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は
じ
め
に

一
般
に
、
芭
蕉
は
、
歌
語
な
ど
伝
統
的
な
季
題
や
季
語
を
詠
む
際
に
、
発
句
に

お
い
て
そ
れ
ま
で
詠
み
込
ま
れ
て
き
た
こ
と
ば
の
本
意
に
、
新
た
な
視
点
や
側
面

を
見
出
し
、
本
意
の
刷
新
を
行
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

連
句
に
詠
み
込
ま
れ
る
季
語
は
、
そ
の
素
材
自
体
の
新
鮮
さ
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て

き
た
。
で
は
、
連
句
に
お
い
て
伝
統
的
な
季
題
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
。

談
林
俳
諧
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
﹁
投
げ
込
み
の
月
﹂

1

と
い
わ
れ

る
手
法
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
季
節
の
言
葉
と
し
て
使
い
古
さ
れ
、
伝
統
的
な
季

語
と
し
て
こ
と
ば
の
持
つ
季
節
感
が
揺
ら
が
な
い
も
の
を
、
句
中
に
句
意
や
趣
向

と
は
関
係
な
く
投
げ
込
ん
で
い
く
詠
み
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
ど
う

し
て
も
季
の
句
を
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
に
際
し
て
、
伝
統
的
な
季
語
を

用
い
て
一
句
に
新
し
み
を
出
す
た
め
の
打
開
策
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
ま

た
、
一
方
で
、
伝
統
的
な
季
語
は
運
座
に
お
い
て
季
の
展
開
を
支
え
る
重
要
な
要

素
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
巻
中
に
繰
り
返
し
使
用
さ

れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
関
し
て
百
韻
に
お
い
て
は
、﹁
一
座
四
句
物
﹂
な
ど
と

し
て
、
展
開
の
輪
廻
や
滞
り
を
避
け
る
た
め
に
、
用
い
る
回
数
を
規
制
を
し
て
き

た
。
こ
う
し
た
伝
統
的
な
季
題
を
一
句
の
季
を
担
う
季
語
と
し
て
常
套
的
に
用
い

て
い
く
こ
と
は
、
芭
蕉
一
座
の
連
句
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
伝
統
題
が
発
句
で
も
詠
ま
れ
や
す
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
そ
の
意
味
で
、
伝
統
的
な
季
題
や
季
語
は
連
句
・
発
句
と
も
に
多
く
詠
ま

れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

だ
が
、
伝
統
的
な
季
題
で
あ
り
な
が
ら
、
芭
蕉
が
発
句
に
は
ほ
と
ん
ど
詠
ま
な

か
っ
た
季
語
が
あ
る
。
そ
れ
が
春
の
季
語
﹁
霞
﹂
で
あ
る
。
は
や
く
は
万
葉
集
以

来
、
和
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
、
以
来
連
歌
・
俳
諧
に
至
る
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
﹁
霞
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
た
の
が
、
芭
蕉
の
発
句
で
は
わ
ず
か
二
例
に
す
ぎ
な

早
稲
田
大
学　

教
育
・
総
合
科
学
学
術
院　

学
術
研
究
（
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
）
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い
。
そ
の
一
方
で
、
連
句
に
お
い
て
は
複
数
例
詠
ま
れ
て
お
り
、﹁
霞
﹂
の
詠
み

込
ま
れ
方
は
他
の
伝
統
的
な
季
語
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
季
語
の
調
査
結
果
と
実
際
の
作
例
を
も
と
に
、
万
葉
集
以

来
用
い
ら
れ
、
す
で
に
春
の
こ
と
ば
と
し
て
定
着
し
て
い
た
﹁
霞
﹂
と
い
う
伝
統

的
な
季
語
が
、
な
ぜ
他
の
伝
統
的
な
季
語
と
は
傾
向
が
異
な
る
の
か
、
そ
の
詠
ま

れ
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
以
下
、
俳
諧
を
中
心
に
論
を
進

め
る
都
合
上
、
句
中
で
の
季
題
と
季
語
と
の
用
い
ら
れ
方
に
特
に
区
別
が
な
い
た

め
、﹁
季
語
﹂
と
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
芭
蕉
の
「
霞
」

そ
も
そ
も
霞
と
い
う
現
象
は
、
実
体
が
定
か
で
は
な
い
。
歳
時
記
な
ど
の
解
説

に
し
た
が
え
ば
、
霞
は
山
あ
い
に
発
生
す
る
水
蒸
気
（
靄
）
で
あ
り
、
そ
の
靄
を

春
は
霞
、
秋
の
霧
と
し
て
詠
み
分
け
て
き
た

2

。
や
が
て
そ
れ
が
概
念
化
し
て
、
視

覚
的
に
ぼ
ん
や
り
と
し
た
状
態
を
も
指
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
穏
や
か
な
情
景
は

春
の
倦
怠
な
気
分
を
よ
く
言
い
表
す
も
の
と
し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
。﹁
霞
﹂
は
和
歌
以
来
、
春
の
象
徴
的
な
気
象
と
し
て
﹁
隔
つ
﹂
も
の
と
し

て
遠
景
で
詠
み
込
ま
れ
て
き
た
伝
統
的
な
春
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
季
寄
せ
類
の
掲

出
は
﹃
連
理
秘
抄
﹄（
貞
和
五
）
に
初
出
、﹃
至
宝
抄
﹄（
天
正
一
四
）﹃
花
火
草
﹄（
寛

永
一
三
）
以
下
、
多
く
は
兼
三
春
と
さ
れ
る

3

。
分
類
と
し
て
は
﹁
聳
物
﹂
で

4

、
雲
・

煙
・
霧
な
ど
と
同
類
で
あ
る
。
時
分
は
、﹁
朝
﹂
な
い
し
﹁
夕
﹂
と
さ
れ
、
夜
の

霞
は
﹁
朧
﹂
と
し
て
詠
ま
れ
た

5

。
こ
の
ほ
か
、
語
義
と
し
て
は
、
気
象
と
し
て
の

﹁
霞
﹂
の
ほ
か
、﹁
酒
﹂
や
目
が
か
す
む
な
ど
の
意
が
あ
る
。

次
頁
の
表
①

6

は
芭
蕉
が
句
中
に
詠
み
込
ん
だ
季
語
の
集
計
で
あ
る
。
こ
れ
を
見

れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
伝
統
的
な
季
語
は
、
発
句
で
も
連
句
で

も
多
く
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
集
計
の
上
位
に
挙
げ
ら
れ

る
季
語
は
共
通
す
る
も
の
が
多
い
わ
け
だ
が
、
こ
と
﹁
霞
﹂
に
つ
い
て
は
、
連
句

の
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
一
方
、
発
句
に
は
掲
出
さ
れ
て
こ
な
い
。
お
よ
そ
一
〇
〇

〇
句
あ
る
と
さ
れ
る
芭
蕉
発
句
に
お
い
て
、﹁
霞
﹂
が
詠
ま
れ
た
句
は
二
句
に
過

ぎ
な
い
た
め
で
あ
る

7

。
伝
統
的
な
季
語
で
あ
り
な
が
ら
、
芭
蕉
が
発
句
で
二
例
し

か
詠
み
込
ん
で
い
な
い
の
は
大
変
興
味
深
い
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
こ
れ

ま
で
俳
諧
の
季
語
研
究
に
お
い
て
﹁
霞
﹂
の
詠
ま
れ
方
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
連
句
に
お
い
て
の
﹁
霞
﹂
は
、
全
五
〇
（
貞
享
元
年

以
前
二
一
例
／
貞
享
以
後
二
九
）
例
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
貞
享
以
前
、
以
後
と
も

に
﹁
花
﹂
を
除
く
春
の
季
語
の
中
で
は
、﹁
春
﹂
と
い
う
四
季
名
の
次
に
多
く
詠

み
込
ま
れ
た
春
の
常
套
的
な
季
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う

8

。
こ
の
﹁
霞
﹂
の
詠
ま
れ

方
に
つ
い
て
、
芭
蕉
が
ど
の
部
分
に
着
目
し
、
連
句
に
ど
の
よ
う
に
詠
み
込
ん
で

き
た
の
か
を
、
ま
ず
は
検
討
し
て
い
き
た
い
。
以
下
、
貞
享
以
降
の
連
句
に
詠
み

こ
ま
れ
た
全
二
九
句
に
つ
い
て
そ
の
様
相
を
見
る
べ
く
、
芭
蕉
の
付
句
の
特
徴
を

抽
出
し
て
み
た
い
。

陰
干
す
於
期
の
か
づ
ら
這
ふ
道 

叩
端
（
春
）

笠
持
て
霞
に
立
る
痩
男 

芭
蕉
（
春
）

（
貞
享
二
年
三
月
二
十
七
日
﹁
つ
く
〴
〵
と
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

桃
に
な
み
だ
か
一
国
の
酔 

枳
風
（
春
）
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朝
が
す
み
賢
者
を
流
す
舟
み
え
て 

芭
蕉
（
春
）

（
貞
享
三
年
﹁
冬
景
や
﹂
歌
仙
未
満
三
四
句
、
名
残
表
1
）

痩
た
る
馬
の
春
に
つ
な
が
る 

重
辰
（
春
）

米
か
り
に
草
の
戸
出
る
朝
が
す
み 

芭
蕉
（
春
）

（
貞
享
四
年
十
一
月
六
日
﹁
め
づ
ら
し
や
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

ま
だ
鶯
の
啼
き
ら
ぬ
こ
ゑ 

千
川
（
春
）

門
番
の
寐
顔
に
か
す
む
月
を
見
て 

芭
蕉
（
春
）

（
元
禄
六
年
一
月
﹁
野
は
雪
に
﹂
歌
仙
、
第
三
）

﹁
霞
﹂
と
い
う
伝
統
的
な
優
雅
さ
を
持
つ
言
葉
に
対
し
て
、
芭
蕉
は
﹁
痩
男
﹂﹁
賢

者
﹂﹁
米
か
り
に
﹂﹁
門
番
﹂
な
ど
を
詠
み
込
ん
で
お
り
、
句
中
に
人
物
を
配
す
る

こ
と
で
和
歌
的
優
美
さ
と
は
異
な
る
要
素
（
俳
言
）
を
入
れ
て
仕
立
て
あ
げ
て
い

る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
芭
蕉
の
付
句
に
特
徴
的
な
傾
向
で
あ
る
。﹁
つ

く
〴
〵
と
﹂
歌
仙
で
は
、
霞
の
中
に
い
る
の
は
﹁
痩
男
﹂
で
あ
り
、﹁
冬
景
や
﹂

三
四
句
で
は
﹁
賢
者
﹂、﹁
め
づ
ら
し
や
﹂
歌
仙
で
は
﹁
米
か
り
﹂
に
行
く
人
物
で

あ
る
。﹁
野
は
雪
に
﹂
歌
仙
で
は
﹁
か
す
む
月
﹂
で
あ
り
朧
月
の
意
で
あ
る
が
、

朧
月
を
﹁
か
す
む
月
﹂
と
表
現
し

9

、
そ
の
中
に
﹁
門
番
﹂
を
配
し
た
点
は
前
引
の

三
例
と
同
様
で
あ
る
。
霞
の
中
の
人
物
を
詠
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
句
の
主

体
は
﹁
霞
﹂
で
は
な
く
そ
の
人
物
に
あ
る
。
単
に
霞
は
一
句
の
背
景
（
前
提
）
と

し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
ど
う
景
色
が
変
化
し
て
見
え
る
の
か
、
と
い
う

よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
﹁
霞
﹂
と
共
に
詠
み
込
ま
れ
た
対
象
物
と
の
関
係
は
、
多
く
そ
の
距

離
感
の
変
化
が
詠
ま
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
﹃
増
補
和
歌
題
林
抄
﹄（
一
条
兼
良

表
①
季
語
集
計

連
句
上
位 （
貞
享
～
）

発
句
上
位

貞
享
以
前
連
句

 

秋
月
351
（
13
）
有
明
月　
25

 

春
花
254
（
5
）

　
　

花
ざ
か
り　
26

 

秋
秋
180
（
11
）

 

春
春
165
（
4
）

 

冬
雪
88
（
15
）

 

秋
露
82
（
4
）

 

春
霞
・
霞
む
29

 

春
か
げ
ろ
ふ
28
（
1
）

 

冬
冬
27
（
2
）

 

秋
砧
24

 

秋
霧
24

 

夏
ほ
と
と
ぎ
す
23
（
2
）

 

春
鴬
22
（
1
）

 

春
蝶
22
（
1
）

 

冬
時
雨
21
（
7
）

 

冬
霜
21
（
5
）

 

冬
霰
19
（
4
）

 

春
の
ど
か
19

 

秋
す
す
き
18

 

冬
寒
し
18
（
4
）

 

秋
鹿
16

 

秋
萩
15
（
2
）

 

秋
雁
14
（
1
）

 

秋
菊
14
（
2
）

 

春
柳
14
（
4
）

 

夏
夏
13
（
4
）

 

春
梅
13
（
4
）

 

秋
盆
13

 

春
雉
子
14

 

春
あ
た
た
か
11

 

秋
虫
11

 

秋
き
り
ぎ
り
す
10
（
3
）

 

秋
稲
10

 

秋
稲
妻
10
（
1
）

 

春
雲
雀
10
（
2
）

 

秋
栗
10
（
1
）

 

秋
月　

77　

十
六
夜
5

 

春
花　

53

 

冬
雪　

43

 

春
梅　

31

 

秋
菊　

30

 

夏
ほ
と
と
ぎ
す　

26

 

秋
秋　

22
秋
風　

22
暮
秋
11

 

夏
五
月
雨　

18

 
冬
歳
暮　

18

 
春
桜　

16
 

冬
時
雨　

16　

時
雨
る
5

 

冬
霜　

15
 

春
柳　

12

 

冬
寒
し　

11

 

夏
涼
し　

11　

夕
涼
み
5

 

秋
露　

11

 

夏
瓜　

9

 

秋
萩　

9

 

夏
夏
8　

夏
の
月
5

 

冬
霰　

8

 

秋
き
り
ぎ
り
す　

7

 

夏
蛍　

7

 

冬
師
走　

7

 

秋
七
夕　

7

 

春
春
雨　

7

 

秋
朝
顔　

7

 

春
蝶　

7

 

冬
落
葉　

7

 

冬
こ
が
ら
し　

6

 

春
雲
雀　

6

 

冬
冬　

5　

冬
籠
り
6

 

夏
麦　

6

◦  

季
語
の
分
類
は
、
季
語
の
本

季
で
用
い
ら
れ
た
も
の
を
右

記
の
大
分
類
に
当
て
は
め
て

い
る
。
よ
っ
て
、﹁
雪
﹂
で
あ

れ
ば
、﹁
初
雪
﹂﹁
雪
見
﹂
な

ど
は
含
む
が
、
春
の
雪
に
あ

た
る
﹁
淡
雪
﹂
や
﹁
雪
解
﹂

な
ど
は
含
ま
な
い
。

 

秋
月　

120
（
1
）

　
　

有
明
月　

4

 

春
花　　

74
（
3
）

 

秋
秋　　

64
（
4
）

 

秋
露　　

53

 

春
春　　

46

 

春
霞
　

　
21

 

冬
雪　　

18
（
1
）

 

冬
時
雨　
13
（
1
）

 

秋
雁　　

10
（
1
）

 

秋
霧　　

10

 

冬
霜　　

9

 

夏
ほ
と
と
ぎ
す
9

 

春
柳　　

9

 

秋
薄　　

8

 

秋
萩　　

7

 

春
鴬　　

6

 

春
藤　　

6

 

秋
虫　　

5

 
秋
紅
葉　
5

 
秋
朝
顔　
4

 

春
梅　　

4
（
2
）

 

夏
鰹　　

4
 

春
蛙　　

4

 

秋
砧　　

4

 

冬
木
枯
ら
し
4

 

夏
清
水　
4

 

冬
歳
暮　
4
（
3
）

 

夏
蛍　　

4

◦  （　
）
内
の
数
は
連
句
の
発
句

で
詠
み
込
ま
れ
た
数
。
な
お
、

語
頭
に
は
季
語
の
本
季
を
○

囲
い
で
示
し
た
。

◦  

季
重
り
は
全
て
の
季
語
を
集

計
し
た
。
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編
、
北
村
季
吟
増
補
、
宝
永
三
年
刊
）
は
、﹁
霞
﹂
の
本
意
を
次
の
よ
う
に
説
い

て
い
る
。

春
霞　

八
重
霞　

朝
霞　

夕
霞　

立
つ　

隔
つ　

流
る　

棚
引
く

　

峰
の
雪
は
霞
に
消
え
、
四
方
の
く
ず
ゑ
は
霞
に
う
づ
も
れ
、
い
も
せ
の

山
に
は
隔
つ
る
景
色
を
そ
ね
み
、
野
辺
の
霞
に
は
も
ず
の
く
さ
ぐ
き
、
焼

野
ゝ
煙
か
と
ま
が
へ
、
沖
つ
島
は
霞
に
し
づ
み
、
天
野
釣
り
船
は
霞
に
浮

か
び
、
河
瀬
の
霞
を
ば
流
れ
ゝ
と
も
詠
み
、
霞
の
衣
と
い
ひ
て
は
佐
保
姫

の
花
の
上
着
か
と
疑
ひ
、
佐
保
山
に
か
け
、
袖
ふ
る
山
に
よ
そ
へ
、
春
風

に
乱
る
と
も
。

春
霞
立
て
る
や
い
づ
こ
み
よ
し
野
の
吉
野
ゝ
山
に
雪
は
ふ
り
つ
ゝ

朝
霞
深
く
見
ゆ
る
や
煙
立
つ
室
の
八
島
の
渡
り
な
る
ら
む

霞
を
や
煙
と
見
ら
ん
武
蔵
野
の
つ
ま
も
籠
も
れ
る
き
ゞ
す
鳴
く
な
り

こ
れ
に
よ
れ
ば
、﹁
霞
﹂
を
、
雲
や
煙
と
見
ま
が
え
た
り
、
ま
た
、
霞
ん
で
近

く
あ
る
も
の
が
見
え
ぬ
景
色
で
あ
っ
た
り
、
春
を
司
る
女
神
﹁
佐
保
姫
﹂
の
衣
で

あ
る
と
山
の
霞
を
見
立
て
た
り
す
る
こ
と
が
、﹁
霞
﹂
の
本
意
で
あ
り
詠
ま
れ
方

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
芭
蕉
の
﹁
霞
﹂
の
詠
み
方
は
こ
う
し
た
﹁
霞
﹂
の
本
意
と
は

一
線
を
画
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
霞
を
通
し
て
見
え
る
対
象
物
を
一
句
の

主
体
と
し
て
詠
み
込
む
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
、
霞
に
よ
っ
て
対
象
物
が
春
ら

し
く
変
化
し
て
見
え
る
と
い
う
﹁
立
春
﹂
に
お
け
る
﹁
霞
﹂
に
近
い
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
な
お
、
前
引
同
書
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

た
つ
は
る
の
心
を
よ
ま
ば
、
あ
け
ゆ
く
そ
ら
も
い
つ
し
か
霞
、
た
に
の
こ

ほ
り
う
ち
と
け
て
、
岩
も
る
を
と
も
し
る
く
、
こ
ず
ゑ
の
雪
も
、
け
さ
は
は

な
か
と
お
ぼ
め
か
れ
あ
さ
日
の
か
げ
も
う
ら
ゝ
か
に
、
と
き
し
る
と
り
の
こ

ゑ
に
も
お
ど
ろ
き
、
み
な
れ
た
る
人
も
、
い
ま
さ
ら
め
づ
ら
し
き
心
な
ど
を

よ
む
。

　

き
の
ふ
こ
そ
年
は
く
れ
し
か
春
が
す
み
か
す
が
の
山
に
は
や
た
ち
に

け
り

　

あ
ふ
さ
か
の
せ
き
を
や
春
も
こ
え
つ
ら
ん
を
と
は
の
山
の
け
さ
は
か

す
め
る

　

こ
ほ
り
ゐ
し
し
が
の
か
ら
さ
き
う
ち
と
け
て
さ
ゞ
な
み
よ
す
る
は
る

か
ぜ
ぞ
ふ
く

（﹃
増
補
和
歌
題
林
抄
﹄﹁
立
春
﹂）

こ
の
よ
う
に
、
多
く
﹁
霞
﹂
は
、
霞
が
立
つ
こ
と
と
春
が
立
つ
こ
と
と
を
言
い

掛
け
て
詠
ま
れ
て
き
た
。
何
に
つ
け
て
も
ぼ
ん
や
り
と
霞
ん
で
見
え
る
様
子
は
春

ら
し
い
、
そ
う
し
た
﹁
霞
﹂
が
い
か
に
も
春
ら
し
い
情
景
で
あ
る
が
た
め
に
、
霞

で
あ
る
と
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
春
に
気
づ
く
と
着
想
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

和
歌
に
お
い
て
﹁
霞
﹂
は
﹁
立
春
﹂
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
春
ら
し
い
情
景
で
あ

る
と
共
に
、
春
を
気
づ
か
せ
る
要
素
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

こ
う
し
た
﹁
霞
﹂
の
扱
い
方
は
芭
蕉
の
付
句
の
み
な
ら
ず
、
芭
蕉
一
座
連
句
全

体
で
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
﹁
立
春
の
霞
﹂
と
い
う
伝
統
的
な
詠
み
方
に

着
想
を
得
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
実
際
に
、
こ
の
変
化
の

妙
が
明
示
さ
れ
て
い
る
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

二
月
の
雛
の
と
つ
つ
け
も
な
ひ 

桃
先
（
春
）

お
も
し
ろ
き
霞
の
な
か
の
こ
け
ら
屋
ね 

芦
雁
（
春
）
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（
元
禄
四
年
十
月
下
旬
﹁
其
に
ほ
ひ
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

霞
に
よ
っ
て
お
も
し
ろ
く
変
化
し
て
見
え
る
の
は
﹁
こ
け
ら
屋
根
﹂
で
あ
る
。
霞

に
よ
っ
て
日
常
が
非
日
常
に
、
俗
な
も
の
が
雅
な
も
の
に
変
化
す
る
こ
と
が
読
み

込
ま
れ
て
い
る
。
普
段
か
ら
目
に
す
る
﹁
こ
け
ら
屋
根
﹂
も
、
霞
の
中
に
あ
っ
て

は
、
さ
も
雅
な
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
一
句
は
、
視
覚
的
に
変
容
す
る
様

を
切
り
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
﹁
霞
﹂
は
、﹁
立
春
の
霞
﹂
の
よ
う

に
、
春
を
気
づ
か
せ
る
も
の
と
し
て
読
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

霞
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
変
化
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
前
引
の
芭
蕉
の
付
句
を
見
て
み
る
と
、﹁
霞
﹂
は
春
と
い

う
季
節
の
提
示
を
担
い
、
一
句
の
背
景
と
化
し
な
が
ら
、
句
中
に
読
み
込
ま
れ
た

日
常
を
変
化
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
雅
に
変
容
し
た
日
常

生
活
の
変
化
の
妙
と
、
そ
う
し
た
変
化
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
要
因
と
し
て
﹁
霞
﹂

が
詠
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、﹁
霞
﹂
は
雅
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
句
中

に
描
か
れ
る
日
常
を
﹁
雅
﹂
な
も
の
へ
と
変
換
す
る
装
置
の
よ
う
に
機
能
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

二
、
芭
蕉
連
句
の
「
霞
」
の
特
徴

と
こ
ろ
で
、
芭
蕉
連
句
の
例
で
目
立
つ
の
は
、﹁
霞
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
た
場
所

で
あ
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
例
は
名
残
の
折
立
に
詠
ま
れ
た
三
例
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
、
初
折
の
十
一
句
目
の
花
の
定
座
の
関
連
で
、
春
の
句
が
続
い
た
中
の
三
句
目

と
い
う
場
所
で
あ
る
。
芭
蕉
発
句
の
例
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
て
、

﹁
霞
﹂
は
こ
う
し
た
春
の
句
が
続
い
て
い
く
中
で
詠
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
実
際
に
芭
蕉
連
句
に
お

い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
所
で
﹁
霞
﹂
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
か
、
試
み
に
詠
ま
れ

た
場
所
で
分
類
し
て
み
た
。
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
四
箇
所
に
偏
っ
て
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

①
初
裏
十
二
句
目
（
花
の
定
座
関
連
の
春
二
句
目
）

咲
花
に
昼
食
の
時
を
忘
れ
け
り 

重
辰
（
春
）
花

山
も
霞
む
と
ま
で
は
つ
づ
け
し 

知
足
（
春
）

（
貞
享
四
年
十
一
月
七
日
﹁
星
崎
の
﹂
歌
仙
、
初
裏
12
）

た
び
ぐ
る
ま
あ
く
る
ひ
が
し
は
月
と
花 

曾
良
（
春
）
月
花

な
み
は
か
す
み
の
ふ
じ
を
う
ご
か
す 

嵐
蘭
（
春
）

（
元
禄
二
年
二
月
七
日
﹁
か
げ
ろ
ふ
の
﹂
歌
仙
、
初
裏
12
）

梅
に
出
て
初
瀬
や
芳
野
は
花
の
時 

芭
蕉
（
春
）
花

か
す
め
る
谷
に
鉦
鼓
折
〳
〵 

曾
良
（
春
）

（
元
禄
二
年
四
月
二
十
四
日
﹁
か
く
れ
家
や
﹂
歌
仙
、
初
裏
12
）

べ
ら
〳
〵
と
足
の
よ
だ
る
き
華
盛 

子
珊
（
春
）
花

ひ
ら
た
い
山
に
霞
立
な
り 

杉
風
（
春
）

（
元
禄
七
年
五
月
上
旬
﹁
紫
陽
草
や
﹂
歌
仙
、
初
裏
12
）

す
ん
ず
り
と
苗
代
め
ぐ
む
花
の
色 

沾
圃
（
春
）
花

光
か
す
ま
ぬ
伊
勢
の
有
明 

魯
可
（
春
）

（
元
禄
六
年
七
月
﹁
朝
顔
や
﹂
歌
仙
、
初
裏
12
）
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季
の
式
目
上
、
春
は
三
句
以
上
続
け
る
規
定
の
た
め
、
こ
の
春
の
二
句
目
と
い

う
の
は
、
前
句
、
付
句
の
ど
ち
ら
に
つ
け
て
も
春
の
景
で
あ
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
る
。
そ
の
中
で
詠
ま
れ
る
霞
は
、
春
の
色
を
強
め
る
背
景
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
句
中
で
は
、
山
に
か
か
っ
た
霞
や
、
霞
に
よ
っ
て
停
滞
し
た
様
子
、

﹁
光
﹂
が
霞
む
（﹁
朝
顔
や
﹂
歌
仙
）
と
慣
用
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

こ
で
詠
み
込
ま
れ
た
﹁
霞
﹂
の
例
に
は
、
純
粋
な
叙
景
句
が
多
い
こ
と
が
特
徴
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
風
景
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
前
句
の
花
の
句
を
留
ま
ら
せ
よ
う

と
す
る
春
ら
し
い
停
滞
感
と
そ
の
白
ん
だ
光
景
を
詠
み
込
む
こ
と
で
花
に
ふ
さ
わ

し
い
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
名
残
表
一
句
目
（
名
残
表
折
立
）

水
お
も
し
ろ
き
寺
の
春
風 

牛
歩
（
春
）

瀬
田
の
橋
中
端
は
霞
絶
〴
〵
に 
安
宣
（
春
）

（
元
禄
元
年
七
月
十
日
﹁
初
秋
は
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

春
の
遊
び
に
母
袋
か
ゞ
る
ら
ん 

路
通
（
春
）

飴
う
り
の
霞
を
分
る
や
せ
の
里 

緑
糸
（
春
）

（
元
禄
元
年
十
二
月
﹁
雪
ご
と
に
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

ぬ
る
む
清
水
に
洗
ふ
黒
米 

志
格
（
春
）

春
霞
鑓
捨
橋
に
人
た
ち
て 

北
枝
（
春
）

（
元
禄
二
年
七
月
二
十
五
日
﹁
し
ほ
ら
し
き
﹂
世
吉
、
名
残
表
1
）

日
な
が
き
そ
ら
に
二
日
酔
ざ
け 

三
園
（
春
）

か
ね
か
す
む
喰
さ
き
紙
を
飛
つ
き
て 

風
麦
（
春
）

（
元
禄
三
年
三
月
二
日
﹁
木
の
本
に
﹂
四
十
句
、
名
残
表
1
）

二
月
の
雛
の
と
つ
つ
け
も
な
ひ  

桃
先
（
春
）

お
も
し
ろ
き
霞
の
な
か
の
こ
け
ら
屋
ね　

  

芦
雁
（
春
）

（
元
禄
四
年
十
月
下
旬
﹁
其
に
ほ
ひ
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

春
と
も
い
は
ぬ
火
屋
の
白
幕  

桃
鯉
（
春
）

や
う
〳
〵
と
峠
に
か
ゝ
る
雲
霞 

淡
水
（
春
）

（
元
禄
四
年
十
月
﹁
此
里
は
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

小
姓
の
口
の
遠
き
三
月 

岱
水
（
春
）

竹
橋
の
内
よ
り
か
す
む
鼠
穴 

史
邦
（
春
）

（
元
禄
六
年
七
月
﹁
帷
子
は
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

打
ひ
ら
い
た
る
げ
ん
げ
し
ま
畑 

素
覧
（
春
）

山
霞
鉢
の
脚
場
を
見
お
ろ
し
て 

支
考
（
春
）

（
元
禄
七
年
五
月
二
十
五
日
﹁
水
鶏
啼
と
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
﹃
笈
日
記
﹄）

半
夏
を
雉
子
の
む
し
る
明
ぼ
の  

支
考
（
春
）

川
船
の
に
ご
り
に
く
だ
す
う
す
霞 

野
明
（
春
）

（
元
禄
七
年
閏
五
月
下
旬
﹁
牛
流
す
﹂
歌
仙
、
名
残
表
1
）

い
ず
れ
も
名
残
表
折
立
、
前
句
が
裏
十
二
句
目
、
打
越
が
花
の
定
座
で
春
季
で

あ
る
の
で
、
こ
こ
は
春
三
句
目
と
考
え
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
で
、
春
の
最

終
句
で
あ
る
が
、﹁
し
ほ
ら
し
き
﹂
世
吉
の
み
、
付
句
が
春
の
句
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
次
の
展
開
を
意
識
し
た
句
作
が
見
ら
れ
る
の
も
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
興
行
時
期
が
元
禄
年
間
以
降
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
目

に
付
く
の
は
﹁
お
も
し
ろ
き
﹂
と
い
う
語
と
共
に
詠
み
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
﹁
霞
﹂
に
よ
っ
て
普
段
の
景
色
が
見
慣
れ
ぬ
景
に
変
化

す
る
と
い
う
伝
統
に
も
と
づ
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
直
接
的
に
﹁
お
も
し

ろ
き
﹂
と
い
っ
た
二
例
の
み
な
ら
ず
、
芭
蕉
連
句
の
﹁
霞
﹂
は
、
霞
の
中
の
様
子

が
具
体
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
て
、
こ
う
し
た
そ
の
変
化
を
楽
し
む
と
い
う
本
意

を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、﹁
木
の
本
に
﹂
四
十
句
は

﹁
鐘
霞
む
﹂
の
趣
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

③
挙
句常

盤
山
常
盤
之
介
が
花
咲
て 

桐
葉
（
春
）
花

霞
に
残
る
連
歌
師
の
松 

叩
端
（
春
）

（
貞
享
二
年
三
月
二
十
七
日
﹁
何
と
は
な
し
に
﹂
歌
仙
、
挙
句
）

田
を
返
す
あ
た
り
に
山
の
名
を
問
て  

安
信
（
春
）

か
す
み
の
外
に
鐘
を
か
ぞ
ふ
る 
執
筆
（
春
）

（
貞
享
四
年
十
一
月
七
日
﹁
星
崎
の
﹂
歌
仙
、
挙
句
）

初
花
に
酒
の
か
よ
ひ
を
借
よ
せ
て  

如
行
（
春
）
花

か
す
み
は
る
か
に
脊
戸
の
撞
部
屋 

支
考
（
春
）

（
元
禄
二
年
～
元
禄
五
年
﹁
忘
る
な
よ
﹂
歌
仙
、
挙
句
）

手
の
ひ
ら
に
虱
這
は
す
る
花
の
か
げ 

芭
蕉
（
春
）
花

か
す
み
う
ご
か
ぬ
昼
の
ね
む
た
さ 

去
来
（
春
）

（
元
禄
三
年
夏
﹁
市
中
は
﹂
歌
仙
、
挙
句
）

真
白
に
華
表
を
見
こ
む
花
ざ
か
り 

景
桃
丸
（
春
）
花

霞
に
あ
ぐ
る
鷹
の
羽
遣
ひ 

史
邦
（
春
）

（
元
禄
三
年
十
二
月
﹁
半
日
は
﹂
歌
仙
、
挙
句
）

里
裏
の
す
ゞ
み
起
せ
ば
去
年
の
雪  

野
径
（
春
）

か
す
む
夕
部
の
鼠
と
る
犬 

昌
房
（
春
）

（
元
禄
五
年
九
月
下
旬
﹁
刈
か
ぶ
や
﹂
歌
仙
、
挙
句
）

挙
句
に
お
け
る
﹁
霞
﹂
も
ま
た
、
初
裏
十
二
句
目
と
同
様
の
特
徴
を
持
つ
。
花
の

句
の
背
景
と
し
て
﹁
霞
﹂
の
内
に
あ
る
情
景
が
詠
み
込
ま
れ
、
そ
の
停
滞
感
と
相

ま
っ
て
霞
の
中
に
あ
る
日
常
的
な
一
コ
マ
が
具
体
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

④
そ
の
他

北
の
御
門
を
お
し
あ
け
の
は
る 

芭
蕉
（
春
）

馬
糞
掻
あ
ふ
ぎ
に
風
の
打
か
す
み 

荷
兮
（
春
）

（
貞
享
元
年
﹁
つ
つ
み
か
ね
て
﹂
歌
仙
、
初
表
5
）

舞
ふ
蝶
仰
ぐ
我
に
し
た
し
く 

コ
斎
（
春
）

み
ち
の
記
も
今
は
其
儘
に
霞
こ
め 

素
堂
（
春
）

（
貞
享
二
年
六
月
二
日
﹁
涼
し
さ
の
﹂
百
韻
、
初
表
7
）

花
と
ひ
来
や
と
酒
造
る
ら
し 

芭
蕉
（
春
）
花

夕
霞
日
々
に
重
な
る
鞠
の
音 

露
沾
（
春
）

（
貞
享
三
年
﹁
蜻
蛉
の
﹂
半
歌
仙
、
初
裏
三
）

や
ぶ
入
の
嫁
や
送
ら
む
け
ふ
の
雨  

芭
蕉
（
春
）

霞
に
ほ
ひ
の
髪
洗
ふ
こ
ろ 

亨
子
（
春
）

（
元
禄
二
年
八
月
上
旬
﹁
あ
な
む
ざ
ん
や
な
﹂
歌
仙
、
名
残
表
2
）

昼
ね
仕
に
行
春
の
山
寺 

半
残
（
春
）
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一
霞
お
ち
来
る
滝
に
か
た
打
て 

式
之
（
春
）

（
元
禄
二
年
十
一
月
三
日
﹁
と
り
〴
〵
の
﹂
五
十
韻
、
二
表
1
）

琴
な
ら
ひ
居
る
梅
の
静
さ 

蕉
笠
（
春
）

朝
霞
生
捕
れ
た
る
も
の
お
も
ひ 

惟
然
（
春
）

（
元
禄
元
年
六
月
十
九
日
﹁
蓮
池
の
﹂
五
十
韻
、
二
表
11
）

最
も
多
く
詠
ま
れ
た
の
は
名
残
表
一
句
目
で
、
続
い
て
挙
句
、
初
裏
十
二
句
目

で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
、
頻
出
し
た
季
語
の
中
で
、
詠
ま
れ
た
場
所
に
こ
う
し
た
偏

り
が
見
ら
れ
る
も
の
は
珍
し
い
。
た
と
え
ば
、
同
様
に
連
句
に
お
い
て
多
く
用
い

ら
れ
た
秋
の
季
語
﹁
露
﹂
や
、
季
移
り
に
多
く
用
い
ら
れ
る
﹁
霧
﹂
な
ど
は
、
初

裏
十
句
目
に
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
を
示
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
限
っ
て

詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
初
裏
十
句
目
以
外
で
詠
ま
れ
る
場
合

に
、
詠
ま
れ
る
場
所
に
と
く
に
偏
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
特
徴
は
﹁
霞
﹂

特
有
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

先
に
も
ふ
れ
た
が
、
こ
こ
で
、
季
の
配
置
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た

い
。
連
句
は
、
定
座
を
中
心
に
季
の
配
置
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
歌
仙
に
お

け
る
月
の
定
座
は
、
初
表
の
五
句
目
・
名
残
表
の
十
一
句
目
で
あ
り
、
初
裏
の
十

一
句
目
と
名
残
裏
五
句
目
が
花
の
定
座
で
あ
る
。
こ
の
定
座
を
基
準
に
し
て
そ

の
周
辺
に
、
秋
の
句
、
春
の
句
が
三
句
以
上
五
句
ま
で
展
開
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
初
裏
十
二
句
目
と
名
残
表
一
句
目
（
名
残
表
折
立
）
と
は
、
花
の
定
座
か
ら

始
ま
っ
た
春
の
二
句
目
・
三
句
目
と
い
え
る

0

。
ま
た
挙
句
は
、
名
残
裏
の
五
句
目

の
花
の
定
座
関
連
で
出
さ
れ
た
春
季
の
最
後
に
位
置
す
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
初
裏
十
二
句
目
、
名
残
表
一
句
目
（
名
残
表
折
立
）、

挙
句
の
三
者
は
、
春
の
一
句
目
で
は
な
く
、
春
の
句
が
続
い
て
い
く
場
所
な
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
④
そ
の
他
に
分
類
し
た
﹁
あ
な
む
ざ
ん
や
な
﹂
歌

仙
の
名
残
表
二
句
目
と
い
う
場
所
も
花
の
定
座
か
ら
始
ま
っ
た
春
の
四
句
目
に

当
た
る
し
、﹁
つ
つ
み
か
ね
て
﹂
歌
仙
は
、
第
三
か
ら
始
ま
っ
た
春
の
三
句
目
で

あ
り
、﹁
涼
し
さ
の
﹂
百
韻
も
初
表
六
句
目
か
ら
始
ま
っ
た
春
の
二
句
目
、﹁
と

り
ど
り
の
﹂
五
十
韻
も
初
裏
の
花
の
定
座
か
ら
始
ま
っ
た
春
の
三
句
目
、﹁
蓮
池

の
﹂
五
十
韻
で
は
、
前
句
の
二
表
十
句
目
が
春
の
一
句
目
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
が

春
の
二
句
目
と
な
っ
て
お
り
、﹁
霞
﹂
は
春
の
一
句
目
と
し
て
は
詠
ま
れ
て
い
な

い
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
、﹁
霞
﹂
の
句
は
、
そ
の
大
部
分
、
初
裏
十
二
句
目
、
挙
句
、

そ
の
他
と
合
わ
せ
て
二
〇
例
が
次
に
他
の
季
節
や
雑
を
展
開
す
る
必
要
の
な
い
場

所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、﹁
霞
﹂
の
春
の
句
と
し
て
の
認
識
の
高
さ
や
、

付
合
世
界
に
お
け
る
背
景
性
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、﹁
霞
﹂
は
本
季
で
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
連
句
が
二
句

一
章
で
展
開
さ
れ
る
た
め
世
界
観
に
広
が
り
が
あ
り

!

、
ま
た
、
一
句
と
し
て
の
季

節
感
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
れ
を
い
か
に
付
句
で
展
開
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き

く
影
響
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
霞
﹂
は
春
の
季
節
感
が
強
く
、

入
れ
込
む
だ
け
で
付
合
の
季
節
の
前
提
と
し
て
機
能
す
る
た
め
、
連
句
に
お
い
て

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
一
句
に
お
い
て
句
意
の
主

体
と
な
る
よ
う
な
語
と
し
て
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
春
ら
し
い
前
提
を
提
示
し

て
い
く
と
い
う
付
合
に
お
い
て
活
性
化
さ
れ
る
季
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
芭
蕉
に
お
け
る
﹁
霞
﹂
と
は
、
発
句
だ
け
で
な
く
、
春
の
一
句
目

と
し
て
も
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
春
の
季
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
﹁
霞
﹂
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が
こ
れ
だ
け
の
頻
度
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、﹁
霞
﹂
は
春
季
の

続
き
の
中
で
用
い
る
常
套
句
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
一

句
目
で
は
な
く
二
句
目
以
降
に
詠
ま
れ
る
の
は
、
前
句
の
春
の
景
物
に
﹁
霞
﹂
を

背
景
に
添
え
る
こ
と
で
春
の
イ
メ
ー
ジ
を
拡
大
す
る
効
果
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。﹁
霞
﹂
の
持
つ
い
か
に
も
春
ら
し
い
情
景
が
、
雑
の
句
や
他

の
季
節
の
句
に
添
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
前
句
の
春
の
景
物
に
添
え
て
詠
み
込

ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、﹁
霞
﹂
は
背
景
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
、
そ
う

し
た
春
の
句
の
中
で
活
性
化
す
る
季
語
と
し
て
常
套
的
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
句
独
立
し
た
形
で
詠
ま
れ
る
発
句
や
、
春
の
一
句
目
に
は

詠
み
込
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
挙
句
は
、
た
と
え
ば
﹃
俳
諧
無
言
抄
﹄（
梅
盛
、
延
宝
二
）
に
﹁
只
あ

さ
〳
〵
と
付
る
よ
き
也
。
⋮
⋮（
中
略
）⋮
⋮
一
巻
の
首
尾
を
思
ひ
合
せ
、
巻
軸

の
こ
ゝ
ろ
を
案
じ
置
時
は
、
あ
た
ら
ず
と
い
へ
ど
遠
か
ら
ざ
る
也
。
⋮
⋮（
中

略
）⋮
⋮
祝
言
め
き
た
る
句
躰
も
時
宜
に
よ
る
べ
し
﹂
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

季
節
や
恋
の
余
韻
の
名
残
を
惜
し
み
、
あ
っ
さ
り
と
余
情
豊
か
に
、
め
で
た
く
巻

き
上
げ
る
よ
う
な
句
が
良
い
と
さ
れ
た
。
名
残
裏
五
句
目
が
花
の
定
座
で
あ
る
た

め
、
挙
句
が
春
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
﹁
霞
﹂
が
多
く

選
び
取
ら
れ
て
く
る
の
は
、﹁
霞
﹂
の
持
つ
穏
や
か
な
春
の
情
景
と
し
て
の
本
意

@

が
、
挙
句
の
本
意
に
適
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
共
に
詠
み
込
ま
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
的
に
見
慣
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
優
雅
な
景
と
変
容

し
、
そ
う
し
た
雅
に
変
化
し
た
俗
を
味
わ
う
一
句
と
し
て
機
能
さ
せ
得
る
﹁
霞
﹂

は
、
連
句
に
お
け
る
雅
の
世
界
を
必
要
と
す
る
挙
句
や
花
の
付
句
に
用
い
る
こ
と

で
最
も
効
果
的
に
機
能
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
、「
霞
」
の
詠
ま
れ
方
の
変
遷

﹁
霞
﹂
は
、
た
と
え
ば
﹁
春
立
つ
日
に
詠
み
け
る
／
春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う

ら
悲
し
こ
の
夕
暮
れ
に
鴬
鳴
く
も
﹂（
万
葉
集
・
巻
十
九
・
大
伴
家
持
）
な
ど
と
、

万
葉
集
の
時
期
か
ら
﹁
鴬
﹂
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
い
か
に
も
穏
や
か
で
滞
っ
た
よ
う
な
春
ら
し
い
気
分
を
感
じ
さ
せ
る
情
景

で
あ
る
。
こ
の
歌
の
よ
う
に
立
春
と
結
び
つ
け
て
、
春
を
気
づ
か
せ
る
フ
ァ
ク

タ
ー
と
し
て
よ
く
詠
み
込
ま
れ
て
き
た

#

。
一
方
で
、
同
様
の
現
象
で
あ
る
﹁
霧
﹂

と
混
同
さ
れ
つ
つ
も
、
春
の
﹁
霞
﹂
秋
の
﹁
霧
﹂
と
し
て
、
遠
景
で
詠
む
﹁
霞
﹂
と
、

そ
の
中
に
い
る
こ
と
を
詠
む
﹁
霧
﹂
と
が
視
点
を
介
し
て
詠
み
分
け
ら
れ
て
き
た
。

な
お
、
こ
の
﹁
霞
﹂
と
﹁
霧
﹂
と
の
混
同
は
、
連
歌
や
俳
諧
に
お
い
て
利
用
さ
れ
、

﹁
季
移
り
﹂
の
付
合
の
常
套
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
と
に
、
花
前
の

秋
季
か
ら
春
季
へ
の
季
移
り
に
際
し
て
、
無
理
な
く
季
節
を
展
開
で
き
る
点
に
お

い
て
﹁
霧
﹂
か
ら
﹁
霞
﹂
へ
の
読
み
替
え
が
多
用
さ
れ
て
き
た
実
態
が
あ
る

$

。

連
歌
で
は
﹁
都
の
道
に
い
つ
か
来
て
ま
し
／
春
は
今
山
の
霞
に
立
ち
初
め
て
﹂

（﹃
新
撰
菟
玖
波
集
﹄
巻
一
・
春
上
・
5
・
6
・
三
品
親
王
）
の
よ
う
に
立
春
と
霞

立
つ
を
掛
け
た
り
、﹁
知
ら
ぬ
梢
の
見
ゆ
る
曙
／
横
雲
に
つ
れ
て
霞
や
分
か
る
ら

む
﹂（
同
・
9
・
10
・
前
関
白
近
衛
）
の
よ
う
に
﹁
雲
﹂
と
同
化
さ
せ
た
り
、﹁
裏

か
表
か
衣
と
も
な
し
／
東
雲
の
朝
の
山
の
薄
霞
﹂（
同
・
17
・
18
・
宗
砌
法
師
）

の
よ
う
に
﹁
霞
の
衣
﹂
と
詠
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
﹁
霞
﹂
の
本
意
に
忠
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実
に
句
作
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
わ
け
だ
が
、
芭
蕉
句
の
﹁
霞
﹂
の
よ
う
に
、

変
化
に
注
目
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
は
数
少
な
い
。
対
象
物
と
の
距
離
感
で
﹁
霞
﹂

と
﹁
遠
山
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
る
﹁
か
げ
ろ
ふ
の
燃
ゆ
る
春
日
に
花
咲
き
て
／
あ
る

か
な
き
か
に
霞
む
遠
山
﹂（
同
、
親
長
13
・
14
）
や
、﹁
波
風
も
江
の
南
こ
そ
の
ど

か
な
れ
／
難
波
に
霞
む
紀
路
の
遠
山
﹂（
同
、
心
敬
19
・
20
）
は
、
霞
の
春
ら
し

い
情
景
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
両
句
と
も
に
一
句
の
主
体
と
し

て
﹁
霞
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
と
に
﹁
山
霞
﹂
が
多

く
詠
み
込
ま
れ
、
霞
は
情
景
を
春
ら
し
く
色
づ
け
な
が
ら
、
作
者
と
山
と
を
隔
て

る
も
の
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
句
に
は
、
そ
の
山
に
か
か
っ
た

﹁
霞
﹂
の
濃
淡
や
時
間
帯
を
詠
む
と
い
う
よ
う
に
、﹁
霞
﹂
の
有
り
よ
う
が
詠
み
込

ま
れ
、
視
点
と
し
て
霞
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
を
共
に
詠
み
込
む
こ
と
で
、
春
の

長
閑
さ
を
象
徴
す
る
霞
ら
し
さ
を
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
連
歌
の
百

韻
の
﹁
霞
﹂
に
関
し
て
も
、
先
に
み
た
芭
蕉
連
句
の
よ
う
に
連
句
の
発
句
で
詠
ま

れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
春
の
続
く
中
で
詠
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る

%
。
だ
が
、
特
に
春

の
中
句
、
春
の
最
終
句
で
詠
ま
れ
た
数
に
偏
り
は
見
ら
れ
ず
、
挙
句
に
お
い
て
詠

ま
れ
る
こ
と
も
少
な
い
よ
う
で
、
芭
蕉
の
連
句
の
よ
う
に
、
こ
の
場
所
で
詠
ま
れ

や
す
い
と
い
う
突
出
し
た
偏
り
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

総
じ
て
、
連
歌
に
お
い
て
類
型
化
が
す
す
ん
だ
﹁
霞
﹂
は
、
常
に
遠
く
に
あ
る

も
の
と
共
に
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
い
か
に
も
春
ら
し
い
一
句
の
中
心
の
景
と

し
て
機
能
し
、
霞
の
有
り
よ
う
が
中
心
に
詠
ま
れ
て
い
た
。﹁
霞
﹂
に
よ
っ
て
変

化
す
る
対
象
物
を
中
心
に
詠
み
、
霞
を
背
景
に
据
え
る
芭
蕉
の
着
想
と
は
、
い
わ

ば
逆
の
機
能
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
が
、
俳
諧
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
本
意
を
抱
え
つ
つ
も
、
新
し
み
と
し
て

い
か
に
滑
稽
に
俳
諧
的
に
言
い
当
て
る
か
を
主
眼
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
く
よ

う
に
な
る
。

【
蕉
風
以
前
の
俳
諧
例
】

さ
ほ
ひ
め
の
几
帳
か
た
て
る
春
霞 

正
章（﹃

毛
吹
草
﹄
春
）

大
江
山
に
た
つ
や
鬼
毒
酒
朝
霞 

肥
後
渡
辺
氏
一
直

（﹃
続
山
の
井
﹄
春
）

佐
保
姫
の
か
く
す
と
す
れ
ど
移
る
瘡 

利
方
（
春
）

か
す
み
の
衣
熱
湯
か
け
た
り 

武
仙
（
春
）

（
延
宝
四
年
冬
﹃
天
満
千
句
﹄
第
十
百
韻
、
52
）

か
ね
の
御
岳
を
両
替
の
春 

桃
青
（
春
）

岩
橋
や
り
ん
と
か
け
た
る
一
か
す
み 

信
章
（
春
）

（
延
宝
四
年
﹁
梅
の
風
﹂
百
韻
、
79
）

よ
り
金
の
花
郭
公
春
の
く
れ 

以
春
（
春
）
花

山
も
か
す
み
の
唐
で
我
を
折 

執
筆
（
春
）

（
延
宝
七
年
﹁
須
磨
ぞ
秋
﹂
百
韻
、
挙
句
）

片
碁
盤
都
の
東
花
ち
り
て 

桃
青
（
春
）
花

か
す
み
の
間
よ
り
膳
が
出
ま
し
た 

桃
青
（
春
）

（
延
宝
七
年
﹁
見
渡
せ
ば
﹂
百
韻
50
）

﹁
霞
﹂
は
貞
門
期
・
談
林
期
を
通
じ
て
様
々
に
詠
ま
れ
る
題
材
で
あ
る
。
た
と

え
ば
﹃
毛
吹
草
﹄
や
﹃
続
山
の
井
﹄
の
例
な
ど
を
み
れ
ば
、﹁
霞
﹂
と
佐
保
姫
の
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関
係
を
用
い
た
り
酒
呑
童
子
伝
説
の
大
江
山
の
霞
を
言
い
立
て
た
り
し
な
が
ら
伝

統
的
な
本
意
そ
の
ま
ま
に
、
卑
近
な
表
現
を
用
い
て
の
句
作
で
あ
る
こ
と
が
見
て

と
れ
る
。﹁
霞
﹂
の
絶
対
的
な
春
の
季
感
を
利
用
し
て
、
本
意
を
一
方
に
意
識
さ

せ
つ
つ
、
卑
近
な
素
材
に
落
と
し
込
ん
で
い
く
。
雅
語
で
あ
る
﹁
霞
﹂
の
優
美
さ

と
の
落
差
が
、
句
に
詠
み
込
む
際
の
主
眼
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら

は
、
と
く
に
﹁
霞
﹂
の
本
意
や
﹁
霞
ら
し
さ
﹂
が
句
意
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
句

作
で
は
な
く
、﹁
霞
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
言
語
遊
戯
的
で
あ
り
、
い
う
な
ら
ば
、﹁
霞
﹂
は
季
語

と
し
て
春
を
表
現
す
る
た
め
に
﹁
投
げ
込
ま
れ
た
﹂
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
こ
れ

が
も
っ
と
も
顕
著
な
の
が
、
貞
徳
で
あ
る
。

22　
　

売
か
し
と
ぢ
た
門
の
藤
な
み 

貞
徳
（
春
）

根
も
と
を
代
も
と
に
と
り
な
す
也
。
此
藤
の
花
を
う
ら
ば
か
は
ん
と
也
。

23　

か
す
ん
だ
る
大ま

め豆
大
豆
は
馬
よ
り
高
ば
り
て 
貞
徳
（
春
）

と
大
豆
と
云
も
の
あ
り
。
索さ
く

餅べ
い

の
名
を
ふ
ぢ
花
と
も
又
馬
と
も
云
。

24　
　

陣
ひ
や
う
ら
う
の
き
れ
は
つ
る
時 

貞
徳
（
春
）

五
こ
く
大
切
の
こ
こ
ろ
な
り
。

（﹃
貞
徳
翁
独
吟
百
韻
自
注
﹄﹁
歌
い
づ
れ
﹂
百
韻
、^
23
）

56　
　

ま
は
り
花
を
ば
小
勢
に
て
さ
せ 

貞
徳
（
春
）

57　

人
の
せ
な
渦
の
霞
る
浪
の
舟 

貞
徳
（
春
）

﹁
人
の
せ
な
﹂
と
云
詞
、
誹
諧
な
り
。
ま
は
る
は
う
づ
な
り
。
花
は
浪
の

花
と
つ
く
る
也
。

58　
　

松
浦
が
事
は
長
閑
く
も
な
し 

貞
徳
（
春
）

新
曲
の
舞
に
か
や
う
の
言
葉
心
あ
る
か
と
お
ぼ
ゆ
。

（﹃
貞
徳
翁
独
吟
百
韻
自
注
﹄﹁
歌
い
づ
れ
﹂
百
韻
、
59
）

88　
　

と
ら
へ
が
た
し
や
か
へ
る
か
り
が
ね 

貞
徳
（
春
）

田
面
の
か
り
と
付
る
也
。
と
ら
へ
ん
た
の
め
た
る
は
つ
ゐ
立
て
さ
る
也
。

89　

生
姜
手
が
三
へ
ぎ
と
筆
に
霞
せ
て 

貞
徳
（
春
）

手
が
は
じ
か
み
な
ら
ば
生
姜
み
へ
ぎ
か
へ
る
か
り
が
ね
と
云
俗
語
寄
合
用

な
り
。

90　
　

余
寒
の
時
分
棗
も
ぞ
な
き 

貞
徳
（
春
）

棗
し
や
う
が
寄
合
な
り
。
寒
気
に
て
か
が
ま
る
物
也
。

（﹃
貞
徳
翁
独
吟
百
韻
自
注
﹄﹁
歌
い
づ
れ
﹂
百
韻
、
89
）

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
貞
徳
の
自
注
百
韻
の
例
で
、
百
韻
内
に
三
箇
所
、
折
を

変
え
て
﹁
霞
﹂
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。﹃
連
歌
初
学
抄
﹄（
一
条
兼
良
）

に
よ
る
と
﹁
霞
﹂
は
﹁
可
隔
三
句
物
﹂
で
あ
り
、
同
字
で
あ
っ
て
も
﹁
可
隔
五
句

物
﹂
と
あ
る
の
で
、
式
目
違
反
で
は
な
い
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
頻
度
で
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
い
か
に
﹁
霞
﹂
が
常
套
的
な
季
語
で
あ
っ
た
か
が

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
﹁
霞
﹂
の
扱
わ
れ

方
で
あ
る
。
二
三
句
目
は
﹁
か
す
ん
だ
る
大
豆
﹂
と
表
現
し
て
い
て
、
こ
れ
は
ほ

ん
の
わ
ず
か
な
と
い
う
意
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
は
春
の
季
語
と
し
て

の
﹁
霞
﹂
の
意
味
合
い
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
は
、
二
一
句
目
か
ら

続
く
春
の
三
句
目
で
あ
っ
て
、
春
の
句
数
は
三
～
五
句
で
あ
る
の
で
、
式
目
上
、

春
を
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
、
五
七
句
目
・
八
九
句
目
は
、
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と
も
に
前
後
を
春
に
挟
ま
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
二
三
句
目
に
比
べ
れ
る
と
五
七
句

目
は
、
春
ら
し
い
情
景
の
よ
う
に
読
め
る
が
、﹁
渦
の
霞
む
る
﹂
と
い
う
表
現
に

は
、﹁
渦
潮
﹂
と
共
に
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
目
前
の
景
が
見
え
な
い
た
め
に
危
険

で
あ
る
と
い
う
意
が
強
調
さ
れ
て
い
て
、
本
来
﹁
霞
﹂
が
も
つ
、
和
歌
伝
統
以
来

の
穏
や
か
さ
や
長
閑
か
さ
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
事
実
、
こ
れ
を

受
け
た
付
句
で
は
、﹁
松
浦
が
こ
と
は
長
閑
く
も
な
し
﹂
と
応
じ
て
い
て
、﹃
太
平

記
﹄
に
取
材
し
た
﹃
新
曲
﹄
の
内
容
に
読
み
替
え
て
、
御
息
所
を
奪
っ
た
﹁
松
浦

五
郎
﹂
の
顛
末
に
趣
向
し
て
い
る
。
本
来
、﹁
霞
﹂
は
、
た
と
え
ば
﹃
初
学
和
歌

式
﹄（
有
賀
長
泊
、
元
禄
九
年
刊
）
に
﹁
さ
え
か
へ
る
あ
ら
し
に
霞
や
ら
ぬ
心
は
、

不
相
応
也
﹂
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、﹁
の
ど
か
﹂
な
も
の
で
あ
り
、
お
だ
や
か
に

詠
む
こ
と
が
本
意
で
あ
る
の
で
、
こ
の
﹁
長
閑
く
も
な
し
﹂
と
見
定
め
ら
れ
る
、

渦
潮
さ
え
も
霞
む
よ
う
な
﹁
人
の
せ
な
（
人
を
乗
せ
て
は
い
け
な
い
）﹂
状
況
下

で
の
舟
を
詠
む
と
い
う
の
は
、
霞
の
本
意
か
ら
見
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
い
が
た

い
。
八
九
句
目
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
字
が
掠
れ
て
い
る
状
態
を
﹁
霞
ま
せ
て
﹂

と
表
現
し
た
に
過
ぎ
ず
、
本
来
の
﹁
霞
﹂
の
春
ら
し
い
情
景
は
詠
み
込
ま
れ
て
い

な
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
﹁
霞
﹂
の
扱
い
に
つ
い
て
、
貞
徳
が
自
注
に
お
い
て
触

れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
﹁
霞
﹂
が
単
に
春
の
句
を
詠
む
た
め
の
季
を
決

定
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
﹁
投
げ
込
ま
れ
て
﹂
い
る
点
は
注
視
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
こ
う
し
た
貞
徳
の
独
吟
の
例
に
見
ら
れ
た
特
徴
を
注
視
し
つ
つ
、
芭
蕉

連
句
の
特
徴
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
貞
門
派
で
芭
蕉
の
師
と
目
さ
れ
る
北

村
季
吟
が
一
座
し
た
連
句
を
概
観
す
る
こ
と
で
、﹁
霞
﹂
の
句
の
傾
向
を
見
定
め

て
み
た
い
。

今
回
調
査
の
対
象
と
し
た
季
吟
門
連
句
は
、
明
暦
か
ら
延
宝
期
に
か
け
て
の
季

吟
が
一
座
し
た
連
句
と
そ
の
門
人
の
連
句
一
二
五
巻
、
計
一
二
、
〇
〇
〇
句
ほ
ど

で
あ
る

&

。
そ
の
中
で
﹁
霞
﹂
が
詠
ま
れ
た
の
は
一
三
六
例
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
概

観
す
る
と
、
詠
ま
れ
た
場
所
と
し
て
の
偏
り
は
、
挙
句
、
第
三
（
た
だ
し
、
春
発

句
の
み
）
に
見
ら
れ
る
も
の
の
数
例
で
あ
り
、
芭
蕉
連
句
ほ
ど
の
偏
り
は
な
い
。

た
だ
し
、﹁
花
の
付
句
﹂
に
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
。
連
句

の
発
句
例
が
一
例
あ
る
が
、
そ
の
他
は
春
に
続
け
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
芭
蕉
連
句

と
共
通
す
る
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
霞
﹂
が
挙
句
や
花
の
付
句
に

多
く
見
ら
れ
、
そ
の
傾
向
を
芭
蕉
が
引
き
継
い
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
こ
う
し
た
花
の
付
句.

脇
や
春
発
句
の
第
三
の
例
と
は
、﹁
霞
﹂
に
季
節
を

添
え
る
（
合
わ
せ
る
）
働
き
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に

挙
げ
た
の
は
、
そ
の
季
吟
門
連
句
の
﹁
霞
﹂
の
詠
ま
れ
た
句
の
一
例
で
あ
る
。

津
ま
で
神
の
供
御
と
い
ひ
の
の
若
菜
哉 

季
吟
（
春
） 

く
ま
ぬ
霞
の
三
季
そ
な
ふ
庭 

季
吟
（
春
） 

（
寛
文
六
年
正
月
三
日
序
﹁
津
ま
で
神
の
﹂
歌
仙
、
脇
）

花
見
車
は
ひ
く
も
遅
午 

元
隣
（
春
）
花
・
馬

朝
霞
は
れ
ざ
る
の
べ
の
だ
く
ぼ
く
に 

元
隣
（
春
）
猿

（
寛
文
六
年
正
月
三
日
序
﹁
し
り
ご
み
も
せ
よ
﹂
歌
仙
﹁
獣
﹂、
第
三
）

咲
や
梅
田
の
地
を
ひ
ら
く
こ
ろ 

季
吟
（
春
）

加
賀
と
い
ふ
国
は
霞
に
は
て
し
な
し 

季
吟
（
春
）

（
寛
文
三
年
頃
、
季
吟
独
吟
﹁
芍
薬
や
﹂
百
韻
、
51
）

花
を
か
い
し
き
あ
し
う
ち
の
う
へ 

季
吟
（
春
）
花
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か
す
ま
ざ
る
光
り
は
露
か
銀
ぱ
く
か 

桂
葉
（
春
） 

（
年
次
不
詳
、
桂
葉
・
季
吟
両
吟
百
韻
、
31
）

哀
に
も
花
の
貌
ば
せ
絵
ど
り
な
し 

季
吟
（
春
）
花

掛
て
霞
ぬ
神
の
宝
前 

季
吟
（
春
）

（
正
章
・
季
吟
両
吟
﹁
照
星
か
﹂
百
韻
、
挙
句
）

表
現
の
面
に
注
目
し
た
い
。﹁
霞
ぬ
﹂﹁
霞
く
ま
ぬ
﹂﹁
霞
～
ず
﹂
な
ど
の
﹁
霞
﹂＋

否
定
表
現
の
句
が
目
立
つ
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
先
に
見
た
芭
蕉
ら
の
付
句
に
は

な
い
が
、
否
定
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
本
意
を
意
識
さ
せ
る
方
法
は
、
先
に
見
た

貞
門
期
・
談
林
期
の
特
徴
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
和
歌
・
連
歌
以
来
の
伝

統
的
な
﹁
霞
﹂
の
本
意
を
一
方
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
﹁
霞
﹂
へ
の
挑
戦
の
例
と
し

て
、
季
吟
関
連
の
連
句
の
中
で
の
表
現
上
の
特
徴
と
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
、
一

句
の
季
節
を
担
う
表
現
が
、﹁
霞
﹂
と
い
う
﹁
語
﹂
か
ら
、﹁
霞
﹂
を
含
む
﹁
表
現
﹂

へ
と
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
で
き
よ
う
。

ま
た
、
一
巻
中
の
詠
み
込
ま
れ
た
例
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

■
一
巻
に
三
回
（
桂
葉
・
季
吟
両
吟
百
韻
）

5　
　
　

ふ
つ
さ
り
と
お
も
げ
に
藤
の
咲
か
ゝ
り 

季
吟
（
春
） 

6　
　
　
　

年
ふ
る
ひ
つ
ゝ
か
す
む
門
ぐ
ち 

桂
葉
（
春
） 

7　
　
　

し
ん
ち
う
の
金
具
も
春
の
ひ
か
り
に
て 

桂
葉
（
春
）

30　
　
　
　

花
を
か
い
し
き
あ
し
う
ち
の
う
へ 

季
吟
（
春
）
花

31　
　
　

か
す
ま
ざ
る
光
り
は
露
か
銀
ぱ
く
か 

桂
葉
（
春
） 

32　
　
　
　

き
へ
ゆ
く
野
べ
に
ふ
る
た
ひ
ら
雪 

季
吟
（
春
） 

96　
　
　
　

花
の
美
景
に
か
へ
さ
わ
す
る
ゝ 

桂
葉
（
春
）
花

97　
　
　

う
ち
か
す
む
山
は
奥
ほ
ど
名
所
に
て 

桂
葉
（
春
） 

98　
　
　
　

三
熊
野
か
く
る
順
の
峰
入 

季
吟
（
夏
）

（
年
次
不
詳
、
桂
葉
・
季
吟
両
吟
百
韻
、
6
・
13
・
97
）

■
一
巻
に
三
回
（
寛
文
三
年
頃
、
季
吟
独
吟
「
芍
薬
や
」
百
韻
）

22　
　
　
　

あ
か
で
氈
敷
野
辺
の
う
ぐ
ひ
す 

季
吟
（
春
） 

23　
　
　

ゐ
に
た
が
る
ふ
り
袖
ひ
か
へ
霞
し
ゐ
て 

季
吟
（
春
） 

24　
　
　
　

又
も
あ
ひ
見
ん
や
く
そ
く
を
す
る 

季
吟

30　
　
　
　

な
ど
つ
い
し
や
う
に
日
は
暮
の
春 

季
吟
（
春
） 

31　
　
　

だ
ま
さ
れ
て
智
︹
恵
︺
の
鏡
も
霞
ら
し 

季
吟
（
春
）

32　
　
　
　

さ
へ
ね
ば
月
も
う
き
ま
け
将
棋 

季
吟
（
冬
）

50　
　
　

咲
や
梅
田
の
地
を
ひ
ら
く
こ
ろ 

季
吟
（
春
）

51　
　
　
　

加
賀
と
い
ふ
国
は
霞
に
は
て
し
な
し 

季
吟
（
春
）

52　
　
　

な
が
な
が
の
日
の
あ
か
ぬ
き
く
ざ
け 

季
吟
（
春
）

（
寛
文
三
年
頃
、
季
吟
独
吟
﹁
芍
薬
や
﹂
百
韻
23
・
31
・
51
）

貞
徳
に
顕
著
だ
っ
た
一
巻
に
複
数
回
詠
ま
れ
た
連
句
は
、
季
吟
・
桂
葉
両
吟
百

韻
、﹃
貞
徳
俳
諧
記
﹄
所
収
季
吟
独
吟
百
韻
、﹃
俳
諧
塵
塚
﹄
季
吟
・
打
雨
両
吟

百
韻
、
季
吟
・
散
木
両
吟
和
漢
百
韻
な
ど
で
、
独
吟
や
両
吟
な
ど
に
多
く
、
花
の

付
句
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
独
吟
や
両
吟
な
ど

連
衆
が
限
ら
れ
た
場
合
に
、
頻
出
す
る
と
い
う
特
徴
は
、
そ
れ
だ
け
常
套
的
に
用
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い
ら
れ
な
が
ら
も
、
輪
廻
と
な
ら
な
い
工
夫
が
可
能
で
あ
っ
て
、﹁
霞
﹂
が
春
の

便
利
な
季
語
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
特
に
、﹁
芍
薬
や
﹂

百
韻
の
例
は
、
五
句
去
っ
て
い
る
の
で
、
去
嫌
（﹁
霞
﹂
三
句
去
、
同
字
五
句
去
・

同
季
五
句
去
）
に
は
抵
触
し
な
い
が
、
か
な
り
近
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ

が
、
こ
こ
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
貞
徳
の
よ
う
な
慣
用
的
な
﹁
か
す
み
﹂
の
表

現
で
は
な
く
、
春
の
気
象
﹁
霞
﹂
で
あ
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
春
の

﹁
霞
﹂
を
詠
み
な
が
ら
、
否
定
表
現
や
﹁
～
霞
む
﹂
な
ど
と
霞
の
あ
り
よ
う
を
示

す
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
一
巻
中
に
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

霞
本
来
の
詠
み
方
に
も
と
づ
い
た
和
歌
・
連
歌
を
踏
襲
す
る
表
現
が
あ
り
、﹁
投

げ
込
み
﹂
的
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
看
守
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、

﹁
霞
﹂
が
﹁
霞
﹂
と
し
て
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
語
か
ら
表
現
へ
と
、
句
中
に
お
け

る
﹁
霞
﹂
の
影
響
の
及
ぶ
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
よ
う
で
興
味
深
い
。

こ
う
し
た
季
吟
門
連
句
の
特
徴
を
も
と
に
、
芭
蕉
が
一
座
し
た
貞
享
以
前
の
連

句
を
概
観
す
る
と
、
場
所
の
偏
り
は
さ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
が
、
花
の
付
句
で
詠

む
傾
向
（
九
例
、
内
二
例
が
挙
句
）
と
一
巻
に
複
数
回
詠
む
傾
向
が
引
き
継
が
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

■
一
巻
に
四
回
（
延
宝
四
年
「
梅
の
風
」
信
章
・
桃
青
両
吟
百
韻
）

脇　
　
　
　

こ
ち
と
う
づ
れ
も
此
時
の
春 

桃
青
（
春
）

第
三　
　

さ
や
り
ん
ず
霞
の
き
ぬ
の
袖
は
え
て 

桃
青
（
春
）
※

4　
　
　
　

け
ん
や
く
し
ら
ぬ
心
の
ど
け
き 

信
章
（
春
）

32　
　
　
　

柳
は
緑
か
け
は
取
が
ち 

桃
青
（
春
）

33　
　
　

古
帳
に
横
点
を
引
朝
霞 

信
章
（
春
）

34　
　
　
　

火
鉢
を
は
り
し
氷
な
が
る
る 

桃
青
（
春
）

50　
　
　
　

草
も
え
あ
が
る
秦
の
虫
く
そ 

桃
青
（
春
） 

51　
　
　

あ
さ
霞
徐
福
が
似
せ
の
う
り
薬 

信
章
（
春
） 

52　
　
　
　

ま
づ
壺
一
ツ
乾
坤
の
外 

桃
青
（
春
）

78　
　
　

か
ね
の
御
岳
を
両
替
の
春 

桃
青
（
春
）

79　
　

岩
橋
や
り
ん
と
か
け
た
る
一
か
す
み 

信
章
（
春
）

80　
　
　

天
に
つ
ら
ぬ
く
虹
の
つ
つ
ぱ
り 

桃
青

（
延
宝
四
年
﹁
梅
の
風
﹂
信
章
・
桃
青
両
吟
百
韻
、
第
三
・
33
・
51
・
79
）

こ
こ
に
、
一
巻
中
に
複
数
回
詠
ま
れ
た
も
の
と
し
て
、
延
宝
四
年
﹁
梅
の
風
﹂

信
章
・
桃
青
両
吟
百
韻
の
例
を
示
し
た
。
こ
れ
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
貞
享
以

前
の
芭
蕉
連
句
に
お
い
て
も
、
一
巻
中
に
複
数
回
詠
ま
れ
た
﹁
霞
﹂
は
、
貞
徳
に

見
ら
れ
た
よ
う
な
﹁
霞
﹂
の
慣
用
表
現
に
よ
っ
て
﹁
投
げ
込
み
﹂
的
に
用
い
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
季
吟
門
連
句
同
様
﹁
霞
﹂
は
春
季
の
気
象
﹁
霞
﹂
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。﹁
霞
﹂
自
体
を
利
用
し
て
、
そ
の
俳
諧
的
側

面
を
詠
み
こ
も
う
と
す
る
試
み
は
な
い
が
、
他
の
句
中
の
語
や
表
現
（
霞
の
縁
語

や
霞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
表
現
な
ど
）
に
よ
っ
て
卑
俗
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、﹁
霞
﹂
は
春
の
季
語
と
し
て
の
本
来
の
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
常
套
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
複
数
回
詠
み
こ
ま
れ
た
の

は
、
延
宝
四
年
﹁
梅
の
風
﹂
信
章
・
桃
青
両
吟
百
韻
、
延
宝
六
年
﹁
物
の
名
も
﹂
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信
章
・
信
徳
・
桃
青
三
吟
百
韻
、
延
宝
六
年
信
章
・
信
徳
・
桃
青
三
吟
﹁
さ
ぞ
な

都
﹂
百
韻
、
天
和
二
年
﹁
錦
ど
る
﹂
百
韻
の
四
巻
で
あ
る
が
、
両
吟
百
韻
、
三
吟

百
韻
な
ど
、
連
衆
が
限
ら
れ
た
連
句
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
特
徴
も
一
致
し

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
一
巻
に
複
数
回
詠
ま
れ
る
傾
向
が
貞
享
以
降
見
ら
れ
な

く
な
る
の
は
、
一
つ
に
は
百
韻
形
式
か
ら
歌
仙
形
式
に
連
句
の
主
流
が
変
わ
っ
た

こ
と
、
四
人
以
上
の
連
衆
で
興
行
す
る
こ
と
が
増
加
し
た
こ
と
と
い
う
、
連
句

興
行
の
様
式
の
変
化
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
に

は
、
一
句
に
お
い
て
﹁
霞
﹂
自
体
を
卑
俗
化
し
俳
諧
化
す
る
と
い
う
、﹁
霞
﹂
へ

の
試
み
で
は
な
く
、﹁
霞
﹂
の
持
ち
込
む
優
美
さ
を
他
の
句
中
の
語
に
よ
っ
て
ど

う
卑
俗
化
す
る
か
、
と
い
う
方
向
へ
と
詠
ま
れ
方
の
中
心
が
移
っ
た
た
め
と
い
え

よ
う
。
季
吟
門
連
句
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
否
定
表
現
と
霞
の
組
み
合
わ
せ
で
詠
み

こ
ま
れ
た
例
は
見
ら
れ
ず
、
雅
俗
の
対
比
は
﹁
霞
﹂
自
体
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
そ
れ
が
一
句
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
は
﹁
霞
﹂
は

雅
な
も
の
の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
春
の
句
の
常
套
表
現
と
化
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、﹁
霞
﹂
が
花
の
付
句
で
な
い
場
合
、
長
句
で
詠
ま
れ
る
こ

と
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

在
郷
寺
を
宿
と
し
て
春 

以
春
（
春
）

麦
食
の
菩
薩
や
爰
に
霞
む
ら
ん 

桃
青
（
春
）

妙
な
る
の
り
と
と
ろ
ろ
と
か
る
る 

春
澄

（
延
宝
六
年
﹁
塩
に
し
て
も
﹂
春
澄
・
似
春
・
桃
青
三
吟
歌
仙
、
19
）

ま
た
、
芭
蕉
の
元
禄
年
間
の
句
作
に
見
る
よ
う
な
人
物
を
配
し
て
﹁
霞
﹂
を
背

景
に
す
る
よ
う
な
句
作
は
な
い
が
、
延
宝
六
年
の
﹁
菩
薩
﹂
の
句
に
は
、
そ
の
萌

芽
が
見
い
だ
せ
る
。
蕉
風
確
立
以
前
の
俳
諧
の
﹁
霞
﹂
は
、
ひ
と
つ
に
は
本
意
を

も
と
に
し
た
言
語
遊
戯
的
な
実
体
の
な
い
﹁
霞
﹂
を
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
実
景

と
し
て
の
﹁
霞
﹂
を
詠
む
こ
と
で
伝
統
的
な
本
意
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
詠
ま
れ

方
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
伝
統
的
歌
題
﹁
霞
﹂
へ
の
俳
諧
的
側
面
を
、

そ
の
語
か
ら
一
句
の
表
現
に
拡
大
し
て
模
索
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
う
し

て
、
一
句
の
核
と
な
る
べ
き
季
語
と
し
て
の
﹁
霞
﹂
主
体
の
句
か
ら
、
先
に
み
た

よ
う
な
芭
蕉
の
付
句
や
芭
蕉
連
句
の
﹁
霞
﹂
の
句
の
よ
う
に
﹁
霞
﹂
を
一
句
の
背

景
と
し
て
用
い
る
﹁
霞
﹂
の
句
へ
と
、
句
中
の
役
割
を
変
化
さ
せ
て
い
く
の
で
あ

ろ
う
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
﹁
霞
﹂
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
万
葉
以

来
、
春
を
代
表
す
る
季
の
詞
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
た
﹁
霞
﹂
は
、
和
歌
に
お
い
て

﹁
隔
つ
﹂
も
の
と
さ
れ
遠
景
で
詠
ま
れ
る
こ
と
で
本
意
を
形
成
し
て
き
た
。
同
様

の
気
象
で
あ
る
﹁
霞
﹂
と
﹁
霧
﹂
は
、
こ
の
遠
景
で
詠
む
春
の
﹁
霞
﹂
と
、
中
に

い
る
状
態
か
ら
詠
む
秋
の
﹁
霧
﹂
と
を
詠
み
分
け
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を

代
表
す
る
気
象
と
し
て
数
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
連
歌
に
お
い
て
も
、
こ
う

し
た
﹁
霧
﹂
と
の
詠
み
わ
け
と
本
意
を
踏
襲
し
な
が
ら
類
型
化
が
す
す
み
、
一
句

の
主
体
と
し
て
﹁
霞
﹂
の
あ
り
よ
う
が
詠
ま
れ
て
き
た
。
春
の
穏
や
か
さ
が
持
ち

込
ま
れ
る
﹁
霞
﹂
は
、
い
わ
ば
﹁
雅
﹂
の
象
徴
の
よ
う
に
機
能
す
る
た
め
、
そ
れ

が
俳
諧
に
い
た
っ
て
、
こ
と
に
発
句
で
は
卑
俗
化
さ
れ
俳
諧
的
な
側
面
（
言
語
遊

戯
）
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
連
句
で
は
、﹁
霞
﹂
の
持
つ
春
の
絶
対
的
な
季
感
を

利
用
し
て
、
貞
徳
を
中
心
に
﹁
投
げ
込
み
﹂
的
に
春
の
中
句
で
用
い
ら
れ
、
季
吟
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ら
は
季
節
を
添
え
る
（
脇
に
詠
ん
だ
り
、
春
の
句
の
最
終
句
に
詠
ん
だ
り
、
花
に

付
け
た
り
、
挙
句
に
詠
ん
だ
り
）
効
果
を
利
用
し
た
。
芭
蕉
は
、
こ
の
挙
句
の
霞

や
春
の
最
終
句
、
花
に
付
け
る
と
い
っ
た
、
季
節
を
添
え
る
効
果
を
引
き
継
い
で

お
り
、
な
か
で
も
、
人
物
を
配
す
る
こ
と
で
、
そ
の
霞
に
よ
る
変
化
を
中
心
に
詠

み
込
ん
だ
。

こ
う
し
て
、
和
歌
、
連
歌
、
初
期
俳
諧
、
貞
門
・
談
林
俳
諧
と
多
く
詠
み
込
ま

れ
て
き
た
﹁
霞
﹂
で
は
あ
る
が
、
芭
蕉
の
時
期
に
な
る
と
﹁
霞
﹂
そ
れ
自
体
を
主

体
に
詠
み
込
む
こ
と
が
徐
々
に
な
く
な
っ
て
い
く
。
貞
享
以
前
の
芭
蕉
の
連
句
に

お
い
て
、
全
二
一
例
の
う
ち
桃
青
（
芭
蕉
）
の
付
句
は
三
例
で
あ
り
、
貞
享
以

降
で
も
芭
蕉
の
付
句
は
四
例
、
発
句
も
二
例
の
み
、
と
い
う
こ
と
考
え
合
わ
せ
る

と
、
そ
も
そ
も
芭
蕉
が
詠
句
の
対
象
と
し
て
の
﹁
霞
﹂
自
体
へ
の
興
味
を
失
っ
し

て
い
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
素
材
と
し
て
の
﹁
霞
﹂
は
、
新
し
み
を
模

索
す
る
と
い
う
詩
的
役
割
を
持
っ
た
景
物
と
し
て
詠
み
込
む
こ
と
へ
の
興
味
が
失

わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、﹁
霞
﹂
は
春
の
背
景
を
加
味
し
、
そ

こ
に
俗
を
雅
に
転
換
す
る
装
置
と
し
て
、
ま
た
、
春
を
続
け
る
中
で
活
性
化
し
用

い
ら
れ
る
常
套
句
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
連
句
で
の
﹁
霞
﹂
の
特
徴
を
お
さ
え
つ
つ
、
芭
蕉
の
発
句
に
ひ
る

が
え
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

大
比
叡
や
し
の
字
を
引
て
一
か
す
み 

芭
蕉
（
延
宝
五
年
以
前

*

）

春
な
れ
や
名
も
な
き
山
の
薄
霞 

芭
蕉　
　
（
貞
享
二
年

(

）

こ
の
た
っ
た
二
例
の
芭
蕉
の
発
句
は
、
両
者
と
も
山
に
か
か
る
﹁
霞
﹂
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
。﹁
大
比
叡
や
﹂
発
句
は
、﹁
し
の
字
を
引
て
﹂
と
﹃
一
休
咄
﹄
を

本
説
に

)

、
そ
の
霞
の
か
か
る
様
子
を
実
体
的
に
表
現
し
た
と
こ
ろ
が
俳
諧
的
で
は

あ
る
も
の
の
、﹁
霞
﹂
の
持
つ
伝
統
的
優
美
さ
を
崩
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、﹁
春

な
れ
や
﹂
発
句
で
は
、
同
じ
く
﹁
名
も
な
き
山
﹂
ま
で
も
が
霞
に
沈
む
と
い
う
言

い
方
に
俳
諧
性
が
見
い
だ
せ
る
わ
け
だ
が
、
春
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
フ
ァ
ク

タ
ー
と
し
て
の
﹁
霞
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
、
芭
蕉
発
句
の
﹁
霞
﹂

は
﹁
霞
﹂
を
主
体
と
し
て
、
俳
諧
的
に
表
現
し
つ
つ
も
伝
統
的
な
趣
向
で
あ
る
優

美
さ
を
印
象
づ
け
る
よ
う
に
句
作
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貞
門
・
談
林
俳
諧
で

の
﹁
霞
﹂
が
滑
稽
に
よ
り
な
が
ら
も
伝
統
に
対
し
て
新
し
み
を
模
索
さ
れ
た
の
と

同
じ
く
、
芭
蕉
も
そ
の
伝
統
的
な
本
意
を
意
識
的
に
踏
ま
え
て
句
作
し
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
貞
門
期
や
談
林
期
の
よ
う
な
露
骨
な
滑
稽
さ

と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
歌
題
と
し
て
の
本
意
の
描
写
に
添
っ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
発
句
で
の
扱
い
と
連
句
で
の
扱
い
は
、﹁
霞
﹂
が
一
句
の
主
体
で
あ
る
か
、

背
景
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
季
語
が
主
題

と
な
る
発
句
と
、
句
を
展
開
し
続
け
る
中
で
季
の
句
に
す
る
た
め
の
要
素
の
一
つ

に
す
ぎ
な
い
連
句
と
の
、
求
め
ら
れ
る
詠
句
姿
勢
の
違
い
を
象
徴
的
に
表
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
興
味
深
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
﹁
霞
﹂
の
発
句
も
貞
享
二
年
以
降

詠
ま
れ
な
く
な
る
わ
け
だ
が
、
芭
蕉
連
句
の
中
で
は
、
元
禄
期
以
降
も
人
物
を
配

し
な
が
ら
一
句
に
春
を
添
え
る
雅
な
要
素
と
し
て
背
景
的
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

﹁
連
句
の
季
語
﹂
に
は
、
発
句
に
は
な
い
制
約
や
ル
ー
ル
の
も
と
連
句
に
適
し

た
選
択
が
な
さ
れ
、
そ
の
季
語
の
性
格
が
句
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

詠
み
込
ま
れ
る
季
語
に
は
自
ず
か
ら
違
い
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
、
芭
蕉
に
お
い
て
﹁
霞
﹂
は
、
連
句
の
平
句
に
お
い
て
詠
み
込
ま
れ
る
季

語
で
あ
っ
て
、
し
か
も
春
の
一
句
目
で
は
な
く
二
句
目
以
降
に
詠
ま
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
前
句
の
春
の
景
物
に
﹁
霞
﹂
と
い
う
色
を
添
え
て
句
の
イ

メ
ー
ジ
を
拡
大
す
る
よ
う
詠
み
込
ま
る
。
と
り
わ
け
、
挙
句
に
多
く
詠
ま
れ
る
の

は
、﹁
霞
﹂
の
持
つ
い
か
に
も
春
ら
し
い
情
景
を
添
え
る
効
果
が
、
お
だ
や
か
に

余
情
豊
か
に
詠
い
納
め
る
と
い
う
挙
句
に
期
待
さ
れ
た
詠
み
方
に
適
っ
て
い
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
、
詳
し
く
場
所
を
見
て
み
る
と
、
大
多
数
が
、
次
に
季
節
を
変
化
し
た
り
、

雑
に
展
開
す
る
こ
と
の
な
い
場
所
で
詠
ま
れ
て
い
た
。
春
の
二
句
目
は
前
句
に
付

け
て
も
、
付
句
と
合
わ
せ
て
も
春
、
と
い
う
場
所
で
あ
り
、
挙
句
も
ま
た
、
そ
う

し
た
春
の
最
終
句
で
あ
る
。
連
句
に
お
い
て
﹁
霞
﹂
と
は
、
こ
う
し
て
付
合
世
界

の
中
で
背
景
と
し
て
機
能
し
、
春
の
情
景
を
印
象
づ
け
る
よ
う
詠
ま
れ
て
い
く
季

語
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
こ
れ
は
、
季
吟
ら
が
花
の
付
句
と
し
て
用
い
て
い
た
と
い

う
特
徴
と
類
似
す
る
。

貞
門
・
談
林
期
に
い
た
る
ま
で
﹁
霞
﹂
は
伝
統
的
な
季
語
と
し
て
、
本
意
を
意

識
し
な
が
ら
新
し
み
を
追
求
さ
れ
て
き
た
。
連
歌
に
お
い
て
﹁
霞
﹂
は
一
句
の
主

体
と
し
て
そ
の
有
り
様
が
詠
み
込
ま
れ
、
初
期
俳
諧
以
降
、
言
語
遊
戯
的
に
卑
俗

化
す
る
と
い
う
雅
語
﹁
霞
﹂
へ
の
挑
戦
が
な
さ
れ
た
。
貞
徳
は
、﹁
霞
﹂
を
﹁
投

げ
込
み
﹂
的
に
季
節
を
担
う
存
在
と
し
て
扱
い
、
一
巻
に
複
数
回
利
用
し
た
。
季

吟
は
、
本
意
に
立
ち
返
っ
た
よ
う
に
﹁
霞
﹂
を
春
の
代
表
的
な
季
語
と
し
て
独
吟

な
ど
で
複
数
回
利
用
し
つ
つ
、
句
中
に
否
定
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
本
意
を
一
方

に
意
識
さ
れ
る
句
作
を
行
っ
て
﹁
霞
﹂
を
一
句
中
の
語
か
ら
表
現
へ
と
拡
大
し
た
。

か
つ
、
花
の
付
句
と
し
て
用
い
る
と
い
う
詠
み
込
む
場
所
の
特
徴
を
構
築
し
た
。

こ
う
し
て
詠
ま
れ
続
け
て
き
た
﹁
霞
﹂
は
、
芭
蕉
に
至
っ
て
一
句
の
核
と
な
る
べ

き
役
目
か
ら
解
放
さ
れ
、
背
景
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
他

の
景
物
や
人
物
を
雅
へ
と
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
し
て
、
機
能
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
一
句
と
し
て
み
れ
ば
、
変
化
し
た
対
象
物
が
主
体
と
な

る
よ
う
句
作
さ
れ
る
わ
け
だ
。

こ
う
し
て
、
伝
統
的
歌
題
で
あ
る
﹁
霞
﹂
は
、
芭
蕉
句
に
お
い
て
は
、
も
は
や
、

連
句
の
流
れ
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
要
素
と
い
う
、
春
の
句
を
続
け
る
上
で
の
常

套
句
と
な
り
な
が
ら
も
、
入
れ
込
む
こ
と
で
春
ら
し
さ
と
優
美
さ
を
加
味
で
き
る

こ
と
ば
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
と
も
に
、
霞
に
よ
る
視
覚
的
変

化
の
面
白
さ
を
詠
み
こ
む
と
い
う
本
意
を
中
心
に
、
共
に
詠
み
こ
ん
だ
事
物
を
変

化
さ
せ
得
る
効
果
を
持
っ
た
こ
と
ば
と
い
う
新
た
な
認
識
の
も
と
、
詠
み
込
ま
れ

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
は
、
こ
の
﹁
霞
﹂
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
使
い
古
さ

れ
た
伝
統
的
な
季
語
に
お
け
る
芭
蕉
の
方
法
の
一
端
が
か
い
ま
見
え
る
。
句
中
で

の
効
果
の
面
に
重
点
が
置
か
れ
、
本
意
を
型
と
し
て
認
識
す
る
、
こ
う
し
た
使
わ

れ
方
の
新
し
み
が
﹁
霞
﹂
に
対
す
る
芭
蕉
の
方
法
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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注1

　

 ﹁﹁
月
の
句
﹂
を
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
付
け
進
み
の
上
で
不
都
合
が
生
じ
る

場
合
に
、﹁
月
﹂
の
字
を
助
詞
の
よ
う
に
用
い
、
一
句
の
句
意
に
お
い
て
﹁
月
﹂
の

内
容
的
必
然
性
の
な
い
こ
と
が
多
い
﹂
と
﹃
連
句
辞
典
﹄
に
解
説
さ
れ
る
。

　

2

　

 
た
と
え
ば
﹃
滑
稽
雑
談
﹄（
正
徳
三
）
に
﹁
八
雲
御
抄
に
云
、
霞
は
夏
も
い
つ
も
、

風
静
か
な
る
朝
に
よ
む
べ
し
と
俊
成
い
へ
り
。
貞
徳
が
式
に
云
、
霞
は
（
中
略
）

万
葉
に
は
霞
を
秋
に
よ
み
た
れ
ど
、
当
代
は
霧
を
結
び
て
も
春
な
り
。
私
に
云
、

万
葉
に
は
霞
を
秋
と
よ
む
な
り
。（
中
略
）
し
か
れ
ど
も
連
俳
に
は
、
霞
を
春
。
霧

を
秋
と
定
め
た
り
﹂
と
あ
る
。

　

3

　

 

傍
題
に
よ
っ
て
は
十
二
个
月
記
載
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
も
の
の
（
一
月
な
ど
：

立
春
の
霞
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
と
一
月
に
な
る
）、
俳
諧
で
は
お
お
む
ね
兼

三
春
の
春
の
季
語
で
あ
る
。

　

4

　

 

松
永
貞
徳
の
﹃
俳
諧
御
傘
﹄（
慶
安
四
）
に
は
、﹁
霞
の
衣
、
衣
類
に
あ
ら
ず
﹂﹁
霞

の
網
、
水
辺
に
あ
ら
ず
。
霞
の
網
に
似
た
る
と
い
ふ
こ
と
な
り
﹂﹁
霞
の
海
、
そ
び

き
物
な
り
。
水
辺
に
あ
ら
ず
﹂
な
ど
と
、
し
き
り
に
分
類
に
つ
い
て
の
注
記
が
な

さ
れ
る
。
な
お
、
江
戸
後
期
に
な
る
が
﹃
改
正
月
令
博
物
筌
﹄（
文
化
五
・
鳥
飼
洞

斎
編
述
）
に
は
、﹁
霞
海
、
霞
を
海
に
見
な
し
た
る
な
り
。
霞
網
、
霞
を
網
に
み
な

し
た
る
な
り
。
霞
汲
、
仙
人
の
酒
を
流
霞
と
名
づ
く
る
ゆ
ゑ
か
く
い
へ
り
。
霞
衣
、

霞
の
う
す
き
を
衣
に
見
な
し
た
る
な
り
、
霞
袖
、
霞
の
衣
縁
の
の
詞
な
し
。
八
重

霞
、
霞
の
深
き
心
を
い
ふ
。
ま
つ
た
く
八
重
に
重
な
り
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
鐘
か

す
む
、
鐘
の
声
の
ど
か
な
る
な
り
。
屋
文
意
も
あ
ら
ず
、
霞
に
も
あ
ら
ず
（
中
略
）

詩
に
作
る
霞
と
本
朝
の
歌
に
映
ず
る
霞
を
は
違
へ
り
・
歌
・
連
俳
に
詠
じ
て
春
の

季
に
入
る
は
、
蒙
と
い
ふ
も
の
に
て
、
霞
と
訓
ず
。
春
の
こ
ろ
天
気
の
昇
る
を
い
ふ
。

詩
に
つ
く
る
霞
は
、
朝
霞
・
晩
霞
の
類
い
、
本
朝
に
て
朝
や
け
夕
や
け
の
こ
と
に

て
、
今
い
ふ
霞
の
こ
と
に
て
は
な
し
﹂
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

5

　

 ﹁
霞
は
夜
と
昼
と
は
似
ぬ
も
の
な
り
。
夜
の
霞
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
月
・
星
に
結

び
て
す
る
よ
し
、
連
歌
に
あ
り
﹂（
服
部
土
芳
﹃
三
冊
子
﹄
元
禄
一
五
）

　

6

　

 

拙
稿
﹁
芭
蕉
連
句
の
季
の
句
―
季
語
の
推
移
と
表
現
の
変
化
―
﹂（﹃
湘
北
紀
要
﹄

第
32
号
、P

一
～
三
七
、
湘
北
短
期
大
学2011.3.31

）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
原
文
は

カ
ラ
ー
の
た
め
、
本
稿
掲
載
に
あ
た
り
季
語
の
本
季
に
か
か
る
表
記
を
改
め
た
。

　

7

　

 

な
お
、
芭
蕉
発
句
に
は
、﹃
去
来
抄
﹄﹁
先
師
評
﹂（
去
来
、
元
祿
一
五
～
宝
永
元

年
成
立
。
安
永
四
年
刊
）
に
お
い
て
、﹁
に
て
留
﹂
の
句
末
表
現
が
第
三
の
よ
う
だ

と
し
て
議
論
さ
れ
た
﹁
辛
崎
の
松
は
花
よ
り
朧
に
て
﹂（
貞
享
二
年
作
、﹃
野
ざ
ら

し
紀
行
﹄）
と
い
う
﹁
朧
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
句
が
あ
る
が
、
連
句
に
お
け
る
﹁
朧
﹂

は
月
の
句
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
詠
ま
れ
方
の
比
較
が
難
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は

﹁
霞
﹂
と
詠
み
こ
ん
だ
句
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
夜
の
﹁
霞
﹂
を
い
う
、
こ
の
﹁
朧
﹂

を
含
め
て
も
芭
蕉
が
霞
を
詠
ん
だ
の
は
三
例
の
み
で
あ
る
。
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連
句
に
お
い
て
定
座
の
あ
る
﹁
花
﹂
や
﹁
月
﹂
に
関
し
て
は
、
他
の
季
語
と
は
詠

み
込
む
意
識
が
異
な
る
た
め
、
同
様
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

9

　

 

前
述
の
通
り
、
夜
の
霞
は
﹁
朧
﹂
と
表
現
さ
れ
る
の
で
、﹁
霞
む
月
﹂
と
い
う
表

現
か
ら
は
、
朝
の
時
分
が
想
定
さ
れ
る
。
事
実
、
付
句
作
者
の
宗
波
も
そ
の
よ
う

に
見
定
め
て
前
句
を
朝
に
な
っ
て
も
な
お
残
る
有
明
月
が
霞
ん
だ
景
と
と
り
、﹁
今

朝
む
き
そ
む
る
前
栽
の
柿
﹂
と
秋
の
句
へ
と
季
移
り
し
て
い
る
。

　

0

　

  

も
ち
ろ
ん
、
初
裏
十
句
目
か
ら
春
が
始
ま
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
三
句
目
・
四
句

目
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、　

初
裏
は
七
句
目
・
八
句
目
辺
り
に
月
を
詠
み
込
む
た

め
に
秋
季
が
続
き
、
季
が
混
み
合
っ
て
い
る
た
め
、
花
の
定
座
か
ら
春
が
始
ま
る

こ
と
が
多
い
。

　

!

　

 

能
勢
朝
次
は
﹃
連
句
芸
術
の
性
格
﹄（
昭
45
年
、
角
川
選
書
39
）
に
お
い
て
、
連

句
と
は
、
一
句
一
句
が
に
お
い
て
﹁
端
的
な
露
出
性
﹂
が
あ
り
、
そ
う
し
た
無
関

係
な
シ
ョ
ッ
ト
の
連
続
が
付
合
世
界
で
﹁
照
応
さ
れ
て
詩
境
が
生
ま
れ
る
﹂
も
の

だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

@

　

 ﹁
い
づ
る
日
影
も
、
の
ど
か
に
霞
、
四
方
の
梢
も
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
渡
り
、
き

の
ふ
み
し
遠
山
の
雪
も
、
霞
に
消
る
よ
し
な
ど
、
読
む
べ
し
。
い
く
た
び
も
の
ど

か
に
、
霞
わ
た
る
心
、
相
応
也
。
さ
え
か
へ
る
あ
ら
し
に
霞
や
ら
ぬ
心
は
、
不
相

応
也
。
／
一
、
治
承
二
年
、
賀
茂
社
歌
合
判
、
俊
成
卿
云
、﹁
霞
は
春
の
内
に
て
だ

に
あ
ら
ば
、
早
晩
に
あ
る
べ
は
、
霞
は
春
三
月
に
読
る
物
な
れ
ば
初
春
に
も
、
晩

春
に
も
よ
む
こ
と
な
れ
ど
、
霞
と
い
で
た
る
題
は
、
春
の
初
の
題
也
。
さ
れ
ば
、

時
節
を
い
は
ん
な
ら
ば
、
初
春
の
心
よ
ろ
し
。
暮
春
の
心
は
あ
し
こ
と
也
。
こ
れ

は
霞
と
出
た
る
題
に
て
の
心
也
。
よ
せ
物
に
よ
ま
ば
春
三
月
の
題
に
い
づ
れ
に
も



一
九

芭
蕉
「
霞
」
考
（
野
村
）

む
す
び
よ
む
べ
き
也
﹂。
猶
、
春
の
は
じ
め
な
ら
ん
や
よ
ろ
し
か
ら
ん
。
く
れ
の
春

な
ど
や
い
か
が
﹂
と
云
々
。
／
よ
せ
の
詞
、
た
つ
、
な
び
く
、
た
な
引
、
立
こ
む
る
、

へ
だ
つ
る
、
な
ど
也
﹂（﹃
初
学
和
歌
式
﹄﹁
霞
﹂）

　

#

　

 
芭
蕉
も
﹃
お
く
の
ほ
そ
道
﹄
冒
頭
で
﹁
春
立
て
る
霞
の
空
に
白
川
の
関
こ
え
ん
と
﹂

と
し
て
、
能
因
法
師
の
歌
﹁
陸
奥
に
ま
か
り
く
だ
り
け
る
に
、
白
河
の
関
に
て
詠

み
侍
り
け
る
／
都
を
ば
霞
と
共
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
﹂（﹃
後
拾

遺
集
﹄
巻
第
九
・
羈
旅
五
一
八
）
を
用
い
て
、
春
立
つ
と
霞
立
つ
の
言
い
か
け
表

現
を
利
用
し
て
い
る
。

　

$

　

 

拙
稿
﹁
芭
蕉
連
句
季
移
り
考
﹂（﹃
連
歌
俳
諧
研
究
﹄
115
号
、2008

年9

月1

日
、

俳
文
学
会
）
参
照
。

　

%

　

 

国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
の
連
歌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
調
査
し
た
。

　

^

　

 

底
本
は
、﹃
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
俳
書
集
成
15　

貞
門
俳
書
集
一
﹄（
天
理
図
書

館
綿
屋
文
庫
俳
書
集
成
編
集
委
員
会
編
、1996

年8

月
八
木
書
店
）
に
よ
る
。
句

頭
に
付
し
た
数
字
は
、
発
句
か
ら
の
句
番
号
、
傍
線
、
作
者
名
（
季
節
）
は
補
っ
た
。

　

&

　

 

研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
﹁
芭
蕉
連
句
に
お
け
る
季
吟
の
影
響
―
季
吟
門
連
句
の

実
態
と
﹁
非
季
﹂
の
詞
を
中
心
に
―
﹂（
野
村
亞
住
、25884066

、2013

～2014

年
度
、2,860

千
円
）
お
よ
び
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
奨
励
費
﹁
季
吟
門
連

句
の
研
究
﹂（
野
村
亞
住
、15J0222

、2015

～2018

年
度
、2,795

千
円
）
に
お

い
て
、
独
自
に
調
査
収
集
し
た
﹁
季
吟
門
連
句
﹂
の
デ
ー
タ
に
も
と
づ
く
。

　

*

　

 

出
典
は
﹃
江
戸
広
小
路
﹄。
比
叡
山
に
霞
が
か
か
っ
た
情
景
を
、
一
休
の
﹁
し
の
字
﹂

を
引
い
た
よ
う
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
い
な
し
た
句
。
な
お
、
同
趣
向
の
句
と
し

て
﹁
横
に
ひ
く
霞
や
天
下
一
文
字　

渋
谷
安
明
﹂（
崑
山
集
・
巻
第
一
・
春
部
﹁
霞
﹂）

が
あ
る
。

　

(

　

 

出
典
は
﹃
野
ざ
ら
し
紀
行
﹄。
初
案
は
﹁
春
な
れ
や
名
も
な
き
山
の
朝
霞
﹂。﹁
薄
霞
﹂

は
、
薄
く
か
か
っ
霞
や
霞
が
薄
く
か
か
る
さ
ま
。﹁
朝
霞
﹂
と
違
い
時
分
が
限
定
さ

れ
な
い
。﹁
薄
﹂
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
霞
に
よ
っ
て
白
ん
だ
山
が
ぼ
ん
や
り
見

え
て
い
る
景
が
想
起
さ
れ
る
。﹁
名
も
な
き
山
﹂
は
、
名
前
も
な
い
よ
う
な
山
。﹁
名

も
な
き
﹂
の
否
定
表
現
に
よ
っ
て
、
名
前
の
あ
る
山
（
こ
こ
で
は
﹁
妹
背
山
﹂﹁
高

円
山
﹂﹁
志
賀
山
﹂
な
ど
の
特
に
霞
と
関
連
が
深
い
山
）
が
自
然
と
想
起
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
日
常
目
に
す
る
そ
の
辺
の
山
も
で
さ
え
も
、
春
ら
し

く
う
っ
す
ら
と
霞
が
か
っ
て
い
る
と
、
春
の
発
見
へ
の
感
慨
を
詠
ん
だ
句
。

　

)

　

 ﹁
先
よ
り
を
の
〳
〵
書
て
も
ら
い
け
る
は
一
字
も
よ
め
ず
。
又
語
も
あ
ま
り
に
み

じ
か
く
て
此
山
の
た
か
ら
と
は
成
が
た
し
。
い
か
に
も
大
文
字
を
長
々
と
書
て
た

べ
。
よ
み
が
た
き
は
あ
り
て
も
詮
な
し
。
い
か
に
も
よ
み
や
す
き
事
を
頼
み
奉
る
﹂

と
。
一
山
と
も
に
望
ま
れ
け
れ
ば
⋮
⋮
（
中
略
）
⋮
⋮
御
望
の
通
り
な
が
〳
〵
と

大
文
字
を
か
き
て
、
よ
く
よ
め
る
を
仕
る
べ
し
。
い
そ
ぎ
か
み
を
つ
が
せ
給
へ
﹂

と
あ
り
し
か
ば
、
何
程
な
り
と
紙
は
御
の
ぞ
み
次
第
と
て
、
ひ
た
物
長
〳
〵
つ
ぐ

程
に
、
え
い
ざ
ん
の
金
堂
の
前
よ
り
と
づ
さ
か
も
と
の
人
家
ま
で
、
長
々
し
く
も

か
み
を
つ
ぎ
け
れ
ば
、﹁
さ
ら
ば
筆
を
そ
め
ん
﹂
と
て
墨
た
つ
ぷ
り
と
ふ
く
ま
せ
て
、

へ
た
と
紙
へ
か
き
つ
け
て
、
一
さ
ん
か
け
て
不
動
坂
ま
で
一
す
ぢ
に
ひ
か
﹁
し
﹂

の
字
也
。
な
が
〳
〵
と
書
て
よ
め
や
す
き
は
是
な
り
﹂
と
⋮
⋮
（
後
略
）﹂（
仮
名

草
子
﹃
一
休
咄
﹄（
作
者
未
詳
・
一
六
六
八
）
巻
二
ノ
九
）﹁
大
文
字
﹂
は
本
来
、

立
派
な
文
章
、﹁
な
が
〳
〵
と
﹂
は
長
い
文
章
と
の
意
だ
が
、
一
休
は
そ
れ
を
﹁
大

き
な
文
字
﹂
で
﹁
長
い
文
字
﹂
と
読
み
替
え
て
﹁
い
か
に
も
よ
み
や
す
き
﹂
と
い

う
要
望
に
答
え
、
平
仮
名
の
﹁
し
﹂
の
字
一
文
字
を
書
い
た
と
い
う
頓
知
に
も
と

づ
く
趣
向
。

な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
度
に
早
稲
田
大
学
に
提
出
し
た
学
位
論
文
﹃
蕉
風
俳
諧

に
お
け
る
季
の
研
究
﹄
の
一
部
を
、
貞
徳
と
季
吟
の
デ
ー
タ
を
追
加
し
て
増
補
・
改
訂
し

た
も
の
で
、
二
〇
二
〇
年
度
特
定
課
題
研
究
の
研
究
成
果
で
あ
る
。


