
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
旅
申
吟
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

芭
蕉
の
紀
行
文
制
作
意
識
に
ふ
れ
て

宇
 
和
 
川

匠

助

 
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
記
事
は
、
紀
行
文
学
の
性
質
上
、
芭
蕉
ら
の
経
過

地
の
順
序
に
ア
レ
ン
ヂ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ

れ
ら
の
記
事
分
選
択
は
、
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
紀
行
文
学
の
よ
う
に
「
其
日

は
雨
降
（
り
）
、
書
よ
り
晴
（
れ
）
て
、
そ
こ
に
松
有
、
か
し
こ
に
何
と
云

（
ふ
）
川
流
れ
た
り
」
（
巌
畑
）
な
ど
い
う
、
誰
で
も
が
書
く
紀
行
文
で
は
な

く
、
 
「
酔
（
へ
）
ル
者
の
猛
禽
」
や
「
い
ね
る
人
の
櫛
型
」
の
よ
う
な
、
主
観

的
、
創
作
紀
行
文
学
を
制
作
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
に
よ
っ
て
統
一
・
配

列
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
芭
蕉
が
主
観
的
・
重
点
的
に
と
り
あ
げ
た
旅
中
の
記
事
は
何
で
あ

っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
単
な
る
自
然
の
風
景
で
は
な
く
、
そ
の
自
然
に
古

人
の
心
の
し
み
つ
い
た
歌
枕
で
あ
り
、
神
社
・
仏
閣
で
あ
ヶ
、
古
墳
・
古
碑
な

ど
の
歴
史
的
文
化
現
象
で
あ
り
、
ま
た
現
実
の
人
事
現
象
に
し
て
も
、
彼
の
好

み
に
適
合
し
た
、
旅
行
中
、
印
象
に
残
っ
た
ひ
と
び
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
そ
し
て
そ
れ
ら
の
ひ
と
び
と
は
、
 
「
わ
っ
か
に
風
雅
あ
る
人
に
出
合
た
る
、

悦
び
か
ぎ
り
な
き
」
ひ
と
び
と
で
、
「
は
に
ふ
・
む
ぐ
ら
の
う
ち
」
、
「
瓦
石

の
う
ち
」
、
「
泥
中
に
金
得
た
る
心
地
し
て
、
物
に
も
書
付
、
人
に
も
か
た
ら

ん
と
お
も
ふ
」
醸
効
）
お
お
む
ね
名
も
な
き
庶
民
階
級
に
属
す
る
ひ
と
た
ち
で

あ
っ
た
。
彼
の
な
が
め
た
自
然
、
彼
と
関
係
を
も
っ
た
人
間
は
、
常
に
彼
の
人

生
観
、
文
学
観
の
投
影
し
た
主
観
的
自
然
で
あ
り
、
主
観
的
人
間
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
そ
こ
に
彼
の
紀
行
文
学
の
素
材
選
択
の
基
本
的
態
度
を
見
い
だ
す
の
で
あ

る
。 

芭
蕉
は
こ
れ
ら
の
素
材
に
対
し
て
、
強
い
感
動
を
覚
え
る
と
、
発
句
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
一
）

詠
じ
た
。
そ
ル
惚
れ
ら
旅
中
の
発
句
は
、
髄
薯
、
豊
に
命
じ
て
童
．
き
さ

め
さ
せ
た
り
、
芭
蕉
自
身
も
、
「
夜
は
草
の
枕
を
求
（
め
）
て
、
書
の
う
ち
思

ひ
ま
う
け
た
る
け
し
き
、
む
す
び
捨
（
て
）
た
る
発
句
な
ど
、
矢
立
取
出
て
、

灯
の
下
に
め
を
と
ち
頭
た
～
き
て
う
め
き
伏
」
（
纈
斜
）
し
な
が
ら
、
苦
吟
の
結

果
に
な
る
句
を
備
忘
の
た
め
に
、
書
き
残
し
た
の
で
あ
る
。

 
芭
蕉
は
後
年
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
制
作
す
る
と
き
、
句
作
備
忘
録
を
第

一
資
料
と
し
て
、
旅
の
記
憶
を
あ
れ
こ
れ
と
た
ど
り
な
が
ら
執
筆
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
彼
の
句
作
備
忘
録
に
は
、
随
所
で
詠
ん
だ
発
句
に
、
発
想
の
場
を
．

説
明
す
る
心
覚
え
の
た
め
の
短
い
詞
書
き
が
添
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
想
像
に

か
た
く
な
い
』

 
芭
蕉
は
ま
ず
そ
れ
ら
旅
中
の
既
成
句
を
精
選
し
、
そ
れ
を
経
過
地
の
順
序
に
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〆

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
旅
中
吟
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
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に
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れ
て
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配
置
す
る
と
と
も
に
、
．
そ
れ
ら
発
句
を
核
と
し
て
、
地
の
文
を
書
き
進
め
た
も

、
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
最
初
に
精
選
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
既
成
句
が

原
則
と
し
て
存
在
し
た
わ
け
で
あ
る
。

 
し
か
し
特
例
と
し
て
、
紀
行
制
作
の
過
程
で
、
前
後
の
連
結
の
た
め
に
、
ぜ

ひ
必
要
で
あ
っ
た
り
、
当
時
を
回
想
し
て
興
に
の
り
、
新
た
に
作
句
し
た
り
、

 
 
 
 
（
注
三
）

ま
た
旅
中
あ
い
ざ
つ
句
と
し
て
作
っ
た
も
の
を
、
紀
行
の
地
の
文
に
適
合
す
る

よ
う
に
変
改
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
彼
が
、
風
交
の
た
め
興
業
し
た
連

句
の
発
句
と
、
紀
行
文
に
裁
ち
入
れ
る
発
句
と
め
あ
い
だ
に
区
別
意
識
を
も
っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
，

 
と
こ
ろ
で
紀
行
作
品
の
成
功
・
不
成
功
の
鍵
は
、
旅
中
吟
の
配
列
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
に
し
て
は
、
全
体
構
成
か
ら
み
て
、
首
尾
が
一

貫
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
内
容
が
変
化
に
富
ん
で
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

と
深
い
関
係
を
も
つ
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
小
に
し
て
は
発
句
を
核
と
す
る
小
段

落
に
お
い
て
、
句
・
文
が
映
発
し
あ
っ
て
相
互
の
表
現
価
値
を
高
め
て
い
る
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
も
密
接
に
む
す
び
つ
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
次
に
句
・
文
か
ら
な
る
紀
行
の
文
に
問
題
を
移
し
て
考
え
て
み
る
と
、
文
に

は
め
こ
む
と
き
の
句
の
前
文
は
、
慶
弔
・
相
聞
な
ど
の
短
い
前
書
き
で
は
、
句

を
中
心
と
し
た
小
段
落
と
小
段
落
と
の
連
結
が
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
な
る
の
で
、

ど
う
し
て
も
文
が
長
文
化
す
る
可
能
性
が
強
く
な
る
。

 
前
文
が
あ
っ
て
、
一
句
を
終
末
に
す
え
る
の
が
基
本
形
式
で
あ
る
が
、
こ
の

形
式
が
く
ず
れ
て
、
句
を
は
さ
ん
で
、
次
の
段
落
に
結
び
つ
け
る
小
文
が
必
要
」

に
な
っ
た
り
、
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
も
と
も
と
句
を
ひ
き
た
て
る
た
め
に
あ
っ

た
前
文
が
長
大
化
し
て
、
核
と
な
る
べ
き
句
を
と
も
な
わ
な
い
こ
と
に
も
な
っ

た
。
ま
た
同
一
素
材
を
詠
ん
だ
複
数
句
を
、
作
者
と
し
て
の
愛
惜
の
情
か
ら

か
、
取
捨
を
怠
っ
て
複
数
句
を
そ
の
ま
㌧
並
記
し
て
、
句
に
映
発
す
べ
き
文
が

欠
落
す
る
こ
と
も
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
構
成
上
多
少
の
蝦
理
は
あ
る
に
し
て
も
、
作
者
は
基
礎
素
材
と

し
て
の
発
句
の
精
選
と
配
置
、
句
を
中
心
と
す
る
地
の
文
の
構
成
な
ど
に
よ
っ

て
、
一
所
不
住
、
人
生
即
旅
の
主
題
を
綜
合
・
統
一
し
て
、
こ
の
紀
行
に
盛
り

こ
も
う
と
意
図
し
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

 
 
「
ほ
そ
道
」
の
道
中
吟
で
、
紀
行
に
採
択
さ
れ
て
い
る
作
品
は
、
〈
草
の
戸

、
も
住
替
る
代
ぞ
ひ
な
の
家
V
に
は
じ
ま
り
、
〈
蛤
の
ふ
た
み
に
わ
れ
行
（
〈
）

秋
ぞ
〉
で
終
る
、
ち
ょ
う
ど
五
十
句
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
以
外
に
h
曽
良
旅

日
記
」
 
「
俳
譜
書
留
」
「
荊
口
句
帳
」
 
「
雪
ま
ろ
げ
」
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
「
ほ
そ
道
」
に
採
択
さ
れ
な
い
作
品
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
採
択
句
と
ほ
ぼ

同
数
に
近
い
。

 
わ
た
く
し
は
こ
の
不
採
用
の
旅
中
吟
を
、
「
ほ
そ
道
」
の
句
・
文
と
の
関
係

に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
、
芭
蕉
の
紀
行
文
制
作
の
意
識
を
追
及
す
る
う
え

に
、
何
ら
か
の
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
り
は
し
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
こ

で
さ
し
あ
た
り
既
刊
の
権
威
あ
る
文
献
を
参
照
し
て
、
「
ほ
そ
道
」
旅
中
の
作

と
思
わ
れ
る
作
品
を
と
ら
え
、
わ
た
く
し
な
り
の
臆
断
を
加
え
、
覚
え
書
き
を

作
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

（
注
一
）

（
注
二
）

 
「
曽
良
に
語
れ
ば
、
書
き
と
ぼ
め
侍
る
」
割
振
の
条
。
ま
た
「
墨

譜
書
留
」
に
は
、
旅
中
の
歌
仙
・
発
句
な
ど
が
、
忠
実
に
書
き
と
ゴ

め
ら
れ
て
い
る
。

 
〈
行
く
春
や
鳥
暗
（
き
）
魚
の
目
は
泪
V
是
を
矢
立
の
初
と
し
て

（
ほ
そ
道
）

（74）



（
注
三
）

 
〈
五
月
雨
を
集
め
て
涼
し
最
上
川
V
を
く
五
月
雨
を
集
め
て
早
し

最
上
川
V
。
〈
有
難
や
雪
を
か
ほ
ら
す
風
の
音
V
を
く
有
難
や
雪
を

か
ほ
ら
す
南
谷
V
。
〈
涼
し
さ
や
海
に
入
た
る
最
上
川
V
を
く
暑
き

日
を
海
に
い
れ
た
り
最
上
川
V
つ
く
隠
家
や
め
に
た
た
ぬ
花
を
軒
の

栗
V
を
〈
世
の
人
の
見
付
ぬ
花
や
軒
の
栗
〉
。

〈
涼
し
さ
や
V
を
く
早
し
V
に
変
改
し
た
の
は
、
も
っ
と
も
顕
著
な

例
で
あ
る
が
、
南
谷
の
句
に
し
て
も
、
暑
き
日
を
の
句
に
し
て
も
、

あ
い
さ
つ
の
季
節
的
対
汗
性
を
捨
象
し
て
、
紀
行
文
中
の
句
と
し
、

読
者
へ
の
鑑
賞
を
配
慮
し
て
い
る
点
が
み
ら
れ
る
。
あ
い
さ
つ
句
を

紀
行
の
本
文
に
採
択
す
る
の
は
、
紀
行
後
半
に
多
く
、
こ
れ
は
前
半

に
注
い
だ
紀
行
構
成
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
、
減
衰
を
示
す
も
の
で
あ
る

と
も
思
わ
れ
る
。

 
鮎
の
子
の
白
魚
送
る
一
山
 
 
 
癖
猿
）

 
「
芭
蕉
翁
句
集
草
稿
」
に
、
 
「
此
句
、
松
島
旅
立
の
比
、
送
り
け
る
入
に
云

出
侍
れ
ど
も
、
位
あ
し
く
仕
か
へ
侍
る
と
、
直
に
聞
え
し
句
也
」
と
あ
る
。
三

芳
の
記
述
で
あ
る
か
ら
信
頼
性
が
あ
る
。
送
る
人
と
送
ら
れ
る
人
と
の
対
比
が

露
骨
で
あ
る
の
で
、
 
「
ほ
そ
道
」
執
筆
の
時
に
、
〈
行
春
や
鳥
暗
き
魚
の
目
は

泪
V
と
想
を
改
め
た
の
で
あ
ろ
ら
。
改
作
句
で
は
逝
春
の
情
を
別
離
の
感
情
に

だ
ぶ
ら
せ
て
、
鳥
と
魚
の
対
比
を
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
せ
な
い
。

 
ま
た
こ
の
句
が
「
ほ
そ
道
」
執
筆
時
の
作
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
句
と
首
尾

の
関
係
に
あ
る
く
蛤
の
ふ
た
み
に
わ
か
れ
行
秋
ぞ
V
の
、
〈
行
春
V
と
く
行

秋
V
と
を
意
識
的
に
照
応
さ
せ
た
点
か
ら
み
て
も
、
う
か
が
い
知
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

 
糸
遊
に
結
（
び
）
つ
愚
だ
る
上
掛
 
 
 
（
甜
融
）

 
「
室
八
嶋
」
の
こ
ど
ば
が
き
が
あ
る
。
紀
行
に
は
「
室
八
嶋
」
の
文
の
み
が

あ
っ
て
、
核
と
な
る
べ
き
句
を
欠
く
。
紀
行
本
文
に
「
煙
を
読
習
（
は
）
し
侍

る
も
こ
の
謂
也
」
と
書
い
て
い
る
し
、
わ
ざ
わ
ざ
迂
回
し
て
、
煙
に
ち
な
む
歌

枕
の
地
を
訪
れ
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
文
末
に
一
句
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
ρ

す
え
る
と
す
れ
ば
、
曽
良
が
縁
起
を
語
り
終
る
文
末
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
昏

に
よ
っ
て
、
幻
想
的
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
す
効
果
を
ね
ら
う
こ
と
も
で
き
た
か

も
知
れ
な
い
。
だ
が
芭
蕉
は
こ
の
句
を
捨
て
た
。
〈
結
び
つ
き
た
る
V
の
技
巧

的
表
現
．
を
き
ら
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

 
入
（
り
）
か
㌧
る
日
も
糸
ゆ
ふ
の
名
残
か
な
 
 
（
粥
茄
）

曽
良
の
「
書
留
」
に
は
、
〈
入
（
り
）
か
㌧
る
日
も
程
々
に
春
の
く
れ
V
と

あ
り
、
〈
糸
遊
の
名
残
V
が
見
せ
消
ち
に
な
っ
て
い
る
。
、
こ
れ
は
糸
遊
の
句

で
、
 
「
室
八
嶋
」
の
歌
枕
の
煙
と
は
、
は
な
れ
て
い
る
の
で
、
も
ち
ろ
ん
採
ら

な
か
っ
た
。

 
鐘
つ
か
ぬ
里
は
何
を
か
春
の
暮
 
 
 
 
 
，
（
蛸
脚
）

 
 
 
田
家
に
春
の
く
れ
を
わ
ぶ

 
入
（
り
）
あ
ひ
の
か
ね
も
き
こ
へ
（
え
）
ず
は
る
の
く
れ
舘
融
）

-
同
想
別
案
と
思
わ
れ
る
こ
の
二
句
は
、
室
の
八
嶋
に
到
る
道
か
、
あ
る
い
は

八
嶋
を
出
発
し
て
か
ら
の
路
上
吟
で
あ
っ
て
、
紀
行
、
八
嶋
の
記
事
と
は
遊
離

・
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
採
択
せ
ず
。

「
お
く
の
砥
そ
道
」
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
旅
中
吟
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
 
1
芭
蕉
の
紀
行
文
制
作
意
識
に
ふ
れ
て
一
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幽

時
鳥
う
ら
み
の
滝
の
う
ら
表
 
．
〔
灘
）

 
「
や
ど
り
の
松
」
に
、
，
「
日
光
山
に
上
り
、
う
ら
み
の
滝
に
て
」
と
前
書
き

が
あ
る
。
紀
行
に
あ
る
く
暫
時
は
滝
に
籠
る
や
夏
の
初
V
と
、
同
時
作
で
あ
ろ

う
が
、
芭
蕉
は
く
暫
時
は
V
を
採
り
、
乙
の
句
を
捨
て
た
。
技
巧
的
な
作
品
に

対
す
る
自
己
評
価
に
よ
る
こ
と
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
地
の
文
に
対
し
て
核
・

と
な
る
べ
き
一
句
を
す
え
る
と
い
う
原
則
か
ら
考
え
て
も
と
う
ぜ
ん
捨
て
る
べ

き
句
で
あ
っ
た
。
・

 
秣
負
ふ
人
を
枝
折
の
夏
野
哉
 
 
 
 
〔
舘
融
）

 
「
曽
良
書
留
」
に
は
、
「
翠
桃
を
尋
（
ね
）
て
」
と
あ
り
、
亭
主
、
言
言
の

く
青
き
覆
盆
子
（
を
）
こ
ぼ
す
椎
の
葉
V
と
脇
句
を
と
も
な
っ
た
あ
い
さ
つ
句

で
あ
る
。
 
「
陸
奥
衛
」
に
は
、
 
「
陸
奥
に
く
だ
ち
ん
と
し
て
、
下
野
国
ま
で
旅

立
け
る
に
、
那
須
の
黒
羽
と
云
（
ふ
）
所
に
翠
桃
何
某
の
住
（
み
）
け
る
を
尋

、
（
ね
）
て
、
深
き
野
を
分
け
入
る
程
、
道
も
ま
が
ふ
ば
か
り
草
ふ
か
け
れ
ば
」

と
前
書
き
が
あ
る
。
広
大
な
那
須
野
の
景
が
い
か
に
も
リ
ア
ル
に
形
象
さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
芭
蕉
は
、
別
に
草
刈
る
お
の
こ
の
小
娘
、
「
か
さ
ね
」
と
、
野

飼
い
の
馬
な
ど
を
素
材
と
し
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
一
文
を
構
成
し
、
文
末
を
く

か
さ
ね
と
は
八
重
撫
子
の
名
成
る
べ
し
V
と
い
う
曽
良
作
の
句
で
結
び
、
前
述

写
実
的
な
前
書
き
を
と
も
な
っ
た
く
秣
負
う
V
の
文
と
句
を
捨
て
て
い
る
。
わ

た
く
し
は
こ
㌧
に
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
よ
り
は
ロ
レ
マ
ン
的
傾
向
の
強
い
作
者

を
想
像
す
る
。
ま
た
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
い
か
に
も
文
の
た
め
に
句
を
作
っ
て
、

文
末
に
す
え
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
文
が
主
で
句
が
従
な
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
芭
蕉
は
、
．
「
ほ
そ
道
」
執
筆
の
時
に
、
「
秣
負
う
」
の
備
忘
録
が
あ
り

ぴ

な
が
ら
、
こ
れ
を
捨
て
、
新
ら
た
に
文
を
主
と
す
る
一
文
を
作
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
く
か
さ
ね
と
は
V
の
曽
良
作
は
、
芭
蕉
の
代
作
か
も

知
れ
な
い
。
か
さ
ね
と
い
う
小
娘
の
名
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
が
、
彼
に
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
一
文
を
草
さ
し
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
，

 
山
も
庭
に
う
ご
き
い
る
・
や
夏
ざ
し
き
 
（
馨

 
「
秋
鴉
主
人
の
佳
景
に
対
す
」
と
、
前
書
き
が
あ
る
。
 
「
ほ
そ
道
」
本
文
の

「
黒
羽
の
舘
代
浄
法
寺
何
が
し
の
方
に
音
信
る
」
に
対
応
し
て
い
る
。
三
冠
の

兄
、
浄
法
寺
図
書
高
勝
の
舘
に
招
待
さ
れ
た
時
の
あ
い
さ
つ
句
で
あ
る
。
こ
の

句
は
前
記
く
秣
負
ふ
V
の
作
と
と
も
に
独
立
句
と
し
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
鑑
賞
に

価
い
す
る
佳
句
で
あ
る
が
、
芭
蕉
は
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
て
約
十
四
日
間
滞
在

し
た
、
黒
羽
で
の
雑
然
と
し
た
記
事
を
整
理
し
て
効
果
的
に
配
置
す
る
た
め
に

は
、
わ
ず
か
に
く
木
啄
も
庵
は
や
ぶ
ら
ず
夏
木
立
V
〈
夏
山
に
足
駄
を
拝
む
首

途
哉
V
の
二
句
を
採
択
す
る
に
と
ど
め
た
。
芭
蕉
は
旅
中
多
ぐ
の
歌
仙
を
巻
い

て
い
る
が
、
あ
い
さ
つ
性
の
強
い
歌
仙
の
発
句
は
、
紀
行
に
採
る
ば
あ
い
そ
の

あ
い
さ
つ
性
を
除
去
す
る
配
慮
を
は
ら
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
い
さ
つ
句
を
そ

の
ま
㌧
旅
の
順
序
に
羅
列
す
る
こ
と
が
、
紀
行
を
マ
ン
ネ
リ
化
さ
せ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
た
め
で
、
「
ほ
そ
道
」
の
前
半
で
は
、
あ
い
さ
つ
句
を
と
り
あ
げ

る
こ
と
が
少
い
。
後
半
に
は
構
成
力
の
減
衰
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
、
前
書
き
程

度
の
短
い
前
文
を
と
も
な
っ
た
あ
い
さ
つ
句
を
安
易
に
並
記
す
る
こ
と
が
多
く

な
っ
て
い
る
。

 
「
書
留
」
を
み
る
と
、
こ
の
く
山
も
庭
に
V
の
句
に
は
、
長
い
後
書
き
が
つ

い
て
い
て
、
浄
法
寺
図
書
の
舘
を
と
り
ま
く
自
然
が
、
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
 
「
浄
法
寺
図
書
何
が
し
は
那
須
の
郡
、
黒
羽
の
み
た
ち
を
も
．
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の
し
預
り
握
り
て
、
其
私
の
住
み
け
る
方
も
つ
き
み
＼
し
う
い
や
し
か
ら
ず
。

地
は
山
の
頂
に
さ
㌧
へ
て
、
亭
は
東
南
に
む
か
ひ
て
立
（
て
）
り
。
奇
峯
乱
山

か
た
ち
層
あ
ら
そ
い
、
 
一
髪
寸
碧
絵
に
か
き
た
る
や
う
に
な
ん
。
水
の
音
、

鳥
の
聲
、
松
杉
の
み
ど
り
も
こ
ま
や
か
に
、
美
景
た
く
み
を
霊
す
。
造
化
の
功

の
お
ほ
ひ
な
る
事
、
ま
た
た
の
し
か
ら
ず
や
。
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
文
に
し

て
、
〈
山
も
庭
に
〉
の
句
を
す
え
れ
ば
、
そ
の
ま
㌧
「
ほ
そ
道
」
の
本
文
と
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
殴
傷
寺
の
仏
頂
和
尚
の
こ
と
を

重
点
的
に
と
り
あ
げ
て
書
き
、
惜
し
げ
も
な
く
こ
の
句
、
こ
の
文
を
捨
て
た
。

 
 
田
や
麦
や
中
に
も
夏
（
の
）
時
鳥
 
 
 
 
（
舘
越

 
 
「
俳
諮
書
留
」
に
は
、
「
し
ら
川
の
関
や
い
っ
こ
と
お
も
ふ
に
も
、
先
、
秋

．
風
の
心
に
う
ご
き
て
、
苗
み
ど
り
に
む
ぎ
あ
か
ら
み
て
、
粒
く
に
か
ら
き
め

を
す
る
賎
が
し
わ
ざ
も
め
に
ち
か
く
、
す
べ
て
春
秋
の
あ
は
れ
・
月
雪
の
な
が

め
よ
り
、
こ
の
時
は
や
㌧
卯
月
の
は
じ
め
に
な
ん
侍
れ
ば
、
百
里
｝
つ
を
だ
に

見
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
た
だ
聲
を
の
み
て
黙
し
て
筆
を
捨
（
つ
）
る
の
み
な
り

け
ら
し
。
」
の
前
文
が
あ
る
。

 
奥
州
の
関
門
、
白
河
の
関
を
前
に
し
な
が
ら
、
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
て
黒
羽

に
滞
在
し
て
い
た
時
に
で
き
た
作
と
思
わ
れ
る
。
 
「
ほ
そ
道
」
で
の
名
文
の
一

つ
、
白
河
の
関
越
え
の
文
章
の
序
曲
を
な
す
句
・
文
で
あ
っ
て
、
能
因
を
は
じ

め
、
文
学
伝
統
の
ゆ
た
か
な
白
河
の
関
に
あ
こ
が
れ
る
気
持
が
独
白
さ
れ
て
い

る
。
紀
行
に
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
白
河
の
関
越
え
の
文
の
潜
在
力
を
蔵

し
て
い
み
。

鶴
鳴
（
く
）
や
其
声
に
芭
蕉
や
れ
ぬ
べ
し

（舗

Z）

 
「
ば
せ
を
に
鶴
絵
か
け
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、

と
は
遊
離
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
省
暑
。

画
賛
の
句
で
「
ほ
そ
道
」

 
落
ち
く
る
や
た
か
く
の
宿
の
郭
公
 
 
 
（
甜
融
）

 
「
書
留
」
に
よ
れ
ば
「
高
久
角
左
衛
門
二
授
（
ク
）
ル
」
と
あ
っ
て
、
 
「
み

ち
の
く
一
見
の
桑
門
、
同
行
二
人
、
な
す
の
篠
原
を
尋
（
ね
）
て
、
猶
、
殺
生

石
み
ん
と
急
（
ぎ
）
侍
る
ほ
ど
に
、
あ
め
降
り
輝
け
れ
ば
、
先
、
此
虚
に
と
ゴ

ま
り
候
」
と
謡
曲
じ
た
て
の
前
文
が
あ
り
、
曽
良
が
く
木
の
間
を
の
ぞ
く
短
夜

の
雨
V
と
、
脇
を
つ
け
て
い
る
．

 
「
ほ
そ
道
」
の
「
殺
生
石
は
温
泉
の
出
る
山
陰
に
あ
り
と
い
う
文
の
前
に
位

置
す
べ
き
で
あ
る
が
省
略
。
こ
れ
は
黒
羽
関
係
の
記
事
を
〈
野
を
横
に
馬
指

（
き
）
む
け
よ
ほ
と
㌧
ぎ
す
〉
の
句
で
、
結
末
を
つ
け
た
の
で
そ
れ
以
上
の
煩

雑
を
避
け
た
こ
と
と
、
こ
の
句
・
文
が
角
左
衛
門
へ
の
あ
い
さ
つ
で
あ
っ
た
こ

と
も
省
略
の
理
由
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 
湯
を
む
す
ぶ
誓
も
同
じ
石
清
水
 
 
 
傭
日
融
）

 
「
日
記
」
に
、
「
温
泉
大
明
神
ノ
相
殿
二
八
幡
宮
ヲ
移
シ
奉
（
リ
）
テ
雨
（

両
）
神
一
所
（
方
）
二
季
（
マ
）
レ
サ
綱
玉
フ
ヲ
」
と
あ
り
、
こ
の
句
が
あ
る
。

「
ほ
そ
道
」
に
は
、
 
「
そ
れ
よ
り
八
幡
宮
に
詣
。
與
市
、
扇
の
的
を
射
し
時
、

別
し
て
は
我
国
氏
神
正
八
ま
ん
と
ち
か
ひ
し
も
、
此
神
社
に
て
侍
（
る
）
と
聞

（
け
）
ば
、
感
短
し
き
り
に
覚
え
ら
る
」
と
あ
り
、
黒
羽
の
金
丸
八
幡
参
詣
の

と
こ
ろ
で
、
与
市
の
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
温
泉
神
社
、
'
相
殿
の
八

幡
宮
の
記
述
、
お
よ
び
こ
の
句
は
省
略
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
句
と
し
て
も

技
巧
に
過
ぎ
る
。

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
旅
中
吟
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
 
一
芭
蕉
の
紀
行
文
制
作
意
識
に
ふ
れ
て
一
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石
の
香
や
夏
草
赤
ぐ
露
あ
つ
し
 
 
 
累
日
徹
）

 
「
日
記
」
に
「
殺
生
石
」
と
こ
と
ば
が
き
が
あ
る
。
．
こ
の
句
は
写
実
的
・
感

覚
的
で
捨
て
が
た
い
作
で
あ
る
。
「
ほ
そ
道
」
の
「
殺
生
石
は
温
泉
の
出
（
づ
〉

る
山
陰
に
あ
り
。
石
の
毒
気
い
ま
だ
ほ
ろ
び
ず
。
蜂
蝶
の
た
ぐ
ひ
、
真
砂
の
色

の
見
え
ぬ
ほ
ど
、
か
さ
な
り
死
す
」
。
と
あ
る
文
の
次
に
、
こ
の
句
を
す
え
る

と
効
果
的
だ
と
思
う
が
、
芭
蕉
は
こ
れ
を
捨
て
た
。

「
ほ
そ
道
」
の
こ
の
あ
た
り
の
文
の
構
成
上
、
こ
の
句
を
挿
入
す
る
余
地
が
な

か
っ
た
た
め
と
も
思
わ
れ
る
が
、
一
つ
に
は
殺
生
石
の
伝
説
的
興
味
よ
り
も
、

次
の
西
行
に
ま
つ
わ
る
歌
枕
の
遊
行
柳
に
重
点
を
お
い
て
読
ま
せ
る
意
図
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

 
早
苗
に
も
我
（
が
）
色
黒
き
日
数
哉
 
（
議
）

 
西
か
東
か
先
（
づ
）
早
苗
に
も
風
の
音
 
 
（
舘
趣

 
「
書
留
」
に
「
み
ち
の
く
の
名
所
く
、
こ
こ
ろ
に
お
も
ひ
こ
め
て
、
先
、

せ
き
屋
の
跡
な
つ
か
レ
き
ま
～
に
、
ふ
る
道
に
か
㌧
り
、
い
ま
の
白
河
も
こ
え

ぬ
」
と
あ
っ
て
、
〈
早
苗
に
も
V
の
句
が
あ
り
、
次
に
改
行
し
て
、
 
「
岩
瀬
の

郡
、
す
か
川
の
駅
に
至
れ
ば
、
乍
輩
斎
等
躬
子
を
尋
（
ね
）
て
、
か
の
陽
関
を

出
て
故
人
に
逢
（
え
る
）
な
る
べ
し
」
と
つ
ゴ
け
》
 
「
発
句
前
脳
有
」
と
あ

る
。
前
に
あ
る
発
句
と
は
、
 
「
ほ
そ
道
」
の
く
風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
歌
〉

で
あ
る
。

 
「
葱
播
」
に
は
、
「
み
ち
の
く
の
名
所
く
心
に
お
も
ひ
こ
め
て
、
先
（
づ
）

関
屋
の
跡
な
つ
か
し
き
ま
㌧
に
、
ふ
る
み
ち
に
か
㌧
り
て
、
い
ま
の
し
ら
河
も

越
え
ぬ
。
頓
（
が
）
て
い
は
せ
の
郡
に
い
た
り
て
、
乍
単
斎
墨
型
子
の
芳
扉
を

拍
（
く
）
。
彼
（
の
）
陽
関
を
出
（
で
）
て
故
人
に
逢
（
え
る
）
な
る
べ
し
」

と
あ
っ
て
く
風
流
の
は
じ
め
や
V
の
句
が
あ
る
。
，
・

 
 
「
ほ
そ
道
」
の
本
文
之
対
照
す
る
と
、
 
「
曽
良
書
留
」
と
「
葱
摺
」
の
両
書

に
あ
る
「
い
ま
の
し
ら
河
も
越
え
ぬ
」
が
、
 
「
と
か
く
し
て
越
（
え
）
行
（
く

ま
㌧
に
」
と
な
り
、
こ
の
間
に
、
．
あ
た
り
の
山
岳
を
中
心
に
述
べ
た
地
形
の
説

明
が
入
り
、
か
げ
沼
の
こ
と
が
簡
潔
に
挿
入
さ
れ
て
、
「
す
か
川
の
駅
に
等
躬

と
い
う
も
の
を
尋
（
ね
）
て
」
と
つ
づ
き
ハ
〈
風
流
の
初
や
V
の
句
で
し
め
く

く
っ
て
あ
る
。

 
し
た
が
っ
て
「
曽
良
書
留
」
の
文
が
初
案
、
 
「
葱
摺
」
の
文
が
再
案
で
は
な

い
か
と
推
定
ざ
れ
る
。

 
白
河
の
関
越
え
で
、
芭
蕉
に
も
っ
と
も
強
い
感
動
を
与
え
、
発
句
に
文
に
、

。
そ
の
発
想
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
、
三
三
の
〈
都
を
ば
か
す
み
と
と
も
に

立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
」
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
そ
れ
を
文
に
し
て

は
、
 
「
秋
風
を
耳
に
残
し
」
と
書
き
、
発
句
に
し
て
は
、
 
「
日
数
か
な
〉
と
詠

じ
、
推
敲
し
て
〈
風
の
音
〉
と
し
た
。

 
し
た
が
っ
て
白
河
の
関
越
え
の
文
は
初
稿
・
再
稿
の
段
階
で
は
、
〈
西
か
東

か
V
の
句
を
裁
ち
入
れ
た
「
書
留
」
の
文
か
、
あ
る
い
は
、
再
案
の
「
葱
摺
」

の
文
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
旅
行
後
、
彫
琢
を
加
え
た
白
河
の
関
越

え
の
文
が
完
成
し
て
み
る
と
、
 
「
長
途
の
く
る
し
み
、
身
心
つ
か
れ
、
且
は
風

景
に
魂
う
ば
～
れ
、
懐
旧
に
膓
を
断
（
ち
）
て
、
は
か
ぐ
し
う
思
ひ
め
ぐ
ら

さ
ず
」
と
書
い
た
て
ま
え
、
 
「
書
留
」
や
「
葱
摺
」
に
あ
る
よ
う
な
、
自
作
を

文
末
に
か
㌧
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
白
河
越
え
の
文
末
に
は
、

．
曽
良
の
く
卯
の
花
を
か
ざ
し
に
関
の
晴
衣
か
な
V
の
句
を
お
か
ざ
る
を
得
な
か

 
つ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
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芭
蕉
は
吉
野
や
松
島
に
自
作
を
示
さ
な
か
っ
た
と
同
様
に
、

自
作
を
積
極
的
に
示
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

 
関
守
の
宿
を
水
鶏
に
と
は
ふ
も
の

 
「
白
河
、
何
回
へ
」
と
あ
る
消
息
句
で
、

い
。
と
う
ぜ
ん
省
略
。

白
河
の
関
で
も

紀

二黒
文 ）
と

直
接

の

関

係

が
な

 
五
月
雨
は
滝
降
（
り
）
う
つ
む
み
か
さ
除
場
融
）

 
「
書
留
」
に
「
須
か
川
の
駅
よ
り
二
里
ば
か
り
に
、
石
河
の
滝
と
い
ふ
あ
る

よ
し
」
云
々
と
あ
り
、
医
師
等
雲
へ
の
書
翰
に
書
き
添
え
た
あ
い
さ
つ
句
で
あ

る
。
須
賀
川
滞
在
申
の
作
で
は
あ
る
が
、
〈
風
流
の
初
や
〉
〈
世
の
人
の
V
の

等
躬
・
可
伸
の
両
人
物
を
背
景
に
し
た
あ
い
さ
つ
句
が
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の

句
を
挿
入
す
る
余
地
の
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

 
嶋
ぐ
や
千
々
に
く
だ
け
て
夏
の
海
 
（
馨

 
芭
蕉
は
松
島
で
は
、
曽
良
作
く
松
島
や
鶴
に
身
を
か
れ
ほ
と
と
ぎ
す
V
を
黒

山
に
お
い
て
、
 
「
予
は
口
を
と
ち
て
眠
ら
ん
と
し
て
い
ね
ら
れ
ず
」
云
々
と
書

い
て
い
る
。
美
景
に
感
動
し
て
、
 
「
富
士
吉
野
の
句
一
生
な
し
」
と
い
う
彼
の

常
語
意
識
に
し
た
が
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
た
ゴ
し
富
士
・
吉
野
を
正
面
か

ら
と
り
あ
げ
て
い
な
い
が
、
富
士
・
吉
野
の
句
の
あ
る
こ
と
は
周
・
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
'

 
松
島
の
文
は
旅
行
後
に
ぞ
う
と
う
想
を
練
っ
て
作
文
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
こ
～
に
か
～
げ
た
句
の
前
文
が
思
案
ら
し
，
い
面
影
を
残
し
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
た
し
か
め
ら
れ
る
。
前
文
を
引
用
す
れ
ば
、
 
「
松
島
は
滑
風
扶

桑
第
一
の
景
と
か
や
。
古
今
の
人
の
風
情
、
此
嶋
に
の
み
思
ひ
よ
せ
て
、
心
を

尽
し
た
く
み
を
め
ぐ
ら
す
。
を
よ
そ
海
の
よ
も
三
里
斗
に
て
、
さ
ま
み
＼
の
嶋

み
＼
、
奇
曲
天
工
の
妙
を
刻
み
な
せ
る
が
ご
と
し
。
お
の
く
ま
つ
生
茂
り

て
、
う
る
わ
し
き
花
や
か
さ
、
い
は
む
か
た
な
し
」
と
あ
っ
て
、
 
「
ほ
そ
道
」

本
文
の
原
型
を
と
皮
め
て
い
る
。
 
「
風
俗
文
選
」
に
あ
る
松
嶋
賦
は
、
 
「
ほ
そ

道
」
の
末
の
松
山
・
塩
釜
・
松
島
・
瑞
巌
寺
の
文
を
ま
と
め
て
一
つ
に
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
前
記
「
蕉
翁
文
集
」
の
前
文
を
初
案
と
す
れ
ば
、
 
「
風
俗
文

選
」
の
文
章
は
、
 
「
ほ
そ
道
」
本
文
に
行
き
つ
く
中
間
稿
と
も
考
え
ら
れ
る
。

 
螢
火
の
昼
は
消
（
え
）
つ
㌧
柱
か
な
 
 
 
（
囎
銀
鱗
道
）

 
「
曽
良
本
」
に
よ
る
と
、
〈
五
月
雨
の
降
（
り
）
の
こ
し
て
や
光
堂
」
の
左

脇
に
、
こ
の
句
が
記
し
て
あ
っ
て
、
棒
を
引
い
て
消
し
て
あ
る
ρ

 
井
本
農
一
博
士
の
「
曽
良
本
お
く
の
ほ
そ
道
に
よ
る
奥
の
細
道
の
考
察
」
に

よ
る
と
、
螢
火
の
句
は
曽
良
本
と
河
西
本
に
見
え
る
の
み
で
、
し
か
も
回
書
と

も
に
消
し
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
の
意
を
汲
ん
で
抹
殺
す
べ
き
で
は
あ

ろ
う
が
、
な
ほ
芭
蕉
研
究
上
、
参
考
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
光
堂
の

ら
で
ん
を
は
め
こ
ん
だ
巻
柱
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と

あ
る
。
わ
た
く
し
も
同
感
で
、
光
堂
の
内
部
に
さ
し
こ
ん
だ
、
幽
か
な
光
線
の

中
に
あ
る
、
善
美
を
こ
ら
し
た
ら
で
ん
の
巻
柱
に
昼
の
螢
を
配
し
て
v
夢
幻
的

な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
点
、
い
か
に
も
芭
蕉
ら
し
い
作
で
あ
る
と
思

う
が
、
芭
蕉
は
こ
れ
を
捨
て
た
。
そ
し
て
〈
五
月
雨
の
降
の
こ
し
て
や
光
堂
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
ア

の
一
句
を
重
点
的
に
文
末
に
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
堂
の
印
象
を
分
散
さ

せ
る
こ
と
を
恐
れ
た
、
一
句
一
文
の
原
則
を
守
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
旅
中
吟
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
 
1
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蕉
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ち
な
み
に
、
〈
五
月
雨
の
V
の
句
の
初
案
が
、
〈
五
月
雨
や
葺
く
降
（
り
）

て
五
百
た
び
〉
で
あ
る
こ
と
も
、
 
「
曽
良
本
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
よ
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
 
水
の
奥
氷
室
尋
（
ぬ
）
る
柳
哉
 
 
 
 
 
（
甜
越

 
 
風
の
香
も
南
に
近
し
最
上
川
 
 
 
 
 
 
（
甜
融
）

 
前
者
は
風
流
亭
に
て
、
後
者
は
盛
信
亭
に
て
と
あ
り
、
と
も
に
あ
い
さ
つ
句

、
で
紀
行
に
採
ら
れ
て
い
な
い
。
〈
五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川
V
が
最
上

川
下
り
を
叙
す
る
文
末
に
す
え
ら
れ
て
い
る
が
、
、
「
書
留
」
に
「
大
石
田
高
野

平
右
衛
門
亭
ニ
テ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
は
あ
い
さ
つ
句
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
味
で
は
「
水
の
奥
」
 
「
風
の
音
」
の
両
吟
と
同
列
の
も
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉

は
最
上
川
下
り
の
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
〈
集
め
て
涼
し
V
を
く
集
め
て

早
し
V
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
．
て
、
あ
い
さ
つ
句
を
、
最
上
川
を
下
っ
た
体
験
句

と
し
て
文
末
に
す
え
、
文
と
句
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。

 
其
玉
や
羽
黒
に
か
へ
す
法
の
月
 
 
 
 
（
願
纐
）

 
月
か
花
か
と
へ
ど
四
睡
の
籔
哉
 
 
 
 
（
醸
簸
）

 
「
其
玉
や
」
は
、
長
文
の
「
遠
流
の
天
宥
法
印
を
悼
む
」
前
文
が
あ
っ
て
、

末
文
に
す
え
ら
れ
た
句
で
あ
る
。
 
「
門
徒
等
し
き
り
に
す
～
め
ら
る
＼
に
よ
り

て
、
を
ろ
く
戯
言
一
句
つ
ら
ね
て
香
の
後
に
手
向
（
け
）
侍
る
。
い
と
揮

（
り
）
多
（
き
）
事
に
な
ん
侍
る
」
と
文
を
結
ん
だ
、
そ
の
あ
と
に
こ
の
句
が

あ
る
の
で
追
悼
句
で
あ
る
。
 
「
ほ
そ
道
」
の
文
中
に
挿
入
す
る
と
す
れ
ば
、
羽

黒
権
現
の
縁
起
を
記
し
た
「
…
…
修
験
行
法
を
励
（
ま
）
し
、
露
山
嬢
地
の
験

効
、
富
貴
（
び
）
曲
面
る
。
繁
栄
長
（
な
え
）
に
し
て
め
で
度
（
き
）
御
山
と

謂
（
ひ
）
つ
べ
し
」
の
あ
と
に
こ
の
句
を
お
き
、
縁
起
の
文
中
に
権
現
中
興
の

祖
、
天
宥
法
印
の
こ
と
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
芭
蕉
は
そ
の
煩
雑
を
き
ら

っ
た
。
「
月
か
花
か
」
の
作
は
、
こ
の
句
と
同
時
に
で
き
た
も
の
で
、
天
宥
法

印
の
描
い
た
四
睡
の
図
の
画
賛
で
あ
る
。
 
「
其
玉
や
」
を
は
ぶ
い
た
と
お
な
じ

理
由
で
こ
の
句
も
採
用
し
な
か
っ
た
。

 
め
づ
ら
し
や
山
を
い
で
羽
の
初
茄
子
 
 
 
（
甜
融
ど

 
鶴
岡
、
重
行
亭
で
の
あ
い
さ
つ
句
。
「
ほ
そ
道
」
本
文
に
「
羽
黒
を
立
（
ち
）

て
、
鶴
が
岡
の
城
下
、
長
山
氏
重
行
と
云
（
ふ
）
物
の
ふ
の
家
に
む
か
へ
ら
れ

て
、
俳
三
一
三
一
」
。
の
次
に
お
か
れ
る
べ
き
句
で
あ
る
が
省
略
。

 
こ
れ
は
渕
庵
不
玉
亭
で
の
く
あ
つ
み
山
や
吹
浦
か
け
て
諭
す
ゴ
み
V
お
よ
び

酒
田
安
種
亭
で
の
く
涼
し
さ
や
海
に
入
た
る
最
上
川
V
、
 
（
本
文
に
入
れ
る
と

き
く
涼
し
さ
や
V
を
〈
暑
き
日
を
〉
に
改
作
）
の
二
つ
の
あ
い
さ
つ
の
句
を
採

用
し
た
以
上
、
お
な
じ
あ
い
さ
つ
句
を
さ
ら
に
一
句
加
え
る
こ
と
は
、
冗
漫
で

あ
る
と
の
配
慮
と
、
川
と
海
の
涼
を
ま
と
め
て
二
句
と
し
た
の
で
、
季
語
の
異

な
る
「
初
茄
子
」
の
句
は
捨
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ほ
玉
志
亭
で
の
、

 
初
真
桑
四
（
つ
）
に
や
断
ン
輪
に
切
ン
（
犠
）

 
の
あ
い
さ
つ
句
を
削
っ
た
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
理
由
に
よ
る
。
 
 
 
 
 
、

 
一
文
の
終
り
に
、
二
句
を
並
記
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
句
文
の
緊
密
性
を
破

る
も
の
で
あ
る
以
上
、
・
・
本
文
に
採
っ
た
二
句
以
外
に
、
さ
ら
に
く
め
づ
ら
し

や
V
〈
初
真
桑
V
の
あ
い
さ
つ
句
を
加
え
、
四
句
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
と

う
ぜ
ん
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
・
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辱
夕
晴
や
桜
に
涼
む
浪
の
花
 
 
 
（
臨

 
真
蹟
懐
紙
に
「
夕
方
雨
や
み
て
、
処
の
何
が
し
、
舟
に
て
江
の
中
を
案
内
せ

ら
る
～
」
と
あ
る
の
で
、
「
ほ
そ
道
」
を
執
筆
す
る
と
き
、
こ
の
句
の
メ
モ
が

あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

 
「
ほ
そ
道
」
本
文
の
「
む
か
ふ
の
岸
に
舟
を
あ
が
れ
ば
、
花
の
上
こ
ぐ
と
よ

ま
れ
し
櫻
の
老
木
、
西
行
法
師
の
記
念
を
の
こ
す
」
に
関
連
を
も
つ
句
で
あ

る
。 

し
か
し
象
潟
の
文
末
に
は
、
〈
象
濤
や
雨
に
西
施
が
ね
ぶ
の
花
V
の
一
句

が
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
紀
行
本
文
の
「
東
に
堤
を
築
（
き
）
て
、

秋
田
に
か
よ
ふ
継
継
（
か
）
に
、
海
北
に
か
ま
え
て
浪
打
（
ち
）
入
る
（
る
）

所
を
汐
ご
し
と
云
」
に
対
応
す
る
く
汐
越
や
鶴
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し
V
の
句
も

蛇
足
の
感
さ
え
す
る
。
ま
し
て
同
じ
涼
し
の
句
、
 
「
夕
晴
や
」
を
お
く
余
地
は

ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
西
行
に
傾
倒
す
る
芭
蕉
は
、
こ
れ
を
地
の
文
に

生
か
し
た
の
で
あ
る
。

 
象
潟
の
文
末
に
、
曽
良
の
〈
象
潟
や
料
理
何
く
ふ
〉
〈
波
こ
え
ぬ
契
〉
の
二

三
と
、
低
耳
の
く
蟹
の
家
や
V
の
三
句
を
安
易
に
文
宋
に
な
ら
べ
た
こ
と
は
、

蛇
足
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
あ
と
に
つ
づ
く
＜
荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た

ふ
天
河
〉
と
、
句
の
み
か
㌧
げ
て
前
文
、
た
と
え
ば
「
銀
河
の
賦
」
の
よ
う
な

文
を
と
も
な
わ
ぬ
こ
と
な
ど
、
 
「
こ
の
間
九
日
、
暑
湿
の
労
に
神
を
な
や
ま

し
、
病
お
こ
り
て
事
を
し
る
さ
ず
」
と
言
い
わ
け
め
い
た
こ
と
ば
を
記
し
て
は

い
る
が
、
ど
こ
か
構
成
力
の
減
衰
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

小
鯛
さ
す
柳
涼
し
や
海
士
が
つ
ま

（
憩

 
「
西
浜
」
と
あ
っ
て
、
直
江
津
以
西
の
海
岸
で
の
嘱
目
吟
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
紀
行
本
文
に
と
り
あ
げ
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
か
っ
た
。

 
薬
欄
に
い
つ
れ
の
花
を
く
さ
枕
 
 
 
 
 
（
再
帰
）

 
「
細
川
春
庵
亭
ニ
テ
」
と
あ
る
あ
い
さ
つ
句
。
 
「
ぼ
そ
道
」
の
「
…
…
暑
湿

の
労
に
神
を
な
や
ま
し
、
病
お
こ
り
て
事
を
し
る
さ
ず
」
の
大
省
略
の
部
分
に

は
い
る
作
品
で
あ
る
。
風
葬
の
「
芭
蕉
文
集
追
記
」
に
あ
る
こ
の
句
の
前
文
、

「
み
ち
の
く
出
羽
の
名
四
く
を
み
め
ぐ
め
て
、
猶
北
海
の
荒
磯
を
伝
ひ
、
高

ず
な
ご
あ
ゆ
み
苦
し
き
越
の
長
途
に
、
多
病
い
と
つ
か
れ
て
た
か
だ
と
い
ふ
処

に
い
た
る
。
隠
謀
に
良
医
棟
雪
何
某
と
か
や
、
風
雅
の
き
こ
え
遠
く
伝
（
え
）

た
る
を
た
つ
ね
入
（
り
）
て
」
は
、
「
ほ
そ
道
」
の
本
文
と
符
節
を
合
わ
し
た

記
述
で
あ
る
。

 
熊
坂
が
ゆ
か
り
や
い
つ
の
玉
ま
つ
り
 
 
 
（
畷
己
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
一
＝
口

 
加
賀
生
れ
の
大
盗
・
熊
坂
長
範
を
と
む
ら
っ
た
句
で
あ
る
が
、
加
賀
国
の
記

事
は
、
〈
わ
せ
の
香
や
〉
の
作
で
ま
と
め
た
の
で
、
、
こ
の
句
は
と
う
ぜ
ん
省

略
。 

ぬ
れ
て
行
（
く
）
や
入
も
お
か
し
き
雨
の
萩
（
甜
融
）

 
「
廿
六
日
、
同
歓
水
亭
会
、
雨
中
也
」
と
あ
る
。
同
と
あ
る
の
は
紀
行
に
採

択
さ
れ
た
く
し
ほ
ら
し
き
名
や
〉
の
句
の
前
書
、
小
松
山
王
会
と
あ
る
、
小
松

で
の
吟
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

 
金
沢
の
文
末
に
は
、
〈
塚
も
動
け
V
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
〈
秋
涼

し
手
毎
に
V
の
あ
い
さ
つ
句
、
途
中
吟
く
あ
か
あ
か
と
V
の
作
、
さ
ら
に
く
し

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
旅
中
吟
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
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ほ
ら
し
き
名
や
V
と
い
う
よ
う
に
、
文
を
と
も
な
わ
ぬ
句
が
、
孤
立
的
に
唐
突

に
掲
出
さ
れ
て
、
句
の
す
え
か
た
と
し
て
芭
蕉
ら
し
く
な
い
。
こ
の
く
ぬ
れ
て

行
（
く
）
や
V
の
句
を
採
る
と
す
れ
ば
、
本
文
の
く
し
ほ
ら
し
や
V
の
次
に
位

置
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
煩
雑
を
き
ら
っ
て
削
除
し
た
と
思
わ
れ
る
。

・
桃
の
木
の
其
葉
ち
ら
す
な
秋
の
風
 
（
勲
船
）

 
い
さ
り
火
に
か
じ
か
や
波
の
下
む
せ
び
 
 
（
卿
辰
）

．
〈
桃
の
木
の
V
は
、
、
本
文
の
「
あ
る
じ
と
す
る
物
は
、
久
米
之
助
と
て
、
い

ま
だ
小
童
也
」
と
あ
る
次
に
お
く
べ
き
句
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
入
れ
る
と
久
米

之
助
の
父
の
風
雅
を
い
う
の
に
支
障
が
あ
る
の
で
削
っ
た
。

 
〈
い
さ
り
火
に
〉
の
句
は
、
「
山
中
十
景
、
高
瀬
漁
火
」
と
あ
っ
て
、
山
中

温
泉
滞
在
中
の
も
の
で
あ
る
が
す
で
に
山
中
温
泉
の
句
・
文
が
あ
れ
ば
、
こ
の

句
挿
入
の
余
地
は
な
い
。

 
湯
の
名
残
今
宵
は
肌
の
寒
か
ら
む
 
 
 
 
癬
原
）

 
久
米
之
助
と
の
惜
別
の
あ
い
さ
つ
句
。
紀
行
の
「
今
更
む
か
し
語
（
り
）
と

は
な
り
ぬ
」
の
次
に
こ
の
句
を
お
け
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
次
の
段
の
曽
良
と

の
別
離
に
重
点
を
お
く
以
上
、
別
離
の
句
の
重
複
を
嫌
う
の
は
と
う
ぜ
ん
。
ま

た
山
中
温
泉
の
段
は
、
貞
室
と
久
米
之
助
の
父
と
の
話
で
あ
る
か
ら
、
久
米
之

助
と
の
惜
別
句
の
占
め
る
位
置
が
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

名
月
の
見
所
問
は
ん
旅
寝
せ
む
 
 
 
 
 
（
舗
働
）

「
福
井
洞
栽
子
を
さ
そ
ふ
」
と
こ
と
ば
が
き
が
あ
る
。
福
井
の
等
栽
訪
問
の

文
末
に
、
こ
の
句
を
す
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
「
…
…
名
月
は
つ
る
が
の
み

な
と
に
と
た
び
立
。
等
号
も
共
に
送
ら
ん
'
と
、
裾
お
か
し
う
か
ら
げ
て
、
路
の

枝
折
と
う
か
れ
立
。
」
と
い
う
紀
行
の
文
脈
に
ぴ
っ
た
り
す
る
句
で
あ
る
が
、

な
ぜ
こ
の
句
を
採
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
荊
口
句
帳
」
の
「
芭
蕉
翁

月
一
夜
十
五
句
」
の
望
月
吟
は
、
こ
の
福
井
の
文
以
降
、
種
の
浜
に
い
た
る
ま

で
、
常
に
本
文
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
芭
蕉
が
、
月
一
夜
十
五
句
を
ふ
ま
え
て
、

「
ほ
そ
道
」
の
こ
の
あ
た
り
の
文
を
構
成
し
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

月
見
せ
よ
玉
江
の
藍
を
苅
ら
ぬ
先
（
玉
茎

あ
さ
む
つ
を
月
見
の
旅
の
明
（
け
）
離
れ
（
阿
曾
武
津
の
橋
）

あ
す
の
月
雨
占
な
は
ん
ひ
な
が
嶽
（
ひ
な
が
獄
）

月
に
名
を
包
み
が
ね
て
や
い
も
の
神
（
湯
尾
）

義
仲
の
寝
覚
の
山
か
月
悲
し
（
燧
が
城
）

中
山
や
越
路
も
月
は
ま
た
命
（
越
の
申
山
）

国
み
＼
の
八
景
更
に
気
比
の
月
（
気
比
の
海
）
・

ふ
る
き
名
の
角
賀
や
恋
し
秋
の
月

句荊句荊句荊句荊句荊句荊二塁句荊
帳口壷口帳口帳口帳口帳口帳口帳口

 
こ
の
八
句
は
、
紀
行
本
文
の
「
漸
、
白
根
が
嶽
か
く
れ
て
比
那
が
嵩
（
岳
）

あ
ら
は
る
。
あ
さ
む
つ
の
橋
を
わ
た
り
て
、
玉
江
の
藍
は
穂
に
出
（
で
）
に
け

り
。
鶯
の
関
を
過
（
ぎ
）
て
、
湯
尾
峠
を
越
（
ゆ
）
れ
ば
、
燧
が
城
、
か
へ
る

や
ま
に
て
、
初
雁
を
聞
（
き
）
て
、
十
四
日
の
夕
ぐ
れ
、
つ
る
が
の
津
に
宿
を

も
と
む
。
」
の
文
中
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
 
「
あ
さ
む
つ
」
 
「
玉
江
の
盧
」

は
、
と
も
に
歌
枕
で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
が
見
の
が
す
は
ず
は
な
く
、
 
「
い
も
の
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神
」
は
、
伝
説
と
し
て
著
名
、
燧
山
は
湯
ノ
尾
の
向
い
山
で
、
芭
蕉
が
特
に
愛

し
た
悲
劇
の
英
雄
、
木
曽
義
仲
の
居
城
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
無
関
心
に
通
過
す

る
こ
と
は
、
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
つ
こ
れ
ら
の
句
は
、
紀
行
に
採
択
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
位
置
は
紀
行
の
文
末
に
位
置
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に

芭
蕉
は
、
敦
賀
で
の
文
は
、
気
比
神
宮
に
重
点
を
お
い
て
書
き
、
文
末
に
、
〈

月
清
し
遊
行
の
も
て
る
砂
の
上
V
を
す
え
た
以
上
、
こ
れ
ら
聖
句
を
掲
出
す
る

余
地
は
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
道
行
文
に
よ
っ
て
、
句
に
詠
じ
た
よ
う
な
、
歌

枕
や
歴
史
・
伝
説
な
ど
に
対
す
る
関
心
を
、
文
の
し
た
じ
き
と
す
る
こ
と
に
と

ど
め
た
の
で
あ
る
。

 
月
の
み
か
雨
に
相
撲
も
な
か
り
け
り
 
 
繍
卿
）

 
月
い
つ
く
鐘
は
し
づ
め
る
海
の
底
 
（
雛
）

 
紀
行
に
は
「
十
五
日
、
亭
主
の
詞
に
た
が
は
ず
、
雨
降
る
。
」
と
あ
め
、
次

に
〈
名
月
や
北
国
日
和
定
（
め
）
な
き
〉
の
句
を
す
え
て
い
る
。
ζ
の
句
は
、

敦
賀
の
こ
と
を
叙
し
た
文
の
前
の
方
に
あ
る
「
十
四
日
の
夕
ぐ
れ
、
つ
る
が
の

津
に
宿
を
も
と
む
。
そ
の
夜
、
月
殊
に
晴
れ
た
り
。
あ
す
の
夜
も
か
く
あ
る
べ

き
に
や
と
い
へ
ば
、
越
路
の
習
ひ
、
猶
明
夜
の
陰
晴
は
か
り
が
た
し
と
」
と
、

あ
る
文
を
う
け
た
句
と
し
て
お
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
く
月
の
み
か
V
〈
月
い

っ
こ
〉
の
両
句
の
位
置
と
し
て
は
、
〈
名
月
や
北
国
日
和
〉
の
句
の
次
に
位
置

す
る
の
で
あ
る
が
、
二
句
と
も
に
捨
て
た
。

 
〈
月
の
み
か
雨
に
相
撲
〉
の
句
の
省
略
は
、
〈
名
月
や
北
国
日
和
V
の
句
が

採
ら
れ
れ
ば
不
必
要
で
あ
る
。
．
し
か
し
く
月
い
っ
こ
鐘
は
V
の
句
は
、
荊
口
句

帳
に
あ
る
こ
の
句
の
前
文
に
「
お
な
じ
夜
あ
る
じ
の
物
語
に
、
此
海
に
釣
鐘
の

し
づ
み
て
侍
る
を
、
国
ノ
守
の
海
士
を
入
，
（
れ
）
て
た
つ
ね
さ
せ
給
へ
ど
、
龍

頭
の
さ
か
さ
ま
に
落
入
（
り
）
て
、
引
あ
ぐ
べ
き
便
も
な
し
と
聞
（
き
）
て
」

と
い
う
文
が
あ
っ
て
、
鐘
ケ
崎
の
沈
鐘
伝
説
に
発
想
し
て
い
る
作
で
あ
る
。
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
素
材
を
一
文
と
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
芭
蕉
は
、

「
ほ
そ
道
」
の
こ
こ
ら
あ
た
り
の
文
で
は
、
十
四
日
、
十
五
日
、
十
六
日
と
い

う
よ
う
に
日
記
風
の
叙
述
を
と
っ
て
い
る
関
係
上
、
こ
の
句
を
核
と
す
る
一
文

を
構
想
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
芭
蕉
が
こ
の
作
を
紀
行
に
生
か
し
た
い
と
の
思
い
は
、
桂
下
園
東
落
暉
の

「
俳
譜
四
幅
対
」
に
、
〈
名
月
や
北
国
日
和
〉
の
句
の
次
に
、
 
「
同
じ
夜
、
主

の
物
語
、
」
と
し
て
「
荊
口
句
帳
」
に
あ
る
よ
う
な
一
文
を
草
し
、
そ
の
あ
と

に
く
月
い
っ
こ
V
の
句
を
す
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
か
が
い
知
ら
れ

る
。 

小
萩
ち
れ
ま
す
ほ
の
小
貝
小
弟
 
 
 
 
 
（
礪
鱗
）

 
衣
着
て
小
貝
捨
は
ん
い
ろ
の
月
・
 
 
'
 
（
俗
唱
）

 
〈
小
萩
ち
れ
V
の
句
は
、
紀
行
の
「
其
日
の
あ
ら
ま
し
、
一
過
に
筆
を
と
ら

せ
て
寺
に
残
す
」
心
あ
る
懐
紙
の
文
末
に
し
る
さ
れ
た
句
で
あ
っ
て
、
本
文
に

採
ち
と
す
れ
ば
、
〈
浪
の
聞
や
小
貝
に
ま
じ
る
萩
の
塵
〉
の
次
に
位
置
す
べ
き

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
文
に
採
っ
た
句
と
、
素
材
が
同
一
だ
か
ら
、
重
複
を
避

け
た
。

 
〈
衣
着
て
〉
は
（
西
行
法
師
を
慕
う
心
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
す

ほ
の
小
貝
と
素
秘
的
に
同
一
で
あ
る
か
ら
削
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

胡
蝶
に
も
な
ら
で
秋
ふ
る
菜
虫
哉

（紀

ｪ
）

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
旅
中
吟
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
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！

 
 
こ
も
り
居
て
木
の
実
理
の
み
ひ
ろ
は
ゴ
や
醸
の
）

 
〈
胡
蝶
に
も
V
の
句
に
は
、
如
行
の
書
い
た
「
元
禄
二
年
は
じ
め
の
夏
、
深

川
の
い
ほ
り
も
人
に
や
り
て
、
な
す
野
の
原
の
郭
公
を
ま
ち
、
蓬
・
葎
の
敷
寝

の
下
に
、
き
り
ぐ
す
を
聞
（
き
）
て
、
千
百
骨
董
の
二
型
、
終
に
か
う
べ
を
し

ろ
・
ワ
し
て
、
み
の
の
国
我
さ
と
に
う
つ
り
給
。
句
ど
も
あ
ま
た
有
。
此
花
は
お

，
く
の
し
ほ
り
に
の
こ
し
給
へ
ば
、
大
形
は
も
ら
し
つ
」
と
い
う
前
文
が
あ
る

が
、
芭
蕉
の
長
途
の
旅
の
終
り
の
感
慨
を
客
観
的
に
代
弁
し
て
い
る
文
で
あ

る
。

 
〈
こ
も
り
居
て
V
も
「
恕
水
子
別
攣
に
て
即
興
」
と
あ
り
、
〈
胡
蝶
と
も
〉

の
句
と
と
も
に
、
恕
水
子
の
別
騒
に
、
旅
の
疲
れ
を
休
め
た
時
の
し
み
じ
み
と

し
た
感
じ
の
あ
ふ
れ
た
作
で
あ
る
。
・

 
 
「
ほ
そ
道
」
の
最
後
の
本
文
は
、
 
「
露
通
も
此
み
な
と
ま
で
出
む
か
ひ
て
、

み
の
の
国
へ
と
伴
ふ
。
駒
に
π
す
け
ら
れ
て
大
垣
の
庄
に
入
（
れ
）
ば
、
曽
良

も
伊
勢
よ
り
来
（
た
）
り
合
（
ひ
）
、
四
人
も
馬
を
と
ば
せ
て
、
如
行
が
家
に

入
（
り
）
集
る
。
前
川
子
・
荊
口
父
子
、
其
外
し
た
し
き
人
々
日
夜
と
ぶ
ら
ひ

て
、
蘇
生
の
も
の
に
あ
ふ
が
ご
と
く
、
且
悦
び
、
旧
い
た
は
る
」
と
あ
り
、
蕉

門
、
師
弟
の
愛
情
の
深
さ
が
、
 
「
日
夜
と
ぶ
ら
ひ
て
蘇
生
の
も
の
に
あ
ふ
ご
と

く
」
云
々
の
文
に
生
き
生
き
と
活
写
さ
れ
て
い
る
。

 
 
「
ほ
そ
道
」
結
尾
の
句
は
、
 
「
翁
此
所
よ
り
伊
勢
へ
う
つ
り
給
（
ふ
）
時
、

我
舟
に
て
送
り
侍
る
に
」
と
書
い
た
、
大
垣
の
舟
問
屋
、
谷
木
因
と
巻
い
た
両

吟
歌
仙
の
発
句
、
〈
蛤
の
ふ
た
見
に
別
れ
行
（
〈
）
秋
ぞ
〉
の
作
で
あ
る
。
こ

れ
が
△
行
（
く
）
春
や
鳥
暗
き
魚
の
目
は
泪
V
と
、
行
く
春
、
行
風
秋
で
首
尾

照
応
、
な
が
い
「
ほ
そ
道
」
の
文
を
結
ん
で
い
る
こ
と
は
上
述
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

 
伊
勢
に
旅
立
つ
ま
で
の
大
垣
滞
在
中
の
作
は
、
〈
蛤
の
ふ
た
み
に
V
の
作
よ

」
り
以
前
に
も
、
木
因
亭
で
の
く
か
く
れ
家
や
月
と
菊
と
に
田
三
友
V
譲
』
斜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
ほ

嶺
亭
で
の
く
其
ま
㌧
よ
月
も
た
の
ま
じ
伊
吹
山
V
（
顯
纐
）
〈
は
や
く
さ
け
九

日
も
近
し
菊
σ
花
〉
籟
難
）
な
ど
の
六
句
が
、
芭
蕉
集
籍
顯
難
微
騨
大
）
に
収
載

さ
れ
て
い
る
が
、
紀
行
の
本
文
と
直
接
関
係
が
な
い
の
で
省
略
し
た
。
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脚
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．
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礁
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奪
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