濱
　
森
　
太
　
郎

へ
と
続
く
。
其
角
の
発
句
は
、
宗
匠
立
机
早
々
の
晴
が
ま
し
さ
を
鶴
の
優
美
な

足
さ
ば
き
に
重
ね
て
言
い
現
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
鱗
の
脇
の
句
は
、
そ
の

節
を
違
か
に
見
下
ろ
す
「
去
年
の
桐
の
実
」
を
点
描
し
て
、
新
旧
調
和
し
た
晴

や
か
な
新
時
代
の
到
来
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
蕉
門
の
新
し
い
時
代
、

こ
こ
に
、
芭
蕉
か
ら
其
角
へ
と
移
り
変
る
蕉
門
の
世
代
交
替
を
重
ね
合
わ
せ
れ

ば
、
こ
れ
は
、
芭
蕉
自
身
に
と
っ
て
も
か
な
り
意
味
深
長
な
発
言
だ
が
、
こ
れ
に

続
く
第
三
の
作
者
択
風
は
、

雪
村
の
柳
見
に
行
種
さ
し
て

と
付
け
て
、
意
味
深
長
な
挨
拶
の
一
場
を
軽
く
景
色
の
句
に
転
じ
て
い
る
。
以

下
、
コ
斎
・
芳
重
・
杉
風
・
仙
化
・
李
下
・
挙
自
・
朱
弦
・
蛇
足
・
千
里
・
芭

花
∵
執
筆
の
十
四
名
が
次
々
に
句
を
付
け
、
さ
ら
に
、
五
十
句
を
過
ぎ
る
あ
た

り
か
ら
、
揚
水
・
不
卜
・
千
春
・
峡
水
の
四
人
が
新
た
に
加
わ
り
、
盛
大
な
句

会
に
終
始
し
た
。

集
ま
っ
た
連
衆
の
中
で
は
、
特
に
頂
風
・
文
鱗
と
其
角
と
の
交
友
が
親
密
で
、

す
で
に
貞
享
三
年
五
月
三
日
、
其
角
と
択
風
と
は
連
立
っ
て
箱
根
の
木
質
温
泉

に
あ
る
文
鱗
の
旅
亭
を
訪
ね
て
歓
談
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
時
の
旅
の
経
緯

を
記
し
た
其
角
の
『
新
山
家
』
の
原
稿
は
、
文
鱗
が
校
閲
し
、
蚊
足
が
筆
記
す

る
体
裁
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
知
友
た
ち
が
、
こ
の
新
年
の
句
会
の
主
催
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者
で
も
あ
っ
た
。
宝
井
其
角
の
宗
匠
立
机
と
相
前
後
し
て
、
彼
を
中
心
と
し
た

新
し
い
人
脈
が
急
速
に
形
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

貞
享
二
年
（
〓
ハ
八
五
）
四
月
末
、
宝
井
其
角
の
箱
根
行
き
と
前
後
し
て
江

戸
に
帰
着
し
た
松
尾
芭
蕉
が
、
そ
の
事
態
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
た
か
は
知
る
よ

し
も
な
い
。
だ
が
、
約
九
箇
月
に
及
ぶ
吟
行
の
末
に
や
っ
と
帰
り
つ
い
た
芭
蕉

を
迎
え
て
、
し
ば
し
活
気
づ
い
た
江
戸
蕉
門
の
人
々
か
ら
其
角
達
の
動
静
を
聞

く
の
に
、
そ
う
多
く
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
時
の
彼
の

心
中
を
正
確
に
捉
え
る
事
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
彼
の
心
中
が
決
し
て

穏
や
か
で
な
か
っ
た
事
は
、
容
易
に
推
察
す
る
事
が
で
き
る
。

貞
享
二
年
の
師
走
に
は
、
次
の
よ
う
な
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

月
白
き
師
走
は
子
路
が
寝
党
哉

こ
の
師
走
の
月
は
」
た
と
え
ば
、
「
世
の
人
の
す
さ
ま
じ
き
こ
と
に
い
ふ
な
る

師
走
の
月
夜
」
　
（
源
氏
、
総
角
）
　
と
い
う
文
句
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
世
の
人

．

r

・

一

1

の
す
さ
ま
じ
き
心
の
象
徴
で
あ
る
。
彼
は
、
や
は
り
ち
ょ
う
ど
一
年
前
、
名
古

屋
蕉
門
の
内
紛
に
直
面
し
て
、
内
心
の
不
快
を
、

雪
と
雪
今
宵
師
走
の
名
月
欺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
笈
日
記
）

と
い
う
句
に
託
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
子
持
」
は
、
そ
の
す
さ
ま
じ
い
人
の
世

に
、
孔
子
の
＜
志
＞
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
切
り
刻
ま
れ
、
つ
い
に
塩
づ
け
肉

に
さ
れ
た
壮
士
で
あ
る
。
其
角
の
独
立
と
相
前
後
し
て
、
芭
蕉
は
、
そ
の
壮
士

の
世
俗
に
対
す
る
悲
憤
を
身
近
な
も
の
と
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
貞
草
三
年
春
、
や
は
り
越
後
高
田
か
ら
江
戸
に
帰
っ
た
服

部
嵐
雪
が
、
宝
井
其
角
の
宗
匠
立
机
を
機
に
芭
蕉
か
ら
の
独
立
を
企
て
、
『
成

辰
歳
旦
』
　
（
貞
享
五
年
刊
）
や
『
若
水
』
　
（
貞
事
五
年
刊
）
を
編
集
す
る
経
緯

を
考
え
て
も
、
や
は
り
、
こ
の
宝
井
其
角
の
独
立
が
投
げ
か
け
た
波
紋
は
大
き

か
っ
た
と
見
て
よ
い
。

そ
う
い
う
時
流
の
中
で
、
芭
蕉
∵
其
角
・
嵐
雪
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ

う
な
人
間
の
拉
場
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
か
。
私
は
、
『
浣
虚
実
』
　
（
宝
井
其
角

編
、
貞
享
四
年
十
一
月
刊
）
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
、
『
続
虚
栗
』
の
企
画

江
戸
蕉
門
の
鬼
才
宝
井
其
角
が
、
宗
匠
立
机
を
機
に
ど
の
よ
う
な
新
風
を
打

ち
出
す
の
か
、
彼
の
人
柄
を
知
る
周
囲
の
俳
語
師
た
ち
は
、
多
大
の
興
味
を
持

っ
て
、
其
角
の
動
静
を
眺
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
と
に
、
其
角
の
『
虚
粟
』
　
（

天
和
三
年
刊
）
　
の
風
狂
ぶ
り
が
一
世
を
風
靡
し
、
そ
れ
に
続
く
、
其
角
・
芭
蕉

の
上
方
吟
行
が
そ
の
実
践
篇
と
し
て
喝
采
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
後
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
周
囲
の
俳
譜
師
た
ち
の
期
待
も
ひ
と
し
お
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

時
代
は
、
明
ら
か
に
動
い
て
い
た
。
徳
川
綱
吉
の
新
し
い
治
政
が
、
文
学
に
お

い
て
も
生
活
に
お
い
て
も
新
し
い
対
応
を
求
め
て
い
た
。
も
は
や
、
談
林
風
の

支
離
滅
裂
な
活
力
が
喜
ば
れ
る
時
代
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
替
る
何
か
が

明
瞭
に
見
え
て
い
る
時
代
で
も
な
い
。

そ
の
何
か
を
摸
索
す
る
新
鋭
の
其
角
に
と
っ
て
も
、
立
机
記
念
の
新
句
集
に
は
、

是
非
と
も
『
虚
実
』
を
凌
ぐ
に
足
る
漸
新
さ
が
必
要
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
其

角
一
人
の
意
気
込
み
で
そ
れ
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
其
角
の
構
想
に
忠
実

に
協
力
す
る
協
力
者
た
ち
の
力
添
え
が
是
非
と
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
江
戸
蕉
門
を
結
集
し
て
『
虚
栗
』
を
編
集
し
た
宝
井
其
角
は
、
そ
の

点
で
も
恵
ま
れ
て
い
た
。
江
戸
蕉
門
に
は
、
新
風
の
先
端
を
行
く
芭
蕉
が
居
り
、

そ
の
弟
子
の
嵐
雪
や
杉
風
が
居
た
。
其
角
の
周
辺
に
は
、
蛇
足
・
文
鱗
・
破
笠
・

棋
風
・
孤
屋
・
仙
化
・
挙
自
・
全
蜂
が
居
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
句
集
に

華
を
添
え
る
作
者
と
し
て
、
内
藤
露
清
が
ひ
か
え
て
い
た
。
宝
井
其
角
は
、
こ

れ
ら
の
協
力
者
た
ち
を
柱
と
す
る
事
で
、
新
進
宗
匠
と
し
て
の
自
己
の
力
鼻
を
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充
分
に
誇
る
事
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

一
方
、
貞
享
二
年
四
月
末
、
約
九
簡
月
に
及
ぶ
甲
子
吟
行
の
旅
程
を
終
え
て

江
戸
に
帰
着
し
た
松
尾
芭
蕉
も
、
や
は
り
、
新
風
へ
の
自
信
を
深
め
、
江
戸
で

よ

の
「
能
（
き
）
句
帳
」
　
（
貞
享
二
年
正
月
二
十
八
日
付
、
山
岸
半
残
宛
書
簡
し

の
出
現
を
望
ん
で
い
た
。

ま
た
、
つ
い
最
近
、
父
（
内
藤
風
虎
、
磐
城
内
藤
藩
主
、
貞
享
二
年
九
月
十

九
日
没
）
を
失
く
し
た
内
藤
露
清
も
、
父
の
百
か
日
を
過
ぎ
た
貞
軍
二
年
の
新

春
に
は
、
お
お
か
た
の
仏
事
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
。
か
く
し
て
こ
こ
に
、
『
続

虚
霞
企
画
の
期
が
熟
す
る
の
で
あ
そ

貞
享
三
年
正
月
、
其
角
の
歳
旦
帳
に
掲
載
さ
れ
た
向
井
去
来
の
発
句

元
日
や
家
に
ゆ
づ
h
ソ
の
太
刀
帯
ン

が
、
『
浣
虚
実
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
貞
事
三
年
春
、
鹿
島
話
を

試
み
た
岡
本
不
ト
の
句
が
、
『
蛙
合
』
　
（
貞
享
三
年
間
三
月
成
）
と
『
続
虚
栗
』

と
に
、
次
の
よ
う
に
分
載
さ
れ
て
い
る
。

マ

○
　
　
鹿
島
に
詣
侍
る
比
、
莫
問
の
継
は
し
に
て

わ
れ
て
こ
の
鹿
島
謡
の
句
稿
を
其
角
の
元
に
投
じ
、
そ
の
中
の
一
句
が
其
角
の

計
ら
い
で
『
蛙
合
』
の
「
番
外
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い

は
ま
た
、
『
続
虚
業
』
所
収
の
松
尾
芭
蕉
の
発
句
の
大
部
分
が
、
貞
軍
二
・
四
年

の
成
立
（
全
二
十
六
句
。
そ
の
内
、
貞
享
元
年
作
一
句
、
貞
享
二
年
作
、
一
句
）

で
あ
る
事
も
、
「
続
虚
粟
』
の
企
画
開
始
時
期
の
推
定
に
は
役
立
つ
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
か
ら
見
て
、
私
は
、
『
続
虚
栗
』
の
企
画
開
始
時
期
を
貞
享
三
年

春
の
頃
と
推
定
し
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
貞
享
三
年
春
、
『
続
虚
栗
』
編
集
の
中
心
に
居
た
宝
井
其
角
は
、

当
然
、
自
分
が
先
に
編
集
し
た
『
虚
実
』
を
凌
ぐ
に
足
る
華
や
か
な
句
集
を
望

ん
で
い
た
。
そ
の
彼
が
、
貞
享
三
年
春
の
段
階
で
思
い
描
い
て
い
た
『
続
虚
栗
』

継
橋
の
案
内
顔
也
飛
蛙

不
卜

（
『
蛙
合
』
）

○
　
　
同
満
と
か
し
ま
に
請
け
る
比
、
海
の
日
の

波
を
離
出
る
に
「
武
蔵
野
の
月
と
い
づ
れ

か
さ
き
に
せ
ん
」
と
い
ひ
て

松
陰
や
旭
見
に
行
春
の
海

（
〓
侃
虚
栗
』
）

石
田
末
得
門
の
関
本
不
ト
が
、
蕉
門
の
『
蛙
合
』
の
催
の
た
め
に
、
わ
ざ
わ

ざ
遠
出
し
て
句
を
作
り
、
そ
れ
を
投
じ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
す
で
に
「
日
の

春
を
」
百
紐
に
名
を
連
ね
て
い
る
不
ト
は
、
貞
享
三
年
春
、
恐
ら
く
其
角
に
乞

と
、
そ
れ
か
ら
約
二
年
後
に
完
成
し
た
現
実
の
「
浣
虚
実
』
と
が
ど
の
程
度
重

な
り
合
う
も
の
か
、
そ
れ
を
正
確
に
測
定
す
る
手
だ
て
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
、
貞
享
四
年
夏
に
起
っ
た
其
角
の
母
の
死
や
、
貞
享
四
年
冬
の
芭
蕉
の

再
度
の
上
方
吟
行
は
、
さ
す
が
の
具
角
の
予
定
表
に
も
無
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
追
善
の
発
句
群
や
送
別
の
発
句
群
は
除
外
し

て
よ
い
。
と
す
る
と
、
後
に
残
る
の
は
、
か
な
り
平
凡
な
四
季
句
集
の
よ
う
に

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
四
季
の
句
の
中
に
、
吟
行
の
句
が
多
数

含
ま
れ
て
い
る
事
を
見
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
春
の
部
」
の
冒
頭

か
ら
拾
え
ば
、
次
の
ご
と
く
延
々
と
吟
行
の
句
が
続
く
の
で
あ
る
。

①
　
遊
大
音
寺
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梅
が
番
や
乞
食
の
家
も
の
ぞ
か
る
1

②

　

春

行

昼
の
錨
笛
木
さ
ゆ
る
霞
栽

③
　
同
所
と
か
し
ま
に
詣
け
る
比
、

海
の
日
の
波
を
離
出
る
に



「
武
蔵
野
の
月
と
い
づ
れ
か

さ
き
に
せ
ん
」
と
い
ひ
て
、

松
陰
や
旭
見
に
行
春
の
海

海
雲
よ
る
苫
屋
に
近
き
朝
日
哉

浦
お
し
や
鵜
の
羽
に
曇
る
春
日
影

か
と
り

巣
の
た
め
か
幣
く
は
へ
行
村
雀

い
た
こ

板
久
の
一
夜
う
き
名
に
も

あ
ら
ね
ば

胱
月
い
た
こ
も
拾
ぬ
惰
か
な

中
山
の
塔
を
見
や
り
て

広
さ
野
の
塔
み
よ
と
て
や
舞
ふ
ひ
ば
り

宿
か
ら
ん
真
昼
を
お
ろ
す
諸
ひ
ば
り

旅
行
　
こ
ゝ
ろ
よ
き
水
に

不
卜

映
水

扇
彗

峡
水

皐
を
撫
て

の
ど
け
L
や
喝
の
飛
込
翼
か
ゞ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
半
残

さ
ら
に
「
秋
の
部
」
を
開
い
て
も
、
や
は
り
延
々
と
吟
行
の
句
が
続
き
、
そ

れ
に
つ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
四
季
」
は
、
旅
人
の
眼
差
し
の
中
の
物
珍
ら
し
い

風
物
の
集
合
と
し
て
、
読
者
の
前
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
事
に
な
る
。
自
然
の
風

物
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
旅
人
の
眼
差
し
の
中
で
眺
め
直
す
と
い
う
こ
の
方
策
は
、

も
ち
ろ
ん
、
「
虚
栗
』
以
後
芭
蕉
や
其
角
の
辿
っ
た
心
の
軌
道
と
重
な
り
合
う

も
の
で
あ
る
。
新
し
い
「
四
季
」
の
発
見
、
そ
れ
が
深
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

蕉
門
の
人
々
を
・
甲
子
吟
行
に
お
け
る
芭
蕉
の
よ
う
に
生
き
て
呼
吸
す
る
生
命

体
と
し
て
の
天
地
自
然
の
発
見
へ
と
導
い
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う

可
能
性
を
学
ん
だ
吟
行
熱
が
、
江
戸
蕉
門
の
内
部
で
急
速
に
沸
騰
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

旅
の
か
た
ち
の
点
で
は
、
芭
舘
の
旅
が
「
行
脚
」
だ
っ
た
の
に
比
し
て
、
彼

ら
の
旅
が
お
お
む
ね
「
遊
山
」
だ
っ
た
点
で
大
き
く
喰
違
っ
て
は
い
た
が
、
い

ざ
「
旅
へ
」
と
い
う
旅
行
熱
に
違
い
は
無
か
っ
た
。
宝
井
其
角
は
、
恐
ら
く
そ

の
流
行
を
巧
み
に
捉
え
て
、
こ
れ
ま
で
と
か
く
「
旅
」
へ
の
憧
憬
を
語
る
に
止

ま
っ
て
い
た
江
戸
蕉
門
の
風
狂
心
を
、
一
挙
に
、
現
実
の
旅
の
空
に
向
か
っ
て

解
き
放
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
続
虚
粟
』
編
集
の
こ
の
大
綱
は
、
貞
蔓
二

年
春
の
時
点
で
も
恐
ら
く
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

三
、
『
蛙
合
』
の
試
み

と
こ
ろ
で
、
そ
の
貞
要
二
年
春
、
閏
三
月
某
日
、
江
戸
深
川
の
芭
蕉
庵
で
は
、

折
か
ら
『
蛙
合
』
の
合
評
会
が
催
さ
れ
て
い
た
。
同
年
間
三
月
十
日
付
、
向
井

去
来
宛
芭
蕉
書
簡
に
、
「
此
度
蛙
之
御
作
意
、
軍
元
に
而
云
尽
し
た
る
様
に
存

侯
処
・
又
々
珍
敷
御
さ
が
し
、
是
又
人
々
驚
人
中
侯
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見

る
と
、
去
来
が
京
都
か
ら
蛙
の
句
を
投
ず
る
よ
り
先
に
、
江
戸
蕉
門
の
内
部
で

す
で
に
蛙
の
句
が
募
集
さ
れ
て
い
た
事
に
な
る
。
去
来
は
、
そ
れ
を
伝
え
聞
い

て
、
わ
ざ
わ
さ
京
都
か
ら
、

ア
ゼ

一
畦
は
し
ば
し
鳴
や
む
蛙
我

の
一
句
を
『
蛙
合
』
に
投
じ
た
の
で
あ
る
。
『
蛇
合
』
の
合
評
会
は
、
こ
の
去

来
の
句
の
到
着
の
後
に
開
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
『
蛙
合
』
（
仙

マ
｛
ノ
ケ

化
編
）
の
冒
頭
に
「
何
と
な
く
設
た
る
に
、
四
と
な
り
六
と
な
り
て
、
一
巻
に

み
ち
ぬ
山
と
語
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
発
生
的
な
も
の
と
ば
か
り
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
、
こ
の
裏
の
後
に
、
「
か
み
に
た
ち
下
に
縫
く
の
品
・
を
の
く
あ
ら

そ
ふ
事
な
か
る
べ
L
U
と
わ
ざ
わ
ざ
断
る
気
の
使
い
よ
う
か
ら
見
て
、
こ
の
合

評
会
は
、
恐
ら
く
全
員
参
加
（
四
十
一
畳
の
「
衆
議
判
」
で
も
な
か
っ
た
だ
ろ
、
l
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た
と
え
ば
、
こ
の
会
席
に
確
実
に
欠
席
し
て
い
た
は
ず
の
向
井
去
来
の
発
句

コ

マ

ヤ

カ

　

　

　

ア

に
対
す
る
評
語
は
、
「
右
田
畦
を
へ
だ
つ
る
作
意
正
也
。
閻
々
蛙
芦
な
ど
い
ふ

ヽ

　

ヽ

句
も
た
よ
り
あ
る
に
や
」
と
あ
っ
て
、
句
意
の
穿
髪
に
当
っ
て
は
、
判
者
の
推

測
を
明
瞭
な
疑
問
の
か
た
ち
で
保
留
し
て
い
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、
欠
席
の
た

め
に
自
句
の
真
意
を
釈
明
す
る
事
の
で
き
な
い
去
来
に
対
す
る
評
者
の
配
慮
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
句
意
の
穿
聖
の
際
の
こ
の
よ
う
な
判
断
保
留
を
手
懸
に
し
て
、
こ

の
合
評
会
へ
の
出
欠
を
推
測
す
る
と
、
四
番
左
「
翠
紅
」
・
五
番
右
「
去
来
」
・

九
番
右
「
友
水
」
・
十
番
右
「
棋
風
」
・
十
四
番
左
「
ち
り
」
・
十
五
番
左

「
橘
粟
」
・
十
六
番
右
「
か
し
く
」
・
十
七
番
左
「
宗
派
」
の
八
名
が
欠
席
に

あ
た
る
。
ち
な
み
に
、
『
蛙
合
』
に
お
け
る
こ
れ
ら
八
名
の
勝
敗
は
、
「
持
」

四
名
（
翠
紅
・
ち
り
・
橘
襲
・
宗
派
）
、
「
肪
」
三
名
（
去
来
・
頼
風
・
か
し

注
2

く
）
、
「
敗
」
一
名
（
水
友
）
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
、
た
だ
一
人
「
敗
」
と

な
っ
て
い
る
水
友
な
る
人
物
は
、
具
角
の
『
続
虚
栄
』
に
は
一
句
も
入
集
し
て

い
な
い
。
逆
に
・
「
勝
」
と
な
っ
て
い
る
去
来
は
十
五
句
、
棋
風
は
十
七
句
、

か
し
く
は
一
句
が
『
続
虚
栗
』
に
入
集
し
て
い
る
。

こ
の
『
蛙
合
』
の
勝
敗
に
、
編
者
の
批
評
眼
以
外
の
や
や
人
間
臭
い
配
慮
が

ヽ

　

ヽ

働
い
て
い
る
事
は
、
一
番
左
右
の
芭
蕉
と
仙
化
及
び
二
十
番
左
右
の
そ
ら
と
其

角
と
の
組
合
せ
に
勝
敗
の
表
示
が
な
い
事
に
よ
っ
て
も
辞
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
随
分
熱
心
な
催
し
に
ち
が
い
は
な
い
。
白
石
悌
三

氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
合
評
会
は
、
「
日
常
」
の
些
事
を
新
し
い
目
で
見
直
そ
う

t

一

り

J

と
す
る
江
戸
蕉
門
の
新
風
開
拓
運
動
の
一
環
だ
っ
た
事
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ

よ
り
も
も
っ
と
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
が
『
続
虚
栄
』
の
編
集
活
動
を
背
景
に

し
た
合
評
会
だ
っ
た
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
蛙
合
』
の
合
評
会
と
『
続
虚
実
』
の
編
集
活
動
と
の
関
係
は
、
合
評
会
に

参
加
し
た
四
十
一
名
の
作
者
た
ち
の
、
『
続
虚
実
」
へ
の
入
集
句
数
に
も
現
わ

れ
て
い
る
。
今
、
念
の
た
め
に
、
そ
れ
を
、
服
部
嵐
雪
の
編
集
し
た
『
其
袋
集
』

（
元
昼
二
年
序
）
へ
の
入
集
句
数
と
対
比
し
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ユ

▲

全
章

10；9 ！8 7 6 5 ！4 3 ：2 ！1
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方
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続
虚
粟

入
集

句
集

0 28 1 0 0 0 0 i l 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 4 0 3
其
袋

35

栗
』
に
比
べ
。
で
舟
隙
に
少
な
い
作
者
を
示
す
。
　
か
入
儀
し
て
い
な
い
人

▲
印
は
、

『
其
袋
』
へ
の
入
集
句
数
が
『
続
虚
　
※
各
句
集
に
一
句
以
下
し

比
べ
て
大
幅
に
少
な
い
作
者
を
示
す
。
　
か
入
集
し
て
い
な
い
人

名
に
（
　
）
を
つ
け
た
。



其
角
の
F
続
虚
実
』
は
、
総
句
数
七
百
十
四
句
、
作
者
数
百
十
三
人
。
風
雪

の
『
其
袋
集
』
は
、
総
句
数
九
百
八
十
七
句
、
作
者
数
百
九
十
四
名
。
一
人
あ

た
h
ソ
の
平
均
入
集
句
数
は
、
「
続
虚
栗
』
が
六
句
、
『
其
袋
集
』
が
五
句
で
あ

る
。考

察
を
単
純
に
す
る
た
め
、
一
応
、
各
句
集
に
一
句
し
か
入
集
し
て
い
な
い

作
者
を
（
　
）
で
囲
ん
で
み
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
編
集
の
義
理
で
わ
ず
か
に
入

集
し
た
陣
笠
組
の
俳
人
達
を
除
外
し
て
考
え
る
事
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
改
め
て
残
り
の
人
々
を
眺
め
て
み
る
と
、
ま
ず
、
こ
の
『
吐
合
』
の
合
評

会
に
参
加
し
た
主
要
な
俳
人
達
の
内
、
芭
荏
∵
金
峰
・
風
雪
・
挙
自
・
仙
化
・
文
鱗
・

孤
屋
・
去
来
・
頼
風
・
破
笠
・
蚊
足
・
其
角
の
十
二
人
が
、
『
続
虚
粟
』
に
十

句
以
上
入
集
し
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
『
続
虚
栗
』
に
十
句
以
上
入
集

し
て
い
る
人
物
は
、
全
体
で
二
十
一
名
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
半
数
が
、
こ
の
『
蛙

合
』
の
合
評
会
に
参
加
し
て
い
た
事
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
人
物
は
、

こ
の
合
評
会
の
席
で
は
、
其
角
を
頭
目
と
し
て
お
お
む
ね
右
の
席
に
座
を
占
め

て
い
る
。

一
方
、
風
雪
の
『
其
袋
集
』
で
は
、
こ
の
『
蛙
合
』
の
合
評
会
に
参
加
し
た

芭
蕉
・
全
峰
・
仙
化
・
文
鱗
・
孤
屋
・
去
来
・
頼
風
・
破
笠
・
蚊
足
・
其
角
の

十
名
の
句
数
が
軒
並
み
大
幅
に
減
っ
て
い
る
。
目
立
っ
て
増
え
て
い
る
の
は
、

累
堂
・
琴
夙
・
風
雪
・
ト
宅
の
わ
ず
か
に
四
人
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ

ら
の
人
々
は
、
琴
風
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
江
戸
蕉
門
の
古
参
に
属
し
、
合
評
会

の
席
で
は
、
左
の
座
に
席
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
蛙
合
』
の
合
評
会
は
、

芭
蕉
を
筆
頭
に
素
堂
・
嵐
蘭
・
李
下
・
嵐
雪
・
挙
自
・
杉
風
・
ト
宅
と
い
っ
た

蕉
門
の
古
参
を
左
に
配
し
、
そ
れ
に
胸
を
借
り
る
か
た
ち
で
、
右
方
に
其
角
を

筆
頭
に
し
た
『
続
虚
粟
』
の
面
々
が
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

「
蛙
合
』
の
合
評
会
と
『
続
虚
栗
』
と
の
関
連
を
裏
付
け
る
だ
ろ
う
。
こ
の
背

菜
に
、
江
戸
蕉
門
の
古
参
に
対
す
る
宝
井
其
角
の
特
別
な
配
慮
が
あ
る
事
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
も
し
、
『
続
虚
粟
』
の
編
集
作
業
が
闇
調
だ
っ
た
な
ら
、
こ

の
「
日
常
」
の
些
事
を
新
し
い
眼
で
見
直
そ
う
と
す
る
『
蛙
合
』
の
試
み
は
、

あ
る
い
は
、
『
続
虚
実
』
の
「
春
の
部
」
を
飾
る
も
う
一
つ
の
眉
目
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

四
、
芭
蕉
の
た
め
ら
い

だ
が
、
其
角
の
予
期
に
反
し
て
、
「
続
虚
栗
』
の
編
集
作
業
は
、
容
易
に
は
、

は
か
ど
ら
な
か
っ
た
。

第
一
、
芭
蕉
の
態
度
が
お
か
し
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
貞
享
三
年
春
、
「
旅
」

注
4

と
「
日
常
」
と
を
主
軸
と
し
て
『
続
虚
実
』
の
編
集
活
動
を
続
け
て
い
た
は
ず

の
宝
井
其
角
に
と
っ
て
、
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
収
め
ら
れ
た
松
尾
芭
蕉
の
発

句
は
、
当
然
「
続
虚
実
』
の
巻
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
眉
目
と
見
え
た
に
ち

が
い
な
い
。
其
角
自
身
も
ま
た
、
や
は
り
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
　
の
上
方
吟

行
中
の
句
を
「
続
虚
栗
』
に
か
な
り
多
く
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
　
勢
田
春
望

や
ま
さ
く
ら
身
を
拉
苛
の
捨
子
哉

炒
な
。
仁
和
寺

電
の
や
ど
り
木
な
り
し
さ
く
ら
哉

③
淀
舟
や
犬
も
こ
が
る
1
郭
公

④
　
僧
正
が
谷
（
五
元
集
、
前
書
）

佗
し
ら
に
員
ふ
く
僧
よ
か
ん
こ
烏

⑤
　
　
（
前
略
）
市
原
寺
に
て

虫
は
む
と
朽
木
の
小
町
干
れ
た
り

⑥
　
涼
出
る
日
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片
腕
は
み
や
こ
に
残
す
紅
葉
哉

⑦
か
っ
ち
り
て
御
簾
に
掃
る
1
植
栽

今
、
詞
吾
等
で
上
方
旅
行
中
の
作
と
推
定
で
き
る
も
の
だ
け
を
さ
っ
と
拾
い

上
げ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
多
い
。
だ
が
、
松
屋
芭
蕉
は
、
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

の
中
か
ら
、

よ
し
の
1
奥
に
一
夜
あ
か
し
て

砧
う
ち
て
わ
れ
に
聞
か
せ
よ
や
坊
が
妻

の
一
句
を
『
続
虚
栗
』
に
椚
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
平
凡
な
事
実
の
よ
う
だ
が
、

松
尾
芭
蕉
は
、
山
本
荷
今
の
『
鴫
野
』
に
は
『
笈
の
小
文
』
か
ら
十
四
句
を
贈

り
、
向
井
去
来
の
『
猿
責
』
に
は
『
奥
の
和
道
』
か
ら
九
句
を
肥
っ
て
い
る
。

だ
が
、
む
ろ
ん
、
芭
蕉
が
「
続
虚
業
』
の
編
集
に
協
力
し
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
芭
蕉
は
、
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
替
り
に
『
あ
つ
め
句
』
か
ら
十
句

『
鹿
島
詣
』
か
ら
二
句
を
取
り
、
そ
の
他
を
交
え
て
二
十
六
句
の
発
句
を
『
続

虚
柴
』
の
た
め
に
用
意
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
発
句
の
入
集
句
数
は
其

角
の
六
十
三
句
に
次
い
で
第
二
位
と
な
り
、
付
句
を
交
え
て
も
、
其
角
・
蚊
足

に
次
ぐ
第
三
位
の
位
置
を
占
め
る
事
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
、
実
は
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
。
『
あ
つ
め
句
』
か
ら

『
続
虚
業
』
へ
の
入
集
の
実
際
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
、
両
者
の
句
型
を
比
較

し
て
み
た
い
。

⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ⑦ ①

月 は 名　 雲 蓑 髪 ほ 永　 は は

あ

雪 つ 月　 お 虫 は と き　 ら な
と ゆ　じりかにむ我 蔓 ぞ月 のひふあく え ゝ 日　な の
の
さ

き　めけへくとく
や てるるも’さ

音つぐささ て
′‾一こ▼

ぎ も　か く

ば 重唱 にこりよの と’
め　 ひ をかれ風の

RRハ ’の戸

谷
彦疎2 呈i l’ さ　や

え　 も
も
か

つ

め
り 腐 降　 と侍所と ぐ　 と にし友かぼ 膏i づ　 の ね
11 に　け師あれにの 甜 こ侍達なそ り　に ハ
b ま　る走まノ1有は よるのしに さ た　 も あう

句捗 か　よのた ’てつ く　かげ住 月 ひら晒つ さへ
密 り　ろ八 いゝもゆ さ　たなわ 雨 がぶ ぱぬひか くの
憲I あ　こ日びそ空き いの　 へるび ハぞ り　ばず さか

る　びはなぎだ見 ら　な ほ　　 いゆて し 哉　 り か

月 初
雪

名　 雲 簑 髪 郭 永　 原 花

浣

虚

雪 月　 折 虫 は 許 き　中 の
と や　　　　　　 十 品悪く の　聴 え 日州や 空軍
の 幸（4） 音　 閑 て も魔物 議席
至、針 ＋ ＋ 莞 をの人 を 容 鳴をに fま
ば 夜揮 闘 顔（2 た訪も 上
り に　　　　　　　 日 に 管】 飛 らけつ 野
け 罷 ぞし ぬるか か

栗

i

55 有　　　　　 は よ 五 問妄 ひ比ず 浅
ノい　　　　　　　　 つ も　　 月 州 月 はが ば　 鳴 草

議 i 雪 す　　 見　一の 雨 し り　空っか
の が　 哉 ！

ら　　 l
庵 哉　 雀
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こ
れ
ら
十
句
の
表
記
を
ざ
っ
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
『
続
虚
栗
』
に
収
め
ら

れ
た
句
の
方
が
、
遥
か
に
整
理
さ
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

④
の
「
容
致
否
し
」
や
⑦
の
「
魔
ン
」
・
⑧
の
「
と
し
の
昏
」
な
ど
は
、
表
記

を
整
え
る
事
が
、
そ
の
ま
ま
句
の
意
味
を
深
化
し
た
り
、
句
の
読
み
を
正
確
に

し
た
り
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
①
の
「
な
き
ノ
1
止
や
⑥
の
「
休

む
る
」
は
、
言
葉
使
い
の
洗
練
を
感
じ
さ
せ
る
。
さ
ら
に
ま
た
詞
書
の
点
で
も
、

①
⑤
③
④
⑤
⑥
⑦
な
ど
、
r
続
虚
栗
』
の
方
が
格
段
に
整
理
さ
れ
、
凝
縮
さ

れ
て
い
る
。

雅
文
体
で
書
か
れ
た
『
あ
つ
め
句
』
の
表
記
が
必
然
的
に
仮
名
文
字
に
な
る

点
は
、
も
ち
ろ
ん
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
当
時

の
芭
蕉
の
責
蹟
類
に
は
、

①
花
の
雲
鏡
ほ
う
へ
の
か
あ
さ
く
さ
か
（
『
蕉
影
余
融
』
）

や
、②

な
が
き
日
も
剖
l
叫
尋
引
た
ら
ぬ
雲
雀
か
な
（
「
芭
蕉
の
筆
蹟
』
）

な
ど
、
『
あ
つ
め
句
』
と
『
浣
虚
実
」
と
の
中
間
の
表
記
を
と
ど
め
る
も
の
が
現
存

す
る
。
し
か
も
、
そ
の
裏
蹟
類
で
は
、
た
と
え
ば
、
②
の
「
さ
軍
つ
り
」
（

あ
つ
め
句
）
の
よ
う
に
う
か
つ
に
混
同
し
が
ち
な
文
字
が
、
「
さ
へ
づ
り
」

の
か
た
ち
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
に
は
、
④
の
「
髪
は
え
て
」

の
例
の
よ
う
に
、

つ
ま
り
、
先
の
十
句
は
、
ま
ず
「
あ
つ
め
句
』
に
収
め
ら
れ
た
後
、
句
集
用
に

表
現
・
表
記
を
整
え
て
『
院
虚
栗
』
に
投
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
あ
つ
め
句
』
の
成
立
は
、
貞
享
四
年
秋
。
松
尾
芭
蕉
が
『
笈
の
小
文
』
の

旅
に
旅
立
つ
の
が
、
貞
事
四
年
の
十
一
月
。
し
た
が
っ
て
、
松
尾
芭
蕉
が
『
続

虚
栗
』
に
句
を
投
じ
た
時
期
は
、
貞
享
四
年
秋
以
後
十
一
月
ま
で
の
期
間
に
限

定
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
取
り
も
な
お
さ
ず
、
松
尾
芭
蕉
が
、
『
笈
の

小
文
』
の
旅
立
の
直
前
ま
で
、
「
続
虚
栗
』
へ
の
寄
稿
を
決
定
し
な
か
っ
た
事

を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

同
じ
事
は
、
『
鹿
島
謡
』
所
収
の
次
の
二
句
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

○
髪
は
え
て
容
顔
斉
し
さ
月
雨

笥
容
顔
青
し
五
月
あ
め

笥
容
顔
苔
し
五
月
雨

（
『
あ
つ
め
句
〇

（
『
蕉
影
余
韻
』
）

（
『
続
虚
実
』
）

⑦ 印

O　　　　CI　　　O 0　　　0　　　0

庇 r

寺　 寺　 て 萩　 萩　 は
に　 に　 ら 原　 原　 き
寝　 寝　 に ややや　 は
て　 て　 ね 山一ま－　 ら

のよのよ山や
いはいはのひ
ぬやぬや犬 と

島 ’

（ ど（ ど（よ
秋せ佐せ杉は l 謡

瓜 る藤ル風な 瓜　 藤　 風や
本　 本　 木る 木　 本　 本 ど
　）　　　　　　　）　　　　　　　　） ）　 ）　 ）せ

寺 萩

続

虚

に　 鹿 原
ね　 島 や
て　　 に
矧 誓 夜

は
や

な　 比 ど
る　 宿 せ

栗

l

月　 根 山
見　 本 の
哉　 寺 犬
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の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
訂
正
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、

『
あ
つ
め
句
』
の
句
型
と
『
続
虚
栗
』
の
句
型
と
の
前
後
関
係
を
問
題
に
す
る

な
ら
、
当
然
「
あ
つ
め
句
』
の
句
型
の
方
が
先
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

※
濁
点
、
筆
者

こ
の
両
者
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
『
腔
島
詣
』
の
場
合
は
、
推
敲
が
重
な
る

に
つ
れ
て
『
続
虚
栗
』
の
表
記
に
近
く
な
っ
て
い
る
事
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
『

続
虚
業
』
の
「
誠
が
ほ
」
　
（
②
）
と
い
う
表
記
は
、
や
や
異
例
だ
が
、
「
ま
こ



と
顔
」
と
省
く
と
、
も
っ
と
も
ら
し
い
顔
を
し
て
と
い
う
譜
譜
的
な
意
味
が
先

立
つ
の
を
警
戒
し
て
の
処
置
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
二
句
も

ま
た
、
『
鹿
島
詣
』
の
初
稿
本
（
杉
風
本
）
が
完
成
し
た
貞
事
四
年
八
月
か
ら
、

芭
蕉
が
『
笈
の
小
文
』
の
旅
に
出
発
す
る
貞
享
四
年
十
一
月
ま
で
の
約
三
ケ
月

の
問
に
、
『
綴
虚
粟
』
に
寄
稿
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
貞
亨

三
年
春
に
は
す
で
に
企
画
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
『
綴
虚
実
』
の
編
集
作
業
は
、

ず
る
ず
る
と
延
期
さ
れ
、
こ
の
貞
亨
四
年
の
晩
秋
（
ま
た
は
冬
）
　
の
芭
蕉
の
寄

稿
を
得
て
よ
う
や
く
そ
の
形
を
酔
え
た
事
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五
、
俳
譜
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
ち
の
顕
彰

新
進
宗
匠
と
し
て
『
続
虚
実
』
の
編
集
に
打
ち
込
ん
で
い
た
は
ず
の
宝
井
共

角
は
、
む
ろ
ん
、
芭
蕉
の
句
稿
の
遅
れ
を
喜
ん
だ
h
ソ
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

だ
が
、
明
敏
な
彼
は
、
松
尾
芭
蕉
が
何
故
そ
う
す
る
の
か
、
そ
の
見
当
は
つ
い

た
に
ち
が
い
な
い
。

貞
芋
二
年
正
月
二
十
八
日
、
松
尾
芭
蕉
は
、
伊
賀
上
野
の
旧
友
山
岸
半
技
に

よ
き

宛
て
て
「
（
ぷ
半
残
の
句
を
）
江
戸
へ
持
参
侯
而
、
能
句
帳
も
出
来
侯
は
ゞ
加

よ
し
ぎ

入
可
申
侯
」
と
語
っ
て
い
る
。
当
時
の
芭
蕉
は
、
江
戸
蕉
門
の
手
に
成
る
「
能

句
帳
」
の
出
現
を
期
待
し
、
ま
た
、
旅
先
で
の
話
題
に
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
事
実
、
『
続
虚
栗
』
に
は
、
山
岸
半
残
の
発
句
「
の
ど
け
L
や
酌
の
飛

込
贅
か
ゞ
み
」
が
一
句
だ
け
入
集
し
て
い
る
。

よ
き

だ
が
、
こ
の
『
続
虚
粟
』
が
、
松
尾
芭
蕉
の
目
に
「
佳
句
帳
」
と
映
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
す
で
に
机
上
正
孝
氏
の
指
摘
さ
れ
た
通
り
、
こ
の
『
続
虚
栗
』

注
5

に
は
、
か
な
り
復
古
的
で
か
つ
派
閥
的
な
要
素
が
混
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『
続
虚
栗
』
の
四
季
の
冒
頭
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
人
々
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

①
　
春
の
部

新
年
の
勧
慶
と
は
申
け
り
八
十
年

②
　
夏
の
部

夜
蹄
集
伏
見
西
岸
寺
の
地
蔵
に
ま
う
で
侍
り
て

本
尊
に
池
か
け
た
欺
ほ
と
1
ぎ
す

③
　
秋
の
部

日
も
く
れ
ぬ
は
や
舟
に
の
れ
男
七
夕

④
　
冬
の
部

釈
仕
口

旅
人
と
我
名
よ
ば
れ
ん
初
買
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

「
春
の
部
」
巻
頭
の
作
者
仕
口
は
、
伏
見
西
岸
寺
の
罪
三
代
住
職
で
、
延
宝

五
年
（
〓
ハ
七
七
）
、
内
藤
風
虎
が
主
催
し
た
『
六
百
番
発
句
合
』
に
は
、
北

村
季
吟
等
と
共
に
判
者
と
し
て
列
席
し
て
い
る
。
ま
た
↓
　
こ
の
『
六
百
番
発
句

合
』
に
は
、
北
村
季
吟
門
の
芭
蕉
も
、
や
は
り
風
虎
サ
ロ
ン
の
一
員
と
し
て
名

を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
、
芭
蕉
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
春
、
伏
見
西
岸

寺
に
任
口
を
訪
ね
て
「
我
き
ぬ
に
ふ
し
み
の
桃
の
雫
せ
よ
」
　
（
野
ざ
ら
し
紀
行
）

と
い
う
挨
拶
句
を
残
し
て
も
い
る
。
だ
が
、
任
口
は
、
翌
貞
享
三
年
四
月
、
八

十
一
歳
で
入
寂
し
て
し
ま
っ
た
（
『
俳
討
大
辞
典
』
「
任
□
」
　
（
岡
田
）
）
。

仕
口
の
発
句
に
云
う
「
新
年
の
御
慶
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
新
年
を
祝

ぅ
こ
と
ば
だ
が
、
「
新
年
に
言
薬
は
古
き
砲
慶
か
な
一
幽
」
　
（
小
町
踊
）
と

い
う
用
例
も
あ
る
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
古
め
か
し
す
ぎ
て
ユ
ー
モ
ラ
ス

に
響
く
言
葉
で
あ
る
。
そ
う
い
う
言
葉
を
よ
く
も
八
十
年
も
使
い
続
け
て
き
た

も
の
だ
と
、
任
口
は
、
お
お
ら
か
に
達
観
し
て
い
る
。

只
事
四
年
の
「
続
虚
栗
』
に
、
任
口
八
十
歳
の
春
を
記
念
す
る
こ
の
発
句
を

掲
載
す
る
責
に
は
、
当
然
、
任
口
追
悼
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

「
夏
の
部
」
冒
頭
の
伊
勢
村
意
朔
の
発
句
も
、
や
は
り
「
本
尊
カ
ケ
タ
カ
」
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と
鳴
く
ほ
と
ゝ
ぎ
す
の
鳴
声
を
お
お
っ
ぴ
ら
に
も
じ
っ
た
も
の
で
、
他
意
は
な

い
。
た
だ
し
、
「
伏
見
西
岸
寺
の
地
蔵
に
ま
う
で
侍
り
て
」
と
前
書
し
て
、
そ

の
西
岸
寺
の
住
敢
任
口
と
の
旧
交
を
明
示
し
、
さ
ら
に
句
の
頭
に
「
夜
鍋
集
」

（
寛
文
六
年
成
、
内
藤
風
虎
編
）
と
傍
書
し
て
、
内
藤
風
虎
と
の
交
友
を
も
暗

示
し
て
い
る
。

伊
勢
村
意
期
は
、
大
阪
季
吟
門
の
重
鎮
で
、
『
続
山
井
』
　
（
寛
文
七
年
刊
、

湖
春
編
）
・
『
蛙
井
集
』
　
（
寛
文
七
年
刊
、
山
口
清
勝
編
）
・
『
落
花
集
』
　
（

寛
文
十
一
年
刊
、
打
滝
以
仙
編
）
に
頻
繁
に
既
を
出
す
作
者
だ
が
、
こ
と
に
『

難
波
草
』
　
（
寛
文
十
一
年
刊
・
中
村
宜
久
・
井
口
如
貞
編
）
で
は
、
師
匠
の
北

注
6

村
季
吟
（
百
六
十
四
句
入
集
）
を
し
の
ぐ
二
百
十
五
句
の
入
集
を
み
て
い
る
。

一
方
、
「
秋
の
部
」
冒
頭
の
風
虎
は
、
江
戸
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
風
虎
サ
ロ

ン
の
主
催
者
内
藤
風
虎
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
貞
蔓
一
年
（
〓
ハ
八
五
）
九
月
十

九
日
に
没
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
風
虎
の
句
及
び
そ
の
句
集
の
名
を

『
続
虚
栗
』
に
掲
載
す
る
事
に
も
、
当
然
、
風
虎
顧
彰
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い

た
だ
ろ
う
。
京
（
伏
見
）
　
の
任
口
・
大
阪
の
意
朔
∴
江
戸
の
風
虎
、
彼
ら
の
句

が
各
々
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
大
ら
か
な
ユ
ー
モ
ア
の
時
代
を
生
き
た
俳
譜
の

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
ち
が
頂
彰
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
の
風
虎
サ
ロ
ン
と
『
続
虚
栗
』
の
編
者
た
ち
と
が
ど
の
よ
う
に
結
び

っ
く
の
か
は
不
明
だ
が
、
し
か
し
、
内
藤
風
虎
の
次
男
内
藤
霹
清
は
、
『
浣
虚

栗
』
に
十
五
句
入
簗
（
付
句
六
句
を
含
む
）
し
、
露
清
の
取
巻
き
で
あ
る
門
田
清

篠
は
十
句
（
付
句
六
）
、
昆
荷
二
十
一
句
（
付
句
十
九
）
、
活
蓬
八
句
、
清
荷

四
句
、
由
之
十
七
句
（
付
句
五
）
。
こ
の
事
実
は
、
内
藤
露
清
に
対
す
る
宝
井

其
角
の
並
々
な
ら
ぬ
配
慮
を
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六
、
嵐
雪
周
辺
の
作
者
た
ち
の
処
遇

と
こ
ろ
が
、
同
じ
蕉
門
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
服
部
風
雪
の
周
辺
は
、

は
っ
き
り
と
無
視
さ
れ
た
。
嵐
彗
自
身
の
入
集
句
数
こ
そ
二
十
四
句
（
内
、
付

句
十
一
句
）
を
数
え
る
が
、
た
と
え
ば
、
『
綴
虚
実
』
と
前
後
し
て
出
版
さ
れ

た
風
雪
の
『
つ
ち
の
え
辰
の
と
し
歳
旦
』
　
（
貞
亨
五
年
刊
）
と
「
若
水
』
　
（
貞

亨
五
年
刊
）
と
に
共
に
入
集
し
て
い
る
作
者
た
ち
が
、
『
続
虚
栗
』
に
そ
れ
ぞ

れ
何
句
入
集
し
た
か
を
見
れ
ば
よ
い
。
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序

嵐 友

e

野

馬

北 卜

宅下 家 葉 竹 ヨ 水 五 鰻

　（
3
－ヽノ

1 1 1 4　（

3

　）

1 1 1 1 2 1 1

　（
5
　）

　　（
1
　）

　（
3
　）

　（
3
　　）

　（
12
　）

　（
3
－ヽノ

　（
1
　）

　（
1
　）

　（
3
　）

　（
3
　）

　（
5
　）

　（
3
　）

6 0 0 0 24　　（

霊

2 0 0 0 22　（

12

　）

0 0

※
（
　
）
内
は
、
付
句
数
。

※
　
e
印
は
、
『
続
虚
栗
』
に
お
い
て
も
厚
遇
さ
れ
て
い
る

作
者
を
示
す
。

只
事
四
・
五
年
当
時
、
融
雪
の
周
辺
に
居
た
こ
れ
ら
二
十
八
名
の
作
者
た
ち

の
内
で
、
『
続
虚
粟
』
で
も
厚
く
処
遇
さ
れ
て
い
る
作
者
は
、
其
角
・
嵐
雪
の

両
人
を
除
け
ば
、
濁
子
・
如
泥
・
蚊
足
・
ト
干
・
野
馬
・
李
下
の
六
名
だ
が
、

こ
の
中
に
は
、
後
々
ま
で
嵐
雪
の
句
集
に
顔
を
出
す
人
物
は
一
人
も
含
ま
れ
て

い
な
い
。

ま
た
、
元
禄
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
嵐
雪
一
門
の
代
表
的
な
選
集
『
其
袋
集
』

に
十
句
以
上
入
集
し
て
い
る
人
物
と
『
続
虚
粟
』
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
て

も
、
そ
の
差
別
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

文

※
◎
印
は
両
集
に
共
通
す
る
人
物
　
嘉
（
　
）
内
の
数
字
は
付
句
の
数



両
詔
を
比
較
す
る
と
、
風
雪
の
『
其
袋
集
』
で
厚
遇
さ
れ
て
い
る
作
者
で
、

し
か
も
「
続
虚
栗
』
で
も
厚
遇
さ
れ
て
い
る
作
者
は
、
其
角
・
挙
自
・
芭
蕉
・

鼠
雪
の
四
人
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中
か
ら
両
雷
の
編
者
を
除
け
ば
、
あ
と
に
は

挙
白
と
芭
蕉
と
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
r
其
袋
集
』
で
厚
遇
さ
れ
た
人
々
の
、
「
続
虚
粟
』
に
お

け
る
入
集
句
数
の
少
な
さ
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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●

芭

●

挙 園 衛 秀 立 鋤

●

其 汰 立 舟 桐 山 月 百
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嵐

作
者
名

入
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句
数
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　『
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　　） 　　） 　） 　） 　） 　） 　　） 　） 　） 　） 　　） 　） 　） 集

句
数

：2 0 31　（

5
＿ヽノ

12　（

4

　）

0 2 0 0 0 140　（

77

　）

0 0 2 0 1 0 0 24　（

11

　）

‾‾『
続
虚
粟

　』

入
集
句
数

※
●
印
は
、
両
書
で
共
に
厚
遇
さ
れ
て
い
る
作
者

※
　
（
　
）
内
の
数
字
は
付
句
の
数

蕉
門
の
高
弟
服
部
嵐
雪
二
十
四
句
、
芭
蕉
の
親
友
山
口
累
堂
五
句
、
昆
清
の

取
巻
き
の
清
荷
四
句
。
こ
れ
ら
の
人
物
を
除
い
て
み
れ
ば
、
嵐
雪
周
辺
の
作
者

注
7

た
ち
が
「
綴
虚
栗
』
で
冷
遇
さ
れ
て
い
る
事
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
宝
井

其
角
の
『
続
虚
栗
』
編
集
活
動
を
契
機
に
し
て
、
江
戸
蕉
門
の
内
部
に
、
深
い

亀
裂
が
生
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
す
れ
ば
、
芭
蕉
な
ら
ず
と
も
『
続
虚
栗
』
へ
の
積

極
的
な
肩
入
れ
を
た
め
ら
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
ら
い
の
内
に
、
恐
ら
く
貞

亨
三
年
は
暮
れ
る
の
で
あ
る
。

注
1
、
「
師
走
の
月
」
が
す
さ
ま
じ
い
人
の
世
の
象
徴
で
あ
る
事
は
、
「
師
走

の
月
」
と
い
う
前
書
を
持
つ
次
の
発
句
「
冬
が
れ
は
白
髪
遊
女
の
関
の
月

風
潮
」
（
虚
粟
）
な
ど
に
よ
っ
て
も
確
め
ら
れ
る
。

注
2
、
た
だ
一
人
「
敗
」
と
さ
れ
て
い
る
「
水
友
」
は
、
あ
る
い
は
こ
の
「
蛙

合
』
に
衆
議
判
に
参
加
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
彼
一

人
が
一
方
的
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

注
3
、
白
石
氏
が
甫
接
「
日
常
の
些
事
を
新
し
い
眼
で
見
直
そ
う
と
す
る
云
々
」

と
言
っ
．
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
俳
句
の
す
す
め
』
　
（
昭
和
5
1
年
、
有

ー42－



斐
閣
）
所
収
「
蛙
　
－
　
滑
稽
と
新
し
み
」
参
照
。
白
石
氏
が
、
こ
の
「
古

池
」
の
句
を
通
じ
て
小
さ
な
生
命
へ
の
関
心
に
言
及
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
心
意
を
私
な
り
に
普
遍
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

注
4
、
井
上
敏
幸
氏
は
、
当
時
の
芭
蕉
の
文
学
上
の
主
題
を
「
旅
」
と
「
庵
」

と
の
二
つ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
（
「
芭
蕉
庵
の
形
象
－
「
あ
つ
め
句
』

序
論
－
」
　
（
『
文
学
』
一
九
七
五
年
十
二
月
号
）
）
。
こ
こ
で
は
、
そ
の

「
庵
」
　
（
つ
ま
り
庵
住
の
年
活
）
を
や
や
広
く
解
し
て
「
日
常
」
と
い
う

言
葉
で
言
っ
て
み
た
。

注
5
、
「
江
戸
蕉
門
形
成
の
一
過
程
－
『
虚
柴
」
か
ら
『
踪
虚
栗
』
へ
ー
」
　
（

『
近
世
文
芸
稿
』
1
7
号
、
一
九
七
三
年
二
月
刊
）
参
照
。

注
6
、
生
没
年
未
詳
。
彼
も
ま
た
『
六
百
番
俳
譜
発
句
合
』
の
参
加
者
で
あ
る
。

注
7
、
排
他
的
な
点
で
は
嵐
雪
の
『
具
袋
集
』
も
同
様
だ
が
、
今
は
と
く
に
触

れ
な
い
事
に
す
る
。




