
其
角
発
句
に
関
す
る
考
察

―
『
五
元
集
』
と
『
俳
諧
七
部
集
』
と
の
用
語
比

較
を
通
じ
て
―二

沢

久

昭

(国
語
科
)

序

論

註
l

薫
門
の
代
表
撰
集
と
し
て

『俳
語
七
部

集

』

を
あ
げ
る
の
は
､

『冬
の
日
』

『猿
蓑
』

『炭
俵
』
に
う
か
が
わ
れ
る
俳
風
の
深
化
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
､
芭

蕉
の
俳
著
精
神
に
最
も
近
い
各
時
期
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
｡
し
か
し

一
応
そ
の
よ
う
な
評
価
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
'
芭
蕉
と

い
う
強
力
な
指
導
者
を
欠
い
た
後
の
蕉
門
の
分
裂
は
'
な
ぜ
か

『
七
部
集
』
以

外
.の
動
き
も
芭
蕉
在
世
中
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
を
抱
か
せ

る
｡

一
方
'
江
戸
の
其
角
に
つ
い
て
､

1
股
に
い
わ
れ
る
芭
蕉
の
高
弟
と
い
う

位
置
づ
け
と
何
か
ち
ぐ
は
ぐ
な
評
価
が
'
去
来
あ
た
り
か
ら
も
な
さ
れ

て

い

る
｡
本
稿
で
は
そ
う
し
た
其
角
の
実
態
に
'
い
く
ら
か
で
も
近
づ
こ
う
と
い
う

目
的
で
'

『
五
元
集
』
及
び

『
五
元
集
拾
遺
』
の
発
句
に
つ
い
て
'
用
語
上
の

特
色
を
考
察
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
｡

『
五
元
集
』
は

｢
み
の
ゝ
紙
を
中
よ
り
折
り
'
か
り
そ
め
に
草
稿
の
や
ぅ
に

な
し
た
る
本
の
遺
墨
八
十
八
を

一
冊
と
せ
る
も
の
に
て
'
晋
子
の
手
沢
今
な
を

ぅ
ご
く
が
ご
と
し
｡｣
と
百
万
坊
旨
原
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
其
角
自
身
が

生
前
に
自
作
の
発
句
千
四
句
を
四
季
別
に
集
成
L
t
そ
れ
に

｢
を

の
が

ね
親

合
｣
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
所
収
句
に
つ
い
て
は
'
例
え
ば

『俳
畜
大

辞
典
』

｢延
命
冠
者

･
千
々
之
丞
｣
の
項
で
板
坂
元
氏
が

｢
な
お
'
下
巻
に
武

竹
の
作
と
し
て
出
て
い
る

『
こ
っ
と
り
と
風
の
止
む
夜
や
薮
の
梅
』
は
従
来
其

角
の
名
句
と
し
て
伝
え
ら
れ
'

『
五
元
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
'
本
書

に
よ
っ
て
其
角
の
作
か
ら
除
か
れ
ね
は
な
ら
な
-
な
る
｡｣
と
述

べ
ら
毎

が

よ

ぅ
に
'
な
お
今
後
出
典
の
探
索
が
必
要
で
あ
り
'
旨
原
が
集
め
た

『
五
元
集
拾

遺
』

(延
享
四
年
霜
)
と
合
わ
せ
て
も
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
｡
手
も
と
の

資
料
で
私
が
気
づ
い
た
も
の
だ
け
で
も
本
書
未
収
の
其
角
句
と

し

て

『院
虚

粟
』

『新
三
百
韻
』

『華
摘
』

『千
鳥
掛
』

『境
野
後
集
』

『韻
塞
』

『去
来

文
』

『桃
青
門
弟
独
吟
二
十
歌
仙
』

『流
州
集
』

『
七
草
』

『旅
館

日
記
』

『
や
は
ぎ
堤
』

『古
人
真
跡
額
題
名
家
発
句
集
』
各

1
句
､

『俳
誼
庭
竃
集
』

二
句
'

『伊
達
衣
』

『
田
舎
の
句
合
』
各
三
句
合
計
二
十

7
句
あ
り
'
句
形
も

『
五
元
集
』
と
詔
書
と
で
必
ず
し
も
同
じ
く
な
い
が
'
今
は
伊
藤
松

宇
編

の

『
五
元
集
』

(昭
和
七
年
明
治
書
院
版
)
を
資
料
と
し
て
其
角
発
句
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
た
い
｡

(
こ
こ
で
は
便
宜
上

『
五
元
集
』
と

『
五
元
集
拾
遺
』
と

を
合
わ
せ
て

『
五
元
集
』
と
呼
び
'
引
用
に
あ
た
り
濁
点
を
付
け
た
り
'
漢
字

を
改
め
た
り
し
た
｡)

さ
て
'
用
語
を
比
較
す
る
に
あ
た
っ
て
山
本
唯

一
氏
の

『芭
蕉
七
部
集
総
索

引
』
に
な
ら
っ
て

｢
五
元
集
発
句
総
索
引
｣
を
作
成
し
'
主
と
し
て
名
詞
d
頻

出
語
に
つ
い
て
比
較
考
察
し
て
み
た
｡
語
の
識
別
も

『芭
蕉
七
部
集
総
索
引
』

の
方
針
に
よ
っ
た
が
'
例
え
ば

｢
小
夜
砧
｣

｢
四
手
綱
｣
を

｢
さ
よ
ぎ
ぬ
た
｣

｢
よ
っ
で
あ
み
｣
及
び

｢
き
ぬ
た
｣

｢あ
み
｣
に
掲
出
す
る
こ
と
ま
で
は
行
な

っ
た
が

｢
よ

(夜
)｣

｢
て

(辛
)｣
に
ま
で
拾
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
｡
従
っ

て
語
数
に
若
干
の
ひ
ら
き
の
出
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
｡

『
五
元
集
』
は
其
角
個
人
の
句
集
で
あ
り
'

『
七
部
集
』
は
蕉
門
の
各
時
期

に
お
け
る
撰
集
で
あ
る
｡
中.
で
も

『冬
の
日
』

『
ひ
さ
ご
』
の
よ
う
に
連
句
巻
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頭
の
発
句
を
除
け
ば
全
巻
付
句
と
い
う
集
も
あ
り
'
厳
密
な
意
味
で
は
両
書
を

3

比
較
す
る
こ
と
は
問
題
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
'

一
方
ま
た
蕉
風
を
最
も
よ
く

長野工業高等専門学校紀要 ･第3号

表
わ
す
と
い
わ
れ
る

『七
部
集
』
に
対
し
て
'
其
角
が
ど
れ
だ
け
異
っ
て
い
る

か
を
測
る
こ
と
は
'
逆
に
其
角
を
基
準
と
し
た
場
合

『
七
部
集
』
が
ど
れ
だ
け

の
距
離
に
位
置
し
た
か
を
測
る
こ
と
に
も
な
り
'
元
禄
俳
語
の
実
態
に
近
づ
く

為
の
何
ら
か
の
手
が
か
り
に
な
る
か
と
思
う
の
で
あ
る
｡

白
石
悌
三
氏
は

｢連
歌
か
ら
独
立
し
た
俳
語
が
'
独
立
宣
言
と
も
い
う
べ
き
貞
徳
憲
法
の

も
と
に
雅
俗
体
系
を
整
備
し
'
寛
文
格
を
確
立
す
る
｡
同
時
に
そ
の
門
下
か

ら
第
二
の
世
代
が
出
発
し
元
禄
期
に
大
成
す
る
｡
そ
の
間
に
一
線
を
引
く
な

ら
'
延
宝

･
貞
享
の
境
に
初
期
俳
誼
の
本
領
と
す
る
親
句
が
付
句
か
ら
姿
を

消
す
の
を
も
っ
て
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(中
略
)
元
禄
期
は
第
二
世
代
が
寛

文
格
を
超
え
て

『
し
ゃ
れ
風
』
を
確
立
L
t
第

一
世
代
が
連
歌
か
ら
の
独
立

を
強
調
す
る
あ
ま
り
実
現
し
え
な
か
っ
た
連
歌

･
俳
語
を

一
貫
す
る
付
合
文

芸
の
理
想
'
つ
ま
り
二
律
背
反
的
均
衡
を
俳
着
に
実
現
し
た
時
期
で
あ
る
｡

同
時
に
そ
の
門
下
か
ら
出
発
す
る
第
三
世
代
に
よ
っ
て
'
こ
の
二
律
背
反
的

均
衡
は
疎
句
化
の
方
向
に
崩
れ
は
じ
め
'
連
句
史
は
本
質
的
に
は
享
保
期
を

註
3

も
っ
て
終
鳶
す

る

｡
｣

と
説
か
れ
る
が
'
発
句
に
お
け
る
元
禄
期
～
享
保
期
の
実
態
を
さ
ぐ
り
あ
て
た

い
と
い
う
第

一
歩
と
し
て
'
こ
と
ば
の
問
題
か
ら
入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
｡

其
角
は

『句
兄
弟
』
第
三
十
五
番
に

縦
は

『花

『時
鳥

『月

『雪

『柳

『桜
の
折
に
ふ
れ
て
､
詩
歌
達
俳
と
も

に
通
用
の
本
題
也
｡
横
は

『
万
歳

『
や
ぶ
人
の
春
め
-
事
よ
り
初
め
て

『火

蛙

『餅
つ
き

『煤
掃

『鬼
う
つ
豆
の
数
く

な
る
俳
諮
題
を
さ
し
て
い
ふ
な

れ
ば
､
縦
の
題
に
は
古
詩
'
古
歌
の
本
意
を
と
り
連
歌
の
式
例
を
守
り
て
'

文
章
の
力
を
か
り
､
私
の
詞
な
く
'

一
句
の
風
流
を
専

一
に
す
べ
し
｡
横
の

題
に
て
ほ
'
酒
落
に
も
い
か
に
も
我
が
思
ふ
事
を
自
由
に
言
ひ
と
る
べ
し
｡

縦
ぞ
と
心
得
て
本
歌
を
作
な
く
と
り
'
時
鳥
の
発
句
せ
L
な
ど
1
あ
て
仕
舞

な
る
案
じ
や
う
は
無
念
也
｡

と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
は
題
詠
の
際
の
注
意
で
あ
る
が
'
発
句
の
素
材
と
し
て

伝
統
的
な
も
の
を
用
い
る
場
合
は
そ
の
故
事
な
り
典
拠
な
り
を
生

か
し

て
作

り
'
俳
諺
題
を
取
る
際
は
現
代
の
情
感
を
自
由
に
の
べ
よ
と
い
う
意
味

で
あ

り
'
其
角
発
句
の
中
で
ど
う
い
う
素
材
が
多
く
用
い
ら
れ
る
か
'
ま
た
そ
の
使

用
上
の
特
色
は
何
か
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
'
其
角
俳
謂
全
体
の
傾
向
を
と
ら
え

る
上
で
'
か
な
り
重
要
で
あ
る
と
思
う
｡

註
4

東
浦
佳
子
氏
は

｢
芭
蕉
俳
諺
七
部
集
に
お
け
る
季
語
に
つ
い

て

｣
で
'
い
わ

ゆ
る
連
歌
四
季
詞
と
俳
語
四
季
詞
'
そ
の
他
に
つ
い
て
詳
細
な
対
比
を
さ
れ
､

｢
全
体
と
し
て
'
年
代
が
下
る
に
つ
れ
連
歌
四
季
詞
の
割
合
が
減
っ
て
お
り
'

連
歌
四
季
詞
'
俳
著
四
季
詞
'
そ
の
他
を
通
じ
て
'
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
の

傾
向
が
異
な
っ
て
き
て
'

『炭
俵
』
な
ど
に
な
る
と
か
な
り
庶
民
的
な
日
常
生

活
か
ら
き
た
語
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
て
'
古
来
の
伝
統
的
季
語
に
拘
る
事
が

少
な
-
な
っ
て
い
る
｡｣
と
述
べ
ら
れ
'

｢
一
句
に
於
け
る
季
語
の
用
い
方

に

つ
い
て
も

(中
略
)
附
句
に
於
け
る
方
が
発
句
に
於
け
る
よ
り
も
軽
い
用
い
方

-

語
そ
の
も
の
の
意
味
を
重
視
す
る
よ
り
も
'

一
句
に
率
を
持
た
せ
る
働
き

を
主
と
す
る
と
云
う
方
法
I

を
し
て
い
る
｡｣
と
結
ば
れ
薫
風
の
季
語

の
扱

い
が
'
時
代
的
に
'
ま
た
発
句
と
付
句
と
で
動
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
｡

で
は
一
体
其
角
に
お
い
て
は
ど
う
い
う
言
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
'

『七
部

集
』
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
い
ま

『
五



其角発句に関する考察-『五元集』と『俳諮七部集』との用語比較を通じて-

′一

元
集
』
に
十

一
回
以
上
使
用
さ
れ
て
い
る
語
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な
順
で
あ

る
｡

(

)
内
は
使
用
回
数

〔其
角

『
五
元
集
』
頻
出
語
〕

花

(
87
)
月

(
81
)
質

(
57
)
ほ
と
と
ぎ
す

(
55
)
声

･
人
(
49
)
山

(
43
)

上

菊

(
38
)
桜

(
35
)
千

(
32
)
水

(
31
)
舟

･
松

･
夜

(
30
)
酒

･
時
雨

･

う
め

今
日

(
25
)
梅

(
24
)
年

･
菓

(
23
)
秋

･
心

(
20
)
雨

･
涼
み

(
19
)
馬

･
夙

･
霜

･
露

･
紅
葉

･
柳

･
我

(
18
)
暮

･
身

･
夢

(
17
)
跡

･
鴛

･
手な

に

･
春

(
16
)
隻

(傘
)

･
猿

･
昔

･
宿

(
15
)
只

･
顔

･
草

･
雲

･
鳥

･
何

ひ
･･)ウ

･
日

･
女

(14
)
朝
顔

･
雁

･
師
走

･
蝉

･
橋
･
独

･
雛

･
富
士

･
星
(
13
)

た
れ

暁

･
犬

･
瓜
･
音

･
鮭

･
汁
･
誰

･

妻

･
名

･
初
雪

･
日

(
ひ
仁
ち
)

･
山

･r･え

か

楼

･
問

･
夕
立

(
ほ
)
上

･
香

･
川

･
袖

･
千
鳥

･
日

(太
陽
)

･
枕

･
名

月

(
ll
)

こ
れ
ら
の
語
の
う
ち
'
花

･
月

･
雪

･
時
鳥
の
よ
う
な
四
季
を
代
表
す
る
伝

統
的
な
季
語
は

『
七
部
集
』
で
も
ト
ッ
プ
を
占
め
､
つ
い
で
通
常
の
文
章
に
頻

繁
に
使
わ
れ
る
声

･
人

･
山

･
子

･
水

･
夜

･
年

･
心
の
よ
う
な

一
般
的
な
こ

と
ば
も
両
菖
共
に
多
い
｡
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
も
'
単
に
数
が
似
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
が
'
本
稿
で

は
特
に
両
署
の
使
用
回
数
に
ひ
ら
き
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
'
や
や
詳
し
く
考

察
し
て
み
た
い
｡
そ
こ
で
ま
ず

『
五
元
集
』
に
多
く
使
わ
れ
'

『
七
部
集
』
に

少
い
語
を
次
に
表
に
し
て
掲
げ
る
｡

(表
Ⅰ
)

『
七
部
集
』
に
扱
わ
れ
る
句
の
数

続 炭 猿 ひ 噸 春 冬 集名

計 猿 さ の の

蓑 俵 蓑 ご 野 日 日

_ム 其 発角其芸 句

′ヽ ~一一一一
七 三 五 五 四

ヽ

九 五 二 三 七

__▲_▲ J_▲/ヽ 一一- = ノ､ 外四 一 一 七 五 二 二 六

ヽ 付句

四 一 二 一 一 二 一
五 七 四 四 七 三 一 八
二 五 〇〇 五 二〇〇

- 計
･ヽ

四 六 六 五 一 〇 一 一
八 九〇 六 八 七 七 八
三 九 六 二〇八 二 六

(註
)

抑川
涼
み
族
に
泥
ぬ
る
詠
か
な

(五
元
集
)

1-11掠
舟
泥
ぬ
り
合
ひ
し
済
か
な

(同
拾
遺
)

の
重
複
は
そ
の
ま
ま
と
L
t

(
つ
ま
り
二
旬
と
扱
い
)

1-31
黒
梅
や
華
の
調
べ
の
か
け
ち
が
へ
の
異
本
花
か
た
の
ま
だ
干
ぬ
草
や
梅
の
露

も
別
の
句
と
し
て
と
り
出
し
た
｡

｢茸
狩
十
唱
句
｣

｢鉢
た
ゝ
き
の
歌
｣

｢和
歌
五
首
｣
お
よ
び

｢拾
遺
｣
の
行
間
召
人
の

句

(牛
門
の
喜
入
)
は
除
い
た
｡

(
表
工
)

『
五
元
集
』
に
多
く
『
七
集
部
』
に
少
な

い
語
｡

A
-
五
元
集
の
使
用
回
数

即
e
･･七
部
集
発
句
の
内
其
角
以
外
の
使
用
回
数

〔参
考
事
項
〕

｢
五
元
集
｣

｢
五
元
集
拾
遺
｣
に
扱
わ
れ
る
発
句
数

五
元
集

1
〇
〇
四

(発
句
番
号

1
-

1
〇
〇
四
)
五
元
集
拾
遺
六
四
三

(発
句

番
号

一
〇

〇
五
-

〓
ハ
四
七
)

833

合
計

1六
四
七

(
a
Ql鯛
誓

建

S
'0
.A
)

C
…
七
部
集
発
句
の
内
其
角
の
使
用
回
数

D
･‥七
部
集
遵
句
中
の
使
用
回
数
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『
七
部
集
』
に
-
ら
べ
て
多
い
と
い
う
基
準
を
､
二
倍
以
上
使
わ
れ
て
い
る

と
い
う
線
に
お
い
て
選
ん
だ
場
合
､
十

一
回
以
上
使
用
さ
れ
て
い
る
前
掲
の
八

十

一
語
中
十
八
語
も
出
て
-
る
の
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
撰
集
で

あ
る

『七
部
集
』
と
個
人
句
集
で
あ
る
『
五
元
集
』
と
の
違
い
で
あ
る
と
だ
け
片

付
け
る
こ
と
が
果
し
て
出
来
る
か
ど
う
か
｡
さ
ら
に

『
五
元
集
』
で
十
回
以
下

五
回
迄
使
用
さ
れ
て
い
る
語

1
五
三
語
の
中
で
'

『
七
部
集
』
に
ほ
と
ん
ど
用

例
の
認
め
ら
れ
な
い
も
の
が
'
見
出
し
語
で
十
五
種
現
も
出
て
-
る
.
関
連
の

あ
る
派
生
語
も
書
き
添
え
て
置
い
た
の
で
'
こ
れ
ら
の
語
の

『七
部
集
』
に
対

す
る
比
率
は
ほ
ぼ
量
的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
従
っ
て
使
用
回
数
が

こ
れ
以
下
の
語
に
な
れ
ば

一
層
両
者
の
-
い
ち
が
い
が
増
大
す
る
こ
と
は
当
然

予
想
さ
れ
'
そ
れ
ら
の
語
に
関
し
て
も
ま
た
考
察
す
べ
き
問
題
は
多
-
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
｡
本
当
に
当
世
風
な
こ
と
ば
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
何
回
も
使
用

し
て
ほ
陳
腐
に
な
る
も
の
な
の
で
､

1
回
～
二
回
使
用
に
と
ど
め
る
こ
と
が
作



其角発句に関する考察-『五元集』と『俳讃七部集』との用語比較を通じて-

ド.1

者
の
意
図
と
し
て
当
然
考
え
ら
れ
る
｡
何
回
も
出
て
-
る
こ
と
ば
を
分
析
す
る

よ
り
も
其
角
の
面
目
を
よ
り
明
ら
か
に
し
得
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
反
面
に

お
い
て
は
そ
れ
ら
の
語
を
群
と
し
て
ま
と
め
た
り
'
年
代
的
に
変
遷
を
た
ど
る

作
業
に
は
主
観
的
な
も
の
が
混
入
し
や
す
く

ど
う
し
て
も

一
部
を
以
っ
て
全

体
を
裁
断
す
る
こ
と
に
陥
り
や
す
い
｡
従
来
の
其
角
評
価
に
お
い
て
は
と
も
す

れ
ば

一
㌧

二
の
奇
矯
な
句
を
と
り
あ
げ
て
論
述
し
が
ち
で
あ
っ
た
｡

例
え
ば

『焦
尾
琴
』
の
句

香
索
敵
犬
が
ね
ぶ
っ
て
雲
の
峰

日
の
本
の
風
呂
吹
と
い
へ
比
叡
山

.曲
終
人
不
i
見

暁
の
反
吐
は
隣

か
ほ
と
ゝ
ぎ
す

等
'
徒
ら
に
奇
を
弄
し
て
し

か
も
得
意
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
｡
風
呂
吹
の

句
の
如
き
は
'
比
叡
山
が
天
台
根
本
の
霊
場
で
三
千
坊
あ
る
の
を
､
大
根
1二

千
本
に
き
か
せ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
｡
だ
か
ら
日
本
の
風
呂
吹
だ
と
言
ふ
の

は
正
し
-
謎
で
あ
り
遊
戯
で
あ
る
｡
.香
宕
散
-

暑
気
私

の
薬
I

の
句

に
'
仙
薬
を
砥
め
た
犬
が
天
上
し
て
雲
中
に
吠
え
た
と
い
ふ
故
事
を
用
ゐ
た

の
は
'
妙
と
言
へ
は
妙
で
あ
ら
う
が
'
実
は
貞
門

･
談
林
の
滑
稽
と
選
ぶ
所

は
な
い
の
で
あ
る
｡
か
う
し
た
と
こ
ろ
に
所
謂
酒
落
風
の
端
が
発
し
た
と
す

れ
ば
'
そ
れ
は
ひ
た
す
ら
新
奇
を
追
ふ
が
如
-
見
え
て
'
却
っ
て
古
風
に
逆

転
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

(『蕉
門
の
人
々
』
穎
原
退
蔵
)

こ
の
評
価
が
正
し
い
か
香
か
は
今
に
わ
か
に
論
断
で
き
な
い
｡
あ
る
種
の
価
値

観
に
立
て
ば
右
の
よ
う
に
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
其
角
の
俳
著
を
其
角

の
俳
諺
観
か
ら
照
し
て
み
て
'
そ
の
あ
げ
く
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
を
決
し
て

も
遅
-
は
な
い
｡
そ
の
為
に
本
稿
で
は

『
五
元
集
』
中
五
回
以
上
使
用
さ
れ
て

い
る
語
で
'
し
か
も

『七
部
集
』
に
比
し
て
そ
の
使
用
率
が
著
し
く
高
い
も
の

を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
た
い
と
思
う
が
'
そ
れ
に
先
立
っ
て
右
の
表
と
丁
度
辿

の
関
係
'
つ
ま
り

『七
部
集
』
に
多
く

『
五
元
集
』
に
少
な
い
語
を
表
に
し
て

み
る
｡

(表
Ⅱ
)

(
表

Ⅱ
)
『
七
部
集
』
に
多
-
『
五
元
集
』
に
少
な

い
語
｡

(B
の
値
が
六
以
上
を
原
則
と
す
る
｡)

A
-
五
元
集
の
使
用
回
数

B
-
七
部
集
発
句
の
内
其
角
以
外
の
使
用
回
数

D
-
七
部
集
連
句
中
の
使
用
回
数

二

こ
の
裏
か
ら

一
見
し
て
う
か
が
わ
れ
る
の
は
'
こ
れ
ら
の
語
が
自
然
の
中
に

ゆ
か
り
を
持
つ
と
い
う
点
で
'
し
か
も

｢秋
の
風
｣

｢初
時
雨
｣

｢
落
葉
｣
の

よ
う
な
閑
寂
枯
淡
な
情
趣
'

｢
芥
子
｣

｢
兄
｣

｢す
み
れ
｣
の
よ
う
に
さ
さ
守

か
な
情
趣
'

｢庵
｣

｢
昼
寝
｣

｢仏
｣
の
よ
う
に
脱
俗
的
な
境
地
'
｢畑
｣
｢
野

中
｣

｢
蕎
麦
｣
の
よ
う
な
野
趣
に
と
む
も
の
と
'
こ
と
ば
を
あ
げ
た
だ
け
で
も

こ
の
よ
う
に
一
貫
し
た
情
調
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
｡
し
か
し
'
同
じ
こ
と
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ば
で
も
用
い
方
に
よ
っ
て
変

っ
て
く
る
の
で
'

荘
LL)

あ
げ
て
み
よ

う

｡

室
田

薮
深
く
蝶
気
の
つ
か
ぬ
つ
ば
き
哉

1莫
れ

う
ぐ
ひ
す
の
笠
お
と
し
た
る
椿
哉

実
れ

う
ご
く
と
も
見
え
で
畑
う
つ
麓
か
な

二
四宝

麦
畑
や
出
ぬ
け
て
も
猶
麦
の
中

I(
六
四

鳩
ふ
く
や
滋
柿
原
の
蕎
麦
畠

一八〇
八

終
夜
秋
風
き
く
や
裳
の
山

二突
こ

う
ぐ
ひ
す
や
竹
の
子
薮
に
老
を
鳴

妄
宍

ち
る
と
き
の
心
や
す
さ
よ
け
し
の
花

1究
(

溝
の
羽
も
刷
ひ
ね
は
っ
し
ぐ
れ

l三

二

は
つ
雪
に
戸
明
ぬ
留
守
の
奄
か
な

煩
雑
に
は
な
る
が
以
下
実
例
を

三
四
四四

散
花
や
仏
う
ま
れ
て
二
三
日

九
四九

い
く
落
葉
そ
れ
ほ
ど
柚
も
ほ
こ
ろ
び
ず

二
ハ究

死
ぬ
る
ま
で
操
成
ら
ん
庶
の
か
は

二
重
(

竹
の
子
や
児
の
歯
ぐ
き
の
う
つ
く
し
き

萎

四

郎
舌
即
の
ゐ
る
野
中
の
杭
よ
十
月

な
り

三
先

窓

形

に

昼
寝
の
台
や
た
か
む
し
ろ

三
三
8

蕎
麦
は
ま
だ
花
で
も
て
な
す
山
路
か
な

八
二三

餅
つ
き
や
内
に
も
お
ら
ず
酒
-
ら
ひ

李 芭 芭 嵐 嵐 且 荷 不 走 去 越 芭 曽 珍 野 去 芭 卜
下 落 薫 蘭 雪 藁 今 玉 章 釆 人 奈 良 碩 填 釆 蕉 枝

噸 続 続 猿 炭 猿 噴 統 嚇 猿 猿 炭 猿 猿 炭 噴 猿 噴
野 猿 猿 翼 俵 蓑 野 猿 野 菜 襲 俵 葉 菜 俵 野 菜 野

菜 蓑 巽

95

仏
と
は
さ
く
ら
の
花
に
月
夜
哉

紺

珍
し
き
鷹
わ
た
ら
ぬ
か
対
馬
舟

氾

滞
仏
や
捨
子
則
寺
の
児

棚

た
が
為
ぞ
朝
起
昼
寝
夕
す
!
1

み

其
便

其
袋

韻
基

〔寺
の
研
削
〕

抗
虚
栗

こ
れ
に
対
し
て

『
五
元
集
』
で
み
る
限
り
其
角
の
句
は
次
の
例
だ
け
で
あ
る
｡

1175724661

山
畑
の
芋
は
る
あ
と
に
伏
猪
か
な

句
兄
弟

俳
語
錦
繍
鍛

武
帝
に
は
留
守
と
こ
た
へ
よ
秋
の
夙

散
り
際
は
風
も
た
の
ま
ず
け
し
の
花

句
兄
弟

茄
突

旅
寝
論

〔散
矧
は
〕

916

衰
老
は
旅
も
あ
げ
ず
葛
の
雪

猿
菜

｢
秋
風
｣
の
本
情
と
し
て
悲
痛
'

孤
独
'
満
目
粛
穀
の
気
が
古
来
う
た
わ
れ

て
来
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
其
角
の
句
は
画
賛
と
は
い
え
'
む
し
ろ
秋
風
の
そ
っ

け
な
さ
'
軽
-
あ
し
ら
う
面
に
日
を
む
け
て
い
る
｡
仏
や
麿
の
句
に
な
る
と
語

注
み
な
窒

息
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
が
95
の
句
は

『英
俊
』
に
つ
け
ら
れ

杜
6

た
長
い
前

書

か

ら
み
て
'
む
し
ろ
合
理
主
義
的
な
近
世
人
の
気
持
空

自
っ
て
の

け
た
と
こ
ろ
に
'
其
角
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
思
う
｡
こ
れ
に
対
し
て
9-1
の
句

も
吉
原
小
唄
総
ま
く
り
に
よ
っ
て

｢
遊
客
の
変
り
種
'
い
は
ゞ
大
名
な
ん
ど
を

指
し
た
も
の
'
謎
さ
へ
解
け
ば
何
の
そ
の
'
句
ら
し
く
仕
立
て
た
と
こ
ろ
が
ヤ

マ
で
あ
ろ
う
｡｣

(市
塙
鐸

『芭
蕉
の
門
人
』
上
)
と
解
す
る
の
が

一
応

も

っ

と
も
の
よ
う
で
あ
る
が
'
果
し
て
そ
れ
で
よ
か
ろ
う
か
｡

『其
袋
』

(元
禄
三

午
嵐
雪
)
に
は

｢
鷹
附
追
鳥
｣
.
の
題
の
も
と
に
四
句
な
ら
ん
で
い
る
中
の
1
つ

で
あ
り
'
旨
原
の
頭
註
で
は
唯

｢
鷹
渡
る
は
秋
也
｣
と
あ
る
だ
け
で
'
対
島
舟

に
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
｡
後
代
の
付
句
な
が
ら

『
炭
俵
』
の

｢
秋
の
空
尾
上

の
杉
に
離
れ
た
り
｣
に
付
け
た

｢
お
-
れ
て
一
羽
海
わ
た
る
鷹

孤
昆
｣
が
あ

る
｡

｢
薙
俳
語
辞
典
｣

(鈴
木
勝
忠
氏
編
)
に
も

｢
対
馬
舟
｣
を
よ
ん
だ
句
が

見
当
ら
ず
'
岩
本
梓
石
､
市
橋
鐸
氏
解
は
い
さ
さ
か
う
が
ち
す
ぎ
で
は
な
か
ろ

ぅ
か
｡

｢
鳶
が
麿
を
生
む
｣
と
い
う
諺
に
で
も
発
想
を
得
て
空
想
で
作

っ
た
句

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も

一
例
だ
け
の
用
語
を
解
釈
す
る
際
に

は
注
意
が
必
要
で
あ
る
｡
漕
仏
の
句
に
は
豊
干
禅
師
が
拾
得
を
裏
の
薮
で
拾

っ

た
と
い
う
故
事
や
'
謡
曲
三
井
寺
の
詞
章
に
よ
る
と
す
る
解
が
な
さ
れ

て
居

り
'
児
の
可
憐
さ
や
無
邪
気
さ
を
写
実
的
に
う
た
う

『
七
部
集
』
の
句
と
趣
を

異
に
し
て
い
る
｡
先
掲
の

『句
兄
弟
』
の
言
葉
に
あ
る

｢
縦
ぞ
と
心
得
て
本
歌
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を
作
な
く
と
り
'
時
鳥
の
発
句
せ
L
な
ど
ゝ

あ
て
仕
舞
な
る
案
じ
や
う
は
無
念

也
｣
と
言
う
彼
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
'
伝
統

的
な
季
語
の
う
ち
の
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
'
ど
う
生
か
そ
う
に
も
生
か
し
得
な
い
と
い
う
限
界
を
感
じ
'
そ
れ

が
結
局
句
と
し
て
残
ら
な
か
っ
た
原
田
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

『雑
談
集
』
に
は

｢俳
著
に
新
古
の
さ
か
ひ
分
が
た
し
｡
い
は
ゞ
情
の
う
す

き
句
は
'
を
の
づ
か
ら
見
あ
き
も
し
開
ふ
る
さ
る
ゝ
に
や
｡
又
情

の
厚
き
句

は
'
詞
も
心
も
古
け
れ
ど
も
'
作
者
の
誠
よ
り
思
ひ
合
ぬ
る
ゆ
へ
'
不
易
の
功

あ
ら
は
れ
侍
る
｡｣

｢
す
べ
て
景
に
合
せ
て
は
情
負
る
ゆ
へ
'
情
を
こ
ら

し
て

粗
景
を
尋
ぬ
る
が
此
道
の
手
成
べ
し
｡
富
士
を
見
て
は
'
発
句
の
ち
い
さ
-
成

ぬ
る
は
'
心
の
及
ぼ
ざ
る
ゆ
へ
也
｣
と
'

一
貫
し
て
情
を
先
と
す
る
こ
と
を
説

い
て
い
る
｡
詞
に
は
よ
ら
ず
と
は
言
っ
て
も

｢情
の
厚
き
句
｣
を
成
り
立
た
せ

る

一
つ
の
要
素
と
し
て
'
働
か
し
得
る
こ
と
ば
と
働
か
し
に
く
い
こ
と
ば
と
が

あ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

三

共
角
の
俳
論
に
お
い
て
情
の
厚
薄
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
点
に
開
通
し
て
'

支
考
の

｢姿
先
情
後
｣
の
論
な
ら
び
に

｢
理
屈
｣
に
関
し
て
の
態
度
を
考
え
て

み
た
い
｡
堀
切
実
氏
は

｢支
考
の

『姿
情
論
』
に
関
す
る
一
試
論
｣

(｢連

歌

俳
諮
研
究
｣
第
三
十
号
)
で
年
代
的
に
分
析
さ
れ
た
後

さ
て
'
支
考
が

『続
五
論
』
や

『十
論
』
で
は
'

｢姿
｣
の
具
体
的
解
説

を
'
比
較
的
さ
し
控
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
に
'
そ
の
後
の
啓
蒙
的
色
彩

の
濃
い
論
書
で
は
'

｢
眼
で
見
て
姿
を
作
れ
｣
の
主
張
を
数
行
し
て
述
べ
'

｢視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
｣
を
平
易
に
説
い
て
い
る
の
は
'
今
述
べ
て
き
た
こ
と

と
関
連
さ
せ
て
'
甚
だ
特
徴
的
な
事
実
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

と
述
べ
ら
れ
'
さ
ら
に
薫
門
の
代
表
的
俳
論

『三
冊
子
』

『去
来
抄
』
の
論
を
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引
い
て
'
芭
蕉
晩
年
の

｢
か
る
み
｣
に
結
び
つ
け

さ
て
t.
支
考
の

｢姿
｣
尊
重
に
お
け
る

｢
理
屈
｣
の
排
斥
は
'
蕉
風
俳
論

の
展
開
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
今
'
問
題
授
起
の

か
た
ち
で
'
結
論
的
に
い
え
ば
-

少
-
と
も
'

｢
姿
先
情
後
｣
説
の
発
想

と
し
て
は
-

そ
れ
は
'
芭
蕉
晩
年
の

｢
か
る
み
｣
の
説
と
関
連
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
も
と
も
と

｢
か
る
み
｣
は

｢
当
時
世
間

一
般
の
句
風

が
理
に
は
ま
り
'
う
が
ち
を
よ
ろ
こ
び
'
徒
ら
芯
機
智
を
弄
す
る
風
に
傾
い

て
ゐ
た
こ
と
に
対
す
る
脱
化
の
方
法
と
し
て
工
夫
さ
れ
た
も
の
｣
で
あ
っ
た

と
い
え
る
｡
す
な
わ
ち
'
理
知
的
な
句
風
に
対
し
'
句
の
余
情
を
尊
ぶ
こ
と

を
根
本
と
す
る
の
で
あ
る
｡

と
説
か
れ
て
い
る
｡

｢
か
る
み
｣
の
主
張
と

｢
姿
先
情
後
｣
の
論
と
の
関
係
'

ま
た
'

｢姿
先
情
後
｣
の
論
に
い
う

｢
情
｣
と
其
角
の

｢
情
｣
と
が
同

1
の
意

味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
は
'
猶
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
'

｢
理
屈
｣
に

つ
い
て
ど
う
と
る
か
は
薫
門
俳
人
の
間
で
重
大
な
対
立
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

野
明
日
-
'

｢
句
の
位
と
は
い
か
成
も
の
に
や
｡｣
去
来
日
く
'

｢
是
又
.

1
句
を
上
ぐ
'

卯
の
花
の
た
へ
ま
た
ゝ
か
ん
闇
の
門

去
来

先
師
日
く
'
句
の
-
ら
い

尋
常
な
ら
ず
と
也
｡｣
去
来

日
く
'

｢
此
句
'
位
た
ゞ
尋
常
な
ら
ざ
る

の
み

也
'
高
位
の
句
と
は
謂
が
た
か
る
ら
ん
｡
必
克
句
位
は
格
の
高
き
に
あ
り
｡

句
中
に
理
屈
を
以
て
或
は
物
を
た
く
ら
べ
'
或
は
あ
た
り
逢
ふ
た
る
は
旬

は
'
大
か
た
く
ら
い
下
れ
る
物
也

(『去
来
抄
』
修
行
)

同
じ
く
'

｢
主
や
た
れ
二
人
ッ時
雨
に
笠
さ
し
て
｣
と
い
ふ
句
有
｡
｢
是
は
'

初
五
理
屈
也
｡
な
し
か
ゆ
べ
し
｣
と
有
｡
後

｢
『跡
に
月
』
と
は
い
か
が
｣

と
い
へ
ば

｢
宜
｣
と
也
｡

(『三
冊
子
』
赤
壁
紙
)

こ
れ
ら
に
説
か
れ
た

｢
理
屈
｣
と
は
'
物
を
比
較
し
た
り
'

｢
主
や
た
れ
｣
と

疑
問
を
発
し
た
り
す
る
意
識
の
こ
と
で
あ
り
'
そ
れ
は

｢格

･
位
の
下
る
｣
ゆ

え
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡

『三
冊
子
』
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に

｢跡
に
月
｣
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と
自
然
の
景
な
り
具
体
的
な
事
物
に
転
換
し
て
'
理
屈
を
は
な
れ
る
方
法
が
説

か
れ
て
い
る
｡

長野工業高等専門学校紀要 ･第3号

こ
う
い
う
意
見
と
先
ほ
ど
の
其
角
の
意
見
と
を
比
較
し
た
と
き
に
ほ
と
ん
ど

両
者
の
意
見
が
か
み
合
っ
て
い
な
い
の
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
つ
ま
る

と
こ
ろ
価
値
観
の
相
違
に
発
し
て
い
る
も
の
と
思
う
｡

｢情
の
う
す
き
句
は
'

を
の
づ
か
ら
見
あ
き
も
し
聞
き
ふ
る
さ
る
1
｣
と
感
じ
る
こ
と
も
真
実

で
あ

り
'

｢
必
克
句
位
は
格
の
高
き
に
あ
り
｡｣
と
と
ら
え
た
立
場
も
ま
た
そ
れ
な

り
の
見
識
で
あ
っ
た
｡
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
'
師
芭
蕉
の
中
で
は
こ
の
両
者
は

詩
の
矛
盾
し
た
性
質
と
し
て
常
に
問
題
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
'
そ
の
点
去

来
土
芳
支
考
の
よ
う
な
受
け
と
り
方
だ
け
が
芭
蕉
の
全
体
で
あ
っ
た
か
疑
問
を

持
つ
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
去
来
が
其
角
を
非
難
す
る
の
を
制
し
て

凡
そ
天
下
に
師
た
る
も
の
は
'
先
ず
己
れ
が
形
位
を
定
め
ざ
れ
ば
人
趣
く
に

所
な
し
｡
晋
の
句
鉢
の
予
と
等
し
か
ら
ざ
る
故
に
し
て
'
人
を
す
ゝ
ま
し
め

た
り
｡
叉
'
我
が
老
吟
を
甘
な
ふ
人
々
は
雲
煙
の
夙
に
変
じ
て
跡
な

か
ら
ん

事
を
悦
べ
る
狂
客
な
り
｡
と
も
に
風
雅
の
神
を
し
ら
ば
'
晋
が
風
興
を
と
る

事
可
也
｡｣

(｢贈
晋
氏
其
角
書
｣)

と
述
べ
た
の
で
あ
る
｡

『俳
語
問
答
』
に
は
ま
た

師
と
晋
子
と
'師
弟
は
い
づ
れ
の
所
を
教
へ
習
ひ
得
た
り
と
い
は
む
｡答
へ
て

日
く
'
師
の
夙
閑
寂
を
好
ん
で
細
し
｡
晋
子
が
風
伊
達
を
好
ん
で
は
そ
し
｡

此
細
き
所
師
が
流
な
り
｡
夏
に
符
合
す
と
い
へ
り
｡

(｢自
訴
之
論
｣)

と
あ
る
｡
つ
ま
り
詩
に
対
す
る
態
度
と
し
て
二
人
と
も

一
体
を
立
て
よ
う
と
す

る
志
は
同
じ
の
で
あ
る
が
'
そ
の
場
合
芭
蕉
は

｢雲
煙
の
風
に
変
じ
て
跡
な
｣

き
が
如
く
造
化
随
順
に
赴
き
'
自
己
の
私
意
を
去
り

｢物
に
入
て
そ
の
徴
の
あ

ら
ほ
れ
て
情
感
ず
る
｣
境
地
を
と
修
行
し
て
い
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
其
角
は

自
己
の
資
質

･
境
遇
か
ら
到
底
そ
の
よ
う
な
方
法
で
自
己
の
一
体
を
立
て
る
こ

と
は
不
可
能
と
思
っ
た
｡
そ
し
て
'
む
し
ろ
自
己
の
内
に
わ
い
て
く
る
誠
の
情

を
信
じ
'
そ
の
誠
を
あ
ら
わ
に
訴
え
る
表
現
に
心
を
く
だ
い
た
｡
そ
の
結
果
情

を
抑
え
'
景

(姿
)
に
固
定
さ
れ
る
行
き
方
に
は
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
の
で

あ
る
が
'
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
'
む
や
み
に
趣
向
に
走
る
態
度
は
と
ら
な
か
っ

た
｡

河
舟
や
み
ょ
し
か
-
る
ゝ
芦
の
は
な

包
翁

こ
れ
は
水
辺
に
付
合
の
旬

な
る
を
'

一
句
に
優
あ
り
と
て
'
発
句
に
な
を
せ
し
也
｡
芦
間
が
く
れ
に
乗

越
す
舟
'
工
夫
に
落
ち
ず
し
て
響
た
し
か
也
｡
趣
向
に
か
ゝ
は
る
人
は
'
す

べ
て
発
句
成
り
が
た
し
｡
風
景
を
し
る
人
へ
思
出
多
し
｡

(
『雑
談
集
』
)

一
句
は
詞
を
以
て
作
り
た
つ
る
に
'
其
同
じ
詞
の
あ
ら
ぬ
姿
に
か
ほ
る
所
'

～
つ-王り

こ
れ
番
匠
た
る
も
の
ゝ
器
量
の
い
た
す
所
に
あ
ら
ず
や
｡
よ
り
て
五
字
を
梁

た
るき

と
L
t
七
字
を
柄

と
し
て
'
人
々
に
あ
ら
ん
に
'
こ
れ
が
上
を
作
り
添
へ
下

を
つ
ぎ
合
わ
せ
'
中
を
切
り
く
は
せ
な
ど
'
を
の
く

其
の
は
た
ら
き
有
り

て
一
句
と
な
す
手
ぎ
は
'
彼
持
櫨
侠
儒
そ
の
宜
し
き
を
得
て
'
官
重
な
る
と

似
た
り
｡
さ
れ
ば
此
集
に
を
の
が
さ
ま
ふ
し
､
の
細
工
を
顕
ほ
し
､
今
も
み
そ

な
は
L
t
彼
の
世
に
も
伝
は
れ
と
て
撰
び
し
｡

(『
い
つ
を
昔
』
)

右
の
二
つ
を
対
比
し
て
み
た
場
合
へ
其
角
の
作
意
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
場

合
に
ど
う
い
う
ね
ら
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
'
細
心
の
分
析
が
必
要
な
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

四

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
'
其
角
発
句
に
お
い
て
特
に
多
く
用
い
ら
れ
る
こ

と
ば
を
検
討
す
る
こ
と
に
移
り
た
い
｡

表
Ⅰ
で
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は

『
七
部
集
』
の
其
角
発
句
の
内
に

｢誰

(た

れ

･
た
)｣
と
い
う
こ
と
ば
が
合
計
七
回
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
は
こ
の
表
に
あ
ら
わ
れ
た
他
の
語
と
比
べ
て
異
常
な
数
値
で
あ
る
｡
そ
こ

で
ま
ず

｢誰
｣
を
含
む
旬
を
あ
げ
て
み
る
｡
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四六
一

枚
か
ざ
り
伊
勢
が
家
買
ふ
人
は
誰

畠
五

紅
葉
に
は
た
が
を
L
へ
け
る
酒
の
澗

二
ハ八三

は
つ
雪
や
内
に
居
さ
う
な
人
は
誰

二六元

誰
と
誰
が
縁
組
す
ん
で
さ
と
神
楽

二矢
四

花
笠
を
き
せ
て
似
合
は
む
人
は
誰

三
四
一七

年
の
市
誰
を
呼
ら
ん
羽
織
ど
の

畷

野

嘱

野

猿

襲

炭

俵

続
猿
襲

続
猿
蓑

先
掲
の

『三
冊
子
』
に
あ
る
ご
と
く
｢
主
や
た
れ
二
人
り
時
雨
に
笠
さ
し
て
｣

の
初
五
文
学
が

｢
理
屈
｣
だ
と
し
て
非
難
さ
れ
た
の
に
'
薫
門
の
代
表
撰
集
の

中
に
其
角
句
と
し
て
六
句
も
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
｡
今

『
七
部
集
』

を
み
る
に
其
角
以
外
で

｢
誰
｣
を
用
い
て
い
る
句
は

二
ハ空

誰
と
て
も
健
や
か
な
ら
ば
雪
の
た
び

卯
七

一七
三

時
鳥
け
ふ
に
限
り
て
誰
も
な
し

尚
自

重
宍

竹
の
子
の
力
を
誰
に
た
と
ふ
べ
き

凡
兆

1究
六
春
の
夜
は
た
れ
か
初
瀬
の
堂
寵

曽
良

の
四
句
で
'
い
ず
れ
も

『猿
蓑
』
所
収
で
あ
る
｡
卯
七
'
尚
白
の
旬
は

｢
誰
｣

の
働
き
に
お
い
て
疑
問
の
情
が
ご
く
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
｡
ほ
と
ん
ど
肯
定
的

と
い
う
か
'
修
飾
語
的
に
配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

｢誰
｣
の
持
つ
疑
問
の

情
を
活
用
す
る
句
作
り
と
い
う
点
で
は
其
角
の
句
は
い
ず
れ
も
強
い
と
思
わ
れ

る
｡
そ
の
中
で

｢人
は
誰
｣
が
三
句
も
あ
る
の
が
や
や
耳
ざ
わ
り
に
も
き
こ
え

る
が
'
別
の
集
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば

｢
主
あ
る
こ
と
は
｣
の
よ
う

に
し
て
本
人
も
特
別
な
愛
着
を
抱
き
'
ま
わ
り
の
人
も
あ
る
程
度
そ
れ
を
認
め

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
以
外
の
句
で
は

｢
誰
が
-

す
る
｣
の
形
と
し
て
七
四
五

･
二
九
八
四
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
'
そ
れ
を
や
や
複

雑
に
し
た
形
が
二
六
二
九
だ
と
思
う
.

｢
誰
が
教
へ
け
る
酒
の
燭
｣
の
句
に
は

さ
ら
に
表
Ⅰ
に
出
て
い
る

｢
酒
｣

｢紅
葉
｣
と
い
う
其
角
愛
用
の
も
う
二
つ
の

こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
居
り
'
意
識
的
に
か
偶
然
に
か
は
わ
か
ら
な
い
が
t
と

に
角
こ
と
ば
の
働
き
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
紅
葉
と
酒
に
は

『平
家
物

語
』
高
倉
帝
の

｢林
間
に
酒
を
暖
め
て
紅
葉
を
焚
く
｣
と
い
う
故
事
が
ま
ず
浮

か
ぶ
'
さ
ら
に
謡
曲

｢
紅
葉
狩
｣
の
酒
を
す
す
め
る
く
だ
り
も
連
想
さ
れ
る
｡

今
は
紅
葉
と
い
う
語
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
'
妖
し
い
美
し
さ
を

た
ゝ
え
る
紅
葉
'
そ
の
紅
葉
に
よ
っ
て
暖
め
ら
れ
た
か
丁
度
よ
い
澗
具
合
'

一

体
こ
ん
な
燭
の
加
減
を
誰
が
教
え
た
の
か
t
と
い
う
意
味
の
句
で
あ
ろ
う
と
思

う
｡

｢
誰
が
教
へ
け
る
｣
の
発
想
は
恐
ら
-
高
倉
帝
の
故
事
か
ら

で
あ

ろ
う

が
'
先
掲
の

『
い
つ
を
昔
』
抜
文
に
湖
春
が
書
い
て
い
る

｢詮
ず
る
所
詞
に
よ

り
て
其
心
を
作
る
べ
し
｡
い
は
ゞ
よ
き
詞
も
な
-
'
わ
ろ
き
詞
も
な
し
､
只
つ

ゞ
け
が
ら
に
て
'
善
悪
は
有
べ
き

也
と
の
給
へ
り
｡｣
と
い
う
こ
と
ば

通

り
'

｢
紅
葉
に
は
誰
が
教
へ
け
る
酒
の
澗
｣
と
つ
ゞ
け
て
自
己
の
情
感
を
托
し
た
の

で
あ
る
｡

(猶
こ
の
句
は

『
い
つ
を
昔
』
に
も
収
む
｡)

『七
部
集
』
以
外
の
作
品
で
は
次
の
十
句
が

｢誰
｣
を
用
い
て
い
る
｡

仰

た
が
為
ぞ
朝
起
昼
寝
夕
す
ゞ
み

続
虚
粟

貞
享
四
年

7-8

こ
は
誰
に
雨
の
の
こ
り
の
袋
菊

陸
奥
街

元
禄
十
年

〔雨
の
矧
の
〕

5-5

お
も
ふ
事
な
げ
ぶ
L
は
誰
月
見
舟

6-2
更
が
た
を
誰
が
御
意
得
て
鹿
の
声

312
と
し
た
気
で
伊
勢
迄
誰
か
衣
が
へ

67726216176691267
炉
相
子

此
花
に
証
あ
や
ま
っ
て
瓜
持
参

ね
だ
り
込
は
誰
の
内
儀
ぞ
は
ぎ
に
鹿

誰
い
ふ
と
な
し
に
大
殿
と
し
忘
れ

川
む
か
ひ
た
が
屋
敷
へ
か
子
規

た
が
上
に
賎
概
ご
ろ
も
木
渋
桶

焦
尾
琴

元
禄
十
四
年

焦
尾
琴

元
禄
十
四
年

の
ぼ
り
鶴

宝
永
元
年

額
柑
子

宝
永
四
年

賛
相
子

『焦
尾
琴
』
の
二
句
は
共
に
小
唄
の
讃
だ
が
'

｢誰
｣
の
も
つ
疑
問
の
情
が
以
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前
よ
り
内
面
に
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
視
覚
の
と
ざ

3

さ
れ
た
夜
の
世
界
を
設
定
し
て
'
聴
覚
に
よ
っ
て
推
量
す
る
仕
組
に
あ
ろ
う
と

思
う
｡
湖
の

｢
な
げ
ぷ
し
｣
と
い
う
語
は
'

｢
迫
造
院
殿
御
家
集
｣
に
あ

る

｢
お
も

ふこ
と
な
げ
ぶ
し
声
に
う
た
ふ
也
め
で
た
や
松
の
下
に
む
れ
ゐ
て
｣
を

ふ
ま
え
た
も
の
だ
が
'
浮
か
れ
た
調
子
の
中
に
も
昔
を
思
い
出
さ
せ
る
素
材
で

あ
る
こ
と
'

『焦
尾
琴
』

｢名
月
之
篇
並
行
の
こ
と
ば
｣
に
あ
る
通

り
で
あ

る
｡
小
唄
の
讃
で
は
あ
る
が
'
自
己
の
体
験
か
ら
自
然
と
わ
き
出
る
情
に
よ
っ

て
詞
を
選
び
場
面
を
設
定
す
る
と
い
う
行
き
方
が
こ
こ
に
も
う
か
が
わ
れ
る
0

そ
し
て
其
角
以
外
の
作
者
に
よ
る
発
句
が

『猿
蓑
』
に
だ
け
集
中
し
て
い
る
と

る
の
を
裏
書
き
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
右
の
語
の
内

｢
酒
｣
と

い
う
語
を
含
む
発
句
を
拾
っ
て
'
分
析
し
て
み
た
い
｡
煩
雑
で
は
あ
る
が
初
期

か
ら
末
期
へ
の
句
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

(便
宜
上
通
し
番
号
を
ふ

長野工業高等専門学校紀要 ･第3号

い
う
事
実
も
'
同
集
の
性
格
か
ら
考
え
て

｢
誰
｣
と
い
う
語
の
も
つ
独
特
の
ク

七
を
う
か
が
わ
せ
る
に
十
分
で
あ
り
'
ひ
と
り
共
角
だ
け
が

｢
境
野
｣
｢炭
俵
｣

｢
統
猿
粟
｣
と

一
貫
し
て

｢
誰
｣
を
含
む
句
を
載
せ
て
い
る
こ
と
は
'
単
な
る

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
と
し
て
見
す
ご
す
こ
と
は
出
来
ま
い
と
思
わ
れ
る
｡

さ
ら

に

｢
誰
｣
は

『七
部
集
』
付
句
に
も
六
句
あ
っ
て
'
疑
問
の
形
式
が
付
合
の
展
開

に
は
う
っ
て
つ
け
な
為
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
'
こ
の
よ
う
な
多

面
的
な
属
性
を
と
ら
え
た
其
角
が
'
自
己
の
句
作
に
活
用
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
｡

五

表
Ⅰ
で
注
目
さ
れ
る
第
二
の
点
と
し
て
'

｢
誰
｣
と
い
う
語
と
同
様
に

『七

部
集
』
に
お
い
て
発
句
Ji
り
も
付
句
で
多
-
用
い
ら
れ
る
語
が
か
な
り
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡

｢
酒
｣

｢
女
｣

｢
香
｣

｢袖
｣
｢霧
｣
｢江
戸
｣

｢
君
｣

｢蔵
｣

｢鏡
｣

｢娘
｣
な
ど
'
見
出
し
語
の
半
数
近
-
を
占

め
て

い

る
｡
こ
れ
は

『
七
部
集
』
に
お
け
る
発
句
と
付
句
と
の
意
識
に
か
な
り
ひ
ら
き

が
あ
る
の
に
対
し
'
其
角
に
於
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
ひ
ら
き
が
な
い
と
い
う
こ
と

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
'
其
角
の
発
句
が
人
事
的

･
物
語
的
と
い
わ
れ
て
い

り
'
索
引
番
号
は
末
尾
へ
ま
わ
し
た
｡)

'
キ

①
酒
の
操
布
冷
麦
の
九
天
よ
り
落
る
な
ら
ん

②
大
酒
に
起
て
も
の
う
き
袷
哉

③
花
に
酒
僧
と
も
陀
ん
塩
肴

④
名
月
や
居
酒
の
ま
ん
と
煩
か
ぶ
り

⑤
百
姓
の
し
ぼ
る
油
や
一
夜
酒

⑥
酒
-
さ
き
ふ
と
ん
剥
ぎ
け
り
霜
の
声

⑦
朝
ご
み
や
月
雪
蒔
き
酒
の
味

⑧
十
五
か
ら
酒
を
の
み
出
て
け
ふ
の
月

⑨
此
菊
に
十
日
の
酒
の
亭
主
あ
り

に
十
日
の
矧
の
)

(
E2)

⑬
酒
男
に
行
く
か
雨
夜
の
雁
孤
ツ

虚

粟

天
和
二
年

(
響

続
の
原

貞
享
三
年

(
2-7
)

畷

野

元
禄
二
年

(
m
)

い
つ
を
昔

元
禄
三
年

(
cos
)

花

摘

元
禄
三
年

(
E=
)

句
兄
弟

元
禄
七
年

(
ESn)

統
猿
襲
元
禄
七
年
成

(
脚
)

末
若
菜

元
禄
十
年

(
5-4
)

陸
奥
鴻

元
禄
十
年

(此
酒

煩
柑
子

宝
永
四
年
刊

(
6
)

こ
れ
と

『七
部
集
』
の
他
の
作
者
の
句
若
干
と
比
べ
て
み
る
と

三
塁

ち
る
は
な
は
酒
ぬ
す
人
よ
ぬ
す
人
よ

三
仝

月
花
も
な
く
て
酒
の
む
ひ
と
り
哉

二重
丸

改
め
て
酒
に
名
の
つ
-
あ
っ
さ
哉

舟
泉

境
野

芭
蕉

境
野

利
牛

炭
俵

三〇(六

臨
夜
を
白
酒
元
の
名
残
か
な

支
考

続
猿
蓑

の
よ
う
な
句
が
あ
げ
ら
れ
'
舟
泉
の
拍
子
に
か
か
っ
た
句
を
除
い
て
'
こ
こ
に

も
穏
や
か
な
情
趣
が
ま
ず
感
じ
ら
れ
る
｡
芭
蕉
の
句
に
は
月
花
の
よ
う
な
代
表

的
な
景
物
を
取
り
出
し
な
が
ら

｢
な
く
て
｣

｢
ひ
と
り
｣
と
打
消
し
'
孤
独
感

を
深
め
て
い
く
手
法
が
こ
め
ら
れ
て
い
て
'
酒
の
句
に
さ
え
も
な
お
陀
し
さ
を

う
た
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
彼
の
資
質
を
感
じ
さ
せ
る
｡
こ
う
し
た
師
の
姿
は

其
角
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

一
句
に
誠
の
情
を
強
調
し
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私
意
を
排
し
た
芭
蕉
が
軽
み
の
作
風
に
向
か
う
過
程
を
と
っ
た
の
に
対
し
て
'

何
故
彼
は
み
ず
か
ら
作
意
重
視
の
道
を
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
問
題
に

つ
い
て
も
や
は
り
作
品
か
ら
窺
う
こ
と
に
し
た
い
｡

⑤
の
句
に
つ
い
て
今
泉
準

一
氏
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

其
角
の
情
愛
の
句
が
か
い
な
で
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
の
主
張
を
す

る
鑑
賞
者
は
多
い
が
'
そ
れ
は
主
と
し
て
肉
親
に
向
け
ら
れ
た
句
に
つ
い
て

い
わ
れ
て
'
こ
の
よ
う
な
社
会
生
活
上
の
不
遇
者
に
対
し
て
の
そ
れ
の
明
確

な
指
摘
は
従
来
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
-
･･･こ
れ
は
農
民
に
対
す

る
同
情
の
句
で
あ
る
｡

｢文
選
｣
の
1
句
が
前
書
き
に
つ
い
て
い
る
が
-
･･･

政
治
の
要
諦
は
官
室
を
富
ま
す
こ
と
で
は
な
-
民
を
豊
か
に
し
て
や
る
こ
と

だ
'

｢
百
姓
ノ背
腹
'奪
ハス｣
こ
と
だ
と
あ
る

1
章
で
あ
る
.
当
時
農
民
の
酒

造
り
は
御
法
度
で
農
民
は
一
夜
酒

(甘
酒
)
で
わ
ず
か
に
そ
の
労
を
医
す
の

註
7

み
'
こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
っ
た
意
の
句
と
な
ろ

う

｡

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
酒
に
は
華
や
か
な
面
ば
か
り
で
な
-
､
喜
怒
哀
楽
さ
ま

ざ
ま
な
側
面
が
あ
る
｡
そ
う
し
た
多
-
の
面
を
う
た
い
あ
げ
る
俳
人
と
し
て
其

角
は
第

一
人
者
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡

『句
兄
弟
』
第
十
九
番
に
は
'

｢
寝
た

人
を
跡
か
ら
起
こ
す
裏
か
な

亀
翁
｣
を
兄
と
し
て
⑦
の
句
が
番
え
ら
れ
て
い

る
｡
そ
し
て
其
角
の
評
が

｢
-
-
夜
々
対
酌
の
即
興
也
｡
耐
寒
の
こ
こ
ろ
わ
か

ち
侍
る
ゆ
へ
､
あ
る
じ
と
客
と
旨
趣
か
は
り
侍
る
｡｣
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
｡

亀
翁
の
句
は
'
会
が
寝
た
人
を
起
こ
す

(寒
気
が
薄
い
ふ
と
ん
を
通
し
て
寝
た

人
を
起
こ
す
の
を
か
く
言
っ
た
)
と
い
う
の
に
対
し
て
'
主
客
を
転
換
し
た
手

ぎ
わ
が
等
顕
を
の
が
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り

｢
酒
く
さ
き
ふ
と

ん
剥
ぎ
け
り
｣
の
強
い
勢
い
が
眼
目
で
'句
意
は
み
ず
か
ら
夜
中
に
ガ
バ
と
酒
-

さ
い
ふ
と
ん
を
剥
い
で
目
ざ
め
る
'
-

と
外
は
霜
の
し
ん
し
ん
と
降
る
寒
さ

だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
亀
翁
の
句
の
単
に
寝
た
人
と
い
う
の
を
酒
に
酔
っ
て
そ

註
8

の
暖
さ
で
陸
っ
た
人
と
明
確
に
L
t

｢霜
の

声

｣

を
働
か
せ
て
酔
い
も
さ
め
る

趣
き
を
と
ら
え
て
い
る
｡
な
お
こ
の
設
定
に
は
張
継
の

｢
楓
橋
夜
泊
｣
が
念
頭

に
あ
っ
た
こ
と
が

｢
霜
満
天
｣

｢
夜
半
鐘
声
到
客
船
｣
の
句
に
借
り
た

｢
霜
の

声
｣
に
ょ
っ
て
想
像
さ
れ
る
｡
⑦
は

『続
猿
襲
』
｢雪
｣
の
題
に
彼
の
｢初
雪
や

門
に
橋
あ
り
夕
間
暮
｣
と
並
ん
で
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
｢朝
ご
み
｣
と
は

｢
朝
大

門
の
明
く
の
を
待
っ
て
廓
に
入
る
こ
と
｣

(
『雑
俳
語
辞
典
』
)

｢①
前
夜
約

束
し
て
い
て
支
障
の
た
め
行
け
な
か
っ
た
客
が
'
翌
朝
未
明
に
大
門
の
閲
-
の

を
待
っ
て
揚
足

･
茶
毘
に
入
り
込
み
'
夜
明
け
ま
で
遊
ぶ
こ
と
｡
②
前
夜
の
客

が
そ
の
ま
ま
居
つ
づ
け
で
早
朝
に
遊
ぶ
の
を
い
う
｡｣
(
『近
世
上
方
語
辞
典
』

前
田
勇
氏
編
)
と
あ
る
よ
う
に
早
朝
廓
で
遊
ぶ
こ
と
で
あ
る
｡

｢
う
す
き
酒
｣

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
つ
い
て
は

『
五
元
集
拾
遺
』
九
三
頁
に
あ
る

｢
我
死
な
は
桃
梅
柳
う
す
き
酒

場
の
む
ら
さ
め
加
茂
の
あ
け
ぼ
の
｣
と
い
う
例
も
あ
り
'其
角
の
理
想
と
す
る
も

の
で
あ
る
｡
こ
の
句
は
そ
う
し
た
名
詞
を
列
挙
し
て
そ
れ
ら
の
交
響
で
情
景
を

う
か
ば
せ
よ
う
と
い
う
｡
い
わ
ゆ
る
疎
句
に
あ
た
る
も
の
と
思
う
｡
こ
の
傾
向

が
昂
ず
る
と
謎
仕
立
て
の
句
に
陥
る
の
で
あ
る
が
'
こ
の

｢
統
猿
蓑
｣
に
収
め

ら
れ
た
時
点
で
は
先
述
の

｢
誰
｣
の
句
同
様
に
働
き
が
認
め
ら
れ
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
と
思
う
｡
⑧
の
句
に
は
'
｢
琵
琶
行
を
よ
む
｣
と
題
す
る
長
い
前
書
が
つ

い
て
居
り
曹
保
の

｢
十
三
学
得
琵
琶
成
｣
を
念
頭
に
お
い
て
作
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
｡
そ
の
場
合

｢
十
五
か
ら
酒
を
飲
み
出
て
｣
に

｢
け
ふ
の
月
｣
を

即
座
に
言
い
下
し
た
点

｢
嘉
落
倣
放
な
気
象
を
飾
り
気
な
-
い
ひ
放
っ
た
と
こ

ろ
に
'
此
句
の
面
白
味
と
価
値
が
あ
る
｣
と
岩
本
梓
石
氏
が
い
わ
れ
る
通
り
で

あ
る
｡

結
局
'

｢
酒
｣
の
語
を
用
い
る
際
'
其
角
自
身
酒
好
き
で
あ
り
'
酒
を
め
ぐ

る
人
間
の
さ
ま
ぐ

な
姿
態
'
感
情
を
つ
か
ん
で
お
り
'
そ
れ
を
臆
せ
ず
詠
ん

だ
と
こ
ろ
に
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
句
の
生
ま
れ
た
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
そ
れ
に
対
し
て

『七
部
集
』
の
其
角
以
外
の
作
者
の
句
は
'
余
情
は
あ

る
も
の
の
'
す
べ
て
同

一
の
色
調
-

そ
れ
は
伝
統
的
な
情
感
1

に
染
め
ら
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れ
て
居
り
､意
外
性
と
い
う
か
発
見
と
い
う
も
の
が
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

3

こ
れ
が
付
句
に
な
る
と

一塁
七

半
気
遣
の
坊
主
泣
出
す

珍
碩

云
六

の
み
に
行
居
酒
の
荒
の
1
騒
ぎ

乙
州

ひ
さ
ご

二二至

上
張
を
通
さ
ぬ
ほ
ど
の
雨
降
て

岱
水

一三
空

そ
っ
と
の
ぞ
け
ば
酒
の
最
中

利
牛

炭
俵

二と
七

奥
の
世
並
は
近
年
の
作

芭
蕉

二空
八

酒
よ
り
も
肴
の
や
す
き
月
見
し
て

支
考

続
猿
襲

な
ど
と
自
由
な
運
び
が
見
ら
れ
'
取
材
範
囲
や
情
趣
も
多
彩
で
あ
る
｡
前
に
検
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討
し
た

｢
誰
｣
の
例
と
並
ん
で
こ
う
し
た
平
句
接
近
的
な
外
形
を
示
す
点
に
つ

い
て
'
二
通
り
の
見
方
が
考
え
ら
れ
る
思
う
｡

一
'
元
来
発
句
に
お
け
る
用
語

･
詩
情
と
い
う
も
の
は
無
限
定
で
あ
っ
た
も
の

を
'
芭
蕉
を
中
心
と
す
る
蕉
門
の
徒
の
中
で
和
歌
や
連
歌
と
対
等
な
格
や
位

を
め
ざ
す
意
識
が
う
ま
れ
'
そ
れ
が
発
句
に
よ
む
べ
き
用
語
や
詩
情
を
制
限

し
て
い
っ
た
｡
そ
の
中
で
其
角
は
発
句
の
生
命
を
情
の
詠
出
に
お
き
､
そ
の

為
に
作
意
を
工
夫
し
さ
え
す
れ
ば
'
ど
ん
な
こ
と
ば
を
用
い
'
ど
う
い
う
詩

情

(反
伝
統
的
な
)
を
詠
じ
て
も
よ
い
と
し
た
｡

二
'
詩
は
虚
構
で
あ
り
'
そ
の
窮
極
に
お
い
て
は
作
意
の
有
無
が
詩
を
決
定
す

る
｡
そ
の
よ
う
な
虚
構
は
出
来
る
だ
け
現
実
か
ら
飛
躍
し
て
'
観
念
の
連
合

に
よ
っ
て
無
限
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
-
も
の
で
あ
る
｡
其
角
の
好
ん
で
用
い
る

特
殊
な
こ
と
ば
や
詩
想
は
'
観
念
的
な
作
意
の
所
産
で
あ
る
｡

一
と
二
と
'
其
角
に
つ
い
て
そ
の
作
意
を
と
り
あ
げ
て
い
る
点
は
同
様

で
あ

り
'
そ
れ
は
大
き
く
い
っ
て
蕉
門
の
其
角
以
外
の
多
く
の
作
家
と
対
照
的
で
あ

る
｡
し
か
し
其
角
自
身
の
中
で
は
作
意
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て

い
た
か
｡
つ
ま
り
'
作
意
の
為
の
作
意
な
の
か
'情
を
導
く
為
の
､言
い
か
え
れ

ば
情
を
支
え
る
上
で
の
作
意
で
あ
る
の
か
｡
私
に
は
右
の
二
つ
の
こ
と
ば
の
分

析
か
ら
し
て
一
の
方
を
積
極
的
に
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
が
､
こ
の
こ
と
を
実

証
す
る
に
今
後

一
層
多
く
の
例
に
つ
い
て
分
析
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡
白

石
悌
三
氏
は

｢誠
と
作
意
｣
の
中
で

芭
蕉
の
説
い
た
の
は
'
あ
-
ま
で

｢
風
雅
の
ま
こ
と
｣｢俳
語
の
ま
こ
と
｣

で
あ
っ
た
｡
同
様
に
芭
蕉
の
排
し
た
の
も
'

｢私
意
の
作
意
｣
で
あ
っ
て
作

意
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
-
-
あ
れ
ほ
ど
推
敵
に
執
心
し
た
芭
蕉
が

｢
一
句
の
す
が
た
詞
に
か
1
は
ら
ぬ
｣
は
ず
は
な
か
っ
た
｡
鬼
貫
の
無
作
為

を
説
-
あ
ま
り
に
平
浅
な
句
風
と
違
う
所
以
で
あ
る
｡

一
方
其
角
も
誠
窒
二日

わ
な
い
で
は
な
か
っ
た
｡

｢雑
談
集
｣
に

｢
う
き
世
の
は
て
は
皆
小
町
也
｣

と
い
う
付
句
を
評
し
て
は

｢
此
句
の

蹄

や

う
作
の
外
を
は
な
れ
て
,
日
々
の

変
に
か
け
時
の
問
の
人
情
に
う
つ
り
て
'
し
か
も
翁
の
4.%
病
に
つ
か
れ
し
境

界
に
か
な
へ
る
所
'
誠
を
ろ
そ
か
な
ら
ず
｡｣
と
作
意
を
超
え
た
誠
の
詩
境

を
正
し
-
見
き
わ
め
て
い
る
｡
-
-
其
角
が
誠
を
い
う
の
は
も
と
よ
り
芭
蕉

の
影
響
で
あ
ろ
う
が
､

｢情
の
厚
き
句
は
詞
も
心
も
古
け
れ
ど
も
作
者
の
誠

よ
り
思
ひ
合
ひ
ぬ
る
ゆ
へ
'
時
に
新
し
く
不
易
の
功
あ
ら
は
れ
侍
る
｣
と
い

ぅ

｢作
者
の
誠
｣
と
は
'
明
ら
か
に
表
現
主
体
の
主
体
的
個
性
を
言
う
も
の

で
'
そ
の
俳
系
の
末
に
燕
村
の
近
代
性
を
生
む
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ

註
9

っ
た

｡

と
言
わ
れ
て
い
る
｡
其
角
と
芭
蕉
と
は
根
本
に
於
い
て
同
じ
誠
を
自
覚
し
て
い

た
'
唯
そ
れ
が
実
際
の
創
作
の
場
に
立
っ
た
場
合
'
芭
蕉
は
造
化
に
従
ひ
造
化

に
か
へ
れ
と
い
う
形
で
'
私
意
を
去
り
対
象
と
の
問
の
差
別
を
撤
去
し
て
い
こ

ぅ
と
す
る
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
方
向
を
強
め
て
い
っ
た
の
に
対
し
､
其
角
の

場
合
は
､
も
ち
ろ
ん
自
己
の
限
界
､悪
し
き
観
念
の
発
現
も
自
覚
し
な
が
ら
も
'

一
方
ま
た
お
の
れ
の
う
ち
な
る
も
の
を
信
じ
'
そ
の
情
に
ふ
さ
わ
し
い
景
を
虚

構
L
t
自
由
に
近
世
都
市
民
の
生
活
感
情
を
形
象
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

芭
蕉
の
深
さ
'高
さ
に
は
及
ば
な
い
に
せ
よ
､其
角
の
手
法

(そ
の
根
本
に
あ
る



共角発句に関する考察-『五元集』と『俳讃七部集』との用語比較を通じて-

芸
術
観
)
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
詩
糞
の
世
界
も
'
芭
蕉
評
価
と

は
別
な
基
準
に
よ
っ
て
測
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
既
に
西
鶴
は
俳
語

か
ら
浮
世
草
子
に
転
じ
'
経
済
や
愛
欲
生
活
に
う
か
が
わ
れ
る
人
間
の
赤
裸
々

な
姿
を
と
ら
え
て
い
た
｡
彼
と
親
交
の
あ

っ
た
其
角
の
目
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に
映
っ
た
か
｡

今
は
検
討
の
余
裕
を
持
た
な
い
が
先
出
の

『
七
部
集
』
に
お
い
て
発
句
よ
り

付
句
に
多
く
用
い
ら
れ
る
語
を
含
む
其
角
の
句
を
若
干
あ
げ
て
み
る
｡

仙

夕
立
に
ひ
と
り
外
み
る
女
か
な

7-5

き
く
の
香
や
瓶
よ
り
あ
ま
る
水
に
迄

其
袋

俳
林

1
字
幽
蘭
集

鰯

き
ぬ
ぎ
ぬ
に
犬
を
払
ふ
や
袖
の
雪

7-3
朝
霧
や
空
飛
ぶ
夢
を
不
二
瓦

句
兄
弟

俳
語
錦
繍
鍛

3-3
歳
か
家
か
星
か
川
辺
の
涼
み
か
な

花
摘

淵

し
ら
ぬ
火
の
鏡
に
う
つ
る
牡
丹
哉

焦
尾
琴

た
っ
た
二
つ
の
語
の
分
析
か
ら
結
論
づ
け
る
の
も
は
ば
か
ら
れ
る
が
'
其
角

の
作
意
の
ね
ら
い
が
'
単
に
観
念
的
な
も
の
で
な
く
'
誠
の
情
を
う
ち
出
す
為

の
も
の
で
あ
る
こ
と
'
そ
し
て

『
七
部
集
』
に
入
集
し
た
其
角
発
句
に
は
'
か

な
り
そ
う
し
た
其
角
の
作
意
を
の
ぞ
か
せ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
'
反
対
に
其
角

以
外
の
作
者
に
よ
る
発
句
は
'
余
情
は
あ
る
も
の
の
所
謂

｢
薄
し
｣
と
評
さ
れ

る
よ
う
な
､
近
世
都
市
住
民
の
好
尚
に
は
や
や
物
足
ら
な
い
句
が
な
ら
ん
で
い

る
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

六

お
よ
そ
人
家
の
必
ず
貧
し
-
な
る
事
'
天
の
禍
に
も
あ
ら
ず
､
人
の
不
徳
に

よ
れ
り
｡
ま
ず
後
の
う
れ
へ
を
お
も
ん
ば
か
ら
ず
し
て
､
堪
忍
の
心
な
く
'
只

今
の
口
腹
耳
目
の
欲
を
ほ
し
ゐ
ま
ゝ
に
L
t
倹
約
を
き
ら
ひ
'
分
限
よ
り
を
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ご
り
て
つ
ひ
え
を
い
と
は
ず
-
-
日
夜
出
遊
び
て
,
わ
が
家
に
居
る
事
ま
れ

に
し
て
'
わ
が
家
事
を
つ
と
め
ず
'
-
-
酒
を
こ
の
み
て
ほ
し
ゐ

ま

ゝ

に

し
'
放
逸
な
る
無
頼
の
友
に
ま
じ
は
り
､
遊
宴
を
事
と
し
-
-
無
益
の
芸
を

こ
の
み
逸
楽
を
好
み
'
衣
服
の
か
ざ
り
を
好
み
'
美
味
を
こ
の
み
-
-
無
用

の
器
を
こ
の
む
'
か
く
の
ご
と
-
こ
の
み
多
き
は
す
な
わ
ち
是
わ
ざ
は
ひ
を

こ
の
む
也
｡
か
く
の
如
-
な
る
人
は
'
必
人
の
い
さ
め
を
き
ら
ひ
て
聞
き
入

れ
ず
'
是
皆
困
窮
の
基
な
り
｡

(貝
原
益
軒

『家
道
訓
』
正
徳
二
年
刊
)

其
角
よ
り
三
十

一
年
も
早
-
生
ま
れ
其
角
没
後
も
な
お
嬰
錬
た
る
活
躍
を
つ
づ

け
た
益
軒
の
言
葉
は
近
世
社
会
に
生
き
る
者
の
建
て
前
を
示
す
も
の
と
し
て
､

誠
に
尤
も
な
条
々
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
を
忠
実
に
実
行
し
て
い
-
所
に
出

現
す
る
人
間
像
と
い
う
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

『荘
子
』
を
読

み
'
禅
に
親
し
み
'
紀
国
産
文
左
衛
門
な
ど
と
交
遊
を
も
っ
た
其
角
に
は
'
こ

う
し
た
謹
厳

一
辺
倒
の
建
て
前
に
対
し
て
何
か
し
ら
心
の
中
に
動
く
も
の
が
あ

っ
た
に
違
い
な
い
｡
正
面
切
っ
て
は
言
え
な
い
に
し
て
も
'
狂
言
利
口
に
托
し

て
酒
落
の
め
す
中
で
'
心
の
欝
屈
を
は
ら
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ

る

の
で
あ

る
｡
そ
し
て
寛
文
～
元
禄
期
は
上
昇
的
な
活
気
に
満
ち
た
時
代
で
あ

っ
た
｡
都

会
に
は
多
元
的
な

価
値
観
が
許
さ
れ
'
流
行
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ

っ
た
｡
其
角
の

酒
落
俳
語
は
そ
う
し
た
江
戸
市
民
の
心
を
代
弁
す
る
も
の
と
し
て
'
第

一
文
芸

の
側
か
ら
は
茂
祝
さ
れ
つ
つ
も
着
実
に
裾
野
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡(了

)

註
1

以
下
略
し
て
『
七
部
集
』
と
呼
び
'
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
『芭
蕉
七
部
集
総

索
引
』

(山
本
唯
1
氏
嗣
)
に
拠
る
が
'
漢
字
を
当
用
漢
字
に
改
め
た
り
し
た
所
が

あ
る
｡
他
書
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
｡

註
2

こ
の
点
に
関
し
て
は
今
泉
準
一
氏

｢其
角
俳
語
鑑
賞
上
の
問
題
点
｣

(
｢国
語
と

国
文
学
｣
昭
和
四
十
一
年
六
月
号
)
補
証
に
詳
し
い
｡

註 誌 註
5 4 3

｢親
旬
疎
句
の
論
｣

(
｢言
語
と
文
芸
｣
第
62
号
)

｢文
学
･
語
学
｣
第
31
号

以
下
発
句
頭
部
の
漢
数
字
は
『
七
部
集
総
索
引
』
の
番
号
'
算
用
数
字
は
｢
五
元
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宝

句
総
索
引
｣
の
霊

号
票

す
｡

註
6

註
7

註
8

長野工業高等専門学校紀要 ･第3号

註
9

○
世
に
天
下
老
和
尚
の
局
に
た
と
へ
示
さ
れ
L
と
い
ふ
あ
り
｡

い
ま
其
戒
に
思
ひ

合
侍
るあ

だ
化

也

と
花
に
五
戒
の
さ
-
ら
故

晋
子

折
に
殺
生

･
倫
盗
見
る
に
'
邪
淫

･
飲
酒
は
本
よ
り
申
さ
ず
と
も
'
仏
も
し
大
晦
日

とんちやく

せ
ー

に
入
滅
し
給
は
ゞ
い
か
に
仏
と
も

貴

君

す

べ
き
｡

か
ゝ
る
世

話

し
な
き
衆
生
の
為
に

は
'
往
生
も
し
給
ふ
も
の
也
｡

註
1
に
同
じ

｢
霜
の
芦
｣
の
例
句
に
は

｢金
蔵
の
お
の
れ
と
う
な
る
霜

の
声
｣

(田
舎

の
句

令
)
.｢
さ
め
よ
と
の
千
手
陀
羅
尼
や
霜
の
声
｣

(五
元
集
拾
退
)
な
ど
あ
り
,
寒
気

が
聴
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
迫
真
的
な
語
で
あ
る
.
Ill

｢誠
と
作
意
-

姑
徳
の
芭
蕉
句
評
を
め
ぐ
っ
て
｣

｢文
学
｣
第
37
巻
第
9
号


