
は
じ
め
に
 
 

名
月
や
池
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら
 
 

芭
蕉
の
発
句
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
俳
讃
師
の
自
伝
と
し
て
読
ま
れ
る
。
 
 

『
雑
談
某
』
に
「
丁
卯
の
と
し
芭
蕉
魔
の
月
み
ん
と
て
丹
催
し
て
参
り
た
 
 

れ
ば
」
と
い
う
詞
書
が
見
ら
れ
る
以
上
、
貞
幸
三
 
（
一
六
八
六
）
年
八
 
 

（
1
）
 
 

月
十
五
目
、
芭
蕉
は
中
秋
の
名
月
を
見
て
、
「
弛
を
め
ぐ
り
て
」
と
い
う
 
 

句
を
も
の
し
た
と
考
え
る
の
は
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
発
 
 

句
は
必
ず
し
も
近
代
的
写
生
の
産
物
で
は
な
い
。
中
秋
の
名
月
を
見
れ
 
 

ば
、
た
ち
ま
ち
「
名
月
や
」
の
一
語
が
生
ま
れ
、
作
者
芭
蕉
が
〓
既
中
 
 

地
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
れ
ば
「
弛
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら
」
と
表
現
さ
 
 

れ
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
「
弛
を
め
ぐ
り
て
」
 
 

芭
蕉
発
句
試
論
 
 

－
 
「
池
を
め
ぐ
り
て
」
1
 
 

の
句
は
、
や
や
も
す
る
と
正
岡
子
規
流
の
写
生
句
と
見
な
さ
れ
が
ち
だ
。
 
 

以
下
に
あ
げ
る
解
釈
は
、
こ
の
作
品
を
触
目
の
句
と
見
て
い
る
。
 
 

○
今
夜
は
仲
秋
の
名
月
、
そ
の
清
光
の
弛
水
に
映
え
る
あ
た
り
を
独
 
 

り
排
御
し
、
夜
も
す
が
ら
佳
興
に
酔
う
た
こ
と
で
あ
る
。
（
小
学
館
、
 
 

（
ゥ
・
）
 
 
 
日
本
古
典
文
学
全
集
）
 
 
 

○
今
宵
は
待
ち
に
待
っ
た
仲
秋
の
名
月
で
あ
る
。
私
は
独
り
草
庵
で
 
 

の
月
見
を
楽
し
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
弛
水
に
映
え
る
清
光
を
賞
 
 

し
、
避
遥
を
つ
づ
け
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
夜
を
徹
し
 
 

（
3
）
 
 
 
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
（
井
上
敏
幸
）
 
 
 

○
名
月
に
誘
わ
れ
、
月
影
の
宿
る
他
の
回
り
を
た
だ
忘
我
の
境
地
で
、
 
 

（
4
）
 
 
 
独
り
黙
然
と
い
つ
ま
で
も
歩
き
続
け
る
。
（
今
栄
蔵
）
 
 

西
 
原
 
大
 
輔
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こ
れ
ら
の
解
釈
は
一
見
正
し
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
発
句
を
現
実
描
 
 

写
の
産
物
と
す
る
点
に
い
た
っ
て
は
、
あ
ま
り
も
写
実
主
義
に
過
ぎ
よ
 
 

う
。
こ
の
句
を
現
実
描
写
と
見
る
立
場
は
、
一
つ
の
問
題
点
を
学
ん
で
 
 

い
る
。
即
ち
、
「
夜
も
す
が
ら
」
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
一
晩
中
 
 

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
作
者
芭
蕉
が
実
際
に
徹
夜
を
し
て
他
の
周
囲
ば
 
 

か
り
ぐ
る
ぐ
る
と
ま
わ
り
続
け
た
と
取
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
滑
稽
で
 
 

あ
り
、
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
と
も
思
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
評
者
た
ち
は
、
 
 

こ
の
部
分
を
合
理
化
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

夜
を
明
か
し
た
か
ど
う
か
が
「
さ
し
て
重
要
な
問
題
で
は
な
い
」
の
 
 

な
ら
ば
、
芭
蕉
が
仲
秋
の
名
月
を
見
た
か
ど
う
か
も
「
さ
し
て
重
要
な
 
 

問
題
で
は
な
い
」
と
も
言
え
る
し
、
こ
の
他
が
芭
蕉
庵
の
弛
か
ど
う
か
 
 

も
「
さ
し
て
重
要
な
問
題
で
は
な
」
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
句
 
 

を
現
実
描
写
と
認
め
つ
つ
、
「
夜
も
す
が
ら
」
だ
け
ほ
字
句
ど
お
り
に
取
 
 

ら
な
い
と
い
う
矛
盾
を
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
「
夜
も
す
が
ら
」
を
忘
我
 
 

○
実
際
に
弛
を
め
ぐ
っ
て
夜
を
明
か
し
た
か
ど
う
か
は
、
さ
し
て
重
 
 
 

要
な
問
題
で
は
な
い
。
（
小
学
館
、
日
本
古
典
文
学
全
集
）
 
 

O
「
夜
も
す
が
ら
」
は
一
晩
中
の
意
だ
が
、
時
の
経
過
を
忘
れ
る
忘
我
 
 
 

の
心
を
現
す
。
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
 
 

○
月
光
を
浴
び
な
が
ら
ど
こ
ま
で
も
歩
い
て
い
た
い
一
種
の
忘
我
に
近
 
 

「
′
1
）
 
 
い
状
態
が
「
夜
も
す
が
ら
」
だ
。
（
山
本
健
吉
、
日
本
古
典
文
庫
）
 
 

の
心
を
表
現
し
た
文
学
的
修
辞
と
見
る
な
ら
ば
、
「
池
を
め
ぐ
り
て
」
も
、
 
 

実
際
に
他
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
単
な
る
文
学
 
 

的
修
辞
だ
と
い
う
考
え
方
も
成
立
す
る
わ
け
で
、
ど
の
部
分
が
現
実
描
 
 

写
で
、
ど
の
部
分
が
修
辞
な
の
か
と
い
う
区
別
は
、
解
釈
者
の
主
観
に
 
 

頼
る
ほ
か
な
い
。
 
 
 

こ
れ
ら
は
、
作
品
内
の
「
私
」
を
、
作
家
の
芭
蕉
と
置
き
換
え
て
い
 
 

る
所
か
ら
来
る
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
説
に
登
場
す
る
主
人
 
 

公
を
作
者
だ
と
決
め
つ
け
る
と
、
伝
記
的
事
実
と
食
い
違
い
を
生
じ
ざ
 
 

る
を
得
な
い
。
こ
れ
と
同
様
の
事
態
が
、
「
池
を
め
ぐ
り
て
」
で
起
こ
っ
 
 

て
い
る
。
で
は
、
発
句
と
い
う
短
詩
に
、
作
者
な
ら
ぬ
「
私
」
が
登
場
 
 

し
て
く
る
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
合
理
的
説
明
を
 
 

得
る
た
め
に
は
、
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
 
 
 

芭
蕉
以
前
の
俳
譜
は
、
言
葉
を
も
て
遊
ぷ
知
的
遊
戯
で
あ
っ
た
。
貞
 
 

門
の
俳
誇
は
、
連
歌
に
対
抗
し
て
、
『
御
傘
』
や
『
誹
譜
初
学
抄
』
と
い
 
 

っ
た
自
分
た
ち
の
式
目
を
作
り
、
言
葉
の
使
い
方
に
規
則
を
設
け
よ
う
 
 

と
努
力
し
た
。
一
方
、
談
林
の
俳
譜
は
、
自
由
奔
放
な
発
想
を
良
し
と
 
 

し
て
、
破
天
荒
な
発
句
を
残
し
た
が
、
こ
れ
と
て
言
葉
の
面
白
さ
が
主
 
 

眼
で
あ
っ
た
。
俳
諸
に
よ
っ
て
作
者
個
人
の
実
生
活
を
描
写
し
よ
う
と
 
 

す
る
意
図
ほ
、
極
め
て
薄
か
っ
た
と
言
え
る
。
芭
蕉
は
俳
諸
に
よ
っ
て
 
 

自
分
の
日
常
を
描
く
傾
向
が
強
か
っ
た
と
は
い
え
、
先
行
す
る
文
学
作
 
 

品
を
強
く
意
識
し
っ
つ
創
作
を
行
っ
た
。
「
弛
を
め
ぐ
り
て
」
の
句
は
、
 
 

李
白
水
死
伝
説
を
意
識
し
た
、
一
種
の
「
本
歌
取
り
」
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
が
、
本
論
文
で
の
私
の
仮
説
で
あ
る
。
 
 

「
李
白
の
水
死
伝
説
 
 

い
ま
の
南
京
の
そ
ば
で
、
揚
子
江
の
南
の
岸
に
、
采
石
磯
と
い
う
 
 
 

景
色
の
よ
い
所
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
時
、
李
白
は
そ
こ
へ
舟
遊
び
に
 
 
 

出
か
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
月
の
よ
い
ば
ん
で
し
た
が
、
月
の
影
が
、
く
 
 
 

っ
き
り
と
水
の
上
に
う
つ
っ
て
い
ま
し
た
。
 
 
 

李
白
は
し
ば
ら
く
じ
っ
と
、
水
の
な
か
の
月
を
見
つ
め
て
い
ま
し
 
 
 

た
が
、
ふ
い
に
、
あ
の
お
月
さ
ま
を
つ
か
ま
え
る
ん
だ
と
い
っ
て
、
水
 
 
 

の
申
へ
飛
び
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
 
 
 

そ
れ
が
、
こ
の
詩
人
の
さ
い
ご
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
も
っ
と
 
 
 

も
、
こ
の
お
話
は
、
す
こ
し
お
も
し
ろ
す
ぎ
る
の
で
、
う
そ
だ
ろ
う
 
 
 

と
い
う
人
も
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
う
そ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
 
 
 

か
し
、
う
そ
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
か
そ
の
人
の
人
が
ら
を
も
と
に
 
 
 

し
て
作
ら
れ
る
も
の
で
す
。
た
と
い
、
こ
の
お
話
は
う
そ
に
し
て
も
、
 
 
 

い
か
に
も
李
白
ら
し
い
お
詣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
李
白
は
、
美
し
 
 
 

い
事
が
ら
と
、
そ
れ
を
い
い
あ
ら
わ
す
美
し
い
言
葉
と
を
つ
か
ま
え
 
 
 

よ
う
と
し
て
、
一
生
を
送
っ
た
人
で
す
。
水
に
う
つ
っ
た
美
し
い
月
 
 
 

を
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
て
死
ん
だ
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
李
白
ら
 
 
 

し
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
ま
た
、
お
月
さ
ま
は
、
李
白
の
よ
い
お
友
 
 

（
6
）
 
 
 

だ
ち
で
も
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
。
 
 
 

こ
れ
は
、
吉
川
幸
次
郎
が
子
供
向
け
に
書
い
た
李
白
の
伝
記
の
結
末
 
 

部
分
で
あ
る
。
李
白
は
、
実
際
に
は
西
暦
七
六
二
 
（
宝
応
壬
寅
元
）
年
 
 

十
一
月
、
当
塗
令
で
あ
っ
た
李
陽
泳
の
宅
で
病
没
し
た
。
葬
ら
れ
た
場
 
 

所
が
当
塗
県
采
石
の
竜
山
東
麓
で
あ
っ
た
。
私
は
、
芭
蕉
の
「
池
を
め
 
 

ぐ
り
て
」
の
句
の
下
敷
き
に
、
こ
の
李
白
水
死
伝
説
が
あ
っ
た
の
で
は
 
 

な
い
か
と
推
測
す
る
。
こ
の
伝
説
の
出
典
は
、
五
代
に
測
る
。
王
定
保
 
 

の
『
唐
掟
言
』
に
は
「
唐
李
白
遊
二
采
石
江
一
、
因
レ
酔
入
二
江
中
＼
提
レ
月
 
 

而
死
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
が
李
白
水
死
伝
説
の
最
も
早
い
文
 
 

献
で
あ
る
。
ま
た
末
代
の
『
春
雷
随
筆
』
に
も
以
下
の
記
述
が
あ
る
。
 
 
 

世
俗
多
言
、
李
太
白
在
二
富
塗
采
石
一
、
因
レ
酔
淀
二
舟
於
江
一
、
見
二
月
影
l
 
 
 

腑
而
取
レ
之
、
遂
溺
死
、
故
其
地
有
二
捉
月
要
一
 
 

で
は
、
果
た
し
て
芭
蕉
は
こ
の
伝
説
を
知
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
残
 
 

念
な
が
ら
、
こ
の
伝
説
の
日
本
に
お
け
る
伝
播
に
つ
い
て
、
ま
だ
決
定
 
 

的
な
経
路
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
『
容
欝
随
筆
』
で
「
世
 
 

俗
多
言
」
と
あ
る
よ
う
に
、
李
白
の
水
死
は
、
中
国
に
お
い
て
既
に
民
 
 

間
の
伝
説
で
あ
っ
た
。
 
 

『
唐
蛇
言
』
の
記
述
に
よ
っ
て
芭
蕉
が
知
っ
た
可
能
性
は
低
い
。
『
唐
庶
 
 

言
』
を
収
め
る
『
唐
人
説
香
』
は
、
「
享
和
三
年
亥
六
・
七
・
八
・
九
・
 
 

十
番
船
改
臍
書
籍
日
録
」
に
「
新
渡
／
唐
人
説
菅
 
袖
珍
一
部
四
套
」
 
 

（
7
）
 
 

と
あ
る
も
の
の
、
芭
蕉
の
時
代
よ
り
一
世
紀
以
上
後
の
も
の
で
あ
り
、
ま
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た
『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
舶
載
書
目
』
（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
、
昭
 
 

和
四
十
七
年
一
月
）
 
に
は
、
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
 
 

（
8
）
 
 

『
容
藷
随
筆
』
は
、
「
唐
本
類
書
考
」
に
書
名
が
見
え
る
も
の
の
、
寛
延
 
 

四
（
一
七
五
一
）
年
の
資
料
で
あ
り
、
確
証
を
欠
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
、
芭
蕉
が
伝
説
を
知
り
得
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
研
究
は
あ
る
。
 
 

仁
枝
忠
氏
は
、
『
員
お
ぼ
ひ
』
序
に
使
わ
れ
て
い
る
「
釣
月
軒
」
と
い
う
 
 

（
9
）
 
 

軒
号
の
出
典
を
考
証
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
芭
蕉
が
釣
月
の
語
を
用
 
 

い
た
理
由
が
四
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
に
「
月
ヲ
釣
ル
」
を
 
 

提
示
し
、
「
李
白
は
酔
う
て
水
中
の
月
を
捉
へ
ん
と
し
て
凍
死
し
た
と
も
 
 

侍
へ
ら
れ
「
李
白
捉
月
」
 
の
語
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
李
白
を
古
 
 

人
と
し
て
慕
っ
た
芭
蕉
が
、
多
分
に
こ
の
漢
詩
人
を
連
想
さ
せ
る
「
釣
 
 

月
軒
」
と
い
う
号
を
使
用
し
た
の
は
、
十
分
あ
り
え
る
事
で
あ
ろ
う
。
事
 
 

芸
■
p
も
 
 

実
、
桃
育
と
い
う
号
も
、
李
白
の
李
を
桃
に
換
え
、
白
を
青
に
し
た
も
 
 

の
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
芭
蕉
が
李
白
水
死
伝
説
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
 
 

も
、
「
池
を
め
ぐ
り
て
」
の
句
が
そ
れ
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
確
 
 

固
た
る
証
拠
は
、
残
念
な
こ
と
に
存
在
し
な
い
。
正
統
な
る
本
歌
取
り
 
 

と
異
な
り
、
こ
の
句
は
読
者
に
李
白
を
暗
示
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
 
 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
後
世
の
人
の
勝
手
な
 
 

あ
ら
ず
も
が
な
の
思
い
入
れ
に
す
ぎ
な
い
、
ど
こ
に
そ
ん
な
証
拠
が
あ
 
 

る
の
だ
、
と
い
う
批
判
も
出
て
こ
よ
う
。
も
し
こ
の
論
文
を
芭
蕉
に
見
 
 

せ
て
、
ど
う
で
す
、
李
白
を
意
識
し
て
い
た
で
し
ょ
う
、
と
迫
っ
た
と
 
 

し
て
も
、
芭
蕉
は
答
え
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
 
 

こ
の
議
論
は
創
作
者
の
材
源
の
詮
索
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
解
釈
に
反
 
 

映
さ
せ
る
の
は
、
余
り
に
も
深
読
み
だ
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
か
も
し
れ
 
 

な
い
。
し
か
し
、
以
下
「
地
を
め
ぐ
り
て
」
の
句
が
李
白
水
死
伝
説
を
 
 

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
 
 

で
き
る
か
を
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
探
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
 
 

二
、
名
月
や
 
 

月
を
詠
ん
だ
和
歌
・
俳
句
は
数
に
限
り
が
な
い
。
し
か
し
、
「
名
月
」
 
 

と
い
う
言
葉
は
、
古
代
か
ら
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
 
 

ず
和
歌
か
ら
l
言
え
ば
、
芭
蕉
以
前
に
月
を
「
メ
イ
・
ゲ
ツ
」
と
音
読
み
 
 

の
漢
字
二
字
で
表
現
し
た
例
を
、
私
は
知
ら
な
い
。
試
し
に
『
国
歌
大
 
 

観
』
の
類
で
「
め
い
げ
つ
」
を
引
い
て
見
て
も
、
一
首
も
見
当
た
ら
な
 
 

い
。
勿
論
、
名
月
は
年
に
一
度
必
ず
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
暦
 
 

八
月
十
五
日
の
月
が
和
歌
に
詠
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
 
 

「
つ
き
」
や
「
望
月
」
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
は
、
そ
れ
こ
そ
無
数
に
あ
る
 
 

の
だ
が
、
「
名
月
」
は
和
歌
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
名
月
が
存
 
 

在
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
「
名
月
」
と
し
て
作
品
に
す
る
こ
と
と
は
、
自
 
 

ず
か
ら
別
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
和
歌
の
伝
統
に
は
、
「
名
月
」
は
全
く
存
 
 

在
し
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
謡
曲
に
お
い
て
は
、
「
名
月
」
が
何
度
か
現
れ
て
い
る
。
『
謡
曲
 
 

二
百
五
十
番
集
』
の
索
引
に
よ
り
、
計
八
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ま
た
俳
詣
で
は
、
『
俳
譜
類
舷
集
』
に
「
名
月
」
の
項
目
が
あ
り
、
ま
た
 
 

『
毛
吹
革
』
 
（
冤
永
・
正
保
頃
刊
行
）
 
の
 
「
名
月
の
夜
は
お
も
は
す
の
日
 
 

待
哉
」
（
正
直
）
「
名
月
は
目
星
さ
へ
な
き
詠
か
な
」
（
道
二
）
の
よ
う
な
 
 

例
か
ら
も
、
「
名
月
」
の
俳
詣
で
の
使
用
が
、
必
ず
し
も
芭
蕉
の
独
創
で
 
 

は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
 
 
 

無
論
、
謡
曲
や
先
行
す
る
俳
諸
作
品
か
ら
、
芭
蕉
が
「
名
月
」
と
い
 
 

う
言
葉
を
知
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
「
名
月
」
は
、
和
歌
の
世
 
 

界
に
は
見
ら
れ
な
い
用
語
で
あ
る
が
、
謡
曲
や
俳
常
に
は
時
折
出
現
す
 
 

る
。
一
方
「
名
月
」
は
漢
籍
、
特
に
李
白
に
と
っ
て
大
切
な
主
題
の
一
 
 

つ
で
あ
っ
た
。
李
白
の
月
を
題
材
に
し
た
漢
詩
は
数
多
い
。
代
表
的
な
 
 

も
の
一
つ
を
挙
げ
れ
ば
、
 
 

名
月
清
風
唯
動
静
の
中
に
あ
れ
ば
 
（
放
下
僧
）
 
 

静
か
な
る
時
に
は
名
月
を
見
す
（
放
下
僧
）
 
 

名
月
に
雨
は
じ
め
て
晴
れ
り
（
羽
衣
）
 
 

名
月
に
鞭
を
あ
げ
て
駒
を
早
め
 
（
小
菅
）
 
 

八
月
十
五
夜
名
月
に
て
候
ふ
程
に
 
（
三
井
寺
）
 
 

名
月
に
向
つ
て
心
を
澄
ま
い
て
 
（
三
井
寺
）
 
 

名
月
に
丹
を
浮
べ
 
（
融
）
 
 

そ
も
名
月
の
其
中
に
 
（
融
）
 
 

拠
を
「
月
下
独
酌
」
に
求
め
て
い
る
。
李
白
と
月
と
の
関
係
を
物
語
る
 
 

へ
H
）
 
 

典
型
的
な
詩
で
あ
る
。
「
明
月
」
が
登
場
す
る
詩
も
数
多
い
。
 
 

中
村
俊
足
は
、
 
 
 

○
明
月
落
誰
家
 
 

花
間
二
重
酒
 
 

濁
酌
無
相
親
 
 

撃
杯
遊
明
月
 
 

封
影
成
三
人
 
 

月
既
不
解
飲
 
 

影
徒
隋
我
身
 
 

暫
伴
月
照
影
 
 

行
楽
須
及
春
 
 

我
歌
月
排
掴
 
 

我
舞
影
零
乱
 
 

醍
時
同
交
歓
 
 

酔
後
各
分
散
 
 

永
結
無
情
遊
 
 

相
期
遊
雲
漠
 
 

月
下
猫
酌
 
 

月
下
の
独
酌
 
 

花
問
二
重
の
酒
 
 

独
酌
相
親
し
む
無
し
 
 

杯
を
挙
げ
て
明
月
を
適
え
 
 

影
に
対
し
て
三
人
を
成
す
 
 

月
既
に
飲
を
解
せ
ず
 
 

影
徒
に
我
が
身
に
随
う
 
 

暫
く
月
と
影
と
を
伴
う
て
 
 

行
禁
須
ら
く
春
に
及
ぷ
べ
し
 
 

我
歌
え
ば
月
餅
掴
し
 
 

我
舞
え
ば
影
零
乱
 
 

醒
時
同
じ
く
交
歓
し
 
 

酔
後
各
分
散
す
 
 

永
く
無
情
の
遊
を
結
び
 
 

（
川
）
 
 

相
期
し
て
雲
漠
逝
か
な
り
 
 

「
埋
火
や
壁
に
は
客
の
影
ぼ
う
し
」
（
続
猿
蓑
）
 
 

へ
〓
）
 
 

明
月
誰
が
家
に
か
落
つ
 
（
憶
東
山
）
 
 
 

の
典
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こ
の
よ
う
に
、
李
白
は
明
月
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
る
が
、
 
 

「
地
を
め
ぐ
り
て
」
の
句
と
の
関
連
か
ら
言
っ
て
、
次
に
挙
げ
る
作
品
が
 
 

問
題
と
な
る
。
こ
の
詩
に
示
さ
れ
て
い
る
明
月
と
詩
人
と
の
関
係
に
注
 
 

目
し
た
い
。
 
 

○
我
等
愁
心
典
明
月
 
 
我
愁
心
を
寄
せ
て
明
月
に
与
う
（
聞
王
昌
 
 

齢
左
遷
龍
標
造
有
此
寄
）
 
 

○
欲
上
青
天
男
明
月
 
 
青
天
に
上
り
て
明
月
を
覧
ん
と
欲
す
（
宣
 
 

州
謝
跳
桟
餞
別
校
著
叔
雲
）
 
 

○
明
月
不
蹄
沈
碧
海
 
 
明
月
帰
ら
ず
碧
海
に
沈
み
（
実
晃
卿
衡
）
 
 

○
耐
可
釆
明
月
／
看
花
上
酒
船
 
耐
ろ
明
月
に
乗
じ
／
花
を
看
て
酒
 
 

船
に
上
る
可
し
（
秋
哺
歌
其
十
二
）
 
 

明
月
天
山
よ
り
出
づ
 
（
関
山
月
）
 
 

○
明
月
出
天
山
 
 

明
月
を
し
て
去
ら
し
む
る
莫
れ
（
宮
中
行
 
 

○
莫
教
明
月
去
 
 

楽
詞
其
四
）
 
 

青
天
有
月
衆
幾
時
 
 

我
今
停
杯
一
間
之
 
 

人
攣
明
月
不
可
得
 
 

月
行
却
興
人
相
随
 
 

把
酒
閏
月
 
 

酒
を
把
っ
て
月
に
問
う
 
 

青
天
月
有
り
て
よ
り
来
の
か
た
幾
時
ぞ
 
 

我
今
杯
を
停
め
て
一
た
び
之
に
問
う
 
 

人
は
明
月
を
攣
ず
る
得
可
か
ら
ず
 
 

月
行
却
っ
て
人
と
相
随
う
 
 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
今
の
人
は
見
ず
苗
時
の
月
／
今
の
月
は
曾
 
 

経
て
古
人
を
照
ら
す
／
古
人
今
人
流
水
の
若
き
も
／
共
に
明
月
を
看
る
 
 

皆
此
の
如
し
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
明
月
」
は
、
古
人
を
 
 

思
う
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
単
に
「
明
月
」
を
美
し
い
も
の
と
し
 
 

て
愛
で
る
の
で
は
な
く
、
古
人
へ
と
連
想
を
運
ぶ
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

「
名
月
」
と
い
う
語
は
、
和
歌
の
伝
統
に
は
全
く
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
 
 

し
か
も
、
芭
蕉
は
漢
詩
文
に
親
し
ん
だ
天
和
年
間
以
後
に
な
っ
て
「
名
 
 
 

餃
如
飛
鏡
臨
丹
閑
 
 

緑
煙
滅
盛
清
揮
聾
 
 

但
見
宵
従
海
上
来
 
 

寧
知
墳
向
雲
間
投
 
 

白
免
梼
薬
秋
復
春
 
 

婦
蛾
孤
棲
輿
誰
隣
 
 

今
人
不
見
古
時
月
 
 

今
月
曾
経
購
古
人
 
 

古
人
今
人
若
流
水
 
 

共
著
明
月
皆
如
此
 
 

唯
頗
富
歌
封
酒
時
 
 

月
光
長
照
金
棒
裏
 
 

餃
と
し
て
飛
鏡
の
丹
閲
に
臨
む
が
如
く
 
 

緑
煙
滅
し
尽
く
し
て
清
揮
発
す
 
 

但
だ
見
る
宵
に
海
上
よ
り
来
る
を
 
 

寧
ん
ぞ
知
ら
ん
暁
に
雲
間
に
向
っ
て
没
す
 
 

る
を
 
 

白
兎
薬
を
揺
き
て
秋
復
た
春
 
 

婦
蛾
孤
模
し
て
誰
と
か
隣
す
 
 

今
の
人
は
見
ず
苗
時
の
月
 
 

今
の
月
は
曾
経
て
古
人
を
照
ら
す
 
 

古
人
今
人
流
水
の
若
き
も
 
 

共
に
明
月
を
看
る
皆
此
の
如
し
 
 

唯
だ
願
う
歌
に
当
た
り
酒
に
対
す
る
の
時
 
 

月
光
の
長
く
金
棒
の
裏
を
照
ら
さ
ん
こ
と
 
 

を
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月
」
を
使
い
始
め
た
の
で
あ
李
白
の
「
明
月
」
と
は
、
第
一
に
、
酔
 
 

狂
の
友
で
あ
り
、
第
二
に
古
人
へ
の
思
い
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
 
 

第
三
に
、
詩
人
を
臨
死
さ
せ
る
ほ
ど
の
風
狂
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
 
 

っ
た
。
謡
曲
や
俳
背
か
ら
の
影
響
も
あ
り
得
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
芭
蕉
 
 

に
と
っ
て
「
名
月
」
は
李
白
の
「
明
月
」
及
び
彼
の
水
死
伝
説
を
強
く
 
 

意
識
さ
せ
る
言
糞
で
あ
っ
た
と
の
仮
定
に
立
ち
、
論
を
進
め
た
い
。
 
 

三
、
池
を
め
ぐ
り
て
 
 

「
め
ぐ
り
て
」
と
い
う
言
彙
に
つ
い
て
は
、
以
前
「
芭
蕉
発
句
考
 
…
 
 

「
‖
）
 
 

「
旅
に
病
で
」
の
句
を
め
ぐ
っ
て
－
－
」
で
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
 
 

の
論
旨
を
繰
り
返
せ
ば
、
「
廻
る
」
は
「
謡
曲
」
に
よ
っ
て
深
化
さ
れ
た
 
 

歴
史
を
も
つ
語
で
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
 
 

謡
曲
で
の
こ
れ
ら
の
用
法
は
、
単
に
ま
わ
り
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
る
と
い
 
 

う
現
象
を
指
示
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
は
内
面
的
な
意
味
が
付
 
 

○
め
ぐ
り
め
ぐ
り
来
て
い
つ
ま
で
ぞ
、
妄
執
を
晴
ら
し
給
へ
や
 
（
野
 
 
 

宮
）
 
 

○
廻
り
廻
れ
ど
も
生
死
の
海
は
離
る
ま
じ
や
、
（
砧
）
 
 

○
廻
り
廻
り
て
輪
廻
を
離
れ
ぬ
、
妄
執
の
雲
の
、
塵
積
っ
て
（
山
姥
）
 
 

○
そ
の
執
心
の
修
羅
の
道
、
め
ぐ
り
め
ぐ
り
て
ま
た
こ
こ
に
（
芙
盛
）
 
 

○
捨
て
て
も
廻
る
世
の
中
は
（
梅
枝
）
 
 

与
さ
れ
て
い
る
。
「
猛
執
」
「
執
心
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
換
え
ら
れ
て
 
 

い
る
よ
う
に
、
「
廻
る
」
は
、
離
れ
た
く
て
も
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
精
 
 

神
の
状
態
を
現
象
面
に
お
い
て
具
体
化
し
た
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
廻
 
 

る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
離
れ
る
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
「
弛
を
め
ぐ
り
て
」
 
 

と
は
、
字
義
ど
う
り
に
読
め
ば
、
「
弛
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
っ
て
」
で
あ
る
 
 

が
、
芭
蕉
以
前
の
文
学
伝
統
に
即
せ
ば
、
「
他
に
と
ど
ま
っ
て
、
離
れ
な
 
 

い
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
も
う
一
つ
問
題
に
な
る
の
が
、
「
地
を
め
ぐ
り
て
」
の
主
語
は
 
 

何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
通
説
で
ほ
、
「
芭
蕉
が
」
地
を
め
ぐ
る
の
だ
 
 

と
解
釈
し
て
お
り
、
こ
れ
が
何
の
疑
問
も
も
た
れ
ず
、
ご
く
当
然
の
よ
 
 

う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
詩
文
の
伝
統
で
「
め
ぐ
る
」
は
、
 
 

「
夢
綾
」
（
夢
は
練
る
）
或
い
は
「
夢
魂
～
綾
」
（
夢
魂
は
繰
る
）
と
い
う
 
 

慣
用
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
伝
統
は
、
近
代
に
ま
で
続
き
、
唱
 
 

歌
で
は
「
夢
は
今
も
め
ぐ
り
て
／
忘
れ
が
た
き
故
郷
」
と
、
故
郷
へ
の
 
 

執
着
が
「
夢
は
～
め
ぐ
り
て
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
夢
 
 

緯
」
は
、
し
ば
し
ば
「
心
随
」
（
心
は
随
ふ
）
「
心
飛
」
（
心
は
飛
ぷ
）
と
 
 

い
う
表
現
と
対
に
な
っ
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
拙
稿
「
芭
蕉
発
句
 
 

考
 
－
 
「
旅
に
病
で
」
の
句
を
め
ぐ
っ
て
 
－
 
」
参
照
）
。
勿
論
、
「
芭
蕉
 
 

が
一
晩
中
池
を
ぐ
る
ぐ
る
と
ま
わ
る
」
と
い
う
現
象
的
即
物
的
解
釈
も
 
 

成
り
立
つ
の
で
は
あ
る
が
、
芭
蕉
以
前
の
文
学
伝
統
に
即
す
れ
ば
、
「
心
 
 

（
夢
）
は
他
に
と
ど
ま
っ
て
、
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
内
面
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重
視
の
解
釈
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
な
ぜ
芭
蕉
の
心
は
、
空
に
あ
る
名
月
で
は
な
く
、
他
の
方
に
ひ
 
 

か
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
弛
の
水
面
に
「
名
月
」
が
映
っ
て
い
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
李
白
水
死
伝
説
（
李
白
捉
月
）
を
芭
蕉
が
 
 

心
に
反
窮
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
仮
説
に
立
っ
て
お
く
。
し
か
も
前
 
 

に
見
た
よ
う
に
、
李
白
に
お
い
て
は
、
「
明
月
」
は
古
人
を
偲
ぶ
契
機
と
 
 

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
月
は
古
人
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
芭
蕉
は
 
 

李
白
を
古
人
と
し
て
仰
い
で
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

一
つ
、
伝
記
的
方
面
か
ら
述
べ
れ
ば
、
「
池
を
め
ぐ
り
て
」
が
作
ら
れ
 
 

た
日
は
、
月
見
の
船
遊
び
を
し
た
ら
し
い
。
『
雑
談
集
』
に
は
「
丁
卯
の
 
 

と
し
芭
蕉
魔
の
月
み
ん
と
て
舟
催
し
て
参
り
た
れ
ば
」
と
い
う
詞
書
が
 
 

あ
る
。
「
丁
卯
の
と
し
」
は
貞
享
四
年
に
あ
た
る
。
こ
の
句
が
成
立
し
た
 
 

の
は
貞
幸
三
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
『
雑
談
集
』
に
 
 

は
、
こ
れ
に
続
け
て
船
遊
び
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
 
 

す
ゝ
め
て
舷
に
さ
そ
ひ
出
し
に
、
清
影
を
あ
ら
そ
ふ
客
の
舟
、
大
 
 

橋
に
塀
れ
て
さ
は
ぎ
け
れ
ば
、
淋
し
き
方
に
槽
廻
し
て
、
各
句
作
 
 

を
う
か
ゞ
ひ
け
る
に
、
仙
化
が
従
者
、
蝕
の
か
た
に
酒
あ
た
～
め
 
 

て
有
な
が
ら
 
 

吼
雲
 
 

名
月
は
汐
に
な
が
る
ゝ
小
舟
哉
 
 

翁
を
は
じ
め
、
我
～
も
、
か
つ
感
じ
、
か
つ
祉
て
、
九
ツ
を
聞
て
 
 

帰
り
に
け
り
。
「
羽
化
登
仙
」
の
二
字
仙
化
に
有
と
て
、
雲
に
吼
け
 
 

隅
田
川
の
大
橋
付
近
に
、
船
遊
び
の
客
が
わ
ん
さ
と
繰
り
出
し
て
い
 
 

た
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
淋
し
い
方
に
漕
い
で
い
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
か
 
 

に
も
現
世
享
楽
的
な
十
七
世
紀
後
半
の
江
戸
の
行
楽
光
景
で
あ
る
。
し
 
 

か
し
、
名
月
の
夜
の
船
遊
び
に
際
し
、
仮
に
芭
蕉
が
李
白
水
死
伝
説
を
 
 

知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
故
事
に
思
い
を
致
さ
な
か
っ
た
 
 

と
し
た
ら
、
俳
静
師
と
し
て
は
些
か
迂
闊
で
あ
ろ
う
。
『
雑
談
集
』
で
は
、
 
 

「
池
を
め
ぐ
り
て
」
の
句
の
後
に
船
遊
び
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
船
 
 

遊
び
と
句
作
の
先
後
ほ
逆
か
も
し
れ
な
い
が
、
李
白
を
思
い
起
こ
す
舞
 
 

台
装
置
は
そ
ろ
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 

四
、
夜
も
す
が
ら
 
 

「
名
月
」
が
和
歌
の
伝
統
に
存
在
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
「
夜
も
す
 
 

が
ら
」
は
三
十
一
文
字
の
世
界
で
充
分
に
こ
な
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
 
 

「
露
」
「
袖
」
「
滞
る
」
等
と
共
に
使
わ
れ
て
恋
の
歌
と
も
な
り
、
ま
た
「
鹿
」
 
 

「
虫
」
「
く
い
な
」
な
ど
の
音
を
「
夜
も
す
が
ら
」
聞
く
こ
と
も
あ
る
。
「
夜
 
 

も
す
が
ら
き
え
か
へ
り
つ
る
我
が
身
か
な
涙
の
霜
に
む
す
ぼ
ほ
れ
つ
つ
」
 
 

（
『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
五
）
、
或
い
は
「
や
へ
む
ぐ
ら
し
げ
れ
る
や
ど
 
 

は
よ
も
す
が
ら
む
し
の
ね
き
く
ぞ
と
り
ど
こ
ろ
な
る
」
（
『
詞
花
和
歌
集
』
 
 

巻
第
三
秋
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
ま
し
て
用
例
 
 

ん
の
心
を
と
り
、
連
衆
み
な
半
四
郎
と
は
云
ざ
り
け
り
。
そ
の
後
 
 

秀
句
も
多
し
。
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の
多
い
の
ほ
、
月
が
連
想
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
 
 

終
夜
見
て
を
あ
か
さ
む
秋
の
月
こ
よ
ひ
の
そ
ら
に
く
も
な
か
ら
な
 
 

ん
 
 

（
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
三
）
 
 

夜
も
す
が
ら
そ
ら
す
む
月
を
な
が
む
れ
ば
秋
は
あ
く
る
も
し
ら
れ
 
 

ざ
り
け
り
 
 

（
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
四
）
 
 

歌
申
に
「
あ
か
さ
む
」
「
あ
く
る
も
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
「
夜
 
 

も
す
が
ら
」
は
確
か
に
一
晩
中
を
意
味
し
て
い
る
。
山
本
健
吉
が
「
池
 
 

を
め
ぐ
り
て
」
の
句
の
評
釈
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
夜
も
す
が
ら
」
 
 

を
「
一
種
の
忘
我
に
近
い
状
態
」
と
表
現
し
て
も
一
向
に
か
ま
わ
な
い
 
 

で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
既
に
鑑
賞
の
領
域
に
属
し
て
い
る
。
解
 
 

釈
の
段
階
で
は
、
一
晩
中
と
い
う
以
上
の
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
や
 
 

は
り
「
夜
も
す
が
ら
」
は
一
晩
中
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

更
に
、
「
夜
も
す
が
ら
」
と
「
月
」
を
結
び
つ
Ⅰ
ナ
る
伝
統
は
、
謡
曲
で
 
 

も
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
。
「
夜
も
す
が
ら
」
が
ご
く
こ
な
れ
た
言
葉
で
 
 

あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
 
 

月
も
曇
ら
ぬ
夜
も
す
が
ら
（
遊
行
柳
）
 
 

月
の
夜
も
す
が
ら
昔
を
い
ざ
や
語
ら
ん
（
生
田
敦
盛
）
 
 

夜
も
す
が
ら
月
の
影
も
さ
し
出
で
て
（
梅
）
 
 

夕
月
の
夜
も
す
が
ら
舞
楽
を
奏
し
見
せ
申
し
（
寝
覚
）
 
 
 

そ
し
て
、
芭
蕉
の
発
句
に
は
「
夜
す
が
ら
や
竹
こ
ぼ
ら
す
る
け
さ
の
 
 

し
も
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
明
ら
か
に
、
今
朝
の
霜
を
取
 
 

り
上
げ
て
い
る
点
か
ら
し
て
も
、
「
夜
す
が
ら
」
は
夜
通
し
・
一
晩
中
な
 
 

の
で
で
あ
る
。
「
夜
も
す
が
ら
」
を
「
忘
我
」
と
読
み
か
え
る
の
は
、
既
 
 

に
鑑
賞
の
域
に
踏
み
込
ん
で
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

以
上
、
李
白
水
死
伝
説
、
「
名
月
や
」
「
池
を
め
ぐ
り
て
」
「
夜
も
す
が
 
 

ら
」
と
、
順
に
検
討
し
て
き
た
。
「
名
月
」
と
い
う
語
は
、
和
歌
の
伝
統
 
 

に
は
全
く
な
い
言
葉
で
あ
り
、
謡
曲
や
芭
蕉
以
前
の
俳
静
で
見
ら
れ
る
 
 

も
の
の
、
芭
蕉
は
「
名
月
」
を
、
漢
詩
文
に
親
し
ん
だ
天
和
年
間
以
後
 
 

に
な
っ
て
使
い
始
め
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
ほ
、
「
名
月
」
は
李
白
の
「
明
 
 

月
」
及
び
彼
の
水
死
伝
説
を
強
く
意
識
さ
せ
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
の
仮
 
 

説
を
立
て
た
。
そ
の
李
白
の
「
明
月
」
と
は
、
第
一
に
、
酔
狂
の
友
で
 
 

あ
り
、
第
二
に
古
人
へ
の
思
い
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
に
、
 
 

詩
人
を
溺
死
さ
せ
る
ほ
ど
の
風
狂
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
池
 
 

を
め
ぐ
り
て
」
の
句
で
、
芭
蕉
は
こ
の
よ
う
な
文
学
伝
統
を
持
つ
「
名
 
 

月
」
「
明
月
」
に
対
面
し
、
「
名
月
や
」
と
、
切
字
を
用
い
て
客
観
化
し
 
 

菊
を
た
た
へ
て
夜
も
す
が
ら
月
の
前
に
も
友
待
つ
や
（
遅
々
）
 
 

夜
も
す
が
ら
馴
れ
て
月
を
汲
ま
う
よ
や
（
養
老
）
 
 

更
け
行
く
月
の
夜
も
す
が
ら
（
生
田
）
 
 

69   



突
き
放
す
。
し
か
る
後
に
、
芭
蕉
は
「
地
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら
」
と
 
 

い
う
七
五
を
加
え
た
。
こ
れ
は
、
「
め
ぐ
る
」
の
含
意
を
重
ん
ず
れ
ば
、
 
 

一
晩
中
心
が
地
を
離
れ
な
い
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
 
 

れ
ば
、
「
地
を
め
ぐ
り
て
」
の
一
句
は
、
次
に
掲
げ
る
解
釈
が
妥
当
だ
と
 
 

考
え
る
。
 
 

李
白
は
明
月
を
友
と
し
、
水
面
に
映
っ
た
月
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
 
 
 

て
凍
死
し
た
と
い
う
。
他
に
映
っ
た
中
秋
の
名
月
を
見
る
に
つ
け
、
風
 
 
 

狂
の
余
り
に
死
ん
だ
古
人
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
月
影
が
映
 
 
 

っ
た
こ
の
他
に
、
一
晩
中
心
が
と
ど
ま
っ
て
離
れ
な
か
っ
た
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
「
丁
卯
の
と
し
」
は
貞
享
四
年
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
は
『
雑
談
集
』
の
 
 

誤
り
で
、
句
の
成
立
は
貞
享
三
年
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
秋
 
 

の
句
で
あ
り
、
貞
享
四
年
三
月
刊
の
『
孤
松
』
に
載
る
の
で
、
貞
幸
三
年
 
 

の
作
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
日
本
古
典
文
学
全
集
『
松
尾
芭
蕉
集
』
（
昭
和
四
十
七
年
、
小
学
館
）
。
 
 

（
3
）
 
『
芭
蕉
講
座
』
第
四
巻
（
昭
和
五
十
八
年
、
有
精
堂
）
。
 
 

（
4
）
 
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
芭
蕉
句
集
』
（
昭
和
五
十
七
年
、
新
潮
社
）
。
 
 

（
5
）
 
日
本
古
典
文
庫
『
芭
蕉
名
句
集
』
（
昭
和
五
十
二
年
、
河
出
書
房
新
社
）
。
 
 

（
6
）
 
「
牡
丹
の
花
1
李
白
の
お
は
な
し
－
」
。
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
 
 

十
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
八
月
）
所
収
。
 
 

（
7
）
 
大
庭
傭
著
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究
』
（
昭
和
四
十
 
 

二
年
三
月
、
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
）
。
 
 

（
8
）
 
向
柴
堂
主
人
輯
『
唐
本
類
書
考
』
（
寛
延
四
年
七
月
、
平
安
書
林
）
。
渡
 
 

来
書
の
書
名
を
集
め
記
し
た
目
録
。
『
容
顔
随
筆
』
は
下
巻
五
十
四
丁
の
 
 

表
に
挙
が
っ
て
い
る
。
 
 

（
9
）
 
仁
枝
忠
『
芭
蕉
に
影
響
し
た
漢
詩
文
』
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
 
 

四
十
七
年
十
月
）
。
 
 

（
1
0
）
 
武
郎
利
男
注
『
李
白
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
九
月
）
に
よ
る
。
以
 
 

下
、
漢
詩
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。
 
 

（
1
1
）
 
中
村
俊
定
監
修
『
芭
蕉
事
典
』
 
（
春
秋
社
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
）
。
 
 

（
1
2
）
 
「
名
月
」
と
「
明
月
」
に
つ
い
て
は
、
当
時
か
ら
混
乱
が
存
在
し
た
。
『
旅
 
 

寝
論
』
に
は
、
「
又
明
の
字
用
る
事
は
、
和
漢
共
に
三
五
の
清
光
を
こ
と
 
 

に
賞
し
来
る
ゆ
へ
に
、
明
と
名
と
か
よ
ひ
た
る
を
以
て
通
用
す
な
る
べ
し
。
 
 

か
や
う
の
事
は
ま
～
侍
る
也
。
又
漠
家
に
は
、
名
の
字
は
三
五
両
夜
共
に
 
 

用
る
事
な
し
。
我
朝
の
古
賓
な
る
ゆ
へ
也
」
と
あ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
 
 

「
明
月
」
と
「
名
月
」
は
無
関
係
な
の
で
は
な
く
、
漢
詩
の
「
明
月
」
が
 
 

俳
譜
の
「
名
月
」
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
十
分
あ
り
え
よ
う
。
 
 

（
1
3
）
 
「
名
月
」
が
使
わ
れ
て
い
る
芭
蕉
の
発
句
は
、
全
部
で
十
四
句
あ
る
。
一
 
 

番
早
い
用
例
は
、
貞
事
元
（
一
六
八
五
）
年
作
の
「
「
雪
と
雪
今
宵
師
走
 
 

の
名
月
欺
」
で
あ
る
。
 
 

（
1
4
）
 
『
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』
第
七
号
（
一
九
八
九
年
十
二
月
）
所
収
。
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