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は
じ
め
に

　

其
角
の
作
意
を
凝
ら
し
た
技
巧
的
な
作
風
は
、
し
ば
し
ば
芭
蕉
と

は
対
照
的
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

両
者
の
作
風
の
違
い
は
、
其
角
が
芭
蕉
の
よ
う
に
地
方
行
脚
を
す
る

こ
と
な
く
、
江
戸
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た
と
い
う
実
際
的
な
要
因

に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
不
易
流
行
と
い
う
蕉
風
俳
諧
の
中
核
理

念
と
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
同
門
内
で
批

判
の
的
と
も
な
る
其
角
晩
年
の
俳
風
に
つ
い
て
、
其
角
の
不
易
流
行

観
の
特
殊
性
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。

　

さ
て
、
芭
蕉
門
人
に
よ
る
其
角
評
の
多
く
は
、
其
角
の
俳
風
を
作

意
を
好
む
華
や
か
な
も
の
と
特
徴
づ
け
て
お
り
、
其
角
の
俳
風
が
芭

蕉
の
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
其
角
の
俳
風
は
、
天
賦
の
才
に
よ

る
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
つ
つ
も
、
一
方
で
は
技
巧
を
凝
ら
し
作
意

を
重
ね
た
難
解
な
句
を
好
む
こ
と
に
関
し
て
は
、
批
判
的
な
意
見
も

多
く
な
さ
れ
て
い
る（

�
）

。
し
か
し
、
其
角
の
「
角
文
字
や
」
の
句
を
め

ぐ
る
一
連
の
支
考
の
評
が
、
時
を
追
う
に
し
た
が
っ
て
否
定
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
く
さ
ま
に
は
、
同
門
内
に
お
け
る
其
角
批
判
が
、
単

な
る
其
角
の
作
風
の
み
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ

れ
は
、
蕉
門
の
俳
諧
観
の
変
遷
と
密
接
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
こ
で
一
貫
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
角
文
字
や
い
せ
の
野
が

ひ
の
花
薄
」
の
句
は
、「
こ
い
（
ひ
）
し
く
」
と
い
う
語
を
詠
み
込
ん

だ
「
ふ
た
つ
文
字
牛
の
角
文
字
直
ぐ
な
文
字
歪
み
文
字
と
ぞ
君
は
覚

ゆ
る
」
と
い
う
『
徒
然
草
』
第
六
十
二
段
の
和
歌
を
ふ
ま
え
つ
つ
、「
角

文
字
や
」
の
五
文
字
を
「
い
」
の
字
を
導
く
枕
詞
の
よ
う
に
用
い
た

其
角
の
不
易
流
行
観

牧　
　

藍
子
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新
し
さ
、「
牛
」
の
「
ぬ
け
」、「
花
薄
」
の
「
花
」
と
「
牛
の
鼻
」
の

掛
詞
等
の
技
巧
の
鮮
や
か
さ
に
眼
目
の
あ
る
句
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
引
用
す
る
支
考
の
『
葛
の
松
原
』
の
文
章
は
、
芭

蕉
の
「
梅
若
菜
鞠
子
の
宿
の
と
ろ
ゝ
汁
」
の
句
に
つ
い
て
「
む
か
し

よ
り
文
章
に
は
結
前
生
後
の
詞
と
い
へ
る
事
は
、
今
の
若
菜
の
は
た

ら
け
る
物
な
ら
む
か
」
と
述
べ
る
の
に
続
け
て
、「
角
文
字
や
」
の
句

に
つ
い
て
言
及
し
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
　

角
文
字
や
い
せ
の
野
が
ひ
の
花
薄　
　

其
角

　
　

�　

阿
叟
は
は
じ
め
て
結
前
生
後
の
詞
を
用
ひ
、
晋
子
は
は
じ
め

て
い
の
字
の
風
流
を
尽
す
。
古
今
俳
諧
の
ま
く
ら
な
ら
む
と
、

よ
き
人
も
申
さ
れ
侍
し
よ
し
。

（
支
考
『
葛
の
松
原
』
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
刊
、
同
年
五
月
十
五
日

自
奥（

�
））

「
結
前
生
後
」
と
は
、漢
詩
文
な
ど
で
前
を
ま
と
め
後
を
起
こ
す
意
で
、

具
体
的
に
は
「
梅
若
菜
」
の
句
の
中
の
「
若
菜
」
の
語
が
、「
梅
」
の

語
と
「
と
ろ
ゝ
汁
」
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
植
物
・
食
物
の
両
用
に

働
く
こ
と
を
指
す
。
こ
こ
で
支
考
は
、「
若
菜
」
の
語
と
同
様
の
巧
み

さ
を
「
角
文
字
や
」
の
表
現
に
認
め
、
そ
の
新
し
さ
を
評
価
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
肯
定
的
な
評
価
は
、
次
第
に
厳

し
い
も
の
へ
と
変
わ
る
。
次
の
『
東
華
集
』
で
は
、「
角
文
字
や
」
の

句
を
「
枕
詞
に
似
た
る
体
」
の
例
句
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

　
　
　
　

枕
詞
に
似
た
る
体

　
　

あ
ら
か
ね
の
蕪
め
さ
れ
て
若
菜
か
な

　
　

角
文
字
や
い
せ
の
野
飼
の
花
薄

　
　

�　

晋
子
が
花
薄
は
古
今
の
俳
諧
の
枕
な
ら
む
と
い
へ
り
け
る
が
、

是
た
ゞ
い
ひ
か
け
と
い
ふ
べ
し
。

�

（
支
考
『
東
華
集
』
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
九
月
刊（

3
））

こ
の
よ
う
に
支
考
の
評
価
は
厳
し
く
、「
角
文
字
や
」
に
お
け
る
枕
詞

的
な
手
法
を
、
言
語
遊
戯
的
な
旧
風
の
「
い
い
か
け
」
の
手
法
と
同

じ
で
あ
る
と
み
な
し
て
批
判
し
て
い
る
。最
後
に
挙
げ
る『
東
西
夜
話
』

で
は
、「
角
文
字
や
」
の
句
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
其
角
の
俳
風
全
般

に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。「
角
文
字
や
」
の
句
と
並

べ
て
掲
げ
ら
れ
る
「
山
雀
の
」
の
句
は
「
山
陵カ
ラ

の
壱
歩
を
ま
は
す
師

走
哉
」
を
指
し
、『
い
つ
を
昔
』
で
は
「
山
が
ら
の
ま
は
す
く
る
み
の

と
に
か
く
に
も
て
あ
つ
か
ふ
は
心
な
り
け
り
」（
夫
木
和
歌
抄
・
雑
部
九
・

動
物
部
・
一
二
八
八
三
・
光
俊
朝
臣（

4
））

を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
前

書
が
付
さ
れ
る
。
こ
の
句
は
ま
た
、持
て
あ
ま
す
と
い
う
意
の
諺
「
山

雀
の
胡
桃
を
回
す
」
を
ふ
ま
え
、「
山
陵
」
の
音
読
み
に
通
じ
る
金
額

を
表
す
「
三
両
」
と
、
そ
の
借
金
の
利
子
で
あ
る
「
一
分
」
と
い
う

意
を
掛
詞
と
し
て
効
か
せ
て
お
り
、同
時
に
挙
げ
ら
れ
た「
角
文
字
や
」

の
句
も
、
同
じ
く
技
巧
的
で
難
解
な
作
風
の
句
と
し
て
否
定
的
に
み

ら
れ
て
い
る
と
い
え
る（

5
）

。
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�
晋
子
が
は
い
か
い
は
、
を
の
が
心
の
作
を
こ
の
め
り
。
翁
の
生

前
に
は
、
百
句
の
中
二
三
句
ほ
ど
は
作
に
作
を
か
さ
ね
た
れ
ど
、

世
の
人
も
耳
め
づ
ら
し
く
、
晋
子
は
作
者
な
り
と
い
へ
り
。
さ

る
は
、
角
文
字
の
い
せ
と
い
ひ
、
山
雀
の
壱
歩
と
い
ふ
た
ぐ
ひ

な
り
。
先
師
滅
後
は
そ
の
作
に
ま
す

く
長
じ
て
、
あ
る
い
は

二
作
三
作
に
お
よ
ぶ
。
た
と
へ
ば
九
重
の
堤
に
の
ぼ
り
て
、
あ

と
の
階
子
を
は
づ
し
た
る
ご
と
く
見
る
人
其
行
筋
を
し
ら
ず
。

�

（
支
考
『
東
西
夜
話
』
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
刊（

6
））

支
考
も
『
東
西
夜
話
』
の
別
の
箇
所
で
言
及
し
て
い
る
が
、
実
際
晩

年
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
其
角
の
句
は
難
解
な
傾
向
を
強
め
た
と
考
え

ら
れ
る（

7
）

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
角
文
字
や
」
の
句
を
め
ぐ
る
支
考

の
評
の
変
化
は
、
芭
蕉
の
俳
風
が
「
軽
み
」
に
移
っ
て
い
っ
た
こ
と

を
背
景
に
、
其
角
の
作
意
を
凝
ら
し
た
技
巧
的
な
俳
風
が
相
対
的
に

際
立
ち
、
批
判
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い

え
る
。１　

「
贈
其
角
先
生
書
」
と
蕉
門
の
不
易
流
行
観

　

こ
う
し
た
其
角
の
俳
風
を
、
不
易
流
行
の
観
点
か
ら
「
流
行
」
に

遅
れ
て
い
る
と
し
て
反
省
を
促
し
た
の
が
其
角
宛
去
来
書
簡
、「
贈
其

角
先
生
書
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
の
検
討
に
移
る
前
に
、

ま
ず
は
去
来
の
不
易
流
行
の
理
解
を
は
じ
め
、
芭
蕉
門
人
の
不
易
流

行
の
と
ら
え
方
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
蕉
風
の
不
易
流
行
を
説
明
す
る
際
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ

る
、
土
芳
の
『
三
冊
子
』
の
説
く
と
こ
ろ
を
み
て
み
た
い
。

　
　

�

師
の
風
雅
に
万
代
不
易
有
。
一
時
の
変
化
あ
り
。
こ
の
二
つ
に

究
り
、
其
本
一
也
。
そ
の
一
と
い
ふ
は
風
雅
の
誠
也
。（
中
略
）

変
化
に
う
つ
ら
ざ
れ
ば
、
風
あ
ら
た
ま
ら
ず
。
是
に
押
移
ら
ず

と
云
は
、
一
端
の
流
行
に
口
質
時
を
得
た
る
斗
に
て
、
そ
の
誠

を
せ
め
ざ
る
故
也
。
せ
め
ず
心
を
こ
ら
さ
ゞ
る
も
の
、
誠
の
変

化
を
知
る
と
斗
云
事
な
し
。
唯
人
に
あ
や
か
り
て
行
の
み
也
。

せ
む
る
も
の
は
そ
の
地
に
足
を
す
へ
が
た
く
、
一
歩
自
然
に
進

む
理
也
。�

（
土
芳
『
三
冊
子
』
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
成
）

こ
れ
は
去
来
が
「
贈
其
角
先
生
書
」
の
中
で
不
易
流
行
の
説
に
言
及

し
た
次
の
文
章
と
非
常
に
類
似
し
て
お
り
、
一
見
す
る
と
両
者
は
同

じ
よ
う
な
不
易
流
行
の
理
解
の
仕
方
を
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。

　
　

�

句
に
千
歳
不
易
の
す
が
た
有
、
一
時
流
行
の
す
が
た
有
、
此
を

両
端
に
お
し
へ
給
え
ど
も
、
そ
の
本
一
な
り
。
一
な
る
は
共
に

風
雅
の
誠
を
と
れ
ば
な
り
。
不
易
の
句
を
知
ざ
れ
ば
本
立
が
た

く
、
流
行
の
句
を
学
び
ざ
れ
ば
風
あ
ら
た
な
ら
ず
。

�

（
風
国
『
菊
の
香
』
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
九
月
刊（

8
））

し
か
し
、
一
方
で
去
来
が
不
易
流
行
を
「
不
易
」
と
「
流
行
」
の
二
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元
論
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
次
に
引
用
す
る
『
俳

諧
問
答
』
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る（

9
）

。

　
　

�

不
易
・
流
行
を
分
て
案
ず
る
事
、
故
あ
り
て
い
ふ
な
る
べ
し
ト

い
ふ
は
、
或
奉
納
・
賀
・
追
悼
・
賢
人
義
士
の
類
の
賛
の
ご
と

き
は
、
必
不
易
を
以
て
句
案
す
る
を
要
と
す
。
又
着
題
・
風
吟
、

或
は
他
門
の
人
に
対
し
て
、
当
流
を
ほ
の
め
か
し
、
或
は
新
風

に
を
し
う
つ
ら
ん
と
け
い
こ
の
ご
と
き
、
皆
流
行
の
句
を
以
て

専
に
案
ず
。

（
去
来
・
許
六
『
俳
諧
問
答
』
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
十
二
月
去
来
奥
、

同
十
一
年
（
一
六
九
八
）
十
一
月
三
日
許
六
奥
）

こ
の
よ
う
な
去
来
の
二
元
論
的
な
不
易
流
行
観
は
、「
不
易
」
を
知
り
、

誠
を
せ
め
れ
ば
自
ず
と
「
流
行
」
す
る
と
い
う
よ
う
に
、「
不
易
」
と

「
流
行
」
を
連
続
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
土
芳
の
不
易
流
行
観
と
は
異

な
る
。
こ
れ
は
不
易
流
行
の
説
に
基
づ
い
た
「
贈
其
角
先
生
書
」
の

其
角
批
判
を
考
え
る
際
に
も
当
然
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
去
来
書
簡
に
お
け
る
批
判
は
、
あ
く
ま
で
も

其
角
が
同
じ
風
に
と
ど
ま
り
続
け
る
点
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
去
来

の
特
殊
な
不
易
流
行
観
に
基
づ
く
批
判
と
ま
で
限
定
す
る
必
要
は
な

い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

２　
『
末
若
葉
』
跋
文
の
其
角
加
筆
の
問
題

　

さ
て
、
去
来
の
「
贈
其
角
先
生
書
」
に
対
し
て
、
其
角
は
特
に
反

論
の
姿
勢
を
見
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
わ
り
に
同
年
去
来
の
書
簡

を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
改
め
て『
末
若
葉
』の
跋
に
用
い
た
。
こ
の
経
緯
は
、

去
来
の
書
簡
の
正
文
と
『
末
若
葉
』
跋
文
を
並
べ
て
掲
載
し
た
風
国

の
『
菊
の
香
』、
ま
た
「
贈
其
角
先
生
書
」
を
契
機
と
し
て
な
さ
れ
た

去
来
と
許
六
の
問
答
か
ら
な
る『
俳
諧
問
答
』に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

　
『
末
若
葉
』
跋
文
に
お
け
る
其
角
の
加
筆
は
、
基
本
的
に
は
文
章
を

簡
潔
に
し
其
角
を
賞
賛
す
る
調
子
を
強
め
る
と
い
っ
た
、
跋
の
体
裁

を
整
え
る
の
に
必
要
な
処
置
と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的

な
改
変
箇
所
を
い
く
つ
か
見
て
い
く
と
、
ま
ず
冒
頭
部
で
は
、
去
来

書
簡
で
は
芭
蕉
を
指
し
て
い
た
「
師
」
の
呼
称
を
、
其
角
自
身
を
指

す
よ
う
文
脈
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
芭
蕉
の
行
跡
を
記
し
た
箇

所
を
、
其
角
の
行
跡
を
語
る
も
の
へ
と
巧
み
に
転
じ
て
い
る
。

　
　

�

故
翁
奥
羽
の
行
脚
よ
り
都
へ
越
給
ひ
け
る
比
、
当
門
の
誹
諧
已

に
一
変
す
。
我
が
輩
、
笈
を
幻
住
菴
に
荷
ひ
、
棒
を
落
柿
舎
に

受
て
、
略
そ
の
お
も
む
き
を
得
た
り
。『
ひ
さ
ご
』・『
さ
る
み
の
』

是
也
。
其
後
又
一
つ
の
新
風
を
起
さ
る
。『
炭
俵
』・『
続
猿
』
是

也
。
去
来
問
曰
、「
師
の
風
雅
見
及
処
、『
次
韻
』
に
あ
ら
た
ま
り
、

『
み
な
し
ぐ
り
』
に
う
つ
り
て
よ
り
こ
の
か
た
、
し
ば

く
変
じ
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て
門
人
そ
の
流
行
に
浴
せ
ん
事
を
お
も
へ
り
。
我
是
を
聞
け
り
。

句
に
千
歳
不
易
の
す
が
た
有
、
一
時
流
行
の
す
が
た
有
、
此
を

両
端
に
お
し
へ
給
え
ど
も
、そ
の
本
一
な
り
。（「
贈
其
角
先
生
書
」）

　
　

�

去
来
問
、「
師
の
風
雅
、
見
及
ぶ
と
こ
ろ
、『
み
な
し
栗
』
よ
り

こ
の
か
た
し
ば

く
変
じ
て
、
門
人
、
其
流
に
浴
せ
ん
こ
と
を

願
へ
り
。
我
是
を
古
翁
に
聞
り
。
句
に
千
歳
不
易
、
一
時
流
行

の
両
端
あ
り
。�（
其
角
『
末
若
葉
』
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
夏
自
序
）

其
角
の
文
章
で
は
、『
虚
栗
』
以
前
に
関
す
る
記
述
を
削
り
、「
我
是

を
古
翁
に
聞
り
」
と
改
め
て
言
い
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
師
」
が
其

角
自
身
を
指
す
よ
う
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
他
に
、

「
角
や
今
我
が
今
日
の
流
行
に
お
く
る
ゝ
と
も
、
行
末
又
そ
こ
ば
く
の

風
流
を
吐
出
し
来
ら
ん
も
し
る
べ
か
ら
ず
。」
と
あ
っ
た
の
を
、「
晋
、

今
わ
が
な
ら
は
し
を
得
ず
と
い
ふ
と
も
、
行
末
そ
こ
ば
く
の
風
流
を

吐
出
さ
ん
こ
と
鏡�

影
た
り
。」
と
書
き
換
え
る
な
ど
、
其
角
を
積
極

的
に
肯
定
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
め
て
い
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。

『
末
若
葉
』
跋
文
の
改
変
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
に
文
章
を
簡
潔
に
し

た
り
、
其
角
を
賞
賛
す
る
調
子
を
強
め
る
と
い
っ
た
、
跋
の
体
裁
を

整
え
る
た
め
の
処
置
と
も
み
な
せ
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
内
容
的
な

改
変
と
し
て
目
を
引
く
の
が
、
去
来
が
不
易
流
行
の
理
念
を
説
い
た

部
分
に
つ
い
て
の
其
角
の
加
筆
箇
所
で
あ
る
。
既
に
山
下
一
海
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
は
敢
え
て
「
流
行
」

に
議
論
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
其
角
の
意
図
が
表
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

�0
）

。
以
下
、
山
下
氏
の
論
考
と
重
複
す
る

部
分
も
多
い
が
、「
流
行
」
と
関
わ
る
「
贈
其
角
先
生
書
」
の
文
章
と
、

そ
の
箇
所
に
対
応
す
る
『
末
若
葉
』
跋
の
文
章
を
順
に
掲
げ
る
。

　

ま
ず
、
冒
頭
に
近
い
部
分
で
あ
る
が
、「
流
行
」
に
関
す
る
説
明
が

大
幅
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

句
に
千
歳
不
易
の
す
が
た
有
、
一
時
流
行
の
す
が
た
有
、
此
を

両
端
に
お
し
へ
給
え
ど
も
、
そ
の
本
一
な
り
。
一
な
る
は
共
に

風
雅
の
誠
を
と
れ
ば
な
り
。
不
易
の
句
を
知
ざ
れ
ば
本
立
が
た

く
、
流
行
の
句
を
学
び
ざ
れ
ば
風
あ
ら
た
な
ら
ず
。
能
不
易
を

し
る
人
は
、
往
と
し
て
お
し
う
つ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
た
ま

く
一
時
の
流
行
に
秀
た
る
も
の
は
、
た
ゞ
己
が
口
質
の
時
に

逢
の
み
に
て
、
他
日
流
行
の
場
に
い
た
り
て
、
一
歩
も
あ
ゆ
む

事
あ
た
は
ず
と
。�

（「
贈
其
角
先
生
書
」）

　
　

�

句
に
千
歳
不
易
、
一
時
流
行
の
両
端
あ
り
。
不
易
を
し
る
人
は
、

流
行
に
う
つ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
一
時
に
秀
た
る
も
の
は
、

口
質
の
時
に
あ
へ
る
の
み
に
て
、
他
日
の
流
行
に
い
た
り
て
は
、

一
歩
も
あ
ゆ
む
事
あ
た
は
ず
。�

（『
末
若
葉
』
跋
）

同
じ
く
、
去
来
が
其
角
の
俳
風
が
「
流
行
」
に
遅
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
難
じ
た
箇
所
で
は
、
以
下
の
通
り
「
流
行
」
に
関
す
る
部
分

が
削
ら
れ
、
芭
蕉
の
俳
風
と
異
な
る
俳
風
で
あ
る
と
い
う
点
に
言
及
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す
る
の
み
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

�
不
易
の
句
に
お
い
て
は
、
頗
る
寄（
マ
マ
）妙
を
振
へ
り
。
流
行
の
句
に

い
た
り
て
は
、
近
来
そ
の
赴
を
失
へ
り
。
殊
ニ
角
子
は
世
上
の

宗
匠
、
蕉
門
の
高
弟
な
り
。
却
而
吟
跡
の
師
と
ひ
と
し
か
ら
ざ

る
事
、
諸
生
の
迷
ひ
、
同
門
の
恨
少
か
ら
ず
。（「
贈
其
角
先
生
書
」）

　
　

�

翁
の
吟
跡
に
ひ
と
し
か
ら
ざ
る
こ
と
、
諸
生
の
ま
よ
ひ
、
同
門

の
恨
少
か
ら
ず
。�

（『
末
若
葉
』
跋
）

次
に
引
用
す
る
箇
所
は
、
去
来
へ
返
答
し
た
芭
蕉
の
言
葉
で
あ
る
が
、

や
は
り
『
末
若
葉
』
跋
で
は
「
流
行
」
と
い
う
語
が
避
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

凡
天
下
に
師
た
る
も
の
は
、
先
己
が
形
位
を
定
め
ざ
れ
ば
、
人

お
も
む
く
処
な
し
。
是
角
が
旧
姿
を
あ
ら
た
め
ざ
る
故
に
し
て
、

予
が
流
行
に
誘
ざ
る
所
な
り
。
我
が
老
吟
に
友
な
へ
る
人

ぐ

は
、
雲
け
ぶ
り
の
風
に
変
ず
る
が
如
く
、
朝
々
暮
々
か
し
こ
に

あ
ら
は
れ
、
此
に
跡
な
か
ら
ん
事
を
た
の
し
め
る
狂
客
な
り
。

共
に
風
雅
の
誠
を
し
ら
ば
、
暫
く
流
行
の
お
な
じ
か
ら
ざ
る
も

又
相
は
げ
む
の
便
な
る
べ
し
。�

（「
贈
其
角
先
生
書
」）

　
　

�

凡
天
下
に
師
た
る
も
の
は
、
先
己
れ
が
形
位
を
定
め
ざ
れ
ば
、

人
趣
く
に
所
な
し
。
晋
が
句
体
の
予
と
等
か
ら
ざ
る
故
に
し
て
、

人
を
す
ゝ
ま
し
め
た
り
。
又
、
我
老
吟
を
甘
な
ふ
人
々
は
、
雲
・

煙
の
風
に
変
じ
て
跡
な
か
ら
ん
事
を
悦
べ
る
狂
客
な
り
。
と
も

に
風
雅
の
神
を
し
ら
ば
、
晋
が
風
興
を
と
る
事
可
也
。

�

（『
末
若
葉
』
跋
）

こ
の
よ
う
に
、
其
角
の
『
末
若
葉
』
跋
文
は
、
基
本
的
に
は
「
贈
其

角
先
生
書
」
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
て
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ

る
が
、「
流
行
」
に
関
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
流
行
」
に
話
が
及

ぶ
こ
と
を
避
け
る
意
図
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

３　

其
角
の
不
易
流
行
観

　

其
角
が
「
流
行
」
の
議
論
を
避
け
る
背
景
に
は
、
芭
蕉
の
「
流
行
」

の
風
が
、
其
角
自
身
の
俳
風
と
は
異
な
る
「
軽
み
」
の
風
で
あ
っ
た

こ
と
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
旅
寝
論
』
の
中
で
、
去
来
が

「
其
角
は
蕉
門
の
高
弟
也
。
不
易
・
流
行
の
説
定
て
学
び
つ
ら
ん
。
し

か
れ
共
彼
一
己
の
好
む
所
に
と
ゞ
ま
り
て
、
長
ク
先
師
の
変
風
に
し

た
が
は
ず
。
却
而
同
門
の
人

く
に
い
や
し
め
ら
る
ゝ
。」
と
述
べ
る

よ
う
に
、
芭
蕉
の
高
弟
で
あ
る
其
角
が
不
易
流
行
の
教
え
を
耳
に
し

な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
、先
に
確
認
し
た
よ
う
な
「
流

行
」
に
特
別
こ
だ
わ
る
其
角
の
態
度
に
は
、
其
角
が
不
易
流
行
に
つ

い
て
独
自
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
よ
う
。
そ
こ
で
、

次
に
そ
う
し
た
其
角
の
不
易
流
行
観
の
一
端
が
表
れ
て
い
る
『
雑
談

集
』
の
一
節
を
考
察
す
る
。

　
　

�
誹
諧
に
新
古
の
さ
か
い
分
が
た
し
。
い
は
ゞ
情ジ
ヤ
ウの
う
す
き
句
は
、

を
の
づ
か
ら
見
あ
き
も
し
、
聞
ふ
る
さ
る
ゝ
に
や
。
又
、
情
の
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厚ア
ツ

き
句
は
、
詞
も
心
も
古
け
れ
ど
も
、
作
者
の
誠
よ
り
思
ひ
合

ぬ
る
ゆ
へ
、
時
に
新
し
く
、
不
易ヱ
キ

の
功
あ
ら
は
れ
侍
る
。

�

（
其
角
『
雑
談
集
』
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
成
）

「
不
易
」
の
句
は
、
時
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
常
に
新
し
み
を
失
わ
な

い
と
い
う
其
角
の
不
易
流
行
観
は
、「
不
易
」
と
「
流
行
」
を
一
体
に

と
ら
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
土
芳
の
不
易
流
行
観
に
連
な
る
も
の

と
い
え
る
が
、「
流
行
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら

う
か
が
わ
れ
る
通
り
、「
不
易
」
中
心
で
「
流
行
」
の
意
識
が
薄
い
点

が
特
徴
的
で
あ
る
。「
新
古
の
さ
か
い
分
が
た
し
」
と
い
う
の
も
、『
三

冊
子
』
の
文
中
で
「
不
易
と
い
ふ
は
、
新
古
に
よ
ら
ず
、
変
化
流
行

に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
誠
に
よ
く
立
た
る
姿
也
。
代
々
の
哥
人
の
哥
を

見
る
に
、
代
々
そ
の
変
化
あ
り
。
又
、
新
古
に
も
わ
た
ら
ず
、
今
見

る
所
む
か
し
見
し
に
か
は
ら
ず
、あ
は
れ
な
る
哥
多
し
。」
と
、「
不
易
」

の
重
要
性
を
説
く
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
不
易
」
に
重
点
を
お
く
其
角
の
不
易
流
行
観
を
理
解

す
る
た
め
に
は
、
其
角
が
「
不
易
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た

か
を
さ
ぐ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
『
雑
談
集
』
全
体
を
見
渡
し
て

み
る
と
、
本
書
に
は
、
時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
も
不
朽
の
価
値
を
持

ち
続
け
る
句
を
讃
え
る
文
章
が
多
く
見
つ
か
る
。
次
の
文
章
も
そ
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　

�

其
昔
風
と
い
へ
る
時
の
、
正
章
・
重
頼
・
立
圃
・
宗
因
、
一
句

と
て
も
あ
だ
な
る
句
は
な
し
。
時
代
蒔マ
キ
ヱ絵
の
堅
地
に
て
、
尤
秘

蔵
せ
ら
る
。
又
、
昔
と
て
下
地
麁ソ
サ
ウ相
に
、
念
の
入
ざ
る
は
兀ハ
ゲ

や

す
く
破ワ
レ

や
す
し
。
今
何
の
用
に
た
ゝ
ず
。
当
時
の
作
者
、
此
心

を
得
て
、
随
分
念
を
入
て
工コ
ウ
ア
ン案
せ
よ
。
千
歳
の
後
も
至シ
ホ
ウ宝
也
。

正
章
以
下
の
四
人
は
、
い
ず
れ
も
貞
門
・
談
林
時
代
の
俳
人
で
、
彼

ら
の
句
は
当
然
古
い
時
代
に
詠
ま
れ
た
旧
風
の
作
と
み
な
さ
れ
る
が
、

其
角
は
こ
れ
ら
の
作
者
の
句
を
、
時
流
が
変
わ
っ
て
も
そ
の
よ
さ
を

失
わ
な
い
優
れ
た
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
其
角
に
お
い
て

「
不
易
」は
普
遍
的
価
値
故
に
時
の
変
化
に
堪
え
う
る
と
い
う
よ
う
に
、

固
定
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
時
に
合
わ
せ

て
「
流
行
」
す
る
と
い
っ
た
動
的
な
側
面
に
積
極
的
な
価
値
が
認
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
其
角
の
不
易
流
行
観
は
、敢
え
て
「
流

行
」
と
い
う
語
を
用
い
れ
ば
「
不
易
」
即
「
流
行
」
と
い
え
よ
う
が
、

そ
の
場
合
の
「
流
行
」
は
、
不
易
の
価
値
を
持
つ
句
が
、
時
代
に
も

受
け
入
れ
ら
れ
十
分
に
通
用
す
る
状
態
を
い
う
の
で
あ
り
、
蕉
門
一

般
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
流
行
」
と
は
や
や
異
な
る
意
味
合
い
を
持
つ

も
の
と
い
え
る（

��
）

。

４　

其
角
の
「
不
易
」
の
根
拠

　

で
は
、
其
角
は
不
易
性
の
根
拠
を
何
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、先
に
引
用
し
た
『
雑
談
集
』
の
文
章
に
「
詞
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も
心
も
古
け
れ
ど
も
、
作
者
の
誠
よ
り
思
ひ
合
ぬ
る
ゆ
へ
、
時
に
新

し
く
、
不
易ヱ
キ

の
功
あ
ら
は
れ
侍
る
。」
と
あ
る
通
り
、
其
角
は
そ
れ
を

「
作
者
の
誠
」
に
お
く
。
次
に
こ
の
「
作
者
の
誠
」
に
つ
い
て
、
し
ば

ら
く
考
え
て
み
た
い
。

　
『
雑
談
集
』
に
は
、
あ
る
人
物
の
句
と
、
そ
れ
に
因
ん
だ
逸
話
を
組

み
合
わ
せ
て
語
る
文
章
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
白
炭
や
や
か

ぬ
昔
の
雪
の
枝
」（『
佐
夜
中
山
集
』）
の
句
で
知
ら
れ
、
芭
蕉
も
「
先

徳
多
が
中
に
も
、
宗
鑑
あ
り
、
宗
因
あ
り
、
白
炭
の
忠
知
あ
り
」（『
初

蝉
』）
と
慕
っ
て
い
る
忠
知
が
、
零
落
し
て
つ
い
に
切
腹
す
る
に
至
っ

て
詠
ん
だ
辞
世
の
句
に
つ
い
て
、
其
角
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　

�

家
を
売
た
る
ふ
ち
瀬
に
と
は
、
盛セ
イ
ス
イ衰
の
至シ
ジ
ヤ
ウ誠
を
よ
ま
れ
た
り
。

負オ
ヒ

物
い
た
く
成
ぬ
れ
ば
、
風
雅
也
と
て
も
人
ゆ
る
さ
ず
。
さ
れ

ば
白
炭
と
聞
え
し
忠
知
が
、

　
　
　
　

霜
月
や
あ
る
は
な
き
身
の
影
法
師

　
　

�

と
辞
世
し
て
腹
切
け
る
。
い
か
に
せ
ま
り
た
る
浮
世
に
は
成
け

ん
、
哀
也
。
か
の
沾
木
を
さ
へ
、
忠
知
が
子
也
と
い
へ
ば
、
人

も
憐ア
ハ
レみ
見
か
は
し
け
り
。
五
十
年
来
の
誹
諧
の
正
風
を
し
れ
る

も
の
独
也
。

冒
頭
の
「
家
を
売
り
た
る
ふ
ち
瀬
に
」
と
い
う
箇
所
は
、「
家
を
う
り

て
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
が
付
さ
れ
た
「
あ
す
か
が
は
ふ
ち
に
も
あ

ら
ぬ
わ
が
や
ど
も
せ
に
か
は
り
ゆ
く
物
に
ぞ
有
り
け
る
」（
古
今
和
歌

集
・
雑
歌
・
九
九
〇
・
伊
勢
）
の
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
伊
勢
の
歌
は
、

無
常
と
い
う
古
今
を
通
じ
て
普
遍
の
テ
ー
マ
を
詠
ん
だ
も
の
で
、「
霜

月
や
」
の
句
に
も
そ
れ
と
通
じ
る
不
易
性
が
備
わ
る
故
に
、
忠
知
の

名
が
今
な
お
語
り
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
其
角
が
そ

れ
を
、
忠
知
が
身
を
も
っ
て
世
の
盛
衰
を
味
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
こ

と
に
関
連
づ
け
て
語
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
忠
知
の
句
の
普

遍
性
は
、
そ
う
し
た
忠
知
の
人
物
像
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る（

��
）

。

　

こ
う
し
た
作
者
の
尊
重
は
、
作
者
の
境
遇
と
そ
の
作
品
を
結
び
つ

け
て
語
る
語
り
口
ば
か
り
で
は
な
く
、
其
角
の
等
類
を
め
ぐ
る
見
解

に
も
形
を
変
え
て
表
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
『
旅
寝
論
』
の
文

章
は
、
凡
兆
の
「
桐
の
木
の
」
の
句
に
つ
い
て
等
類
を
議
論
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
句
を
め
ぐ
る
逸
話
は
『
去
来
抄
』
に
も
載

る
が
、
其
角
の
等
類
判
定
は
、
去
来
と
比
べ
て
も
か
な
り
厳
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
る（

�3
）

。

　
　
　
　

桐
の
木
の
風
に
か
ま
は
ぬ
落
葉
か
な　
　

凡
兆

　
　
　

此
句
、
先
師
の

　
　
　
　

樫
の
木
の
花
に
か
ま
は
ぬ
す
が
た
か
な

　
　

�
と
云
発
句
と
等
類
な
り
と
、其
角
と
凡
兆
と
諍
論
有
。其
角
が
曰
、

「
師
の
樫
木
発
句
、
多
く
風
景
を
見
つ
く
し
た
る
魂
よ
り
ね
り
出

し
た
る
一
句
也
。
吾ワ
レ
ラ等
が
桐
の
木
は
、
漸
ク
か
し
の
木
に
と
り
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つ
き
、
指
頭
に
ひ
ろ
い
集
た
る
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
名
人
の

句
を
お
か
し
来
ら
ん
は
、
情
な
き
作
者
と
い
つ　（
マ
マ
）　

ゝ
べ
し
」。

凡
兆
の
句
は
、
風
も
な
い
の
に
葉
を
落
と
す
桐
の
木
の
様
子
を
詠
ん

で
い
る
の
に
対
し
、
芭
蕉
の
句
は
、
春
の
花
が
咲
き
競
う
中
で
、
そ

れ
ら
に
か
ま
わ
ず
超
然
と
立
っ
て
い
る
樫
の
木
の
さ
ま
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る（

�4
）

。
よ
っ
て
凡
兆
の
句
は
、
表
現
や
発
想
に
お
い
て
芭
蕉
句

と
似
通
う
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
、
句
意
は
異
な
る
た
め
、
等
類
を
逃

れ
て
い
る
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
其
角
は
そ
れ
を
、芭
蕉
の
「
樫

の
木
の
」
の
句
が
、「
魂
よ
り
ね
り
出
し
た
る
」
句
で
あ
る
の
に
対
し
、

凡
兆
の
「
桐
の
木
の
」
の
句
は
、
小
手
先
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
理

由
で
等
類
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
同
様
の
意
見
は
ま
た
、『
旅
寝
論
』

の
別
の
箇
所
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　

�

其
角
一
日
語
テ
曰
、「
今
同
門
の
輩
、
先
師
の
変
風
を
し
た
ふ
も

の
を
見
れ
ば
、

　
　
　
　

梅
が
香
に
の
つ
と
日
の
出
る
山
路
哉　
　

先
師

　
　

�

と
吟
じ
給
へ
ば
、或
は
「
す
つ
と
」「
き
つ
と
」
ゝ
な
ど
い
へ
り
。

師
の「
の
つ
と
」は
誠
の
の
つ
と
に
て
、一
句
の
主
也
。門
人
の「
き

つ
と
」「
す
つ
と
」
は
、
き
つ
と
も
、
す
つ
共
せ
ず
、
尤
見
ぐ
る

し
ゝ
。
晋
子
是
を
学
ぶ
事
な
し
」。

其
角
は
、
芭
蕉
の
「
の
つ
と
」
を
「
誠
」
の
表
現
と
し
、
芭
蕉
門
人

の
「
す
つ
と
」「
き
つ
と
」
と
い
う
類
似
表
現
は
、
そ
の
表
層
を
真
似

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る（

�5
）

。
以
上
二
つ
の
『
旅
寝
論
』
の
例
で
は
、

一
句
の
意
味
内
容
で
は
な
く
、「
花
に
か
ま
わ
ぬ
」
や
「
の
っ
と
」
と

い
う
具
体
的
な
表
現
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
先
に
挙
げ

た
忠
知
の
句
の
場
合
の
よ
う
に
、
作
者
の
境
遇
と
い
っ
た
具
体
的
な

も
の
を
反
映
し
て
い
る
の
と
は
異
な
る
が
、
や
は
り
表
現
面
も
含
め

た
広
い
意
味
で
、
そ
の
作
者
な
ら
で
は
の
句
を
評
価
す
る
其
角
の
姿

勢
が
表
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
其
角
の
考
え
る
「
作
者
の
誠
よ
り
思
ひ
合
ぬ
る
」

句
と
は
、
い
わ
ば
そ
の
作
者
な
ら
で
は
の
句
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
不
易
の
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る

と
、
次
に
引
用
す
る
『
雑
談
集
』
の
文
章
に
お
い
て
、
其
角
が
「
う

き
世
の
は
て
」
の
句
の
「
さ
び
」
を
、
芭
蕉
ら
し
さ
が
表
れ
て
い
る

故
に
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
見

方
は
、
蕉
門
に
お
い
て
「
さ
び
」
と
い
う
性
質
そ
の
も
の
に
特
別
な

意
味
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
非
常
に
興
味

深
い
も
の
で
あ
る
。

　
　

去
比
、「
品
か
は
る
恋
」
と
い
ふ
句
に
、

　
　
　
　

百
夜
が
中
に
雪
の
少
将

　
　

�
と
云
句
を
付
て
、「
忍ニ
ン

の
字
の
心
を
ふ
か
く
取
た
る
よ
」
と
自ジ
サ
ン讃

申
け
る
に
、『
猿
簑
』
の
哥
仙
に
、「
品
か
は
り
た
る
恋
を
し
て
」

と
い
ふ
句
に
、
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う
き
世
の
は
て
は
皆
小
町
也

　
　

�
と
、
翁
の
句
聞
え
け
れ
ば
、
此
句
の
鈷サ
ビ

や
う
、
作
の
外
を
は
な

れ
て
、
日
々
の
変ヘ
ン

に
か
け
、
時
の
間
の
人�

情
に
う
つ
り
て
、
し

か
も
翁
の
衰ス
イ
ビ
ヤ
ウ病
に
つ
か
は
れ
し
境
界
に
か
な
へ
る
所
、
誠
を
ろ

そ
か
な
ら
ず
。
少
将
と
云
る
句
は
、
予
が
血
気
に
合
ぬ
れ
ば
、

句
の
ふ
り
も
さ
か
し
く
聞
え
侍
る
に
や
。
此
口
癖グ
セ

、
い
か
に
愈イ
ヤ

し
ぬ
べ
き
。

芭
蕉
句
に
表
れ
た
「
鈷
や
う
」
は
、
日
々
変
化
す
る
世
の
中
に
あ
っ

て
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
人
々
の
共
感
を
得
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
し

た
評
価
に
は
、
芭
蕉
の
「
衰ス
イ
ビ
ヤ
ウ病に
つ
か
は
れ
し
境
界
」
に
基
づ
い
た
、

芭
蕉
な
ら
で
は
の
句
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
其
角
の
「
雪
の
少
将
」
の
句
は
、
や
は
り
其
角
ら
し
く
血
気

さ
か
ん
な
さ
ま
が
表
れ
て
い
る
の
で
、
其
角
は
芭
蕉
の
「
さ
び
」
を

う
ら
や
ま
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
才
の
質
の
違
い
と
し
て
納
得
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

５　

其
角
の
新
し
み
の
追
求

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
通
り
、
其
角
は
作
者
の
境
遇
や
性
質
と

深
く
関
わ
る
「
作
者
の
誠
」
を
重
視
し
、
そ
の
不
易
流
行
観
は
「
作

者
の
誠
」
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
不
易
性
に
重
点
の
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
其
角
の
「
不
易
」
は
普
遍
的
な
価
値
を
有
す
る
故
、

そ
の
ま
ま
の
形
で
い
つ
の
時
代
に
も
通
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

変
風
と
し
て
の
「
流
行
」
に
新
し
み
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
と

は
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
不
易
流
行
観
は
、
其
角
が
し

ば
し
ば
俳
諧
の
よ
し
あ
し
を
、
一
句
一
句
の
作
品
で
用
い
ら
れ
て
い

る
具
体
的
な
表
現
に
焦
点
を
当
て
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
と
も
深
く

関
係
し
て
い
る（

�6
）

。
例
え
ば
、
其
角
晩
年
の
『
類
柑
子
』
に
「
誹
諧
は

こ
と
さ
ら
一
句
一
体
の
も
の
に
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ

の
「
一
体
」
は
、「
発
句
・
付
句
と
も
に
、句
の
主
に
成
事
得
が
た
き
也
。

万
歳
扇
に
名
を
は
る
や
う
に
て
、
作
者
の
名ナ

、
句
ご
と
に
あ
れ
ど
も
、

一
体
を
立
ざ
れ
ば
、
其
名
し
か
と
定
が
た
し
。
只
持
扇
の
や
う
に
、

名
を
張
付
ず
し
て
、慥
成
句
の
主
と
い
は
れ
ん
様
に
心
得
べ
し
。」（『
雑

談
集
』）
と
い
う
文
章
等
か
ら
、
一
句
が
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を

備
え
て
い
る
状
態
を
指
す
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
其
角
は
、
作
者

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
備
わ
っ
て
い
る
か
否
か
を
基
準
に
、
一
句
一

句
の
作
品
単
位
で
俳
諧
の
よ
し
あ
し
を
判
断
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る（

�7
）

。
ま
た
、
次
に
引
用
す
る
『
句
兄
弟
』
に
お
い
て
も
、

赤
右
衛
門
妻
の
「
�
に
さ
へ
笑
は
ゞ
い
か
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
と
い
う

句
を
、
作
者
な
ら
で
は
の
句
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
引
き

合
い
に
出
さ
れ
た
「
を
の
が
ね
」
は
「
お
の
が
ね
に
つ
ら
き
わ
か
れ

は
あ
り
と
だ
に
思
ひ
も
し
ら
で
と
り
や
な
く
ら
む
」（
新
勅
撰
和
歌
集
・

恋
歌
三
・
七
九
四
・
中
宮
少
将
）
の
歌
を
、「
待
宵
」
は
「
ま
つ
よ
ひ
の
ふ
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け
行
く
か
ね
の
こ
ゑ
き
け
ば
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
鳥
は
も
の
か
は
」（
新

古
今
和
歌
集
・
恋
歌
三
・
一
一
九
一
・
小
侍
従
）
の
歌
を
指
し
、
各
々
の
歌

の
作
者
は
こ
れ
ら
の
歌
の
評
判
に
よ
っ
て
「
己
が
音
の
少
将
」「
待
宵

の
小
侍
従
」
の
異
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

兄　
　
　
赤
右
衛
門
妻

　
　
　

�
に
さ
へ
笑
は
ゞ
い
か
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す

　
　
　
　
　
　

弟

　
　
　

さ
も
こ
そ
は
木
兎
笑
へ
ほ
と
ゝ
ぎ
す

　
　

�

人
情
を
仮カ
シ

て
笑
へ
と
い
へ
る
作
意
、
女
の
質
な
り
。
此
句
は
、

を
の
が
ね
・
待
宵
の
名
高
き
程
に
ひ
ゞ
き
て
、人
口
に
あ
る
ゆ
へ
、

さ
ら
に
類
作
の
聞
え
も
な
く
、
一
人
一
句
に
と
ゞ
ま
り
侍
る
は
、

う
ら
や
ま
し
く
覚
な
が
ら
、
心
の
と
ゞ
き
か
ね
し
に
（
後
略
）

�

（
其
角
『
句
兄
弟
』
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
八
月
五
日
自
序
）

右
の
文
章
か
ら
わ
か
る
通
り
、
其
角
は
「
お
の
が
ね
」「
待
宵
」
と
い

っ
た
、
他
の
人
が
用
い
る
こ
と
の
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
作

者
限
り
の
表
現
を
尊
重
し
、
そ
う
し
た
表
現
を
持
つ
作
品
を
「
一
人

一
句
」
と
し
て
理
想
と
し
た
の
で
あ
る
。
作
者
独
自
の
表
現
は
、
作

者
の
名
と
と
も
に
人
々
の
心
に
長
く
記
憶
さ
れ
、「
不
易
」
の
価
値
を

持
ち
続
け
る
と
い
う
考
え
の
も
と
、
其
角
は
「
一
句
一
体
」「
一
人
一

句
」
と
賞
さ
れ
る
句
を
常
に
生
み
だ
し
て
い
く
こ
と
に
、
自
ら
の
俳

諧
を
追
求
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
句
の
よ
し
あ
し
に
重
点
を
お
き
、
中
で
も
作

者
独
自
の
表
現
に
特
別
な
価
値
を
認
め
る
其
角
の
考
え
は
、
風
と
し

て
の
新
し
み
の
追
求
に
無
頓
着
な
態
度
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
必
ず
し
も
俳
諧
の
新
し
み
自
体
に
無
頓
着
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
其
角
に
は
、
以
下
に
引
用
す
る
『
末

若
葉
』
序
文
の
よ
う
に
、「
作
者
哉
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
句
を
詠
む

こ
と
を
第
一
と
し
、
一
見
新
古
そ
れ
自
体
を
あ
ま
り
問
題
に
し
な
い

よ
う
な
発
言
も
み
ら
れ
る
。

　
　

�

句
は
張
良
が
胸
中
の
兵
の
如
し
。
日
夜
に
わ
き
出
る
も
の
な
れ

ば
、
一
句

く
の
新
古
は
見
ん
人
も
思
ひ
ゆ
る
さ
る
べ
し
。
さ

し
あ
ひ
・
輪
廻
ま
ゝ
あ
り
。そ
れ
も
其
一
句
の
死
活
を
考
へ
合
て
、

見
ゆ
る
し
有
べ
し
。（
中
略
）
さ
し
合
く
り
と
云
れ
ん
よ
り
、
作

者
哉
と
い
は
れ
ま
ほ
し
。

し
か
し
、
そ
れ
は
旧
風
の
句
の
中
で
用
い
ら
れ
た
表
現
で
あ
っ
て
も
、

表
現
と
し
て
優
れ
て
い
れ
ば
積
極
的
に
評
価
し
、
そ
こ
に
あ
る
種
の

新
し
み
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
姿
勢
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
次
に
挙
げ
る
『
句
兄
弟
』
の
文
章
は
、
そ
の
よ
う
に
其
角
が

旧
風
の
句
の
表
現
に
新
し
み
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
例
で
あ
る
。
立
圃
の
句
の
中
の
、「
一
つ
た
も
」
と
「
袂
」
を
結
び

つ
け
る
「
い
い
か
け
」
の
手
法
は
、
貞
門
・
談
林
時
代
に
よ
く
用
い

ら
れ
た
修
辞
技
法
だ
が
、
其
角
は
そ
れ
を
古
く
さ
い
と
し
て
退
け
る
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こ
と
な
く
、
弟
句
で
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

兄　
　
　

立
圃

　
　
　

花
ひ
と
つ
た
も
と
に
す
が
る
童
か
な

　
　
　
　
　
　

弟

　
　
　

花
ひ
と
つ
袂
に
御
乳
の
手
出
し
哉

　
　

�

至
愛
の
心
よ
り
作
者
の
功
を
あ
ら
は
し
、「
一
つ
た
も
」
と
い
ふ

詞
の
や
す
ら
か
な
る
所
、
又
な
き
妙
句
な
れ
ば
、
都
鄙
に
わ
た

り
て
句
意
曇
な
し
。
さ
れ
ば
、
当
時
云
か
け
の
発
句
を
珍
賞
せ

ず
し
て
、
い
た
づ
ら
に
古
版
の
書
に
埋
も
れ
侍
る
を
、
予
歎
美

し
て
、
古
人
の
深
察
を
再�

転
せ
り
。（
中
略
）「
同
ク
惜
ム
少
年
ノ

春
」、
千
載
不
易
の
句
を
手
本
に
し
て
転�
換
す
れ
ば
、
評
品
つ

ま
び
ら
か
也
。

其
角
は
、「
花
ひ
と
つ
た
も
」
と
い
う
表
現
を
優
れ
た
も
の
と
み
な
し
、

そ
こ
に
あ
る
種
の
新
し
み
の
可
能
性
を
認
め
た
か
ら
こ
そ
、
弟
句
の

中
に
再
生
さ
せ
た
と
い
え
る
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
姿
勢
は
、
謡
曲
調

を
め
ぐ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。
謡
曲
調
は
、
談
林
時
代
に
流
行
し
た

詠
風
で
あ
る
が
、
其
角
は
そ
れ
を
特
に
創
始
者
と
目
さ
れ
る
宗
因
の

作
品
に
お
い
て
「
其
実
を
捨
ざ
る
所
、
肌
骨
に
入シ
ミ

」
と
認
め
、
そ
の

上
で
自
句
の
中
に
摂
取
し
て
い
る
。

　
　

�「
諷
は
俳
諧
の
『
源
氏
』
な
り
」
と
、
こ
れ
を
一
向
の
格
意
と
し

て
、
凡
百
番
の
う
ち
に
て
、
目
に
た
つ
詞
、
耳ミ
ヽ

近
き
雲
に
起
ふ

す
頭ト
キ
ン巾
も
あ
り
、
か
や
う
に
言コ
ト

を
工
み
に
し
、
自
句
・
他
句
の

わ
き
ま
へ
も
な
く
も
の
せ
し
か
ば
、
い
つ
そ
の
程
に
自
他
と
も

に
め
づ
ら
し
か
ら
ず
所ヲ
モ
ヒ
ナ
シ為
て
、
十
と
せ
あ
ま
り
此
か
た
、
誰
と

な
く
い
ひ
や
み
け
る
と
、
風
体
の
う
つ
り
か
は
る
に
ま
か
せ
て
、

只
お
ほ
か
た
に
思
ひ
く
れ
け
る
折
ふ
し
、
江
口
の
里
に
て
、

　
　
　
　

や
ど
れ
と
は
御
身
い
か
成
人
時
雨　
　

梅
翁

　
　

�

と
云
句
を
承
り
て
、其
実
を
捨
ざ
る
所
、肌
骨
に
入シ
ミ

て
侍
れ
ど
も
、

ふ
た
ゝ
び
取
附
べ
き
詞
も
な
か
つ
し
所
に
、
大
津
に
て
、

　
　
　
　

雪
の
日
や
舩
頭
ど
の
の
顔
の
色　
　

其
角

　
　

と
申
け
る
次
の
年
の
春
、

　
　
　
　

花
の
陰
う
た
ひ
に
似
た
る
旅
寝
哉　
　

芭
蕉

　
　

�

と
聞
え
け
り
。
然
ら
ば
章
な
く
と
誹
諧
の
諷
は
れ
ぬ
べ
き
こ
と

を
、
と
思
立
て
（
後
略
）�

（『
雑
談
集
』）

其
角
の
「
雪
の
日
や（

�8
）

」
に
お
け
る
謡
曲
の
利
用
は
、
ほ
と
ん
ど
談
林

時
代
の
用
法
そ
の
ま
ま
と
い
っ
て
よ
い
が
、
一
句
に
お
け
る
謡
曲
の

詞
章
の
利
用
が
表
現
と
し
て
優
れ
て
い
る
た
め
に
試
み
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
謡
曲
調
と
い
う
過
去
の
風
に
固
執
し
な
い
態
度
が
う
か
が
わ

れ
る
。
一
方
で
其
角
は
ま
た
、
同
じ
く
謡
曲
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
詞

章
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
な
い
芭
蕉
の
「
花
の
陰
」
の
句
に
、
表
現

と
し
て
の
新
し
さ
を
認
め
て
い
る
。
詞
章
を
直
接
取
ら
な
い
芭
蕉
の

句
は
す
っ
き
り
と
し
た
印
象
で
、
同
じ
く
謡
曲
を
ふ
ま
え
て
い
て
も
、
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宗
因
流
の
謡
曲
調
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
其
角
は
そ
こ
に
一
句

の
表
現
と
し
て
の
新
し
さ
を
認
め
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に

作
品
単
位
に
お
け
る
新
し
さ
の
追
求
が
、
風
と
し
て
の
新
し
さ
の
追

求
と
軌
を
一
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
当
然
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い

う
観
点
か
ら
、
句
ご
と
に
よ
し
あ
し
を
判
断
す
る
其
角
の
態
度
は
、

一
方
で
風
を
変
え
ず
に
一
句
毎
の
表
現
に
お
い
て
目
先
を
変
え
て
い

く
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
も
持
ち
合
わ
せ
、
や
が
て
は
次
の
よ
う
な
批

判
を
招
く
よ
う
に
な
る
。

　
　

�

晋　（
マ
マ
）　

氏
其
角
、
器
極
め
て
よ
し
。
と
り
は
や
す
事
も
、
表
に
上
手

を
あ
ら
は
せ
し
ゆ
へ
に
、
諸
人
に
奥
を
み
す
か
さ
れ
た
り
。
己

が
一
筋
は
か
た
の
ご
と
く
得
た
り
と
い
へ
共
、
外
の
道
筋
を
し

ら
ざ
る
ゆ
へ
、
か
た
の
ご
と
く
せ
ま
し
。
た
と
へ
ば
堀
ぬ
き
の

井
を
見
る
が
ご
と
し
。
水
脈
ま
で
堀
付
た
り
と
い
へ
共
、
五
湖

の
広
き
を
し
ら
ざ
る
に
似
た
り
。�

（『
俳
諧
問
答
』）

其
角
の
才
能
を
認
め
な
が
ら
も
、
自
己
の
得
意
と
す
る
風
に
な
ず
ん

で
他
を
開
拓
し
よ
う
と
し
な
い
と
す
る
許
六
の
評
は
、「
流
行
」
の
風

に
お
し
移
ら
な
い
と
し
て
其
角
を
批
判
し
た
、
去
来
の
「
贈
其
角
先

生
書
」
に
お
け
る
批
判
に
そ
の
ま
ま
通
じ
て
い
る
。

　

其
角
の
不
易
流
行
観
は
、い
わ
ゆ
る
「
流
行
」
の
意
識
が
薄
く
「
不

易
」
に
重
点
が
お
か
れ
、
そ
の
不
易
性
に
直
接
不
朽
の
価
値
が
認
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
不
易
流
行
観
は
、其
角
が
そ
の
不
易
性
の
根
本
を「
作
者
の
誠
」

に
お
き
、
不
易
流
行
を
「
作
者
の
誠
」
の
観
点
か
ら
理
解
し
て
い
た

こ
と
と
密
接
に
関
わ
り
、
作
者
な
ら
で
は
の
表
現
を
含
ん
だ
個
々
の

句
の
中
に
新
し
み
を
追
求
す
る
態
度
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
其
角

が
「
軽
み
」
の
流
れ
に
あ
る
蕉
門
に
お
い
て
自
己
の
風
を
貫
き
続
け

た
の
も
、
こ
う
し
た
不
易
流
行
観
を
持
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）�

こ
の
よ
う
な
其
角
の
句
に
つ
い
て
の
批
判
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な

考
え
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
　
　
　

���

巧
者
に
病
あ
り
。
師
の
詞
に
も
「
俳
諧
は
三
尺
の
童
に
さ
せ
よ
。

初
心
の
句
こ
そ
た
の
も
し
け
れ
」
な
ど
ゝ
た
び

く
云
ひ
出
ら
れ

し
も
、
皆
功
者
の
病
を
示
さ
れ
し
也
。（『
三
冊
子
』）

（
２
）�『
古
典
俳
文
学
大
系
１
０　

蕉
門
俳
論
俳
文
集
』（
集
英
社
、
昭
和

四
十
五
年
九
月
）。
以
下
、
特
に
注
記
の
な
い
も
の
に
関
し
て
は
、
引

用
は
『
古
典
俳
文
学
大
系
』
所
収
の
本
文
に
よ
り
、
濁
点
・
句
読
点
等

は
私
に
付
し
た
。

（
３
）『
俳
諧
文
庫
第
八
編　

支
考
全
集
』（
博
文
館
、
明
治
三
十
一
年
八
月
）

（
４
）
引
用
和
歌
の
番
号
は
、
全
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。
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（
５
）�
こ
れ
ら
一
連
の
支
考
に
よ
る
其
角
評
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
楠
元
六

男
「
其
角
流
の
消
長
」（『
江
戸
文
学
』
２
６
号
、
平
成
十
四
年
九
月
）

を
参
考
に
し
た
。

（
６
）�

引
用
は
富
山
県
立
図
書
館
中
島
文
庫
蔵
本
『
東
西
夜
話
』（
国
文
学
研

究
資
料
館
所
蔵
の
紙
焼
写
真
）
に
よ
る
。

（
７
）�

先
の
『
東
西
夜
話
』
の
引
用
箇
所
の
前
に
は
、「
武
の
其
角
の
俳
諧
は
、

こ
の
比
の
焦
尾
琴
・
三
上
吟
を
見
る
に
、
お
ほ
く
は
唐
人
の
寝
言
に
し

て
、
世
の
人
の
し
る
べ
き
句
は
十
句
の
中
一
二
句
に
は
過
じ
。
彼
は
い

か
に
心
得
た
る
に
か
あ
ら
ん
。」
と
い
う
文
章
が
み
ら
れ
る
。

（
８
）�

こ
の
去
来
書
簡
は
現
存
不
明
な
た
め
、
引
用
は
『
菊
の
香
』
所
収
の
文

章
に
よ
る
。
後
に
言
及
す
る
通
り
『
菊
の
香
』
で
は
、
其
角
の
加
筆
を

暴
露
す
る
形
で
、
本
来
の
去
来
書
簡
で
あ
る
「
贈
其
角
先
生
書
」
と
、

其
角
が
そ
れ
に
手
を
加
え
て
『
末
若
葉
』
の
跋
と
し
て
用
い
た
文
章
と

が
並
べ
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）�

去
来
は
『
去
来
抄
』
に
お
い
て
も
、「
流
行
の
句
」「
不
易
の
句
」
を
分

け
て
例
示
し
て
お
り
、「
不
易
」
と
「
流
行
」
を
別
個
に
と
ら
え
て
い
る
。

（
�0
）�

も
と
も
と
の
去
来
書
簡
で
あ
る
「
贈
其
角
先
生
書
」
と
、
其
角
が
『
末

若
葉
』
に
跋
と
し
て
載
せ
た
「
贈
晋
渉
川
先
生
書
」
と
を
比
較
検
討
し

た
先
行
研
究
に
、
山
下
一
海
氏
の
「「
不
易
流
行
」
論
争
の
発
端―

去

来
「
贈
其
角
先
生
書
」
に
対
す
る
其
角
加
筆―

」（『
国
文
学
』
８
巻
５
号
、

昭
和
三
十
八
年
四
月
）
と
「
芭
蕉
俳
論
の
展
開
」（『
芭
蕉
の
本
７　

風

雅
の
ま
こ
と
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
））
が
あ
る
。
山
下

氏
は
前
者
で
『
末
若
葉
』
跋
文
に
お
け
る
其
角
加
筆
を
「
�
文
の
簡
潔

�
文
の
簡
潔

文
の
簡
潔

�
文
の
技
巧
�
根
本
的
芸
術
心
境
を
強
調
し
な
い
こ
と
�
俳
諧
の
「
流

文
の
技
巧
�
根
本
的
芸
術
心
境
を
強
調
し
な
い
こ
と
�
俳
諧
の
「
流

�
根
本
的
芸
術
心
境
を
強
調
し
な
い
こ
と
�
俳
諧
の
「
流

根
本
的
芸
術
心
境
を
強
調
し
な
い
こ
と
�
俳
諧
の
「
流

�
俳
諧
の
「
流

俳
諧
の
「
流

行
」
を
強
調
し
な
い
こ
と
�
其
角
自
賛
の
語
気
」
の
五
点
に
分
け
て
論

�
其
角
自
賛
の
語
気
」
の
五
点
に
分
け
て
論

其
角
自
賛
の
語
気
」
の
五
点
に
分
け
て
論

じ
、
後
者
で
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。

（
��
）�

元
禄
四
年（
一
六
九
一
）五
月
に
書
か
れ
た『
猿
蓑
』の
其
角
序
に
あ
る「
久

し
く
世
に
と
ゞ
ま
り
、
長
く
人
に
う
つ
り
て
、
不
変
の
変
を
し
ら
し
む
」

に
つ
い
て
、
白
石
悌
三
氏
は
「
�
不
変
の
変　

不
変
の
価
値
を
も
つ
も

�
不
変
の
変　

不
変
の
価
値
を
も
つ
も

不
変
の
変　

不
変
の
価
値
を
も
つ
も

の
が
時
の
変
化
に
最
も
よ
く
堪
え
る
と
い
う
逆
説
。」（『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
７
０　

芭
蕉
七
部
集
』（
岩
波
書
店
、
平
成
二
年
三
月
））
と

い
う
注
を
付
し
て
い
る
。

（
��
）�

こ
の
忠
知
の
逸
話
は
、
風
雅
の
精
神
を
強
調
す
る
点
に
主
眼
が
あ
る
よ

う
に
も
読
め
る
が
、
次
の
よ
う
な
短
い
章
段
が
『
雑
談
集
』
に
挿
入
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
詠
み
手
の
境
遇
と
い
う
も
の
に

其
角
が
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　

��

荷
兮
集
『
あ
ら
野
』
に
「
辞
世
」
と
あ
り
。

　
　
　
　
　
　

��

散
花
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
夕
べ
哉　
　

守
武

　
　
　
　

���

彼
集
の
あ
や
ま
り
か
。
神
職シ
ヨ
クの
辞
世
と
し
て
、
何
ぞ
此
境
を
に
ら

む
べ
き
や
。
只
嗚ア

呼ヽ
と
歎タ
ン
ビ美
し
て
う
ち
お
ど
ろ
き
た
る
落
花
か
。

　
　
　
　

���
鏡
を
形
見
と
い
へ
る
重
高
の
哥
に
や
。
装
束
つ
く
ろ
ひ
て
、
鏡
の

間
に
む
か
へ
る
に
、
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��

親
に
似
ぬ
姿
な
が
ら
も
こ
て
ふ
哉　
宝
生
沾
蓬

　
　

���
最
初
の
例
は
、
神
職
で
あ
っ
た
守
武
の
辞
世
に
仏
の
名
が
詠
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た
も
の
で
、
二
つ
め
の
例
は
、
い
か
に
も
能
役

者
ら
し
い
句
を
詠
ん
だ
作
者
沾
蓬
の
名
の
上
に
、
敢
え
て
「
宝
生
」
と

能
の
流
派
名
を
注
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
沾
蓬
は
未
詳
の
人
物
で
あ
る

が
、
前
書
き
に
出
て
く
る
重
高
が
、
宝
生
流
の
能
楽
師
と
し
て
知
ら
れ

る
俳
人
沾
圃
の
父
で
あ
り
、
ま
た
沾
蓬
自
身
『
露
沾
俳
諧
集
』
に
多
く

句
が
入
集
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
同
じ
く
露
沾
周
辺
の

宝
生
流
能
楽
師
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お『
雑
談
集
』に
は
、「
黒

塚
の
誠
こ
も
れ
り
雪
女
」
と
い
う
発
句
で
始
ま
る
其
角
と
沾
蓬
の
両
吟

歌
仙
が
、
謡
曲
「
黒
塚
」
で
用
い
ら
れ
る
鬼
女
の
面
の
話
の
後
に
収
め

ら
れ
て
い
る
。

（
�3
）�『
去
来
抄
』
で
、
去
来
は
凡
兆
の
句
を
等
類
で
は
な
く
同
巣
の
句
と
判

定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

���

桐
の
木
の
風
に
か
ま
は
ぬ
落
葉
か
な　
　

凡
兆

　
　
　
　

���

其
角
曰
、「
是
、
先
師
の
樫
木
の
等
類
也
」。
凡
兆
曰
、「
し
か
ら
ず
。

詞
つ
ゞ
き
の
似
た
る
の
み
に
て
、
意
か
は
れ
り
」。
去
来
曰
、「
等

類
と
は
謂
が
た
し
。
同
巣
の
句
也
。
同
巣
を
以
て
作
せ
ば
、
予
今

日
の
吟
、「
凩
の
地
に
も
お
と
さ
ぬ
時
雨
哉
」
と
云
巣
を
か
り
て
、

「
滝
川
の
底
へ
ふ
り
ぬ
く
霰
哉
」
ト
言
下
に
い
ふ
べ
し
。
い
さ
ゝ
か

作
者
手
柄
な
し
。
さ
れ
ど
兄
よ
り
生
れ
勝
た
ら
ん
は
、又
各
別
也
」。

（
�4
）�「
樫
の
木
の
」
は
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
で
は
三
井
秋
風
の
閑
雅
な
生
活

ぶ
り
を
喩
え
た
挨
拶
句
と
し
て
詠
ま
れ
た
句
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
文

脈
と
切
り
離
し
て
解
釈
す
る
。

（
�5
）�

こ
れ
は
元
禄
八
年（
一
六
九
五
）一
月
執
筆
の
許
六
宛
去
来
書
簡
に
載
り
、

泥
足
経
由
で
去
来
に
伝
わ
っ
た
話
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

�

其
角
は
、
翁
の
「
梅
が
香
に
の
つ
と
日
の
出
る
」
と
き
こ
え
し
よ

り
、
深
川
伺
公
の
門
人
、「
す
つ
と
」、「
く
は
つ
と
」
な
ど
、
さ
ま

ぐ
古
翁
の
辞
を
似
せ
候
。
古
翁
の
「
の
つ
と
」
は
、
古
翁
の
言

葉
ぬ
し
に
て
よ
ろ
し
く
候
。
其
外
の
似
せ
も
の
め
ら
、
何
之
分
も

な
く
、「
そ
つ
と
」、「
ち
つ
と
」
な
ど
申
候
と
て
、
し
か
り
候
よ
し
、

兼
而
長
崎
之
泥
足
は
な
し
申
候
（
後
略
）

（
�6
）�

乾
裕
幸
氏
は
「『
い
つ
を
昔
』
の
成
立
」（『
俳
文
芸
の
研
究　

井
本
農

一
博
士
古
稀
記
念
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
））
に
お
い
て
、

『
い
つ
を
昔
』（
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
刊
）
の
跋
文
中
の
「
其
角
云
、

今
、
予
が
俳
番
匠
は
、
其
道
と
い
ひ
風
体
と
い
ふ
沙
汰
に
あ
ら
ず
。
一

句
は
詞
を
以
て
作
り
た
つ
る
に
、
其
同
じ
詞
の
あ
ら
ぬ
姿
に
か
は
る
所
、

こ
れ
番
匠
た
る
も
の
ゝ
器
量
の
い
た
す
所
に
あ
ら
ず
や
。」
と
い
う
箇

所
に
つ
い
て
、「
俳
道
だ
の
風
躰
だ
の
は
問
題
で
は
な
い
、
俳
諧
の
善

悪
は
純
粋
に
技
巧
の
問
題
な
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

こ
う
し
た
俳
諧
観
の
下
で
は
、
新
・
古
の
沙
汰
は
不
問
に
付
さ
れ
、
俳

諧
の
歴
史
は
空
転
す
る
。」
と
い
う
見
方
を
示
す
。
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（
�7
）�「
誹
諧
は
こ
と
さ
ら
一
句
一
体
の
も
の
に
こ
そ
」
と
い
う
言
葉
は
、「
い

ろ
は
を
も
」
の
正
春
句
が
、
愚
か
さ
に
お
い
て
は
実
は
人
も
猿
も
大
差

な
い
の
だ
と
い
う
類
型
的
な
発
想
に
よ
り
か
か
っ
た
だ
け
の
、
一
句
と

し
て
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
欠
け
る
句
で
あ
る
と
批
判
す
る
文
脈

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
引
用
は
東
京
大
学
総
合
図
書
館
洒
竹
文

庫
蔵
本
（
洒
四
〇
五
七
）
に
よ
る
。

　
　

�　
「
此
こ
ろ
世
に
張ハ

ル
事
の
候
ひ
て
日
本
橋
を
わ
た
り
候
に
、
猿
曳

の
人
に
ま
と
は
れ
て
む
つ
か
し
げ
な
る
を
見
侍
り
し
に
、

　
　
　

か
し
こ
さ
の
を
の
が
心
に
つ
な
が
れ
て

　
　
　
　

う
き
を
ま
し
ら
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く

　
　

�

と
な
ん
申
て
過
候
也
。」
と
い
へ
る
に
、
正
春
に
が
め
る
顔
に
て
、

「
か
し
ら
い
た
や
。
賢
き
人
の
い
か
で
世
の
中
に
つ
な
が
れ
て
う

き
め
見
ん
や
。
癡-

猿
把
ル　

月
と
こ
そ
た
と
へ
た
り
。
人
は
己
れ

が
愚
に
つ
な
が
れ
侍
る
も
の
ぞ
。」
と
あ
ざ
ん
か
れ
し
に
、
維
足

一�

言
な
く
、
顔
に
汗
し
て
恥
入
覚
え
た
り
。「
い
か
ゞ
御
な
を
し

を
か
う
む
ら
ん
。」
と
い
ふ
に
、

　
　

�　
「
愚
さ
の
を
の
が
こ
ゝ
ろ
に
つ
な
が
れ
て

　
　

�

と
い
ひ
た
ら
ば
歌
な
る
べ
し
。
猿
智
慧
猿
か
し
こ
し
な
ど
い
ふ
は

俗
言
也
。」
と
て
、

　
　

�　

い
ろ
は
を
も
か
ゝ
ぬ
や
我
と
山
の
猿　
　

正
春

　
　

�

此
当
座
は
歌
の
了
簡
に
も
似
ず
、
口
惜
き
姿
也
。
さ
し
も
風
変
の

新
古
は
わ
か
た
れ
ず
や
。
誹
諧
は
こ
と
さ
ら
一
句
一
体
の
も
の
に

こ
そ
。（
其
角
稿
『
類
柑
子
』
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
冬
編
者
跋
）

（
�8
）�

こ
の
句
は
『
阿
羅
野
』『
い
つ
を
昔
』
に
収
め
ら
れ
、『
宝
井
其
角
全
集
』

で
は
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
十
一
月
二
十
七
日
大
津
の
尚
白
亭
で

詠
ま
れ
た
三
物
の
一
と
い
う
。

※�

本
稿
は
、
第
一
一
二
回
日
本
近
世
文
学
会
大
会
（
平
成
十
九
年
六
月
九
日
・

十
日
、
於
青
山
学
院
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
席
上
、
ご
意
見

ご
批
正
を
多
く
頂
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。


