
言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

森

田

雅

也

一
、
は
じ
め
に

本
稿
は
、
関
西
学
院
大
学
図
書
館
蔵
「
言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』」（
図
書
館
資
料
名
は
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
み
）
の
翻
刻

注
釈
と
研
究
で
あ
る
。
本
資
料
は
二
〇
一
四
年
度
に
関
西
学
院
大
学
を
会
場
校
と
し
て
開
催
さ
れ
た
「
第
六
十
六
回
俳
文
学
会
全
国
大

会
」
に
併
せ
て
行
わ
れ
た
、
本
学
大
学
図
書
館
展
示
「
西
鶴
と
談
林
俳
諧
」
に
お
い
て
、
未
公
開
資
料
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
写

真
・
翻
刻
等
は
公
表
し
て
お
ら
ず
初
出
資
料
で
あ
る
。
資
料
公
開
翻
刻
な
ら
び
に
写
真
掲
載
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
関
西
学
院
大
学
図
書

館
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

二
、
書
誌
・
解
題

底
本

関
西
学
院
大
学
所
蔵
本
。

体
裁

巻
子
本
。
一
巻
。

寸
法

縦
二
三
・
三
（
糎
）。
長
さ
六
米
七
六
・
〇
（
糎
）。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究
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成
立

成
立
年
不
明
。
書
写
年
次
不
明
。

一
軸
で
あ
る
が
、
以
下
の
翻
刻
で
も
明
白
な
よ
う
に
、
序
文
に
「
一
冊
」
と
あ
り
、
手
擦
れ
の
跡
も
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
元
は
袋

綴
り
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
一
紙
の
長
さ
は
お
お
む
ね
、
一
六
・
五
（
糎
）
か
ら
一
八
・
二
（
糎
）。
計
三
十
八
枚
の
紙
を
継
い
で
い

る
。鈍

色
布
表
紙
。
金
切
箔
散
ら
し
の
鳥
の
子
の
題
簽
に
、「
池
西
氏
言
水
自
筆
評
点
／
誹
諧
愛
宕
土
産

可
信
編
」
と
あ
る
。
最
終
丁
直

前
の
「
言
水
」
の
文
字
の
特
徴
は
現
存
す
る
自
筆
「
言
水
」
の
特
徴
を
十
分
に
有
し
て
い
る
。
見
返
し
は
、
金
切
箔
散
ら
し
の
鳥
の
子
の

紙
。
本
文
料
紙
は
楮
紙
。
一
面
に
四
句
を
基
本
と
し
て
い
る
。
水
濡
れ
跡
、
墨
の
滲
み
、
虫
損
、
や
ぶ
れ
な
ど
あ
り
、
一
部
の
文
字
が
見

え
な
い
。
裏
打
ち
補
修
を
行
っ
て
い
る
。
本
文
の
書
き
誤
り
に
は
薄
様
で
隠
し
て
い
る
が
、
編
者
可
信
が
推
敲
の
過
程
を
伝
え
る
た
め
と

へ
ん
じ
ょ

も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
最
終
丁
の
四
行
抹
消
は
、
辛
う
じ
て
現
物
の
画
像
処
理
よ
り
「
家
内
へ

邊
書
の
礼
は
我
身
の
外
の
文
化
拾

手
形
の
二
篇
の
み
を
家
内
へ
■
■
■
」
と
読
め
る
が
、
こ
れ
は
巻
子
本
に
装
丁
し
た
者
か
、
後
日
に
「
冊
子
」
を
保
有
し
た
者
が
私
に
古

紙
を
用
い
て
補
訂
し
た
粗
末
さ
を
伝
え
る
。
そ
の
最
終
丁
に
は
本
文
と
は
違
う
手
で
再
度
秀
句
を
あ
げ
て
い
る
が
、
句
に
漏
れ
が
あ
り
、

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究
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こ
の
字
の
主
が
巻
子
本
へ
の
軸
装
を
指
示
、
あ
る
い
は
実
行
を
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
巻
子
本
と
し
て
は
成
立
は
新
し
い
よ
う
に
見
え

る
。
一
巻
は
桐
材
の
印
籠
蓋
箱
に
収
納
さ
れ
、
そ
の
中
に
墨
書
で
「
幽
吟

俳
人
神
戸
氏

又
友
琴
、
幽
琴
、
と
云
。
別
号
、
山
茶
花
、

識
趣
斎
。
寛
永
十
年
京
都
ニ
生
る
。
北
村
季
吟
ニ
学
び
、
後
点
ニ
な
る
。
地
方
俳
壇
を
啓
発
す
。
宝
永
三
年
（
一
七
四
六
）。
没
年
七
十

四
。」
と
す
る
が
、
冒
頭
に
「
俳
諧
大
辞
典
に
よ
る
」
と
あ
り
、
明
ら
か
に
後
日
の
も
の
で
あ
る
が
箱
書
き
と
の
関
係
か
ら
参
考
と
し
て

付
し
た
。
な
お
、
末
尾
に
「
百
壱
句
置
」
と
あ
り
な
が
ら
、
私
に
ふ
っ
た
句
数
は
「
百
二
句
」
で
あ
る
が
、「

足
弱
（
ヨ
ハ
）
な
女

こ
ま
だ
す
峠
茶
屋
」
だ
け
が
付
墨
も
な
く
無
点
で
、
詠
み
人
も
不
明
で
あ
っ
て
、
違
和
感
が
あ
る
。
蓋
し
、
こ
の
「

」
を
除
け
ば
句
数

の
総
計
は
「
百
一
句
」
と
な
っ
て
符
合
し
て
い
る
。

三
、
翻
刻
・
注
釈

【
凡
例
】

一
、
本
稿
の
底
本
に
は
関
西
学
院
大
学
所
蔵
本
を
用
い
た
。

一
、
翻
刻
に
際
し
て
は
、
以
下
の
事
項
を
除
き
、
原
文
の
表
記
に
従
う
こ
と
を
原
則
と
し
た
。

一
、
旧
字
・
異
体
字
は
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

一
、
本
文
に
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
適
宜
句
読
点
・
濁
点
を
付
し
た
。

一
、
本
文
中
の
句
に
は
、
私
に
番
号
を
付
し
た
。

一
、
注
釈
は
※
で
示
し
た
。
主
に
『
謡
曲
二
百
五
十
番
』『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
用
い
た
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
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【
翻
刻
】

葉
月
上
旬
の
比
、
い
さ
ゝ
か
の
心
よ
し
あ
り
て

愛
宕
に
参
詣
し
夫
よ
り
み
や
こ
へ

出
て
、
池
西
氏
に
あ
ひ
、
物
う
ち
か
た
ら
ひ

な
ど
し
て
の
ち
、
再
一
冊
点
を
こ
ひ
（
乞
ひ
）

請
て
、

我
誹
連
の
朋
の
か
た
へ

嵯
峨
か
は
ら
け
、
笹
粽
に
そ
へ
て

つ
か
は
し
ぬ
れ
ば
、

其
名
を
「
あ
た
ご
み
や

げ
」
と
な
ん
い
ふ
な
ら
し
。

清
書
本
可
信

※「
愛
宕
山
」
は
京
都
市
上
嵯
峨
の

山
。
山
頂
に
は
愛
宕
神
社
本
社
が

あ
り
、
明
智
光
秀
「
愛
宕
百
韻
」

で
知
ら
れ
る
よ
う
に
古
来
連
歌
の

場
。
江
戸
時
代
、
愛
宕
山
は
遊
山

の
場
と
な
り
、
山
頂
か
ら
素
焼
き

の
盃
を
麓
に
向
か
っ
て
投
げ
る
厄

除
け
の
遊
び
（「
瓦
け
投
げ
」）
が

流
行
し
た
。
ま
た
、「
笹
粽
」
が

愛
宕
土
産
で
あ
る
こ
と
は
『
出
来

斎
京
土
産
』（
延
宝
五
年
刊
）
等

に
も
見
ら
れ
る
巷
間
で
は
、「
愛

宕
百
韻
」
が
愛
宕
威
徳
院
で
催
さ

れ
た
際
、
僧
た
ち
か
ら
光
秀
に
笹

粽
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
と
こ
ろ
、

「
天
が
下
」
奪
取
の
計
で
心
こ
こ

に
非
ず
の
光
秀
が
、
笹
ご
と
食
し

た
故
事
に
よ
り
愛
宕
名
物
と
な
っ

た
と
伝
え
て
い
る
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究
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独
に

な
り
て

さ
し
も淋

し
き

１
花
形
印

〽
〽
若
後
家
の
歎
も
今
に
と
ゞ
ま
ら
ず

法
貴
寺

松
義

十
四
角
印

２

〽
〽
鉄
鏡
に
手
計
入
け
り
秋
の
雨

森
屋

幽
吟

３
花
形
印

〽
〽
墓
寺
の
施
餓
鬼
は
つ
れ
ば
夕
間
暮

清
書
本

可
信

十
五
角
印

４

〽
い
に
し
へ
を
夜
は
お
も
ひ
だ
す
道
心
者法

貴
寺

正
信

５

〽
禰
宜
殿
は
神
事
は
て
ゝ
も
宮
の
番

可
信

わ
ろ
し

６

〽
若
死
の
夫
の
忌
日
を
待
女

吉

７
角
印

丸
印

花
形
印

ハ
イ

〽
〽
の
が
れ
居
ル
山
は
う
き
世
の
蠅
も
来
ず法

貴
寺

岸
水

参
角
印

８

〽
今
日
か
ら
は
松
も
朽
木
と
同
じ
事

法
貴
寺

松

※
容
姿
を
見
せ
る
相
手
も
い
な
い
の

に
独
り
淋
し
く
入
念
に
鏡
を
手
入

れ
す
る
様
か
。

※
愛
宕
の
名
も
出
る
謡
曲
『
金
札
』

か
、
詞
章
不
明
が
わ
ろ
し
か
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究
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ヤ
セ

ヤ
セ

９

〽
辻
堂
の
痩
蚊
は
肥
る
身
は
痩
ル

幽
﹇
吟
﹈

花
形
印

〽
〽
な
き
人
を
算
る
物
や
珠
数
の
粒

清
言
本

可
信

十
壱
角
印

〽
夜
明
に
は
将
基
た
を
し
の
御
伽
侍

幽
吟

〽
俊
寛
が
取
の
こ
さ
れ
し
嶋
の
内

可
信

〽
奥
つ
嶋
ち
ん
ち
ろ
り
ん
の
声
斗

法
貴
寺

松
邪

丸
印

花
形
印

コ
ロ

〽
〽
娑
婆
に
飽
リ
我
レ
鳴
殺
せ
か
ん
こ
鳥
モ
リ
ヤ

幽
吟

秀
逸
角
印

〽
夢
の
夢
づ
だ
の
袋
や
土
の
釜

平
田
村

〽
茸
狩
の
つ
れ
に
は
づ
れ
し
夕
端
山

法
貴
寺

わ
ろ
し

〽
老
が
身
の
命
を
延
ス
杜
若

大
木

盃
我

わ
ろ
し

《
書
き
損
じ
の
た
め
、
薄
紙
を
貼
り
四
行
抹
消
》

※「
算
る
」
は
「
か
ぞ
へ
る
」。
先
に

鬼
籍
に
入
っ
た
知
人
の
数
を
数
珠

を
繰
っ
て
数
え
て
い
る
か
。

※「
将
基
」
は
「
将
棋
」。
夜
番
の
御

伽
侍
も
朝
方
に
は
一
人
を
残
し
て

将
棋
倒
し
の
よ
う
に
寝
て
い
る
と

い
う
意
外
性
の
妙
か
。

※「
隠
岐
」
は
海
の
奥
に
あ
る
意

﹇
類
聚
名
物
考
﹈
か
ら
「
奥
つ
嶋
」

は
「
隠
岐
の
島
」
を
指
す
。
後
醍

醐
天
皇
流
刑
の
閑
居
の
呈
か
。

※
市
井
の
孤
独
を
嘆
く
故
の
秀
逸

か
。

※「
端
山
」
は
人
里
に
近
く
、
孤
独

感
な
ら
「
深
山
」
と
あ
る
べ
き
か
。

※
謡
曲
『
杜
若
』
の
解
釈
が
恣
意
的

で
あ
る
と
の
批
点
か
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究
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そ
ろ
り
�
�
と
�
�

〽
泉
水
の
舟
に
竿
さ
す
宮
女
達

大
木

可
信

わ
ろ
し

〽
〽
存
命
は
孫
子
が
手
を
引
老
の
坂

法
貴
寺

正
信

角
印

丸
印

花
形
印

〽
〽
太
刀
取
も
泪
で
過
る
小
松
原

モ
リ
ヤ

幽
吟

盛
角
印

〽
物
馴
し
御
茶
の
座
敷
は
見
事
也

法
貴
寺

宗
友

わ
ろ
し

〽
い
く
か
め
に
付
ク
ぞ
座
頭
の
京
登
リ

可
信

わ
ろ
し

〽
間
を
隔
恋
す
る
人
や
さ
ぐ
り
足

幽

〽
口
切
や
座
頭
に
引
す
初
む
か
し

可

ヤ
ム

〽
病
う
ち
の
む
す
ぼ
れ
髪
は
と
き
に
く
し法

貴
寺

松

ヨ
ハ

足
弱
な
女
こ
ま
だ
す
峠
茶
屋

ナ
デ

〽
撫
さ
す
る
妹
が
し
つ
け
は
人
し
ら
じ

法
貴
寺

※
寝
殿
造
り
の
舟
遊
び
の
場
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
竿
さ
し
の
呈
へ
の
批

点
か
。

※「
小
松
原
」
は
木
曽
義
仲
戦
死
の

「
粟
津
の
松
原
」
を
言
う
か
。

※
お
点
前
の
場
そ
の
も
の
で
工
夫
に

欠
く
か
。

※
歩
行
の
不
自
由
さ
だ
け
で
工
夫
に

欠
く
か
。

※
山
道
で
の
元
気
の
な
い
牝
馬
の
歩

み
の
呈
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
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〽
発
起
し
て
蟻
も
参
る
や
熊
野
ま
で

大
木

口
泉

わ
ろ
し

シ
ャ

〽
小
者
を
ば
集
メ
教
ル
恋
の
道

法
貴
寺

花
形
印

〽
〽
紙
子
着
て
ふ
み
返
す
な
よ
丸
木
橋

大
木
口
泉

五
角
印

〽
〽
う
な
ひ
子
に
牛
の
角
文
字
口
う
つ
し

法
貴

〽
寝
入
た
る
顔
す
る
や
出
る
鼠
共

可

ハ
ウ

キ
キ
テ

〽
奉
加
帳
出
せ
ば
談
義
に
聞
人
な
し

幽

わ
ろ
し

イ
チ

〽
清
都
が
銭
取
顔
に
杖
さ
げ
て

法
貴
寺

松
邪

花
形
印

〽
〽
来
る
年
の
ま
た
の
花
見
は
定
な
し

モ
リ
ヤ

幽
吟

四
角
印

〽
淀
河
や
水
の
淀
に
遊
ぶ
魚

可

わ
ろ
し

〽
ご
と
つ
く
を
人
な
と
が
め
そ
具
足
櫃

幽

〽
〽
編
笠
の
内
に
目
賦
る
か
た
き
討

可
信

ヘ
ビ

な
り

〽
二
月
や
穴
よ
り
出
る
蛇
の
形

大
木
吉
通

※
蟻
の
熊
野
参
り
の
呈
。
本
末
転
倒

の
用
例
か
。

※
慎
重
に
渡
ら
ね
ば
落
ち
れ
ば
、
紙

が
水
を
吸
っ
た
重
み
で
惨
め
な
溺

れ
方
に
な
る
ぞ
と
の
嘲
弄
か
。

※
辻
談
義
を
聞
く
人
に
喜
捨
目
的
と

悟
ら
れ
ぬ
た
め
、奉
加
帳
を
そ
っ
と

出
す
と
い
う
意
か
。
理
屈
く
さ
い
。

※
ゆ
る
や
か
に
近
寄
る
年
波
を
詠
む

か
。

※
謡
曲
『
鵜
飼
』
か
、
詞
章
不
明
が

わ
ろ
し
か
。

※『
伊
勢
物
語
』「
翁
さ
び
人
な
と
が

め
そ
狩
衣
け
ふ
ば
か
り
と
ぞ
鶴
も

鳴
く
な
る
」
の
古
歌
を
踏
ま
え
る

か
。

※「
目
賦
る
」
は
「
目
配
り
」
の
意
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

八



ス
ル

〽
気
の
聞
し
娘
墨
摺
花
の
下

法
貴
寺

〽
穴
賢
い
は
ぬ
先
か
ら
下
向
す
る

口
泉

イ
ク
チ

〽
乗
物
は
路
よ
り
戻
す
茸
狩

俵
本

〽
す
ゝ
ま
ね
ば
打
て
も
遅
し
牛
の
足

大

盃
我

《
書
き
損
じ
の
た
め
、
薄
紙
を
貼
り
一
行
抹
消
》

〽
せ
け
ば
猶
文
字
う
と
�
�
し
仰
書

俵
本

ウ
ス

〽
賎
が
屋
や
世
わ
た
る
臼
の
独
ひ
き

可
信

わ
ろ
し

〽
薄
氷
は
朝
日
嫌
ふ
や
薮
の
下

口

《
書
き
損
じ
の
た
め
、
薄
紙
を
貼
り
二
行
抹
消
》

遠
い

所
に
�
�

花
形
印

〽
〽
遊
楽
の
其
名
ゆ
か
し
き
墨
衣

法
貴
寺

松
義

六
角
印

※「
気
の
聞
し
」
は
「
気
が
利
く
」

の
意
。

※
浄
土
真
宗
の
お
経
は
「
あ
な
か
し

こ
」
で
終
わ
る
も
の
だ
が
、
物
慣

れ
た
僧
は
お
経
を
唱
え
終
わ
ら
な

い
内
か
ら
、
徐
に
祭
壇
か
ら
下
り

て
く
る
。

※「
イ
グ
チ
」
は
イ
グ
チ
科
の
茸
の

総
称
。
食
用
に
な
る
物
が
多
い
。

採
取
時
の
呈
か
。

※
遠
く
で
奏
さ
れ
て
い
る
舞
曲
に

「
墨
衣
」
と
聞
こ
え
た
が
、
謡
曲

『
高
野
物
狂
』
か
『
小
袖
曽
我
』

か
何
だ
ろ
う
、
気
に
な
る
と
こ
ろ

だ
、
と
い
う
意
か
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

九



ナ
マ
ル

〽
〽
順
礼
の
寝
て
居
て
訛
る
松
の
陰

幽
吟

《
書
き
損
じ
の
た
め
、
薄
紙
を
貼
り
二
行
抹
消
》

〽
〽
一
足
に
江
戸
ま
で
行
や
絵
双
六

可
信

〽
十
二
時
に
め
ぐ
る
月
日
の
程
早
し

正
信

ユ
カ
リ

〽
所
縁
ぞ
と
国
を
隔
て
送
る
文

法
貴
寺

松

〽
鉄
砲
の
薬
込
ま
ず
池
の
鴨

大

春
道

〽
小
駄
賃
の
銭
は
手
引
よ
江
戸
の
文

モ
リ
ヤ

為
吉

カ
ホ
ル

ア
ル
ジ

〽
鍋
薫
る
主
勝
手
を
見
合
て

同

〽
女
と
て
薩
摩
に
来
る
も
縁
ぞ
か
し

可
信

わ
ろ
し

〽
御
咄
で
見
た
る
心
地
の
富
士
山

吉
通

〽
朝
の
間
に
付
て
気
味
能
追
風
舟

可
信

コ

ヅ
ケ

〽
垣
な
く
は
来
ま
い
松
浦
の
鰯
漬

幽
吟

〽
里
と
へ
ば
行
脚
の
僧
の
袖
枕

可

わ
ろ
し

※
謡
曲
『
俊

』
か
、
詞
章
不
明
が

わ
ろ
し
か
。

※
謡
曲
『
葛
城
』
か
、
詞
章
不
明
が

わ
ろ
し
か
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
〇



〽
異
国
よ
り
朝
顔
弘
マ
る
花
の
種

吉

〽
心
ざ
し
と
て
紅
葉
に
そ
へ
し
雁
の
文

法
貴
寺

〽
浮
雲
を
下
に
見
な
し
て
富
士
詣

さ
つ

わ
ろ
し

〽
ふ
ら
�
�
と
木
の
葉
に
包
む
粽
百

法
貴
寺

わ
ろ
し

カ
ラ

〽
〽
辻
々
で
唐
を
見
す
る
や
箱
の
内

口
泉

〽
都
に
て
其
名
を
上
る
富
士
の
雪

盃
我

〽
手
に
提
て
仏
う
れ
し
き
沢
桔
梗

同

〽
家
に
付
ク
犬
程
恋
の
な
つ
け
か
し

俵
本

わ
ろ
し

《
書
き
損
じ
に
よ
り
薄
紙
を
貼
り
二
十
行
程
抹
消
し
て
い
る
が

最
終
丁
の
よ
う
な
後
日
の
貼
紙
な
ど
あ
り
解
読
不
能
》

※「
浮
雲
」
は
古
歌
に
も
詠
ま
れ
て

い
る
が
、
冨
士
山
の
雲
海
に
ふ
さ

わ
し
く
な
く
、
わ
ろ
し
か
。

※「
粽
」
を
笹
な
ら
ぬ
「
木
の
葉
に
包

む
」
が
わ
ろ
し
か
。
句
意
不
明
。

※「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」
を
詠
ん
だ

か
。

※「
な
つ
け
か
し
」
は
「
な
つ
け
（
懐

く
）＋
か
し
」
か
。
意
味
不
明
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
一



ど
う
でど

こ
何
所
ぞ
が

違
フ
物
也ヘダ

テ
ヽ

花
形
印

〽
〽
継
子
と
て
隔
て
見
せ
ぬ
後
の
母

法
貴
寺
正
信

十
弐

〽
借
ハ
て
憂
キ
上
着
に
な
ら
ぬ
肩
の
ゆ
き法

貴
寺
松

〽
公
達
の
筆
は
威
の
あ
る
大
和
哥

吉

キ
ヤ
ウ

〽
舟
一
つ
こ
え
て
大
津
は
京
ら
し
き

幽

わ
ろ
し

※「
後
の
母
」
は
後
添
い
の
意
。

※「
舟
一
つ
」
と
い
う
交
通
手
段
が

わ
ろ
し
か
。
大
津
は
「
大
津
馬
」

が
有
名
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
二



丸
印

花
形
印

〽
〽
見
る
た
び
に
む
か
し
の
母
に
そ
は
せ
た
き

法
貴
寺
松
義

七
角
印

〽
名
醫
と
て
世
に
鳴
ル
醫
者
の
さ
ぢ
加
減道

わ
ろ
し

セ
イ
ジ
ン

〽
賢
人
の
威
に
蔦
う
ご
く
水
の
勢

さ
つ

〽
と
か
く
世
は
子
の
な
い
う
ち
が
人
の
花幽

〽
参
る
度
心
の
死
ぬ
る
高
野
山

同

わ
ろ
し

〽
〽
世
の
う
さ
や
継
し
き
親
の
下
心

可
信

〽
菖
蒲
か
と
気
を
と
め
み
れ
ば
杜
若

泉

〽
一
点
の
点
ぞ
い
ぶ
か
し
譲
状

法
貴
寺

〽
氏
よ
り
も
そ
だ
ち
と
云
は
僻
事
よ

大
木

口
泉

カ

〽
呑
内
の
香
ほ
り
か
ら
知
ル
奈
良
の
酒

法
貴
寺
松
義

〽
四
十
過
同
じ
こ
ゝ
ろ
と
お
も
へ
共

さ
つ

※
亡
父
の
面
影
に
似
た
人
と
の
邂
逅

か
。

※「
鳴
る
」
が
わ
ろ
し
か
。

※「
蔦
う
ご
く
」
要
因
が
「
聖
人
」

か
「
水
勢
」
か
、
と
い
う
意
か
。

故
事
な
し
。

※「
死
ぬ
る
」
が
わ
ろ
し
か
。

※「
継
（
ま
ま
）
し
き
」
は
「
な
さ

ぬ
仲
」
の
意
。「
下
心
」
は
「
心

底
」
の
意
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
三



〽
氏
筋
性
遣
覚
し
木
は
檜

法
貴
寺

ナ
カ

ネ
ビ
ヘ

〽
半
の
夜
や
過
て
寝
寒
の
秋
の
風

俵
本

わ
ろ
し

《
貼
紙
の
下
は
書
き
損
じ
か
、
落
書
か
不
明
》

な
ぶ
り
し迹

は気
のど

く
な
も
の

〽
小
娘
の
う
ら
み
を
請
し
袖
の
内

法
貴
寺
松
義

わ
ろ
し

〽
色
里
の
恋
は
喧
嘩
の
種
と
な
る

同

ハ
ラ
ン
ベ

マ
コ
ト

〽
童
は
あ
し
や
ら
実
に
す
る
な
ら
ひ

正
信

※「
氏
筋
性
」
は
「
う
じ
す
じ
ょ
う
」、

「
遣
覚
し
」
は
「
つ
か
え
お
ぼ
え

え
し
」
と
読
む
か
。

※「
寝
寒
（
寝
冷
え
）」
は
夏
の
季
題
。

※
袖
の
内
は
艶
書
な
の
か
小
金
な
の

か
、
句
意
不
明
。
中
途
半
端
さ
が

わ
ろ
し
か
。

※「
あ
し
や
ら
」
の
「
や
ら
」
は

「
や
る
」
で
「
だ
ま
す
」
か
。「
悪

ふ
ざ
け
す
る
」
の
意
か
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
四



ギ
ヨ

花
形
印

〽
〽
よ
は
り
て
は
う
ら
打
か
へ
す
金
魚
ど
も可

信

八
角
印

花
形
印

〽
〽
禅
家
は
小
僧
な
れ
ど
も
賢
く
て

同

九
角
印

〽
腕
押
と
論
に
成
け
り
抜
刀

幽
吟

わ
ろ
し

〽
借
銭
の
根
継
に
産
し
娘
の
子

通

カ
ロ
シ
メ

〽
軽
し
後
に
手
を
も
む
坊
主
落

法
貴
寺
一
谷

オ
フ

〽
胎
内
の
子
さ
へ
科
負
世
の
習

可

イ
キ
ジ

〽
そ
だ
ち
と
て
生
路
を
み
が
く
薩
摩
者

吉

ツ
ブ
テ

〽
振
袖
に
打
か
へ
さ
る
ゝ
文
礫

通

※
元
禄
期
に
金
魚
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た

こ
と
は
『
西
鶴
置
土
産
』に
も
記

事
が
あ
る
が
、「
金
魚
す
く
い
」

が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
か
は
不

明
。

※
修
行
に
厳
し
い
禅
宗
寺
で
は
稚
児

も
賢
く
て
、
寵
愛
さ
れ
れ
ば
泣
き

寝
入
り
は
し
な
い
と
い
う
句
意

か
。

※
さ
ら
ば
「
腕
押
（
腕
相
撲
）」
と

穏
や
か
に
挑
み
な
が
ら
、
最
後
は

唐
突
に
刀
を
抜
き
合
わ
せ
る
矛
盾

が
わ
ろ
し
か
。

※「
根
継
」
は
親
よ
り
受
け
継
ぐ
こ

と
。

※「
坊
主
落
」
は
坊
主
が
堕
落
し
て

還
俗
す
る
こ
と
。

※
当
時
の
「
薩
摩
者
」
へ
の
共
通
認

識
か
。
典
拠
不
明
。

※
投
げ
返
さ
れ
た
「
文
」
は
艶
書
、

恋
文
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
五



〽
哥
が
る
た
取
手
を
し
め
て
か
な
ら
ず
と泉

わ
ろ
し

〽
さ
な
き
だ
に
し
げ
き
見
廻
す
文
の
数

法
貴
寺

ハ
チ

〽
は
り
あ
ろ
と
お
も
た
蟻
に
は
羽
が
有
ル口

泉

花
形
印

〽
〽
不
義
は
義
の
下
に
置
れ
ぬ
殿
の
前

俵
本
一

十
三
角
印

ヘ
ル

〽
月
々
に
結
び
め
の
減
姫
が
帯

大
木

〽
誰
故
ぞ
ま
だ
垢
づ
か
ぬ
墨
衣

為

餘

花
形
印

〽
〽
片
腕
を
切
お
と
さ
れ
て
力
な
し

大
木

盃
我

十
角
印

干

百
壱
句
置

（
花
押
）
長
草
参

※「
哥
が
る
た
」
は
当
時
す
で
に
普

及
し
て
い
た
百
人
一
首
の
類
か
。

競
技
者
の
「
取
手
」
に
何
を
強
要

し
て
い
る
の
か
、
得
意
札
が
絡
む

の
で
あ
ろ
う
が
、
句
意
不
明
。

※「
さ
な
き
だ
に
」
は
副
詞
的
用
法

の
連
語
。「
た
だ
で
さ
え
」
の
意
。

多
く
の
艶
書
の
発
覚
に
取
り
乱
す

様
子
か
。

※「
蟻
」
の
上
に
「
蜂
」
を
上
書
き

し
、「
ハ
チ
」
と
ふ
る
が
、「
蟻
」

で
こ
そ
句
意
は
通
る
。

※「
不
義
は
御
家
の
御
法
度
」
の
時

代
の
常
識
か
。
句
意
は
不
明
な
が

ら
悲
惨
な
末
路
を
言
う
か
。

※
懐
妊
に
よ
る
腹
の
膨
れ
か
。

※
未
婚
の
女
人
の
出
家
を
詠
む
か
。

※
弓
の
名
手
、
平
忠
度
の
よ
う
な
討

ち
取
ら
れ
方
か
故
事
に
せ
よ
、
一

般
論
に
せ
よ
わ
か
り
や
す
い
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
六



以
同

秀
玉
拾
五

言
水
〔
印
〕

《
貼
紙
に
よ
り
四
行
抹
消
。
書
き
損
じ
で
は
な
く
落
書
か
。》

勝
句
之
次
第

独
に
な
り
て

秀

娑
婆
に
飽
ク
我
な
き
こ
ろ
せ
か
ん
こ
鳥

森
屋
幽
吟
軒

そ
ろ
り
�
�
と

二

太
刀
取
と
な
み
だ
に
過
る
小
松
原

同

独
に
な
り
て

三

の
が
れ
ゐ
る
山
は
う
き
世
の
蝿
も
こ
ず

法
貴
寺
岸
水

そ
ろ
り
�
�
と

四

く
る
と
し
の
ま
た
の
花
見
は
さ
だ
め
な
し

幽
吟

同
五

紙
子
着
て
ふ
み
返
す
な
よ
丸
木
ば
し

大
木
口
泉

遠
い
所
に

六

極
楽
の
其
名
ゆ
か
し
き
墨
衣

法
貴
寺
松
義

ど
ふ
で

七

見
る
た
び
に
む
か
し
の
母
に
そ
は
せ
た
き

同

な
ぶ
り
し
あ
と
は

八

よ
は
り
て
は
う
ら
打
か
へ
す
金
魚
ど
も

大
木
可
信

※「
言
水
」
の
署
名
は
、
正
亀
小
扇

撰
言
水
評
点
『
俳
諧
之
哥
仙
』

（
正
徳
四
年
）、『
都
曲
』、『
続
都

曲
』
等
か
ら
自
筆
と
し
て
よ
い
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
七



五
、
内

容

本
資
料
は
「
一
、
は
じ
め
に
」
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
池
西
言
水
が
評
点
し
た
前
句
付
評
点
書
の
新
出
資
料
で
あ
る
。
可
信
に
よ
る
序

文
に
よ
れ
ば
、
某
年
八
月
上
旬
、
京
都
の
愛
宕
山
参
詣
（
注
釈
に
も
示
し
た
よ
う
に
土
産
の
内
容
か
ら
し
て
京
都
市
右
京
区
の
北
西
部
に
あ
る
上

嵯
峨
の
愛
宕
（
あ
た
ご
）
山
で
、
現
在
の
京
都
市
北
区
・
左
京
区
に
ま
た
が
り
大
原
な
ど
が
あ
る
古
来
の
山
城
国
愛
宕
｛
お
た
ぎ
｝
郡
で
は
な
い
）
の
帰

り
に
洛
中
の
言
水
宅
で
親
し
く
交
流
し
た
縁
に
よ
り
、
後
日
、
こ
の
「
一
冊
」
に
点
を
乞
い
、
俳
友
た
ち
に
愛
宕
山
ゆ
か
り
の
土
産
の
粽

と
土
器
を
添
え
て
配
っ
た
の
で
、
こ
の
前
句
付
を
『
愛
宕
土
産
』
と
名
付
け
た
、
と
あ
る
。
序
文
終
わ
り
に
「
可
信
」
と
自
署
と
あ
り
、

そ
の
肩
書
き
に
「
清
書
本
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
一
巻
は
可
信
が
冊
子
と
し
て
「
我
誹
連
の
朋
」
に
お
く
っ
た
も
の
を
後
日
、
可
信
な
ら

ぬ
第
三
者
が
一
巻
に
仕
立
て
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
言
水
自
筆
評
点
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、
池
西
言
水
の
雑
俳

活
動
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
な
時
期
の
前
句
付
評
点
と
す
れ
ば
、
俳
諧
史
を
探
る
上
で
も
重
要
な

位
置
に
あ
る
資
料
で
あ
る
。

『
愛
宕
土
産
』
に
参
加
し
て
い
る
連
衆
は
十
六
名
前
後
。「
可
信
」「
幽
吟
﹇
京
都
の
俳
人
友
琴
（
宝
永
三
年
没
））
の
別
称
も
幽
吟
な
が

ら
、「
森
屋
幽
吟
」
と
は
別
人
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
﹈」「
口
泉
」「
盃
我
」
等
の
号
も
あ
る
が
、「
さ
つ
」「
正
信
」「
松
義
」
の
よ
う
な

通
称
と
も
思
わ
れ
る
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
が
、「
可
信
」
自
身
も
「
法
貴
寺
」
と
名
乗
る
が
、「
法
貴
寺
」
を
始
め
、「
俵
本
」

「
大
木
」「
森
屋
」「
平
田
村
」
は
現
在
も
地
名
が
残
る
「
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
（
な
ら
け
ん
し
き
ぐ
ん
た
わ
ら
も
と
ち
ょ
う
）」
近
在
の

同
九

禅
家
は
小
僧
な
れ
ど
も
か
し
こ
く
て

同

十

片
腕
を
打
落
さ
れ
て
力
な
し

大
木
盃
我

言
水
評
点
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付
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地
名
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
は
大
和
川
（
初
瀬
｛
は
せ
｝
川
）
上
流
域
に
位
置
す
る
古
く
か
ら
の
水
田
地
帯
で
、『
角
川
歴
史
地
名
大
辞
典
』

「
法
貴
寺
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
飛
鳥
時
代
の
「
法
起
寺
」
伽
藍
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
か
こ
の
地
の
由
来
と
な
っ
て
お
り
、
近
世
期
は
綿

作
地
域
と
し
て
栄
え
、「
元
禄
郷
帳
」
で
は
千
三
百
七
十
七
石
余
の
う
ち
幕
府
領
八
百
八
十
四
石
余
・
水
野
氏
知
行
四
百
七
十
五
石
余
・

寺
領
十
七
石
余
と
あ
る
こ
と
か
ら
富
農
支
配
の
豊
か
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
豊
か
な
綿
作
地
域
「
法
貴
寺
」
を
中
心
と
し
た
地
域
に
地
方
俳
諧
文
化
圏
が
育
っ
た
経
緯
は
、
三
田
浄
久
（
一
六
〇
八
│
一
六
八

八
）
が
河
内
木
綿
流
通
文
化
圏
を
利
用
し
て
『
河
内
鑑
名
所
記
』﹇
延
宝
七
（
一
六
七
九
）
年
刊
﹈
に
み
る
よ
う
な
俳
諧
文
化
圏
を
形
成
し

た
事
情
に
似
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。「
可
信
」
な
る
俳
人
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
社
会
的
に
は

「
法
貴
寺
」
の
有
力
な
流
通
ル
ー
ト
を
握
る
リ
ー
ダ
ー
的
人
物
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
三
田
浄
久
が
松
永
貞
徳
、
北
村
季
吟
、

安
原
貞
室
と
い
っ
た
貞
門
派
に
師
事
し
な
が
ら
も
，
談
林
派
の
井
原
西
鶴
ら
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
と
き
、「
可
信
」
の
俳
歴
を

知
ら
な
い
ま
で
も
貞
門
か
ら
談
林
、
そ
し
て
京
都
俳
壇
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
は
地
方
俳
壇
と
し
て
同
様
の
流
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
の
と
き
、
格
好
の
俳
諧
の
宗
匠
と
し
て
「
池
西
言
水
」
に
注
目
し
、
点
を
乞
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
池
西
言

水
の
出
自
は
奈
良
で
あ
り
、
同
郷
の
士
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
誰
を
介
し
た
の
か
。
可
信
の
序
文
か
ら
は
京
都
在
住
時
の
言
水
と
の
邂
逅
で

あ
る
か
ら
、
京
都
の
俳
人
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
は
た
ま
た
、
三
田
浄
久
で
あ
る
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
地
理
的
近
隣
さ
、
同
業
者

の
可
能
性
な
ど
を
根
拠
と
す
る
が
、
今
後
の
調
査
課
題
と
な
ろ
う
。

さ
て
、「
池
西
言
水
」
と
は
『
俳
文
学
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）
項
目
担
当
の
宇
城
由
文
氏
に
よ
れ
ば
以
下
で
あ
る
。

俳
諧
師
・
雑
俳
点
者
。
慶
安
三
（
一
六
五
〇
）〜
享
保
七
（
一
七
二
二
）・
九
・
二
四
〈『
海
音
集
』〉、
七
三
歳
。
本
名
、
池
西
則
好
。

通
称
、
八
郎
兵
衛
。
別
号
、
兼
志
・
紫
藤
軒
・
洛
下
童
・
鳳
下
堂
。
大
和
国
奈
良
の
人
。
一
六
歳
で
法
体
し
俳
諧
に
専
念
し
た

言
水
評
点
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句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

一
九



〈『
海
音
集
』〉。
曾
祖
父
の
千
貫
屋
久
兵
衛
は
奈
良
大
年
寄
を
務
め
、
祖
父
の
良
似
は
和
歌
に
通
じ
、
実
父
の
柳
似
も
俳
諧
を
嗜
ん

だ
。
道
具
屋
を
家
業
と
す
る
か
。
師
承
に
つ
い
て
は
、
江
戸
在
住
時
代
に
幽
山
・
春
澄
な
ど
維
舟
（
重
頼
）
門
の
俳
家
と
の
親
交
が

見
ら
れ
る
が
、「
維
舟
の
流
れ
を
汲
」〈『
海
音
集
』〉
む
以
上
の
関
係
は
な
く
、
む
し
ろ
維
舟
の
名
を
京
移
住
後
の
俳
諧
活
動
に
利
用

し
た
観
が
あ
る
。（﹇
閲
歴
﹈
以
降
は
略
）

ま
さ
に
言
水
は
父
祖
以
来
の
奈
良
の
人
で
あ
る
が
、
田
原
本
町
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
以
下
、
宇
城
氏
の
「
池
西
言
水
年
譜
」
を

付
し
て
詳
述
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
言
水
は
奈
良
の
人
と
い
う
よ
り
、
江
戸
へ
出
て
俳
諧
活
動
を
行
っ
た
後
、
全
国
を
行
脚
し
、
京
都
に

定
住
し
た
俳
人
で
あ
っ
て
、
奈
良
と
の
地
縁
は
不
明
で
あ
る
。
奈
良
に
居
た
時
か
ら
江
戸
に
お
い
て
も
骨
董
商
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い

た
（
田
中
善
信
氏
）
と
い
う
説
は
、
言
水
が
元
禄
期
に
地
方
俳
壇
へ
の
勢
力
を
急
に
拡
大
す
る
俳
家
と
し
て
の
活
動
圏
の
広
さ
と
付
会
し
、

魅
力
的
で
は
あ
る
が
作
風
に
直
結
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
新
し
い
傍
証
資
料
を
待
ち
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
愛
宕
土
産
』
の
成
立
時
期
は
序
文
に
書
く
顚
末
か
ら
は
、
言
水
が
江
戸
を
離
れ
た
京
都
在
住
時
以
降
で
あ
る
か
ら
、

少
な
く
と
も
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
天
和
期
以
降
の
言
水
が
雑
俳
に
力
を
注
い
だ
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
す
る
と
、
言
水
が
雑
俳
で
京
の
地
歩
を
固
め
て
い
っ
た
天
和
、
貞
享
・
元
禄
期
を
『
愛
宕
土
産
』
の
成
立
時
期
と
推
定
し
て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
頃
、「
當
年
之
和
州
義
又
ハ
今
井
ニ
も
、
は
い
か
い
打
絶
罷
在
候
所
」﹇
浄
久
（
老
）
宛
祐
貞
書
簡
﹈
と
あ

る
よ
う
に
和
州
路
や
大
和
地
方
に
は
俳
諧
が
絶
え
た
か
が
ご
と
き
、
前
句
付
俳
諧
の
ブ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
川
柳
に
先
立
つ
前
句
付
雑
俳
が

奈
良
で
い
か
に
隆
盛
を
見
た
か
は
、
荻
野
清
氏
の
「
平
野
良
弘
と
雑
俳
」
の
ご
論
考
（『
俳
文
学
叢
説
』
所
収
）
に
詳
し
い
。
言
水
と
同
時

代
の
同
郷
奈
良
御
所
出
身
の
平
野
良
弘
の
雑
俳
に
関
す
る
見
識
は
頗
る
高
い
。
荻
野
氏
は
そ
の
ご
論
考
の
中
で
「（
平
野
良
弘
撰
の
）『
高

天
鶯
（
た
か
ま
う
ぐ
い
す
）』
以
下
の
書
に
よ
れ
ば
、
雑
俳
の
浸
潤
は
御
所
の
一
地
方
の
み
な
ら
ず
高
田
・
桜
井
・
五
条
・
郡
山
を
は
じ

言
水
評
点
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め
、
あ
ま
ね
く
大
和
一
円
に
及
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
高
天
鶯
（
刊
年
不
明
・
序
文
か
ら
は
少
な
く
と
も
元
禄
九
年
以

降
成
立
）』
の
連
衆
を
見
る
限
り
、
言
水
を
含
め
、
奈
良
の
主
立
っ
た
地
域
か
ら
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
「
俵
本
（
田
原

本
）」
の
俳
人
四
人
を
認
め
る
が
、『
愛
宕
土
産
』
の
俳
人
は
誰
も
い
な
い
。

「
平
野
良
弘
」
こ
と
「
鶴
寿
軒
良
弘
」
は
「
元
禄
に
入
る
頃
に
は
、
既
に
揺
る
が
ぬ
貫
禄
を
近
在
の
大
衆
か
ら
仰
が
れ
た
で
あ
ら
う
こ

と
を
推
察
せ
し
め
る
」（
荻
野
氏
）
ほ
ど
の
雑
俳
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
見
地
か
ら
雑
俳
の
点
者
と
し
て
の
言
水
に
対
し
て
痛
烈

に
批
判
を
浴
び
せ
た
俳
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
良
弘
は
言
水
の
高
点
句
を
あ
げ
、「
ハ
メ
（
釦
）
句
」
を
見
破
れ
な
い
点
者

と
し
て
晩
山
ら
と
と
も
に
言
水
を
名
指
し
で
批
判
し
て
い
る
。「
ハ
メ
句
」
と
は
、「
既
往
に
一
度
発
表
せ
ら
れ
た
自
身
ま
た
は
他
人
の
発

句
や
付
句
を
、
再
び
新
た
な
発
句
題
に
あ
て
は
め
て
点
者
の
許
に
提
出
す
る
こ
と
を
い
ふ
」（
荻
野
氏
）
も
の
で
、
良
弘
と
す
れ
ば
「
ハ
メ

句
」
を
禁
じ
て
こ
そ
前
句
付
俳
諧
の
秩
序
が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
秩
序
を
守
る
の
が
雑
俳
の
師
匠
と
し
て
の
見
識
で
あ

り
、
そ
の
見
識
が
欠
如
し
て
い
る
者
こ
そ
言
水
だ
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
良
弘
の
言
水
批
判
を
そ
の
ま
ま
是
と
す
れ
ば
、『
愛
宕
土
産
』
で
言
水
が
選
ん
だ
秀
句
に
も
「
ハ
メ
句
」
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、『
愛
宕
土
産
』
の
言
水
高
点
句
が
「
ハ
メ
句
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
幾
つ
も
の
手
続
き
と
と
も
に
精
査
を

必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
も
し
も
可
信
以
下
の
「
法
貴
寺
」
周
辺
の
連
衆
が
「
ハ
メ
句
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
、「
京
」
の

前
句
付
の
権
威
者
「
言
水
」
か
ら
高
い
評
点
を
得
、
そ
の
名
声
に
よ
っ
て
地
方
俳
諧
文
化
圏
、
特
に
和
州
に
お
い
て
、
確
固
た
る
地
位
を

得
よ
う
と
し
て
い
た
な
ら
、
彼
ら
は
恐
ろ
し
く
し
た
た
か
な
狼
藉
者
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
彼
ら
に
別
の
資
料
が
な
い

限
り
地
方
の
有
力
俳
壇
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
、
む
し
ろ
、
奈
良
に
お
け
る
良
弘
と
言
水
の
点
者
と
し
て
の
対
立
そ
の
も
の
が
「
法
貴

寺
」
を
含
む
「
田
原
本
」
周
辺
の
俳
人
を
二
分
し
た
可
能
性
を
思
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
素
朴
に
『
愛
宕
土
産
』
の
成
立
を
天
和
・
貞

言
水
評
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享
期
の
早
い
時
期
と
考
え
れ
ば
、
若
い
頃
の
言
水
の
好
評
、
初
期
前
句
付
の
俳
諧
師
の
前
句
付
の
好
評
の
傾
向
を
知
る
手
が
か
り
し
て
貴

重
な
資
料
と
な
る
。
と
に
も
か
く
に
も
、
俳
諧
師
と
し
て
の
言
水
が
江
戸
と
上
方
、
さ
ら
に
は
九
州
・
四
国
な
ど
地
方
俳
諧
文
化
圏
の
俳

諧
師
と
を
結
び
つ
け
た
功
績
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
た
び
の
新
出
資
料
『
愛
宕
土
産
』
は
、
天
和
・
貞
享
・
元
禄
期
の
貞
門
俳
諧
と

蕉
門
俳
諧
の
狭
間
で
揺
れ
動
い
た
談
林
俳
諧
の
消
長
と
関
係
深
く
、
こ
れ
か
ら
も
研
究
す
る
意
義
は
大
き
い
と
い
え
る
。
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〇
一
四
〜
二
〇
一
五
年
度
に
か
け
て
開
講
し
た
森
田
の
大
学
院
演
習
で
検
討
し
た
。
雲
岡
梓
、

辻
田
徹
が
前
半
年
度
、
三
川
莉
紗
、
遠
藤
真
央
、
後
藤
京
が
後
半
年
度
出
席
し
、
朴
ナ
リ
と
吉
田
健
剛
は
二
年
間
参
加
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
共
著

と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
が
、
冒
頭
か
ら
の
書
誌
・
注
釈
・
内
容
等
は
森
田
単
独
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
た
だ
、
翻
刻
作
業
に
つ
い
て
は
一
部
雲
岡
梓

氏
の
ノ
ー
ト
に
拠
っ
て
い
る
。

平
野
良
弘
撰
『
高
天
鶯
』
の
閲
覧
・
調
査
は
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
用
い
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

二
二



本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
助
成
金
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
「24520252

」（
森
田
雅
也
代
表

平
成
二
十
四
年
度
〜
平
成
二
十
八

年
度
）「
地
方
談
林
俳
諧
文
化
圏
の
発
展
と
消
長
〜
西
鶴
の
諸
国
話
的
方
法
と
の
関
係
か
ら
〜
」
の
研
究
助
成
を
受
け
て
い
る
。

（
も
り
た

ま
さ
や
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）

言
水
評
点

前
句
付
『
誹
諧
愛
宕
土
産
』
の
翻
刻
注
釈
と
研
究

二
三


