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勢田正平七年伊勢連歌「何船」の再検討

そ
れ
は
約
十
年
ほ
ど
前
の
連
歌
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と

私
に
は
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

へ
十
一
）

　
最
後
に
ま
と
め
を
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
正
平
七
年
「
何
船
」
は
「
純
正
連
歌
の
一
般
的
水
準
に
も
遠
く
及
ば
ぬ

稚
拙
な
作
品
』
と
奥
野
氏
が
評
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
文

和
千
句
や
紫
野
千
句
と
比
較
し
て
連
衆
の
式
目
遵
守
能
力
が
決
定
的
に
劣

っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
点
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
応
安
．
新
式
に
比

較
的
近
い
式
目
に
依
篠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
応
安
新
式
と
の
相
違
を
言

え
ば
、
句
去
り
の
面
に
お
い
て
文
和
千
句
や
紫
野
千
句
に
比
べ
や
や
規
定

外
れ
が
多
い
も
の
の
、
同
一
句
材
の
回
数
制
限
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
よ
く

規
定
に
適
っ
て
い
る
。
ま
た
「
か
さ
ね
て
に
は
」
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て

い
る
な
ど
概
し
て
同
時
代
の
中
央
連
歌
壇
に
対
す
る
親
近
性
の
感
じ
ら
れ

る
作
品
で
あ
る
。
た
だ
し
句
末
表
現
に
つ
い
て
は
少
し
古
さ
が
感
じ
ら

れ
、
整
理
が
遅
れ
て
い
る
が
、
そ
の
遅
れ
は
約
十
年
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
先
学
の
御
叱
正
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

〈
注
一
〉
奥
野
氏
は
二
折
裏
の
十
句
と
し
て
「
月
な
ら
で
袖
を
と
ふ
べ
き
友
は
な

　
　
　
し
」
の
句
を
引
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
第
十
一
句
で
あ
る
。
第
十

　
　
　
句
は
「
か
へ
る
時
に
も
野
こ
そ
と
を
け
れ
」
で
あ
る
。

〈
注
二
〉
木
藤
才
蔵
氏
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集
　
俳
論
集
』
所
収
『
連

　
　
　
理
秘
抄
』
頭
注
。

〈
注
三
V
小
西
甚
一
氏
、
　
「
正
平
七
年
の
伊
勢
連
歌
」
　
（
連
歌
俳
譜
研
究
二
号
）

〈
注
四
〉
金
子
金
治
郎
氏
、
　
『
菟
玖
波
集
の
研
究
』
五
七
五
ペ
ー
ジ
。

＼
注
五
〉
岡
大
国
文
論
稿
第
三
号

　
　
　
　
（
後
　
　
記
）

。
以
上
の
奥
野
説
へ
の
批
判
は
あ
く
ま
で
氏
の
正
平
七
年
「
滞
船
」
に
対

す
る
考
え
に
対
し
て
の
み
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お

く
。
全
般
的
に
は
氏
の
『
伊
勢
神
宮
連
歌
の
研
究
』
は
非
常
な
労
作
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
著
作
を
も
の
に
さ
れ
た
奥
野
氏
に
敬
意
を
表
す
る

次
第
で
あ
る
。

。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
正
平
七
年
「
宝
船
」
は
小
西
甚
一
氏
が
〈
注
三
〉

　
の
論
文
中
に
お
い
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
、
文
和
千
句
は
金
子
金
治

郎
氏
「
文
和
千
句
」
（
中
世
文
芸
二
二
号
）
、
紫
野
千
句
は
続
群
書
類
従

　
に
従
っ
た
こ
と
を
こ
と
わ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
お
礼
を
申
し
上
げ

　
る
。
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が
、
こ
れ
も
文
和
千
句
、
紫
野
千
句
に
は
既
に
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
「
か
な
」
を
発
句
以
外
に
用
い
な
い
こ
と
は
、
後

に
「
新
式
今
案
」
に
お
い
て
式
目
化
さ
れ
る
）
。

し
。
の
の
字
、
　
一
句
と
い
へ
ど
も
、
　
一
切
見
ざ
る
所
也
。
ば
と
と
ど
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

る
は
常
の
事
也
。
は
と
は
せ
ず
。
か
な
は
発
句
な
ら
ね
ど
も
有
レ
興
て

に
は
也
。
か
や
う
の
事
、
繁
ぎ
に
よ
り
て
し
る
す
に
及
ば
ず
。

（55）

津山高専紀要第17号（1979）

　・W

ﾝ
や
こ
に
も
夜
さ
む
か
は
ら
ぬ
関
な
れ
ば

唄
か
奮
ず
と
ち
ぎ
り
て
だ
に
も
と
は
れ
ね
ぽ

X
．
珊
波
よ
す
る
入
江
に
ふ
ね
を
と
止
む
れ
ば

X頼
の
が
れ
つ
る
世
に
は
心
も
の
こ
ら
ぬ
を

（

初
オ
5

初
ウ
9

三
オ
ー

三
オ
ー
1

㈹
㊥
留
接
続
助
詞
「
ば
」
、
穿
霧
助
詞
「
を
」
が
句
歪
来
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

い
る
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
句
末
表
現
は
一
三
七
〇
年
代
に
入
る
と
中

央
の
連
歌
で
は
ま
ず
見
ら
れ
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
和
千
句
に
は

「
を
」
が
一
例
、
紫
野
千
句
に
は
「
ぱ
」
が
四
例
あ
り
、
少
し
排
斥
の
遅

れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
割
合
は
百
韻
｝
巻
に
つ
い
て
】
～
二
半

と
い
う
程
度
で
あ
り
、
正
平
七
年
「
何
船
」
の
よ
う
に
四
句
も
あ
ら
わ
れ

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
以
上
の
点
よ
り
、
こ
の
作
品
の

句
末
表
現
の
整
理
が
同
時
代
の
中
央
連
歌
壇
の
作
品
よ
り
も
遅
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
遅
れ
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ

る
の
は
二
条
良
基
が
ご
二
四
五
年
に
著
し
た
『
面
罵
抄
』
中
に
見
え
る
次

の
記
述
で
あ
る
。

に
の
字
は
上
の
句
に
て
は
よ
し
。
下
の
句
に
て
は
下
品
他
。
て
の
字
、

ま
た
上
の
句
に
て
は
よ
し
。
下
の
句
に
て
は
悪
し
。
か
や
う
な
事
も
せ

で
、
か
な
ふ
ま
じ
き
所
の
あ
ら
む
に
は
嫌
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
時
に
し

た
が
ひ
、
体
に
よ
る
べ
し
。
て
も
、
と
も
、
一
向
こ
れ
を
と
ど
む
べ

　
閥
題
の
「
何
船
」
の
句
末
表
現
を
こ
の
記
述
と
つ
ぎ
あ
わ
せ
て
み
よ

う
。
こ
れ
ま
た
実
際
に
確
か
め
て
み
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
既
に

接
続
助
詞
「
て
」
と
、
接
続
助
詞
乃
至
格
助
詞
「
に
」
が
下
の
句
の
末
尾

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
係
助
詞
「
は
」
や
、
「
て
も
」

「
と
も
」
、
格
助
詞
「
の
」
が
句
末
に
来
る
例
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
正
平
七
年
「
何
船
」
の
句
末
表
現
の
整
理
は
、
中
央
連
歌
壇
に
お

け
る
＝
二
四
五
年
の
レ
ベ
ル
に
は
既
に
達
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
所
が
『
客
気
抄
』
の
再
稿
た
る
二
二
四
九
年
の
『
連
理
富
里
』
に
お
い

て
は
、
右
の
引
用
中
の
「
ば
と
と
ど
む
る
は
常
の
事
也
。
は
と
は
せ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

か
な
は
発
句
な
ら
ね
ど
も
有
レ
興
て
に
は
也
」
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
何
故
こ
の
削
除
が
な
さ
れ
た
か
。
間
違
い
な
く
一
三
四
九

年
の
時
点
に
お
い
て
「
ば
と
と
ど
む
る
」
こ
と
が
「
常
の
事
」
で
は
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
　
「
か
な
は
発
句
な
ら
ね
ど
も
有
レ
射
て
に
は

也
」
と
は
言
え
な
く
な
り
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点

に
お
い
て
は
、
接
続
助
詞
「
ぱ
」
や
発
句
以
外
で
の
「
か
な
」
の
排
斥
が

始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
排
斥
が
正
平
七
年

「
何
船
」
に
見
ら
れ
る
か
と
言
う
と
、
ま
だ
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は

先
に
あ
げ
た
㈹
留
編
の
句
が
示
す
・
お
・
で
あ
・
。
つ
萱
・
の

作
品
の
句
末
表
現
の
整
理
は
、
中
央
連
歌
壇
の
】
三
四
五
年
の
レ
ベ
ル
に

は
達
し
て
い
る
も
の
の
＝
二
四
九
年
の
レ
ベ
ル
に
は
達
し
て
い
ず
、
従
っ

て
正
平
七
年
「
何
船
」
を
同
時
代
の
中
央
連
歌
壇
の
作
者
達
が
見
た
時
、
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勢田正平七年伊勢連歌「何船」の再検討

神
ま
つ
る
の
ち
に
る
が
き
や
出
ぬ
ら
ん

内
外
も
お
な
じ
い
せ
の
宮
入

と
、
い
う
付
け
合
い
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
付
け
句
は
度
会
神
道
を
背

景
と
す
る
句
で
あ
る
点
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
同

類
の
句
は
実
は
同
時
代
の
中
央
連
歌
壇
の
作
品
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

即
ち
菟
玖
波
集
の
巻
七
に

か
x
み
ふ
た
つ
の
影
は
く
も
ら
す

伊
勢
に
て
は
内
外
の
神
と
あ
ら
は
れ
て

五
九
五

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
付
け
合
い
も
ま
た
伊
勢
の
内
宮
と
外
宮

と
を
同
格
と
考
え
る
度
・
会
神
道
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

付
け
句
の
作
者
海
部
宗
信
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
伝
記
は
不
明
で
あ
る
も

の
の
、
救
済
や
そ
の
弟
子
と
思
わ
れ
る
相
阿
と
交
流
の
あ
っ
た
（
つ
ま
り

当
時
の
中
央
連
歌
壇
の
）
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

く
注
四
〉

る
。　

こ
の
二
つ
の
付
け
合
い
は
、
も
ち
ろ
ん
一
方
が
他
方
の
句
を
知
っ
て
い

て
、
そ
れ
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い

が
、
少
な
く
と
も
当
時
の
伊
勢
の
連
歌
と
京
連
歌
の
親
近
性
を
示
唆
す
る

と
い
う
程
度
は
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。

（
補
論
）
な
お
、
紫
野
千
句
に
も
「
神
風
や
い
せ
の
内
外
の
春
と
へ
は
」

　
と
い
う
救
済
の
句
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
特
に
度
会
神
道
を
背
影
に

　
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。

へ
十
）

　
以
上
、
正
平
七
年
「
何
船
」
の
同
時
代
の
中
央
連
歌
壇
に
対
す
る
親
近

性
を
強
調
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
と
言
っ
て
こ
の
作
品
が
、

当
時
の
中
央
連
歌
壇
の
諸
作
品
と
一
緒
に
し
て
も
一
見
し
た
だ
け
で
は
ほ

と
ん
ど
見
分
け
が
っ
か
な
い
ほ
ど
の
親
近
性
を
持
っ
て
い
る
か
と
言
え

ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
に
は
、
ま
た
あ
る
程
度
の
古
さ
を
感
じ

さ
せ
る
点
も
存
在
し
て
い
る
。
私
は
以
前
『
十
四
世
紀
中
期
の
長
連
歌
に

見
え
る
句
末
表
現
の
整
理
に
つ
い
て
』
な
る
一
文
を
発
表
し
、
そ
こ
に
お

い
て
、
＝
二
｝
二
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
約
三
十
五
年
間

に
連
歌
の
句
末
表
現
が
急
速
に
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
が

く
注
五
〉

あ
る
。
そ
の
句
末
表
現
の
整
理
が
正
平
七
年
「
何
船
」
で
は
ま
だ
十
分
さ

れ
き
っ
て
お
ら
ず
、
同
時
代
の
中
央
連
歌
壇
の
作
者
た
ち
の
目
か
ら
す
れ

ば
、
一
時
代
前
の
連
歌
を
感
じ
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
（
蛇
足

だ
が
当
時
の
中
央
連
歌
壇
の
作
品
も
後
の
目
か
ら
す
れ
ば
句
末
表
現
の
整

理
の
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
）
。

　
具
体
例
を
あ
げ
よ
う
。
次
の
ご
と
ぎ
も
の
で
あ
る
。
．

ω
を
き
な
ら
ふ
入
は
時
を
も
わ
す
れ
ね
ど

初
オ
7

　
接
続
助
詞
「
ど
」
が
句
末
に
来
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
句

は
文
和
千
句
、
紫
野
千
句
に
は
既
に
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

　
”
1
1
恨
に
か
は
る
わ
が
こ
N
う
か
な

X…m

艪
ﾍ
し
を
の
ぼ
る
つ
か
へ
人
か
な

（

　　　初

ウ　ウ

10　10

詠
嘆
の
終
助
詞
「
か
な
」
が
発
句
以
外
の
句
末
に
来
て
い
る
例
で
あ
る
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一
々
例
示
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
文
和
千
句
と
紫
野
千
句
か
ら
ど
の

百
韻
を
と
り
出
し
て
も
、
同
一
句
材
の
回
数
制
限
に
関
す
る
規
定
外
れ
の

例
を
私
は
少
な
く
と
も
四
例
以
上
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
比
べ

れ
ば
、
問
題
の
「
何
船
」
の
三
例
と
い
う
数
は
、
同
一
句
材
の
回
数
制
限

に
関
す
る
限
り
、
こ
の
作
品
が
極
め
て
よ
く
応
安
新
式
に
適
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
九
）

　
以
上
で
応
安
新
式
と
の
相
違
に
つ
い
て
の
考
察
を
終
わ
る
こ
と
に
す
る

が
、
結
論
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
正
平
七
年
伊
勢
連
歌
「
何
船
」
は
句

去
り
の
面
で
は
や
や
規
定
外
れ
が
多
い
が
、
そ
の
他
の
点
は
だ
い
た
い
よ

く
応
安
新
式
に
写
り
て
お
り
、
特
に
同
一
句
材
の
回
数
制
限
に
関
し
て
は

同
時
代
の
申
央
連
歌
壇
の
作
品
よ
り
も
か
え
っ
て
よ
く
制
限
を
守
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
何
船
」
に
つ
い
て
「
如
何
な
る
式
目
に

依
嫁
し
て
み
た
か
は
不
明
で
あ
る
け
れ
ど
、
ど
う
も
き
ち
ん
と
し
た
式
目

を
用
い
て
み
る
と
も
見
え
な
い
。
た
ぶ
ん
間
に
合
は
せ
程
度
の
式
目
で
済

　
　
　
　
　
　
　
〈
注
三
〉

ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
痛
烈
な
評
も
あ
る
け
れ
ど
、

そ
う
で
は
な
く
、
き
ち
ん
と
し
た
式
目
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
式

目
は
、
応
安
新
式
に
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
私
は
思
わ
れ

る
。
こ
れ
は
、
金
沢
称
名
寺
の
元
弘
～
正
慶
期
の
連
歌
が
応
安
新
式
と
は

か
な
り
違
っ
た
式
目
に
依
嫁
し
て
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
機
会
が
あ
り
次
第
詳
し
く
論
じ
た
く
思
っ
て
い
る
）

こ
と
な
ど
と
っ
き
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
伊
勢
の
地
の
連
歌
の
京
連
歌
に

対
す
る
親
近
性
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
他
に
当
時
の
伊
勢
連
歌
と
京
連
歌
の
親
近
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
点
を
私
は
二
つ
ほ
ど
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
正
平
七
年
「
漁
船
」
中
に
、

月
出
て
今
ぞ
う
つ
な
る
か
ら
衣

　
　
マ
マ
　

比
も
こ
ぬ
と
や
初
か
り
の
こ
ゑ

三
オ
7

三
オ
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

と
い
う
付
け
合
い
の
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
か
ら
こ
ろ
も
こ

●
　
●
（
マ
マ
）

う
も
こ
ぬ
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
か
さ
ね
て
に
は
」
の
手
法
で
あ
る
が
、

こ
の
手
法
は
文
和
千
句
や
紫
野
千
句
に
お
い
て
特
徴
的
に
よ
く
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ま
つ
も
た
の
み
の
夜
こ
そ
な
か
け
れ

吹
そ
よ
く
風
は
稲
葉
の
松
．
の
声

第
一
「
何
人
」
初
ウ
ー
2
～
1
3

つ
ら
く
お
も
へ
露
の
身
そ
か
し

く
れ
こ
と
に
ち
る
や
ま
さ
き
の
玉
か
つ
ら
第
一

い
か
X
ね
む
山
風
寒
き
た
ひ
こ
ろ
も

こ
ろ
も
す
き
て
は
月
も
の
こ
ら
す

「
何
人
」
名
ウ
2
～
3

第
三
「
何
木
」
名
オ
ー
～
2

こ
れ
そ
こ
の
か
れ
く
な
り
し
夜
半
の
月

つ
き
す
は
な
み
た
露
と
こ
そ
な
れ
　
　
　
第
五

「
片
何
」
三
オ
9
～
1
0

　
文
和
千
句
か
ら
目
立
つ
所
を
四
例
あ
げ
た
が
（
他
に
も
例
は
多
い
）
特

に
三
番
目
の
付
け
合
い
な
ど
は
全
く
同
工
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

．
も
う
一
つ
は
正
平
七
年
置
客
船
」
と
ほ
ぼ
同
じ
連
衆
に
よ
る
断
簡
懐
紙

中
に
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①
わ
す
る
N
ひ
ま
も
な
き
む
か
し
か
な

　
む
か
し
ょ
り
人
の
な
が
む
る
山
桜

ニ
ゥ
2

名
ウ
ー

　
「
昔
」
は
一
座
一
句
物
で
あ
る
が
二
度
用
い
ら
れ
て
お
り
規
定
外
れ
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　“1
1
恨
に
か
は
る
わ
が
こ
瓦
う
か
な

（　
な
に
を
恨
て
涙
を
つ
ら
ん

　
我
身
は
し
ら
ぬ
恨
な
り
け
り

　
一
座
二
言
物
申
に

定
に
外
れ
て
い
る
。

初
ウ
ー
〇

三
ウ
ー
1

名
ウ
4

「
恨
　
う
ら
む
　
如
此
鷺
草
て
二
面
」
と
あ
る
。
規

　…m

ｱ
の
く
れ
斗
や
ど
を
と
は
黛
や

（　
け
さ
こ
そ
や
ど
を
を
そ
く
出
つ
れ

ニ
ゥ
8

三
ウ
4

　
「
宿
」
は
一
座
二
心
物
中
に
「
ロ
バ
］
、
旅
＝
と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
二
巴
と
も
に
旅
の
宿
の
よ
う
で
あ
る
。
規
定
に
適
っ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
以
上
の
三
例
以
外
は
よ
く
応
安
新
式
の
規
定
に
適
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
文
和
千
句
の
第
二
「
片
何
」
で
規
定
外
れ
の
特
に

甚
し
か
っ
た
「
旅
」
と
「
庵
」
を
見
て
み
る
と
、
　
「
庵
」
は
一
度
用
い
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
し
、
　
「
旅
」
も
二
句
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
重
句
は

た
び
人
も
う
き
世
な
り
と
や
い
と
ふ
ら
ん

た
び
の
あ
は
れ
を
人
や
と
ふ
ら
ん

初
ウ
ー
3

三
オ
2

と
い
う
も
の
で
あ
り
「
只
一
、
旅
衣
な
と
云
て
一
」
の
規
定
に
正
し
く
適

っ
て
い
る
。

　
他
に
比
較
的
守
ら
れ
難
く
思
わ
れ
そ
う
な
所
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
る

と
、
例
え
ば
「
老
」
は
一
座
二
長
物
中
に
「
只
一
、
鳥
木
な
と
に
一
」
と

あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

老
る
こ
の
み
は
い
つ
ま
で
の
夢

春
を
X
く
る
や
老
木
な
る
ら
ん

と
正
し
く
規
定
に
適
り
て
い
る
。

　
ま
た
「
桜
」
は
一
座
三
句
論
中
に

紅
葉
一
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

初
ウ
4

名
ウ
2

「
ロ
バ
一
、
山
桜
遅
桜
な
と
云
て
一
、

ま
ぼ
る
さ
く
ら
ぞ
ち
り
か
x
り
け
る

む
か
し
ょ
り
入
の
な
が
む
る
山
桜

ニ
オ
4

名
ウ
ー

と
こ
れ
ま
た
細
部
ま
で
正
し
く
規
定
に
適
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
　
「
物
を
」
は
一
座
警
句
物
中
に

て
二
句
」
と
あ
る
も
の
が
、

つ
れ
な
き
は
涙
も
し
ら
で
う
き
物
を

よ
ど
ま
ぬ
物
を
宮
川
の
単

二
ウ
3

ニ
ゥ
6

と
こ
れ
ま
た
正
し
く
規
定
に
適
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
置
所
お
替

他
は
推
し
て
知
る
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　…m

ｨ
も
ひ
も
す
て
ぬ
秋
の
ゆ
ふ
く
れ

（　
こ
れ
も
み
や
こ
そ
恋
の
ゆ
ふ
く
れ

　
「
雨
」
「
夕
暮
」

い
ら
れ
て
い
る
。

初
ウ
6

ニ
ゥ
6

は
共
に
一
座
一
句
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
度
用

）
　
　
　
（
マ
マ
）

．W

ｨ
ほ
ろ
夜
は
人
の
い
に
し
へ

（
1

　
月
や
か
す
み
を
も
り
あ
か
す
ら
ん

　
霞
て
は
い
く
有
明
も
し
ら
ぬ
よ
に

ニ
オ
2

名
工
2

名
ウ
ー

　
二
折
表
の
第
二
審
は
間
違
い
な
く
「
お
ほ
ろ
月
夜
は
人
の
い
に
し
へ
」

と
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
春
月
」
は
一
座
二
句
物
中
に
「
只
一
、

有
明
｝
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
こ
で
は
春
の
月
の
句
が
三

句
存
在
す
る
。

　
　V
庵
ぶ
り
て
入
の
あ
と
こ
そ
し
ら
れ
け
れ

（　
梅
か
香
に
こ
の
い
ほ
り
ま
て
た
つ
ね
き
て

　
人
か
へ
る
い
ほ
り
は
峯
の
木
陰
に
て

　
風
に
立
庵
の
煙
す
ゑ
は
な
し

　
山
か
け
の
い
ほ
り
を
う
つ
む
雪
の
下

　
い
ほ
の
ほ
と
り
は
山
の
か
た
そ
き

初
ウ
3

二
三
等

質
ゥ
二

三
オ
7

名
筆
9

名
ウ
6

　
「
庵
」
は
一
座
二
学
芸
中
に
「
庵
一
、
い
ほ
り
一
」
と
あ
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
「
い
ほ
」
が
三
度
「
い
ほ
り
」
が
三
度
、
計
六
度
用
い

ら
れ
て
い
る
。
甚
し
い
規
定
外
れ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
．
珊
故
郷
の
名
残
や
身
に
し
の
こ
る
ら
ん

（　
こ
の
瓦
ち
は
云
ふ
る
さ
と
の
春

名
オ

14
ウ

11

　
「
故
郷
」
は
一
座
二
句
命
中
に
「
只
一
、
名
所
一
」
と
あ
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
二
句
と
も
に
ロ
バ
の
故
郷
で
あ
り
規
定
に
適
っ
て
い
な
い
。

　而
袖
ぬ
ら
す
露
は
涙
の
名
，
残
に
て

（　
故
郷
の
名
残
や
身
に
し
の
こ
る
ら
ん

　
「
名
残
」

で
あ
る
が
、

い
。

初
ウ
7

三
ウ
ー
1

は
「
座
二
句
物
中
に
「
ロ
ハ
一
、
花
な
ど
に
＝
と
あ
る
も
の

こ
れ
は
続
句
と
も
に
ロ
バ
の
名
残
で
あ
り
規
定
に
適
っ
て
い
な

D頼
し
た
て
ら
す
山
の
も
み
ち
の
陰
な
が
ら
　
　
ニ
オ
7

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
一

　
木
す
ゑ
よ
り
下
葉
は
な
を
紅
葉
し
て
　
　
　
三
オ
ー
3

　
「
紅
葉
」
は
一
座
三
句
話
で
あ
る
が
、
　
「
ロ
バ
一
、
長
髪
に
一
、
草
紅
葉

一
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
こ
こ
で
は
ロ
バ
の
紅
葉
が
二
半
で

あ
り
規
定
に
適
っ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
八
例
は
私
が
見
つ
け
、
規
定
外
れ
と
断
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
も
の
に
限
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
応
安
新
式
の
記
述
を
ど
う
う

け
と
る
か
に
よ
っ
て
も
う
一
～
二
例
ふ
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
に
比
べ
て
問
題
の
「
何
船
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
が

見
つ
け
え
た
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
規
定
外
れ
は
比
較
的
少
な
く
次

の
三
例
の
み
な
の
で
あ
る
。
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三
句
以
上
を
隔
つ
べ
き
聲
物
同
士
が
、
わ
ず
か
一
句
を
隔
て
る
の
み
で

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
応
安
新
式
中
の
句
去
り
の
規
定
は
「
可
嫌
打
越
物
」
　
「
可
隔
三
零
物
」

「
縦
隔
五
偉
物
」
　
「
可
隔
七
事
物
」
の
四
種
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、

「
可
嫌
打
越
物
」
を
無
視
し
て
も
右
の
ご
と
き
多
く
の
違
反
例
が
存
在
し

て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
応
安
新
式
中
の
句
去
り
の
規
定
は

当
時
厳
密
に
守
ら
れ
る
べ
く
求
め
ら
れ
て
い
た
と
は
私
に
は
考
え
に
く

い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
奥
野
氏
が
⑤
～
⑧
で
指
摘
す
る
よ
う
な

違
反
例
が
存
在
す
る
か
ら
と
言
り
て
、
問
題
の
「
何
船
」
を
「
純
正
連
歌

の
一
般
的
水
準
に
も
遠
く
及
ば
ぬ
稚
拙
な
作
品
」
な
ど
と
断
定
で
き
な
い

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

（
補
論
）
た
だ
し
、
例
と
し
て
と
り
あ
げ
た
第
五
「
片
何
」
は
、
文
和
千

　
旬
中
、
私
の
見
る
所
も
っ
と
も
句
去
り
の
規
定
外
れ
の
数
の
多
い
も
の

　
で
あ
り
、
全
体
的
に
は
、
も
う
少
し
少
な
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

　
「
何
船
」
に
お
け
る
規
定
外
れ
の
数
は
と
言
う
と
、
具
体
的
に
数
を
あ

　
げ
た
い
が
旅
の
句
、
恋
の
句
、
述
懐
の
句
な
ど
の
認
定
に
議
論
の
余
地

　
が
多
く
、
そ
れ
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
概
し
て
文
和
千

　
句
や
紫
野
千
句
の
平
均
よ
り
は
少
し
多
め
で
あ
る
。
ま
た
「
何
船
」
と

　
ほ
ぼ
同
じ
連
衆
に
よ
る
所
の
初
折
が
失
わ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
百
韻

　
で
は
、
句
去
り
に
関
す
る
規
定
外
れ
の
数
は
更
に
や
や
多
め
で
あ
る
。

（
八
）

　
以
上
、
奥
野
氏
の
指
摘
す
る
①
～
⑧
に
つ
い
て
遂
一
的
に
再
考
察
を
試

み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
応
安
新
式
に
対
す
る
違
反
と
い
う
観
点
か
ら
見
る

限
り
、
文
和
千
句
や
紫
野
千
句
に
比
べ
て
問
題
の
「
引
船
」
を
「
純
正
連

歌
の
一
般
的
水
準
に
も
遠
く
及
ば
ぬ
稚
拙
な
作
品
」
と
ま
で
低
く
評
価
せ

ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
欠
点
は
存
在
し
な
、
い
よ
う
で
あ
る
。
強
い
て
言
え

ば
、
前
節
末
の
補
論
で
述
べ
た
よ
う
に
句
去
り
に
関
し
て
規
定
外
れ
の
数

が
少
し
多
め
な
の
が
や
や
難
点
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
句
去
り
に
関
し
て
は
規
定
外
れ
が
多
く
て
も
、
反
面
同
一
句
材

の
回
数
制
限
に
つ
い
て
の
規
定
に
関
し
て
は
、
問
題
の
「
何
船
」
は
文
和

千
句
や
紫
野
千
句
に
比
べ
て
、
む
し
ろ
よ
く
応
安
新
式
に
適
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
句
去
り
に
関
し
て
や
や
規
定

外
れ
が
多
め
で
あ
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
を
う
め
あ
わ
せ
す
る
も
の
で
あ

る
。　

例
と
し
て
文
和
千
句
の
第
二
「
手
提
」
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
こ
れ
に
お

け
る
同
一
句
材
の
回
数
制
限
に
関
す
る
規
定
外
れ
は
次
の
ご
と
き
で
あ

る
。

ω
秋
に
こ
そ
さ
そ
は
れ
き
つ
れ
旅
の
道

　
我
と
て
も
旅
の
つ
か
れ
に
身
は
や
せ
て

　
た
ひ
の
あ
そ
ひ
は
舟
に
て
も
あ
り

　
な
み
た
み
ち
た
る
旅
の
こ
ろ
も
て

　
あ
ま
た
旅
ね
の
夜
こ
そ
か
さ
な
れ

　
ほ
と
x
き
す
き
す
旅
を
ゆ
か
は
や

初
篇
5

ニ
ゥ
5

ニ
ゥ
ー
4

三
ウ
ー
0

名
オ
4

名
篇
ー
2

　
「
旅
」
は
一
座
二
句
物
中
に
「
ロ
バ
一
、
旅
衣
な
と
云
て
一
」
と
あ
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
こ
で
は
⊥
ハ
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
極
め
て
甚

し
い
規
定
外
れ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

h
あ
か
ね
さ
す
日
影
は
雨
の
く
も
ま
に
て
　
　
初
オ
3

（
一

　
雨
ふ
り
出
る
山
［
の
む
ら
雲
　
　
　
　
　
　
　
ニ
オ
ー
4
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る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
文
和
千
句
や
紫
野
千
句
に
お
い
て
応
安
新
式
中
の
句

去
り
の
規
定
は
ど
の
程
度
守
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
か
な
り
多

数
の
違
反
例
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
文
和
千
句
の
第
五

「
片
何
」
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
こ
れ
か
ら
は
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

①
い
ほ
り
の
松
は
風
の
音
つ
れ

　
松
原
の
あ
な
た
の
煙
末
ぎ
え
て

ウ　オ

3　10

　
「
松
」
と
「
松
」
と
は
七
句
以
上
を
隔
て
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
、
こ
の
場

合
六
句
し
か
一
隔
り
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

”
1
1
秋
の
花
な
き
草
そ
し
け
れ
る

（　
か
り
田
の
い
ほ
り
も
る
人
も
な
し

ヘ
ノ…m

ｩ
り
田
の
い
ほ
り
も
る
人
も
な
し

（　
山
深
き
か
す
み
か
く
れ
の
柴
庵

　
　

．W

S
な
れ
月
の
よ
そ
な
る
村
時
雨

（　
都
に
わ
れ
そ
心
ひ
か
る
玉

の
十
X
い
く
つ
國
お
や
の
年

（　
つ
か
へ
て
は
家
を
立
た
る
我
そ
か
し

　
．
覗
月
に
は
な
ら
ふ
か
け
な
か
り
け
り

（

初
オ
2

書
斎
6

初
オ
6

初
ウ
3

オ　オ

12　7

ニ
ウ
6

ニ
ウ
9

ニ
ウ
ー
4

程
も
な
く
春
さ
り
秋
も
暮
ぬ
る
に

　轍
た
工
一
と
せ
の
け
ふ
に
こ
そ
な
れ

（　
つ
き
す
は
な
み
た
露
と
こ
そ
な
れ

A
η
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
i

”
1
1
の
る
ふ
ね
は
や
し
を
く
る
川
か
せ

σ　
南
す
エ
し
き
松
か
せ
そ
ふ
く

　堰
神
い
か
に
北
野
の
春
を
お
も
ふ
ら
ん

（　
あ
か
つ
き
と
思
な
れ
た
る
鳥
な
き
て

三
オ
5

三
オ
6

三
オ
ー
0

ニ
オ
ー
4

三
ウ
4

名
オ
ー

名
オ
5

幻
，
深
き
よ
も
か
へ
る
を
入
の
と
か
と
し
て
　
　
名
オ
ー
1

（　
此
た
ひ
は
山
よ
り
里
に
か
へ
り
き
て
　
　
　
名
ウ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．
匁
と
か
む
る
犬
に
里
そ
し
ら
る
x

（　
此
た
ひ
は
山
よ
り
里
に
か
へ
り
き
て

名
オ
ー
2

名
ウ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
）
）
）

　
全
て
同
字
五
句
去
り
の
規
定
に
対
す
る
違
反
例
で
あ
る
が
、
…
1
1
…
m
蝉
．
刷

は
四
謁
鋤
留
は
三
句
ω
・
㈹
ξ
て
は
わ
ず
か
三
顧

　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
る
の
み
で
同
じ
字
で
書
く
べ
き
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
…
m
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　幻
は
同
時
に
居
所
の
五
句
去
り
の
規
定
に
対
す
る
違
反
例
に
も
な
る
も
の

（で
あ
る
。

　
　

　
甜
山
深
き
か
す
み
か
く
れ
の
柴
庵
　
　
　
　
　
初
ウ
3

　
（

　
　
日
の
出
ぬ
朝
の
ほ
と
の
雲
寒
て
　
　
　
　
　
初
ウ
5
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と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
て
古
い
時
代
で
は
、
た
と
え
一
句
が

述
懐
の
意
味
に
な
っ
て
も
、
昔
以
下
の
語
が
な
け
れ
ば
述
懐
の
句
と
し
て

は
取
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
　
「
見
し
入
」
の
句
は
こ

れ
に
相
当
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
ま
た
、
一
歩
譲
っ
て
、
た
と
え
「
弄
し
人
」
の
句
が
恋
の
句
で
あ
り
、

こ
こ
に
恋
の
句
が
六
句
連
続
す
る
違
例
が
見
ら
れ
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
決
し
て
こ
の
「
何
船
」
を
「
純
正
連
歌
の
一
般
的
水
準
に
も

遠
く
及
ば
ぬ
稚
拙
な
作
品
」
だ
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ

う
。
何
故
な
ら
、
文
和
千
句
や
紫
野
千
句
中
に
も
、
連
続
五
句
以
内
と
応

安
新
式
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（
春
、
秋
、
恋
の
三
種
）
句
の
六
器
以
上
連

続
し
て
い
る
例
が
ま
ま
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
ご
と
き
も

の
で
あ
る
。

こ
の
あ
さ
ま
た
き
月
そ
の
こ
れ
る

長
夜
の
な
を
あ
ま
り
あ
る
涙
に
て

袖
の
ほ
か
な
る
露
の
手
ま
く
ら

身
に
し
り
ぬ
人
の
ね
さ
め
も
秋
や
う
き

野
に
な
く
鹿
は
山
ま
て
の
こ
ゑ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ン

律
す
ゑ
よ
り
下
葉
は
な
を
紅
葉
し
て

　
文
和
千
句
第
二
「
手
何
」
の
三
折
表
の
第
八
句
か
ら
第
十
三
句
ま
で
六

法
秋
の
句
が
連
続
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

木
陰
行
花
に
は
駒
も
い
そ
か
ぬ
に

山
に
む
か
へ
は
永
日
も
な
し

捨
身
の
命
を
春
に
の
こ
さ
れ
て

な
く
や
き
x
す
の
か
り
の
世
の
中

寒
明
の
月
も
霞
を
の
か
れ
ぬ
に

佛
か
く
れ
し
跡
の
と
．
こ
や
み

　
紫
野
千
句
第
一
「
管
路
」

春
の
句
が
連
続
し
て
い
る
。

（
七
）

の
三
折
表
の
第
一
句
か
ら
第
六
句
ま
で
六
句

　
最
後
に
ω
で
あ
る
が
、
奥
野
氏
の
指
摘
す
る
⑤
～
⑧
は
い
ず
れ
も
句
去

り
の
規
定
に
対
す
る
違
反
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
聞
違
い
な
く
本
来

の
応
安
新
式
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
違
反
例
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
は
確
か
に
こ
の
「
何
船
」
の
ぎ
ず
と
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か

r
し
、
か
と
言
っ
て
こ
の
事
実
を
指
摘
す
る
の
み
で
そ
の
ま
蓑
ス
ト
レ
ー
ト

に
こ
の
百
韻
の
連
衆
の
式
目
遵
守
能
力
を
極
め
て
劣
っ
た
も
の
と
断
ず
る

こ
と
が
で
き
る
か
と
言
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
規
定
が
そ
の
当
時
ど
の
程
度
厳
密
に
遵
守
さ
れ
る
べ
く
要
求
さ

れ
て
い
た
か
を
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も

し
同
時
代
の
作
品
、
つ
ま
り
文
和
千
句
や
紫
野
千
句
な
ど
に
お
い
て
は
よ

く
守
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
当
時
か
な
り
厳
密
に
守

ら
れ
る
べ
く
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
違
反
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
致
命
的
な
欠
陥
と
断
定
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
し
か
し
、
も
し
文
和
千
句
や
紫
野
千
句
に
も
句
去
り
の
規
定

に
対
す
る
違
反
例
が
か
な
り
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
ら
の

規
定
は
当
時
そ
う
厳
密
に
は
守
ら
れ
る
べ
く
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
に
な
り
、
間
題
の
「
何
船
」
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
規
定
を
厳
密
に
守
る

べ
く
求
め
る
の
は
、
な
い
も
の
ね
だ
り
の
無
理
な
注
文
と
言
う
こ
と
に
な
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く
れ
こ
と
に
ち
る
や
ま
さ
き
の
玉
か
つ
ら
　
　
名
ウ
3

冬
か
け
て
こ
そ
風
は
さ
む
け
れ
　
　
　
　
名
ウ
4

　
い
ず
れ
も
春
ま
た
は
秋
の
句
が
中
央
の
二
句
の
み
連
続
す
る
だ
け
で
、

そ
の
前
後
の
句
は
雑
ま
た
は
他
季
の
句
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ

う
。

（
六
）

う

。次
　　は
　　（3）

　　で
　　あ
　　る
　　が
　　．

こ
れ
は
ま
ず
奥
野
氏
の
指
摘
す
る
部
分
を
あ
げ
よ

老
る
こ
の
み
は
い
つ
ま
で
の
夢

を
く
露
や
ふ
る
き
枕
に
ぎ
え
ぬ
ら
ん

ね
や
の
い
た
ま
ぞ
月
ひ
と
り
も
る

話
し
入
も
お
ぼ
え
ぬ
程
に
い
ほ
あ
れ
て

身
の
う
き
事
ぞ
お
も
ひ
し
ら
る
㌧

か
な
ら
ず
と
ち
ぎ
り
て
だ
に
も
と
は
れ
ね
ば

恨
に
か
は
る
わ
が
こ
瓦
う
か
な

ま
て
と
い
ふ
こ
と
の
は
も
な
き
ふ
み
を
見
て

こ
の
を
と
つ
れ
は
涙
な
り
け
り

　
初
折
裏
の
第
四
～
十
二
句
で
あ
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
第
七
句
で
あ

る
。
奥
野
氏
は
こ
の
句
を
恋
の
句
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
以
下
第
十
二

句
ま
で
恋
の
句
が
六
句
連
続
す
る
と
い
う
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
私
は
こ
の
句
を
恋
の
句
と
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
奥
野
氏
が

こ
の
句
を
恋
の
句
と
さ
れ
る
の
は
、
多
分
「
見
し
人
」
を
「
昔
、
情
を
交

し
た
人
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
っ
と
単

純
に
「
こ
の
庵
を
か
っ
て
見
た
人
も
、
こ
れ
が
そ
の
庵
だ
と
思
い
出
せ
な

い
ほ
ど
に
あ
れ
は
て
て
」
と
解
釈
し
て
、
ど
う
し
て
い
け
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
右
の
論
は
、
だ
が
し
か
し
、
所
詮
人
そ
れ
ぞ
れ
の
受
け
取
り
方
に
よ
る

も
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
も
う
少
し
客
観
的
な
論
の
根
拠
と
な
る
も

の
を
あ
げ
よ
う
。
二
条
良
基
の
『
僻
連
抄
』
の
式
目
部
分
の
「
可
分
別

事
」
と
し
て
あ
げ
る
条
々
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一、

ｮ
恋
に
も
、
雑
に
も
分
き
難
か
ら
む
は
、

　
　
　
　
　
　
ズ

ふ
べ
し
。
他
准
之
。

以
前
の
句
に
准
へ
て
用

　
こ
れ
は
「
恋
な
の
か
雑
な
の
か
判
別
の
つ
か
な
い
よ
う
な
句
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
注
二
V

、
前
の
句
に
準
じ
て
扱
う
の
が
よ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
た
と
え
奥
野
氏
の
ご
と
く
こ
の
句
を
恋
の
句
と
す
る
余
地
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
恋
の
句
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
私
に

は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
句
を
私
の
よ
う
に
解
釈
す
る

と
、
こ
の
句
は
一
句
と
し
て
述
懐
の
意
味
に
な
り
、
述
懐
と
述
懐
と
は
五

句
以
上
を
隔
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
第
四
句
「
老
る
こ
の
み
は
い
つ
ま

で
の
夢
」
は
明
ら
か
に
述
懐
の
句
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
は
わ
ず
か
二
句

し
か
隔
た
っ
て
、
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
近
代
用
捨
」
に
、

称
二
述
懐
一
詞
事
。
昔
。
古
。
老
。
生
死
。
世
。
親
子
。
苔
衣
。

墨
染
袖
。
隠
家
。
捨
身
。
憂
身
。
命
等
量
書
面
。
凡
錐
レ

為
二
述
懐
之
意
晒
。
不
二
露
顕
H
詞
者
。
述
懐
不
二
用
量
一
也
。
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春
を
X
く
る
や
老
木
な
る
ら
ん

有
明
の
月
の
霞
む
も
か
た
ぶ
き
て

我
身
は
し
ら
ぬ
恨
な
り
け
り

例
示
し
た
二
句
目
、
切
断
さ
れ
て
（
ま
た
は
継
目
に
貼
り
こ
ま
れ
て
）
欠

け
た
句
が
花
の
句
で
は
な
か
り
た
か
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
根
拠
は

そ
の
次
の
句
に
桜
の
語
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
考
え
て
特
に
重
大
な

差
合
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。
　
「
花
」
に

「
桜
」
、
ま
た
は
「
桜
」
に
「
花
」
と
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と

は
、
こ
れ
ま
た
実
際
に
作
品
を
調
査
し
て
み
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
闇
題
の
「
何
船
」
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
中
央
連
歌
壇

の
作
品
で
あ
る
文
和
千
句
と
紫
野
千
句
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
文

和
千
句
の
現
存
五
巻
中
に
「
桜
」
の
語
は
三
例
あ
る
が
そ
の
う
ち
一
例

は
「
花
の
句
」
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
紫
野
千
句
の
六
例

の
「
桜
」
の
う
ち
三
例
が
「
花
の
句
」
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
は
や
や
大
胆
す
ぎ
る
推
論
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
そ
う
だ
と
問

題
は
更
に
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
④
で
あ
る
が
、

る
。

奥
野
氏
が
論
拠
と
し
て
引
く
の
は
次
の
記
述
で
あ

句
数
　
春
　
秋
　
恋
　
巳
上
五
句
春
秋
の
落
雪
二
三
句
者
不
用
之
恋
句

　
　
ロ
ハ
一
句
に
て
止
事
無
念
云
々

に
よ
れ
ば
こ
こ
に
相
等
す
る
部
分
に
は
単
に
、

句
数
事
春
秋
恋
巳
上
五
句

と
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
古
く
は
春
の
句
秋
の
句
を
二
句
で
捨
て
る
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
式
目
違
反
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
採
り
て
そ

の
よ
う
な
例
を
文
和
千
句
、
紫
野
千
句
か
ら
挙
げ
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と

で
は
な
い
。
例
え
ば
文
和
千
句
の
第
一
百
韻
か
ら
だ
け
で
も
、
次
の
四
例

が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
郷
は
賦
し
に
も
あ
ら
す
成
ぬ
る
に

わ
か
れ
の
こ
り
て
な
を
秋
の
く
れ

露
よ
り
も
け
に
は
命
の
・
ぎ
え
ぬ
ほ
と

契
た
の
む
は
お
な
し
ょ
の
う
ち

あ
け
ぬ
る
か
夜
の
さ
か
ひ
の
鐘
の
黒

門
は
や
な
き
の
お
く
の
古
寺

こ
れ
を
こ
そ
ひ
ら
く
と
お
も
へ
法
の
は
な

行
人
の
し
ろ
き
ま
ゆ
の
毛

わ
か
こ
瓦
う
た
に
か
く
れ
家
そ
か
し

か
り
人
の
い
る
野
の
維
子
音
を
鳴
て

草
や
く
け
む
り
風
に
こ
そ
ふ
せ

雪
お
れ
の
松
と
や
枝
に
み
え
つ
ら
ん

ニ
オ
7

ニ
オ
8

ニ
オ
9

ニ
オ
ー
0

ニ
オ
ー
3

ニ
オ
ー
4

ニ
ウ
ー

ニ
ウ
2

三
ウ
ー
2

三
ウ
ー
3

三
ウ
ー
4

名
オ
二

一81一

　
し
か
し
、
こ
れ
も
「
春
秋
の
句
芸
州
三
句
者
」
以
下
は
「
近
代
用
捨
」

に
よ
っ
て
つ
け
加
え
ら
れ
た
部
分
で
あ
っ
て
長
谷
寺
蔵
『
連
認
新
式
事
』

い
ま
こ
む
の
妹
を
わ
す
る
な
か
へ
る
鷹

つ
ら
く
お
も
へ
露
の
身
そ
か
し

名
ウ
ー

名
ウ
2
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二
七
三
ペ
ー
ジ
の
注
（
5
）
に
お
い
て
『
産
衣
』
か
ら
の
記
述
を
引
用
す
る

の
み
で
あ
る
。

　
百
韻
一
巻
中
の
月
の
句
の
数
は
各
面
一
句
の
計
八
句
（
た
だ
し
名
残
裏

に
は
な
く
と
も
よ
い
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
連
歌
の
基
本
と

し
て
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
が
で
き
た
の
は
、

実
は
決
し
て
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
く
、
私
の
調
査
し
た
所
で
は
、
月
の

句
が
各
面
一
句
ず
つ
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
宗
祇
没
後
約
五
、
六
十

年
た
り
た
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
以
前
の
作
品
に
つ
い
て
月
の

句
が
各
面
に
一
句
ず
つ
で
は
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
作
品
を
「
純
正

連
歌
の
一
般
的
水
準
に
も
遠
く
及
ば
ぬ
稚
拙
な
作
品
」
と
断
定
で
き
な
い

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
何
で
も
い
い
、
天
文
期
以
前
の
百
韻
を
い
く

つ
か
集
め
て
実
際
に
月
の
句
の
配
置
を
調
べ
て
み
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ

ば
私
の
言
う
こ
と
の
正
し
さ
が
す
ぐ
に
納
得
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
奥
野

氏
の
指
摘
す
る
所
の
②
が
、
問
題
の
「
何
船
」
を
評
す
る
に
当
を
得
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
五
）

　
次
に
②
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
う
ち
の
①
の
方
か
ら
で
あ
る
が
、
奥
野
氏

が
そ
の
論
拠
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
『
連
歌
新
式
追
加
並
新
式
今
案
等
』

の
次
の
記
述
で
あ
る
。

一
座
三
句
物
（
中
略
）
花
可
替
懐
紙
似
物
之
花
は
此
外
な
る
へ
し
近
年
為

　
四
句
之
物
余
花
あ
る
へ
し
其
内
花
紅
葉
と
云
て
も
花
四
の
内
也
花

　
あ
る
面
に
桜
嫌
之
心
の
花
似
物
花
同
前
又
流
管
為
三
句
之
由
有
其

　
沙
汰
然
而
可
謂
無
念
乎
所
詮
四
句
三
句
土
ハ
以
不
可
有
子
細
目
云
々

所
が
、
応
安
新
式
の
伝
本
中
、
最
も
古
い
形
を
残
し
て
い
る
長
谷
寺
蔵

『
連
詩
新
式
事
』
に
よ
れ
ば
、
右
の
記
述
に
相
当
す
る
部
分
に
は
、

一
座
三
句
義
（
中
略
）
花
三
　
懐
紙
を
宿
替
似
物
花
此
外
間

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
来
の
応
安
新
式
に
お
い
て
「
花
」
は
一

座
三
句
物
だ
り
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
こ
の
百
韻
の
花
の
句
の

数
が
二
句
と
い
う
の
は
や
は
り
少
な
す
ぎ
る
と
い
う
論
が
お
こ
る
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
　
一
座
三
嵩
物
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
そ
の
句
材
を
一
巻
中
に
三
句
ま
で
許
容
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
決
し
て
三
由
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
事
実
、
例
え
ば
宗
祇
が
一
座
し
た
千
句
七
種
目
熊
野
、
河
越
、
美
濃
、

美
濃
野
花
、
三
島
、
葉
守
、
永
原
）
に
お
い
て
、
花
の
句
を
二
色
し
か
も

た
な
い
巻
は
、
計
七
十
巻
中
十
二
巻
存
在
す
る
。
従
っ
て
問
題
の
「
掛
船
」

に
花
の
句
が
二
句
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
「
式
目
上
重
要
な
諸

側
面
に
お
い
て
…
…
指
摘
し
う
る
「
応
安
新
式
」
に
対
す
る
違
例
」
な
ど

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
補
筆
）
な
お
、
右
の
論
は
「
何
船
」
に
は
花
の
句
が
選
句
し
か
な
い
と

　
い
う
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
述
べ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
私
に
は

　
こ
の
百
韻
に
は
も
う
一
句
の
花
の
句
が
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
よ
う
に

　
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
名
残
の
表
の
最
後
の
句
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
次

　
に
あ
げ
よ
う
。

て
ら
み
＼
の
ち
か
き
□
□
し
ぐ
れ
け
り

□
□
□
古
哲
□
毒
口
□
□
□
嵩

む
か
し
ょ
り
人
の
な
が
む
る
山
桜

一82一
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⑤
旅
の
句
は
五
句
以
上
隔
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
二
折
裏
の
第
十
句
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
注
一
〉

　
三
折
表
の
第
一
句
と
は
四
句
を
隔
つ
の
み
で
あ
る
こ
と
。

⑥
有
物
は
三
句
以
上
隔
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
四
折
表
の
第
十
句
と
第

　
十
三
句
と
は
二
句
を
隔
つ
の
み
で
あ
る
こ
と
。

⑦
同
字
は
聖
句
以
上
隔
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
初
折
裏
の
第
四
句
の

　
「
み
」
と
第
八
句
の
「
身
」
と
が
四
句
（
勢
田
注
、
三
句
の
誤
り
で

　
あ
ろ
う
）
を
隔
つ
の
み
で
あ
る
こ
と
。

⑧
同
様
に
名
残
裏
第
一
句
「
人
」
と
第
五
句
「
人
」
と
も
三
句
を
隔
つ

　
の
み
で
あ
る
こ
と
。

（
三
）

　
奥
野
氏
の
論
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
要
す
る
に
氏
が
こ
の
百
韻
を

極
め
て
低
く
評
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
百
韻
が
右
の
①
～
⑧
の
点
で
応
安
新

式
の
規
定
に
違
反
し
て
お
り
、
連
衆
は
極
め
て
不
十
分
な
式
目
運
営
能
力

し
か
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
こ
の
一
事
に
尽
き
る
の

で
あ
る
。

　
も
し
、
氏
が
例
示
す
る
所
の
①
～
⑧
が
こ
の
百
韻
の
連
衆
の
式
目
運
営

能
力
を
極
め
て
低
く
評
価
す
る
の
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
全
く
問

題
は
な
い
。
し
か
し
、
私
に
は
次
の
ω
～
ω
に
お
い
て
大
い
に
問
題
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω
②
は
「
応
安
新
式
」
に
対
す
る
違
例
と
言
い
な
が
ら
、
実
は
応
安
新

　
式
に
は
存
在
し
な
い
規
定
を
根
拠
に
し
て
い
る
こ
と
。

②
氏
が
「
応
安
新
式
」
の
本
文
と
し
て
用
い
て
い
る
の
は
『
連
歌
新
式

　
追
加
並
新
式
今
案
等
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
同
～
同
の
部
分
か

　
ら
成
っ
て
い
る
。

　
㈲
応
安
五
年
目
二
条
良
基
が
制
定
し
た
い
わ
ゆ
る
『
応
安
新
式
』

　
　
　
の
本
来
の
部
分
。

　
㈲
そ
れ
以
後
、
良
基
の
生
存
中
に
追
加
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
追
加
」

　
　
　
と
「
又
追
加
」
の
部
分
。

　
　
回
享
徳
元
年
に
一
条
兼
良
が
付
加
し
た
い
わ
ゆ
る
「
新
式
今
案
」

　
　
　
の
部
分
。

　
　
団
元
亀
元
年
に
肖
柏
が
改
訂
増
補
し
た
い
わ
ゆ
る
「
近
代
用
捨
」

　
　
　
の
部
分
。

　
こ
の
う
ち
、
こ
の
百
韻
を
評
す
る
の
に
適
当
な
の
は
当
然
團
の
み
、

　
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
倒
ま
で
の
部
分
で
あ
り
、
回
同
は
時
代
が
下
り

　
す
ぎ
る
。
し
か
る
に
①
～
④
は
、
回
で
も
飼
で
も
、
さ
ら
に
回
で
も

　
な
く
、
圓
の
部
分
に
属
す
る
規
定
を
根
拠
に
し
て
い
る
こ
と
。

個
③
は
恋
の
句
の
認
定
に
問
題
が
あ
る
こ
と
。

働
⑤
～
⑧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
確
か
に
本
来
の
応
安
新
式
に
あ
る
規
定
に
対

　
す
る
違
反
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
、
当
時
ど
の
程
度
に
遵
守
せ
ね
ば

　
な
ら
な
い
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
考

　
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

（
四
）

　
そ
れ
で
は
ω
～
凶
に
つ
い
て
一
つ
づ
つ
論
証
し
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
ω
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
応
安
新
式
を
読
ん
で
み
さ
え
す
れ

ば
、
月
の
句
は
言
句
以
上
を
隔
て
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
あ
る
だ
け
で
あ
り

て
、
一
つ
の
面
に
二
言
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
か
各
面
に
は
必
ず
月
の
句

を
一
句
詠
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
す
ぐ
明
ら
か
に
な
る
。
奥
野
氏
自
身
そ
の
よ
う
な
記
述
を
応
安

新
式
中
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
②
の
点
を
証
す
る
に
、

一ee一
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正
平
七
年
伊
勢
連
歌
「
何
船
」
の
再
検
討

　
応
安
新
式
に
対
す
る
違
反
の
程
度
に
つ
い
て
、

同
時
代
の
中
央
連
歌
壇
の
諸
作
品
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
り
奥
野
説
を
駁
す
一

（一

j

勢
　
　
田
　
　
勝
　
　
郭

　
　
（
昭
和
五
十
四
年
五
月
一
日
）

　
本
論
文
は
正
平
七
年
六
月
二
十
一
日
に
多
分
伊
勢
の
神
官
た
ち
を
主
要

メ
ン
バ
ー
と
し
て
興
行
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
百
韻
「
何
船
」
を
再
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
最
近

『
伊
勢
神
宮
神
官
連
歌
の
研
究
』
と
題
す
る
労
作
を
も
の
さ
れ
た
奥
野
純

一
氏
は
、
同
書
の
二
⊥
ハ
五
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
「
純
正
連
歌
の
一
般
的
水
準

に
も
遠
く
及
ば
ぬ
稚
拙
な
作
品
と
断
ず
べ
き
」
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ

る
。
ま
こ
と
に
手
き
び
し
い
評
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
は

奥
野
氏
の
評
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
結
論
か
ら
先
に
言
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
が
、
私
の
見
る
所
こ
の
百
韻
は
な
る
ほ
ど
あ
る
程
度
の
古
さ

は
感
じ
さ
せ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
決
し
て
「
純
正
連
歌
の
一
般
的
水
準

に
も
遠
く
及
ば
ぬ
稚
拙
な
作
品
と
断
」
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
、
十
分
当
時
の
一
般
的
水
準
に
は
達
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

（
二
）

　
ま
ず
奥
野
氏
の
論
を
要
約
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
氏
は
ま
ず
「
作

品
に
お
け
る
式
目
遵
守
の
程
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
作
品
の
芸
術

性
に
つ
い
て
の
初
歩
的
な
批
評
を
可
能
に
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
次
い
で

こ
の
百
韻
を
応
安
新
式
の
諸
規
定
に
そ
っ
て
検
討
を
加
え
ら
れ
た
⊥
で
、

こ
の
百
韻
に
は
「
表
現
性
と
の
関
連
か
ら
み
て
式
目
⊥
重
要
な
諸
側
面
に

お
い
て
何
箇
所
に
も
わ
た
っ
て
」
、
「
応
安
新
式
」
に
対
す
る
違
例
が
存
在

し
て
お
り
、
　
「
そ
れ
は
こ
の
一
巻
が
作
品
構
成
の
面
に
お
い
て
、
か
な
り

致
命
的
な
破
綻
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
純
正
連
歌
の
一
般
的
水
準
に

も
遠
く
及
ば
ぬ
、
稚
拙
な
作
品
と
断
ず
べ
き
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
」
る

と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
「
式
目
上
重

要
な
諸
側
面
に
お
い
て
、
何
箇
所
に
も
わ
た
っ
て
指
摘
し
う
る
「
応
安
新

式
」
に
対
す
る
違
例
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
氏
が
例
示
す

る
所
を
整
理
す
れ
ば
次
の
①
～
⑧
の
ご
と
く
と
な
る
。

④
花
の
句
は
各
折
一
句
つ
つ
玉
壷
句
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
二
訂
し

　
か
な
い
こ
と
。

②
月
の
句
は
各
面
一
句
ず
つ
計
八
面
（
名
残
裏
に
な
い
場
合
は
七
宮
）

　
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
二
折
表
に
は
二
句
付
け
出
さ
れ
計
泡
雪
と
多

　
す
ぎ
る
こ
と
。

③
恋
の
句
の
連
続
は
五
句
以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、
初
折
裏
の

　
第
八
句
か
ら
第
十
三
句
ま
で
六
句
連
続
し
て
い
る
こ
と
。

④
春
の
句
、
秋
の
句
は
そ
れ
ぞ
れ
三
句
以
上
連
続
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い

　
の
に
初
折
裏
の
第
六
～
七
句
、
二
折
裏
の
第
一
～
二
句
、
二
折
表
の
第

　
四
～
五
句
と
、
二
句
で
捨
て
ら
れ
て
い
る
場
合
が
三
例
あ
る
こ
と
。
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