
正
岡
子
規
一
派
の
蕪
村
調
と
﹁
俳
句
ら
し
さ
﹂

︱
内
藤
鳴
雪
﹁
秋
の
水
湛
然
と
し
て
日
午
な
り
﹂
に
つ
い
て

︱

青

木

亮

人

は
じ
め
に

小
説
と
俳
句
は
何
が
異
な
る
だ
ろ
う
︒
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
が
あ
る
と
し
て
も
︑

何
よ
り
小
説
は
散
文
を
無
数
に
連
ね
ら
れ
る
の
に
対
し
︑
俳
句
は
十
七
字
で
作

品
を
完
結
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
異
な
る
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
︒
例
え
ば
︑

町
の
外
を
歩
き
始
め
た
男
児
が
眺
め
る
風
景
は
︑
小
説
で
は
次
の
よ
う
に
描
か

れ
る
︒

日
は
午ご

な
り
︒
あ
ら
ゝ
木
の
た
ら
た
ら
坂
に
樹
の
蔭
も
な
し
︒
寺
の
門
︑

植
木
屋
の
庭
︑
花
屋
の
店
な
ど
︑
坂
下
を

挟
さ
し
は
さ

み
て
町
の
入
口
に
は
あ
た

れ
ど
︑
の
ぼ
る
に
從
ひ
て
︑
た
ゞ
畑
ば
か
り
と
な
れ
り
︒
番
小
屋
め
き
た

る
も
の
小
だ
か
き
処
に
見
ゆ
︒
谷
に
は
菜
の
花
残
り
た
り
︒
路
の
右
左
︑

躑
躅
の
花
の
紅
な
る
が
︑
見
渡
す
方か

た

︑
見
返
る
方
︑
い
ま
を
盛
な
り
き
︒

あ
り
く
に
つ
れ
て
汗
少
し
い
で
ぬ
︒

空
よ
く
晴
れ
て
一
点
の
雲
も
な
く
︑
風
あ
た
ゝ
か
に
野の

面づ
ら

を
吹
け
り
︒

一
人
に
て
は
行
く
こ
と
な
か
れ
と
︑
優
し
き
姉
上
の
い
ひ
た
り
し
を
︑

肯き

か
で
︑
し
の
び
て
来
つ
︒
お
も
し
ろ
き
な
が
め
か
な
︒︵
泉
鏡
花
﹁
龍

潭
譚
﹂︑﹁
文
芸
倶
楽
部
﹂
明
治
二
十
九
年
十
一
月
号
︒
ル
ビ
等
は
適
宜
改

め
た
︶

千
里
と
呼
ば
れ
る
そ
の
子
ど
も
は
︑
姉
に
忠
告
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑

陽
気
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
歩
き
始
め
︑
躑
躅
の
咲
き
乱
れ
る
路
を
逍
遙
す
る
︒

﹁
日
は
午
な
り
﹂
︑
つ
ま
り
正
午
に
千
里
は
彷
徨
し
始
め
た
の
で
あ
り
︑﹁
た
ら

た
ら
坂
に
樹
の
蔭
も
な
し
﹂
と
あ
る
の
は
︑
太
陽
が
中
天
に
輝
く
時
刻
ゆ
え
に

他
な
ら
な
い
︒
時
は
初
夏
︑
爽
や
か
な
風
と
盛
夏
を
想
わ
せ
る
日
ざ
し
が
地
上

に
訪
れ
る
時
節
で
あ
り
︑
千
里
は
歩
く
に
つ
れ
て
﹁
汗
少
し
い
で
ぬ
﹂︒
そ
れ

は
晩
春
か
ら
初
夏
に
移
り
つ
つ
あ
る
季
節
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
︑
町
の
外
の

桃
源
郷
と
見
ま
が
う
風
景
を
夢
中
で
歩
く
千
里
の
昂
揚
を
想
わ
せ
る
一
節
で
も
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岡
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あ
る
︒

泉
鏡
花
が
﹁
日
は
午
な
り
﹂
と
筆
を
起
こ
し
た
の
は
︑
物
語
の
展
開
を
際
立

た
せ
る
た
め
と
推
定
さ
れ
る
︒
千
里
は
正
午
に
町
を
離
れ
︑
歩
く
に
つ
れ
日
脚

は
斜
め
に
傾
き
︑
次
第
に
西
日
が
躑
躅
を
染
め
る
黄
昏
時
に
神
社
の
境
内
に
足

を
踏
み
入
れ
︑
そ
こ
で
﹁
怪
し
き
も
の
﹂
に
遭
遇
す
る
︒﹁
正
午
の
町
﹂
か
ら

﹁
黄
昏
の
境
内
﹂
に
至
る
千
里
の
足
取
り
は
︑
人
間
界
か
ら
異
界
へ
入
り
こ
む

こ
と
を
暗
示
し

︱
黄
昏
は
﹁
逢
魔
が
時
﹂
と
囁
か
れ
︑﹁
怪
し
き
も
の
﹂
が

姿
を
現
す
に
ふ
さ
わ
し
い
時
刻
で
あ
る

︱
︑
夕
暮
れ
に
千
里
が
ふ
と
さ
ま
よ

い
こ
ん
だ
境
内
の
淋
し
さ
と
人
気
の
な
さ
は
︑﹁
日
は
午
な
り
﹂
と
始
ま
っ
た

物
語
で
あ
る
こ
と
を
思
い
返
す
こ
と
で
か
え
っ
て
際
立
つ
︒
こ
の
点
︑﹁
日
は

午
な
り
﹂
は
︑
主
人
公
が
町
を
さ
ま
よ
い
出
た
時
刻
の
み
な
ら
ず
︑﹁
黄
昏
﹂

を
自
然
に
導
き
だ
す
伏
線
で
も
あ
り
︑
小
説
の
展
開
と
時
間
推
移
と
を
縫
合
す

る
見
事
な
出
だ
し
と
い
え
る
︒

で
は
︑
俳
句
で
﹁
日
は
午
な
り
﹂
を
用
い
る
と
︑
ど
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

か
︒﹁
龍
潭
譚
﹂
と
同
時
期
の
句
を
見
て
み
よ
う
︒

秋
の
水
湛
然
と
し
て
日
午
な
り

内
藤

鳴
雪

︵﹁
め
さ
ま
し
草
﹂
明
治
二
十
九
年
九
月
号
︑
三
十
三
頁
)

冷
や
や
か
な
静
け
さ
を
帯
び
た
﹁
秋
の
水
﹂
は
﹁
湛
然
﹂
と
湛
え
ら
れ
︑
水

面
に
反
射
す
る
日
ざ
し
の
き
ら
め
き
は
透
き
通
る
か
の
よ
う
︑
時
は
今
ま
さ
に

正
午
︑
秋
の
気
配
に
満
ち
た
ひ
と
と
き
だ
⁝
⁝
と
な
ろ
う
か
︒
作
者
の
鳴
雪

︵
弘
化
四
︹
一
八
四
七
︺
年
～
大
正
十
五
︹
一
九
二
六
︺
年
︶
は
正
岡
子
規
と

同
郷
の
松
山
出
身
で
︑
一
派
の
長
老
と
見
な
さ
れ
た

︱
子
規
よ
り
二
十
歳
ほ

ど
年
長
で
︑
彼
ら
の
中
で
最
年
長
だ
っ
た

︱
俳
人
で
あ
る
︒
句
が
掲
載
さ
れ

た
﹁
め
さ
ま
し
草
﹂
は
森
鴎
外
の
編
集
で
︑
俳
句
革
新
を
目
指
す
子
規
派
が
句

を
寄
せ
た
文
芸
誌
で
も
あ
っ
た
︒

こ
の
鳴
雪
句
の
下
五
︵
五
七
五
の
末
尾
部
分
︶﹁
日
午
な
り
﹂
は
︑
鏡
花
の

小
説
の
よ
う
に
多
様
な
効
果
を
生
む
措
辞
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
︒
物
語
の
開
始

を
告
げ
る
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
に
し
て
主
人
公
の
状
況
を
示
す
一
語
と
し
て
︑
そ

の
後
の
主
人
公
が
巻
き
込
ま
れ
る
出
来
事
を
際
立
た
せ
る
暗
示
と
し
て
⁝
⁝
無

論
︑
こ
れ
ら
の
効
果
は
鳴
雪
句
に
は
あ
る
ま
い
︒
そ
れ
は
﹁
湛
然
﹂
と
し
た

﹁
秋
の
水
﹂
が
あ
る
︑
時
は
正
午
で
あ
る
⁝
⁝
と
句
中
の
主
体
が
眺
め
る
情
景

の
時
刻
を
示
す
の
み
で
︑
物
語
が
始
ま
る
は
ず
も
な
か
ろ
う
︒
確
か
に
︑
﹁
秋

の
水
﹂
を
眺
め
る
主
体
に
は
そ
れ
な
り
の
感
慨
が
去
就
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒

真
夏
の
昼
は
息
も
つ
ま
る
蒸
し
暑
さ
で
あ
っ
た
が
︑
秋
の
正
午
は
日
ざ
し
も
薄

ら
ぎ
︑
頬
に
当
た
る
陽
光
は
淡
く
︑
時
に
肌
寒
さ
を
伴
う
風
が
吹
き
抜
け
る
︒

そ
の
よ
う
な
秋
の
﹁
水
﹂
は
冷
や
や
か
な
鋭
さ
を
帯
び
︑
深
々
と
湛
え
ら
れ
て

い
る
︒
そ
の
水
の
豊
か
さ
は
実
り
の
秋
と
い
う
べ
き
か
︑
あ
る
い
は
冬
の
予
感

を
か
き
た
て
る
も
の
か
⁝
⁝
こ
の
よ
う
に
︑﹁
秋
の
水
﹂
を
眺
め
る
人
物
は
季

節
の
う
つ
ろ
い
に
想
い
を
馳
せ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
同
時
に
︑
鳴
雪
句
か
ら
読

み
取
れ
る
の
は
こ
れ
以
上
で
は
な
く
︑
小
説
﹁
龍
潭
譚
﹂
冒
頭
の
よ
う
な
多
様
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な
効
果
は
望
む
べ
く
も
な
い
︒
鳴
雪
句
は
十
七
字
で
作
品
が
完
結
し
︑
情
報
量

が
あ
ま
り
に
少
な
い
た
め
で
あ
り
︑
そ
の
結
果
︑
句
中
の
主
体
が
な
ぜ
﹁
～
日

午
な
り
﹂
と
断
定
し
た
か
の
理
由
が
判
然
と
し
な
い
ま
ま
作
品
は
終
え
て
し
ま

っ
た
︑
と
い
う
印
象
が
あ
ろ
う
︒

で
は
︑
鳴
雪
句
は
崩
落
し
て
粉
々
に
な
っ
た
彫
刻
の
破
片
の
よ
う
に
︑
意
味

を
な
さ
な
い
欠
片
な
の
だ
ろ
う
か
︒
無
論
︑
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
︒
俳
句
は
十

七
字
で
完
成
す
る
文
学
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
読
者
は
十
七
字
内
の
み
で

否
応
な
く
意
味
を
探
り
︑
そ
の
中
で
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
る
︒﹁
俳
句
﹂

と
し
て
提
示
さ
れ
た
以
上
︑
読
者
は
そ
れ
を
完
結
し
た
作
品
と
受
け
取
り
︑
小

説
と
異
な
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
受
け
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
︑﹁
俳
句
﹂
は
そ
れ
自
体
で
完
成
し
た
文
学
と
し
て

も
︑
小
説
︵
及
び
詩
や
短
歌
︶
と
比
較
す
る
と
短
す
ぎ
る
︑
と
い
う
読
者
側
の

意
識
は
消
え
去
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
︒
頭
の
ど
こ
か
で
﹁
小
説
＝
文
学
﹂
と
信

じ
︑
ま
た
俳
句
も
﹁
文
学
﹂
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
信
じ
る
近
代
以
降
の
読
者
に
と

っ
て
︑
俳
句
は
あ
ま
り
に
短
い
﹁
文
学
﹂
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い①
︒
先
に
引
用

し
た
﹃
龍
潭
譚
﹄
冒
頭
﹁
日
は
午
な
り
﹂
で
い
え
ば
︑
読
者
は
小
説
を
読
み
進

め
る
に
つ
れ
﹁
な
る
ほ
ど
︑
主
人
公
が
黄
昏
時
に
﹃
怪
し
き
も
の
﹄
と
遭
遇
す

る
出
来
事
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
物
語
を
正
午
か
ら
始
め
た
の
だ
な
﹂
と
納
得

し
う
る
が
︑
鳴
雪
句
は
﹁
～
日
午
な
り
﹂
と
断
定
し
た
ま
ま
︑
作
品
を
プ
ツ
ッ

と
閉
じ
て
し
ま
う
︒
あ
ま
り
に
早
い
作
品
の
完
結
に
対
し
︑
読
者
は
解
釈
の
梯

子
を
外
さ
れ
た
感
覚
に
陥
り
︑﹁
こ
の
句
は
一
体
何
が
言
い
た
い
の
か
﹂
と
首

を
か
し
げ
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
︒

俳
句
が
﹁︵
小
説
等
と
比
較
し
て
︶
短
い
﹂
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

経
緯
や
成
立
の
検
証
も
重
要
だ
が
︑
本
稿
で
は
次
の
点
に
着
目
し
た
い
︒
小
説

﹁
龍
潭
譚
﹂
冒
頭
と
ほ
ぼ
同
じ
言
葉
を
用
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
そ
の
意
図
を

汲
み
に
く
い
鳴
雪
句
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
表
現
を
取
っ
た
の
か
︑
そ
し
て
作
者

は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
作
品
を
﹁
俳
句
﹂
と
認
め
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
は
発
表
時
の
鳴
雪
句
の
状
況
や
当
時
の
俳
句
界
の
動
向
等
を
踏
ま
え
つ

つ
︑
彼
の
句
の
ど
の
点
が
﹁
俳
句
﹂
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
︒

一
︑
明
治
中
期
頃
の
﹁
秋
の
水
﹂

鳴
雪
句
を
解
釈
す
る
た
め
︑
ま
ず
作
品
の
外
堀
を
埋
め
て
お
く

︱
と
は
い

え
︑
書
誌
情
報
や
作
者
の
経
歴
等
で
な
く
︑
俳
句
鑑
賞
の
留
意
点
を
足
固
め
し

て
お
き
た
い
︒

俳
句
は
短
詩
型
の
た
め
類
型
が
生
ま
れ
や
す
く
︑
小
説
以
上
に
表
現
や
内
容

に
既
視
感
の
つ
き
ま
と
う
文
学
と
い
え
る
︒
そ
の
た
め
作
者
や
読
者
は
類
型
を

意
識
し
つ
つ
︑
そ
れ
に
沿
う
か
︑
外
れ
た
か
を
判
断
す
る
こ
と
で
﹁
俳
句
﹂
ら

し
さ
の
判
断
材
料
と
す
る
こ
と
も
多
い
︒
鳴
雪
句
で
い
え
ば
︑﹁
秋
の
水
﹂
は

江
戸
期
よ
り
詠
ま
れ
た
季
語
で

︱
漢
詩
や
和
歌
で
も
繰
り
返
し
詠
ま
れ
た

︱
︑
明
治
期
に
も
夥
し
い
﹁
秋
の
水
﹂
句
が
作
ら
れ
て
い
た
︒
従
っ
て
鳴
雪
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作
品
を
解
釈
す
る
際
︑
ま
ず
当
時
の
﹁
秋
の
水
﹂
句
の
傾
向
を
踏
ま
え
る
必
要

が
あ
る
︒

通
常
︑﹁
秋
の
水
﹂
は
夏
の
う
だ
る
よ
う
な
暑
さ
が
過
ぎ
去
っ
た
後
の
︑
清

爽
か
つ
冷
や
や
か
な
様
子
が
詠
ま
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
典
型
的
な
句
を
見
て

み
よ
う
︒

濁
す
手
の
下
か
ら
澄
む
や
秋
の
水

(無
署
名
)

︵﹁
風
雅
乃
栞
﹂
二
十
三
号
︑
明
治
二
十
九
年
十
一
月
︑
百
六
十
六
頁
)

秋
の
水
底
ま
で
澄
て
流
れ
け
り

川

柳

︵﹁
俳
諧
新
誌
﹂
五
十
六
号
︑
明
治
二
十
九
年
十
二
月
︑
十
三
丁
裏
)

魚
も
居
ぬ
ほ
ど
に
澄
み
け
り
秋
の
水

吾

岳

︵﹁
文
学
心
の
た
ね
﹂
十
八
号
︑
明
治
三
十
年
九
月
︑
三
十
九
頁
)

い
ず
れ
も
﹁
秋
の
水
﹂
の
澄
ん
だ
さ
ま
を
詠
ん
だ
句
で
︑
内
容
も
明
快
で
あ

る
︒﹁
秋
の
水
↓
澄
む
﹂
は
当
時
あ
り
ふ
れ
た
類
想
︵
類
型
的
な
発
想
と
い
う

意
味
︶
だ
っ
た
形
跡
が
あ
り
︑
例
え
ば
﹁
俳
諧
評
論
﹂
九
号
︵
明
治
三
十
年
九

月
︶
で
は
︑
主
宰
の
指
頭
庵
耕
雨
が
会
員
作
品
に
次
の
句
評
を
加
え
て
い
る
︒

秋
の
水
底
ま
で
見
え
て
流
れ
け
り

信
濃

五
岳

秋
水
清
爽
の
状
叙
し
得
た
れ
ど
も
す
で
に
陳
し
︒

︵
二
十
七
頁
︶

｢秋
の
水
﹂
が
﹁
底
ま
で
見
え
﹂
る
ほ
ど
澄
み
き
っ
て
い
る
︑
と
い
う
句
は

陳
腐
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
句
作
の
際
に
は
夏
や
冬
と
異
な
る
﹁
秋

の
水
﹂
ら
し
さ
を
保
持
し
つ
つ
︑
趣
向
を
加
え
て
適
度
な
新
鮮
さ
を
得
る
必
要

も
あ
ろ
う
︒
次
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒

①
口
そ
ゝ
ぐ
心
も
き
よ
し
秋
の
水

三

洞

︵
﹁
俳
諧
明
倫
雑
誌
﹂
二
十
号
︑
明
治
十
五
年
六
月
︑
十
四
頁
)

②
一
つ
浮
く
木
の
葉
も
軽
し
秋
の
水

無

外

︵﹁
俳
諧
田
植
唄
﹂
一
号
︑
明
治
二
十
五
年
十
月
︑
二
十
八
頁
)

③
月
影
の
底
に
動
く
や
秋
の
水

常

越

︵﹁
俳
諧
鴨
東
新
誌
﹂
八
十
五
号
︑
明
治
二
十
五
年
一
月
︑
二
十
四
丁
裏
)

夏
の
よ
ど
ん
だ
暑
さ
が
薄
ら
ぎ
︑
空
気
の
澄
ん
だ
秋
が
訪
れ
た
⁝
⁝
そ
の
証

拠
に
︑﹁
水
﹂
は
透
き
通
る
よ
う
に
冷
や
や
か
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
︒
そ
の

﹁
秋
の
水
﹂
で
口
を
注
ぐ
と
﹁
心
﹂
も
清
ら
か
に
澄
み
渡
る
心
持
ち
が
し
︵
①
︶︑

ま
た
清
冽
な
﹁
水
﹂
中
に
あ
っ
て
は
夏
と
異
な
り
﹁
木
の
葉
﹂
す
ら
軽
々
と
浮

か
び
上
が
る
か
の
よ
う
だ
︵
②
︶
︒
そ
し
て
︑
夜
に
は
空
に
月
が
冴
え
渡
り
︑

そ
の
﹁
月
影
﹂
で
水
底
の
流
れ
ま
で
が
透
け
る
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る

︵
③
︶︒

こ
れ
ら
の
よ
う
に
︑
当
時
の
俳
誌
に
は
﹁
秋
の
水
＝
澄
み
わ
た
る
冷
や
や
か

さ
︑
静
け
さ
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
た
趣
向
を
加
え
た
句
が
多
い
︒
あ
る
い
は
︑

台
風
等
で
思
わ
ぬ
増
水
や
水
の
速
さ
に
驚
く
﹁
秋
の
水
﹂
句
も
あ
り
︑
次
は
そ

の
例
句
で
あ
る
︒

秋
の
水
道
を
瀬
に
し
て
流
れ
け
り

春

霞

︵﹁
俳
諧
明
倫
雑
誌
﹂
三
編
︑
明
治
十
四
年
一
月
︑
十
八
頁
)
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出
来
稲
の
上
ま
で
乗
る
や
秋
の
水

白

水

︵﹁
俳
諧
明
倫
雑
誌
﹂
百
十
四
号
︑
明
治
二
十
三
年
十
月
︑
二
十
六
頁
)

田
畑
お
す
音
の
す
さ
ま
し
秋
の
水

畊

瑩

︵﹁
俳
諧
明
倫
雑
誌
﹂
百
六
十
七
号
︑
明
治
二
十
九
年
九
月
︑
十
六
頁
)

句
の
詳
細
は
省
く
が
︑
台
風
に
よ
る
洪
水
等
の
﹁
秋
出
水
﹂
に
近
い
意
味
で

﹁
秋
の
水
﹂
が
詠
み
こ
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
際
に
は
農
作
業
の
様
子
が
詠
ま
れ

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒

こ
れ
ら
は
一
例
だ
が
︑
俳
誌
掲
載
の
膨
大
な
句
群
は
い
か
に
も
﹁
秋
の
水
﹂

ら
し
い
句
が
大
部
分
で
あ
り
︑﹁
秋
の
水
﹂
は
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
保
っ
た

︱
和
歌
や
漢
詩
文
以
来
の
伝
統
も
影
響
し
た
で
あ
ろ
う

︱
季
語
だ
っ
た
と

い
え
よ
う
︒
当
時
の
俳
人
た
ち
は
右
に
見
た
よ
う
な
類
想
を
前
提
に
句
作
を
行

い
︑
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
た
作
品
を
﹁
秋
の
水
﹂
ら
し
い
﹁
俳
句
﹂
と
判
断

し
た
可
能
性
が
高
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
右
に
引
用
し
た
俳
誌
等
は
俳
諧
宗
匠
ら
が
発
行
し
た
も
の
で
︑

毎
月
多
く
の
会
員
が
句
を
寄
せ
て
い
た
︒
そ
の
彼
ら
は
︑
な
ぜ
類
型
的
な
作
品

を
﹁
俳
句
﹂
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
①
～
③
の
引
用
句
で
い
え
ば
︑
句

中
の
主
体
は
夏
や
冬
で
な
く
﹁
秋
の
水
﹂
ゆ
え
に
﹁
口
そ
ゝ
ぐ
心
も
き
よ
し
﹂

﹁
一
つ
浮
く
木
の
葉
も
軽
し
﹂﹁
月
影
の
底
に
動
く
や
﹂
と
感
じ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
秋
の
水
﹂
以
外
の
十
二
字
は
︑
和
歌
や
漢
詩
以
来
の

﹁
秋
の
水
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
乱
さ
ず
︑
よ
り
増
幅
さ
せ
る
描
写
や
心
情
が
示
さ

れ
て
お
り
︑﹁
秋
の
水
﹂
と
そ
れ
以
外
の
十
二
字
は
因
果
関
係
で
結
ば
れ
て
い

る
こ
と
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
︒
読
者
は
﹁
十
七
字
と
い
う
短
い
詩
型
で
︑

な
ぜ
そ
の
言
葉
が
選
ば
れ
た
の
か
﹂
と
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
な
く
︑
ま
た
作
品

に
接
す
る
前
か
ら
有
し
て
い
た
﹁
秋
の
水
﹂
ら
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
乱
れ
る
こ
と

も
な
く
︑
予
定
調
和
の
ま
ま
句
を
鑑
賞
し
う
る
︒
そ
の
時
︑
先
に
引
用
し
た
俳

誌
の
俳
人
た
ち
は
優
れ
た
﹁
俳
句
﹂
と
判
断
し
た
わ
け
で
あ
る
︒

当
時
の
俳
誌
群
を
読
む
と
︑
引
用
し
た
﹁
秋
の
水
﹂
句
と
大
同
小
異
の
作
品

は
膨
大
な
数
に
上
る
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
句
作
こ
そ
﹁
俳
句
﹂

と
信
じ
︑
投
句
者
と
選
者
双
方
で
共
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
鳴
雪
句
を
振
り
返
る
と
︑
あ
る
奇
妙
な
特
徴
に
気
付
か
ざ
る
を
え
な

い
︒
当
時
の
俳
句
観
に
慣
れ
た
読
者
が
﹁
秋
の
水
湛
然
と
し
て
日
午
な
り
﹂
を

読
み
下
し
た
際
︑
そ
の
表
現
や
内
容
に
強
い
引
っ
か
か
り
を
感
じ
た
の
で
は
な

い
か
︒
推
測
も
交
じ
る
が
︑
俳
句
界
の
大
多
数
の
俳
人

︱
俳
諧
宗
匠
や
そ
の

下
で
句
作
に
嗜
ん
だ
人
々

︱
が
鳴
雪
句
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
︑
そ
の
一

端
を
次
節
で
復
元
し
て
み
よ
う
︒

二
︑
奇
妙
な
措
辞

｢秋
の
水
底
ま
で
澄
て
流
れ
け
り
﹂︵
②
︶
と
い
っ
た
句
を
﹁
俳
句
﹂
と
見
な

す
俳
人
が
鳴
雪
句
を
読
ん
だ
際
︑
ま
ず
中
七
︵
五
七
五
の
真
中
︶
の
﹁
湛
然
と

し
て
﹂
に
違
和
感
を
覚
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
漢
詩
文
を
連
想
さ
せ
る
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﹁
湛
然
﹂
の
よ
う
な
語
は
ま
ず
用
い
ら
れ
ず
︑
普
通
は
次
の
よ
う
に
句
調
を
整

え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

木
々
の
影
ひ
い
て
流
れ
つ
秋
の
水

夏

泉

︵﹁
俳
諧
明
倫
雑
誌
﹂
百
二
十
六
号
︑
明
治
二
十
四
年
十
月
︑
十
一
頁
)

心
ま
で
う
つ
る
や
う
な
り
秋
の
水

生

寿

︵﹁
俳
諧
花
の
朝
集
﹂
一
号
︑
明
治
二
十
七
年
五
月
︑
七
丁
裏
)

鏡
の
よ
う
に
澄
ん
だ
﹁
秋
の
水
﹂
を
詠
ん
だ
句
だ
が
︑
当
時
は
佶
屈
な
調
子

の
漢
語
等
は
避
け
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
む
し
ろ
︑﹁
湛
然
﹂
は
文
章

で
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
︒

�
不
可
識
界
は
即
ち
詩
人
及
び
哲
学
者
が
逍
遙
す
る
天
地
に
し
て
︑
虚
空

に
沖
騰
し
星
斗
を
弄
す
る
の
意
気
を
以
て
人
生
を
研
究
し
︑
若
く
は
湛

然
廊
落
と
し
て
︑
一
片
長
空
の
如
き
霊
心
を
以
て
社
会
を
観
察
し
⁝

︵
以
下
略
︶︵
内
田
魯
庵
﹃
文
学
一
班
﹄
博
文
館
︑
明
治
二
十
五
年
︑

﹁
社
会
の
発
達
と
文
学
思
想
﹂︶

�
恰
も
是
れ
天
上
の
秋
月
︑
湛
然
た
る
下
池
の
蓮
溝
に
影
を
漾
す
の
処
⁝

︵
以
下
略
︶︵
藤
波
一
如
﹁
巵
言
偶
譚
﹂︑﹁
俳
藪
﹂
五
号
︑
明
治
三
十
四

年
十
二
月
︑
三
頁
︶

｢湛
然
無
極
﹂
と
四
字
熟
語
も
あ
る
よ
う
に
︑﹁
湛
然
﹂
は
漢
文
調
の
散
文
と

相
性
が
良
い
語
で
︑
少
な
く
と
も
明
治
期
俳
句
で
多
用
さ
れ
る
措
辞
で
は
な
か

っ
た
と
い
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
湛
然
と
し
て
﹂
は
﹁
俳
句
﹂
と
し
て
違
和
感
を
抱
か
せ
る

措
辞
で
あ
り
︑
中
七
ま
で
読
み
下
し
た
時
点
で
眉
を
ひ
そ
め
る
俳
人
が
い
た
か

も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
句
意
は
﹁
﹃
秋
の
水
﹄
が
﹃
湛
然
と
﹄
湛
え
ら
れ
て
い

る
﹂
と
い
う
も
の
で

︱
﹁
湛
然
﹂
を
知
ら
な
い
と
し
て
も
︑﹁
秋
水
が
湛
え

ら
れ
た
様
子
︑
そ
の
悠
然
・
泰
然
と
し
た
さ
ま
﹂
等
の
意
味
を
看
取
し
う
る
だ

ろ
う

︱
︑
さ
ほ
ど
奇
異
な
内
容
で
は
な
い
た
め
︑
強
い
混
乱
を
引
き
起
こ
す

ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

む
し
ろ
︑
読
者
は
次
の
下
五
に
関
心
を
注
い
だ
の
で
は
な
い
か
︒﹁﹃
秋
の

水
﹄
が
﹃
湛
然
と
﹄
湛
え
ら
れ
て
い
る
⁝
⁝
﹁
湛
然
と
し
て
﹂
と
は
妙
な
力
の

入
れ
よ
う
だ
が
︑
句
意
は
分
か
ら
な
く
も
な
い
︒
問
題
は
下
五
だ
︑
無
論
︑

﹃
秋
の
水
﹄
の
季
節
感
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
締
め
く
く
る
は
ず
だ
が
︑
ど
の

よ
う
に
作
品
を
ま
と
め
る
の
だ
ろ
う
︒
﹃
湛
然
と
し
て
﹄
と
い
う
変
わ
っ
た
表

現
を
ど
の
よ
う
に
回
収
し
︑
﹃
俳
句
﹄
と
し
て
整
え
る
の
か
︒
下
五
が
見
物
だ

⁝
⁝
﹂
と
い
う
風
に
︑
一
般
の
俳
人
は
下
五
を
予
測
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒
と

こ
ろ
が
︑
鳴
雪
は
﹁
日
午
な
り
﹂
と
の
み
断
定
し
︑
句
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
︒

従
来
の
﹁
秋
の
水
﹂
に
ふ
さ
わ
し
い
何
か
が
来
る
こ
と
で
完
成
す
る
と
信
じ
た

読
者
に
と
っ
て
︑﹁
日
午
な
り
﹂
は
ほ
ぼ
予
想
し
え
な
い
下
五
だ
っ
た
か
に
感

じ
ら
れ
る
︒

当
時
の
俳
誌
群
を
調
べ
る
と
︑
﹁
秋
の
水
﹂
と
時
刻
を
取
り
合
わ
せ
た
作
品

は
管
見
に
入
ら
ず
︑
そ
も
そ
も
﹁
日
午
﹂
と
い
う
措
辞
が
見
当
た
ら
な
い
︒
二
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月
最
初
の
午
の
日
を
意
味
す
る
﹁
初
午
﹂
で
あ
れ
ば
多
々
見
か
け
る
が
︑
も
と

よ
り
違
う
言
葉
で
あ
る
︒

初
午
や
春
の
風
情
も
ひ
と
か
は
り

湖

水

︵﹁
俳
諧
新
報
﹂
三
号
︑
明
治
十
二
年
三
月
︑
十
頁
)

冬
か
ら
春
へ
の
移
り
変
わ
り
を
示
す
﹁
初
午
﹂
を
詠
ん
だ

︱
稲
荷
神
社
の

縁
日
を
指
す
こ
と
も
多
い

︱
句
だ
が
︑
鳴
雪
句
の
﹁
日
午
﹂
と
は
﹁
○
午
﹂

と
字
面
が
近
い
に
過
ぎ
な
い
︒
漢
詩
文
で
は
﹁
日
午
独
覚
無
余
声
﹂︵
柳
宗
元

﹁
夏
昼
愚
作
﹂︶
と
用
例
が
少
な
く
な
い
が
︑
明
治
期
俳
句
で
﹁
日
午
﹂
は
ま
ず

見
な
い
措
辞
で
あ
っ
た
︒

｢日
午
﹂
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
︑
正
午
前
後
を
詠
ん
だ
句
は
散
見
さ
れ
る
︒

一
例
を
見
て
み
よ
う
︒

④
昼
顔
や
正
午
の
暑
を
乱
れ
咲
く

春

雄

︵﹁
俳
諧
一
日
集
﹂
四
十
編
︑
明
治
二
十
五
年
七
月
︑
三
十
六
頁
)

⑤
羽
突
く
や
針
の
稽
古
の
午
時
休
み

(無
署
名
)

︵﹁
風
雅
乃
栞
﹂
八
回
︑
明
治
二
十
六
年
三
月
︑
八
十
二
頁
)

⑥
午
刻
す
ぎ
は
人
も
眠
た
し
夏
の
海

小

瓢

︵﹁
俳
諧
花
の
朝
集
﹂
一
号
︑
明
治
二
十
七
年
五
月
︑
八
丁
表
)

夏
の
正
午
の
よ
ど
む
暑
さ
の
中
︑
照
り
つ
け
る
日
ざ
し
に
煽
ら
れ
た
か
の
よ

う
に
あ
ち
こ
ち
に
乱
れ
咲
く
昼
顔
︵
④
︶︒
新
年
早
々
の
針
稽
古
︑
そ
の
昼
休

み
の
合
間
に
羽
子
を
突
き
︑
新
年
気
分
を
愉
し
む
娘
︵
⑤
︶︒
あ
る
い
は
︑
昼

食
も
終
え
て
暑
さ
の
極
ま
る
﹁
午
刻
﹂
の
ひ
と
と
き
︑
眠
気
を
誘
う
か
の
よ
う

に
﹁
夏
の
海
﹂
か
ら
は
波
音
が
聞
こ
え
︑
潮
風
が
頬
を
な
で
る
⁝
⁝
︵
⑥
︶︒

④
の
﹁
正
午
﹂
は
真
夏
の
暑
さ
の
強
調
︑
⑤
の
﹁
午
時
休
み
﹂
は
ひ
と
と
き
の

休
憩
を
︑
ま
た
⑥
の
﹁
午
刻
す
ぎ
﹂
は
眠
気
を
誘
う
昼
下
が
り
を
示
し
︑
こ
れ

ら
正
午
前
後
の
時
間
帯
と
他
の
措
辞
は
因
果
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
た
め
︑
時

刻
と
そ
れ
以
外
の
措
辞
の
取
り
合
わ
せ
に
疑
問
を
感
じ
る
読
者
は
ほ
ぼ
存
在
し

ま
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
鳴
雪
句
は
﹁
湛
然
﹂
と
し
た
﹁
秋
の
水
﹂
に
﹁
日
午
な
り
﹂
と

い
う
時
刻
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
︒
④
の
よ
う
に
夏
の
暑
さ
を
示
す
わ
け
で
な

く
︑
⑤
⑥
の
よ
う
に
昼
食
以
後
の
ひ
と
と
き
で
も
な
い
︒
そ
れ
は
秋
の
正
午

と
い
う
の
み
で
あ
る
︒

｢湛
然
﹂
と
し
た
﹁
秋
の
水
﹂
と
正
午
と
い
う
時
刻
に
は
︑
強
い
因
果
関
係

が
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑
秋
の
﹁
日
午
﹂
の
柔
ら
か
い
日
ざ
し

が
﹁
水
﹂
面
に
照
り
映
え
る
⁝
と
情
景
を
構
成
す
る
た
め
に
両
者
は
必
要
と
見

な
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
︒
真
夏
の
灼
け
つ
く
日
ざ
し
で
な
く
︑
秋
の
﹁
日

午
﹂
の
淡
い
陽
光
が
﹁
秋
の
水
﹂
に
静
か
に
降
り
注
い
で
い
る
︑
と
い
う
風
に
︒

し
か
し
︑
そ
れ
な
ら
ば
秋
の
日
ざ
し
を
喚
起
さ
せ
る
語
を
用
い
る
べ
き
で
︑
こ

れ
ら
を
﹁
日
午
な
り
﹂
か
ら
想
起
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
秋
ら

し
い
時
間
帯
と
い
え
ば
夕
暮
れ
で
あ
り

︱
新
古
今
集
の
﹁
三
夕
の
歌
﹂
や
芭

蕉
の
﹁
こ
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮
﹂
等
の
価
値
観
は
明
治
期
に
も
濃
厚

正
岡
子
規
一
派
の
蕪
村
調
と
﹁
俳
句
ら
し
さ
﹂

二
一
八



だ
っ
た

︱
︑
普
通
の
俳
人
は
次
第
に
薄
れ
ゆ
く
茜
色
の
光
の
か
そ
け
さ
に
︑

冬
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
季
節
の
う
つ
ろ
い
を
看
取
し
た
も
の
だ
っ
た
︒

藪
川
へ
さ
す
日
の
あ
し
も
秋
の
暮

月

彦

︵﹁
俳
諧
矯
風
雑
誌
﹂
二
十
八
号
︑
明
治
二
十
四
年
十
月
︑
十
七
頁
)

藪
の
中
を
流
れ
る
川
面
を
さ
ま
よ
う
暮
光
は
早
く
も
薄
れ
ゆ
き
︑
し
の
び
よ

る
よ
う
に
夜
闇
が
訪
れ
つ
つ
あ
る
⁝
⁝
こ
の
よ
う
な
類
型
の
感
覚
を
踏
ま
え
て

鳴
雪
句
を
振
り
返
る
と
︑﹁﹃
秋
の
水
湛
然
と
し
て
﹄
↓
﹃
日
午
な
り
﹄﹂
と
い

う
断
定
自
体
が
奇
妙
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
︒

思
い
返
す
と
︑
中
七
の
﹁
湛
然
﹂
に
も
違
和
感
は
あ
っ
た
︒﹁
湛
然
﹂
に
加

え
て
﹁
日
午
﹂
と
い
う
見
慣
れ
な
い
措
辞
︑
そ
れ
も
﹁
秋
の
水
﹂
に
対
し
て

﹁
日
午
な
り
﹂
と
な
ぜ
断
言
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
⁝
⁝
多
く
の
読
者
は
首
を

ひ
ね
っ
た
で
あ
ろ
う
︒﹁
作
者
は
な
ぜ
﹁
日
午
な
り
﹂
と
力
強
く
言
い
切
っ
た

の
か
︑
こ
れ
で
は
分
か
ら
な
い
︒
一
体
こ
れ
は
﹃
俳
句
﹄
な
の
だ
ろ
う
か
⁝
﹂

と
疑
問
を
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
秋
の
水
湛
然
と
し
て
﹂
を
受
け
て
﹁
日

午
な
り
﹂
と
言
い
終
え
る
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
︑
つ
ま
り
従
来
の
﹁
秋
の

水
﹂
ら
し
い
作
風
や
趣
向
か
ら
外
れ
た
︑
奇
異
な
ま
で
に
ず
れ
た
断
定
だ
っ
た

た
め
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
当
時
の
俳
句
観
と
比
較
す
る
と
︑
鳴
雪
句
は
﹁
俳
句
﹂
ら
し
く

な
い
︑
読
者
が
混
乱
し
か
ね
な
い
措
辞
と
内
容
の
作
品
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

三
︑
﹁
日
午
な
り
﹂
と
子
規
派
︑
ま
た
鳴
雪
に
つ
い
て

内
藤
鳴
雪
が
当
時
一
般
の
﹁
秋
の
水
﹂
句
と
か
け
離
れ
た
作
品
を
﹁
俳
句
﹂

と
し
て
発
表
し
え
た
の
は
︑
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
作
品
か
ら
離
れ
︑
正

岡
子
規
一
派
の
動
向
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
︒

鳴
雪
が
句
を
発
表
し
た
明
治
二
十
九
年
頃
︑
正
岡
子
規
は
同
郷
の
後
輩
に
当

た
る
高
浜
虚
子
や
河
東
碧
梧
桐
等
と
と
も
に
俳
句
革
新
を
鮮
明
に
し
つ
つ
あ
っ

た
︒
例
え
ば
︑
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
俳
誌
は
各
地
の
俳
諧
宗
匠
が
率
い
る
結

社
の
機
関
誌
だ
が
︑
そ
こ
で
は
千
篇
一
律
の
類
型
句
が
居
並
び
︑
誰
も
が
従
来

の
﹁
俳
句
ら
し
さ
﹂
に
く
る
ま
り
つ
つ
︑
﹁
秋
の
水
﹂
で
あ
れ
ば
①
～
⑥
の
よ

う
な
句
こ
そ
﹁
俳
句
﹂
と
認
め
ら
れ
た
︒
中
に
は
指
頭
庵
耕
雨
の
よ
う
に
﹁
秋

の
水
底
ま
で
見
え
て
流
れ
け
り
﹂︵
二
章
の
引
用
句
︶
を
陳
腐
と
た
し
な
め
る

宗
匠
も
い
た
が
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
江
戸
後
期
以
来
の
﹁
俳
句
﹂
ら
し
さ
に
留

ま
り
︑
抜
本
的
な
改
革
を
望
む
宗
匠
も
ほ
ぼ
存
在
せ
ず

︱
自
身
が
﹁
俳
句
﹂

と
信
じ
︑
磨
き
続
け
た
価
値
観
を
あ
え
て
破
壊
し
よ
う
と
す
る
俳
人
は
稀
で
あ

ろ
う

︱
︑
脈
々
と
伝
え
ら
れ
た
﹁
俳
句
﹂
ら
し
さ
の
中
で
句
を
ひ
ね
り
続
け

た
の
で
あ
る
︒

そ
こ
に
突
如
現
れ
た
正
岡
子
規
は
︑
従
来
の
俳
句
観
に
頓
着
し
な
い
選
句
眼

で
自
身
や
周
囲
の
知
人
ら
の
作
品
を
﹁
俳
句
﹂
と
認
定
し
︑
こ
れ
ぞ
明
治
新
時

代
の
句
と
公
言
し
た
︒
そ
の
代
表
的
な
論
が
﹁
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
﹂︵
新

正
岡
子
規
一
派
の
蕪
村
調
と
﹁
俳
句
ら
し
さ
﹂
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聞
﹁
日
本
﹂
明
治
三
十
年
一
～
三
月
︶
で
︑
子
規
は
﹁
赤
い
椿
白
い
椿
と
落
ち

に
け
り

碧
梧
桐
﹂﹁
住
ま
ば
や
と
思
ふ
廃
寺
に
月
を
見
つ

虚
子
﹂
等
を
明

治
の
新
調
と
礼
讃
す
る
と
と
も
に
︑
子
規
派
は
従
来
の
俳
句
観
を
無
視
し
た

﹁
俳
句
﹂
を
目
指
す
こ
と
を
宣
言
す
る
︒

虚
子
碧
梧
桐
が
多
少
の
新
機
軸
を
出
だ
し
た
る
は
古
来
在
り
ふ
れ
た
る

俳
句
に
飽
き
て
︑
陳
腐
な
ら
ぬ
新
趣
向
を
得
ん
と
渇
望
せ
し
結
果
な
る
べ

し
︒︵
略
︶
之
を
非
難
す
る
に
徒
に
新
奇
を
好
む
を
以
て
す
る
者
あ
り
︑

こ
は
多
く
俳
句
︵
文
学
︶
の
経
歴
少
き
人
に
し
て
其
非
難
は
寧
ろ
自
己
の

無
学
よ
り
起
る
︒︵
略
︶
知
ら
ず
や
二
人
の
新
機
軸
を
出
し
た
る
は
消
え

な
ん
と
す
る
燈
火
に
一
滴
の
油
を
落
し
た
る
も
の
な
る
を
︒︵
中
略
︶

単
調
に
飽
き
た
る
二
人
が
︑
月
並
宗
匠
連
の
如
く
古
例
を
尊
崇
せ
ず
却

つ
て
い
づ
こ
に
か
古
人
未
開
の
地
を
得
て
自
己
の
詩
想
を
花
咲
か
せ
ん
と

す
る
二
人
が
︑
今
日
に
在
り
て
此
新
調
を
成
す
は
怪
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
︒

︵
新
聞
﹁
日
本
﹂
明
治
三
十
年
一
月
二
十
五
︑
二
十
九
日
︶

｢月
並
宗
匠
連
の
如
く
古
例
を
尊
崇
﹂
す
る
と
は
︑
例
え
ば
﹁
秋
の
水
﹂
ら

し
い
句
を
詠
め
ば
﹁
俳
句
﹂
と
見
な
す
と
い
う
俳
句
観
で
あ
り
︑
子
規
は
そ
れ

ら
一
切
を
﹁
陳
腐
﹂
と
否
定
し
︑
碧
梧
桐
や
虚
子
の
﹁
新
趣
向
・
新
奇
﹂
に
富

ん
だ
句
を
絶
賛
し
た
の
で
あ
る
︵
紙
面
の
都
合
上
︑
詳
細
は
省
く
が
︑
先
の
碧

梧
桐
や
虚
子
句
は
お
よ
そ
前
例
の
な
い
︑﹁
俳
句
﹂
ら
し
く
な
い
句
だ
っ
た②
︶︒

た
だ
︑
子
規
論
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
︑
碧
梧
桐
と
虚
子
句
は
﹁
多
少
の
新

機
軸
﹂
で
あ
り
︑
子
規
は
両
者
の
句
を
史
上
の
名
作
云
々
と
評
し
た
わ
け
で
は

な
い
点
で
あ
る
︒﹁
二
人
は
只
破
壊
し
た
る
の
み
に
し
て
未
だ
創
造
の
功
を
奏

せ
ざ
る
な
り
﹂︵
﹁
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
﹂︑
新
聞
﹁
日
本
﹂
附
録
週
報
︑
明

治
三
十
年
二
月
十
五
日
︶
︒﹁﹃
椿
﹄
と
い
え
ば
○
○
﹂
﹁﹃
月
﹄
と
い
え
ば
○
○
﹂

と
い
っ
た
伝
統
を
無
視
し
た
︑
身
勝
手
か
つ
乱
暴
な
句
を
子
規
は
﹁
新
機
軸
﹂

と
評
し
た
の
で
あ
り
︑
つ
ま
り
遵
守
で
は
な
く
破
壊
を
︑
洗
練
で
は
な
く
新
奇

を
優
先
す
る
こ
と
で
﹁
赤
い
椿
﹂
句
や
﹁
住
ま
ば
や
と
﹂
句
を
賞
賛
し
た
と
い

え
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
派
を
率
い
る
子
規
が
碧
梧
桐
・
虚
子
句
を
称
え
る
こ
と
で
﹁
月

並
宗
匠
連
﹂︵﹁
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
﹂
︶
へ
の
批
判
を
︑
つ
ま
り
①
～
⑥
の

﹁
秋
の
水
﹂
句
の
よ
う
な
﹁
陳
腐
﹂
を
退
け
る
こ
と
を
表
明
し
始
め
た
時
︑
子

規
と
周
囲
の
俳
人
た
ち
が
江
戸
期
の
蕪
村
を
再
発
見
し
︑
称
揚
し
た
こ
と
は
高

名
で
あ
る
︒
従
来
の
研
究
で
は
子
規
た
ち
が
蕪
村
を
最
初
に
発
掘
し
た
と
さ
れ

た
が
︑
蕪
村
は
子
規
以
前
に
俳
諧
宗
匠
た
ち
の
間
で
も
知
ら
れ
て
い
た
︒
加
え

て
︑
従
来
の
指
摘
で
は
か
の
﹁
月
並
﹂
時
代
に
あ
っ
て
子
規
派
は
蕪
村
句
の
素

晴
ら
し
さ
に
自
然
に
気
付
き

︱
子
規
た
ち
は
時
代
に
左
右
さ
れ
な
い
蕪
村
句

の
名
品
に
独
力
で
気
付
け
た
の
だ
︑
と
い
う
よ
う
な

︱
︑
自
ら
も
蕪
村
調
を

詠
む
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
︑
子
規
一
派
が
蕪
村
句

に
熱
中
し
た
の
は
﹁
月
並
宗
匠
連
﹂
が
お
よ
そ
詠
ま
な
か
っ
た
奇
異
な
趣
向
や

措
辞
の
宝
庫
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
︒
革
新
児
を
自
任
す
る
子
規
派
は
︑
蕪

正
岡
子
規
一
派
の
蕪
村
調
と
﹁
俳
句
ら
し
さ
﹂
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村
句
自
体
の
魅
力
に
惹
か
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
句
を
な
ぞ
る
こ
と
が
﹁
月
並

宗
匠
連
﹂
の
信
じ
る
﹁
俳
句
﹂
観
と
お
よ
そ
相
容
れ
な
い
作
風
た
り
え
る
こ
と

に
昂
揚
し
た
の
で
あ
る③
︒
一
例
と
し
て
︑
新
聞
﹁
日
本
﹂
俳
句
欄
︵
子
規
選
︶

を
挙
げ
て
み
よ
う
︒

霧
の
窟
六
朝
の
僧
こ
も
る
べ
し

桃

蹊

︵
明
治
二
十
九
年
十
月
二
十
五
日
)

枯
菊
を
炉
に
焚
く
べ
く
吾
貧
な
り

み
ど
り

︵
明
治
二
十
九
年
十
一
月
十
七
日
)

崖
を
削
つ
て
道
つ
く
る
べ
く
蔦
紅
葉

把

栗

︵
明
治
二
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
)

句
意
は
省
く
が
︑
こ
の
句
群
の
﹁
べ
く
﹂
は
蕪
村
句
に
影
響
さ
れ
た

︱

﹁
梅
遠
近
南
す
べ
く
北
す
べ
く
﹂﹁
鮓
を
圧
す
石
上
に
詩
を
題
す
べ
く
﹂
な
ど

︱
措
辞
で
︑
明
治
初
期
以
来
の
﹁
月
並
宗
匠
連
﹂
が
お
よ
そ
用
い
る
こ
と
の

な
い
︑
耳
障
り
に
近
い
表
現
で
あ
っ
た④
︒

こ
の
よ
う
な
句
が
﹁
日
本
﹂
俳
句
欄
を
飾
っ
た
影
響
は
大
き
く
︑
つ
ま
り
選

者
の
子
規
は
従
来
の
﹁
宗
匠
連
﹂
が
﹁
俳
句
﹂
ら
し
く
な
い
と
退
け
る
よ
う
な

作
品
を
か
え
っ
て
﹁
俳
句
﹂
と
認
め
た
こ
と
を
含
意
し
︑
そ
れ
は
﹁
月
並
宗
匠

連
﹂
の
﹁
俳
句
﹂
観
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
︒﹁
日
本
﹂
俳
句
欄
を
読
ん
だ

子
規
の
周
囲
の
俳
人
た
ち
は
︑﹁
こ
う
い
う
作
品
も
﹃
俳
句
﹄
た
り
え
る
の
か
﹂

と
驚
い
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
上
で
子
規
の
選
句
欄
に
投
句
し
よ
う
と
す
る
俳
人

た
ち
は
︑
子
規
の
﹁
俳
句
﹂
観
に
沿
っ
た
句
を
詠
み
始
め
る
で
あ
ろ
う
し
︑
こ

の
時
点
で
彼
ら
の
﹁
俳
句
﹂
観
は
変
貌
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
子
規
は
こ
の
よ
う

に
選
句
欄
や
﹁
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
﹂
等
の
俳
論
︑
ま
た
日
々
の
句
会
等
を

通
じ
て
周
囲
の
俳
人
た
ち
の
﹁
俳
句
﹂
基
準
を
変
容
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
︒

従
来
の
俳
誌
等
に
見
ら
れ
な
い
作
風
が
む
し
ろ
﹁
俳
句
﹂
の
保
証
た
り
え
る

と
す
れ
ば
︑
子
規
派
俳
人
は
今
ま
で
の
﹁
俳
句
﹂
ら
し
さ
か
ら
逃
れ
︑
﹁
新
機

軸
﹂
を
打
ち
出
す
か
に
心
を
砕
く
こ
と
に
な
ろ
う
︒
こ
の
時
︑
最
も
注
目
さ
れ

た
俳
人
が
蕪
村
で
あ
っ
た
︒
彼
の
句
群
に
は
﹁
月
並
宗
匠
連
﹂
が
ま
ず
詠
ま
な

い
奇
抜
な
趣
向
や
佶
屈
な
漢
語
等
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
宝
箱
か
ら

い
く
つ
か
の
宝
石
を
借
り
れ
ば
自
身
の
句
は
光
芒
を
放
つ
か
も
し
れ
な
い
の
で

あ
る
︵﹁
べ
く
﹂
の
よ
う
に
︶
︒

こ
こ
で
鳴
雪
句
に
戻
る
と
︑﹁
日
午
な
り
﹂
と
い
う
珍
し
い
措
辞
は
次
の
蕪

村
句
に
触
発
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒

三
井
寺
や
日
は
午
に
せ
ま
る
若
楓

(﹃
蕪
村
句
集
﹄
所
収
︶

近
江
の
三
井
寺
は
山
中
に
あ
り
︑
木
々
に
囲
ま
れ
た
境
内
の
伽
藍
は
初
夏
ら

し
い
新
緑
に
照
り
映
え
︑
そ
の
重
厚
さ
を
確
か
な
も
の
と
す
る
か
の
よ
う
だ
︒

今
ま
さ
に
正
午
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
頃
︑
初
夏
の
き
ら
め
く
陽
光
が
若
楓
を
鮮

や
か
に
際
立
た
せ
る
⁝
⁝
と
い
う
蕪
村
句
の
﹁
日
は
午
に
せ
ま
る
﹂

︱
﹁
禾

を
鋤
き
日
は
午
に
当
る
﹂︵
李
紳
﹁
農
憫
﹂︑﹃
古
文
真
宝
前
集
﹄︶
等
の
漢
詩
を

喚
起
さ
せ
る
措
辞

︱
に
示
唆
を
得
て
︑
鳴
雪
は
﹁
日
午
な
り
﹂
を
詠
み
え
た

正
岡
子
規
一
派
の
蕪
村
調
と
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俳
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﹂
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と
推
定
さ
れ
る
︒
漢
詩
文
な
ら
ば
ま
だ
し
も
︑
俳
句
界
で
の
用
例
が
ほ
ぼ
存
在

し
な
か
っ
た
﹁
日
午
﹂
を
﹁
俳
句
﹂
で
詠
め
る
と
判
断
し
え
た
の
は
︑
彼
が
蕪

村
句
と
い
う
魅
力
的
な
先
例
を
見
知
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
︒
こ
の
傍
証
と
し

て
︑
鳴
雪
句
か
ら
約
半
年
後
に
あ
る
子
規
派
俳
人
が
次
の
句
を
発
表
し
て
い
る
︒

日
午
に
せ
ま
つ
て
燕
多
き
村
に
入
る

瀾

水

︵
新
聞
﹁
日
本
﹂
明
治
三
十
年
三
月
二
十
一
日
)

句
意
は
省
く
が
︑﹁
日
午
に
せ
ま
つ
て
﹂
は
蕪
村
句
を
誇
示
す
る
か
の
よ
う

な
措
辞
と
い
え
よ
う
︒
作
者
の
瀾
水
が
こ
の
よ
う
な
句
を
﹁
俳
句
﹂
と
し
て
示

し
え
た
の
は
︑
半
年
前
に
発
表
さ
れ
た
鳴
雪
句
の
存
在
に
加
え

︱
後
述
す
る

が
︑﹁
日
午
な
り
﹂
は
子
規
派
で
流
行
し
た
と
い
う

︱
︑
そ
の
鳴
雪
句
が
蕪

村
の
﹁
三
井
寺
や
﹂
句
に
由
来
す
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

翻
っ
て
鳴
雪
句
を
考
え
る
と
︑
彼
も
や
は
り
蕪
村
句
に
示
唆
を
得
て
﹁
日
午
な

り
﹂
を
得
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
鳴
雪
も
子
規
の
よ
う
に
反
﹁
月
並
宗
匠
連
﹂
を
鮮

明
に
し
︑
積
極
的
に
蕪
村
句
を
な
ぞ
る
こ
と
で
従
来
の
﹁
俳
句
﹂
観
を
打
破
し

よ
う
と
し
た
か
に
感
じ
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
慎
重
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
の
は
︑
子
規
派
長
老
と
知
ら
れ
た
鳴
雪
は
江
戸
後
期
の
生
ま
れ
で
あ
り
︑
新

世
代
の
碧
梧
桐
や
虚
子
の
過
激
な
作
風
よ
り
も
﹁
月
並
宗
匠
連
﹂
に
近
い
﹁
俳

句
﹂
を
旨
と
し
た
点
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
か
︑
子
規
は
﹁
明
治
二
十
九
年
の

俳
諧
﹂
で
鳴
雪
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
︒

二
人
︵
＝
碧
梧
桐
・
虚
子
︑
引
用
者
注
︶
は
長
句
に
偏
し
︑
佶
屈
な
る

句
に
偏
し
︑
複
雑
な
る
句
に
偏
し
︑
漢
語
に
偏
す
と
言
は
ざ
る
可
ら
ず
︒

︵
略
︶
二
人
と
反
対
の
位
置
に
立
つ
者
を
鳴
雪
と
す
︒
鳴
雪
二
人
に
戯
て

曰
く
︵
略
︶
吾
等
維
新
前
の
教
育
を
受
け
漢
学
漢
書
の
中
に
生
長
せ
し
も

の
は
漢
語
と
い
へ
ば
鼻
に
つ
く
心
地
す
な
り
云
々
と
︒︵
略
︶
其
句
清
麗

な
る
者
明
浄
な
る
者
多
し
︒
新
を
厭
ひ
古
を
好
み
活
動
を
嫌
ひ
静
止
を
愛

す
︒︵
新
聞
﹁
日
本
﹂
明
治
三
十
年
二
月
二
十
一
日
︶

｢長
句
・
佶
屈
・
複
雑
・
漢
語
﹂
を
駆
使
し
つ
つ
︑
異
形
の
作
品
を
﹁
俳
句
﹂

と
嘯
く
碧
梧
桐
や
虚
子
句
と

︱
そ
れ
を
強
く
促
し
た
の
は
子
規
だ
っ
た

︱

比
較
す
る
と
︑
鳴
雪
は
﹁
古
﹂
に
属
す
る
俳
人
で
あ
り
︑
﹁
漢
語
﹂
等
を
誇
示

せ
ず
に
穏
便
な
作
風
を
好
む
俳
人
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
あ

く
ま
で
子
規
派
内
で
の
話
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
﹃
蕪
村
句
集
﹄
を
入
手
し
よ
う

と
東
京
の
古
書
店
を
物
色
し
て
い
た

︱
子
規
た
ち
は
明
治
二
十
六
年
頃
か
ら

類
題
句
集
︵
古
今
の
句
群
を
四
季
別
に
配
し
た
選
集
︶
の
蕪
村
句
を
評
価
し
は

じ
め
︑
彼
の
句
集
を
探
し
回
っ
て
い
た

︱
時
期
︑﹃
蕪
村
句
集
﹄
上
下
巻
揃

い
を
発
見
し
て
大
得
意
だ
っ
た
の
は
鳴
雪
で
あ
っ
た
︵
﹃
鳴
雪
自
叙
伝
﹄︹
岡
村

書
店
︑
大
正
十
一
年
︺
等
に
詳
し
い
︶︒
つ
ま
り
︑
彼
も
子
規
派
の
蕪
村
熱
の

渦
中
に
い
た
一
人
で
あ
り
︑
む
し
ろ
﹁
新
を
厭
ひ
古
を
好
み
﹂
と
評
さ
れ
た
鳴

雪
が
﹁
漢
書
﹂
︵﹁
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
﹂
︶
風
の
﹁
～
湛
然
と
し
て
日
午
な

り
﹂
な
ど
と
奇
抜
な
措
辞
を
詠
む
あ
た
り
︑
当
時
の
子
規
一
派
が
い
か
に
蕪
村

正
岡
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規
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句
に
親
炙
し
て
い
た
か
︑
ま
た
子
規
の
﹁
俳
句
﹂
観
が
い
か
に
周
囲
に
伝
播
し

て
い
た
か
が
う
か
が
え
よ
う
︒

｢秋
の
水
﹂
に
﹁
湛
然
﹂﹁
日
午
な
り
﹂
と
畳
み
か
け
る
発
想
な
ど
ほ
ぼ
存
在

し
な
か
っ
た
当
時
︑
鳴
雪
が
そ
れ
ら
を
一
句
に
ま
と
め
て
﹁
俳
句
﹂
と
見
な
し

て
良
い
と
判
断
し
え
た
の
は
︑
一
つ
に
は
蕪
村
句
の
存
在
が
あ
り
︑
今
一
つ
は

子
規
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
︒﹁
日
午
な
り
﹂
と
劣
ら
ぬ
奇
異
な
﹁
べ
く
﹂
句

等
を
﹁
俳
句
﹂
と
認
め
る
よ
う
な
子
規
の
選
句
眼
に
日
々
接
し
た
鳴
雪
は
︑
一

派
の
中
で
は
﹁
古
を
好
み
﹂
と
評
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
や
は
り
﹁
月
並
宗
匠

連
﹂
と
は
か
け
離
れ
た
﹁
俳
句
﹂
観
を
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
俳
人
だ
っ
た
と

い
え
る
︒

お
わ
り
に

鳴
雪
句
の
﹁
日
午
な
り
﹂
は
︑
子
規
派
で
評
判
に
な
っ
た
と
い
う
︒

昨
年
の
流
行
語
の
中
に
﹁
日
午
な
り
﹂﹁
何
午
な
り
﹂
と
い
ふ
あ
り
︒
こ

は
昨
秋

秋
の
水
湛
然
と
し
て
日
午
な
り

鳴

雪

と
い
へ
る
句
に
始
ま
れ
る
な
り
︒︵
子
規
﹁
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
﹂︑
新

聞
﹁
日
本
﹂
附
録
週
報
︑
明
治
三
十
年
三
月
八
日
︶

子
規
に
﹁
昨
年
の
流
行
語
﹂
と
言
わ
し
め
た
﹁
日
午
な
り
﹂
は
︑
こ
の
時
期

の
子
規
派
に
多
用
さ
れ
た
措
辞
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

南
縁
に
湯
婆
を
あ
け
る
日
午
な
り

虚

子

︵
﹁
青
年
文
﹂
明
治
二
十
九
年
十
一
月
号
︑
三
十
一
頁
)

菊
の
丘
に
ホ
テ
ル
の
旗
や
日
午
な
り

肋

骨

︵
新
聞
﹁
日
本
﹂
明
治
二
十
九
年
十
一
月
一
日
)

仏
の
灯
清
水
に
う
つ
る
洞
午
な
り

把

栗

︵
新
聞
﹁
日
本
﹂
明
治
二
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日
)

詳
細
は
省
く
が
︑
子
規
た
ち
の
間
で
﹁
日
午
な
り
﹂
が
流
行
し
た
こ
と
は
︑

従
来
の
﹁
月
並
宗
匠
連
﹂
が
使
用
し
な
い
﹁
新
奇
﹂
な
措
辞
だ
っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
︒
た
だ
︑
作
者
の
鳴
雪
は
反
﹁
月
並
宗
匠
﹂
を
目
指
し
た
と
い
う
よ
り
︑

蕪
村
句
の
奇
抜
さ
に
惹
か
れ
た
結
果
︑
従
来
の
﹁
俳
句
﹂
観
に
囚
わ
れ
な
い
︑

子
規
派
の
﹁
新
機
軸
﹂︵﹁
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
﹂︶
を
ま
と
う
に
至
っ
た
こ

と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
︒

こ
こ
で
本
論
冒
頭
で
触
れ
た
泉
鏡
花
の
﹁
龍
潭
譚
﹂
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
︒

﹁
日
は
午
な
り
︒﹂
と
小
説
を
書
き
始
め
た
鏡
花
は
︑
こ
の
鳴
雪
句
を
見
知
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
当
時
︑
鏡
花
は
師
匠
筋
の
尾
崎
紅
葉
を
中
心
と
し
た
句
会

に
出
入
り
し
︑
自
作
を
﹁
読
売
新
聞
﹂
等
で
発
表
す
る
な
ど
し
て
い
た
︒
鏡
花

の
師
事
す
る
紅
葉
は
俳
句
に
強
い
関
心
を
抱
き
︑
同
時
代
の
子
規
派
を
意
識
し

て
い
た
節
が
あ
る
の
に
加
え
︑
鳴
雪
句
が
新
聞
﹁
日
本
﹂
等
で
な
く
鴎
外
編
集

の
﹁
め
さ
ま
し
草
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も
考
慮
す
る
と
︑﹁
秋
の
水
湛
然
と

し
て
日
午
な
り
﹂
は
鏡
花
の
目
に
触
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
魅
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力
的
な
仮
説
と
い
う
の
み
で
︑
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒

む
し
ろ
興
味
深
い
の
は
︑
鏡
花
小
説
と
鳴
雪
句
で
は
﹁
日
︵
は
︶
午
な
り
﹂

の
位
相
が
お
よ
そ
異
な
る
点
で
は
な
い
か
︒﹁
龍
潭
譚
﹂
冒
頭
の
﹁
日
は
午
な

り
﹂
は
﹁
日
午
・
町
↓
黄
昏
・
神
社
＝
怪
し
き
も
の
﹂
と
い
う
展
開
を
際
立
た

せ
る
一
行
で
︑﹁
な
ぜ
そ
の
一
言
が
作
品
冒
頭
に
置
か
れ
た
の
か
﹂
等
の
疑
問

は
読
み
進
む
に
つ
れ
氷
解
す
る
で
あ
ろ
う
︒
か
た
や
鳴
雪
句
は
︑
な
ぜ
作
者
は

﹁
日
午
な
り
﹂
と
断
定
し
た
の
か
︑
読
み
返
し
て
も
腑
に
落
ち
な
い
側
面
が
拭

え
な
い
︒﹁
秋
の
水
湛
然
と
し
て
﹂
と
い
う
情
景
を
受
け
て
﹁
日
午
な
り
﹂
と

断
言
し
た
理
由
が
︑
一
句
内
に
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
湛
然
﹂
と
﹁
秋

の
水
﹂
が
湛
え
ら
れ
て
い
る
︑
そ
の
冷
や
や
か
な
静
け
さ
に
満
ち
た
情
景
を
描

く
の
で
あ
れ
ば
︑
む
し
ろ
夕
暮
れ
で
は
な
い
か
︑
な
ぜ
朝
や
夕
方
で
な
く
﹁
日

午
﹂
な
の
だ
ろ
う
︑
そ
れ
も
陽
光
や
心
情
等
を
述
べ
る
の
で
な
く
︑
正
午
の
限

ら
れ
た
時
間
を
﹁
～
な
り
﹂
と
強
く
示
し
た
理
由
と
は
⁝
⁝
秋
ら
し
い
イ
メ
ー

ジ
を
ど
の
よ
う
に
か
き
立
て
た
と
し
て
も
︑
こ
の
句
の
み
で
は
﹁
～
な
り
﹂
の

断
定
に
見
合
う
風
景
を
構
成
す
る
の
は
困
難
と
い
え
る
︒

あ
る
い
は
︑
次
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
作
者
の
鳴
雪
は
さ

し
て
意
味
も
な
く
︑
軽
い
気
持
ち
で
詠
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
︒
蕪
村
句
の
よ

う
に
漢
語
調
の
句
を
詠
み
た
い
と
感
じ
た
彼
は
あ
る
時
︑﹁
秋
の
水
﹂
で
句
を

詠
も
う
と
す
る
︒﹁
今
ま
で
通
り
の
﹃
秋
の
水
﹄
ら
し
い
句
を
ひ
ね
る
の
は
面

白
く
な
い
︑
一
つ
漢
詩
文
風
に
﹃
秋
の
水
湛
然
と
し
て
﹄
と
し
て
み
よ
う
︒
残

り
の
下
五
だ
が
⁝
⁝
そ
う
だ
︑
﹃
三
井
寺
や
日
は
午
に
せ
ま
る
若
楓
﹄︑
こ
の
中

七
を
縮
め
て
﹃
日
午
な
り
﹄
と
し
︑
﹃
秋
の
水
湛
然
と
し
て
日
午
な
り
﹄
と
は

如
何
︒
な
か
な
か
奇
抜
な
上
︑
実
景
に
も
即
し
て
い
る
︒
よ
し
︑
こ
れ
を
﹃
俳

句
﹄
と
し
よ
う
﹂
⁝
⁝
無
論
︑
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
︑
鳴
雪
は
﹁
湛
然
・
日

午
﹂
を
﹁
俳
句
﹂
で
用
い
る
こ
と
自
体
に
満
足
し
︑
そ
れ
以
上
は
さ
し
て
深
く

考
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

た
だ
︑
こ
の
句
が
興
味
深
い
の
は
︑
結
果
と
し
て
﹁
月
並
宗
匠
連
﹂
が
守
り

続
け
た
﹁
俳
句
﹂
観
を
ま
る
で
無
視
し
た
句
に
仕
上
が
っ
た
点
に
あ
る
︒
従
来

の
﹁
秋
の
水
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
︑
﹁
秋
の
水
湛
然
と
し
て
﹂
と
い
う

単
純
か
つ
無
内
容
に
近
い
情
景
に
対
し
︑﹁
日
午
な
り
﹂
と
断
言
し
た
こ
と
は

的
外
れ
な
力
み
方
で
︑
無
意
味
と
い
え
る
︒
逆
に
︑
鳴
雪
や
子
規
た
ち
か
ら
す

る
と
︑
な
ぜ
﹁
日
午
な
り
﹂
と
力
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
︑
そ
の
意
図
は
宙
に

浮
い
た
ま
ま
一
句
が
終
わ
る
た
め
に
か
え
っ
て
﹁
俳
句
﹂
ら
し
い
と
興
が
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
日
午
な
り
﹂
が
﹁
俳
句
﹂
で
使
用
さ
れ
た
と
い
う
面
白

さ
や
︑﹁
～
な
り
﹂
と
断
定
し
た
意
図
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
句
が
閉
じ
ら
れ
る

謎
め
い
た
あ
っ
け
な
さ
︑
そ
の
深
読
み
を
誘
う
妙
な
引
っ
か
か
り
な
ど
を
惹
起

す
る
と
と
も
に
︑
﹁
な
ぜ
﹃
日
午
な
り
﹄
な
の
か
﹂
の
理
由
が
最
後
ま
で
分
か

ら
な
い
た
め
︑
﹁
日
午
な
り
﹂
の
強
調
が
ず
れ
た
ま
ま
に
一
句
が
完
成
し
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
︒
﹁
文
学
﹂
の
王
者
た
る
小
説
と
比
較
す
る
と
俳
句
は
あ
ま

り
に
短
く
︑
そ
こ
に
大
き
な
欠
点
が
あ
る
が
︑
同
時
に
短
す
ぎ
る
ゆ
え
に
小
説
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岡
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で
は
達
成
し
に
く
い
表
現
を
獲
得
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
の
一
例
が
﹁
秋

の
水
湛
然
と
し
て
日﹅

午﹅

な﹅

り﹅

﹂
の
奇
妙
な
ユ
ー
モ
ア
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
月

並
宗
匠
連
﹂
は
こ
の
種
の
句
を
﹁
俳
句
﹂
と
見
な
さ
ず
︑
逆
に
俳
句
革
新
を
目

指
す
子
規
や
周
囲
の
俳
人
た
ち
は
そ
れ
こ
そ
﹁
俳
句
﹂
で
あ
る
︑
と
認
め
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注①

俳
句
が
﹁
文
学
︵
lit
e
r
a
t
u
r
e︶﹂
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
可
能
性

は
高
く
︑
そ
の
象
徴
と
し
て
正
岡
子
規
﹁
俳
諧
大
要
﹂︵
新
聞
﹁
日
本
﹂
明
治
二
十

八
年
︶
の
高
名
な
一
節
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒﹁
俳
句
は
文
学
の
一
部
な
り
︑︵
略
︶
絵

画
も
彫
刻
も
音
楽
も
演
劇
も
詩
歌
小
説
も
み
な
同
一
の
標
準
を
も
つ
て
評
論
し
得
べ

し
﹂︑
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
子
規
の
﹁
文
学
＝
俳
句
﹂
観
は
︑
江
戸
期
以
来
の
﹁
俳

諧
﹂
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
価
値
観
の
可
能
性
が
あ
る
が
︑
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
︑

別
稿
に
譲
り
た
い
︒

②

碧
梧
桐
の
﹁
赤
い
椿
﹂
句
に
つ
い
て
︑
拙
稿
﹁
明
治
の
椿
は
い
か
に
落
ち
た
か

︱
﹁
赤
い
椿
白
い
椿
と
落
ち
に
け
り
﹂
を
読
む

︱
﹂︵﹁
日
本
文
学
﹂
平
成
二
十

五
年
一
月
号
︶
の
調
査
段
階
で
は
︑
碧
梧
桐
句
の
よ
う
な
前
例
は
明
治
期
俳
誌
・
俳

書
群
に
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒
従
っ
て
︑
子
規
は
類
例
の
な
い
﹁
赤
い
椿
﹂
句
こ

そ
﹁
俳
句
﹂
で
あ
る
︑
と
主
張
し
た
可
能
性
が
高
い
︒

③

明
治
期
の
蕪
村
発
見
は
子
規
よ
り
俳
諧
宗
匠
の
方
が
早
く
︑
ま
た
子
規
派
の
俳
句

革
新
と
﹁
蕪
村
調
﹂
が
密
接
に
連
動
し
て
い
た
こ
と
は
︑
拙
稿
﹁
明
治
の
蕪
村
調
︑

そ
の
実
態

︱
俳
人
漱
石
の
可
能
性
に
つ
い
て

︱
﹂︵﹁
日
本
近
代
文
学
﹂
八
十
四

集
︑
平
成
二
十
五
年
五
月
︶
に
て
指
摘
し
た
︒

④

右
記
拙
稿
の
調
査
段
階
で
は
︑
俳
誌
約
四
百
六
十
冊
に
掲
載
さ
れ
た
約
二
十
二
万

句
の
内
︑﹁
べ
く
﹂
は
見
当
た
ら
ず
︑
僅
か
に
﹁
べ
き
﹂
を
使
用
し
た
句
が
二
例
あ

る
の
み
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
選
者
の
子
規
は
例
外
的
な
作
品
を
﹁
俳
句
﹂
と
認

定
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

正
岡
子
規
一
派
の
蕪
村
調
と
﹁
俳
句
ら
し
さ
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