
俳
譜
に
お
け
る

「
…
し
か
か
る
」
の
用
法

高

羽

四

郎

動
詞
の
連
用
形
に
「
懸
か
る
」
が
直
接
し
て
、
「
…
し
か
か
る
」
の
形
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
各
種
の
複
合
動
詞
に
は
「
か
か
る
」
が
原
義

に
近
い
意
を
示
す
場
合
と
始
発
ま
た
は
開
始
の
意
を
表
わ
す
場
合
と
が
認
め
ら

れ
、
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
を

 
1
実
義
（
原
義
）
の
用
法
i
例
え
ば
「
飛
び
か
か
る
」
「
通
り
か
か

 
 
 
る
」
な
ど

 
亙
 
補
助
（
開
始
）
の
用
法
一
例
え
ば
「
書
き
か
か
る
」
 
「
知
れ
か
か

 
 
 
る
」
な
ど

と
呼
ん
で
お
く
。
こ
れ
ら
二
つ
は
同
じ
一
語
の
用
法
の
違
い
と
考
え
ら
れ
、
は

た
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
経
過
で
「
懸
か
る
」
が
開
始
義
に
転
じ

た
か
を
不
審
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
近
頃
ま
た
俳
譜
の
用
例
を
分
類
し
直
し

て
み
て
、
こ
の
転
義
は
「
人
を
主
語
に
取
る
一
用
法
」
か
ら
生
じ
た
と
い
う
推

測
が
強
く
な
っ
た
。
そ
の
点
を
先
ず
例
題
A
で
考
え
る
。
な
お
時
と
し
て
実
義

か
補
助
か
決
め
が
た
い
文
形
に
遭
遇
す
る
の
で
、
合
わ
せ
て
こ
の
こ
と
に
も
言

及
す
る
。

例
題
A
 
主
語
が
人
（
ま
た
は
擬
人
化
せ
ら
れ
た
生
物
）
で
あ
る
場
合

1
 
実
義
用
法

 
1
 
方
向

 
 
 
 
ハ
テ
ナ
シ

 
 
雲
霧
の
二
百
決
闘
に
さ
し
か
〉
り
〔
付
句
〕
i
其
角
（
い
つ
を
昔
・
三
四
六
）

 
 
 
参
 
と
く
ノ
、
と
木
曾
路
へ
か
＼
る
言
葉
つ
き
〔
付
句
〕
1
鈴
丸
（
蓑
笠
下
・
V
陽
炎

 
 
 
 
九
）

 
 
行
か
、
り
煤
は
き
て
や
る
庵
哉
-
農
臼
（
柞
原
四
・
・
1
冬
句
九
二
）

 
 
月
寒
く
来
か
、
る
蟹
も
膳
に
付
〔
付
句
〕
i
一
顧
（
十
三
夜
。
X
刈
萱
一
一
）

 
 
上
市
へ
も
ど
り
か
～
れ
ば
初
ざ
く
ら
1
米
松
（
よ
し
野
紀
行
・
一
七
二
）

 
 
白
雨
〔
ゆ
う
だ
ち
〕
や
山
伏
里
に
入
か
、
る
1
万
乎
（
有
磯
海
・
W
夏
句
八
三
）

 
 
 
参
 
町
へ
今
か
～
る
嫁
入
の
馬
の
鈴
〔
付
句
〕
1
里
．
紅
（
桃
首
途
中
・
五
七
）

 
 
出
か
～
り
て
茶
の
湯
の
客
を
誘
ヒ
合
〔
付
句
〕
1
石
場
（
深
川
・
翌
二
月
二
三
）

 
 
 
十
里
は
か
り
の
余
所
へ
出
か
、
り
〔
付
句
短
〕
1
歴
圃
（
続
猿
二
上
・
1
雨
柳
＝
一
）

 
2
 
動
向

 
 
角
力
取
こ
ろ
ひ
か
～
る
や
女
郎
花
i
五
明
（
番
士
集
・
W
秋
句
八
七
）

 
 
 
参
な
く
さ
め
と
こ
な
れ
て
か
㌧
る
待
上
酒
〔
付
句
〕
一
如
行
（
小
弓
・
1
春
四
一
七
七
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 

 
 
鎌
の
刃
に
飛
懸
り
た
る
い
な
ご
か
な
1
若
芝
（
喪
の
名
残
下
・
皿
秋
句
三
八
）

 
 
 
さ
れ
か
㌧
る
猫
も
う
ツ
く
し
風
の
萩
-
琴
五
（
橋
立
土
産
・
X
秋
句
四
五
）

 
 
立
か
㌧
り
背
中
を
た
㌧
く
う
ち
わ
哉
-
口
遊
（
皮
籠
摺
下
・
豆
夏
句
九
八
）

 
 
石
臼
に
子
も
這
か
～
る
五
月
雨
一
i
如
楓
（
住
吉
物
語
下
・
正
二
部
五
六
）
い

（ 156 ）



 
 
の
ツ
か
～
り
酒
米
か
す
や
夕
時
雨
一
掴
文
（
茶
草
子
・
1
画
才
一
二
五
）

 
 
寄
か
～
る
碁
盤
や
秋
の
夕
間
く
れ
-
一
村
（
篇
突
。
一
八
五
）

 
 
玉
あ
ド
ら
れ
押
か
、
り
み
る
机
か
な
一
才
麿
（
金
毘
羅
堀
上
．
1
冬
句
七
三
）
 
 
 
／

 
 
 
参
．
竹
の
子
や
と
れ
に
か
～
ら
ふ
老
の
杖
一
菅
詠
（
三
物
拾
遣
上
・
一
九
〇
）

 
 
付
記
 
寝
か
～
り
て
遠
く
成
行
砧
哉
i
破
笠
（
続
虚
栗
下
・
1
議
事
九
四
）

 
3
 
志
向

 
 
し
ら
濱
や
犬
吠
か
、
る
け
ふ
の
月
-
丈
草
（
藤
実
・
1
秋
場
三
五
）

 
 
理
非
な
し
に
泣
か
、
ら
れ
て
む
つ
か
し
き
〔
付
句
〕
i
雪
丸
（
茶
草
子
・
豆
春
雨
九
）

 
 
 
返
答
に
よ
っ
て
死
ふ
と
い
～
か
～
り
〔
付
句
〕
～
昨
嚢
（
日
和
山
・
垣
山
雀
二
五
）

 
 
老
僧
の
末
葉
掻
ん
と
立
か
＼
り
〔
付
句
〕
一
徐
英
（
法
法
華
経
・
1
黄
爲
九
）

 
 
 
比
 
立
か
＼
り
屏
風
を
倒
す
女
子
共
〔
付
句
〕
一
子
兆
（
猿
蓑
五
・
璽
夏
月
一
三
）

 
 
安
産
を
祝
ふ
て
一
首
詠
ミ
か
＼
り
〔
付
句
〕
i
文
里
（
桜
の
許
し
二
・
三
五
六
）

 
 
さ
あ
ぐ
と
競
ひ
懸
ツ
て
稽
古
鞠
〔
付
句
〕
1
露
夕
（
老
旅
十
一
・
八
一
）

 
 
 
か
け
ろ
ふ
の
き
ほ
ひ
か
、
る
や
菜
園
も
の
一
前
川
（
笈
日
記
申
・
亙
大
垣
一
八
）

 
 
隔
参
考
咲
〔
く
〕
競
な
り
け
り
雄
子
の
婁
一
種
文
（
猿
舞
師
・
昨
春
句
四
九
）

 
 
 
 
 
春
雨
の
き
ほ
ひ
や
草
の
身
つ
く
ろ
ひ
1
可
洞
（
桃
首
途
中
。
四
一
一
）

 
4
 
着
手

 
 
 
a
 
「
取
り
か
か
る
」

 
 
、
と
り
か
》
り
土
橋
の
杭
を
引
ぬ
き
て
〔
付
句
〕
一
跡
従
（
六
行
会
上
・
六
七
）

 
 
 
参
 
手
吹
回
に
し
ふ
く
か
～
る
朝
の
月
〔
付
句
〕
i
春
紫
（
花
柑
子
・
四
六
二
）

 
 
御
公
領
は
お
く
れ
て
稲
に
取
か
㌧
り
（
付
句
U
l
島
風
（
浪
化
日
記
。
巫
戊
寅
二
三
三
）

 
 
 
参
 
仕
事
な
き
身
は
茶
に
か
、
る
朝
の
月
〔
付
句
）
一
之
道
（
其
樹
下
・
五
〇
四
）

 
 
月
細
う
豚
よ
り
懸
に
取
か
＼
り
〔
付
句
〕
一
難
膚
（
山
中
集
・
盟
木
犀
二
九
）

 
 
 
参
 
五
器
ふ
い
て
下
女
は
化
粧
に
か
＼
り
け
り
〔
付
句
〕
l
i
照
星
（
韻
塞
下
・
那
鶏
連

 
 
 
 
 
九
）

 
 
も
 
一
般
動
詞

 
 
、
口
は
や
尽
奴
等
は
め
し
に
喰
か
、
り
〔
付
句
〕
i
吾
仲
（
柿
表
紙
六
「
翌
月
雪
二
三
）

俳
階
に
お
け
る
「
…
し
か
か
る
」
の
用
法

 
 
 
百
足
を
ふ
み
か
＼
り
た
る
月
の
く
れ
〔
付
句
〕
1
車
庸
A
己
光
・
1
序
部
七
九
）

 
 
 
呑
か
、
る
き
セ
る
明
よ
と
セ
か
ま
る
～
〔
付
句
〕
1
芝
柏
 
（
枯
尾
花
上
・
皿
追
善
四
三
）

 
 
 
 
参
 
汲
ミ
に
か
＼
る
柄
紗
ひ
か
へ
て
水
の
月
i
桃
肥
（
乙
丑
東
武
墨
直
・
五
一
六
）

亜
 
補
助
用
法

 
 
1
 
他
動
詞
＋
か
か
る

 
 
 
打
や
め
て
又
打
か
＼
る
捻
衣
か
な
1
友
硯
（
珠
洲
海
申
・
皿
秋
句
三
六
）

 
 
 
書
か
～
る
手
紙
へ
直
く
に
け
さ
の
雪
-
社
平
（
世
の
華
二
・
一
二
一
）

 
 
 
稲
妻
を
算
へ
か
㌧
り
て
か
そ
へ
け
り
〔
付
句
〕
i
萄
汚
（
小
弓
．
1
春
駒
ニ
ニ
四
）

 
 
 
根
わ
た
り
や
稻
か
り
か
～
る
今
朝
の
霜
-
哲
西
（
北
暗
影
・
1
秋
句
三
四
）

 
 
 
越
か
～
る
川
に
匂
ふ
や
櫃
の
花
i
東
起
（
曾
我
上
・
翼
春
句
心
一
七
）

 
 
 
役
馬
も
こ
し
ら
へ
か
＼
る
小
く
ら
が
り
〔
付
句
〕
一
蓬
十
（
桜
の
許
し
五
．
五
…
二
）

 
 
 
鳥
籠
の
細
工
仕
か
＼
る
店
の
月
〔
付
句
〕
1
呂
風
（
気
化
日
記
．
W
己
卯
八
九
二
）

 
 
 
水
風
呂
の
沙
汰
て
頭
を
剃
か
、
り
〔
付
句
〕
一
角
呂
（
青
縫
上
・
1
春
部
一
二
）

 
 
 
陽
炎
や
焼
か
、
り
た
る
風
呂
の
下
一
般
里
（
杉
丸
太
・
皿
春
野
一
〇
八
）

 
 
 
川
口
の
導
出
し
か
～
る
朝
の
月
〔
付
句
〕
1
香
落
（
幽
光
下
．
五
一
）

・
 
 
永
き
日
や
む
さ
し
野
の
草
摘
か
＼
り
一
地
風
（
滝
の
音
・
V
諸
句
六
）

 
 
 
の
ん
て
か
ら
鎌
概
か
、
る
清
水
か
な
一
，
観
古
（
浮
れ
笠
・
旺
諸
句
四
四
）

 
 
 
主
従
の
ぞ
は
ね
り
か
㌧
る
霜
夜
か
な
i
卯
七
（
初
蝉
下
・
V
冬
句
五
）

 
 
 
鶯
や
足
袋
は
き
か
～
る
障
子
越
一
牧
童
（
草
刈
笛
中
・
1
春
雪
一
二
）

 
 
 
小
屏
風
に
茶
を
挽
か
＼
る
寒
サ
哉
-
斜
嶺
 
（
小
文
庫
上
・
1
冬
句
四
二
／
続
猿
蓑
下
・
W

 
 
 
 
冬
句
一
〇
七
）

 
 
 
う
っ
か
り
と
渡
り
か
～
ツ
て
早
瀬
川
〔
付
旬
〕
i
陰
晴
（
桜
の
許
し
五
・
五
三
六
）

 
 
2
 
自
動
詞
＋
か
か
る

 
 
 
せ
り
あ
ふ
て
寝
か
、
る
時
や
鴛
の
声
ー
ー
ム
ロ
羅
（
鳥
道
上
・
三
四
五
）

 
 
 
 
参
 
青
柳
に
せ
り
か
、
り
け
り
雑
考
鳥
一
素
行
（
小
弓
・
1
細
部
一
三
一
）

 
 
 
 
 
も
、
尻
の
来
て
ハ
セ
リ
合
火
燵
哉
-
十
丈
（
皮
籠
摺
上
．
柵
冬
句
一
三
）

 
 
 
稲
妻
や
寝
か
～
ツ
た
子
の
顔
へ
袖
一
文
耕
（
世
の
華
一
・
皿
承
句
一
六
〇
）
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人
（
及
び
擬
人
化
せ
ら
れ
た
生
物
）
に
つ
い
て
「
…
し
か
か
る
」
の
用
い
ら

れ
て
い
る
場
合
を
例
題
A
と
し
、
そ
の
う
ち
「
か
か
る
」
が
原
義
を
示
す
も
の

を
1
項
に
置
い
た
。
原
義
と
は
言
っ
て
も
、
人
が
物
に
釣
り
か
か
る
こ
と
な
ど

は
稀
で
あ
る
か
ら
、
例
文
の
多
く
は
「
方
向
を
持
っ
た
運
動
・
動
作
」
の
類
に

包
括
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
広
く
「
目
標
（
空
間
）
あ
る
い
は
目
的
（
心
理
）
へ

の
接
近
」
を
表
わ
す
と
す
れ
ば
．
比
喩
用
法
を
も
含
め
た
1
項
の
お
よ
そ
す
べ

て
が
覆
わ
れ
る
状
況
で
あ
る
。
先
ず
初
め
に
「
一
地
点
へ
の
進
行
」
を
表
わ
す

例
文
を
取
っ
て
1
部
に
置
き
、
「
さ
し
か
か
る
」
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
か

ら
、
一
文
を
冒
頭
に
出
し
た
。
「
（
雲
霧
の
）
は
て
な
し
坂
に
・
差
し
か
か
り
」

の
「
雲
霧
」
は
「
果
て
な
し
」
を
引
き
出
す
た
め
の
修
辞
、
序
言
葉
の
類
い
と

解
し
て
お
く
。
そ
う
す
る
と
文
意
は
当
然
「
人
が
坂
の
入
口
に
近
づ
く
」
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
自
立
動
詞
の
「
懸
か
る
」
に
も
同
種
の
用
法
が

あ
り
、
事
例
の
一
つ
を
参
照
に
挙
げ
て
い
る
。
引
き
比
べ
る
ま
で
も
な
く
両
形

は
近
似
し
て
お
り
、
 
「
差
し
か
か
る
」
は
あ
た
か
も
「
か
か
る
」
の
強
意
語
の

如
く
で
あ
る
。
 
「
差
す
」
は
指
向
の
意
で
あ
る
が
、
同
義
は
既
に
「
か
か
る
」
，

の
内
に
包
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
「
差
し
一
」
は
し
ば
し
ば
無
劣
化
し
て
接
頭
辞

の
如
く
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
こ
で
も
形
式
化
し
て
見
え
る
の
で
あ
ろ

う
。
続
く
二
例
「
行
き
か
か
り
・
す
す
掃
き
て
や
る
」
 
「
来
か
か
る
・
あ
ま
も

・
ぜ
ん
に
着
く
」
は
文
意
に
何
の
疑
問
も
な
い
の
で
、
関
係
個
所
だ
け
を
取

っ
て
一
考
す
る
。
 
「
行
き
・
か
か
る
」
 
「
来
・
か
か
る
」
で
は
「
行
く
」
 
「
来

る
」
が
「
差
す
」
よ
り
一
層
鮮
明
な
運
動
を
見
せ
る
の
で
、
従
っ
て
こ
の
部
分

の
働
き
が
初
夢
の
場
合
よ
り
強
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
か
か
る
」
の
方
に
は

著
し
い
相
違
が
認
め
ら
れ
ず
、
「
接
近
・
到
着
」
の
意
は
変
動
し
て
い
な
い
。

以
上
三
交
で
知
り
え
た
点
は
、
先
行
動
詞
（
「
か
か
る
」
の
上
に
立
つ
語
）
の

厚
薄
に
係
わ
ら
ず
、
「
か
か
る
」
は
等
し
く
「
目
標
へ
の
接
近
」
を
表
わ
し
、

か
っ
こ
れ
は
「
懸
か
る
」
が
本
来
所
有
す
る
一
義
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

続
く
例
文
で
は
こ
の
関
係
が
崩
れ
て
く
る
。
第
四
文
「
上
市
へ
も
ど
り
か
か
れ

ば
（
初
桜
）
」
は
今
日
開
始
の
意
で
通
る
形
、
「
上
市
を
指
し
て
帰
路
に
つ

く
」
と
読
み
去
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
既
出
の
三
例
と
同
様
「
接

近
」
を
意
味
し
、
「
帰
来
上
市
へ
近
づ
い
た
時
」
の
文
辞
で
は
な
い
か
と
少
し

疑
問
で
あ
る
。
文
中
の
「
初
桜
」
と
は
む
し
ろ
そ
の
方
が
自
然
に
結
び
付
く
よ

う
な
気
が
す
る
。
終
り
の
二
題
「
出
か
か
る
・
入
り
か
か
る
」
は
現
代
の
口
語

に
お
け
る
典
形
的
な
補
助
の
用
法
、
当
面
の
引
用
文
で
も
行
為
直
前
の
意
に
使

わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
発
生
の
当
初
は
両
形
と
も
実
義
で
立
っ

て
い
た
と
臆
測
せ
ら
れ
、
疑
え
ば
そ
の
余
響
が
こ
こ
に
も
全
く
な
い
と
言
い
切

れ
な
い
。
少
く
と
も
心
象
は
今
日
よ
り
や
や
具
象
的
、
方
向
意
識
の
表
明
が
あ

る
と
感
ず
る
の
は
た
だ
の
思
い
な
し
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
こ
の
種
の
墨
形
に
つ

い
て
は
別
途
か
ら
考
査
す
べ
き
点
が
あ
り
、
い
ま
は
何
の
定
案
も
な
い
の
で
、

保
留
し
て
お
き
た
い
。
以
上
1
部
後
半
の
例
は
実
義
の
用
法
と
見
な
し
が
た
い

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
先
行
動
詞
が
出
入
・
去
来
を
表
わ
す
語
と
い
う
墨
形
の

点
か
ら
便
宣
合
わ
せ
て
言
及
し
た
。

 
第
2
部
で
は
手
近
な
物
を
目
標
と
す
る
動
作
・
行
為
の
類
を
一
括
し
た
。
な

お
生
物
に
関
す
る
表
現
で
こ
と
に
顕
著
な
運
動
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
種
の

例
文
を
も
含
め
、
こ
れ
ら
を
動
義
の
著
し
い
も
の
か
ら
や
や
静
義
の
も
の
へ
と

配
列
し
た
。
動
詞
の
種
類
は
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
は
大
同
小
異
、
文
意

も
す
べ
て
一
読
自
明
で
あ
る
。
初
句
と
末
句
と
を
引
い
て
、
「
か
か
る
」
が
実

義
の
用
法
で
あ
る
点
だ
け
を
確
か
め
る
。
最
初
の
「
す
も
う
取
り
・
転
び
か
か

る
や
ー
オ
ミ
ナ
エ
シ
」
は
草
の
上
に
投
げ
出
さ
れ
た
負
け
ず
も
う
の
こ
と
を
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言
う
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
か
か
る
」
は
動
義
、
身
を
寄
せ
る
行
為
が
鮮
明
で
あ

る
。
 
「
懸
か
る
」
に
も
類
義
の
使
い
方
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
を
参
考
に
掲
げ
て

い
る
が
、
取
り
出
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
末
尾
「
押
し
か
か
り
い
る
（
机

）
」
は
こ
の
人
の
姿
、
静
義
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
意
味
・
機
能
に
は
何
の

聞
題
も
な
い
。
 
「
押
す
」
の
働
き
は
軽
く
、
 
「
押
し
か
か
る
」
は
そ
の
ま
ま
「

懸
か
る
」
に
帰
一
、
参
照
例
も
あ
る
が
省
略
す
る
。
2
部
の
最
後
に
は
さ
ら
に

例
外
が
挙
っ
て
い
る
の
で
一
言
す
る
。
 
「
寝
か
か
る
」
は
「
眠
ろ
う
と
す
る
」

の
慣
用
語
句
、
俳
譜
の
諸
掛
ま
た
同
然
で
あ
る
。
こ
こ
の
一
例
も
明
か
な
補
助

の
用
法
で
あ
る
が
、
語
形
そ
の
も
の
は
「
物
に
寄
り
臥
す
」
の
実
義
で
成
立
し

た
と
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
、
一
応
こ
こ
で
指
摘
す
る
の
み
。
あ
と
で
改
め
て
考

え
る
（
参
照
A
豆
2
）
。

 
第
3
部
で
は
「
か
か
る
」
が
次
第
に
抽
象
的
な
行
為
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、

従
っ
て
そ
の
方
向
義
も
段
々
比
喩
的
に
な
る
経
過
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
。
初
句

「
（
白
浜
や
）
犬
・
ほ
え
か
か
る
（
今
日
の
月
）
」
は
こ
れ
を
既
出
の
2
部
第

二
例
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
見
る
。
当
面
の
「
吠
え
か
か
る
」
は
「
人
に
対

し
て
」
の
意
と
解
せ
ら
れ
、
そ
れ
で
も
主
体
（
犬
）
と
対
象
（
入
）
と
の
距
離

が
比
較
句
の
場
合
よ
り
遠
く
な
っ
て
い
る
。
も
し
「
月
に
向
っ
て
」
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
間
は
い
よ
い
よ
漂
々
と
す
る
。
一
方
「
ほ
え
る
」
は
具
象
行

為
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
飛
び
か
か
る
（
ぎ
れ
か
か
る
）
」
ほ
ど
顕
著
な
運
動

を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
「
か
か
る
」
は
対
向
の
意
を
表
わ
す
に
し
て
も
、
方

向
は
漠
然
と
、
目
標
は
間
接
化
し
て
い
る
。
む
し
ろ
主
体
の
意
志
的
な
表
現
、

「
ど
こ
ま
で
も
ほ
え
続
け
る
」
と
し
て
反
っ
て
当
た
る
一
面
が
あ
る
。
続
く
「

理
非
な
し
に
・
泣
き
か
か
ら
れ
て
1
難
し
き
」
で
は
、
「
理
非
な
し
に
」
と

あ
る
の
で
、
「
し
き
り
に
口
説
き
つ
く
」
の
意
が
一
層
表
面
化
す
る
。
こ
こ
で

俳
…
謂
に
お
け
る
「
…
し
か
か
る
」
の
用
法

口
説
き
手
は
別
に
遠
い
訳
で
も
な
く
、
対
向
（
人
を
相
手
に
）
の
意
も
読
み
取

ら
れ
る
。
し
か
し
行
為
の
方
が
「
哀
訴
」
と
い
う
類
の
一
層
無
象
の
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
「
か
か
る
」
の
方
向
義
も
抽
象
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
対

向
」
の
裏
に
「
動
意
」
の
響
く
「
か
か
る
」
の
例
は
俳
詣
に
も
珍
し
く
な
く
、

例
題
に
も
類
句
を
一
つ
付
記
し
た
。
比
喩
的
に
は
物
に
さ
え
旧
説
せ
ら
れ
、
事

例
は
B
I
の
末
尾
に
後
出
す
る
。
な
お
次
句
で
も
考
え
る
。
 
「
老
僧
の
1
木

の
葉
か
か
ん
と
・
立
ち
か
か
り
」
は
「
立
ち
向
か
う
」
の
具
象
義
な
の
で
あ
ろ

う
か
（
動
義
の
用
法
は
2
部
第
三
に
既
出
、
こ
こ
に
も
一
個
添
付
）
。
そ
れ
に

し
て
も
対
象
は
単
な
る
枯
葉
に
過
ぎ
な
い
。
こ
と
に
本
甲
の
よ
う
な
措
辞
か
ら

は
「
落
葉
掃
き
の
仕
事
」
に
向
か
う
意
を
判
読
す
る
の
も
当
然
で
あ
り
、
作
者

も
そ
れ
を
期
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
辺
の
用
例
で
方
向
（
空
間
）
が
志
向

（
心
理
）
へ
移
る
形
勢
の
あ
る
の
が
看
取
せ
ら
れ
、
続
く
夙
で
は
そ
れ
が
明
確

と
な
る
。
 
「
（
安
産
を
祝
う
て
）
一
首
・
読
み
か
か
り
」
で
は
対
象
が
不
明
で

あ
り
、
対
向
の
意
識
は
極
め
て
薄
い
。
し
か
し
単
な
る
開
始
用
法
と
は
取
り
に

く
い
形
で
あ
る
か
ら
、
 
「
進
ん
で
喜
び
の
歌
を
作
る
」
ほ
ど
の
意
志
の
表
現
と

見
る
罪
な
い
。
末
題
「
（
さ
あ
さ
あ
と
）
競
い
か
か
っ
て
・
稽
古
鞠
」
の
「
競

う
」
は
「
き
お
う
」
の
訓
、
 
「
勢
い
こ
む
」
の
意
と
解
釈
す
る
。
そ
れ
が
当
時

の
慣
用
だ
っ
た
と
推
測
せ
ら
れ
、
参
考
資
料
を
例
題
に
付
記
し
た
。
文
意
を
一

度
そ
う
決
め
れ
ば
、
 
「
か
か
る
」
は
行
動
意
志
を
表
わ
し
、
目
標
は
「
ま
り
」

で
な
く
、
 
「
け
い
こ
」
で
あ
る
こ
と
、
も
は
や
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
こ
の
場
合
は
「
き
お
う
」
の
概
念
に
「
意
図
・
志
向
」
の
意
は
包
ま
れ
て

お
り
、
実
質
「
か
か
る
」
は
「
意
気
ご
む
」
を
さ
ら
に
強
め
る
ほ
ど
に
し
か
働

い
て
い
な
い
。
か
く
て
同
語
は
先
行
動
詞
を
強
め
る
た
め
の
補
助
用
言
に
近
づ

く
こ
と
と
な
る
。
以
上
第
3
部
で
は
「
か
か
る
」
が
心
理
の
作
用
に
援
用
せ
ら
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れ
て
主
体
の
行
動
意
欲
を
表
出
し
、
時
に
は
強
調
の
付
属
語
に
類
す
る
こ
と
を

観
察
し
た
。
次
に
は
一
歩
進
ん
で
仕
事
へ
の
着
手
を
表
わ
す
例
文
に
入
る
。

 
着
手
の
最
も
常
用
の
形
が
「
取
り
か
か
る
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
少
数
を
引

い
て
第
4
部
a
と
す
る
。
初
夏
の
「
取
り
か
か
り
・
土
橋
の
く
い
を
。
引
き
抜

き
で
㎏
か
ら
は
丈
字
通
り
「
橋
ぐ
い
に
手
を
掛
け
る
」
「
の
具
象
行
為
が
ぐ
み

取
ら
れ
る
。
自
立
動
詞
の
「
懸
か
る
」
に
関
し
て
も
類
例
が
挙
っ
て
い
る
の
で

読
み
合
わ
せ
て
み
た
い
。
 
「
手
ふ
い
ご
に
（
し
ぶ
し
ぶ
）
か
か
る
」
も
ま
た
文

義
の
通
り
『
道
具
に
向
っ
て
座
わ
る
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
句
と

も
背
後
に
は
、
「
仕
事
へ
の
着
手
」
が
予
定
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
お
の
ず
と

表
潤
し
そ
い
る
。
 
「
物
に
着
く
」
か
ら
「
事
に
就
く
」
は
僅
か
な
違
い
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
こ
と
さ
ら
そ
れ
を
問
題
に
し
て
次
例
を
参
照
す
る
。
 
「
（
御
公
領

は
）
遅
れ
て
・
稲
に
・
取
り
か
か
り
」
で
も
「
稲
に
」
」
と
あ
る
の
で
、
心
裏
に

稲
穂
や
稲
田
の
姿
が
映
る
け
れ
ど
も
、
も
う
「
稲
に
取
り
付
く
」
意
の
文
辞
で

は
な
い
。
初
め
か
ら
「
稲
刈
り
作
業
へ
の
着
手
」
と
読
む
の
で
な
け
れ
ば
、
「

遅
れ
て
」
の
副
詞
句
が
浮
き
あ
が
る
こ
と
に
な
る
。
着
座
が
即
ち
始
業
を
表
わ

す
う
懸
か
る
」
の
参
照
例
は
こ
こ
に
も
挙
っ
て
い
る
が
、
事
情
は
前
記
に
同

類
、
対
校
を
省
略
す
る
。
末
題
「
（
月
細
う
）
脈
よ
り
恋
に
・
と
り
か
か
り
」

は
患
者
に
対
す
る
医
師
の
求
愛
、
目
標
が
何
と
い
っ
て
も
無
象
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
「
と
り
か
か
る
」
も
ま
た
抽
象
義
、
「
実
現
の
用
意
」
く
ら
い
と
言
え

よ
う
。
こ
め
用
法
は
す
ぐ
脇
に
添
え
た
「
懸
か
る
」
の
一
例
「
け
わ
い
に
・
か

か
る
」
と
相
同
、
結
局
は
「
開
始
」
を
意
味
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
か
く

し
て
乙
の
短
文
は
後
出
の
補
助
用
法
へ
と
極
め
て
接
近
す
る
の
で
あ
る
が
、
し

か
も
そ
・
の
間
に
僅
か
な
段
差
の
あ
る
こ
と
を
次
に
検
討
す
る
。

 
4
部
b
で
は
「
か
か
る
」
が
「
取
る
」
以
外
の
動
詞
ど
結
ん
で
「
着
手
」
の

意
を
表
わ
す
よ
．
う
な
例
文
を
求
め
た
。
得
た
の
は
少
数
で
あ
る
が
、
「
着
手
↓

開
始
」
め
微
細
な
推
移
の
考
察
に
こ
れ
を
当
て
る
。
最
初
の
「
（
口
早
な
）
や
つ

ら
は
・
飯
に
・
食
い
か
か
り
」
も
要
す
る
に
食
事
を
初
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
が
、
述
部
を
直
ち
に
「
食
い
初
め
る
」
と
書
き
替
え
た
の
で
は
、
原
義
に
外

れ
、
語
法
を
崩
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
飯
に
」
と
あ
る
の
で
、
「
か
か
る
」

の
実
義
も
残
り
、
「
取
・
り
つ
く
・
食
い
つ
く
」
ほ
ど
の
意
が
響
く
の
で
あ
る
（
参

照
「
飯
を
食
い
か
け
る
」
）
。
こ
こ
で
は
「
か
か
る
」
が
な
お
「
対
向
」
あ
る
い

は
「
志
向
」
の
意
を
保
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
対
象
（
飯
）
と
の
関
係
が
失
わ
れ
て

い
な
い
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
言
っ
て
、
「
か
か
る
」
が
純
然
た
る
開

始
用
法
へ
転
ず
る
た
め
に
は
、
対
象
と
絶
縁
し
て
先
行
賦
与
（
食
う
）
に
付
属

し
、
一
方
先
行
動
詞
は
十
分
な
転
義
を
回
復
し
て
述
語
の
機
能
を
専
行
す
る
こ

と
が
条
件
に
な
る
は
ず
と
推
論
せ
ら
れ
る
。
こ
の
事
情
を
重
ね
て
次
例
で
考
え

る
。
「
百
足
を
・
踏
み
か
か
り
た
る
（
月
の
暮
）
」
の
「
百
足
」
は
「
ひ
や
く

そ
く
」
と
読
ん
で
や
は
り
「
ム
カ
デ
」
を
指
す
こ
と
、
多
く
の
辞
書
が
教
え
る

通
り
で
あ
る
（
国
衆
O
q
G
・
O
O
七
日
q
O
P
匙
⑦
 
『
日
葡
辞
書
』
）
。
そ
う
す
る
と
述

部
は
「
辛
く
も
避
け
て
踏
み
つ
け
な
か
っ
た
」
の
意
ど
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
か
か
る
」
は
行
為
寸
前
の
状
態
を
記
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
形
式
化
は
進
ん

で
い
る
。
も
と
も
と
虫
に
向
う
意
図
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
と
の

関
係
は
切
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
働
き
は
弱
い
語
で
あ
る
か
ら
、
自

立
す
る
こ
と
な
く
、
僅
か
に
志
向
・
動
意
の
残
存
に
よ
っ
て
「
踏
む
」
へ
従
属

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
先
行
動
詞
は
顕
著
な
動
義
を
見
せ
、
踏
む

か
踏
ま
な
い
か
が
文
の
主
命
題
を
な
し
て
い
る
。
お
よ
そ
こ
う
し
た
経
過
を
取

っ
て
、
「
か
か
る
」
の
補
助
用
法
は
成
立
し
た
と
臆
測
せ
ら
れ
る
。
最
後
に
開

始
義
の
明
白
な
一
文
を
取
っ
て
観
察
を
重
ね
て
お
く
。
 
「
飲
み
か
か
る
・
き
せ
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6
・
明
け
よ
と
（
せ
が
ま
る
る
）
」
の
「
飲
み
か
か
る
」
は
「
飲
み
さ
す
・
飲

み
初
め
る
」
と
言
う
の
に
何
の
疑
問
も
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
参
照
例
に
見

え
る
着
手
用
法
と
の
対
比
を
試
み
る
。
 
「
く
み
に
・
か
か
る
・
ひ
し
ゃ
く
・
控
え

て
（
水
の
月
）
」
の
「
く
み
に
か
か
る
」
は
「
水
く
み
仕
事
に
向
う
」
意
、
作
業

へ
の
志
向
あ
る
い
は
着
手
の
義
が
こ
の
対
照
例
に
は
明
白
で
あ
る
。
「
く
み
」

は
本
来
動
名
詞
、
行
為
の
活
動
よ
り
は
仕
事
の
性
格
を
述
べ
る
働
き
が
大
き

い
。
 
（
参
照
「
眠
り
が
浅
い
・
泳
ぎ
に
行
く
・
見
積
り
を
出
す
」
。
上
記
の
関

係
個
所
は
そ
れ
ぞ
れ
「
睡
眠
・
水
泳
・
概
算
」
に
相
当
。
こ
れ
ら
言
い
替
え
の

語
も
ま
た
一
種
の
動
名
詞
）
。
こ
の
部
分
の
動
義
が
薄
い
だ
け
「
か
か
る
」
は

逆
に
隠
岩
を
保
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
実
義
の
少
い
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ

こ
で
は
動
作
義
で
立
ち
、
述
部
の
機
能
を
大
き
く
分
担
す
る
実
状
を
見
せ
る
。

こ
れ
を
原
句
の
「
か
か
る
」
と
対
比
す
る
。
観
念
上
で
は
「
着
手
」
と
い
い
、

「
開
始
」
と
い
い
、
そ
の
間
何
ほ
ど
の
違
い
も
あ
り
は
し
な
い
。
し
か
し
文
中

機
能
の
点
で
は
自
立
（
参
照
句
）
と
付
属
（
原
句
）
の
方
向
へ
大
き
く
分
か
れ

る
跡
が
看
取
で
き
る
。

 
小
論
の
初
め
か
ら
こ
れ
ま
で
「
…
し
か
か
る
」
の
例
文
を
方
向
・
動
向
・
志

向
・
着
手
の
四
類
に
分
け
て
観
察
し
、
‘
さ
ら
に
志
向
↓
着
手
↓
開
始
の
関
係
を

煩
わ
し
く
検
討
し
た
。
そ
れ
は
意
義
推
移
を
こ
の
順
序
で
仮
定
す
る
と
、
補
助

用
法
の
展
開
が
平
明
に
理
解
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
俳
誌
の

実
例
だ
け
か
ら
得
た
推
論
、
実
証
は
広
平
な
調
査
に
待
つ
べ
き
こ
と
言
を
要
し

な
い
。

 
∬
項
に
は
実
義
を
想
定
し
が
た
い
、
純
然
た
る
開
始
の
用
例
を
取
り
ま
と
、
め

た
。
大
多
数
は
他
動
詞
と
結
ぶ
形
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
性
格
が
奇
異
な
ほ
ど
に
i

近
似
し
て
い
る
。
事
例
を
一
括
し
て
1
部
に
置
き
関
係
動
詞
の
五
十
音
順
に
並

俳
譜
に
お
け
る
「
…
し
か
か
る
」
の
用
法

べ
た
。
初
例
を
借
り
て
既
述
の
諸
点
を
復
唱
し
、
さ
ら
に
推
測
を
加
え
て
お
き

た
い
。
「
打
ち
や
め
て
・
ま
た
打
ち
か
か
る
・
き
ぬ
た
」
で
は
「
打
ち
や
め
る
」

と
対
照
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
打
ち
か
か
る
」
の
表
意
は
文
面
か
ら
自
明
で
あ

る
．
こ
の
種
の
文
形
で
も
「
か
か
る
」
は
本
来
「
対
象
に
向
う
」
の
実
義
で
成

立
し
、
の
ち
に
付
属
語
化
し
て
「
開
始
義
」
を
派
生
し
た
で
あ
ろ
う
と
の
推

測
は
既
に
前
項
末
節
に
記
し
た
。
か
く
し
て
「
か
か
る
」
は
文
構
成
の
格
外
に

出
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と
当
然
先
行
動
詞
は
単
独
で
対
象
と
結
び
付

く
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
主
体
は
人
で
あ
る
か
ら
、
対
象
は
お
の
ず
と
客
体

化
し
て
、
「
主
体
↓
行
為
↓
客
体
」
の
関
係
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
文
」

に
即
し
て
こ
れ
を
言
え
ば
「
主
語
↓
先
行
動
詞
↓
客
語
」
の
関
係
、
当
面
の
一

文
を
代
入
す
れ
ば
、
「
人
↓
動
詞
↓
き
ぬ
た
」
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
も
し
先
行
動
詞
が
他
動
詞
（
例
え
ば
「
打
つ
」
）
で
あ
れ

ば
、
上
述
の
主
客
関
係
は
最
も
平
易
に
か
つ
自
然
に
成
立
す
る
と
想
像
せ
ら
れ

る
。
知
れ
切
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
煩
雑
に
く
り
広
げ
た
の
は
、
実
は
「
か
か

る
」
の
補
助
用
法
が
当
面
1
部
諸
例
の
よ
う
に
他
動
詞
と
結
ぶ
構
文
で
派
生
し

た
の
で
は
な
い
か
の
臆
説
を
提
起
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
題
に
挙
っ
て

い
る
歯
数
例
を
通
覧
す
る
。
先
ず
気
付
く
点
は
動
詞
の
甘
辞
が
す
べ
て
著
し
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
分
こ
の
動
感
の
故
に
対
象
の
客
体
化
、
 
「
か
か
る
」

の
形
式
化
が
促
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
注
目
す
る
点
は
動
詞
の
種
類
が
多

彩
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
「
か
か
る
」
の
補
助
用
法
は
他
の
歯
形
に
も
出
現
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
動
詞
の
類
形
が
大
よ
そ
決
ま
り
、
用
法
も
固
定

す
る
傾
向
の
あ
る
の
が
察
知
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
と
比
べ
て
当
面
の
書
例
で
は
使

用
の
広
範
、
用
法
の
ま
こ
と
に
自
由
な
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
 
「
か
か

る
」
の
開
始
義
は
他
動
詞
と
結
ぶ
形
で
展
開
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
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の
形
で
頻
用
・
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
補
助
用
法
が
定
着
し
た

あ
と
他
の
文
形
へ
も
延
用
せ
ら
れ
、
波
及
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
第
2
部
で
は
「
自
動
詞
＋
か
か
る
」
が
人
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
開
始
を
表

わ
す
類
の
例
文
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
既
に
1
項
1
部
と
2
部
の
末
尾
で
は
「

入
り
（
出
）
か
か
る
」
「
寝
か
か
る
」
の
三
語
を
指
摘
し
た
。
諸
例
多
く
は
こ

の
類
形
、
他
に
は
著
し
い
事
例
に
出
会
わ
な
い
。
人
に
関
し
て
は
こ
の
形
が
異

例
で
あ
り
、
種
類
も
限
ら
れ
、
用
法
も
固
定
し
て
い
た
の
だ
と
観
測
せ
ら
れ

る
。
 
（
物
に
関
し
て
は
こ
れ
と
逆
に
大
多
数
が
自
動
詞
、
他
動
詞
は
格
外
で
あ

る
こ
と
を
B
皿
で
観
察
す
る
）
。
か
か
る
事
実
が
ま
た
先
の
1
部
に
お
け
る
他

動
詞
用
法
の
盛
行
を
裏
付
け
す
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
点
を
側
面
か
ら
観
察
す

る
た
め
に
「
寝
か
か
る
」
の
一
斗
を
取
り
あ
げ
る
。
こ
の
形
は
物
に
つ
い
て
用

い
ら
れ
た
場
合
、
 
「
倒
れ
て
・
寄
り
か
か
る
」
の
実
義
が
慣
用
、
そ
の
例
は
B

皿
1
に
二
個
掲
出
す
る
。
人
に
関
す
る
場
合
は
「
寝
入
ろ
う
と
す
る
」
の
補
助

用
法
が
通
則
、
こ
こ
に
も
事
例
を
二
つ
掲
げ
た
。
そ
の
初
文
「
せ
り
合
う
て
・

寝
か
か
る
時
や
（
オ
シ
の
声
）
」
は
開
始
の
意
に
取
っ
て
平
明
、
原
句
も
そ
の

表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
せ
り
あ
う
」
か
ら
は
「
押
し
合
う
」
の
意
も

判
読
せ
ら
れ
（
そ
の
参
考
丈
は
例
題
に
付
記
）
、
そ
う
す
る
と
「
か
か
る
」
に

も
「
身
を
寄
せ
か
け
る
」
の
実
義
が
響
く
の
か
と
も
感
ぜ
ら
れ
る
。
一
体
「
寝

か
か
る
」
は
実
義
を
容
れ
て
も
不
可
な
い
語
法
で
あ
り
Y
仮
に
発
生
の
当
時
は

物
に
お
け
る
と
同
様
の
表
意
だ
っ
た
と
想
定
し
て
み
る
。
こ
の
場
合
「
か
か
る

」
が
ど
う
捨
象
し
た
に
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
始
発
義
に
転
ず
る
経
緯
は
釈
然
と

し
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
補
助
用
法
は
別
途
（
例
え
ば
前
記
正
1
）
で
展
開

し
、
そ
れ
が
こ
こ
に
も
代
入
し
た
と
見
る
の
が
自
然
な
気
が
す
る
。
こ
の
問
題

は
ま
た
B
皿
で
考
え
る
。

例
題
B
 
主
語
が
物
で
あ
る
場
合

 
-
 
接
触

 
 
 
落
か
～
る
桐
の
葉
か
ろ
し
ひ
と
へ
物
t
l
山
川
（
其
二
一
・
1
秋
部
七
／
を
だ
ま
き
・
一
八
）

 
 
 
 
参
雨
に
落
枝
葉
に
か
～
る
郷
踵
か
な
1
白
水
（
紙
三
寸
・
一
七
一
）

 
 
 
午
網
に
花
ち
り
か
、
る
ゆ
ふ
へ
哉
-
芳
心
（
続
東
山
万
句
上
・
正
諸
句
七
〇
）

 
 
 
 
参
 
花
ち
り
て
あ
た
ま
に
か
～
る
柳
か
な
一
智
月
（
初
蝉
上
・
1
春
思
三
〇
）

 
 
 
凧
巾
〔
い
か
の
ぼ
り
〕
五
重
の
塔
に
引
か
～
り
〔
付
句
〕
1
古
音
 
（
祖
翁
百
回
忌
四
．
三

 
 
 
五
二
）

 
 
 
 
参
木
の
枝
に
し
は
し
か
～
る
や
い
か
の
ぼ
り
一
図
雪
（
泊
船
二
六
・
1
春
句
二
六
／

 
 
 
 
 
 
続
有
磯
海
上
。
孟
春
句
九
）

 
 
 
藻
の
花
の
流
れ
か
～
る
や
鶴
の
脛
一
亀
川
（
桜
首
途
下
・
一
四
六
）

 
 
 
 
参
下
枝
に
か
㌧
る
あ
く
た
や
川
柳
一
路
呂
（
残
花
集
三
・
四
三
〇
）

 
 
 
川
石
に
ま
く
れ
か
～
り
し
落
葉
か
な
1
遊
子
（
三
原
集
四
・
1
冬
句
二
二
）

 
 
 
身
の
う
さ
を
髪
き
れ
連
や
と
け
懸
り
〔
付
句
〕
1
舎
仙
 
（
七
さ
み
だ
れ
・
W
簾
連
一
一
）

 
 
 
 
参
切
か
～
る
針
に
手
を
引
な
す
ひ
哉
-
市
中
（
続
有
磯
海
下
・
1
割
句
三
七
）

 
皿
 
依
拠

 
 
1
 
依
拠
の
支
点
が
提
示
せ
ら
れ
て
い
る
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

 
 
 
ね
り
屏
の
こ
ろ
ひ
か
～
る
や
花
お
う
ち
1
白
雪
（
柱
暦
上
・
V
五
月
七
七
）

 
 
 
児
〔
ち
ご
〕
の
手
に
も
た
れ
か
～
る
や
女
郎
花
-
木
口
（
百
花
集
・
W
秋
句
「
二
二
〉

 
 
 
道
中
へ
寝
か
、
る
雨
の
薄
か
な
一
柳
陰
（
百
里
三
二
・
三
七
二
）

 
 
 
 
川
越
し
に
寝
か
～
る
竹
や
夜
の
雪
-
洞
仙
（
老
旅
十
二
・
九
〇
）

 
 
 
ま
い
ら
戸
に
四
這
か
～
る
管
の
月
〔
付
句
〕
一
芭
蕉
（
猿
蓑
五
・
1
時
鳥
五
）

 
 
 
き
㌧
垣
に
あ
か
ら
み
か
～
る
か
ら
す
瓜
〔
付
句
〕
一
陽
和
（
三
門
句
牒
・
皿
桜
狩
九
）

 
 
 
 
イ
カ

 
 
 
虚
栗
毛
や
す
へ
り
か
～
り
て
霜
の
竹
i
臨
川
（
東
西
夜
話
申
・
二
四
〇
）

 
 
 
蝶
つ
か
ひ
は
な
れ
か
～
り
し
金
屏
風
〔
付
句
〕
1
東
明
（
住
吉
物
語
下
・
∬
謹
承
＝
二
七
）

 
 
2
 
支
点
の
明
示
が
な
い
場
合

 
 
 
こ
け
か
～
る
垣
に
壱
本
鶏
頭
か
な
1
渓
宇
（
世
の
華
三
・
一
〇
三
）
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舞
の
し
ほ
み
懸
る
や
星
の
宿
1
あ
き
く
女
（
木
曾
谷
・
W
秋
句
二
二
）

 
 
崩
れ
か
～
る
案
山
子
や
秋
の
姿
と
も
1
文
先
（
残
花
乙
女
・
五
四
三
）

 
 
玉
か
き
も
風
か
あ
た
っ
て
破
か
、
り
〔
付
句
〕
l
I
・
玄
梅
（
鳥
道
下
・
W
順
礼
＝
二
）

 
 
何
故
に
う
つ
む
き
か
～
る
草
の
は
な
1
雲
甫
（
西
雲
上
・
皿
悼
句
四
）

 
 
 
参
 
薄
〔
う
き
く
さ
〕
も
う
つ
む
る
て
咲
く
暑
さ
哉
一
梅
枝
 
（
老
旅
十
一
・
三
七
一
）

 
 
水
仙
の
ほ
つ
れ
か
～
る
や
朝
あ
ら
し
1
斜
嶺
（
笈
日
記
申
・
豆
大
垣
四
二
）

 
 
 
 
 
イ
テ

 
 
 
参
 
氷
字
解
に
ほ
つ
れ
て
咲
や
蕗
の
花
-
米
加
（
韻
塞
上
・
W
正
月
二
六
）

 
 
仮
橋
も
崩
れ
か
㌧
る
や
ぬ
る
み
川
一
覆
踏
（
花
霞
一
。
．
三
一
一
）

 
 
 
参
 
仮
橋
の
俄
に
か
、
る
小
鷹
狩
〔
付
句
〕
1
支
考
（
白
陀
羅
尼
・
W
野
花
六
三
）

 
3
 
 
「
咲
き
か
か
る
」

 
 
薄
や
鍬
云
ふ
手
に
咲
か
～
り
一
二
石
（
百
花
集
・
W
夏
句
一
〇
九
）

 
 
鴫
の
巣
に
咲
か
～
り
け
り
藤
の
花
1
一
琴
（
干
網
集
三
・
春
句
三
五
）

 
 
半
分
ハ
閏
へ
花
の
咲
か
、
り
〔
付
句
〕
1
霜
鳥
（
長
良
川
・
1
春
連
一
一
）

 
 
咲
か
～
る
藤
の
曇
り
や
井
戸
の
上
一
白
獅
（
陸
奥
千
鳥
一
・
W
春
句
七
こ

 
 
見
て
通
る
紀
三
井
は
花
の
咲
か
～
り
〔
付
句
〕
一
芭
蕉
（
続
猿
蓑
上
・
W
松
露
一
七
）

 
 
嶺
の
月
岨
に
ハ
花
の
さ
き
か
、
り
〔
付
句
〕
1
風
湿
（
初
昔
下
・
皿
秋
風
一
七
）

 
 
咲
か
、
る
花
に
小
壁
を
ぬ
り
継
て
〔
付
句
u
l
句
空
（
草
庵
集
詩
・
亜
黒
部
八
六
）

 
 
師
走
と
も
い
わ
せ
す
梅
の
咲
か
～
り
〔
付
句
〕
1
孤
松
 
（
一
七
九
二
 
続
東
山
万
句
下
・

 
 
二
七
）

 
 
夕
か
ほ
の
ほ
ち
り
一
と
咲
か
～
り
〔
付
句
〕
i
一
蔵
六
 
（
一
八
二
一
二
 
花
鳥
目
付
集
・
一

 
 
八
三
）

皿
 
補
助
用
法

 
 
書
院
か
ら
費
て
勝
手
も
う
れ
懸
り
〔
付
句
〕
1
戴
冠
（
幾
人
水
主
・
V
女
郎
花
三
一
）

 
 
肝
心
の
と
こ
ろ
て
夢
は
覚
か
～
り
〔
付
句
〕
1
支
園
（
己
巳
東
武
墨
直
・
八
七
）

 
 
蕩
鷹
〔
そ
れ
た
か
〕
の
行
衛
も
と
ふ
か
〔
ど
う
か
〕
し
れ
か
～
り
〔
付
句
〕
i
如
桂
（
残

 
 
 
花
集
七
・
二
一
）

 
 
 
御
遊
儀
ハ
傘
の
名
に
知
れ
か
＼
り
〔
付
句
〕
i
山
巡
 
（
獅
子
物
狂
上
・
一
梅
花
二
三
）

 
 
澄
か
～
る
影
や
濁
し
て
飛
ふ
蛙
-
梅
干
（
世
の
華
三
・
二
〇
一
）

三
三
に
お
け
る
「
…
し
か
か
る
」
の
用
法

縫
れ
た
る
公
事
の
糸
口
立
か
～
り
〔
伺
句
〕
卜
雪
曇
（
残
花
集
十
・
二
六
四
）

取
れ
か
～
る
酒
の
若
や
く
悪
澄
哉
-
瓢
哉
（
百
花
集
・
W
夏
斤
量
）

 
比
 
暖
な
日
に
と
り
か
㌧
る
普
請
事
〔
付
句
〕
一
五
明
 
（
芳
起
句
牒
・
V
水
鶏
二
三
）

お
の
つ
か
ら
石
は
佛
に
な
り
か
㌧
り
〔
付
句
〕
1
正
秀
（
鳥
道
下
・
V
川
せ
み
二
九
）

 
大
方
に
直
の
成
か
㌧
る
明
日
の
花
〔
付
句
〕
1
盛
名
 
（
土
佐
土
産
・
W
き
ぬ
た
三
五
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ

嘘
つ
い
て
い
た
れ
ハ
留
主
の
は
げ
か
～
り
〔
付
句
〕
i
宜
考
（
桃
首
途
中
・
二
二
五
）

や
～
更
て
月
の
夜
店
も
引
ヶ
か
～
り
〔
付
句
〕
・
-
冠
子
（
花
霞
集
三
・
四
一
）

 
比
 
小
屏
風
に
茶
を
挽
か
、
る
寒
サ
哉
（
既
出
A
皿
1
第
十
五
）

幸
ひ
と
素
麺
も
今
ゆ
て
か
～
り
〔
付
句
〕
1
琴
風
（
父
の
道
・
W
蓮
連
一
五
）

 
比
陽
炎
や
焼
か
～
り
た
る
風
呂
の
下
（
既
出
A
豆
1
第
九
）

三
井
寺
や
倶
舎
よ
め
か
～
る
梅
の
花
-
許
六
（
草
刈
笛
中
・
1
春
二
五
）

 
比
 
書
か
～
る
手
紙
へ
直
く
に
け
さ
の
雪
（
既
出
A
皿
1
第
二
）

 
例
題
B
で
は
物
に
つ
い
て
「
…
し
か
か
る
」
の
用
い
ら
れ
た
例
を
取
り
集
め

た
。
既
に
擬
人
化
の
生
物
は
A
へ
含
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、
残
る
と
こ
ろ
は
多

く
が
自
然
現
象
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
表
現
の
類
・
形
も
少
数
に
と
ど
ま
り
、

分
類
は
こ
と
さ
ら
簡
素
に
し
た
。
さ
ら
に
「
…
し
か
か
る
」
の
一
般
的
な
性
格

は
A
で
観
察
済
み
、
説
明
の
重
複
は
で
き
る
だ
け
避
け
る
。
た
だ
人
の
場
合
は

能
動
行
為
、
こ
こ
で
は
被
動
現
象
が
主
と
な
る
の
で
、
そ
の
点
に
多
少
の
相
違

が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
こ
と
に
実
義
か
補
助
か
判
然
と
し
な
い
例
文
を
多
く
散
見

す
る
の
も
、
物
に
関
す
る
被
動
現
象
と
い
う
こ
と
が
原
因
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
実
義
か
補
助
か
の
問
題
を
中
心
に
例
文
の
概
括
的
な
通
覧
を
試
み
る
。

 
」
項
で
は
「
方
向
を
示
す
運
動
」
の
比
較
的
鮮
明
に
見
え
る
一
群
を
掲
げ

た
。
意
義
・
用
法
に
注
意
す
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
。
初
出
の
類
形
と
い
う
こ

と
で
一
顧
し
て
お
く
。
冒
頭
の
二
題
「
落
ち
か
か
る
」
「
散
り
か
か
る
」
は
原
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義
通
り
の
用
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
参
考
に
添
え
た
「
落
ち
（
散
り
て
）
…
懸
か

る
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
明
白
で
あ
る
。
単
に
「
か
か
る
」
が
動
義
を
示
す
と

い
う
ば
か
り
で
は
な
い
、
文
中
の
働
き
が
先
行
動
詞
（
落
ち
る
・
散
る
）
に
比

べ
て
劣
ら
ず
、
互
い
に
述
部
を
分
け
あ
う
形
勢
で
あ
る
。
続
く
三
例
で
は
前
後

二
尊
詞
書
の
比
重
に
微
か
な
増
減
の
差
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
「
か
か

る
」
の
動
義
に
は
格
別
の
変
化
も
見
え
な
い
。
吟
味
は
省
略
し
て
、
末
例
へ
移

る
。
「
（
身
の
憂
さ
を
）
髪
・
切
れ
と
て
や
i
解
け
か
か
り
」
と
は
出
家
を

さ
え
思
う
女
の
人
の
心
境
を
述
べ
る
の
で
あ
ろ
う
。
情
意
は
よ
く
伝
わ
る
表
現

で
あ
る
が
、
さ
て
「
解
け
か
か
る
」
は
何
の
用
法
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
解
け
そ
う

に
な
る
」
は
分
明
で
あ
る
が
、
コ
肩
に
垂
れ
る
」
は
印
象
に
切
で
あ
る
。
あ
る

い
は
髪
を
主
動
者
と
す
る
志
向
の
文
辞
、
「
こ
の
人
へ
の
催
促
」
を
表
わ
す
か

と
も
疑
わ
れ
る
（
物
に
関
す
る
動
意
の
一
例
を
例
題
に
下
記
、
人
に
つ
い
て
は

A
1
3
参
照
）
。
表
意
の
揺
れ
る
形
が
早
く
も
こ
こ
に
見
ら
れ
、
著
し
い
も
の

を
次
項
の
2
と
3
と
で
観
察
す
る
。

 
第
皿
項
で
は
「
倒
れ
か
か
る
」
の
類
形
を
大
き
く
取
り
、
そ
の
1
部
に
は
特

に
支
点
（
寄
り
か
か
る
べ
き
物
や
場
所
）
の
明
記
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
選
ん

だ
。
こ
の
場
合
は
具
象
的
な
「
寄
留
・
依
存
」
の
意
が
固
定
し
易
く
、
事
実
引
用

文
の
多
く
が
今
日
そ
う
読
ん
で
疑
う
こ
と
を
し
な
い
形
と
考
え
る
の
で
、
こ
れ

ら
も
個
別
の
指
摘
を
省
略
す
る
。
最
後
の
二
文
に
は
不
審
が
打
た
れ
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
対
照
さ
せ
て
お
く
。
「
か
ら
い
が
や
・
す
べ
り
か
か
り
て
（
霜
の

竹
）
」
 
「
ち
ょ
う
つ
が
い
・
離
れ
か
か
り
し
（
金
び
ょ
う
ぶ
）
」
は
よ
く
似
た

二
形
、
こ
と
に
こ
ん
な
表
記
法
で
示
さ
れ
る
と
、
両
者
は
い
よ
い
よ
相
似
、
そ

の
主
思
い
よ
う
で
は
実
義
と
補
助
の
何
れ
に
も
判
読
で
き
そ
う
で
あ
る
。
不
分

明
な
表
現
な
の
で
は
あ
る
が
、
試
み
に
例
題
へ
帰
っ
て
卒
然
と
原
文
を
読
み
流

し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
前
者
は
実
義
（
引
っ
か
か
っ
て
い
る
）
、
後
者
は
補

助
（
離
れ
そ
う
で
あ
る
）
へ
文
意
の
傾
く
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
前
文
は
「
ク
リ

の
い
が
」
に
関
す
る
描
写
、
「
竹
」
を
そ
の
支
点
と
見
る
の
で
、
「
か
か
る
」

の
具
象
義
も
残
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
後
文
の
「
ち
ょ

う
つ
が
い
」
は
単
な
る
付
属
品
、
 
「
金
び
ょ
う
ぶ
」
に
つ
い
て
の
記
述
と
見
え

る
と
こ
ろ
が
ら
、
述
部
も
「
留
め
金
の
離
れ
ば
な
れ
な
」
と
い
う
類
の
説
明
句

と
し
て
読
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
解
す
る
と
、
 
「
び
ょ
う
ぶ
」
は
も
は
や

支
点
で
な
い
。
一
度
拠
点
の
明
示
が
欠
け
る
と
、
表
意
は
に
わ
か
に
疑
わ
し
く

な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
間
の
事
情
を
次
に
観
察
す
る
。

 
第
2
部
の
初
め
二
途
「
こ
け
か
か
る
・
か
き
」
「
朝
顔
の
・
し
ぼ
み
か
か

る
」
に
お
い
て
は
な
お
「
傾
い
て
立
つ
ま
が
き
」
「
花
が
し
お
れ
て
付
く
」
の

実
義
が
判
読
せ
ら
れ
、
「
こ
け
そ
う
な
」
「
し
ぼ
み
初
め
る
」
の
始
発
義
は
全

文
の
大
意
か
ら
見
て
薄
弱
な
の
で
あ
る
。
場
所
は
直
接
提
示
さ
れ
な
く
て
も
、

自
明
の
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
の
規
定
が
一
度
省
か

れ
る
と
、
こ
ん
ど
は
「
か
か
る
」
の
用
法
が
不
分
明
に
な
る
の
も
ま
た
事
実
で

あ
る
。
続
く
二
題
「
崩
れ
か
か
る
・
か
か
し
」
「
玉
が
き
も
（
風
が
当
っ
て
）

や
れ
か
か
り
」
は
先
の
二
形
と
類
似
す
る
表
現
で
あ
る
の
に
、
「
か
か
る
」
の

意
味
は
決
し
難
い
。
当
時
は
実
義
が
優
勢
だ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
う
と
も
見
え
、

今
日
通
り
の
用
法
だ
っ
だ
と
す
れ
ば
始
発
の
意
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
残
る
三
文

は
も
う
補
助
の
用
法
と
決
め
て
お
く
の
が
簡
明
で
あ
る
。
一
時
は
筆
者
の
懐
疑

が
過
ぎ
て
Y
こ
の
類
形
を
さ
え
具
象
義
か
と
迷
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
煩
わ
し
く

加
え
た
参
照
句
憾
そ
の
頃
集
め
た
実
義
の
資
料
で
あ
り
、
い
ま
は
不
要
の
感
も

起
る
が
、
一
応
存
置
す
る
。
以
上
2
部
諸
賢
の
始
発
用
法
に
つ
い
て
は
付
言
し

た
い
一
事
が
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
部
へ
入
っ
て
合
わ
せ
て
提
起
す
る
。
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第
3
部
で
は
数
多
い
「
咲
き
か
か
る
」
の
例
文
か
ら
一
部
を
抄
出
し
、
実
義

の
比
較
的
明
白
な
も
の
か
ら
、
始
発
義
の
ほ
ぼ
疑
い
な
い
も
の
へ
と
配
列
し

た
。
荘
重
は
前
記
2
部
の
場
合
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
重
複
を
厭

わ
ず
一
巡
し
て
お
く
。
最
初
の
二
題
「
浮
草
や
・
く
わ
洗
う
手
に
．
咲
き
か
か

り
」
 
「
ト
ビ
の
巣
に
・
咲
き
か
か
り
け
り
。
フ
ジ
の
花
」
で
は
拠
点
（
手
）
、

接
点
（
巣
）
が
示
さ
れ
て
あ
り
、
 
「
か
か
る
」
の
実
義
（
依
存
・
接
触
）
は
ま

ず
疑
え
な
い
。
こ
と
に
第
三
文
「
半
分
は
・
ヶ
る
う
へ
・
花
の
・
咲
き
か
か
り

」
は
さ
ら
に
明
確
、
「
か
か
る
」
は
無
象
の
事
に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、

「
到
達
・
接
続
」
の
意
は
反
っ
て
固
い
。
続
く
四
題
は
元
禄
年
間
の
作
例
、
実

義
と
も
補
助
と
も
そ
の
混
在
と
も
見
え
、
ま
こ
と
に
判
然
と
し
な
い
。
 
「
花
が

開
く
」
は
隠
や
か
で
あ
る
が
、
 
「
花
が
懸
か
る
」
は
鮮
明
で
あ
る
。
何
れ
に
し

て
も
文
意
は
小
差
、
た
だ
原
句
の
表
現
が
実
義
で
あ
れ
ば
、
読
み
も
そ
れ
に
従

う
べ
き
を
思
う
の
み
。
最
後
の
二
例
は
後
期
の
俳
書
に
得
た
も
の
で
あ
り
、
文

義
か
ら
し
て
始
発
義
は
明
ら
か
と
言
え
る
。
今
日
「
咲
き
か
か
る
」
は
大
よ

そ
開
花
の
意
、
他
国
は
殆
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
（
参
照
「
咲
い
て
・
懸
か

る
」
）
。
一
体
「
咲
く
」
と
言
え
ば
、
花
が
枝
や
柄
に
あ
る
の
は
知
れ
き
っ
た

こ
と
、
 
「
咲
い
て
懸
か
る
」
は
理
の
上
か
ら
は
重
言
に
類
す
る
。
こ
の
形
で
「

か
か
る
」
の
形
式
化
す
る
の
は
当
然
の
勢
い
だ
っ
た
と
見
ら
れ
、
事
実
補
助
用

法
は
早
く
形
成
せ
ら
れ
た
の
だ
と
も
想
像
せ
ら
れ
る
。
こ
の
事
情
は
2
部
の
一

群
例
え
ば
「
崩
れ
か
か
る
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「

咲
き
（
崩
れ
）
1
懸
か
る
」
は
ど
う
形
式
化
し
た
に
し
て
も
、
直
接
始
発
義

へ
転
じ
た
と
は
受
け
取
り
が
た
い
の
で
あ
る
。
開
始
義
は
別
種
の
弓
形
で
一
層

自
然
な
経
過
を
取
っ
て
展
開
し
、
そ
れ
が
こ
こ
へ
も
延
用
せ
ら
れ
た
と
す
る
推

測
の
隠
当
を
思
う
の
で
あ
る
。
 
「
か
か
る
」
は
人
に
関
す
る
他
動
用
法
で
補
助

俳
譜
に
お
け
る
「
…
し
か
か
る
」
の
用
法

用
言
化
し
た
と
い
う
A
五
の
臆
説
を
こ
こ
に
も
再
潔
し
た
い
。

 
第
野
馳
に
は
実
義
を
拒
否
し
て
容
れ
な
い
、
明
確
な
補
助
の
例
文
を
取
り
、

関
係
動
詞
の
五
十
音
順
に
並
べ
た
。
諸
行
の
性
格
は
単
一
、
先
行
動
詞
が
す
べ

て
被
動
義
ま
た
は
自
発
義
の
自
動
詞
で
あ
り
、
多
く
は
無
形
の
現
象
を
表
わ
す

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
人
が
主
語
で
あ
る
場
合
は
大
多
数
が
他
動
詞
で
あ
り
、

そ
の
動
義
が
鮮
明
で
あ
る
こ
と
を
A
皿
で
観
察
し
た
。
い
ま
両
項
の
例
文
を
個

々
に
見
比
べ
る
。
思
え
ば
自
然
な
こ
と
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
対
照
の
異
を
奇

と
感
ず
る
。
類
義
の
動
詞
に
関
す
る
例
を
少
数
A
か
ら
B
へ
引
き
写
し
た
。
当

面
の
例
文
後
半
に
「
比
」
と
し
て
挙
げ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
へ

引
き
直
す
こ
と
は
避
け
て
、
別
の
一
組
を
掲
げ
る
。

 
 
 
雲
の
楯
崩
れ
か
』
る
や
一
時
雨
一
一
鳳
（
潤
零
話
五
二
二
二
一
）

 
 
 
見
る
う
ち
に
崩
し
か
＼
る
や
雲
の
峯
一
季
朝
（
桜
の
許
し
五
・
一
四
六
）

述
べ
る
現
象
は
同
じ
で
あ
る
が
、
語
法
は
違
っ
て
い
る
。
前
者
は
「
雲
」
の
描

写
、
「
崩
れ
る
」
は
一
種
の
自
発
義
、
「
か
か
る
」
は
補
助
の
用
法
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
「
空
に
懸
か
る
」
の
原
義
が
疑
わ
れ
る
。
後
者
は
超
人
称
構
文
（
一
日
-

℃
禽
。
。
。
二
巴
8
こ
口
q
。
ま
β
）
の
一
例
、
あ
る
種
の
未
知
の
主
体
を
意
識
（
あ

る
い
は
潜
在
的
に
意
識
）
し
て
、
そ
れ
を
主
語
に
取
る
表
現
と
し
て
お
き
た

い
。
 
「
崩
す
」
は
顕
著
な
能
動
行
為
、
 
「
か
か
る
」
に
対
向
の
意
は
潜
む
と
し

て
も
始
発
義
は
揺
が
な
い
。

古
俳
書
翻
刻
本
の
う
ち
例
文
を
借
用
し
た
坑
口
を
付
記
す
る
。

古
俳
書
文
庫
1
よ
し
野
紀
行

冷
冷
文
庫
一
続
有
磯
海

蕉
門
珍
書
百
種
一
柿
表
紙
・
番
羅
集
・
杉
丸
太
・
青
籏
・
俳
譜
曾
我

俳
書
集
覧
-
己
が
光
・
其
便
・
猿
舞
師
・
木
曾
の
谷
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俳
書
大
系
一
藤
の
実
・
幾
人
水
主

 
 
古
板
俳
譜
七
部
焔
巣
i
一
猿
蓑
・
三
猿
蓑

 
 
加
越
能
古
俳
評
大
観
-
西
の
雲
・
柞
原
・
喪
の
名
残
・
北
之
箱
・
霜
の
光
・
エ
ー
網
集

 
 
俳
書
双
刊
一
浪
化
日
記
・
鳥
の
道
・
住
吉
物
語
・
蓑
笠
・
金
毘
羅
会

 
 
庵
日
記
・
横
日
記
-
芳
門
句
牒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
 
元
禄
江
戸
俳
書
集
一
紙
文
爽

 
な
お
『
柱
暦
』
 
『
茶
の
草
子
』
 
『
小
弓
俳
譜
集
』
に
つ
い
て
は
藤
園
堂
所
蔵
本
と
対
校
し
て
お
い
た

本
文
を
用
い
、
 
『
草
庵
集
』
 
『
山
中
集
』
 
『
日
和
山
』
の
三
書
は
愛
知
県
立
大
学
蔵
本
の
写
真
に
よ
る

複
写
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
何
れ
も
特
別
の
好
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
恩
を
記
し
て
拝
謝
。
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