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一
、
は
じ
め
に

近
世
俳
諧
の
嚆
矢
と
し
て
本
格
的
に
連
歌
か
ら
俳
諧
の
独
立
性
を
希
求
し
た
の

が
貞
門
俳
諧
で
あ
る
。
松
永
貞
徳
は
『
天
水
抄
』（
寛
永
二
十
一
年
成
）（1
）の
な

か
で
、

　

  

誹
諧
も
和
歌
に
狂
歌
の
替
る
ご
と
く
、
連
歌
と
ふ
り
か
へ
て
句
作
り
を
も
す

る
事
也
。
此
心
持
を
上
手
と
い
ひ
、
又
連
歌
の
や
う
に
す
る
を
よ
し
と
思
ふ

ハ
下
手
の
く
せ
也
。

と
述
べ
て
お
り
、
俳
諧
に
お
い
て
は
連
歌
と
は
異
質
な
句
作
を
追
究
し
て
い
た
。

更
に
貞
徳
と
同
門
で
は
な
い
が
、
斎
藤
徳
元
も
『
誹
諧
初
学
抄
』（
寛
永
十
八
年

自
奥
）（2
）に
お
い
て
、

　

  

凡
誹
諧
句
躰
ハ
、
連
歌
に
俗
語
を
加
て
前
句
の
詞
を
あ
ら
ぬ
品
に
と
り
な
し

て
付
侍
る
さ
ま
な
り
。

と
述
べ
て
お
り
、
俗
語
を
積
極
的
に
用
い
る
の
み
な
ら
ず
付
合
の
あ
り
方
の
面
に

お
い
て
も
連
歌
と
違
う
行
き
方
を
目
指
し
て
い
た
、
と
い
う
事
を
看
取
で
き
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
貞
門
俳
諧
の
付
合
観
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
て
、
従
来
の
連
歌
と
引
き
違
え
て
付
合
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
目

指
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
連
歌
か
ら
受
け
継
が
れ
た
「
取
成

付
」の
手
法
の
考
察
を
通
じ
て
そ
の
一
面
を
考
究
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

取
成
付
と
は
連
句
に
お
け
る
付
合
手
法
の
一
つ
で
、『
俳
文
学
大
辞
典
』
の
「
取
成
」

の
項
（
寺
島
樵
一
氏
執
筆
）
に
よ
る
と
「
付
合
に
お
け
る
前
句
の
意
味
の
転
換
の

手
法
。
同
音
異
義
語
に
よ
る
前
句
の
意
味
の
転
換
で
あ
る
「
詞
の
取
成
」
と
、
前

句
の
場
面
や
動
作
の
主
体
を
転
じ
る
こ
と
な
ど
で
転
換
す
る
「
心
の
取
成
」
が
あ

る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
成
付
は
「
詞
の
取
成
」「
心
の
取
成
」
を
問

わ
ず
、
先
に
挙
げ
た
徳
元
だ
け
で
な
く
貞
門
俳
諧
全
体
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
た

手
法
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
そ
れ
自
体
と
し
て
具

体
的
な
内
実
・
運
用
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
少
な
く
、
後
述
す
る

よ
う
に
遣
句
・
軽
口
を
中
心
と
し
た
連
歌
や
談
林
俳
諧
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
否

定
的
な
評
価
―
特
に
本
稿
で
中
心
に
取
り
上
げ
る
詞
の
取
成
に
つ
い
て
―
を
そ
の

ま
ま
追
認
す
る
論
調
が
中
心
で
あ
っ
た（
3
）。
本
稿
は
貞
門
俳
諧
の
詞
の
取
成
に

つ
い
て
そ
の
実
例
を
観
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
連
句
文
芸
と
し
て
の
独
自
性
を
掘

り
下
げ
、
そ
し
て
そ
れ
を
前
代
の
連
歌
―
特
に
紹
巴
連
歌
―
や
談
林
俳
諧
に
お
け

貞
門
俳
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お
け
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付
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考
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―
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成
付
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中
心
に
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る
付
合
の
性
質
及
び
そ
の
評
価
の
あ
り
方
と
の
差
異
を
把
握
す
る
事
を
目
指
し
、

ひ
い
て
は
連
句
史
に
お
け
る
貞
門
俳
諧
の
位
置
づ
け
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。二

、
取
成
付
を
採
り
上
げ
る
理
由

こ
こ
で
取
成
付
を
採
り
上
げ
る
理
由
と
し
て
は
、安
原
貞
室
が『
俳
諧
之
註
』（
寛

永
十
九
年
刊
）（
4
）に
お
い
て
、

　
　
（
仏
師
の
袖
の
涙
あ
ひ
な
き
）

　
　

絵
所
の
縁
ハ
い
つ
し
か
さ
だ
ま
り
て

　
　
　

  

き
り
ち
が
へ
て
付
た
り
。
仏
師
―
絵
所
と
云
つ
け
た
る
か
。「
絵
所
の

縁
」、
重
詞
な
り
。

　

杉
さ
う
じ
ま
で
出
来
る
造
作
（
三
ウ
六
句
目
）

　
　

  

縁
つ
ゞ
き
に
杉
障
子
あ
る
も
の
也
。
必
、
絵
を
書
所
な
り
。「
定
り
て
」

と
云
に
ハ
、
造
し
め
た
る
心
に
て
付
た
り
。
此
句
ハ
取
な
し
也
。
俳
諧
ハ

取
成
付
を
宗
と
す
べ
し
。
連
歌
の
い
き
ハ
本
意
な
ら
ざ
る
也
。
此
百
句
ハ

新
き
や
う
に
、
と
斗
心
得
侍
る
故
、
取
成
の
付
合
を
あ
ま
り
え
せ
ず
。
又
、

い
か
に
取
な
し
を
宗
に
す
る
と
て
も
、
木
に
竹
を
継
た
る
一
句
ハ
こ
の
ま

ず
。
其
上
、
毎
句
に
取
成
て
四
手
〳
〵
と
す
れ
ば
、
一
寸
法
師
の
縁
の
下

を
く
ゞ
る
や
う
に
て
句
姿
す
く
ミ
侍
る
も
の
也
。
う
す
く
こ
く
ま
じ
へ
て

付
べ
し
、
用
付
さ
へ
一
躰
な
り
。
増
て
、
よ
き
諸
の
躰
を
捨
て
一
ミ
ち
を

好
ま
ん
ハ
手
づ
ゝ
の
仕
わ
ざ
に
や
。

と
述
べ
て
お
り
、
貞
門
俳
諧
に
お
い
て
取
成
付
が
特
に
重
要
な
付
合
の
手
段
と
さ

れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と（
5
）が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
貞
室
が
取
成
付
で
あ
る

と
認
定
し
て
い
る
箇
所
は
前
句
の
「
絵
所
」「
縁
」
と
い
う
詞
で
あ
り
、
打
越
と

併
せ
て
は
「（
絵
）
仏
師
」
の
「
袖
の
涙
」
を
恋
の
悲
し
み
の
涙
か
ら
良
縁
に
恵

ま
れ
た
嬉
し
涙
に
見
替
る
こ
と
で
恋
が
成
就
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
事
に
な
る

（「
絵
所
」
は
単
な
る
「
仏
師
」
の
あ
し
ら
い
で
あ
り
「
縁
」
を
出
す
為
の
序
）
が
、

付
句
と
併
せ
て
は
「
絵
所
」
が
「
絵
を
描
く
材
（
具
体
的
に
は
杉
障
子
）」
に
、「
縁
」

の
意
味
が
「
男
女
の
仲
」
か
ら
「（
建
物
の
）
縁
側
」
と
い
う
意
味
に
そ
れ
ぞ
れ

転
換
さ
れ
て
お
り
、
縁
側
で
繋
が
っ
て
い
る
絵
を
描
い
た
杉
障
子
を
立
て
る
と
こ

ろ
ま
で
普
請
も
進
ん
だ
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
付
け
方
こ
そ

が
取
成
付
と
い
う
付
合
の
手
法
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
自
註
か
ら
は
貞
門
俳
諧
に

お
い
て
も
取
成
付
は
「
宗
」
と
す
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
決
し
て
新
し
い
行
き
方
で

は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
取
成
付
ば
か
り
で
進
め
て
は
付
筋
が
窮
屈
に
な
る
上
に
句

姿
も
悪
く
な
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
打
開
す
る
た

め
に
は
禁
制
（
用
付
）
を
犯
す
事
さ
え
許
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
も
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
あ
く
ま
で
も
取
成
付
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

庶
幾
さ
れ
て
い
た
の
は
動
か
な
い
事
実
で
、
む
し
ろ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
連

歌
の
い
き
ハ
本
意
な
ら
ざ
る
也
」
と
い
う
箇
所
で
あ
り
、「
宗
」
と
す
べ
き
取
成

付
は
「
連
歌
の
い
き
」
と
は
対
照
的
な
付
け
方
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
、
と

い
う
事
で
あ
る
。
取
成
付
と
「
連
歌
の
い
き
」
を
比
較
検
討
す
る
事
に
よ
っ
て
貞

門
俳
諧
が
付
合
に
お
い
て
従
来
の
連
歌
―
あ
る
い
は
「
連
歌
の
い
き
」
―
と
比
し

て
重
視
し
た
点
や
彼
等
独
自
の
付
合
観
の
把
捉
に
大
い
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ

る
故
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
「
連
歌
の
い
き
」
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
付

け
方
を
指
す
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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三
、「
連
歌
の
い
き
」
に
つ
い
て

三
・
一
、「
連
歌
の
い
き
」
の
定
義

「
連
歌
の
い
き
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
松
江
重
頼
の
『
毛
吹
草
』（
寛
永
十
五

年
序
）（
6
）か
ら
の
次
の
よ
う
な
文
言
が
参
考
に
な
る
。

　

  

百
韻
連
歌
の
時
も
、
誹
諧
躰
と
て
少
々
有
之
よ
し
、
し
か
ら
ば
誹
諧
に
も
連

歌
躰
有
べ
し
。
句
な
ミ
を
も
く
き
た
り
た
る
時
ハ
、
連
歌
い
き
に
て
か
ろ

〴
〵
と
さ
き
へ
や
ら
る
べ
し
。
あ
や
う
き
は
い
か
い
付
よ
り
ま
さ
る
も
の
と

ぞ
。

即
ち
、「
連
歌
の
い
き
」
と
は
「
か
ろ
〴
〵
と
」
付
合
を
進
め
る
手
法
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
乾
裕
幸
氏（
7
）が
宗
牧
の
『
当
風
連
歌
秘
事
』（
天
文
十
一
年
奥
）（8
）お

よ
び
脩
竹
堂
の
『
俳
諧
或
問
』（
延
宝
六
年
跋
）（9
）の
次
の
よ
う
な
一
節
、

　

  

付
に
く
き
連
歌
を
や
す
〳
〵
と
か
ろ
く
付
る
を
拍
子
と
申
也
。（
中
略
）
又

其
座
に
禁
句
出
来
候
ハ
ゞ
、取
あ
へ
ず
早
々
に
可
付
事
肝
要
候
。
其
拍
子
也
。

此
時
ハ
少
々
の
指
合
も
く
る
べ
か
ら
ず
。

 

（
当
風
連
歌
秘
事
）

　

  

前
よ
り
云
ひ
も
て
来
り
、
入
ほ
が
に
な
り
て
何
と
も
さ
き
へ
ゆ
か
ぬ
時
は
、

一
座
興
を
さ
ま
し
て
退
屈
す
。
か
ゝ
る
時
に
前
に
な
づ
ま
ず
は
な
れ
ず
、
後

の
句
に
助
有
や
う
に
云
ひ
や
る
を
や
り
句
と
い
ふ
。

 

（
俳
諧
或
問
）

を
引
き
つ
つ
「
こ
の
拍
子
は
遣
句
の
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
そ
れ
に
二
節
で
引
い
た
『
俳
諧
之
註
』
の
自
註
を
鑑
み
る
と
、「
連
歌
の

い
き
」
と
は
、

（
一
）
取
成
付
と
は
対
照
的
な
付
け
方
で
あ
る

（
二
）
貞
門
俳
諧
に
お
い
て
は
「
本
意
な
ら
ざ
る
」
付
け
方
で
あ
る

（
三
）「
か
ろ
〴
〵
」
と
し
た
付
け
方
で
あ
り
、
遣
句
に
相
当
す
る

と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
乾
氏
の
論
に
よ
る
と
「
連
歌
の
い
き
」
と
は

宗
牧
の
「
付
に
く
き
連
歌
を
や
す
〳
〵
と
か
ろ
く
付
る
」
と
い
う
付
け
方
を
指
す

こ
と
に
な
る
が
、
斎
藤
義
光
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
10
）よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

付
け
方
は
紹
巴
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
よ
り
端
的

に
は
「
連
歌
の
い
き
」
と
は
遣
句
を
多
用
す
る
紹
巴
連
歌
の
付
け
方
を
指
す
、
と

見
て
よ
か
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
連
歌
の
い
き
」
の
「
い
き
」
に
つ
い
て
は
、
紹
巴

連
歌
は
一
巻
全
体
で
遣
句
を
多
用
し
て
い
た（
11
）こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
後
述
す

る
よ
う
に
貞
門
俳
諧
は
取
成
付
を
多
用
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
（
一
）
を
踏
ま

え
る
と
、
こ
れ
は
「
行
き
」
で
あ
り
「
行
様
」
を
指
す
、
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ

ろ
う
。
よ
っ
て
、
以
降
は
「
連
歌
の
い
き
」
は
端
的
に
「
紹
巴
連
歌
の
行
様
」
を

指
す
と
し
て
論
述
を
進
め
る
。

三
・
二
、「
連
歌
の
い
き
」
に
対
す
る
貞
門
俳
諧
の
評
価

貞
門
俳
諧
の
「
連
歌
の
い
き
」
へ
の
視
座
に
つ
い
て
は
、
二
節
で
採
り
上
げ
た

『
俳
諧
之
註
』
の
記
述
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
三
・
一
節
冒
頭
に
引
い
た
重
頼

の
文
言
が
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
句
な
ミ
を
も
く
き
た
り
た
る
時
」

に
は
「
連
歌
い
き
に
て
か
ろ
〴
〵
と
さ
き
へ
や
ら
る
」
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の

頻
度
と
し
て
は
連
歌
の
百
韻
の
中
に
「
誹
諧
躰
」
と
し
て
少
し
ば
か
り
異
体
の
句

が
ま
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
と
同
程
度
で
あ
り
、
そ
れ
は
俳
諧
の
側
か
ら
見
た
場
合

の
異
体
の
句
た
る
「
連
歌
躰
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、「
連
歌
の
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い
き
は
本
意
な
ら
ざ
る
也
」
と
発
言
し
た
当
の
貞
室
は
、
同
じ
『
俳
諧
之
註
』
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

関
を
く
り
に
や
し
め
る
さ
か
も
り

　
　

涼
か
ぜ
の
手
に
〳
〵
綰わ
ぐ

る
河
柳

　

み
づ
の
出
バし

ほな
ハ
し
が
ら
み
も
な
し
（
初
オ
折
端
）

　
　
　

  

俄
に
水
出
て
し
が
ら
ミ
も
な
き
故
に
、
お
り
ふ
し
河
辺
に
あ
る
柳
の
枝

な
ど
を
折
て
「
是
に
て
な
り
共
」
と
さ
ハ
ぐ
躰
な
り
。（
中
略
）
八
句

目
の
い
き
や
う
、
連
歌
の
作
法
に
準
じ
て
か
ろ
〴
〵
と
す
る
な
り
。

こ
こ
で
の
付
筋
は
自
註
に
よ
る
と
、
打
越
―
前
句
に
お
け
る
関
送
り
の
餞
別（
12
）

の
酒
盛
り
の
躰
か
ら
、
急
な
出
水
に
遭
っ
て
人
々
が
そ
ば
の
柳
の
枝
な
ど
を
折
っ

て
し
が
ら
み
に
し
よ
う
と
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
躰
に
転
じ
た
と
の
事
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
付
句
が
「
か
ろ
〴
〵
」
と
し
た
行
き
方
だ
と
い
う
。
更
に
こ
こ
で
は
も

う
一
点
、「
八
句
目
の
い
き
や
う
、
連
歌
の
作
法
に
準
じ
て
か
ろ
〴
〵
と
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
連
歌
の
作
法
」
は
細
川
幽
斎
か
ら
紹

巴
、
そ
し
て
貞
門
俳
諧
へ
受
け
継
が
れ
た
行
き
方
で
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
言
説

が
物
語
っ
て
い
る
。

　

  

第
三
ハ
人
な
ら
バ
聟
の
ご
と
く
に
て
他
家
に
侍
る
ゆ
へ
に
、
独
立
て
下
心
ば

か
り
付
て
一
句
長
高
く
仕
事
也
。
四
句
目
八
句
目
ハ
軽
々
と
仕
候
也
。

（
細
川
幽
斎
伝
授　

連
歌
伝
書（
13
））

　

  

第
三
は
相
伴
の
人
の
ご
と
し
。
長
高
く
幽
玄
な
る
を
興
ず
る
也
。（
中
略
）

八
句
目
ハ
詞
つ
ま
り
ぬ
る
故
に
。
唯
何
と
な
く
、
か
ろ
〴
〵
と
其
躰
を
も
て

や
り
候
を
八
句
目
ぶ
り
と
い
ふ
也
。

（
紹
巴　

連
歌
教
訓（
14
））

　

  

第
三
之
事
。
発
句
・
脇
を
天
地
に
か
た
ど
り
て
、
第
三
ハ
人
道
と
又
は
じ
ま

る
心
也
。
し
か
る
ゆ
へ
に
脇
の
心
を
転
じ
て
、
亦
さ
す
が
は
な
れ
ぬ
や
う
に

発
句
に
対
し
む
か
ふ
や
う
に
、一
作
た
く
ま
し
く
長
高
く
あ
る
べ
し
。（
中
略
）

八
句
め
面
の
末
座
な
れ
ば
、
位
ひ
く
き
心
持
に
て
い
か
に
も
か
ろ
く
す
べ
し

と
也
。

（
安
静　

誹
諧
打
出
小
槌（
15
））

貞
室
の
「
八
句
目
の
い
き
や
う
、連
歌
の
作
法
に
準
じ
て
か
ろ
〴
〵
と
す
る
な
り
」

と
い
う
発
言
も
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
背
景
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
「
か
ろ

〴
〵
」
と
付
け
た
の
は
あ
く
ま
で
そ
こ
が
八
句
目
だ
か
ら
、
と
い
う
消
極
的
な
理

由
か
ら
で
あ
っ
て
、「
連
歌
の
い
き
」
を
重
視
し
て
い
た
か
ら
、
と
い
う
積
極
的

な
理
由
か
ら
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
言
え
る
。
加
え

て
こ
の
一
連
に
お
い
て
は
禁
制
が
犯
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
も
注
目
さ
れ
る
。

即
ち
、
水
辺
の
前
句
に
「
み
づ
」
と
い
う
詞
を
付
け
る
の
は
明
ら
か
な
用
付（
16
）

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
に
付
け
た
の
は
や
は
り
式
目
よ
り
も

幽
斎
以
来
の
「
八
句
目
の
い
き
や
う
」
が
優
先
し
た
た
め
で
、
つ
ま
り
こ
の
付
句

は
「
百
韻
全
体
の
中
に
お
け
る
行
様
」
と
い
う
外
的
要
素
を
加
味
し
て
も
貞
門
俳

諧
に
お
け
る
「
か
ろ
〴
〵
」
と
し
た
付
け
方
の
典
型
を
看
取
す
る
の
に
好
適
な
例

だ
と
言
う
事
が
出
来
る
。而
し
て
そ
の
内
実
は
付
筋
と
し
て
は
見
替
え
に
近
い
が
、

付
肌
と
し
て
は
用
付
を
も
許
容
し
た
遣
句
躰
の
も
の
で
あ
り
、
三
・
一
節
の
末
尾

で
述
べ
た
よ
う
に
や
は
り
紹
巴
連
歌
の
「
心
の
と
り
な
し
」
に
近
い
も
の
と
言
う

こ
と
が
出
来
る（
17
）。

ま
た
、
北
村
季
吟
は
『
誹
諧
用
意
風
躰
』（
延
宝
元
年
識
）（18
）の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
と
て
軽
々
と
付
け
る
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
し
た
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発
言
と
は
言
い
難
い
。

　
  

す
べ
て
付
心
に
重
き
あ
り
。
軽
き
有
。
麁
相
な
る
あ
り
。
中
に
も
か
ろ
〴
〵

と
せ
ん
事
ハ
上
手
の
し
わ
ざ
に
や
侍
ら
ん
。
は
い
か
い
ハ
よ
く
付
た
る
が
誠

に
よ
け
れ
共
、
あ
ま
り
に
つ
け
ん
と
す
れ
バ
前
句
の
道
具
を
ひ
と
つ
〳
〵
ひ

ろ
ひ
て
つ
け
侍
る
故
に
、
わ
が
一
句
の
さ
ま
く
だ
〳
〵
し
く
正
意
か
た
ハ
ら

に
な
る
事
お
ほ
し
。

曰
く
、「
は
い
か
い
は
よ
く
付
た
る
が
誠
に
よ
け
れ
」
ど
も
、
そ
れ
が
行
き
過
ぎ

に
な
る
と
往
々
に
し
て
「
わ
が
一
句
の
さ
ま
く
だ
〳
〵
し
く
正
意
か
た
は
ら
に
」

な
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
事
態
を
打
開
す
る
の
に
「
か
ろ
〴
〵
と
せ
ん
事
」
が

「
上
手
の
し
わ
ざ
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
巻
全
体
で
遣
句
中
心
の
行
様
を
志
向

し
て
い
た
と
は
言
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
は
二
節
で
挙
げ
た
『
誹
諧
之
註
』

の
自
註
「
毎
句
に
取
成
て
四
手
〳
〵
と
す
れ
ば
…
」
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
る
。

結
局
、
貞
門
俳
諧
に
お
け
る
「
か
ろ
〴
〵
」
と
し
た
付
け
方
は
あ
く
ま
で
意
味
付

の
句
が
続
い
て
詞
に
詰
ま
っ
た
時
に
打
開
す
る
為
の
方
便
で
あ
っ
た
、
と
い
う
所

が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

三
・
三
、「
連
歌
い
き
」
と
談
林
俳
諧
の
軽
口
と
の
関
係
性

「
連
歌
の
い
き
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
所
で
、
談
林
俳
諧
に
お
け
る
軽
口
・

寓
言
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
し
ば
ら
く
述
べ
て
お
く
。
三
・
一
節
で
挙
げ
た
『
俳

諧
或
問
』
の
文
言
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
に
つ
い
て
は
非
常
に
近
接

し
た
関
係
に
あ
る
事
が
尾
形
仂
氏
に
よ
っ
て
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（
19
）。
即
ち
、

西
山
宗
因
の
「
軽
口
の
本
質
」
が
「
彼
の
俳
諧
の
技
法
の
根
柢
に
、
彼
が
そ
の
本

領
と
し
た
連
歌
の
軽
妙
な
呼
吸
が
深
く
浸
透
し
て
ゐ
た
」
こ
と
、
ま
た
貞
門
俳
諧

で
言
う
所
の
い
わ
ゆ
る
俳
言
説
に
通
じ
る
よ
う
な
次
の
よ
う
な
文
言
、

　

  

連
歌
の
付
は
だ
へ
を
考
え
て
、
心
の
助
と
も
為
べ
し
。
誹
諧
の
情
と
相
ち
が

ふ
と
ハ
い
へ
ど
も
元
来
ワ
か
た
ぬ
類
、
連
歌
に
俗
語
を
ま
じ
へ
た
れ
バ
誹
諧

也
。

（
炭
翁　

俳
諧
染
糸（
20
））

に
つ
い
て
は
、
貞
門
俳
諧
が
外
面
的
規
則
の
上
か
ら
説
き
起
こ
す
の
に
対
し
、
談

林
俳
諧
か
ら
す
る
と
特
に
「
付
は
だ
へ
」
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
と
い
う
事
に
な

る
こ
と
、
つ
ま
り
談
林
俳
諧
が
本
質
的
に
即
興
性
・
速
吟
性
自
体
を
俳
諧
と
し
て

の
生
命
と
し
て
い
た（
21
）こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て

こ
の
時
、「
か
ろ
〴
〵
」
と
付
け
る
と
い
う
営
為
が
連
歌
・
談
林
俳
諧
の
側
と
貞

門
俳
諧
の
側
と
で
は
意
味
合
い
が
大
き
く
異
な
る
、
と
い
う
点
も
見
逃
せ
な
い
。

前
者
の
場
合
に
お
け
る
「
か
ろ
〴
〵
」
と
し
た
付
け
方
は
本
質
と
し
て
の
付
肌
・

場
の
空
気
の
問
題
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
に
お
け
る
そ
れ
は
禁
制
や
一
句
立
の

問
題
で
あ
り
「
よ
く
付
た
る
が
誠
に
よ
け
れ
」
と
い
う
行
様
か
ら
の
緊
急
避
難
的

な
意
味
合
い
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
三
・
二
節
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

が
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
れ
が
貞
門
俳
諧
と
談
林
俳
諧
の
俳
諧
性
の
評
価
に
つ
い

て
の
本
質
的
な
差
異
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
両
者
の
対
立
点
の
極
地
で
あ
っ
た
事

に
思
い
を
致
す（
22
）時
、

　
  

取
な
し
付
の
事
、
古
来
よ
り
い
た
し
候
処
に
、
只
今
御
と
が
め
合
点
ま
い
ら

ず
候
。
奉
行
の
曰
、「
そ
れ
取
な
し
と
い
ふ
ハ
前
句
を
あ
ら
ぬ
事
に
い
ひ
習

て
当
句
の
分
に
用
ゆ
る
ゆ
へ
、
前
句
つ
ぶ
れ
て
爰
に
て
切
れ
は
な
れ
続
か

ず
」。
連
・
誹
共
に
上
下
の
句
を
合
一
首
と
す
る
所
に
、
と
り
な
し
に
て
ハ

一
首
の
埒
聞
へ
ざ
る
も
の
也
。
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（
松
意　

夢
助（
23
））

　
  

と
り
な
し
の
句
、百
韻
に
壱
句
二
句
ハ
く
る
し
か
ら
ず
。如
何
と
い
ふ
に
、心
・

行
の
正
躰
を
失
ふ
故
也
。
し
か
れ
共
よ
く
か
な
ひ
た
る
は
片
点
も
あ
ら
ず
、

「
壱
句
二
句
ま
で
」
と
い
ふ
は
初
心
の
た
め
な
り
。

　
　
　

と
り
な
し
の
句

　
　

う
ら
ミ
ら
れ
て
ハ
大
津
へ
罷
る

　

紙
子
に
は
も
ミ
を
打
出
の
親
の
前

　
　

  

此
付
心
、
前
の
「
う
ら
ミ
」
を
紙
子
の
裏
に
も
見
付
、
親
の
前
へ
来
て
出

る
に
達
手
な
な
り
な
れ
ば
、親
見
と
が
め
ん
こ
と
を
と
り
な
し
て
付
た
り
。

是
俳
諧
の
道
に
あ
ら
ず
。

（
西
国　

引
導
集（
24
））

と
い
う
談
林
俳
諧
の
側
か
ら
の
取
成
付
に
対
す
る
否
定
の
言
辞
の
質
も
自
ず
か
ら

了
解
さ
れ
よ
う
。「
か
ろ
〴
〵
」
と
流
れ
る
遣
句
中
心
の
座
に
お
い
て
は
、
前
句

と
の
意
味
的
連
関
に
お
い
て
本
質
的
に
断
絶
が
生
じ
る
取
成
付
は
招
か
れ
ざ
る
客

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
貞
門
俳
諧
か
ら
見
た
「
連
歌
の
い
き
」
の
評
価
を
ま
と
め
る
と
、
具

体
的
な
手
法
と
し
て
は
紹
巴
連
歌
や
談
林
俳
諧
に
お
け
る
よ
う
な
遣
句
い
き
を
指

し
、
そ
の
運
用
の
評
価
に
つ
い
て
は
「
よ
く
付
た
る
が
誠
に
よ
け
れ
」
と
す
る
貞

門
俳
諧
の
行
き
方
全
体
の
な
か
で
は
も
と
よ
り
中
心
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

行
き
な
ず
ん
だ
場
合
等
は
消
極
的
な
が
ら
許
容
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と

な
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
二
節
冒
頭
で
『
俳
諧
之
註
』
の
文
言
か
ら
「
連
歌
の
い
き
」

が
「
取
成
付
と
は
対
照
的
な
付
け
方
で
あ
る
」
と
し
た
部
分
と
も
通
じ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
取
成
付
に
対
す
る
評
価
の
差
異
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
で
更
に
述
べ

る
事
と
す
る
。

四
、「
取
成
付
」
を
め
ぐ
る
諸
言
説
の
検
討

四
・
一
、
連
歌
に
お
け
る
取
成
付

次
に
取
成
付
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
連
歌
に
お
け
る
取
成
付
の
評
価
に
つ
い
て

は
既
に
両
角
倉
一
氏
が
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
の
付
合
を
例
と
し
て
考
察（
25
）し
て

お
り
、
本
稿
冒
頭
で
引
い
た
『
俳
文
学
大
辞
典
』
の
記
述
同
様
「
詞
の
取
成
」
と

「
心
の
取
成
」
が
あ
る
と
し
、こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
「
同
音
異
義
の
取
成
付
」

と
「
同
語
異
義
の
取
成
付
」
に
分
類
し
て
い
る
。
二
節
で
採
り
上
げ
た
貞
室
の
付

合
な
ど
は
「
詞
の
取
成
」
に
該
当
し
、
後
者
お
よ
び
「
心
の
取
成
」
は
所
謂
見
替

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
両
角
氏
の
こ
の
分
類
を
踏
襲
し
、
貞

室
の
言
を
鑑
み
て
「
同
音
異
義
の
取
成
付
」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。

こ
の
「
同
音
異
義
の
取
成
付
」（
以
下
、
単
に
「
取
成
付
」
と
記
す
）
に
つ
い

て
は
夙
に
宗
祇
が
言
及
し
て
い
る
。

　

  

取
な
し
の
連
歌
と
て
、
近
年
其
類
多
候
。
宗
砌
な
ど
の
仕
候
句
に
も
お
も
し

ろ
か
ら
ず
侍
也
。
其
外
人
の
仕
た
る
に
大
略
あ
し
き
の
ミ
候
、た
と
へ
バ「
狩

人
」
と
云
句
に
「
稲
葉
」「
蘆
」
な
ど
付
候
事
、
大
不
可
然
候
。

（『
長
六
文
』（
26
））

こ
こ
で
は
取
成
付
は
「
大
略
あ
し
き
の
ミ
候
」
と
、
基
本
的
に
否
定
的
評
価
が
下

さ
れ
て
い
る
。
実
作
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
次
に
掲
げ
る
『
湯
山
三
吟
百
韻
』
の

宗
牧
注
（
天
文
七
年
成
）（
27
）に
は
、

　
　

老
て
や
人
は
身
を
や
す
く
せ
ん　
　
　
　

祇
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こ
え
じ
と
の
矩
も
く
る
し
き
道
に
し
て　

柏

　

雪
ふ
む
駒
の
あ
し
び
き
の
山　
　
　
　
　
　

長
（
三
オ
十
二
句
目
）

　
　

  
此
寄
様
、
皆
と
り
な
せ
る
句
也
。
山
路
の
雪
に
な
づ
み
て
駒
も
こ
え
が
た

き
心
を
見
せ
て
「
駒
の
足
引
」
と
つ
ゞ
け
ら
れ
た
り
。「
こ
え
じ
と
の
」

と
い
ふ
詞
に
あ
た
る
所
、
奇
妙
也
。
取
成
句
ニ
ハ
秀
逸
な
き
様
に
申
侍
れ

ど
、
様
に
よ
る
事
也
。（
後
略
）

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
取
成
付
で
は
優
れ
た
付
句
が
出
来
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
両
角
氏
が
『
新
撰
菟
玖
波
集
』（
28
）

所
収
の
次
の
五
連
、

　
　

み
ハ
な
き
物
の
な
に
か
く
る
し
き

　

山
ぶ
き
の
花
や
い
く
え
も
お
り
て
み
む
（
巻
第
二
、
法
眼
紹
永
）

　
　

お
き
て
身
づ
か
ら
む
す
ぶ
あ
か
つ
き

　

色
つ
ら
き
花
田
の
帯
の
き
ぬ
〴
〵
に
（
巻
第
八
、
宗
砌
法
師
）

　
　

こ
え
じ
と
の
の
り
も
く
る
し
き
道
に
し
て

　

雪
ふ
む
こ
ま
の
あ
し
び
き
の
や
ま
（
巻
第
十
二
、
宗
長
法
師
）

　
　

そ
こ
と
も
し
ら
ぬ
海
の
中
み
ち

　

た
れ
か
見
し
名
に
こ
そ
龍
の
宮
こ
な
れ
（
巻
第
十
五
、
法
眼
専
順
）

　
　

あ
ま
り
し
の
ぶ
も
人
や
あ
や
め
む

　

昔
ハ
と
い
ふ
さ
へ
ま
れ
に
な
り
は
て
ゝ
（
巻
第
十
七
、
肖
柏
法
師
）

を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
を
「
同
音
異
義
の
取
成
付
」
と
認
定
し
、「
以
上
五
連
の
う

ち
長
連
歌
の
原
拠
の
確
認
で
き
た
も
の
四
連
（
専
順
の
一
連
以
外
＝
引
用
者
注
）

は
三
句
の
わ
た
り
が
い
ず
れ
も
異
種
の
題
材
の
連
結
部
分
で
、
と
り
な
し
付
に

よ
っ
て
は
げ
し
く
変
化
し
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
二
句
間
の
機
知
的
表
現
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
変
化
を
よ
し
と
す
る
長
連
歌
の
行
様
に
か
か
わ
る
点
も
あ

る
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（
29
）事
も
加
味
す
る
と
、
連
歌
に
お
い
て

は
取
成
付
は
基
本
的
に
は
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら

秀
逸
な
付
句
を
将
来
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
、
と
い
っ
た
否
定
的
な
見
解

が
と
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
句
境
転
化
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
は
一
応
認
め
ら

れ
て
い
た
、
と
言
え
る
。
そ
う
し
て
次
代
の
紹
巴
に
お
い
て
は
う
っ
て
変
わ
っ
て

取
成
付
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
前
代
の
連
歌
に
比
し
て
展
開
を
速
め
る
手

段
の
一
つ
と
し
て
遣
句
と
と
も
に
重
要
視
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
斎
藤
義
光

氏（
30
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
紹
巴
自
身
、『
紹
巴
教
書
』（
成
年
未

詳
）（31
）の
「
取
成
の
躰
」
と
の
名
目
中
で
、

　
　

車
も
ミ
つ
の
子
を
思
ふ
道

　

行
名
残
大
井
の
宿
の
雪
の
日
に

　
　

  

前
ノ
句
、
三
車
火
宅
の
心
也
。
付
所
ハ
、
源
氏
物
語
に
明
石
姫
君
の
母
の
、

大
井
に
住
給
へ
る
所
よ
り
三
年
に
て
都
へ
出
て
紫
の
上
の
養
君
に
な
り
給

ふ
雪
の
朝
、
源
氏
の
都
へ
つ
れ
て
出
給
ふ
を
、
は
ゝ
の
悲
し
ミ
の
所
ニ
三

車
の
仏
子
に
と
ひ
合
ら
る
ゝ
事
、
誠
に
奇
妙
な
る
物
に
や
。
殊
に
取
成
の

句
一
大
事
な
る
も
の
に
や
。

と
い
う
用
例
と
解
説
を
掲
げ
て
お
り
、
前
句
の
法
華
経
・
譬
喩
品
の
火
宅
の
逸
話

に
由
来
す
る
「
羊
車
・
鹿
車
・
牛
車
の
三
つ
」
と
い
う
意
の
「
ミ
つ
」
を
源
氏
物

語
の
本
説
取
り
に
よ
っ
て
「
三
歳
」
と
い
う
意
に
取
り
成
し
た
こ
と
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、「
殊
に
取
成
の
句
一
大
事
な
る
も
の
に
や
」
と
明
言
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
前
代
ま
で
の
連
歌
師
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
彼
の
自
註
付
き
独
吟

千
句
で
あ
る
『
称
名
院
追
善
千
句
』（
永
禄
六
年
成
）（32
）に
お
い
て
も
取
成
付
と
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八

認
定
で
き
る
用
例
は
十
四
例
に
の
ぼ
り
、
平
均
し
て
百
韻
毎
に
一
回
以
上
は
取
成

付
が
用
い
ら
れ
て
い
た
事
に
な
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、

　

せ
め
て
さ
ハ
忘
が
た
ミ
の
花
も
哉

摘
も
す
ミ
れ
の
露
も
ろ
き
袖
（
何
人
第
三
・
脇
）

　
　

  「
か
た
ミ
」
を
「
筌（
33
）」
に
取
成
畢
。
露
な
が
ら
ミ
し
花
の
忘
が
た
き
、

と
也
。（「
形
見
」
―
「
筐
」）

　

跡
は
い
ま
猶
ふ
か
草
と
萌
出
て

月
か
た
ぶ
け
バ
と
も
し
さ
す
か
げ
（
何
田
第
六
・
二
ウ
折
端
）

　
　

  「
も
え
出
て
」
を
、
火
の
も
え
出
る
に
古
来
取
成
り
。
夏
山
に
と
も
し
さ

し
す原
文
マ
マて
鹿
を
と
る
、
と
云
也
。（
後
略
、「
萌
」
―
「
燃
」）

　

月
ハ
冬
木
の
中
に
澄
か
げ

む
さ
ゝ
び
の
明
る
も
知
ぬ
声
ハ
し
て
（
何
路
第
八
・
四
オ
五
句
目
）

　
　

  

冬
木
の
中
に

の
住
に
取
成
り
。
あ
け
て
ハ
声
せ
ぬ
物
な
れ
共
、
月
明
に

て
明
る
を
し
ら
で
鳴
成
べ
し
。（「
澄
む
」
―
「
住
む
」）

と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
自
注
を
閲
し
て
も
取
成
付
に
対
す
る
躊
躇
が

全
く
見
ら
れ
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
、
前
代
の
連
歌
師
達
に
見
ら
れ
た
否

定
的
評
価
が
紹
巴
に
お
い
て
は
皆
無
で
あ
り
、
そ
れ
が
紹
巴
連
歌
の
一
特
徴
を
も

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
『
紹
巴
教
書
』
の
文
言
と
呼
応
す
る
現
象

で
あ
る
が
、
遣
句
中
心
の
平
明
な
行
様
の
中
で
「
既
成
の
寄
合
や
詞
の
縁
に
頼
ら

ず
に
、
前
句
を
意
外
な
方
向
に
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
」（34
）こ
と
を
実
現
さ
せ

る
た
め
に
紹
巴
が
意
識
的
に
取
成
付
を
用
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る

も
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
紹
巴
の
取
成
付
に
対
す
る
斯
様
な

態
度
が
そ
の
門
人
で
あ
っ
た
貞
徳
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
る
。

四
・
二
、
貞
門
俳
諧
の
取
成
付
の
用
例
検
討

貞
門
俳
諧
に
お
け
る
取
成
付
は
、
紹
巴
連
歌
に
比
し
て
も
よ
り
重
要
な
付
合
の

手
法
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
事
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
徳
元
は『
誹
諧
初
学
抄
』

で
、

　

  

連
歌
付
・
誹
諧
付
と
て
二
筋
有
。
た
と
へ
バ
、「
め
ぐ
る
」
と
云
句
に
「
月
日
」

又
ハ
「
時
雨
」「
車
」
な
ど
付
る
ハ
連
歌
付
也
。
誹
諧
に
ハ
「
六
十
六
部
」「
八

丁
が
ね
」「
ろ
く
ろ
」「
つ
る
べ
」
な
ど
付
べ
し
。
同
、「
法
」
と
申
句
に
「
舟
」

「
馬
」「
駒
」「
車
」
な
ど
ハ
皆
是
連
歌
付
也
。
其
上
め
づ
ら
し
か
ら
ず
。
誹

諧
な
ら
バ
、「
か
み
ぎ
ぬ
作
る
」「
障
子
を
は
る
」
又
ハ
「
ふ
く
ろ
う
」
な
ど

付
べ
し
。
併
、
連
歌
に
付
来
れ
る
詞
を
無
用
と
云
に
は
あ
ら
ず
、
本
の
事
を

面
白
お
か
し
く
と
り
な
し
た
る
ハ
猶
以
珍
重
た
る
べ
し
。

と
も
述
べ
て
お
り
、
従
来
無
か
っ
た
新
奇
な
俗
語
同
士
の
付
合
よ
り
も
付
合
語
同

士
の
雅
俗
の
位
相
の
落
差
に
由
来
す
る
お
か
し
み
を
生
む
付
筋
を
「
誹
諧
付
」
と

し
て
「
猶
以
珍
重
」
で
あ
る
、
と
重
視
し
て
い
た（
35
）事
が
知
れ
る
。
即
ち
、
貞

門
俳
諧
で
は
連
歌
で
使
い
古
さ
れ
た
詞
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ

う
な
詞
を
こ
そ
「
面
白
お
か
し
く
と
り
な
」
す
事
が
希
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
事
実
は
自
然
、
貞
門
俳
諧
が
取
成
付
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う

事
を
容
易
に
推
測
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
こ
の
事
は
四
・
一
節
で
述
べ
た
紹

巴
の
取
成
付
観
を
更
に
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

実
作
に
お
け
る
貞
門
俳
諧
の
取
成
付
の
運
用
の
吟
味
に
は
註
や
点
の
入
っ
た
文

献
が
参
考
に
な
る
。
こ
こ
で
対
象
と
す
る
文
献
は
『
称
名
院
追
善
千
句
』
と
の
比



貞
門
俳
諧
に
お
け
る
付
合
観
の
一
考
察

四
九

較
、
ま
た
紹
巴
―
貞
徳
―
貞
室
の
師
系
を
念
頭
に
置
い
て
貞
徳
か
貞
室
の
独
吟
百

韻
、又
は
千
句
と
す
る
。
具
体
的
に
は
貞
室
の
『
俳
諧
之
註
』、『
誹
諧
独
吟
集
』（
寛

文
六
年
刊
）（36
）所
収
の
正
章
独
吟
百
韻
、『
新
独
吟
集
』（
寛
文
十
一
年
刊
）（37
）

所
収
の
正
章
独
吟
追
善
百
韻
、『
新
続
独
吟
集
』（
延
宝
三
年
刊
）（38
）所
収
の
貞

室
独
吟
百
韻
、
貞
徳
加
点
の
『
正
章
千
句
』（
正
保
四
年
識
、
慶
安
元
年
刊
）（39
）、

そ
し
て
貞
徳
の
『
貞
徳
百
匀
独
吟
自
註
』（
万
治
二
年
刊
）（40
）お
よ
び
『
貞
徳
誹

諧
記
』
所
収
の
貞
徳
自
註
独
吟
百
韻
を
調
査
す
る
。
そ
の
結
果
、
取
成
付
の
使
用

回
数
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
ら
れ
た
。

『
俳
諧
之
註
』
…
五
句　

正
章
独
吟
百
韻
…
四
句

正
章
独
吟
追
善
百
韻
…
三
句　

貞
室
独
吟
百
韻
…
七
句

『
正
章
千
句
』
…
四
二
句　
『
貞
徳
百
匀
独
吟
自
註
』
…
二
九
句

貞
徳
自
註
独
吟
百
韻
…
一
一
句

こ
れ
ら
に
よ
り
、
貞
門
俳
諧
に
お
け
る
取
成
付
の
頻
度
は
紹
巴
を
含
む
連
歌
の

取
成
付
の
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
率
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
『
正
章
千
句
』
に
つ
い
て
は
貞
徳
が
加
点
し
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た

通
り
だ
が
、
取
成
付
の
頻
度
及
び
長
点
数
と
の
関
係
に
つ
い
て
よ
り
細
か
く
各
百

韻
を
見
渡
す
と
、
次
に
示
す
図
表
の
よ
う
な
結
果 

（
41
）が
得
ら
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、

（
一
）『
正
章
千
句
』
の
付
句
一
〇
八
九
句
中
、取
成
付
の
付
句
は
四
二
句
で
あ
り
、

そ
の
出
現
確
率
は
約
四
％
で
あ
る

（
二
）
四
二
句
の
取
成
付
の
付
句
の
う
ち
二
六
句
は
長
点
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
割
合
は
約
六
二
％
で
あ
る

（
三
）
付
句
の
長
点
句
一
六
五
句
の
う
ち
二
六
句
は
取
成
付
が
占
め
て
お
り
、
そ

の
割
合
は
約
一
六
％
で
あ
る

と
言
う
事
が
で
き
る
。
同
じ
千
句
と
い
う
事
で
『
称
名
院
追
善
千
句
』
と
比
較
し

て
み
て
も
（
一
）
に
よ
り
『
正
章
千
句
』
に
お
け
る
取
成
付
の
出
現
頻
度
は
四
倍

近
く
に
の
ぼ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
し
、（
二
）
か
ら
は
取
成
付
が
長
点
を
得
ら

れ
る
確
率
が
六
割
程
度
と
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
、（
三
）
か
ら
は
貞
徳
が
付
句

に
長
点
を
か
け
る
に
あ
た
っ
て
取
成
付
の
付
句
を
相
当
程
度
重
要
視
し
て
い
た
―

殊
に
第
二
・
第
九
・
追
加
の
百
韻
で
こ
の
傾
向
は
著
し
い
―
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
は
貞
室
の
「
俳
諧
ハ
取
成
付
を
宗
と
す
べ
し
」
と
い
う
こ
と
ば
を

第
六
第
五
第
四
第
三
第
二
第
一
百
韻

二
〇
一
四
一
六
一
五
一
六
一
三
長
点
数

二
（
一
）

二
（
一
）

二
（
〇
）

二
（
一
）

五
（
五
）

三
（
二
）

取
成
付
数
（
長
点
）

五七〇七三
一
一
五

割
合
（
％
）

合
算
追
加
第
十
第
九
第
八
第
七
百
韻

一
六
六
一
六九一

五
一
九
一
三
長
点
数

四
二
（
二
六
）

五
（
五
）

四
（
〇
）

九
（
七
）

六
（
三
）

二
（
一
）

取
成
付
数
（
長
点
）

一
六
三
一〇四

七
一
六八

割
合
（
％
）
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数
量
的
に
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

次
に
こ
れ
ら
の
文
献
の
取
成
付
の
用
例
を
挙
げ
、
内
容
面
に
つ
い
て
考
察
す

る（
42
）。
ま
ず
句
境
転
化
に
取
成
付
が
作
用
し
た
例
を
挙
げ
る
。

Ａ　
　

反
魂
香
を
霧
と
た
て
つ
ゝ

　
　
　

く
も
る
ら
ん
ほ
ん
の
月
よ
り
胸
の
月

　
　

も
ち
こ
す
こ
れ
の
嫂
ハ
寝
び
え
き

（
正
章
千
句
・
第
九
初
冬
落
葉
・
初
ウ
十
二
句
目
）

Ｂ　
　

油
烟
に
て
腕
に
ハ
御
名
を
入
ほ
く
ろ

　
　
　

ま
ぶ
と
定
て
い
と
し
が
る
中

　
　

よ
き
山
と
か
ね
て
見
し
れ
る
堀
子
共

（
新
続
独
吟
集
・
貞
室
独
吟
百
韻
・
名
オ
七
句
目
）

こ
れ
ら
は
共
に
恋
離
れ
の
取
成
付
で
あ
る
。
Ａ
で
は
、
打
越
―
前
句
で
漢
の
武
帝

と
李
夫
人
の
故
事
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
胸
も
曇
る
ば
か
り
の
恋
の
物
思
い
が
描
写

さ
れ
て
い
る
が
、
心
境
を
表
す
詞
で
あ
る
「
胸
の
月
」
を
「
胸
に
つ
か
え
る
」
と

い
う
意
の
「
胸
の
つ
き
」
に
取
り
成
し
、「
も
ち
こ
す
」（43
）と
い
う
詞
を
併
せ
る

事
に
よ
っ
て
、
泥
酔
し
二
日
酔
い
に
な
っ
た
し
ど
け
な
い
女
の
態
様
を
描
い
て
い

る
。
こ
こ
で
は
一
応
「
嫂
」
と
い
う
恋
の
詞
は
使
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
深
刻
な

恋
の
病
か
ら
一
挙
に
諧
謔
に
転
じ
て
い
る
。
ま
た
Ｂ
で
は
、
そ
の
名
を
油
煙
墨
で

腕
に
彫
込
む
ほ
ど
の
め
り
込
ん
で
い
る
情
夫
と
の
濃
密
な
逢
引
の
様
が
打
越
―
前

句
で
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
、付
句
で
は
「
ま
ぶ
（
間
夫
）」
を
坑
道
の
意
の
「
間

府
（
間
分
・
真
吹
）」
に
取
り
成
す
こ
と
に
よ
っ
て
鉱
山
労
働
の
景
に
一
変
さ
せ

て
い
る
。「
中
」
も
「
恋
仲
」
と
い
う
意
か
ら
「
坑
道
の
中
」
と
い
う
意
に
見
替

ら
れ
て
い
る
事
も
句
境
転
化
に
有
効
で
あ
る
点
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
。

Ｃ　

余
寒
の
時
分
棗
も
ぞ
な
き

　
　

薄
茶
さ
へ
小
壺
に
入
て
す
き
ぬ
ら
ん

　

こ
ゝ
ろ
ざ
し
せ
し
日
よ
り
は
ら
め
る

　
　
　

  

世
俗
に
、
仏
事
を
な
す
ハ
「
茶
を
立
る
」
又
「
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
す
る
」

と
云
也
。「
小
つ
ぼ
」
を
産
門
に
と
り
な
す
也
。

（
貞
徳
誹
諧
記
・
貞
徳
自
註
独
吟
百
韻
・
名
オ
折
端
）

Ｄ　

順
の
舞
ひ
や
う
し
う
ら
ゝ
に
踏
出
て

　
　

山
家
の
雪
間
ま
て
る
上
﨟

　

〽
谷
の
戸
の
余
寒
に
蛛
の
巣
ハ
破
れ（

正
章
千
句
・
第
二
花
・
初
オ
五
句
目
）

Ｃ
は
雑
か
ら
恋
へ
の
転
化
で
、付
筋
は
貞
徳
の
自
註
が
示
す
通
り
。取
成
付
に
よ
っ

て
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
Ｄ
は
春
季
同
士
の
付
合
で
あ
り
、
一
見

し
て
大
き
な
変
化
は
窺
え
な
い
か
に
見
え
る
が
、
実
は
前
句
の
「
上
﨟
」
が
「
女

郎
（
蜘
蛛
）」
に
取
り
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
句
の
優
美
な
雰
囲
気

か
ら
貧
し
く
淋
し
い
山
暮
ら
し
の
景
へ
と
一
変
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
の

場
の
景
と
し
て
も
成
立
し
て
い
る
為
連
接
そ
の
も
の
は
自
然
で
あ
り
、
付
筋
を
毀

損
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
長
点
を
か
け
た
貞
徳
も
そ
の
両
立
の
巧
み
さ
を
評

価
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｅ　

い
ま
は
ば
く
ち
の
す
た
る
洛
中

　
　

菜
ば
か
り
の
汁
を
も
て
な
す
町
く
だ
り

　

あ
り
は
ら
寺
へ
ま
い
る
よ
り
あ
ひ

　
　
　

  「
井
筒
」
と
い
ふ
謡
に
、「
名
バ
か
り
ハ
在
原
寺
」
と
う
た
ふ
。
か
や
う

の
は
か
な
き
事
も
、
俳
諧
に
ハ
取
用
事
也
。
さ
れ
共
、
あ
ま
ね
く
人
の



貞
門
俳
諧
に
お
け
る
付
合
観
の
一
考
察

五
一

し
ら
ぬ
事
な
ら
バ
不
可
取
用
云
々
。

（
貞
徳
百
匀
独
吟
自
註
・
初
ウ
十
句
目
）

Ｆ　

む
つ
か
れ
る
子
供
を
余
り
す
か
し
侘

　
　

ふ
し
ミ
の
雪
を
分
る
落
あ
し

　

馬
の
く
ち
も
木
幡
の
里
に
と
め
か
ね
て

　
　
　

  

落
足（
44
）を
落
馬
に
取
な
す
也
。
拾
遺
人
丸
「
山
城
の
木
幡
の
里
に
馬

ハ
あ
れ
ど
か
ち
に
て
ぞ
行
君
を
思
へ
ば
」
と
よ
め
る（
45
）余
情
も
あ
る

べ
し
。「
馬
の
口
の
こ
は
き
」
と
云
秀
句
也
。
秀
句
ハ
和
歌
の
命
と
い

へ
共
、
あ
ま
り
戒
力
過
て
句
毎
に
こ
の
ま
ん
ハ
あ
し
か
る
べ
し
、
祇
公

『
隅
田
川
』
の
セ
う
そ
こ
に
も
秀
句
を
き
ら
へ
り
と
か
や
。
そ
れ
も
毎

句
に
好
め
る
人
に
向
て
教
へ
ら
れ
た
る
心
成
べ
し
、
一
向
に
秀
句
を
き

ら
ふ
に
ハ
あ
る
べ
か
ら
ず
。
一
句
斗
を
か
ざ
ら
ん
為
の
秀
句
ハ
空
し
き

人
の
束
帯
し
た
る
に
同
じ
、
か
ば
か
り
の
事
、
誰
か
ハ
ワ
き
ま
へ
ざ
ら

ん
や
。（
後
略
）

（
俳
諧
之
註
・
名
ウ
五
句
目
）

Ｇ　

白
羽
の
や
よ
ひ
た
つ
ハ
神
垣

　
　

春
か
け
て
懐
妊
す
る
や
き
ね
が
姫

　

お
も
ひ
つ
く
身
ハ
臼
を
か
ご
と
に

（
正
章
千
句
・
第
十
雪
・
名
ウ
二
句
目
）

こ
れ
ら
の
例
は
取
成
付
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
の
あ
る
べ
き
態
度
、
と
い
う
点
に

関
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。
Ｅ
の
付
筋
は
自
註
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
貞
徳
は

「
さ
れ
共
、
あ
ま
ね
く
人
の
し
ら
ぬ
事
な
ら
バ
不
可
取
用
云
々
」
と
述
べ
て
お
り
、

人
口
に
膾
炙
し
た
文
句
に
依
ら
ね
ば
こ
の
よ
う
な
取
成
付
は
許
容
さ
れ
な
い
、
と

戒
め
て
い
る
。
Ｆ
は
「
馬
の
く
ち
も
こ
は
―
木
幡
」
と
い
う
秀
句
を
含
ん
だ
用
例

で
あ
る
が
、
や
は
り
「
一
句
斗
を
か
ざ
ら
ん
為
の
秀
句
ハ
空
し
き
人
の
束
帯
し
た

る
に
同
じ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
、
秀
句
自
体
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
も
前
句
と
の
自
然
な
連
接
が
前
提
と
な
る
。
即
ち
こ

の
場
合
だ
と
「
落
あ
し
―
落
馬
」
と
い
う
取
り
成
し
に
加
え
て
人
麿
歌
を
踏
ま
え

て
こ
そ
は
じ
め
て
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
斯
様
な
付
筋
を
保
っ
て
こ
そ
こ
の
秀

句
は
活
き
る
、
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
Ｅ
と
Ｆ
の
検
討
を
通
し
て
看
取
さ
れ

る
の
は
、
俳
諧
に
お
い
て
衒
学
趣
味
に
陥
ら
な
い
よ
う
常
に
留
意
が
必
要
、
と
い

う
考
え
方
で
あ
り
、
又
そ
れ
は
俗
語
を
積
極
的
に
用
い
る
俳
諧
に
お
い
て
は
詞
・

表
現
に
対
す
る
共
通
理
解
の
基
盤
が
連
歌
に
比
し
て
ど
う
し
て
も
弱
く
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
た
め
、「
は
か
な
き
事
」
一
つ
用
い
る
に
も
周
囲
に
十
分
理
解
さ
れ
う

る
か
が
常
に
問
題
と
な
っ
た
、
と
い
う
事
情
を
反
映
し
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な

事
情
は
秀
句
の
扱
い
に
お
い
て
も
同
様
で
、野
々
口
立
圃
も『
河
船
付
徳
万
歳
』（
承

応
二
年
奥
）（
46
）の
中
で
、

　

  

詞
の
秀
句
を
の
ミ
心
に
か
け
て
付
心
を
と
り
う
し
な
ひ
、
謎
だ
て
・
こ
せ
ご

と
の
さ
ま
を
す
き
て
人
し
れ
ぬ
慢
心
を
お
こ
す
も
あ
り
。

と
述
べ
て
お
り
、
貞
門
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
考
え
方
で
あ
っ
た
。
付
合
に
お

い
て
も
取
成
付
の
よ
う
に
句
境
を
飛
躍
的
に
転
化
す
る
手
法
は
本
質
的
に
付
筋
の

把
握
に
一
定
の
困
難
を
孕
ん
で
い
る
が
故
に
、
そ
の
運
用
に
あ
た
っ
て
一
層
の
慎

重
さ
が
期
さ
れ
て
い
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
う
し
た
考
え
方
が
実
践
さ
れ
た
最
た
る
例
と
も
い
え
る
の
が
Ｇ
で
あ
る
。
打

越
―
前
句
は
玉
依
日
売
の
懐
妊
の
故
事（
47
）に
依
拠
す
る
「
矢
」
―
「
懐
妊
」「
姫
」

の
寄
せ
に
よ
り
付
い
て
い
る
一
方
、
付
句
で
は
「
身
ハ
憂
―
臼
」
と
い
う
秀
句
を



鈴　

木　

敬　

寛

五
二

有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
前
句
の
「
き
ね
」
を
「
巫
覡
」
の
意
か
ら
「
杵
」
の
意

に
取
り
成
し
、
そ
の
縁
と
し
て
「
臼
」（
48
）を
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
秀
句
と

取
成
付
を
互
い
に
分
か
ち
難
く
結
び
つ
け
て
付
筋
を
成
立
さ
せ
つ
つ
も
共
通
理
解

の
基
盤
は
担
保
す
る
、
と
い
う
、
紹
巴
連
歌
に
は
お
よ
そ
見
ら
れ
な
か
っ
た
非
常

に
巧
緻
な
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
が
分
か
る
。
こ
こ
に
高
度
な
技
巧
と
自
然

な
連
接
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
貞
門
俳
諧
な
ら
で
は
の
表
現
意
欲
を
見
て
取
っ

て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
貞
門
俳
諧
で
は
秀
句
や
取
成
付
を
用
い
る
際
、
付
筋
を
毀
損
し
な

い
た
め
の
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
お
り
、
斯
様
な
行
き
方
は
貞
門
俳
諧
が
紹
巴

連
歌
の
特
徴
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
先
に
述
べ
来
っ
た
よ
う
な
貞
門
俳
諧
特
有
の
問

題
―
「
連
歌
に
俗
語
を
加
て
前
句
の
詞
を
あ
ら
ぬ
品
に
と
り
な
し
て
付
侍
る
」（
誹

諧
初
学
抄
）
行
き
方
を
生
命
と
す
る
が
故
に
、
詞
の
意
味
や
付
筋
の
把
握
に
お
い

て
共
通
理
解
に
困
難
が
増
す
―
を
克
服
す
る
た
め
に
為
さ
れ
た
よ
り
一
層
の
粉
骨

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
辺
り
は
単
に
句
境
転
化
の
一
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
紹
巴
連

歌
に
お
い
て
は
窺
え
な
い
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
事
は
先
に
見
た
『
正
章
千
句
』
に

お
け
る
取
成
付
重
視
の
行
様
や
そ
れ
に
対
す
る
点
者
貞
徳
の
評
価
の
姿
勢
や
態
度

か
ら
も
十
分
首
肯
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

五
、「
取
成
付
を
宗
と
す
べ
し
」
と
「
連
歌
の
い
き
」
の
関
係
性

以
上
を
総
括
す
る
と
、
連
歌
に
お
い
て
は
取
成
付
は
長
い
間
軽
視
さ
れ
て
い
た

が
、
遣
句
中
心
で
流
れ
の
速
い
紹
巴
連
歌
の
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
句
境
変
化

の
重
要
な
手
段
の
一
つ
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
貞

門
俳
諧
も
取
成
付
を
更
に
積
極
的
に
多
用
し
た
。
だ
が
一
方
で
俗
語
を
積
極
的
に

用
い
る
俳
諧
た
る
が
故
共
通
理
解
の
基
盤
確
保
の
重
要
性
が
増
し
た
結
果
、
そ
の

運
用
に
は
よ
り
一
層
の
緻
密
さ
が
増
し
た
―
、
と
な
ろ
う
。
そ
の
中
に
は
取
成
付

に
よ
っ
て
こ
そ
「
本
の
事
」
を
「
面
白
お
か
し
く
」（『
誹
諧
初
学
抄
』）
せ
し
め

ら
れ
て
い
た
例
が
多
々
あ
り
、
又
そ
の
多
用
に
よ
り
句
境
転
化
の
更
な
る
激
化
が

図
ら
れ
て
い
た
点
を
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
貞
室
の
「
俳
諧
ハ
取
成
付

を
宗
と
す
べ
し
」
と
い
う
発
言
は
、
紹
巴
連
歌
の
行
様
に
引
き
違
え
て
貞
門
俳
諧

の
行
様
の
独
自
性
お
よ
び
諧
謔
性
を
、
形
式
と
し
て
内
側
か
ら
保
証
す
る
旨
の
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
行
き
方
の
差
異
は
畢
竟
、
一
句

の
句
作
と
付
筋
の
興
趣
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
、
と
い
う
相
対
的
な
関
係
で
し

か
な
く
、
そ
れ
は
貞
徳
の
次
の
発
言
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

　

  

常
の
連
歌
に
ハ
前
句
に
少
し
う
と
く
共
句
が
ら
の
よ
き
を
本
と
す
、
誹
諧
ハ

是
に
替
て
い
か
に
一
句
の
仕
立
い
と
よ
し
と
云
と
も
、
前
句
に
付
ぬ
所
あ
ら

ば
め
で
た
か
ら
ぬ
句
と
思
ふ
べ
し
。
句
作
縦
い
や
し
く
と
も
、
能
付
る
を
本

意
と
す
、
と
見
え
た
り
。

（
天
水
抄
）

こ
れ
は
取
成
付
に
限
っ
て
述
べ
ら
れ
た
文
言
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
貞
門
俳

諧
が
積
極
的
に
後
者
を
重
視
す
る
方
向
を
選
ん
だ
証
左
と
言
え
る
。
従
来
の
取
成

付
の
研
究
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
く
把
握
が
十
分
で
あ
っ
た
と
は
言

い
難
く
、
例
え
ば
乾
裕
幸
氏（
49
）は
「
四
つ
手
付
・
取
成
付
を
主
法
と
し
、
式
目

禁
制
を
重
ん
ず
る
が
ゆ
え
に
、
付
合
の
呼
吸
に
軽
妙
性
を
欠
く
貞
門
俳
諧
は
、
そ

れ
だ
け
に
ま
た
解
放
的
な
笑
い
に
欠
け
る
滑
稽
文
学
で
あ
っ
た
」
と
し
、
三
・
三

節
に
述
べ
た
談
林
俳
諧
か
ら
の
視
座
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
身
を
委
ね
て
貞
門
俳
諧
を



貞
門
俳
諧
に
お
け
る
付
合
観
の
一
考
察

五
三

一
段
下
の
「
滑
稽
文
学
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
貞
門
俳
諧
の
付
合
の

方
向
性
の
選
択
を
軽
視
し
た
一
面
的
評
価
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
取
成
付
は
貞

門
俳
諧
に
と
っ
て
付
筋
の
興
趣
を
感
興
の
中
心
に
据
え
ん
が
た
め
の
重
要
な
手
法

で
あ
り
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
今
後
は
そ
う
し
た
見
方
を

乗
り
越
え
、
貞
門
俳
諧
の
独
自
の
行
様
を
尊
重
し
た
上
で
連
歌
や
談
林
俳
諧
と
の

連
句
文
芸
史
上
に
お
け
る
関
係
性
の
再
構
築
が
俟
た
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
の
点
に

お
い
て
は
本
稿
で
採
り
上
げ
た
取
成
付
の
み
な
ら
ず
、
更
な
る
多
面
的
角
度
か
ら

の
把
握
が
課
題
と
な
ろ
う
。

注

（
1
） 

本
文
は
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
潁
原
文
庫
本
（
請
求
記
号
：
Ｈ
ｄ
―
三
六
）

に
よ
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
通
行
字
体
に
改
め
、
私
意
を
も
っ
て
句
読
点
・

濁
点
等
を
付
し
た
。
一
次
文
献
の
引
用
に
つ
い
て
は
以
下
同
じ
。

（
2
） 

本
文
は
『
誹
諧
初
学
抄　

尤
之
双
紙
』（
近
世
文
学
資
料
類
従　

古
俳
諧
編
五
、
勉

誠
社
、
一
九
七
三
年
十
二
月
）
に
よ
っ
た
。

（
3
） 

宮
本
三
郎
「
付
合
作
法
か
ら
見
た
貞
門
・
談
林
の
俳
諧
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第

三
十
四
巻
第
四
号
、
一
九
五
七
年
四
月
）、
乾
裕
幸
「「
あ
し
ら
ひ
」
考
」（『
国
語

国
文
』
第
三
十
五
巻
第
九
号
、
一
九
六
六
年
九
月
）、
両
角
倉
一
「
紹
巴
連
歌
試
考

―
二
つ
の
千
句
を
中
心
に
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
十
九
巻
第
三
号
、

一
九
六
二
年
三
月
）
な
ど
。

（
4
） 

『
俳
諧
之
註
』
の
本
文
は
寛
永
十
九
年
刊
の
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
蔵
本
（
分
類
記

号
：
わ
一
〇
―
四
）
に
よ
っ
た
。

（
5
） 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、（
3
）
に
挙
げ
た
宮
本
論
文
の
中
で
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

（
6
） 

本
文
は
加
藤
定
彦
編
『
初
印
本
毛
吹
草　

影
印
篇
』（
勉
誠
社
、
一
九
七
八
年
五
月
）

に
よ
っ
た
。

（
7
） 

乾
裕
幸
「
芭
蕉
が
談
林
か
ら
得
た
も
の
―
遣
句
の
呼
吸
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
連
歌

俳
諧
研
究
』
第
二
十
五
号
、
一
九
六
三
年
七
月
）。

（
8
） 

本
文
は
金
子
金
治
郎
編
『
連
歌
貴
重
文
献
集
成
』
第
十
集
（
勉
誠
社
、
一
九
八
二

年
十
二
月
）
に
よ
っ
た
。

（
9
） 

本
文
は
大
阪
府
立
大
学
山
崎
文
庫
本
（
請
求
記
号
：
ヤ
八
―
二
七
）
に
よ
る
。

（
10
） 

斎
藤
義
光「
連
歌
の
付
合
に
お
け
る
や
り
句
に
つ
い
て
」（『
国
語
』（
東
京
教
育
大
学
）

第
四
巻
第
一
号
、
一
九
五
五
年
八
月
）。
な
お
、
同
論
文
は
同
氏
の
『
中
世
連
歌
の

研
究
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
九
年
九
月
）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 

（
10
）
と
同
文
献
に
よ
る
。

（
12
） 

「
柳
―
餞
別　

離
別
川
辺
綰
柳
条
」（『
俳
諧
類
舩
集
』）。

（
13
） 

本
文
は
国
立
国
会
図
書
館
本
（
請
求
記
号
：
一
八
八
―
二
七
）
に
よ
っ
た
。

（
14
） 

本
文
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
伊
地
知
鉄
男
文
庫
『
連
歌
世
々
之
指
南
』
所
収
本
（
請

求
記
号
：
文
庫
二
〇
―
〇
〇
一
七
九
）
に
よ
っ
た
。

（
15
） 

本
文
は
国
立
国
会
図
書
館
本
（
請
求
記
号
：
一
八
八
―
三
三
四
）
に
よ
っ
た
。

（
16
） 

「
水
辺
用
之
分　

水
」（『
無
言
抄
』
躰
用
之
事
）

（
17
） 

両
角
倉
一
『
宗
祇
連
歌
の
研
究
』
第
四
章
第
五
節
「『
新
撰
菟
玖
波
集
』
の
付
様
の

一
面
―
「
と
り
な
し
付
」
を
中
心
に
―
」、
一
九
八
五
年
七
月
。
な
お
、
こ
の
節
の

初
出
は
「
新
撰
菟
玖
波
集
の
連
歌
的
表
現
」（『
国
語
国
文
』
第
四
十
巻
十
号
、

一
九
七
一
年
十
月
）
で
あ
る
が
、両
角
氏
が
『
宗
祇
連
歌
の
研
究
』
の
「
あ
と
が
き
」

に
お
い
て
「
旧
稿
と
本
書
の
記
述
で
相
違
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
そ
れ

を
採
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
典
拠
と
し

て
扱
っ
た
。

（
18
） 
本
文
は
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
本
（
請
求
記
号
：
八
九
五
・
六
一
／
Ｋ
Ｉ
Ｔ
）
に

よ
っ
た
。

（
19
） 

尾
形
仂
「
軽
口
の
俳
諧
（
序
説
）」（『
西
鶴
研
究
』
六
、一
九
五
三
年
一
〇
月
）。

（
20
） 

本
文
は
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
潁
原
文
庫
本
（
請
求
記
号
：
Ｈ
ｌ
―
六
一
）



鈴　

木　

敬　

寛

五
四

に
よ
っ
た
。

（
21
） 
『
俳
諧
染
糸
』
は
「
む
か
し
ハ
誹
諧
を
伊
勢
歌
と
言
た
る
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
守

武
流
俳
諧
と
の
関
連
性
を
も
自
認
し
て
い
る
。

（
22
） 

（
7
）
と
同
文
献
に
よ
る
。

（
23
） 

本
文
は
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
潁
原
文
庫
本
（
請
求
記
号
：
Ｈ
ｄ
―
五
）

に
よ
っ
た
。

（
24
） 

本
文
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
（
請
求
記
号
：
ヘ
〇
五
―
〇
二
九
六
四
）
に
よ
っ

た
。

（
25
） 

（
17
）
と
同
文
献
に
よ
る
。

（
26
） 

本
文
は
『
長
六
文
』
金
子
金
治
郎
編
『
連
歌
貴
重
文
献
集
成
』
第
六
集
（
勉
誠
社
、

一
九
八
一
年
六
月
）
に
よ
っ
た
。

（
27
） 

本
文
は
金
子
金
治
郎
編
『
連
歌
貴
重
文
献
集
成
』
第
七
集
（
勉
誠
社
、
一
九
八
〇

年
一
月
）
に
よ
っ
た
。

（
28
） 

本
文
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
実
隆
本
』（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
第
二
十
巻
、

一
九
七
五
年
三
月
）
に
よ
っ
た
。

（
29
） 

（
17
）
と
同
文
献
に
よ
る
。

（
30
） 

斎
藤
義
光
「
紹
巴
連
歌
の
特
質
―
貞
門
俳
諧
の
先
蹤
と
し
て
―
」『
国
語
と
国
文
学
』

第
三
十
四
巻
第
九
号
、
一
九
五
七
年
九
月
。
な
お
、
こ
の
論
文
は
同
氏
の
『
中
世

連
歌
の
研
究
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
七
九
年
九
月
）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

（
31
） 

本
文
は
宮
内
庁
書
陵
部
本
（
請
求
記
号
：
一
五
四
・
四
九
五
）
に
よ
っ
た
。

（
32
） 

本
文
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
平
松
文
庫
本（
請
求
記
号
：
七
―
シ
―
一
五
）に
よ
っ

た
。

（
33
） 

「
筌　

野
王
案
筌
〈
且
泫
反
和
名
宇
倍
〉
捕
魚
竹
笱
也
」（
元
和
三
年
古
活
字
版

二
十
巻
本
『
和
名
類
聚
抄
』
巻
十
五
・
漁
釣
具
百
九
十
四
）。

（
34
） 

長
谷
川
千
尋
「「
や
す
〳
〵
」
と
し
た
風
を
め
ぐ
っ
て
―
紹
巴
の
連
歌
と
寄
合
書
―
」

『
国
語
国
文
』
第
六
十
八
巻
第
十
一
号
、
一
九
九
九
年
十
一
月
。

（
35
） 

同
様
の
主
張
は
重
頼
の
『
毛
吹
草
』
に
も
見
え
る
。

（
36
） 

本
文
は
『
俳
諧
独
吟
集
一
』（
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
俳
書
集
成
第
四
巻
、
天
理
大

学
出
版
部
、
一
九
九
四
年
十
月
）
に
よ
っ
た
。

（
37
） 

本
文
は
（
36
）
と
同
じ
文
献
に
よ
っ
た
。

（
38
） 

本
文
は
『
俳
諧
独
吟
集
二
』（
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
俳
書
集
成
第
五
巻
、
天
理
大

学
出
版
部
、
一
九
九
四
年
十
月
）
に
よ
っ
た
。

（
39
） 

本
文
は
『
正
章
千
句　

紅
梅
千
句　

貞
徳
誹
諧
記
』（
近
世
文
学
資
料
類
従　

古
俳

諧
編
三
十
九
、
勉
誠
社
、
一
九
七
五
年
十
二
月
）
に
よ
っ
た
。

（
40
） 

本
文
は
『
貞
門
俳
書
集
一
』（
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
俳
書
集
成
第
十
五
巻
）
に
よ
っ

た
。

（
41
） 

今
こ
こ
で
は
付
句
に
お
け
る
長
点
を
問
題
と
す
る
た
め
、
発
句
に
か
け
ら
れ
た
長

点
は
長
点
数
か
ら
除
外
し
た
。
な
お
、
図
表
の
中
の
「
割
合
」
は
、
長
点
付
句
中

に
お
け
る
取
成
付
の
％
を
示
す
（
四
捨
五
入
）。

（
42
） 

便
宜
上
、『
正
章
千
句
』
に
お
い
て
長
点
が
か
け
ら
れ
て
い
る
句
に
は
句
頭
に
〽
を

付
し
た
。

（
43
） 

「
食
物
が
消
化
し
な
い
で
胃
に
た
ま
る
」
ま
た
は
「
前
夜
か
ら
の
酔
を
翌
日
ま
で
継

続
す
る
」（
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
）。

（
44
） 

「
落
あ
し
」
…
「Vochiaxi. 

戦
闘
の
際
に
逃
走
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
敗
北
し
て
逃

走
す
る
こ
と
」（『
邦
訳
日
葡
辞
書
』）
つ
ま
り
付
句
は
幸
若
『
伏
見
常
磐
』
の
俤
か

ら
子
連
れ
の
落
ち
武
者
の
躰
に
転
じ
て
い
る
。

（
45
） 

人
麿
歌
は
「
山
し
な
の
こ
は
た
の
里
に
馬
は
あ
れ
ど
か
ち
よ
り
ぞ
く
る
君
を
思
へ

ば
」
の
形
で
『
拾
遺
和
歌
集
』（
巻
第
十
九
・
雑
恋
・
一
二
四
三
／
題
し
ら
ず
）
に

所
収
。

（
46
） 

本
文
は
『
小
町
踊　

下
』（
近
世
文
学
資
料
類
従　

古
俳
諧
編
三
、
勉
誠
社
、

一
九
七
二
年
六
月
）
に
よ
っ
た
。

（
47
） 
『
山
城
国
風
土
記
逸
文
』
に
よ
る
。

（
48
） 
「
杵
」
―
「
臼
」
の
連
接
が
暗
喩
と
し
て
性
行
為
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
に
は
た
ら
い

て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
49
） 

（
7
）
と
同
文
献
に
よ
る
。


