
明
治
二
十
七
年
、
二
十
八
年
の
虚
子

―

『

五

百

句

』

評

釈

―

小

澤

賓

高
浜
虚
子
句
集

r五
百
句
｣
に
評
釈
を
加
え
る
｡

ま
ず

F五
百
句
｣
の

｢序
｣
を
引
用
す
る
｡

ホ
ト
ト
ギ
ス
五
百
号
の
記
念
に
出
版
す
る
の
で
あ
っ
て
'
従
っ
て
五
百
句
に
限
っ
た
｡

此
頃
の
自
分
の
好
み
か
ら
言
へ
ば
'
勢
ひ
近
頃
の
句
が
多
-
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
､
然
し
古
い
時
代
の
句
に
も
そ
れ
ぐ

其

時
代
に
応
じ
て
捨
て
難
く
思
ふ
も
の
も
あ
る
の
で
､
先
づ
明
治

･
大
正

･
昭
和
三
時
代
の
句
を
略
等
分
に
採
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
｡

範
囲
は
俳
句
を
作
り
始
め
た
明
治
二
十
四
五
年
頃
か
ら
昭
和
十
年
迄
､
即
昭
和
十

一
年
十

一
月
二
十
日
に
出
版
し
た

｢句
日
記
｣
の
句

ま
で
と
し
た
の
で
'
其
後
の
句
は
此
集
に
は
洩
れ
て
ゐ
る
｡

昭
和
十
二
年
五
月
二
十
七
日

ホ
ト
ト
ギ
ス
発
行
所

高
浜
虚
子

｢
ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
.昭
和
十
三
年
四
月
号
は
五
百
号
に
あ
た
る
｡
序
に
も
あ
る
よ
う
に
'
こ
れ
を
記
念
し
て
'
彪
大
な
虚
子
の
作
品
の
中
か
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ら
五
百
句
が
選
ば
れ
た
｡
(同
時
に

｢
ホ
ト
ト
ギ
ス
同
人
句
集
｣
(昭
和
十
三
年
･
三
省
堂
刊
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡)
こ
の
作
業
に
つ
い
て
は
'

高
浜
年
尾
が

｢定
本
高
浜
虚
子
全
集

第

一
巻

俳
句
集

こ

(昭
和
四
十
九
年
･
毎
日
新
聞
社
刊
)
の
解
説
の
中
で

F年
代
順
虚
子
俳
句
全
集
L

(新
潮
社
版
･
全
四
巻
)
を
基
に
し
て
の
自
選
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡

ま
た
'
序
に

｢先
づ
明
治

･
大
正

･
昭
和
三
時
代
の
句
を
略
等
分
に
採
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
｣
と
あ
る
と
お
り
､
明
治
期
'

一
二
八
句
'

大
正
期
､

一
六

一
句
､
昭
和
期
'
二

二

句
と
い
う
配
分
で
選
ば
れ
て
い
る
｡
こ
の
句
集
以
前
に
虚
子
は
t
r稿
本
虚
子
句
集
｣
(明
治
四
十
一

年
･
俳
書
堂
刊
)'
『自
選
類
題
虚
子
句
集
L
(大
正
三
年
一
月

｢ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
付
録
)
､
F虚
子
句
集
』
(大
正
四
年
･
植
竹
書
店
刊
)
t
F虚
子
句
集
』

(昭
和
三
年
･
春
秋
社
刊
)
t
F句
集
虚
子
｣
(昭
和
五
年
･
改
造
文
庫
)
､
r句
日
記
J
(昭
和
十
7
年
･
改
造
社
刊
)
な
ど
の
句
集
を
刊
行
し
て
い
る

が
'
こ
れ
ら
の
句
集
の
集
大
成
と
言
え
よ
う
｡

ま
た
､
｢
ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
が
号
を
重
ね
る
に
つ
れ
て

F五
百
五
十
句
J
(昭
和
十
八
年
･
桜
井
書
店
刊
)
t
r六
百
句
l

(昭
和
二
十
二
年
･曹
柿

堂
刊
)､
r六
百
五
十
句
』
(昭
和
三
十
年
･
角
川
書
店
刊
)
と
編
ま
れ
て
い
く
が
'
こ
れ
ら
は

F五
百
句
L
と
は
違
い
'
短
い
期
間
の
句
集
だ
っ

た
｡『五

百
句
』
は
､
昭
和
十

1
年
以
降
の
作
品
は
収
め
な
い
と
は
い
え
'
虚
子
句
集
中
'
最
も
凝
縮
度
の
高
い
､
虚
子
の
句
業
を
代
表
す
る

句
集
と
い
え
よ
う
｡

底
本
は

F五
百
句
』
(昭
和
十
二
年
･
改
造
社
刊
)
と
し
､
適
宜

F定
本
高
浜
虚
子
全
集

第

一
巻

俳
句
集

こ

(昭
和
四
十
九
年
･
毎
日
新

聞
社
刊
)
を
参
照
し
た
｡

｢五
百
句
｣
全
句
に
わ
た
る
評
釈
､
鑑
賞
は
'
無
い
が
'
明
治
期
の
句
に
つ
い
て
は
'
浜
中
柑
児
著

r虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
｣

(昭
和
十
六
年
･
改
造
杜
刊
)
が
あ
る
｡
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春
雨
の
衣
桁
に
重
し
恋
衣

初
出
は

｢め
さ
ま
し
草
｣
(ま
き
の
二
･
明
治
二
十
九
年
二
月
号
)
｡
虚
子
は

｢春
雨
二
十
句
｣
と
題
し
て

春
雨
や
蝶
々
遊
ぶ
傘
の
内

摺
鉢
に
何
植
ゑ
て
見
ん
春
の
雨

春
雨
の
と
も
し
火
細
し
普
門
品

春
雨
や
伊
予
の
温
泉
の
う
す
煙

春
の
雨
歌
読
ま
ん
と
て
寝
入
り
け
り

春
の
雨
花
な
さ
森
の
す
さ
ま
じ
さ

春
雨
の
葎
生
ひ
け
り
羅
生
門

春
雨
や
李
夫
人
お
き
ず
香
煙
る

春
雨
の
衣
桁
に
重
し
恋
衣

苧
を
う
ん
で
今
日
も
く
れ
け
り
春
の
雨

春
の
雨
ひ
だ
る
う
な
っ
て
寒
う
な
る

飛
鳥
井
の
鞠
音
絶
え
て
春
の
雨

春
雨
の
泥
川
の
ぼ
る
田
船
か
な

春
雨
や
燕
騒
ぐ
塔
の
上
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金
犀
の
灯
静
か
な
り
春
の
雨

春
雨
や
誰
が
た
き
も
の
す
こ
の
夕

春
雨
や
傘
渡
る
裏
の
川

春
雨
や
京
も
の
語
り
更
け
渡
る

春
雨
や
や
き
蛤
の
や
け
る
昔

熱
海
温
泉

温
泉
の
中
に
石
浮
屠
立
て
り
春
の
雨

以
上
二
十
句
を
発
表
し
て
い
る
｡
そ
の
中
の
一
句
｡

異
同
は

春
雨
の
衣
桁
に
重
し
恋
ご
ろ
も

(r新
俳
句
｣
明
治
三
十
一
年
･
民
友
社
刊
)

季
語
は

｢春
雨
｣
で
､
季
節
は
三
春
｡
r万
葉
集
L
F古
今
和
歌
集
｣
以
来
の
伝
統
的
な
季
語
｡
r三
冊
子
』
に

｢春
雨
は
小
止
み
な
く
､

い
つ
ま
で
も
降
り
続
く
や
う
に
す
る
'
三
月
を
い
ふ
｣
と
あ
る
｡

｢春
雨
｣
と

｢衣
｣
は
縁
が
深
い
｡
｢連
珠
合
壁
集
｣
は
｢春
雨
｣
の
寄
合
に
｢衣
｣
を
載
せ
る
｡
こ
の
寄
合
に
つ
い
て
は
r古
今
和
歌
集
L
に

わ
が
せ
こ
が
衣
は
る
雨
ふ
る
ご
と
に
野
べ
の
緑
ぞ
い
ろ
ま
さ
り
け
る

が
見
え
る
｡
｢
わ
が
せ
こ
が
衣
｣
は

｢は
る
｣
の
序
と
な
っ
て
い
る
｡
女
性
が
衣
を
洗
い
張
り
す
る
実
景
を
暗
示
す
る
有
心
の
序
で
あ
る
が
'

こ
の
歌
な
ど
か
ら
'
こ
の
寄
合
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

俳
譜
に
お
い
て
も
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は
る
さ
め
や
ぬ
け
出
た
ま
ヽ

の
夜
着
の
穴

丈

草

r丈
草
発
句
集
｣

が
著
名
で
あ
る
｡
夜
着
と
は

｢着
物
の
大
型
の
も
の
で
'
厚
く
綿
を
入
れ
て
寝
る
と
き
上
に
か
け
る
も
の
｣
｡
衣
を
夜
着
と
し
た
と
こ
ろ
に

丈
草
の
俳
譜
が
あ
っ
た
｡
そ
の
底
に
､
寄
合
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
掲
出
句
は
､
も
っ
と
直
裁
に
'
そ
の
二
語
を
用
い
て
い
る
｡

不
性
さ
や
か
き
起
さ
れ
し
春
の
雨

春
雨
や
同
車
の
君
が
さ
～

め
ど
と

｢蕪
村
遺
稿
｣

コ
二
冊
子
J
は
春
雨
と
春
の
雨
を
区
別
し
て
い
る
が
'
芭
蕪
の
句
の
も
の
う
げ
な
気
分
は
､
春
雨
に
も
つ
な
が
る
｡
ま
た
春
雨
に
は
蕪
村

の
句
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
艶
な
気
分
も
あ
る
｡

｢衣
桁
｣
は

｢衣
服
を
か
け
て
お
-
台
｡
鳥
居
の
よ
う
な
形
の
'
つ
い
た
て
式
の
も
の
と
'
真
申
か
ら
二
枚
に
折
れ
る
折
り
畳
み
式
と
が

181

あ
る
｣
｡
(｢日
本
国
語
大
辞
典
｣)㌦俳
語
に
お
け
る
用
例
は

い
か
う

山
は
衣

桁

か

～
る
霞
の
衣
哉

自

噸

春
の
夜
や
紫
衣
を
掛
け
た
る
塗
衣
桁

な
ど
が
あ
る
｡

静

香

r毛
吹
草
L

大
谷
句
悌

r句
俳
上
人
発
句
抄
｣



｢恋
衣
｣
は
歌
語
で
あ
る
｡
虚
子
の
造
詣
深
か
っ
た
謡
曲
に
も
用
い
ら
れ
'
｢鉄
輪
｣
｢雲
林
院
｣
｢梅
が
枝
｣
｢松
山
鏡
｣
な
ど
に
'
そ
の

用
例
が
見
ら
れ
る
｡

作
者
未
詳

恋
衣
着
奈
良
の
山
に
鳴
く
烏
の
問
な
く
時
な
し
吾
が
恋
ふ
ら
く
は

『万
葉
集
』

藤
原
俊
成

恋
ご
ろ
も
い
か
に
染
め
け
る
色
な
れ
ば
恩
へ
ば
や
が
て
う
つ
る
心
ぞ

r後
拾
遺
和
歌
集
Jl

な
ど
の
よ
う
に
常
に
心
か
ら
離
れ
な
い
恋
を
､
身
を
離
れ
な
い
衣
に
見
た
て
た
語
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
恋
す
る
人
の
衣
服
と
転
じ

土
御
門
院

ー

妹
待
つ
と
山
の
し
づ
く
に
立
ち
ぬ
れ
て
そ
ぼ
ち
に
け
ら
し
我
が
こ
ひ
衣

｢風
雅
和
歌
集
』

と
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
衣
そ
の
も
の
が
詠
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
し
て

｢濡
る
｣
｢涙
｣
｢雨
｣
な
ど
と
と
も
に
詠
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
｡

前
参
議
雅
有

し
ら
せ
ば
や
人
を
う
ら
み
の
恋
ご
ろ
も
涙
か
さ
ね
て
ひ
と
り
ぬ
る
夜
を

｢新
後
撰
和
歌
集
｣

権
僧
正
慈
仙



ぬ
れ
て
は
す
ひ
ま
こ
そ
な
け
れ
恋
ご
ろ
も
身
を
し
る
雨
の
晴
れ
ぬ
恩
ひ
に

『続
千
載
和
歌
集
』

光
明
峰
寺
入
道
前
摂
政
左
大
臣

恋
衣
色
に
は
い
で
じ
し
も
と
ゆ
ふ
ま
さ
さ
の
つ
な
の
よ
る
の
時
雨
に

『新
続
古
今
和
歌
集
)

墓
の
さ
は

み
さ
は
に
も
涙
の
か
ゝ
る
.U
ひ
衣
あ
は
ぬ
か
ぎ
り
は
は
さ
れ
や
は
す
る

御
伽
草
子

『調
度
歌
合
』

な
ど
の
用
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
.
つ
ま
り
恋
衣
I
雨
-
涙
は
､
縁
の
深
い
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
い
う
る
｡

先
は
ど
の
春
雨
と
衣
の
寄
合
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
､
春
雨
と
恋
衣
は
､
た
い
へ
ん
関
係
の
近
い
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
伝
統
的
で

情
緒
纏
綿
た
る
そ
の
二
つ
の
語
の
結
び
つ
き
を
'
｢衣
桁
に
重
し
｣
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
視
覚
化
L
t
感
覚
的
に
と
ら
え
な
お
し
た
と
こ

ろ
に
こ
の
句
の
仕
立
が
あ
る
｡

こ
の
句
は

｢春
雨
｣
と

｢衣
桁
に
重
く
か
か
っ
て
い
る
恋
衣
｣
の
二
つ
の
取
合
で
で
き
て
い
る
｡
そ
れ
を

春
雨
や
衣
桁
に
重
き
恋
衣

と
し
て
い
な
い
｡
単
純
な
取
合
の
形
に
は
し
て
い
な
い
の
だ
｡
句
切
れ
は

｢重
し
｣
の
あ
と
に
く
る
｡
｢春
雨
の
衣
桁

に重
し
｣
で
､
そ
れ
が

一
た
ん
切
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
よ
り

一
層
､
重
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
｡
そ
こ
に
単
な
る
叙
景
句
に
は
了
ら
せ
な
い

､虚
子
の
お
も
い
が

感
じ
と
れ
よ
う
｡

音
も
工
夫
さ
れ
て
い
る
｡
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
て
み
る
｡
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母
音
に
注
目
し
て
み
る
と

｢
O
-
｣
の
交
替
が
三
回
､
｢
-
o
｣
の
交
替
が
四
回
つ
く
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
が
春
雨
の
音
の
よ
う
な
効
果
を

あ
げ
て
い
る
｡

さ
て
､
『虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
｣
は
､
こ
の
句
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
｡

○
外
に
は
春
雨
が
し
め
や
か
に
降
っ
て
ゐ
る
｡
室
内
も
雨
の
た
め
に
し
め
や
か
で
あ
る
｡
部
屋
の
隅
の
衣
桁
に
は
垂
げ
に
恋
衣
が
だ
ら
り
と

掛
っ
て
ゐ
る
こ
と
よ
の
意
｡

◎
衣
桁
に
掛
っ
て
ゐ
る
花
や
か
な
衣
を
見
て
'
恋
衣
と
断
じ
る
か
ら
は
'
多
分
廓
情
緒
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
｡

さ
う
し
た
種
類
の
女
が
'
そ
の
花
や
か
な
衣
に
身
を
や
つ
し
て
'
情
痴
に
狂
っ
た
態
が
想
像
さ
れ
る
｡

春
雨
の
し
め
や
か
に
降
っ
て
ゐ
る
時
｣
だ
ら
り
と
重
さ
う
に
暗
衣
の
衣
桁
に
掛
っ
て
ゐ
る
の
は
'
さ
て
は
昨
夜
の
恋
道
中
は
雨
だ
つ
た

な
､
と
い
ふ
や
う
な
聯
想
が
起
る
｡
春
雨
の
降
っ
て
ゐ
る
狭
斜
の
巷
は
ど
'
濃
艶
な
感
じ
の
す
る
も
の
は
な
い
｡

｢重
し
｣
と
い
ふ
語
は

｢恋
ぞ
つ
も
り
て
淵
と
な
り
ぬ
る
｡｣
と
い
ふ
や
う
な
多
難
な
恋
や
'
｢し
っ
ぽ
り
濡
れ
て
｣
な
ど
い
ふ
や
う
な

場
面
も
思
ひ
出
さ
れ
て
､
ま
こ
と
に
よ
く
働
い
た
語
で
あ
る
｡

大
意
は
問
題
が
な
い
｡
外
-
室
内
-
部
屋
の
隅
の
衣
桁
-
恋
衣
と
'
視
野
を
絞

っ
て
い
く
詠
い
方
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
い
い
｡

さ
て
鑑
賞
で
あ
る
が
'
か
な
り
自
由
に
書
か
れ
て
い
る
Q
｢衣
桁
に
掛
っ
て
ゐ
る
花
や
か
な
衣
を
見
て
､
恋
衣
と
断
じ
る
か
ら
は
'
多

分

廓
情
緒
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
｣
と
い
う
線
で
'
廓
情
緒
が
味
わ
わ
れ
て
い
く
0

へ
や

†

r･

『色
道
大
鏡
｣
に

｢新
膿
の
部

屋

に
は
､
太
夫
の
時
衣
桁
三
脚
'
天
職
の
時
二
脚
た
つ
る
｡
夏
の
季
た
り
と
い
ふ
と
も
'
小
袖
共
に
が

さ

る
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
衣
桁
は
廓
に
置
か
れ
て
あ
る
も
の
だ

っ
た
が
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
透
廓
に
限
定
で
き
ま
い
｡
時
代
的
に
も
､
空
間

的
に
も
'
も
っ
と
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
て
読
み
た
い
｡
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明
治
二
十
八
年
ご
ろ
'
虚
子
は
河
東
碧
梧
桐
と
と
も
に
放
蕩
生
活
を
送

っ
て
い
た
｡
そ
れ
は
'
碧
梧
桐
の

F寓
居
日
記
｣
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
｡
ま
た
'
そ
の
日
記
の
明
治
二
十
八
年
五
月
二
十
四
日
に
は

｢恋
衣
｣
と
い
う
各
の
吉
原
の
女
性
も
登
場
し
て
い
る
｡
遊
郭
は
'
こ
の

句
の
発
想
に
関
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
作
品
と
し
て
は
'
平
安
時
代
の
宮
中
の
女
性
と
も
､
近
世
の
豪
商
の
娘
と
も
読
み

う
る
普
遍
性
が
あ
る
｡
遊
廓
と
は
離
れ
て
'
も
っ
と
普
遍
的
な
恋
と
し
て
読
む
可
能
性
を
残
し
て
お
き
た
い
｡

初
出
の

｢春
雨
二
十
句
｣
は
春
雨
に
よ
る
題
詠
を
試
み
た
も
の
だ
ろ
う
｡
多
く
は
､
春
雨
と
'
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
取
合
で
で
き
て
い

る
｡
春
雨
の
情
趣
に
似
合

っ
た
も
の
が
取
合
さ
れ
'
平
凡
な
句
が
多
い
中
こ
の
句
が
抜
け
で
て
い
る
の
は

｢
重
し
｣
の
働
き
だ
｡

そ

れ

は

｢鑑
賞
』
の
説
く
と
お
り
で
あ
る
｡
客
観
的
な
描
写
に
と
ど
ま
ら
ず
'
心
の
動
き
ま
で
感
じ
さ
せ
る
｡
｢
め
さ
ま
し
草
｣

(ま
き
の
三
･
明
治

二
十
九
年
三
月
)
の

｢消
息
｣
に

｢虚
子
が
春
雨
二
十
句
拝
見
い
た
し
候
｣
と
し
て
大
谷
続
石
の
評
が
の
っ
て
い
る
｡
こ
の
句
に
つ
い
て
は

｢恋
衣
は
重
し
と
い
ふ
字
に
重
さ
を
な
せ
る
や
う
覚
え
ら
れ
候
｣
と
あ
る
｡
成
立
直
後
に
'
そ
れ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
｡.

｢
め
さ
ま
し
草
｣
は
森
鴎
外
中
心
の
文
芸
雑
誌
.
｢
日
清
戦
争
に
よ
る
鴎
外
出
征
の
た
め

｢休
刊
｣
L
t
そ
の
ま
ま
廃
刊
と
な

っ
た

｢
L

か
ら
み
草
子
｣
の
あ
と
を
継
ぎ
'
鴎
外
帰
国
三
ケ
月
後
に
創
刊
さ
れ
た
｣
｡
(r日
本
近
代
文
学
大
辞
典

第
五
巻

新
聞
･
雑
誌
J
昭
和
五
十
二
年

･
講
談
社
刊
)
こ
の
雑
誌
の
意
義
は
鴎
外
の
具
体
的
な
作
品
批
評
が
現
れ
た
点
と
脱
天
子

(露
伴
)
､
登
仙
坊

(緑
雨
)
'
鐘
礼
舎

(鴎
外
)
の

三
者
､
あ
る
い
は
こ
れ
に
依
田
学
梅
'
饗
庭
笠
村
'
尾
崎
紅
葉
お
よ
び
森
田
思
軒
を
加
え
た
顔
ぶ
れ
に
よ
る

F好
色

1
代
女
』

F水
軒
伝
』

な
ど
和
漢
古
典
の
合
評
に
あ

っ
た
｡
こ
の
合
評
と
い
う
形
式
は

｢
ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
に
お
け
る
蕪
村
の
研
究
な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
こ
の
雑
誌
は
田
山
花
袋
に
よ
っ
て

｢
大
家
達
の
新
し
い
時
代
に
対
す
る
防
禦
運
動
｣
(｢近
代
の
小
説
｣)
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
｡
合
評

の
メ
ン
バ
I
を
見
れ
ば
'
い
か
な
る
大
家
が
い
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
が
'
仮
に
掲
出
句
の
初
出
で
あ
る
明
治
二
十
九
年
二
月
号
の
執
筆
者

と
題
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

司
馬
温
公

露
伴
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春
雨
二
十
句

狭
蓮

あ
す
な
ら
う

鶴
融
接

嵯
権
太

独
逸
新
戯
曲

虚
子

眉
山

把
月

痛
休
庵

(鴎
外
)

三
木
竹
二

S
<

『虚
子
自
伝
』
に
は
中
学
五
年
の
と
き
'
｢国
民
の
友
｣
を
求
め
て
､
幸
田
露
伴
の

｢
一
口
剣
｣
を
読
ん
だ
り
､
｢早
稲
田
文
学
｣

｢し
が
ら

み
草
紙
｣
を
見
つ
け
､
通
造
､
鴎
外
の
間
に
交
さ
れ
た

｢没
理
想
論
｣
も
面
白
い
と
思
っ
て
読
ん
だ
と
あ
る
｡
虚
子
は
二
十
歳
に
し
て
'
そ

れ
ら
大
家
に
伍
し
て
い
る
の
だ
｡

『俳
句
の
五
十
年
｣
に
は
､
｢鴎
外
と
の
関
係
｣
と
い
う
項
が
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
以
前
か
ら
ひ
そ
か
に
尊
敬
し
て
い
た
鴎
外
と
の
関
係

が
'
ど
う
し
て
で
き
た
の
か
は

｢今
日
で
は
確
か
な
記
憶
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
｣
と
言
い
な
が
ら
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢子
規

と
鴎
外
と
は
'
戦
地
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
'
此
間
何
か
の
雑
誌
に
出
て
ゐ
た
柳
田
国
男
の
談
話
の
中
に
あ
つ
た
や
う
に
思
ひ
ま

す
｡
そ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
'
子
規
と
鴎
外
と
が
戦
地
で
知
り
合
い
に
な
っ
て
'
そ
の
関
係
か
ら
子
規
に
紹
介
し
て
貰
っ
て
鴎
外
を
訪
ね
た
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
｣
｡
子
規
は
金
州
に
て
第
二
軍
兵
姑
軍
医
部
長
の
鴎
外
を
訪
ね
､
以
後
'
毎
日
の
よ
う
に
連
句
を
巻
い
て
い
る
｡
子
規

｢病

床
日
記
｣
(明
治
二
十
八
年
六
月
五
日
)'
鴎
外

｢祖
征
日
記
｣
'
柳
田
国
男

｢俳
談
｣
(俳
句
研
究
十
七
巻
五
号
)
に
よ
る
｡
(｢子
規
全
集
第
二
十
二
巻
』

昭
和
五
十
三
年
･
講
談
社
刊
'
年
譜
参
照
)
そ
の
交
渉
も

｢私
が
行
く
と
い
ふ
と
'
ご
く
家
庭
的
に
待
遇
せ
ら
れ
る
の
で
'
何
の
隔
て
も
な
く

出
入
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
｣
と
あ
る
｡
か
な
り
親
密
な
も
の
だ

っ
た
｡
ま
た
､
同
書
に
よ
れ
ば
'
鴎
外
の
『う
た
日
記
』
に
収
め
ら
れ
て

い
る
俳
句
は
'
虚
子
の
選
を
経
て
い
る
｡
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さ
て
'
こ
の
句
は

｢五
百
句
｣
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
｡
巻
頭
に
濃
艶
な
る
恋
の
句
が
置
か
れ
た
こ
と
は
'
虚
子
の
文
学
に
お
い
て
､
あ

る
と
さ
は
表
と
な
り
､
あ
る
と
き
は
裏
と
な
り
つ
つ
も
､
流
れ
つ
づ

け
た
艶
な
る
も
の
の
存
在
を
考
え
さ
せ
る
｡

夕
立
や
ぬ
れ
て
戻
り
て
欄
に
侍
る

明
治
二
十
八
年
｡
子
規
を
神
戸
病
院
よ

り
､
須
磨
保
養
院
に
送
り
て
数
日
滞
在
｡

初
出
は

r自
選
頓
題
虚
子
句
集
｣
(大
正
三
年
1
月

｢
ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
付
録
).

異
同
は
な
い
｡

ゆ
ふ
だ
ち

季
語
は

｢夕
立
｣
で
'
季
節
は
三
夏
｡
こ
の
語
は
す
で
に

｢万
葉
集
J
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
そ
の
用
例
｢
暮

立

の

雨

を
ば
な

落
る
ご
と
に
春
日
野
の
尾

花

が

上
の
白
露
念
は
ゆ
｣
は
秋
の
俄
雨
で
あ
る
可
能
性
が
つ
よ
い
｡
夏
の
季
語
と
し
て
確
定
す
る
の
は

｢古
今
六

帖
』
天

F夫
木
和
歌
抄
』
夏
に
題
と
し
て
現
れ
て
以
降
と
な
る
｡

源
俊
頼
朝
臣

要
隔
遠
望
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る

遠
ち
に
は
夕
立
す
ら
し
ひ
さ
か
た
の
天
の
か
ぐ
山
く
も
が
く
れ
ゆ
く

r新
古
今
和
歌
集
｣
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こ
の
歌
の

｢雲
隔
遠
望
と
い
へ
る
心
｣
は
'
欄
に
侍
り
'
は
る
か
を
望
む
こ
の
句
と
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

欄
は
て
す
り
､
ら
ん
か
ん
｡

ヽ
ヽ

謡
曲

｢班
女
｣
に
欄
干
の
用
例
で
あ
る
が
'
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡
｢あ
だ
し
言
葉
の
人
心
｡
頼
め
て
釆
ぬ
夜
は
積
れ
ど
も
｡
欄
干

に
立
ち
つ
く
し
て
｡
そ
な
た
の
空
よ
と
な
が
む
れ
ば
.
夕
碁
の
秋
風
嵐
山
威
野
分
も
あ
の
松
を
こ
そ
は
音
づ
る
れ
｣
｡
r琉
舷
集
3'
の
欄
干
の

付
合
語
に
も

｢
そ
な
た
の
空
よ
と
詠
る
｣
が
あ
る
｡
欄
は
'
は
る
か
な
空
を
思
い
を
龍
め
て
な
が
め
る
際
の
舞
台
装
置
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
｡

r虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
』
侶
次
の
よ
う
に
説
く
.

◎
朝
宿
を
出
か
け
る
時
は
'
夕
立
の
釆
さ
う
な
気
配
も
な
か
つ
た
の
に
'
思
ひ
が
け
ず
も
夕
立
に
逢
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡

夕
立
と
い
へ
ば
-

豪
雨
-

雷
電
が
つ
き
も
の
で
あ
る
｡
い
か
に
雨
宿
り
を
乞
ふ
家
も
な
い
か
ら
と
て
'
さ
ヾ
降
り
の
中
を
濡
れ
て

戻
る
筈
も
な
い
か
ら
'
｢濡
れ
て
戻
り
て
｣
と
叙
さ
れ
て
あ
る
か
ら
は
'
ひ
ど
い
雷
雨
の
時
は
ど
こ
か
の
軒
先
で
雨
宿
り
を
し
て
ゐ
て
'

急
に
零
れ
さ
う
に
も
な
い
の
で
'
小
降
り
に
な
っ
て
か
ら
'
あ
ま
り
遠
く
も
な
い
宿
へ
､
濡
れ
て
戻
っ
た
の
で
あ
ら
う
｡

な
ぜ

｢
ぬ
れ
て
戻
｣
っ
た
の
か
､
ま
た
'
そ
の
状
況
を
績
々
説
い
て
い
る
が
'
想
像
の
域
を
出
な
い
｡

ま
ず
､
｢夕
立
｣
を
詠
う
に

｢
ぬ
れ
て
戻
り
て
｣
と
し
て
い
る
点
､
あ
ま
り
に
夕
立
に
ふ
さ
わ
し
す
ぎ
､
拍
子
抜
け
す
る
よ
う
だ
｡
し
か

し
'
そ
の
よ
う
に
思
わ
せ
な
が
ら
畳
み
か
け
る
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
､
走
っ
て
き
た
心
臓
の
鼓
動
ま
で
感
じ
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
を
味
わ

い
た
い
｡

(y｡
u
da
ti
ブ

nu
r｡
t｡
m｡中

n
t｡
/
r｡
n
山
y｡
r｡
)
は
っ
き
り
わ
か
る

｢
て
｣
の
音
と
と
も
に
多
用
さ
れ
て
い
る
r
の
音
が
リ

ズ
ミ
カ
ル
だ
｡

同
書
は
'
さ
ら
に
'
戻
っ
て
み
る
と
小
降
り
に
な
っ
て
い
て

｢大
雨
の
あ
と
の
蘇
生
し
た
や
う
な
天
地
が

｢欄
に
侍
る
｣
の
1
語
に
余
爵

な
く
う
ち
出
さ
れ
て
ゐ
る
｣
と
説
く
｡

夕
立
は

｢庭
の
面
は
ま
だ
か
わ
か
ぬ
に
夕
立
の
そ
ら
さ
り
げ
な
く
す
め
る
月
か
な

従
三
位
頼
政
｣
｢新
古
今
和
歌
集
L
な
ど
､
さ
っ
と
去
っ
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た
あ
と
の
さ
わ
や
か
さ
が
詠
わ
れ
て
き
た
｡
そ
の
よ
う
な
夕
立
の
本
意
に
添
っ
た
鑑
賞
で
'
肯
え
る
｡

た

だ

､
こ
の
句
に
ほ
の
か
に
感
じ
ら
れ
る
恋
の
雰
既
気
に
触
れ
て
は
い
な
い
｡
欄
が

｢は
る
か
な
空
を
思
い
を
寵
め
て
な
が
め
る
際
の
舞

台
装

置

｣
で
あ
る
こ
と
は
､
先
に
述
べ
た
｡

加
え
て
'
こ
の
句
が
つ
く
ら
れ
た
の
は

｢須
磨
｣
で
あ
っ
た
｡
須
磨
は
平
安
時
代
'
在
原
行
平
が
流
さ
れ
た
地
｡
そ
れ
を
素
材
に
つ
く
ら

あ
ま

れ
た
謡
曲

｢松
風
｣
は
､
松
風
村
雨
と
い
う

海

人

少
女
が
都
に
去
っ
て
死
ん
だ
行
平
を
慕
う
思
い
が
措
か
れ
た
｡
ま
た

『源
氏
物
語
』
の
須

磨
に
お
い
て
も
源
氏
は
都
に
残
し
て
き
た
女
た
ち
を
思
う
｡
ま
た
'
上
巳
の
日
の
御
撰
の
際
の
暴
風
が
措
か
れ
て
い
る
｡
｢肱
笠
雨
と
か
降

り
き
て
､
い
と
あ
わ
た
た
し
け
れ
ば
'
み
な
帰
り
た
ま
は
む
と
す
る
に
'
笠
も
取
り
あ
へ
ず
｣
｡
F類
船
集
』
の

｢
駿
雨
｣
の
付
合
語
に
も
'

こ
の
場
面
に
よ
る
の
だ
ろ
う
'
｢須
磨
｣
と
い
う
語
が
あ
る
｡
間
接
的
で
は
あ
ろ
う
が
'
こ
の
代
表
的
な
歌
枕
の
も
っ
て
い
る
気
分
'
遠
く

離
れ
た
愛
す
る
人
を
思
う
気
分
が
'
こ
の
句
を
な
さ
し
め
た
と
も
言
い
う
る
｡

明
治
二
十
八
年
二
月
､
正
岡
子
規
は
日
清
戦
争
に
従
軍
記
者
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
｡
三
月
三
日
､
広
島
へ
向
う
｡
二
十

一

日
に
従
軍
許
可
が
お
り
'
四
月
十
日
'
海
城
丸
に
て
中
国
へ
発
つ
｡
十
七
日
'
日
清
講
和
条
約
締
結
｡
不
当
な
扱
い
に
悩
み
'
帰
国
を
求
め

る
｡
五
月
十
四
日
､
佐
渡
国
丸
で
帰
国
の
途
に
｡
十
七
日
'
噂
血
｡
病
状
'
日
々
悪
化
す
る
｡
二
十
三
日
､
和
田
岬
検
疫
所
に
入
り
､
従
軍

の
義
務
す
べ
て
終
る
｡
県
立
神
戸
病
院
に
入
院
｡
二
十
四
日
､
陸
掲
南
に
電
報
を
打
つ
｡
二
十
七
日
､
掲
南
か
ら
の
電
報
で
京
都
に
い
た
虚

子
が
看
病
に
来
る
｡
虚
子
は
六
月
十
三
日
か
ら
七
月
五
日
ま
で
は
松
山
へ
行
っ
て
い
る
が
､
七
月
二
十
五
日
'
帰
京
す
る
ま
で
看
病
に
つ
と

め
て
い
る
｡
子
規
の
病
状
は
快
方
に
向
い
､
七
月
二
十
三
日
'
神
戸
病
院
を
退
院
'
須
磨
保
養
院
へ
移
る
｡
虚
子
は
二
十
五
日
に
帰
京
す
る

の
で
'
こ
の
句
の
成
立
は
..
七
月
二
十
三
日
､
二
十
四
日
.
二
十
五
日
の
間
と
な
る
.

虚
子
の

｢子
規
居
士
と
余
』
に
保
養
院
に
移
っ
た
子
規
が
描
か
れ
て
い
る
｡

よノん
えい

保
養
院
に
於
け
る
居
士
は
再
生
の
悦
び
に
充
ち
満
ち
て
ゐ
た
｡
何
の

雲

欝

も

無
く
'
洋
々
た
る
前
途
の
希
望
の
光
り
に
輝
い
て
ゐ
た
居
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士
は
､
之
を
嵐
山
清
遊
の
時
に
見
た
の
で
あ
っ
た
が
'
た
と
ひ
病
余
の
身
で
あ
る
に
し
て
も
､

一
皮
危
き
死
の
手
を
逃
れ
て
再
生
の
悦
び

に
浸
っ
て
ゐ
た
居
士
は
之
を
保
養
院
時
代
に
見
る
の
で
あ
っ
た
｡

子
規
再
生
の
喜
び
は
'
虚
子
の
喜
び
で
も
あ
っ
た
｡
こ
の
句
に
明
る
い
心
躍
り
を
感
じ
る
の
は
､
虚
子
の
心
境
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
｡

同
書
に
よ
れ
ば
'
こ
の
あ
と
虚
子
帰
京
の
前
夜
'
子
規
は
虚
子
に
後
継
者
た
る
こ
と
を
委
嘱
す
る
｡
虚
子
は
こ
の
場
で
は
､
｢
身
に
余
る

うなづ

負
担
を
双
肩
に
荷
は
さ
れ
た
や
う
な
窮
屈
さ
｣
を
感
じ
な
が
ら
も

｢唯
だ
ぼ
ん
や
り
と
其
を
聴
き
乍
ら
唯
鮎

頭

い
て
ゐ
た
｣｡
し
か
し
､
こ
れ

が
'
同
年
十
二
月
､
道
濯
山
の
茶
店
に
お
い
て
子
規
の
再
度
の
委
嘱
を
虚
子
が
拒
絶
す
る
'
い
わ
ゆ
る

｢道
産
山
事
件
｣
に
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
あ
る
｡

な
お
'
虚
子
の
没
後
編
ま
れ
た

F七
百
五
十
句
』
(日
本
現
代
文
学
全
集
25

高
浜
虚
子

河
東
碧
梧
桐
集

昭
和
三
十
九
年

･
講
談
社
刊
)

に
次

の
よ
う
な
句
が
見
え
て
い
る
｡

月
を
思
ひ
人
を
思
ひ
て
須
磨
に
あ
り

(昭
和
二
十
六
年
*
小
津
補
記
)
九
月

十
四
日

須
磨
'
保
養
院
の
跡
を
訪
ひ
'

須
磨
寺
小
集

晩
年
の
虚
子
は
､
須
磨
保
養
院
跡
に
立
ち
'
子
規
を
偲
び
､
さ
ら
に
は
古
人
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
｡

そ
し
て
こ
の

｢月
を
思
ひ
｣
の
句
は

｢
こ
と
つ
て
よ
須
磨
の
浦
わ
に
昼
寝
す
と

子
規
｣
と
併
刻
さ
れ
'
句
碑
と
し
て
須
磨
捕
公
園
に
立

つ
｡
そ
の
建
碑
の
際
の
句
も

『七
百
五
十
句
』
に
あ
る
｡
昭
和
二
十
八
年
の
句
で
あ
る
｡

子
規
､
虚
子
並
記
の
句
碑
､
須
磨
に
建
つ
由

君
と
共
に
再
び
須
磨
の
涼
に
あ
ら
ん
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風
が
吹
く
仏
来
給
ふ
け
は
ひ
あ
り

明
治
二
十
八
年
｡
八
月
｡
下
戸
塚
'
古

白
旧
虞
に
移
る
｡
f
日
'
鳴
雪
'
玉
城
'

碧
梧
桐
'
森
々
招
集
'
連
座
を
開
く
｡

初
出
は
新
聞

｢
日
本
｣
(明
治
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

(月
)
第
二
7
六
三
号
)
｡

第

1
面
左
下
隅
に
鬼
釆
'
春
海
､
竹
桐
'
花
牛
堂
'
蛇
足
､

鹿
水
'
露
石
､
碧
梧
桐
､
牛
伴
､
瓢
事
､
竹
瑞
'
木
半
'
無
事
庵
､
青
谷
'
竹
窓
'
波
静
'
鳴
雪
以
上
十
七
名
の
句
の
あ
と
'
最
後
に
置
か

れ
て
い
る
｡

迎

火

風
か
吹
く
仏
釆
玉
ふ
け
は
ひ
あ
り

異
同
は
'
初
出
の
形
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

こ
の
句
に
は
季
語
は
見
え
な
い
｡
し
か
し
'
初
出
時
の
新
聞

｢
日
本
｣
に
は

｢迎
火
｣
と
い
う
題
が
付
さ
れ
て
い
る
L
t

｢自
選
類
題
虚

子
句
集
』
に
も

｢迎
火
｣
と
い
う
題
の
下
に
見
え
る
｡

迎
火
は
盆
の
魂
祭
に
火
を
た
い
て
精
霊
を
迎
え
る
こ
と
｡
初
秋
の
季
語
で
あ
る
｡
F滑
稽
雑
談
』
｢通
俗
志
』
な
ど
江
戸
期
の
歳
時
記
が
季

語
と
し
て
認
め
て
い
る
｡
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迎
火
や
風
に
折
戸
の
ひ
と
り
開
く

風
を
も

っ
て
迎
火
を
詠
う
句
と
し
て
は
､
こ
の
句
を
先
縦
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

蓉
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｢虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
J
は

○
風
が
習
々
と
座
に
流
れ
込
ん
で
く
る
｡
八
月
と
は
い
へ
'
夜
の
風
は
ど
こ
と
な
く
爽
や
か
で
あ
る
｡
今
は
孟
蘭
盆
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
爽

や
か
な
風
に
乗
っ
て
､
芳
賀
と
仏
が
来
さ
う
な
気
配
が
感
ぜ
ら
れ
る
よ
と
い
ふ
句
意
.

と
説
く
｡
こ
の

｢爽
や
か
な
風
｣
と
い
う
評
は
行
過
で
は
な
い
か
｡

｢風
が
吹
く
｣
と
い
ふ
上
五
が

｢仏
釆
給
ふ
｣
と
い
ふ
中
七
に
極
め
て
し
っ
く
り
し
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は

｢
そ
の
風
に
乗
っ
て
｣
と
い
ふ

想
の
聯
関
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

と
も
評
さ
れ
て
い
る
｡

謡
曲
を
見
る
と

｢風
｣
の
変
化
が
霊
の
出
現
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
少
く
な
い
｡

ヽ

｢天
鼓
｣
に
お
い
て
は

｢頃
は
初
秋
の
空
な
れ
ば
｡
は
や
三
伏
の
夏
た
け
｡
風

一
声
の
秋
の
空
夕
月
の
色
も
照
り
添
ひ
て
｡
水
沼
々
と
し

て
｡
披
悠
々
た
り
｣
と
い
う
こ
と
ば
の
あ
と
'
後
ジ
テ
で
あ
る
天
鼓
の
霊
が
現
れ
る
｡
｢船
弁
慶
｣
に
お
い
て
も
'
ワ
キ
で
あ
る
武
蔵
坊
弁

ヽ

慶
が

｢あ
ら
笑
止
や
風
が
変
っ
て
候
.
あ
の
武
庫
山
嵐
弓
絃
羽
が
獄
よ
り
吹
き
お
ろ
す
嵐
に
.
此
御
舟
の
陸
地
に
着
-
べ
き
様
も
な
し
O
皆

々
心
中
に
御
祈
念
候
へ
｣
と
い
う
と
'
義
経
の
従
者
で
あ
る
ワ
キ
ッ
レ
が

｢
い
か
に
武
蔵
殿
｡
此
御
舟
に
は
あ
や
か
し
が
葱
い
て
候
｣
と
答

え
る
｡
風
が
変
っ
た
あ
と
'
あ
や
か
し
が
悉
く
の
で
あ
る
｡

r頬
船
集
.(
の

｢風
｣
の
付
合
語
に
も

｢無
常
｣
が
見
え
'
｢無
常
｣
の
付
合
語
に
は

｢
風
｣
が
見
え
る
.
こ
の
よ
う
な
伝
統
が

｢
｢
風

が
吹
く
｣
と
い
ふ
上
五
が

｢仏
来
給
ふ
｣
と
い
ふ
中
七
に
極
め
て
し
っ
く
り
し
て
ゐ
る
｣
と
感
じ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
｡

音
も
い
い
｡
k
音
が
散
ら
さ
れ
て
い
て
襟
と
し
た
印
象
が
あ
る
.

さ
て
'
虚
子
は
東
京
専
門
学
校
に
坪
内
迫
迄
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
講
義
を
聞
く
た
め
に
入
学
す
る
｡
同
時
に
東
京
府
豊
島
郡
下
戸
塚
村

四
三
四
北
田
方
､
古
白
旧
虚
に
移
る
｡
｢此
の
家
は
も
と
死
ん
だ
古
白
君
の
長
く
仮
寓
し
て
ゐ
た
家
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
が
余
を
し
て
此
家
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を
卜
せ
し
む
る
に
至
っ
た
主
な
原
因
で
あ
っ
た
｣
と

｢子
規
居
士
と
私
｣
に
あ
る
｡
古
白
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
｡
入
学
し
た
東
京
専
門
学

校
で
あ
る
が
'坪
内
通
迄
は
ワ
t
ズ

･
ワ
ー
ス
の
詩
を
講
じ
て
お
り
､
そ
れ
に
は
興
味
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
'
す
ぐ
に
通
う
の
を
止
め
て

い
る
｡

こ
の
明
治
二
十
八
年
八
月
の
句
会
は
子
規
の
句
評
入
句
稿
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
｡
｢
ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
明
治
三
十
七
年

一
月
号
お
よ
び
二

月
号
に
発
表
さ
れ
た

｢
｢は
れ
の
日
｣
と

｢古
庵
り
｣
｣
で
あ
る
｡

子
規
の
病
気
が
快
方
に
向
い
'
帰
京
し
た
虚
子
は
碧
梧
桐
､
鳴
雪
'
五
洲
'
森
々
と
遷
座
を
開
く
｡
時
､
所
と
も
に
未
詳
で
あ
る
が
'
虚

子
が
須
磨
を
発
っ
た
七
月
二
十
五
日
以
降
の
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
句
稿
を
須
磨
保
養
院
の
子
規
に
送
る
と
'
詳
細
な
批
評
が
加
え
ら
れ
て
返

送
さ
れ
て
き
た
｡
さ
ら
に
'
同
じ
顔
ぶ
れ
で
も
う

一
回
遷
座
が
開
か
れ
る
｡
そ
れ
が

｢古
庵
り
｣
と
い
う
句
稿
の
残
っ
て
い
る
遷
座
で
あ
る
｡

｢
ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
掲
載
時
に
虚
子
が
付
し
て
い
る
解
説
を
引
用
す
る
｡

(前
略
)
其
後
十
余
日
､
余
は
新
た
に
高
田
馬
場
の
､
も
と
古
白
が
住
ま
っ
て
ゐ
た
家
に
居
を
移
し
た
の
を
機
と
し
て
､
其
処
の
婆
が

茄
子
の
鴫
塊
が
得
意
と
い
ふ
の
を
御
馳
走
に
'
鳴
'
五
､
碧
'
森
の
四
氏
を
案
内
し
て
再
び
遷
座
を
催
は
し
た
｡
こ
れ
が

｢古
庵
り
｣
で

あ
る
｡
此
名
は
い
ふ
迄
も
な
く
古
白
の
旧
寓
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
来
て
ゐ
る
の
ぢ
や
｡
こ
れ
に
も
前
同
様
詳
細
な
る
批
評
が
つ
い
て
帰
っ

て
来
た
｡

｢古
庵
り
｣
の
表
紙
に
は

｢八
月
十
七
日
須
磨
発
｣
と
内
藤
鳴
雪
が
書
い
て
い
る
｡
そ
こ
か
ら

｢八
月
上
旬
の
会
合
で
あ
っ
た
と

思

は

れ

る
｣
と
虚
子
自
身
が
推
定
し
て
い
る
｡

こ
の
日
'
運
座
は
二
回
開
か
れ
る
が
'
こ
の

｢風
が
吹
く
｣
は
第

1
回
遷
座
に
出
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
子
規
は
天
位
に
取
り
'

｢句
法

ノ
巧
妙
'
老
成
家
ノ
手
二
成
り
ク
ラ
ン
｣
と
評
し
て
い
る
｡

そ
の
句
の
前
後
に
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猿
曳
の
迎
火
焚
き
に
戻
り
け
り

碧
梧
桐

蚊
は
外
に
仏
迎
ふ
る
煙
か
な

鳴

雪

が
あ
る
｡
三
句
と
も
迎
火
を
詠
ん
で
い
る
｡
迎
火
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
｡
虚
子
は
迎
火
と
い
う
こ
と
ば
を
詠
み
入
れ
ず
し
て
'

一
番
核
心
を
つ
か
ん
で
い
る
｡
碧
梧
桐
は

｢猿
曳
｣
と
い
う
登
場
人
物
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
鳴
雪
は

｢蚊
は
外
に
｣
と
い
う
寸
景
を

と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
句
に
ま
と
め
て
い
る
が
'
弱
い
｡

宮
坂
静
生
の
指
摘
に
よ
れ
ば
､
子
規
に
は
､
明
治
二
十
六
年
の
大
晦
日
の
追
願
を
詠
ん
だ
句
に

に

風
吹
て
鬼
逃

げ
て
行
く
け
は
ひ
あ
り

が
あ
る
.
子
規
は
'
こ
の
句
を
た
ま
た
ま
詠
ん
だ
の
で
は
な
く
'
｢風
吹
て
｣
と
い
う
上
五
昔
の
フ
レ
ー
ズ
で
'
明
治
二
十
六
年
に
は
'
元

旦
か
ら
大
晦
日
ま
で
百
句
詠
ん
で
い
る
｡
魂
祭
の
句
に
は

風
吹
て
聖
霊
い
そ
ぐ
帰
り
道

も
あ
る
｡
こ
れ
ら
子
規
の
句
を
承
知
の
上
で
'
迎
火
と
い
う
席
題
が
出
て
盆
の
直
前
で
あ
っ
た
こ
と
'
｢
つ
れ
づ
れ
草
｣
第
十
九
段

｢
折
節

i)ろ

あづ
ま

の
う
つ
り
か
は
る
こ
そ
｣
の
〓
即
､
追
灘
の
夜
を

｢な
さ
人
の
来
る
夜
と
て
魂
ま
つ
る
わ
ざ
は
､
こ
の

比

都

に
は
な
さ
を
'
東

の

か
た
に
は
､

な
は
す
る
事
に
て
あ
り
し
こ
そ
あ
は
れ
な
り
し
か
｣
と
し
た
個
所
へ
の
連
想
が
は
た
ら
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
魂
祭
の
句
と
し
た
の
で
は

な
い
か
と
す
る
｡
以
上

F仏
釆
給
ふ
け
は
ひ
し
考

(｢岳
｣
昭
和
五
十
七
年
八
月
号
)
に
よ
る
｡

｢は
れ
の
日
｣
｢首
席
り
｣
に
お
け
る
子
規
の
句
評
は
等
類
に
厳
し
い
｡
｢河
骨
や
水
を
出
兼
る
花
幾
つ

鳴
雪
｣
に
は

｢小
生
旧
作

｢河

骨
の
水
を
出
か
ね
る
蒼
哉
｣
ト
命
意
相
似
タ
リ
｣
(｢は
れ
の
日
｣)
と
評
が
加
え
ら
れ
'
点
を
つ
け
て
い
な
い
｡
ま
た

｢す
の
こ
ふ
め
ば
は
た
と

鳴
き
や
む
き
り

ノ
＼
す

虚
子
｣
に
は

｢涼
蒐

｢橋
わ
た
る
人
に
静
ま
る
蛙
哉
｣
ヨ
リ
出
テ
痕
跡
ア
リ
｡
殊
二
原
作
ヨ
リ
拙
ナ
リ
｣
(｢首
席
り
｣)

と
評
さ
れ
'
こ
れ
も
無
点
｡
こ
の
よ
う
に
す
分
の
句
､
古
人
の
句
と
な
ら
べ
な
が
ら
子
規
は
句
を
評
す
る
.
当
然
､
｢風
が
吹
く
｣
を
読
ん
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だ
ら
'
自
句

｢風
吹
て
鬼
逃
げ
て
行
-
け
は
ひ
あ
り
｣
を
想
い
だ
し
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
し
か
し
'
虚
子
の
句
と
並
ん
だ
と
き
､
子
規
の
句
の

｢鬼
逃
げ
て
行
-
け
は
ひ
｣
は
つ
-
り
ご
と
め
い
た
調
子
が
'
と
く
に
目
立
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
そ
れ
が

｢句
法
ノ
巧
妙
'
老
成
家
ノ
手
二
成

り
タ
ラ
ン
｣
と
い
う
嘆
賞
と
な
っ
た
｡
子
規
は
等
頬
を
難
ず
る
だ
け
の
人
で
は
な
か
っ
た
｡
｢白
露
や
律
の
中
の
立
仏

碧
梧
桐
｣
に
は
｢僕

旧
作

｢白
露
に
眼
の
光
る
仏
哉
｣
ト
云
フ
ア
-
｡
今
此
句
ヲ
読
デ
黙
然
梢
久
｣
(｢ほ
れ
の
日
｣)
と
い
う
評
と
二
重
丸
を
加
え
て
い
る
｡
虚

子
の

｢風
が
吹
く
｣
の
評
に
も
'
｢僕
旧
作

｢風
吹
て
-
-
｣
ト
云
フ
ア
リ
｡
今
此
句
ヲ
読
デ
黙
然
梢
久
｣
と
い
う
評
が
省
略
さ
れ
て
い
る

と
も
思
わ
れ
る
｡
子
規
が
そ
れ
を
省
略
し
た
の
は
､
そ
の
二
句
に
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
の
径
庭
を
感
じ
て
い
た
の
だ
｡

古
白
は
'
藤
野
古
白

(明
治
四
年
～
明
治
二
十
八
年
)
｡
母
十
重
が
正
岡
子
規
の
母
の
妹
｡
子
規
の
従
弟
で
あ
る
｡
俳
句
を
子
規
と
と
も
に
た

し
な
み今

朝
見
れ
ば
淋
し
か
り
し
夜
の
間
の
一
葉
か
な

芭
蕪
破
れ
て
先
住
の
発
句
秋
の
風

秋
海
業
朽
木
の
露
に
咲
き
に
け
り

等
の
句
に
よ
っ
て
子
規
を
驚
か
せ
た
｡
こ
れ
ら
明
治
二
十
四
年
の
句
を
子
規
は

｢明
治
俳
句
界
の
啓
明
と
目
す
べ
き
者
な
り
｣
と
書
い
て
い

る
｡
(｢藤
野
潔
の
伝
｣｡
｢古
白
遺
稿
｣
子
規
全
集
第
二
十
二
巻
所
収
)
戯
曲
'
小
説
に
も
手
を
染
め
る
が
､
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
｡
明
治
二
十
八

年
四
月
'
東
京
湯
島
の
下
宿
で
短
銃
自
殺
を
図
り
､
死
去
｡

虚
子
の
自
伝
的
小
説

｢俳
譜
師
｣
の
篠
田
水
月
は
古
白
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
｡
虚
子
と
の
交
流
も
深
か
っ
た
｡

子
規
は
日
清
戦
争
の
従
軍
記
者
と
し
て
金
州
に
滞
在
中
に
古
白
の
死
を
碧
梧
桐
の
手
紙
に
よ
っ
て
知
る
｡
久
保
田
正
文
は

｢生
前
の
古
白

に
､
敬
遠
気
味
で
接
し
て
い
た
と
い
う
子
規
の
自
覚
が
'
逆
に
死
後
の
古
白
へ
の
つ
よ
い
想
い
と
し
て
残
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
フ
シ
が
あ

る
｣
と
説
く
.
(｢藤
野
古
白
-
そ
の
生
涯
と
そ
の
文
学
｣
｢正
岡
子
規
と
藤
野
古
白
｣
昭
和
六
十
1
年
･
永
田
書
房
刊
所
収
)
だ
か
ら
こ
そ
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春
の
夜
の
そ
こ
行
く
は
誰
そ
住
-
は
誰
そ

蓮
咲
い
て
百
ケ
日
と
は
な
り
に
け
り

雛
祭
古
白
に
妻
は
な
か
り
し
よ

な
ど
の
哀
切
な
る
追
悼
句
が
生
ま
れ
t
r古
白
遺
稿
l
の
刊
行
に
尽
力
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
う
い
う
子
規
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
句
を
誰
よ

り
も
深
く
味
わ
い
え
た
の
だ
ろ
う
｡

子
規
の

r仰
臥
漫
録
L
明
治
三
十
四
年
十
月
十
三
日
に
古
白
が
登
場
し
て
い
る
｡
｢余
ハ
俄
二
精
神
ガ
変
ニ
ナ
ツ
テ
来
夕
｣
と
し
て
自
殺

に
魅
か
れ
る
心
境
を
述
べ
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
あ
と
に
'
小
刀
と
千
枚
通
し
の
絵
が
書
か
れ
'
そ
の
上
に

｢古
白
日
来
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡

子
規
の
枕
辺
に
古
白
は
現
れ
'
死
の
世
界
へ
と
誘
お
う
と
し
て
い
る
｡
｢古
白
日
く
釆
た
れ
｣
こ
う
書
い
た
と
き
､
子
規
の
頭
の
中
に
｢

風

が
吹
く
｣
の

一
句
が
響
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
｡


