
明
治
二
十
八
年
､
二
十
九
年
の
虚
子

―

『

五

百

句

』

評

釈

と

研

究

―

小

澤

實
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し
ぐ
れ
つ
つ
留
守
守
る
神
の
銀
杏
か
な

明
治
二
十
八
年

初
出
は
新
聞

｢
日
本
｣
(明
治
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日

(月
)
第
二
二
二
八
号
)
の
附
録
で
あ
る
'
｢
日
本
附
録
週
報
｣
(第
二
十
三
号
)｡
第

一

面
左
下
隅
に
'
森
々
､
花
牛
堂
'
斉
月
'
古
洲
'
碧
梧
桐
'
虚
子
'
牛
伴
､
子
規
へ
鳴
雪
以
上
九
名
の
句
が
､
こ
の
順
に
な
ら
べ
ら
れ
て
い

る
｡
初
出
の
形
は

し
く
れ
つ
～
留
守
も
る
神
の
銀
杏
か
な

で
あ
る
｡



異
同
は
'
初
出
の
形
の
他
に

し
ぐ
れ
つ
～

留
守
も
る
神
の
銀
杏
か
な

し
ぐ
れ
つ
ゝ

留
守
守
る
神
の
銀
杏
か
な

が
あ
る
｡

*

(F新
俳
句
｣
｢稿
本
虚
子
句
集
｣)

(r自
選
輯
題
虚
子
句
集
Jl)

こ
の
句
に
は
'
い
く
つ
も
季
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
ま
ず

｢時
雨
｣'
そ
し
て
､
分
解
し
て
語
順
を
変
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
'
｢神

も
みち

の
留
守
｣
'
さ
ら
に
は
正
確
に
は
季
語
で
は
な
い
が
'
｢銀
杏
黄

葉

｣

｢銀
杏
散
る
｣
と
い
っ
た
季
語
を
連
想
さ
せ
る

｢銀
杏
｣
も
季
語
に
準

ず
る
語
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
大
ま
か
に
言
え
ば
'
こ
の
句
に
は
三
つ
の
季
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
季
重
な
り
に

76

つ
い
て
は
後
述
す
る
｡

｢時
雨
｣
は
'
万
葉
'古
今
以
来
の
季
語
｡
秋
冬
の
こ
ろ
陰
晴
さ
だ
め
な
く
降
る
雨
で
あ
る
｡
和
歌
に
お
い
て
は
､
秋
冬
と
も
に
詠
わ
れ

た
が
'
俳
譜
に
お
い
て
は
､
三
冬
の
季
語
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
秋
の
時
雨
に
つ
い
て
は
秋
時
雨
と
別
の
語
が
た
て
ら
れ
た
｡

神
無
月
降
り
み
降
ら
ず
み
定
め
な
き
時
雨
ぞ
冬
の
初
め
な
り
け
る

『夫
木
和
歌
抄
』

と
い
う
歌
が
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
こ
と
に
陰
暦
十
月
は
､
時
雨
が
多
い
月
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
別
称
に

｢時
雨
月
｣
と
い
う
も
の
も

あ
る
｡
つ
ま
り
'
時
雨
は
神
無
月
と
縁
が
深
-
､
つ
い
て
は
そ
こ
か
ら
分
化
し
た

｢神
の
留
守
｣
と
も
縁
が
深
い
と
い
い
う
る
｡
『類
船
集
』

の

｢時
雨
｣
の
付
合
語
に
は

｢神
無
月
｣
を
掲
げ
て
い
る
｡
ま
た
'
時
雨
と
神
無
月
を
あ
わ
せ
詠
っ
た
歌
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
｡



題
し
ら
ず

竜
田
川
錦
織
り
か
く
神
な
月
し
ぐ
れ
の
雨
を
た
て
ぬ
き
に
し
て

よ
み
人
し
ら
ず

F古
今
和
歌
集
』

貞
観
御
時
'
万
糞
集
は
い
つ
ば
か
り
つ
-
れ
る
ぞ
と
と
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る

神
な
月
時
雨
ふ
り
お
け
る
な
ら
の
は
の
な
に
お
ふ
宮
の
ふ
る
こ
と
ぞ
こ
れ

あ
ら
し
ふ
-
ひ
ら
の
た
か
ね
の
ね
わ
た
し
に
あ
は
れ
し
ぐ
る
る
神
無
月
か
な

文
屋
あ
り
す
ゑ

F同
右
]

道
因
法
師

『千
載
和
歌
集
.a

さ
ら
に

｢
し
ぐ
れ
つ
つ
｣
と
い
う
こ
と
ば
'
そ
の
も
の
に
も
和
歌
の
匂
い
が
あ
る
｡
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
古
歌
が
あ
る
か
ら
だ
｡

し
ぐ
れ
つ
つ
も
み
づ
る
よ
り
も
事
の
は
の
心
の
秋
に
あ
ふ
ぞ
わ
び
し
き

天
暦
御
時
伊
勢
が
家
の
集
め
し
た
り
け
れ
ば
'
ま
ゐ
ら
す
と
て

し
ぐ
れ
つ
つ
ふ
り
に
L
や
ど
の
事
の
葉
は
か
き
あ
つ
む
れ
ど
と
ま
ら
ざ
り
け
り

従
二
位
藤
原
親
子
家
造
紙
合
に
時
雨
を
よ
め
る

し
ぐ
れ
つ
つ
か
つ
ち
る
や
ま
の
も
み
ぢ
葉
を
い
か
に
ふ
く
よ
の
あ
ら
し
な
る
ら
ん

し
ぐ
れ
つ
つ
柚
も
は
し
あ
へ
ず
足
引
の
山
の
木
の
は
に
嵐
ふ
-
也

よ
み
人
し
ら
ず

『古
今
和
歌
集
山

中

務

『拾
退
和
歌
集
』
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修
理
大
夫
朝
季

信

濃

こ
れ
ら
の
歌
に
共
通
す
る
の
は
'
｢葉
｣
が
あ
わ
せ
詠
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
第

1
首
'
第
二
首
の

F金
糞
和
歌
集
』

『新
古
今
和
歌
集
』

｢
こ
と
の
は
｣
に
も

｢葉
｣
は
含
ま
れ
て
い
る
｡
こ
の

｢
し
-
れ
つ
つ
｣
と

｢葉
｣
と
の
関
係
も
掲
出
句
に
影
を
落
し
て
い
よ
う
｡
そ
れ
は

｢
銀
杏
｣
を
導
き
だ

し
て
い
る
｡
先
述
し
た
よ
う
に

｢銀
杏
｣
は

｢銀
杏
黄
葉
｣
｢銀
杏
散
る
｣
と
い
っ
た
形
で
季
語
と
な
る
｡

つ
ま
り
'
銀
杏
に
と

っ
て
は
'

そ
の
葉
が
､
李
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
し
ぐ
れ
つ
つ
｣
と
あ
わ
せ
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

｢銀
杏
｣
も
李
の
機
能



を
ひ
さ
だ
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
｡

上
五

｢し
ぐ
れ
つ
つ
｣
が
､
中
七

｢留
守
守
る
神
｣
す
な
わ
ち

｢神
の
留
守
｣
と
縁
が
濃
く
'
下
五

｢銀
杏
か
な
｣
と
も
有
機
的
に
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
｡

*

続
い
て
'

｢神
の
留
守
｣
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
陰
暦
十
月
の
異
称
は
､
古
く
は
'
『万
葉
集
』
に
用
例
が
あ
る
よ
う
に
カ
ム
ー

ナ
ー
ヅ
キ

(神
の
月
)
で
あ
っ
た
｡
そ
の
ナ
は
､,､
ナ
ト

(水
門
)
､
マ
ナ
コ

(眼
精
)
な
ど
の
ナ
と
同
じ
-
'
助
詞
ノ
の
意
で
あ
っ
た
｡
そ

れ
が
平
安
時
代
に
俗
信
と
結
び
つ
い
て

｢神
無
月
｣
と
理
解
さ
れ
た
.
r曽
丹
集
し
の

｢何
事
も
行
き
て
祈
ら
む
と
思
ひ
し
を
杜
は
あ
り
て

神
無
月
か
な
｣
が
'
そ
の
証
.
た
だ

r徒
然
草
.[
に
は
'
神
々
が
伊
勢
神
宮
に
参
集
す
る
と
い
う
俗
説
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
.
こ
の
後
'
目

的
地
が
出
雲
大
社
に
切
り
か
え
ら
れ
た
｡
そ
し
て

｢神
送
｣
｢神
の
留
守
｣
｢神
在
｣
｢神
迎
｣
｢神
還
｣
な
ど
に
こ
と
ば
が
分
化
し
て
き
た
｡

｢神
無
月
｣
は

『万
葉
集
J)
以
降
'
歌
に
詠
ま
れ
て
き
た
が
､
そ
れ
が
分
化
し
た

｢神
の
留
守
｣
な
ど
の
こ
と
ば
は
俳
話
に
詠
ま
れ
て
い
っ

た
｡
以
上

『図
説
俳
句
大
歳
時
記
』
を
参
照
し
た
｡

さ
て

｢神
の
留
守
｣
で
あ
る
が
､
歳
時
記
頬
の
初
出
は

『花
火
草
JI
(軍
水
十
三
)
で
あ
り
'
『毛
吹
草
))
(正
保
二
)
は
､
｢俳
譜
四
季
之
詞
｣

に
入
れ
て
い
る
｡

掲
出
句
に
お
い
て
は

｢留
守
守
る
神
｣
と
'
こ
の
季
語
を
分
解
し
置
き
な
お
し
て
い
る
O
L
か
L
t
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
先
縦
が
あ
る
｡

留
守
の
間
に
荒
れ
た
る
神
の
落
葉
か
な

芭

蕉

『小
文
庫
』
所
収
'
元
緑
四
年
の
句
で
あ
る
｡
虚
子
に
こ
の
句
の
評
釈
が
あ
る
｡
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こ
の
句
の
意
味
を
解
釈
す
る
と
､
こ
の
留
守
と
い
ふ
の
は
神
の
留
守
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
十
月
に
な
る
と
諸
国
の
神
々
が
'
出
雲
に
集

ま
っ
て
神
集
ひ
に
集
う
て
評
議
を
な
さ
る
と
い
ふ
云
ひ
な
ら
は
し
が
あ
る
｡
そ
こ
で
十
月
は
神
さ
ま
が
お
留
守
で
あ
る
｡
そ
の
お
留
守
の

間
に
､
神
社
の
境
内
の
樹
々
が
落
葉
を
し
て
お
宮
の
境
内
は
荒
れ
て
居
る
｡
お
留
守
の
間
だ
か
ら
掃
き
掃
除
も
怠
っ
て
を
る
と
い
ふ
評
で

は
あ
る
ま
い
が
'
何
と
な
く
そ
ん
な
心
地
が
し
て
荒
て
見
え
る
t
と
さ
う
い
ふ
句
で
あ
る
｡
｢荒
れ
た
る
｣
と
あ
る
が
た
め
に
'
落
葉
が

神
の
庭

1
面
に
散
り
つ
も
つ
て
い
る
や
う
す
が
わ
か
る
｡

｢評
搾

芭
蕉
八
十

1
句
｣
(r芭
蕉
｣
昭
和
二
十
六
年
､中
央
公
論
社
刊
所
収
)

時
代
は
下
る
が
'
芭
蕉
愛
涌
句
八
十

一
中
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
､
虚
子
に
と
っ
て
愛
着
の
あ
っ
た
句
な
の
だ
ろ
う
｡
さ
ら
に
二
句
を
比
較

し
て
み
る
と
､
こ
の
句
は
'
語
法
の
先
躍
な
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
虚
子
は
'
芭
蕉
の
こ
の
句
に
対
し
て
向
き
あ
う
よ
う
に
し
て
詠
っ
て
い

る
｡芭

蕉
が
､
神
の
留
守
の
荒
れ
た
境
内
の
落
葉
を
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
'
虚
子
は
､
神
の
留
守
な
の
に
さ
ら
に
時
雨
れ
て
い
る
の
に
'

黄
葉
し
っ
つ
､
境
内
を
統
べ
て
い
る
銀
杏
を
詠
ん
だ
｡
芭
蕉
が
荒
れ
た
境
内
を
詠
う
の
に
特
定
の
植
物
を
あ
げ
ず
､
｢
落
葉
｣
と
の
み
に
し

て
い
る
の
に
対
し
'
虚
子
が
神
の
留
守
を
守
る
大
木
と
し
て
銀
杏
を
限
定
し
て
い
る
の
も
'
み
ご
と
に
対
称
的
だ
｡

芭
蕉
の
こ
の
句
の
隣
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
'
ひ
と
つ
の
疑
問
が
解
決
す
る
｡

r自
選
類
題
虚
子
句
集
Jl
の

｢神
の
旅
｣
の
項
に
は
次
の
句
が
な
ら
ん
で
い
る
｡

両
の
図
に
超
す

留
守
か
や
い
封
じ
こ
め
た
る
狐
ど
も

二
八

し
ぐ
れ
つ
1

留
守
守
る
神
の
銀
杏
か
な

同

鹿
に
乗
る
神
も
ま
し
ま
す
旅
路
か
な

三

一
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霜
白
き
札
の
森
や
神
の
留
守

一
筋
に
神
を
た
の
み
て
送
り
け
り

落
葉
跨
て
両
の
神
も
旅
立
ち
ぬ

句
の
下
の
数
字
は
､
作
ら
れ
た
年
'
も
ち
ろ
ん
明
治
で
あ
る
｡
｢神
の
旅
｣
と
い
う
題
に
対
し
て
'
か
な
り
奔
放
に
作

っ
て
い
る
.
第

一
旬

日
な
ど
は
神
の
か
わ
り
に

｢狐
ど
も
｣
を
置
い
て
い
る
｡
ま
た
'
他
の
季
語
を
あ
わ
せ
用
い
て
い
る
例
が
少
-
な
い
の
も
注
目
さ
れ
る
｡
た

だ
'
掲
出
句
の
他
は
､
あ
-
ま
で
も

｢神
の
旅
｣
が
中
心
に
坐
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢神
の
留
守
｣
も
あ
る
が
'
そ
れ
は

｢神
の
旅
｣
と

い
う
､
よ
り
広
い
題
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
お
き
た
い
｡ー
と
こ
ろ
が
､
掲
出
句
は
'
｢時
雨
｣
と
い
う
季
語
が
､
｢神
の
留
守
｣
と
い
う

季
語
よ
り
も
'
ず
っ
と
伝
統
を
も
ち
'
さ
ら
に
先
に
検
証
し
た
よ
う
に
他
の
語
と
有
機
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
｡
つ
ま
り

｢時
雨
｣
の
句

と
し
て
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
｡
七
か
し
､
こ
の
句
集
の
み
な
ら
ず
'
岩
波
文
庫
版

r虚
子
句
集
Jl
(昭
和
三
十
1
年
)
に
お
い
て
も
､
掲
出

8

句
の
題
は
'
｢時
雨
｣
で
は
な
-

｢神
の
留
守
｣
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
不
審
が
'
先
の
芭
蕉
の
句
の
か
た
わ
ら
に
掲
出
句
を
置
く
と
消
え
る
｡

芭
蕉
の
神
域
の
神
の
留
守
の
句
に
対
し
て
虚
子
は
'
自
分
自
身
の
新
し
い
そ
れ
を
詠
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
つ
ま
り
､
語
順
は
変
え
ら

れ
て
い
て
も
'
そ
の
中
心
は

｢神
の
留
守
｣
な
の
で
あ
る
｡

芭
蕉
の
句
に
対
し
て
新
し
い

｢神
の
留
守
｣
を
提
出
し
よ
う
と
い
う
作
意
が
あ
っ
た
と
考
え
る
と
'
｢研
究
座
談
会
(三
〇
九
)
｣
(｢玉
藻
｣

昭
和
五
十
四
年
一
月
号
)
の
高
木
餅
花
氏
の
こ
の
句
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
は
､
少
し
違
う
感
触
を
つ
け
加
え
た
く
も
あ
る
｡

そ
の
神
の
留
守
の
境
内
に
在
る
銀
杏
が
淋
し
-
時
雨
れ
て
侍
っ
て
を
る
､
そ
ん
な
情
景
が
聯
想
さ
れ
ま
す
｡

時
雨
'
神
無
月
と
い
う
淋
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
景
物
の
な
か
､
な
お
､
銀
杏
は
か
が
や
か
し
い
黄
葉
の
ま
ま
､
濃
と
し
て
留
守
を
守
り
立
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.

音
も

(･品

琵

tu
/
m
Pu
m
m
B
+ml
n｡
/
-
岬
ka
na
)
と

｢神
の
銀
杏
か
な
｣
の
あ
た
り
か
ら
t
k



音
､

a
音
が
出
て
き
て
光
が
差
す
よ
う
な
印
象
が
あ
る
｡
上
五
､
下
五
の
冒
頭
の
-
音
が
共
通
す
る
こ
と
｡

s
t

r
'
-

t

m
､

n
と
い
っ

た
子
音
が
二
回
で
て
く
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

芭
蕉
の
句
の
評
釈
の
中
に

｢
｢荒
れ
た
る
｣
と
あ
る
が
た
め
に
'
落
葉
が
神
の
庭

一
面
に
散
り
つ
も
つ
て
ゐ
る
や
う
す
が
わ
か
る
｣
と
あ
っ

た
が
'
こ
の
句
で
は

｢留
守
守
る
｣
と
あ
る
が
た
め
の
意
味
を
も
う
少
し
重
く
読
み
た
い
と
思
う
｡

こ
の
二
句
は
'
意
味
内
容
の
み
な
ら
ず
構
造
も
だ
い
ぶ
異
な
る
｡
芭
蕉
の
句
は

｢神
が
留
守
で
あ
る
の
で
､
神
の
岡
が
荒
れ
て
､
落
葉
が

一
面
に
散
っ
て
い
る
｣
と
い
う
意
｡
｢神
の
留
守
で
あ
る
こ
と
｣
と

｢神
岡
の
落
葉
｣
と
を
順
接
の
関
係
で
結
ぶ
｡
つ
ま
り
'
理
が
あ
る
｡

盲
注

『笈
の
底
』
(信
天
翁
信
胤
著
･
寛
政
七
年
稿
)
の

今
案
､
是
は
世
の
盛
衰
人
の
心
の
有
増
を
云
出
た
る
べ
し
｡
神
も
仏
も
世
の
習
ひ
は
同
じ
国
俗
に
此
月
は
神
の
留
主
と
号
し
て
詣
す
る

人
も
稀
に
し
て
落
葉
掻
-
事
も
自
ら
等
閑
也
｡
人
間
の
今
日
の
有
様
亦
同
じ
主
な
け
れ
ば
入
来
る
人
も
な
く
荒
行
は
貴
も
膿
も
世
の
常
と

云
べ
し
｡
此
意
を
云
出
た
る
観
想
の
吟
成
べ
し
｡

と
い
う
解
は
､
神
無
月
の
神
社
の
寂
た
る
雰
囲
気
を
読
み
と
ら
ず
'
そ
の
理
の
筋
道
を
追
う
こ
と
で
終
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
の
た
り
な
さ

が
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
理
は
'
こ
の
芭
蕉
の
句
の
内
包
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
虚
子
の
句
は

｢時
雨
て
い
る
こ
と
｣
'
｢神
の
留
守
で
あ
る
こ
と
｣
と

｢神
南
の
銀
杏
｣
と
が
軽
い
逆
接
の
関
係
で
結
ば

れ
て
い
る
｡
｢時
雨
れ
て
い
る
の
に
､
神
の
留
守
で
あ
る
の
に
'
神
南
の
銀
杏
は
堂
々
と
立
っ
て
い
る
｣
と
い
う
意
'
｢-
の
に
｣
で
結
ば
れ

て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
芭
蕉
の
句
の

｢神
の
落
糞
か
な
｣
と
虚
子
の
句
の

｢神
の
銭
杏
か
な
｣
と
も
に
似
た
形
で
は
あ
る
が
､
こ
の
格
助
詞

｢
の
｣
の
用
法

に
違
い
が
見
ら
れ
る
｡
芭
薫
の
場
合
､
こ
の

｢
の
｣
は
'
｢所
有

･
所
属
｣
の
関
係
に
お
い
て
限
定
す
る
格
助
詞
で
あ
る
｡
虚
子
の
場
合
も
'

こ
れ
と
同
じ
用
法
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
'
加
え
て

｢同
格
｣
の
関
係
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
銀
杏
は
'
神
が
所
有
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し
て
い
る
'
神
域
に
所
属
し
て
い
る
だ
け
で
な
-
､
神
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
｡
神
々
の
出
雲
へ
の
旅
は
'
最
初
'
神
道
家
た
ち
に

は
否
定
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
'
そ
れ
が
根
強
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
っ
た
た
め
'
神
社
神
道
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
｡

そ
し
て
'
出
雲
の
縁
結
び
信
迎
が
生
ま
れ
'
諸
国
に
お
い
て
は
留
守
神
が
考
え
だ
さ
れ
た
｡
こ
の
銀
杏
は
､
ま
さ
に
そ
の
留
守
神
で
は
な
か
っ

た
か
｡
こ
の
二
箇
所
の
違
い
に
よ
っ
て
､
虚
子
の
句
は
よ
り
厚
み
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
｡

*

さ
て
'
こ
の
句
の
季
重
な
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
前
述
し
た
よ
う
に
三
つ
の
季
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
､
｢
し
ぐ
れ
｣
は

そ
の
ま
ま
'
｢神
の
留
守
｣
は
'
分
解
し
語
順
を
変
え
て
'
そ
し
て

｢銀
杏
｣
は

｢銀
杏
黄
葉
｣
｢銀
杏
散
る
｣
な
ど
の
季
語
に
準
ず
る
よ
う

な
形
で
置
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
あ
た
り
に
虚
子
の
言
葉
に
対
す
る
平
衡
感
覚
の
鋭
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
普
通
三
つ
の
中
心
を
も
つ
こ

と
に
よ
っ
て
バ
ラ
パ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
の
句
が
､
み
ご
と
な
秀
句
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
現
在
'
こ
の
季
重
な
り
と
い
う
形
は
嫌
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
'
虚
子
は
'
こ
の
問
題
に
つ
い
て
'
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

う
め
い
ち
り
ん

あ
た
た

ら
ん
せ
つ

虚
子
は
'
そ
の
俳
論

『排
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
』
(大
正
三
年
･
実
業
之
日
本
社
刊
)
の
中
で
｢
梅

一
輪

/

＼
ほ
ど
の

暖

か

さ

嵐

雪

｣

を

例
に
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

この
く

うめ

さ
だ
い

あ
た
ゝ

や

は
り

さ

だ
い

モ
の
は
う

i
)
こ
う

は
う

hJく

こ
の

く

此

句

は
｢
梅

｣

が
季

題

で

あ
り
ま
す
｡
｢
吸

か

｣
と
い
ふ
の
も
矢

張

季

題

で

其

方

は

｢
時

候

｣

の

方

に

属

す

る
の
で
あ
り
ま
す
｡
此

句

tLと

は
いか
いし
やりう

まを

JKIかさな

さ
かさな

か
い

は
いせさ

つき+:qみそ1巳
や･一は
い

こと

の

如

き

は
よ
-

俳

話

者

流

が

'
申

す

季

重

り

と
い
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
が
'
季

重

り

は
い
け
な
い
と
一
概

に

排

斥

す

る

月

並

宗

匠

輩

の

言

ば

と

た

き
かさな

むし

た
いが
い

ば
あ
ひき..ち
か
へな

葉

は
取

る
に
足

り
ま
せ
ぬ
｡
季

重

り

は

寧

ろ

大

概

な

場

合

差

支

無

い
の
で
あ
り
ま
す
｡

以
上
の
よ
う
に
季
重
な
り
に
対
し
て
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
｡
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辛

句
の
配
列
で
あ
る
が
'
第

一
旬
日
か
ら
春
夏
秋
冬
と
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
｡
春
雨
'
夕
立
'
風

(迎
火
)
'
時
雨
と
天
文
の
句
で
あ
る
｡

前
の
句

｢風
が
吹
く
仏
来
給
ふ
け
は
ひ
あ
り
｣
が
無
常

･
釈
教
の
句
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
本
句
は
神
紙
の
句
｡
前
の
句
に
は
､
表
面
上
季

語
が
見
え
な
い
の
に
対
し
て
'
本
句
は
季
語
が
三
つ
｡
前
の
句
に
は
'
｢
け
は
ひ
｣
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
本
句
は
銀
杏
と
い
う

｢も
の
｣
が
詠
ま
れ
て
い
る
な
ど
'
対
称
的
な
句
が
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
｡

正
岡
子
規
は

｢高
浜
虚
子
｣
(｢日
本
人
｣
第
三
十
言
ち
･
明
治
二
十
九
年
1
月
号
所
収

｢ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
第
二
号
･
明
治
三
十
年
二
月
号
に
転
載
)

の
中
で
掲
出
句
他
十
九
句
を
あ
げ
､
｢廿
八
年
は
猶
前
年
の
進
歩
を
継
続
せ
L
に
止
ま
り
'
着
き
変
動
を
見
ず
｣
述
べ
て
い
る
｡

も
と
よ
り
も
恋
は
曲
者
の
懸
想
文

初
出
は

『自
選
類
題
虚
子
句
集
.g
o

異
同
は

も
と
よ
り
も
恋
は
曲
も
の
懸
想
文

の
形
が
あ
る
｡

(創
元
社
版

r定
本
虚
子
全
集
｣
第
四
巻
)

明
治
二
十
九
年



｢喜
寿
艶
』
(昭
和
二
十
五
年
'創
元
社
刊
)
に
自
注
が
あ
る
｡

昔
は
梅
の
枝
に
文
を
吊
る
し
艶
書
に
擬
し
て
売
り
歩
る
-
.
其
を
解
想
文
売
と
い
ふ
.
松
の
内
に
行
は
れ
､
共
を
写
っ
て
鏡
台
'
箪
笥

等
に
保
存
す
る
と
福
が
あ
る
と
い
ふ
｡

一ノ

｢花
月
｣
と
い
ふ
謡
に

｢
こ
し
か
た
よ
り
'
今
の
世
ま
で
も
'
絶
せ
ぬ
も
の
は
､
恋
と
い
へ
る
く
せ
物
'
昇

に
'
こ
ひ
は
く
せ
も
の
､

く
せ
物
か
な
｣
と
い
ふ
小
歌
が
あ
る
｡

季
語
と
謡
曲
の
裁
ち
入
れ
に
つ
い
て
注
し
'
簡
常
で
あ
る
｡

季
語
は
懸
想
文
｡
『図
説
俳
句
大
歳
時
記
』
に
よ
る
と
'
近
世
初
期
か
ら
元
禄
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
と
あ
る
｡
歳
時
記
に
と
り
あ
げ
ら

れ
る
の
は

F花
火
草
』
(寛
文
十
三
年
)
以
降
で
あ
る
｡
虚
子
編

｢季
寄
せ
』
に
は

｢現
在
京
都
で
は
節
分
の
日
に
そ
れ
を
売
る
男
が
出
て
い

る
｣
と
あ
り
t
F虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
l
に
は

｢近
来
に
な
っ
て
'
風
俗
研
究
会
員
の
有
志
に
よ
っ
て
復
興
さ
れ
､
新
年
の
街
頭

に
時
と
し
て
見
か
け
る
事
が
あ
る
さ
う
で
あ
る
｡｣
と
あ
る
が
'
自
注
が

｢昔
は
｣
と
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
そ
れ
ら
を
実
際

に
眼
に
し
て
の
句
で
は
無
か
ろ
う
｡*

自
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
謡
曲

｢花
月
｣
は
'
四
番
目
も
の
｡
シ
テ
の
花
月
と
い
う
少
年
と
'
そ
の
父
で
あ
る
ワ
キ
の
僧
と
が
花
の
こ
ろ
'

う
た

おんあ
そ

京
都
清
水
寺
で
再
会
す
る
と
い
う
能
で
あ
る
｡
引
用
部
分
は
'
遊
び
友
達
に

｢
さ
ら
ば
い
つ
も
の
如
く
に
歌
を

謡

ひ

て

御

遊

び

候
へ
｣
と
呼

び
か
け
ら
れ
て
'
謡
い
だ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
自
注
で
は
切
ら
れ
て
い
る
が
'
｢身
は
さ
ら
/
＼

/
＼
｡
さ
ら
さ
ら
〈

に
｡
恋
こ
そ
寝

ら
れ
ね
｡｣
と
続
い
て
い
る
｡

さら

『閑
吟
集
』
に
は
'
｢げ
に
恋
は
曲
物
､
曲
物
か
な

身
は
さ
ら
さ
ら
さ
ら

さ
ら
に
'
さ
ら
さ
ら

更
に
恋
こ
そ
寝
ら
れ
ね
｣
と
い
う
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う
歌
謡
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
こ
の
歌
謡
は
､
当
時
広
く
流
行
し
て
い
て
'
謡
曲
に
と
り
こ
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

)

｢研
究
座
談
会

(三
〇
九
)
｣
に
お
い
て
'
高
木
餅
花
氏
は

F好
色
五
人
女
』
の

｢樽
屋
お
せ
ん
｣
の
中
に

｢恋
は
曲
者
｣
と
い
う
詞
章

あ
ふ
さ
ひ
や
う
し

が
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
｢巻
二

京
の
水
も
ら
さ
ぬ
中
忍
び
て
あ
ひ
釘
｣
の

｢樽
屋
'
是
を
見
て
'
扇

子

拍

子

を

と
り
て
'
恋

は
く
せ
も
の
'
皆
人
の
t
と
曽
我
の
道
行
を
か
た
り
出
す
｣
と
い
う
部
分
で
あ
る
｡
こ
の
曽
我
と
は
'
近
松
門
左
衛
門
作

｢世
継
曽
我
｣
の

こ
と
O
そ
の
三
段
目

｢虎
少
将
通
行
｣
の
冒
頭

｢さ
り
と
て
｡
も
恋
は
-
せ
も
の
｡
み
な
人
の
｡
ま
よ
ひ
の
ふ
ち
や
き
の
ど
-
の
｡
山
よ
り

お
つ
る
｡
な
が
れ
の
身
?

う
き
ね
の
こ
と
の
｡
し
ら
べ
か
や
｡｣
で
あ
る
.
大
き
-
見
れ
ば
､
こ
れ
も
'
こ
の
歌
謡
の
影
響
下
に
あ
る
の
だ

ろ
う
｡
自
伝

『子
規
居
士
と
余
』
(大
正
四
年
'
日
月
社
刊
)
に
よ
れ
ば
'
虚
子
は
中
学
時
代
'
近
松
'
西
鶴
を
愛
読
し
て
い
た
｡

さ
ら
に
餅
花
氏
は

｢か
う
い
っ
た
所
謂
書
生
俳
句
と
言
ほ
れ
て
ゐ
た
時
期
の
日
本
派
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
謡
曲
の
裁
ち
入
れ
と
い
ふ
や
う

な
技
法
が
ど
う
い
ふ
風
に
評
価
さ
れ
て
ゐ
た
の
か
.
r五
百
句
.I
を
編
ま
れ
た
時
期
の
､
昭
和
十
二
年
頃
の
虚
子
先
生
に
し
て
み
れ
ば
当
然

さ
う
い
っ
た
遊
び
と
い
っ
た
部
分
は
お
許
し
に
な
っ
た
と
恩
ふ
ん
で
す
が
'
明
治
二
十
九
年
の
日
本
派
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
と
い
ふ
の
は
興
味
が
あ
り
ま
す
｡｣
と
発
言
し
て
い
る
｡
謡
曲
の
裁
ち
入
れ
で
は
な
い
が
'
材
を
と
っ
た
句
が
碧
梧
桐
に
あ
る
｡

松
虫
や
道
旅
に
し
て
友
死
し
た
る

こ
の
句
は
子
規
が

｢明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
｣
(新
聞

｢日
本
｣
明
治
三
十
年
一
月
二
日
⊥
二
月
二
十
一
日
ま
で
連
載
)
の
中
で
と
り
あ
げ
て
い

る
｡
｢道
旅
に
し
て
｣
の

｢道
｣
が
不
用
の
説
が
あ
る
だ
ろ
う
が
'
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
｡
｢友
死
し
た
る
｣
の
字
余
り
も
必
要
だ
っ
た
こ
と

を
説
-
｡
そ
し
て

｢此
趣
向
は
謡
曲
松
虫
を
其
値
詠
じ
た
る
者
故
'
趣
向
の
上
に
は
些
の
手
柄
無
し
｣
と
説
か
れ
て
い
る
｡
謡
曲

｢松
虫
｣

は
四
番
目
物
'
松
虫
の
声
に
心
ひ
か
れ
て
行
っ
た
ま
ま
草
の
中
で
死
ん
だ
男
を
回
向
す
る
と
､
そ
の
男
の
亡
霊
が
現
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
｡
こ
の
句
の
内
容
は
､
こ
の
謡
曲
の

85



あ

ぺ

の

ま
つ
ば
ら

ふ
た

り

ま
つ
む
し

い
ち
に
ん

と
も
ぴ
と

か

昔
此
阿

部

野

の

松

原

を

｡
あ
る
人

二

人

連
れ
て
通
り
L
に
｡
を
り
ふ
し

松

虫

の

声
お
も
し
ろ
く
聞
え
し
か
ば
｡
一
人

の

友

人

｡

彼

の
虫

いち
にん

ともぴと

の
音
を
慕
ひ
行
き
し
に
｡
今

一
人

の

友

人

｡

や
ゝ
久
し
く
待
て
ど
も
帰
ら
ざ
り
し
程
に
｡
心
も
と
な
く
恩
ひ
尋
ね
行
き
見
れ
ば
｡
か
の
も

さう
ろ

の
草

露

に
臥
し
て
空
し
く
な
る
｡
死
な
ば

一
所
と
こ
そ
思
ひ
し
に
｡
こ
は
そ
も
何
と
い
ひ
た
る
事
ぞ
と
て
'
泣
き
悲
め
ど
か
ひ
ぞ
な
き
｡

と
対
応
し
よ
う
｡
子
規
は
､
謡
曲
の
趣
向
を
俳
句
に
と
り
入
れ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
､
子
規
た
ち
に
と
っ
て
謡
曲
の
世
界

が
身
近
に
あ
り
'
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
'
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
趣
向
で
'
多
く
の
句
が
詠
ま
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ

る
｡
と
に
か
く
'
謡
曲
を
用
い
た
虚
子
の
句
が
孤
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

た
だ
'
掲
出
句
は
'
謡
曲
を
裁
ち
入
れ
て
い
る
｡
そ
の
技
法
が
､
日
本
派
内
で
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
'
今
後
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
｡

謡
曲
の
裁
ち
入
れ
､
謡
曲
口
調
は
談
林
俳
語
の
一
特
徴
で
あ
っ
た
｡

花
む
し
ろ
一
見
せ
ぼ
や
と
存
じ
候

宗

因

『佐
野
中
山
集
し

こ
の
句
は

｢播
州
高
砂
の
浦
を
も

1
見
せ
ぼ
や
と
存
じ
候
｣
と
い
う
謡
曲

｢高
砂
｣
の
1
節
が
裁
ち
い
れ
ら
れ
て
い
た
.
そ
し
て
'
浦
の
景

色
を
花
む
し
ろ
に
転
ず
る
と
こ
ろ
に
俳
意
が
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
虚
子
は
'
そ
の
よ
う
に
大
き
-
転
じ
て
は
い
な
い
｡
少
年

｢花
月
｣
が
清

水
寺
で
歌
っ
た
小
歌
を
､
懸
想
文
完
の
口
上
の
ご
と
く
'
ま
た
懸
想
文
を
導
-
序
詞
の
ご
と
く
用
い
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
は
る

か
に
あ
っ
た

｢懸
想
文
｣
と
い
う
奇
題
に
生
命
を
与
え
て
い
る
｡
そ
し
て
'
虚
子
俳
句
の
幅
を
広
げ
る

一
句
と
な
っ
て
い
る
｡

｢も
と
よ
り
も
｣
に
は

｢昔
か
ら
'
本
質
的
に
'
元
来
'
言
う
ま
で
も
な
く
｣
な
ど
の
意
が
あ
る
｡
そ
の
中
の
ど
の
意
か
と
言
う
よ
り
'

そ
の
意
す
べ
て
を
龍
め
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
こ
の
句
そ
の
も
の
が
'
意
味
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
思
う
が
｡

｢も
と
よ
り
も
｣
の
用
例
と
し
て
は
'
和
歌
に
は
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も
と
よ
り
も
ち
り
に
ま
じ
は
る
神
な
れ
ば
月
の
さ
は
り
も
な
に
か
く
る
し
き

な
ど
が
あ
る
｡
ま
た
'
謡
曲
に
も
'
そ
の
用
例
は
多
い
｡

I

な
か
〈

な
る
べ
し
本
よ
り
も
｡
草
木
国
土
成
仏
の
｡

げ
に
や
も
と
よ
り
も
定
め
な
き
世
と
い
ひ
な
が
ら
｡
う
き
ふ
し
し
げ
き
河
竹
の
｡
流
の
身
こ
そ
悲
し
け
れ
｡

『風
雅
和
歌
集
』

｢も
と
よ
り
も
｣
を
含
め
て
'
謡
曲
調
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

こ
の
句
翌

日
を
味
わ
い
た
い
.
(
m｡
t｡
y
･n
m｡
/
k｡
-
由
ku
芸

n｡
n｡
/
B
tou
B
m
)
o
音
が
三
つ
続
-
の
が
､
上
玉
の
初
め
と
中
八
の

終
り
に
現
れ
'
大
時
代
な
悠
々
た
る
調
子
が
生
ま
れ
て
い
る
｡
言
い
変
え
れ
ば
､

o
音
が
上
五
と
中
七
に
お
い
て
頭
'
脚
韻
'
と
な
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
｡
ま
た
t
m
音
が
上
五
と
下
五
に
お
い
て
脚
韻
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
特
筆
す
べ
き
は
中
八
の
字
余
り
で
あ
る
｡
五
七

87

五
の
流
れ
に
樟
さ
す
が
ご
と
く

｢
の
｣
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
が
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
｡

｢曲
者
｣
す
な
わ
ち

｢え
た
い
の
知
れ
な

い
も
の
'
用
心
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
｣
と
い
う
意
を
側
面
か
ら
補
う
よ
う
に
定
形
の
リ
ズ
ム
が
-
ず
さ
れ
る
｡

明
治
二
十
九
年
は
多
く
の
破
調
の
句
が
作
ら
れ
'
そ
れ
に
つ
い
て
は
正
岡
子
規
が

｢明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
｣
に
お
い
て
詳
述
し
て
い

る
が
'
そ
の
早
い
時
期
に
お
け
る

一
句
で
あ
る
｡

辛

虚
子
は
､

｢俳
句
に
於
け
る
人
事
趣
味
｣
(｢日
本
人
｣
明
治
二
十
九
年
一
月
号
)
に
お
い
て
'
人
事
趣
味
の
句
を



木
枯
や
何
に
世
渡
る
家
五
軒

化
さ
う
な
傘
借
す
寺
の
時
雨
か
な

宿
借
せ
と
刀
投
げ
出
す
吹
雪
か
な

な
ど
の
よ
う
な

｢
一
種
の
人
事
最
よ
-
天
然
物
の
特
性
を
発
拝
し
て
斬
新
奇
警
な
る
趣
味
を
伝
ふ
｣
(傍
点
原
文
)
句
､

つ
ま
り
､
自
然
と
人

事
を
結
ん
で

一
句
と
し
た
句
と

お
手
打
の
夫
婦
な
り
L
を
衣
更

蕪

村

飛
人
の
力
者
怪
し
き
力
士
か
な

同

な
ど
の
よ
う
な
人
事
の
み
で
で
き
て
い
る
句
に
分
類
す
る
｡
そ
し
て
､
後
者
に
つ
い
て

余
は
論
者
自
身
が
極
め
て
敏
捷
に
数
矢
の
如
-
此
種
の
句
を
吐
き
得
る
と
す
る
も
実
際
涌
す
べ
き
ほ
ど
の
句
は
極
め
て
家
々
た
る
こ
と

を
信
ず
'
蓋
し
人
事
は
天
然
物
に
比
較
し
て
変
化
多
L
と
い
ヘ
ビ
も
十
七
字
に
入
る
べ
き
人
事
は
天
然
物
と
同
様
変
化
少
-
而
し
て
十
七

字
に
昧
じ
て

一
詞
の
価
値
あ
る
べ
き
人
事
は
天
然
物
よ
り
も
稀
な
れ
ば
な
り
､
あ
ま
り
凡
庸
平
坦
な
る
こ
と
は
詩
と
な
ら
ず
'
而
し
て
殊

に
時
間
美
に
属
す
べ
き
人
事
が
十
七
字
に
い
っ
て
凡
庸
平
担
を
免
る
ゝ
も
の
は
十
七
字
に
適
当
な
る
空
間
美
に
属
す
る
天
然
物
に
比
較
し

て
遥
に
稀
な
れ
ば
な
り
｡
(傍
点
原
文
)

_

と
述
べ
る
｡
涌
す
る
に
足
る
そ
の
よ
う
な
句
を

つ
く
る
こ
と
が
'
た
い
へ
ん
困
難
な
こ
と
､
そ
し
て
そ
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
た
｡
そ
し
て
'

十
七
字
の
長
所
は
寧
ろ
十
七
字
に
て
い
ひ
顕
し
得
る
だ
け
を
い
ふ
に
あ
り
'
十
七
字
の
人
事
詩
も
亦
棄

つ
べ
き
に
非
ず
'
唯
斬
新
巧
妙

な
る
も
の
今
の
世
に
出
で
ざ
る
を
悲
む
の
み
､
ま
た
出
で
難
き
を
悲
む
の
み

(傍
点
原
文
)
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と
'
そ
の
よ
う
な
純
粋
な
人
事
句
を
激
し
-
希
求
す
る
こ
と
で
'
筆
を
潤
い
て
い
る
｡
掲
出
句
は
､
そ
の
よ
う
な
人
事
句
を
求
め
る
思
い
の

う
ち
に
残
さ
れ
た
の
だ
っ
た
｡

怒
涛
岩
を
噛
む
我
を
神
か
と
鹿
の
夜

初
出
は

｢め
さ
ま
し
辛

ま
き
の
三
｣

(明
治
二
十
九
年
三
月
)
0

｢神
仙
髄
｣
と
題
L
t

春
の
夜
の
琵
琶
聞
え
け
り
天
女
の
詞

軟

石

明
治
二
十
九
年

89

他
九
句
､

地
震
て
五
色
の
萱
の
萌
出
る

他
九
句
の
後
に
置
か
れ
た
｡
虚
子
の
十
句

怒
涛
岩
を
噛
む
我
を
神
か
と
瀧
の
夜

神
の
子
の
舞
ひ
く

春
の
入
日
か
な

羽
衣
の
陽
炎
に
な
り
て
し
ま
ひ
け
り

累

月



紫
の
雲
舞
ひ
下
る
焼
野
か
な

そ
の
中
に
ち
い
さ
き
神
や
壷
す
み
れ

脱
夜
や
空
に
消
行
く
鞭
の
音

金
冠
に
玉
か
し
き
ゐ
る
春
の
草

白
衣
な
る
が
笠
と
り
お
と
す
霞
か
な

温
泉
の
い
づ
る
岩
な
め
ら
か
に
桃
の
花

陽
炎
の
や
う
な
神
々
石
の
上

そ
の
第

一
旬
日
に
置
か
れ
て
い
る
｡

異
同
は
な
い
｡

季
語
は

｢瀧
｣
で
あ
る
｡
『御
傘
』
(慶
安
四
)
に

｢瀧
と
い
ふ
詞
'
春
に
あ
ら
ず
'
雑
な
り
｡
月
を
結
び
て
は
春
た
る
べ
し
｣
と
あ
る
｡

'ポ
E)チ

ま
た
t
F.通
俗
志
』
(享
保
元
年
)
は

｢右
の
分
雑
也
､
季
二
不
可
用
之
｣
の
中
に
｢
小

縁

｣

と
し
て
見
え
て
い
る
.
歳
時
記
類
に
入
る
の
は

遅
れ
る
が
､
調
和
､
鬼
貢
'
北
枝
'
越
人
ら
に
作
例
が
あ
る
｡
『虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
｣
は
'
｢騰
月
夜
｣
の
略
と
す
る
が
'
こ
の

場
合
'
月
は
意
識
せ
ず
と
も
い
い
の
で
は
な
い
か
｡

｢怒
涛
｣
は
1
い
か
り
狂
う
よ
う
な
大
波
､
は
げ
し
く
打
ち
よ
せ
る
波
｣
の
意
｡
杜
甫

｢憶
苦
行
｣
の

｢憶
昔
北
尋
小
有
洞
､
洪
河
怒

涛
過

軽
肘

｣
な
ど
､
漢
詩
の
用
例
が
多
い
｡

二

-

｢岩
を
噛
む
｣
の

｢噛
む
｣
は

｢水
な
ど
が
'
岩
'
砂
､
土
な
ど
を
激
し
-
え
ぐ
る
｣
と
い
う
意
で
あ
る
｡
｢岩
を
か
む
激
流
｣
な
ど
の

表
現
も
ご
-
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
｡
『虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
』
は

｢大
涛
が
押
し
寄
せ
て
岩
を
覆
ひ
包
ん
だ
り
'
岩
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に
赦
し
て
荒
れ
狂
ふ
さ
ま
を
擬
人
化
し
た
語
｣
と
注
す
る
｡
｢噛
｣
の
字
は

｢骨
を
か
む
｣
意
､
こ
の
字
が
用
い
ら
れ
て
､
擬
人
化
が
強
調

さ
れ
た
｡

F虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
』
は

｢我
を
神
か
と
｣
に
つ
い
て

｢思
は
る
ゝ
を
略
さ
れ
た
語
｣
と
注
し
て
い
る
｡
人
と
し
て
は
倣
岸

不
遜
と
ま
で
思
わ
れ
る
ほ
ど
自
我
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
､
激
し
い
心
情
で
あ
る
｡
つ
ま
り

｢怒
涛
岩
を
噛
む
｣
と
い
う
外
界
の
描
写
か
ら
'

内
面
の
描
写
に
転
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
外
界
と
内
面
の
描
写
が
激
し
さ
に
お
い
て
括
抗
し
て
い
る
｡
連
句
の
こ
と
ば
で
い
え
ば

｢
ひ
び
き
｣
の
関
係
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡
そ
の
自
然
と
人
と
を
瀧
の
夜
が
大
き
-
包
ん
で
い
る
O

*

さ
て
､
こ
の
句
が
つ
く
ら
れ
た
経
緯
が
虚
子
の

『軟
石
氏
と
私
』
(大
正
七
年
･
ア
ル
ス
刊
)
に
録
さ
れ
て
い
る
｡
軟
石
は
明
治
二
十
八
年

以
来
､
松
山
中
学
校
の
教
師
を
し
て
い
た
O
そ
し
て
'
『年
代
順
虚
子
俳
句
全
集

第

1
巻
』
に
よ
れ
ば
'
こ
の
年
二
月
､
虚
子
は
'
長
兄

病
気
の
た
め
帰
国
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

うち

或
日
淑
石
氏
は
一
人
で
私
の
家
の
前
ま
で
来
て
'
私
の
机
を
置
い
て
ゐ
る
二
階
の
下
に
立
っ
て
'
｢高
浜
君
｡｣
と
呼
ん
だ
｡
其
頃
私
の

家
は
玉
川
町
の
東
端
に
あ
っ
た
の
で
'
小
さ
い
二
階
は
表
て
の
青
田
も
東
の
山
も
見
え
る
様
に
往
来
に
面
し
て
建
っ
て
ゐ
た
｡
私
は
障
子

てぬt/ひ

を
あ
け
て
下
を
の
ぞ
く
と
そ
こ
に
西
洋

手

拭

を
さ
げ
て
ゐ
る
軟
石
氏
が
立
っ
て
ゐ
て
'
又
道
後
の
温
泉
に
行
か
ん
か
と
言
っ
た
｡
そ
こ
で

一
緒
に
出
か
け
て
ゆ
っ
く
り
温
泉
に
ひ
た
つ
て
二
人
は
手
拭
を
掲
げ
て
野
道
を
松
山
に
帰
っ
た
の
で
あ
つ
た
が
'
そ
の
帰
り
道
に
二
人
は

たいたう

神
仙
体
の
俳
句
を
作
ら
う
な
ど
ゝ

言
っ
て
彼
れ

一
句
､
こ
れ

一
句
'
春
風

胎

蕩

た

る
野
道
を
と
ぼ
く

と
歩
き
乍
ら
句
を
拾
ふ
の
で
あ
っ

た
｡

ぐさ

此
神
仙
体
の
句
は
其
後
村
上
斉
月
君
に
も
勧
め
て
'
出
来
上
っ
た
三
人
の
句
を
雑
誌
め
ざ
ま
し
辛
に
出
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
｡

91



こ
れ
は
'
同
書
が
掲
げ
る
明
治
二
十
九
年
十
二
月
五
日
付
虚
子
宛
軟
石
書
簡
の

ナ
こぷ

来
熊
以
来
は

頗

る

枯
淡
の
生
活
を
送
り
居
り
候
｡
道
後
の
温
泉
に
て
神
仙
体
を
草
し
た
る
こ
と
'
宮
島
に
て
紅
葉
に
宿
し
た
る
こ
と
な

ど
'
皆
過
去
の
記
念
と
し
て
今
も
愉
快
な
る
印
象
を
脳
裏
に
と
ゞ
め
居
り
候
｡

と
い
う
部
分
と
対
応
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば

『虚
子
研
究
年
表
J
の
明
治
二
十
九
年
三
月

1
日
の
条
の

｢軟
石
と
共
に
村
上
弄
月
邸
を

訪
れ
'
神
仙
体
の
句
を
作
る
｣
は
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

明
治
二
十
四
五
年
頃
､
帰
省
中
の
子
規
を
訪
問
し
て
い
た
淑
石
に
中
学
生
で
あ
っ
た
虚
子
は
､
談
話
は
交
え
な
い
な
が
ら
も
'
初
め
て
会
っ

て
い
る
｡
そ
の
後
'
大
学
を
出
て
松
山
中
学
校
で
教
え
て
い
る
淑
石
を
訪
ね
て
い
る
｡
子
規
を
通
し
て
知
り
あ
っ
た
激
石
と
虚
子
は
､
親
し

く
交
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

主
情
激
烈
に
見
え
る
掲
出
句
が
'
淑
石
と
の
の
ど
か
な
交
流
の
う
ち
に
つ
-
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
｡
ま
た

｢め
さ
ま
し
草
｣
に

掲
げ
ら
れ
た
十
句

(前
掲
)
を
見
る
と
'
た
し
か
に
田
園
の
の
ど
か
な
気
分
が
あ
る
｡
虚
子
は
十
句
中
か
ら
'
も
っ
と
も
激
し
い
句
'
そ
し

て
一
句
中
に
､
た
し
か
に

｢我
｣
の
み
え
る
句
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡

軟
石
の
十
句
も
掲
げ
て
み
よ
う
｡

春
の
夜
の
琵
琶
聞
え
け
り
天
女
の
嗣

路
も
無
し
結
構
傑
閣
梅
の
花

屋
の
棟
や
春
風
鳴
っ
て
白
羽
の
矢

蛤
や
を
り
〈

見
ゆ
る
海
の
城

霞
た
っ
て
朱
ぬ
り
の
橋
の
消
え
に
け
り

ど
こ
や
ら
で
我
名
よ
ぶ
な
り
春
の
山
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大
空
や
霞
の
中
の
鯨
波
の
声

行
春
や
漁
協
山
を
流
れ
出
る

神
の
住
む
春
山
白
き
雲
を
吐
く

催
馬
楽
や
漂
砂
と
し
て
島

1
つ

相
和
す
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
淑
石
の
句
は
'
常
識
的
な

｢神
｣
､
そ
の
小
道
具
や
舞
台
装
置
を
外
か
ら
詠
っ

て
い
る
句
が
多
い
｡
自
ら
と
の
関
わ
り
も

｢ど
こ
や
ら
で
我
名
よ
ぶ
な
り
春
の
山
｣
程
度
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
'
虚
子
の

｢神
｣
は
､

も
っ
と
柔
軟
で
あ
る
｡
｢
そ
の
中
に
ち
い
さ
き
神
や
壷
す
み
れ
｣
｢陽
炎
の
や
う
な
神
々
石
の
上
｣
な
ど
の
神
は
'
人
間
を
越
え
た
存
在
と
し

て
の
神
と
は
す
こ
し
違
う
｡
さ
ら
に
掲
出
句
は
'
自
ら
を
神
か
と
観
ず
る
の
で
あ
る
し
､
｢温
泉
の
い
づ
る
岩
な
め
ら
か
に
桃
の
花
｣
と
い

う
道
後
温
泉
で
の
晦
日
吟
と
思
わ
れ
る
句
ま
で
こ
の
中
に
入
れ
て
い
る
｡
軟
石
が
'
あ
-
ま
で

｢神
仙
体
｣
と
い
う
こ
と
ば
の
中
で
つ
-
っ

て
い
る
の
に
対
し
､
虚
子
は
､
も
っ
と
自
由
で
､
ふ
て
ぶ
て
し
く
さ
え
あ
る
｡

こ
の
後
'
虚
子
が

｢神
仙
体
｣
を
つ
-
る
の
を
勧
め
た
村
上
斉
月
は
明
治
二
年
八
月
八
日
生
ま
れ
'
昭
和
二
十

1
年
二
月
十
五
日
没
O
松

山
生
ま
れ
｡
こ
の
時
期
､
子
規
門
を
代
表
す
る

一
人
で
あ
り
'
｢明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
｣
に
お
い
て
子
規
は

｢
勤
抜
緊
密
な
る
俳
句
は

霜
月
の
特
色
に
し
て
永
-
異
彩
を
放
ち
し
者
'

1
般
の
俳
句
が
勤
抜
緊
密
に
赴
き
し
今
日
と
難
も
'
猶
霜
月
の
如
-
勤
抜
緊
密
な
る
は
あ
ら

ざ
る
べ
し
｡
殊
に
趣
味
を
深
遠
に
探
り
材
料
を
新
奇
に
取
る
は
特
色
中
の
特
色
と
し
て
見
る
べ
-
､
敢
て
他
の
模
倣
を
許
さ
ず
｣
と
評
価
し

て
い
る
｡
虚
子
と
は
'
こ
の
年
の
一
月
､
根
岸
の
子
規
庵
の
句
会
で
は
じ
め
て
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
｡
『年
代
別
虚
子
俳
句
全
集

第

一
巻
』

に
よ
る
｡

そ
れ
で
は
な
ぜ

｢神
仙
体
｣
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は

｢研
究
座
談
会

(三
〇
九
)
｣
に
お
い
て
'
湯
浅
桃
邑
氏
が

子
規
の

｢俳
句
二
十
四
体
｣
を
紹
介
し
て
い
る
｡
真
率
体
他
全
二
十
四
体
に
わ
た
っ
て
'
そ
の
説
明
と
例
句
十
二
句
を
あ
げ
て
い
る
も
の
で
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あ
る
｡
煩
を
厭
わ
ず
二
十
四
体
と
発
表
時
日
を
し
る
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
｡
こ
れ
ら
は
す
べ
て
新
聞

｢
日
本
｣
に
発
表
さ
れ
た
｡
｢
真

率
体
｣
(明
治
二
十
九
年
1
月
七
日
)'
即
興
体

(
1
月
九
日
)､
即
景
体

(
1
月
十
三
日
)'
音
調
体

(
1
月
十
五
日
)'
擬
人
体

(
1
月
十
九
日
)'
広

大
体

(
1
月
二
十
日
)'
堆
壮
体

(
1
月
二
十
1
日
)'
勤
抜
体

(
1
月
二
十
二
日
)'
雅
撲
体

(
一
月
二
十
四
日
)'
艶
麗
体

(
1
月
二
十
七
日
)'
繊
細

体

(
一
月
二
十
九
日
)､
滑
稽
体

(二
月
一
日
)'
奇
警
休

(二
月
九
日
)､
妖
怪
体

(二
月
十
日
)､
祝
賀
体

(二
月
十
三
日
)'
悲
傷
体

(二
月
二
十
八

日
)'
流
暢
体

(三
月
四
日
)'
倍
屈
体

(三
月
八
日
)'
天
然
体

(三
月
十
二
日
)'
人
事
体

(三
月
十
六
日
)'
主
観
体

(三
月
二
十
二
日
)'
客
観
体

(三
月
二
十
三
日
)'
絵
画
体

(四
月
二
日
)､
神
韻
体

(四
月
二
十
1
日
)
O
子
規
自
身
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
子
規
句
集
の
趣
を
呈
し
て
い
る
.

掲
出
句
が
つ
く
ら
れ
た
二
月
は
'
ま
さ
に
､
こ
の
連
載
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
か
ら
'
こ
れ
に
な
ら
べ
る
よ
う
な
気
持
ち
で

｢神

仙
体
｣
が
試
み
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
｡

な
お
､
｢め
さ
ま
し
辛
｣
掲
載
の
句
以
外
に

『年
代
順

虚
子
排
句
全
集

第

一
巻
』
の
明
治
二
十
九
年
に
は
､
｢神
仙
体
｣
の
前
書
あ
る

句
'

酒
の
湧
く
岩
間
に
白
き
郷
間
か
な

岩
の
上
に
金
冠
の
こ
る
清
水
か
な

が
別
々
に
録
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
同
書
､
同
年
に
は
､
子
規
の

｢俳
句
二
十
四
体
｣
に
も
同
じ
も
の
が
あ
っ
た

｢妖
怪
体
｣
の
前
書
あ
る
句

ち

陽
炎
が
何
や
ら
も
の
に
な
り
さ
う
な

忽
然
と
石
割
れ
出
る
内
裏
雛
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が
別
々
に
録
さ
れ
て
い
る
｡

*

さ
て
'
正
岡
子
規
の

｢
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
｣
は
'
俳
句
界
に
お
け
る
新
調
を
虚
子
と
碧
梧
桐
を
中
心
に
述
べ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ

ら
と
従
来
の
俳
句
と
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

第

一

五
七
五
の
調
を
破
り
た
る
こ
と

第
二

十
七
字
以
上
の
句
を
作
る
こ
と

第
三

漢
語
を
用
ゐ
又
は
漢
文
直
訳
の
句
法
を
用
ふ
る
こ
と

(洋
語
を
用
ふ
る
こ
と
も
あ
り
)

第
四

助
辞
少
-
し
て
名
詞
形
容
詞
多
き
こ
と

掲
出
句
は
'
こ
の
四
つ
ほ
と
ん
ど
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
｡
第

一
㌧
第
二
は
も
ち
ろ
ん
'
第
三
は

｢怒
涛
｣
が
あ
て
は
ま
る
｡
第
四

も

｢怒
涛
は
｣
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
､
そ
れ
に
あ
た
る
か
｡
当
時
の
新
調
を
代
表
す
る

一
句
と
し
て

『
五
百
句
』
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡
子

規
の
こ
の
論
に
は
､
虚
子
の
十
七
字
よ
り
多
-
の
文
字
を
用
い
て
い
る
句
と
'
古
句
に
お
け
る
類
例
を
な
ら
べ
て
い
る
部
分
が
あ
る
｡
そ
こ

に
掲
出
句
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡

怒
涛
岩
を
噛
む
我
を
神
か
と
臆
の
夜

虚

子

の
如
-
八
七
五
の
調
を
成
す
者
も
例
に
乏
し
か
ら
ず
｡

い
ち
ご
折
る
娘
い
つ
山
吹
の
香
に
馴
れ
し

(虚
)
言

弓
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御
廟
年
を
経
て
忍
ぶ
は
何
を
忍
草

芭

蕉

よ
し
や
花
の
雨
此
杯
を
笠
に
せ
ん

一

笑

の
類
な
り
｡

(虚
)
は

『虚
栗
』
よ
り
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
'
｢虚
栗
の
句
を
俳
句
と
言
は
ん
に
は
虚
子
の
句

も
俳
句
と
言
ひ
得
べ
き
か
｣
と
俳
句
と
し
て
認
め
る
｡
そ
し
て
'
子
規
は
も
っ
と
大
き
な
眼
で
'
こ
の
新
調
を
見
て
い
る
｡

既
に
五
七
五
的
の
句
を
厭
ひ
て
之
を
打
破
し
た
る
は
其
調
子
を
厭
ひ
た
る
に
因
る
な
り
｡

一
の
調
子
を
厭
ひ
な
が
ら
他
の
調
子
を
択
ば

ざ
る
は
散
文
に
近
か
ら
し
め
ん
と
す
る
に
似
た
り
｡
既
に
散
文
的
な
ら
ん
と
し
て
猶
二
十
三
四
字
の
内
に
局
束
せ
ら
る
ゝ

は
全
く
韻
文
を

離
る
～
能
は
ざ
る
な
り
｡
散
文
た
る
を
得
ず
､
韻
文
た
る
を
得
ず
､
是
れ
何
者
を
も
創
立
せ
ざ
る
に
非
ず
や
｡
吾
人
の
臆
測
を
以
て
す
れ

ば
所
謂
新
調
な
る
者
は

一
時
の
現
象
に
過
ぎ
ず
し
て
永
-
繁
栄
す
る
こ
と
な
か
る
べ
し
｡
唯
々
俳
句
の
一
変
体
と
し
て
存
在
す
べ
き
の
み
｡

(中
略
)
兎
に
角
に
今
の
所
謂
新
調
は
永
久
な
る
能
は
じ
｡

破
調
な
ど
を
特
徴
と
す
る
新
調
に
対
し
て
'
子
規
は
た
し
か
な
透
徹
し
た
眼
を
向
け
て
い
る
｡

掲
出
句
は
､
そ
の
新
調
を
代
表
す
る

1
句
で
あ
る
が
､
調
べ
が
い
い
.
ロ
ー
マ
字
で
記
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
.
(d
tB
･I
wa
o
ka
m

/
wa
re
｡
B
QmlB
t｡
/
｡
b｡
r｡
n｡
y
).
〇
音
が
多
く

荘
重
な
響
き
が
生
ま
れ
て
い
る
0
殊
に
､
最
初
の
三
音
'
最
後
の
六
音
の
連
続
が

印
象
的
で
あ
る
｡
そ
し
て
t
ka
が
三
回
t
to
t

Wa
が
各
二
回
'
母
音
-
a
o
の
連
続
も
二
回
繰
り
か
え
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
反
復
が
騰
夜
の

報
っ
た
よ
う
な
波
音
ま
で
も
連
想
さ
せ
る
よ
う
だ
｡

*
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北
村
透
谷
の
劇
詩

『蓬
莱
曲
』
(明
治
二
十
四
年
刊
)
に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
｡

お
も

,+

う
ま
う

思

へ

ば
'
わ
が
身

は
羽

毛

な

ら
ぬ
に
､

いは
は

か
ど

雪
さ
へ
積
れ
る
こ
の

巌

の

'
角

に

い
か
に

い
か
に

立
つ
と
は
如

何

'

如

何

｡

か
み

と

さ

人
か
-

神
か

-

人
の
世
は
夙
-
去
り
て

かみ神
の
世
や
来
れ
る
-

わざ

神
な
ら
ね
ば
､
い
か
で
､
こ

の
業
は
?

(と
つ)

神
か
わ
れ
?

わ
れ
神
か
?

嶋
!

鴫
-

い
か
で
こ
の
わ
れ

(傍
点
小
浮
)

い
はは

死
ん
だ
恋
人
の
面
影
を
追
い
'
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
主
人
公
､
柳
田
素
姓
が
蓬
莱
山
頂
の

｢危
巌
の
上
に
立
｣
っ
て
い
る
箇
所
で
あ

る
｡
｢
わ
れ
神
か
?
｣
が
掲
出
句
と
酷
似
し
て
い
る
｡
凄
ま
じ
い
雪
崩
が
足
下
に
響
い
て
い
る
危
巌
に
立
つ
素
雄
と

｢
大
痔
が
岩
を
打

っ
て

荒
れ
狂
っ
て
ゐ
る
の
を
'
荒
磯
の
巌
頑
に
立
っ
て
眺
め
て
ゐ
る
｣
(r虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
L
の
訳
)(
掲
出
句
の
主
人
公
と
は
相
通
ず

る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
さ
ら
に
'
こ
の
詩
に
は

｢怒
涛
｣
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
た
0

はな

ち

か
う
りゆ
う
モぴ
ら

た

ど
た
う

わ
ご
と
く

(か
た
)

う
づ

の

見
よ
や
わ
が

離

る

可
き
地

は
唯
だ
見
る
'

蚊

龍

の

背

を

樹

つ
る
如
く
怒

涛

の

湧

く

如

わ

が

方

に

近
寄
り
近
寄
り
'
埋

め

ん
と

す

'
呑

ま
ん

く
ら

あ
な

と
す
'
そ
の

暗

き

嘘

に

｡
(傍
点
小
帝
)

人
界
を
離
れ
'
無
限
の
世
界
に
赴
う
と
し
た
主
人
公
'
柳
田
素
雄
は
､
離
れ
よ
う
と
し
た
人
界
が
､
魔
王
の
た
め
に
神
を
追
わ
れ
'
そ
の

ま
ま
地
獄
と
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
｡
そ
う
い
う
箇
所
で
あ
る
｡

ま
さ
に
神
仙
体
と
い
う
べ
き
､
こ
の
詩
に
お
け
る
透
谷
の
熱
情
的
な
詠
い
ぶ
り
が
'
虚
子
の
こ
の
句
'
も
っ
と
ひ
ろ
げ
て
､
こ
の
時
代
の
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句
に
影
響
を
与
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
｡

海
に
入
り
て
生
れ
か
は
ら
う
脱
月

明
治
二
十
九
年

初
出
は

｢め
さ
ま
し
草

ま
き
の
四
｣
(明
治
二
十
九
年
四
月
)
｡
鳴
雪
'
子
規
'
軟
石
'
斉
月
'
瓢
亭
そ
れ
ぞ
れ
二
句
が
並
べ
ら
れ
て
い

る
が
､
そ
の
末
尾
に
虚
子
の
掲
出
句
が

｢梅
に
入
て
生
れ
更
ら
う
聴
月
｣
の
形
で

｢温
泉
の
宿
や
表
も
裏
も
桃
の
花
｣
と
と
も
に
置
か
れ
て

いる
｡

異
同
は
､
初
出
の
形
の
他
に

98

海
に
入
り
て
生
れ
更
ら
う
騰
月

(岩
波
文
庫
版

『虚
子
句
集
｣
｢五
百
句
時
代
｣)

が
あ
る
｡

季
語
は
頗
月
.
『自
民
文
集
』
に

｢不

明
不

暗
騰
々
月
｣
と
'
ま
ず
詠
わ
れ
た
O
『新
古
今
和
歌
集
Jl
に
は

｢
て
り
も
せ
ず
く
も
り
も
は

レ

レ

て
ぬ
春
の
夜
の
臓
月
夜
に
し
く
物
ぞ
な
き

千
里
｣
が
見
え
る
｡
連
歌
論
集
で
は

『連
珠
合
壁
集
』
(文
明
八
年
)
に
お
い
て
初
出
｡
｢
お
ぼ

ろ
月
夜
ト
ア
ラ
バ
'
梅
の
か
は
り

し
る
し
の
扇
瀬

千
里
Ai<

騰
げ
な
ら
ぬ
｣
と
あ
る
｡
｢梅
の
か
は
り
｣
は

『源
氏
物
式
だ
)
の

｢末
摘
花
｣

の
源
氏
が
常
陸
宮
邸
を
訪
ね
る
部
分
､
｢
こ
の
頃
の
お
ぼ
ろ
月
夜
に
し
の
び
て
物
せ
ん
｡
ま
か
で
よ
と
､
の
給
へ
ば
､
(中
略
)
寝
殿
に
参
り

た
れ
ば
'
ま
だ
格
子
も
さ
な
が
ら
'
梅
の
香
を
か
し
さ
を
見
出
し
て
物
し
給
ふ

(傍
点
小
帯
)｣
に
よ
る
｡
ま
た

｢し
る
し
の
扇
｣
は
'
同
じ



く

｢源
氏
』
の

｢花
茎
｣
に
お
い
て
'
源
氏
は
､
脱
月
夜
の
君
の
柚
を
捉
え
'
扇
を
交
換
し
て
別
れ
た
が
'
そ
の
描
写
が

｢
か
の
し
る
し
の

扇
は
､
桜
の
三
重
が
さ
ね
に
て

(傍
点
小
浮
)｣
で
あ
っ
た
｡
そ
の

｢瀧
月
夜
の
君
｣
と
い
う
名
は
'
源
氏
と
出
あ
う
場
面
に
お
い
て
､
｢
騰

ママ

月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
｣
と
涌
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
｡
｢千
里
｣
は
'
先
は
ど
掲
げ
た

『新
古
今
』
の

｢
て
り
も
せ
ず
｣
の
歌
の
作
者
｡

そ
し
て

｢瀧
げ
な
ら
ぬ
｣
は
､
ま
た

『源
氏
』
の

｢花
冥
｣
に
よ
る
.
源
氏
が
騰
月
夜
の
君
の
柚
を
と
ら
え
た
後
の

｢
こ
は
た
そ
と
の
た
ま

へ
ど
'
何
か
う
と
ま
し
き
と
て
､
深
さ
夜
の
あ
は
れ
を
知
る
も
入
る
月
の
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ
契
り
と
ぞ
思
ふ
と
て
､
や
を
ら
い
だ
さ
お
ろ
し

て
'
戸
は
お
し
た
て
つ

(傍
点
小
揮
)｣
に
よ
る
｡

｢臆
月
夜
｣
は
'
人
目
を
し
の
ぶ
恋
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
｡
こ
と
に

｢恋
｣
と
縁
が
深
い
こ
と
ば
で
あ
る
｡

ま
た
､
掲
出
句
は
'
｢海
｣
と
と
り
あ
わ
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
も
古
歌
か
ら
の
流
れ
を
-
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

首
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時

難
波
が
た
か
す
ま
ぬ
浪
も
か
す
み
け
り
う
つ
る
も
-
も
る
お
ぼ
ろ
月
夜
に

源

具
親

『新
古
今
和
歌
集
』
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な
ど
が
あ
り
'
『類
船
集
』
は
'
臆
月
夜
の
付
合
語
と
し
て

｢と
ま
り
舟
｣
｢難
波
の
浦
船
｣
を
あ
げ
て
い
る
｡

｢海
に
入
り
て
生
れ
か
は
ら
う
｣
と
い
う
思
い
と

｢股
月
｣
と
の
取
合
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
｡
『虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
』
は

｢
せ
め
て
あ
ん
な
月
の
や
う
な
清
浄
な
も
の
に
生
れ
か
は
っ
て
'
大
海
か
ら
悠
々
と
姿
を
あ
ら
は
し
た
い
感
じ
を
ど
う
す
る
事
も
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｣
と

｢騰
月
｣
と
関
連
づ
け
よ
う
と
し
て
も
い
る
が
､
そ
う
し
な
い
ほ
う
が
､
ゆ
っ
た
り
と
読
め
よ
う
｡

*

さ
て
'
こ
の
句
の
眼
目
は

｢生
れ
か
は
ら
う
｣
と
口
語
を
用
い
て
い
る
点
に
あ
る
.
r虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
j
は

｢
｢生
れ
変



ら
む
｣
と
堅
-
な
ら
ず
に
'
｢生
れ
変
ら
う
｣
と
口
語
で
軽
-
-
だ
け
て
ゐ
る
点
を
も
味
は
ふ
べ
き
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡
ま
た
'
｢研
究

座
談
会

(三
〇
九
)｣
に
お
い
て
'
湯
浅
桃
邑
氏
は

｢
『生
れ
か
は
ら
ん
』
で
は
騰
夜
の
何
も
な
い
静
か
な
海
を
波
が
乱
し
て
し
ま
ふ
や
う

な
気
が
し
ま
す
｡
｣
と
発
言
し
て
い
る
｡
行
き
届
い
た
鑑
賞
で
あ
る
と
思
う
｡
し
か
し
､
他
に
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

『年
代
順

虚
子
俳
句
全
集
』
の
こ
の
年
か
ら
'
口
語
を
用
い
た
句
を
抜
き
だ
し
て
み
よ
う
｡

紅
綬
子
の
笠
に
題
す
｡

陽
炎
が
か
た
ま
り
か
け
て
こ
ん
な
も
の

培
蛾
の
は
り
が
ね
虫
を
ひ
つ
て
居
る

霜
月
送
別

己
わ
け
て
一
路
を
得
れ
ば
貿
ぢ
や
と
よ

面
白
い
話
の
中
へ
春
の
月

春
月
の
出
た
と
も
知
ら
ず
東
山

画
の
や
う
な
竹
四
五
本
の
春
の
月

一
つ
/
＼
虻
く
ひ
こ
ん
で
落
椿

古
白
一
周
忌

永
さ
日
を
君
あ
く
び
で
も
し
て
ゐ
る
か

新
酒
飲
ん
で
酔
う
た
女
房
に
あ
き
れ
た
り

走
馬
燈
長
い
坊
主
が
ひ
か
ゝ

つ
た

(以
下
傍
点
小
滞
)



走
馬
燈
し
ょ
う
こ
と
な
し
に
見
つ
め
た
る

な
ど
が
あ
が
る
｡
こ
れ
は
､
こ
の
時
期
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
た
だ
､
口
語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
意
味
を
も
っ

て
い
る
だ
け
の
句
で
は
な
い
よ
う
だ
｡
そ
の
中
で
挨
拶
句
は
'
み
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
｡
挨
拶
の
対
象
へ
の
あ
た
た
か
な
思
い
'

親
し
さ
の
皮
合
い
が
口
語
を
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
｡

掲
出
句
に
戻
る
｡
こ
の
句
は

『虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
』
｢研
究
座
談
会
｣
と
も
に
'
自
ら
に
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
に
読
ん
で

い
る
と
思
う
が
､
か
た
わ
ら
に
い
る
人
に
呼
び
か
け
て
い
る
と
読
む
こ
と
は
で
き
ま
い
か
｡
歌
舞
伎

『天
満
宮
菜
種
御
供
』
巻
七
に

｢輝
国

と
い
ひ
'
十
六
夜
ま
で
'
水
を
喰
う
て
死
ん
だ
の
は
'
俗
に
い
ふ
身
投
げ
心
中
'
皆
も
'
笑
へ
笑
へ
｣
と
あ
る
｡
相
愛
の
男
女
が
い
っ
し
ょ

に
投
身
自
殺
を
す
る

｢身
投
心
中
｣
と
い
う
も
の
が
あ
る
｡
添
い
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
女
に

｢海
に
入
り
て
生
れ
か
は
ろ
う
｣
と
呼
び

か
け
て
い
る
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
時
期
'
虚
子
の
臓
月
の
句
は
'

101

塩
竃
や
狂
女
死
ぬ
夜
の
騰
月

河
童
身
を
投
げ
て
沈
み
も
や
ら
ず
臆
月

流
れ
著
き
し
岩
の
狭
間
の
騰
月

峨
々
と
し
て
鬼
す
む
山
の
臓
月

明
治
二
十
七
年

二
十
九
年

〃〃

と
､
す
べ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
｡
先
に
述
べ
た
よ
う
に

｢臓
月
｣
は
恋
愛
の
色
彩
の
濃
い
こ
と
ば
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
か

ら
も
'
こ
の
解
の
可
能
性
を
残
し
て
お
き
た
い
｡



*

上
六
の
字
余
り
は
'
子
規
の

｢明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
｣
に
言
う

｢新
調
｣
の
特
色
で
あ
る
破
調
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
｡
ロ
ー
マ
字
で

記
せ
ば
'
(
u
.m
･m
-
In
te
/
u
ma
re
b
wa
.a
/
｡
b｡
r｡
訂

)
｡
上
玉
と
中
七
の
始
め
の

｢
u
m
｣
が
共
通
'
頭
韻
と
な
っ
て
い
る
｡
母

音
は
'
上
五
に
は
､
-
が
四
㌧
中
七
で
は

a
が
三
'
下
五
で
は
O
が
三
つ
と
'
そ
れ
ぞ
れ
主
な
る
母
音
が
､
ゆ
っ
-
り
交
替
し
て
い
-
｡
そ

し
て
'
句
全
体
に
r
が
ち
ら
さ
れ
て
い
る
｡
音
か
ら
い
っ
て
も
波
の
穏
や
か
な
海
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
｡

｢研
究
座
談
会
｣
の
湯
浅
桃
邑
氏
は

｢情
景
と
し
て
は
主
観
的
な
句
で
す
け
れ
ど
も
､
騰
月
夜
の
海
､
そ
の
海
の
中
に
這
入
っ
て
し
ま
へ

ば
別
の
立
派
な
自
分
が
騰
月
夜
に
昇
華
さ
れ
て
出
て
-
る
や
う
な
感
じ
が
窺
ほ
れ
る
と
思
ひ
ま
し
た
｡
『怒
涛
岩
を
噛
む
』
の
句
に
は
逆
に

青
年
の
客
気
を
感
じ
ま
し
た
｣
と
発
言
し
て
い
る
｡
｢前
の
句
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
す
ね
｣
と
い
う
発
言
も
あ
る
｡
や
は
り
'
こ
の
句
は
前
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の
句
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
味
わ
う
べ
き
だ
ろ
う
｡

子
規
は

｢高
浜
虚
子
｣
に
お
い
て
､
前
の
句
そ
し
て
本
句
な
ど
を
引
用
し
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

明
治
二
十
九
年
が
碧
梧
桐
の
俳
句
に
一
起
元
を
与
へ
た
る
が
如
-
虚
子
に
も
亦

一
紀
元
を
与
へ
た
り
'
否
寧
ろ
虚
子
が
明
治
二
十
九
年

の
俳
句
に
一
紀
元
を
与
へ
た
り
'
本
年
の
初
に
於
て
虚
子
は
睡
余
の
眼
を
こ
す
り
て
起
ち
ぬ
､
何
物
を
か
捉
へ
ん
と
し
て
未
だ
捉
へ
得
ず
､

精
神
徒
に
激
昂
し
て
熱
情
焼
く
が
如
く
'
頻
り
に
空
華
水
影
を
採
り
来
り
て
神
仙
体
等
の
句
を
為
す
｡

(引
用
句
略
)

狂
想
乱
調
､
珠
玉
粉
砕
し
て
復
収
拾
す
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
､
(以
下
略
)



補
記
-

拙
稿
､
｢明
治
二
十
七
年
､
二
十
八
年
の
虚
子
｣
(
｢信
州
豊
南
女
子
短
期
大
学
紀
要
｣
第
5
号
)
に
お
い
て

｢
『五
百
句
』
全
句
に
わ
た
る
評

釈
､
鑑
賞
は
'
無
い
｣
と
書
い
た
が
'
｢俳
句
雑
誌

｢玉
藻
｣
誌
上
に

『五
百
句
』
全
句
の

｢研
究
座
談
会
｣
｢続

･
研
究
座
談
会
｣
が
昭
和

五
十
三
年
十
二
月
号
か
ら
'
昭
和
六
十

一
年
十
二
月
号
ま
で
八
十
八
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
て
い
る
｡
参
加
者
は
､
高
木
晴
子
'
高
木
餅

花
､
清
崎
敏
郎
､
深
見
け
ん
二
㌧
本
井
英
'
湯
浅
桃
邑
他
の
各
氏
で
あ
る
｡
｣
と
訂
正
し
た
い
｡
深
見
け
ん
二
氏
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
｡

記
し
て
､
御
礼
申
し
上
げ
る
｡

補
記
2

拙
稿

｢明
治
二
十
七
年
､
二
十
八
年
の
虚
子
｣
に
お
い
て

｢春
雨
の
衣
桁
に
重
し
恋
衣
｣
に
つ
い
て
書
い
た
が
'

『喜
寿
艶
』
に
虚
子
の

自
注
が
あ
る
の
で
補
っ
て
お
き
た
い
｡

『喜
寿
艶
』
は
'
昭
和
二
十
五
年
'
創
元
社
刊
｡

｢喜
寿
の
記
念
出
版
と
し
て
七
十
七
句
を
自
書
し
た
り
｣
と
あ
る
と
お
り
'
女
性
を
詠
っ

た
句
､
恋
愛
を
詠
っ
た
句
を
集
め
'
墨
書
L
t
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
版
に
起
し
た
も
の
｡
そ
れ
に
自
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
書

物
の
存
在
自
体
が
虚
子
の
文
学
に
お
け
る
艶
な
る
も
の
の
重
要
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
｡

｢恋
の
重
荷
｣
と
い
ふ
謡
曲
が
あ
る
｡
恋
す
る
者
は
そ
れ
だ
け
重
荷
を
背
負
ふ
こ
と
に
な
る
｡
自
分
の
力
で
は
運
ぶ
こ
と
の
出
来
な
い

程
の
重
荷
を
背
負
ふ
こ
と
に
な
る
｡
衣
桁
に
は
恋
衣
が
か
ゝ
つ
て
居
る
O
重
い
恋
衣
が
か
ゝ

つ
て
居
る
｡
雨
が
降
っ
て
を
る
時
に
は
1
層
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重
い
や
う
な
心
持
が
す
る
そ
の
恋
衣
が
か
ゝ

つ
て
居
る
｡

｢恋
の
重
荷
｣
と
い
う
謡
曲
は
'
四
番
目
物
｡
山
科
庄
司
が
女
房
を
思
慕
す
る
が
'
な
ぶ
ら
れ
重
荷
を
に
な
わ
さ
れ
て
死
ぬ
｡
そ
し
て
亡

霊
と
な
っ
て
女
御
を
恨
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡


