
一
茶
の
方
言
連
句
に
つ
い
て

川

島

つ

ゆ

 
信
濃
方
言
 
独
吟

こ
り
よ
そ
け
へ
い
つ
け
て
置
け
よ
お
年
玉

 
 
何
こ
の
国
で
か
春
風
の
ふ
く

引
か
け
て
ひ
つ
さ
ば
い
て
は
凧
張
て

 
 
ず
ん
べ
ら
ぼ
う
に
ば
か
長
い
町

こ
う
せ
い
な
噺
に
更
る
月
の
秋

 
 
そ
ね
い
に
暗
く
な
く
つ
わ
蝉

ウ

見
せ
い
か
ず
花
火
の
揚
る
そ
れ
揚
る

 
 
 
こ
の
け
ん
ま
く
に
つ
け
ら
れ
し
辱

め
つ
ぼ
う
に
妹
の
か
た
は
器
量
が
よ
い

 
 
う
ら
の
た
ん
ぼ
で
何
か
さ
さ
や
く

お
や
げ
ね
へ
芝
居
の
あ
る
に
雨
が
ふ
る

 
 
 
へ
い
も
の
葉
か
ら
露
の
こ
ろ
げ
る

後
の
月
見
つ
め
て
お
な
べ
は
じ
め
つ
つ

 
 
新
酒
の
出
来
に
た
ま
げ
申
た

こ
げ
た
ま
に
船
に
積
こ
む
今
年
米

 
 
そ
れ
そ
の
ぼ
こ
に
き
も
や
か
せ
る
な

わ
ん
だ
れ
も
さ
う
じ
ゃ
ぞ
花
の
真
盛

 
 
げ
い
う
も
暗
け
ば
が
に
も
這
出
す

ニ
オ御

笑
止
な
こ
ね
へ
に
た
ん
と
草
の
餅

 
 
ち
と
ば
た
待
て
ち
ぢ
ま
っ
て
行
く

せ
つ
な
し
な
て
て
の
な
い
子
を
つ
つ
ば
ら
み

 
 
ご
ん
ぜ
や
く
ほ
ど
な
ほ
つ
の
る
恋

う
ん
ぜ
い
に
夕
立
雨
が
ふ
り
拙
し
た

 
 
ま
っ
ぱ
だ
か
に
て
す
ず
む
縁
先

お
っ
か
な
や
犬
が
三
つ
く
夜
の
道

 
 
へ
い
売
切
っ
た
市
の
く
だ
も
の

と
つ
と
き
の
日
傘
を
さ
し
て
善
光
寺

 
 
ろ
く
に
居
な
が
ら
茶
を
飲
で
出
ろ

煤
じ
み
た
は
ぐ
ろ
の
水
に
月
う
つ
る

 
 
で
い
の
炬
燵
へ
い
ん
で
寝
そ
べ
れ

ニ
ウ米

の
値
を
の
ほ
う
つ
も
な
く
引
上
て

 
 
か
ま
け
な
が
ら
も
 
法
事
つ
と
む
る

が
ん
ち
ょ
う
な
柱
の
見
ゆ
る
台
ど
こ
ろ

 
 
あ
ち
や
一
杯
と
う
け
る
さ
か
づ
き

餓
鬼
ど
も
が
へ
し
折
て
来
る
花
の
枝

 
 
や
み
く
も
に
暗
く
藪
の
う
ぐ
ひ
す
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一
茶
の
方
言
連
句
に
つ
い
て



 
こ
の
独
吟
歌
仙
（
三
十
六
句
形
式
の
連
句
）
は
、
一
茶
の
郷
里
信
州
柏
原
の

近
村
新
郷
村
の
人
で
、
後
に
俳
諮
寺
号
を
継
い
だ
丸
山
可
秋
湿
の
編
し
た
『
一
．

茶
一
代
全
集
』
 
（
明
治
四
十
一
年
）
に
収
め
ら
れ
て
あ
る
。
し
か
し
、
編
者
没

後
の
出
版
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
歌
仙
の
出
所
・
年
代
等
を
究
め
る
よ
し
な

く
、
勝
峰
晋
風
氏
の
『
一
茶
一
代
集
』
 
（
日
本
俳
書
大
系
第
十
二
巻
、
昭
和
二

年
）
に
も
、
制
作
年
代
未
詳
の
ま
ま
採
録
さ
れ
て
あ
る
。
な
お
小
著
『
一
茶
の

種
々
相
』
 
（
昭
和
三
年
）
に
は
、
こ
の
歌
仙
に
短
評
を
こ
こ
ろ
み
て
あ
る
。

 
し
か
る
に
近
年
、
大
阪
の
某
実
業
家
が
こ
の
方
言
独
吟
歌
仙
の
真
蹟
な
る
も

の
を
蔵
さ
れ
て
い
て
、
昭
和
二
十
八
年
、
芭
蕉
二
百
六
十
年
祭
記
念
展
覧
会
が

大
阪
三
越
に
開
か
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
同
年
、
阪
大
教
授
故
山
崎
喜
好
氏

が
解
説
さ
れ
て
『
福
寿
草
』
と
題
す
る
筆
跡
写
真
の
小
冊
子
と
し
て
広
く
頒
布

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

 
内
容
は
歌
仙
二
巻
で
、
第
一
は
「
文
化
十
二
弥
生
両
吟
、
野
が
け
」
と
端
書

し
て
、

 
 
世
に
住
ば
人
の
為
に
も
嘆
け
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文
博

 
 
 
 
桜
そ
だ
た
ぬ
藪
と
て
は
な
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
茶

 
こ
の
発
句
・
脇
に
は
じ
ま
る
文
虎
・
一
茶
両
吟
で
、
終
り
に
「
筆
者
、
俳
講
寺

一
茶
」
と
あ
る
。
第
二
が
こ
の
方
言
連
句
で
、
は
じ
め
に
福
寿
草
の
絵
が
あ
っ

て
「
福
寿
草
も
一
茶
」
と
書
い
て
あ
る
（
山
も
一
茶
、
人
も
一
茶
な
ど
と
書
く

の
は
一
茶
の
慣
習
で
あ
る
）
。
次
に
「
三
階
寺
独
吟
、
信
濃
方
言
」
と
端
書
し

て
、
前
記
と
同
じ
内
容
の
歌
仙
で
、
終
り
に
「
鯉
業
者
一
茶
」
と
署
名
し
て
あ

る
。
な
お
、
何
の
理
由
と
も
な
く
、
何
か
の
文
書
の
奥
書
と
も
見
ら
れ
る
次
の

如
き
別
紙
が
つ
ぎ
足
し
て
あ
る
。

文
化
柄
＋
三
歳

落
合
量
蔵
印

 
 
 
 
 
 
六
月
十
八
日

 
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
前
者
は
信
濃
教
育
会
編
一
茶
叢
書
第
九
編
『
小

品
三
十
種
、
 
下
』
に
「
ほ
ま
ち
畑
」
と
仮
題
し
て
採
録
さ
れ
て
あ
る
も
の
の

一
つ
で
、
こ
れ
は
上
水
内
郡
浅
野
の
門
人
西
原
文
台
が
、
文
化
十
一
年
か
ら
文

政
九
年
ま
で
、
す
な
わ
ち
一
茶
五
十
二
歳
か
ら
六
十
五
歳
命
終
の
前
年
ま
で
、

十
三
年
間
に
わ
た
る
一
茶
と
の
両
吟
歌
仙
を
主
と
し
て
清
記
し
て
お
い
た
も
の

で
あ
る
。
各
巻
未
に
制
作
年
月
を
記
し
、
各
巻
の
附
句
中
の
文
句
を
と
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
小
見
出
し
が
つ
け
て
あ
る
。
こ
の
歌
仙
の
小
見
出
し
は
仮
題
と
さ
れ

」
た
「
ほ
ま
ち
畑
」
で
あ
る
。
巻
末
に
文
化
十
二
年
二
月
吉
日
と
あ
る
。
端
書
は

 
「
心
な
ら
ず
野
が
け
し
て
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
文
は
写
真
の
も
の
と
一
、

二
字
の
異
同
が
見
出
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
写
真
に
「
筆
・
者
、
俳

譜
寺
一
茶
」
と
あ
る
現
代
風
な
署
名
は
異
例
で
あ
り
、
特
に
方
言
連
句
に
お
け

る
「
鯉
業
者
一
茶
」
は
他
に
所
見
な
く
、
彼
の
履
歴
に
照
ら
し
て
も
合
点
ゆ
か

ぬ
も
の
で
あ
る
。
写
真
だ
け
で
断
ず
る
こ
と
は
穿
ち
れ
る
が
、
両
巻
と
も
一
茶

晩
年
の
筆
蹟
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
、
 
「
鯉
業
者
」
と
あ
る
一

点
だ
け
で
も
容
易
に
信
じ
難
い
の
で
あ
る
。

 
遠
慮
な
く
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
年
代
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
文
虎
と
の
両

吟
を
先
立
て
、
末
尾
に
理
由
不
明
の
別
紙
を
つ
ぎ
足
し
て
あ
る
こ
と
は
、
こ
の

方
言
連
句
の
制
作
年
代
を
文
化
十
二
二
二
年
夏
ろ
と
推
定
さ
せ
る
た
め
の
作
為

で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
、
な
お
、
あ
る
い
は
落
合
家
の
家
蔵
で
あ
っ
た

ら
し
く
匂
わ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
落
合
家
は
現
今
の
北
長
野
駅
、
元
の

吉
田
駅
の
旧
家
と
し
て
知
ら
れ
た
家
で
、
一
門
に
は
今
も
名
画
を
所
蔵
し
て
い
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る
家
も
あ
っ
て
、
過
去
に
お
い
て
も
書
画
等
に
興
味
あ
る
家
筋
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
つ
い
で
な
が
ら
一
茶
の
書
休
は
非
常
に
癖
が
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
真
似

易
く
も
あ
る
の
で
、
大
正
期
以
来
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
茶
の
遺

墨
、
特
に
郷
里
か
ら
出
た
も
の
に
偽
筆
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
私
は
方
言
連
句
そ
の
も
の
ま
で
偽
作
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な

い
。
一
茶
に
は
未
定
稿
な
が
ら
信
濃
言
葉
を
中
心
に
、
諸
国
方
言
を
い
ろ
は
順

に
分
類
集
録
し
た
手
記
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
『
万
言
雑
集
』
と
命
名
し
て
、
一

茶
叢
書
第
二
編
に
収
め
て
あ
る
。
馬
琴
の
俳
譜
の
師
越
谷
吾
山
の
『
物
証
称

呼
』
の
大
が
か
り
な
の
に
は
及
ば
な
い
が
、
共
に
近
世
俳
人
で
方
言
研
究
に
着

手
し
た
先
駆
者
で
あ
る
。
大
体
一
茶
の
句
で
、
い
わ
ゆ
る
一
茶
調
と
呼
ば
れ
る

よ
う
な
も
の
の
大
部
分
は
、
方
言
俗
言
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
そ
の
中
に
も
、

 
 
春
霞
い
っ
ち
ぢ
さ
い
そ
お
れ
が
家

 
 
一
夜
さ
に
桜
も
さ
さ
ら
ほ
さ
ら
か
な

 
 
竹
の
子
の
う
ん
ぷ
て
ん
ぷ
に
出
た
り
な

 
 
門
番
に
か
っ
け
な
さ
れ
て
暗
く
水
鶏

 
 
下
駄
か
ら
り
か
ら
り
夜
永
の
や
つ
ら
哉

 
 
 
か
さ
い
言
葉

 
 
せ
な
見
さ
い
赤
い
は
ど
こ
の
梅
だ
ん
べ
え

 
 
 
信
濃
言
葉

 
 
赤
い
そ
よ
あ
の
も
の
お
れ
が
梅
の
花

 
 
 
信
越
国
境

 
 
此
処
あ
ち
ゃ
と
そ
ん
ま
の
国
ざ
か
ひ

一
茶
の
方
言
連
句
に
つ
い
て

な
ど
、
方
言
卑
語
に
特
別
の
興
味
を
示
し
て
い
る
の
は
、
少
年
時
代
か
ら
江
戸

に
放
浪
し
て
、
江
戸
者
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
ま
ま
に
、
み
ず
か
ら
信
濃
の
椋
鳥
を

も
っ
て
任
じ
、
あ
る
い
は
、

 
 
雪
の
日
や
こ
き
つ
か
は
る
る
お
し
な
ど
の

 
 
 
 
（
お
し
な
は
冬
季
出
稼
ぎ
の
信
州
入
に
対
す
る
蔑
称
）

な
ど
と
世
間
を
白
眼
視
し
、
な
お
、
醜
に
美
を
も
と
め
、
尊
貴
な
も
の
を
地
下

に
引
下
し
て
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
反
骨
精
神
を
蔵
し
て
い
る
作
風
か
ら
見

て
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
故
郷
に
帰
住
し
て
、
一
応
生
活
の
安
定
を
得
た

晩
年
に
独
吟
の
方
言
連
句
を
試
み
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
自
然
で
あ
ろ

、
つ
。

 
こ
の
独
吟
連
句
が
帰
郷
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
内
容
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
り
、
こ
れ
が
郷
里
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
断
定
し
て
ま
ち
が

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
最
初
に
採
録
し
た
『
一
茶
一
代
全
集
」
の
編
者
が

郷
土
人
で
あ
り
、
こ
の
全
集
出
版
以
前
に
故
人
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
遺
稿
の
採
録
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
明
治
中
期
で
あ
っ
た
ろ
う
。

江
戸
俳
壇
で
一
応
存
在
価
値
を
認
め
ら
れ
、
郷
里
に
帰
っ
て
宗
匠
生
活
を
送
っ

て
い
た
一
茶
は
、
在
世
当
時
か
ら
異
色
あ
る
俳
風
を
一
部
の
人
か
ら
愛
好
さ
れ

て
は
い
た
が
、
要
す
る
に
一
地
方
俳
人
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
自

然
主
義
文
学
思
潮
に
乗
っ
て
、
特
殊
な
価
値
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
作
品
．
伝
記

の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
明
治
後
期
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
芭
蕉
・
蕪
村

と
並
称
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
一
茶
ブ
ー
ム
は
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
こ
の
遺
稿
の
採
録
さ
れ
る
こ
ろ
に
は
、
た
め
に
す
る
と
こ
ろ
あ

っ
て
偽
作
す
る
人
な
ど
あ
っ
た
ろ
う
と
は
思
わ
れ
ず
、
ま
た
、
郷
党
の
あ
い
だ

に
こ
れ
だ
け
の
技
禰
あ
る
俳
人
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
何

（ or3 ）



よ
り
も
こ
の
独
吟
歌
仙
に
は
一
茶
の
特
色
が
よ
く
出
て
い
る
。

 
と
は
言
え
、
こ
の
独
吟
歌
仙
が
、
す
ば
ら
し
い
出
来
ば
え
で
あ
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
本
来
総
合
芸
術
と
し
て
の
連
句
制
作
の
場
で
は
、
一
座
の
気
分
の

融
合
と
、
相
互
の
ア
イ
デ
ア
の
受
渡
し
に
よ
っ
て
新
境
地
が
開
か
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
っ
て
、
独
吟
で
は
と
か
く
変
化
が
乏
し
く
な
る
。
 
「
発
句
は
門
人
の
申
、

予
に
劣
ら
ぬ
署
す
る
人
多
し
、
俳
階
（
連
句
の
意
）
に
於
て
は
老
翁
が
骨
髄
」

（
宇
陀
法
師
）
と
自
負
し
て
い
る
よ
う
な
芭
蕉
に
も
、
独
吟
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

も
の
が
あ
る
が
一
向
に
生
彩
な
く
、
こ
れ
に
は
疑
義
も
あ
る
の
で
、
む
し
ろ
芭

蕉
は
独
吟
を
こ
こ
ろ
み
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
茶
の
独

吟
歌
仙
に
も
想
の
行
き
づ
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
一
茶
自
身
、
も
少
し

推
敲
し
た
い
と
考
え
て
い
た
か
も
知
れ
ず
、
あ
る
い
は
、
 
一
茶
の
急
逝
し
た

時
、
机
上
に
あ
っ
た
草
稿
が
何
者
か
に
盗
み
去
ら
れ
た
（
文
政
版
一
茶
発
句
集

鍍
に
よ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
に
清
記
し
た
も
の
が
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
昔
の
人
は
紙
を
大
切
に
し
た
が
、
特
に
一
茶
は
、
俳
人
の
配

り
物
で
あ
る
歳
旦
帳
や
過
去
帳
、
こ
よ
み
の
裏
ま
で
も
利
用
し
て
い
る
。
点
火

用
の
つ
け
木
に
書
い
た
句
稿
も
の
こ
っ
て
い
る
。
一
茶
百
回
忌
（
大
正
十
五
年
）

の
こ
ろ
、
彼
の
生
母
の
実
家
宮
沢
家
か
ら
発
見
さ
れ
た
一
枚
の
遺
稿
を
、
郷
里

の
人
々
と
共
に
判
読
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
麦
粉
を
も
ら
っ
た
紙
袋
（

周
囲
に
糊
を
用
い
ず
、
細
か
く
縫
い
合
わ
せ
て
あ
っ
た
針
目
が
は
っ
き
り
残
っ

て
い
る
）
を
解
い
て
、
横
二
つ
折
に
し
て
、
紙
の
表
裏
に
か
け
て
細
字
で
無
秩

・
序
に
書
込
ん
で
あ
っ
た
。
晩
年
の
筆
で
、
メ
モ
で
あ
る
た
め
に
わ
か
り
に
く
か

っ
た
が
、
内
容
に
照
ら
す
と
、
文
政
七
年
（
死
の
三
年
前
）
九
月
、
湯
田
申
温

泉
の
門
人
希
杖
宅
で
、
病
後
の
療
養
申
の
日
記
断
片
で
あ
っ
た
。
彼
の
『
七
番

日
記
」
の
例
を
見
て
も
、
後
世
の
我
々
が
お
ど
ろ
く
ば
か
り
、
五
号
も
し
く
は

六
号
活
字
大
の
細
字
で
び
っ
し
り
と
か
き
こ
ん
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
メ
モ

し
て
お
い
た
も
の
を
、
ま
と
め
て
句
帳
に
書
込
む
習
慣
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ

の
独
吟
歌
仙
に
し
て
も
、
有
合
わ
せ
の
紙
に
か
い
た
未
定
稿
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
『
方
言
雑
集
』
も
参
考
し
な
が
ら
、
一
通
り
解
読
し
て
み
よ
う
。

は
じ
め
に
「
信
濃
方
言
 
独
吟
」
と
あ
る
の
は
、
編
者
の
附
し
た
も
の
か
と
思
わ

れ
る
。
一
巻
を
通
じ
て
必
ず
し
も
信
濃
特
有
の
方
言
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
に

は
、
柏
原
辺
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
ら
し
い
言
葉
も
交
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
こ
り
よ
そ
け
へ
い
つ
け
て
置
け
よ
お
年
玉

 
春
季
。
 
「
い
つ
け
て
」
は
、
乗
せ
て
の
意
で
あ
る
。
こ
の
お
年
玉
を
そ
こ
へ

乗
せ
て
お
き
ナ
、
と
、
気
軽
く
言
放
っ
た
言
葉
を
発
句
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
お
年
玉
も
た
い
し
た
も
の
で
は
な
く
、
手
拭
い
一
本
く
ら
い
と
思
わ
れ
る
。

 
方
言
薫
蒸
に
「
い
つ
け
る
 
乗
セ
ル
事
 
エ
ド
」
と
あ
る
。
江
戸
で
も
使
わ

れ
て
い
た
も
の
か
。
私
は
北
武
蔵
の
農
家
の
重
々
か
ら
こ
の
言
葉
を
し
ば
し
ば

聞
か
さ
れ
た
。

 
 
何
こ
の
国
で
か
春
風
の
ふ
く

 
春
季
。
 
「
ど
こ
の
国
で
か
」
で
あ
る
。
脇
句
は
発
句
の
余
情
を
補
う
の
が
本

意
で
あ
る
が
、
こ
の
脇
句
に
よ
っ
て
、
発
句
は
、
着
ぶ
く
れ
て
こ
た
つ
に
も
ぐ

り
こ
ん
で
首
ば
か
り
出
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
が
、
た
れ
か
に
指
図
し
て
い
る

言
葉
と
な
る
Q

 
も
ち
ろ
ん
旧
暦
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
、
い
つ
春
が
来
る
と
も
知
れ
な
い
よ
う

な
雪
国
の
正
月
気
分
が
、
二
句
の
間
に
た
だ
よ
う
て
い
る
。

 
 
引
か
け
て
ひ
つ
さ
ば
い
て
は
書
信
て

 
春
季
。
前
句
に
お
け
る
暖
国
へ
の
連
想
か
ら
、
当
然
春
の
情
景
が
登
場
し
て
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来
た
。
昔
は
皆
、
凧
を
手
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
骨
を
け
ず
る
や
ら
、
紙
を
は

る
や
ら
、
糸
目
を
つ
け
る
や
ら
、
な
か
な
か
の
労
力
で
あ
る
。
そ
の
丹
精
の
た

こ
を
、
屋
根
や
木
の
枝
に
ひ
っ
か
け
て
破
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
ま
た
あ
き
ず
に

労
力
を
繰
返
し
て
い
る
。
ひ
た
む
き
な
少
年
の
世
界
で
あ
る
。

 
柏
原
辺
で
も
、
雪
の
と
け
る
の
を
待
ち
か
ね
て
、
龍
と
い
う
字
を
か
い
た
手

製
の
た
こ
を
あ
げ
た
そ
う
で
あ
る
。
 
「
雪
と
け
て
村
一
ぽ
い
の
子
供
か
な
」
と

い
う
彼
の
句
も
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

 
 
ず
ん
べ
ら
ぼ
う
に
ば
か
長
い
町

 
雑
。
前
句
の
凧
上
げ
し
て
い
る
場
所
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
四
句

目
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
郷
里
柏
原
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
柏
原
は
北
国
街
道

の
主
要
駅
で
、
地
勢
は
南
北
に
だ
ら
だ
ら
と
伸
び
て
い
る
。
 
「
我
里
は
ど
う
霞

ん
で
も
い
び
つ
な
り
」
と
も
詠
ん
で
い
る
。
以
前
（
大
正
末
年
こ
ろ
ま
で
）
は

「
街
道
の
中
央
に
さ
わ
や
か
な
流
れ
が
通
っ
て
い
て
、
そ
の
両
側
が
松
並
木
に
な

っ
て
い
た
。
並
木
の
松
に
凧
の
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
風
景
も
見
ら
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

 
 
こ
う
せ
い
な
噺
に
更
る
月
の
秋

 
秋
季
。
秋
季
に
転
じ
て
い
る
。
こ
こ
は
歌
仙
の
表
五
句
目
で
、
月
の
定
座
で

も
あ
る
。
 
「
こ
う
せ
い
」
は
豪
勢
で
、
す
ば
ら
し
い
話
、
あ
る
い
は
多
少
法
螺

の
意
も
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

 
月
明
の
夜
、
す
ん
べ
ら
ぼ
う
に
ば
か
長
い
町
の
一
軒
の
家
に
、
多
勢
の
人
が

寄
り
集
っ
て
、
う
そ
ま
こ
と
と
り
ま
ぜ
た
話
に
興
じ
て
夜
を
更
か
し
て
い
る
さ

ま
で
あ
る
。

 
 
そ
ね
い
に
暗
く
な
く
つ
わ
蝉

 
秋
季
。
 
「
そ
ね
え
」
は
、
そ
の
よ
う
に
で
あ
る
。
ほ
ら
話
に
興
じ
た
連
衆
が

一
茶
の
方
言
連
句
に
つ
い
て

解
散
し
て
、
に
わ
か
に
虫
の
音
が
大
地
に
満
ち
て
来
た
よ
う
な
、
露
深
い
月
夜

の
盾
趣
で
あ
る
。
こ
の
虫
の
音
を
聞
い
て
い
る
人
が
、
ほ
ら
話
を
し
た
人
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
人
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
た
だ
、
無
意
識

に
農
民
の
胸
を
襲
っ
て
く
る
秋
の
あ
わ
れ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

 
古
今
集
の
「
き
り
ぎ
り
す
い
た
く
な
鳴
き
そ
秋
の
夜
の
長
き
お
も
ひ
は
我
ぞ

ま
さ
れ
る
」
と
類
想
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
が
「
い
た
く
な
鳴
き
そ
く
つ
わ
こ

う
ろ
ぎ
」
で
あ
っ
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
る
で
気
の
抜
け
た
句
に
な
っ

て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
そ
ね
い
に
隔
く
な
く
つ
わ
蝉
一
1
・
せ
つ
せ
つ
た
る
情

感
が
胸
を
打
つ
。
方
言
の
持
つ
強
味
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
感
傷
の
人
が
田

園
人
で
あ
る
こ
と
も
直
接
に
説
明
し
得
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
が
表
六
二
で
あ

る
。
表
・
裏
は
懐
紙
（
奉
書
、
鳥
の
子
紙
等
、
横
半
折
り
に
し
た
も
の
が
用
い

ら
れ
る
）
の
書
き
方
に
よ
る
命
名
で
あ
る
。

 
 
見
せ
い
か
ず
花
火
の
揚
る
そ
れ
揚
る

 
秋
季
。
ソ
レ
ソ
レ
花
火
が
あ
が
る
よ
、
見
に
行
こ
う
の
意
で
あ
る
。
花
火
は

秋
季
に
あ
っ
か
わ
れ
て
あ
る
。
此
処
か
ら
初
裏
に
移
る
の
で
、
前
句
の
感
傷
を

転
ず
る
こ
と
を
意
識
し
て
の
作
意
で
あ
ろ
う
。

 
「
い
か
ず
」
は
、
行
か
ん
ず
の
転
化
で
、
見
に
い
か
ず
が
更
に
誰
っ
て
「
見

せ
い
か
ず
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
、
や
ら
ず
・
食
わ
ず
等
、
肯
定

を
意
味
す
る
方
言
は
可
な
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
よ
う
で
、
特
に
静
岡
県

中
部
で
多
く
使
わ
れ
て
い
た
直
し
い
。
 
『
東
海
道
申
膝
粟
毛
』
三
編
の
上
に
、

藤
枝
あ
た
り
で
、
茶
屋
女
や
土
地
の
お
や
じ
を
点
出
し
て
、
お
も
し
ろ
い
会
話

の
や
り
と
り
が
あ
る
。

 
こ
の
け
ん
ま
く
に
つ
け
ら
れ
し
文

恋
。
 
「
け
ん
ま
く
は
、
一
般
に
使
わ
れ
る
「
物
凄
い
顔
」
と
い
う
よ
う
な
意
と
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は
ち
が
う
が
、
そ
こ
か
ら
転
化
し
た
方
言
で
、
 
「
お
そ
ろ
し
い
ほ
ど
沢
山
」
と
，

か
「
お
ど
ろ
く
ほ
ど
沢
山
」
と
か
い
う
意
で
あ
る
。
花
火
見
物
の
混
雑
の
中

で
、
沢
山
の
つ
け
文
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 
 
め
っ
ぽ
う
に
妹
の
か
た
は
器
量
が
よ
い

 
恋
。
 
「
め
っ
ぽ
う
」
は
滅
法
で
、
非
常
に
と
い
う
こ
と
。
前
句
の
恋
文
を
つ

け
ら
れ
た
女
性
の
こ
と
を
附
け
た
の
で
あ
る
が
、
一
句
と
し
て
は
働
き
が
な

い
。
前
句
と
の
関
連
に
お
い
て
恋
句
と
な
る
。

 
 
う
ら
の
た
ん
ぼ
で
何
か
さ
さ
や
く

 
恋
。
 
「
さ
さ
や
く
」
に
恋
の
意
を
含
ん
で
い
る
。
つ
け
文
か
ら
三
句
恋
く
さ

い
句
が
続
い
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
句
を
直
ち
に
男
女
の
密
会
と
見
る
よ
り

も
、
何
か
、
器
量
よ
し
の
娘
の
身
辺
に
企
て
ら
れ
て
い
る
隠
謀
で
も
あ
る
か
に

解
す
る
方
が
、
活
か
し
た
見
方
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

 
 
お
や
げ
ね
へ
芝
居
の
あ
る
に
雨
が
ふ
る

 
雑
。
方
言
雑
煮
に
「
お
や
げ
な
い
 
気
ノ
毒
」
と
あ
る
が
、
必
ず
し
も
信
濃

方
言
と
は
限
っ
て
い
な
い
。
語
源
は
親
気
な
し
で
、
な
さ
け
な
い
と
か
、
困
っ

た
も
の
と
か
い
う
意
で
あ
る
。
か
わ
い
そ
う
と
い
う
意
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。

 
こ
こ
で
は
、
せ
っ
か
く
芝
居
が
か
か
っ
て
い
る
の
に
、
何
と
あ
や
に
く
な
雨

が
ふ
る
こ
と
よ
と
、
女
ど
も
が
怨
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
句
に
転
ず
る

と
、
前
句
の
「
さ
さ
や
く
」
も
密
会
や
陰
謀
で
は
な
し
に
、
女
同
士
が
芝
居
へ

行
く
相
談
で
も
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
に
軽
い
意
味
に
見
直
さ

れ
て
く
る
。

 
へ
い
も
の
葉
か
ら
露
の
こ
ろ
げ
る

 
秋
季
。
 
「
へ
い
も
」
は
畏
い
も
、
す
な
わ
ち
里
い
も
の
こ
と
で
あ
る
。
信
越

方
面
の
老
人
連
は
、
 
「
も
は
や
」
の
こ
と
を
、
も
う
へ
え
な
ど
と
い
う
。

 
雨
が
降
り
出
し
た
の
で
、
い
も
の
葉
か
ら
露
の
こ
ろ
げ
落
ち
て
い
る
さ
ま
で

あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
と
こ
ろ
数
句
、
人
情
の
句
が
続
い

た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
淡
々
た
る
叙
景
に
よ
っ
て
、
 
一
巻
の
気
分
を
変
え
た
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
句
を
「
や
り
句
」
と
か
「
に
げ
句
」
と
か
名
づ
け
て
い

る
。
殊
に
、
此
処
は
月
の
定
座
（
初
裏
七
句
目
）
の
前
で
あ
る
か
ら
手
心
を
要

す
る
。

 
 
後
の
月
見
つ
め
て
お
な
べ
は
じ
め
つ
つ

 
秋
季
。
 
「
お
な
べ
」
は
夜
な
べ
、
夜
仕
事
の
こ
と
で
あ
る
。
北
武
蔵
辺
の
農

家
で
使
わ
れ
て
い
る
。

 
お
な
べ
と
い
う
方
言
か
ら
受
け
る
感
じ
は
、
や
は
り
農
家
の
夜
仕
事
で
あ

る
。
月
の
さ
し
込
む
土
間
に
座
っ
て
、
縄
な
い
で
も
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
見
つ
め
て
」
，
に
、
十
三
夜
ご
ろ
の
、
や
や
寒
む
の
し
ん
み
り
と
し
た
気
分
が

あ
る
。
こ
こ
は
初
裏
七
句
目
で
、
大
体
月
の
出
る
場
所
で
あ
る
か
ら
、
前
句
を

雨
の
け
し
き
で
な
く
、
い
も
の
葉
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
夜
露
と
見
立
て
た
の
で

あ
る
。
二
周
前
間
に
は
、
冴
え
渡
っ
た
月
光
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。

 
 
新
酒
の
出
来
に
た
ま
げ
申
た

 
秋
季
。
 
「
た
ま
げ
る
」
は
、
方
言
と
い
う
よ
り
も
広
く
東
国
百
葉
と
い
ド
つ
べ

き
で
あ
ろ
う
。
昔
風
の
醸
造
法
に
よ
る
と
、
新
酒
の
出
来
る
の
は
秋
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
農
家
の
手
造
り
と
見
た
い
。
新
酒
の
上
出
来
に
喜
悦
し
て
い
る
の

は
、
必
ず
し
も
前
句
の
人
物
で
は
な
く
、
家
人
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
あ
る
い
は

前
句
の
わ
び
し
げ
な
人
物
と
は
対
照
的
な
隣
人
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
。

 
 
こ
げ
た
ま
に
船
に
積
こ
む
今
年
米

 
秋
季
。
 
「
こ
げ
た
ま
」
は
沢
山
と
い
う
こ
と
。
驚
嘆
の
意
を
含
ん
で
い
る
。
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前
句
の
新
酒
の
出
来
に
連
れ
て
、
こ
れ
も
賑
々
し
い
出
来
秋
の
情
景
で
あ
る
。

 
 
そ
れ
そ
の
ぼ
こ
に
き
も
や
か
せ
る
な

 
雑
。
方
言
雑
面
に
「
赤
子
（
ボ
コ
）
 
ニ
カ
ツ
子
」
と
あ
る
。
 
「
き
も
や
か

せ
る
」
は
、
肝
を
焼
か
せ
る
、
気
を
も
ま
せ
る
こ
と
。

 
今
年
米
を
船
に
積
み
こ
ん
で
い
る
ど
さ
く
さ
の
中
で
、
赤
子
な
ど
か
ま
い
つ

け
ら
れ
ず
、
キ
イ
キ
イ
じ
れ
泣
き
し
て
い
る
の
を
、
は
た
か
ら
、
そ
の
母
親
な

ど
に
小
言
を
言
っ
て
い
る
さ
ま
で
あ
る
。

 
 
わ
ん
だ
れ
も
さ
う
じ
ゃ
ぞ
花
の
真
盛

 
春
季
。
初
裏
十
一
句
目
、
花
の
定
座
で
あ
る
。
方
言
雑
集
に
「
わ
ん
だ
れ

善
光
寺
託
 
ソ
チ
達
 
ソ
ナ
タ
衆
ナ
ド
、
下
輩
二
対
シ
テ
云
フ
」
と
あ
る
。

 
お
猛
た
ち
も
こ
れ
こ
の
花
の
よ
う
に
、
今
が
人
世
の
真
盛
り
な
の
だ
ぞ
、
の

意
で
、
前
句
の
幼
児
に
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
子
供
に
も
か
ま
い
つ
け

ず
、
ひ
し
め
き
あ
っ
て
い
る
よ
う
な
若
者
ど
も
に
向
っ
て
言
う
年
長
者
の
言
葉

で
あ
る
。
し
か
し
、
前
句
に
意
地
を
焼
い
て
い
る
幼
児
が
い
て
、
そ
の
こ
と
で

た
れ
か
を
た
し
な
め
て
お
り
、
こ
こ
に
も
多
勢
の
若
者
が
い
て
Y
何
と
な
く
教

訓
め
い
た
言
葉
を
附
け
て
い
る
の
は
、
何
と
し
て
も
働
き
が
な
い
。
も
っ
と

も
、
独
吟
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
方
言
連
句
と
い
う
ワ
ク
の
中
に
あ
っ
て

は
、
無
理
も
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
。

 
 
げ
い
う
も
暗
け
ば
が
に
も
這
出
す

 
春
季
。
方
言
雑
集
を
参
照
す
る
ま
で
も
な
く
、
「
げ
い
ろ
」
は
蛙
、
「
が
に
」

は
蟹
の
こ
と
。
こ
れ
も
東
国
言
葉
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
句
の
花
に
よ
そ

え
た
人
世
の
春
に
対
し
て
、
こ
れ
は
盛
ん
に
活
動
し
出
し
た
自
然
の
春
を
対
応

さ
せ
て
あ
る
。
二
三
出
た
る
ん
で
い
た
が
、
こ
こ
で
初
裏
最
後
（
十
二
句
目
）

の
生
気
を
と
り
戻
し
て
い
る
。

一
茶
の
方
言
連
句
に
つ
い
て

 
 
お
笑
止
な
こ
ね
へ
に
た
ん
と
草
の
餅

 
春
季
。
笑
止
は
俗
に
あ
ざ
け
り
笑
う
こ
と
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
古
典
的
に

は
、
困
っ
た
こ
と
、
あ
や
に
く
な
こ
と
。
そ
れ
と
も
少
し
ち
が
っ
て
、
こ
の
「

お
笑
止
」
は
信
州
方
言
で
恐
れ
入
る
と
か
、
お
気
の
毒
ナ
と
か
を
意
味
す
る
。

 
げ
い
う
が
鳴
き
、
が
に
の
這
い
出
す
長
閑
な
春
の
日
に
、
手
製
の
草
餅
を
も

ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
雛
の
節
句
と
ば
か
り
は
限
る
ま
い
。
こ
れ
は

も
L
b
つ
た
方
の
あ
い
さ
つ
で
あ
る
。
，
「
ま
あ
、
こ
ん
な
沢
山
頂
戴
し
て
恐
れ
入

り
ま
す
」
の
意
で
、
芳
し
い
香
の
立
つ
重
箱
の
ふ
た
を
あ
け
な
が
ら
、
言
葉
忙

し
く
世
辞
を
言
っ
て
い
る
内
儀
の
喜
悦
し
た
顔
が
見
え
る
よ
ゾ
つ
で
あ
る
。

 
 
ち
と
ば
た
待
て
ち
ぢ
ま
っ
て
行
く

 
雑
。
 
「
ち
ぢ
ま
っ
て
」
は
、
小
便
を
し
て
、
の
意
。
柏
原
辺
で
は
使
わ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
信
州
の
他
の
地
方
で
は
、
あ
っ
ぱ
ま
る
（
大
便
を
す

る
こ
と
）
ち
ぢ
ま
る
又
は
ち
ぢ
よ
ま
る
と
も
言
う
そ
う
で
あ
る
。
現
今
の
こ
と

は
知
ら
な
い
。
 
「
ま
る
」
は
排
泄
す
る
こ
と
の
古
語
で
あ
る
。
方
言
雑
面
に
は

「
ジ
ジ
マ
ル
ガ
シ
イ
ヲ
ス
ル
 
落
ル
音
草
ニ
ア
タ
リ
テ
ジ
イ
ジ
イ
シ
イ
ト
云
」

と
、
落
語
の
落
ち
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

 
「
ち
っ
と
ば
か
り
待
っ
て
小
便
を
し
て
ゆ
く
」
の
意
で
あ
る
。
一
句
目
し
て

は
少
し
無
理
で
あ
る
が
、
草
も
ち
を
他
家
へ
持
っ
て
行
っ
た
人
を
、
戸
外
で
待

ち
合
わ
せ
て
い
る
人
物
で
も
連
想
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
せ
つ
な
し
な
て
て
の
な
い
子
を
つ
つ
ば
ら
み

 
恋
。
 
「
せ
つ
な
し
な
」
は
、
辛
い
な
ア
、
で
あ
る
。
前
句
の
何
と
な
く
気
重

い
動
作
か
ら
想
を
引
い
て
、
隠
し
子
を
は
ら
ん
だ
女
の
や
る
せ
な
い
気
持
と
、

身
の
重
さ
と
を
、
 
「
つ
つ
ば
ら
み
」
と
い
う
よ
う
な
思
切
っ
て
下
卑
た
言
葉
で

現
し
て
あ
る
。
露
骨
な
恋
句
で
あ
る
。
草
の
餅
か
ら
二
の
表
（
十
二
句
）
に
移

（57）



'ittfi！

つ
た
の
で
あ
っ
て
、
二
の
表
は
、
普
通
の
巻
で
も
自
由
な
あ
ば
れ
ど
こ
ろ
な
ど

と
言
わ
れ
で
い
る
。

 
 
ご
ん
ぜ
や
く
ほ
ど
な
ほ
つ
の
る
恋

 
恋
。
 
「
ご
ん
ぜ
や
く
」
は
、
せ
わ
を
や
く
意
。
は
た
か
ら
う
る
さ
く
言
え
ば

言
う
ほ
ど
、
一
層
恋
こ
こ
ろ
の
つ
の
っ
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
「
て

て
の
な
い
子
を
つ
つ
ば
ら
み
」
と
い
う
よ
う
な
事
態
も
生
じ
て
く
る
わ
け
で
、

こ
ん
な
の
を
逆
附
け
と
も
い
う
。

 
 
う
ん
ぜ
い
に
夕
立
雨
が
ふ
り
出
し
た

 
夏
季
。
二
句
つ
づ
い
て
い
る
ね
と
ね
と
し
た
恋
か
ら
離
れ
る
た
め
に
、
さ
わ

や
か
に
夕
立
を
降
ら
せ
た
。
 
「
う
ん
ぜ
い
」
は
雲
勢
で
あ
ろ
う
か
、
非
常
に
勢

い
よ
く
の
意
。
ま
た
、
運
よ
く
の
意
に
も
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

 
 
ま
っ
ぱ
だ
か
に
て
す
ず
む
縁
先

 
夏
季
。
い
か
に
も
気
持
の
よ
い
、
野
趣
満
々
た
る
附
け
意
で
あ
る
。
ど
う
ど

う
と
降
る
夕
立
の
し
ず
く
を
あ
び
な
が
ら
、
素
は
だ
か
で
縁
に
涼
ん
で
い
る
人

の
、
た
く
ま
し
い
胸
毛
が
、
ほ
の
か
に
お
の
の
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
髄
お
つ
か
な
や
犬
が
暗
つ
く
夜
の
道

 
雑
。
 
「
お
つ
か
な
や
」
は
、
恐
ろ
し
い
こ
と
。
一
般
化
し
て
い
る
東
国
言
葉

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
句
を
夜
涼
み
と
見
て
、
こ
れ
は
灯
影
を
目
あ
て
に

夜
道
を
た
ど
っ
て
来
る
人
が
、
途
中
で
犬
に
ほ
え
つ
か
れ
て
難
儀
し
て
い
る
さ

ま
で
あ
る
。

 
 
へ
い
売
切
つ
た
市
の
く
だ
も
の

 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
夏
季
。
へ
い
も
の
場
合
と
同
じ
く
、
は
の
転
化
で
、
は
や
売
切
っ
た
の
意
で

あ
る
。
 
「
く
だ
も
の
」
だ
け
で
は
季
語
を
成
さ
な
い
が
、
次
句
が
夏
季
な
の

で
、
こ
こ
は
夏
季
と
見
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夏
の
果
物
に
は
桃
・
す
も

も
・
あ
ん
ず
・
は
た
ん
き
ょ
う
な
ど
が
あ
ろ
う
。

 
前
句
に
つ
れ
て
夜
の
情
景
で
、
次
・
第
に
夜
の
更
け
て
く
る
さ
ま
で
あ
る
。
善

光
寺
に
近
い
権
堂
と
い
う
遊
び
場
に
通
う
小
路
あ
た
り
に
、
灯
影
を
並
べ
て
い

る
露
店
の
果
物
売
り
な
ど
が
連
想
さ
れ
て
く
る
。

 
 
と
つ
と
き
の
日
傘
を
さ
し
て
善
光
寺

 
夏
季
。
は
た
し
て
善
光
寺
が
出
て
来
た
。
 
「
と
つ
と
き
」
は
取
置
き
で
、
大

切
に
し
ま
っ
て
あ
る
日
傘
の
こ
と
。
め
っ
た
に
物
見
遊
山
す
る
こ
と
も
な
い
家

庭
婦
人
が
、
よ
う
よ
う
の
思
い
で
、
善
光
寺
の
開
帳
ま
い
り
に
出
か
け
て
来
た

と
い
う
趣
き
で
あ
る
。

 
前
句
の
果
物
売
り
は
、
こ
こ
で
は
昼
間
の
市
び
と
と
見
立
て
ら
れ
て
あ
る
の

で
、
 
「
へ
い
売
切
っ
た
」
に
市
の
賑
い
の
さ
ま
が
見
え
る
。

 
 
ろ
く
に
居
な
が
ら
茶
を
飲
で
出
ろ

 
雑
。
 
「
ろ
く
に
居
る
」
は
、
あ
ぐ
ら
を
か
く
こ
と
、
人
が
六
の
字
形
に
座
る

か
っ
こ
う
だ
と
も
解
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
方
言
集
に
は
「
ろ
く
に
居
ナ
 
平

話
、
平
二
居
ヨ
ナ
ド
ニ
同
」
と
あ
っ
て
、
東
京
辺
で
い
う
「
お
た
い
ら
に
」
と

か
「
お
ら
く
に
」
と
か
と
同
語
義
ら
し
い
。
柏
原
辺
で
は
比
較
的
て
い
ね
い
な

言
葉
と
し
て
、
客
に
食
物
を
す
す
め
る
場
合
な
ど
「
ろ
く
に
い
て
あ
が
っ
て
下

さ
い
」
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。

 
前
句
の
開
張
ま
い
り
の
人
が
、
久
し
ぶ
り
で
外
出
し
た
つ
い
で
に
、
知
人
の

家
に
で
も
立
寄
っ
た
さ
ま
と
考
え
た
い
。
 
「
ま
あ
お
ら
く
に
い
て
、
ゆ
っ
く
り

お
茶
で
も
あ
が
っ
で
行
っ
て
下
さ
い
」
の
意
で
あ
る
。

 
 
煤
じ
み
た
は
ぐ
ろ
の
水
に
装
う
つ
る

 
冬
季
。
特
に
雪
国
で
の
習
俗
で
あ
ろ
う
が
、
昔
は
炉
の
端
に
小
が
め
を
置
い

て
、
そ
れ
に
挫
く
ず
を
入
れ
て
、
そ
の
さ
び
水
で
歯
を
そ
め
る
お
歯
ぐ
ろ
水
と
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し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
煤
G
鎗
た
」
の
意
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

煤
は
煤
掃
き
（
大
掃
除
）
の
煤
で
あ
る
。
昔
の
煤
は
き
は
十
二
月
と
き
ま
っ
て

い
た
の
で
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
月
は
冬
の
月
で
あ
る
。
こ
の
句
か
ら
見
る
と
、

前
句
は
、
煤
は
き
の
手
伝
い
人
に
で
も
言
っ
て
い
る
言
葉
と
な
る
。

 
こ
こ
は
二
の
裏
十
一
句
目
、
月
の
定
座
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
巻
の
運
び

上
、
月
は
く
り
上
げ
る
こ
と
も
、
く
り
下
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

 
 
で
い
の
炬
燵
へ
い
ん
で
寝
そ
べ
れ

 
冬
季
。
 
「
で
い
」
は
茶
の
間
の
こ
と
。
方
言
聖
母
に
「
で
ゑ
ぎ
 
座
敷
也
」

と
あ
る
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
武
家
造
り
の
住
宅
で
、
客
間
あ
る
い
は
接
見

に
使
わ
れ
た
部
屋
を
出
居
と
言
っ
た
の
が
、
農
村
に
残
っ
た
の
で
あ
る
。
 
「
い

ん
で
」
は
、
去
ん
で
、
で
あ
る
。

 
お
は
ぐ
ろ
水
に
月
の
さ
し
込
む
ほ
ど
端
近
で
は
、
冷
え
を
感
ず
る
の
で
、
早

く
茶
の
間
の
こ
た
つ
に
引
込
ん
で
暖
ま
れ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
句
に
転

ず
る
と
、
前
句
の
月
が
い
か
に
も
つ
め
た
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
以
上
で
二
の
表
が

終
っ
た
。
次
の
六
句
は
二
の
裏
、
す
な
わ
ち
名
残
の
裏
で
あ
る
。

 
 
米
の
値
を
の
ほ
う
つ
も
な
く
引
上
て

 
雑
。
 
「
の
ほ
う
つ
も
な
く
」
は
、
途
方
も
な
く
、
で
あ
る
。
米
価
の
暴
騰
で

あ
る
。
 
「
引
上
て
」
と
、
見
え
ざ
る
対
象
に
託
し
た
言
い
方
で
、
反
っ
て
意
味

を
強
め
て
い
る
。
「
の
ほ
う
つ
も
な
く
引
上
げ
や
が
っ
て
」
と
、
で
い
の
こ
た

つ
に
寄
合
っ
た
人
た
ち
の
時
評
で
も
あ
ろ
う
か
。

 
 
か
ま
け
な
が
ら
も
法
事
つ
と
む
る

 
雑
。
 
「
か
ま
け
る
」
は
、
北
信
方
言
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

ぐ
ち
を
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
茶
の
『
父
の
終
焉
日
記
』
に
亡
父
を
し
の
ん
で

「
夜
々
に
か
ま
け
ら
れ
た
る
蚤
蚊
か
な
」
と
あ
る
。

一
茶
の
方
言
連
句
に
つ
い
て

 
前
句
を
受
け
て
い
る
の
で
、
米
の
値
上
り
で
ぐ
ち
を
い
う
の
は
、
農
家
以
外

の
人
と
も
思
わ
れ
る
が
、
ま
た
農
家
で
米
の
値
が
出
た
の
で
、
急
に
取
越
し
の

法
事
で
も
い
と
な
む
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
家
の
老
人
な
ど
が
、
い
そ
が
し
が

っ
て
ぶ
つ
ぶ
つ
言
っ
て
い
る
と
も
取
れ
る
。

 
 
が
ん
ち
ょ
う
な
柱
の
見
ゆ
る
台
ど
こ
ろ

 
雑
。
 
「
が
ん
ち
ょ
う
」
も
東
国
言
葉
で
あ
る
。
が
っ
し
り
と
し
た
大
黒
柱

が
、
台
ど
こ
ろ
か
ら
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
法
事
を
つ
と
め
る
家
の
体

で
、
大
家
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
一
茶
が
常
々
出
入
り
し
て
い
た
柏
原
本

陣
の
台
ど
こ
ろ
な
ど
、
思
い
浮
か
べ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

 
 
あ
ち
や
一
杯
と
う
け
る
さ
か
ず
き

 
雑
。
 
「
あ
ち
や
」
は
感
嘆
詞
。
方
言
雑
集
に
「
あ
ち
ゃ
あ
 
ソ
レ
ナ
ラ
バ
ニ

同
」
と
あ
る
。

 
大
家
に
出
入
す
る
小
者
な
ど
が
、
台
ど
こ
ろ
で
馳
走
に
な
っ
て
い
る
さ
ま
で

あ
る
。
 
「
あ
ち
や
」
の
感
嘆
詞
に
恐
縮
と
よ
ろ
こ
び
の
情
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

も
も
ひ
き
、
半
て
ん
姿
の
男
が
、
手
に
持
っ
て
い
た
手
拭
い
を
あ
わ
て
て
肩
に

か
け
て
、
か
ら
だ
も
ろ
と
も
に
手
を
さ
し
出
し
て
、
さ
か
ず
き
を
受
け
て
い
る

か
っ
こ
う
な
ど
が
目
に
見
え
て
く
る
。

 
 
餓
鬼
ど
も
が
へ
し
折
て
来
る
花
の
枝

 
春
季
。
名
残
の
裏
五
句
目
、
名
残
の
花
で
あ
、
る
。
い
た
ず
ら
者
の
餓
鬼
ど
も

が
、
得
々
と
し
て
花
の
枝
を
へ
し
折
っ
て
く
る
。
乱
暴
ろ
う
ぜ
き
な
が
ら
、
粗

野
な
方
言
連
句
の
終
り
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。
前
句
は
、
浮
か
れ
て
い

る
花
見
人
の
酔
体
と
も
思
わ
れ
て
く
る
。

 
 
や
み
く
も
に
喘
く
藪
の
う
ぐ
ひ
す

 
春
季
。
 
「
や
み
く
も
に
」
は
、
む
や
み
や
た
ら
に
、
で
あ
る
。
う
る
さ
い
ほ
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ど
、
藪
う
ぐ
い
す
が
鳴
き
か
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
花
の
句
を
受
け
て
、
蒸

れ
の
ぼ
る
よ
う
な
春
の
陽
気
を
附
け
て
い
る
。
こ
れ
も
、
ゆ
た
か
に
穏
か
に
う

た
い
お
さ
め
る
こ
と
を
本
意
と
す
る
揚
げ
句
（
最
終
句
）
の
格
に
か
な
っ
て
い

る
。 

以
上
で
歌
仙
三
十
六
句
が
満
尾
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
お
も
し
ろ
い
附
け
意
で

あ
る
が
、
全
体
と
し
て
変
化
に
乏
し
く
、
殊
に
初
裏
の
終
り
か
ら
二
の
表
の
は

じ
め
に
か
け
て
無
理
が
目
立
っ
て
い
る
。
名
残
の
裏
六
句
は
す
ら
す
ら
と
行
っ

て
い
る
が
、
初
裏
の
花
と
名
残
の
花
と
、
ど
ち
ら
に
も
若
者
や
子
供
た
ち
を
点

出
し
て
、
相
似
た
作
意
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
二
の
表
の
月
「
は
ぐ
ろ
の
水
」

を
は
さ
ん
で
、
前
後
と
も
休
息
を
う
な
が
す
呼
び
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

い
か
に
も
拙
い
。

 
こ
の
よ
う
な
欠
点
は
一
茶
自
身
が
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
公

表
す
る
気
持
に
な
れ
ず
、
し
か
も
、
興
に
乗
っ
て
一
旦
ま
と
め
上
げ
た
も
の
に

手
を
入
れ
る
の
は
、
全
体
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
書
き
す
て

の
ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た
1
清
記
し
た
も
の
が
散
秩
し
て
し
ま
っ
た
と
す
れ

ば
別
問
題
で
あ
る
が
一
と
い
う
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
は
こ
の
独
吟
歌
仙
を
敢
え
て
未
定
稿
で
あ
る
と
考
え
た

い
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
方
言
を
こ
な
し
て
、
連
句
制
作
の
規
準
に
従
っ
て
、

こ
れ
だ
け
の
巻
を
成
し
て
い
る
技
偏
は
、
か
け
出
し
の
俳
人
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で

な
く
、
一
茶
を
お
い
て
他
の
た
れ
を
も
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
一
句
一

句
に
、
一
茶
の
口
癖
、
一
茶
の
性
癖
、
一
茶
の
郷
里
の
習
俗
・
自
然
が
、
さ
な

が
ら
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（60 ）


