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一
、
始
め
に

花
鳥
風
月
の
所
謂
風
雅
を
楽
し
む
詩
人
た
ち
は
、
常
に
自
然
風
物
の
醍

醐
味
を
正
確
に
捉
え
る
力
、
つ
ま
り
物
に
対
す
る
感
覚
の
鋭
さ
を
身
に
付

け
て
い
る
。
こ
の
感
覚
に
は
、
視
覚
的
な
も
の
、
聴
覚
的
な
も
の
、
身
体

的
な
も
の
、
そ
れ
に
嗅
覚
的
な
も
の
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

能
力
を
巧
み
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
人
た
ち
は
森
羅
万
象
の
世

界
を
言
葉
で
具
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
た
中
に
、嗅
覚
を
怡
悦
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、千
々
の
花
の「
香
」

が
愛
好
さ
れ
、
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
香
」
は
単

な
る
嗅
覚
の
満
足
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
香
」
に
対
す
る
関
心
の
深
ま
り
と

相
俟
っ
て
、「
香
」
の
含
意
も
膨
ら
み
つ
つ
あ
る
。
短
小
な
詩
形
を
持
つ

俳
諧
に
お
い
て
花
の
香
が
至
極
巧
み
に
表
現
さ
れ
、
時
に
は
一
句
の
余
情

も
こ
れ
ら
人
間
の
心
を
奪
う
香
気
に
寄
せ
て
表
出
し
て
い
る
。本
論
で
は
、

芭
蕉
発
句
で
薫
香
を
放
つ
「
梅
花
」
を
め
ぐ
っ
て
、
更
に
言
え
ば
芭
蕉
俳

諧
に
お
け
る
梅
の
句
を
分
析
し
、
芭
蕉
に
お
け
る
梅
の
捉
え
方
、
嗅
覚
の

生
か
し
方
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

中
国
か
ら
日
本
に
渡
来
し
た
植
物
と
し
て
の
梅
は
、
花
に
気
品
が
あ
っ

て
香
り
が
高
い
た
め
、
庭
木
と
し
て
古
く
か
ら
愛
好
さ
れ
て
き
た
。
ま

た
「
歳
寒
三
友
」
の
一
つ
と
し
て
の
梅
は
、
中
国
人
に
も
愛
好
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
上
、
風
流
を
極
め
る
遊
び
と
し
て
の
「
九
九
寒
梅
図
」、
あ
る

い
は
「
学
に
親
し
め
ば
梅
開
き
、
疎
か
に
す
る
と
梅
開
か
ず
」
と
語
り
伝

え
て
き
た
晋
の
武
帝
の
物
語
な
ど
か
ら
、
梅
は
中
国
人
に
と
っ
て
超
俗
的

で
、
風
雅
に
富
む
孤
高
の
高
士
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
ま
た
日
本
で
は
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
花
と
い
え
ば
「
梅
」

と
い
う
の
は
無
論
、
梅
園
と
し
て
は
屈
指
の
規
模
を
誇
る
京
都
北
野
天
満

芭 

蕉
「
梅 

花
」
考
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宮
、
富
岡
鉄
斎
の
絵
に
も
登
場
す
る
月
ヶ
瀬
梅
渓
な
ど
、
梅
花
の
観
光
名

所
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
中
の
人
々
に
愛
し
ま
れ
た
梅

は
、
文
学
作
品
に
屡
々
姿
を
現
す
。
し
か
し
、
両
国
の
人
々
は
ど
の
よ
う

に
梅
を
楽
し
ん
で
き
た
か
、
な
い
し
梅
を
称
賛
す
る
見
方
は
完
全
に
一
致

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

従
っ
て
、
本
論
で
は
、
日
本
文
学
、
な
か
ん
ず
く
季
題
で
あ
る
「
梅
花
」

を
考
察
し
た
上
で
、
日
中
美
的
見
地
の
相
違
に
基
づ
き
、
芭
蕉
俳
諧
に
お

け
る
「
梅
」
の
裏
に
あ
る
感
情
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
描
き
方
を
掘
り
下
げ
、

そ
の
梅
の
句
を
再
考
し
よ
う
と
考
え
る
。

二
、
和
歌
に
お
け
る
「
梅
花
」

　

渡
瀬
淳
子
が
「
唐
以
前
の
詠
梅
詩
は
詩
の
中
の
〇
・
二
三
％
（
二
六
首
）、

唐
詩
で
は
〇
・
一
六
％
（
九
〇
首
）
だ
っ
た
も
の
が
、
宋
代
に
な
る
と
詩

の
一
・
八
五
％
（
四
七
〇
〇
首
）
と
な
り
、
前
時
代
に
比
べ
て
も
爆
発
的

増
加
と
な
っ
て
い
る（

1
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
梅
」
は
漢
詩
に
お
い

て
多
く
用
い
ら
れ
、
し
か
も
色
、
形
、
香
な
ど
様
々
な
面
か
ら
梅
が
吟
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、

疏
影
横
斜
水
清
浅
、暗
香
浮
動
月
黄
昏
。　
（「
山
園
小
梅
」・
林
和
靖
）

梅
は
須
ら
く
雪
に
遜
る
べ
し
三
分
の
白
、
雪
は
却
て
梅
に
輸
一
段
の

香
。　
（「
雪
梅
」・
盧
梅
坡
）

帰
来
適
過
ぐ
梅
花
の
下
、
春
は
枝
頭
に
在
て
已
に
十
分
。

 

　
（「
探
春
」・
戴
益
）

な
ど
の
詩
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
盧
梅
坡
は
雪
と
梅
を
対
比
し
な
が
ら
、
色

と
香
と
い
う
両
面
か
ら
梅
を
吟
詠
し
た
の
に
対
し
、
梅
妻
鶴
子
と
呼
ば
れ

る
林
和
靖
は
闇
の
中
か
ら
漂
っ
て
き
た
梅
の
香
を
際
立
た
せ
て
朗
詠
し

た
。
そ
し
て
、戴
益
は
視
覚
の
面
か
ら
梅
の
咲
く
景
色
を
讃
美
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
詩
で
は
、
梅
を
大
事
な
風
物
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
面

か
ら
取
り
扱
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
古
く
か
ら
梅
を
愛
で
て
き
た
日
本

文
学
、
特
に
和
歌
で
は
梅
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
に
「
又
の
年
の
む
月
に
、
む
め
の
花
ざ
か
り
に
、

去
年
を
恋
ひ
て
行
き
て
、
立
ち
て
見
、
ゐ
て
見
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ

く
も
あ
ら
ず
」と
咲
き
乱
れ
る
梅
に「
去
年
」を
偲
ぶ
一
文
が
あ
る
。
ま
た
、

『
徒
然
草
』
十
九
段
に
も
「
な
ほ
、
梅
の
匂
ひ
に
ぞ
、
い
に
し
へ
の
事
も

立
か
へ
り
恋
し
う
思
ひ
い
で
ら
れ
る
ゝ
」
と
、「
梅
の
匂
ひ
」
に
「
懐
古
」

の
思
い
を
惹
き
起
こ
し
つ
つ
心
情
を
語
り
出
し
て
い
る
一
文
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
類
似
は
必
ず
し
も
た
ま
さ
か
で
は
な
く
、
梅
、
特
に
梅
の
香
に

往
昔
を
慕
わ
し
く
思
う
気
持
ち
が
誘
い
出
さ
れ
る
の
は
多
く
の
先
行
作
品

お
よ
び
研
究
か
ら
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
い
つ
か
ら
梅
に
こ
の
よ
う
な

機
能
が
賦
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
が
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
本
章
で
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は
、和
歌
に
お
け
る
「
梅
」
に
内
包
さ
れ
て
い
る
意
味
を
検
討
し
て
い
く
。

　
『
万
葉
集
』
に
は
梅
を
詠
ん
だ
歌
が
百
十
九
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
、「
咲
く
、
散
る
」、「
折
る
、
取
る
、
か
ざ
し
、
か
つ
ら
」、
あ
る

い
は
「
雪
」
と
セ
ッ
ト
で
詠
み
出
さ
れ
た
歌
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
。

付
録
の
統
計
結
果
に
よ
る
と
、
百
十
九
首
の
う
ち
、「
折
る
、
取
る
、
か

ざ
し
、か
つ
ら
」
と
結
び
合
わ
せ
て
吟
詠
さ
れ
た
歌
が
二
十
二
首
、「
咲
く
、

散
る
」
と
関
連
付
け
て
詠
ま
れ
た
の
が
三
十
七
首
、「
雪
」
に
譬
え
ら
れ
、

も
し
く
は
「
雪
」
と
共
に
詠
じ
出
さ
れ
た
歌
が
三
十
二
首
で
あ
る
。
例
え

ば
、　　
　
　
　
　
　

（0822

）
我
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来

る
か
も　

 

大
伴
旅
人

（0828

）
人
ご
と
に
折
か
ざ
し
つ
ゝ
遊
べ
ど
も
い
や
め
づ
ら
し
き
梅

の
花
か
も　

 
丹
治
比
麻
呂

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
漢
詩
に
も
こ
れ
ら
と
よ
く
似
通
っ
て
い

る
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

春
近
く
寒
さ
転
じ
た
と
雖
も
、
梅
舒
て
雪
尚
漂
ふ
。

 

　
（「
詠
雪
里
梅
詩
」・
陰
鏗
・『
玉
台
新
詠
』）

　
　

自
ら
梅
花
を
折
て
鬢
端
に
挿
す
。　
（「
立
春
絶
句
二
首
」・
朱
淑
真
）

　

梅
の
盛
り
の
折
節
に
雪
が
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
い
落
ち
て
く
る
景
色
、
あ
る

い
は
折
り
枝
を
美
人
の
頭
に
挿
す
と
い
う
意
趣
は
、い
ず
れ
も
『
万
葉
集
』

の
世
界
と
同
工
異
曲
の
妙
を
得
て
い
る
。
ま
た
、『
万
葉
集
』
巻
五
に
収

録
さ
れ
て
い
る
大
伴
旅
人
の
作
と
さ
れ
る
三
十
二
首
梅
花
の
歌
の
序
文
、

「
若
非
翰
苑
、何
以
攄
情
。
詩
紀
落
梅
之
篇
。
古
今
夫
何
異
矣
。
宜
賦
園
梅
、

聊
成
短
詠
（
も
し
翰
苑
に
あ
ら
ず
は
、
何
を
も
ち
て
か
情
を
抒
べ
む
。
詩

に
落
梅
の
篇
を
紀
す
、
古
今
そ
れ
何
ぞ
異
な
ら
む
。
よ
ろ
し
く
園
梅
を
賦

し
て
、
い
さ
さ
か
に
短
詠
を
成
す
べ
し
）」
か
ら
す
る
と
、『
万
葉
集
』
に

お
け
る
梅
花
の
捉
え
方
は
漢
詩
か
ら
か
な
り
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
上
、「
梅
の
香
」
を
詠
ん
だ
歌
は
、
巻
二
十

に
収
録
さ
れ
て
い
る
市
原
王
の
歌
「
梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も

心
も
し
の
に
君
を
し
ぞ
思
ふ
」
し
か
看
取
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
『
新
撰
万
葉
集
』
か
ら
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
。

菅
原
道
真
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
『
新
撰
万
葉
集
』
の

上
巻
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
梅
に
関
す
る
例
は
左
の
通
り
、
二
組
の
和
歌
と

漢
詩
の
組
み
合
わ
せ
が
確
認
で
き
る
。

散
る
と
見
て
あ
る
べ
き
も
の
を
梅
の
花
う
た
て
匂
ひ
の
袖
に
と
ま
れ

る

　
　
　
　

春
風
触
処
物
皆
楽
、
上
苑
梅
花
開
也
落
。

　
　
　
　

淑
女
偸
攀
堪
作
簪
、
残
香
匂
袖
払
難
却
。

花
の
香
を
風
の
た
よ
り
に
ま
じ
へ
て
ぞ
鶯
さ
そ
ふ
し
る
べ
に
は
や
る

　
　
　
　

頻
遣
花
香
遠
近
賖
、
家
々
処
々
連
中
加
。
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黄
鶯
出
各
無
媒
介
、
睢
可
梅
風
為
指
車
。

「
散
砥
見
手
」
の
一
首
に
つ
い
て
、
山
本
登
朗
が
論
の
中
で
「
梅
の
花
の

香
り
が
袖
に
残
っ
て
消
え
な
い
こ
と
を
『
う
た
て
』
と
言
う
、（
中
略
）

そ
の
香
り
を
男
性
の
薫
香
と
誤
っ
て
人
が
、『
と
が
め
る
』
点
に
あ
る（

2
（

」

と
述
べ
、
梅
の
香
を
男
の
残
香
に
も
似
て
い
る
と
い
う
比
喩
的
表
現
で
と

ら
え
て
い
る
。
二
番
目
の
例
で
は
、「
花
の
香
」
を
風
の
便
り
に
添
え
、

鶯
を
い
ざ
な
う
案
内
と
し
て
送
る
と
い
う
よ
う
に
具
現
し
て
い
る
。
更
に

付
け
添
え
ら
れ
て
い
る
漢
詩
に
あ
る
「
梅
風
」
も
、「
梅
の
香
を
帯
び
る

薫
風
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』

で
は
あ
ま
り
詠
ま
れ
て
い
な
い
「
梅
の
香
」
は
、
九
世
紀
末
期
よ
り
多
く

吟
じ
ら
れ
始
め
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
、『
古
今
集
』
に
至
っ
て
、
一
変
し
て
梅
の
香
を
モ
チ
ー
フ
と
し

て
詠
ん
だ
歌
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
く
。

色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
思
ほ
ゆ
れ
誰
が
袖
ふ
れ
し
宿
の
梅
ぞ
も

　

 

読
人
不
知

　
　
　

春
の
夜
梅
花
を
よ
め
る

春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な
し
梅
の
花
色
こ
そ
見
え
ね
香
や
は
隠
る
る　

 

凡
河
内
躬
恒

『
古
今
集
』
の
歌
が
い
う
よ
う
に
、
梅
花
の
色
よ
り
、
そ
の
香
り
の
ほ

う
に
よ
ほ
ど
趣
が
あ
り
、
高
く
梅
香
を
褒
め
称
え
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
日

本
詩
歌
に
一
般
化
し
た
「
梅
の
花
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
よ
く
対
応
し
て
い
る

と
言
え
る
。
ま
た
凡
河
内
躬
恒
の
歌
で
は
、
花
の
姿
が
闇
に
隠
さ
れ
て
見

え
な
い
が
、
そ
の
香
り
は
隠
れ
は
し
な
い
と
、
梅
の
香
が
主
題
と
し
て
詠

み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
嗅
覚
の
視
点
か
ら
梅
花
を
吟
詠
す
る

歌
は
、『
古
今
集
』
以
来
非
常
に
数
多
く
な
っ
た
。

『
古
今
集
』以
降
の
勅
撰
集
を
集
計
し
た
と
こ
ろ
、「
梅
に
鶯
」、「
梅
に
雪
」

と
い
う
定
番
の
組
み
合
わ
せ
の
ほ
か
、
そ
の
花
色
よ
り
は
花
香
に
極
め
て

比
重
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
（
付
録
参
照
）。
梅
の
色
を
詠
む
際
に
香
が

付
き
添
う
例
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
そ
し
て
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
至
っ

て
は
梅
の
香
が
よ
り
一
層
大
事
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、

大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
つ
つ
く
も
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
月

 

　

藤
原
定
家

梅
が
香
に
昔
を
と
へ
ば
春
の
月
こ
た
へ
ぬ
影
ぞ
袖
に
う
つ
れ
る

 

　

藤
原
定
家

な
ど
の
よ
う
に
、
月
夜
の
梅
香
が
あ
り
あ
り
と
描
写
さ
れ
、
直
ち
に
読
者

の
前
へ
漂
っ
て
く
る
感
じ
さ
え
す
る
。
そ
の
上
、「
梅
が
香
に
昔
を
と
へ

ば
」
と
い
う
定
家
の
歌
の
よ
う
に
、
本
節
冒
頭
の
『
伊
勢
物
語
』
並
び
に

『
徒
然
草
』
と
等
し
く
、「
梅
の
香
」
に
「
昔
」
を
偲
ば
せ
る
力
が
添
え
加

え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
梅
を
詠
む
際
に
「
梅

の
香
」
を
際
立
た
せ
て
吟
詠
す
る
意
識
が
ま
だ
存
在
し
て
お
ら
ず
、
風
物
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に
対
し
て
視
覚
、
あ
る
い
は
直
観
的
な
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
か
ら
着
目
す
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
『
古
今
集
』
に
至
っ
て

百
八
十
度
変
わ
り
、
色
な
ど
か
ら
梅
を
詠
ん
だ
例
も
な
く
は
な
い
が
、
香

を
中
心
に
詠
じ
る
の
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
た
。『
古
今
集
』
以
来
の
梅

の
詠
み
方
は
段
々
定
着
し
、後
の
詩
歌
の
主
調
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

梅
花
の
姿
を
多
角
的
に
描
き
尽
そ
う
と
す
る
漢
詩
と
比
べ
、
室
町
後
期

の
三
条
西
実
枝
が
『
初
学
一
葉
』
の
中
で
、「
梅
は
取
り
わ
き
匂
を
賞
す

る
物
な
れ
ば
、
幾
度
も
其
の
心
を
詠
ず
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

和
歌
に
お
い
て
、
特
に
九
世
紀
以
降
の
和
歌
集
が
表
し
て
い
る
通
り
、
嗅

覚
を
働
か
せ
て
吟
詠
す
る
こ
と
に
か
な
り
の
比
重
を
置
き
、「
梅
香
」
に

大
き
な
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、『
新
古
今
』
に
あ
る
定
家

の
歌
の
よ
う
に
、
梅
香
に
昔
、
あ
る
い
は
故
人
を
偲
ぶ
役
割
も
付
け
加
え

た
。
そ
の
詠
み
ぶ
り
が
俳
諧
に
至
っ
て
も
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
次

に
、
梅
の
本
意
を
踏
ま
え
な
が
ら
芭
蕉
発
句
を
幾
つ
か
取
り
出
し
て
検
討

し
、
梅
の
捉
え
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

三
、「
盛
な
る
梅
」
と
「
神
ひ
さ
う
の
梅
」

連
歌
論
書
の
『
梵
灯
庵
袖
下
集
』
で
は
、「
梅
は
、匂
ひ
草
・
か
へ
は
へ
草
、

色
香
草
、
こ
の
花
草
、
香
取
草
、
五
種
草
」
と
、
梅
の
異
名
を
書
き
記
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
異
名
か
ら
梅
花
の
薫
り
高
さ
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た

『
山
の
井
』
で
は
、「
か
ほ
る
、
匂
ふ
、
ず
は
え
、
難
波
、
北
野
、
太
庾
嶺

付
」
な
ど
を
梅
の
付
合
語
と
し
て
掲
出
し
て
い
る
。
梅
の
香
、
梅
の
名
所

と
い
う
順
番
で
言
葉
が
羅
列
さ
れ
て
お
り
、
梅
の
色
な
ど
の
付
合
語
は
確

認
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
連
歌
、
俳
諧
連
歌
に
至
っ
て
も
古
代
か
ら
の
伝

統
を
受
け
継
い
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
俳
諧
は
時
代
、
流
派

な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
作
風
が
随
分
変
わ
っ
て
く
る
。
従
っ
て
、
本
節
で
は

具
体
例
か
ら
、
貞
門
や
談
林
、
そ
し
て
初
期
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
梅
に
つ

い
て
論
じ
る
。

貞
門
の
四
大
撰
集
の
一
つ
で
あ
る
『
崑
山
集
』
に
、

香
を
さ
し
て
梅
と
い
ふ
夜
や
真
の
闇　
　

毎
延

梅
の
花
最
第
一
の
に
ほ
ひ
か
な　
　
　
　

長
頭
丸

な
ど
の
句
が
あ
る
。
毎
延
が
句
で
闇
夜
に
梅
の
香
を
鼻
に
し
、
歌
と
よ
く

似
通
っ
た
風
景
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
長
頭
丸
は
明
白
に
香

こ
そ
梅
花
の
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ

貞
門
の
俳
諧
集
に
次
の
よ
う
な
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

遠
近
へ
香
を
や
り
梅
の
嵐
か
な　
　
　
　

望
一
『
望
一
千
句
』

　
　

色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
つ
た
ら
梅
の
風　
　

独
友
『
続
山
井
』

　

望
一
の
句
は
古
典
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
香
を
や
り
」
か
ら
「
や
り
梅
」

に
か
け
て
詠
み
上
げ
て
い
る
。
言
葉
遊
び
と
い
う
貞
門
の
よ
く
用
い
る
作
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風
を
表
出
し
て
い
る
。
ま
た
独
友
が
、
前
出
の
『
古
今
集
』
の
歌
「
色
よ

り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
思
ほ
ゆ
れ
誰
が
袖
ふ
れ
し
宿
の
梅
ぞ
も
」
を
下
敷

き
に
し
、
梅
の
香
さ
え
あ
れ
ば
春
を
十
分
に
楽
し
め
る
と
詠
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
梅
の
香
を
際
立
つ
伝
統
的
な
詠
み
方
が
発
句
に
も
受
け
継

が
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
い
ず
れ
の
句
か
ら
も
和
歌
の
面
影
が
読

み
取
れ
、
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
非
常
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

梅
の
伝
統
的
な
本
意
を
突
出
さ
せ
る
よ
り
は
古
典
を
滑
稽
的
に
捩
る
こ
と

を
基
本
と
し
て
い
る
。

　

寛
文
二
年
、
藤
堂
良
忠
（
俳
号
蝉
吟
）
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
芭
蕉
は
、

宗
房
と
い
う
俳
号
を
以
て
蝉
吟
と
共
に
季
吟
に
従
い
、
俳
諧
の
道
を
歩
み

始
め
た
。
そ
し
て
、
良
忠
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
寛
文
七
年
に
次
の
よ
う
に

初
め
て
梅
の
一
句
を
詠
み
上
げ
た
。

盛
な
る
梅
に
す
手
引
風
も
か
な　
　

宗
房

  

貞
門
時
代
の
句
で
あ
る
が
、
幸
田
露
伴
は
『
芭
蕉
俳
句
研
究
』
の
中
で
、

こ
の
句
に
対
し
て
よ
く
分
か
ら
な
い
、
難
解
で
あ
る
句
だ
と
指
摘
し
て
い

な
が
ら
も
、

笛
の
曲
に
落
梅
の
曲
と
い
ふ
の
が
あ
る
、
そ
れ
を
琴
の
手
へ
も
つ
て

来
た
の
で
せ
う
。
琴
の
手
に
は
本
手
、
替
手
な
ど
云
ふ
の
が
あ
る
。

落
梅
で
は
な
く
盛
り
の
梅
、
笛
で
は
な
く
琴
三
弦
に
し
て
興
じ
、
そ

の
花
へ
吹
く
風
を
、
う
る
さ
く
搦
ん
で
吹
か
ず
に
ス
ラ
リ
と
や
さ
し

く
、
即
ち
花
を
落
し
散
ら
さ
ぬ
ほ
ど
の
風
が
吹
け
と
い
ふ
意
を
『
素

手
ひ
く
風
』
と
云
つ
た
の
か
と
思
ひ
ま
す（

3
（

。

と
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
『
続
芭
蕉
俳
句
評
釈
』
の
中
で
菱
花
は
、

咲
き
誇
つ
て
ゐ
る
梅
に
そ
よ
〳
〵
と
花
が
散
ら
ぬ
様
に
吹
き
か
ゝ
る

風
が
あ
つ
た
ら
ば
好
か
ら
う
、
言
替
へ
れ
ば
、
素
手
引
く
即
ち
無
意

義
な
風
が
吹
い
て
は
呉
れ
ま
い
か
、
そ
し
て
其
香
り
を
送
り
く
れ
よ

と
、
花
の
香
を
望
ん
だ
句
意
で
あ
ら
う
と
思
ふ
、
か
な
は
哉
で
な
く

も
が
な
で
あ
る（

4
（

。

と
解
い
て
い
る
。
露
伴
は
笛
曲
を
踏
ま
え
、「
す
手
引
風
」
を
「
花
を
散

ら
さ
ぬ
風
」
と
い
う
よ
う
に
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
菱
花
は
「
風
も
哉
」

は
「
風
も
が
な
」
で
願
望
を
表
す
言
葉
で
あ
る
と
指
摘
し
、
一
句
を
前
節

で
述
べ
た
梅
の
本
意
、即
ち「
梅
香
」を
取
り
入
れ
て
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

『
続
無
名
抄
』
で
は
「
す
手
引
」
は
「
得
る
所
な
く
し
て
空
し
く
手
を
引
く
。

空
手
で
帰
る
の
義
」
と
注
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
意
か
ら
見
れ
ば
、
右

記
の
両
氏
の
よ
う
に
、「
花
を
散
ら
さ
ぬ
」
風
と
理
解
し
た
ほ
う
が
最
も

適
切
で
あ
る
。

そ
の
上
、貞
門
時
代
の
こ
の
句
に
対
し
て
、芭
蕉
は
「
す
」
に
梅
の
「
酸
」

を
利
か
し
て
い
る
と
潁
原
退
蔵
が
述
べ
て
い
る
。
是
誰
が
表
し
た
『
玉
櫛

笥
』
に
は
「
や
さ
し
き
を
体
と
し
て
、
を
か
し
き
を
用
と
す
」
と
い
う
貞

門
の
俳
諧
観
を
ま
と
め
た
文
句
が
あ
る
。
芸
術
的
止
揚
を
考
え
ず
、
和
歌
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や
連
歌
に
は
な
い
俳
言
を
用
い
て
滑
稽
を
具
現
す
る
の
は
貞
門
の
特
徴
と

言
え
る
が
、『
玉
櫛
笥
』
が
い
う
「
を
か
し
き
」
と
は
機
知
的
な
言
葉
の

洒
落
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
古
典
を
弄
び
な
が
ら
、
生
活
と
の
関
わ
り

に
よ
る
卑
俗
な
駄
洒
落
と
い
う
詩
的
表
現
を
多
用
す
る
の
は
貞
門
の
特
色

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
る
と
、「
盛
な
る
」
一
句
の
滑
稽
味
は
正
に
「
す
」

と
い
う
掛
け
言
葉
に
あ
り
、
貞
門
の
作
風
を
よ
く
表
出
し
て
い
る
一
句
で

あ
る
。
こ
の
句
か
ら
は
ま
だ
芭
蕉
な
り
の
「
梅
花
」
に
対
す
る
捉
え
方
が

読
み
取
り
に
く
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
談
林
俳
諧
集
で
も
同
じ
く
梅
の
香
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、

　
　

梅
が
香
に
立
寄
る
人
や
兵
部
卿　
　
　

定
貫
『
ゆ
め
み
草
』

　
　

梅
の
花
後
家
が
軒
端
の
東
風
ふ
か
ば　

常
矩
『
俳
諧
雑
巾
』

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
兵
部
卿
物
語
』
を
踏
ま
え
な
が
ら
で
き
た
定
貫

の
句
で
は
、
梅
の
香
に
惹
か
れ
て
立
寄
る
人
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
表
出
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
正
村
の
句
に
香
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、

梅
の
花
を
触
れ
た
長
袖
に
そ
の
香
り
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
連
想
さ
せ

る
。
更
に
常
矩
の
句
で
も
香
と
い
う
字
が
見
ら
れ
な
い
が
、
香
が
東
風
に

よ
っ
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。
一
句
は
『
拾
遺
集
』
に
あ
る
「
こ
ち
吹
か
ば

匂
お
こ
せ
よ
梅
の
花
あ
る
じ
な
し
と
て
春
を
忘
る
な
」
と
い
う
菅
原
道
真

の
歌
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
後
家
」
で
「
あ
る
じ
な
し
」
を
利
か
せ
、
古

典
を
も
じ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
家
の
色
香
を
諧
謔
的
に
詠
み
上
げ
る
あ
た

り
か
ら
談
林
の
風
調
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

田
中
善
信
が
論
「
俳
諧
に
お
け
る
寓
言
論
の
発
生
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
、「
貞
徳
は
季
題
の
も
つ
伝
統
的
な
概
念
―
―
本
意
―
―
に
即
し
て
発

想
し
て
い
る
の
に
対
し
、
宗
因
は
そ
れ
と
は
関
わ
り
の
な
い
場
に
お
い
て

想
を
得
て
い
る（

5
（

」
と
、貞
徳
と
宗
因
が
季
題
に
対
す
る
態
度
の
違
い
か
ら
、

貞
門
と
談
林
の
俳
諧
観
の
相
異
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
貞
門
の
発
句
を
参

考
に
し
た
と
こ
ろ
、こ
こ
の
「
本
意
」
は
ま
だ
言
葉
遊
び
の
段
階
に
留
ま
っ

て
い
る
。
貞
門
俳
諧
と
は
違
い
、
談
林
俳
諧
は
よ
り
一
層
自
由
奔
放
的
に

な
り
、
軽
妙
さ
に
富
む
こ
と
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。
例
え
ば
、
謡
曲
な
ど

の
慣
用
句
を
下
敷
き
に
し
て
句
を
詠
む
な
り
、
矢
数
俳
諧
、
破
調
の
句
を

多
く
作
る
な
り
、
い
ず
れ
も
貞
門
の
俳
風
や
堅
苦
し
い
作
法
か
ら
抜
け
出

し
た
談
林
調
の
自
由
さ
を
表
出
し
て
い
る
。
ま
た
、『
俳
諧
蒙
求
』
に
、「
是

か
の
大
小
を
み
た
り
、
寿
夭
を
た
が
へ
、
虚
を
実
に
し
、
実
を
虚
に
し
、

是
れ
な
る
を
非
と
し
、
非
な
る
を
是
と
す
る
。
荘
子
が
寓
言
こ
れ
の
み
に

か
ぎ
ら
ず
、
全
く
俳
諧
の
俳
諧
た
る
な
り
」
と
い
う
、
惟
中
に
よ
っ
て
系

統
化
さ
れ
た
談
林
寓
言
説
の
深
意
を
解
き
明
か
し
て
い
る
文
句
が
あ
る
。

常
識
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
滑
稽
味
こ
そ
俳
諧

の
本
質
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
談
林
俳
諧
が
よ
り
庶
民
的
に
な
り
、
一

句
一
句
の
発
想
も
よ
り
斬
新
奇
抜
に
な
っ
て
い
る
。
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引
き
続
き
、
延
宝
年
間
、
宗
因
一
派
の
作
風
に
憧
れ
、
貞
門
か
ら
談
林

に
目
を
向
け
た
芭
蕉
の
作
品
で
は
梅
の
花
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
踏
み
入
っ
て
み
よ
う
。

我
も
神
の
ひ
さ
う
や
あ
ふ
ぐ
梅
の
花　

桃
青

延
宝
四
年
に
詠
ま
れ
た
こ
の
句
は
天
満
宮
で
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
句
に
対
し
て
、
山
本
健
吉
は
『
芭
蕉
全
発
句
』
の
中
で
、「
妻

妾
も
御
秘
蔵
と
い
う
か
ら
、
梅
の
花
を
天
神
の
思
い
も
の
に
見
立
て
た
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
微
か
に
匂
う（

6
（

」
と
評
し
、
貞
門
風
の
語
調
が
強
く
感
じ

る
一
句
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
当
時
は
談
林
の
盛
ん

な
時
期
で
あ
る
た
め
、
一
句
に
は
た
だ
の
機
知
的
な
言
葉
遊
び
よ
り
何
か

の
趣
向
が
潜
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。潁
原
退
蔵
は『
芭
蕉
俳
句
新
講
』で
、

こ
の
句
は
道
真
の
漢
詩
「
万
事
皆
夢
の
如
し
、
時
々
彼
蒼
を
仰
ぐ
」
を
踏

ま
え
、「
ひ
さ
う
」
い
わ
ゆ
る
「
秘
蔵
」
に
「
彼
蒼
」
を
か
け
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
加
藤
楸
邨
は
『
芭
蕉
講
座
発
句
篇
』
に
お
い
て
、
一
句

の
「
ひ
さ
う
」
は
謡
曲
「
鉢
木
」
に
出
て
く
る
「
秘
蔵
」
を
言
い
か
け
て

詠
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
一
句
の
趣
向
は
こ
の
「
ひ
さ

う
」と
い
う
言
葉
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
天
神
の
秘
蔵
で
あ
る
梅
の
花
は
、

今
日
こ
の
私
も
仰
ぎ
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
っ
た
一
句
に
は
、
梅
の
深

意
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
天
和
年
間
に
入
っ
て
も
、
そ
の
梅
の
句
か
ら

ま
だ
梅
の
香
、
あ
る
い
は
古
を
偲
ば
せ
る
と
い
う
梅
の
深
意
を
突
出
さ
せ

る
工
夫
、
そ
し
て
梅
に
対
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
見
方
は
見
て
取
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
機
知
的
な
言
葉
遊
び
を
主
と
す
る
貞
門
か
ら
自
由
な
作
風

を
持
つ
談
林
に
変
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
頃
の
芭
蕉
発
句
か
ら
は
、
や
は

り
梅
と
い
う
季
題
に
対
す
る
芭
蕉
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
取
り
扱
い
方
、
あ
る
い

は
芭
蕉
な
り
の
視
点
が
見
て
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ

の
時
の
芭
蕉
の
作
品
と
言
え
ば
、
ま
だ
貞
門
や
談
林
の
枠
か
ら
抜
け
出
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
蕉
風
開
眼
と
さ
れ
る
貞
享
期

に
入
る
と
一
変
す
る
。
次
節
か
ら
貞
享
期
以
降
の
芭
蕉
の
梅
の
句
を
め

ぐ
っ
て
、
幾
つ
か
の
具
体
例
を
分
析
し
な
が
ら
芭
蕉
に
お
け
る
梅
の
捉
え

方
に
つ
い
て
論
じ
る
。

四
、「
梅
白
し
」
と
「
梅
花
一
枝
」

貞
享
元
年
、
芭
蕉
は
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
に
出
た
。
蕉
風
開
眼
と

も
言
わ
れ
る
こ
の
旅
を
も
と
に
、
芭
蕉
の
作
風
も
か
な
り
変
わ
っ
た
。
そ

し
て
、
梅
を
吟
詠
し
た
句
も
前
の
時
代
の
句
と
比
べ
れ
ば
、
ユ
ニ
ー
ク
さ

が
看
取
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、「
芭
蕉
の
『
梅
』
の
句
は
全
部

で
三
十
一
句
あ
る
が
、
写
実
的
あ
る
い
は
写
生
的
に
梅
を
詠
ん
だ
句
は
少

な
く
、
多
く
は
寓
意
を
伴
っ
て
い
る
。
従
っ
て
挨
拶
吟
が
多
い
。
そ
れ
ほ

ど
『
梅
』
の
本
意
の
拘
束
力
は
強
固
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う（

7
（

」
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と
乾
裕
幸
が
言
う
よ
う
に
、
芭
蕉
は
挨
拶
吟
に
お
い
て
「
梅
」
を
多
く
用

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
貞
享
・
元
禄
期
の
蕉
門
句
集
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
ほ
ど
挨
拶
吟
に
お
い
て
梅
の
花
を
多
く
詠
み
込
む
こ
と
は
あ
ま
り
見

ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、

『
あ
ら
野
』
巻
二
に
あ
る
一
連
の
句
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

鷹
居
て
折
に
も
ど
か
し
梅
の
花　
　
　
　

鴎
歩

　
　

む
め
の
花
も
の
気
に
い
ら
ぬ
け
し
き
哉　

越
人

　
　

藪
見
し
れ
も
ど
り
に
折
ら
ん
梅
の
花　
　

落
梧

　
　

梅
折
て
あ
た
り
見
廻
す
野
中
か
な　
　
　

一
髪

　
　

華
も
な
き
む
め
の
ず
は
い
ぞ
頼
も
し
き　

冬
松

　
　

み
の
む
し
と
し
れ
つ
る
梅
の
さ
か
り
哉　

蕉
笠

　
　
　
　

網
代
民
部
の
息
に
逢
て

　
　

梅
の
木
に
な
を
や
ど
り
木
や
梅
の
花　
　

芭
蕉

　

右
の
一
連
の
梅
の
句
が
表
し
て
い
る
よ
う
に
「
梅
を
折
る
」、「
咲
き
乱

れ
る
梅
の
花
」、「
花
は
ま
だ
つ
け
て
い
な
い
梅
の
枝
」
な
ど
が
描
か
れ
て

い
る
が
、、
前
書
き
を
付
け
て
挨
拶
吟
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
芭

蕉
の
句
だ
け
で
あ
る
。ま
た
、蕉
門
句
集
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、次
の
よ
う
に
、

　
　
　
　

上
臈
の
山
荘
に
ま
し
〳
〵
け
る
に
候
し
奉
り
て

　
　

梅
が
香
や
山
路
猟
入
ル
犬
の
ま
ね　

去
来
『
猿
蓑
』

と
い
う
「
梅
が
香
」
を
通
し
て
詠
ん
だ
挨
拶
吟
が
あ
る
が
、
五
句
に
も
足

り
ず
、
表
現
手
法
も
芭
蕉
と
随
分
異
な
っ
て
い
る
。『
本
朝
文
選
』
に
お

い
て
、
こ
の
句
に
「
あ
る
時
は
摂
家
親
王
の
御
館
に
候
し
」
と
い
う
前
書

き
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
仄
か
に
漂
っ
て
く
る
梅
の
香
を
頼
り
に
山
路
に

分
け
入
る
自
分
は
、
正
に
獲
物
を
探
し
て
い
る
犬
の
如
く
、
謙
遜
の
気
持

ち
で
挨
拶
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
「
梅
の
木
に
」
の

句
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
芭
蕉
に
お
け
る
梅
の
詠
み
ぶ
り
と
は
か
な
り
違
っ

て
い
る
。

元
禄
元
年
の
「
梅
の
木
に
」
一
句
は
芭
蕉
が
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
た
時
、

網
代
民
部
雪
堂
亭
に
招
か
れ
て
詠
ん
だ
挨
拶
吟
で
あ
る
。
網
代
民
部
に
関

し
て
、
許
六
は
『
歴
代
滑
稽
伝
』
に
お
い
て
、「
伊
勢
足
代
民
部
弘
氏
は

神
職
の
人
な
り
。
談
林
の
時
上
手
の
名
あ
り
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
談
林

派
の
俳
人
と
し
て
当
地
に
名
を
馳
せ
た
弘
氏
を
咲
い
て
い
る
梅
に
、
そ
の

息
子
で
あ
る
雪
堂
を
梅
の
老
木
で
譬
え
て
挨
拶
の
意
を
表
し
た
。
こ
の
句

に
対
し
て
、『
過
去
種
』
で
は
、

『
家
語
』
曰
、不
ㇾ
知
二
其
子
一
視
二
其
父
一
、不
ㇾ
知
二
其
人
一
視
二
其
友
一
、

不
ㇾ
知
二
其
君
一
視
二
其
所
一
ㇾ
使
一
、不
ㇾ
知
二
其
地
一
視
二
其
草
木
一
云
々
、

こ
の
句
意
は
此
語
を
以
て
可
ㇾ
弁
也
。（
中
略
）
此
吟
子
息
を
誉
た

る
詞
の
内
に
、
自
ら
称
し
た
る
趣
意
あ
り
。
其
故
は
梅
に
梅
の
寄
生

と
云
、
是
父
子
共
に
其
色
香
艶
に
て
似
た
る
と
の
義
也
。

と
い
う
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。『
孔
子
家
語
』
の
文
句
を
踏
ま
え
て
い
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る
か
ど
う
か
は
句
自
体
か
ら
は
見
に
く
い
が
、
そ
の
発
想
は
「
不
ㇾ
知
二

其
子
一
視
二
其
父
一
」
と
い
う
文
句
の
趣
旨
と
よ
く
似
て
い
る
。
梅
の
木
に

寄
生
木
は
恰
も
親
子
如
く
、
民
部
も
風
雅
で
徳
の
あ
る
人
で
あ
る
が
、
そ

の
子
も
ま
た
親
譲
り
で
、
風
流
の
人
で
あ
る
と
比
喩
的
に
挨
拶
の
意
を
述

べ
た
。
こ
の
時
、
網
代
民
部
は
す
で
に
亡
く
な
り
、
息
子
は
そ
の
名
網
代

民
部
を
襲
い
、
雪
堂
と
号
し
た
。
芭
蕉
は
、
宿
り
木
に
よ
っ
て
、
名
を
受

け
継
い
だ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
父
親
の
風
流
心
も
受
け
継
い
だ
と
称
賛

し
、
俳
諧
を
好
む
と
こ
ろ
は
そ
の
父
親
と
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
も

述
べ
て
い
る
。
清
ら
か
な
梅
の
花
は
正
に
父
子
の
風
雅
な
心
を
表
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
文
故
事
を
踏
ま
え
、
梅
花
を
用
い
て
挨
拶
吟
を
詠

み
上
げ
る
の
は
芭
蕉
に
お
け
る
梅
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。
次
の
句

か
ら
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
よ
り
明
白
に
見
ら
れ
る
。

竹
内
一
枝
軒
に
て

世
に
ゝ
ほ
へ
梅
花
一
枝
の
み
そ
さ
ゞ
い　

芭
蕉　

「
世
に
ゝ
ほ
へ
」
の
句
は
貞
享
二
年
、
芭
蕉
が
故
郷
の
伊
賀
に
滞
在
し

た
と
き
、
医
師
明
石
玄
随
を
訪
れ
た
際
に
詠
ん
だ
一
吟
で
あ
る
。

良
医
玄
随
子
ハ
三
度
肘
を
折
て
、
家
を
医
し
、
国
を
医
す
。
其
居
を

名
付
て
一
枝
軒
と
い
ふ
。
是
彼
桂
林
の
一
枝
の
花
に
も
あ
ら
ず
、
微

笑
一
枝
の
花
に
も
寄
ら
ず
。
南
花
真
人
の
所
謂
一
巣
一
枝
の
楽
ミ
、

偃
鼠
が
腹
を
扣
て
、
無
何
有
の
郷
に
遊
び
、
愚
盲
の
邪
熱
を
さ
ま
し
、

僻
智
小
見
の
病
を
治
せ
ん
事
を
願
ふ
ら
ん
。

右
記
の
『
夏
炉
一
路
』
に
こ
の
句
と
併
記
さ
れ
て
い
る
一
文
か
ら
す
る

と
、
当
時
隠
棲
生
活
を
送
っ
て
い
る
名
医
玄
随
の
「
一
枝
軒
」
と
い
う
屋

号
は
、『
荘
子
』に
あ
る「
鷦
鷯
は
森
林
に
巣
へ
ど
も
、一
枝
に
過
ぎ
ず
」、「
偃

鼠
河
に
飲
む
も
満
腹
に
過
ぎ
ず
」
な
ど
の
文
句
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
芭
蕉
も
玄
随
の
貪
ら
な
く
、
無
為
の
仙
郷
を
逍
遥
す
る
心
に

関
心
し
、同
じ
く
『
荘
子
』
を
踏
ま
え
、挨
拶
の
意
を
句
に
よ
っ
て
表
し
た
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
で
は
一
句
が
「
知
足
安
分
し
て
い
る
玄
随
の

生
活
、
鷦
鷯
に
比
し
、
折
か
ら
の
梅
花
に
よ
せ
て
、
玄
随
の
高
風
が
、
梅

が
香
と
と
も
に
世
に
匂
う
で
あ
ろ
う
」
と
讃
美
の
意
を
述
べ
た
挨
拶
吟
だ

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。「
一
枝
」は
玄
随
の
屋
号
を
表
し
て
い
る
一
方
、「
梅
」

の
縁
語
で
も
あ
り
、
下
五
の
「
み
そ
さ
ゞ
い
」
を
引
き
出
す
役
割
も
同
時

に
備
え
て
い
る
。
芭
蕉
は
森
林
に
住
ん
で
も
一
枝
に
し
か
住
ま
な
い
鷦
鷯

の
故
事
を
下
敷
き
に
し
、
自
分
の
分
を
よ
く
悟
り
、
ま
た
そ
の
分
に
安
ん

じ
な
が
ら
、
心
を
仙
郷
に
遊
ば
し
て
安
ら
か
に
住
ん
で
い
る
玄
随
の
人
柄

を
褒
め
そ
や
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
五
の
「
世
に
ゝ
ほ
へ
」
と
い
う
命
令

形
を
用
い
て
、
薫
香
を
放
つ
梅
の
如
く
、
玄
随
の
高
徳
も
こ
の
世
に
匂
い

立
た
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
敬
意
を
あ
り
あ
り
と
語
り
出
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
梅
の
薫
香
を
生
か
し
、
漢
文
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
挨
拶
の
意

を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
名
句
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
表
現
手
法
が
窺
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え
る
。

京
に
の
ぼ
り
て
三
井
秋
風
が
鳴
滝
の
山
家
集
を
と
ふ
。

梅
林

梅
白
し
昨
日
ふ
や
鶴
を
盗
れ
し　

芭
蕉

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
梅
白
し
昨
日
ふ
や
鶴
を
盗
れ
し
」
の
句
も
同
様

で
あ
る
。
梅
と
隠
遁
と
の
関
係
を
い
え
ば
、
嘗
て
西
湖
に
隠
棲
し
て
い
た

「
梅
妻
鶴
子
」
と
称
え
ら
れ
る
林
和
靖
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
ま
た
、

中
国
元
の
時
代
の
隠
者
呉
鎮
は
自
ら
「
梅
花
道
人
」
と
名
乗
り
、
い
ず
れ

も
梅
の
清
ら
か
で
あ
る
馥
郁
な
香
り
に
託
し
て
、
隠
棲
す
る
高
尚
心
、
高

潔
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

の
途
中
に
、
三
井
秋
風
の
別
居
を
訪
問
し
た
時
、「
梅
白
し
昨
日
ふ
や
鶴

を
盗
れ
し
」
と
名
句
を
詠
み
残
し
た
。

三
井
秋
風
は
三
井
財
閥
の
創
始
者
、
三
井
高
利
の
甥
に
あ
た
る
。
家
業

を
継
い
だ
後
に
家
業
に
実
を
入
れ
ず
、
京
都
室
町
御
池
上
に
鳴
滝
、「
花

林
園
」
と
も
称
さ
れ
る
別
荘
を
構
え
、
贅
沢
の
限
り
を
尽
く
し
た
。
晩
年

零
落
し
、
江
戸
で
没
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
秋
風
は
貞
門
の
梅
盛
に

俳
諧
を
学
び
、ま
た
宗
因
と
常
矩
な
ど
談
林
の
俳
人
と
も
親
交
し
て
い
た
。

そ
の
俳
諧
に
専
念
し
、
風
雅
の
世
界
を
逍
遙
す
る
心
は
芭
蕉
に
敬
わ
れ
、

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
に
「
花
林
園
」
を
訪
れ
た
際
、「
梅
白
し
」
一
句

の
ほ
か
に
、「
樫
の
木
の
花
に
か
ま
は
ぬ
姿
哉
」
と
い
う
句
も
詠
み
、
庭

に
あ
る
一
本
の
樫
の
木
は
、
咲
き
乱
れ
ぬ
花
と
関
わ
ら
ず
、
飾
ら
ぬ
姿
で

聳
え
立
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
賛
美
の
意
を
述
べ
た
。

高
柳
克
弘
は
こ
の
句
に
つ
い
て
、「
梅
の
白
さ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
く

る
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
眼
前
に
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
異
様
な
ま
で
の
存

在
感
を
放
っ
て
い
る（

8
（

」
と
解
説
し
て
い
る
が
、
白
梅
の
鶴
を
導
き
出
し
、

言
い
換
え
れ
ば
一
句
が
踏
ま
え
て
い
る
林
和
靖
の
故
事
を
誘
導
す
る
役
割

し
か
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
上
、隠
逸
と
深
く
関
わ
る
梅
へ
の
関
心
は
薄
い
。

ま
た
麦
水
は
『
芭
蕉
翁
発
句
解
・
説
叢
大
全
』
の
中
で
、「
当
吟
、
梅
林

と
前
書
に
見
ゆ
れ
ば
、
白
梅
の
咲
た
る
主
を
林
和
靖
に
よ
そ
へ
た
り
。
さ

ら
ば
鶴
の
有
べ
き
に
と
虚
実
に
わ
た
り
て
、
昨
日
や
鶴
は
盗
れ
し
物
な
ら

ん
か
と
、
姿
を
眼
前
に
得
給
ひ
し
な
ら
し
」
と
、
芭
蕉
は
こ
こ
で
白
梅
の

鮮
や
か
な
色
で
秋
風
の
別
宅
の
清
潔
さ
を
褒
め
称
え
る
と
同
時
に
、
秋
風

の
人
格
を
称
揚
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
『
芭
蕉
俳
句
評
釈
』
に

お
い
て
望
東
は
「
殊
に
白
梅
は
高
潔
な
る
山
家
の
隠
士
に
対
し
、
又
齢
目

出
た
き
鶴
に
対
し
て
、頗
る
配
合
の
の
妙
を
得
て
い
る（

9
（

。」と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
林
和
靖
の
故
事
は
一
句
の
中
で
非
常
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
上
で
、
潔
白
で
あ
る
梅
の
花
で

秋
風
を
賞
美
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
梅
と
隠
逸
の
か
か
わ
り
に
基
づ
き
、
隠
棲
す
る
高
士
の
清

高
さ
を
称
賛
す
る
と
き
に
、
芭
蕉
は
梅
花
を
多
く
用
い
た
。
こ
こ
の
梅
花
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は
単
な
る
風
景
写
生
で
は
な
く
、
そ
の
精
神
面
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
貞

門
談
林
時
代
の
言
葉
遊
び
の
枠
か
ら
抜
け
出
し
、
梅
花
を
通
し
て
隠
者
、

高
徳
で
あ
る
人
を
称
え
る
の
が
貞
享
期
の
芭
蕉
に
お
け
る
「
梅
」
の
特
色

で
あ
る
。
正
に
乾
裕
幸
が
い
う
芭
蕉
に
お
け
る
梅
は
多
く
の
場
合
、
深
意

を
伴
っ
て
い
る
こ
と
と
一
致
し
、
ま
た
蕉
風
の
変
化
に
も
関
連
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
漢
籍
故
事
な
ど
が
こ
れ
ら
の
句
に
お
け
る

働
き
を
等
閑
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
季
語
「
梅
花
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
が
、
句
意
、
あ
る
い
は
挨
拶
の
気
持
ち
は
や
は
り
そ
れ
ら
の
漢
文
故
事

に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。「
世
に
ゝ
ほ
へ
」
一
句
で
は
梅
の
香
は
描

か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
荘
子
」
に
あ
る
話
は
主
役
を
担
当
し

て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
芭
蕉
は
梅
の
本
意
を
ど
の
程
度
認
識
し
、
あ
る
い

は
生
か
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
、「
北
の
梅
」

　

前
節
で
は
、
漢
籍
を
踏
ま
え
、
梅
を
挨
拶
吟
に
詠
み
込
む
芭
蕉
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
詠
み
方
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
梅
の
本

意
、
い
わ
ゆ
る
梅
香
を
巧
み
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
挨
拶
の
気
持
ち

を
表
現
し
た
句
も
あ
る
。

　

暖
簾
の
奥
も
の
ふ
か
し
北
の
梅　
　
　

芭
蕉

『
菊
の
塵
』
に
収
録
さ
れ
た
こ
の
句
は
元
禄
元
年
の
吟
で
あ
り
、『
笈
日

記
』、『
蕉
翁
句
集
草
稿
』、『
蕉
翁
句
集
』
に
は
「
園
女
亭
」
と
い
う
前
書

が
あ
り
、『
泊
船
集
』
に
は
「
い
せ
に
て
そ
の
女
亭
」
と
い
う
前
書
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宝
永
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
園
女
の
自
作
『
菊

の
塵
』
の
序
文
に
、　　
　

わ
が
此
道
に
入
し
初
は
元
禄
二
年
の
冬
な
り
。
あ
け
の
年
の
如
月
か

の
翁
こ
ゝ
の
人
曾
良
な
ど
ひ
き
ゐ
き
た
ら
せ
し
に
、
し
か
〳
〵
と
つ

け
た
り
け
れ
ば
、
翁
よ
ろ
こ
び
て
、
い
か
な
ら
む
こ
と
を
も
つ
ゞ
り

て
よ
と
お
ほ
せ
た
る
に
、
花
ま
で
は
時
雨
て
残
れ
檜
笠
と
い
ひ
出
け

れ
ば
、
や
が
て
脇
の
句
付
て
た
う
へ
て
、
さ
ら
に
、
の
う
れ
ん
の
奥

物
ふ
か
し
北
の
梅
と
い
ふ
発
句
を
さ
へ
き
こ
え
ら
れ
し
ぞ
か
し
。

と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
前
書
と
園
女
の
自
序
に
よ
っ
て
、
本
句

は
芭
蕉
が
園
女
の
お
宅
を
訪
れ
た
時
の
、
園
女
へ
の
挨
拶
吟
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
し
か
し
、
園
女
の
自
序
に
よ
れ
ば
、
こ
の
句
は
元
禄
三
年
の

作
だ
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
潁
原
退
蔵
は
真
蹟
を
踏
ま
え
、「
本

句
は
『
笈
の
小
文
』
の
道
中
吟
で
あ
り
、
園
女
の
覚
え
違
い
で
あ
ろ
う（

（1
（

」

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
貞
享
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
明
烏
』
に
す
で
に

編
者
一
有
の
妻
で
あ
る
園
女
の
作
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
園
女
が
俳

道
に
入
っ
た
の
は
元
禄
二
年
で
は
な
く
、
貞
享
頃
だ
と
推
測
で
き
る
。
と

す
れ
ば
、「
暖
簾
の
」
一
句
は
元
禄
二
年
前
に
詠
ま
れ
た
一
句
と
見
ら
れ
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た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
暖
簾
の
」一
句
に
つ
い
て
、江
戸
時
代
か
ら
多
く
の
俳
人
、学
者
に
よ
っ

て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
筆
坊
鴎
沙
が
『
過
去
種
』
の
中
で
、

徒
然
の
南
東
に
応
じ
て
北
の
梅
一
入
お
も
し
ろ
し
。
春
北
に
向
へ
る

に
や
、
猶
幸
の
余
情
な
り
。
北
の
字
は
北
野
に
も
ひ
ゞ
き
有
、
云
心

は
そ
の
女
が
心
計
り
か
た
く
お
く
ら
し
て
ゆ
か
し
の
心
也
。

と
「
北
」
一
字
は
梅
の
付
合
語
「
北
野
」
を
髣
髴
さ
せ
、
余
韻
の
溢
れ
、

情
趣
に
富
む
一
句
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、『
芭
蕉
翁
発
句
集

蒙
引
』
に
あ
る
「
北
庭
の
梅
を
女
に
比
し
、
そ
の
き
よ
ら
か
に
し
て
し
か

も
浅
略
な
ら
ぬ
を
誉
た
る
挨
拶
な
り
。
す
ま
ゐ
の
も
や
う
ま
で
み
る
が
如

し
」
と
い
う
一
文
の
如
く
、
作
者
杜
哉
は
「
北
庭
の
梅
」
は
女
の
比
喩
だ

と
い
う
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
期
に
入
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
芭
蕉
句
集
講
義
』
に

お
い
て
、
菱
花
は
、「
北
の
梅
と
い
ふ
は
、
婦
人
の
謙
遜
の
美
質
を
顕
は

す
為
に
、
陰
な
る
北
の
字
を
遣
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、

陰
陽
五
行
説
の
「
男
は
陽
、
女
は
陰
」
に
基
づ
き
、「
北
」
は
陰
を
象
徴

す
る
こ
と
か
ら
、
本
句
に
お
い
て
「
女
」
を
暗
示
し
て
い
る
と
偶
々
『
芭

蕉
翁
発
句
集
蒙
引
』
の
主
張
の
裏
付
け
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
『
芭

蕉
句
集
講
義
』
の
中
で
望
東
は
、

菱
花
君
は
暖
簾
は
比
喩
で
実
際
あ
つ
た
も
の
で
は
な
い
と
言
は
れ
る

が
、
私
は
園
女
亭
が
実
際
さ
う
云
ふ
家
で
あ
つ
て
、
梅
な
ど
も
咲
い

て
居
た
、
其
現
実
を
捕
へ
て
句
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
北

の
梅
は
園
女
が
其
当
時
人
の
妻
と
な
つ
て
居
つ
た
の
で
、
此
の
字
を

遣
つ
た
も
の
か
も
知
れ
ぬ（

（（
（

。

と
梅
は
実
際
に
目
に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
如
実
に
園
女
宅
の
様
子
を
描

写
す
る
こ
と
を
通
し
、
園
女
の
人
品
の
清
ら
か
さ
を
誉
め
そ
や
し
た
と
言

い
返
し
て
い
る
。
そ
の
上
、「
北
」
一
字
は
「
北
政
所
」
と
い
う
平
安
時

代
正
室
を
指
す
言
葉
と
共
通
し
、
す
で
に
人
妻
と
な
っ
た
園
女
の
こ
と
を

表
し
て
い
る
と
述
べ
立
て
て
い
る
。

従
来
の
解
釈
を
ま
と
め
て
み
た
と
こ
ろ
、
大
体
は
「
北
」
の
字
に
重
点

を
置
き
な
が
ら
、
梅
を
借
り
て
園
女
を
称
賛
し
た
挨
拶
吟
で
あ
る
と
解
き

明
か
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
句
の
季
語
で
あ
る
「
梅
」
は
一
体
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
「
梅
の
花
」
は
実
際
に
見
え
て

い
る
か
ど
う
か
、
更
に
「
暖
簾
」
と
「
奥
」
と
「
梅
」
と
は
一
句
の
中
で

ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
作
動
し
て
い
る
の
か
は
疑
問
に
思
い
つ
つ
あ
る
。

一
句
を
考
え
る
前
に
、ま
ず
暖
簾
の
役
割
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。『
古

事
類
苑
』
に
よ
れ
ば
、暖
簾
と
は
「
塵
ヨ
ケ
、日
ヨ
ケ
等
の
為
め
、布
、板
、

蓆
等
に
て
造
り
、
商
店
の
軒
先
に
か
け
、
そ
の
上
に
屋
標
、
即
ち
第
○
大

○
越
等
の
如
き
標
し
を
書
き
た
る
も
の
を
い
ひ
、
軟
纏
よ
り
転
音
せ
る
も

の
な
る
べ
し（

（1
（

」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
暖
簾
は
多
く
商
家
に
使
わ
れ
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る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
園
女
の
夫
斯
波
渭
川
は
眼
科
を
以
っ
て
常

の
業
と
し
て
い
る
た
め
、
う
ち
に
は
商
家
用
の
暖
簾
が
あ
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
一
家
の
奥
に
あ
る
北
庭
を
連
通
す
る
廊
下
に
か
か
っ
て
い
る

暖
簾
で
あ
れ
ば
、商
売
用
の
も
の
と
は
想
像
し
に
く
い
。
谷
峯
蔵
氏
は「
平

安
貴
族
が
こ
の
豪
華
で
絢
爛
な
几
帳
を
座
居
の
周
辺
に
造
型
、
使
用
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
、
庶
民
の
家
々
で
暖
簾
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
も
当

然
と
、
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
い（

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
目
印
を

入
れ
た
暖
簾
の
商
家
用
価
値
よ
り
は
光
、人
目
を
遮
蔽
す
る
の
は
暖
簾
の
」

最
も
一
般
的
で
役
割
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
人
目
を
防
ぐ
た
め
の
暖
簾
の

か
か
っ
て
い
る
通
路
、
そ
し
て
そ
の
奥
に
梅
が
咲
い
て
い
る
風
景
は
目
に

す
る
、あ
る
い
は
一
瞥
で
き
る
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

暖
簾
は
芭
蕉
の
句
に
お
い
て
嗅
覚
を
よ
り
目
立
た
せ
る
役
割
が
あ
る
。
そ

し
て
、『
万
葉
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
額
田
王
の
歌
「
君
待
つ
と
わ
が

恋
を
れ
ば
わ
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く
」
か
ら
、
簾
は
風
と

よ
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。「
暖
簾
」
は
俳
言
で
あ
る
故
、

和
歌
に
は
詠
ま
れ
な
い
が
、
俳
諧
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

暖
簾
に
東
風
吹
く
伊
勢
の
出
店
哉　

蕪
村
『
蕪
村
句
集
』

蝶
遊
ぶ
ま
が
き
の
竹
に
培
ひ
て　
　

蘭
洞

風
な
つ
か
し
く
の
れ
ん
か
け
た
り　

李
蹊

丸
ご
し
で
遠
く
は
行
じ
夏
の
月　
　

月
渓
『
御
忌
の
鐘
』

　

右
記
の
発
句
や
連
句
か
ら
見
れ
ば
、
語
源
が
禅
語
の
「
ノ
ウ
レ
ン（

（2
（

」
で

あ
る
暖
簾
は
、漢
語
と
し
て
歌
に
は
詠
ま
れ
な
い
が
、俳
諧
に
お
い
て
「
暖

簾
」
を
風
、
特
に
「
東
風
」
と
結
び
合
わ
せ
て
吟
じ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

従
っ
て
、芭
蕉
の
句
に
あ
る
暖
簾
は「
目
に
見
え
な
い
」、「
風
を
引
き
出
す
」

役
割
が
同
時
に
備
え
、
嗅
覚
の
働
き
を
強
め
て
い
る
と
筆
者
が
考
え
る
。

そ
し
て
、北
の
意
味
を
従
来
の
解
釈
書
に
基
づ
き
も
う
一
度
検
討
す
る
。

島
田
青
峰
氏
は
『
芭
蕉
名
句
評
釈
』
の
中
で
「
北
を
女
の
住
処
と
し
、
北

の
方
と
い
ふ
尊
称
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
園
女
の
為
に
特
に
こ
の
語
を
置
い

た
点
も
あ
り
は
し
な
い
か（

（1
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
平
安
時
代
、
貴
族
の
邸

宅
に
は
、
正
殿
の
「
寝
殿
」
と
は
別
に
、
北
に
「
北
対
」
と
い
う
私
的
な

居
住
棟
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
主
の
正
室
で
あ
る
北
方
が
家
政
の
諸
事
万
端

を
決
裁
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
北
」
の
役
割
と
し
て
人
妻
で
あ

る
園
女
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
こ
の
意
味

に
限
ら
な
い
。

白
楽
天
の
「
早
春
即
事
」
に
あ
る
「
北
檐
梅
晩
白
、
東
岸
柳
先
青
」
と

い
う
一
句
の
よ
う
に
、
北
の
梅
と
い
え
ば
、
ま
ず
咲
遅
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
。
芭
蕉
は
「
北
の
梅
」
を
用
い
、
園
女
の
お
宅
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
咲

遅
い
北
の
梅
も
こ
の
寒
い
中
に
匂
っ
て
き
て
、
奥
ゆ
か
し
い
限
り
で
、
誠

に
園
女
そ
の
人
と
同
じ
く
清
雅
な
の
だ
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
の
で
あ
ろ
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う
。
そ
し
て
、
芭
蕉
の
句
に
対
し
、
園
女
が
「
松
ち
り
な
し
て
二
月
の
頃
」

と
脇
を
付
け
た
。
芭
蕉
の
讃
美
に
対
し
て
、
松
の
葉
が
散
り
放
題
で
何
の

風
情
も
な
い
と
謙
遜
の
気
持
ち
を
込
め
て
返
し
た
。
従
っ
て
、「
北
」
は

単
な
る
人
妻
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
挨
拶
の
気
持
ち

を
増
や
す
も
の
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

梅
に
つ
い
て
前
節
で
は
既
に
論
じ
た
が
、
日
本
文
学
に
お
け
る
梅
を
鑑

賞
す
る
際
に
、
そ
の
香
を
大
事
に
分
析
し
な
け
れ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

芭
蕉
の
句
に
あ
る
梅
も
例
外
な
く
、
香
り
を
目
立
た
せ
な
が
ら
詠
ま
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
数
多
く
あ
る
。
右
で
「
暖
簾
」
と
「
北
」
の
意
味
や
役
割

に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、「
暖
簾
の
奥
も
の
ふ
か
し
北
の
梅
」
一
句
で
は
、

梅
は
実
際
に
目
に
見
え
た
も
の
で
は
な
く
、
忽
ち
暖
簾
の
隙
間
か
ら
吹
い

て
き
た
風
を
通
し
、
そ
の
香
り
を
携
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
元
禄
七
年
園

女
亭
で
句
会
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
際
し
、
芭
蕉
が
「
白
菊
の
目
に
立
て
ゝ

見
る
塵
も
な
し
」
と
詠
み
上
げ
た
。
清
ら
か
で
あ
る
白
菊
に
託
し
て
、
園

女
の
風
流
と
清
浄
さ
を
讃
え
た
の
で
あ
る
。「
白
菊
」
の
句
は
視
覚
を
中

心
に
詠
ま
れ
た
句
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、「
暖
簾
の
」
句
は
視

覚
よ
り
、
嗅
覚
の
働
き
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。

園
女
へ
の
句
に
お
い
て
暗
喩
的
に
梅
の
花
、
あ
る
い
は
梅
香
を
借
り
、

挨
拶
の
意
を
表
出
し
た
の
で
あ
る
。
一
句
は
「
暖
簾
の
か
か
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
奥
の
庭
に
咲
き
乱
れ
て
い
る
梅
が
見
え
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
そ
こ
で
風
を
暗
示
す
る
暖
簾
と
い
う
言
葉
で
、
風
に
添
え
て

漂
っ
て
き
た
清
雅
な
る
梅
香
を
連
想
さ
せ
る
。
鼻
に
し
た
花
の
香
で
北
の

庭
に
は
梅
が
咲
い
て
い
る
こ
と
を
察
知
し
、
奥
ゆ
か
し
い
限
り
で
心
が
惹

き
つ
け
ら
れ
、
薫
香
を
放
つ
梅
は
正
に
園
女
そ
の
人
の
よ
う
に
床
し
く
、

風
雅
な
心
を
持
っ
て
い
る
」
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
濃
厚

た
る
梅
の
香
、
い
わ
ゆ
る
梅
の
本
意
を
生
か
し
、
挨
拶
の
気
持
ち
を
醸
し

出
し
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
の
た
め
、
芭
蕉
は
「
梅
」
を
視
覚
的
に
捉
え
る
よ
り
は
、
常
に
目
に

見
え
な
い
香
そ
の
も
の
を
詠
出
し
て
い
る
。
多
く
の
場
合
梅
花
は
挨
拶
の

気
持
ち
の
担
い
手
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
故
事
を
踏
ま
え
て

詠
む
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
日
本
文
学
に
貫
く
梅
の
本
意
を
大
事
に
し
、
挨

拶
の
意
を
梅
の
清
雅
な
る
香
を
通
し
て
匂
い
立
た
せ
て
い
る
句
も
あ
る
。

こ
れ
も
芭
蕉
に
お
け
る
梅
花
の
句
の
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
。

六
、
追
悼
の
「
梅
花
」
と
懐
古
の
「
梅
香
」

元
禄
十
年
に
出
版
さ
れ
た
『
濱
の
ま
さ
ご
』
と
い
う
有
賀
長
伯
の
歌
学

書
に
あ
る「
梅
は
色
よ
り
も
匂
ひ
を
賞
翫
す
る
よ
し
也
」と
い
う
文
が
い
っ

て
い
る
よ
う
に
、「
梅
」
が
放
つ
薫
香
に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
こ
そ
詩
歌

に
お
け
る
「
梅
の
本
意
」
で
あ
る
が
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
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香
に
は
古
、
故
人
を
思
い
浮
か
ば
せ
る
力
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
力
は
芭

蕉
発
句
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
、
あ
る
い
は
生
か
さ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
本
節
で
検
討
す
る
。

蒟
蒻
の
さ
し
み
も
す
こ
し
梅
の
花　
　
　

芭
蕉　

『
蕉
翁
句
集
』
で
は
元
禄
六
年
の
こ
の
句
に
対
し
て
「
去
来
へ
遣
ス
」

と
い
う
前
書
が
付
さ
れ
て
い
る
上
、「
此
句
ハ
無
人
の
こ
と
抔
云
つ
い
で

と
云
り
」
と
い
う
注
記
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。
前
書
が
言
っ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
句
は
故
人
へ
の
追
善
句
で
あ
り
、
亡
く
な
っ
た
去
来
の
妹
、
千

子
を
偲
ぶ
念
が
一
句
か
ら
し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る
。
八
亀
師
勝
は
挨
拶

吟
に
つ
い
て
、「
挨
拶
・
謝
意
・
祝
賀
・
歓
迎
の
心
を
詠
ん
だ
句
。
広
義

の
挨
拶
の
句
（
追
悼
句
、
留
別
吟
な
ど
も
含
む
）
と
は
や
や
違
う（

（1
（

」
と
述

べ
て
い
る
通
り
、
こ
こ
の
追
悼
吟
は
挨
拶
吟
の
ジ
ャ
ン
ル
に
数
え
ら
れ
な

い
。潁

原
退
蔵
氏
は
こ
の
句
を
「
梅
は
咲
い
た
け
れ
ど
も
、
春
も
ま
だ
肌
寒

い
。
そ
の
梅
を
手
折
り
蒟
蒻
を
供
へ
て
、
ひ
そ
や
か
に
故
人
の
追
福
を
修

す
る
さ
ま
を
、か
う
し
て
去
来
に
言
ひ
送
つ
た
の
だ（

（1
（

」
と
解
釈
し
て
い
る
。

ま
た
『
芭
蕉
全
句
』
は
一
句
の
意
味
を
「
亡
き
人
の
忌
日
と
て
、
蒟
蒻
の

刺
し
身
も
少
し
添
え
斎
膳
を
供
え
た
。
庭
前
に
は
、
余
寒
の
中
に
梅
の
花

が
咲
き
出
て
故
人
を
偲
ぶ
心
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
注
し
、
咲
い
て
い
る
梅

は
故
人
を
偲
ぶ
の
に
相
応
し
い
と
梅
花
に
賦
与
さ
れ
た
懐
古
の
意
を
示
唆

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
で
は
、
本

句
が
「
仏
前
に
こ
ん
に
ゃ
く
の
刺
身
を
少
し
と
梅
の
花
を
供
え
や
っ
て
く

れ
よ
、と
去
来
に
頼
ん
で
い
る
句
と
取
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
よ
う
に
解
読
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
の
解
釈
書
で
は
ほ
ぼ
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
と
同
じ
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
梅
の
本
意

ま
で
言
及
し
て
い
な
い
。

一
句
に
お
い
て
、「
蒟
蒻
の
さ
し
み
」
と
い
う
俗
語
、
い
わ
ゆ
る
俳
言

と
「
梅
の
花
」
と
い
う
歌
語
と
の
組
み
合
わ
せ
に
俳
諧
性
が
感
じ
取
れ
る
。

『
蕉
翁
句
集
』
の
注
に
よ
る
と
、「
蒟
蒻
の
さ
し
み
」
と
は
故
人
の
仏
前
へ

の
供
え
物
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
梅
の
花
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

俗
っ
ぽ
い
「
蒟
蒻
の
さ
し
み
」
に
清
雅
さ
、
慎
ま
し
さ
も
同
時
に
加
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、「
梅
の
花
」
は
本
句
に
お
い
て
故
人
を
偲

ば
せ
る
役
割
の
ほ
か
、
一
句
の
俳
諧
性
を
産
み
出
す
働
き
も
同
時
に
備
え

て
い
る
。

潁
原
氏
は
梅
を
手
折
っ
て
「
蒟
蒻
の
さ
し
み
」
と
一
緒
に
亡
き
人
へ
供

え
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
梅
そ
の
も
の
よ
り
は
梅
の
香
も
そ
の
奥
に
潜

ん
で
い
る
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
。
ま
ず
梅
は
ど
に
咲
い
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
元
禄
六
年
の
春
、
芭
蕉
は
江
戸
に
滞
在
し
、
三
月
二
十
九
日
か

ら
四
月
三
、四
日
ま
で
許
六
亭
に
逗
留
し
た
。
ま
た
『
蕉
翁
句
集
』
な
ど

に
あ
る
前
書
「
去
来
へ
遣
ス
」
か
ら
す
る
と
、
こ
の
句
は
去
来
へ
送
っ
た
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手
紙
に
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
が
判
断
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、去
来
に
頼
み
、

「
蒟
蒻
の
さ
し
み
」
と
「
梅
の
花
」
を
仏
前
に
供
え
っ
て
く
れ
と
い
う
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
解
釈
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
り
、
梅
の
花

を
折
る
よ
り
は
、
古
を
偲
ば
せ
る
力
の
あ
る
香
を
借
り
て
故
人
を
供
養
す

る
と
い
う
意
で
取
っ
た
ほ
う
が
適
当
だ
と
考
え
る
。
一
句
は
正
に
今
日
は

故
人
の
忌
日
と
て
、
今
出
来
上
が
り
の
「
蒟
蒻
の
さ
し
み
」
を
少
し
仏
前

に
供
え
て
、
故
人
の
事
を
思
い
出
し
て
い
る
と
い
う
芭
蕉
自
身
の
様
子
を

詠
み
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
咲
き
乱
れ
る
梅
の
花
の
清
ら
か
な
香
を
嗅

い
で
、
故
人
を
偲
ぶ
気
持
ち
が
よ
り
一
層
膨
ら
ん
で
き
た
。
蒟
蒻
を
大
好

物
で
あ
る
芭
蕉
の
事
を
よ
く
知
っ
て
い
る
去
来
は
、
き
っ
と
温
か
い
気
持

ち
で
こ
の
句
を
詠
み
、
恩
師
の
心
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
梅
の
香
と
「
蒟
蒻
の
さ
し
み
」
の
香
が
溶
け
込
ん
で
い
る
様

が
一
句
に
詠
ま
れ
、
香
の
意
が
一
句
の
中
に
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
庭

に
咲
く
梅
の
香
で
も
と
も
と
精
進
料
理
で
あ
る
「
蒟
蒻
の
さ
し
み
」
の
上

に
更
な
る
清
ら
か
な
香
を
立
ち
の
ぼ
ら
せ
、
こ
れ
を
故
人
に
供
え
よ
う
と

い
う
芭
蕉
の
思
い
、
ま
た
亡
く
な
っ
た
友
人
へ
の
追
悼
の
念
は
梅
の
香
に

よ
っ
て
よ
り
明
白
に
窺
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
句
も
梅
の

本
意
を
巧
み
に
生
か
し
た
上
で
、「
蒟
蒻
」
と
い
う
俗
語
を
配
す
る
こ
と

を
通
し
て
新
し
み
を
醸
し
出
し
た
一
句
で
あ
る
。『
俳
諧
問
答
』
に
あ
る
、

惣
別
お
も
き
軽
き
と
い
ふ
事
、
趣
向
又
は
詞
つ
ゞ
き
容
易
な
る
を
か

る
き
と
お
ぼ
え
侍
り
て
、
上
を
ぬ
ぐ
ひ
た
る
や
う
な
る
句
、
此
ご
ろ

い
く
ば
く
か
侍
る
。
そ
れ
は
う
つ
け
た
る
と
い
ふ
も
の
に
て
、
か
る

き
と
い
ふ
も
の
に
は
な
し
。（
中
略
）
か
る
き
と
い
ふ
ハ
、
発
句
も

附
句
も
求
ず
し
て
た
ゞ
に
見
る
が
ご
と
き
を
言
ふ
也
。
詞
の
容
易
な

る
趣
向
の
軽
き
事
を
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
腸
の
厚
き
所
よ
り
出
て
一
句

の
上
に
自
然
と
あ
り
。

と
い
う
一
文
か
ら
み
れ
ば
、
芭
蕉
が
晩
年
追
及
し
て
い
る
「
軽
み
」
と
は

作
意
に
よ
ら
ず
、
素
直
に
物
事
を
詠
み
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
貞
門
談
林

の
機
知
な
る
言
葉
遊
び
と
は
違
い
、「
新
し
み
」
を
恣
意
的
に
作
り
出
す

こ
と
で
は
な
く
、
自
然
と
感
じ
た
も
の
と
目
に
し
た
も
の
を
吟
ず
る
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
蒟
蒻
の
」
一
句
は
目
に
し
た
風
物
、
嗅
覚
の
刺
激
、

俳
言
と
雅
語
を
う
ま
く
調
和
し
、
自
然
的
に
気
持
ち
を
言
い
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
「
軽
み
」
と
い
う
芸
術
境
界
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
芭
蕉
が
「
梅
」
に
対
す
る
取
り
扱
い
方
も
よ
り
成
熟
に
、「
古
人
や

古
代
を
偲
ば
せ
る
」
と
い
う
梅
の
本
意
を
巧
み
に
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
俳
聖
と
呼
ば
れ
た
芭
蕉
も
、
和
歌
以
来
の
流
れ
を
汲
み
、

梅
香
に
含
蓄
さ
れ
て
い
る
趣
旨
を
生
か
し
て
幾
つ
か
の
句
を
吟
詠
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
芭
蕉
に
お
け
る
梅
の
句
を
検
討
す
る
場
合
、

薫
香
あ
る
い
は
嗅
覚
を
活
用
し
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
元
禄
期
は
蕉
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風
俳
諧
が
よ
り
高
次
な
世
界
へ
と
昇
華
す
る
一
番
重
要
な
時
期
で
あ
る
。

『
奥
の
細
道
』
の
旅
を
は
じ
め
、「
不
易
流
行
」、「
か
る
み
」
な
ど
の
理
念

が
打
ち
出
さ
れ
、
芭
蕉
俳
諧
は
今
ま
で
と
は
違
い
、
よ
り
素
直
に
物
事
を

取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。『
去
来
抄
』「
修
行
教
」
の
部
に
、

不
易
を
知
ら
ざ
れ
ば
基
立
が
た
く
、
流
行
を
辨
へ
ざ
れ
ば
風
あ
ら
た

な
ら
ず
。
不
易
は
古
に
よ
ろ
し
く
、
後
に
叶
ふ
句
な
れ
ば
、
千
歳
不

易
と
い
ふ
。
流
行
は
一
時
一
時
の
變
に
し
て
、
昨
日
の
風
今
日
よ
ろ

し
か
ら
ず
、
今
日
の
風
明
日
に
用
ひ
が
た
き
ゆ
へ
、
一
時
流
行
と
は

云
は
や
る
事
を
い
ふ
な
り
。

と
い
う
一
文
が
あ
る
が
、
普
遍
的
な
「
梅
の
本
意
」
を
用
い
、
そ
こ
に
時

代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
新
た
み
を
書
き
加
え
、
心
情
を
陳
べ
る
こ
と

は
正
に
こ
の
「
不
易
流
行
」
の
論
と
よ
く
適
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま

た
、こ
の
よ
う
な
こ
と
は
元
禄
に
詠
ま
れ
た
次
の
一
句
か
ら
も
見
ら
れ
る
。

梅
が
香
に
昔
の
一
字
あ
は
れ
な
り　

芭
蕉

　
『
笈
日
記
』「
文
通
」
の
部
に
あ
る
「
何
某
新
八
去
年
の
春
み
ま
か
り
け

る
を
、ち
ゝ
梅
丸
子
も
と
へ
申
つ
か
は
し
侍
る
」
と
い
う
一
文
に
よ
れ
ば
、

こ
の
句
は
元
禄
七
年
、
美
濃
大
垣
の
梅
丸
の
息
子
新
八
の
一
周
忌
に
際
し

て
、
梅
丸
に
宛
て
た
追
善
句
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
『
笈
日
記
』

で
は
、
こ
の
句
の
後
ろ
に
「
一
歳
の
夢
の
ご
と
く
に
し
て
、
猶
俤
立
さ
ら

ぬ
歎
の
ほ
ど
、
お
も
ひ
や
り
け
る
斗
に
候
。
二
月
十
三
日
、
梅
丸
老
人
」

と
い
う
内
容
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
か
ら
悲
し
み
に
駆
ら
れ
る
芭

蕉
の
気
持
ち
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。東
海
呑
吐
は『
芭
蕉
句
解
』に
お
い
て
、

当
吟
は
或
人
追
悼
の
句
也
。
句
意
は
梅
が
香
を
詠
ぜ
し
事
の
誠
に
昨

日
の
様
な
れ
ど
も
、
早
其
人
は
な
く
成
て
、
昔
と
云
一
字
の
み
残
れ

り
。
然
ば
む
か
し
の
一
字
哀
也
と
心
を
添
て
聞
時
は
、
其
跡
も
人
に

語
り
が
た
し
。

と
一
句
を
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、『
芭
蕉
講
座
発
句
篇
』
は
「
昔
の
一
字
」

は
業
平
の
歌
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
身
一
つ
は
も
と
の
身

に
し
て（

（1
（

」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
昔
」
の
一
字
の
由
来

に
対
す
る
説
が
幾
つ
か
も
あ
る
が
、
呑
吐
が
い
っ
た
「
昔
の
一
字
」
は
悲

し
み
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

芭
蕉
が
亡
く
な
る
元
禄
七
年
に
詠
ま
れ
た
こ
の
句
は
梅
が
香
に
故
人
を

偲
ば
せ
る
と
い
う
本
意
を
生
か
し
つ
つ
、
品
高
い
梅
の
香
り
で
梅
丸
の
子

を
偲
ぶ
追
善
句
の
品
格
を
高
め
た
。
咲
く
梅
の
香
り
に
対
し
て
、「
昔
」

の
一
字
は
哀
れ
に
感
じ
る
。ま
た
梅
は
変
わ
ら
ず
に
香
り
高
く
咲
い
た
が
、

そ
の
梅
の
ご
と
き
人
が
す
で
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
。「
昔
の
一
字
」
は
無

論
一
句
の
中
で
詠
嘆
の
意
を
強
め
た
が
、
梅
の
香
も
一
句
に
お
い
て
か
な

り
の
働
き
を
果
た
し
て
い
る
。
梅
の
本
意
、
つ
ま
り
「
古
を
偲
ば
せ
る
」

香
り
を
う
ま
く
生
か
し
て
追
悼
の
念
を
詠
み
上
げ
て
い
る
。

芭
蕉
の
梅
の
句
は
全
部
で
三
十
一
句
あ
る
が
、
明
ら
か
に
梅
の
香
を
生
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か
し
て
吟
詠
し
た
句
は
半
分
以
上
も
あ
り
、
芭
蕉
の
梅
の
句
に
お
い
て
最

も
多
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
芭
蕉
は
梅
の
馥
郁
た
る
香
を
通
し
、
古

典
美
へ
立
ち
返
り
な
が
ら
、
現
世
界
に
お
け
る
自
分
自
身
の
心
境
を
あ
り

あ
り
と
言
い
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、芭
蕉
の
梅
の
句
は
「
梅
の
本
意
」
を
最
大
限
に
生
か
し
、

古
典
美
を
髣
髴
さ
せ
る
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
と
自
分
の
内
心

を
う
ま
く
調
和
さ
せ
、
芭
蕉
晩
年
に
重
ん
じ
る
「
軽
み
」
も
こ
れ
ら
梅
の

句
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
言
え
ば
、
旅
を
栖
と
し
、
新
風

を
開
創
し
た
芭
蕉
は
常
に
伝
統
を
単
な
る
受
け
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
発
展

と
い
う
延
長
線
の
上
に
立
ち
な
が
ら
伝
統
を
よ
り
豊
か
に
粉
飾
す
る
の
で

あ
る
。七

、
終
わ
り
に

「
色
よ
り
も
香
こ
そ
あ
は
れ
と
思
ほ
ゆ
れ
誰
が
袖
ふ
れ
し
宿
の
梅
ぞ
も
」

と
い
う
『
古
今
集
』
の
よ
う
に
、
日
本
文
学
に
お
い
て
、
梅
は
香
を
賞
翫

す
る
も
の
で
あ
る
。
和
歌
や
漢
詩
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
独
自
の
文
化
を

創
り
出
そ
う
と
す
る
俳
諧
に
も
、
梅
の
香
に
か
な
り
の
比
重
を
置
く
こ
と

が
数
多
く
の
例
か
ら
看
取
で
き
る
。

芭
蕉
に
は
梅
の
発
句
が
三
十
一
句
あ
る
が
、
年
代
に
よ
っ
て
句
作
り
の

特
徴
も
変
わ
っ
て
く
る
。
寛
文
か
ら
元
和
の
時
期
の
句
か
ら
は
、
ま
だ
貞

門
談
林
の
余
臭
が
感
じ
ら
れ
、
言
葉
遊
び
や
洒
落
の
段
階
に
立
ち
止
ま
っ

て
い
る
。
貞
享
期
に
入
っ
て
か
ら
、
漢
籍
な
ど
を
踏
ま
え
、
梅
の
香
を
巧

み
に
吟
詠
し
、
梅
を
挨
拶
吟
の
中
に
詠
み
込
み
始
め
た
。
ま
た
元
禄
期
に

入
っ
た
芭
蕉
は
よ
り
一
層
梅
の
本
意
に
心
が
け
、
そ
の
伝
統
的
な
取
り
扱

い
方
を
生
か
し
、
古
典
美
を
髣
髴
さ
せ
つ
つ
、
実
世
界
に
お
け
る
自
分
の

内
心
を
如
実
に
表
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
上
、「
軽
み
」、「
不
易

流
行
」
な
ど
へ
の
追
及
に
伴
い
、
一
句
一
句
に
俳
言
を
取
り
入
れ
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
捉
え
方
が
よ
り
明
ら
か
に
看
取
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

千
年
不
変
の
香
り
、
古
を
偲
ば
せ
る
香
気
を
放
つ
花
々
は
ほ
か
に
も
花

橘
、
柚
の
花
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
日
中
詩
歌
と
も
に
愛
で
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
詠
み
方
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
人
間
の
五
感
を

巧
み
に
生
か
す
俳
諧
は
極
め
て
こ
の
香
を
目
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
奥

ゆ
か
し
い
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
香
の
本
意
、
ま

た
そ
の
中
に
含
意
さ
れ
い
る
時
間
性
と
空
間
性
を
究
明
す
る
こ
と
は
非
常

に
大
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
芭
蕉
俳
諧
で
は
な
く
、
日
本
文

学
あ
る
い
は
美
学
に
貫
く
根
本
的
な
も
の
、
独
特
性
な
ど
を
探
求
す
る
こ

と
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。



154

〔
注
〕

（
1
）　
「
林
逋
の
詩
と
梅
の
歌
―
―
室
町
時
代
の
詠
梅
歌
の
変
化
と
宋

詩
」．
渡
瀬
淳
子
．『
中
世
文
学
』
58
号
．
二
〇
一
三
．

（
2
）　
「
う
た
て
匂
ひ
の
袖
に
と
ま
れ
る—

『
新
撰
万
葉
集
』
と
『
古
今

和
歌
集
』」．
山
本
登
朗
．『
短
歌
と
国
文
学
110
号
』．

（
3
）　
『
芭
蕉
俳
句
研
究
』．
幸
田
露
伴
．
岩
波
書
店
．
大
正
十
一
年
．

（
4
）　
『
続
芭
蕉
俳
句
評
釈
』．
寒
川
鼠
骨
．
大
学
館
．
明
治
四
十
六
年
．

（
5
）　
「
俳
諧
に
お
け
る
寓
言
論
の
発
生
に
つ
い
て
」．
田
中
善
信
．『
初

期
俳
諧
の
研
究
』
に
収
録
．
新
典
社
．
一
九
八
九
．

（
6
）　
『
芭
蕉
全
発
句
』．
山
本
健
吉
．
講
談
社
．
二
〇
一
二
．

（
7
）　
『
芭
蕉
歳
時
記
』．
乾
裕
幸
．
富
士
見
書
房
．
一
九
九
一
．

（
8
）　
『
芭
蕉
の
一
句
』．
髙
柳
克
弘
．
ふ
ら
ん
す
堂
．
二
〇
〇
八
．

（
9
）　
『
芭
蕉
俳
句
評
釈
』．
内
藤
鳴
雪
．
大
学
館
．
明
治
三
十
七
年

（
10
）　
『
芭
蕉
の
門
人
た
ち
』．
中
里
富
美
雄
．
渓
声
出
版
．
一
九
八
七
．

（
11
）　
『
芭
蕉
句
集
講
義
』
春
之
巻
．
角
田
竹
冷
．
博
文
館
．
大
正
四
年
．

（
12
）　
『
古
事
類
苑
』．
神
宮
司
庁
編
．
古
事
類
苑
刊
行
会
．
一
九
〇
八
～

一
九
三
〇
．

（
13
）　
『
暖
簾
考
』．
谷
峯
蔵
．
日
本
書
籍
．
一
九
七
九
．
第
二
十
三
頁
．

（
14
）　
『
講
座
日
本
風
俗
史
』
別
巻
八
．
遠
藤
武
．
雄
山
閣
．
一
九
六
〇
．

原
文

：「
暖
簾
の
語
源
は
禅
語
の
ノ
ウ
レ
ン
よ
り
で
た
も
の
で
、
僧
堂

内
で
風
気
を
防
ぐ
意
味
か
ら
さ
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
古

来
よ
り
日
よ
け
的
意
味
を
を
も
っ
た
布
帛
を
幌
、
つ
ま
り
ト
バ
リ
と

い
ゝ
、
蔀
を
あ
げ
た
際
の
日
除
け
的
な
も
の
で
あ
り
、
時
に
は
障
子
的

な
役
割
を
さ
え
は
た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」。

（
15
）　
『
芭
蕉
名
句
評
釈
』．
島
田
青
峰
．
非
凡
閣
．
一
九
三
四
．

（
16
）　
「
芭
蕉
の
挨
拶
の
句
」
八
亀
師
勝
．『
ア
カ
デ
ミ
ア
63
』．

一
九
六
八
．

（
17
）　
『
芭
蕉
俳
句
新
講
』．
潁
原
退
蔵
．
岩
波
書
店
．
一
九
五
一
．

（
18
）　
『
芭
蕉
講
座
発
句
篇（
上
）』．
加
藤
楸
邨
．
三
省
堂
．
昭
和
十
八
年
．

参
考
文
献

①　
『
芭
蕉
の
恋
句
』．
東
雅
明
．
岩
波
新
書
．
一
九
七
九
．

②　
「
芭
蕉
の
挨
拶
の
句
」
八
亀
師
勝
．『
ア
カ
デ
ミ
ア
63
』．
一
九
六
八
．

③　
『
芭
蕉
―
そ
の
鑑
賞
と
批
評
』．
山
本
健
吉
．
飯
塚
書
店
．

二
〇
〇
六
．

④　
「
芭
蕉
と
梅
の
花
（
上
）」
佐
藤
圓
．『
解
釈
10
』．
解
釈
学
会
．

一
九
七
四
．
／
「
芭
蕉
と
梅
の
花
（
下
）」
佐
藤
圓
．『
解
釈
3
』．
解

釈
学
会
．
一
九
七
五
．

⑤　
『
花
の
変
奏
―
―
花
と
日
本
文
化
』．
中
西
進
．
ぺ
り
か
ん
社
．

一
九
九
七
．
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⑥　
「
梅
が
香
」
乾
裕
幸
．『
俳
句
研
究
56
（
2
）』．
俳
句
研
究
社
．

一
九
八
九
．

⑦　
『
発
想
と
表
現
』．「
季
の
詞
―
―
こ
の
秩
序
の
世
界
」
山
本
健
吉
．

角
川
書
店
．
昭
和
四
十
五
年
．

付
録

：

和
歌
に
お
け
る
「
梅
花
」

『
万
葉
集
』

百
十
九
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
に
鶯

十
四
首

827

春
さ
れ
ば
木
末
隠
り
て
鶯
ぞ
鳴
き
て
去

ぬ
な
る
梅
が
下
枝
に

小
典
山
氏
若
麻
呂

梅
に
春
雨

四
首

792

春
雨
を
待
つ
と
に
し
あ
ら
し
我
が
や
ど

の
若
木
の
梅
も
い
ま
だ
ふ
ゝ
め
り

藤
原
久
須
麻
呂

折
る
／
か
ざ
し

二
十
二
首

821

青
柳
梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
飲
み
て

の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し

笠
沙
弥

梅
に
雪

二
十
二
首

844

妹
が
家
に
雪
か
も
降
る
と
見
る
ま
で
に

こ
こ
だ
も
ま
が
ふ
梅
の
花
か
も

小
野
国
堅

咲
く
／
盛
り
／
散
る
三
十
七
首

851

我
が
宿
に
盛
り
に
咲
け
る
梅
の
花
散
る

べ
く
な
り
ぬ
見
む
人
も
が
も

大
伴
旅
人

梅
が
香

一
首

4500

梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
遠
け
ど
も
心

も
し
の
に
君
を
し
ぞ
思
ふ

市
原
王

そ
の
他

十
九
首

453

我
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
木
見
る
ご
と
に

心
咽
せ
つ
ゝ
涙
し
流
る

大
伴
旅
人

『
古
今
集
』
春

十
七
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
に
鶯

三
首

⑤
番

梅
が
え
に
き
ゐ
る
鶯
春
か
け
て
な
け
ど

も
い
ま
だ
雪
は
ふ
り
つ
ゝ

読
人
し
ら
ず

㉜
番

折
り
つ
れ
ば
袖
こ
そ
に
ほ
へ
梅
花
あ
り

と
や
こ
ゝ
に
う
ぐ
い
す
の
な
く

読
人
し
ら
ず

梅
色

二
首

㊲
番

よ
そ
に
の
み
あ
は
れ
と
ぞ
み
し
梅
花
あ

か
ね
色
か
は
折
り
て
な
り
け
り

素
性
法
師

㊳
番

き
み
な
ら
で
誰
に
か
み
せ
ん
梅
花
色
を

も
か
を
も
し
る
人
ぞ
し
る

紀
友
則

梅
が
香

十
一
首

㉝
番

色
よ
り
も
か
こ
そ
あ
は
れ
と
お
も
ほ
ゆ

れ
た
が
袖
ふ
れ
し
や
ど
の
梅
ぞ
も

読
人
し
ら
ず

㊵
番

月
夜
に
は
そ
れ
と
も
見
え
ず
梅
花
か
を

た
づ
ね
て
ぞ
し
る
べ
か
り
け
る

凡
河
内
躬
恒

㊶
番

春
の
夜
の
や
み
は
あ
や
な
し
梅
花
色
こ

そ
み
え
ね
か
や
は
か
く
る
ゝ

凡
河
内
躬
恒

㊽
番

ち
り
ぬ
と
も
か
を
だ
に
の
こ
せ
梅
花
こ

ひ
し
き
時
の
思
ひ
い
で
に
せ
ん

読
人
し
ら
ず

そ
の
他

二
首

㉞
番

や
ど
ち
か
く
梅
の
花
う
へ
じ
あ
ぢ
き
な

く
松
人
の
か
に
あ
や
ま
た
れ
け
り

読
人
し
ら
ず

『
後
撰
集
』
春

十
八
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
に
春
雨

二
首

㉜
番

春
雨
の
ふ
ら
ば
の
山
に
ま
じ
り
な
ん
梅

の
花
が
さ
あ
り
と
い
ふ
な
り

読
人
し
ら
ず

梅
折
る

四
首

⑯
番

な
ほ
ざ
り
に
折
り
つ
る
も
の
を
梅
花
こ

き
か
に
我
や
衣
そ
め
て
む

閑
院
左
大
臣

梅
色

三
首

㊹
番

紅
に
色
を
ば
か
へ
て
梅
花
か
ぞ
こ
と
ご

と
に
に
ほ
は
ざ
り
け
る

凡
河
内
躬
恒

梅
が
香

三
首

㉛
番

梅
花
香
を
ふ
き
か
く
る
春
風
に
心
を
そ

め
ば
人
や
と
が
め
む

読
人
し
ら
ず

そ
の
他

六
首

㉖
番

わ
が
や
ど
の
梅
の
は
つ
花
ひ
る
は
雪
よ

る
は
月
と
も
見
え
ま
が
ふ
か
な

読
人
し
ら
ず
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『
拾
遺
集
』

三
十
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
に
雪

六
首

⑧
番

春
立
ち
て
猶
ふ
る
雪
は
梅
の
花
さ
く
ほ

ど
も
な
く
ち
る
か
と
ぞ
見
る

凡
河
内
躬
恒

折
る
／
か
ざ
る

五
首

1005

あ
か
ざ
り
し
君
が
に
ほ
ひ
の
こ
ひ
し
さ

に
梅
の
花
を
ぞ
け
さ
は
折
り
つ
る

後
醍
醐
院

梅
色

二
首

㉛
番

匂
を
ば
風
に
そ
ふ
と
も
梅
の
花
色
さ
へ

あ
や
な
あ
だ
に
ち
ら
す
な

能
宣

梅
が
香

四
首

1006

こ
ち
ふ
か
ば
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
花

あ
る
じ
な
し
と
て
春
を
わ
す
る
な

道
真

そ
の
他

十
三
首

㉙
番

あ
さ
ま
だ
き
お
き
て
ぞ
見
つ
る
梅
の
花

夜
の
ま
の
風
う
し
ろ
め
た
さ
に

元
良
親
王

『
後
拾
遺
集
』
春

十
六
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
色

一
首

54

梅
の
花
香
は
こ
と
ご
と
に
に
ほ
は
ね
ど

薄
く
濃
く
こ
そ
色
は
咲
き
け
れ

清
原
元
輔

梅
が
香

十
三
首

52

春
の
夜
の
闇
に
し
あ
れ
ば
に
ほ
ひ
く
る

梅
よ
り
ほ
か
の
花
な
か
り
け
り

藤
原
公
任

そ
の
他

二
首

64

た
づ
ね
く
る
人
に
も
見
せ
む
梅
の
花
散

る
と
も
見
つ
に
な
か
れ
さ
ら
な
む

読
人
し
ら
ず

『
金
葉
和
歌
集
』
春

十
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
に
鶯

五
首

⑮
番

け
ふ
よ
り
や
梅
の
立
枝
に
鶯
の
こ
ゑ
さ

と
な
る
る
は
じ
め
な
る
ら
む

春
宮
大
夫
公
実

梅
が
香

四
首

㉕
番

む
め
が
え
に
風
や
ふ
く
ら
ん
春
の
夜
は

を
ら
ぬ
袖
さ
へ
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な

前
太
宰
大
弐
長
房

そ
の
他

一
首

㉖
番

け
ふ
こ
こ
に
見
に
来
ざ
り
せ
ば
梅
の
花

ひ
と
り
や
春
の
風
に
ち
ら
ま
し

大
納
言
経
信

『
詞
花
和
歌
集
』

二
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
が
香

二
首

⑨
番

吹
き
来
れ
ば
香
を
な
つ
か
し
み
梅
の
花

散
ら
さ
ぬ
ほ
ど
の
春
風
も
が
な

源
時
綱

⑩
番

梅
の
花
に
ほ
ひ
を
道
の
し
る
べ
に
て
主

も
知
ら
ぬ
宿
に
来
に
け
り

藤
原
定
家

『
千
載
和
歌
集
』

十
六
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
に
雪

二
首

⑮
番

咲
き
染
む
る
梅
の
立
ち
枝
に
降
る
雪
の

重
な
る
数
を
十
重
と
こ
そ
思
へ

藤
原
俊
忠

折
る
／
か
ざ
し

一
首

㉑
番

む
め
の
花
を
り
て
か
ざ
し
に
さ
し
つ
れ

ば
衣
に
お
つ
る
雪
か
と
ぞ
見
る

徳
大
寺
公
能

梅
が
香

九
首

㉔
番

春
の
夜
は
の
き
ば
の
む
め
を
も
る
月
の

光
も
か
を
る
心
ち
こ
そ
す
れ

藤
原
俊
成

そ
の
他

四
首

⑲
番

今
よ
り
は
む
め
咲
く
や
と
は
心
せ
ん
待

た
ぬ
に
来
ま
す
人
も
有
り
け
り

大
納
言
師
頼

『
新
古
今
集
』
春

十
六
首

番
号

例
　
　
歌

作
　
者

梅
に
雪

一
首

㉘
番

梅
が
枝
に
物
う
き
程
に
散
る
雪
を
花
と

も
い
は
じ
春
の
名
立
に

源
重
之

梅
に
鶯

一
首

㉚
番

梅
が
枝
に
鳴
き
て
う
つ
ろ
ふ
鶯
の
羽
し

ろ
た
へ
に
淡
雪
ぞ
ふ
る

山
邊
赤
人

折
る

一
首

50
　
　

 「
二
月
雪
落
衣
」
と
い
ふ
事
を
よ

み
侍
り
け
る    

梅
ち
ら
す
風
も
こ
え
て
や
吹
き
つ
ら
ん

か
を
れ
る
雪
の
袖
に
み
だ
る
ゝ

康
資
王
母

梅
が
香

八
首

㊵
番

大
空
は
梅
の
に
ほ
ひ
に
霞
み
つ
ゝ
く
も

り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
月

藤
原
定
家

㊹
番

梅
の
花
に
ほ
ひ
を
う
つ
す
袖
の
上
に
軒

も
る
月
の
影
ぞ
あ
ら
そ
ふ

藤
原
定
家

㊺
番

梅
が
香
に
昔
を
と
へ
ば
春
の
月
こ
た
へ

ぬ
影
ぞ
袖
に
う
つ
れ
る

藤
原
定
家

そ
の
他

五
首

52

詠
め
つ
る
今
日
は
昔
に
な
り
ぬ
共
軒
ば

の
梅
は
我
を
忘
る
な

式
子
内
親
王

 

　
（
こ　

ぶ
ん
か
い
／
本
学
大
学
院
生
）


