
序
、
蛇
筋
の
一
句

Ｉ
Ｏ
１
１
１
１
１
０
０
０
０
１
１
Ｉ
１
１
１
１
１
１
０
１
１
１
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
０
１
０
１
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
０
０
０
０
０
０
１
０
０
１
１
１
１
０
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
０
０
０
１
０
０
０
０
１
１
１
０
１
０
１
１
１
１
０
０
１
１
１
０

ご
ざ
』
や
壱
？
せ
つ

五
行
説
に
よ
れ
ば
、
金
は
四
時
の
う
ち
秋
に
常
る
と
言
ふ
が
、
そ
れ
も
感
じ
と
し
て

納
得
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
「
く
ろ
が
ね
の
」
に
や
は
り
休
止
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
風
鈴
」
の
形
容
で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
此
虚

に
休
止
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
「
秋
」
に
も
「
風
鈴
」
に
も
「
音
」
に
も
、
全
篭
に
覆
ひ
か
ぶ
さ
る
や
う
に
そ
の
象
徴
す

る
も
の
を
浸
透
さ
せ
る
の
だ
。
「
く
ろ
が
ね
の
」
の
「
の
」
に
較
べ
れ
ば
、
「
秋
の
風
鈴
」
の
「
の
」
は
軽
く
、
「
春
の
蝶
」
「
秋
の
蚊

帳
」
「
冬
の
蝿
」
と
い
っ
た
場
合
と
同
じ
く
、
俳
句
で
は
一
つ
の
名
詞
並
み
に
あ
つ
か
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
同
じ
テ
ニ
ヲ
ハ
に
し

て
も
、
俳
句
で
は
、
意
味
の
上
に
も
調
子
の
上
に
も
、
軽
重
深
浅
さ
ま
ざ
ま
に
使
ひ
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
山
本
健
吉
「
飯
田
蛇
筋
」
「
現
代
俳
句
』
角
川
書
店
、
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
刊
、
八
七
～
八
八
ペ
ー
ジ
。

一
｝
、

く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り

昭
和
八
年
作
。
氏
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

蒲
候
た
る
秋
気
が
髄
っ
て
ゐ
る
の
だ
。

ｌ
蛇
猫
と
古
典
Ｉ

Ｃ

識

西
耕
生

同

一
○
五 Ｕ

そ
の
金
一
鳴
糾
江
の
音



福
田
甲
子
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の
句
の
鑑
賞
と
し
て
は
、
昭
和
十
年
に
「
現
代
俳
句
の
詩
的
債
値
」
と
題
し
て
発
表
さ

、
三
好
達
治
の
批
評

一

○

六

初
出
は
〈
角
川
新
書
〉
上
巻
と
し
て
昭
和
二
十
六
年
六
月
刊
。
傍
線
引
用
者
。
〕

飯
田
蛇
筋
の
代
表
作
と
し
て
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
る
一
句
に
施
さ
れ
た
評
釈
で
あ
る
。
傍
線
を
施
し
た
ご
と
く
「
時
機
を
た
が
へ
て
存
在

す
き
ま

す
る
も
の
の
冷
じ
さ
が
、
『
く
ろ
が
ね
」
の
一
語
に
見
事
に
象
徴
化
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
始
め
ら
れ
る
山
本
健
士
ロ
の
こ
の
評
釈
は
、
こ

れ
ま
で
作
品
の
要
点
を
押
さ
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
終
戦
後
ま
と
め
ら
れ
た
こ
の
評
論
書
の
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
く
、
実
作

（
１
）

者
を
は
じ
め
、
諸
家
の
批
評
や
辞
典
等
に
も
繰
り
か
え
し
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
近
現
代
俳
句
に
お
い
て
蛇
筋
を
定
位
し

よ
う
と
し
た
先
駆
と
み
な
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

ご
ざ
や
う
せ
つ

さ
て
、
破
線
を
施
し
た
よ
う
に
「
五
行
説
」
に
一
一
一
一
口
及
せ
ら
れ
た
一
節
も
傾
聴
す
べ
き
だ
け
れ
ど
、
い
わ
ゆ
る
五
気
の
う
ち
「
金
」
が

四
時
の
「
秋
」
に
あ
た
る
こ
と
の
み
を
採
り
あ
げ
た
と
こ
ろ
に
は
行
き
と
ど
か
ぬ
憾
み
が
遣
る
。
一
方
、
お
な
じ
助
詞
「
の
」
を
用
い
な

が
ら
も
、
「
秋
」
と
い
う
季
節
と
「
風
鈴
」
と
い
う
夏
の
季
語
と
が
結
び
つ
い
た
「
秋
の
風
鈴
」
と
い
う
措
辞
に
く
ら
べ
れ
ば
、
た
し
か

に
、
「
く
ろ
が
ね
の
」
と
「
秋
の
風
鈴
」
と
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
印
象
さ
れ
る
。
か
っ
て
「
切
字
に
用
ふ
る
時
は
四
十
八
字

皆
切
字
な
り
。
用
ひ
ざ
る
時
は
一
字
も
切
字
な
し
」
（
「
去
来
抄
」
）
と
ま
で
極
言
し
た
芭
蕉
の
見
解
も
あ
る
け
れ
ど
、
た
だ
、
広
義
に
解

し
た
切
れ
字
の
次
元
に
の
み
帰
し
て
得
心
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
い
さ
さ
か
不
満
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ
る
。
現
在
み
る
よ
う
な
形

に
一
句
を
定
着
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
と
り
わ
け
「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
と
い
う
ひ
と
つ
づ
き
の
言
葉
を
こ
の
句
に
据
え
る
に
際
し
て
、

作
者
は
、
自
覚
し
て
言
葉
の
排
列
を
巧
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り

乳
を
滴
り
て
母
牛
の
あ
ゆ
む
冬
日
か
な

は
共
に
頗
る
佳
吟
、
殊
に
後
者
は
秀
抜
、
恐
ら
く
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
六
百
八
十
吟
中
の
唾
巻
で
あ
ら
う
。
母
牛
の
あ
ゆ
む
、
の
字

詮
り
も
こ
の
場
合
篇
象
に
役
立
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
俳
人
の
風
懐
は
、
新
奇
を
街
は
ず
し
て
自
ら
新
鮮
、
語
棄
も
ま
た
軟
熟
し
て
生
硬

の
跡
が
な
い
。
新
風
を
追
は
ん
と
す
る
も
の
、
こ
れ
だ
け
の
用
意
を
怠
っ
て
は
な
る
ま
い
。

青
柿
の
花
活
け
水
を
さ
し
過
ぎ
ぬ

淡
と
し
て
清
新
、
ま
た
佳
吟
で
あ
る
。
現
代
詩
歌
の
感
壁
を
捕
へ
え
て
、
我
ら
を
喜
ば
せ
る
に
庶
幾
い
も
の
が
あ
る
。

〔
三
好
達
治
「
現
代
俳
句
の
詩
的
債
値
」
「
俳
句
研
究
」
昭
和
十
年
一
一
月
縦
、
改
造
杜
、
昭
和
十
年
二
月
一
日
溌
行
〕

蛇
筋
の
「
自
選
十
句
」
の
う
ち
〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の
句
を
筆
頭
に
三
句
を
「
佳
吟
」
と
し
て
屈
指
し
な
が
ら
、
第
二
に
数
え
た
く
乳
を

滴
り
て
〉
の
句
を
と
く
に
「
秀
抜
」
と
評
し
て
「
六
百
八
十
吟
中
の
墜
巻
で
あ
ら
う
」
と
絶
賛
し
て
い
る
も
の
の
、
〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の

句
に
か
ん
し
て
は
第
二
の
句
と
「
共
に
頗
る
佳
吟
」
と
一
言
ふ
れ
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
む
し
ろ
、
そ
の
ほ
か
の
二
つ
の
句
に
つ
い
て
多
く

の
言
葉
が
費
や
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

三
好
の
こ
の
批
評
に
つ
い
て
、
当
時
の
蛇
筋
自
身
は
や
く
も
次
の
よ
う
な
感
想
を
知
人
に
も
ら
し
て
い
る
。

拝
復
。
御
申
越
し
の
赴
き
正
一
一
承
知
、
す
で
に

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

飯
田
蛇
筋
氏
の

一
○
七

（
２
）

れ
た
一
二
好
達
治
の
批
評
が
は
や
い
も
の
だ
と
い
う
。
「
現
代
に
鐸
々
た
る
六
十
八
家
の
近
詠
を
網
羅
し
」
た
「
俳
句
研
究
」
昭
和
九
年
十

二
月
号
に
収
め
る
「
昭
和
九
年
度
自
選
十
句
」
の
中
か
ら
「
試
み
に
新
作
の
諸
家
の
吟
詠
そ
こ
ば
く
を
位
し
束
っ
て
、
遠
慮
な
し
に
卒
爾

の
感
を
述
べ
て
見
よ
う
」
と
切
り
出
さ
れ
る
文
章
に
お
い
て
、
三
好
は
次
の
よ
う
な
批
評
を
下
し
て
い
る
。



グ
ワ
ン
と
一
つ
峰

た
い
も
の
で
す
。

気
の
早
い
有
風
の
如
き
ハ
送
っ
て
来
て
ゐ
ま
す
。
四
剛

な
ど
も
登
場
し
ま
す
、
と
に
か
く
こ
れ
に
は

グ
ワ
ン
と
一
つ
喰
は
せ
る
ほ
ど
な
虚
を
願
ひ

一
○
八

１
．
１

「
研
究
」
一
一
月
号
「
現
代
俳
句
の
詩
的
債
値
」
の
題
下

で
詩
壇
の
雄
三
好
達
治
氏
が
拙
作
に
封
す
る
批
評

は
ち
か
ご
ろ
我
意
を
得
た
も
の
で
リ
ウ
イ
ン
を
さ
げ
ま
し
た
、
が

全
部
的
に
頭
は
下
け
能
は
い
。

（
３
）

〔
飯
田
蛇
筋
高
室
呉
龍
宛
書
簡
一
九
一
一
一
五
（
昭
和
十
）
年
一
月
一
一
十
一
日
〕

「
官
製
は
が
き
に
ペ
ン
書
き
。
一
月
一
一
十
一
日
と
自
書
。
甲
府
昭
和
十
年
一
月
二
十
二
日
前
８
１
吃
の
ス
タ
ン
プ
」
が
捺
さ
れ
て
い
る

（
４
）

と
い
う
表
書
き
か
ら
は
、
現
在
の
月
刊
誌
と
お
な
じ
よ
う
に
、
『
俳
句
研
究
」
一
一
月
号
が
直
前
の
月
の
う
ち
に
は
公
刊
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
先
方
か
ら
の
用
件
に
対
す
る
返
辞
を
し
た
た
め
た
前
半
の
文
面
は
さ
て
お
き
、
蛇
坊
自
身
が
中
仕
切
り
を
も
っ
て
話
題
を
変

え
た
後
半
の
文
面
は
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
。
「
詩
壇
の
雄
」
三
好
の
批
評
に
「
我
意
を
得
た
」
蛇
筋
が
「
リ
ウ
イ
ン
を
さ
げ
」
た
と
い
い

な
が
ら
、
末
尾
に
「
全
部
的
に
頭
は
下
け
能
は
い
」
と
附
け
加
え
て
い
る
一
行
か
ら
は
、
讃
辞
を
呈
し
た
批
評
に
対
し
て
も
〈
く
ろ
が
ね

の
〉
の
句
の
核
心
に
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
お
ら
ぬ
と
感
じ
て
い
る
作
家
自
身
の
も
ど
か
し
さ
が
付
度
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
初

ク
ロ
ガ
ネ

出
の
表
記
を
「
く
ろ
が
ね
」
と
い
う
ひ
ら
か
な
晋
き
に
改
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
初
か
ら
の
「
鍬
」
と
い
う
表
記
の

ま
ま
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
て
三
好
が
指
を
屈
し
た
の
か
ど
う
か
も
保
証
の
か
ぎ
り
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
。



ち
な
み
に
、
句
集
「
山
臓
集
」
を
添
え
て
三
好
に
宛
て
ら
れ
た
「
三
月
十
九
日
」
付
の
蛇
筋
か
ら
の
丁
重
な
礼
状
を
、
石
原
八
束
氏
が

（
５
）

紹
介
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
の
ち
に
一
一
一
好
自
身
、
昭
和
二
十
一
一
年
五
月
号
の
俳
誌
「
雲
母
」
の
蛇
筋
還
暦
記
念
号
に
発
表
し
た
短
文
「
蕪

辞
」
や
、
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
号
の
角
川
書
店
刊
「
俳
句
」
に
蛇
筋
追
悼
の
一
文
と
し
て
発
表
し
た
「
さ
と
め
ぐ
り
」
な
ど
に
お
い
て

繰
り
か
え
し
蛇
筋
の
作
品
に
ふ
れ
て
お
り
、
と
く
に
後
者
で
は
〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の
句
を
引
い
て
「
微
物
に
閥
し
て
で
も
、
ぐ
っ
と
何
や

ら
た
し
か
に
詠
み
据
ゑ
て
お
く
侭
の
風
流
」
を
指
摘
し
つ
つ
、
「
こ
の
風
流
を
私
は
先
生
に
於
て
殿
も
顕
著
な
圭
角
と
し
て
尊
重
す
る
」

、
、
、
、

（
６
）

と
逆
説
的
に
強
調
し
、
蛇
筋
の
句
に
う
か
が
わ
れ
る
「
た
し
か
さ
」
（
傍
点
一
二
好
達
治
）
を
析
出
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

五
行
説
に
よ
れ
ば
、
木
火
土
金
水
の
い
わ
ゆ
る
五
気
の
う
ち
「
金
」
に
は
、
方
角
と
し
て
「
西
」
が
、
色
と
し
て
「
白
」
が
、
そ
う
し

（
７
）

て
季
節
と
し
て
「
秋
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
割
り
あ
て
ら
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
観
念
や
発
想
に
基
づ
い
た
作
口
叩
が
古
く
か
ら
遺
さ
れ
て
い
る
。

万
葉
集
に
は
和
歌
表
記
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
古
今
集
に
は
詠
作
の
趣
向
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
歌
々
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
る

〆 一へ〆一へ〆一へ〆宜、〆ーヘ

ホ ニハロイ
、－〆ー〆ー〆、－〆、－〆 一

一
、
秋
の
色

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

』
服
睦
い
〃
し
牌
ノ
ミ
ク
サ
カ
リ
フ
キ
ヤ
ド
レ
リ
シ
ウ
ヂ
ノ
ミ
ヤ
コ
ノ
カ
リ
ィ
ホ
シ
オ
モ
ホ
ユ

金
野
乃
美
草
苅
葺
屋
行
憩
里
之
兎
道
乃
宮
子
能
借
五
百
機
所
念

〔
蔑
葉
集
巻
第
一
・
雑
歌
・
七
・
額
田
王
〕

ア
メ
ヅ
チ
ト
ワ
カ
レ
シ
ト
キ
ユ
オ
ノ
ガ
ッ
マ
シ
ー
ヵ
ゾ
テ
ニ
ア
ル
け
暇
』
い
”
ワ
レ
ハ

天
地
等
別
之
時
従
自
蝿
然
叙
手
而
在
金
待
吾
者

〔
寓
葉
集
巻
第
十
・
秋
雑
歌
・
七
夕
・
二
○
○
五
〕

ワ
ガ
マ
チ
シ
け
時
Ｉ
恥
１
１
』
旅
ｌ
サ
キ
ヌ
イ
マ
ダ
ニ
モ
ニ
ホ
ヒ
ニ
ユ
カ
ナ
ヲ
チ
．
刀
タ
ピ
ト
ニ

吾
等
待
之
白
芽
子
開
奴
今
谷
毛
爾
賓
比
爾
性
奈
越
方
人
迩
〔
寓
葉
集
巻
第
十
・
秋
雑
歌
・
七
夕
・
二
○
一
四
〕

マ
ケ
ナ
ガ
ク
コ
フ
ル
コ
、
ロ
ユ
汀
陸
睡
肋
呼
に
一
イ
モ
ガ
オ
ト
キ
コ
ユ
ヒ
モ
ト
キ
ユ
カ
ナ

虞
気
長
慾
、
心
自
白
風
妹
音
所
聴
籾
解
往
名

〔
寓
葉
集
巻
第
十
・
秋
雑
歌
・
七
夕
・
二
○
一
六
〕

同
じ
え
を
わ
き
て
木
の
葉
の
う
っ
ろ
ふ
は
西
こ
そ
秋
の
初
な
り
け
れ
〔
古
今
和
歌
集
巻
第
五
・
秋
歌
下
．
二
五
五
・
藤
原
勝
臣
〕

一
○
九

（
８
）

ス
ノ
○



「
金
」
や
「
白
」
と
い
う
文
字
で
「
秋
」
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
り
、
「
西
こ
そ
秋
の
初
」
で
あ
る
と
理
を
立
て
て
詠
ん
だ
り
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
こ
の
季
節
を
体
感
さ
せ
る
「
冷
」
と
い
う
文
字
を
用
い
た
例
も
万
葉
集
に
は
見
と
め
ら
れ
る
。
山
本
健
吉
の
説
い
た
「
時
機

す
ぎ
ま

を
た
が
へ
て
存
在
す
る
も
の
の
冷
じ
さ
」
に
つ
な
が
る
観
念
で
あ
ろ
う
。

ド
ド
い
ト
ニ
ォ
ヶ
ル
シ
ラ
ッ
ュ
ァ
サ
ナ
サ
ナ
タ
マ
ト
ゾ
ミ
ュ
ル
オ
ヶ
ル
シ
ラ
ッ
ュ

（
へ
）
冷
芽
子
丹
置
白
露
朝
朝
珠
斗
曾
見
流
置
白
露

〔
寓
葉
集
巻
第
十
・
秋
雑
歌
・
詠
露
・
一
二
六
八
〕

牌
脇
ノ
チ
エ
ノ
ウ
ラ
マ
ノ
コ
ヅ
ミ
ナ
ス
コ
・
ロ
ハ
ョ
リ
ス
ノ
チ
ハ
シ
ラ
子
ド

（
ト
）
冷
風
之
千
江
之
浦
回
乃
木
積
成
、
心
者
依
後
者
雛
不
知〔

寓
葉
集
巻
第
十
一
・
古
今
相
聞
往
来
歌
類
之
上
・
寄
物
陳
思
・
二
七
二
四
〕

そ
う
し
て
、
万
葉
集
二
一
六
八
番
（
へ
）
の
歌
の
題
詞
に
「
詠
レ
露
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
露
」
わ
け
て
も
「
白
露
」
は
、
秋
の
景
物
の

（
９
）

ひ
と
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
く
な
い
歌
材
で
あ
っ
た
。

（
チ
）
白
露
の
色
は
ひ
と
つ
を
い
か
に
し
て
秋
の
木
の
葉
を
ち
ざ
に
そ
む
覧

〔
古
今
和
歌
集
巻
第
五
・
秋
歌
下
．
二
五
七
・
敏
行
朝
臣
〕

『
、
マ

（
リ
）
白
露
Ｊ
風
の
ふ
き
し
く
秋
の
野
は
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
ち
り
け
る
〔
後
撰
和
歌
集
巻
第
六
・
秋
歌
中
・
文
室
朝
康
〕

秋
と
い
う
季
節
が
喚
び
起
こ
す
の
は
、
「
素
秋
」
「
白
秋
」
と
い
う
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
五
気
の
「
金
」
の
み
な
ら
ず
「
白
」
と

い
う
色
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
黄
葉
あ
る
い
は
紅
葉
か
ら
容
易
に
連
想
さ
れ
る
「
錦
秋
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
こ

タ
テ
モ
ナ
ク
ヌ
キ
モ
サ
ダ
メ
ズ
ヲ
ト
メ
ラ
ガ
オ
ル
モ
ミ
ヂ
バ
ー
ー
シ
モ
ナ
フ
リ
ソ
子

（
ヌ
）
経
毛
無
緯
毛
不
定
未
通
女
等
之
織
黄
葉
爾
霜
莫
零
〔
菖
葉
集
巻
第
八
・
秋
雑
歌
・
一
五
一
一
一
・
大
津
皇
子
〕

（
ル
）
秋
の
露
色
々
こ
と
に
お
け
ば
こ
そ
山
の
木
の
葉
の
ち
く
さ
な
る
ら
め

〔
古
今
和
歌
集
巻
第
五
・
秋
歌
下
．
二
五
九
・
請
人
ら
ら
ず
〕

マ
マ

（
ヲ
）
龍
田
川
に
し
き
お
り
た
く
榊
無
月
参
ぐ
れ
の
雨
を
た
て
ぬ
き
に
し
て
〔
古
今
和
歌
集
巻
第
六
・
冬
歌
・
一
一
一
一
四
・
請
人
参
ら
ず
〕

一

○

の
季
節
に
は
あ
る
。



「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

（
ワ
）
秋
風
の
う
ち
ふ
く
か
ら
に
山
も
野
も
ふ
く
て
錦
に
お
り
か
へ
す
か
な

〔
後
撰
和
歌
集
巻
第
七
・
秋
歌
下
．
三
八
八
・
請
人
み
ら
ず
〕

秋
の
山
川
に
織
り
な
す
も
み
じ
葉
を
「
錦
」
と
見
立
て
る
和
歌
は
数
え
あ
げ
れ
ば
限
が
な
い
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
通
念
を
も
踏
ま
え
た

う
え
で
、
日
本
の
詩
歌
の
歴
史
に
お
い
て
秋
に
蔵
さ
れ
る
色
が
「
白
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
文
学
表
現
の
伝
統
を
、
蛇
筋
が
知

（
旧
）

ら
な
か
っ
た
は
ず
は
あ
る
ま
い
。

〈
片
寄
り
て
田
う
た
に
す
さ
む
女
房
か
な
〉
と
い
う
自
作
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
次
の
解
説
な
ど
、
古
典
和
歌
に
対
す
る
こ
の
俳
人

の
造
詣
の
深
さ
を
如
実
に
し
め
す
一
例
で
あ
ろ
う
。

マ
マ

「
片
寄
り
て
」
は
、
一
昨
年
頃
で
あ
っ
た
か
、
田
舎
道
の
通
り
す
が
り
に
田
植
を
眺
め
た
。
皆
若
い
娘
だ
ち
が
笑
い
興
じ
な
が
ら
、

世
間
話
に
余
念
な
く
、
か
た
ま
っ
て
苗
植
え
を
し
て
居
る
。
同
じ
田
に
、
唯
一
人
、
比
較
的
年
老
い
た
女
房
が
、
片
隅
の
方
に
ぽ
つ

り
ぽ
つ
り
苗
を
植
え
て
居
た
。
は
ね
の
け
者
に
さ
れ
て
居
る
の
だ
ろ
う
と
、
気
を
つ
け
て
み
る
と
、
女
房
は
低
い
声
で
や
は
り
心
た

の
し
そ
う
に
田
植
唄
か
何
か
唄
っ
て
居
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
思
い
出
で
て
作
っ
た
も
の
で
、
私
の
心
に
湧
い
た
、
女
房
に
対
す

る
同
情
の
心
持
ち
が
、
幽
か
に
で
も
表
わ
さ
れ
て
居
れ
ば
幸
だ
と
思
う
た
の
で
あ
る
。
「
す
さ
む
」
は
、
「
荒
む
」
等
の
意
で
な
く
、

「
草
老
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
」
の
「
遊
む
」
で
、
心
を
な
ぐ
さ
む
る
の
意
で
あ
る
。

（
大
正
一
三
、
三
、
二
二
）

〔
飯
田
蛇
筋
「
人
事
俳
句
に
就
て
」
「
飯
田
蛇
筋
集
成
」
第
三
巻
、
三
五
六
ペ
ー
ジ
〕

末
尾
の
傍
線
を
施
し
た
箇
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
句
の
一
節
が
、

お
ほ
荒
木
の
森
の
下
草
お
い
ぬ
れ
ば
駒
も
す
さ
め
ず
か
る
人
も
な
し

〔
古
今
和
歌
集
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
八
九
二
・
題
参
ら
ず
／
諭
人
去
ら
ず
〕

と
い
う
古
今
和
歌
集
に
収
め
る
和
歌
を
出
典
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
気
づ
く
と
き
、
「
比
較
的
年
老
い
た
女
房
」
が
一
人
立
ち
ま
じ
っ

の
し
そ
う
に
田
植
唄
か
何
か
唄
っ
て
居
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
思
い
出
で
て
作
Ｚ

か
す

る
同
情
の
心
持
ち
が
、
幽
か
に
で
も
表
わ
さ
れ
て
居
れ
ば
幸
だ
と
田
心
う
た
の
で
あ
る
。



秋
の
生
命
。

て
苗
植
え
す
る
実
景
を
思
い
出
し
た
と
い
う
蛇
筋
の
脳
裡
に
、

（
Ⅲ
）

て
い
た
こ
と
が
観
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の
句
に
は
、
は
や
く
作
者
に
よ
る
「
自
註
」
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
昭
和
二
十
六
年
一
月
一
日
、
戦
渦
に
よ
り
「
五

（
吃
）

ヶ
月
に
亙
る
休
刊
の
後
」
（
編
集
後
記
）
よ
う
や
く
復
刊
さ
れ
た
俳
誌
「
現
代
俳
句
」
新
年
号
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り

三
、
蛇
筋
の
「
自
註
」

〔
飯
田
蛇
筋
「
自
選
自
註
五
十
句
抄
」
「
現
代
俳
句
」
昭
和
二
十
六
年
一
月
瀧
、
現
代
俳
句
社
〕

冒
頭
に
い
う
「
同
年
」
と
は
、
前
注
を
う
け
て
、
昭
和
八
年
の
こ
と
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
作
者
の
「
書
斎
の
軒
に
四
時
一
個
の

マ
マ

風
鈴
が
吊
ら
れ
て
あ
」
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
本
居
鈴
廼
曾
の
鈴
を
虞
似
た
わ
け
で
も
な
ん
で
も
な
く
」
と
記
す
と
こ
ろ
か
ら
は
、
か

え
っ
て
鈴
屋
翁
宣
長
を
意
識
し
て
い
る
俳
人
の
姿
が
見
透
か
さ
れ
も
す
る
。
た
だ
し
風
鈴
が
「
く
ろ
が
ね
」
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
特
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
む
し
ろ
、
俳
句
を
と
お
し
て
「
く
ろ
が
ね
の
」
鉄
製
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
点
に
留
意
す
れ
ば
、

末
尾
に
「
秋
の
生
命
。
」
と
端
的
に
注
せ
ら
れ
る
「
風
鈴
」
に
こ
の
修
飾
句
を
冠
し
た
と
こ
ろ
に
は
相
応
の
作
意
が
あ
っ
た
も
の
と
推
察

マ
マ

山
瞳
書
斎
の
軒
に
四
時
一
個
の
風
鈴
が
吊
ら
れ
て
あ
る
。
本
居
鈴
廼
曾
の
鈴
を
』
県
似
た
わ
け
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
往
年
市
で

非
常
に
良
い
音
の
風
鈴
を
見
な
が
ら
購
め
て
き
た
。
そ
れ
を
持
し
こ
し
て
き
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

同
年
作
。

句
を
な
す
に
際
し
て
、
こ
の
古
歌
の
あ
ら
わ
し
た
内
容
の
深
く
与
か
つ

一
一
一



（
咽
）

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

一

三

風
鈴
の
ほ
の
か
に
す
、
し
竹
の
奥

〔
寒
山
落
木
巻
二
（
明
治
二
十
六
年
）
（
改
造
祇
版
「
子
規
全
集
』
第
一
巻
、
二
三
八
ペ
ー
ジ
）
〕

風
鈴
の
水
に
映
り
て
鳴
り
に
け
り
昭
和
二

風
鈴
の
一
つ
鳴
り
た
る
涼
し
さ
ょ
同
四

〔
「
錠
虚
子
全
集
』
第
二
巻
、
俳
句
集
回
、
創
元
社
、
昭
和
廿
四
年
五
月
初
版
護
行
、
二
九
七
ペ
ー
ジ
〕

子
規
や
虚
子
の
句
を
引
く
ま
で
も
な
く
夏
の
納
涼
を
演
出
す
る
風
鈴
は
、
文
字
ど
お
り
風
を
鈴
の
音
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
蛇
筋
の
作
と
お
な
じ
く
「
鳴
り
に
け
り
」
と
い
う
座
五
を
も
つ
虚
子
の
昭
和
二
年
の
作
は
、
「
水
に
映
り
て
」
と
い
う
中
七
に

涼
し
さ
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
風
鈴
を
秋
に
配
し
た
句
は
、
も
と
よ
り
蛇
筋
以
前
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

風
鈴
の
ち
ろ
，
Ｉ
、
と
秋
の
立
に
け
り

〔
寒
山
落
木
巻
一
一
（
明
治
二
十
六
年
）
（
改
造
祉
版
『
子
規
全
集
」
第
一
巻
、
三
○
二
ペ
ー
ジ
）
〕

風
鈴
に
秋
と
な
り
た
る
住
居
か
な
紳
女

〔
高
漬
虚
子
編
『
新
歳
時
記
増
訂
版
」
三
省
堂
、
一
九
五
一
年
十
月
増
訂
初
版
護
行

（
一
九
三
四
年
十
一
月
初
版
）
、
四
二
九
ペ
ー
ジ
〕

し
か
し
な
が
ら
、
蛇
筋
の
よ
ん
だ
風
鈴
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
秋
の
風
（
鈴
）
」
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
と
き
、
お
の

ず
か
ら
古
今
和
歌
集
に
収
め
る
次
の
一
首
に
思
い
わ
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

秋
立
日
よ
め
る
藤
原
敏
行
朝
臣



秋
き
い
と
め
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る

〔
古
今
和
歌
集
巻
第
四
・
秋
歌
上
・
一
六
九
〕

「
め
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
」
と
よ
む
こ
の
歌
に
は
、
「
秋
」
の
色
相
が
あ
ら
わ
に
詠
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
詞
書

か
ら
も
明
ら
か
な
ご
と
く
立
秋
を
よ
ん
だ
こ
の
古
歌
と
、
「
い
つ
か
す
っ
か
り
秋
め
い
た
と
き
」
（
飯
田
龍
太
）
、
「
秋
の
気
の
濃
い
軒
端
に

た
つ
」
（
上
田
三
四
二
）
、
「
深
ま
る
秋
情
」
（
山
本
健
吉
）
を
よ
ん
だ
な
ど
と
一
様
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
俳
句
と
、
両
作
の
あ
い
だ
に
は
相

渉
る
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
こ
の
古
歌
と
の
か
か
わ
り
を
重
視
す
る
な
ら
、
蛇
筋
の
句
は
や
は
り

秋
の
始
ま
り
を
詠
じ
た
も
の
と
こ
そ
理
解
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
秋
の
到
来
を
「
風
の
音
」
に
ふ
と
と
ら
え
え
た
と
い
う
驚
き
を
詠

み
こ
ん
だ
敏
行
の
歌
に
、
「
秋
の
風
鈴
」
を
よ
ん
だ
蛇
筋
の
句
が
対
崎
し
て
い
る
と
把
握
す
る
の
で
あ
る
。

（
Ｍ
）

蛇
筋
に
は
、
立
秋
を
よ
ん
だ
次
の
よ
う
な
旧
作
が
あ
る
。

四
、
立
秋
の
「
風
の
音
」

（
昭
和
六
年
）

一

四

秋
た
つ
や
川
瀬
に
ま
じ
る
風
の
音〔

『
山
瞳
集
」
雲
母
社
、
昭
和
七
年
十
二
月
刊
／
「
霊
芝
」
改
造
社
、
昭
和
十
二
年
六
月
刊
〕

か
つ
て
山
本
健
吉
が
「
古
歌
が
停
統
を
つ
く
っ
て
、
立
秋
と
風
の
音
と
の
結
び
つ
き
に
は
一
種
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
が
形
作
ら
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
の
句
の
如
き
は
、
改
め
て
ま
た
新
鮮
な
感
銘
に
さ
そ
ふ
で
あ
ら
う
。
」
（
前
掲
「
現
代
俳
句
』
）
と
評
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
示

唆
深
い
。
す
な
わ
ち
、
敏
行
の
よ
ん
だ
古
歌
の
系
譜
に
こ
の
作
品
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。



そ
の
支
証
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

ち
な
み
に
後
年
の
蛇
筋
に
は
、
次
の
一
句
が
あ
る
。

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

（
昭
和
三
十
一
年
）

－－つ

五

つ
れ
な
く

あ
か
ｊ
／
、
‐
と
日
は
雌
面
も
秋
の
風
同
（
芭
蕉
）

〔
お
く
の
ほ
そ
道
（
虚
子
編
『
新
歳
時
記
増
訂
版
』
三
省
堂
、
五
七
四
ペ
ー
ジ
）
〕

「
さ
す
が
に
め
に
み
え
ぬ
風
の
音
づ
れ
も
い
と
雷
か
な
し
げ
な
る
に
、
残
暑
猶
や
ま
ざ
り
け
れ
ば
」
（
真
蹟
立
幅
）
、
「
め
に
は
さ
や
か
に

（
喝
）

と
い
ひ
け
む
秋
立
け
し
き
」
（
真
餓
懐
紙
写
）
と
い
っ
た
前
書
を
も
つ
芭
蕉
の
こ
の
一
句
を
は
じ
め
と
し
て
、

秋
来
ぬ
と
合
黙
さ
せ
た
る
嘘
か
な

秋
た
つ
や
何
に
お
ど
ろ
く
陰
陽
師

（
肥
）

〔
以
上
、
凡
董
著
「
蕪
翁
句
集
」
巻
之
下
・
秋
之
部
〕

秋
立
つ
と
さ
や
か
Ｊ
人
の
目
ざ
め
け
り

〔
寒
山
落
木
巻
四
（
明
治
二
十
八
年
）
改
造
祇
版
「
子
規
全
集
」
第
二
巻
〕

な
ど
と
い
っ
た
、
敏
行
の
作
を
ふ
ま
え
た
先
縦
も
、
容
易
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
く
秋
た
つ
や
〉
の
句
の
背
後
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
別
の
一
首
を
も
思
い
合
わ
せ
る
べ
き
か
と
考
え
る
。

川
風
の
涼
し
く
も
あ
る
か
う
ち
よ
す
る
浪
と
と
も
に
や
秋
は
立
ら
ん
〔
古
今
和
歌
集
巻
第
四
・
秋
歌
上
・
一
七
○
・
貰
之
〕

古
今
和
歌
集
巻
第
四
、
秋
歌
の
巻
頭
に
位
置
す
る
敏
行
の
作
に
続
け
て
配
さ
れ
て
い
る
一
首
で
あ
る
。
〈
秋
た
つ
や
〉
の
句
は
、
敏
行

の
歌
の
ほ
か
貫
之
の
こ
の
歌
の
発
想
を
も
反
転
さ
せ
な
が
ら
、
肌
に
ふ
れ
る
「
川
風
の
涼
し
」
さ
を
、
耳
に
ふ
れ
る
「
風
の
音
」
に
詠
み

換
え
た
作
で
も
あ
る
と
理
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
貫
之
の
用
い
た
「
涼
し
」
と
い
う
感
覚
形
容
詞
を
用
い
な
か
っ
た
点
も



（
昭
和
三
十
七
年
）

秋
立
つ
と
守
護
す
る
渓
の
水
の
彩

弓
椿
花
集
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
〕

加
え
て
、
最
晩
年
の
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
渓
谷
を
流
れ
る
水
に
う
つ
る
立
秋
の
「
彩
」
を
見
透
か
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
秋
」

を
と
り
あ
げ
る
こ
の
俳
人
に
一
貫
し
て
底
流
す
る
作
意
の
片
鱗
が
お
の
ず
か
ら
付
度
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
秋
立
つ
と
」
と
い
う

上
五
は
、
「
秋
た
っ
と
」
と
詠
じ
た
昭
和
三
十
一
年
の
旧
作
に
あ
い
応
ず
る
べ
く
表
記
を
か
え
た
措
辞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う

し
て
、
お
な
じ
旧
作
の
「
山
の
音
」
を
「
渓
の
水
の
彩
」
へ
と
転
じ
て
詠
み
収
め
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

秋
た
つ
と
き
け
ば
き
か
る
る
山
の
音

雪
椿
花
集
」
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
〕

こ
の
作
品
か
ら
、
さ
き
の
〈
秋
た
つ
や
川
瀬
に
ま
じ
る
風
の
音
〉
と
い
う
一
句
を
想
起
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
ろ
う
。
昭
和

六
年
の
旧
作
に
よ
ま
れ
た
「
風
の
音
」
に
比
し
て
、
こ
の
句
の
座
五
に
据
わ
る
「
山
の
音
」
は
、
格
段
に
象
徴
性
を
深
く
帯
び
た
も
の
と

（
ｒ
）

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
七
に
置
か
れ
た
「
き
け
ば
き
か
る
る
」
と
い
う
主
体
性
意
志
性
の
つ
よ
い
表
現
に
基
づ
く
も
の
と
把
握
さ
れ

る
◎

五
、
「
く
ろ
が
ね
の
秋
」

一
一
ハ

さ
て
、
「
風
の
音
」
に
秋
の
到
来
を
知
る
と
い
う
和
歌
的
伝
統
的
発
想
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
、
「
風
鈴
」
と
い
う
夏
の
季
語
が
風
の
姿

を
鈴
の
音
色
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
想
い
を
致
す
と
き
、
互
い
に
棚
踊
を
き
た
す
名
辞
を
取
り
合
わ
せ
た



「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

一

七

「
秋
の
風
鈴
」
と
い
う
表
現
が
得
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
「
書
斎
の
軒
に
四
時
」
吊
ら
れ
て
あ
る
風
鈴
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
く
ろ
が
ね

の
風
鈴
」
と
い
う
素
朴
な
表
現
を
介
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
秋
」
と
い
う
季
節
に
色
と
り
ど
り
の
「
錦
」
や
「
白
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
喚

起
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
の
国
の
文
学
的
感
性
を
あ
ら
た
に
す
る
よ
う
な
、
よ
り
大
き
な
違
和
感
を
は
ら
む
、
「
く
ろ
が
ね
の
秋
」
と
い
う

（
肥
）

一
一
言
葉
の
つ
な
が
り
が
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

都
を
（
か
す
み
と
、
も
に
た
ち
し
か
ど
秋
か
ぜ
ぞ
ふ
く
み
ら
川
の
開

〔
後
拾
遺
和
歌
集
第
九
・
嬬
旅
・
五
一
八
・
能
因
法
師
〕

石
山
の
石
よ
り
白
し
秋
の
風
同
（
芭
蕉
）

〔
お
く
の
ほ
そ
道
（
虚
子
編
「
新
歳
時
記
増
訂
版
」
三
省
堂
、
五
七
四
ペ
ー
ジ
）
〕

秋
風
に
吹
か
れ
て
来
た
か
白
い
鳥

〔
寒
山
落
木
巻
五
（
明
治
二
十
九
年
）
（
改
造
祇
版
『
子
規
全
集
」
第
三
巻
、
一
五
一
ペ
ー
ジ
）
〕

つ
れ
な
く

と
い
っ
た
作
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
さ
き
に
引
い
た
芭
蕉
の
作
〈
あ
か
ノ
、
と
日
は
難
面
も
秋
の
風
〉
の
初
句
に
「
あ
か
ノ
、
と
」
と
い

う
副
用
語
が
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
「
秋
風
」
に
「
白
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
証
左
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
子
規
が
「
秋
風
に

吹
か
れ
て
来
た
か
」
と
問
い
か
け
る
の
は
、
「
白
い
烏
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
次
に
掲
げ
る
竹
下
し
づ
の
女
の
作
品
な
ど
は
、
そ
う
し
た
通
念
に
「
青
」
を
取
り
合
わ
せ
加
え
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
が
眼
目
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
及
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

淵
は
青
く
瀬
は
白
く
し
て
秋
の
風

〔
竹
下
し
づ
の
女
昭
和
十
四
年
作
舎
解
説
し
づ
の
女
句
文
集
」
梓
書
院
、
一
○
八
ペ
ー
ジ
）
〕

も
と
よ
り
「
淵
」
と
「
瀬
」
と
い
う
対
を
な
す
措
辞
か
ら
は
川
の
そ
れ
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
け
れ
ど
、
古
典
に
か
ん
す
る
し
づ
の
女



緬
古
仕
上
河
△
女

吹
き
来
れ
ば
身
に
も
浸
み
け
る
秋
風
を
色
な
き
物
と
田
心
ひ
け
る
か
な

（
秋
の
風
）

一

八

（
旧
）

の
素
養
を
慮
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
古
歌
謡
も
連
想
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

歌
垣
歌

う
チ
モ
セ
モ
キ
ヨ
ク
サ
ヤ
ヶ
シ
ハ
カ
タ
ガ
ハ
チ
ト
セ
ワ
マ
チ
テ
ス
メ
ル
カ
ハ
カ
モ

布
智
毛
世
毛
伎
典
久
佐
夜
気
志
波
可
多
我
波
知
止
世
乎
万
知
天
頂
費
流
可
波
可
母

〔
緬
抽
団
歌
大
槻
歌
集
部
第
参
冊
歴
史
歌
集
績
日
本
紀
二
四
一
（
明
治
三
十
六
年
三
月
十
五
日
溌
行
）
〕

河
内
国
の
、
い
ま
眼
前
に
流
れ
る
「
淵
も
瀬
も
清
く
さ
や
け
」
き
博
多
川
は
、
こ
れ
か
ら
新
た
に
迎
え
る
は
ず
の
「
千
歳
を
待
ち
て
澄

め
る
」
川
な
の
で
も
あ
る
と
言
祝
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
し
づ
の
女
の
作
の
座
五
に
据
え
ら
れ
た
「
秋
の
風
」
の
存
在
を
慮
れ

ば
、
「
淵
」
と
「
瀬
」
と
に
そ
れ
ぞ
れ
「
青
」
と
「
白
」
と
を
た
ん
に
対
照
さ
せ
て
描
写
し
た
だ
け
だ
と
す
る
よ
う
な
段
階
に
と
ど
ま
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
淵
」
の
「
青
」
、
「
瀬
」
の
「
白
」
を
へ
て
「
秋
の
風
」
と
い
う
一
見
平
板
に
し
て
単
純
な
印
象
を
与
え
る
詠
み

ぶ
り
に
も
、
「
白
」
と
「
秋
」
と
の
結
び
つ
き
を
前
提
に
、
ま
ず
は
「
青
」
を
配
し
て
川
の
流
れ
の
速
さ
に
重
ね
な
が
ら
「
秋
の
風
」
の

爽
涼
を
詠
ん
だ
一
句
で
あ
る
と
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
淵
は
青
く
瀬
は
白
く
し
て
」
と
よ
み
進
め
て
い
く
に
伴
な
っ
て
い
わ
ば
謎
が

解
か
れ
て
い
く
趣
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
座
五
は
「
秋
の
風
」
の
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
は
っ
嵐
ふ
け
ど
も

青
し
栗
の
い
が
」
と
い
う
初
案
を
推
敵
し
た
、
芭
蕉
の
次
の
よ
う
な
一
句
も
そ
な
わ
る
。

秋
風
の
ふ
け
ど
も
青
し
栗
の
い
が

〔
元
祇
四
年
ｌ
木
が
ら
し
（
日
本
俳
普
大
系
第
一
巻
「
芭
蕉
一
代
集
」
日
本
俳
書
大
系
刊
行
曾
、
大
正
十
五
年
六
月
）
〕

も
ち
ろ
ん
吹
く
風
に
色
の
あ
る
は
ず
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
風
の
冷
た
さ
が
「
（
身
に
）
東
む
」
意
を
導
く
た
め
に
「
（
色
に
）
染
む
」

と
い
う
縁
語
を
用
い
て
一
首
に
仕
立
て
た
和
歌
も
、
古
く
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
。



ｏ
こ
れ
は
本
稿
に
於
て
か
な
り
重
要
性
を
持
つ
こ
と
な
の
で
、
や
、
詳
細
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、

え
て
ゐ
る
の
で
、
賞
例
に
就
い
て
簡
潔
に
云
へ
ば
、
（
自
分
の
作
品
を
と
り
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
は
少
々
冊
促
た

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

甑

目

〔
飯
田
蛇
筋
「
現
代
俳
句
に
於
け
る
季
節
感
」
「
文
畢
」
第
七
巻
第
八
縦
、
岩
波
書
店
、
昭
和
十
四
年
八
月
。
傍
線
引
用
者
。
〕

と
い
ふ
一
作
に
つ
い
て
看
る
と
し
て
も
、

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
稿
に

紙
幅
の
制
限
を
超
え
て
ゐ
る
の
で
、

る
も
の
が
あ
る
が
）

Ｊ
も
一
つ
つ
い
で
に
云
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、

く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り
蛇
筋

冬
の
風

後
冬
寛
箭
繭

吹
く
風
は
色
も
見
え
ね
ど
夕
暮
は
濁
り
あ
る
人
の
身
に
ぞ
浸
み
け
る

〔
古
今
和
歌
六
帖
第
一
・
天
（
校
註
国
歌
大
系
第
九
巻
「
撰
集
歌
合
全
」
園
民
圃
書
株
式
曾
吐
、
昭
和
三
年
十
一
月
）
〕

『
ｑ
『
も

秋
ふ
く
ハ
い
か
な
る
色
の
風
な
れ
（
身
に
し
む
は
が
り
哀
な
る
ら
ん
〔
詞
花
和
歌
集
巻
第
一
二
・
秋
．
一
○
九
・
和
泉
式
部
〕

作
品
が
形
づ
く
ら
れ
る
過
程
は
も
と
よ
り
作
者
の
脳
裡
に
存
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
制
作
の
機
杯
を
定
か
に
示
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
、
蛇
筋
に
と
っ
て
一
句
を
得
る
契
機
が
嘱
目
の
風
鈴
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
動
か
な
い
。
「
秋
の
生
命
。
」
と
い
う
一
文
で
そ
の
自

注
を
し
め
く
く
っ
た
俳
人
に
と
っ
て
、
「
秋
の
風
鈴
」
に
冠
せ
ら
れ
た
「
く
ろ
が
ね
の
」
と
い
う
初
五
は
、
「
秋
」
と
い
う
季
節
に
飛
躍
し

（
釦
）

な
が
ら
「
風
鈴
」
と
い
う
語
に
包
容
さ
れ
て
い
く
と
い
う
そ
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
と
と
も
に
、
「
ノ
、
ろ
が
ね

の
」
と
表
記
す
る
語
を
得
て
こ
の
「
風
鈴
」
は
、
「
秋
」
と
い
う
季
節
以
外
に
は
据
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
物
象
と
も
な
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
俳
句
に
お
け
る
季
節
感
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
蛇
筋
自
ら
、
こ
の
句
を
実
例
と
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

た
か

一
九

○

副
刈
刑
間
劉
河
ｕ
棚
副
詞
調
悶
劉
制
矧
別
調
３
と
し
た
な
ら
ば
、
作
品
は
甚
だ
索
莫
た
る
も
の

〃

調
酬
訓
瑚
刺
飼
料
用
崩
閏
馴
到
叫
封
謝
劉
掴
閏
通
が
れ
ば
す
る
ほ
ど
作
品
が
尚
く
浄
化
さ



仮
名
書
き
に
改
め
た
の
も
そ
の
辺
り
の
消
息
を
証
し
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

て
お
ら
れ
る
。

現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
表
記
が
定
ま
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
作
者
の
子
息
飯
田
龍
太
氏
は
、
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
き
記
し

六
、
「
銭
の
秋
」
か
ら
「
く
ろ
が
ね
の
秋
」
へ

な
に
よ
り
も
こ
の
作
品
に
こ
め
た
自
信
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
句
に
季
節
感
を
点
晴
す
る
こ
と
で
「
作
品
が
尚
く
浄

化
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
が
作
品
の
「
償
値
」
を
高
め
る
と
説
く
。
「
俳
句
と
い
ふ
詩
」
と
も
述
べ
る
俳
人
の
立
場
に
も
留
意
す
れ
ば
、

〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の
作
を
例
証
と
し
て
、
こ
こ
に
「
現
代
俳
句
の
詩
的
債
値
」
を
認
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
蛇

筋
が
「
秋
」
と
い
う
季
節
に
と
り
わ
け
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
俳
句
文
畢
の
秋
」
と
題
す
る
著
書
の
存
在
な
ど
か
ら

（
創
）

容
易
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
「
秋
の
生
命
」
た
る
「
風
鈴
」
と
は
、
芭
蕉
の
い
わ
ゆ
る
夏
埴
冬
扇
な
ど
と
は
む
し
ろ
対
砿

す
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
存
在
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
と
い
う
二
つ
の
連
体
助
詞
「
の
」
に
よ
る
名
詞
の
結
び

つ
き
は
、
ど
れ
か
一
つ
が
欠
け
て
も
作
品
と
し
て
成
り
立
ち
え
ぬ
、
き
わ
め
て
緊
密
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

書
き
と
し
た
句
で
あ
る
が
、

り
に
簡
潔
な
た
め
、
は
た
‐

て
は
再
び
前
者
に
戻
っ
た
。

く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り

［
句
意
・
鑑
賞
］
く
ろ
が
ね
は
鉄
の
和
名
。
い
つ
か
す
っ
か
り
秋
坐

わ
め
て
簡
潔
な
句
。
甲
府
で
催
す
月
例
句
会
に
出
句
し
た
作
品
で
、

る
が
、
作
句
当
時
、
近
辺
の
ひ
と
に
洩
ら
し
た
言
質
か
ら
す
る
と
、
創
冒
傾
測
汀
判
制
劉
矧
識
と
、
一
方
、
あ
ま

は
た
し
て
他
者
の
共
感
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
持
も
い
く
ば
く
か
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
結
果
と
し

事
実
仮
名
書
き
で
一
句

い
つ
か
す
っ
か
り
秋
め
い
た
と
き
、

一

二

○

初
案
は
上
旬
に
鉄
の
一
宇
を
当
て
た
。
の
ち
に
再
考
し
て
仮
名

れ
い
し

（
牽
垂
芝
）

思
い
も
か
け
ず
軒
の
風
鈴
が
鳴
っ
た
、
と
い
う
き



「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

一

二
一

刷
型
刷
痢
貰
刷
卿
矧
副
俄
渓
遡
月
聞
馴
判
し
お
凄
然
と
ひ
び
く
。
秋
爽
の
音
に
一
抹
の
愁
意
を
も
含
ん
で
・
昭
和
八
年
作
。
「
霊
芝
」
（
昭

吃
）
。
秋
（
秋
）
（
飯
田
龍
太
）

〔
『
日
本
名
句
集
成
』
皐
燈
牡
、
一
九
九
一
年
十
一
月
、
三
五
七
ペ
ー
ジ
。
傍
線
等
引
用
者
。
〕

す
な
わ
ち
、
「
初
案
は
上
句
に
鉄
の
一
宇
を
当
て
」
て
い
た
も
の
を
、
「
の
ち
に
再
考
し
て
」
「
仮
名
書
き
に
改
め
た
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
回
想
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
示
す
よ
う
に
「
こ
の
句
の
初
出
は
、
昭
和
八
年
十
月
号
の
「
雲
母
」
に

（
型
）

発
表
し
た
「
山
臓
近
詠
」
十
句
の
中
の
も
の
」
で
あ
る
。

山
臓
近
詠
蛇
筋

ひ
え
ず
、
と
箸
と
る
盆
の
酒
肴
か
な

魂
棚
や
草
葉
を
ひ
た
す
皿
の
水

ク
回
ガ
ネ

識
の
秋
ノ
風
鈴
鳴
り
に
け
り

湖
南
扇
花
鳥
の
古
ぷ
胡
粉
か
な

裸
兇
に
午
下
り
な
る
鈴
の
音

山
柿
の
磐
面
さ
ら
す
豊
木
か
な

っ
か
の
間
も
と
ｆ
な
ふ
髪
や
夏
座
敷

秋
を
憂
く
蹴
飼
女
の
臥
し
す
が
た
哉

露
じ
め
り
山
寺
道
の
巌
か
な

千
町
田
や
ど
ん
よ
り
曇
る
稲
の
出
来

〔
『
雲
母
』
昭
和
八
年
十
月
雛
、
二
六
～
二
七
ぺ
Ｉ
ジ
〕



（
鱒
）

山
梨
県
立
文
学
館
の
常
設
展
に
は
、
次
の
よ
う
に
翻
読
で
き
る
蛇
筋
自
筆
の
掛
軸
が
展
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

識
の
あ
き
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り
山
臓

の
作
は
、
最
錦

の
初
版
で
は
、

折
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
筈
か
な

一

二
一

一

揮
瑳
さ
れ
た
字
配
り
に
は
書
と
し
て
の
あ
り
方
を
も
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
実
際
に
扇
額
や
短
冊
な
ど
に
揮
牽
さ
れ
た
文
字

（
劃
）

つ
か
い
は
作
品
と
し
て
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
が
少
な
く
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
「
く
ろ
が
ね
の
秋
」
と
い
う
言
葉
の
つ
な
が
り
に
た
く
ま

れ
た
飛
躍
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「
ク
ロ
ガ
ネ
」
と
よ
ま
せ
る
「
識
」
と
い
う
漢
字
表
記
で
は
「
風
鈴
」
の

素
材
と
し
て
の
あ
り
よ
う
だ
け
が
提
示
さ
れ
て
し
ま
い
、
「
秋
」
に
蔵
さ
れ
る
「
白
」
へ
の
印
象
と
も
隔
絶
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
し
て
「
識
の
あ
き
の
風
鈴
」
の
ご
と
く
「
あ
き
」
の
み
を
ひ
ら
か
な
で
記
し
た
の
で
は
、
「
識
の
〔
…
…
〕
風
鈴
」
の
存
在
だ

、
、
、
、
、

け
が
あ
ら
わ
と
な
り
、
か
え
っ
て
句
柄
に
劣
る
も
の
と
評
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
あ
る
い
は
こ
の
掛
軸
は
、
む
し
ろ
墨
書
に
よ
る
形
象

を
重
視
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
く
ろ
が
ね
」
と
い
う
ひ
ら
か
な
書
き
に
な
っ
て
、
龍
太
氏
の
い
わ
れ
る
「
一

句
の
重
心
が
さ
が
」
る
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
く
ろ
」
か
ら
対
照
さ
れ
る
「
し
ろ
」
へ
の
印
象
も
か
え
っ
て
浮
き
彫
り

と
な
り
、
「
秋
」
へ
の
な
め
ら
か
な
繋
が
り
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

作
品
の
ひ
ら
か
な
表
記
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
よ
く
知
ら
れ
た
推
敵
の
例
が
あ
る
。

を
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
す
き
か
な
蛇
筋

の
作
は
、
最
初
、
昭
和
四
年
に
大
阪
の
句
会
で
の
題
詠
と
し
て
作
ら
れ
た
と
き
は
ひ
ら
が
な
で
発
表
さ
れ
た
も
の
が
、
『
山
廠
集
』



「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

と
い
う
、
「
折
」
と
「
苦
」
と
い
う
漢
字
二
字
を
用
い
た
形
に
推
敵
さ
れ
、
そ
れ
が
、
『
霊
芝
」
の
再
録
で
は
、

折
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
す
き
か
な

と
い
う
、
漢
字
が
「
折
」
の
一
字
と
な
り
、
そ
の
『
霊
芝
」
の
編
集
か
ら
十
余
年
を
経
て
、
還
暦
記
念
の
『
蛇
筋
俳
句
選
集
』
で
は
、

再
び
初
案
に
戻
っ
て
、
十
七
音
か
な
が
き
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
錫
）

〔
唐
瀬
直
人
「
作
句
の
現
場
蛇
筋
に
学
ぶ
作
句
法
」
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
十
九
年
五
月
、
五
○
ペ
ー
ジ
〕

作
品
と
し
て
の
あ
る
べ
き
ふ
さ
わ
し
い
姿
を
求
め
て
一
句
に
執
着
す
る
こ
う
し
た
過
程
を
み
て
も
、
推
敵
を
へ
た
「
く
ろ
が
ね
の
」
と

い
う
初
五
の
あ
と
に
感
受
さ
れ
る
の
は
、
「
休
止
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
連
続
」
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
と
な
だ
ら
か
に
続
け
ら
れ
た
一
語
一
語
。
次
句
へ
の
展
叙
を
予
期
さ
せ
る
助
詞
「
の
」
を
と
も
な
う
句
の

う
ち
、
と
く
に
「
く
ろ
が
ね
の
」
と
い
う
初
句
と
「
秋
」
と
い
う
語
と
の
、
確
乎
た
る
違
和
感
を
は
ら
ん
だ
連
続
こ
そ
が
、
こ
の
作
品
に

お
け
る
要
諦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
蛇
筋
が
主
張
す
る
、
俳
句
に
お
け
る
「
季
節
感
」
の
重
要
性
。
「
く
ろ
が
ね
の
風
鈴
」
に
「
秋
」

（
調
）

と
い
う
一
語
を
さ
し
挟
も
う
と
し
た
だ
け
で
生
ず
る
緊
張
。
こ
れ
は
、
「
本
来
、
繋
辞
性
の
語
で
あ
る
」
助
詞
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
表

現
効
果
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
上
の
句
の
あ
と
に
感
ぜ
ら
れ
る
「
休
止
」
と
は
、
も
と
よ
り
五
七
五
と
い
う
表
現
形
式
に
由
来
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
も
の
で
も
あ
っ
て
、
な
に
よ
り
「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り
」
と
詠
み
下
さ
れ
た
展
開
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
鮮
明
に
感
受
さ

れ
る
も
の
と
説
く
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
こ
う
し
た
含
意
に
心
づ
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
一
句
に
「
自
信
作
と
し
て
の
意
識
」
を

深
め
、
そ
の
形
を
定
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。



ぬ
の
だ
と
い
ふ
意
志
が
、
子
規
の
篤
生
論
を
裏
づ
け
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
現
代
の
篇
生
俳
句
は
そ
の
や
う
な
自
畳
と
意
志
と
を
喪
失

し
て
、
思
想
の
な
い
風
景
遜
を
や
た
ら
に
作
り
出
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
な
い
。

〔
山
本
健
吉
「
篤
生
」
「
現
代
俳
句
」
昭
和
二
十
六
年
一
月
雛
、
現
代
俳
句
杜
、
六
ペ
ー
ジ
〕

蛇
筋
の
作
品
に
い
ち
は
や
く
句
評
を
施
し
た
詩
人
や
批
評
家
の
存
在
は
、
終
戦
を
は
さ
ん
で
「
現
代
」
文
学
の
あ
る
く
き
ょ
う
に
真
筆

（
躯
）

に
と
り
組
も
う
と
し
て
い
た
、
同
時
代
の
息
吹
を
う
か
が
わ
せ
る
一
斑
と
理
解
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
傍
線
を
施

し
た
よ
う
に
、
「
自
壁
」
と
「
意
志
」
と
を
そ
な
え
た
あ
る
べ
き
「
篇
生
」
、
思
想
性
を
も
つ
べ
き
「
篇
生
俳
句
」
の
理
想
を
論
じ
よ
う
と

し
た
山
本
健
吉
の
こ
の
文
章
は
、
図
ら
ず
も
、
〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の
句
を
代
表
作
と
す
る
蛇
筋
に
対
す
る
正
鵠
を
射
て
い
る
も
の
の
よ
う

結
、
「
秋
の
生
命
」

出
陣
卜
冒

蛇
筋
の
「
自
註
五
十
句
抄
」
を
収
め
た
俳
誌
「
現
代
俳
句
」
の
巻
頭
に
は
、
「
篤
生
」
と
題
す
る
山
本
健
吉
の
短
文
も
掲
載
さ
れ
て
い

（
幻
）る

。
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
山
本
の
評
釈
は
、
奇
し
く
も
、
こ
の
俳
誌
名
と
同
じ
く
「
現
代
俳
句
」
と
題
し
た
新
書
判
と
し
て
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
二
十
六
年
新
年
号
の
俳
誌
に
お
く
れ
て
同
じ
年
の
、
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
短
文
の
う
ち
に
「
三
好
達
治
の

言
ふ
疎
噸
風
流
」
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
の
も
興
味
深
い
。

人
々
に
取
っ
て
現
責
が
抵
抗
と
し
て
現
れ
る
以
上
、
篇
生
と
は
抵
抗
へ
の
忍
耐
と
し
て
、
意
志
の
弧
さ
と
し
て
現
れ
る
は
づ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
技
術
で
あ
る
。
子
規
が
説
い
た
篤
生
説
の
言
外
に
、
私
は
意
志
の
訓
練
の
教
へ
を
調
取
る
の
で
あ
る
、
だ
が
花

鳥
調
詠
の
標
語
に
は
、
そ
の
か
ん
じ
ん
の
教
へ
が
素
抜
き
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
見
え
る
も
の
を
見
、
鯛
れ
る
も
の
に
鯛
れ
る

一一

二

四



「
く
ろ
が
ね
の
」
「
風
鈴
」
の
音
に
「
秋
の
生
命
」
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
の
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
的
感
性
を
一
新
す
る
表
現
と

し
て
、
日
本
文
学
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
ば
を
こ
の
よ
う
に
構
成
し
お
お
せ
た
一
句
を
と
お
し
て
、
「
く
ろ

（
羽
）

が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
と
、
「
秋
爽
の
立
臼
に
一
抹
の
愁
意
を
も
含
ん
」
だ
そ
の
音
色
と
が
、
わ
た
く
し
ど
も
に
ま
さ
し
く
現
前
す
る
。

》
、
ガ
ｆ
ソ
ケ
ニ
ブ
ノ
マ
ゾ
ホ
ノ
イ
ロ
ニ
デ
、
ィ
ハ
ナ
ク
ノ
・
・
、
ゾ
ア
ガ
コ
ゾ
ラ
ヶ
ハ

麻
可
禰
布
久
爾
布
能
麻
曾
保
乃
伊
呂
爾
低
氏
伊
波
奈
久
能
未
曾
安
我
古
布
良
久
波
〔
万
葉
集
巻
第
十
四
・
束
歌
・
一
二
五
六
○
〕

（
ま
が
ね
ふ
く
丹
生
の
ま
朱
の
色
に
出
て
言
は
な
く
の
み
ぞ
我
が
恋
ふ
ら
く
は
）

に
反
潟
さ
れ
も
す
る
。

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り

（
か
へ
し
も
の
、
歌
）

一
二
通

ま
が
ね
ふ
く
き
び
の
中
山
お
び
に
せ
る
細
谷
川
の
お
と
の
さ
や
け
さ

此
歌
は
承
和
の
お
ほ
ん
べ
の
き
び
の
園
の
奇

〔
古
今
和
歌
集
巻
第
二
十
・
大
歌
所
御
歌
・
一
○
八
二
〕

路
輔
を
用
い
て
空
気
を
吹
き
込
ん
で
鉄
を
製
錬
す
る
こ
と
を
い
う
「
ま
か
ね
ふ
く
と
は
く
る
か
ね
を
ふ
ぐ
を
い
ふ
」
（
「
能
因
歌
枕
」
）

と
説
い
た
歌
論
書
の
記
述
を
蛇
筋
が
知
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
い
ま
確
認
す
る
す
べ
を
持
た
な
い
け
れ
ど
、
と
く
に
「
ま
が
ね
ふ
く
」

と
詠
み
始
め
な
が
ら
結
句
に
「
お
と
の
さ
や
け
さ
」
を
据
え
た
後
者
の
古
歌
は
、
「
風
の
音
に
」
お
の
ず
か
ら
「
秋
立
」
っ
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
だ
と
よ
ん
だ
、
あ
の
敏
行
の
作
歌
と
密
接
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。

秋
き
い
と
め
に
は
劃
剥
洲
洲
口
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る

第
二
句
に
用
い
ら
れ
た
「
さ
や
か
に
」
と
い
う
副
用
語
が
明
確
に
さ
し
示
す
よ
う
に
、
「
秋
き
い
」
と
気
づ
か
せ
る
「
風
の
音
」
に
は
、



注

（
１
）
西
垣
傭
氏
に
よ
る
評
釈
（
吉
田
精
一
・
楠
本
憲
吉
編
「
現
代
俳
句
評
釈
」
畢
燈
牡
、
昭
和
四
十
二
年
二
月
、
所
収
）
、
阿
部
喜
三
男
氏
の
執
筆
項
目
を
も

つ
「
俳
句
大
観
」
（
明
治
響
院
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
、
四
二
七
ペ
ー
ジ
）
や
、
中
村
宏
進
氏
の
執
筆
項
目
を
も
つ
「
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学
第
六
巻

一
一
一
』
ハ

、

、
、
、
、
、

な
に
よ
り
そ
の
「
お
と
の
さ
や
け
さ
」
こ
そ
が
感
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
細
谷
川
の
音
の
さ
や
け
さ
」
と
い
う
措
辞
に

も
明
ら
か
な
ご
と
く
爽
涼
に
し
て
清
澄
な
音
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
悲
秋
の
イ
メ
ー
ジ
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
ま
い
。
さ
ら
に
は
、
連
体

助
詞
「
の
」
の
使
用
も
あ
い
族
っ
て
、
古
今
集
に
収
め
る
吉
備
国
の
歌
の
結
構
が
〈
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り
〉
と
詠
ま
れ
た

句
の
結
構
に
符
合
す
る
ご
と
く
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
古
典
和
歌
の
存
在
を
要
件
と
し
て
、
蛇
筋
に
よ
っ
て
「
秋
の
生
命
。
」
と
端
的
に
見
ぬ
か
れ
た
こ
の
「
風
鈴
」
の
音
色
か

ら
、
ひ
い
て
は
、
秋
の
実
り
を
象
徴
す
る
「
こ
が
れ
」
色
を
も
包
み
こ
ん
で
い
く
よ
う
な
、
積
極
的
肯
定
的
な
響
き
ま
で
を
も
聴
き
澄
ま

せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
深
読
み
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
響
き
を
感
知
さ
せ
る
の
が
一
句
の
俳
譜
性
に
よ
る
と
こ

（
鋤
）

ろ
だ
と
評
す
る
べ
き
な
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

嘱
目
の
実
景
を
契
機
と
し
な
が
ら
、
古
典
と
し
て
蓄
え
ら
れ
て
き
た
こ
の
国
の
文
学
の
こ
と
ば
の
数
々
を
自
ら
の
薬
髄
の
う
ち
に
、
立

秋
と
風
の
音
を
結
び
つ
け
る
常
套
を
一
方
の
端
緒
と
し
つ
つ
、
夏
の
季
語
で
あ
る
風
鈴
と
い
う
ほ
ん
の
小
さ
な
存
在
の
う
ち
に
秋
と
い
う

時
季
の
本
質
を
見
い
だ
す
と
い
う
着
想
を
も
う
一
方
の
端
緒
と
し
て
、
秋
と
い
う
季
節
を
風
鈴
の
「
く
ろ
が
ね
」
に
凝
縮
し
な
が
ら
「
鳴

、
、
、
、
、

り
に
け
り
」
と
文
字
ど
お
り
余
韻
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
、
充
実
し
た
「
秋
の
生
命
」
力
を
現
前
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
言
葉
を
介
し

て
現
象
す
る
の
は
、
作
者
が
風
鈴
と
い
う
存
在
に
吹
き
込
ん
だ
秋
そ
の
も
の
を
洞
察
し
た
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
簡
潔
や
平
明
の
背
後

に
凝
ら
さ
れ
た
、
作
者
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
言
葉
の
世
界
の
奥
深
さ
に
、
じ
っ
と
思
い
を
凝
ら
す
次
第
で
あ
る
。



「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

一

二

七

俳
句
」
（
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
五
年
七
月
）
、
ま
た
、
後
褐
す
る
上
田
三
四
二
氏
の
鑑
賞
や
、
尾
形
仇
編
「
新
綱
俳
句
の
解
釈
と
鑑
賞
辞
典
」
（
笠
間
普

院
、
二
○
○
○
年
十
一
月
）
な
ど
を
参
照
。
近
年
に
お
い
て
も
、
「
山
本
健
吉
「
現
代
俳
句
』
再
読
」
と
題
す
る
俳
句
時
評
（
「
俳
句
」
平
成
十
七
年
四
月

号
初
出
）
を
収
め
た
、
片
山
由
美
子
「
俳
句
を
読
む
と
い
う
こ
と
片
山
由
美
子
評
論
集
』
（
角
川
書
店
、
平
成
十
八
年
九
月
）
が
時
代
背
景
を
顧
慮
し
な

が
ら
山
本
の
執
筆
意
図
に
思
い
及
ぼ
し
、
贋
瀬
直
人
「
作
句
の
現
場
蛇
筋
に
学
ぶ
作
句
法
」
（
角
川
学
芸
出
版
、
平
成
十
九
年
五
月
）
も
蛇
筋
の
俳
句
に

接
す
る
亜
要
な
契
機
と
し
て
上
巻
下
巻
二
冊
仕
立
て
だ
っ
た
新
番
版
「
現
代
俳
句
」
に
つ
い
て
再
三
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
２
）
福
田
甲
子
雄
氏
の
項
目
執
誰
に
な
る
「
現
代
俳
句
大
事
典
」
（
三
省
堂
、
二
○
○
五
年
十
一
月
）
の
「
飯
田
蛇
筋
」
の
項
を
参
照
。
ま
た
、
注
５
に
掲
げ

る
石
原
八
束
「
飯
田
蛇
筋
」
に
は
詳
細
を
し
る
す
。

（
３
）
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
月
三
十
日
ま
で
の
期
側
、
山
梨
県
立
文
学
館
・
企
画
展
示
室
に
て
展
観
さ
れ
て
い
た
「
平
成
十
九
年
度
収
蔵
品
展

肉
韮
の
魅
力
」
に
お
い
て
偶
然
目
に
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
（
平
成
二
十
年
三
月
六
日
）
。
引
用
本
文
は
、
展
示
賓
料
に
添
え
ら
れ
た
説
明
文
を
参
考
に
、

句
読
点
を
ふ
く
む
表
記
や
改
行
等
で
き
る
だ
け
文
面
の
ま
ま
私
に
翻
読
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
を
含
め
て
書
簡
六
通
の
翻
刻
を
褐
戦
し
た
、

注
４
所
引
伺
館
「
館
報
」
第
七
十
二
号
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
前
半
の
文
而
に
登
場
す
る
「
有
風
」
「
四
琳
」
と
い
う
の
は
、
俳
誌
「
雲
母
」
の
同
人
で
あ

る
佐
々
木
有
風
と
二
土
凹
叫
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
蛇
筋
は
、
「
俳
句
研
究
」
昭
和
十
年
三
月
号
の
「
吾
が
推
す
新
人
」
と
い
う
企
画
記
邪
の
う
ち
、
「
山

臓
」
号
を
用
い
た
「
「
雲
母
」
の
新
人
」
と
題
す
る
文
章
に
お
い
て
、
二
土
四
跡
の
名
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
佐
々
木
有
風
や
高
室
呉
龍
ら
十
八
人
の
そ
れ

ぞ
れ
の
作
句
を
二
句
ず
つ
掲
げ
て
「
新
人
」
と
し
て
推
薦
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
蛇
筋
、
五
十
歳
。
宛
名
の
高
室
呉
瀧
に
か
ん
し
て
は
、
以
下
に
展
示
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
か
ら
砿
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

高
室
呉
範
た
か
む
ろ
ご
り
ゅ
う
俳
人
一
八
九
九
～
一
九
八
三

ご
ろ
う

山
梨
県
中
巨
摩
郡
鎌
田
村
（
現
甲
府
市
）
生
ま
れ
。
本
名
五
郎
。
始
め
「
呉
寵
」
と
号
す
。
一
九
一
一
○
（
大
正
九
）
年
、
蛇
筋
に
師
事
。
大
正

末
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
自
宅
に
「
雲
母
」
の
経
理
部
を
お
き
、
購
読
申
し
込
み
や
原
稿
の
受
付
な
ど
の
事
務
に
桃
わ
っ
た
。
誌
而
で
も
初

心
者
を
対
象
と
し
た
「
初
学
雑
詠
」
棚
の
選
者
な
ど
を
務
め
て
、
蛇
筋
を
助
け
た
。
句
集
に
「
朝
の
雪
」
「
惜
春
」
「
蝿
影
」
が
あ
る
。

後
年
の
蛇
筋
「
自
選
自
註
五
十
句
抄
」
（
『
現
代
俳
句
」
昭
和
二
十
六
年
一
月
雛
、
現
代
俳
句
耐
）
に
採
り
あ
げ
ら
れ
た
〈
を
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も

マ
マ

き
す
、
き
か
な
〉
の
自
註
に
よ
っ
て
、
こ
の
句
を
得
た
「
近
畿
地
方
」
へ
の
「
俳
譜
行
脚
」
に
「
具
龍
」
を
同
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



一

二

八

（
４
）
井
上
康
明
「
盗
料
翻
刻
飯
田
蛇
筋
高
室
呉
髄
宛
書
簡
」
（
「
山
梨
県
立
文
学
館
館
報
」
第
七
十
一
一
号
、
平
成
一
一
十
年
三
月
二
十
日
発
行
、
五
ペ
ー

ジ
）
に
附
せ
ら
れ
た
く
翻
刻
者
註
〉
に
よ
る
。

（
５
）
石
原
八
束
「
飯
田
蛇
筋
」
（
角
川
書
店
、
平
成
九
年
二
月
）
三
五
四
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
６
）
以
上
、
「
三
好
達
治
全
集
』
第
四
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
年
八
月
）
を
参
照
し
た
。
な
お
、
蛇
筋
自
身
「
圭
角
」
の
語
を
用
い
な
が
ら
芭
蕉
の
詩
的

成
熟
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

即
ち
奔
放
き
わ
ま
り
な
く
豪
宕
無
敵
な
詩
人
芭
無
の
主
観
が
露
骨
に
表
現
さ
れ
た
も
の
が
、
次
第
々
々
に
そ
の
詩
形
的
圭
角
を
除
去
し
て
か
ら
、
平

、
、

坦
の
境
に
進
む
と
同
時
に
、
う
ち
に
お
お
き
滋
味
を
た
た
え
て
、
一
見
喰
い
足
り
な
い
よ
う
な
主
観
と
か
客
観
と
か
を
問
題
と
せ
な
い
斯
形
を
絶
し

た
る
平
明
の
形
を
と
っ
て
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

イ
ゾ
ト
ナ
ク
ミ
ノ
ル
ク
サ
バ
ナ

〔
「
超
主
観
的
句
境
」
（
「
雲
母
」
昭
和
四
年
一
月
号
初
出
）

「
飯
田
蛇
筋
集
成
」
第
三
巻
く
俳
句
Ⅲ
／
俳
論
〉
角
川
書
店
、
三
七
○
ペ
ー
ジ
、
傍
点
原
文
〕

（
７
）
た
と
え
ば
、
鴻
巣
盛
庇
「
寓
葉
集
全
稀
」
（
東
京
庇
文
堂
書
店
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
語
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ア
キ
ノ
ズ
ノ

ア
ヰ
寺
フ
ワ
レ
ハ
守
寺
ア
弁
マ
ヴ
ガ
タ
シ

○
金
野
乃
ｌ
四
季
を
木
火
土
金
水
の
五
行
に
配
す
れ
ば
・
金
は
秋
で
あ
る
か
ら
釜
を
秋
に
宛
て
剛
ゐ
る
．
金
待
醤
者
三
８
琴
金
待
謹
（
二
見
事

ア
ヰ
キ
『
・
ノ

ア
時
カ
ゼ

金
山
（
一
一
一
一
一
一
一
九
）
・
金
風
（
一
七
８
．
一
一
○
一
一
一
一
・
一
一
一
一
一
○
一
）
の
如
く
で
あ
る
。

〔
第
一
冊
（
昭
和
十
年
十
一
一
月
溌
行
）
昭
和
十
七
年
二
月
五
版
溌
行
、
二
二
ペ
ー
ジ
〕

ア
キ
ハ
ギ
サ
キ
ヌ

ア
キ
カ
ゼ
二

○
白
芽
子
開
奴
ｌ
白
を
ア
キ
と
よ
む
の
は
、
白
は
西
方
秋
の
色
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
．
下
に
も
白
風
一
二
。
一
室
と
あ
る
．

〔
第
三
冊
（
昭
和
七
年
十
月
農
行
）
昭
和
十
八
年
五
月
九
版
護
行
、
二
五
四
ペ
ー
ジ
〕

（
８
）
本
稿
に
引
用
す
る
万
葉
集
お
よ
び
勅
撰
和
歌
集
は
、
作
句
す
る
蛇
筋
の
目
に
ふ
れ
た
か
も
し
れ
ぬ
蓋
然
性
を
噸
っ
て
、
便
宜
上
、
次
に
掲
げ
る
東
京
博

文
館
蔵
版
「
日
本
歌
畢
全
瞥
」
所
収
本
文
に
よ
っ
た
。

古
今
和
歌
集
第
一
編
（
明
治
二
十
三
年
十
月
蕊
行
）
大
正
五
年
十
一
月
十
五
版
溌
行

後
撰
和
歌
集
第
二
編
（
明
治
二
十
三
年
十
二
月
綾
行
）
大
正
五
年
十
一
月
七
版
溌
行

後
拾
遺
和
歌
集
第
四
編
（
明
治
二
十
四
年
二
月
髪
行
）
大
正
二
年
十
月
五
版
溌
行



詞
花
和
歌
集
第
五
編
（
明
治
二
十
四
年
三
月
農
行
）
大
正
二
年
十
月
六
版
蕊
行

蔑
葉
集
鋪
九
綿
（
明
治
二
十
四
年
九
月
稜
行
）
大
正
四
年
九
月
十
五
版
溌
行

第
十
編
（
明
治
二
十
四
年
十
月
溌
行
）
大
正
七
年
九
月
十
三
版
溌
行

第
十
一
編
（
明
治
二
十
四
年
十
一
月
蕊
行
）
大
正
七
年
九
月
十
三
版
溌
行

ち
な
み
に
、
そ
の
奥
附
に
よ
れ
ば
、
「
明
治
三
十
四
年
十
二
月
一
一
十
九
日
溌
行
」
に
な
る
歌
集
部
第
壷
冊
を
手
は
じ
め
に
「
明
治
三
十
六
年
三
月
十
五
日

溌
行
」
に
な
る
索
引
部
第
四
冊
を
も
っ
て
、
「
国
歌
大
観
」
全
七
冊
（
歌
集
部
三
分
冊
・
索
引
部
四
分
冊
）
が
す
で
に
完
結
し
て
い
る
。

（
９
）
蛇
筋
主
宰
の
俳
誌
「
雲
母
」
を
引
き
継
い
で
第
九
百
号
を
も
っ
て
終
刊
せ
ら
れ
た
龍
太
氏
が
あ
ら
た
に
「
白
露
」
と
名
づ
け
る
俳
誌
を
用
意
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
本
稿
に
と
っ
て
き
わ
め
て
示
唆
深
い
。

（
叩
）
昭
和
八
年
十
二
月
に
発
行
さ
れ
た
改
造
社
編
「
俳
句
季
寄
」
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
れ
ば
、
「
秋
の
部
ｌ
時
候
」
に
は
ま
ず
、
次
の
よ
う
な
季
語
が
寄
せ
ら

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

れ
て
い
る
。

あ
３秋

一
二
九

あ
３
せ
う
か
う
じ
よ
く
し
う
唯
く
ぎ
う
＆
ん
し
や
う
め
い
〃
い
ら
う
け
い
嘘
く
て
い
そ
し
う
そ
し
や
り
か
う
し
う

秋
小
岬
蝶
収
白
識
金
商
明
紫
朗
蹴
《
回
帝
素
秋
紫
商
高
秋

し
や
う
し
う
せ
い
か
う
＆
ん
し
う
愚
●
Ｔ
せ
つ
り
ん
し
う
せ
抑
こ
う
し
や
、
Ｔ
か
う
し
う
蛾
い
く
わ
び
ん
？
や
ら
い

商
秋
西
岐
金
秋
爽
節
嘆
秋
西
侯
商
頴
収
成
火
受
爽
繍

さ
ん
し
う
き
う
し
う

一
一
一
秋
九
秋
〔
「
俳
句
季
寄
」
改
造
誠
、
一
一
九
四
ペ
ー
ジ
〕

（
ｕ
）
わ
ざ
わ
ざ
古
今
集
に
収
め
る
歌
の
措
辞
を
用
い
た
と
明
か
し
て
い
る
蛇
筋
の
口
ぶ
り
は
、
他
方
、
田
植
え
眼
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
苗
植
え
を
す
る
女
の

様
子
を
活
写
し
た
枕
草
子
「
賀
茂
へ
ま
ゐ
る
道
に
」
の
段
の
存
在
を
も
か
え
っ
て
浮
き
彫
り
き
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
俳
人
の
古
典
に
対
す
る
研

鐙
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
「
（
昭
和
九
、
十
一
、
二
十
二
」
と
い
う
日
付
が
記
さ
れ
た
、
飯
田
蛇
筋
「
現
代
俳
句
と
季
題
の
民
族
的
考
察
」
（
「
俳
句
研

究
」
第
二
巻
第
一
雛
〈
新
年
縦
〉
、
改
造
紬
、
昭
和
十
年
一
月
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
ど
「
自
選
自
註
」
と
い
う
角
書
き
の
も
と
に
「
五
十
句
抄
」
と
題
さ
れ
た
初
出
本
文
に
は
、
誤
植
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
一
二
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
内

題
と
は
異
な
っ
て
、
初
出
誌
の
目
次
に
は
標
題
を
「
自
註
五
十
句
抄
」
と
す
る
小
異
も
認
め
ら
れ
る
。
飯
田
蛇
筋
の
こ
の
「
自
註
」
全
文
を
引
く
大
野
林

火
氏
の
鑑
従
と
批
評
に
は
、
後
褐
す
る
ご
と
く
、
誤
植
と
お
ぼ
し
き
箇
所
を
訂
き
れ
た
上
で
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
点
、
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
現
代
俳
句
文
畢
全
集
「
飯
田
蛇
筋
集
」
に
抜
粋
再
録
さ
れ
た
「
自
註
」
の
本
文
は
、
改
行
の
し
か
た
こ
そ
異
な
る
も
の
の
誤
植
が
初
出
の
ま
ま
に



平
胃
憧
鎚
町
屑
畦
企
画
勿
邸

過
さ
れ
て
お
り
、
編
者
石
原
八
束
氏
の
見
識
が
察
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
注
１
に
掲
げ
た
畢
燈
就
版
「
現
代
俳
句
評
釈
」
に
弓
現
代
俳
句
文
学
全
集
・
飯

田
蛇
筋
集
」
の
自
注
」
と
こ
と
わ
っ
て
引
用
さ
れ
た
本
文
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
誤
植
を
も
た
ぬ
形
と
な
っ
て
い
る
。
再
版
等
に
際
し
て
あ
る
い

は
誤
植
の
訂
正
が
行
な
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
そ
れ
を
確
認
す
る
す
べ
を
持
た
な
い
。
底
本
の
誤
植
ま
で
保
と
う
と
さ
れ
た
石
原
氏
の
編
集

態
度
を
顧
み
れ
ば
、
か
え
っ
て
配
噸
に
乏
し
い
措
置
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り

句
集
『
霊
芝
」
所
収
。
昭
和
八
年
作
。
「
秋
」
（
秋
雑
）
の
句
。
蛇
筋
一
代
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
句
で
あ
る
。
こ
の
句
に
は
「
叫
噸
郷

肋

の
時
期
を
は
や
過
ぎ
て
か
ら
鳴
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
風
鈴
が
、
く
ろ
が
ね
、
鉄
製
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
従
っ
て
そ
の
昔
も
金

属
製
の
音
で
あ
る
こ
と
に
、
す
さ
ま
じ
さ
が
感
ぜ
ら
れ
、
こ
の
「
秋
」
は
一
鼎
漸
条
た
る
も
の
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
秋
」
は
時
期

を
示
す
秋
で
あ
る
と
と
も
に
、
作
者
が
身
を
以
て
感
じ
と
っ
た
秋
で
あ
る
。
齢
を
加
う
る
に
従
っ
て
読
後
の
味
わ
い
ふ
か
く
な
っ
て
く
る
句
で
あ
る
。

名
句
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

〔
大
野
林
火
「
近
代
俳
句
の
鑑
賞
と
批
評
」
明
治
書
院
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
、
一
七
○
～
一
七
一
ペ
ー
ジ
〕

さ
て
「
自
註
」
を
援
用
し
て
批
評
を
加
え
ら
れ
た
大
野
氏
は
、
こ
の
句
に
よ
ま
れ
た
「
秋
」
が
「
時
期
を
示
す
秋
で
あ
る
と
と
も
に
、
作
者
が
身
を
以

て
感
じ
と
っ
た
秋
で
あ
る
」
と
読
み
解
き
、
句
の
も
つ
個
別
性
か
ら
普
遍
性
へ
の
道
す
じ
を
示
唆
せ
ら
れ
た
。
な
お
、
か
っ
て
石
原
八
束
氏
は
、
昭
和
二

十
六
年
一
月
雛
の
俳
誌
「
現
代
俳
句
」
に
発
表
し
た
「
自
註
」
の
ほ
か
に
蛇
筋
が
自
句
に
施
し
た
注
は
な
い
と
記
し
て
い
る
け
れ
ど
（
現
代
俳
句
文
畢
全

集
第
三
巻
「
飯
田
蛇
筋
集
」
角
川
書
店
、
昭
和
三
十
二
年
、
三
四
四
ペ
ー
ジ
参
照
）
、
「
飯
田
蛇
筋
集
成
」
（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
～
一
九
九
五
年
）
に

よ
れ
ば
俳
人
の
自
句
自
解
は
こ
の
ほ
か
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

シ
ロ
ガ
ｆ
モ
コ
ガ
子
モ
ダ
マ
モ
ナ
一
一
七
ム
ニ
寺
サ
レ
ル
タ
カ
ワ
首
ニ
シ
カ
メ
ヤ
モ

（
週
）
山
上
憶
良
の
「
思
子
等
歌
」
の
反
歌
「
銀
母
金
母
玉
母
奈
爾
世
武
爾
麻
佐
憩
留
多
可
良
古
爾
斯
迦
米
夜
母
」
（
蔑
葉
集
巻
第
五
・
八
○
一
二
）
ま
で
も
が
蛇

筋
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
秋
の
生
命
」
を
と
ら
え
た
俳
句
に
お
け
る
「
く
ろ
が
ね
の
」
と
い
う
言
葉
の
選
択
に
は
、
子
へ
の
執
心
を
う
た
う
こ
の

万
葉
歌
も
い
わ
ば
対
偶
と
し
て
与
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
め
ぐ
ら
さ
れ
も
す
る
。

三
蹄
グ

一

三
○

隅
厩
‐
ｖ
迫
鱈
ず
ぬ
露
誤
虻
町
少
竃
胃

け
〃

。
」
の
自
註
が
あ
る
。
こ
の
句
の
眼
目
は
風
鈴
が
「
秋
」
と
い
う
風
鈴



い
ま
す
。

（
皿
）
廠
瀬
直
人
氏
注
１
前
掲
書
に
は
、
〈
秋
た
つ
や
〉
の
句
の
「
風
の
音
」
を
〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の
句
の
「
風
鈴
」
の
音
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
鑑
賞
が
示

（
肥
）
注
皿
参
照
。
た
と
え
ば
、
飯
島
附
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
こ
の
句
が
っ
く
り
出
す
空
川
も
時
間
も
、
ず
い
ぶ
ん
非
現
実
的
で
お
そ
ろ
し
い
。

く
ろ
が
ね
の
風
鈴
は
た
い
し
た
こ
と
な
い
が
、
く
ろ
が
ね
の
秋
だ
か
ら
、
お
そ
ろ
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
「
蛇
筋
管
見
」
「
俳
句
研
究
」
第
三
十
九
巻
第
十

号
、
俳
句
研
究
社
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
）
と
。
ま
た
大
岡
信
氏
は
こ
の
一
句
に
か
ん
し
て
、
次
の
よ
う
に
的
確
な
鑑
賞
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
も
大
変
有
名
な
句
で
す
。
し
か
し
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
秋
の
風
鈴
が
鳴
っ
た
と
い
う
だ
け
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
句
は
ど
こ
が
お

も
し
ろ
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
く
ろ
が
ね
の
」
と
い
う
言
葉
が
股
初
に
置
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
全
体
に
強
く
等
い
て

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

き
れ
て
い
る
。

職
瀬
直
人
氏
は
、

六
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

の
で
、
小
ざ
な
こ
と
一
つ
を
と
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
の
聯
き
と
か
色
と
か
味
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
ぱ
っ
と
感
じ
さ
せ
、
そ
れ
を
俳
句
に
生
か
し

て
い
ま
す
。
言
葉
の
ひ
と
こ
と
ひ
と
こ
と
を
生
か
し
て
い
る
言
葉
の
魔
術
師
と
い
え
ま
す
。
〔
大
岡
信
「
声
で
読
む
日
本
の
詩
歌
一
六
六
お
ー
い

ぽ
ぼ
ん
た
ｌ
俳
句
・
短
歌
鑑
賞
」
福
音
館
書
店
、
二
○
○
一
年
四
月
、
七
五
～
七
六
ぺ
Ｉ
ジ
。
傍
線
引
用
者
。
〕

、
、
、
、
、
、
、
、

傍
線
を
施
し
た
箇
所
の
直
前
に
「
「
く
ろ
が
ね
の
」
と
い
う
言
葉
が
般
初
に
世
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
全
体
に
強
く
聯
い
て
い
ま
す
。
」
（
傍
点
引
用
者
）

（
鳩
）
頴
原
退
蔵
・
尾
形
仇
訳
注
「
新
版
お
く
の
ほ
そ
道
」
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
（
平
成
十
五
年
三
月
）
二
三
三
ペ
ー
ジ
「
発
句
評
釈
」
参
照
。

（
焔
）
以
下
本
稿
で
引
用
す
る
蕪
村
の
俳
譜
に
つ
い
て
は
、
注
８
の
措
置
に
準
じ
て
、
日
本
俳
書
大
系
第
八
巻
『
蕪
村
一
代
集
」
（
日
本
俳
普
大
系
刊
行
倉
、
昭

和
二
年
九
月
）
に
よ
る
。
ち
な
み
に
『
蕪
村
一
代
集
」
を
編
蕊
し
そ
の
序
と
解
題
を
も
草
し
て
い
る
勝
峰
晋
風
が
か
っ
て
蛇
筋
に
送
っ
た
普
簡
が
現
存
し

て
い
る
。
井
上
康
明
「
飯
田
蛇
筋
宛
書
簡
Ｉ
島
村
元
・
吉
野
左
衛
門
・
尚
浜
年
尾
・
勝
峰
晋
風
・
野
口
二
郎
ｌ
」
（
山
梨
県
立
文
学
館
編
「
資
料
と
研
究
』

第
四
輯
、
一
九
九
九
年
一
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
Ⅳ
）
職
瀬
直
人
氏
は
、
昭
和
二
十
九
年
に
筑
庶
普
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
川
端
康
成
の
小
説
「
山
の
音
」
の
叙
述
を
思
い
出
し
て
お
ら
れ
る
。
注
１
前
掲
瞥
一

Ｊ
１
り

７
民
１
７

一

三
一

。
（
…
…
中
略
…
…
）
飯
田
蛇
筋
は
音
感
が
よ
か
っ
た



る
◎

〔
「
鑑
賞
現
代
俳
句
全
集
」
第
二
巻
、
立
風
書
房
、
一
九
八
○
年
十
一
月
、
一
四
六
～
一
四
七
ペ
ー
ジ
〕

「
単
純
化
の
極
」
や
「
平
明
順
直
」
と
い
う
評
で
お
お
い
き
れ
ぬ
こ
の
句
の
思
想
性
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
初
五
に
由
来
す
る
と
説
き
及
ぼ
し
て
お
ら
れ
る
。

な
お
言
え
ば
、

句
づ
く
り
だ
が
、

な
い
が
、
ふ
と
、

聞
こ
え
て
く
る
。

こ
れ
は
単
純
化
の
極
と
も
い
う
べ
き
句
で
、
本
来
な
ら
ば
平
明
順
直
、
「
こ
と
も
な
く
嘉
し
」
の
評
を
も
っ
て
覆
う
こ
と
の
出
来
る

「
く
ろ
が
ね
の
」
の
五
文
字
が
、
以
上
の
評
の
上
に
さ
ら
に
何
か
を
加
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
思
想
を
か
か
げ
て
い
る
わ
け
で
は

秋
の
気
の
濃
い
軒
端
に
た
つ
澄
ん
だ
風
鈴
の
音
を
聴
き
と
め
る
作
者
の
耳
に
は
、
思
想
的
と
で
も
呼
び
た
い
よ
う
な
も
の
の
音
が

あ
る
。

く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り

昭
和
八
年
作
。
「
霊
芝
」
所
収
。
「
く
ろ
が
ね
の
」
と
い
う
初
五
が
、
こ
れ
ほ
ど
活
殺
自
在
の
大
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
例
も
稀
だ
ろ
う
。
僅
々
五

文
字
に
よ
っ
て
、
い
や
、
た
だ
の
一
宇
に
よ
っ
て
さ
え
句
の
生
き
た
り
死
ん
だ
り
す
る
の
が
俳
句
だ
が
、
「
く
ろ
が
ね
の
」
の
は
た
ら
き
は
ま
た
格
別

で
あ
る
。

「
く
ろ
が
ね
の
」
に
つ
い
て
、
山
本
健
吉
の
鑑
賞
を
引
く
。

「
「
く
ろ
が
ね
の
』
に
や
は
り
休
止
が
あ
る
。
〔
…
…
引
用
者
中
略
…
…
〕
同
じ
テ
ニ
ヲ
ハ
に
し
て
も
、
俳
句
で
は
、
意
味
の
上
に
も
調
子
の
上

に
も
、
軽
重
深
浅
さ
ま
ざ
ま
に
使
い
わ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
現
代
俳
句
」
）

し
じ
立

切
字
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
の
「
の
」
に
は
深
い
韻
き
が
あ
る
。
そ
し
て
、
韻
き
の
あ
と
の
隙
寂
に
、
す
べ
て
の
も
の
を
呑
み
込
む
よ
う
な
深
淵
が

、
、
、
、
、
、
、
『

と
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
措
辞
か
ら
は
、
こ
の
句
に
深
く
共
鳴
し
よ
う
と
さ
れ
た
大
岡
氏
の
姿
勢
が
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。

（
岨
）
竹
下
し
づ
の
女
「
恨
草
城
子
之
記
」
（
竹
下
健
次
郎
編
「
解
説
し
づ
の
女
句
文
集
」
梓
瞥
院
、
平
成
十
二
年
十
月
、
所
収
。
初
出
は
「
天
の
川
」
十
巻
七

号
、
昭
和
三
年
一
月
刊
。
）
を
参
照
。

（
釦
）
初
五
「
く
ろ
が
ね
の
」
と
い
う
表
現
の
必
然
性
に
つ
い
て
、
山
本
健
吉
の
鑑
賞
を
引
用
し
な
が
ら
、
上
田
三
四
二
氏
は
次
の
よ
う
に
絶
賛
し
て
お
ら
れ

〃
》
一
眺
ｒ
ｋ
、
」
｜
〃
げ
Ｉ
Ｌ
祢
即
汀
ｖ
‐
Ｊ
Ｊ
ｎ
．
Ｈ
虞
，
い
，
ト
ロ
陥
旧
望

一

三
二

◎



ワ
ゾ
ー
、
」
〃
ｖ
雨
閣

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

注
胆
で
引
い
た
大
野
林
火
氏
の
読
解
の
方
向
を
一
層
推
し
進
め
た
も
の
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
一
句
の
思
想
性
に
か
ん
し
て
は
、
注
”
に
示
し
た
山
本
健
吉

「
篤
生
」
の
主
旨
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
よ
う
。
ま
た
小
西
甚
一
・
氏
も
、
同
じ
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
鉄
の
風
鈴
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
試
み
に
、
ガ
ラ
ス
製
の
風
鈴
を
想
像
し
て
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
あ
の
軽
い
涼
し
さ
は
、

に
改
造
社
か
ら
創
刊
さ
れ
た
「
俳
句
研
究
」
の
、
そ
の
十
二
月
号
の
特
輯
「
九
年
俳
壇
」
に
蛇
筋
は
九
年
作
と
し
て
自
選
出
句
し
て
い
て
、
そ
の
表

記
は
〈
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り
〉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
〔
石
原
八
束
「
飯
田
蛇
筋
」
角
川
秤
店
、
平
成
九
年
二
月
、
三
五
二
ベ
ー
ジ
〕

傍
線
を
施
し
た
箇
所
は
、
た
ん
な
る
記
憶
ち
が
い
と
は
見
受
け
ら
れ
ぬ
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
改
め
て
確
認
し
た
ご
と
く
、
「
雲
母
」
昭
和

ク
ロ
ガ
ネ

八
年
十
月
雛
に
は
「
識
の
秋
ノ
風
鈴
鳴
り
に
け
り
」
と
作
っ
て
い
る
。
小
字
の
カ
タ
カ
ナ
を
見
落
と
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
目
に
さ
れ
た
俳
誌
の
印

刷
が
不
鮮
明
で
も
あ
っ
た
も
の
か
。
蛇
筋
が
当
初
カ
タ
カ
ナ
の
送
り
か
な
や
ふ
り
か
な
を
用
い
た
の
は
、
た
と
え
ば
「
白
魚
や
黒
き
目
を
明
ク
法
の
網
」
「
タ

ケ
ル

カ
タ
子
ゾ
ク
リ

顔
の
白
夜
の
後
架
に
紙
燭
と
り
て
」
（
以
上
、
日
本
俳
書
大
系
第
一
巻
「
芭
蕉
一
代
集
」
）
、
「
い
ざ
雪
見
容
す
蓑
と
笠
」
（
凡
董
著
「
蕪
翁
句
集
」
巻
之

下
）
と
い
っ
た
江
戸
俳
譜
に
用
い
ら
れ
る
表
記
の
通
例
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
に
よ
り
「
山
願
集
」
の
体
裁
が
そ
う
し
た
志
向
を
如
実
に

「
篤
生
」
の
主
旨
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
回

そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
鉄
の
風
鈴
《

な
ん
と
い
っ
た
っ
て
夏
の
も
の
で
す
。

一

一

一

一

一

一

ん
な
さ
い
よ
、
完
全
な
ヲ

作
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
。

右
の
諸
作
の
う
ち
、
第
一
句
の
〈
く
ろ
が
ね
の
〉
が
股
も
有
名
だ
が
、

完
全
な
る
ぶ
ち
壊
し
だ
か
ら
。
こ
と
ば
の
微
妙
な
響
き
を
聴
き
と
る
感
覚
で
も
、
蛇
筋
は
名
人
芸
を
示
す
。
こ
の
句
は
蛇
筋
の
代
表

，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｏ
Ｉ
０
０
０
０
０
０
１
１
Ｉ
１
１
１
１
１
，

〔
「
俳
句
の
世
界
発
生
か
ら
現
代
ま
で
」
研
究
社
出
版
、
一
九
八
一
年
三
月
、
二
三
九
ペ
ー
ジ
〕

そ
う
し
て
破
線
箇
所
の
仮
定
が
、
図
ら
ず
も
こ
の
句
の
初
出
形
に
行
き
届
い
て
い
る
の
は
、
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

（
型
久
保
忠
夫
「
蛇
筋
の
秋
」
（
「
飯
田
蛇
筋
集
成
」
月
報
２
〈
第
四
巻
付
録
〉
角
川
祥
店
、
一
九
九
四
年
七
月
）
が
簡
潔
に
示
唆
せ
ら
れ
て
い
る
。

壷
）
福
田
甲
子
雄
編
箸
「
飯
田
蛇
筋
」
〈
鍋
牛
俳
句
文
庫
幻
〉
鍋
牛
社
（
一
九
九
六
年
十
二
月
）
四
六
ペ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
、
後
掲
注
調
参
照
。
な
お
、
こ
の

句
の
初
出
形
に
か
ん
す
る
石
原
八
束
氏
の
説
明
に
は
誤
認
が
あ
る
よ
う
な
の
で
注
意
を
要
す
る
。

ク
ロ
ガ
ネ

し
か
も
、

。
こ
の
句
は
、
こ
の
翌
九
年
三
月

・
０
０
凸
■
■
■
■
■
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
■
■
０
■
０
■
０
．
０
▽
．
０
Ｆ
■
Ｕ
ｂ
ｐ
６
り
ｂ
９
■
ｐ
■
９
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ａ
■
■
０
■
０
■
０
■
Ｕ
ｄ
０
■
９
日
０
６
０
６
０
６
ｐ
■
■
凸
■
０
０
■
■
■
■
■
ｇ
ｄ
ｑ
ａ
■
■
旬
■
■
｛
０
■
０
■
０
■
０
■
９
日
０
ｂ
０
ｂ
９
ｂ
ｐ
６
ｐ
■
９
■
０
■
ｐ
ｌ
凸
■
■
■
凸
■
■
■
■
Ｕ
■
■
ｄ
０
ｄ
９
６
０
■
０
６
０
６
０
。

。
い
く
ら
意
味
だ
け
は
同
じ
で
も
、
か
り
に
「
鉄
製
の
」
と
で
も
し
て
ど
ら

引
刺
側
刷
判
訓
剛
馴
Ｊ
矧
制
幽
制
幽
訓
刈
羽
十
月
号
で
、
表
記
は
〈
鉄
の
秋
風

７



芥
川
龍
之
介
氏
の
長
逝
を
深
悼
す飯

田
蛇
鋳

た
ま
し
ひ
の
た
と
へ
ぱ
秋
の
ほ
た
る
散
〔
「
雲
母
」
昭
和
二
年
九
月
号
、
巻
頭
、
三
ペ
ー
ジ
〕

と
い
う
芥
川
雌
之
介
に
対
す
る
追
悼
句
に
は
、
作
品
本
文
だ
け
で
な
く
詞
瞥
の
表
記
を
も
瞥
き
か
え
て
染
筆
し
た
次
の
扇
額
が
あ
る
。

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

正
し
う
す蛇

筋
〔
飯
田
蛇
筋
自
筆
扇
額
（
複
製
）
細
田
明
男
氏
蔵
〕

漢
字
か
な
の
遠
い
の
ほ
か
送
り
か
な
に
も
小
異
が
見
と
め
ら
れ
る
こ
の
扇
額
の
文
字
つ
か
い
は
、
お
そ
ら
く
三
行
に
分
か
ち
書
き
し
た
姿
を
意
識
し
て
の

芥
川
我
鬼
を

い
も
の
露

連
山
影
を

四

示
し
て
い
よ
う
。
な
お
、
〈
く
ろ
が
ね
の
〉
の
作
を
昭
和
八
年
で
は
な
く
昭
和
九
年
の
作
と
し
て
自
ら
選
ん
だ
の
に
は
、
た
ん
に
表
記
を
改
め
推
敵
し
た
と

い
う
次
元
に
と
ど
ま
ら
ず
、
別
案
だ
と
す
る
当
時
の
明
確
な
意
図
を
汲
み
取
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
「
俳
文
学
大
辞
典
」
に
は
、
こ
の

句
の
媛
終
形
を
抑
奄
し
た
、
山
梨
県
立
文
学
館
に
蔵
せ
ら
れ
る
飯
田
蛇
筋
筆
「
く
ろ
が
ね
の
」
句
短
冊
の
写
真
版
が
掲
赦
さ
れ
て
い
る
（
角
川
瞥
店
、
平

成
七
年
十
月
初
版
発
行
、
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

（
羽
）
平
成
二
十
年
三
月
六
日
、
常
設
展
に
接
し
た
折
に
は
展
示
替
え
さ
れ
て
お
り
実
見
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
と
も
に
山
梨
県
立
文
学
館
の

編
集
に
な
る
「
資
料
と
研
究
」
第
六
輯
（
二
○
○
一
年
一
月
）
巻
頭
の
扉
や
、
「
飯
田
蛇
筋
の
俳
句
」
（
二
○
○
二
年
三
月
十
五
日
発
行
）
七
ぺ
Ｉ
ジ
に
、

そ
の
写
真
版
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
別
）
悉
皆
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
以
下
に
、
山
梨
県
立
文
学
館
・
常
設
展
に
て
直
接
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
扇
額
の
二
例
を
あ
げ
る
。

芋
の
露
連
山
影
を
正
う
す
〔
「
山
魔
集
」
雲
母
社
、
昭
和
七
年
十
二
月
刊
／
「
霊
芝
」
改
造
社
、
昭
和
十
二
年
六
月
刊
〕

二
つ
の
自
選
作
品
集
に
お
い
て
固
定
し
た
表
記
を
も
つ
こ
の
代
表
作
を
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
扇
額
が
あ
る
。



「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

魂
のあ

き
の

た
と
へ
は

い
た
み
て

一

三
五

蛍
か
な蛇

筋
山
人
〔
飯
田
蛇
筋
自
錐
届
額
（
複
製
ご

あ
ら
た
に
「
芥
川
我
鬼
」
と
俳
号
を
も
っ
て
呼
び
か
え
た
詞
普
に
合
わ
せ
て
、
ま
ず
は
「
我
鬼
」
に
応
ず
る
「
鬼
」
の
労
を
も
つ
漢
字
の
「
魂
」
か
ら

一
句
を
記
し
は
じ
め
、
次
い
で
ひ
ら
か
な
へ
と
展
開
し
な
が
ら
句
末
に
至
り
「
虫
」
の
字
を
ふ
く
む
「
あ
き
の
蛍
」
を
導
い
て
「
蛇
筋
山
人
」
と
い
う
署

名
に
用
い
ら
れ
る
「
蛇
」
へ
と
つ
な
ぎ
、
さ
ら
に
冒
頭
に
し
る
し
た
「
（
芥
）
川
」
に
対
す
る
「
山
」
を
末
尾
に
位
置
づ
け
、
全
体
を
按
排
さ
せ
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
ず
か
二
例
で
は
あ
る
が
、
そ
の
揮
牽
に
際
し
て
も
俳
人
が
並
々
な
ら
ぬ
配
慮
を
込
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
。
あ
る

い
は
こ
う
し
た
書
の
あ
り
方
か
ら
、
三
好
達
治
の
第
一
詩
集
「
測
逓
船
」
（
第
一
書
房
、
昭
和
五
年
十
二
月
）
に
収
め
る
巻
頭
作
品
な
ど
の
よ
う
に
、
「
俳

句
と
い
ふ
詩
」
の
あ
る
く
き
ょ
う
を
作
品
集
と
は
別
途
に
試
み
よ
う
と
し
た
俳
人
の
姿
勢
を
見
透
か
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

（
妬
）
石
原
八
束
「
飯
田
蛇
筋
（
第
二
十
九
回
）
」
（
「
俳
句
」
第
三
十
四
巻
第
四
号
〈
特
集
飯
田
蛇
筋
生
誕
一
○
○
年
〉
、
角
川
書
店
、
昭
和
六
十
年
四
月
一

日
発
行
、
一
三
二
ペ
ー
ジ
参
照
。
の
ち
、
「
飯
田
蛇
筋
」
〈
角
川
書
店
、
平
成
九
年
二
月
刊
〉
に
所
収
）
で
は
作
品
表
記
の
変
遷
を
次
の
ご
と
く
説
い
て
い

る
。
〈
折
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
笹
か
な
〉
と
い
う
「
雲
母
」
昭
和
六
年
一
月
号
に
初
出
の
表
記
が
、
昭
和
七
年
十
二
月
刊
の
句
集
「
山
願
集
」
に
も

踏
襲
さ
れ
な
が
ら
、
「
五
年
後
の
自
選
句
集
「
霊
芝
」
に
お
い
て
は
、
〈
折
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
す
き
か
な
〉
と
な
り
、
更
に
十
余
年
を
経
た
戦

後
昭
和
二
十
四
年
刊
の
「
蛇
筋
俳
句
選
集
」
で
〈
を
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
す
き
か
な
〉
と
な
っ
た
。
爾
後
こ
の
表
記
は
変
ら
な
い
。
」
と
。
な
お
、

蛇
筋
が
こ
の
句
を
得
た
神
戸
大
阪
へ
の
旅
が
昭
和
四
年
十
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
旅
ゆ
く
調
詠
」
（
昭
和
十
六
年
四
月
刊
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
こ

に
は
〈
を
り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き
す
、
き
か
な
〉
と
す
べ
て
ひ
ら
か
な
で
記
さ
れ
て
い
る
（
「
飯
田
蛇
筋
集
成
」
第
七
巻
、
三
八
三
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

こ
の
紀
行
文
が
刊
行
さ
れ
た
昭
和
十
六
年
と
い
う
時
期
に
留
意
す
れ
ば
、
作
者
に
よ
る
推
敵
を
反
映
し
た
結
果
と
考
え
る
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け

、
、
、
、

れ
ど
、
や
は
り
贋
瀬
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
初
案
か
ら
ひ
ら
か
な
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
細
か
い
こ
と
な
が
ら
、
座
五
の
「
す
す



き
か
な
」
は
「
す
、
き
か
な
」
の
ご
と
く
踊
り
字
を
用
い
て
表
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
い
（
た
と
え
ば
「
自
選
自
註
五
十
句
抄
」
参
照
）
。
ち
な
み

に
畢
燈
献
版
「
日
本
名
句
集
成
」
（
飯
田
龍
太
氏
項
目
執
筆
、
三
五
六
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
初
出
形
を
掲
げ
た
う
え
で
、
妓
終
形
に
至
る
作
意
の
推
移
を
付
度

マ
マ

し
て
い
る
。
蛇
筋
の
表
記
意
識
を
め
ぐ
っ
て
は
、
広
瀬
直
人
「
飯
田
蛇
筋
表
記
の
問
題
「
山
臓
集
」
の
作
品
を
中
心
に
」
（
「
圃
文
単
解
釈
と
教
材
の

研
究
」
第
四
十
一
巻
第
三
号
臨
時
号
、
畢
燈
社
、
平
成
八
年
二
月
）
な
ど
に
も
具
体
例
を
挙
げ
て
注
意
さ
れ
て
い
る
。

（
妬
）
「
集
英
社
国
語
辞
典
第
二
版
」
（
二
○
○
○
年
九
月
、
第
二
版
第
一
刷
発
行
）
一
一
一
一
七
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
連
体
助
詞
「
の
」
の
こ
う
し
た
働
き
を
活
用

し
た
例
と
し
て
、
本
稿
は
、
佐
佐
木
信
綱
の
短
歌
〈
ゆ
く
秋
の
大
和
の
国
の
薬
師
寺
の
塔
の
上
な
る
一
ひ
ら
の
雲
〉
や
、
川
端
康
成
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞

記
念
講
演
の
題
名
、
「
日
本
の
美
と
私
Ｉ
は
し
が
き
’
」
を
抹
消
推
蔽
し
て
成
っ
た
「
美
し
い
日
本
の
私
ｌ
そ
の
序
説
ｌ
」
を
、
こ
こ
に
銘
記
し
て
お
き
た

い
（
日
本
近
代
文
学
館
創
立
釦
周
年
記
念
「
没
後
加
年
川
端
康
成
展
生
涯
と
芸
術
ｌ
「
美
し
い
日
本
の
私
」
」
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
九
二
年
五
月
、

八
五
ペ
ー
ジ
参
照
）
。

一
一
一
一
ハ

（
”
）
「
篤
生
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
短
文
は
、
「
写
生
に
つ
い
て
」
と
改
題
さ
れ
て
、
昭
和
三
十
一
年
九
月
、
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
俳
句
の
世
界
」
に
収

め
ら
れ
る
（
の
ち
、
昭
和
四
十
四
年
八
月
に
講
談
社
よ
り
再
刊
さ
れ
、
一
一
○
○
五
年
九
月
に
は
講
談
社
文
芸
文
庫
に
所
収
。
ま
た
「
俳
句
と
は
な
に
か
」

と
題
す
る
一
冊
の
う
ち
に
編
み
直
さ
れ
て
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
）
。
文
末
に
そ
の
執
筆
時
期
が
「
（
一
九
四
九
ご
と
注
記
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
十
六
年
一
月
縦
に
掲
載
さ
れ
た
蛇
筋
の
「
自
註
」
が
月
刊
誌
の
通
例
と
し
て
前
年
の
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
○
）
の
う

ち
に
発
刊
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
山
本
健
吉
が
目
に
し
た
可
能
性
は
乏
し
い
と
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
山
本
の
こ
の
短
文
よ
り
は

や
く
お
な
じ
主
題
を
と
り
あ
げ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
花
鳥
調
詠
」
に
甘
ん
ず
る
こ
と
な
く
、
俳
句
に
お
い
て
「
文
芸
上
の
真
」
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
主
張

し
た
水
原
秋
桜
子
の
次
の
一
節
は
、
本
稿
の
時
点
に
お
い
て
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
。

あ
ら
が
ね

こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
文
芸
上
の
真
」
と
は
、
鉱
に
す
ぎ
な
い
「
自
然
の
真
」
が
、
芸
術
家
の
頭
の
熔
鉱
炉
の
中
で
溶
解
さ
れ
、
然
る
後
鍛
錬
さ

れ
、
加
工
さ
れ
て
、
出
来
上
っ
た
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。

〔
水
原
秋
桜
子
「
「
自
然
の
真
」
と
「
文
芸
上
の
真
」
」
「
馬
酔
木
」
昭
和
六
年
十
月
。

（
「
現
代
俳
句
集
成
」
別
巻
二
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
、
所
収
本
文
に
よ
る
。
）
〕

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
か
ら
独
立
す
る
に
至
る
秋
桜
子
の
こ
の
主
張
を
、
当
時
の
蛇
筋
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。



こ
の
句
は
、
読
む
た
び
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
読
者
に
の
こ
す
。

「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

秀
句
と
い
う
も
の
は
、
覚
え
や
す
く
忘
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
つ
く
づ
く
思
う
。

〔
福
田
甲
子
雄
「
飯
田
蛇
筋
Ｉ
霊
的
表
現
を
求
め
て
」

「
わ
が
愛
す
る
俳
人
」
第
三
集
〈
有
斐
閣
新
書
〉
一
九
七
八
年
十
一
月
、
一
○
四
～
一
○
五
ペ
ー
ジ
〕

ま
た
、
井
上
康
明
「
飯
田
蛇
筋
文
学
の
魅
力
ｌ
蛇
筋
俳
句
の
振
幅
ｌ
」
（
俳
句
研
究
別
冊
「
現
代
俳
句
の
世
界
」
富
士
見
書
房
、
平
成
十
五
年
一
月
）

で
も
蛇
筋
の
こ
の
作
品
を
と
り
あ
げ
て
、
「
一
読
、
風
鈴
の
音
色
は
、
蒼
古
愁
絶
の
印
象
を
受
け
る
。
」
と
評
し
て
お
ら
れ
る
け
れ
ど
、
「
く
ろ
が
ね
の
」
風

鈴
の
音
に
つ
い
て
本
稿
は
、
や
は
り
、
「
秋
爽
の
音
に
一
抹
の
愁
意
を
も
含
ん
で
。
」
と
示
さ
れ
た
飯
田
龍
太
氏
の
鑑
賞
の
ほ
う
が
穏
や
か
で
あ
る
と
考
え

昭
和
八
年
作
・
「
霊
芝
」
所
収
（
秋
・
秋
）

〔
福
田
甲
子
雄
編
著
「
飯
田
蛇
筋
」
〈
蝿
牛
俳
句
文
庫
釦
〉
鍋
牛
社
（
一
九
九
六
年
十
二
月
）
四
六
ペ
ー
ジ
〕

傍
線
を
施
し
た
箇
所
に
述
べ
ら
れ
る
「
俳
句
の
も
つ
寂
謬
感
」
と
い
う
言
い
回
し
は
す
こ
ぶ
る
微
妙
で
あ
る
が
、
別
途
に
施
き
れ
た
次
の
よ
う
な
評
釈

が
参
考
と
な
る
。
山
本
健
吉
の
鑑
賛
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
読
者
に
の
こ
す
。
そ
れ
も
、
年
齢
を
亜
ね
て
い
く
ご
と
に
、
い
ま
ま
で
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た

秋
の
澄
ん
だ
大
気
の
な
か
に
鳴
る
風
鈴
の
音
は
、
そ
の
静
寂
の
世
界
が
、
鳴
る
音
に
よ
り
く
ず
れ
る
の
で
は
な
く
、
む

無
言
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
句
は
、
ま
さ
に
そ
の
言
葉
の
通
り
で
あ
り
、
俳
句
と
い
う
独
立
し
た
文
芸
の
素
哨
ら
し
い
力
を
み
せ

締
寂

し
ろ
深
ま
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
こ
の
句
の
特
色
が
あ
る
。

飯
田
髄
太
の
語
録
の
な
か
に
、
「
い
い
俳
句
と
い
う
も
の
は
、
読
者
に
多
く
の
思
い
を
与
え
、
ざ
ま
ざ
ま
の
感
慨
を
い
だ
か
せ
な
が
ら
も
、
結
局
は

で
あ
っ
た
。
識
を
く
ろ
が
ね
と
読
み
漢
字
を
当
て
て
い
た
。

昭
和
八
年
作
・
「
霊
芝
」
所
収

て
い
る
。

（
聾
周
知
の
ご
と
く
、
桑
原
武
夫
「
第
二
芸
術
ｌ
現
代
俳
句
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
（
「
世
界
」
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
）
が
そ
な
わ
る
。
な
お
、
１
．

Ａ
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
（
坂
本
公
延
編
訳
）
「
実
践
批
評
」
み
す
ず
書
房
（
二
○
○
八
年
四
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
鋤
）
福
田
甲
子
雄
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
鑑
賞
せ
ら
れ
て
い
る
。

マ
ヤ

こ
の
句
の
初
出
は
、
昭
和
八
年
十
月
号
の
「
雲
母
」
に
発
表
し
た
「
山
腹
近
詠
」
十
句
の
中
の
も
の
。
発
表
時
は
「
識
ノ
秋
ノ
風
鈴
鳴
り
に
け
り
」

一

三

七

◎



（
型
た
と
え
ば
蕪
村
に
は
、
以
下
の
ご
と
き
俳
譜
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ぼ
う
た
ん
や
し
ろ
が
れ
の
猫
こ
が
れ
の
蝶
（
勝
峰
晋
風
編
「
蕪
村
俳
句
類
衆
」
夏
之
部
・
植
物
・
牡
丹
）

金
の
扇
に
う
の
花
錨
た
る
に
句
せ
よ
と
の
ぞ
ま
れ
て

白
か
ね
の
花
さ
く
井
出
の
垣
根
哉
（
勝
峰
晋
風
編
「
蕪
村
俳
句
類
衆
」
夏
之
部
・
植
物
・
卯
の
花
）

興
金
は
む
鼠
の
牙
の
音
寒
し

（
勝
峰
晋
風
編
「
蕪
村
俳
句
類
衆
」
冬
之
部
・
時
候
．
寒
）

識
骨
と
い
ふ
は
梅
の
枝
を
蔦
す
る
錨
法
也

ホ
ト
パ
シ
マ
ガ
子

寒
梅
や
火
の
送
る
識
よ
り

（
勝
峰
晋
風
編
「
蕪
村
俳
句
類
緊
」
冬
之
部
・
植
物
・
寒
梅
）

ク
ロ
ガ
ネ

こ
う
し
て
「
識
の
秋
ノ
風
鈴
鳴
り
に
け
り
」
と
表
記
さ
れ
た
初
出
形
が
、
近
世
俳
譜
の
あ
り
か
た
を
強
く
庶
幾
き
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
き

せ
る
。
や
が
て
、
「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
鳴
り
に
け
り
」
と
い
う
最
終
形
に
推
敵
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
一
句
は
、
古
語
を
用
い
な
が
ら
も
、
す
ぐ

れ
て
〃
現
代
的
″
な
作
品
と
な
っ
た
の
だ
と
評
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

る
。

三
八

附
記
実
作
に
携
わ
っ
て
い
る
人
び
と
に
よ
る
批
評
や
鑑
賞
が
多
く
そ
な
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
は
、
蛇
筋
の
作
品
を
あ
た
う
か
ぎ
り
国
語
国

文
学
研
究
の
立
場
か
ら
注
釈
し
よ
う
と
試
み
た
。
文
学
史
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
平
安
時
代
の
文
学
を
も
っ
ぱ
ら
研
究
対
象
と
し
て
い
る
筆
者

が
あ
え
て
蛇
筋
の
作
品
を
と
り
あ
げ
た
の
に
は
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。

一
つ
は
、
作
品
解
釈
の
あ
る
く
き
ょ
う
に
考
え
め
ぐ
ら
せ
る
端
緒
と
し
て
、
文
学
の
有
す
る
言
語
芸
術
と
し
て
の
側
面
が
顕
著
に
う
か
が
え
る
形
式
を
も

つ
詩
歌
が
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
こ
と
。
な
か
で
も
俳
句
は
、
そ
の
最
小
の
形
式
で
あ
る
こ
と
。
い
ま
一
つ
は
、
古
典
作
品
を
対
象
と
す
る
場
合
に

要
す
る
煩
雑
な
手
つ
づ
き
が
、
近
現
代
の
作
品
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
で
も
簡
素
に
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

こ
と
。
た
だ
し
そ
う
し
た
予
期
が
実
現
で
き
た
の
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。
蛇
筋
の
創
作
態
度
を
も
顧
み
れ
ば
、
か
え
っ
て
迂
遠
を
き
わ
め
た

と
答
め
ら
れ
る
こ
と
を
畏
れ
る
。
そ
う
し
て
三
つ
め
は
、
名
句
と
い
う
定
評
あ
る
こ
の
作
品
の
読
解
に
挑
ん
で
み
た
い
と
願
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
蛇
筋
の
い
わ
ゆ
る
「
句
の
心
核
」
を
標
題
と
し
て
掲
げ
た
短
文
の
中
で
、
谷
沢
永
一
氏
は
、
「
俳
句
鑑
賞
の
醍
醐
味
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う



「
く
ろ
が
ね
の
秋
の
風
鈴
」
考

三
九

に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

俳
句
の
鑑
賛
に
当
っ
て
は
、
必
ず
一
意
集
中
の
求
心
力
が
働
く
。
作
品
を
ひ
た
す
ら
凝
と
見
詰
め
る
念
力
が
作
用
す
る
。
こ
の
緊
張
感
が
鑑
賞
力
の
要

守
守

を
為
す
。
か
り
そ
め
に
も
見
落
し
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
簡
潔
な
表
現
の
す
べ
て
を
味
い
尽
く
し
、
そ
の
奥
に
潜
む
も
の
を
洩
れ
な
く
汲
み
と
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
緊
迫
感
が
俳
句
鑑
賞
の
醍
醐
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〔
「
飯
田
蛇
筋
集
成
」
月
報
５
〈
第
三
巻
付
録
〉
角
川
響
店
、
一
九
九
五
年
一
月
、
三
ペ
ー
ジ
〕

思
い
め
ぐ
ら
せ
ば
、
明
治
大
正
期
か
ら
昭
和
初
中
期
に
か
け
て
は
、
こ
の
国
の
近
代
に
お
け
る
国
民
国
家
と
し
て
の
あ
ゆ
み
に
伴
な
っ
て
あ
ら
た
な
「
古

典
」
創
出
の
時
代
で
あ
っ
た
と
も
評
せ
ら
れ
る
。
本
稿
の
蕊
者
に
と
っ
て
近
現
代
の
俳
句
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
思
い
の
ほ
か
に
古
典
の

文
学
伝
統
へ
と
き
か
の
ぼ
る
、
あ
ら
た
な
機
縁
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
た
ん
な
る
個
人
的
な
印
象
批
評
を
加
え
た
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い

う
虞
れ
を
い
だ
く
。
句
作
は
も
と
よ
り
俳
句
研
究
の
門
外
に
あ
る
者
と
し
て
、
作
者
の
本
意
を
ど
れ
だ
け
捉
え
え
て
い
る
か
、
そ
う
し
て
、
作
品
の
も
つ
世

界
を
ど
れ
だ
け
深
く
と
き
明
か
し
え
て
い
る
か
、
大
方
の
忌
仰
の
な
い
御
示
教
御
批
正
を
切
に
お
ね
が
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

末
錐
な
が
ら
、
展
示
資
料
の
翻
刻
掲
戦
の
諦
可
だ
け
で
な
く
貴
重
な
瞥
簡
の
翻
刻
資
料
の
提
供
な
ど
、
御
高
配
を
賜
わ
っ
た
山
梨
県
立
文
学
館
学
芸
課

井
上
康
明
・
高
室
有
子
両
氏
に
、
こ
の
場
を
薪
り
て
深
謝
申
し
あ
げ
る
。

Ｉ
平
成
二
十
年
小
満
Ｉ




