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萩
の
イ
メ
ー
ジ

元
禄
二
年
（
ニ
ハ
八
九
）
七
月
二
四
日
、
河
合
骨
良
（
岩
波
庄
右
衛
門
正
字
）

た

は
松
尾
芭
蕉
に
随
行
し
て
金
沢
を
発
っ
た
。
金
沢
滞
在
は
九
日

問
、
そ
の
間
管
良
は
病
勝
ち
で

一
七
日
に
は
「
翁
、
源
意
庵
へ
遊
。
予
、
病
気
故
、

不
レ
随
」
。
と
か
、
二
一
日
は
「
高
徹
一
一
逢
、
薬
ヲ
乞
。

翁
ハ
北
枝
・
一
水
同
道
一
一
テ
寺
一
一
遊
。
」
と
か
、
「
予
、
病
気
故
、
未
ノ
刻
ヨ
リ
行
（
二
二
日
）
」
、
「
予
、
病
気
故
、

不
レ
行
。
」
（
二
三
日
」
な

ど
、
ほ
ぼ
七
日
に
及
ぶ
身
の
不
調
は
金
沢
出
立
後
も
快
方
に
向
わ
ず
、
小
松
・
山
中
温
泉
と
行
程
を
重
ね
て
も
思
わ
し
く
な
く
、
加
え
て
天

候
も
い
ま
ま
で
ず
っ
と
快
晴
続
き
だ
っ
た
の
に
、
小
松
に
着
い
て
か
ら
山
中
温
泉
ま
で
は
「
風
雨
甚
シ
」
（
二
六
日
）
、
「
夜
一
一
入
、
雨
降
ル
」

（
二
八
日
）
、
「
雨
折
々
降
。
（
中
略
）
夜
中
、
降
ル
。
」
（
八
月
三
日
）
な
ど
、
陽
暦
で
い
え
ば
九
月
中
旬
の
北
陸
道
の
気
候
に
な
や
ま
さ
れ
、

こ
れ
以
上
師
芭
蕉
に
随
行
す
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
八
月
五
日
曇
天
、
骨
良
は
小
松
で
の
俳
土

（
生
駒
万
子
）
と
芭
蕉
と
の
会
席
を
契
約

し
た
あ
と
、
「
即
刻
、
立
。
」
と
あ
る
。
そ
の
夜
ひ
と
り
で
大
聖
寺
に
泊
っ
た
骨
良
に
雨
は
二
日
間
降
り
続
き
六
日
午
後
ま
で
出
立
を
足
留
め

し
た
。以

上
は
す
べ
て
芭
蕉
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
行
脚
に
随
行
し
た
『
骨
良
旅
日
記
』
か
ら
援
用
し
た
記
述
だ
が
、
こ
の
温
厚
篤
実
な
信
州
上
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諏
訪
出
の
武
人
が
、
師
に
随
っ
て
遺
し
た
奥
羽
行
脚
の
記
録
は
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
に
富
む
。
芭
蕉
の
ほ
う
は
と
い
う
と
、
小
松
に
お
け
る

＝司

お
く
の
ほ
そ
道

小 』
松本
と文
云エの
所記
に述
ては

い
き
な
り
発
句
が
記
さ
れ
て
い
て
、
す
な
わ
ち
、

ふ
く
は
ぎ

し

ほ

ら

し

き

名

や

小

松

吹

萩

す

ふ

き

（村）

と
あ
る
。
こ
れ
は
『
曾
良
旅
日
記
』
に
い
う
「
山
王
神
主
藤
井
伊
豆
宅
へ
行
。
有
レ
会
。
終
テ
此
一
一
宿
。

申
ノ
刻
ヨ
リ
雨
降
リ
、

夕
方
止
。

夜
中
、
折
々
降
ル
。
」
（
七
月
二
五
日
）

に
照
応
す
る
。
ま
た
同
じ
骨
良
の
『
俳
譜
書
留
』
に
は
、

七
月
廿
五
日
小
松
山
王
会

し

ほ廿
ノ、、
日
同
歓

李き
会2名

雨や
中
也

ら

し

松

吹

荻

薄

在主、
三J:::]

（
傍
点
論
者
）
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ぬ

れ

て

行

や

人

も

お

か

し

き

雨

の

萩

翁

d心

せ

よ

下

駄

の

ひ

与：

き

も

萩

露

ソ

一フ

台、

ま

き

り

や

ヲl

」

ぼ

し

た

る

萩

露

北

枝

と
あ
る
。
右
芭
蕉
句
の
「
荻
」
は
お
そ
ら
く
「
萩
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
後
の
問
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
一
座
の
関
心
が
「
萩

（
は
ぎ
）
」
に
向
い
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
後
年
曾
良
は
こ
の
旅
中
の
同
想
を
書
き
遺
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
メ
モ
は
甥
の
周
徳
が
整

ゆ

き

ま

ろ

げ

理
し
て
天
明
三
年
（
一
七
八
一
一
一
）
に
『
雪
満
呂
気
』
二
冊
に
上
梓
し
た
。
そ
の
書
に
い
う
。

ほ

っ

こ

く

あ

ん

ぎ

や

さ

か

り

す

ぎ

ゆ

く

は

ぎ

北
国
行
脚
の
時
、
い
づ
れ
の
野
に
や
侍
り
け
ん
、
あ
っ
さ
ぞ
ま
さ
る
と
よ
み
侍
り
し
な
で
し
こ
の
花
さ
へ
盛
過
行
頃
、
萩

す
す
き

薄
に
風
の
わ
た
り
し
を
力
に
旅
愁
を
な
ぐ
さ
め
侍
り
て



し

ほ

ら

し

き

名

や

t

、ム炉『

吹

萩

薄

と
。
さ
ら
に
、
こ
の
句
を
記
録
し
た
梨
一
の
『
奥
細
道
菅
菰
抄
』
の
「
附
録
」
で
は
、
「
同
国
小
松
歓
水
亭
雨
中
の
会
」
と
し
芭
蕉
の
句
を
、

ゆ
〈

ぬ

れ

て

行

や

人

も

や

さ

し

ゃ

雨

の

萩

と
し
て
い
る
。

い
ま
骨
良
の
当
年
も
、
後
年
の
記
憶
も
、

と
も
に
当
歳
秋
七
月
の
行
脚
時
の
関
心
が
、
師
百
蕉
に
従
っ
て
〈
萩
〉
の
俳
譜
に

傾
い
て
い
た
こ
と
を
知
れ
ば
よ
い
。
再
度
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
本
文
の
当
該
事
項
に
つ
け
ば
、

や

み

い

ふ

さ

き

だ

ち

ゆ

く

曾
良
は
腹
を
病
て
、
伊
勢
の
園
長
島
と
云
所
に
ゆ
か
り
あ
れ
ば
、
先
立
て
行
に
、

ゆ

き

ふ

す

は

ぎ

行

／

＼

て

た

ふ

れ

伏

と

も

萩

の

原

骨

良

か

き

お

き

ゆ

く

の

こ

せ

き

ふ

と
書
置
た
り
。
行
も
の
斗
悲
し
み
、
残
る
も
の
斗
う
ら
み
、
隻
白
河
の
わ
か
れ
て
雲
に
ま
よ
ふ
が
ご
と
し
。

と
あ
る
。
曾
良
は
江
戸
深
川
出
立
以
来
っ
き
従
っ
た
師
と
の
別
れ
に
の
ぞ
み
、

「
行
き
倒
れ
る
に
せ
よ
、
萩
咲
く
野
で
あ
り
た
い
」
と
詠
ん

月

inυ 
円

d

だ
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
意
地
悪
い
見
方
を
す
れ
ば
、
師
に
別
れ
て
か
ら
の
曾
良
は
比
較
的
元
気
で
、
旅
日
記
の
記
載
を
辿
る
と
、
病
に
さ
し

た
る
別
条
は
な
く
関
ケ
原
を
越
え
、
同
月
一
六
日
に
は
伊
勢
長
島
の
藩
医
森
恕
庵
に
診
察
を
受
け
て
い
た
。
以
後
「
其
夜
ヨ
リ
薬
用
」

日

記
）
と
あ
る
に
よ
り
曾
良
の
病
状
を
気
遣
う
必
要
は
私
ど
も
に
は
な
い
。
関
心
は
こ
の
旅
中
に
お
け
る
〈
萩
〉
に
戻
る
べ
き
で
あ
る
し
、

そ

の
萩
に
掛
か
る
語
句
が
、
「
を
か
し
き
雨
の
萩
」
、
「
し
ほ
ら
し
き
：
：
・
：
：
萩
」
、
「
や
さ
し
ゃ
雨
の
萩
」
と
あ
る
事
柄
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

く
ど
い
よ
う
だ
が
曾
良
は
芭
蕉
に
心
酔
し
て
い
た
の
だ
し
、
師
の
関
心
即
骨
良
の
俳
譜
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
つ
ま
り
、
こ

い
ろ

こ
で
の
八
萩
V
は
芭
蕉
俳
譜
の
重
要
な
関
心
事
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
終
末
の
句
に
先
立
つ
「
種
の
浜
」
の
句
は
、
「
浜

あ

ま

こ

い

へ

は
わ
ず
か
な
る
海
士
の
小
家
に
て
、
位
し
き
法
花
寺
あ
り
」
の
文
に
続
き
、
「
浪
の
問
や
小
貝
に
ま
じ
る
萩
の
塵
」
と
あ
り
、
『
ほ
そ
道
』
終

章
の
感
懐
が
〈
萩
V
に
象
徴
さ
れ
る
秋
の
イ
メ
ー
ジ
に
読
者
を
誘
う
趣
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い



う
こ
と
な
の
か
。

『
ほ
そ
道
』
本
文
の
記
述
を
た
ど
る
と
、
所
収
句
中
、
最
初
に
「
萩
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
越
中
路
「
市
振
」
の
条
に
お
い
て
で
あ
る
。

『
奥
の
細
道
通
解
』

（
安
政
五
年
成
）

に
馬
場
錦
江
が
「
此
の
条
は
、

此
の
紀
行
に
恋
を
出
せ
る
一
巻
の
模
様
な
る
べ
し
」
と
説
い
た
よ
う

に
、
新
潟
の
遊
女
二
名
と
相
宿
し
た
芭
蕉
が
、
翌
朝
旅
立
ち
の
際
、
同
行
を
求
め
ら
れ
そ
れ
を
断
わ
る
話
柄
は
、
俳
譜
一
巻
に
お
け
る
恋
の

座
と
し
て
、
市
振
の
条
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
旅
立
ち
の
朝
同
行
を
乞
わ
れ
、

ふ

ぴ

ん

と

こ

ろ

ど

こ

ろ

か

た

た

だ

ゆ

く

ゆ

〈

不
便
の
事
に
は
侍
れ
ど
も
、
我
／
＼
は
所
々
に
て
と
X
ま
る
方
お
ほ
し
。
只
人
の
行
に
ま
か
せ
て
行
べ
し
。

つ

つ

が

い

ひ

す

て

い

で

あ

は

れ

ず
芯
な
か
る
べ
し
と
、
云
捨
て
出
つ
斗
、
哀
さ
し
ば
ら
く
や
ま
ざ
り
け
ら
し
。

ひ

と

つ

や

一

家

神
明
の
加
護
、

か
な
ら

遊

女

も

ね

た

り

萩

と

月

-308ー

曾
良
に
か
た
れ
ば
、
書
と
ど
め
侍
る
。

と
あ
る
句
が
、
「
萩
」
の
初
出
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
句
に
つ
い
て
は
す
で
に
周
知
の
事
実
と
し
て
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
執
筆

時
の
芭
蕉
創
作
句
な
の
で
あ
り
、

「
骨
良
に
か
た
れ
ば
、

書
と
付
与
め
侍
る
」
は
ず
の
『
俳
譜
書
留
』
に
も
『
骨
良
旅
日
記
』
に
も
該
当
す
る

記
事
も
句
も
皆
無
で
あ
る
。
明
ら
か
に
虚
構
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
こ
の
条
に
「
萩
」
が
初
出
す
る
こ
と
は
、
意
図
的
な
芭
蕉
の
紀
行

文
構
成
意
識
を
告
げ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
再
度
云
え
ば
、
と
き
に
品
目
良
四
一
歳
、
す
で
に
薙
髪
し
た
元
長
島
藩
士
は
、
こ
の
旅
に

じ

ん

み

よ

ヲ

ま

じ

は

り

こ

が

ね

備
え
『
延
喜
式
』
か
ら
神
名
帳
の
抄
録
を
作
り
、
別
に
歌
枕
覚
書
を
も
用
意
し
て
い
た
。
「
性
隠
闘
を
こ
の
む
人
に
て
交
金
を
た
つ
」

（
『
雪
満
日
気
』
）
と
い
い
、
「
門
葉
の
骨
良
は
長
途
の
天
、

枕
と
な
り
柱
と
な
り
」
（
『
陸
奥
衛
』
巻
五
序
）

し
て
師
を
援
け
た
こ
の
人
が
、

師
に
言
わ
れ
「
一
家
に
」
の
句
を
書
き
忘
れ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
み
て
く
る
と
、
市
振
の
条
に
お
け
る
ご
家
に
」
の
句

は
、
奥
羽
行
脚
後
の
芭
蕉
が
、
こ
の
旅
中
の
処
々
で
催
し
た
俳
譜
を
ふ
り
返
り
つ
つ
、
重
ね
あ
げ
み
が
き
あ
げ
た
詩
心
の
結
晶
と
し
て
提
示



さ
れ
た
句
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
少
し
く
以
下
に
考
察
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

2 

那
須
野
と
市
振
の
対
応

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
前
半
の
「
那
須
」
の
条
に
視
点
を
移
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
こ
の
条
に
は
、
那
須
野
を
行
く
芭
蕉
と
曾
良
が
、

す
い
と
つ

野
飼
い
の
馬
を
草
刈
る
男
に
借
り
て
俳
人
翠
桃
（
『
ほ
そ
道
』
本
文
で
は
桃
翠
）
の
住
む
黒
羽
に
向
か
う
記
事
が
あ
る
。

そ
の
二
人
の
あ
と

を
子
供
が
二
人
、
馬
の
あ
と
を
な
つ
か
し
が
っ
て
走
っ
て
き
た
。

（

ひ

）

ひ

と

り

い

ふ

き

き

ち
い
さ
き
者
ふ
た
り
、
馬
の
跡
し
た
ひ
て
は
し
る
。
独
は
小
姫
に
て
、
名
を
か
さ
ね
と
云
。
聞
な
れ
ぬ
名
の
や
さ
し
か
り
け
れ
ば
、

か

さ

ね

と

は

八

重

撫

子

の

名

成

べ

や

が

〈

ら

む

す

び

つ

け

頓
て
人
里
に
至
れ
ば
、
あ
た
ひ
を
鞍
つ
ぼ
に
結
付
て
馬
を
返
し
ぬ
。

し

骨

良

-309ー

と
い
う
の
で
あ
る
。
句
の
意
は
、

か
さ
ね
と
い
う
の
だ
か
ら
花
に
た
と
え
た
ら
花
弁
の
か
さ
な
っ
た
八
重
撫
子
の
名
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の

う
だ
が
、

で
、
部
の
小
娘
の
や
さ
し
さ
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
馬
を
借
り
た
話
は
『
蒙
求
』
の
故
事
や
謡
曲
『
錦
木
』
・
『
遊
行
柳
』
に
よ
っ
て
い
る
よ

か
さ
ね

か
さ
ね
に
つ
い
て
は
元
禄
三
年
の
「
賀
重
」
な
る
芭
蕉
真
蹟
の
俳
文
も
あ
り
、
こ
れ
は
事
実
と
思
わ
れ
る
。
岩
波
版
大
系
本
か
ら

引
用
す
れ
ば
、

（

え

）

（

を

）

い
づ
れ
の
里
に
か
あ
ら
む
、
こ
む
す
め
の
六
つ
ば
か
り
と
お

J

ほ
し
き
が
、
い
と
さ
斗
や
か
に
、
ゑ
も
い
は
ず
お

あ

る

か

た

は

べ

ら

か
し
か
り
け
る
を
、
「
名
を
い
か
に
い
ふ
」
と
と
へ
ば
、
「
か
さ
ね
」
と
こ
た
ふ
。
い
と
興
有
名
な
り
。
都
の
方
に
て
は
ま
れ
に
も
き
斗
侍

ざ
り
し
に
、
い
か
に
伝
て
何
を
か
さ
ね
と
い
ふ
や
あ
ら
ん
。
「
我
子
あ
ら
ば
、
此
名
を
得
さ
せ
ん
」
と
道
ず
つ
れ
な
る
人
に
た
は
ぶ
れ
侍

こ

の

つ

え

）

な

づ

け

し
を
思
ひ
い
で
て
、
此
た
び
思
は
ざ
る
ゑ
ん
に
ひ
か
れ
て
名
付
親
と
な
り
、

み
ち
の
く
行
脚
の
時
、



賀

重

い

く

春

を

か

さ

ね

／

＼

の

花

ご

（

わ

）

お

い

し

は

よ

る

ま

で

の

老

も

み

る

ろ

も

J父；

く

ば

せ

を

と
あ
る
。

「
道
づ
れ
な
る
人
」
は
当
然
骨
良
だ
し
「
我
子
あ
ら
ば
」
こ
の
名
を
つ
け
た
い
と
ま
で
芭
蕉
は
「
か
さ
ね
」
に
執
心
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
『
ほ
そ
道
』
本
文
に
は
、
芭
蕉
白
身
の
句
が
記
さ
れ
ず
、
骨
良
の
句
だ
け
が
載
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
骨
良

の
句
も
ま
た
『
俳
譜
書
留
』
に
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
多
く
の
先
学
が
指
摘
す
る
ご
と
く
こ
の
句
は
芭
蕉
の
代
作
と
み
る
べ
き
だ
ろ

ぅ
。
そ
れ
も
「
一
家
に
」
の
句
と
同
様
に
行
脚
時
よ
り
後
年
の
こ
と
に
属
す
る
と
考
え
て
よ
い
。

つ
ま
り
こ
の
条
も
意
図
的
な
虚
構
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
桜
井
武
次
郎
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て

「
『
聞
き
な
れ
ぬ
名
の
や
さ
し
か
り
け
れ
ば

（
い
か
に
伝
へ
て
何
を

か
さ
ね
と
い
ふ
や
あ
ら
ん
こ
と
い
う
百
蕉
の
聞
い
に
対
す
る
曾
良
の
答
え
を
そ
の
ま
ま
発
句
の
形
に
し
た
体
で
、
『
ほ
そ
道
』
の
中
の
骨
良

の
役
割
の
一
つ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
（
『
芭
蕉
入
門
』
有
斐
閣
新
書
第
六
章
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
『
ほ
そ
道
』
前
半
の
那
須
の
条
は
、
遠
く
後
半
の
市
振
の
条
と
相
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
相
似
的
な
形
態
を
も
っ
て
表
裏
の

関
係
を
示
し
て
い
る
と
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
ー

あ
と
を
し
た
い
走
る
二
人
の
子
供
（
那
須
）

と
、
同
行
を
乞
う
遊
女
二
名
（
市
振
）
、

2 

か
さ
ね
と
い
う
や
さ
し
い
名
に
寄
せ
る
執
心

（
那
須
）

と
、
遊
女
に
別
れ
た
あ
と
に
残
る
「
哀
さ
し
ば
し
や
ま
ざ
り
け
ら
し
」
と
い
う

思
念
（
市
振
）
、

3 

骨
良
に
仮
託
し
た
句
作
の
虚
構
（
那
須
）
と
、
「
一
家
に
」
の
句
に
み
る
虚
構
（
市
振
）
、

4 

俳
譜
の
恋
の
座
に
通
う

両
者
の
味
わ
い
、
そ
れ
は
前
出
骨
良
の
『
雪
満
呂
気
』
の
記
事
に
も
「
な
で
し
こ
」
と
「
萩
」
が
並
列
的
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も

傍
証
で
き
る
。
な
ど
と
整
理
で
き
よ
う
か
。

と
こ
ろ
で
こ
の
那
須
の
条
は
、

『
旅
日
記
』
に
よ
れ
ば
翠
桃
宅
到
着
が
四
月
三
日
、
そ
れ
か
ら
一
六
日
ま
で
滞
在
中
に
那
須
へ
赴
い
て
い



る
か
ら
、
『
ほ
そ
道
』
構
成
上
話
が
「
く
ど
く
な
ら
な
い
よ
う
に
考
え
た
上
で
の
ア
レ
ン
ジ
」
（
桜
井
武
次
郎
氏
前
掲
書
）
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て

い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
条
は
白
河
の
関
越
え
に
か
か
る
前
で
、
本
格
的
な
奥
羽
行
脚
開
始
寸
前
の
、

心
温
ま
る
少
女
の
情

感
を
伝
え
た
一
節
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
こ
の
滞
在
中
に
『
ほ
そ
道
』
の
旅
で
の
最
初
の
歌
仙
が
巻
か
れ
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き

で、

こ
の
歌
仙
に
は
次
の
ご
と
き
連
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

き
ぬ
た

確
あ

の

月

も

恋

ゆる

へ玄
に斗

う

た

尼

達

の

家

骨

良

こ

そ

悲

し

け

れ

翠

Lynn

－
 

剖刷
V

と
i
u
R
J
 

繍

に

時

め

く

骨

ま

ぐ

さ

し

お

り

つ

け

あ

い

こ
の
歌
仙
は
「
萩
お
ふ
人
を
枝
折
の
夏
野
哉
」
を
発
句
と
す
る
も
の
で
、
右
の
付
合
に
は
、
砧

l
月
と
い
う
常
套
的
な
あ
し
ら
い
の
な
か

錦i露

も

消

ね

胸

の

し、

た

き

翁

花

の

s憎

台、

り

し

良

-311ー

に
、
尼

l
恋
↓
露
と
続
く
一
連
の
情
趣
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
一
家
に
」
の
句
に
み
ら
れ
る
遊
女
・
萩
・
月
の
取
り
合
わ
せ
の
萌
芽
と
は
ま

だ
言
え
な
い
が
、
恋
の
句
の
新
境
地
を
模
索
す
る
か
の
よ
う
な
連
俳
と
読
め
な
く
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
白
河
の
関
を
越
え
る
に
際
し

骨
良
が
詠
ん
だ
「
卯
の
花
を
か
ざ
し
に
関
の
晴
着
か
な
」
に
呼
応
す
る
〈
か
ざ
し
V
が
、
加
賀
の
地
ヘ
向
か
う
市
振
の
関
越
え
に
際
し
、
芭

蕉
に
ど
う
関
わ
っ
た
か
の
問
題
も
、
は
る
か
に
志
向
で
き
る
だ
ろ
う
。

か
く
て
那
須
の
条
を
起
点
と
し
て
市
振
に
お
け
る
「
一
家
に
」
の
句
の
成
立
因
由
を
、
骨
良
の
『
俳
譜
書
留
』
な
ど
を
中
心
に
探
っ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
は
旅
の
途
次
に
巻
い
た
歌
仙
か
ら
、
月
の
座
・
恋
の
座
に
関
わ
る
芭
蕉
と
曾
良
を
主
に
し
た
連
句
・
付
合
を
抽

出
す
る
作
業
が
ま
ず
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
考
察
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
米
谷
巌
氏
に
す
ぐ
れ
た
論
が
備
わ
っ
て
い
る
。
氏
は
出
羽
大
石

田
で
巻
い
た
「
最
上
川
」
歌
仙
か
ら
、



星

祭

る

髪

は

し

ら

が

の

か

る

1. 

ま

で

骨

良

集

遊

女

の

名

」
壬ど

と

む

る

月

翁

の
付
合
を
あ
げ
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
前
句
は
、

老
女
小
野
の
小
町
が
、
七
夕
の
夜
、
関
寺
に
招
か
れ
て
星
祭
の
童
舞
を
見
物

す
る
と
い
う
、
謡
曲
『
関
寺
小
町
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
付
句
は
、
謡
曲
『
卒
都
婆
小
町
』
を
媒
介
に
し
て
、
小
町
が
『
古
へ

は
遊
女
』
（
『
類
船
集
』
）
で
あ
っ
た
と
す
る
俗
説
を
ふ
ま
え
て
句
作
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
が
市
振
の
条
で
、
『
七
夕
』
の
句
に
続
く

恋
の
秘
曲
の
前
ジ
テ
に
『
遊
女
』
を
登
場
さ
せ
た
の
も
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
連
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
さ
れ
る
。
傾
聴
す
べ
き
卓

論
で
あ
り
本
稿
は
そ
の
膜
尾
に
付
す
以
外
に
な
い
の
だ
が
、

や
は
り
ユ
家
に
」
の
句
に
お
け
る
「
萩
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
私
に
は
気
が
か
り

で
あ
る
。
俳
文
学
の
専
攻
で
も
な
い
私
に
は
す
で
に
解
決
ず
み
の
問
題
を
云
々
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
供
の
念
も
あ
る
。
不
明

は
当
初
か
ら
叱
正
を
乞
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

し
ば
ら
く
芭
蕉
の
付
合
を
追
う
こ
と
に
す
る
。

-312-

3 

萩
と
月
の
照
応

四
月
二
三
日

と

う

き

ゅ

う

つ

け

あ

い

つ
克
禄
二
年
）
須
賀
川
の
等
射
宅
で
の
「
風
流
の
」
の
歌
仙
に
は
有
名
な
恋
の
付
合
「
宮
に
め
さ
れ
し
う
き
名
は
づ
か
し

か

ひ

な

い

れ

す

み

手
枕
に
ほ
そ
き
肱
を
さ
し
入
て
翁
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
句
に
、
「
何
や
ら
事
の
た
ら
ぬ
七
夕
住
か
へ
る
宿
の
柱
の

す
す
き

薄
あ
か
ら
む
六
条
が
髪

等
射
／

骨
／ 

月
を
見
よ

骨
／

翁
」
が
見
出
せ
る
。
「
六
条
」
は
お
そ
ら
く
源
氏
の
六
条
御
息
所
の
生
霊
を
言
っ
た
も
の
だ

ろ
う
。
星
祭
（
七
夕
）

i
月
L
宿
L
あ
れ
に
し
庭
L
薄

l
小
町
が
幽
霊
（
『
類
船
集
』
付
合
を
私
に
整
理
）
と
い
う
連
想
が
生
む
付
合
で
あ
る
。

い
ち
え
い

五
月
二
九
・
ゴ
一

O
両
日
の
出
羽
大
石
田
高
野
一
栄
宅
で
の
興
行
「
さ
み
だ
れ
を
」
の
歌
仙
に
は
、
前
出
の
「
星
祭
る
」
と
「
集
に
遊
女
の

名
を
と
む
る
月
」
の
付
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
米
谷
氏
の
指
摘
と
と
も
に
西
行
の
「
撰
集
抄
』
九
の
一
一
の
「
江
口
遊
女
成
レ
尼
事
」
の
話
が
、



『
類
船
集
』
遊
女
の
項
の
コ
メ
ン
ト
な
ど
と
と
も
に
背
景
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
当
然
の
知
識
で
あ
っ
た
。
次
に
六
月
二
日
、
新
庄
の
風
流

お
た
づ
ね

亭
で
の
興
行
「
御
尋
に
」
の
歌
仙
に
は
、

（

お

〉

雪

ふ

ら

ぬ

松

は

を

の

れ

と

ふ

と

り

け

り

ふ

み

へ

敷

〕

ゐ

の

し

し

萩

踏

し

猪

の

つ

ゆ

き

つ

く

ほ

こ

ら

行

尽

小

社

け

燈iる
し

の

し

月、

を

の
付
合
が
あ
り
、

は
じ
め
て
萩
と
月
の
照
応
が
あ
ら
わ
れ
る
。

た

ち

え

立

枝

に

さ
ひ

き

お

こ

引

起

髪、月、糸

あ

ふ

まれ

て

、・じ
官
出
吋

見

と

さ

よ

す

カ1

す

も

の

る

う

も

れ

リ

見

1虫

て

ク

夜

女、な

J、ミ

も
ね
た妬

も

の

が
あ
り
、
月
と
恋
と
「
宿
場
女
」
つ
ま
り
遊
女
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
え
て
七
月
六
日
直
江
津
で
、
芭
蕉
は
「
文
月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は

曾
良
」
で
終
わ
る
二
十
句
迄
の
未
完
の
歌
仙
と
し
て
記
載

同

じ

の

の

き

まて

柳ぷ

風f

孤こ

松5翁

（
傍
点
論
者
、
以
下
同
）

の

つ
い
で
六
月
四
日
羽
黒
山
で
の
興
行
「
有
難
や
」

り

す

い

萩

梨

水

の
歌
仙
に
は
、

骨

良

の
付
合
が
見
出
さ
れ
、
萩
と
月
と
恋
の
座
が
よ
う
や
く
芭
蕉
の
主
導
に
よ
っ
て
フ
ォ
ル
ム
を
整
え
つ
つ
あ
る
さ
ま
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た

し
げ
ゆ
き

六
月
一

O
日
鶴
岡
の
長
山
重
行
宅
の
歌
仙
「
め
づ
ら
し
や
」
の
巻
に
は
、

－U

干

め

ん

、

赦

免

に

月

き

ぬ

ぎ

ぬ

衣

f
i
I
は

し
ゅ宿

し

き

翁

露る

丸2翁

』、

露

骨

良

る

寺

の

鐘

さ
れ
て
い
る
。

似
ず
」
の
句
を
作
っ
た
。
こ
れ
は
『
俳
譜
書
留
』
に
「
香
は
色
々
に
人
／
＼
の
文

あ
ま
の
が
は

の
ち
に
『
ほ
そ
道
』
本
文
に
「
荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
河
」
の
句
に
先
立
っ
て
並
置
さ
れ
、
続
く
市
振
の
遊
女
と
の
出
逢

か

げ



よ
ぴ

い
を
誘
発
す
る
〈
呼
出
し
の
恋
〉
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

」
の
連
句
中
に
は
ま
た
、

「
数
々
に
恨
の
品
の
指
つ
ぎ
て

義
年
／

鏡
に
移
す
我
が
わ
ら
ひ
が
ほ

翁
／ 

あ
け
は
な
れ
あ
さ
気
は
月
の
色
薄
く

左
栗
」
と
い
う
付
合
が
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
こ
う
。

七
月
八
日
、
芭
蕉
は
直
江
津
か
ら
高
田
に
着
い
た
。
雨
は
止
ん
で
い
た
。
『
旅
日
記
』
に
は
「
細
川
春
庵
ヨ
リ
人
遺
シ
テ
迎
、
連
テ
来
ル
。

春
庵
へ
不
レ
寄
シ
テ
、
先
、
池
田
六
左
衛
門
ヲ
尋
。
客
有
。
寺
ヲ
か
り
、
休
ム
。
又
、
春
庵
ヨ
リ
状
来
ル
。

頓
テ
尋
。

発
句
有
。
俳
初
ル
。

宿
六
左
衛
門
、
子
甚
左
衛
門
ヲ
遣
ス
。
謁
ス
。
」
と
あ
る
。

荻
の
す
だ
れ
を
あ
げ
か
け
る
月

そ
の
俳
席
を
『
書
留
』
に
検
す
れ
ば
、

「
薬
欄
に
い
づ
れ
の
花
を
く
さ
枕

翁

／ 

棟
雪
／
炉
け
ふ
り
の
タ
を
秋
の
い
ぶ
せ
く
て

句
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
萩
で
は
な
く
荻
と
月
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
だ
が
、
芭
蕉
俳
譜
に
み
る
諸
書
の
伝
え
に
は
萩
と
荻
の
混
乱
が
多
い

更
也
／

馬
乗
ぬ
け
し
高
薮
の
下

曾
良
」
の
四

の
も
事
実
で
、
骨
良
の
誤
記
が
こ
こ
に
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、
七
月
二
五
日
小
松
に
お
け
る
芭
蕉

か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
萩
と
荻
は
俳
譜
付
合
上
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
り
誤
り
易
い
表
記
の
ゆ
え
も
あ
っ
た
。

A凡
τ

句
を
『
書
留
』
は
「
し
ほ
ら
し
き
名
や
小
松
吹
荻
薄
」
と
誤
記
し
て
い
る
し
、
こ
こ
で
も
「
荻
の
す
だ
れ
」
で
充
分
に
意
が
通
る
句
作
り
だ

荻

ヲ
ギ

い
ね
科
の
多
年
生
植
物
。
水
辺
・
湿
地
に
多
い
。

ス
ス
キ
に
似
る
が
、
群
生
し
て
も
ほ
と
ん
ど
株
に
な
ら
な
い
。
秋
、
銀

白
色
の
花
穂
を
出
す
。
か
ぜ
き
き
ぐ
さ
。
め
ざ
ま
し
ぐ
さ
。

萩

ギ

ま
め
科
の
落
葉
小
低
木
。
秋
、
紅
紫
色
ま
た
は
白
色
の
、
小
さ
な
蝶
に
似
た
形
の
花
が
、

し
だ
れ
た
枝
に
た
く
さ
ん
咲

く
。
秋
の
七
草
の
一
つ
。
（
岩
波
国
語
辞
典
第
三
版
）

右
、
手
許
の
辞
書
に
見
て
も
、
六
月
以
降
の
芭
蕉
の
関
心
事
は
、
明
ら
か
に
萩
に
傾
い
て
い
た
よ
う
で
荻
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
程
遠
い
と
思

わ
れ
る
。

い
ち
お
う
芭
蕉
の
関
心
が
〈
萩
V
を
め
ぐ
る
俳
諸
に
あ
っ
た
と
し
て
お
こ
う
。

こ
の
稿
で
は
ま
だ
ご
家
に
」
の
句
に
お
け
る
〈
遊
女
V
へ
の
考
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
事
新
し
く
採
り
あ
げ
る
ま
で
も



な
い
資
料
に
よ
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
論
の
成
行
き
か
ら
避
け
て
通
れ
ぬ
性
格
の
も
の
で
も
あ
る
。
で
き
る
だ
け
簡
略
化
し
つ
つ
「
山
中
三

吟
」
を
瞥
見
し
よ
う
。4 

遊
女
の
句

元
禄
四
年
（
二
八
九
一
）

ほ
〈
し

五
月
二
六
日
刊
の
井
筒
屋
版
『
卯
辰
集
』
は
、
加
賀
金
沢
の
北
枝
（
立
花
氏
）
が
俳
人
楚
常
の
業
を
継
い
で
増
補
編

集
し
た
俳
書
で
、
こ
の
な
か
に
芭
蕉
が
加
賀
山
中
温
泉
で
北
枝
・
骨
良
の
両
名
と
巻
い
た
歌
仙
一
巻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
芭
蕉
は
北
枝
と

七
月
二
七
日
か
ら
八
月
五
日
迄
山
中
温
泉
に
滞
在
し
た
。
本
稿
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、

八
月
五
日
病
勝
ち
の
曾
良
は
伊
勢
に
先
行
す
る
。

た
て
〈

こ
の
「
山
中
三
吟
」
は
曾
良
へ
の
銭
別
と
し
て
興
行
さ
れ
た
も
の
で
、
北
枝
の
「
馬
か
り
で
燕
追
行
く
わ
か
れ
か
な
」
を
立
句
と
す
る
一
名

た
。
こ
れ
を
金
沢
の
俳
人
可
大
が
天
保
一

O
年（一八一一一九）

八
月
に
出
版
し
た
『
や
ま
な
か
し
う
』
に
収
め
て
い
る
。

そ
の
と
き
の
筆
録
を
北
枝
は
草
稿
の
ま
ま
遺
し
て
い

は
な
む
け

「
骨
良
銭
／
翁
直
し
の

qo 

「
燕
歌
仙
」
で
あ
る
。
こ
の
三
吟
は
芭
蕉
が
指
導
添
削
を
重
ね
て
成
っ
た
も
の
で
、

一
巻
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
歌
仙
の
六
句
め
か
ら
九
句
め
に
か
け
て
次
の
付
句
が
あ
る
。

（笹）

さ

L
A

道

柴

峯”し

た
ど
る
と
も
、
か
よ
ふ
と
も
案
事
玉
ひ
し
が
、
こ
か
す
に
き
ハ
ま
る
。

す
げ

「

松

ふ

か

き

ひ

だ

り

の

山

は

菅

の

寺

枝

台、

り

、”、ー

台、

す

の

翁

お
は
せ

柴
か
り
こ
か
す
の
う
つ
り
、
上
五
文
字
霞
降
る
と
有
ベ
し
、
と
仰
ら
れ
き
。

「
役
者

四

五

人

田

& 
R 

わ

Tこ

ら

ひ

良

遊
女
と
直
し
。



「

こ

し

は

り

に

恋

し

き

君

が

名

も

あ

り

て

ら
く
が
き

落
書
に
と
直
し
玉
ふ
。

翁

の
ご
と
く
で
あ
る
。

い
ま
芭
蕉
の
添
削
に
従
っ
て
『
卯
辰
集
』
所
収
句
に
書
き
替
え
て
み
る
。

柴
霞

台、

降土
り

ラ，，
'-

台、

す

峯

→τ←」ー
官みの

笹

道

翁

左

の

山

』土

の

寺

北

枝

遊
落T
書が女

に四

恋 五

人

田

4三
ドヨ

わ

た

有すら

ひ

骨

良

し

キ
C

君

が

名

も

て

翁

論
考
が
あ
る
。

ま
ず
こ
の
「
遊
女
四
五
人
田
舎
わ
た
ら
ひ
」
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男
の
「
遊
行
女
婦
の
こ
と
」
（
『
木
綿
以
前
の
事
』
所
収
）
に
名
高
い

そ

り

の

る

こ

し

雪
舟
に
乗
越
の
遊
女
の
寒
さ

野
径
／

柳
田
は
七
部
集
『
ひ
さ
ご
』
第
三
の
歌
仙
か
ら
、

い

ち

ぶ

ち

ゃ

う

萱
歩
に
つ
な
ぐ
丁
百
の
銭

「
そ
れ
世
は
泊
雨
と
し
ぐ
れ
と

乙
州
」
を
引
い
て
、
越
後
の
遊
女
の
哀
れ
な
生
活
を
説
き
、

里
東
／

）” 
ノ
Iこ

さ
ら
に
ゴ
ケ
・
村
ゾ
レ
の
姿
態

を
描
き
、

よ
る
べ
な
い
女
た
ち
が
、
「
す
が
れ
て
浮
草
の
さ
そ
ふ
水
も
無
く
な
る
と
、

却
っ
て
群
を
な
し
て
遠
く
天
涯
の
旅
を
も
試
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
是
が
骨
良
な
ど
の
眼
を
留
め
た
、
遊
女
の
田
舎
わ
た
ら
ひ
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
」
（
同
論
文
）
と

説
い
た
。
「
田
舎
わ
た
ら
ひ
」
と
は
活
計
の
資
を
求
め
諸
所
を
へ
め
ぐ
る
一
所
不
住
の
生
活
を
い
う
。
そ
れ
は
「
な
り
は
ひ
」
に
対
し
「
す
ぎ

は
ひ
」
と
も
質
を
異
に
す
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
「
遊
女
四
五
人
」
は
市
振
の
遊
女
二
名
と
も
近
接
す
る
。
市
振
の
遊
女
は
伊
勢
参
宮
に
向

ぬ
け
ま
い

お
そ
ら
く
〈
抜
参
り
〉
の
一
種
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
『
ほ
そ
道
』
本
文
に
い
う
「
白
浪
の
ょ
す
る
汀
に
身
を
は
ふ

か
う
の
だ
か
ら
、



く

だ

ち

ぎ

り

ど

品

い

ん

ら
か
し
、
あ
ま
の
こ
の
世
を
あ
さ
ま
し
う
下
り
て
、
定
め
な
き
契
、
日
々
の
業
因
、

は
、
こ
の
「
山
中
三
吟
」
の
添
削
を
思
い
浮
べ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
曾
良
の
「
役
者
四
五
人
」
を
「
遊
女
」
と
直
し
た
の
は
芭
蕉
そ
の

い
か
に
つ
た
な
し
」

（
市
振
の
条
）
と
書
く
百
蕉
の
筆

人
で
あ
る
。
「
落
書
に
恋
し
き
君
が
名
も
有
て
」
と
い
う
芭
蕉
の
句
に
は
、
安
宿
の
一
室
の
さ
ま
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
し
、
君
（
遊
女
）
の

源
氏
名
に
旅
の
情
を
深
め
る
〈
わ
た
ら
ひ
V
の
境
涯
が
よ
り
鮮
明
で
あ
る
。
北
枝
は
こ
れ
を
草
稿
と
し
て
い
ま
に
伝
え
た
。
と
す
れ
ば
も
う

い

だ

せ

り

や

き

ひ
と
り
の
曾
良
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。
こ
の
三
吟
に
骨
良
は
名
残
の
表
二
句
め
を
残
し
師
に
先
行
し
た
。
た
め
に
「
銀
の
小
鍋
に
出
す
芹
焼
」

の
句
を
最
後
に
、
あ
と
は
百
蕉
と
北
枝
の
両
吟
と
な
る
。
だ
か
ら
曾
良
が
『
ほ
そ
道
』
本
文
に
顔
を
出
す
の
は
最
終
条
「
大
垣
」
に
お
い
て

い

れ

あ

ひ

晶

つ

じ

ん

じ

よ

か

う

で
あ
っ
て
、
本
文
は
こ
の
場
面
を
「
駒
に
た
す
け
ら
れ
て
大
抱
一
の
圧
に
入
ば
、
骨
良
も
伊
勢
よ
り
来
り
合
、
越
人
も
馬
を
と
ば
せ
て
、
如
行

い
り
あ
つ
ま

が
家
に
入
集
る
。
」
と
描
い
て
い
る
。
芭
蕉
の
大
垣
入
り
は
八
月
二
一
目
前
の
由
で
、
そ
れ
に
比
し
曾
良
の
大
垣
到
着
は
九
月
三
日
で
あ
る
。

さ

け

く

に

ち

ゃ

ど

翌
四
日
晴
、
浅
井
源
兵
衛
（
左
柳
）
宅
、
蕉
門
句
会
が
催
さ
れ
「
は
や
う
咲
九
日
も
近
し
宿
の
菊
」
な
る
芭
蕉
句
を
立
句
と
す
る
歌
仙
が
成

る
。
そ
の
名
残
の
表
の
終
わ
り
か
ら
裏
へ
か
け
て
の
六
句
を
左
に
示
す
。
そ
れ
は
、

う

ま

れ

つ

く

う

美

く

し

う

顔

生

付

物

憂

さ

よ

尼

に

成

ベ

の

き

ぬ

ん

＼

よ

ろ

い

す

か

月

影

に

鎧

と

見

透

萩

と

ぞ

株

名

ウ

ひ

ま
何

事

も

隙

お

っ

て

追

手

き

宵

や

占ら
舞； n 

却さ -l:を
師モて

し

て

思

の

宮、成r板、

盆

を

連Z仕しう

そ
れ
も
ゆ
え
あ
っ
て
恋
を
捨
て
尼
に
な
る
宵
の
衣
々
、
『
去
来
抄
』

ふ

参

き
ぬ
ぎ
ね

の
ご
と
く
で
あ
る
。
右
六
旬
、
美
女
の
物
憂
さ
か
ら
衣
々
の
別
れ
へ
、

も

-317ー

路ろ越

通？人

此し荊1芭

筋i口；蕉

曾

良



に
は
「
い
か
様
可
然
武
士
の
妻
と
見
ゆ
る
な
り
」
（
修
行
教
）

と
あ
り
、

つ
い
で
月
L
萩
が
出
て
骨
良
の
句
に
至
っ
て
伊
勢
参
宮
へ
の
抜
参
り

の
追
手
を
も
誘
う
奉
公
人
の
生
態
を
描
く
。
恋
の
座
と
月
の
座
と
に
関
わ
る
〈
萩
V
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ら
に
明
確
な
も
の
に
成
長
し
つ
つ
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

相
』
’

u
越
の
遊
女
と
旅
の
宿
と
、
そ
の
庭
前
の
萩
の
花
の
た
よ
り
な
い
開
花
期
と
、
月
の
光
と
、
米
谷
厳
氏
の
丑
一
口
を
再
度
借
り
れ
ば
「
哀
艶
き
わ

ま
り
な
き
新
涼
月
下
の
夢
幻
劇
」
（
前
掲
論
文
）

は
、
こ
う
し
て
奥
羽
行
脚
の
途
次
に
徐
々
に
醸
成
さ
れ
、

さ
ら
に
多
く
の
検
討
や
推
敵
を

経
な
が
ら
、
試
行
錯
誤
の
く
り
返
し
の
う
え
に
成
っ
た
短
詩
型
の
詩
で
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
元
禄
三
年
の
歳
末
と
推
定
さ
れ
る
「
年
忘
歌

し
い
う

仙
」
を
私
た
ち
は
逸
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
京
上
御
霊
社
参
詣
の
後
、
別
当
示
右
亭
で
興
行
し
た
一
巻
に
は
、

こ

さ

め

ふ

み

く

に

月

ほ

そ

く

小

雨

に

史

邦

な

り

し

だ

い

ぼ

ん

て

う

成

次

第

凡

兆

す
す
き

薄

を

ぬ

もる

焼t斗

石

地

蔵

を

子

妻

家

た

て

て

芭

蕉

。。

萩、

世

は

し、

て

喰

フ

あ

や

の

寝

巻

匂

ふ

日

の

影

刀三

右

な
る
付
合
が
あ
る
。

「
萩
を
子
に
」
の
句
は
、

西
行
『
撰
集
抄
』
六
の
八
「
信
濃
佐
野
渡
禅
僧
入
滅
之
事
」
に
よ
る
か
と
い
う
岩
波
文
庫
の

中
村
俊
成
・
萩
原
恭
男
両
氏
の
脚
注
が
あ
る
。
次
句
「
あ
や
の
寝
巻
」
は
ま
た
嵯
峨
野
に
隠
れ
た
小
督
の
局
の
連
想
に
よ
る
か
と
両
氏
は
指

摘
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
柳
田
国
男
『
俳
譜
評
釈
』
は
い
ま
私
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
月
と
萩
と
恋
の
移
り
と
が
、
こ
こ
で
も
大

き
く
関
心
を
引
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
れ
ば
よ
い
。

奥
羽
行
脚
の
後
二
年
、
上
方
に
滞
在
し
た
芭
蕉
に
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
成
稿
の
心
用
意
は
な
か
っ
た
。
彼
が
こ
の
紀
行
文
執
筆
を
思
い
立

っ
た
の
は
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）

五
月
に
江
戸
へ
戻
り
芭
蕉
庵
に
入
っ
て
か
ら
で
、
素
龍
に
清
書
さ
せ
た
の
は
元
禄
七
年
四
月
の
こ
と
で
あ



る
。
い
う
ま
で
も
な
く
出
版
は
没
後
八
年
の
元
禄
一
五
年
（
一
七
O

一二）

で
あ
っ
て
、
そ
う
み
る
と
「
一
家
に
」
の
句
作
は
上
記
種
々
の
歌
仙
輿

行
の
さ
ら
に
後
年
に
属
す
る
と
み
て
も
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
奥
羽
行
脚
途
次
、
こ
と
に
越
後
・
越
中
路
に
か
か
っ
て
か
ら
の
芭
蕉
の
旅

は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
難
渋
を
き
わ
め
た
。

『
骨
良
旅
日
記
』
か
ら
う
か
が
え
る
状
況
で
は
、

土
地
土
地
の
有
力
者
へ
の
紹
介
状
が
不
備

で
、
思
わ
ぬ
行
違
い
や
誤
解
を
生
ん
だ
よ
う
で
あ
る
し
、
雨
天
と
暑
さ
に
両
名
と
も
不
快
の
極
に
達
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
あ
の
市
振
へ

着
く
当
日
な
ど
、
七
月
一
二
日
の
こ
と
だ
が
晴
天
の
な
か
能
生
を
発
っ
て
糸
魚
川
の
さ
き
の
早
川
を
渡
る
と
き
、

「
早
川
一
一
テ
翁
ツ
マ
ヅ
カ

レ
テ
衣
類
濡
、
川
原
暫
干
ス
」
と
『
旅
日
記
』
は
伝
え
る
。
翌
一
二
日
市
振
を
発
っ
た
両
名
は
富
山
県
の
入
善
に
入
り
黒
部
四
十
八
が
瀬
を

渡
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
も
骨
良
に
よ
れ
ば
「
入
善
一
一
至
テ
馬
ナ
シ
。
人
一
履
テ
荷
ヲ
持
せ
、
黒
部
川
ヲ
越
。
」
と
い
う
有
様
だ
っ
た
。
こ
の

日
も
翌
日
も
暑
さ
は
き
び
し
か
っ
た
。

一
四
日
に
は
「
翁
、
気
色
不
レ
勝
」
（
高
岡
着
）

と
あ
る
。
供
の
骨
良
も
同
様
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て

n
y
 

q
d
 

一
五
日
に
目
指
す
金
沢
へ
着
い
て
愉
し
み
に
し
て
い
た
俳
人
一
笑
に
会
お
う
と
思
っ
た
ら
、
去
年
二
一
月
六
日
に
死
去
し
た
こ
と
が
知
ら
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

「
塚
も
う
ご
け
我
泣
声
は
秋
の
風
」
は
こ
の
と
き
の
吟
だ
し
、

」
こ
に
は
芭
蕉
の
真
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

う
し
た
状
況
下
で
市
振
の
宿
に
お
け
る
「
萩
と
月
」
の
照
応
が
考
案
で
き
る
は
ず
は
ま
ず
あ
る
ま
い
。
金
沢
、
小
松
、
山
中
の
滞
在
を
通

じ
、
骨
良
と
の
別
離
を
経
な
ど
し
て
、
ゆ
る
や
か
に
快
復
す
る
芭
蕉
の
心
象
に
そ
れ
は
時
聞
を
か
け
て
根
ざ
し
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
ろ

ぅ
。
市
振
の
虚
構
は
こ
う
し
て
行
脚
後
は
る
か
後
年
の
こ
と
に
属
す
る
と
私
は
推
定
し
た
い
の
で
あ
る
。

5 

関
よ
り
西
は
能
登
の
国

元
禄
四
年
八
月
中
旬
、

た

ん

し

ま

さ

ひ

で

し

ょ

う

ぼ

う

み

あ

か

し

探
志
・
正
秀
・
日
目
房
な
ど
膳
所
の
連
衆
と
の
興
行
に
お
い
て
（
御
明
の
歌
仙
）
、

そ
の
名
残
の
折
の
付
句
に
市
振

の
地
名
が
再
出
す
る
。



お

tま

る

込

J
F
」

ほ

っ

け

と

に

法

華

あ

ら

そ

ふ

.I.El-
三J~

振

の

関

よ

り

西

は

自色

)t'jと
占本

の

国

ま

く

り

及主盤見正

肩史子し秀

片

t土

ら

町まて
ち

説を

吹会経

す

る

風主

筋5浄

瑠

出羽一
γ＋
七
円

や

め

の
付
合
で
あ
る
。
能
登
は
浄
土
真
宗
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
説
経
節
は
在
所
を
渡
り
歩
く
唱
導
芸
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
風
の
吹
き

散
る
北
陸
の
定
め
な
き
日
和
を
考
え
れ
ば
、
右
の
付
合
が
意
味
す
る
市
振
の
状
景
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
市
振
の
関
を
越
え
れ
ば
も

う
能
登
路
だ
と
い
う
旅
人
の
心
躍
り
を
伝
え
る
蕉
門
の
意
向
が
ほ
の
見
え
る
。

『
ほ
そ
道
』
本
文
に
戻
っ
て
も
、

」
の
行
脚
中
た
し
か
に
越

中
路
は
語
る
べ
き
材
が
な
か
っ
た
こ
と
に
思
い
当
た
る
。
当
時
市
振
を
発
ち
少
し
行
っ
た
玉
木
村
（
現
、
青
海
町
）
が
越
後
・
越
中
の
境
に

な
っ
て
い
た
。
川
を
渡
り
堺
村
（
現
、
朝
日
町
）

に
加
賀
藩
の
番
所
が
あ
っ
た
。
右
玉
木
村
は
市
振
よ
り
十
四
、

五
丁
の
距
離
だ
と
『
旅
日

A
U
 

ヮ“円。

記
は
記
し
て
い
る
。

こ
の
行
脚
の
事
情
を
後
年
ゆ
っ
く
り
と
回
顧
し
た
と
き
、
右
の
事
情
の
も
ろ
／
＼
を
踏
ま
え
て
、
芭
蕉
に
は
市
振
の
地
理
的
状
況
が
白
ず

あ
げ
ろ

と
理
解
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
米
谷
氏
の
指
摘
の
ご
と
く
、
市
振
か
ら
一
里
ほ
ど
東
南
の
上
路
の
山
を
舞
台
と
す
る
謡
曲
『
山
姥
』
が
こ
の

と
き
芭
蕉
に
想
起
さ
れ
た
こ
と
も
首
肯
で
き
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
芭
蕉
の
主
体
は
こ
と
「
萩
」
の
仔
情
に
上
述
の
ご
と
く
後
年
明
ら
か
に

月
の
記
述
も
萩
の
そ
れ
も
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
が
、
芭

蕉
は
本
文
執
筆
時
こ
の
越
後
・
加
賀
の
境
界
を
挺
す
る
孤
岸
・
僻
限
の
海
辺
の
宿
場
に
、
新
潟
（
越
）
の
遊
女
二
名
を
挫
し
来
て
そ
こ
に
萩

か
た
寄
っ
て
い
た
。
『
旅
日
記
』
に
み
れ
ば
市
振
の
夜
は
当
夜
晴
天
で
あ
る
。

の
花
と
月
光
を
置
く
繰
砂
と
し
た
詩
情
を
描
く
こ
と
に
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
全
構
成
の
眼
目
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で

あ
る
。
白
河
の
関
を
越
え
る
直
前
の
心
躍
り

（
那
須
）

と
同
様
に
こ
こ
に
は
加
賀
へ
向
か
う
前
夜
の
夢
幻
劇
の
構
成
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。



も
う
ひ
と
つ
例
証
す
れ
ば
、
す
で
に
早
く
貞
享
五
年
（
元
禄
元
年
一
六
八
八
）
六
月
五
日
の
尚
白
筆
懐
紙
に
は
、

お

は

す

て

追

鹿

の

子

を

捨

て

行

会
＝
り

な

る

竹

を

切

せ

け

り（を）

く

萩

を

ふ

み

お

る

て

は

そ

し

る

月

の

前

た

は

れ

め

れ

て

中

の

線ヱ秋

嵯

峨

ち

台、

う

き

人

を

ほ

め

大

勢

せ

あ

そ

ぶ

て

ト」仇

の
付
合
が
あ
っ
た
。
「
萩
を
ふ
み
を
る
」
は
小
督
の
局
を
暗
示
し
、

時巴

蕉

通

雪

i
J同

香

f
Jリ
I
 I
 

、．2E
E－

白

」主

秀

そ
の
琴
を
三
味
線
に
俳
譜
化
し
、

千秋

l
月

l
遊
女
の
付
合
が
こ
こ
に
は

早
く
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
嵯
峨
と
小
督
の
局
、
萩
と
嵯
峨
野
は
付
合
で
も
あ
る
（
『
類
船
集
』
）
。

こ
う
し
て
み
れ
ば
芭
蕉
俳
譜
に
お
け
る
萩
の
イ
メ
ー
ジ
は
元
禄
初
頭
よ
り
持
続
さ
れ
た
恋
の
座
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
と
言
う
べ
き

っ“

ず
だ

だ
ろ
う
。
前
述
の
什
合
中
に
み
る
法
華
争
い
の
句
に
つ
い
て
も
、
市
振
の
宿
場
内
の
地
名
に
「
浄
土
」
が
あ
る
こ
と
を
み
て
納
得
が
行
く
は

× 

× 

（
大
日
本
地
名
辞
書
）
。
と
も
あ
れ
市
振
は
当
時
の
関
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

× 

那
須
の
条
の
小
姫
か
さ
ね
か
ら
市
振
の
遊
女
へ
、

那
須
の
な
で
し
こ
か
ら
、

そ
し
て
月
並
な
が
ら
「
ほ
そ
道
』
巻
頭
の
「
行
く
春
」
か
ら
終
末
の
句
の
「
行
く

卯
の
花
が
白
河
の
関
の
〈
か
ざ
し
〉

ん
で
萩
に
い
た
る
。
天
候
で
い
え
ば
五
月
雨
か
ら
秋
ヘ
、

『
ほ
そ
道
』
本
文
を
た
ど
れ
ば
、
卯
の
花
・
紅
粉
の
花
を
詠

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
百
蕉
に
よ
っ
て
自
在
に
虚
構
化
さ
れ
た
文
芸
作
品
で
は
あ
っ
た
。

秋
」
ま
で
、

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
萩
は
市
振
の
関
の
八
か
ざ
し
〉
と
し
て
の
表
象
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
市
振
の
遊

K
と
萩
と
月
の
統
一
は
、
僧
形
の
芭

か
え
っ
て
神
韻
練
砂
た
る
詩
情
を
伝
え
、
あ
る
種
の
危
機
を
字
ん
で

蕉
と
曾
良
両
名
に
よ
る
遊
女
同
宿
の
侵
犯
性
を
内
包
す
る
が
た
め
に
、



こ
ん
に
ち
の
読
者
に
語
り
か
け
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
（

1
）
 

2 

「
廿
六
日
、
朝
止
テ
巳
ノ
刻
ヨ
リ
風
雨
甚
シ
。
今
日
ハ
歓
生
方
へ
被
v
招
。
中
ノ
刻
ヨ
リ
暗
。
夜
－
一
入
テ
、
俳
、
五
十
句
。

也
。
」
（
『
曾
良
旅
日
記
』
）
な
ど
の
記
事
が
み
え
る
。

同
氏
「
恋
の
座
」
、
白
石
悌
三
・
乾
裕
幸
編
『
芭
蕉
物
語
』
（
有
斐
閣
ブ
ッ
ク
ス
）
所
収
印
J
m
頁
参
照
。

終
テ
帰
ル
。
庚
申

追
記

こ
の
稿
の
前
身
は
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
一
二
月
の
本
塾
大
学
通
信
教
育
部
の
雑
誌
『
三
色
旗
』
に
、
「
遊
女
の
句

l
芭
蕉
と
曾
良
」
と
題

し
て
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
先
学
の
新
見
に
導
か
れ
私
の
考
察
も
大
き
く
変
化
し
た
。
今
回
旧
稿
を
ま
っ
た
く
改
変
し
根
本
か
ら
論

を
立
て
変
え
、
新
た
に
考
察
を
試
み
た
。
し
た
が
っ
て
旧
稿
を
ま
っ
た
く
廃
棄
し
こ
の
小
考
を
提
出
す
る
こ
と
に
し
た
。
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