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◉
論
考

お
く
の
風
流
　
―
芭
蕉
発
句
叢
考
―�

深
沢
　
眞
二

は
じ
め
に

風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
う
た 

 
 

（『
お
く
の
ほ
そ
道
』。
引
用
は
曽
良
本
に
よ
る
。
以
下
同
）

右
の
芭
蕉
の
発
句
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
風
流
」
と
は
何
か
、「
初
」
は
ど
う
い
う

意
味
か
、
そ
し
て
そ
の
「
田
植
う
た
」
は
都
ぶ
り

0

0

0

だ
っ
た
か
鄙
ぶ
り

0

0

0

だ
っ
た
か
、

と
い
っ
た
点
で
論
議
が
あ
り
、
確
説
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
い
。

浅
野
建
二
氏
は
「
芭
蕉
と
田
植
歌
」	（
１
）
に
お
い
て
、「
風
流
」
に
つ
い
て
の
諸
説
を
、

（
Ａ
）    

風
流
を
特
殊
の
謡
物
の
名
と
解
す
る
説

（
Ｂ
）  

一
句
を
時
間
的
に
解
し
て
、
奥
の
田
植
歌
は
風
流
の
最
も
原
始
的
な
も
の
だ

と
す
る
説

（
Ｃ
）  

空
間
的
に
解
し
て
、
奥
に
入
っ
て
最
初
の
風
流
は
田
植
歌
で
あ
っ
た
と
い
う

意
に
解
す
る
説

に
三
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

右
三
説
の
中
、（
Ｃ
）
説
が
現
在
最
も
穏
当
な
説
と
さ
れ
る
が
、
中
に
は
露
伴

翁
の
如
く
、「
端
的
に
奥
の
田
植
歌
の
素
朴
に
し
て
古
風
な
る
に
感
じ
て
此

句
あ
り
」
と
か
「
此
の
初
め
は
わ
が
風
流
の
初
め
で
は
な
く
し
て
、
風
流
の

初
め
で
あ
る
。
田
植
歌
を
賞
美
し
た
の
だ
」
と
し
て
、（
Ａ
） 

乃
至 （
Ｂ
） 

説

に
近
い
解
を
採
る
人
も
少
く
な
い
の
で
、
私
は
少
し
く
異
な
っ
た
角
度
か
ら

（
Ｃ
） 

説
を
支
持
す
る
理
由
を
述
べ
て
見
た
い
と
思
う
。

と
し
て
、
広
島
県
の
「
安
芸
の
囃
し
田
」
の
古
風
な
る
に
比
べ
て
、
東
北
地
方
一
般

と
く
に
白
河
附
近
に
伝
わ
る
田
植
歌
に
は
近
世
調
の
詞
型
が
多
い
こ
と
を
示
し
、

た
だ
察
す
る
に
田
植
草
紙
系
統
の
田
植
歌
に
耳
な
れ
た
？ 

芭
蕉
が
、
初
め

て
接
す
る
、
す
こ
ぶ
る
テ
ン
ポ
の
緩
や
か
な
奥
の
田
植
歌
に
、
一
種
の
診

（
マ
マ
）し

さ
と
詩
興
を
動
か
し
た
の
に
相
違
な
い
。
つ
ま
り
芭
蕉
は
、
東
北
な
ま
り
の

悠
長
な
歌
い
ぶ
り
に
上
方
で
は
経
験
し
得
な
い
異
質
的
な
も
の
を
感
じ
た
の

で
あ
っ
て
、
決
し
て
風
流
の
濫
觴
と
し
て
、
奥
の
田
植
歌
の
古
風
さ
を
賞
美

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

と
述
べ
て
い
る
。「
お
く
の
田
植
う
た
」
は
古
風
で
は
な
い
が
、
芭
蕉
は
そ
の
鄙
び

た
悠
長
な
歌
い
ぶ
り
に
初
め
て
出
会
い
、「
風
流
」
を
認
め
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

そ
の
後
、
横
山
邦
治
氏
は
「
芭
蕉
の
〝
風
流
の
〟
の
再
攷
―〝
お
く
の
田
植
う

た
〟
は
鄙
ぶ
り
か
―
」	（
２
）
に
お
い
て
、「
佐
瀬
与
次
右
衛
門
が
元
禄
二
年
頃
か
ら

宝
永
初
年
の
約
十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
著
し
た
」『
会
津
歌
農
書
』
の
記
事
を
引

き
、「
須
賀
川
地
方
は
、
幕
初
に
は
会
津
藩
の
支
配
下
に
あ
っ
た
の
で
、
田
植
行
事

な
ど
と
い
う
習
俗
は
共
通
し
た
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
、『
会
津
歌
農
書
』
の
記
述

は
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
須
賀
川
で
芭
蕉
ら
が
見
聞
し
た
田
植
行
事
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は
「
鄙
に
は
稀
な
ほ
ど
に
賑
賑
し
く
行
わ
れ
た
」「
村
落
全
体
の
祝
い
事
」
で
あ
っ

た
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

〝
お
く
〟
と
い
う
の
は
奥
羽
地
方
を
指
す
語
、
そ
う
い
う
土
地
で
見
聞
し
た
華

麗
な
〝
田
植
う
た
〟
は
、
鄙
ぶ
り
の
田
植
唄
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
都
ぶ

り
の
田
植
唄
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。〝
お
く
〟
で
見
出
し
た
都
ぶ
り
の

田
植
唄
な
の
で
あ
る
。
そ
う
解
す
る
こ
と
で
初
め
て
〝
風
流
〟
の
語
が
生
き

て
く
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
〝
風
流
〟
は
、
鄙
ぶ
り
の
風
流
で

は
な
く
て
、
日
本
の
文
学
伝
統
の
上
か
ら
は
正
統
的
用
法
と
し
て
の
〝
風
流
〟

と
し
て
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
風
流
」
の
語
を
検
証
し
て
「
古
典
的
み
や
び
の
流
れ

を
継
承
す
る
都
ぶ
り
の
風
流
」
が
正
統
的
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
横
山
氏
の
説
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
堀
切
実
氏
に
よ
っ
て
否
定
的
な

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
お
く
の
ほ
そ
道  

永
遠
の
文
学
空
間
』	（
３
）
か
ら
引
け
ば
、

わ
た
し
は
や
は
り
、
こ
の
風
流
は
ひ
な
ぶ
り
の
風
流
で
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い

と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
以
前
は
文
化
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
京
都
中
心

で
あ
り
ま
し
た
。（
中
略
）
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
、
少
し
ず
つ
そ
う
し
た

都
一
辺
倒
の
視
点
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
街
道
の
発
達
に
よ
っ
て
、
中
央
と
地
方
の
往
き
来
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
な
っ
た

こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
文
化
の
中
心
が
、
東
の
江
戸
へ
し
だ

い
に
移
っ
て
く
る
こ
と
と
も
か
か
わ
り
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
芭
蕉

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
都
会
よ
り
は
田
舎
の
気
分
を
好
ん
で
い
た
の
で

あ
り
、
地
方
の
土
着
の
文
化
に
対
し
て
も
心
か
ら
愛
着
を
寄
せ
て
い
た
の
で

し
た
。
芭
蕉
の
俳
諧
の
世
界
で
の
題
材
は
、
決
し
て
都
会
風
の
洗
練
さ
れ
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
芭
蕉
の
〝
美
〟
の
判
断
の
物
差
し
は
、
け
っ
し
て

〝
都
ぶ
り
〟
を
基
準
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
芭
蕉
は
こ
の
あ

と
、「
塩
竃
の
浦
」
で
も
、
鄙
び
た
奥お

く

浄じ
よ
う

瑠る

璃り

に
心
を
う
た
れ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

と
の
こ
と
で
あ
る
。

思
う
に
、「
田
植
う
た
は
都
ぶ
り
か
鄙
ぶ
り
か
」
と
い
う
問
題
と
「
風
流
の
初
」

の
語
の
意
味
の
問
題
は
、
関
係
し
て
は
い
る
が
別
個
の
問
題
で
あ
っ
て
、
二
つ
が

一
度
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
従
来
の
議
論
は
か
み
あ
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
第
一
章
で
芭
蕉
発
句
の
語
「
風
流
の
初
」
の
意
味
を
陸
奥

を
行
く
芭
蕉
に
即
し
て
問
い
、
第
二
章
で
は
田
植
歌
に
関
す
る
資
料
を
検
討
し
て
、

芭
蕉
が
「
お
く
の
田
植
う
た
」
の
何
を
ど
う
感
じ
た
か
の
読
み
解
き
を
試
み
る
。

ま
た
、
諸
注
の
多
く
は
、
元
禄
二
年
四
月
二
十
二
日
に
須
賀
川
へ
到
着
し
た
芭

蕉
が
等
躬
・
曽
良
と
の
三
吟
歌
仙
を
巻
い
た
際
の
発
句
と
、
旅
の
四
年
ほ
ど
後
に

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
執
筆
し
た
際
に
須
賀
川
の
く
だ
り
に
載
せ
た
発
句
と
を
、
同

一
の
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
同
じ
句
形
で
あ
っ
て
も
文
脈
が
異
な
れ
ば
表

現
意
図
も
異
な
る
と
い
う
視
点
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
第
三
章
で
は
、
作

者
芭
蕉
が
一
つ
の
発
句
に
つ
い
て
時
間
を
経
て
か
ら
表
現
意
図
を
更
新
し
た
事
例

と
し
て
、「
風
流
の
」
句
の
解
釈
を
試
み
る
。

一

ま
ず
は
、
芭
蕉
と
曽
良
の
白
河
の
関
通
過
の
体
験
と
、「
風
流
の
」
句
が
詠
ま
れ

た
状
況
を
確
認
し
よ
う
。

元
禄
二
年
四
月
二
十
日
辰
の
下
刻
、
芭
蕉
と
曽
良
は
那
須
の
湯
本
の
宿
を
出
、

や
が
て
芦
野
の
木
戸
の
外
で
「
遊
行
柳
」
ほ
か
の
古
跡
を
見
物
し
て
い
る
が
、
そ
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こ
で
詠
ん
だ
句
を
曽
良
は
記
録
し
て
い
な
い
。
芦
野
か
ら
い
よ
い
よ
白
河
の
関
を

め
ざ
し
て
進
み
、

一 

関
明
神
、
関
東
ノ
方
ニ
一
社
、
奥
州
ノ
方
ニ
一
社
、
間
廿
間
計
有
。
両
方

ノ
門
前
ニ
茶
や
有
。
小
坂
也
。
こ
れ
よ
り
白
坂
へ
十
町
程
有
。
古
関
を
尋

て
白
坂
ノ
町
ノ
入
口
よ
り
右
ヘ
切
レ
テ
籏
宿
ヘ
行
。
廿
日
之
晩
泊
ル
。

一 

廿
一
日　

霧
雨
降
、
辰
上
尅
止
。
宿
ヲ
出
ル
。
町
よ
り
西
ノ
方
ニ
住
吉
玉

嶋
ヲ
一
所
ニ
祝
奉
宮
有
。
古
ノ
関
ノ
明
神
故
ニ
二
所
ノ
関
ノ
名
有
ノ
由
。

宿
ノ
主
申
ニ
依
テ
参
詣
。   

『
曽
良
旅
日
記
』
の
〈
元
禄
二
年
日
記
〉	（
４
）

す
な
わ
ち
国
境
に
二
社
あ
る
関
の
明
神
（
新
関
）
を
通
り
過
ぎ
、
遠
回
り
し
て
「
古

関
」
を
も
訪
ね
、
そ
の
日
は
籏
宿
に
泊
ま
っ
た
。
翌
二
十
一
日
に
は
「
住
吉
玉
嶋
」

の
社
を
「
古
ノ
関
ノ
明
神
」
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
参
詣
し
た
。
そ
の
上
で
、

芭
蕉
は
発
句
を
詠
ん
だ
。

 
 

み
ち
の
く
の
名
所
〳
〵
こ
ゝ
ろ
に
お
も
ひ
こ
め
て
、
先
せ
き
屋
の
跡
な
つ

か
し
き
ま
ゝ
に
、
ふ
る
道
に
か
ゝ
り
、
い
ま
の
白
河
も
こ
え
ぬ
。

早
苗
に
も
我
色
黒
き
日
数
哉　
　
　
　
　
　
　

翁 
 

 

『
曽
良
旅
日
記
』
の
〈
俳
諧
書
留
〉

だ
が
こ
の
発
句
は
ま
も
な
く
改
作
さ
れ
た
。

 

白
河
関

西
か
東
か
先
早
苗
に
も
風
の
音　
　
　
　
　
　

翁

 

我
色
黒
き
と
句
を
か
く
被
直
候
。

 

白
河　

何
云
へ

関
守
の
宿
を
く
い
な
に
と
を
ふ
も
の　
　
　
　

翁   

〈
俳
諧
書
留
〉

こ
の
〈
俳
諧
書
留
〉
の
記
事
は
、
白
河
に
住
む
俳
人
・
何
云
へ
芭
蕉
が
須
賀
川
か

ら
出
し
た
書
簡
の
要
点
を
曽
良
が
写
し
取
っ
た
も
の
ら
し
い	（
５
）。
曽
良
に
も
白
河

の
関
の
句
が
あ
っ
た
。

 
 

し
ら
河

 
 

誰
人
と
や
ら
ん
、
衣
冠
を
た
ゞ
し
て
こ
の
関
を
こ
え
玉
ふ
と
云
事
、
清
輔
が

袋
草
紙
に
み
え
た
り
。
上
古
の
風
雅
誠
に
あ
り
が
た
く
覚
へ
侍
て　

曽
良

卯
花
を
か
ざ
し
に
関
の
は
れ
ぎ
哉   

〈
俳
諧
書
留
〉

さ
て
、
四
月
二
十
一
日
は
、
白
河
の
市
中
を
通
過
し
四
里
先
の
矢
吹
の
宿
ま
で

進
ん
で
泊
ま
っ
た
。
そ
し
て
二
十
一
日
の
旅
日
記
の
あ
と
に
は
、

〇 

白
河
ノ
古
関
ノ
跡
、
籏
ノ
宿
ノ
下
里
程
下
野
ノ
方
追
分
ト
云
所
ニ
関
ノ
明

神
有
由
。
相
楽
乍
憚
ノ
傳
也
。
是
ヨ
リ
丸
ノ
分
同
ジ
。   〈
元
禄
二
年
日
記
〉

と
あ
り	（
６
）、
続
く
「
〇
忘
ズ
山
ハ
」「
〇
二
方
ノ
山
」「
〇
う
た
ゝ
ね
の
森
」「
〇

宗
祇
も
ど
し
橋
」
と
合
わ
せ
て
五
項
目
の
名
所
案
内
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
相
楽
乍

憚
」
は
「
相
楽
乍
単
」
の
書
き
誤
り
で
、
須
賀
川
の
相
楽
氏
乍
単
斎
等
躬
の
こ
と
。

そ
し
て
そ
の
後
に
、

一
二
十
二
日
須
か
川
乍
単
斎
宿
、
俳
有
。

 

二
十
三
日
同
所
滞
留
。
晩
方
へ
可
伸
ニ
遊
。
帰
ニ
寺
々
八
幡
ヲ
拝
。 

 
 

〈
元
禄
二
年
日
記
〉

と
い
う
記
事
が
来
る
。
つ
ま
り
曽
良
は
、
須
賀
川
の
等
躬
の
宿
に
到
着
し
て
、
街

道
沿
い
の
名
所
五
箇
所
に
つ
い
て
の
情
報
を
等
躬
か
ら
得
、
ま
ず
記
録
し
た
。
そ

れ
か
ら
、
一
つ
書
き
の
状
況
か
ら
推
測
す
る
に
四
月
二
十
三
日
の
夜
に
前
日
と
合

わ
せ
て
二
日
分
の
日
記
を
付
け
た
と
見
ら
れ
る
。

二
十
二
日
の
俳
席
に
臨
む
に
あ
た
り
、
曽
良
は
、

蠶
す
る
姿
に
残
る
古
代
哉　
　
　
　
　
　
　
　

曽
良   

〈
俳
諧
書
留
〉

の
発
句
を
用
意
し
た
ら
し
い
が
会
の
発
句
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た	（
７
）。
当

日
の
俳
諧
は
、
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奥
州
岩
瀬
郡
之
内
須
か
川
相
楽
伊
左
衛
門
ニ
テ

下
風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
哥　
　
　
　
　
　
　

翁

覆い

盆ち

子ご

を
折
て
我
ま
う
け
草　
　
　
　
　
　
　

等
躬

水
せ
き
て
昼
寝
の
石
や
な
を
す
ら
ん　
　
　
　

曽
良

 

（
以
下
挙
句
ま
で
省
略
）

天
元
禄
二
年
卯
月
二
十
三
日   

〈
俳
諧
書
留
〉

の
三
吟
歌
仙
で
あ
っ
た
。
日
記
に
は
二
十
二
日
に
の
み
「
俳
有
」
と
あ
る
が
、
満

尾
の
日
付
か
ら
す
る
と
興
行
は
二
十
三
日
ま
で
か
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
発
句
の
右

上
に
「
下
」
の
字
が
あ
る
の
は
、
次
の
丁
に
、

 
 

岩
瀬
の
郡
す
か
川
の
驛
に
至
れ
ば
、
乍
単
斎
等
躬
子
を
尋
て
、
か
の
陽
関

を
出
て
故
人
に
逢
な
る
べ
し

上
発
句
前
に
有
。   

〈
俳
諧
書
留
〉

と
あ
る
「
上
」
の
字
に
対
応
し
て
い
る
。
芭
蕉
が
歌
仙
の
清
書
の
た
め
に
あ
ら
た

め
て
書
い
た
前
書
を
曽
良
が
写
し
取
り
、
発
句
の
位
置
を
「
下
」「
上
」
で
指
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
元
禄
二
年
」
の
右
上
の
「
天
」
字
は
、
同
じ
丁
の
末

尾
の
、

　

  

地　

  

こ
の
日
や
田
植
の
日
也
と
、
め
な
れ
ぬ
こ
と
ぶ
き
な
ど
有
て
、
ま
う
け

せ
ら
れ
け
る
に

旅
衣
早
苗
に
包つ

つ
む
め
し
こ
は

食
乞
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　

曽
良   

〈
俳
諧
書
留
〉

と
あ
る
「
地
」
の
字
に
対
応
し
て
い
る
。
芭
蕉
が
「
田
植
哥
」
の
句
を
詠
ん
だ
の

に
な
ら
い
、
曽
良
も
二
十
三
日
に
「
早
苗
」
を
題
材
と
し
て
新
た
な
一
句
を
詠
ん

だ
の
で
あ
る
。

須
賀
川
滞
在
中
の
二
人
の
行
動
の
記
録
は
、

一 

二
十
四
日
、
主
ノ
田
植
。
昼
過
よ
り
可
伸
庵
に
て
會
有
。
會
席
そ
ば
切
。

祐
碩
賞
之
。
雷
雨
、
暮
方
止
。

一 

二
十
五
日
、
主
物
忌
、
別
火
。
二
十
六
日
小
雨
ス
。   

〈
元
禄
二
年
日
記
〉

と
続
く
。
等
躬
の
家
の
田
植
行
事
が
何
日
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
明
確
で
な
い

が
、
四
月
二
十
三
日
に
は
「
め
な
れ
ぬ
こ
と
ぶ
き
」（
珍
し
い
田
植
祝
い
）
や
「
ま

う
け
」（
饗
応
）
が
あ
り
、
二
十
四
日
が
本
番
の
田
植
の
日
だ
っ
た
よ
う
だ
。
芭
蕉

ら
は
二
十
四
日
は
昼
前
に
田
植
を
見
物
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
昼
過
か
ら
は
前
夜
訪

ね
た
可
伸
の
庵
で
俳
諧
が
催
さ
れ
た
。
な
お
、「
祐
碩
」
は
吉
田
等
雲
と
い
う
医
者

で
、
可
伸
庵
の
俳
席
に
も
一
座
し
て
い
る
。
二
十
五
日
は
等
躬
の
家
の
物
忌
で
、

「
別
火
」
は
神
事
に
際
し
て
穢
れ
を
避
け
る
た
め
に
煮
炊
き
の
火
と
は
別
に
火
を

切
り
出
す
こ
と
。
二
十
六
日
と
合
わ
せ
て
一
行
書
き
に
し
て
い
る
か
ら
二
日
分
を

二
十
六
日
夜
に
な
っ
て
簡
単
に
記
し
た
も
の
ら
し
い	（
８
）。

こ
こ
ま
で
、
白
河
の
関
通
過
と
須
賀
川
等
躬
宅
逗
留
の
状
況
を
見
て
き
た
が
、

そ
の
あ
と
の
旅
中
で
曽
良
は
、
芭
蕉
が
（
新
庄
の
俳
人
「
風
流
」
の
名
を
除
い
て
）

「
風
流
」
の
語
を
も
う
一
回
用
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
須
賀
川
を
発
っ
た
の

は
二
十
九
日
で
そ
の
日
は
郡
山
泊
、
翌
五
月
一
日
は
福
島
泊
、
そ
し
て
五
月
二
日

に
「
モ
ジ
ズ
リ
石
」
を
見
た
芭
蕉
は
、

 
 

し
の
ぶ
の
郡
し
の
ぶ
摺
の
石
は
茅
の
下
に
埋
れ
果
て
、
い
ま
は
其
わ
ざ
も

な
か
り
け
れ
ば
、
風
流
の
む
か
し
に
お
と
ろ
ふ
る
事
ほ
い
な
く
て
、
加
右

衛
門
加
之
ニ
遣
ス

五さ

月を

乙と

女め

に
し
か
た
望
ん
し
の
ぶ
摺　
　
　
　

翁   

〈
俳
諧
書
留
〉

と
詠
ん
だ
。
た
だ
し
、「
加
右
衛
門
加
之
」
は
仙
台
で
五
月
五
日
に
会
う
人
物
で
あ

る
か
ら
、
五
月
二
日
す
ぐ
に
詠
ま
れ
た
と
も
限
ら
ず
、
五
日
ま
で
に
成
っ
た
と
す

べ
き
だ
ろ
う
。
右
の
前
書
と
発
句
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
四
・
恋
四
の
、
河
原
左
大
臣
、
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陸
奥
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
へ
に
み
だ
れ
む
と
思お

も
ふ我

な
ら
な
く
に

に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
歌
枕
、
信
夫
郡
の
文
字
摺
り
石
は
、
芭
蕉
が
訪
れ
た
時
、「
茅

の
下
に
埋
れ
果
て
」
い
た
。
石
の
表
を
用
い
て
文
字
摺
り
の
文
様
を
染
め
出
す

「
し
の
ぶ
摺
」
の
習
わ
し
も
絶
え
、「
風
流
の
む
か
し
に
お
と
ろ
ふ
る
事
」
を
残
念

に
思
っ
て
発
句
を
詠
ん
だ
。
折
か
ら
の
田
植
え
の
季
節
、「
五
月
乙
女
」
に
古
き
文

字
摺
り
の
手
わ
ざ
を
見
せ
よ
と
望
み
た
い
、
と
。
こ
の
場
合
の
「
風
流
」
と
は
、

文
字
摺
り
石
で
し
の
ぶ
摺
り
を
す
る
と
い
う
、
古
く
ゆ
か
し
き
習
俗
を
大
切
に
す

る
心
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
「
風
流
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
早
苗
つ
か
む
手
も
と
や
む
か
し
し
の
ぶ

摺
」
の
句
形
で
の
、
複
数
の
芭
蕉
真
蹟
懐
紙
が
参
考
に
な
る
。『
芭
蕉
全
図
譜
』
に

六
点
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
前
書
か
ら
〈
俳
諧
書
留
〉
の
「
い
ま
は

其
わ
ざ
も
な
か
り
け
れ
ば
、
風
流
の
む
か
し
に
お
と
ろ
ふ
る
事
ほ
い
な
く
て
」
に

該
当
す
る
文
言
を
抜
き
出
す
と
、
177
番
に
「
い
ま
は
さ
る
わ
ざ
す
る
事
な
か
り
け

り
と
な
ん
申
を
」、
179
番
に
「
い
ま
は
さ
る
わ
ざ
す
る
事
も
た
え
た
り
。
風
雅
の
む

か
し
に
を
と
ろ
ふ
る
な
ん
。
い
と
本
意
な
し
や
」、
180
番
に
「
い
ま
は
さ
る
わ
ざ
す

る
事
も
な
か
り
け
る
と
な
む
。
風
雅
の
む
か
し
に
替
れ
る
を
か
な
し
び
て
」、
181
番

に
「
誠

ま
こ
と
に風

流
の
む
か
し
に
お
と
り
侍
る
ぞ
、
い
と
ほ
ひ
な
く
覚
侍
る
」
と
な
っ
て

い
る
。
178
番
と
参
考
２
の
小
点
に
は
対
応
す
る
文
言
が
な
い
。
ま
た
、
同
じ
発
句

は
金
沢
の
北
枝
が
元
禄
四
年
に
刊
行
し
た
『
卯
辰
集
』
に
も
前
書
を
伴
っ
て
載
る

が
、
同
じ
箇
所
は
「
今
は
さ
る
わ
ざ
す
る
事
も
な
く
、
風
雅
の
昔
に
か
は
れ
る
を

な
げ
き
て
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
風
流
」
は
「
風
雅
」
に
置
き
換
え
も

可
能
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。「
さ
る
わ
ざ
（
し
の
ぶ
摺
）
す
る
事
」
を
大
事
に
す
る
心

が
「
風
流
」
な
い
し
は
「
風
雅
」
だ
っ
た
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

181
番
の
異
文
か
ら
は
、「
む
か
し
に
お
と
ろ
ふ
る
」
と
は
「
昔
に
比
べ
て
衰
え
た
」

意
で
あ
っ
て
「
昔
の
時
点
で
衰
え
た
」
意
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
判
断
も
で
き
る
。

振
り
返
っ
て
、「
風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
哥
」
の
「
風
流
」
も
ま
た
、
伝
統
的

な
習
俗
を
尊
重
す
る
心
の
意
味
で
理
解
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
風
流
」

を
名
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
、「
の
初
や
」「
の
む
か
し
に
お
と
ろ

ふ
る
事
」
と
、
歴
史
意
識
を
持
つ
語
に
続
い
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
初
や
」
は
、
そ
の
よ
う
な
心
が
保
た
れ
て
き
た
長
い
時
間
を
感
じ

取
っ
て
賞
賛
し
た
、
等
躬
に
対
し
て
の
や
や
大
げ
さ
な
挨
拶
の
語
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
犬
追
物
の
跡
や
殺
生
石
を
見
て
き
た
ば
か
り
の
芭
蕉
に
は
、
謡
曲
「
殺
生

石
」
の
結
び
近
く
の
詞
章
「
こ
れ
犬
追
物
の
始
め
と
か
や
」
の
「
始
め
…
や
」
へ

の
意
識
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
等
躬
へ
の
挨
拶
句
と
見
る
限
り
に
お
い
て

は
、「
私
が
こ
の
旅
で
奥
州
に
入
っ
て
初
め
て
出
会
っ
た
」
と
い
う
「
初
」
と
解
し

て
は
、
挨
拶
の
心
が
弱
い
。
そ
れ
は
芭
蕉
の
側
の
個
人
的
事
情
に
過
ぎ
な
い
。
同

じ
機
会
に
曽
良
が
詠
ん
だ
「
蠶
す
る
姿
に
残
る
古
代
哉
」
と
同
様
、
古
き
習
俗
を

今
に
至
る
ま
で
大
事
に
守
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
讃
え
た
発
句
と
解
し
て
こ
そ
、

挨
拶
句
と
な
ろ
う
。

付
け
加
え
れ
ば
、
須
賀
川
に
滞
在
し
て
い
た
芭
蕉
は
四
月
二
十
六
日
杉
風
に
宛

て
て
長
文
の
手
紙
を
書
く
が
、
中
に
「
朔
日
二
日
之
比
、
仙
台
へ
付
可
申
候
。
三

千
風
、
仙
台
へ
帰
、
む
さ
と
し
た
る
あ
れ
俳
諧
は
や
り
申
候
沙
汰
、
有
之
候
。
仙

台
之
風
流
、
望
絶
申
候
。」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
（『
新
編
芭
蕉
大
成
』〈
三
省

堂
、
一
九
九
九
〉
書
簡
編
四
三
番
）。
こ
こ
に
見
え
る
「
風
流
」
は
直
前
に
出
た

「
俳
諧
」
の
言
い
換
え
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
同
じ
旅
の
同
じ
時
期
に
、
江
戸
の
杉

風
に
対
し
て
は
よ
り
一
般
的
な
意
味
で
の
「
風
流
」
を
用
い
て
い
た
。
だ
が
一
方

で
、
奥
州
に
足
を
踏
み
入
れ
た
芭
蕉
は
、
奥
州
の
人
々
と
俳
諧
を
通
じ
て
交
流
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
古
く
ゆ
か
し
い
習
俗
を
尊
重
す
る
心
と
い
う
限
定
的
な
意
味
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を
、「
風
流
」
の
語
に
こ
と
さ
ら
に
籠
め
て
用
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る	（
９
）。

「
風
流
の
初
」
を
右
の
よ
う
に
解
し
て
、
試
み
に
「
風
流
の
」
句
を
現
代
語
訳
す

れ
ば
、

「
陸
奥
の
、
古
く
ゆ
か
し
き
習
俗
を
大
切
に
す
る
心
の
起
源
、『
は
じ
め
』
と
で
も

言
う
べ
き
も
の
に
触
れ
た
思
い
が
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
田
植
歌
を
聞
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
て
。」

と
な
る
。

実
際
、
芭
蕉
と
曽
良
の
こ
の
と
き
の
旅
に
は
、
陸
奥
の
伝
統
的
習
俗
へ
の
関
心

が
溢
れ
て
い
た
。
養
蚕
、
か
つ
み
を
葺
く
こ
と
、
狭け

布ふ

の
細
布
織
り
と
錦
木
、
文

字
摺
り
石
の
し
の
ぶ
摺
り
、
十と

苻ふ

の
菅
菰
…
…
。
習
俗
と
は
異
な
る
が
、
陸
奥
の

歌
枕
や
古
蹟
を
尋
ね
て
歩
く
姿
勢
も
習
俗
へ
の
関
心
に
近
い
。
た
と
え
ば
、
須
賀

川
に
到
着
し
て
曽
良
が
ま
ず
書
き
留
め
た
の
は
、
等
躬
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
白

河
付
近
の
歌
枕
の
情
報
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
と
曽
良
の
旅
中
の
言
動
か
ら
見
て
、「
風

流
の
初
」
と
い
う
表
現
の
背
景
に
も
、「
お
く
」
の
古
俗
へ
の
探
究
意
識
を
認
め
て

よ
い
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
な
「
風
流
の
」
句
の
解
釈
は
、
先
行
研
究
の
中
で
は
赤
羽
学
氏
の

論
考
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
赤
羽
氏
は
、「
芭
蕉
は
、「
風
流
」
を
時
間
的
に

永
続
す
る
も
の
と
眺
め
て
い
る
。
殊
に
芭
蕉
は
、
田
植
歌
の
素
朴
な
歌
声
を
聞
い

て
、
思
い
を
風
流
の
初
元
に
馳
せ
た
の
で
あ
る
」、「
田
植
と
養
蚕
は
、
須
賀
川
の

風
俗
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
芭
蕉
や
曽
良
の
印
象
に
残
っ
た
も
の
」、「「
田
植
歌
」

に
感
じ
た
「
風
流
の
初
」
と
、「
蚕
す
る
姿
に
残
る
古
代
哉
」
と
は
、
風
俗
の
初
源

に
遡
っ
た
観
察
と
し
て
切
り
離
せ
な
い
も
の
が
あ
り
、
白
河
越
え
が
芭
蕉
を
懐
旧

の
世
界
に
誘
い
こ
む
機
縁
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る	（
10
）。
ま
た
、
須
賀
川
で
作

ら
れ
た
二
つ
の
三
つ
物
、

旅
衣
早
苗
に
包
食
乞
ん　
　
　
　
　
　
　

  （
曽
良
）

わ
た
か
の
皷
あ
や
め
折
す
な　
　
　
　
　
　

翁

夏
引
の
手
引
の
青
草
く
り
か
け
て　
　
　
　

等
躬   

〈
俳
諧
書
留
〉

と
（
赤
羽
氏
は
「
わ
た
か
」
は
「
い
た
か
」
の
、「
青
草
」
は
「
青
苧
」
の
誤
記
と

す
る
）、茨ふ

き

や
う
を
又
習
け
り
か
つ
み
草　
　
　
　
　

等
躬

市
の
子
ど
も
の
着
た
る
細
布　
　
　
　
　
　

ソ
ラ

日
面
に
笠
を
な
ら
ぶ
る
涼
し
て　
　
　
　
　

翁   

〈
俳
諧
書
留
〉

を
挙
げ
て
、「
こ
こ
で
も
「
イ
タ
カ
」「
細
布
」
な
ど
、
東
北
特
有
の
風
俗
に
関
心

を
持
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。」
と
貴
重
な
指
摘
を
し
て
い
る	（
11
）。

二

「
風
流
の
初
」
を
前
章
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
は
た
し
て
芭
蕉
は
、「
田
植
哥
」

の
習
俗
の
ど
の
よ
う
な
点
を
賞
賛
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
「
都
ぶ
り
か
鄙
ぶ
り
か
」
と
い
う
議
論
を
ど
う
解
決
す
べ
き
か
。
こ

の
章
で
は
、
陸
奥
の
田
植
歌
に
関
す
る
資
料
を
検
討
し
て
、
そ
う
し
た
問
題
を
考

え
た
い
。

田
植
歌
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
、
中
世
末
の
中
国
地
方
の
山
間
部
に
流
布
し
て
い

た
田
植
歌
を
書
き
留
め
た
と
い
う
写
本
『
田
植
草
紙
』
を
中
心
に
展
開
し
て
き
て

い
る
。『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
の
「
田
植
草
紙
」
項	（
12
）
に
は
、「
背
景
」
と
し

て
田
植
行
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
概
説
が
あ
る
。

田
植
は
、
田
の
神
を
迎
え
て
行
わ
れ
る
一
種
の
神
事
で
あ
る
。
中
国
山
地
の

場
合
、
そ
う
し
た
田
植
に
お
よ
そ
二
つ
の
型
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
ふ
つ
う
の
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結ゆ
い

に
よ
る
仕
事
田
（
大
田
植
）
で
、
も
う
一
つ
は
豪
農
な
ど
が
近
郷
近
在
の

人
々
を
集
め
て
大
規
模
に
経
営
す
る
囃
し
田
（
花
田
植
・
牛
田
植
）
で
あ
る
。

囃
し
田
で
は
、
簓さ

さ
ら・

笛
・
大
太
鼓
・
小
太
鼓
・
鉦か

ね

の
鳴
り
物
を
用
い
て
田
植

を
歌
い
囃
し
、
華
麗
に
飾
っ
た
数
十
頭
の
牛
が
代し

ろ

を
掻
く
。
仕
事
田
で
も
歌

い
囃
す
が
、
鳴
り
物
は
太
鼓
一
つ
く
ら
い
で
至
っ
て
質
朴
で
あ
る
。
ま
た
仕

事
田
で
は
栗
の
枝
を
水み

な

口く
ち

に
挿
し
て
田
の
神
の
依よ

り

代し
ろ

と
す
る
程
度
な
の
に
、

囃
し
田
で
は
作
り
物
ふ
う
な
大
ぶ
り
な
棚
を
作
っ
て
神
を
祭
る
。
早
乙
女
た

ち
の
道
行
き
も
あ
れ
ば
、
田
の
畦
で
踊
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
な
が
ら
田
植
を

風ふ
り
ゆ
う流

行
事
と
し
て
営
ん
だ
趣
で
あ
る
。『
田
植
草
紙
』
の
よ
う
に
詞
型
と
組
織

の
整
っ
た
田
植
歌
は
、
こ
の
よ
う
な
囃
し
田
を
背
景
に
し
て
成
熟
し
た
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
が
聴
い
た
須
賀
川
の
田
植
歌
の
背
景
は
「
仕
事
田
」
で
あ
ろ
う
か
、「
囃
し

田
」
で
あ
ろ
う
か
。「
囃
し
田
を
背
景
に
し
て
成
熟
し
た
」
ら
し
い
「
詞
型
と
組
織

の
整
っ
た
田
植
歌
」
で
あ
る
『
田
植
草
紙
』
の
田
植
歌
を
見
る
と
、

朝
の
歌
一
番
・
朝
哥
二
番
・
朝
う
た
三
ば
ん
・
朝
う
た
四
ば
ん
の
四
季

昼
哥
壱
ば
ん
・
昼
哥
二
ば
ん

酒
來
る
時
之
哥
・
酒
呑
う
て
後

昼
哥
三
ば
ん
・
昼
哥
四
ば
ん

晩
哥
壱
ば
ん
・
晩
哥
二
ば
ん
・
晩
哥
三
ば
ん
・
晩
哥
四
ば
ん

あ
が
り
哥

と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る	（
13
）。
そ
し
て
、
こ
れ
と
似
た
構
成
を
持
つ
江
戸
時
代
中

頃
の
陸
奥
の
田
植
歌
が
、本
居
宣
長
の
『
玉
勝
間
』
九
の
巻
に
記
録
さ
れ
て
い
る	（
14
）。

 
 

み
ち
の
く
の
田
う
ゑ
歌

陸
奥
の
田
植
歌
と
て
、
書
た
る
を
、
人
の
見
せ
た
る
、

弥ン

十
郎
、
あ
す
は
大
た
む
の
お
た
う
ゑ
だ
が
、
し
つ
た
か
し
ら
ぬ
か
、
太
郎

次
郎
、
か
ら
す
の
八
番
鳥
に
、
む
く
〳
〵
む
つ
く
り
と
、
む
く
し
り
起
、
大

く
ろ
小
く
ろ
、
墨
の
く
ろ
、
上
の
町
の
一
み
な
く
ち
、
そ
ろ
り
そ
つ
と
、
引

こ
ん
で
、
は
し
〳
〵
と
か
く
べ
い
ぞ
や
、

な
へ
と
り
、
種
は
千
石
、
お
ろ
し
申シ

た
が
、
ど
れ
が
葉ハ

広ヒ
ロ

は
や
わ
せ
、
お
と

り
や
れ
や
、
皆
お
し
な
べ
て
、
葉ハ

広ヒ
ロ

は
や
わ
せ
、
苗
の
中
の
鶯
は
、
世
を
ば

何
と
さ
へ
づ
る
、
蔵ク

ラ

枡マ
ス

に
十ト

か
き
そ
へ
て
、
お
く
ら
済ム

と
さ
へ
づ
る
、

朝
は
か
、
朝
は
か
の
一
み
な
く
ち
に
、
生
た
る
松
は
何
ま
つ
、
白
か
ね
の
銚

子
提ゲ

に
、
田
ぬ
し
い
は
ふ
若
松
、
々
々
の
一
の
枝
に
、
と
ま
る
鷹
が
巣
を
か

け
て
、
巣
の
う
ち
を
見
入
て
見
れ
ば
、
こ
も
ち
金
が
九
ツ
、
一
ツ
を
宇
賀
に

ま
ゐ
ら
せ
、
八
ツ
の
長
者
と
い
は
ゝ
れ
た
よ
、
け
ふ
の
田
う
ゑ
の
田
ぬ
し
殿

に
は
、
金
の
臼
が
七
か
ら
、
七
か
ら
八
か
ら
ま
し
て
立
た
は
、
長
者
殿
に
も

ま
す
べ
い
、
杵
が
十
六
女
が
三
十
三
人
、
三
十
三
人
の
其
中
で
は
、
ど
れ
が

目
に
つ
く
旅
人
、
紅
の
前
だ
れ
に
、
上ゲ

嶋
田
が
め
に
つ
く
、
旅
び
と
、

昼
上
り
、
日
を
見
れ
ば
、
ひ
る
ま
に
な
り
候
、
昼
い
ひ
も
ち
の
お
そ
さ
よ
、

昼
い
ひ
は
い
で
き
候
が
、
椀
を
何
具
そ
ろ
へ
た
、
百
三
具
揃
へ
た
、
昼
い
ひ

は
い
で
き
申
た
が
、
お
け
く
さ
に
な
に
〳
〵
、
い
そ
や
わ
か
め
苅
あ
げ
て
、

た
ひ
を
ま
ね
ぶ
く
ろ
か
ら
、

曲
、
鎌
倉
へ
の
ぼ
る
道
に
は
、
を
う
な
に
ゝ
た
る
石
あ
り
、
男
よ
り
て
手
だ

に
か
く
れ
ば
、
な
よ
れ
か
ゝ
る
石
あ
り
、
か
ま
く
ら
の
御
所
の
館ヤ

カ
タは

、
二
階

作
り
の
八
ツ
む
ね
に
、
む
ね
さ
は
し
を
ふ
せ
て
、
二
階
づ
く
り
の
八
ツ
む
ね
、

鎌
倉
の
御
所
の
屋
か
た
の
、
百
千
本
の
竹
の
子
、
百
千
本
が
の
た
つ
な
ら
、

御
所
は
名
所
と
な
る
べ
い
、

夕
暮
、
夕
ぐ
れ
に
出
て
見
れ
ば
、
前
田
わ
せ
が
そ
よ
め
く
、
そ
よ
め
か
ば
お
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か
り
や
れ
や
、
百
や
廿
余
人
、
百
廿
余
人
の
其
中
に
、
ど
れ
が
こ
な
た
の
聟ム

コ

殿
、
紅
の
鉢
巻
に
、
左
鎌
が
聟
殿
、

上
り
は
か
、
上
り
は
か
の
こ
ん
そ
め
に
は
、
誰
も
け
ん
て
に
か
け
る
な
、
玉

の
み
こ
し
で
む
か
へ
申
そ
、
誰
も
け
ん
て
に
か
け
る
な
、
笠
の
上
で
蝉
が
鳴

候
、
お
い
と
ま
申
ぞ
田
の
神
、

こ
れ
は
七
つ
の
歌
に
分
け
ら
れ
る
。
七
箇
所
の
改
行
の
は
じ
め
の
傍
線
部
「
弥ン

十

郎
」「
な
へ
と
り
」「
朝
は
か
」「
昼
上
り
」「
曲
」「
夕
暮
」「
上
り
は
か
」
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
歌
の
名
で
あ
る
。

渡
邊
昭
五
氏
は
『
田
植
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』	（
15
）
の
第
二
章
「
田
植
歌
謡
の
組

織
」
の
中
で
、「
３  

み
ち
の
く
の
田
う
ゑ
哥
」
と
し
て
、
こ
れ
を
「
組
織
の
一
面

か
ら
中
国
地
方
『
田
植
草
紙
』
系
の
も
の
と
比
較
検
討
し
て
」
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
一
日
の
田
植
の
作
業
を
時
間
的
に
追
っ
て
朝
・
昼
・
晩
と
単
純
に
分
け
ら

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
両
者
に
は
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
た
だ
、
最
初

の
歌
「
弥ン

十
郎
」
は
、
東
北
地
方
の
「
小
正
月
の
田
植
踊
歌
」
に
お
い
て
馴
染
み

深
い
名
で
あ
り
、「
す
な
わ
ち
一
年
の
始
め
に
際
し
、
祝
福
の
詞
を
以
て
収
穫
を
讃

え
な
が
ら
村
々
の
農
家
を
巡
幸
す
る
ま
れ
び
と
神
の
姿
を
象
っ
た
」
者
の
名
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
詞
章
の
類
似
す
る
一
面
も
こ
れ
ま
た
多
い
」
と
い

う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
似
て
い
る
面
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
、
渡
邊
氏
は
、

要
す
る
に
、
田
植
歌
は
構
成
が
大
で
あ
れ
小
で
あ
れ
、
ま
た
地
域
が
み
ち
の

く
の
果
て
か
、
瀬
戸
内
に
面
す
る
温
暖
地
帯
か
、
を
問
わ
ず
、
神
霊
の
約
諾

を
尋
ね
る
こ
と
な
く
し
て
行
う
も
の
は
、
つ
い
ぞ
こ
の
間
ま
で
一
つ
も
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
ま
と
め
て
い
る	（
16
）。「
み
ち
の
く
の
田
う
ゑ
歌
」
も
ま
た
「
囃
し
田
」
を
舞
台

と
し
た
田
植
歌
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
須
賀
川
で
芭
蕉
と
曽
良
が
聴
い

た
田
植
歌
が
、
宣
長
の
記
録
し
た
「
み
ち
の
く
の
田
う
ゑ
歌
」
と
ま
っ
た
く
同
じ

も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
共
通
す
る
構
成
と
呪
術
性
を
そ
な
え
た
歌
謡

で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

ま
た
、
地
域
的
に
も
時
代
的
に
も
近
い
、
会
津
の
佐
瀬
与
次
右
衛
門
に
よ
る

『
会
津
歌
農
書
』
も
参
考
に
な
る
。
筑
波
常
治
著
『
日
本
の
農
書
』	（
17
）
に
よ
れ
ば
、

元
禄
二
年
頃
か
ら
宝
永
初
年
頃
に
成
っ
た
、
農
業
の
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
約
一
七

〇
〇
首
の
和
歌
に
詠
ん
だ
農
書
で
あ
る
。
田
植
歌
の
歌
詞
そ
の
も
の
を
伝
え
て
い

る
資
料
で
は
な
い
が
、「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
横
山
邦
治
氏
が
こ
れ
を
取

り
上
げ
て
お
り
、

〇
さ
を
と
め
も
心
い
さ
ま
む
わ
け
て
此

 
 

 

は
や
し
田
植
は
に
ぎ
ハ
し
き
か
な   

（「（
一
二
）囃は

や
し田だ

植
」
項
の
歌
）

〇
い
つ
し
か
と
さ
な
ぶ
り
納
め
田
の
神
へ

 
 

 

造
酒
を
備
へ
て
祝
う
れ
し
さ   

（「（
二
一
）早さ

苗な

分ぶ

離り

祝い
ハ
ひ」

項
の
歌
）

〇
誰
が
里
も
大
さ
な
ぶ
り
や
日
を
ゑ
ら
び

 
 

 

村
一
同
は
祝
ひ
来
れ
り   

（「（
二
三
）大
早
苗
分
離
」
項
の
歌
）

ほ
か
の
歌
を
引
い
て
、
芭
蕉
が
「
現
存
す
る
安
芸
地
方
の
花
田
植
を
髣
髴
さ
せ
る

華
麗
な
田
植
行
事
を
実
見
し
た
」
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
も
「
囃
し
田
」
の
田

植
の
状
況
を
伝
え
る
資
料
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
や
や
時
代
は
下
っ
て
文
化
十
年
頃
に
書
か
れ
た
「
奥
州
白
川
風
俗
問

状
答
」
に
も
、
田
植
の
風
俗
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。
幕
臣
で
和
学
者
だ
っ
た

屋
代
弘
賢
は
、
諸
藩
の
家
臣
や
知
人
に
宛
て
て
「
風
俗
問
状
」
を
発
送
し
て
そ
の

答
え
を
求
め
た
が
、「
奥
州
白
川
風
俗
問
状
答
」
は
白
河
藩
士
の
駒
井
乗
邨
が
そ
れ

に
答
え
た
文
書
で
あ
る	（
18
）。
五
月
の
行
事
に
つ
い
て
屋
代
弘
賢
が
「
此
月
田
植
に

つ
き
何
條
の
事
候
哉
、
さ
び
ら
き
さ
の
ぼ
り
等
何
様
候
哉
、
田
植
歌
に
古
風
も
候
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は
ゞ
可
被
注
下
候
。」
と
問
う
た
の
に
対
し
、

郡
中
農
家
に
て
は
、
田
植
入
梅
之
節
、
田
植
よ
し
と
申
日
に
植
初
申
候
、
尤

其
日
は
小
豆
飯
煮
〆
等
に
て
祝
ひ
申
候
、
是
を
さ
び
ら
き
と
唱
申
候
。
植
仕

廻
は
さ
な
ぶ
り
と
申
て
、
其
日
植
仕
舞
の
田
の
水
口
よ
り
苗
を
三
か
ぶ
ぬ

き
、
そ
の
跡
へ
三
株
う
へ
替
、
初
に
ぬ
き
と
り
候
三
か
ぶ
は
家
へ
持
か
へ
り
、

釜
の
神
其
外
家
内
諸
神
へ
そ
な
へ
、
其
折
も
あ
づ
き
飯
煮
し
め
は
大
根
田
作

い
も
牛
房
い
か
と
う
ふ
の
類
を
肴
に
て
、
親
類
打
寄
酒
給
べ
申
候
、
是
を
さ

な
ぶ
り
祝
ひ
と
申
候
。
さ
の
ぼ
り
さ
な
ぶ
り
は
通
音
に
て
お
な
じ
事
歟
と
存

候
、
土
俗
国
風
の
な
ま
り
に
て
さ
な
ぶ
り
と
申
候
事
に
可
有
之
候
、
田
う
へ

う
た
、

 
 

な
ひ
の
中
の
う
ぐ
ひ
す
は
、
な
に
を
〳
〵
と
さ
へ
づ
る
、
く
ら
ま
す
に
と

か
き
そ
へ
て
た
わ
ら
つ
め
、
弥
ン
十
郎
と
さ
へ
づ
る
と
う
た
ひ
申
候
。

尤
う
た
数
は
多
く
有
之
趣
に
御
座
候
へ
共
、
い
づ
れ
も
歌
の
仕
舞
は
弥
ン
十

郎
と
留
申
候
、
夫
ゆ
へ
弥
ン
十
郎
ぶ
し
と
申
候
よ
し
、
芭
蕉
の
「
風
流
の
は

じ
め
や
奥
の
田
う
へ
唄
」
と
唫
じ
候
も
、
此
歌
を
聞
て
、
何
と
な
く
吟
じ
出

た
る
事
に
可
有
之
候
。

と
答
え
て
い
る
。
や
は
り
「
囃
し
田
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
、
御
馳
走
や
歌
唱
に
彩

ら
れ
た
賑
や
か
な
田
植
の
さ
ま
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
田
植
の
始
ま

り
を
「
さ
び
ら
き
」
と
言
っ
て
祝
い
、「
植
仕
舞
」
の
日
に
は
苗
三
株
を
家
内
の
諸

神
に
供
え
て
「
さ
な
ぶ
り
祝
ひ
」
を
す
る
と
い
う
。
曽
良
の
発
句
「
旅
衣
早
苗
に

包
食
乞
ん
」
は
、
家
内
の
神
々
に
苗
を
供
え
る
と
い
う
作
法
に
ち
な
ん
だ
句
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
前
引
の
「
み
ち
の
く

の
田
う
ゑ
歌
」
の
「
弥
十
郎
」
と
「
な
へ
と
り
」
に
類
す
る
田
植
歌
を
紹
介
し
て

も
い
る
。
そ
れ
を
芭
蕉
の
「
風
流
の
」
句
の
発
想
の
契
機
と
解
説
し
て
い
る
の
は

著
名
句
と
歌
謡
と
を
短
絡
さ
せ
た
記
事
と
言
う
べ
き
な
が
ら
、「
弥
ン
十
郎
ぶ
し
」

を
芭
蕉
が
聴
い
て
い
っ
た
と
い
う
伝
承
の
存
在
が
思
わ
れ
る
。

話
題
は
田
植
か
ら
逸
れ
る
が
も
う
一
箇
所
「
奥
州
白
川
風
俗
問
状
答
」
を
引
用

し
た
い
。
屋
代
弘
賢
か
ら
の
そ
の
次
の
質
問
項
目
は
「
此
月
蚕
飼
に
つ
き
行
事
候

哉
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
答
え
は
、

領
主
よ
り
世
話
に
て
、
當
時
は
蚕
飼
を
多
く
い
た
し
候
へ
ど
も
、
前
々
は
強

て
専
業
に
は
不
致
候
故
か
、
行
事
と
申
程
の
事
は
無
之
、
蚕
飼
之
節
鎮
守
の

社
家
へ
た
の
み
、
幣
を
切
貰
ひ
候
て
こ
が
ひ
の
処
に
立
、
或
は
祈
念
の
幣
を
、

鎮
守
社
へ
奉
納
い
た
し
候
ま
で
の
事
に
相
聞
候
。
前
に
記
し
た
る
こ
が
ひ
だ

ん
ご
く
ら
い
の
事
に
て
、
外
に
何
も
無
之
候
、
お
な
じ
奥
州
に
て
も
、
安
積

安
達
よ
り
伊
達
信
夫
等
の
郡
々
は
、
蚕
飼
を
専
業
に
い
た
し
候
へ
ば
、
行
事

も
多
く
有
之
よ
し
に
候
。

で
あ
っ
た
。
白
河
で
は
五
月
の
養
蚕
の
行
事
は
幣
を
立
て
た
り
神
社
に
奉
納
し
た

り
せ
い
ぜ
い
「
こ
が
ひ
だ
ん
ご
」	（
19
）
を
作
る
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
が
、
少
し
北
の
地

域
で
は
「
行
事
も
多
く
有
之
よ
し
」
だ
と
言
う
。
も
し
か
し
た
ら
須
賀
川
あ
た
り

の
行
事
で
は
「
蠶
飼
す
る
屋
に
小
袖
か
さ
な
る
」（「
風
流
の
」
歌
仙
の
曽
良
に
よ

る
挙
句
）
と
い
っ
た
光
景
が
見
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
曽
良
の
発
句

「
蠶
す
る
姿
に
残
る
古
代
哉
」
は
お
そ
ら
く
、
須
賀
川
の
養
蚕
の
行
事
を
見
聞
し
、

何
ら
か
の
特
殊
な
習
俗
に
触
れ
て
詠
ま
れ
た
句
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
、
奥
州
の
田
植
歌
お
よ
び
田
植
行
事
に
関
す
る
記
録
類
を
見
て
き
た

が
、
芭
蕉
と
曽
良
が
須
賀
川
で
体
験
し
た
田
植
行
事
が
「
囃
し
田
」
の
そ
れ
で
あ

る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
前
引
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』「
田
植

草
紙
」
項
の
「
背
景
」
に
言
う
「
豪
農
な
ど
が
近
郷
近
在
の
人
々
を
集
め
て
大
規

模
に
経
営
す
る
囃
し
田
」
の
田
植
で
あ
り
、
渡
邊
昭
五
氏
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
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「
神
霊
の
約
諾
」
を
得
る
た
め
に
、
集
ま
っ
た
人
々
に
饗
応
し
、
飾
り
立
て
た
牛

（
東
北
地
方
で
は
む
し
ろ
馬
が
主
か
）
や
早
乙
女
を
揃
え
、
田
植
歌
は
も
ち
ろ
ん
鳴

り
物
や
作
り
物
を
も
伴
い
な
が
ら
田
の
神
を
祭
る
、
た
い
へ
ん
賑
々
し
い
行
事

だ
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
等
躬
は
須
賀
川
の
「
里
正
」（
漢
語
と
し
て
の

意
味
は
「
里
の
お
さ
」）
だ
っ
た
と
言
わ
れ	（
20
）、
彼
の
屋
敷
跡
の
広
さ
か
ら
し
て

も
、
俳
書
刊
行
の
実
績
か
ら
し
て
も
、
大
が
か
り
な
田
植
行
事
を
主
宰
す
る
だ
け

の
地
位
と
財
力
を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
囃
し
田
」
の
田
植
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、「
田
植
哥
」
の
声
調
や
歌
詞
だ
け

を
褒
め
よ
う
と
し
た
と
い
う
よ
り
も
祭
と
し
て
の
田
植
行
事
の
総
体
を
褒
め
よ
う

と
し
た
と
見
る
方
が
、
等
躬
に
対
す
る
挨
拶
句
と
し
て
芭
蕉
の
意
識
の
実
際
に
近

い
に
違
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
芭
蕉
は
「
田
植
哥
」
の
語
に
よ
っ
て
行
事
全

体
を
代
表
さ
せ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
曽
良
は
等
躬
の
主
宰
す
る
田

植
行
事
を
「
主
ノ
田
植
」
と
呼
び
「
め
な
れ
ぬ
こ
と
ぶ
き
」
と
書
き
留
め
て
い
た

が
、
芭
蕉
も
ま
た
そ
の
地
方
色
あ
ふ
れ
る
「
こ
と
ぶ
き
」
に
興
味
深
く
接
し
、
神

事
と
し
て
の
性
格
も
帯
び
た
華
や
か
な
田
植
行
事
の
総
体
か
ら
感
銘
を
受
け
た
。

そ
し
て
そ
れ
を
「
お
く
」
の
伝
統
あ
る
習
俗
と
認
識
し
、
一
連
の
田
植
行
事
の
象

徴
と
し
て
「
田
植
哥
」
を
取
り
上
げ
て
、
第
一
章
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
「
風

流
の
初
や
」
と
表
現
し
た
も
の
と
思
う
。

右
の
よ
う
な
解
釈
に
立
つ
と
き
、
本
稿
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
「
都
ぶ
り
か

鄙
ぶ
り
か
」
と
い
う
問
題
の
答
え
は
、「
鄙
ぶ
り
」
で
あ
る
。「
お
く
」
ら
し
い
習

俗
な
れ
ば
こ
そ
、
等
躬
へ
の
挨
拶
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
田
植
哥
」

の
歌
詞
が
近
世
調
の
詞
型
だ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
主
要
な
問
題
で
は
な

く
、
そ
の
田
植
行
事
が
習
俗
と
し
て
古
い
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と

が
重
要
だ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

さ
て
、
元
禄
二
年
の
旅
を
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
作
品
化
す
る
に
あ
た
り
、
芭

蕉
は
「
風
流
の
」
句
の
意
味
と
役
割
を
大
き
く
変
え
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら

は
、
そ
の
変
更
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
、
①
田
植
に
関
す
る
記
事
を
補
っ

た
こ
と
、
②
「
風
流
の
」
句
を
陸
奥
と
い
う
国
全
体
へ
の
挨
拶
句
に
転
用
し
た
こ

と
、
③
「
風
流
」
と
い
う
語
の
意
味
を
「
俳
諧
そ
の
も
の
」
ま
た
は
「
俳
諧
と
し

て
の
理
想
的
境
地
」
に
変
え
た
こ
と
、
の
三
点
に
ま
と
め
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
①
田
植
に
関
す
る
記
事
を
補
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
。

第
一
章
で
芭
蕉
と
曽
良
の
行
動
と
句
作
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、
そ
こ
で
確
認
で

き
る
こ
と
は
、
田
植
行
事
は
須
賀
川
の
等
躬
宅
に
た
ど
り
つ
い
て
初
め
て
芭
蕉
や

曽
良
の
意
識
に
上
っ
て
き
た
話
題
で
あ
り
、
白
河
の
関
附
近
で
は
ま
だ
、
早
苗
に

目
を
留
め
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
田
植
と
い
う
わ
ざ
を
詠
も
う
と
は
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
白
河
の
関
の
直
前
、
芦
野
に
お
い
て
は
、

一 

芦
野
よ
り
白
坂
へ
三
リ
八
丁
。
芦
野
町
ハ
ヅ
レ
木
戸
ノ
外
茶
ヤ
松
本
市
兵

衛
前
よ
り
左
ノ
方
ヘ
切
レ
、
八
幡
ノ
大
門
通
リ
ミ
ゆ
。
左
ノ
方
ニ
遊
行
柳

有
。
其
西
ノ
四
五
丁
之
内
ニ
愛
岩
有
。
其
社
ノ
東
ノ
方
、
畑
岸
ニ
玄
仍
ノ

松
ト
テ
有
。
玄
仍
ノ
庵
跡
ナ
ル
ノ
由
。
其
邊
ニ
三
ツ
葉
芦
沼
有
。
見
渡
ス

内
也
。
八
幡
ハ
所
之
ウ
ブ
ス
ナ
也
。   

〈
元
禄
二
年
日
記
〉

と
い
う
よ
う
に
、
芦
野
の
木
戸
の
外
で
「
遊
行
柳
」
ほ
か
の
古
跡
を
見
物
し
て
い

る	（
21
）
が
、
そ
こ
で
詠
ん
だ
句
の
記
録
は
な
い
。
し
か
し
、
芭
蕉
は
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
に
は
、

又
清
水
流
る
ゝ
の
柳
ハ
、
芦
野
の
里
に
あ
り
て
、
田
の
畔
に
残
る　

此
所
の

郡
守
戸
部
某
の
、
此
柳
見
せ
ば
や
な
ど
、
折
〳
〵
に
の
給
ひ
き
こ
え
給
ふ
を
、
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い
づ
く
の
ほ
ど
に
や
と
、
思
ひ
し
を
、
け
ふ
こ
の
柳
の
か
げ
に
こ
そ
、
立
寄

侍
つ
れ

 

田
一
枚
植
て
立
去
ル
柳
か
な

と
い
う
句
文
を
、
芦
野
で
の
体
験
と
し
て
書
き
加
え
た
。「
田
一
枚
」
句
は
『
お
く

の
ほ
そ
道
』
が
初
出
で
あ
る
。
つ
ま
り
芭
蕉
は
、
須
賀
川
か
ら
見
て
白
河
の
関
を

挟
ん
で
対
称
的
な
位
置
に
あ
る
芦
野
に
、
も
う
一
つ
の
田
植
の
話
題
を
新
た
に
置

い
た
。
芦
野
の
遊
行
柳
で
の
田
植
は
優
美
な
能
の
世
界
を
背
景
と
し
た
田
植
、
白

河
の
関
を
越
え
て
出
会
っ
た
田
植
は
未
知
の
世
界
で
あ
る
「
お
く
」
の
田
植
、
と

い
う
、
内
容
に
変
化
を
つ
け
た
田
植
の
反
復
を
企
図
し
た
と
言
え
よ
う
。

関
連
し
て
、
白
河
の
関
を
過
ぎ
た
折
に
実
際
に
詠
ん
だ
、

早
苗
に
も
我
色
黒
き
日
数
哉

も
、
そ
れ
を
推
敲
し
た
、

西
か
東
か
先
早
苗
に
も
風
の
音

も
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
採
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
芭
蕉
句
は
初
案
も
再
案
も
、

昨
日
こ
そ
早
苗
と
り
し
か
い
つ
の
ま
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風
の
ふ
く 

 
 

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四
・
秋
歌
上
）

と
い
う
よ
み
人
し
ら
ず
の
の
著
名
歌
に
、『
袋
草
紙
』
に
「
能
因
、
実
は
奥
州
に
下

向
せ
ず
。
こ
の
歌
を
詠
ま
ん
が
為
に
窃
か
に
籠
居
し
て
、
奥
州
に
下
向
の
由
を
風

聞
と
云
々
」
と
伝
え
ら
れ
る
、

都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関 

 
 

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
九
・
羈
旅
）

の
能
因
法
師
の
歌
の
逸
話
を
絡
ま
せ
た
俳
諧
で
あ
る
。
再
案
形
が
等
躬
の
編
ん
だ

俳
書
『
荵し

の
ぶ
ず
り摺

』
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
芭
蕉
の
自
信
作
だ
っ
た
は
ず

だ
。
だ
が
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
と
っ
て
単
な
る
早
苗
の
景
の
描
写
は
、
田
の
話

題
が
続
く
と
い
う
意
味
で
は
く
ど
く
、
せ
っ
か
く
描
き
分
け
た
二
つ
の
田
植
に

と
っ
て
は
紛
ら
わ
し
い
の
で
採
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
田
植
に
関
す
る

話
題
と
し
て
は
少
し
後
に
も
「
早
苗
と
る
手
も
と
や
む
か
し
し
の
ぶ
摺
」
句
が
あ

る
が
、
句
の
中
心
は
「
し
の
ぶ
摺
」
で
あ
り
、「
早
苗
と
る
」
は
先
行
す
る
二
つ
の

田
植
の
余
韻
と
し
て
働
い
て
い
る
。

な
お
、
田
植
を
配
置
し
た
編
集
の
意
義
に
つ
い
て
は
宮
脇
真
彦
氏
に
詳
論
が
あ

る	（
22
）。
宮
脇
氏
は
、
白
河
の
関
は
「〈
都－

鄙
〉
の
境
界
と
し
て
の
場
」
で
あ
り
、

芦
野
に
お
け
る
柳
と
田
の
和
歌
的
構
図
と
、
須
賀
川
で
披
露
さ
れ
た
陸
奥
の
田
植

歌
と
が
「
好
一
対
を
な
し
て
配
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
こ
に
意
図
的
に
「〈
雅

－

俗
〉
の
大
き
な
落
差
」
が
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、

芦
野
の
条
に
田
植
を
追
加
し
た
こ
と
に
は
そ
う
し
た
意
図
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

次
に
、
②
「
風
流
の
」
句
を
陸
奥
と
い
う
国
全
体
へ
の
挨
拶
句
に
転
用
し
た
こ

と
に
つ
い
て
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
の
「
風
流
の
」
句
は
、
等
躬
の
家
の
田
植
行

事
に
接
し
て
そ
の
習
俗
に
古
き
伝
統
を
感
じ
と
っ
て
の
挨
拶
句
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
を
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
、

す
か
川
の
驛
に
、
等
窮
と
い
ふ
も
の
を
た
づ
ね
て
、
四
五
日
と
ゞ
め
ら
る
、

先
白
河
の
関
、
い
か
に
こ
え
つ
る
に
や
と
問
、
長
途
の
く
る
し
み
、
身
心
つ

か
れ
、
且
は
、
風
景
に
魂
う
ば
ゝ
れ
懐
旧
に
腸
を
断
て
、
は
か
〴
〵
し
う
、

お
も
ひ
め
ぐ
ら
さ
ず

 

風
流
の
初
や
お
く
の
田
植
う
た

無
下
に
、
こ
え
む
も
さ
す
が
に
と
語
れ
ば
、
脇
第
三
と
つ
ゞ
け
て
、
三
巻
と

な
し
ぬ

と
、
白
河
の
関
を
越
え
て
の
感
慨
を
詠
ん
だ
句
と
し
た
。「
田
植
う
た
」
を
、「
等
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窮
」
が
主
の
そ
れ
か
ら
、
主
人
公
が
「
お
く
」
の
道
々
耳
に
し
た
そ
れ
に
移
し
替

え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
同
じ
発
句
が
、「
お
く
」
す
な
わ
ち
広
い
陸
奥
の
国

全
体
に
対
す
る
、
主
人
公
か
ら
の
挨
拶
句
と
な
っ
た
。
等
躬
と
芭
蕉
の
間
に
現
実

に
こ
う
し
た
や
り
と
り
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
芭
蕉

の
創
作
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
の
「
等
窮
」
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
上
野
洋
三
氏

が
「
高
度
の
数
寄
者
」「
新
天
地
の
関
守
」
と
言
い	（
23
）、
そ
れ
を
受
け
た
宇
城
由

文
氏
が
「
風
流
を
解
す
る
気
骨
あ
る
人
物
と
の
最
初
の
出
会
い
で
あ
り
、
最
初
の

俳
諧
的
試
練
で
あ
る
」
と
言
う	（
24
）
が
、
い
ず
れ
も
首
肯
で
き
る
。

実
際
に
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
成
稿
以
前
、
元
禄
四
年
刊
『
猿
蓑
』
巻
之
二
に

す
で
に
、

 

し
ら
川
の
関
こ
え
て

風
流
の
は
じ
め
や
奥
の
田
植
う
た　
　
　
　
　

芭
蕉

と
い
う
形
で
「
風
流
の
」
句
が
収
録
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
芭
蕉
は
、
右

の
よ
う
な
挨
拶
先
の
変
更
を
、
元
禄
二
年
の
旅
か
ら
さ
ほ
ど
時
間
を
置
か
ず
に
思

い
つ
い
た
と
推
測
で
き
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
③
「
風
流
」
と
い
う
語
の
意
味
を
「
俳
諧
そ
の
も
の
」
ま

た
は
「
俳
諧
と
し
て
の
理
想
的
境
地
」
に
変
え
た
こ
と
に
つ
い
て
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
お
け
る
「
風
流
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
金
田
房

子
氏
に
卓
論
が
あ
っ
た	（
25
）。
金
田
氏
に
よ
れ
ば
、

旅
の
辛
苦
の
中
で
和
歌
以
来
の
伝
統
的
詩
心
に
接
し
た
と
き
に
、
最
も
理
想

的
な
「
風
流
」
の
境
地
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
俳
諧
作
品
と
し
て
結
晶
す
る

の
で
あ
り
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
三
度
用
い
ら
れ
る
「
風
流
」
は
、
旅
に

あ
っ
て
こ
そ
感
得
で
き
る
詩
心
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
芭
蕉
が
意
識
的
に

用
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
の
こ
と
で
あ
り
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
お
い
て
「
風
流
」
と
は
「
芭
蕉
に
と
っ

て
理
想
的
境
地
で
も
あ
り
、
俳
諧
そ
の
も
の
を
も
指
し
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
金
田
氏
の
見
解
に
賛
成
し
、
金
田
氏
の
所
論
に
多
く
を
負
い
な
が
ら
、『
お

く
の
ほ
そ
道
』
に
お
い
て
「
風
流
の
」
句
で
芭
蕉
が
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
か

を
私
な
り
に
考
え
た
い
。

「
風
流
の
」
句
以
外
の
「
風
流
」
の
二
例
は
、
ま
ず
、

名
取
川
を
わ
た
つ
て
、
仙
臺
に
入
、
あ
や
め
ふ
く
日
也
、
旅
宿
を
も
と
め
て
、

四
五
日
逗
留
ス
、
爰
に
畫
工
加
右
衛
門
と
云
も
の
あ
り
、
聊
心
あ
る
も
の
と

聞
て
、
知
る
人
に
な
る
、（
中
略
）
猶
松
嶋
、
塩
が
ま
の
、
所
〴
〵
畫
に
か
き

て
送
る
、
且
、
紺
の
染
緒
つ
け
た
る
、
草
鞋
二
足
は
な
む
け
す
、
さ
れ
バ
こ

そ
、
風
流
の
し
れ
も
の
、
爰
に
至
り
て
其
實
を
あ
ら
は
す

 
 

あ
や
め
草
足
に
結
ん
草
鞋
の
緒

で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
は
、

も
が
み
川
、
乗
ら
ん
と
、
大
石
田
と
、
云
と
こ
ろ
に
、
日
和
を
待
、
爰
に
、

古
き
誹
諧
の
、
た
ね
、
落
こ
ぼ
れ
て
、
わ
す
れ
ぬ
花
の
、
む
か
し
を
し
た
ひ
、

芦
角
一
聲
の
、
心
を
や
ハ
ら
げ
、
此
道
に
、
さ
ぐ
り
あ
し
し
て
、
新
古
、
ふ

た
道
に
、
ふ
ミ
ま
よ
ふ
と
、
い
へ
ど
も
、
道
し
る
べ
す
る
、
人
し
な
け
れ
ば

と
、
わ
り
な
き
一
巻
を
残
し
ぬ
、
こ
の
た
び
の
風
流
、
爰
に
、
い
た
れ
り

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
金
田
氏
は
こ
の
二
例
に
共
通
す
る
「
爰
に
至
り
て
」
の
言

い
回
し
に
つ
い
て
、「
感
情
を
強
調
す
る
際
の
成
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、

「
爰
」
は
指
示
語
と
し
て
の
働
き
を
持
た
な
い
」、「
感
動
が
極
ま
っ
た
と
き
に
芭
蕉

が
好
ん
で
使
う
言
葉
で
あ
っ
て
、「
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
！
」
と
訳
し
た
方
が
よ
い

よ
う
な
強
い
調
子
を
持
つ
表
現
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
、「
爰
」

を
指
示
語
と
見
る
従
来
の
一
般
的
な
解
釈
は
修
正
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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右
二
例
の
「
風
流
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。「
畫
工
加
右
衛
門
」
を
評
し
た

「
風
流
の
し
れ
も
の
」
が
「
俳
諧
に
狂
っ
て
い
る
者
」
と
い
う
称
賛
の
言
葉
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
風
流
」
は
「
俳
諧
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
大

石
田
の
例
は
、
こ
れ
も
金
田
氏
の
文
章
か
ら
引
け
ば
「
大
石
田
の
人
々
と
の
交
流
、

そ
し
て
巻
い
た
歌
仙
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
感
極
ま
る
ほ
ど
に
素
晴
ら
し
い
風

流
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
風
流
」
は
「
俳
諧
と
し
て
の

理
想
的
境
地
」
で
あ
る
。

で
は
「
風
流
の
」
句
の
「
風
流
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
、
同
じ
『
お

く
の
ほ
そ
道
』
の
中
で
他
の
二
例
と
大
き
く
違
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、「
俳

諧
」
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
②
で
述
べ
た
よ
う

に
こ
の
句
が
「
お
く
」
全
体
へ
の
挨
拶
と
さ
れ
た
な
ら
ば
、「
俳
諧
と
し
て
の
理
想

的
境
地
」
を
指
し
て
い
る
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
文
脈

に
即
し
て
説
明
す
れ
ば
、
歌
枕
で
あ
る
白
河
の
関
を
ど
の
よ
う
に
越
え
た
か
と
問

わ
れ
た
主
人
公
は
、「
い
に
し
え
の
数
多
の
歌
人
た
ち
の
よ
う
な
立
派
な
越
え
方

は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
か
わ
り
俳
諧
師
の
旅
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し

く
、
陸
奥
で
こ
れ
か
ら
出
会
う
は
ず
の
理
想
的
俳
諧
の
最
初
の
経
験
と
し
て
、
奥

の
田
植
歌
を
耳
に
し
な
が
ら
越
え
て
き
ま
し
た
」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
、「
…
…
と
語
れ
ば
、
脇
第
三
と
つ
ゞ
け
て
、
三
巻
と
な
し
ぬ
」
と
続
く
こ
と
か

ら
は
、「
初
」
に
は
白
河
の
関
を
越
え
て
初
め
て
の
俳
諧
興
行
と
い
う
意
味
も
含
ま

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
奥
の
田
植
う
た
」
を
以
て
、
我
々
が
出
会
っ
て
最
初

の
俳
諧
を
始
め
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
心
で
あ
る
。
そ
の
含
み
に
お
い
て
は
、「
風

流
」
は
「
俳
諧
そ
の
も
の
」
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
お
い
て
「
風
流
」
の
意
味
を
変
更
し
て
新

た
に
仙
台
と
大
石
田
の
二
箇
所
に
も
配
置
し
た
一
方
で
、
芭
蕉
は
、
あ
っ
た
は
ず

の
「
風
流
」
の
語
を
一
つ
削
除
し
て
い
る
。〈
俳
諧
書
留
〉
に
、

五
月
乙
女
に
し
か
た
望
ん
し
の
ぶ
摺

と
書
か
れ
て
い
た
発
句
が
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
、

早
苗
と
る
手
も
と
や
む
か
し
し
の
ぶ
摺

に
改
め
ら
れ
、
当
初
「
風
流
の
む
か
し
に
お
と
ろ
ふ
る
事
ほ
い
な
く
て
」
と
あ
っ

た
直
前
の
文
は
、
文
字
摺
り
石
の
状
況
を
述
べ
て
か
ら
「
さ
も
あ
る
べ
き
事
に
や
」

と
の
み
の
、
そ
っ
け
な
い
表
現
に
短
縮
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
文
字
摺
り
石
の
箇
所

で
は
、
か
つ
て
の
「
古
俗
尊
重
の
心
」
と
で
も
言
う
べ
き
限
定
的
な
意
味
の
「
風

流
」
を
、
慎
重
に
消
去
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
逆
に
、「
風
流
」
の
語
に
か
つ
て
こ
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
概
念
が
、

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
形
を
変
え
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

其
夜
、
目
盲
法
師
の
、
琵
琶
を
な
ら
し
て
、
奥
上
る
り
と
云
も
の
を
、
か
た

る
、
平
家
に
も
あ
ら
ず
、
舞
に
も
あ
ら
ず
、
ひ
な
び
た
る
、
調
子
打
上
て
、

枕
ち
か
う
、
か
し
ま
し
け
れ
ど
、
さ
す
が
に
、
邊
国
の
、
遺
風
わ
す
れ
ざ
る

も
の
か
ら
、
殊
勝
に
、
覚
ら
る

か
つ
て
「
風
流
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
発
想
を
、「
邊
国
の
、
遺
風
わ
す
れ
ざ
る
」

と
言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
①
と
し
て
述
べ
た
二
つ
の
田
植
に
似

て
、「
邊
国
」
の
語
に
よ
っ
て
こ
こ
で
も
「
都
ぶ
り
／
鄙
ぶ
り
」
の
対
立
軸
を
強
調

し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

お
わ
り
に

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
、
旅
す
る
俳
諧
師
が
、
旅
の
苦
労
や
喜
び
を
「
風
流
」
第

一
の
価
値
観
に
従
っ
て
語
る
紀
行
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
文
学
研
究
の
側
に
い
る
者
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は
、
元
禄
二
年
の
芭
蕉
の
旅
を
つ
い
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
語
り
に
沿
っ
て
読
み

が
ち
で
、
旅
の
現
実
の
諸
事
情
を
見
落
と
し
や
す
い
よ
う
に
思
う
。

芭
蕉
と
曽
良
が
須
賀
川
に
た
ど
り
着
い
た
時
た
ま
た
ま
等
躬
の
家
の
田
植
が

あ
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
言
い
換
え

れ
ば
、
等
躬
が
主
で
あ
る
田
植
を
軽
く
見
て
き
た
。
だ
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
実

情
は
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
芭
蕉
は
等
躬
の
家
の
華
々
し
い
田
植
行
事
の

た
め
に
俳
諧
師
と
し
て
招
か
れ
日
程
の
調
整
を
図
り
な
が
ら
須
賀
川
に
や
っ
て
き

た
、
と
い
う
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
等
躬
宅
に
着
い
て
す
ぐ
に
三
吟
俳
諧
を

興
行
し
、
田
植
の
翌
日
に
も
可
伸
の
庵
で
俳
諧
を
興
行
し
た
の
も
み
な
田
植
の
行

事
の
一
部
で
、
そ
れ
ら
の
俳
諧
作
品
は
田
の
神
へ
の
奉
納
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ

た
、
と
い
う
見
方
は
は
た
し
て
荒
唐
無
稽
だ
ろ
う
か
。

そ
の
あ
た
り
を
明
ら
め
る
た
め
に
は
、
俳
諧
師
や
連
歌
師
が
田
植
な
ど
の
神
事

に
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
か
を
、
幅
広
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
今
後
の

課
題
と
し
て
銘
記
す
る
も
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

『
日
本
歌
謡
の
発
生
と
展
開
』（
明
治
書
院
、
一
九
七
二
）
所
収
。

（
2
） 

『
奥
の
細
道
行
脚
』（
溪
水
社
、
一
九
九
七
）
所
収
。
初
出
は
『
文
教
國
文
学
』
第
二

十
三
号
、
一
九
八
九
年
三
月
。「
再
攷
」
と
あ
る
の
は
、
同
書
所
収
「「
お
く
の
ほ
そ
道
」

再
見
―
日
光
か
ら
白
河
ま
で
㈡
―
」
で
当
該
の
句
に
簡
単
に
触
れ
た
こ
と
を
受
け
て

の
謂
い
で
あ
る
。

（
3
） 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
七
。
引
用
の
箇
所
は
120
・
121
頁
。

（
4
） 

引
用
は
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書  

芭
蕉
紀
行
文
集
』（
八
木
書
店
、
一
九
七
二
）
所

収
「
曽
良
旅
日
記
」
の
影
印
に
よ
っ
た
。
同
書
解
題
に
よ
れ
ば
「
曽
良
旅
日
記
」
は
〈
神

名
帳
抄
録
〉〈
歌
枕
覚
書
〉〈
元
禄
二
年
日
記
〉〈
元
禄
四
年
日
記
〉〈
俳
諧
書
留
〉〈
雑
録
〉

の
六
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
引
用
に
当
た
っ
て
は
濁
点
や
句
読
点
を
加
え
た
。「
よ

り
」
の
合
字
は
開
く
な
ど
、
読
み
や
す
い
字
を
用
い
た
。
ち
な
み
に
、『
曽
良
旅
日
記
』

の
〈
歌
枕
覚
書
〉
に
も
、「
白
河
関
」
の
地
理
的
情
報
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。「
下
野

奥
州
ノ
堺
、
並
テ
両
国
ノ
堺
ノ
明
神
両
社
有
、
前
ハ
茶
屋
也
。
古
ノ
関
ハ
東
ノ
方
弐
リ

半
程
ニ
籏
ノ
宿
ト
云
有
。
ソ
レ
ヨ
リ
壱
リ
程
下
野
ノ
方
追
分
ト
云
所
也
。
今
モ
両
国
ノ

堺
也
。」

（
5
） 

そ
の
書
簡
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
何
云
宛
芭
蕉
真
蹟
書
簡
を
出
光
美
術
館
が
所
蔵
し

て
い
る
。
全
体
が
「
白
河
の
風
雅
聞
も
ら
し
た
り
、
い
と
残
多
か
り
け
れ
ば
、
須
か
川

の
旅
店
よ
り
申
し
つ
か
は
し
侍
る
。
／
は
せ
を
／
関
守
の
宿
を
水
鶏
に
と
は
ふ
も
の
／

又
白
河
愚
句
、
色
黒
き
と
い
ふ
句
、
乍
単
よ
り
申
参
候
よ
し
。
か
く
申
直
し
候
。
／
西

か
東
か
先
早
苗
に
も
風
の
音
／
何
云
雅
丈
」
と
い
う
短
い
文
面
で
あ
る
。『
芭
蕉
全
図

譜
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
）
の
345
番
。
な
お
、
解
説
編
に
は
「
何
云
の
添
状
一
通
」

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。「
予
壮
年
の
比
、
陸み

ち

の
お
く
白
河
に
住
侍
る
に
、
俳
諧
を
翫
び
、

俳
名
聊
そ
の
ほ
と
り
に
鳴
り
ぬ
。
武
府
に
風
雅
を
か
よ
は
し
て
、
其
道
の
匠
人
に
消
息

を
取
か
は
し
な
ど
し
侍
る
。
か
の
比こ

ろ

、
芭
蕉
翁
桃
青
の
ぬ
し
は
塵
世
を
の
が
れ
行
脚
の

身
と
な
り
て
、
奥
羽
に
く
だ
り
た
ま
へ
る
序
、
予
を
訪
ひ
た
ま
は
ん
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
侍

れ
ど
、
俗
事
い
や
し
く
打
過
、
須
ケ
川
の
羈
よ
り
比
消
息
を
な
ん
お
く
ら
れ
け
る
。
誠

に
つ
た
な
き
や
つ
が
れ
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
道
の
芳
志
浅
か
ら
ざ
る
や
、
是
を
文ふ

ば
こ

の
底
に
し
て
年
を
経
ぬ
（
以
下
略
）」。

（
6
） 

「
籏
ノ
宿
ノ
下0

里
程
下
野
ノ
方
」
は
「
籏
ノ
宿
ノ
一0

里
程
下
野
ノ
方
」
の
書
き
誤
り
か
。

（
7
） 

発
句
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
風
流
の
」
歌
仙
の
曽
良
に
よ
る
挙
句
に

「
蠶
飼
す
る
屋
に
小
袖
か
さ
な
る
」
と
し
て
活
か
さ
れ
た
。

（
8
） 

「
物
忌
」
は
「
田
植
」
の
行
事
の
一
部
だ
ろ
う
。
櫻
井
武
次
郎
氏
は
『
奥
の
細
道
行
脚  

『
曽
良
旅
日
記
』
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）
に
お
い
て
「
田
植
え
の
行
事
と

関
連
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
を
、
神
道
に
関
心
の
あ
っ
た
曽
良
に
は
興
味
深
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。」
と
言
う
（
45
頁
）。

（
9
） 

「
風
流
」
の
語
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
考
察
と
し
て
は
、
岡
崎
義
恵
氏
『
日
本
藝
術
思

潮
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
三
）
に
「
俳
諧
の
風
雅
と
風
流
」
ほ
か
一
連
の
論
考
が
あ
る
。

ま
た
、
小
西
甚
一
氏
に
「
風
流
と
風
狂
」（『
岩
波
講
座
日
本
文
学
と
仏
教
第
五
巻  

風
狂

と
数
奇
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
）
が
あ
る
。
な
お
、「
田
植
」
に
関
す
る
「
風



16

流
」
の
使
用
例
が
、
貞
享
三
年
成
立
の
『
初
懐
紙
評
註
』
に
あ
る
。
前
句
「
永
禄
は
金

こ
が
ね

乏
し
く
松
の
か
ぜ  

仙
化
」
に
付
け
ら
れ
た
朱
絃
句
へ
の
芭
蕉
の
「
評
註
」
に
、

 
 

 
 

 

近
江
の
田
植
美
濃
に
恥
ら
む　
　
　
　
　
　
　

朱
絃

 
 

 
 

只
上
代
の
躰
也
。
金
乏
と
い
ふ
よ
り
む
か
し
を
言
句
也
。
昔
は
物
毎
簡
略
に
し
て

金
も
と
ぼ
し
き
事
、
人
々
言
傳
へ
侍
る
。
近
江
美
濃
の
ち
か
き
所
に
て
田
植
な
ど

の
風
流
も
遠
き
田
舎
と
は
違
ふ
べ
し
。

 

と
、「
風
流
」
の
語
が
見
出
せ
る
。「
田
植
な
ど
の
風
流
」
は
、「
田
植
な
ど
」
の
行
事
を

「
風
流
」
と
言
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
田
植
な
ど
」
に
際
し
て
の
飾
り
物
の

「
風ふ

流り
ゆ
う」

の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
、
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
10
） 

『
芭
蕉
俳
諧
の
精
神
』（
清
水
弘
文
堂
、
一
九
七
〇
）
第
一
章
第
四
節
「
不
易
流
行
説
」、

お
よ
び
、『
芭
蕉
俳
諧
の
精
神
拾
遺
』（
清
水
弘
文
堂
、
一
九
九
一
）
第
二
章
第
十
二
節

「『
奥
の
細
道
』
に
あ
ら
わ
れ
た
東
北
の
風
俗
」。
最
初
の
引
用
は
前
者
（
一
九
六
頁
）、
続

く
二
つ
の
引
用
は
後
者
（
四
三
八
頁
）
に
よ
っ
た
。

（
11
） 

な
お
、
赤
羽
学
氏
は
、「
風
流
の
」
歌
仙
の
等
躬
の
脇
句
「
覆い

盆ち

子ご

を
折
て
我
ま
う
け

草
」
に
つ
い
て
、「
覆
盆
子
」
が
田
植
行
事
の
飾
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
、『
虚
栗
』

所
収
の
露
草
の
発
句
「
覆
盆
子
折
ル
田
歌
の
か
ざ
し
五
月
蓑
」
を
挙
げ
て
指
摘
し
て
も

い
る
（『
芭
蕉
俳
諧
の
精
神
拾
遺
』
四
三
七
頁
）。

（
12
） 

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
。「
田
植
草
紙
」
項
の

執
筆
は
友
久
武
文
氏
。

（
13
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
中
世
近
世
歌
謡
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
）
所
収
「
田
植

草
紙
」
翻
刻
に
よ
っ
た
。

（
14
） 

日
本
思
想
大
系
『
本
居
宣
長
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
歌

ご
と
に
改
行
し
た
。
同
書
の
注
に
よ
れ
ば
、
寛
政
三
・
四
年
頃
の
筆
録
と
い
う
。

（
15
） 

三
弥
井
書
店
、
一
九
七
九
。

（
16
） 

東
北
の
田
植
歌
の
歌
詞
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
ま
た
、
小
野
恭
靖
氏
の
『
歌
謡
文

学
の
心
と
言
の
葉
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
）
第
Ⅰ
章
第
13
節
「
田
植
踊
歌
の
風
流
」

が
あ
る
。「
各
地
の
民
俗
歌
謡
の
中
に
、
そ
の
土
地
独
自
の
表
現
を
超
え
た
、
い
わ
ゆ
る

流
行
表
現
や
流
行
歌
謡
の
詞
章
の
一
部
が
認
め
ら
れ
る
事
実
」
を
論
じ
て
お
り
、「
み
ち

の
く
の
田
う
ゑ
歌
」
中
で
は
「
弥
十
郎
」
と
「
鎌
倉
」
云
々
の
歌
謡
に
関
連
す
る
記
述

が
あ
る
。

（
17
） 

中
公
新
書
、一
九
八
七
。
56
～
85
頁
。
歌
の
引
用
は
注
２
の
横
山
邦
治
氏
論
考
に
よ
っ
た
。

（
18
） 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
鴬
宿
雑
記
』
第
二
百
九
十
八
に
駒
井
乗
邨
（
号
、
鴬
宿
）
の

自
筆
本
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
引
用
は
同
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
公
開
画
像
に

よ
っ
た
。
中
山
太
郎
氏
に
よ
る
『
諸
国
風
俗
問
状
答
』（
東
洋
堂
、
一
九
四
二
）
に
翻
刻

が
あ
る
。

（
19
） 

「
奥
州
白
川
風
俗
問
状
答
」
の
二
月
の
神
事
に
つ
い
て
の
記
事
に
「
蚕
飼
を
い
た
し
候

も
の
は
、
日
を
撰
み
鎮
守
へ
團
子
備
へ
こ
が
ひ
を
祈
候
、
又
蚕
飼
済
た
る
時
も
團
子
備

候
、
是
を
蚕
飼
だ
ん
ご
と
称
し
候
。」
と
あ
る
。

（
20
） 

尾
形
仂
氏
『
お
く
の
ほ
そ
道
注
釈
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
一
）
128
頁
に
よ
っ
た
が
、

「
里
正
」
と
い
う
表
現
の
出
典
は
不
明
。
諸
注
に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
駅
長
」
と
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
。

（
21
） 

「
玄
仍
」
は
「
兼
載
」
の
誤
り
。

（
22
） 

「
雅
俗
の
田
植
―『
お
く
の
ほ
そ
道
』
白
河
の
関
前
後
―
」（『
東
横
国
文
学
』
第
三

十
号
、
一
九
九
九
・
三
）。

（
23
） 

『
芭
蕉
論
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
）
所
収
「
人
物
の
形
象
に
つ
い
て
―『
奥
の
細

道
』
の
構
成  

二
―
」。
初
出
は
『
女
子
大
文
学
』
第
三
十
一
号
、
一
九
八
〇
・
三
の

「『
奥
の
細
道
』
の
構
成
―
人
物
の
形
象
に
つ
い
て
―
」。

（
24
） 

森
川
昭
氏
責
任
編
集
『
論
集
近
世
文
学
４  

俳
諧
史
の
新
し
い
地
平
』（
勉
誠
社
、
一

九
九
二
）
所
収
「
風
流
の
初
―
『
奥
の
細
道
』
試
論
―
」。

（
25
） 

「『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
「
風
流
」
―「
爰
に
至
り
て
」
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」（『
東

西
人
文
学
』
第
五
十
号
、
二
〇
一
五
・
一
二
、
韓
国
・
啓
明
大
学
校
・
人
文
科
学
研
究

所
）、
お
よ
び
、「
紺
の
染
緒
―『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
「
風
流
」・
追
考
―
」（『
俳
文

学
報
』（
会
報  

大
阪
俳
文
学
研
究
会
）
第
五
十
号
、
二
〇
一
六
・
一
〇
）。
本
稿
で
の
引

用
は
後
者
に
よ
っ
た
。


