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句
に
お
け
る
滑
稽
性

序

滑
稽
性
の
発
生
と
展
開

(
1
)
滑
稽
性
発
生
の
起
点

人
が
豊
か
な
日
常
を
送
り
た
い
と
願
う
と
き
、
人
と
の
談
笑
は
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
か
し
み
や
面
白
み
と

い
う
「
笑
い
」
を
共
同
の
場
で
享
受
し
合
う
こ
と
の
で
き
る
素
朴
な

喜
び
は
、
生
き
て
ゆ
く
活
力
の
源
泉
の
よ
う
に
思
う
。

現
代
俳
句
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
も
、
「
笑
い
」
を
課
題
と
す
る
こ

と
が
多
い
の
は
、
そ
う
し
た
人
間
に
と
っ
て
大
切
な
真
の
「
笑
い
」
が
、

現
代
俳
句
に
と
っ
て
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
素
朴
な
思
い
か
ら
、
五
七
五
、
十
七
音
詩
形
の
俳
句
と
「
笑

い
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
言
に
「
笑
い
」
と
い
っ
て
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
る
に
違
い

な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
「
笑
い
」
の
淵
源
を
辿
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ

と
と
す
る
。

郷
坪

敏
幸

『
万
葉
集
』
(
万
葉
集
の
時
代
は
、
だ
い
た
い
6
2
9
1
7
5
9
の
約

百
三
十
年
間
を
い
う
。
)
第
十
六
巻
に
戯
笑
歌
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い

る
の
が
詩
歌
に
お
い
て
記
録
に
残
さ
れ
た
「
笑
い
」
の
始
ま
り
の
よ
う

で
あ
る
。
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へ

る
こ
と
よ
。
隻
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の
采
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が
あ
る
。

津
潟
久
孝
は
「
平
凡
な
物
を
あ
ら
た
な
感
覚
で
眺
め
、
滑
稽
味
を

発
見
し
て
い
る
。
」
(
『
万
葉
集
注
釈
』
巻
十
六
昭
4
1
・
6
中
央
公



論
社
)
と
書
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
歌
は
、
ま
だ
作
者
に
詩
歌
と
い
う
も
の
が
充
分
に
自

覚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
詠
ま
れ
た
肉
声
の
歌
、
素
朴
な
歌
の
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
『
万
葉
集
』
の
素
朴
な
戯
笑
歌
は
笑
い
の
原
質
か

も
知
れ
な
い
。
こ
の
視
点
に
関
連
し
て
大
岡
信
は
、
滑
稽
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
で
、
日
本
文
学
の
歴
史
で
、
『
滑
稽
と
譜
譲
』
が
、
は
っ

き
り
と
個
人
の
創
作
モ
チ
ー
フ
の
中
に
自
覚
さ
れ
、
高
度
の
発

達
を
と
げ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
集
と

し
て
の
古
今
和
歌
集
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
誹
譜
歌
と
名
づ
け

ら
れ
る
歌
が
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
1
そ
れ
は
万
葉
集
巻
十
六
の

一
群
の
戯
笑
歌
の
系
統
を
引
い
て
古
今
集
に
ひ
と
つ
の
定
位
置
を

占
め
、
の
ち
の
詞
花
集
で
は
『
詞
花
集
は
殊
に
様
は
よ
く
見
え

は
べ
る
を
、
余
り
に
を
か
し
き
様
の
振
り
に
て
、
ざ
れ
歌
ざ
ま
の

多
く
侍
る
な
り
』
と
藤
原
俊
成
が
評
し
た
ほ
ど
に
な
り
、
『
今

日
よ
り
は
た
つ
夏
衣
う
す
く
と
も
あ
っ
し
と
の
み
や
思
ひ
わ
た

ら
む
』
『
我
が
恋
は
蓋
身
か
は
れ
る
玉
櫛
笥
い
か
に
す
れ
ど
も
合

ふ
か
た
ぞ
な
き
』
の
よ
う
な
狂
歌
ま
が
い
の
駄
酒
落
が
勅
撰
の

和
歌
集
に
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
(
以
下
略
)
。
」

(
大
岡
信
『
紀
貫
之
』
平
成
元
年
筑
摩
書
房
)

そ
こ
で
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
『
万
葉
集
』
の
戯
笑
歌
を
割
愛
し
て
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
誹
譜
歌
を
滑
稽
の
淵
源
と
し
て
論
を
進
め
る
の
が

適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

(2)
俳
意
と
滑
稽
性

現
代
俳
句
に
お
い
て
「
俳
句
は
俳
意
で
あ
る
」
そ
し
て
「
俳
意
と

は
滑
稽
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
作
品
は
俳
意
が

あ
っ
て
い
い
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
作
品
評
価
の
基
準
の
一
つ

に
俳
意
の
有
無
を
要
件
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
『
芭
蕉
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
(
尾
形
的
編
平
1
4
・

2
三
省
堂
)
に
は
、
嶋
中
道
則
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
「
俳
意
」
に
つ
い
て
「
和
歌
的
伝
統
と
区
別
す
べ
き
俳
譜
独
自

の
把
握
・
発
想
を
い
う
語
」
と
あ
る
。

続
け
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
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「
俳
譜
は
滑
稽
の
意
で
あ
る
の
で
、
基
本
的
に
は
滑
稽
、
お
か
し

み
を
中
心
と
し
た
把
握
・
発
想
と
な
る
。
し
か
し
『
発
句
は
句

強
く
、
俳
意
確
か
に
作
す
べ
し
』
と
の
百
蕉
の
教
え
に
対
し
、

去
来
が
『
夕
涼
み
茄
気
起
し
て
帰
り
け
り
』
と
詠
み
、
『
ま
た

こ
れ
に
で
も
な
し
』
と
芭
蕉
が
大
笑
い
し
た
『
去
来
抄
』
の
エ



俳句における滑稽性

ピ
ソ
1
ド
や
、
『
春
雨
の
柳
は
全
体
連
歌
な
り
。
田
螺
と
る
烏

は
全
く
俳
譜
な
り
』
『
五
月
雨
に
鳴
の
浮
巣
を
見
に
行
か
ん
』

と
い
う
句
は
、
詞
に
俳
譜
な
し
、
浮
巣
を
見
に
行
か
ん
と
言
ふ

と
こ
ろ
俳
な
り
と
い
う
ヨ
ニ
冊
子
』
の
説
明
を
勘
案
す
れ
ば
、
『
俳

意
』
と
は
、
よ
り
広
く
新
し
い
人
生
と
世
界
の
発
見
を
め
ざ
し

た
反
伝
統
的
・
反
日
常
的
な
観
点
か
ら
の
把
握
・
発
想
と
考
え

ら
れ
る
。
」

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
春
雨
の
柳
は
全
体
連
歌
な
り
」
と
は
、

春
雨
に
け
ぶ
る
柳
の
風
趣
は
、
雅
の
世
界
の
も
の
で
あ
り
、
雅
の
風

趣
を
歌
う
連
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
は
面
白
お
か
し
い
俗
な
俳
譜
の

世
界
、
滑
稽
の
領
域
の
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
田
螺
と
る
烏

は
全
く
俳
譜
な
り
」
は
、
国
間
の
田
螺
を
ほ
じ
く
っ
て
い
る
姿
は
滑

稽
で
あ
り
、
と
て
も
雅
の
薫
る
連
歌
の
情
趣
で
は
な
い
。
こ
の
滑
稽
・

譜
誰
こ
そ
俳
譜
の
世
界
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
俳
譜
(
連
句
と
発
句
)
と
現
代
俳
句
の
底
に
は
「
俳
意
」

と
い
う
俗
世
界
に
お
け
る
詩
心
の
混
沌
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
「
俳
意
」
は
「
滑
稽
性
」
を
根
底
と
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

か
く
し
て
以
下
の
論
考
に
お
い
て
は
「
俳
意
と
は
滑
稽
性
」
で
あ
る

と
規
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
滑
稽
性
に
は
譜
語
性
、
ひ
ね
り
、
笑
い
、

微
笑
み
、
談
笑
、
お
か
し
み
、
面
白
み
等
さ
ま
ざ
ま
な
「
笑
い
」
の

概
念
を
包
含
す
る
も
の
と
す
る
。

(3)
自
由
の
必
要
性

か
つ
て
俳
譜
の
世
界
に
滑
稽
性
が
強
烈
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
徹

底
的
に
競
っ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。
西
山
宗
因
の
率
い
る
談
林
派
が
、

大
阪
を
拠
点
に
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
時
代
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
談
林
の
中
心
に
西
鶴
が
い
た
。
西
鶴
の
俳
譜
は
、
自
由
奔

放
な
軽
口
放
散
の
現
象
を
呈
し
、
大
衆
を
巻
き
込
ん
だ
放
埼
な
譜
譲

や
滑
稽
な
作
品
で
あ
っ
た
。
質
的
に
は
と
も
か
く
、
一
夜
に
二
万
三
千

五
百
句
を
吐
き
出
す
と
い
う
量
的
な
意
味
に
お
い
て
も
尋
常
で
な
い
俳

譜
を
興
行
し
た
。
こ
う
し
た
質
よ
り
量
を
競
う
談
林
俳
譜
に
お
い
て

は
、
庶
民
生
活
に
関
わ
る
譜
誰
性
や
滑
稽
性
が
重
要
な
要
素
で
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
現
象
は
、
そ
れ
ま
で
の
厳
し
い
法
則
に
縛
ら
れ
た
保
守
的
で

知
的
、
技
巧
的
な
貞
門
俳
譜
に
反
駁
し
た
談
林
が
、
貞
門
に
対
し
て

人
間
の
生
地
の
活
力
を
見
せ
つ
け
た
姿
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
何
も
の

に
も
換
え
ら
れ
な
い
精
神
の
自
由
獲
得
と
い
う
理
念
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
自
由
へ
の
希
求
は
、
も
と
も
と
人
間
本
然
の
姿
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

庶
民
大
衆
は
こ
れ
に
強
く
共
鳴
し
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
爆
発
的
共

鳴
の
根
が
庶
民
大
衆
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
俳
譜
の
世
界
に
拾
い
上
げ

た
貴
重
な
日
常
の
素
材
も
俳
言
も
、
次
第
に
底
な
し
の
質
の
低
落
を
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積
み
重
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
俗
な
俳
譜
の
世
界
に
本
質

的
に
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
精
神
の
自
由
と
い
う
人
間
本
然
の
原
初

的
欲
求
で
あ
っ
た
こ
と
、
自
由
を
土
壌
と
し
て
は
じ
め
て
豊
か
な
発

想
や
表
現
が
生
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
純
正
な
「
俳
意
H

滑
稽
」
の
世
界
が
創
造
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
自
由
に

よ
る
庶
民
大
衆
の
活
力
は
、
一
方
に
お
い
て
滑
稽
性
を
低
俗
に
落
し
込

ん
で
ゆ
く
危
険
性
を
苧
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
庶
民
大
衆
を
主
体
と

し
た
俳
譜
の
自
由
は
、
活
力
と
質
の
低
落
と
い
う
諸
刃
の
剣
で
あ
っ

た。
(4)
卑
俗
の
功
罪

か
つ
て
俳
譜
の
世
界
は
、
談
林
の
目
に
余
る
低
俗
に
落
ち
た
滑
稽

性
を
経
験
し
た
。
そ
れ
で
も
、
現
代
俳
句
は
、
そ
の
危
険
性
を
意
識

し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
豊
か
な
滑
稽
性
を
探
し
求
め
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
確
か
に
人
は
卑
俗
の
世
界
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て

人
間
を
よ
り
深
く
知
る
こ
と
と
な
り
、
よ
り
豊
か
な
日
常
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
来
人
は
貴
族
性
と
卑
俗
性
の
両
面
性
を

感
知
し
欲
求
す
る
存
在
で
あ
る
。
真
面
目
と
不
真
面
目
、
品
格
へ
の

欲
求
と
俗
の
自
由
に
対
す
る
欲
求
の
両
面
性
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も

生
命
の
深
み
に
届
く
貴
族
的
精
神
性
を
渇
望
す
る
一
方
、
何
も
の
に

も
縛
ら
れ
な
い
自
由
闘
達
な
精
神
の
発
露
を
願
う
の
も
人
本
然
の
姿

で
あ
る
。
卑
俗
の
滑
稽
性
が
、
人
間
的
な
生
き
生
き
と
し
た
日
常
を

取
り
戻
す
た
め
の
光
源
と
な
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
談
林
に
は

そ
の
光
源
が
強
す
ぎ
る
ほ
ど
輝
い
て
、
大
衆
は
そ
の
魅
力
に
目
が
舷

ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。

連
歌
の
雅
に
倦
ん
で
、
滑
稽
を
覗
い
た
俳
譜
は
、
談
林
時
代
に
あ

ま
り
に
も
低
俗
に
堕
ち
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
談
林
を
抜
け
た
百
蕉
が
、

蕉
風
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
卑
俗
に
過
ぎ
た
こ
の
堕
落
を
超

克
し
高
度
な
文
学
に
ま
で
引
き
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
近
代
に
至
る

と
、
正
岡
子
規
が
月
並
み
の
主
観
俳
句
を
排
撃
し
て
客
観
的
写
生
俳

句
と
い
う
革
新
を
成
し
遂
げ
た
。
そ
う
し
て
俳
句
世
界
の
壊
滅
的
破

綻
を
免
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
今
こ
そ
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
俳
句

隆
盛
の
時
代
と
な
っ
た
。
こ
の
経
緯
は
、
曲
芸
の
よ
う
に
絶
妙
な
バ

ラ
ン
ス
の
上
に
過
去
を
克
服
し
、
現
代
俳
句
ま
で
辿
り
着
い
た
傷
だ

ら
け
の
道
の
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
卑
俗
性
は
、
俳
句
に
と
っ
て
正

と
負
を
包
含
す
る
ま
さ
に
諸
刃
の
剣
で
あ
っ
た
が
、
反
面
に
お
い
て
は
、

庶
民
大
衆
の
活
力
あ
る
卑
俗
性
の
渦
中
か
ら
純
正
な
滑
稽
の
結
晶
を

汲
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
代
俳
句
の
内
包
す
る
懐
の
深
い
良

質
な
滑
稽
性
が
、
庶
民
大
衆
の
卑
俗
的
功
罪
の
中
で
、
練
り
上
げ
ら

れ
育
ま
れ
て
来
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。



俳句における滑稽性

滑
稽
住
の
展
開

(
1
)
滑
稽
性
の
歴
史
的
起
点

『
古
今
和
歌
集
』
の
巻
十
九
雑
排
に
は
「
誹
譜
歌
」
が
五
十
八
首

収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。

読
人
し
ら
ず

O 

梅
の
花
見
に
こ
そ
来
つ
れ
鴛
の
ひ
と
く
ひ
と
く
と

厭
ひ
し
も
を
る

一O
コニ

藤
原
敏
行
朝
臣

い
く
ば
く
の
田
を
作
れ
ば
か
郭
公
し
で
の
団
長
を

朝
な
朝
な
呼
ぶ

こ
の
二
首
を
例
と
し
て
揚
げ
て
み
た
。
こ
れ
は
民
間
伝
承
に
基
づ
い

て
把
握
さ
れ
た
結
果
の
歌
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
作
品
は
、
作
者
の
創
造
に
よ
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
は
、

諺
や
民
謡
な
ど
共
同
体
の
中
か
ら
、
長
い
時
を
経
て
残
さ
れ
た
も
の

や
伝
説
上
の
歌
の
類
型
と
し
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
誹
譜
歌
が
作
者
独
自
の
発
想
や
把
握
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
共
同
体
の
中
で
長
い
時
を
か
け
て
育
ま
れ
熟
成

さ
れ
た
感
情
の
表
出
で
は
な
い
か
。
没
個
性
的
な
共
同
的
意
志
の
表

出
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
大
衆
総
意
の
報
告
歌
で
し
か
な
い
。
そ
こ

に
は
創
造
性
に
基
づ
く
個
の
主
張
は
な
く
、
主
体
の
意
志
が
欠
落
し

た
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
既
定
の
お
か
し
み
や
ひ
ね
り
、
笑
い

を
言
葉
に
表
現
し
て
報
告
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
作
者
不
在
の
報
告
的
標
語
を
和
歌
の
形
式
に
あ
て
は
め
た
に
過

ぎ
な
い
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
権
威
あ

る
初
め
て
の
勅
撰
和
歌
集
に
、
こ
の
よ
う
な
標
語
的
誹
譜
歌
を
な
ぜ

入
集
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
勅
撰
和
歌
集
に
そ
の
よ
う
な
魁
輯

は
な
い
と
い
う
認
識
に
立
て
ば
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
ど
こ
ま
で
も
個
人

に
よ
る
個
性
的
、
創
造
的
滑
稽
性
を
表
出
す
る
理
念
を
も
っ
た
歌
で

あ
る
と
結
論
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
『
古
今
和
歌
集
』
の
誹
譜
歌
は
、
ど
こ
ま
で
も
作
者
の
個

性
を
根
拠
と
し
た
創
造
歌
で
あ
る
と
認
識
し
、
現
代
俳
句
の
滑
稽
性

の
淵
源
を
『
古
今
和
歌
集
』
の
誹
譜
歌
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
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(
2
)
連
歌
か
ら
俳
譜
連
歌
へ

「
連
歌
」
は
、
会
席
す
る
数
名
が
共
同
で
一
巻
の
作
品
を
創
作
し
て

い
く
形
式
で
あ
る
。
創
作
の
過
程
に
お
け
る
内
容
的
転
調
の
妙
に
重

点
を
置
き
、
そ
れ
を
楽
し
む
形
式
で
あ
る
。
そ
の
変
化
は
、
機
智
や

滑
稽
・
酒
落
の
よ
う
に
、
「
伝
統
和
歌
」
に
は
希
薄
な
、
俗
な
世
界



の
事
柄
や
言
葉
の
お
も
し
ろ
さ
を
取
り
入
れ
て
楽
し
む
も
の
で
あ
っ

た
。
連
歌
に
は
ま
だ
ま
だ
雅
な
情
趣
が
残
さ
れ
て
い
た
が
、
庶
民
大

衆
は
、
そ
の
貴
族
性
の
香
り
に
触
れ
る
自
己
満
足
も
あ
っ
て
、
次
第

に
富
裕
な
町
人
の
世
界
へ
浸
透
し
て
い
っ
た
。
町
人
の
世
界
ヘ
広
が
る

に
つ
れ
て
、
そ
の
日
常
生
活
か
ら
多
く
の
素
材
を
掬
い
上
げ
、
次
第

に
雅
か
ら
離
れ
て
、
身
近
な
生
活
に
根
ざ
す
滑
稽
や
譜
譲
を
中
心
的

題
材
と
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
町
人
に
充
満
す
る

活
力
あ
る
精
神
の
文
化
的
発
露
と
し
て
、
格
好
な
表
現
形
式
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
当
時
よ
う
や
く
商
業
資
本
主
義
が
芽

生
え
た
大
阪
堺
の
商
人
な
ど
は
富
裕
層
を
形
成
し
、
酒
落
た
遊
び
と

し
て
連
歌
を
好
み
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
過
程
に
、
勢
力
を
持
ち
始
め
た

富
裕
層
を
指
導
す
る
宗
匠
と
し
て
、
連
歌
を
職
業
と
す
る
連
歌
師
が

自
然
発
生
的
に
現
れ
た
。
連
歌
の
祖
と
言
わ
れ
た
飯
尾
宗
祇
が
登
場

し
た
の
は
、
こ
う
し
た
社
会
的
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
連
歌
の
主
体
者
は
豊
か
な
町
人
層
と
な
り
、
弾
け
る
よ
う

な
自
由
の
空
気
を
満
喫
し
な
が
ら
、
面
白
み
の
あ
る
連
歌
に
脱
皮
す

る
こ
と
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
俳
譜
連
歌
」
で
あ
り
、

そ
の
始
ま
り
が
松
永
貞
徳
の
貞
門
俳
譜
で
あ
っ
た
。

(3)
貞
門
俳
譜
の
滑
稽
性

松
永
貞
徳
を
宗
匠
と
す
る
貞
門
俳
譜
は
、
宮
廷
人
の
雅
な
遊
び
で

あ
っ
た
連
歌
に
俳
言
(
俗
な
生
活
の
言
葉
、
俳
譜
独
特
の
言
葉
。
伝

統
和
歌
・
雅
な
連
歌
は
好
ま
な
い
。
)
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
町
人

層
に
連
歌
を
文
芸
的
遊
び
と
し
て
近
づ
け
た
。
俳
言
を
詠
み
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
庶
民
大
衆
に
充
満
す
る
滑
稽
性
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
町
人
の
生
活
か
ら
言
葉
も
素
材
も

遊
離
し
て
い
た
連
歌
を
、
町
人
の
日
常
に
近
づ
け
、
そ
れ
だ
け
に
活

力
あ
る
俳
譜
の
世
界
を
創
造
し
た
。
知
的
、
形
式
的
な
連
歌
の
陳
腐

に
倦
ん
だ
町
人
層
に
と
っ
て
、
身
近
な
生
活
の
素
材
や
言
葉
を
取
り

入
れ
た
俳
譜
の
自
由
な
滑
稽
性
は
新
鮮
な
魅
力
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
貞
門
俳
譜
は
、
次
第
に
詠
み
込
む
素
材
や
俳
言
、
そ
の
取
り
扱
い

規
則
(
式
目
)
が
あ
ま
り
に
も
厳
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
閥

達
な
自
由
を
束
縛
す
る
こ
と
と
な
り
、
貞
門
俳
譜
の
衰
退
を
招
く
要

因
と
な
っ
た
。
俗
な
内
容
と
言
葉
に
置
き
換
え
た
俳
譜
連
歌
は
、
陳

腐
な
雅
を
引
き
ず
っ
て
い
た
連
歌
よ
り
は
、
新
し
き
ゃ
奇
抜
が
見
ら

れ
る
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
町
人
に
訴
え
る
爆
発
的
魅
力
に
欠
け
て
い

た。
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(
4
)
談
林
俳
譜
の
滑
稽
性

談
林
俳
譜
は
西
山
宗
因
を
盟
主
と
し
て
、
大
阪
を
基
点
に
始
ま
っ

た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
大
阪
・
江
戸
の
町
は
資
本
主
義
的
な
社
会

と
し
て
発
展
し
て
い
た
。
衣
食
住
の
物
質
的
豊
か
さ
に
飽
き
足
ら
な



俳句における滑稽性

く
な
っ
て
い
た
町
人
は
、
精
神
的
、
芸
術
的
上
昇
志
向
に
目
覚
め
て

い
き
、
そ
の
自
己
実
現
の
一
つ
と
し
て
俳
譜
の
世
界
へ
雪
崩
れ
込
ん
で

い
っ
た
。
貞
門
俳
譜
の
詰
屈
な
式
自
に
反
駁
し
て
、
な
に
よ
り
も
自

由
を
標
梼
す
る
新
し
い
俳
譜
を
興
す
機
運
が
急
激
に
出
て
き
た
の
は
、

こ
う
し
た
社
会
的
条
件
が
整
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
社

会
に
世
を
席
捲
し
た
の
が
西
山
宗
因
率
い
る
談
林
俳
譜
で
あ
る
。
そ

の
中
心
に
井
原
西
鶴
が
い
た
。
宗
因
を
敬
慕
し
た
そ
れ
ま
で
の
号
鶴

永
は
、
師
か
ら
活
躍
を
認
め
ら
れ
西
鶴
の
号
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
、

西
鶴
は
既
に
俳
譜
の
た
め
に
二
十
五
年
間
を
捧
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
に
「
好
色
一
代
男
」
な
ど
浮
世
草
子
の
作
者
と
し
て
成
功
を
お
さ

め
ら
れ
た
の
は
、
俳
譜
師
と
し
て
の
長
い
修
練
の
賜
で
あ
っ
た
。
軽
口

俳
譜
と
い
う
の
は
口
か
ら
出
ま
か
せ
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
が
、

そ
れ
ゆ
え
に
一
昼
夜
に
し
て
二
万
三
千
五
百
句
を
吐
き
出
す
こ
と
が
で

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ま
り
に
低
俗
に
落
ち
た
談
林
俳
譜
は
短
期
間

に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
こ
の
俳
譜
の
危
機
的
状
況
を
抜
け
出
た
の
は
松

尾
芭
蕉
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
蕉
風
の
確
立
を
以
っ
て
俳
譜
の
消
滅
を

救
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
俳
譜
を
高
度
な
世
界
的
詩
の
文
学
に
ま

で
高
め
た
の
で
あ
っ
た
。

(5)
蕉
風
俳
譜
の
滑
稽
性

山
本
健
吉
の
『
俳
句
私
見
』
(
文
芸
春
秋

昭
5
8
・
1
)
に
よ

る
と

「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
お
と

古
池
や
蛙
飛
ン
だ
る
水
の
音

(
『
春
の
日
』
)

(
『
庵
桜
』
)

後
者
は
談
林
風
の
軽
い
口
拍
手
を
残
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

『
俳
言
』
で
あ
り
、
『
俳
言
』
に
よ
る
強
調
は
、
連
歌
か
ら
お
か

し
み
の
芸
術
で
あ
る
俳
譜
へ
の
過
渡
期
に
お
い
て
、
作
者
た
ち
に

よ
っ
て
意
識
的
に
俳
譜
化
の
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
だ
が
そ

れ
は
同
時
に
無
遠
慮
な
人
間
の
肉
声
を
打
ち
ひ
び
か
せ
、
言
語

の
抽
象
化
・
純
粋
化
を
さ
ま
た
げ
る
も
と
と
な
り
ま
す
。
そ
れ

は
十
七
音
形
式
の
柑
橘
の
中
で
と
ろ
か
さ
れ
て
い
る
聞
に
、
い
ろ

ん
な
属
性
を
ふ
り
す
て
て
言
葉
そ
の
も
の
と
し
て
、
紙
の
上
の
抽

象
的
言
語
と
し
て
変
貌
す
る
に
至
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
奇

跡
を
成
就
し
た
も
の
を
、
私
は
純
粋
俳
句
と
呼
ぶ
。
揺
れ
る
不

安
定
な
対
象
へ
の
思
念
が
、
抽
象
的
一
言
語
の
中
に
揺
る
ぎ
な
い

不
動
の
位
置
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
と
き
、
思
想
の
奇
跡
は
確

保
さ
れ
、
作
者
の
判
断
は
形
を
得
る
に
至
る
の
で
す
。
作
者
の

判
断
が
読
者
の
判
断
に
訴
え
る
。
俳
句
が
人
を
喜
ば
せ
る
の
は

そ
の
判
断
の
的
確
で
力
強
い
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
古
池
や
』

の
句
は
、
対
者
に
微
か
に
笑
み
か
け
る
境
地
を
持
っ
て
い
る
。
純
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化
さ
れ
た
滑
稽
感
を
汲
み
取
っ
た
古
人
が
い
た
。
十
七
音
形
式

の
真
の
意
味
が
こ
こ
で
始
め
て
発
見
さ
れ
た
の
だ
。
談
林
の
笑
い

は
傍
若
無
人
な
庶
民
の
笑
い
で
あ
る
。
だ
が
、
『
古
池
』
の
笑
い
は
、

も
の
を
慎
重
に
考
え
、
判
断
す
る
庶
民
の
笑
い
で
す
。
市
井
に

隠
れ
た
賢
者
の
笑
い
で
あ
る
。
こ
の
場
合
微
笑
は
理
性
の
最
高

の
標
識
と
し
て
、
笑
い
の
完
成
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
句
は
精

神
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
句
の
秘
密
は
、
把

握
の
、
断
定
の
、
あ
ま
り
に
的
確
な
見
事
さ
の
中
に
あ
る
。
判

断
の
見
事
さ
が
、
対
者
に
向
っ
て
会
得
の
微
笑
を
さ
そ
い
か
け
な

い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
句
の
笑
い
が
、
提
出
さ
れ
た
判
断
の

し
る
し
が
、
も
っ
と
も
高
い
意
味
で
の
精
神
を
示
す
の
だ
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
蕉
風
の
滑
稽
性
に
つ
い
て
核
心
に
触
れ
て
い
る
文
章

で
あ
る
。

「
俳
言
」
の
抽
象
化
・
純
粋
化
に
よ
っ
て
至
る
純
粋
俳
句
の
理
念

は
、
市
井
に
隠
れ
た
賢
者
の
笑
い
を
誘
発
す
る
こ
と
に
は
な
る
で
あ

ろ
う
が
、
一
方
に
お
い
て
、
そ
れ
は
雅
な
連
歌
や
伝
統
和
歌
の
理
念
と

相
似
す
る
と
い
う
矛
盾
を
誘
引
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
俳

言
」
が
俳
譜
に
掬
い
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
伝
統
和
歌

に
繋
が
る
狭
隆
な
優
美
か
ら
完
全
に
脱
却
し
て
、
庶
民
大
衆
の
卑
俗

な
が
ら
自
由
閥
達
な
活
力
を
表
出
す
る
方
法
論
獲
得
の
た
め
で
あ
っ

た
は
ず
で
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
達
成
す
べ
き
は
談
林
の
低
俗
に

墜
落
し
な
い
活
力
を
残
し
、
か
つ
良
質
な
滑
稽
性
を
志
向
す
る
新
し

い
方
法
論
で
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
雅
な
伝
統
和
歌

の
色
合
い
の
一
切
を
払
拭
し
て
吃
立
す
る
俳
譜
は
、
庶
民
大
衆
に
内

在
す
る
生
活
に
根
ざ
し
た
活
力
に
深
い
敬
愛
を
持
っ
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
人
の
無
遠
慮
な
肉
声
を
た
だ

排
撃
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
寵
る
活
力
を
汲
み
取
り
、
か
っ

低
俗
に
落
ち
な
い
方
法
論
、
言
語
の
抽
象
化
・
純
粋
化
を
妨
げ
る
こ

と
の
な
い
方
法
論
の
創
造
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
俳

譜
に
お
け
る
滑
稽
性
の
根
源
は
、
あ
く
ま
で
伝
統
和
歌
の
薫
り
に
染

ま
ら
な
い
、
純
粋
に
俳
譜
独
自
の
、
換
言
す
れ
ば
庶
民
大
衆
の
生
活

そ
の
も
の
の
柑
桶
か
ら
汲
み
上
げ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
。
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現
代
俳
句
の
滑
稽
性

俳
句
に
お
け
る
滑
稽
性
は
一
作
品
に
限
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
様
相

を
も
っ
て
表
れ
て
く
る
。
ま
し
て
作
品
ご
と
に
見
ら
れ
る
そ
の
態
様
は
、

広
く
か
っ
微
妙
で
あ
る
。
例
え
ば
非
常
に
辛
い
心
持
を
懸
命
に
表
記

す
る
と
、
他
人
に
そ
の
真
面
目
さ
が
滑
稽
に
見
え
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

あ
る
い
は
滑
稽
性
を
感
じ
な
い
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
て
も
、
言
葉
の
面



俳句における滑稽性

白
き
で
一
旬
全
体
が
面
白
み
に
満
ち
て
い
る
俳
句
が
あ
る
。
逆
に
平
易

な
言
葉
が
、
俳
句
の
内
容
に
生
か
さ
れ
て
俳
意
の
輝
い
て
い
る
俳
句
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
滑
稽
性
一
つ
を
と
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を

呈
し
て
く
る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
深
い
余
情
を
包
含
す

る
定
型
俳
句
の
器
の
大
き
さ
に
あ
る
と
考
え
る
。

季
語
を
も
っ
十
七
音
定
型
俳
句
は
、
短
詩
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

複
雑
な
思
想
な
ど
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
葉
の
捨
象
に
よ
っ
て

十
七
音
に
極
限
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
季
語
の
も
つ
膨
大
な
伝
統
的
情
報

か
ら
深
い
情
趣
を
生
み
な
が
ら
、
一
方
で
は
対
象
の
核
心
を
掴
み
取
る

こ
と
に
集
中
す
る
。
核
心
と
な
る
言
葉
や
事
象
以
外
の
一
切
を
捨
象

し
な
け
れ
ば
完
成
さ
れ
た
作
品
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
不
自

由
な
短
詩
は
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
す
る
。
切
れ
字
、
ひ
ね
り
、
象
徴
、

寓
意
な
ど
の
技
巧
を
駆
使
し
て
表
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
こ

う
し
た
事
情
に
よ
る
。
こ
こ
に
思
わ
ぬ
様
相
を
呈
す
る
俳
句
が
可
能

に
な
る
要
因
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
悲
劇
が
か
え
っ
て
滑
稽
に

見
え
た
り
、
真
面
目
が
過
ぎ
れ
ば
微
笑
み
た
く
な
っ
た
り
、
言
葉
に

よ
っ
て
内
容
の
平
凡
を
克
服
し
て
滑
稽
を
見
せ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
に

譜
語
的
現
象
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
奇
妙
と
も
い
え
る
俳

句
の
現
象
は
、
現
代
俳
句
の
定
型
が
内
包
す
る
構
造
的
機
能
に
よ
る

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
現
代
俳
句
の
滑
稽
性
に
つ
い
て
、
次
の
四
点
に
分
類
し
て
考

察
す
る
。
た
だ
し
各
作
品
を
画
然
と
区
分
す
る
こ
と
に
は
も
と
も
と

無
理
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
領
域
を
横
断
す
る
要
素
を
そ
れ
ぞ

れ
の
作
品
が
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
俳
句
の
持
つ
豊
か

き
で
あ
り
、
多
様
性
で
も
あ
る
。

(
1
)
悲
劇
の
滑
稽
性

(
2
)
定
型
の
滑
稽
性

(
3
)
内
容
の
滑
稽
性

(
4
)
言
葉
の
滑
稽
性

(1)
悲
劇
の
滑
稽
性

獄
凍
て
ぬ
妻
き
て
わ
れ
に
礼
を
な
す

秋
元
不
死
男

『癌』

こ
の
句
に
つ
い
て
鷹
羽
狩
行
の
鑑
賞
文
を
引
用
す
る
。

「
人
間
の
現
実
生
活
か
ら
峻
厳
に
隔
離
さ
れ
て
い
る
牢
獄
と
、
そ

こ
を
訪
れ
た
現
実
生
活
の
人
間
と
の
挨
拶
を
通
じ
て
、
獄
の
無

常
を
表
現
し
た
作
品
。
(
中
略
)
最
も
親
し
い
存
在
の
生
き
た

ナ
マ
身
の
妻
が
や
っ
て
来
た
の
だ
。
そ
の
妻
さ
え
も
牢
獄
の
非
人

間
性
に
う
た
れ
て
、
ま
る
で
他
人
に
対
す
る
が
ご
と
き
態
度
で



礼
を
す
る
。
牢
獄
の
非
情
性
に
よ
っ
て
夫
婦
問
の
愛
情
さ
え
も

他
人
行
儀
な
形
式
に
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
そ
の
恐
ろ
し
い
姿

を
描
く
。
こ
の
句
に
は
コ
ミ
ッ
ク
を
超
え
て
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。

ユ
ー
モ
ア
は
根
源
的
に
は
悲
劇
を
前
提
と
す
る
。
(
中
略
)
俳

句
に
小
説
性
を
超
え
た
深
い
象
徴
性
を
与
え
る
の
が
ユ
ー
モ
ア

で
あ
る
。
(
中
略
)
俳
譜
の
(
譜
)
は
、
さ
び
し
み
と
お
か
し
み

の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
ユ
ー
モ
ア
と
見
え
る
も
の
も
、

実
は
そ
の
下
層
の
よ
り
深
い
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
句
の

(
礼
を
な
す
)
が
そ
れ
だ
。
」

(
沢
木
欣
一
編
『
近
代
俳
人
』
昭
4
8
・
1

者
鷹
羽
狩
行
)

桜
楓
社

執
筆

こ
こ
に
は
「
ユ
ー
モ
ア
は
根
源
的
に
は
悲
劇
を
前
提
と
す
る
」
と

あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
恐
ろ
し
い
悲
劇
的
な
状
況
に
遭
遇
し
た
人
間

の
必
死
の
行
為
は
、
か
え
っ
て
滑
稽
に
見
え
る
と
い
う
皮
肉
な
現
実

を
一
言
っ
て
い
る
。
掲
句
は
、
極
め
て
特
殊
な
状
況
に
よ
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
極
限
的
な
孤
独
感
を
詠
ん
だ
内
省
的
、
独
自
的
俳
句
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
期
せ
ず
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
滑
稽
性
で
あ
る
。
そ
れ
は

相
手
と
の
談
笑
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
楽
し
い
「
お
か
し
み
」
で
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
礼
」
な
ど
不
要
な
相
手
と
の
「
礼
」
を
な

す
行
為
の
異
常
性
が
、
第
三
者
に
「
譜
」
を
感
受
さ
せ
る
と
い
う
滑

稽
性
で
あ
る
。
こ
の
歪
ん
だ
滑
稽
性
は
、
他
者
の
影
響
を
嫌
う
現
代

俳
句
の
招
き
易
い
現
象
だ
と
言
え
る
。
日
常
で
な
い
違
和
感
、
平
和

で
な
い
違
和
感
、
希
望
の
な
い
違
和
感
、
安
寧
で
な
い
違
和
感
な
ど
の

感
情
に
包
囲
さ
れ
る
と
、
笑
う
こ
と
に
よ
っ
て
場
面
を
転
換
し
よ
う

と
す
る
の
が
人
間
一
般
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
滑
稽
性
に
形
而
上
的

な
深
い
愛
し
さ
を
感
じ
る
。

あ
か
ゾ
り
や
飯
欲
り
突
け
ば
猿
の
顔

石
橋
秀
野『

桜
濃
く
』

昭
和
二
十
二
年
一
月
の
作
で
「
自
噸
」
の
前
書
き
が
あ
る
。
昭
和

二
十
二
年
九
月
二
十
六
日
没
。
三
十
九
歳
。
山
本
健
吉
と
結
婚
、
一

女
を
得
た
が
戦
時
下
の
食
料
、
住
宅
難
に
肺
結
核
を
発
病
、
京
都
宇

多
野
療
養
所
で
没
。
第
一
回
茅
舎
賞
受
賞
。
(
加
藤
椴
都
他
監
修
『
俳

文
学
大
辞
典
』
平
7
・1
0
角
川
書
庖
)

「
あ
か
ゾ
り
」
は
「
あ
か
ぎ
れ
」
の
こ
と
。
戦
後
の
物
資
不
足
の
時

代
は
、
栄
養
も
燃
料
も
不
足
し
て
家
事
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
主
婦
の
手
は
荒
れ
て
あ
か
ぎ
れ
と
な
り
、
治
癒
す
る
間
も
あ
ら

ず
荒
れ
放
題
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
苦
し
ん
だ
。

そ
の
状
況
は
上
野
さ
ち
子
の
『
女
性
俳
句
の
世
界
』
(
平
元
・

1

0
岩
波
書
庖
)
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
引
用
す
る
。
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「
悲
痛
を
滑
稽
に
詠
み
な
そ
う
と
し
て
、
い
よ
い
よ
泣
き
笑
い
に

な
っ
た
作
者
の
表
情
で
あ
る
。
酒
は
お
ろ
か
、
今
日
で
は
想
像

も
つ
か
ぬ
食
料
不
足
が
、
全
国
に
漏
漫
(
ぴ
ま
ん
)
し
て
い
た
。

特
に
都
会
は
ひ
ど
く
、
『
桜
濃
く
』
の
後
半
に
は
、
食
生
活
の

辛
苦
を
詠
ん
だ
句
が
異
常
に
多
く
な
る
。
(
中
略
)
こ
の
頃
、

彼
女
の
病
状
は
相
当
に
進
行
し
て
い
た
。
結
核
の
特
効
薬
と
さ

れ
る
パ
ス
・
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
・
ヒ
ド
ラ
ジ
ッ
ド
な
ど
は
無

論
な
く
、
(
中
略
)
あ
と
の
こ
つ
で
さ
え
当
時
の
秀
野
に
と
っ
て

は
夢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
」
(
同
書
)

と
あ
る
。

さ
ら
に
「
蝉
時
雨
子
は
担
送
車
に
追
ひ
つ
け
ず
」
(
『
桜
濃
き
』
昭

和
二
十
二
年
の
作
)
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
句
に
は
「
七
月
二
十
一

日
に
入
院
」
の
前
書
き
が
あ
る
。

「
置
い
て
行
く
子
に
最
後
ま
で
心
を
残
し
た
母
と
し
て
の
絶
唱

で
あ
る
。
蝉
時
雨
の
季
語
の
働
き
に
つ
い
て
は
今
さ
ら
い
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
(
中
略
)
『
蝉
時
雨
』
の
句
が
事
実
上
の
絶
筆
と
な
っ

た
。
」
(
同
書
)

と
そ
の
悲
痛
の
核
心
を
記
し
て
い
る
。

同
年
九
月
二
十
六
日
没
で
あ
る
か
ら
そ
の
二
ヶ
月
ほ
ど
前
の
句
で
あ

り
、
ま
た
「
あ
か
ゾ
り
や
」
の
句
が
同
年
一
月
の
作
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
見
れ
ば
、
こ
の
間
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
俳
句
を
作
る
状
況

に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
秀
野
の
俳
句
に
対
す
る
強
烈

な
執
念
が
渦
巻
い
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
経
緯
を
知
っ
て
見
る
と
「
あ
か
ゾ
り
」
の
句

に
、
な
お
滑
稽
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど

に
命
の
限
り
苦
し
ん
で
い
る
人
聞
か
ら
生
ま
れ
る
一
旬
に
滑
稽
性
が
感

知
さ
れ
る
と
は
、
俳
句
詩
形
そ
の
も
の
が
非
情
な
器
で
あ
る
か
ら
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

-99ー

「
自
噸
」
と
は
自
己
を
客
観
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
噸
笑
す

る
こ
と
で
あ
る
。
皮
相
的
に
は
そ
の
笑
い
が
こ
の
句
の
俳
譜
性
に
通
じ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
こ
の
句
の
滑
稽
性
は
、
秀

野
の
命
を
削
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な

笑
い
を
鑑
賞
者
が
悦
ぶ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
「
猿
の
顔
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
皮
相
的
な
「
お
か
し
み
」
が
人

に
譜
譲
的
な
感
銘
を
与
え
る
の
で
は
な
い
。
悲
惨
に
追
い
詰
め
ら
れ
た

人
間
の
人
間
ら
し
く
あ
り
た
い
と
願
う
最
期
の
姿
が
、
滑
稽
と
い
う

良
薬
を
必
要
と
す
る
と
い
う
事
実
、
そ
こ
に
不
思
議
な
感
動
を
呼
び

覚
ま
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
滑
稽
性
は
ど
こ
ま



で
も
現
状
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
希
望
を
生
み
出
す
光
源
で
あ
る
こ

と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
れ
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
秀
野
は
、
自
噸
に

よ
っ
て
悲
劇
的
心
情
を
滑
稽
の
領
域
に
投
げ
込
み
、
そ
こ
か
ら
返
さ

れ
る
感
触
に
自
己
の
存
在
を
確
か
め
た
か
っ
た
の
で
な
い
か
。
そ
の
信

頼
性
を
俳
句
構
造
の
機
能
に
置
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
句
の
悲
劇
性
を
面
白
く
挑
め
ら
れ
る
被
対
象
は
他
人
で
は
な

い
。
自
分
自
身
で
あ
る
。
他
人
の
非
情
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
く
、

自
己
の
命
と
も
う
一
人
の
自
己
と
の
隔
絶
聞
を
凝
視
し
て
滑
稽
的
に

自
己
を
突
き
放
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
悲
劇
性
に
見
ら
れ

る
滑
稽
性
は
決
し
て
微
笑
を
生
み
は
し
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
掲

句
は
、
滑
稽
性
の
振
幅
の
広
さ
と
定
型
俳
句
の
器
の
深
さ
を
提
示
し

て
い
る
句
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

遠
蛙
酒
の
器
の
水
を
呑
む

石
川
桂
郎

『
含
差
』

病
臥
の
た
め
に
黄
瀬
戸
の
ぐ
い
呑
み
が
、
水
飲
み
用
に
使
わ
れ
た
。

こ
の
水
は
直
ち
に
末
期
の
水
を
想
像
さ
せ
る
。
蛙
の
姿
の
滑
稽
感
は

寂
し
い
遠
蛙
の
声
に
変
わ
る
。

作
者
は
自
注
の
中
で
、

「
酒
の
器
に
満
た
さ
れ
る
唯
の
水
の
色
を
見
る
の
は
辛
か
っ
た
。

(
中
略
)
酒
の
器
に
水
を
た
す
の
は
遣
瀬
な
さ
で
も
お
い
て
け
ぼ

り
で
も
な
い
。
ま
し
て
孤
独
感
な
ん
て
仰
山
な
も
の
で
も
な
い
。

そ
れ
は
底
な
し
の
滑
稽
感
で
あ
っ
た
の
に
気
付
い
た
・
・
・
・
・
」

(

沢

木

欣

一

編

『

近

代

俳

人

』

桜

楓

社

執

筆

者
細
川
加
賀
)

昭
4
8
・
l

と
述
べ
て
い
る
。

酒
好
き
の
作
者
に
は
辛
い
状
況
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
こ

に
滑
稽
を
感
じ
た
と
い
う
。
俳
句
作
者
と
し
て
の
痛
ま
し
く
、
ほ
ほ

え
ま
し
い
江
戸
っ
子
の
心
意
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
そ
れ
は
底
な
し
の

滑
稽
感
で
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
は
、
回
復
の
見
込
み
の
な
い
こ
と
を

知
っ
て
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
俳
人
と
し
て
の
究
極
の
幹
持
が
思
わ
れ
る
。

繰
り
返
し
て
も
な
お
岨
唱
し
き
れ
な
い
生
へ
の
執
着
を
捨
て
、
死
に
対

す
る
恐
怖
と
の
血
み
ど
ろ
の
闘
い
に
も
疲
れ
果
て
、
つ
い
に
自
己
に
残

さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
だ
と
知
っ
た
唯
一
の
も
の
、
そ
れ
が
掌
中
の
滑
稽

感
で
あ
っ
た
い
う
。
酒
豪
の
作
者
に
そ
れ
を
悟
ら
せ
た
の
は
、
他
で
も

な
い
、
と
も
に
人
生
を
過
し
て
来
た
愛
用
の
酒
の
器
で
あ
っ
た
。
手
に

唇
に
親
し
ん
だ
そ
の
器
は
、
気
付
け
ば
、
此
岸
の
す
べ
て
の
物
に
対
す

る
執
着
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
名
句
は
一
編
の
小
説
に
匹
敵
す
る
と
言
わ

れ
る
が
、
そ
れ
を
肯
え
る
よ
う
な
句
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

滑
稽
感
の
包
含
す
る
振
幅
の
ひ
ろ
が
り
は
想
像
を
超
え
て
い
る
。
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裏
返
る
亀
思
ふ
ぺ
し
鳴
け
る
な
り

石
川
桂
郎

『
四
温
』

こ
の
作
者
は
「
遠
蛙
酒
の
器
の
水
を
呑
む
」
と
も
詠
ん
で
い
る
。
「
裏

返
る
亀
が
鳴
く
」
は
病
臥
の
苦
し
さ
を
滑
稽
性
の
領
域
に
投
げ
込
ん

で
い
る
。
苦
渋
の
状
況
を
ひ
ね
り
の
な
い
素
直
な
方
法
を
も
っ
て
表
現

し
て
い
な
い
。
深
い
孤
絶
感
を
、
亀
自
ら
は
手
の
施
し
よ
う
の
な
い
裏

返
る
状
況
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
歪
ま
せ
て
伝
え

よ
う
と
す
る
。
そ
の
方
法
は
悲
壮
感
よ
り
も
滑
稽
感
を
引
き
出
し
て

く
る
。
そ
の
譜
譲
的
表
現
に
幻
惑
さ
れ
た
読
者
は
、
ひ
と
と
き
皮
肉

な
お
か
し
み
に
微
笑
ん
で
み
る
。
し
か
し
再
読
三
読
す
れ
ば
そ
の
微
笑

み
は
失
せ
、
生
を
諦
め
ね
ば
な
ら
な
い
極
点
に
立
つ
人
心
の
深
い
淵
を

覗
か
さ
れ
る
。
仏
心
も
ア
ニ
ミ
ズ
ム
も
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
欲
望
の
あ
り

方
も
総
動
員
し
て
創
造
力
を
働
か
せ
、
つ
い
に
事
の
重
大
性
に
読
者

は
口
を
つ
ぐ
む
の
で
あ
る
。
皮
相
的
に
は
病
臥
の
姿
を
白
噸
的
に
提

示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
自
ら
慰
め
よ
う
も
な
い
哀
し
さ
を
亀
が

鳴
く
と
い
う
季
語
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
滑
稽
感
を
見

せ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
実
は
、
此
岸
と

彼
岸
の
両
岸
を
凝
視
し
て
い
る
最
期
の
眼
光
を
隠
し
て
は
い
な
い
。
そ

こ
に
作
意
が
働
い
て
い
る
と
見
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
切
実
で
あ
ろ
う
。

戯
画
的
な
姿
の
滑
稽
性
に
素
直
に
感
銘
を
受
け
て
い
れ
ば
い
い
の
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
お
け
る
戯
画
的
表
現
は
、
自
ら
の
命
と
対
崎
す
る
赤

裸
々
な
姿
を
投
げ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
と
の
懐
か
し
い
鮮
を
断
と

う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

烏
ぐ
も
り
子
が
嫁
し
て
あ
と
妻
残
る

安

住

敦

『
午
前
午
後
』

慶
び
と
寂
し
さ
が
交
錯
す
る
親
の
心
理
は
複
雑
で
あ
る
。
嫁
し
た

寂
し
さ
は
日
毎
に
つ
の
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
状
況
に
負
け
ず
、
老
い
と

闘
い
、
閑
散
な
家
の
寂
し
さ
と
も
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
春
に

北
へ
帰
る
渡
り
鳥
を
仰
ぐ
寂
し
さ
は
、
娘
の
い
な
い
空
っ
ぽ
の
部
屋
に

入
っ
て
辺
り
を
見
回
す
寂
し
さ
と
同
量
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
と

妻
残
る
、
と
表
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
寂
し
さ
が
一
挙
に
明
る
い
お

か
し
み
へ
と
変
わ
っ
た
。
残
さ
れ
た
こ
人
の
寂
し
い
ば
か
り
で
は
な
い

明
日
が
あ
る
と
い
う
、
希
望
へ
の
転
移
で
あ
る
。
妻
残
る
と
は
夫
も
残
っ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
妻
と
い
う
一
字
が
表
わ
し
て

い
る
。
子
と
い
え
ば
親
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
子

と
親
と
の
い
ず
れ
か
が
不
要
の
言
葉
と
な
る
。
こ
こ
に
省
略
の
面
白

さ
と
難
し
さ
が
あ
る
。
俳
句
は
夫
を
詠
ま
ず
夫
を
想
像
さ
せ
る
手
法

を
と
る
。
十
七
音
は
こ
う
し
て
一
字
さ
え
不
要
を
許
さ
な
い
。

散
文
で
、
「
子
が
嫁
に
行
き
ま
し
た
の
で
妻
が
残
り
ま
し
た
」
と
言
つ
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た
と
す
れ
ば
、
滑
稽
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ば
か
ば
か
し
さ
は
、
常
軌

を
逸
し
た
人
の
発
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
お
か
し
み
や
滑
稽
の
範
鳴
を

外
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
俳
句
に
子
が
嫁
し
て
妻
残
る
、
と
言
わ
れ
て

見
る
と
、
な
る
ほ
ど
淋
し
く
な
り
ま
し
た
ね
え
、
と
残
さ
れ
た
親
の

心
を
お
も
ん
ば
か
り
、
そ
の
顔
色
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
寂
し
さ
を
共
有

す
る
。
そ
し
て
老
夫
婦
を
い
と
お
し
い
眼
差
し
で
見
つ
め
な
が
ら
、
哀

し
み
と
あ
た
た
か
な
お
か
し
み
を
混
交
し
て
呑
み
込
む
こ
と
に
な
る
。

し
ぐ
る
、
や
萌
葱
冷
え
て
瞬
の
上

正
岡
子
規

病
中
吟
で
あ
る
が
、
自
分
の
瞬
間
を
意
識
し
な
が
ら
、
無
造
作
に
言

い
放
っ
た
と
こ
ろ
、
子
規
独
特
の
お
と
ぼ
け
趣
味
で
あ
る
。
病
気
の

苦
痛
を
直
接
訴
え
ず
、
瞬
の
上
に
置
か
れ
た
商
務
の
冷
え
を
一
言
う
こ

と
で
間
接
に
状
況
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
俳
譜
化
の
方
法
が
あ
る
。

子
規
は
脊
髄
を
冒
さ
れ
て
明
治
二
十
九
年
に
は
歩
行
の
自
由
を
欠
き
、

長
く
病
床
に
臥
す
身
と
な
っ
た
。

子
規
の
散
文
は
ど
れ
も
明
る
く
、
前
向
き
な
文
章
で
満
た
さ
れ
て

い
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
激
痛
に
耐
え
る
た
め
の
絶
叫
の
場
面
、

鋭
利
な
刃
物
で
自
ら
を
傷
め
た
い
と
吐
露
す
る
場
面
な
ど
の
悲
劇
に

対
し
て
、
不
思
議
に
詠
嘆
の
湿
り
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
そ
れ
は
子
規

独
特
の
明
る
く
強
靭
な
性
格
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
加
え
て
掲
句

に
見
ら
れ
る
滑
稽
感
は
、
定
型
俳
句
独
特
の
効
用
を
実
現
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
蒲
甜
拐
を
冷
や
し
瞬
の
上
に
置
く
行
為
、
そ
れ
も
あ
の

大
子
規
が
、
大
真
面
目
で
そ
の
状
態
に
臥
し
て
い
る
風
景
を
想
像
す

れ
ば
、
こ
の
句
の
滑
稽
感
に
つ
い
て
詳
述
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
句
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
味
わ
え
ば
十
分
で
あ
る
。
た
だ
定

型
俳
句
が
、
こ
う
し
た
滑
稽
性
を
飲
み
込
む
器
で
あ
る
こ
と
は
認
識

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
石
川
桂
郎
の
句
境
と
比
較
考
慮
し
て
み
れ
ば
、

滑
稽
性
の
振
幅
の
両
端
が
見
え
て
く
る
。

見
え
ぬ
眼
の
方
の
眼
鏡
の
玉
も
拭
く

日
野
草
城

『
人
生
の
午
後
』
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長
く
病
床
に
あ
る
草
城
は
昭
和
二
十
六
年
緑
内
障
を
患
い
右
眼
の

視
力
を
失
っ
た
。
一
般
的
に
は
見
え
な
い
方
の
眼
鏡
は
不
要
な
は
ず
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
眼
を
も
っ
て
い
た
過
去
の
自
分
に
還
っ
て

い
る
。
他
人
か
ら
観
れ
ば
、
見
え
な
い
側
の
眼
鏡
を
拭
い
て
い
る
姿
は
、

哀
れ
で
あ
る
と
同
時
に
滑
稽
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
滑
稽

感
は
他
人
の
冷
酷
な
感
情
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
眼
鏡
を
拭
い
て
い
る

悲
哀
の
姿
を
一
つ
の
物
体
と
し
て
眺
め
て
い
る
他
人
が
存
在
す
る
。
他

人
に
と
っ
て
こ
の
情
景
は
、
小
動
物
が
懸
命
に
自
分
の
身
体
を
繕
っ
て

い
る
姿
に
似
て
、
愛
し
い
お
か
し
み
の
感
情
を
誘
発
す
る
。
こ
の
滑
稽



俳句における滑稽性

俳感
句も
に問
お違
けい
るな
滑く
稽定
性型
の.(:s:
不局
思か
議ら
を生
見ま
るれ
思た

が写
すあ

モ眠

も

(2)
定
型
の
滑
稽
性

戦
後
の
俳
句
に
つ
い
て
熱
い
論
争
の
時
期
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
詳
細

を
赤
城
さ
か
え
の
『
戦
後
俳
句
論
争
史
』
(
平
2
・2
青
磁
社
)
に
よ
っ

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
に
次
の
句
に
つ
い
て
の

波
止
影
夫
の
興
味
あ
る
文
章
が
あ
る
の
で
引
用
す
る
。

「
虹
の
ぼ
り
ゆ
き
中
天
を
く
だ
り
ゆ
き
誓
子

散
文
で
は
内
容
に
滑
稽
が
な
け
れ
ば
人
を
笑
は
す
事
は
出
来
な

い
が
、
俳
句
で
は
内
容
は
全
く
面
白
く
な
い
事
で
も
定
型
で
表

現
さ
れ
る
と
生
き
て
き
て
、
滑
稽
に
な
っ
て
く
る
と
い
ふ
事
は
見

の
が
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
に
定
型
の
秘
密
が
あ
り
、
運

命
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
」

山
口

と
書
い
て
い
る
。

虹
の
半
円
を
目
で
辿
っ
て
、
そ
の
印
象
を
写
実
的
に
表
現
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
何
故
俳
句
の
作
品
と
な
り
得
る
の
か
と
問
う

て
い
る
。
そ
の
回
答
は
俳
句
の
定
型
と
い
う
所
与
の
形
式
に
あ
る
と
す

る
。
表
現
さ
れ
た
十
七
音
外
に
あ
る
広
く
深
い
暗
示
の
世
界
に
接
す

る
't'、-
lどと
波に
止よ
影ヱ
夫会
は霊

存言
語互
を雇
い語
るな
。面

白
さ
で
あ
る

い
な
び
か
り
北
よ
り
す
れ
ば
北
を
見
る

橋
本
多
佳
子

『
紅
綜
』

「
こ
の
句
は
俳
句
的
な
最
も
滑
稽
の
句
で
あ
る
。
こ
の
句
い
な
び

か
り
に
面
し
て
悲
し
い
と
も
淋
し
い
と
も
言
は
な
い
。
驚
と
ま
で

言
へ
な
い
驚
が
あ
る
。
北
よ
り
す
れ
ば
北
を
見
ざ
る
を
得
な
い
所

に
人
間
の
淋
し
さ
が
あ
り
悲
し
さ
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
淋
し
さ

悲
し
さ
と
言
い
切
っ
て
了
っ
て
も
何
か
そ
れ
以
上
に
面
白
さ
が
顔

を
出
す
。
(
中
略
)
一
所
懸
命
で
生
真
面
目
に
い
き
り
立
っ
て
ゐ

る
程
、
定
型
で
あ
る
限
り
益
々
滑
稽
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
結

果
に
な
っ
て
ゐ
る
の
は
定
型
は
幾
ら
現
実
を
リ
ア
リ
ズ
ム
の
線
に

表
現
せ
ん
と
し
て
も
、
現
実
そ
の
も
の
は
必
ず
定
型
の
枠
が
頑

張
っ
て
ゐ
る
限
り
、
所
謂
俳
句
的
現
実
と
し
て
、
現
実
か
ら
は

幾
ら
か
ず
れ
た
ゆ
が
ん
だ
も
の
と
し
て
し
か
表
現
で
き
な
い
結
果

に
な
る
。
だ
か
ら
し
て
俳
句
と
現
実
的
な
も
の
と
の
聞
の
ず
れ

を
感
ず
る
人
に
滑
稽
を
呼
び
起
す
の
で
あ
る
。
」
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俳
句
の
定
型
が
表
出
す
る
不
思
議
な
滑
稽
性
は
、
眼
前
の
対
象
で

あ
る
現
実
と
、
俳
句
十
七
音
に
表
記
さ
れ
た
作
品
上
の
対
象
と
の
間



に
横
た
わ
る
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
生
ま
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
俳
句
の
短
さ
が
宿
命
的
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
不
足
す

る
表
現
を
補
う
た
め
に
、
切
れ
字
を
使
い
、
ひ
ね
り
を
効
か
せ
、
譜

譲
の
力
を
借
り
よ
う
と
工
夫
す
る
。
眼
前
の
事
実
と
作
品
上
の
現
実

と
の
聞
に
描
か
れ
る
涙
れ
現
象
が
、
か
え
っ
て
冷
徹
に
事
の
核
心
を
見

せ
て
思
わ
ぬ
滑
稽
性
が
渉
み
出
る
。
単
に
直
情
的
な
表
現
よ
り
も
、

む
し
ろ
適
度
に
曲
折
の
あ
る
表
現
に
滑
稽
性
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
譜
語
的
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
現
実
か
ら
は
幾
ら
か

ず
れ
た
ゆ
が
ん
だ
も
の
と
し
て
し
か
表
現
で
き
な
い
結
果
に
な
る
。
」

そ
し
て
「
俳
句
と
現
実
的
な
も
の
と
の
間
の
ず
れ
を
感
ず
る
人
に
滑

稽
を
呼
ぴ
起
す
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
と
な
っ
て
表
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

蔓

踏

ん

で

一

山

の

露

動

き

け

り

原

石

鼎

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
二
年
十
一
月
号

蔓
の
端
を
鯖
ん
で
一
山
の
露
が
動
く
と
は
大
袈
裟
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
れ
こ
そ
が
定
型
俳
句
に
許
さ
れ
る
象
徴
的
、
断
定
的
表
現
で

あ
り
、
定
型
の
効
用
で
あ
る
。
大
言
壮
語
の
譜
譲
性
を
取
り
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
帯
を
埋
め
尽
く
す
蔓
の
生
命
力
に
対
す
る
驚
き
を
的

確
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
上
か
ら
一
寸
飛
躍
す
る
発
想
に

よ
っ
て
、
つ
ま
り
現
実
か
ら
詩
の
世
界
へ
ほ
ん
の
少
し
飛
べ
ば
、
滑
稽

性
が
生
れ
て
く
る
と
い
う
例
証
句
で
あ
る
。
す
べ
て
論
理
に
よ
る
正
確

な
指
摘
よ
り
も
、
蔓
の
生
命
力
や
そ
の
空
間
的
広
が
り
の
臨
場
感
を

伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
一
山
の
露
が
動
い
た
と
大
袈
裟
に
感

じ
た
の
は
、
踏
む
こ
と
に
よ
る
影
響
力
が
想
像
を
は
る
か
に
越
え
た

驚
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
驚
き
の
大
き
さ
が
、
一
山
に
象
徴

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
を
超
え
た
感
覚
的
飛
躍
が
、
大
袈
裟

な
表
現
と
な
り
、
そ
こ
に
定
型
俳
句
の
構
造
上
の
機
能
が
有
効
に
働

き
滑
稽
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

か
な
/
¥
の
か
な
/
¥
と
な
く
夕
か
な

清
崎
敏
郎

『
安
一
房
上
総
』
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夕
べ
に
澄
ん
だ
鯛
の
声
が
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い

て
い
る
。
そ
の
鳴
き
声
は
美
し
い
哀
愁
に
満
ち
て
い
る
。
鯛
は
声
と
と

も
に
秋
の
季
節
的
寂
し
さ
の
象
徴
で
も
あ
る
。
か
な
か
な
と
鳴
き
戸

を
た
だ
繰
り
返
す
こ
と
の
他
は
、
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
そ

の
声
と
、
秋
の
季
節
感
と
に
よ
っ
て
寂
し
さ
を
象
徴
的
に
伝
え
て
い
る
。

例
え
ば
、
あ
る
人
は
、
夕
日
に
染
ま
る
池
の
向
こ
う
の
里
山
に
鳴
く

鯛
に
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
記
憶

を
辿
る
糸
口
に
は
、
掲
句
の
か
な
か
な
の
繰
り
返
し
が
あ
れ
ば
充
分



俳句における滑稽性

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
省
略
と
単
純
化
は
深
く
広
い
余
情
を
生
む

こ
と
と
な
る
に
違
い
な
い
。
定
型
俳
句
に
よ
る
省
略
と
一
点
に
集
中
す

る
単
純
化
に
よ
っ
て
、
表
現
の
面
白
み
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
。

内
容
は
寂
し
く
と
も
そ
の
表
現
が
余
裕
を
生
み
、
さ
さ
や
か
な
微
笑

み
に
似
た
滑
稽
感
を
伝
え
る
こ
と
が
あ
る
。
寂
し
さ
と
同
時
に
、
鯛

に
対
す
る
い
と
し
さ
と
を
感
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
微
笑
を
も
ら
す
こ
と

に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
な
か
な
は
、
た
だ
単
純
に
、
か
な
か
な
と
鳴

く
し
か
な
い
の
だ
と
断
定
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哀
し
い
状
況
に

微
笑
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
舌
足
ら
ず
と
思
わ
れ
る
定

型
俳
句
が
短
詩
形
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ど
こ
か
ら
か
お
か
し
み
が
渉
み

出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

リ
リ
リ
リ
リ
チ
チ
リ
リ
リ
リ
チ
チ
り
り
と
虫

原

月

舟

『
月
舟
俳
句
集
』

澄
明
な
虫
の
音
を
カ
タ
カ
ナ
と
ひ
ら
が
な
の
羅
列
で
表
わ
し
た
面

白
き
で
あ
る
。
明
ら
か
に
面
白
さ
は
内
容
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
表
記
に
あ
る
。
子
供
の
こ
ろ
の
記
憶
の
中
に
眠
っ
て
い
た
虫
の
音
と
、

眼
前
の
虫
の
音
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
起
こ
る
重
層
性
を
楽
し
ま
せ

る
。
ま
た
十
七
音
の
許
す
範
囲
で
最
大
量
の
仮
名
を
用
い
て
、
虫
の

本
性
を
表
記
の
面
白
さ
で
伝
え
て
い
る
。
深
い
閣
の
幻
想
性
に
音
楽

的
効
果
が
重
な
っ
て
、
再
読
三
読
す
れ
ば
、
愁
思
の
深
み
に
骸
ま
っ
て

ゆ
く
よ
う
な
臨
場
感
が
あ
る
。
定
型
俳
句
の
十
七
音
表
示
を
工
夫
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
滑
稽
性
の
領
域
に
、
鑑
賞
者
を
導

き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
例
証
で
あ
ろ
う
。

(3)
内
容
の
滑
稽
性

摩
天
楼
よ
り
新
緑
が
パ
セ
リ
ほ
ど

鷹
羽
狩
行

『
遠
岸
』

ま
ず
、
川
名
大
『
現
代
俳
句
』
(
平
1
3
・6
ち
く
ま
学
芸
文
庫
)

に
書
か
れ
た
文
章
を
引
用
し
て
み
る
。

A
U
 

「
鷹
羽
狩
行
の
作
風
の
特
徴
で
あ
る
斬
新
な
見
立
て
や
比
喰
を

駆
使
し
た
歯
切
れ
の
よ
さ
、
現
代
的
感
覚
が
端
的
に
発
揮
さ
れ

た
代
表
句
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
五
番
街
に
蛇
立
す
る
摩
天

楼
(
エ
ン
バ
イ
ア
ス
テ
1
ト
ビ
ル
)
の
展
望
台
か
ら
傭
服
し
た
公

園
の
新
緑
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
れ
を
一
つ
ま
み
ほ
ど
の
パ
セ
リ
と

見
立
て
た
も
の
だ
が
、
背
景
に
は
五
番
街
に
吃
立
す
る
高
層
ビ

ル
群
の
圧
倒
的
な
物
量
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
物
質
文
明
を
象

徴
す
る
巨
大
な
量
塊
を
背
景
に
し
た
一
片
の
パ
セ
リ
ほ
ど
の
新
緑

の
対
照
が
鮮
や
か
だ
。
」



と
あ
る
。

続
け
て
、
新
緑
と
パ
セ
リ
の
関
係
に
つ
い
て

「
鷹
羽
は
こ
の
句
を
自
解
し
て
『
私
の
句
意
は
(
パ
セ
リ
ほ
ど
の

分
量
)
と
い
う
こ
と
で
(
パ
セ
リ
の
ご
と
く
)
で
は
な
い
』
と
書

いた。」

と
紹
介
し
て
い
る
。

更
に
、「

現
代
文
明
が
築
い
た
典
型
的
な
都
市
風
景
の
一
働
を
斬
新
な
エ

ス
プ
リ
で
描
き
出
し
た
句
で
あ
り
、
そ
の
新
鮮
さ
は
古
び
て
い
な

い
。
国
際
化
が
進
ん
だ
現
在
の
海
外
俳
句
の
出
発
を
な
す
句
で

も
あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
圧
倒
的
な
高
さ
と
物
量
に
対
し
て
、
一
握
り
の
パ
セ

リ
と
い
う
天
と
地
の
差
の
比
較
。
羽
を
付
け
て
高
層
か
ら
パ
セ
リ
ほ
ど

の
新
緑
へ
向
っ
て
、
降
り
立
つ
よ
う
な
宇
宙
的
体
感
を
覚
え
る
。
ス
ケ
ー

ル
の
巨
大
さ
に
平
生
味
わ
え
な
い
俳
味
、
滑
稽
性
の
快
感
を
味
わ
う

こ
と
が
で
き
る
。
発
想
の
斬
新
さ
を
定
型
俳
句
に
表
現
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
エ
ス
プ
リ
や
滑
稽
性
の
概
念
の
幅
を
大
き
く
広
げ
た
作
品

だ
と
思
わ
れ
る
。

行
く
秋
の
鐘
っ
き
料
を
取
り
に
来
る
正
岡
子
規

「
檀
家
で
は
な
い
が
、
お
寺
の
鐘
の
響
く
範
囲
を
半
径
と
し
て
描

か
れ
た
円
内
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
、
一
種
の
連
帯
の
感
情
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
さ
さ
や
か
な
額
だ
ろ
う
が
、
落
語
に
言
う
鰻
屋
の

匂
い
代
と
違
っ
て
、
自
然
で
あ
り
、
詩
趣
が
あ
る
。
(
中
略
)
大

気
の
澄
ん
だ
晩
秋
は
、
鐘
の
声
の
冴
え
る
季
節
で
あ
る
。
」
(
山

本
健
吉
『
新
版
現
代
俳
句
上
』
平
5

・6
角
川
書
庖
)
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か
つ
て
の
お
お
ら
か
な
庶
民
生
活
が
見
え
て
豊
か
な
気
持
ち
を
抱
か
せ

て
く
れ
る
。
徴
収
し
て
歩
く
と
言
う
の
も
滑
稽
で
あ
る
が
、
気
持
ち

よ
く
出
す
町
民
も
愉
快
な
住
人
で
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
情
で
あ

れ
ば
俳
句
の
独
自
的
側
面
が
や
わ
ら
か
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
表
現

の
背
後
に
対
者
を
意
識
し
情
愛
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

九
九

娘
と
は
嫁
し
て
他
人
よ
更
衣

『
春
雷
』

星
野
立
子

水
飯
の
ご
ろ
/
¥
あ
た
る
箸
の
先

星
野
立
子



俳句における滑稽性

『
続
立
子
句
集
第
一
』

烏
ぐ
も
り
子
が
嫁
し
て
あ
と
妻
残
る

安

住

敦

『
午
前
午
後
』

実
家
に
来
て
話
す
娘
は
、
す
っ
か
り
嫁
ぎ
先
の
人
に
成
り
切
っ
て
い

る
。
日
常
生
活
の
現
実
を
表
白
し
た
お
も
し
ろ
さ
。
ど
の
親
も
安
堵

と
淋
し
さ
に
共
感
し
て
微
笑
ん
で
い
る
姿
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

水
飯
の
句
も
烏
ぐ
も
り
の
句
も
、
哀
し
み
と
面
白
さ
が
混
交
し
て

い
る
。
負
の
中
に
あ
り
な
が
ら
何
と
な
く
面
白
い
。
こ
れ
ら
の
句
は

日
常
生
活
の
実
感
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
「
ご
ろ
ご
ろ
」
や
「
妻
残
る
」

と
い
う
譜
語
的
な
把
握
が
面
白
み
を
補
填
し
て
い
る
。
正
と
負
と
の

混
交
の
中
か
ら
滑
稽
性
の
味
わ
い
が
よ
り
強
い
印
象
を
与
え
る
の
は
、

俳
句
形
式
の
持
つ
ひ
ね
り
の
効
用
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

日
輪
は
胡
桃
の
花
に
ぶ
ら
さ
が
る

山
口
青
郁

『
冬
青
空
』

日
輪
が
何
か
に
ぶ
ら
下
が
る
と
い
う
視
点
、
発
想
は
俳
句
で
な
け

れ
ば
湧
い
て
こ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
ま
り
目
立
た
な
い
緑
色

の
胡
桃
の
花
が
枝
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
り
ま
え
の
景

色
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
の
で
は
俳
句
に
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
一
ひ
ね
り
す
る
。
枝
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
胡
桃
の
花
に
夏
の
日

が
当
た
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
日
輪
が
胡
桃
の
花
一
つ
づ
っ
に
張
り
付

い
て
枝
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
い
う
把
握
。
し
か
し
、

ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
、
と
は
言
わ
な
い
。
「
ぶ
ら
さ
が
る
」

と
断
定
す
る
と
こ
ろ
が
俳
譜
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
断
定
を
許
容
す

る
と
こ
ろ
が
定
型
俳
句
の
特
徴
で
あ
る
。
俳
句
の
器
は
ま
こ
と
に
広

く
深
く
て
容
量
が
大
き
い
。
日
輸
の
宇
宙
的
容
量
と
胡
桃
の
容
量
の

対
比
も
俳
譜
の
面
白
き
で
あ
る
。
胡
桃
の
枝
が
日
輸
を
ぶ
ら
下
げ
て
、

風
に
揺
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
み
る
と
そ
の
滑
稽
性
は
俳
句

独
特
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
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(4)
言
葉
の
滑
稽
性

こ
と
し
ぎ
け

と
つ
く
ん
の
あ
と
と
く
と
く
と
今
年
酒

鷹
羽
狩
行『

第
九
』

自
解
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
こ
の
句
は
、
嘆
覚
で
は
な
く
、
聴
覚
に
訴
え
ら
れ
た
新
酒
の
よ

ろ
こ
び
を
詠
ん
だ
。
徳
利
か
ら
酒
を
注
ぐ
時
の
『
と
く
と

く
:
:
』
と
い
う
音
の
第
一
声
が
『
と
つ
:
・
・
く
ん
』
と
聞
こ
え
、



つ
づ
い
て
『
と
く
と
く
・
・
・
・
』
に
移
っ
た
。
」

(
『
自
選
自
解
鷹
羽
狩
行
句
集
』
平
4
・
9
白
嵐
社
)

酒
の
芳
香
よ
り
も
、
注
が
れ
る
音
に
よ
り
強
く
感
応
し
た
句
で
あ

る
が
、
言
葉
の
面
白
き
ゃ
新
鮮
さ
は
音
に
出
る
。
殊
に
、
か
な
は
意

味
の
な
い
音
声
で
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
を
連
ね
た
掲
句
は
、

か
な
の
機
能
が
最
大
限
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
今
年
酒
の
芳
香

を
味
わ
い
な
が
ら
、
ふ
と
つ
ぶ
や
い
た
慶
び
の
詩
で
あ
り
、
自
ら
発
し

た
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
深
い
快
感
に
浸
っ
て
ゆ
け
る
よ
う
で

あ
る
。
平
易
な
か
な
の
本
質
的
美
音
を
並
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
常
的
に
経
験
す
る
酒
の
場
の
慶
び
を
、
リ
ズ
ム
に
の
っ
た
音
に
よ
っ

て
象
徴
的
に
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
は
、
そ
の
配
列
・
表

記
に
よ
っ
て
豊
か
な
面
白
み
を
創
作
し
得
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

い
っ
つ
い
い
っ
た
い
い
ち
か
れ
の
び
と

一
対
か
一
対
一
か
枯
野
人
鷹
羽
狩
行
『
平
遠
』

「
枯
野
を
一
人
歩
い
て
い
る
遠
く
に
二
つ
の
人
影
が
見
え
た
。
そ
れ

を
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
と
思
っ
た
の
は
、
枯
野
が
か
も
し
だ
す
索
漠

た
る
孤
独
感
ゆ
え
の
人
恋
し
さ
の
せ
い
だ
ろ
う
。
(
中
略
)
人
に

よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
深
読
み
し
て
、
仲
の
よ
い
『
一
対
』
が
互
い

に
争
う
『
一
対
一
』
に
な
り
、
ま
た
『
一
対
』
に
戻
る
・
・
・

な
ど
と
い
う
よ
う
な
果
て
し
な
い
人
生
行
路
の
象
徴
と
し
て
枯

野
の
二
人
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
と
る
人
も
あ
ろ
う
。
」

(
『
自
選
自
解
鷹
羽
狩
行
句
集
』
)

自
解
に
深
読
み
と
あ
る
よ
う
に
、
俳
句
は
い
ろ
い
ろ
な
想
像
を
許

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
作
品
が
作
者
の
手
を
離
れ
る
と
一
人
歩

き
を
す
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、
作
品
の
世
界
に
対
す
る
想
像
の
自
由

を
容
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鑑
賞
者
の
経
験
も
感
覚
も
さ

ま
ざ
ま
で
あ
り
、
正
確
な
作
品
解
釈
に
よ
っ
て
い
れ
ば
鑑
賞
は
さ
ま

ざ
ま
あ
っ
て
い
い
よ
う
で
あ
る
。

一
対
と
い
う
科
学
用
語
の
よ
う
な
響
き
が
、
詩
形
に
依
る
と
た
ち

ま
ち
詩
の
世
界
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
き
、
さ
ら
に
殺
風
景
な
一
の
言
葉
を
加

え
て
一
対
一
と
姿
を
変
え
、
再
び
詩
の
世
界
に
の
ぼ
っ
て
両
者
が
完
全

な
詩
と
し
て
結
品
す
る
。
そ
し
て
冬
の
季
語
で
あ
る
枯
野
人
と
衝
撃

的
出
遭
い
を
果
す
と
、
索
漠
た
る
孤
独
感
に
ゆ
き
っ
き
、
形
而
上
的

情
趣
を
薫
ら
せ
て
蛇
立
し
た
。
こ
の
詩
の
世
界
は
、
句
の
内
容
の
深

さ
と
、
鮮
明
な
句
の
姿
に
よ
っ
て
斬
新
、
鋭
利
な
言
葉
の
感
覚
が
中

和
さ
れ
、
複
雑
な
人
間
存
在
の
象
徴
が
二
つ
の
人
影
と
な
っ
て
明
快

に
表
出
さ
れ
た
。
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す

ん

ぱ

と

う

じ

ん

た

が

や

寸
馬
と
な
り
豆
人
と
な
り
耕
せ
る
鷹
羽
狩
行
『
五
行
』

「
絵
を
描
く
と
き
の
一
条
件
に
『
寸
馬
豆
人
』
と
い
う
言
葉
が
あ



、にj巴守ー

俳句における滑稽性

る
。
(
中
略
)
こ
れ
が
山
水
画
に
お
け
る
遠
近
法
の
秘
訣
を
述
べ

た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

生
き
て
い
る
人
間
の
労
働
の
辛
さ
か
ら
速
く
は
な
れ
て
、
耕
人

と
耕
馬
を
一
幅
の
画
中
の
対
象
と
し
て
眺
め
た
と
き
、
耕
人
は

人
で
は
な
い
。
『
豆
人
』
と
な
り
、
耕
馬
は
超
現
実
の
『
寸
馬
』

に
な
る
。
(
中
略
)
昭
和
五
十
五
年
以
後
四
回
訪
中
し
た
が
、

そ
の
た
び
に
文
字
通
り
『
寸
馬
豆
人
』
の
実
景
に
接
し
て
、
な

る
ほ
ど
・
・
・
・
・
・
あ
ア
な
る
ほ
ど
・
・
・
・
・
・
と
見
入
っ
た
。
」

(
『
自
選
自
解
鷹
羽
狩
行
句
集
』
)

と
自
解
に
あ
る
。

中
国
の
広
大
な
大
地
に
「
寸
馬
豆
人
」
は
、
こ
れ
以
上
な
い
と
思

わ
れ
る
ほ
ど
鮮
明
な
臨
場
感
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
完
壁
な
表
記

に
言
葉
の
威
光
が
燦
然
と
輝
い
て
い
る
。
ま
た
広
大
な
耕
地
と
い
う

極
大
と
極
小
の
対
比
に
よ
っ
て
言
葉
は
衝
撃
的
な
出
会
い
を
す
る
こ

と
と
な
っ
た
、
寸
馬
豆
人
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
詩
の
精
が
表
出
さ
れ

た
感
が
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
寸
馬
と
い
い
豆
人
と
い
い
、
こ
の
硬

質
な
言
葉
の
塊
が
、
詩
と
い
う
情
感
の
世
界
に
易
々
と
侵
入
し
て
違

和
感
を
持
た
せ
ず
、
人
心
の
深
み
の
琴
線
を
震
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
命
題
を
設
定
す
る
こ
と
自
体
、
こ
の
句
の

不
思
議
な
力
と
良
質
な
譜
語
性
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
。
山
口
誓
子
の
言
う
知
的
感
受
に
見
事
に
合
致
し
た
知
的
表
現

を
実
現
し
、
さ
ら
に
近
代
的
詩
の
世
界
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
さ

ら
に
平
易
な
言
葉
の
並
列
と
交
合
に
よ
っ
て
さ
え
、
俳
句
に
内
在
す

る
不
思
議
な
魅
力
を
表
出
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

せ

き

て

い

い

し

き

ん

さ

ん

ど

ご

り

ゃ

う

石
庭
の
石
の
三
三
五
五
の
涼

鷹
羽
狩
行

『
七
草
』

自
解
に
よ
る
と
、
竜
安
寺
で
の
作
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
。

「
『
三
三
五
五
』
は
人
々
が
連
れ
だ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
行
く
さ
ま
。

ま
た
は
、
あ
ち
こ
ち
に
散
在
す
る
さ
ま
だ
が
、
三
五
が
十
五
と

の
連
想
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
石
庭
に
置
か
れ
た
石
の
姿
そ
の
も
の

の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
(
中
略
)
こ
の
句
は
『
石
庭
の
石
の
三
三

五
五
涼
し
』
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
『
石
庭
・
三
三
五
五
・

涼
』
の
漢
語
の
調
べ
が
生
き
な
い
。
禅
味
あ
ふ
れ
る
枯
山
水
の

h
ゐ
A，

名
園
に
は
『
涼
』
の
読
み
こ
そ
、
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
」

鷹
羽
狩
行
句
集
』
)
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(
『
自
選
自
解

三
五
の
数
詞
が
新
鮮
で
あ
る
。
そ
の
三
五
が
十
五
の
連
想
に
い
た
る

発
想
の
斬
新
さ
に
は
驚
嘆
す
る
。
ま
た
数
字
に
対
す
る
独
特
の
感
性



で
あ
る
。
例
え
ば
句
集
名
、
『
五
行
』
『
六
花
』
『
七
草
』
『
八
景
』
『
第

九
』
『
十
友
』
『
十
一
面
』
『
十
二
紅
』
『
十
三
星
』
『
十
四
事
』
を
見

れ
ば
そ
の
数
字
に
対
す
る
セ
ン
ス
と
噌
好
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
て
「
涼
し
」
は
漢
語
の
調
べ
が
生
き
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
一
旬

の
内
容
・
言
葉
・
全
体
の
調
べ
の
三
点
が
整
合
し
て
初
め
て
秀
句
と

な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
言
葉
の
、
数
字
の
特
異
で
絶
妙
な
並

列
的
刻
印
が
構
成
す
る
詩
的
諮
譲
性
に
は
麻
薬
的
魅
力
が
あ
る
。
そ

こ
に
軽
々
と
吸
い
込
ま
れ
て
陶
酔
し
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
哲
学

的
な
「
三
三
五
五
の
涼
」
は
禅
問
答
の
面
白
き
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

俳
句
に
よ
る
哲
学
的
思
念
の
表
現
に
は
難
解
な
言
葉
な
ど
不
要
で
あ

る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
掲
句
に
は
鑑
賞
者
の
想
像

世
界
を
刺
激
し
て
や
ま
な
い
魅
力
、
面
白
き
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。

淡
雪
や
回
向
と
稲
荷
と
同
じ
路
地

安

住

敦『
歴
日
抄
』

国
民
と
い
う
言
葉
は
そ
の
商
売
の
イ
メ
ー
ジ
を
的
確
に
伝
え
る
。

清
純
の
象
徴
で
あ
る
雪
に
彩
ら
れ
た
路
地
に
、
国
同
と
商
売
の
神
で

あ
る
稲
荷
が
並
ん
で
い
る
。
雪
、
回
白
『
、
稲
荷
の
並
列
で
創
り
出
さ

れ
る
空
間
の
風
趣
は
、
自
然
美
と
神
と
に
挟
ま
れ
て
泰
然
と
存
在
す

る
逗
し
い
人
間
の
欲
望
を
見
せ
つ
け
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
空

聞
は
人
間
存
在
の
混
沌
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
人
間

の
肉
声
が
渦
巻
く
路
地
が
雪
に
よ
っ
て
詩
の
世
界
へ
飛
躍
し
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
俗
な
生
活
の
断
面
を
浄
化
し
詩
の
情
趣
へ
と
昇
華
し
て
ゆ
く

要
素
が
、
淡
雪
と
い
う
季
語
で
あ
っ
た
の
だ
。
淡
雪
と
い
う
季
語
に
よ
っ

て
、
俗
な
人
間
世
界
を
突
き
抜
け
て
、
路
地
も
感
受
し
た
人
間
も
浄

化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
定
型
俳
句
に
お
け
る
季
語
の
絶

大
な
効
用
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
い
時
を
積
み
重
ね
て
、
人
の

詩
心
に
残
し
て
き
た
淡
雪
と
い
う
季
語
の
浄
化
作
用
が
、
定
型
詩
形

を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
質
の
文
学
的
滑
稽
性
を
創
出
し
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

nu 

結

ぴ

こ
れ
ま
で
の
論
述
を
経
て
次
の
三
点
を
も
っ
て
結
び
と
す
る
。

俳
句
は
庶
民
大
衆
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

現
代
俳
句
は
精
神
の
自
由
が
前
提
で
あ
る
こ
と
。

定
型
俳
句
は
滑
稽
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
。

一
俳
句
の
大
衆
性

子
規
の
月
並
俳
句
改
革
も
、
第
二
芸
術
論
に
お
け
る
俳
句
無
用
論



俳句における滑稽性

も
意
に
介
せ
ず
、
平
成
の
世
は
な
お
俳
句
隆
盛
で
あ
る
。
こ
れ
は
俳

句
の
簡
便
き
が
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
連
句
の
難
解

は
大
衆
に
は
向
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
五
七
五

の
十
七
音
の
形
式
が
庶
民
大
衆
の
詩
性
を
、
無
理
な
く
引
き
出
す
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
常
の
言
葉
を
つ
か
つ

て
、
生
活
や
自
然
を
ひ
と
ま
ず
手
軽
に
俳
句
と
し
て
詠
む
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
は
、

精
神
の
自
由
と
表
現
の
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
の

束
縛
は
、
俳
句
定
型
と
い
う
法
則
だ
け
で
あ
る
。

現
代
の
庶
民
生
活
は
、
平
和
と
豊
か
な
社
会
的
条
件
に
満
た
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
上
に
精
神
的
充
足
感
、
自
己
実
現
の
欲
求
が
強
ま
っ

て
い
る
。
現
代
俳
句
の
簡
便
性
は
、
生
活
と
芸
術
の
ほ
ど
よ
い
融
合

を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
欲
求
を
満
た
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
俳
句
の
大
衆
性
は
、
忘
れ
易
い
伝
統
文
芸
を
護
る
こ
と

と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
庶
民
が
人
間
と
し
て
の
詩
性
を
自
覚
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
と
も
に
あ
る
日
常
の
生
に
、
豊
か
な
意
欲

を
穣
ら
せ
る
契
機
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

自
由
へ
の
憧
慣

貞
門
の
煩
雑
な
式
目
に
飽
き
た
庶
民
大
衆
は
詰
屈
な
式
目
か
ら
の

脱
却
を
図
っ
た
。
町
人
を
主
と
す
る
大
衆
の
活
力
は
、
精
神
の
自
由

に
基
づ
く
創
造
の
自
由
を
獲
得
す
る
集
団
的
・
社
会
的
に
広
範
な
力

と
な
っ
て
現
れ
た
。
弾
け
る
よ
う
な
活
力
に
満
ち
た
談
林
の
俳
譜
世

界
が
広
が
り
、
こ
の
活
力
こ
そ
は
俳
句
が
本
来
的
に
内
蔵
す
る
滑
稽

性
を
、
象
徴
的
に
表
面
へ
押
し
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

庶
民
大
衆
は
俳
譜
に
対
す
る
質
よ
り
も
量
と
い
う
価
値
観
を
も
っ

て
伝
統
和
歌
の
美
学
的
・
文
学
的
雅
の
世
界
へ
殴
り
込
み
を
か
け

た
よ
う
な
感
が
あ
る
。
そ
う
し
て
短
期
間
に
文
学
的
価
値
観
が
低

落
す
る
と
い
う
雪
崩
現
象
が
起
こ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
庶
民
大
衆
の
救

い
難
い
本
来
的
体
質
で
あ
っ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。
放
持
な
自
由
と

は
、
そ
う
い
う
庶
民
大
衆
の
卑
俗
な
本
質
を
扶
り
出
す
べ
き
強
力
な

マシ
1
ン
で
も
あ
っ
た
。

庶
民
大
衆
は
当
初
か
ら
、
自
由
の
進
む
べ
き
真
の
方
向
さ
え
認
識

し
て
お
ら
ず
、
放
埼
の
快
感
を
体
感
す
る
た
め
、
た
だ
や
み
く
も
に

五
七
五
を
花
火
の
よ
う
に
打
ち
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も

は
や
俳
譜
の
落
ち
着
い
た
文
学
的
価
値
を
省
み
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
放
埼
な
自
由
を
経
験
し
た
か
ら
こ
そ
得
た
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
滑
稽
性
の
活
力
に
気
付
い
た
こ
と
と
、
放
埼
な
自
由
が

苧
む
破
壊
力
の
危
険
性
を
知
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

自
由
は
一
方
に
お
い
て
、
毒
性
を
伝
播
す
る
危
険
性
を
苧
む
こ
と

を
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
反
面
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
力



を
も
潜
ま
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子

で
あ
り
松
尾
芭
蕉
の
蕉
風
で
あ
っ
た
。
こ
の
優
れ
た
伝
統
文
学
の
根

源
が
、
放
埼
な
自
由
、
そ
れ
も
五
七
五
と
い
う
最
短
詩
形
の
世
界
に

渦
巻
く
自
由
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
和
歌

l
連
歌
!
俳
譜
連
歌
l
俳

諮

l
現
代
俳
句
と
続
く
道
筋
は
、
決
し
て
抹
香
臭
く
古
め
か
し
い
世

界
で
は
な
い
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
放
埼
の
自
由
か
ら
生
ま
れ
た
俳
譜

の
世
界
を
知
る
こ
と
は
、
現
代
俳
句
が
さ
ま
ざ
ま
な
養
分
を
含
む
豊

か
な
詩
の
土
壌
に
育
ま
れ
た
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

定
型
の
滑
稽
性

母
す
で
に
蓮
の
浮
葉
の
寝
嵩
か
な

鷹
羽
狩
行

昭
和
六
十
年
『
八
景
』

こ
の
句
に
つ
い
て
鷹
羽
狩
行
の
自
注
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

宇@。

九
句
』
の

「
『
五
月
、
母
の
病
状
悪
化
の
た
め
三
た
び
尾
道
へ

中
の
一
旬
。

病
院
の
集
中
治
療
室
の
母
は
、
ま
る
で
機
械
の
力
で
生
か
さ
れ

て
い
る
と
い
う
感
じ
で
、
『
一
掬
の
薫
風
母
に
吸
は
せ
た
し
』

の
思
い
切
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
(
中
略
)
昔
、
自
分
を
お
ん
ぶ

し
て
く
れ
た
母
の
背
中
を
、
こ
れ
ほ
ど
暖
か
く
広
い
も
の
は
な
い

と
思
っ
て
い
た
。
母
の
恩
は
海
よ
り
も
深
し
、
と
い
う
言
葉
は

知
ら
な
く
て
も
、
全
身
で
感
じ
て
い
た
。
そ
の
広
大
な
母
の
か

ら
だ
が
、
今
は
痛
々
し
い
ま
で
に
薄
く
な
っ
て
い
た
。
(
中
略
)
『
明

易
き
世
に
覚
め
父
も
母
も
な
し
』
も
尾
道
の
作
で
、
父
は
す
で

に
六
年
前
に
七
十
九
歳
で
死
去
。
」

(
『
自
選
自
解

鷹
羽
狩
行
句
集
』
)

現
代
俳
句
は
、
究
極
の
哀
し
み
さ
え
も
、
こ
の
よ
う
に
寡
黙
に
表

白
す
る
。
否
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
を
持
っ
た
詩
形
で
あ
る
い

う
べ
き
で
あ
る
。
母
の
寝
嵩
を
「
蓮
の
浮
葉
」
と
い
う
俳
句
独
特
の

卓
抜
な
象
徴
を
も
っ
て
、
深
い
哀
し
み
に
詩
性
の
や
わ
ら
か
な
べ
1
ル

を
掛
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
蓮
の
浮
葉
」
の
内
省
力
は
、
哀
し
み
の

余
情
を
さ
ら
に
深
め
る
と
と
も
に
、
一
方
に
お
い
て
、
不
思
議
に
負
の

領
域
か
ら
正
の
領
域
に
転
移
す
る
余
裕
を
感
じ
て
救
わ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
哀
し
み
に
働
突
す
る
姿
は
深
い
哀
し
み
の
表
出
に
ち
が
い
な

い
が
、
少
し
ば
か
り
の
客
観
的
余
裕
と
そ
れ
に
伴
う
正
の
薫
り
が
漂

う
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
深
み
に
沈
ん
だ
哀
し
み
を
味
わ
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ワ臼



俳句における滑稽性

獄
凍
て
ぬ
妻
来
て
わ
れ
に
礼
を
な
す

秋
元
不
死
男

の
句
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、
悲
劇
に
さ
え
あ
る
種
の
お
か
し
み
が
溶

解
し
て
い
る
こ
と
は
現
代
俳
句
の
不
思
議
の
一
つ
で
あ
る
。
滑
稽
な
内

容
を
定
型
俳
句
の
器
に
入
れ
て
滑
稽
性
を
感
知
す
る
の
は
あ
た
り
ま

え
で
あ
る
。
し
か
し
究
極
の
悲
劇
を
入
れ
て
尚
余
裕
ゃ
あ
る
種
の
滑

稽
性
の
薫
り
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
現
代
俳
句

の
定
型
が
内
包
す
る
「
俳
意
」
の
不
思
議
で
あ
り
、
「
滑
稽
性
」
の

不
思
議
な
薫
り
で
あ
る
。

大
学
院

日
本
文
学
研
究
科
平
成
十
九
年
修
了
(
一
期
生
)




