
宗
祇
独
吟
『
遺
誡
百
韻
』
の
注
解
と
し
て
は
、
現
在
も
な
お
『
宗
祇
名
作
百
韻
注
釈
』
（
昭

和
六
〇
年
）
等
が
流
布
し
て
い
る
が
、
以
後
の
連
歌
研
究
の
進
展
の
結
果
と
し
て
、
今
日

で
は
さ
す
が
に
不
十
分
な
所
の
多
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
に
対
し
、
今

日
の
研
究
レ
ベ
ル
に
則
し
た
新
た
な
注
解
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
が
取
り
扱
う
連
歌
は
、
明
応
八
年
、
七
十
九
歳
と
な
っ
た
宗
祇
が
、
三
月
二
十
日
に
発
句
の

想
を
得
、
七
月
末
に
百
韻
と
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
『
遺
誡
百
韻
』
の
称
呼
は
、
大
阪
天

満
宮
文
庫
滋
岡
本
等
の
注
に
「
門
弟
達
の
遺
誡
の
為
な
れ
ば
」
云
々
と
あ
る
こ
と
に
依
拠
す
る
が
、

連
歌
の
最
高
峰
の
作
者
の
最
高
峰
の
作
品
の
一
つ
と
し
て
名
高
く
、
後
世
に
は
「
此
道
之
相
伝
、
此

独
吟
に
き
は
ま
れ
る
」
（
同
、
奥
書
）
と
ま
で
評
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

注
解
を
施
す
に
あ
た
り
、
テ
キ
ス
ト
は
『
宗
祇
名
作
百
韻
注
釈
』
所
載
の
も
の
を
基
礎
と
し
、
他

本
と
校
合
し
て
、
仕
立
・
付
合
・
去
嫌
の
面
で
も
っ
と
も
問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
設
定
し

て
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
の
設
定
の
過
程
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ

る
こ
と
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
寄
合
の
指
摘
も
連
歌
の
注
解
で
は
重
要
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
、
必
要
と
思
わ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
た
。
去
嫌
に
つ
い
て
は
、
末
尾
に
一
覧
表
の
形
で
示
す

こ
と
と
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
連
歌
去
嫌
の
総
合
的
再
検
討
」
（
奈
良
工
業
高
等
専
門

学
校
「
研
究
紀
要
」
第
五
二
号
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ネ
ッ
ト
上
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
覧
表
の
「
凡
例
」
も
、
そ
こ
に
譲
る
。
以
上
、
各
点
、
了
解
さ
れ
た
い
。

　

本
百
韻
に
は
二
系
統
の
古
注
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
宗
牧
注
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
、
も
う
一
つ
は

周
桂
か
ら
の
聞
書
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
代
表
と
し
て
金
沢
市
立
図
書
館
『
連
歌
集
』

所
収
本
（
以
下
、
金
沢
本
古
注
）
、
後
者
の
代
表
と
し
て
大
阪
天
満
宮
文
庫
滋
岡
本
（
以
下
、
天
満

宮
本
古
注
）
が
、
『
宗
祇
名
作
百
韻
注
釈
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
も
大
い
に
そ
れ
ら
を
参
考

と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
学
恩
に
深
く
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

明
応
八
年
三
月
二
十
日

賦
何
人
連
歌

01　

限
り
さ
へ
似
た
る
花
な
き
桜
か
な　
　
　
　
　

宗
祇

《
解
釈
》
桜
と
い
う
花
は
、
盛
り
の
時
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
散
り
際
の
様
も
比
類
の
な
い
も
の
だ
。

※
賦
物
は
「
何
人
」
。
「
桜
」
に
依
っ
て
「
桜
人
」
と
賦
し
て
い
る
。

※
句
意
は
右
の
と
お
り
で
単
純
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
人
生
に
お
け
る
桜
の
見
納
め
だ
ろ
う
と
宗
祇
が

予
期
し
た
上
で
の
句
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
自
分
も
こ
の
桜
の
よ
う
に
美
し
く
未
練
な
く
散
れ
た

ら
と
願
っ
て
い
る
こ
と
の
二
つ
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
百
韻
の
「
我
が
影
な
れ
や

更
く
る
灯
」
と
い
う
自
画
像
の
挙
句
は
、
こ
の
発
句
と
互
い
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

※
単
に
「
花
」
と
す
れ
ば
桜
花
の
こ
と
だ
と
い
う
の
は
古
典
文
学
の
基
礎
の
基
礎
だ
が
、
こ
の
句
の

場
合
、
一
句
中
に
「
桜
」
と
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
句
は
、
連
歌
で
は
「
桜
」
の
句
と

宗
祇
独
吟
『
遺
誡
百
韻
』
の
新
注
解

勢
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さ
れ
、
「
花
」
の
句
と
は
さ
れ
な
い
。
現
在
の
連
歌
研
究
で
は
常
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、

今
な
お
誤
っ
た
古
い
知
識
に
も
と
づ
く
も
の
が
あ
る
の
で
、
敢
え
て
述
べ
る
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

限
り
さ
へ
似
た
る
花
な
き
桜
か
な

　
　

02　

し
づ
か
に
暮
る
ゝ
春
風
の
庭

《
解 

釈
》
晩
春
の
夕
暮
の
庭
。
風
は
こ
と
さ
ら
に
花
を
散
ら
す
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
限

り
と
な
っ
た
桜
は
静
か
に
は
ら
は
ら
と
散
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
様
も
ま
た
、
比
類
の
な
い
も
の
だ
。

　
　
　
　
　

し
づ
か
に
暮
る
ゝ
春
風
の
庭

　
　

03　

仄
霞
む
軒
端
の
峰
に
月
出
で
ゝ

《
解 

釈
》
春
風
が
緩
や
か
に
吹
く
庭
は
、
静
か
に
暮
れ
て
行
く
。
軒
端
に
か
か
る
遠
く
の
山
の
峰
は

薄
く
霞
ん
で
見
え
、
そ
の
背
後
に
出
た
月
は
、
次
第
に
明
る
さ
を
増
し
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
　

仄
霞
む
軒
端
の
峰
に
月
出
で
ゝ

　
　

04　

思
ひ
も
わ
か
ぬ
仮
ぶ
し
の
空

《
解 

釈
》
よ
う
や
く
一
夜
の
旅
宿
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
夜
の
道
を
迷
い
な
が
ら
来
た
の
で
、
方

角
も
解
ら
な
い
。
月
が
出
れ
ば
方
角
も
解
る
の
だ
が
と
、
夜
空
を
眺
め
て
い
る
と
、
軒
端
に
か

か
る
遠
く
の
山
の
峰
の
辺
り
が
ほ
の
か
に
霞
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
そ
う
か
、
そ
っ
ち
が
月
の
出

の
方
角
な
の
だ
。

　
　
　
　
　

思
ひ
も
わ
か
ぬ
仮
ぶ
し
の
空

　
　

05　

来
し
方
を
い
づ
く
と
夢
の
か
へ
る
ら
む

《
解 

釈
》
道
を
踏
み
迷
い
つ
つ
、
今
夜
は
こ
こ
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
空
を
仰
い
で
も
、

や
っ
て
来
た
道
の
方
角
す
ら
見
当
が
つ
か
な
い
。
今
夜
も
ま
た
故
郷
に
帰
る
夢
を
見
る
こ
と
だ

ろ
う
が
、
夢
は
、
ど
ち
ら
の
方
角
に
帰
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

来
し
方
を
い
づ
く
と
夢
の
か
へ
る
ら
む

　
　

06　

行
く
人
見
え
ぬ
野
辺
の
は
る
け
さ

《
解 

釈
》
野
宿
の
一
夜
が
明
け
、
目
を
覚
ま
す
と
朝
に
な
っ
て
い
た
。
夢
を
見
て
い
た
は
ず
だ
が
、

そ
の
夢
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
そ
し
て
帰
っ
て
い
っ
た
の
か
、
覚
え
が
な
い
。
野
中
の
道
は
遥
か

に
続
く
。
私
の
ほ
か
に
、
誰
も
行
く
人
は
い
な
い
。

※ 

「
来
し
方
」
に
対
し
「
行
く
人
」
と
言
う
所
が
ち
ょ
っ
と
し
た
ミ
ソ
。
類
例
は
「
覚
え
ず
過
ぎ
ぬ

生
ま
れ
来
し
方
／
行
末
は
程
な
か
る
ら
し
老
の
果
」
（
熊
野
千
句
・
第
四
「
何
人
」
九
八
／
九
九
）

な
ど
。

　
　
　
　
　

行
く
人
見
え
ぬ
野
辺
の
は
る
け
さ

　
　

07　

霜
ま
よ
ふ
道
は
か
す
か
に
あ
ら
は
れ
て

《
解 

釈
》
冬
の
野
は
行
く
人
も
な
く
一
面
に
霜
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
以
前
に
人
が
踏

み
分
け
た
道
の
跡
は
、
か
す
か
に
そ
れ
と
知
れ
、
そ
れ
が
一
筋
遥
か
に
続
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　

霜
ま
よ
ふ
道
は
か
す
か
に
あ
ら
は
れ
て

　
　

08　

枯
る
ゝ
も
し
る
き
草
む
ら
の
か
げ

《
解 

釈
》
一
面
の
霜
で
は
あ
る
が
、
人
が
踏
み
分
け
た
道
の
跡
は
、
か
す
か
に
そ
れ
と
知
れ
る
。
草

む
ら
の
陰
の
小
草
も
霜
枯
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
何
の
草
か
は
は
っ
き
り
と
判
別
で
き

る
ほ
ど
だ
。

　
　
　
　
　

枯
る
ゝ
も
し
る
き
草
む
ら
の
陰

　
　

09　

鳴
く
虫
の
し
た
ふ
秋
な
ど
い
そ
ぐ
ら
む

《
解 

釈
》
枯
れ
は
て
よ
う
と
す
る
草
む
ら
の
陰
か
ら
は
、
ま
だ
虫
の
声
が
、
か
れ
が
れ
な
が
ら
そ
れ

と
識
別
で
き
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
冬
に
な
れ
ば
死
に
絶
え
る
虫
た
ち
は
、
こ
ん
な
に
も
鳴
き

惜
し
ん
で
い
る
の
に
、
秋
よ
、
お
前
は
ど
う
し
て
こ
う
も
急
い
で
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
の
か
。

※ 

前
句
の
「
枯
る
」
は
、
こ
の
付
合
で
は
、
「
草
む
ら
」
と
「
虫
の
声
」
の
両
方
に
利
か
さ
れ
て
い

る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
「
枯
る
」
に
「
虫
の
声
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
下
葉
は
草

に
枯
る
ゝ
松
が
ね
／
冬
の
来
る
野
に
は
や
ど
ら
ぬ
虫
の
声
」（
初
瀬
千
句
・
第
一
「
何
路
」
八
／
九
）

な
ど
。

※ 

「
虫
」
の
心
を
思
い
や
り
、
「
な
ど
」
と
、
あ
た
か
も
人
に
問
い
か
け
る
よ
う
に
「
秋
」
に
問
い

か
け
る
所
、
い
か
に
も
宗
祇
ら
し
い
仕
立
の
句
で
あ
る
。
天
満
宮
本
古
注
に
は
「
面
白
き
句
様
な

る
べ
し
」
と
見
え
る
。
研
究
者
は
じ
っ
く
り
吟
味
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

鳴
く
虫
の
し
た
ふ
秋
な
ど
い
そ
ぐ
ら
む

　
　

10　

そ
の
ま
ゝ
は
げ
し
野
分
だ
つ
声

《
解 

釈
》
秋
こ
そ
が
自
分
た
ち
の
季
節
だ
と
い
う
よ
う
に
虫
た
ち
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
て
い
た
が
、

突
然
強
い
風
が
吹
い
て
、
そ
の
音
で
、
虫
た
ち
の
声
は
ピ
タ
リ
と
鳴
き
止
ん
だ
。
風
は
強
く
な

る
ば
か
り
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
ま
ま
野
分
と
な
る
よ
う
だ
。
虫
た
ち
は
、
秋
の
夜
長
を
鳴
き
明

か
す
つ
も
り
で
い
た
だ
ろ
う
が
、
秋
よ
、
お
前
は
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
急
い
で
野
分
を
呼
ん
で

き
た
の
だ
。

※ 

「
そ
の
ま
ゝ
は
げ
し
」
と
、
時
間
的
な
状
況
の
推
移
を
短
く
的
確
に
表
現
し
た
措
辞
が
見
事
で
あ

る
。
和
歌
に
も
、
連
歌
に
も
先
例
は
見
出
せ
な
い
。
や
は
り
宗
祇
。「
吹
く
音
き
け
ば
野
分
だ
つ
頃
」

（
天
文
十
四
年
二
月
二
十
五
日
「
何
人
」
九
六
）
な
ど
と
か
の
凡
庸
な
句
と
は
レ
ベ
ル
が
違
う
。

※ 

同
字
は
五
句
去
り
で
あ
る
が
、
「
野
分
」
に
は
「
暴
風
」
と
い
う
替
字
が
あ
る
の
で
、
「
野
」
字
と

は
間
隔
二
句
以
上
で
可
。
従
っ
て
、
第
一
五
句
の
「
野
山
」
と
指
合
に
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

そ
の
ま
ゝ
は
げ
し
野
分
だ
つ
声

　
　

11　

目
に
か
ゝ
る
雲
も
な
き
ま
で
月
す
み
て

《
解 
釈
》
秋
の
夜
空
は
目
に
か
か
る
一
片
の
雲
も
な
く
、
清
澄
な
月
の
光
が
皓
々
と
地
上
を
照
ら
し

て
い
た
が
、
突
然
強
い
風
が
吹
き
、
空
の
気
色
も
変
わ
り
は
じ
め
た
。
風
は
強
く
な
る
ば
か
り
。

ど
う
や
ら
、
こ
の
ま
ま
野
分
と
な
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　

目
に
か
ゝ
る
雲
も
な
き
ま
で
月
す
み
て

　
　

12　

清
見
が
関
戸
波
ぞ
明
け
ゆ
く

《
解 

釈
》
秋
の
夜
空
は
目
に
か
か
る
一
片
の
雲
も
な
く
、
清
澄
な
月
の
光
が
皓
々
と
地
上
を
照
ら
し

て
い
る
。
こ
こ
は
清
見
が
関
。
関
の
戸
の
あ
た
り
ま
で
波
が
打
ち
寄
せ
て
い
る
。
間
も
な
く
夜

が
明
け
る
。
関
の
戸
も
開
く
こ
と
だ
ろ
う
。
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※ 

「
夜
も
す
が
ら
富
士
の
高
根
に
雲
消
え
て
清
見
が
関
に
す
め
る
月
か
な
」
（
詞
花
・
九
‐
三
〇
三
、

左
京
大
夫
顕
輔
）
の
和
歌
に
依
り
、
場
所
を
「
清
見
が
関
」
と
し
た
付
合
で
あ
る
。

※ 
「
月
」
に
「
清
見
が
関
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
月
は
つ
れ
な
く
残
る
天
の
戸
／
秋
の
行
く
清
見
が

関
は
う
ら
さ
び
て
」
（
葉
守
千
句
・
第
九
「
朝
何
」
九
二
／
九
三
）
な
ど
。
「
清
見
が
関
」
は
駿
河

国
の
名
所
。
現
在
の
静
岡
市
清
水
区
興
津
清
見
寺
町
が
故
地
。

　
　
　
　
　

清
見
が
関
戸
波
ぞ
明
け
ゆ
く

　
　

13　

い
つ
来
て
か
角
田
川
原
に
ま
た
も
寝
む

《
解 

釈
》
角
田
川
原
で
の
旅
泊
。
目
を
覚
ま
す
と
、
清
見
が
関
は
関
の
戸
の
あ
た
り
ま
で
波
が
打
ち

寄
せ
て
い
る
。
夜
が
明
け
る
と
関
の
戸
も
開
か
れ
る
。
間
も
な
く
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

生
き
て
い
る
間
に
も
う
一
度
こ
の
角
田
川
原
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

※ 

「
角
田
川
原
」
は
『
新
勅
撰
集
』
に
「
真
土
山
夕
越
え
ゆ
き
て
い
ほ
さ
き
の
角
田
川
原
に
ひ
と
り

か
も
寝
む
」
（
八
‐
五
〇
一
、
弁
基
法
師
）
と
あ
る
所
。
元
歌
は
『
万
葉
集
』
に
あ
り
、
現
代
で

は
紀
伊
国
（
橋
本
市
隅
田
町
芋
生
付
近
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世
に
お
い
て
は
駿
河
国
の
清
見

が
関
の
近
辺
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
李
下
集
・
七
三
四
な
ど
、
引
用
省
略
）
。
他
に
「
角
田
川
原

は
船
も
い
そ
が
ず
／
雲
さ
へ
や
別
れ
や
す
ら
ふ
清
見
潟
」
（
池
田
千
句
・
第
一
「
何
人
」
八
八
／

八
九
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

い
つ
来
て
か
角
田
川
原
に
ま
た
も
寝
む

　
　

14　

離
れ
ば
つ
ら
し
友
と
す
る
人

《
解 

釈
》
角
田
川
原
で
の
旅
泊
。
京
を
出
た
時
か
ら
一
緒
だ
っ
た
友
と
も
、
こ
こ
で
別
れ
る
。
生
き

て
い
る
間
に
、
も
う
一
度
こ
の
角
田
川
原
で
二
人
一
緒
に
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
辛
い
こ
と
だ
が
、
も
う
可
能
性
は
あ
る
ま
い
。

※ 

付
句
は
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
に
「
も
と
よ
り
友
と
す
る
人
、
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け
り
」

と
あ
る
表
現
。
そ
れ
を
想
起
す
る
の
は
古
典
の
常
識
で
、
前
句
の
「
角
田
川
原
」
は
、
こ
の
付
合

で
は
武
蔵
・
下
総
国
境
の
角
田
川
と
な
る
。

　
　
　
　
　

離
れ
ば
つ
ら
し
友
と
す
る
人

　
　

15　

契
り
き
や
あ
ら
ぬ
野
山
の
花
の
か
げ

《
解 

釈
》
思
い
が
け
な
い
野
山
で
花
を
見
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
と
そ
の
場
の
友
と
な
り
、
そ
し
て
別

れ
る
。
何
の
約
束
を
し
て
出
会
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
や
は
り
名
残
惜
し
く
、
つ
ら
い

気
持
ち
が
す
る
。

※ 

前
句
の
「
友
」
は
、
先
の
付
合
で
は
共
に
旅
を
す
る
人
の
こ
と
。
そ
れ
を
、
花
見
の
際
に
出
会
っ

た
見
知
ら
ぬ
人
に
取
り
な
し
て
、
句
境
を
見
事
に
転
換
し
て
い
る
。
「
あ
ら
ぬ
野
山
の
花
の
か
げ
」

と
い
う
語
の
連
鎖
も
美
し
く
情
趣
が
深
い
。

※
「 

契
り
き
や
」
と
反
語
表
現
を
用
い
る
の
が
宗
祇
好
み
の
仕
立
。
「
知
ら
ぬ
ど
ち
花
咲
く
野
辺
に

出
で
逢
ひ
て
」
な
ど
し
て
も
付
合
の
論
理
は
同
じ
だ
が
、
出
来
は
大
差
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

契
り
き
や
あ
ら
ぬ
野
山
の
花
の
か
げ

　
　

16　

世
を
の
が
れ
て
も
春
は
む
つ
ま
し

《
解 

釈
》
世
を
捨
て
た
身
の
上
、
春
に
な
ろ
う
が
、
花
が
咲
こ
う
が
、
心
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
は
ず
な
の
に
、
思
い
が
け
な
い
野
山
で
花
に
出
会
う
と
、
や
は
り
睦
ま
し
い
気
持
ち
に
な
る
。

何
の
約
束
も
な
く
こ
の
花
と
こ
こ
で
出
会
っ
た
の
も
、
何
か
の
縁
な
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

世
を
の
が
れ
て
も
春
は
む
つ
ま
し

　
　

17　

身
を
隠
す
庵
は
霞
を
た
よ
り
に
て

《
解 

釈
》
世
を
捨
て
、
誰
に
も
知
ら
れ
ま
い
と
隠
れ
住
む
身
の
上
。
春
に
な
っ
て
、
庵
の
周
囲
は
霞

に
深
く
立
て
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
霞
が
深
い
と
、
近
く
に
人
が
来
て
も
、
こ
こ
に
私

が
住
ん
で
い
る
と
は
気
づ
く
ま
い
。
ど
う
も
春
は
、
世
間
一
般
の
人
だ
け
で
な
く
、
私
の
よ
う

な
世
捨
人
に
と
っ
て
も
有
難
い
季
節
で
あ
る
よ
う
だ
。

※ 

春
に
な
る
と
、
山
の
奥
ま
で
人
が
入
り
込
ん
で
き
て
、
世
捨
人
に
は
煩
わ
し
い
と
す
る
の
が
普
通

の
発
想
。
そ
の
逆
に
、
春
は
世
捨
人
に
と
っ
て
も
好
都
合
だ
と
い
う
所
に
、
意
表
を
突
く
面
白
さ

が
あ
る
。
俳
諧
味
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
第
二
八
句
、
第
七
九
句
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　

身
を
隠
す
庵
は
霞
を
た
よ
り
に
て

　
　

18　

消
え
む
煙
の
ゆ
く
へ
を
ぞ
待
つ

《
解 

釈
》
深
い
霞
に
立
て
籠
め
ら
れ
た
庵
に
身
を
隠
し
て
暮
ら
す
身
。
願
う
の
は
、
こ
の
ま
ま
誰
に

も
知
ら
れ
ず
に
（
火
葬
の
）
煙
と
な
っ
て
、
大
空
に
消
え
て
行
く
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　

消
え
む
煙
の
ゆ
く
へ
を
ぞ
待
つ

　
　

19　

藻
塩
く
む
袖
さ
へ
月
を
た
の
む
夜
に

《
解 

釈
》
名
月
の
夜
。
今
夜
は
、
藻
塩
を
焼
い
て
生
業
と
す
る
者
た
ち
さ
え
も
、
（
自
分
た
ち
が
立
て

た
）
煙
が
消
え
去
り
、
き
れ
い
な
月
が
眺
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

※ 

第
一
六
句
か
ら
第
一
八
句
ま
で
、
限
度
い
っ
ぱ
い
に
「
述
懐
」
が
三
句
連
続
し
て
い
る
所
。
前
句

の
「
煙
」
は
、
先
の
付
合
で
は
火
葬
の
煙
、
そ
れ
を
藻
塩
の
煙
に
取
り
な
し
て
句
境
を
転
じ
、
述

懐
を
逃
れ
て
い
る
。
「
山
遠
く
帰
る
鳥
辺
の
夕
煙
／
海
士
の
塩
屋
ぞ
見
る
も
さ
び
し
き
」
（
顕
証
院

会
千
句
・
第
六
「
何
田
」
七
九
／
八
〇
）
な
ど
、
よ
く
用
い
ら
れ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
「
藻

塩
く
む
袖
さ
へ
月
を
た
の
む
夜
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
や
は
り
宗
祇
。
「
月
の
夜
を
藻
塩
汲

み
て
や
た
の
む
ら
む
」
な
ど
と
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
台
無
し
で
あ
る
。
な
お
「
煙
」
に

「
塩
」
が
寄
合
で
あ
る
の
は
、
右
の
顕
証
院
会
千
句
の
例
の
と
お
り
。

※ 

第
一
一
句
で
「
月
」
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
面
（
初
折
裏
）
で
二
句
目
の
「
月
」
で
あ
る
が
、

宗
祇
の
連
歌
で
は
何
の
問
題
も
な
い
。
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
『
宗
祇
名
作
百
韻
注
釈
』
は
こ
の

作
品
の
「
月
」
「
花
」
の
配
置
を
例
に
挙
げ
て
「
全
般
的
に
自
由
な
内
容
展
開
」
「
破
格
」
と
論
じ

て
い
る
が
（
三
五
九
ペ
ー
ジ
）
、
今
日
の
研
究
レ
ベ
ル
で
は
的
外
れ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　

藻
塩
く
む
袖
さ
へ
月
を
た
の
む
夜
に

　
　

20　

心
な
く
て
や
秋
を
恨
み
む

《
解 

釈
》
藻
塩
を
焼
い
て
生
業
と
す
る
者
た
ち
さ
え
も
今
夜
の
名
月
を
眺
め
る
は
ず
。
そ
れ
な
の
に
、

ひ
た
す
ら
に
秋
を
憂
き
も
の
と
し
て
恨
む
と
し
た
ら
、
余
程
情
趣
を
解
さ
な
い
者
と
言
う
べ
き

だ
ろ
う
。

54
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心
な
く
て
や
秋
を
恨
み
む

　
　

21　

か
ゝ
る
な
よ
あ
だ
こ
と
の
葉
の
露
の
暮

《
解 
釈
》
露
い
っ
ぱ
い
の
秋
の
夕
暮
。
私
は
あ
の
人
を
待
っ
て
い
る
。
多
分
、
あ
の
人
は
来
な
い
。

あ
の
人
の
心
に
も
私
へ
の
秋
（
飽
き
）が
来
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
恨
め
し
く
思
う
の
は
止
そ
う
。

今
更
悔
い
て
も
遅
い
が
、
不
誠
実
な
男
の
上
べ
ば
か
り
の
言
葉
に
身
を
委
ね
る
べ
き
で
は
な
か
っ

た
の
だ
。

　
　
　
　
　

か
ゝ
る
な
よ
あ
だ
こ
と
の
葉
の
露
の
暮

　
　

22　

誰
を
か
と
は
む
あ
は
れ
と
も
見
じ

《
解 

釈
》
露
い
っ
ぱ
い
の
秋
の
夕
暮
。
私
は
あ
の
人
を
待
っ
て
い
る
。
今
頃
、
あ
の
人
は
誰
を
訪
ね

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
の
こ
と
を
、
可
哀
想
と
も
思
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
今

更
悔
い
て
も
遅
い
が
、
不
誠
実
な
男
の
上
べ
ば
か
り
の
言
葉
に
身
を
委
ね
る
べ
き
で
は
な
か
っ

た
の
だ
。

　
　
　
　
　

誰
を
か
と
は
む
あ
は
れ
と
も
見
じ

　
　

23　

契
り
て
も
え
や
は
な
べ
て
の
草
の
原

《
解 

釈
》
契
り
を
交
わ
し
た
と
し
て
も
、
あ
な
た
に
と
っ
て
私
は
、
所
詮
、
何
の
花
が
咲
く
わ
け
で

も
な
い
た
だ
の
草
の
原
。
そ
の
後
に
尋
ね
て
行
く
の
は
誰
で
す
か
。
ま
さ
か
私
で
は
な
い
で
し
ょ

う
？　

そ
ん
な
私
を
、
可
哀
想
と
も
思
っ
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
？

※ 

「
う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
問
は
じ
と
や
思
ふ
」
を
本
歌
と
す
る
付

合
。
『
源
氏
物
語
』
花
宴
巻
に
見
え
る
朧
月
夜
内
侍
の
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

契
り
て
も
え
や
は
な
べ
て
の
草
の
原

　
　

24　

か
へ
り
来
む
を
も
し
ら
ぬ
古
郷

《
解 

釈
》
必
ず
帰
っ
て
く
る
と
約
束
し
て
故
郷
を
出
て
い
っ
た
人
。
け
れ
ど
、
故
郷
と
い
っ
て
も
、

何
も
な
い
草
の
原
と
同
じ
よ
う
な
所
。
も
っ
と
い
い
所
は
い
く
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
い
つ
帰
っ

て
く
る
の
か
、
あ
ま
り
ア
テ
に
し
な
い
方
が
い
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

か
へ
り
来
む
を
も
し
ら
ぬ
古
郷

　
　

25　

い
か
に
せ
し
船
出
ぞ
跡
も
雲
の
波

《
解 

釈
》
船
が
湊
を
出
た
時
は
ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
か
。
今
は
、
振
り
返
っ
て
も
何
も
見
え
ず
、
雲

と
波
と
が
水
平
線
で
一
つ
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
い
つ
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
そ
ん
な
こ
と
、
も
う
考
え
て
も
仕
方
が
な
い
。

　
　
　
　
　

い
か
に
せ
し
船
出
ぞ
跡
も
雲
の
波

　
　

26　

涙
の
海
を
渡
る
旅
人

《
解 

釈
》
船
が
湊
を
出
た
時
は
ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
か
。
今
は
、
振
り
返
っ
て
も
何
も
見
え
ず
、
雲

と
波
と
が
水
平
線
で
一
つ
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
。
旅
人
は
涙
を
流
し
な
が
ら
大
海
を
渡
っ
て

行
く
。

※ 

「
船
」
に
「
渡
る
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
浦
遠
き
霧
間
に
船
の
ほ
の
見
え
て
／
空
に
消
え
て
も
渡

る
雁
が
ね
」（
応
永
十
八
年
八
月
二
十
一
日
「
何
人
」
八
一
／
八
二
）
な
ど
。
た
だ
し
「
船
」
に
「
渡

る
」
と
付
け
る
の
は
所
謂
「
用
付
」
で
、
後
の
連
歌
で
は
好
ま
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

涙
の
海
を
渡
る
旅
人

　
　

27　

唐
土
も
天
の
下
と
や
つ
ら
か
ら
む

《
解 

釈
》
旅
の
つ
ら
さ
に
涙
を
流
し
つ
つ
海
を
渡
る
旅
人
。
い
っ
そ
、
唐
土
ま
で
旅
す
れ
ば
ど
う
だ

ろ
う
か
。
い
や
、
唐
土
と
い
っ
て
も
天
の
下
の
人
間
世
界
。
同
じ
よ
う
に
つ
ら
い
事
だ
ら
け
だ

ろ
う
。

※ 

付
句
は
「
唐
土
も
あ
め
の
下
に
ぞ
あ
り
と
聞
く
照
る
日
の
も
と
を
忘
れ
ざ
ら
な
む
」
（
新
古
今
・

九
‐
八
七
一
、
成
尋
法
師
母
）
を
念
頭
に
お
い
た
仕
立
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

唐
土
も
天
の
下
と
や
つ
ら
か
ら
む

　
　

28　

す
め
ば
の
ど
け
き
日
の
本
も
な
し

《
解 

釈
》
「
日
の
本
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
お
日
さ
ま
の
も
と
で
ほ
か
ほ
か
と
の
ん
び
り
過
ご
せ
る
は

ず
だ
が
、
実
際
の
生
活
は
心
の
休
ま
る
暇
は
な
い
。
で
は
唐
土
で
は
ど
う
か
。
そ
こ
も
、
所
詮
、

天
の
下
の
人
間
世
界
。
同
じ
よ
う
に
つ
ら
い
事
だ
ら
け
だ
ろ
う
。

※ 

前
句
の
「
唐
土
も
…
…
つ
ら
か
ら
む
」
を
理
屈
づ
け
た
付
合
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
展
開
は
、
有

名
な
「
こ
と
わ
り
や
日
の
本
な
ら
ば
照
り
も
せ
め
さ
り
と
て
は
又
あ
め
が
下
と
は
」
と
い
う
降
雨

祈
願
の
小
町
の
俳
諧
体
伝
承
歌
と
軌
を
一
に
し
て
、
「
日
の
本
」
と
い
う
言
葉
と
の
矛
盾
を
無
理

や
り
突
い
た
上
で
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
俳
諧
味
が
あ
る
。
近
代
の
研
究
者
に
は
ほ
と
ん
ど
無

視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
宗
祇
連
歌
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

※ 

「
唐
土
」
に
「
日
の
本
」
が
寄
合
。
他
の
例
は
「
日
の
本
の
し
づ
め
と
仰
ぐ
神
慮
／
唐
土
船
も
住

吉
の
岸
」
（
石
山
四
吟
千
句
・
第
五
「
何
木
」
五
七
／
五
八
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

す
め
ば
の
ど
け
き
日
の
も
と
も
な
し

　
　

29　

桜
咲
く
峰
の
柴
屋
に
春
暮
れ
て

《
解 

釈
》
訪
れ
る
人
も
な
い
峰
近
く
の
茅
屋
。
春
も
終
わ
り
に
近
づ
き
、
普
通
な
ら
、
お
日
さ
ま
の

も
と
で
ほ
か
ほ
か
と
の
ん
び
り
過
ご
せ
る
は
ず
だ
が
、
咲
い
て
い
る
桜
が
い
つ
散
っ
て
し
ま
う

か
と
思
う
と
、
ど
う
も
気
持
ち
が
落
ち
着
か
な
い
。

※ 

天
満
宮
本
古
注
に
「
散
る
と
あ
る
べ
き
を
、
咲
く
と
奇
特
也
」
と
見
え
る
。
付
句
が
も
し
「
桜
散

る
峰
の
柴
屋
に
春
暮
れ
て
」
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
を
い
う
だ
け
の
凡
庸
な
付
合
と
な
っ
て
し

ま
う
。
宗
祇
連
歌
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
思
い
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

※ 
第
二
四
句
で
居
所
（
古
郷
）
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
指
合
を
生
じ
て
い
る
。
後
の
紹
巴
流
の
連
歌
な

ら
強
く
批
判
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
宗
祇
の
連
歌
は
、
そ
の
点
で
鷹
揚
な
所
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

桜
咲
く
峰
の
柴
屋
に
春
暮
れ
て

　
　

30　

薄
く
霞
め
る
山
ぎ
は
の
里

《
解 

釈
》
訪
れ
る
人
も
な
い
峰
近
く
の
茅
屋
。
桜
は
ま
だ
咲
き
残
っ
て
い
る
が
、
い
よ
い
よ
春
も
終

わ
り
に
近
づ
い
た
。
見
下
ろ
せ
ば
、
山
の
裾
野
の
里
は
薄
く
霞
に
覆
わ
れ
て
い
る
。

※ 

峰
は
裾
野
に
比
べ
気
温
が
低
い
の
で
、
桜
は
遅
く
ま
で
咲
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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薄
く
霞
め
る
山
ぎ
は
の
里

　
　

31　

月
落
ち
て
鳥
の
声
〴
〵
明
く
る
夜
に

《
解 
釈
》
月
は
山
の
端
に
落
ち
か
か
り
、
夜
が
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
鳥
た
ち
も
目
覚
め
た
の
で

あ
ろ
う
、
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
。
山
際
の
里
が
、
薄
霞
の
中
に
ほ
の
か
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

※ 

視
覚
と
聴
覚
を
融
合
し
て
、
山
の
辺
の
里
の
夜
明
け
を
時
間
の
経
過
も
含
め
て
情
趣
豊
か
に
表
現

し
て
い
る
所
、
私
に
は
見
事
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
同
様
な
句
境
で
も
、
「
霞
が
く
れ
の
春

の
遠
山
／
有
明
の
月
も
別
れ
の
雁
鳴
き
て
」
（
応
永
二
十
六
年
二
月
六
日
「
山
何
」
九
〇
／
九
一
）

な
ど
、
決
し
て
悪
い
付
合
で
は
な
い
が
、
レ
ベ
ル
の
差
は
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

月
落
ち
て
鳥
の
声
〴
〵
明
く
る
夜
に

　
　

32　

露
名
残
な
く
起
き
や
別
れ
む

《
解 

釈
》
月
は
山
の
端
に
落
ち
か
か
り
、
夜
が
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
鳥
た
ち
も
目
覚
め
た
の
で

あ
ろ
う
、
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
。
床
か
ら
起
き
あ
が
る
と
、
あ
た
り
は
、
露
が
い
っ
ぱ
い
に
置

か
れ
て
い
る
。
あ
の
人
は
そ
そ
く
さ
と
帰
り
支
度
を
す
る
。
何
の
名
残
惜
し
さ
も
な
い
よ
う
だ
。

あ
の
人
の
心
は
、
も
う
私
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

※ 

前
句
の
「
鳥
」
を
、
鶏
に
取
り
な
し
て
、
句
境
を
恋
に
転
じ
た
付
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

露
名
残
な
く
起
き
や
別
れ
む

　
　

33　

身
に
し
め
る
風
の
み
袖
の
か
た
み
に
て

《
解 

釈
》
後
朝
の
別
れ
。
あ
の
人
に
は
何
の
名
残
惜
し
さ
も
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
を
私
は
見
送
る
。

身
に
し
む
風
の
通
り
す
ぎ
る
袖
か
ら
、
あ
の
人
の
移
り
香
が
微
か
に
漂
う
。
そ
れ
だ
け
が
か
た

み
な
の
だ
。

※ 

「
別
れ
」
に
「
か
た
み
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
面
影
も
別
れ
の
後
は
う
き
も
の
を
／
残
す
鏡
や
か

た
み
な
る
ら
む
」
（
応
永
三
十
二
年
三
月
二
十
五
日
「
山
何
」
一
三
／
一
四
）
な
ど
多
い
。

　
　
　
　
　

身
に
し
め
る
風
の
み
袖
の
か
た
み
に
て

　
　

34　

た
へ
来
し
か
た
の
夕
べ
に
ぞ
な
る

《
解 

釈
》
後
朝
の
別
れ
、
帰
っ
て
ゆ
く
あ
の
人
を
見
送
る
。
風
が
冷
た
い
。
風
に
吹
か
れ
た
袖
か
ら
、

あ
の
人
の
移
り
香
が
微
か
に
漂
う
。
そ
れ
だ
け
が
昨
夜
の
か
た
み
な
の
だ
。
別
れ
る
時
、
あ
の

人
は
次
は
い
つ
と
言
っ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
今
日
か
ら
私
は
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
、

夕
べ
ご
と
に
、
来
て
く
れ
る
か
ど
う
か
も
し
れ
な
い
あ
の
人
を
、
辛
さ
に
耐
え
て
待
た
ね
ば
な

ら
な
い
の
だ
。

※ 

「
風
の
み
袖
の
か
た
み
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
相
手
の
男
が
、
次
は
い
つ
と
は
言
わ
ず
に
去
っ
た

と
い
う
状
況
を
読
み
取
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
。
そ
れ
が
宗
祇
連
歌
の
レ
ベ
ル
。
絶
品
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　
　
　
　
　

た
へ
来
し
か
た
の
夕
べ
に
ぞ
な
る

　
　

35　

思
ふ
な
よ
忘
れ
む
も
こ
そ
心
な
れ

《
解 

釈
》
日
が
暮
れ
は
じ
め
た
。
私
は
今
日
も
、
来
る
当
て
も
な
い
あ
の
人
を
待
ち
わ
び
る
辛
さ
に

耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
い
つ
ま
で
こ
ん
な
状
態
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
あ

の
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
も
私
の
心
。
い
っ
そ
あ
の
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
え
ば
、

こ
ん
な
に
苦
し
ま
な
く
て
す
む
の
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
こ
と
、
私
に
は
で
き
そ
う
に
な
い
。

　
　
　
　
　

思
ふ
な
よ
忘
れ
む
も
こ
そ
心
な
れ

　
　

36　

つ
ら
き
に
の
み
や
慣
ら
は
さ
る
べ
き

《
解 

釈
》
あ
の
人
の
こ
と
を
思
っ
て
苦
し
む
の
が
私
の
心
な
ら
、
あ
の
人
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う

の
も
私
の
心
。
私
の
心
よ
、も
う
あ
の
人
の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
く
れ
。
私
は
い
つ
ま
で
も
、

こ
ん
な
辛
い
状
態
を
い
つ
も
の
こ
と
だ
と
思
い
た
く
は
な
い
の
だ
。

　
　
　
　
　

つ
ら
き
に
の
み
や
慣
ら
は
さ
る
べ
き

　
　

37　

道
あ
る
も
か
た
へ
は
残
る
蓬
生
に

《
解 

釈
》
佞
人
に
斥
け
ら
れ
て
、
蓬
生
に
零
落
す
る
身
の
上
。
こ
ん
な
情
け
な
い
状
態
に
い
つ
ま
で

も
慣
ら
わ
さ
れ
て
い
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
正
し
い
道
は
、
世
に
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。

※ 

恋
の
つ
ら
さ
を
、
世
に
入
れ
ら
れ
ぬ
つ
ら
さ
に
取
り
な
し
て
、
鮮
や
か
に
句
境
を
転
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

道
あ
る
も
か
た
へ
は
残
る
蓬
生
に

　
　

38　

し
る
人
を
し
る
花
の
あ
は
れ
さ

《
解 

釈
》
道
は
あ
る
が
、
傍
ら
が
蓬
の
生
え
放
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
所
に
、
花
（
桜
）
が
咲
い

て
い
る
。
人
の
往
来
は
稀
で
知
る
人
は
殆
ど
い
な
い
が
、
知
っ
て
い
る
人
は
知
っ
て
い
る
。
花

も
そ
れ
が
解
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
人
の
た
め
に
毎
年
、
け
な
げ
に
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る
の

で
あ
ろ
う
。

※ 

付
句
の
仕
立
は
「
君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知
る
」
（
古
今
・

一
‐
三
八
、
と
も
の
り
）
を
本
歌
と
す
る
。

　
　
　
　
　

し
る
人
を
し
る
花
の
あ
は
れ
さ

　
　

39　

折
に
あ
ふ
霞
の
袖
も
色
〳
〵
に

《
解 

釈
》
花
が
ち
ょ
う
ど
満
開
の
こ
の
折
に
、
高
貴
な
方
が
お
出
ま
し
に
な
る
。
供
奉
の
人
々
の
華

や
か
な
色
と
り
ど
り
の
袖
が
、
霞
に
浮
か
び
、
花
も
、
自
分
を
見
に
来
る
人
だ
誰
か
を
知
っ
て

い
る
か
の
ご
と
く
、
精
一
杯
美
し
く
咲
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　

折
に
あ
ふ
霞
の
袖
も
色
〳
〵
に

　
　

40　

帰
ら
む
空
も
わ
か
ぬ
春
の
野

《
解 

釈
》
春
爛
漫
の
今
日
の
こ
の
野
、
野
遊
び
に
来
た
人
々
の
色
々
の
袖
が
、
霞
に
浮
か
ん
で
見
え
る
。

興
は
い
つ
ま
で
も
尽
き
ず
、
空
の
ど
ち
ら
が
帰
る
べ
き
方
向
か
も
解
ら
な
い
ほ
ど
だ
。

　
　
　
　
　

帰
ら
む
空
も
わ
か
ぬ
春
の
野

　
　

41　

鐘
ぞ
鳴
る
今
日
も
む
な
し
く
過
ぎ
や
せ
む

《
解 

釈
》
亡
き
人
を
火
葬
し
た
春
の
野
。
悲
し
み
は
尽
き
る
こ
と
な
く
、
空
の
ど
ち
ら
が
帰
る
べ
き

方
向
か
も
解
ら
な
い
ほ
ど
だ
。
入
相
の
鐘
が
鳴
る
。
あ
の
人
が
亡
く
な
っ
て
何
日
に
な
る
の
だ

ろ
う
。
今
日
も
こ
う
し
て
、
あ
の
人
の
い
な
い
一
日
が
過
ぎ
て
ゆ
く
の
か
。

※ 

金
沢
本
古
注
に
「
前
の
春
の
野
を
、
鳥
辺
野
に
思
ひ
な
し
た
る
句
也
」
と
あ
る
の
に
従
っ
て
解
釈

し
た
。
「
か
た
み
の
草
も
し
げ
き
春
の
野
／
雪
と
の
み
消
え
に
し
人
の
あ
と
の
露
」
（
応
仁
元
年
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十
二
月
五
日
「
何
路
」
六
四
／
六
五
）
な
ど
の
先
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

鐘
ぞ
鳴
る
今
日
も
む
な
し
く
過
ぎ
や
せ
む

　
　

42　

聞
け
ど
も
法
に
遠
き
我
が
身
よ

《
解 

釈
》
入
相
の
鐘
が
鳴
る
。
寺
の
鐘
は
、
各
人
の
内
に
あ
る
仏
性
を
呼
び
さ
ま
し
導
く
た
め
の
も

の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
自
分
は
そ
れ
を
聞
い
て
も
日
々
を
空
し
く
過
ご
す
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
ん
な
愚
か
な
自
分
で
も
、
救
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

聞
け
ど
も
法
に
遠
き
我
が
身
よ

　
　

43　

齢
の
み
仏
に
近
く
は
や
な
り
て

《
解 

釈
》
釈
尊
が
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
の
は
、
八
十
歳
の
時
。
自
分
も
、も
う
そ
れ
に
近
い
年
齢
と
な
っ

た
。
今
ま
で
、
何
度
も
釈
尊
の
御
教
え
を
聞
く
機
会
は
あ
っ
た
が
、
心
は
そ
れ
か
ら
程
遠
く
、

煩
悩
は
尽
き
な
い
。
こ
ん
な
愚
か
な
自
分
で
も
、
救
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

※ 

「
遠
き
」
に
「
近
く
」
と
付
け
て
い
る
。
類
例
は
「
鐘
聞
く
か
ら
に
し
ら
む
遠
山
／
降
り
晴
れ
て

雪
よ
り
近
し
越
の
山
」
（
応
永
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日
「
何
人
」
八
六
／
八
七
）
な
ど
数
多
い
。

※ 

釈
尊
の
入
滅
は
八
十
歳
。
当
時
、
宗
祇
は
七
十
九
歳
。
そ
れ
を
用
い
た
付
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

齢
の
み
仏
に
近
く
は
や
な
り
て

　
　

44　

胸
な
ら
ぬ
月
や
満
て
る
を
も
見
む

《
解 

釈
》
名
月
の
夜
が
近
い
。
毎
年
毎
年
、
今
年
は
ど
ん
な
に
美
し
く
ま
ん
丸
な
月
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
と
心
が
揉
ま
れ
る
。
し
か
し
、
本
来
な
ら
、
私
が
見
る
こ
と
を
願
う
月
は
、

空
を
照
ら
す
月
で
は
な
く
、
煩
悩
の
闇
を
照
ら
す
「
胸
の
月
」
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
私
は
も

う
七
十
九
歳
。
釈
尊
が
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
年
齢
に
近
づ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　

胸
な
ら
ぬ
月
や
満
て
る
を
も
見
む

　
　

45　

霧
は
る
ゝ
山
に
な
ぐ
さ
め
も
の
思
ひ

《
解 

釈
》
霧
が
晴
れ
て
山
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
間
も
な
く
ま
ん
丸
な
月
も
姿
を
あ
ら
わ

す
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
眺
め
て
、
し
ば
し
心
を
慰
め
ま
し
ょ
う
。
私
の
胸
の
霧
だ
っ
て
、

い
つ
か
晴
れ
て
、
美
し
い
月
を
見
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
…
。

　
　
　
　
　

霧
は
る
ゝ
山
に
な
ぐ
さ
め
も
の
思
ひ

　
　

46　

松
を
ば
秋
の
風
も
と
は
ず
や

《
解 

釈
》
霧
が
晴
れ
て
山
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
眺
め
て
、
し
ば
し
心
を
慰
め
ま
し
ょ

う
。
松
に
秋
風
が
訪
れ
て
吹
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
待
っ
て
い
る
私
の
所
を
、や
が
て
き
っ

と
あ
の
人
も
訪
れ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
…
。

※ 

「
松
」
に
「
待
つ
」
を
利
か
せ
る
。
「
立
ち
別
れ
い
な
ば
の
山
の
峰
に
生
ふ
る
松
と
し
聞
か
ば
今

か
へ
り
来
む
」
（
古
今
・
八
‐
三
六
五
、
在
原
行
平
朝
臣
）
の
例
が
有
名
。

　
　
　
　
　

松
を
ば
秋
の
風
も
と
は
ず
や

　
　

47　

人
は
誰
が
心
の
杉
を
尋
ぬ
ら
む

《
解 

釈
》
い
く
ら
待
っ
て
も
、
あ
の
人
は
来
な
い
。
多
分
、
誰
か
気
の
利
い
た
好
き
ず
き
し
い
女
性

の
所
を
訪
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
あ
の
人
を
待
つ
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
面

白
く
な
い
女
の
所
に
は
、
す
ぐ
に
秋
（
飽
き
）
の
風
が
吹
く
の
で
し
ょ
う
か
。

※ 

「
杉
」
に
「
好
き
」
を
利
か
せ
て
い
る
。
「
心
の
杉
」
に
対
し
て
、
女
性
が
自
ら
を
「
松
」
に
喩

え
て
い
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
。
前
者
が
好
き
心
の
あ
る
気
の
利
い
た
女
性
で
あ
る
な
ら
、
自
分
は
「
松
」

の
よ
う
に
変
わ
り
ば
え
し
な
い
、
た
だ
「
待
つ
」
こ
と
し
か
で
き
な
い
女
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

※ 

「
松
」
に
「
杉
」
と
付
け
る
の
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
手
法
。
先
例
は
「
こ
と
の
は
契
る
住
吉
の
松

／
杉
た
て
る
門
に
む
す
ぶ
や
石
清
水
」
（
表
佐
千
句
・
追
加
「
山
何
」
一
八
／
一
九
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

人
は
誰
が
心
の
杉
を
尋
ぬ
ら
む

　
　

48　

門
ふ
る
道
の
た
え
ぬ
さ
へ
憂
し

《
解 

釈
》
世
間
と
の
関
係
を
断
ち
切
ろ
う
と
こ
こ
に
隠
れ
住
む
こ
と
に
し
た
の
だ
が
、
思
い
に
反
し
て
、

訪
ね
て
来
る
人
が
絶
え
な
い
。
ど
こ
か
に
「
と
ぶ
ら
ひ
来
ま
せ
」
と
い
う
「
し
る
し
の
杉
」
で

も
立
っ
て
い
て
、
人
は
そ
れ
を
訪
ね
て
や
っ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
ど
こ
で
も
な
い
、

時
に
寂
し
く
て
た
ま
ら
な
く
な
る
私
の
心
の
中
に
、
き
っ
と
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

※ 

有
名
な
「
我
が
庵
は
三
輪
の
山
本
こ
ひ
し
く
ば
と
ぶ
ら
ひ
来
ま
せ
杉
立
て
る
門
」
（
古
今
・
一
八

‐
九
八
二
、
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
和
歌
を
前
提
に
し
た
付
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
拠
し
て
「
心
の
杉
」

は
、
こ
の
付
合
で
は
「
と
ぶ
ら
ひ
来
ま
せ
」
と
い
う
気
持
ち
の
顕
れ
に
な
る
。

※ 

勿
論
「
杉
」
に
「
門
」
が
寄
合
と
な
る
。
他
の
例
は
「
杉
立
て
る
田
中
の
里
は
涼
し
き
に
／
友
ま

つ
暮
の
門
の
や
す
ら
ひ
」
（
享
徳
二
年
千
句
・
第
四
「
何
人
」
二
一
／
二
二
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

門
ふ
る
道
の
た
え
ぬ
さ
へ
憂
し

　
　

49　

爪
木
こ
る
か
げ
も
野
寺
は
か
す
か
に
て

《
解 

釈
》
人
里
離
れ
た
野
の
寺
の
門
前
、
あ
る
か
な
き
か
に
道
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
道
を
通
っ
て
、

住
僧
が
い
か
に
も
衰
え
は
て
た
姿
（
影
）
で
爪
木
を
求
め
て
出
て
行
く
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。

出
家
し
た
以
上
は
、
も
う
人
の
数
に
は
入
ら
な
い
身
の
上
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
命
が
あ
る
う
ち
は
、

炊
事
の
た
め
爪
木
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
と
も
つ
ら
い
こ
と
だ
ろ
う
。

※ 

前
句
の
「
道
の
た
え
ぬ
」
の
理
由
は
、
こ
の
付
合
で
は
、
住
僧
が
爪
木
を
求
め
に
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
と
な
る
。
発
想
に
意
外
性
が
あ
り
、
面
白
い
。

※ 

「
門
」
に
「
寺
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
た
ゝ
け
ど
も
答
え
ぬ
門
の
山
颪
／
寒
き
氷
に
閼
伽
を
く
む

寺
」
（
享
徳
二
年
千
句
・
第
二
「
何
船
」
九
五
／
九
六
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

爪
木
こ
る
か
げ
も
野
寺
は
か
す
か
に
て

　
　

50　

苔
に
幾
重
の
霜
の
衣
手

《
解 
釈
》
ひ
っ
そ
り
と
し
た
冬
の
野
寺
。
苔
の
袖
に
も
霜
が
幾
重
に
も
置
か
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
の
寒
さ
の
中
、
住
僧
が
爪
木
を
求
め
て
出
て
ゆ
く
。
そ
の
姿
も
、
い
か
に
も
窶
れ
て
見
え
る
。

　
　
　
　
　

苔
に
幾
重
の
霜
の
衣
手

　
　

51　

お
き
ゐ
つ
ゝ
身
を
う
ち
わ
ぶ
る
冬
の
夜
に

《
解 

釈
》
独
居
生
活
の
冬
の
夜
、
寒
く
て
眠
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
着
て
い
る
苔
の
袖
に
も
霜
が
幾

重
に
も
置
か
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
だ
。
こ
ん
な
我
が
身
の
上
が
情
け
な
く
て
な
ら
な
い
。

※ 

「
起
く
」
に
「
置
く
」
を
利
か
せ
て
、
そ
れ
が
「
霜
」
と
寄
合
。
先
例
は
「
消
え
ぬ
る
か
霜
う
す

51
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ぐ
も
る
朝
ま
だ
き
／
お
き
出
で
ゝ
行
く
道
の
は
る
け
さ
」
（
河
越
千
句
・
第
七
「
薄
何
」
九
三
／

九
四
）
な
ど
。
ま
た
「
衣
」
に
「
打
つ
」
も
寄
合
。
先
例
は
「
衣
手
に
あ
ま
れ
る
露
を
い
か
ゞ
せ

む
／
打
ち
は
ら
ふ
べ
き
思
ひ
な
ら
ば
や
」
（
初
瀬
千
句
・
第
五
「
何
木
」
三
七
／
三
八
）
な
ど
。

た
だ
し
、
「
霜
」
に
「
置
く
」
、
「
衣
」
に
「
打
つ
」
、
共
に
所
謂
「
用
付
」
で
、
後
の
連
歌
で
は
好

ま
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

お
き
ゐ
つ
ゝ
身
を
う
ち
わ
ぶ
る
冬
の
夜
に

　
　

52　

月
寒
く
な
る
有
明
の
空

《
解 

釈
》
身
の
惨
め
さ
が
つ
ら
く
眠
ら
れ
な
い
ま
ま
、
冬
の
夜
を
過
ご
す
。
夜
明
け
前
、
気
温
は
さ

ら
に
下
が
り
、
有
明
の
月
の
光
も
、
さ
ら
に
冴
え
ざ
え
と
な
る
ご
と
く
で
あ
る
。

※ 

天
満
宮
本
古
注
に
「
か
ど
も
な
き
句
也
。
奇
特
な
り
と
ぞ
」
と
見
え
る
。
「
か
ど
も
な
き
」
は
、

特
別
な
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
で
い
て
「
奇
特
な
り
」
と
い
う
の
は
、
そ

れ
こ
そ
名
人
の
技
で
あ
る
。
研
究
者
は
虚
心
に
味
読
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

月
寒
く
な
る
有
明
の
空

　
　

53　

芦
た
づ
も
憂
き
ふ
し
し
る
く
音
に
た
て
ゝ

《
解 

釈
》
夜
明
け
前
、
気
温
は
さ
ら
に
下
が
り
、
有
明
の
月
の
光
も
さ
ら
に
冴
え
ざ
え
と
な
る
ご
と

く
で
あ
る
。
鶴
の
鳴
く
声
が
聞
こ
え
る
。
鶴
も
こ
の
寒
さ
に
耐
え
か
ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

※ 

「
芦
た
づ
」
は
植
物
と
し
て
取
り
扱
わ
な
い
の
が
古
来
の
作
法
。
従
っ
て
、
第
五
八
句
の
「
小
萩
」

と
指
合
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
水
辺
と
し
て
も
取
り
扱
わ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

芦
た
づ
も
憂
き
ふ
し
し
る
く
音
に
た
て
ゝ

　
　

54　

心
〴
〵
に
さ
わ
ぐ
波
風

《
解 

釈
》
波
も
風
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
声
を
あ
げ
て
、
荒
く
騒
ぎ
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
鶴
の
鳴
く

声
が
ま
じ
っ
て
い
る
。
鶴
も
、
そ
の
つ
ら
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
声
を
あ
げ
て
鳴
い
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

心
〴
〵
に
さ
わ
ぐ
波
風

　
　

55　

山
川
も
君
に
よ
る
代
を
い
つ
か
見
む

《
解 

釈
》
乱
世
の
人
々
の
心
の
中
は
常
に
波
風
が
立
ち
騒
い
で
お
り
、
安
ら
か
に
な
る
こ
と
が
な
い
。

推
古
天
皇
の
御
代
、
吉
野
行
幸
に
際
し
て
、
人
麻
呂
は
「
山
川
も
よ
り
て
仕
ふ
る
」
と
詠
じ
た
。

我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
治
世
に
い
つ
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

※ 

付
句
の
仕
立
は
「
山
川
も
よ
り
て
仕
ふ
る
神
な
が
ら
た
ぎ
つ
か
う
ち
に
船
出
す
る
か
も
」
（
万
葉
・

一
‐
三
九
）
を
本
歌
と
す
る
。

　
　
　
　
　

山
川
も
君
に
よ
る
代
を
い
つ
か
見
む

　
　

56　

あ
や
ふ
き
国
や
民
も
く
る
し
き

《
解 

釈
》
世
は
乱
れ
、
天
皇
の
威
令
も
中
々
末
端
ま
で
行
き
渡
ら
な
い
。
そ
ん
な
危
殆
に
瀕
し
た
国

で
は
、
民
草
も
き
っ
と
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
推
古
天
皇
の
御
代
、
人
麻
呂
は
「
山
川

も
よ
り
て
仕
ふ
る
」
と
詠
じ
た
。
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
治
世
に
い
つ
出
会
う
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。

※ 

「
国
」
は
律
令
制
度
に
お
け
る
「
国
」
。
近
代
的
な
「
国
家
」
で
は
な
い
。
念
の
た
め
。

　
　
　
　
　

あ
や
ふ
き
国
や
民
も
く
る
し
き

　
　

57　

植
ゑ
し
よ
り
た
の
み
を
露
に
秋
か
け
て

《
解 

釈
》
田
植
え
が
す
ん
で
か
ら
秋
に
な
る
ま
で
、
雨
露
の
恩
に
恵
ま
れ
稲
が
順
調
に
生
育
す
る
こ

と
を
願
う
。
し
か
し
、
こ
の
国
で
は
天
候
不
順
の
日
が
続
い
て
い
る
。
も
し
凶
作
と
な
れ
ば
、

民
草
は
苦
し
み
に
ま
み
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

※ 

「
た
の
み
」
に
「
田
の
実
」
を
利
か
せ
て
い
る
。
「
の
ち
蒔
き
の
遅
れ
て
生
ふ
る
苗
な
れ
ど
あ
だ

に
は
な
ら
ぬ
た
の
み
と
ぞ
聞
く
」
（
古
今
・
一
〇
‐
四
六
七
、
大
江
千
里
）
な
ど
、
和
歌
以
来
の

手
法
。
連
歌
で
は
、
他
に
「
村
雨
や
露
を
残
し
て
そ
ゝ
ぐ
ら
む
／
秋
の
た
の
み
の
靡
き
も
ぞ
添
ふ
」

（
天
正
二
年
四
月
十
日
「
何
木
」
九
九
／
一
〇
〇
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

植
ゑ
し
よ
り
た
の
み
を
露
に
秋
か
け
て

　
　

58　

仮
庵
の
小
萩
か
つ
ち
る
も
惜
し

《
解 

釈
》
秋
が
来
て
こ
こ
で
田
を
守
る
頃
に
な
っ
た
ら
眺
め
よ
う
と
、
前
も
っ
て
植
え
て
お
い
た
小
萩
。

露
の
恵
み
を
う
け
て
、
稲
は
順
調
に
実
り
の
時
期
を
迎
え
て
い
る
が
、
萩
は
次
々
に
散
り
は
じ

め
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

※ 

前
句
の
「
植
ゑ
し
」
は
、
こ
の
付
合
で
は
萩
の
こ
と
と
な
る
。
所
謂
「
体
付
」
で
あ
る
。

※ 

「
田
」
に
「
仮
庵
」が
寄
合
。「
秋
の
田
の
仮
庵
の
い
ほ
の
苫
を
あ
ら
み
わ
が
衣
手
は
露
に
ぬ
れ
つ
ゝ
」

（
後
撰
・
六
‐
三
〇
二
、
天
智
天
皇
御
製
）
が
有
名
。
先
例
は
「
田
の
面
の
月
の
秋
近
き
影
／
い

ね
が
て
の
仮
庵
の
床
の
夜
ご
と
に
」
（
文
安
五
年
二
月
五
日
「
山
何
」
四
二
／
四
三
）
な
ど
。

※ 

「
か
つ
ち
る
も
惜
し
」
と
直
截
に
主
観
的
な
形
容
詞
を
用
い
る
の
が
宗
祇
の
好
み
。
「
仮
庵
の
小

萩
ち
り
す
ぐ
る
頃
」
と
か
「
仮
庵
の
小
萩
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」
と
か
な
ら
、
普
通
。

※ 

「
秋
の
田
の
仮
庵
の
宿
の
匂
ふ
ま
で
咲
け
る
秋
萩
見
れ
ど
あ
か
ぬ
か
も
」
（
後
撰
・
六
‐
二
九
五
、

よ
み
人
し
ら
ず
）
を
念
頭
に
お
い
た
付
合
で
あ
ろ
う
。
元
来
の
歌
は
『
万
葉
集
』
巻
十
に
あ
り
。

　
　
　
　
　

仮
庵
の
小
萩
か
つ
ち
る
も
惜
し

　
　

59　

衣
う
つ
夕
べ
す
ぐ
す
な
雁
の
声

《
解 

釈
》
小
萩
が
次
々
に
散
っ
て
行
く
仮
庵
の
夕
べ
。
砧
の
音
が
聞
こ
え
る
。
い
や
、
砧
の
音
だ
け

で
は
な
い
。
雁
の
声
も
紛
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
雁
よ
、こ
の
夕
べ
の
中
に
、
み
ん
な
渡
っ
て
来
い
。

明
日
に
は
、
萩
は
す
べ
て
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
も
う
お
前

た
ち
に
、
こ
の
萩
の
花
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
惜
し
い
こ
と
で
は

な
い
か
。

※ 

砧
の
音
に
紛
れ
て
雁
の
声
を
聞
く
と
い
う
状
況
を
読
み
取
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
。
「
夜
や
ふ
く
る
雲

の
は
る
か
に
鳴
く
雁
も
一
つ
に
な
り
ぬ
衣
う
つ
声
」
（
壬
二
集
・
五
五
二
）
が
解
り
や
す
い
。

※ 

あ
た
か
も
人
に
対
す
る
が
ご
と
く
、
雁
に
も
こ
の
仮
庵
の
萩
の
花
を
見
せ
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
、

雁
に
「
夕
べ
す
ぐ
す
な
」
と
呼
び
か
け
る
所
、
こ
れ
ぞ
宗
祇
と
言
う
べ
き
付
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

衣
う
つ
夕
べ
す
ぐ
す
な
雁
の
声

　
　

60　

む
な
し
き
月
を
恨
み
て
や
寝
む

50
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《
解 

釈
》
旅
に
出
た
あ
の
人
か
ら
は
、
も
う
ず
っ
と
何
の
た
よ
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
あ
の
人
を

偲
び
、
砧
を
打
つ
。
雁
よ
、
お
前
に
は
、
き
っ
と
あ
の
人
か
ら
の
手
紙
が
託
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
こ
の
夕
べ
の
中
に
も
渡
っ
て
き
て
下
さ
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
今
夜
も
ま
た
私
は
、

何
の
よ
す
が
も
な
い
ま
ま
、
恨
め
し
い
思
い
で
月
を
眺
め
て
寝
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※ 

ポ
イ
ン
ト
は
、
雁
は
遠
く
離
れ
た
人
か
ら
の
手
紙
を
託
さ
れ
て
渡
っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
。
和
歌
で
は
「
秋
風
に
初
雁
が
ね
ぞ
聞
こ
ゆ
な
る
誰
が
玉
章
を
か
け
て
来
つ
ら
む
」（
古
今
・

四
‐
二
〇
七
、
と
も
の
り
）
が
有
名
。

　
　
　
　
　

む
な
し
き
月
を
恨
み
て
や
寝
む

　
　

61　

と
は
ぬ
夜
の
心
や
り
つ
る
雨
は
れ
て

《
解 

釈
》
雨
が
止
ん
で
、
月
が
出
た
。
あ
の
人
が
来
な
い
の
は
雨
の
せ
い
だ
と
、
自
分
で
自
分
を
思

い
慰
め
て
い
た
が
、
月
夜
に
な
っ
て
も
、
や
は
り
あ
の
人
は
来
な
い
。
月
は
、
結
局
、
私
の
期

待
が
空
し
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
た
だ
け
だ
っ
た
の
だ
と
、
月
を
恨
め
し
く
思

い
な
が
ら
、
今
夜
は
、
も
う
寝
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

※ 

「
月
夜
に
は
来
ぬ
人
待
た
る
か
き
く
も
り
雨
も
降
ら
な
む
わ
び
つ
ゝ
も
寝
む
」
（
古
今
・
一
五
‐

七
七
五
、
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
念
頭
に
お
い
た
付
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

と
は
ぬ
夜
の
心
や
り
つ
る
雨
は
れ
て

　
　

62　

身
を
し
る
に
さ
へ
人
ぞ
な
ほ
憂
き

《
解 

釈
》
あ
の
人
が
来
な
い
の
は
雨
の
せ
い
だ
と
、
自
分
で
自
分
を
思
い
慰
め
て
い
た
が
、
雨
が
晴

れ
て
も
、
や
は
り
あ
の
人
は
来
な
い
。
結
局
、
あ
の
人
に
と
っ
て
、
私
は
そ
の
程
度
の
存
在
で

し
か
な
い
の
だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
、
や
は
り
、
あ
の
人
の
こ
と
を

恨
め
し
く
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

※ 

前
句
の
「
雨
」
に
対
し
て
「
身
を
知
る
」
と
付
け
て
い
る
。
「
か
ず
〳
〵
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が

た
み
身
を
知
る
雨
は
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
（
古
今
・
一
四
‐
七
〇
五
、
在
原
業
平
朝
臣
）
を
本
歌

と
し
た
付
合
。
先
例
は
「
よ
そ
は
い
さ
軒
な
る
雲
の
降
る
雨
に
／
身
を
知
る
人
の
住
む
は
隠
家
」（
応

永
二
十
六
年
三
月
二
十
九
日
「
山
何
」
二
五
／
二
六
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

身
を
し
る
に
さ
へ
人
ぞ
な
ほ
憂
き

　
　

63　

忘
れ
ね
と
い
ひ
し
を
い
か
に
聞
き
つ
ら
む

《
解 

釈
》
「
私
の
こ
と
は
も
う
忘
れ
て
下
さ
い
」
と
、
確
か
に
私
は
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
な
た

の
本
当
の
気
持
ち
を
確
か
め
た
か
っ
た
か
ら
。
で
も
、
そ
れ
以
来
、
あ
な
た
は
本
当
に
私
の
こ

と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
あ
な
た
に
と
っ
て
、
私
は
、
所
詮
そ
の
程
度
の
女
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
悪
い
の
は
、
心
に
も
な
い
こ
と
を
言
っ
た
私
で
す
。
そ
れ
は
解
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
あ
な
た
が
恨
め
し
く
思
わ
れ
る
の
で
す
。

※ 

「
忘
れ
ね
と
い
ひ
し
に
か
な
ふ
君
な
れ
ど
問
は
ぬ
は
つ
ら
き
物
に
ぞ
あ
り
け
る
」
（
後
撰
・
一
三

‐
九
二
八
、
本
院
の
く
ら
）
を
念
頭
に
お
い
た
付
合
で
あ
る
。
短
い
詩
形
の
中
で
、
恋
に
苦
し
む

女
性
の
複
雑
微
妙
で
せ
つ
な
い
心
理
と
行
動
を
見
事
に
表
現
し
得
て
い
る
。

　
　
　
　
　

忘
れ
ね
と
い
ひ
し
を
い
か
に
聞
き
つ
ら
む

　
　

64　

風
の
た
よ
り
も
か
く
や
絶
ゆ
べ
き

《
解 

釈
》
「
私
の
こ
と
は
も
う
忘
れ
て
下
さ
い
」
と
、
確
か
に
私
は
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
な
た

の
本
当
の
気
持
ち
を
確
か
め
た
か
っ
た
か
ら
。
で
も
、
そ
れ
以
来
、
あ
な
た
は
本
当
に
私
の
こ

と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
ず
れ
は
、
風
の
た
よ
り
に
も
あ
な

た
の
こ
と
を
聞
く
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　

風
の
た
よ
り
も
か
く
や
絶
ゆ
べ
き

　
　

65　

花
は
は
や
散
る
さ
へ
ま
れ
の
暮
ご
と
に

《
解 

釈
》
暮
ご
と
に
春
風
が
や
っ
て
き
て
、
花
を
散
ら
し
て
行
く
。
人
は
そ
れ
を
見
て
、
風
の
来
訪

を
知
る
。
も
う
散
る
花
も
稀
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
ま
ま
花
が
散
り
尽
く
し
て
し
ま
え
ば
、
花

の
散
る
の
を
み
て
風
の
来
訪
を
知
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

花
は
は
や
散
る
さ
へ
ま
れ
の
暮
ご
と
に

　
　

66　

日
な
が
き
の
み
や
古
里
の
春

《
解 

釈
》
古
里
の
春
。
散
る
花
も
暮
ご
と
に
稀
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
ま
ま
、
花
が
散
り
尽
く
し
て

し
ま
え
ば
、
他
に
慰
み
と
な
る
も
の
は
何
も
な
い
。
た
だ
長
い
春
の
日
を
徒
然
と
暮
ら
す
ば
か

り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

日
な
が
き
の
み
や
古
里
の
春

　
　

67　

糸
ゆ
ふ
の
あ
り
な
し
を
た
ゞ
我
が
世
に
て

《
解 

釈
》
人
の
来
訪
も
な
い
古
里
で
、
た
だ
長
い
春
の
日
を
徒
然
と
暮
ら
す
ば
か
り
。
生
き
て
い
る

と
言
え
ば
生
き
て
い
る
と
言
え
る
し
、
死
ん
だ
と
言
え
ば
死
ん
だ
も
同
然
の
、
世
間
と
は
何
の

係
わ
り
も
な
い
身
の
上
で
あ
る
。

※ 

付
句
の
「
世
」
は
「
身
の
上
。
境
遇
」
の
意
味
に
解
し
た
（
岩
波
古
語
辞
典
）
。
例
は
「
い
や
し

く
貧
し
き
者
も
、
高
き
世
に
改
ま
り
、
宝
に
あ
づ
か
り
」
（
源
氏
物
語
・
若
菜
下
）
な
ど
。

※ 

「
糸
ゆ
ふ
」
に
「
糸
」
を
利
か
し
て
、
そ
れ
が
前
句
の
「
な
が
き
」
と
寄
合
に
な
っ
て
い
る
。
先

例
は
「
薬
玉
を
な
が
き
菖
蒲
に
掛
け
そ
へ
て
／
織
る
や
錦
の
糸
の
い
ろ
〳
〵
」
（
応
永
三
十
二
年

十
二
月
十
一
日
「
何
路
」
二
九
／
三
〇
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

糸
ゆ
ふ
の
あ
り
な
し
を
た
ゞ
我
が
世
に
て

　
　

68　

霞
に
か
ゝ
る
海
士
の
釣
船

《
解 
釈
》
海
上
に
か
か
っ
た
霞
の
中
に
、
海
士
た
ち
の
釣
船
が
見
え
る
。
彼
ら
は
、
遠
く
か
ら
見
れ

ば
あ
る
か
な
い
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
細
い
糸
を
頼
り
に
、
波
に
揺
ら
れ
な
が
ら
生
涯
を
送
る

の
だ
。

※ 

「
糸
」
に
「
釣
」
が
寄
合
。
他
の
例
は
「
柳
の
糸
ぞ
枝
に
ま
と
へ
る
／
岸
陰
の
波
う
ら
ゝ
な
る
釣

た
れ
て
」
（
大
山
祇
神
社
法
楽
長
禄
三
年
千
句
・
第
二
「
何
人
」
二
四
／
二
五
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

霞
に
か
ゝ
る
海
士
の
釣
船

　
　

69　

な
が
め
せ
む
月
な
待
た
れ
そ
波
の
う
へ

《
解 

釈
》
海
上
に
か
か
っ
た
夕
霞
の
中
に
、
波
に
浮
か
ぶ
海
士
た
ち
の
釣
船
が
見
え
る
。
あ
の
海
士

49
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た
ち
だ
っ
て
、
今
夜
の
月
の
美
し
さ
に
は
心
が
惹
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
月
よ
、
早
く
姿
を
見

せ
て
く
れ
。
あ
ん
ま
り
人
を
待
た
せ
て
は
い
け
な
い
。

※ 
「
な
が
め
よ
と
思
は
で
し
も
や
帰
る
ら
ん
月
待
つ
波
の
海
士
の
釣
船
」
（
新
古
今
・
一
六
‐

一
五
五
九
、
具
親
）
を
本
歌
と
す
る
。
熊
野
行
幸
に
供
奉
し
た
際
、
切
目
で
の
作
。
自
讃
歌
で
あ

る
。

※ 

「
月
な
待
た
れ
そ
」と
呼
び
か
け
る
所
が
宗
祇
一
流
の
仕
立
。「
眺
め
む
と
月
待
ち
か
ぬ
る
波
の
上
」

な
ど
と
す
る
と
、
凡
庸
極
ま
り
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　

な
が
め
せ
む
月
な
待
た
れ
そ
波
の
う
へ

　
　

70　

た
ゞ
に
や
秋
の
夜
を
明
石
潟

《
解 

釈
》
明
石
潟
で
の
旅
泊
。
波
の
上
に
出
る
月
を
眺
め
よ
う
と
待
っ
て
い
る
が
、
月
は
中
々
出
て

き
て
く
れ
な
い
。
月
よ
、
あ
ん
ま
り
人
を
待
た
せ
な
い
で
く
れ
。
お
前
を
見
ず
に
長
い
秋
の
夜

を
明
か
す
な
ん
て
こ
と
、
出
来
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
。

※ 

「
明
石
潟
」
に
「
明
か
し
難
し
」
が
利
か
さ
れ
た
秀
句
仕
立
で
あ
る
。
先
例
は
「
須
磨
よ
り
も
夜

は
な
ほ
月
に
明
石
潟
」
（
応
永
二
十
六
年
二
月
六
日
「
山
何
」
二
七
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

た
ゞ
に
や
秋
の
夜
を
明
石
潟

　
　

71　

遠
づ
ま
を
恨
み
に
た
へ
ず
鹿
鳴
き
て

《
解 

釈
》
明
石
潟
で
の
旅
泊
。
遠
く
に
い
る
妻
へ
の
恨
み
に
耐
え
か
ね
た
よ
う
な
鹿
の
声
が
聞
こ
え
る
。

あ
の
鹿
は
今
夜
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
の
だ
ろ
う
か
。
私
も
寂
し
く
て
、
こ
の
長
い
秋
の
夜
を

明
か
す
こ
と
な
ど
出
来
そ
う
に
な
い
気
が
す
る
。

※ 

「
明
石
」
に
「
鹿
」
が
寄
合
。
「
明
石
の
波
や
寄
せ
か
へ
る
ら
む
／
鹿
の
音
は
夜
の
枕
に
遠
ざ
か
り
」

（
元
亀
二
年
千
句
・
第
五
「
何
袋
」
二
八
／
二
九
）
な
ど
。
証
歌
は
「
夜
を
こ
め
て
明
石
の
瀬
戸

を
こ
ぎ
出
づ
れ
ば
遥
か
に
お
く
る
棹
鹿
の
声
」
（
千
載
・
五
‐
三
一
四
、
俊
恵
法
師
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

遠
づ
ま
を
恨
み
に
た
へ
ず
鹿
鳴
き
て

　
　

72　

思
ひ
の
山
に
身
を
や
つ
く
さ
む

《
解 

釈
》
遠
く
に
い
る
妻
へ
の
恨
み
に
耐
え
か
ね
た
よ
う
な
鹿
の
声
が
聞
こ
え
る
。
あ
の
鹿
は
、
妻

へ
の
思
い
を
山
の
よ
う
に
積
も
ら
せ
て
、
焦
が
れ
死
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

思
ひ
の
山
に
身
を
や
つ
く
さ
む

　
　

73　

払
ふ
な
よ
い
づ
く
か
塵
の
う
ち
な
ら
ぬ

《
解 

釈
》
所
詮
、
人
の
世
の
中
は
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
俗
塵
に
ま
み
れ
た
も
の
。
そ
れ
を
殊
更
に
払

お
う
と
し
て
も
無
理
。
無
理
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
思
い
が
山
と
つ
も
り
、
結
局
、

我
が
身
を
消
耗
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
ろ
う
。

※ 

「
山
」
に
「
塵
」
が
寄
合
。
古
今
集
仮
名
序
の
「
高
き
山
も
麓
の
塵
ひ
ぢ
よ
り
な
り
て
」
と
い
う

一
節
が
有
名
。
先
例
は
「
明
く
れ
ば
山
に
か
ゝ
る
白
雲
／
雪
や
な
ほ
麓
の
塵
と
残
る
ら
む
」
（
寛

正
三
年
二
月
二
十
五
日
「
何
路
」
八
八
／
八
九
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

払
ふ
な
よ
い
づ
く
か
塵
の
う
ち
な
ら
ぬ

　
　

74　

砌
ば
か
り
を
い
に
し
へ
の
跡

《
解 

釈
》
昔
、
誰
か
の
居
宅
が
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
所
。
辺
り
は
そ
れ
ら
し
い
跡
も
見
え
な
い
が
、

さ
す
が
に
砌
の
内
の
建
物
は
残
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
内
部
は
ど
こ
も
か
し
こ
も
塵
が
積
も
り
、

今
更
払
っ
て
も
無
駄
だ
ろ
う
。
こ
こ
は
、
こ
の
ま
ま
朽
ち
る
に
任
せ
る
よ
り
外
あ
る
ま
い
。

※ 

「
塵
の
う
ち
」
を
字
義
ど
お
り
「
ほ
こ
り
だ
ら
け
の
室
内
」
と
し
た
付
合
で
あ
る
。
発
想
に
意
外

性
が
あ
り
、
俳
諧
味
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

砌
ば
か
り
を
い
に
し
へ
の
跡

　
　

75　

う
ゑ
置
き
し
ほ
か
は
草
木
も
野
辺
に
し
て

《
解 

釈
》
昔
、
誰
か
の
居
宅
が
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
所
。
辺
り
の
草
木
は
全
く
野
辺
と
見
分
け
が
付

か
ず
、
そ
れ
ら
し
い
跡
も
見
え
な
い
が
、
さ
す
が
に
砌
の
内
の
植
木
や
花
の
草
は
、
人
が
住
ん

で
い
た
こ
と
を
覗
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　

う
ゑ
置
き
し
ほ
か
は
草
木
も
野
辺
に
し
て

　
　

76　

風
は
早
苗
を
わ
く
る
沢
水

《
解 

釈
》
沢
の
水
が
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
初
夏
の
野
。
も
う
田
植
え
も
す
ん
で
、
風
が
涼
し
げ
に
早

苗
を
靡
か
せ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
所
の
草
木
も
、
次
第
に
茂
り
が
深
く
な
る
気
配
だ
。

※ 

「
植
ゑ
置
き
し
」
は
、
こ
の
付
合
で
は
「
早
苗
」
の
こ
と
と
な
る
。
所
謂
「
体
付
」
で
あ
る
。

※ 

「
植
う
」
に
「
苗
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
植
ゑ
て
ぞ
竹
の
か
げ
に
住
み
け
る
／
水
青
き
小
田
の
早

苗
の
伏
見
山
」
（
宝
徳
四
年
千
句
・
第
九
「
何
衣
」
六
八
／
六
九
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

風
は
早
苗
を
わ
く
る
沢
水

　
　

77　

声
を
ほ
に
出
で
じ
も
は
か
な
と
ぶ
蛍

《
解 

釈
》
夏
の
宵
、
あ
の
人
の
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
早
苗
を
分
け
て
訪
れ
る
風
が
涼
し
い
。

沢
の
蛍
も
飛
び
交
い
は
じ
め
た
。
蛍
が
声
に
出
さ
ず
に
忍
ん
で
い
て
も
思
い
に
身
を
焦
が
し
て

い
る
こ
と
は
、
そ
の
光
で
誰
に
で
も
分
か
る
。
そ
れ
は
は
か
な
い
だ
け
。
私
も
そ
れ
と
同
じ
だ
。

※ 

「
沢
」
に
「
蛍
」
が
寄
合
。
「
も
の
思
へ
ば
沢
の
蛍
も
我
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
に
け
る
玉
か
と
ぞ

見
る
」
（
後
拾
遺
・
二
〇
‐
一
一
六
二
、
和
泉
式
部
）
の
歌
が
有
名
。
先
例
は
「
山
賎
の
野
沢
の

仮
庵
夏
か
け
て
／
飛
ぶ
や
蛍
の
初
秋
の
空
」
（
宝
徳
四
年
千
句
・
第
三
「
何
船
」
五
／
六
）
な
ど
。

※ 

「
声
を
ほ
に
出
で
じ
も
は
か
な
」
と
い
う
品
位
あ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
美
し
さ
、
「
は
か
な
」
と
い

う
情
趣
あ
る
語
の
選
択
、
「
恋
」
へ
の
句
境
の
転
換
の
鮮
や
か
さ
、
宗
祇
に
と
っ
て
は
「
並
の
上
」

程
度
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
の
レ
ベ
ル
で
は
さ
す
が
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
　
　
　
　

声
を
ほ
に
出
で
じ
も
は
か
な
と
ぶ
蛍

　
　

78　

色
に
心
は
見
え
ぬ
も
の
か
は

《
解 

釈
》
蛍
が
光
を
放
っ
て
飛
び
交
っ
て
い
る
。
声
に
出
さ
ず
に
忍
ん
で
い
て
も
、
蛍
が
思
い
に
身

を
焦
が
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
光
で
誰
に
で
も
分
か
る
。
私
も
そ
れ
と
同
じ
。
あ
の
人
を
思

う
私
の
心
は
、
い
く
ら
忍
ん
で
も
、
き
っ
と
何
ら
か
の
様
子
と
な
っ
て
外
に
現
れ
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。
は
か
な
い
だ
け
の
こ
と
だ
。

※ 

「
忍
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
我
が
恋
は
物
や
思
ふ
と
人
の
問
ふ
ま
で
」
（
拾
遺
・
一
一
‐

六
二
二
、
平
兼
盛
）
の
有
名
な
和
歌
を
念
頭
に
お
い
た
付
句
で
あ
ろ
う
。
「
出
づ
」
に
「
色
」
が

48
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寄
合
。
先
例
は
「
寝
ざ
り
し
床
を
出
づ
る
旅
人
／
明
け
そ
む
る
色
に
や
雨
の
晴
れ
ぬ
ら
む
」
（
宝

徳
四
年
千
句
・
第
八
「
山
何
」
六
／
七
）
な
ど
。

※ 
特
に
言
う
べ
き
こ
と
も
な
い
よ
う
な
地
味
な
句
だ
が
、
「
見
え
ぬ
も
の
か
は
」
と
反
語
表
現
を
用

い
る
所
が
宗
祇
好
み
。
「
色
に
心
は
見
え
も
こ
そ
す
れ
」
と
言
う
よ
り
、
表
現
は
微
妙
で
奥
行
き

が
出
る
。

　
　
　
　
　

色
に
心
は
見
え
ぬ
も
の
か
は

　
　

79　

誰
が
袖
と
な
せ
ば
霞
に
ひ
か
る
ら
む

《
解 

釈
》
霞
の
袖
が
、
あ
た
り
の
景
色
を
覆
っ
て
い
る
。
心
は
、
そ
れ
に
惹
か
れ
て
浮
か
れ
立
つ
。

私
の
心
が
こ
ん
な
に
惹
か
れ
る
の
は
、
多
分
、
余
程
魅
力
的
な
女
性
の
袖
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
一
体
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
私
の
好
き
心
は
、
き
っ
と
、
周
囲
の
人
に
気
取
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

※ 

「
霞
の
袖
」
と
い
う
伝
統
的
措
辞
を
念
頭
に
し
て
、
そ
れ
を
、
魅
力
的
な
女
性
の
袖
と
カ
ン
違
い

し
た
か
の
ご
と
く
取
り
扱
っ
て
遊
ん
だ
俳
諧
的
付
合
で
あ
る
。
こ
れ
も
宗
祇
連
歌
の
一
体
。

※ 

「
誰
」
と
と
ぼ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
が
春
の
女
神
の
佐
保
姫
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
連
歌
愛
好

者
な
ら
誰
に
で
も
知
れ
る
こ
と
。
「
佐
保
姫
の
霞
の
袖
も
誰
ゆ
ゑ
に
お
ぼ
ろ
に
や
ど
る
春
の
月
影
」

（
続
古
今
・
一
‐
八
〇
、
従
二
位
家
隆
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

誰
が
袖
と
な
せ
ば
霞
に
ひ
か
る
ら
む

　
　

80　

春
さ
へ
か
な
し
ひ
と
り
越
す
山

《
解 

釈
》
霞
の
袖
が
、
あ
た
り
の
景
色
を
覆
っ
て
い
る
。
私
は
そ
れ
に
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
、
春

の
山
を
越
え
て
行
く
。
春
な
の
で
心
が
浮
き
立
つ
は
ず
だ
が
、
一
人
の
旅
は
、
や
は
り
ど
こ
か

寂
し
く
悲
し
い
。
こ
ん
な
に
霞
に
惹
か
れ
る
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
私
の
心
が
、
霞
の
袖
を
、

誰
か
道
連
れ
と
な
っ
て
く
れ
そ
う
な
人
の
袖
と
カ
ン
違
い
し
て
い
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　

春
さ
へ
か
な
し
ひ
と
り
越
す
山

　
　

81　

お
の
が
世
は
雁
の
別
れ
路
数
た
ら
で

《
解 

釈
》
山
を
一
人
で
越
え
て
ゆ
く
。
春
だ
と
い
う
の
に
心
は
も
の
悲
し
い
。
以
前
こ
の
山
を
越
え

た
時
に
は
連
れ
だ
つ
人
が
い
た
が
、
そ
の
人
も
今
は
こ
の
世
に
は
い
な
い
。
こ
の
世
が
仮
初
の

も
の
だ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
人
生
と
は
畢
竟
、
離
別
な
の
だ
。
雁
が
北
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。

雁
は
、
帰
る
時
に
は
、
来
た
時
よ
り
も
必
ず
数
を
減
ら
し
て
い
る
と
い
う
。
あ
の
雁
の
中
に
も
、

き
っ
と
一
緒
に
来
た
仲
間
が
死
ん
で
寂
し
く
帰
る
も
の
が
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

※ 

逐
語
的
な
解
釈
は
殆
ど
不
可
能
な
付
合
で
あ
る
が
、
「
北
へ
行
く
雁
ぞ
鳴
く
な
る
つ
れ
て
来
し
数

は
足
ら
で
ぞ
帰
る
べ
ら
な
る
」
（
古
今
・
九
‐
四
一
二
、
よ
み
人
し
ら
ず
。
左
注
：
あ
る
人
、
男

女
も
ろ
と
も
に
人
の
国
へ
ま
か
り
け
り
。
男
ま
か
り
い
た
り
て
、す
な
は
ち
身
ま
か
り
に
け
れ
ば
、

女
ひ
と
り
京
へ
帰
り
け
る
道
に
、
帰
る
雁
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
よ
め
る
）
と
「
年
た
け
て
ま
た

越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
き
や
命
な
り
け
り
小
夜
の
中
山
」
（
新
古
今
・
一
〇
‐
九
八
七
、
西
行
法
師
）

の
和
歌
を
想
起
す
れ
ば
、
論
理
構
成
は
理
解
で
き
よ
う
。
言
葉
を
補
っ
て
右
の
ご
と
く
と
し
た
、

如
何
。

※ 

雁
は
日
本
で
は
繁
殖
し
な
い
。
従
っ
て
、
「
雁
風
呂
」
「
雁
供
養
」
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
ご
と

く
、
帰
る
時
に
は
渡
来
時
よ
り
も
必
ず
数
を
減
ら
し
て
い
る
。

※ 

「
雁
」
に
「
仮
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
先
例
は
「
連
れ
て
こ
し
契
り
も
雁
の
別
路
に
」
（
延
徳

二
年
九
月
「
夢
想
」
一
三
）
な
ど
。

※ 

私
の
レ
ベ
ル
で
は
、
前
句
と
の
関
係
性
、
一
句
の
仕
立
、
共
に
素
晴
ら
し
い
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
。
い
か
に
も
宗
祇
ら
し
い
宗
祇
な
ら
で
は
の
付
合
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　

お
の
が
世
は
雁
の
別
れ
路
数
た
ら
で

　
　

82　

秋
を
か
け
む
も
い
さ
や
玉
の
緒

《
解 

釈
》
雁
が
北
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。
雁
は
、
帰
る
時
に
は
、
来
た
時
よ
り
も
必
ず
数
を
減
ら
し
て
い

る
と
い
う
。
私
の
人
生
も
そ
れ
と
同
じ
。
こ
の
世
が
仮
初
の
も
の
だ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、

親
し
い
人
は
次
々
に
亡
く
な
っ
て
ゆ
く
。
雁
は
、
秋
に
ま
た
渡
っ
て
く
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
そ

れ
ま
で
命
を
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

秋
を
か
け
む
も
い
さ
や
玉
の
緒

　
　

83　

身
の
憂
さ
は
年
も
経
ば
か
り
長
き
夜
に

《
解 

釈
》
歳
老
い
て
の
独
居
の
侘
び
ず
ま
い
。
秋
の
夜
は
と
り
わ
け
つ
ら
く
、
一
夜
だ
け
で
も
一
年

を
経
る
よ
う
に
長
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
秋
中
、
私
は
命
を
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
か
。

※ 

「
緒
」
に
「
長
し
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
玉
の
緒
に
か
け
て
も
よ
わ
れ
我
が
思
ひ
／
心
長
さ
ぞ
人

に
な
ほ
憂
き
」（
文
明
四
年
十
月
十
六
日
「
何
路
」
九
五
／
九
六
）
な
ど
。
た
だ
し
、「
緒
」
に
「
長

し
」
は
所
謂
「
用
付
」
な
の
で
、
後
の
連
歌
で
は
好
ま
れ
な
い
。

※ 

前
句
の
「
秋
を
か
け
む
」
は
、
先
の
付
合
で
は
、「
今
（
春
）
か
ら
秋
に
な
る
ま
で
の
間
に
」
の
意
。

こ
の
付
合
で
は
「
今
年
の
秋
の
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
間
に
」
の
意
と
な
る
。

　
　
　
　
　

身
の
憂
さ
は
年
も
経
ば
か
り
長
き
夜
に

　
　

84　

見
え
じ
我
に
と
月
や
ゆ
く
ら
む

《
解 

釈
》
身
を
侘
び
て
眠
れ
ぬ
ま
ま
過
ご
す
秋
の
夜
。
一
夜
だ
け
で
も
一
年
を
経
る
よ
う
に
長
く
感

じ
ら
れ
る
。
語
り
合
え
る
の
は
た
だ
物
言
わ
ぬ
空
の
月
ば
か
り
。
だ
が
、
そ
の
月
も
も
う
山
の

端
に
隠
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
る
で
私
と
は
も
う
語
り
合
い
た
く
な
い
と
で
も
言
う
よ
う
で

は
な
い
か
。

　
　
　
　
　

見
え
じ
我
に
と
月
や
ゆ
く
ら
む

　
　

85　

よ
し
さ
ら
ば
空
も
時
雨
れ
よ
袖
の
上

《
解 

釈
》
此
の
世
の
辛
さ
に
、
私
の
袖
に
は
、
常
に
涙
の
時
雨
が
降
っ
て
い
る
。
涙
で
曇
っ
た
目
に
は
、

自
分
の
姿
が
美
し
く
は
見
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
か
、
月
も
私
か
ら
姿
を
隠
す
よ
う
だ
。
そ

れ
な
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
空
も
本
当
に
時
雨
れ
て
し
ま
っ
て
く
れ
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
は
、
空

も
私
に
同
情
し
て
泣
い
て
く
れ
て
い
る
の
だ
と
、
少
し
は
慰
め
ら
れ
た
気
持
ち
に
な
れ
る
だ
ろ

う
。

※  

こ
れ
ぞ
宗
祇
の
世
界
と
も
言
う
べ
き
悉
皆
有
情
の
付
合
で
あ
る
。
前
句
と
の
論
理
的
関
係
性
、
一

47
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句
の
仕
立
の
見
事
さ
、
い
ず
れ
も
最
高
レ
ベ
ル
と
言
え
る
。
研
究
者
は
、
天
満
宮
本
古
注
の
「
此

の
句
、
名
誉
の
句
也
」
と
の
評
を
虚
心
に
受
け
入
れ
、
深
く
味
読
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

よ
し
さ
ら
ば
空
も
時
雨
れ
よ
袖
の
上

　
　

86　

た
ぐ
ひ
だ
に
あ
る
思
ひ
な
ら
ば
や

《
解 

釈
》
此
の
世
の
辛
さ
に
、
私
の
袖
に
は
、
常
に
涙
の
時
雨
が
降
っ
て
止
む
こ
と
が
な
い
。
そ
れ

な
ら
、
空
も
時
雨
れ
て
く
れ
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
は
、
泣
い
て
い
る
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
い

の
だ
と
、
少
し
は
慰
め
ら
れ
た
気
持
ち
に
な
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

た
ぐ
ひ
だ
に
あ
る
思
ひ
な
ら
ば
や

　
　

87　

誰
来
て
か
嵐
に
た
へ
む
山
の
陰

《
解 

釈
》
山
陰
の
独
居
生
活
。
嵐
の
日
は
、と
り
わ
け
辛
さ
が
身
に
し
み
る
。
誰
か
と
一
緒
で
あ
れ
ば
、

何
と
か
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
ん
な
人
が
い
る
わ
け
が
な
い
。

　
　
　
　
　

誰
来
て
か
嵐
に
た
へ
む
山
の
陰

　
　

88　

奥
は
雲
ゐ
る
岩
の
か
け
道

《
解 

釈
》
雲
に
隠
さ
れ
た
山
の
奥
の
奥
ま
で
、
桟
の
道
が
岩
伝
い
に
続
い
て
い
る
。
道
が
あ
る
以
上
、

そ
の
奥
の
山
陰
に
住
む
人
が
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
人
は
、
嵐
の
時
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
耐
え

て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

奥
は
雲
ゐ
る
岩
の
か
け
道

　
　

89　

落
ち
そ
め
し
た
ぎ
つ
瀬
い
づ
く
吉
野
川

《
解 

釈
》
激
湍
と
な
っ
て
流
れ
て
ゆ
く
吉
野
川
。
そ
の
最
奥
の
川
上
は
ど
こ
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
雲

に
隠
さ
れ
て
見
え
な
い
。
た
だ
、
桟
の
道
が
岩
伝
い
に
続
く
ば
か
り
で
あ
る
。

※ 

「
か
け
道
」
に
「
吉
野
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
庵
な
ら
ぶ
る
岩
の
か
け
道
／
契
り
て
や
吉
野
の
奥

を
た
の
む
ら
む
」
（
明
応
六
年
正
月
一
日
「
何
路
」
八
二
／
八
三
）
な
ど
。
「
世
に
経
れ
ば
憂
さ
こ

そ
ま
さ
れ
み
吉
野
の
岩
の
か
け
道
踏
み
な
ら
し
て
も
」
（
古
今
・
一
八
‐
九
五
一
、
よ
み
人
し
ら
ず
）

が
有
名
。

　
　
　
　
　

落
ち
そ
め
し
た
ぎ
つ
瀬
い
づ
く
吉
野
川

　
　

90　

は
や
く
の
こ
と
を
涙
に
ぞ
と
ふ

《
解 

釈
》
私
の
目
か
ら
は
、
常
に
涙
が
吉
野
川
の
た
ぎ
つ
瀬
の
よ
う
に
流
れ
落
ち
る
。
涙
よ
、
お
前

が
こ
の
よ
う
に
い
つ
も
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
、
教
え

て
く
れ
。

※ 

「
受
け
て
に
は
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
手
法
で
あ
る
。
前
句
末
の
「
吉
野
川
」
を
受
け
、
有
名
な
「
吉

野
川
岩
波
た
か
く
行
く
水
の
は
や
く
ぞ
人
を
思
ひ
そ
め
て
し
」
（
古
今
・
一
一
‐
四
七
一
、
つ
ら

ゆ
き
）
」
の
和
歌
に
依
拠
し
て
、
付
句
の
初
め
に
「
は
や
く
」
と
置
い
て
い
る
。
先
例
は
「
風
を

の
み
花
は
恨
み
じ
吉
野
川
／
は
や
く
も
か
は
る
故
郷
の
春
」
（
延
徳
二
年
九
月
「
夢
想
」
一
三
／

一
四
）
な
ど
。
勿
論
、
「
吉
野
川
」
に
「
早
く
」
が
寄
合
。

　
　
　
　
　

は
や
く
の
こ
と
を
涙
に
ぞ
と
ふ

　
　

91　

も
の
ご
と
に
老
は
心
の
跡
も
な
し

《
解 

釈
》
歳
を
と
る
と
何
事
も
忘
却
の
か
な
た
。
昔
の
こ
と
を
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
思
い
出
せ
な
い
。

涙
よ
、
お
前
は
昔
か
ら
ず
っ
と
私
と
一
緒
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
昔
の
私
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

は
ず
だ
。
も
し
昔
を
思
い
出
し
た
く
な
っ
た
ら
、こ
れ
か
ら
は
、
お
前
に
尋
ね
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　

も
の
ご
と
に
老
は
心
の
跡
も
な
し

　
　

92　

め
で
来
し
宿
は
浅
茅
生
の
月

《
解 

釈
》
世
に
も
て
は
や
さ
れ
な
が
ら
月
を
愛
で
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
零
落
し
て
、
住
ま
い
も
今

は
浅
茅
が
生
え
放
題
に
な
っ
て
い
る
。
歳
を
と
る
と
何
事
も
忘
却
の
か
な
た
。
し
か
し
、
月
だ

け
は
、
昔
に
変
わ
る
こ
と
な
く
、
清
澄
な
光
を
放
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

め
で
来
し
宿
は
浅
茅
生
の
月

　
　

93　

野
辺
の
露
も
袖
よ
り
置
き
や
な
ら
ふ
ら
む

《
解 

釈
》
世
に
も
て
は
や
さ
れ
な
が
ら
月
を
愛
で
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
零
落
し
て
、
住
ま
い
も
今

は
浅
茅
が
生
え
放
題
に
な
っ
て
い
る
。
秋
と
な
っ
て
、
こ
れ
か
ら
野
辺
も
露
し
げ
く
な
る
が
、

そ
れ
よ
り
先
に
ま
ず
露
が
置
き
な
ら
さ
れ
る
の
は
、
私
の
袖
の
上
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

野
辺
の
露
も
袖
よ
り
置
き
や
な
ら
ふ
ら
む

　
　

94　

山
こ
そ
ゆ
く
へ
色
か
は
る
仲

《
解 

釈
》
秋
が
来
て
、
山
の
色
が
変
わ
る
。
あ
の
人
の
心
に
も
秋
（
飽
き
）
が
来
は
じ
め
た
の
か
、

今
ま
で
と
は
違
う
様
子
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
野
辺
も
露
し
げ
く
な
る
が
、
そ
れ
よ
り

先
に
ま
ず
露
が
置
か
れ
る
の
は
、
き
っ
と
私
の
袖
の
上
だ
ろ
う
。

※ 

「
野
辺
」
に
対
し
て
「
山
」
と
付
け
て
い
る
の
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ミ
ソ
。
他
の
例
は
「
松
虫
の

声
す
る
方
の
野
辺
に
来
て
／
暮
れ
て
小
倉
の
山
の
急
雨
」（
応
永
二
十
六
年
九
月
二
十
五
日
「
片
何
」

二
三
／
二
四
）
な
ど
、
古
く
か
ら
あ
る
手
法
で
あ
る
。

※ 

「
山
」
に
「
色
」
が
結
ば
れ
る
と
、
植
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
の
で
、
植
物
と
は
二
句
嫌

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
第
九
二
句
の
「
浅
茅
」
と
指
合
を
生
じ
て
い
る
。
第
二
九
句
参

照
。

　
　
　
　
　

山
こ
そ
ゆ
く
へ
色
か
は
る
仲

　
　

95　

つ
れ
も
な
き
人
に
こ
の
世
を
た
の
ま
め
や

《
解 

釈
》
秋
に
な
れ
ば
、
山
の
色
が
変
わ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
あ
の
人
の
心
に
も
秋
（
飽
き
）
が
来

た
の
だ
ろ
う
、
以
前
と
は
違
っ
て
、
全
く
つ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
の
人
を
ア
テ
に
し

て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
も
う
で
き
ま
い
。
け
れ
ど
私
に
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
生
き
方
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

つ
れ
も
な
き
人
に
こ
の
世
を
た
の
ま
め
や

　
　

96　

死
ぬ
る
薬
は
恋
に
え
ま
ほ
し

《
解 

釈
》
全
く
つ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
あ
の
人
を
ア
テ
に
し
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
、
も
う
で

き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
私
に
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
生
き
方
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
い
っ
そ
死

ん
で
し
ま
い
た
い
。
何
か
よ
い
薬
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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死
ぬ
る
薬
は
恋
に
え
ま
ほ
し

　
　

97　

蓮
葉
の
う
へ
を
契
り
の
か
ぎ
り
に
て

《
解 
釈
》
今
は
の
際
に
、
あ
の
人
は
「
後
の
世
で
は
、
一
つ
蓮
の
上
に
」
と
約
束
し
て
く
れ
ま
し
た
。

い
く
ら
恋
し
く
思
っ
て
も
、
こ
の
世
で
は
も
う
逢
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
も
死
ん
で
、
約

束
ど
お
り
一
つ
蓮
の
上
で
、
あ
の
人
に
お
逢
い
し
た
い
の
で
す
。
何
か
よ
い
薬
が
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
　
　
　
　

蓮
葉
の
う
へ
を
契
り
の
か
ぎ
り
に
て

　
　

98　

ち
る
や
玉
ゆ
ら
夕
立
の
雨

《
解 

釈
》
夏
の
池
、
蓮
の
葉
の
上
に
夕
立
の
雨
が
降
り
か
か
る
。
雨
は
露
の
玉
と
な
っ
て
玉
ゆ
ら
の

間
（
し
ば
ら
く
）
は
蓮
の
葉
の
上
に
留
ま
る
が
、
夕
立
が
過
ぎ
れ
ば
、
ま
た
暑
い
夏
の
日
差
し

に
よ
っ
て
蒸
発
し
て
し
ま
う
。
雨
露
に
と
っ
て
は
、
そ
の
間
だ
け
が
蓮
葉
と
の
契
り
（
縁
）
だ
っ

た
わ
け
だ
。

※ 

極
楽
浄
土
の
蓮
葉
を
そ
れ
を
夏
の
池
の
蓮
葉
に
取
り
な
し
て
句
境
を
転
じ
て
い
る
。

※ 

「
蓮
」
に
「
玉
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
台
の
は
ち
す
花
ひ
ら
け
ぬ
る
／
夏
草
の
う
ち
に
も
露
の
玉

散
り
て
」
（
紫
野
千
句
・
第
四
「
何
物
」
、
八
二
／
八
三
）
な
ど
。
「
蓮
葉
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
心

も
て
何
か
は
露
を
玉
と
あ
ざ
む
く
」
（
古
今
・
三
‐
一
六
五
、
僧
正
へ
ん
ぜ
う
）
の
和
歌
が
有
名
。

ま
た
「
夕
立
」
も
「
蓮
」
と
寄
合
。
先
例
は
「
玉
ち
る
波
も
清
き
蓮
葉
／
夕
立
の
あ
と
よ
り
月
の

影
す
ゞ
し
」
（
応
永
三
十
二
年
二
月
二
十
九
日
「
何
目
」
三
八
／
三
九
）
な
ど
。
証
歌
は
「
夕
立

の
降
り
く
る
池
の
蓮
葉
に
く
だ
け
て
も
ろ
き
露
の
白
玉
」
（
新
後
拾
遺
・
三
‐
二
五
九
、
光
厳
院

御
製
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

ち
る
や
玉
ゆ
ら
夕
立
の
雨

　
　

99　

雲
風
も
見
は
て
ぬ
夢
と
覚
む
る
夜
に

《
解 

釈
》
夏
の
夜
、
激
し
い
雨
と
風
の
音
に
目
が
覚
め
る
。
夕
立
が
通
過
し
つ
つ
あ
る
の
だ
と
思
う

間
も
な
く
、
風
も
雨
も
止
ん
で
し
ま
っ
た
。
夕
立
を
降
ら
せ
た
雲
も
、
も
う
見
え
な
い
。
夕
立

の
降
り
残
り
の
露
が
、
（
再
び
姿
を
現
し
た
月
の
光
を
受
け
て
）
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
ば
か

り
で
あ
る
。
あ
の
雲
や
風
は
何
だ
っ
た
の
か
。
見
果
て
ぬ
夢
の
中
の
出
来
事
だ
っ
た
よ
う
な
気

が
す
る
。

※ 

第
九
二
句
で
「
月
」
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
ま
だ
間
隔
六
句
な
の
で
、
「
月
」
の
語
を
用
い
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
い
て
「
月
」
が
暗
示
さ
れ
る
表
現
が
巧
妙
で
あ
る
。
や
は
り
宗
祇
の
技
。

※ 

「
夕
立
」
に
「
雲
」
が
寄
合
。
先
例
は
「
夕
立
は
過
ぎ
ゆ
く
音
も
は
や
き
瀬
に
／
船
遠
ざ
か
る
雲

の
山
の
端
」
（
寛
正
三
年
二
月
二
十
五
日
「
何
路
」
三
三
／
三
四
）
な
ど
。

　
　
　
　
　

雲
風
も
見
は
て
ぬ
夢
と
覚
む
る
夜
に

　
　

00　

我
が
影
な
れ
や
更
く
る
灯

《
解 

釈
》
強
い
風
の
音
に
目
を
覚
ま
し
た
と
思
う
の
だ
が
、
外
は
風
も
な
く
、
空
に
は
、
風
を
吹
か

せ
た
よ
う
な
雲
も
見
え
な
い
。
夢
の
中
の
出
来
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
夜
も
か
な
り
更
け
て

い
る
ら
し
い
。
消
え
残
り
の
灯
が
仄
め
い
て
い
る
。
こ
の
世
に
お
け
る
今
の
私
の
姿
は
、
恐
ら
く
、

あ
の
消
え
残
り
の
灯
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

※ 

挙
句
は
多
少
な
り
と
も
慶
賀
の
気
分
を
持
た
せ
る
の
が
作
法
。
そ
の
作
法
を
全
く
無
視
し
て
、
老

残
の
自
画
像
を
詠
じ
て
百
韻
を
終
え
る
。
異
例
中
の
異
例
で
あ
る
が
、
「
限
り
さ
へ
似
た
る
花
な

き
桜
か
な
」
と
い
う
こ
の
百
韻
の
発
句
と
照
応
し
て
、
最
晩
年
の
宗
祇
の
内
面
を
窺
わ
せ
る
。

季 七 恋 旅 述 植 動 山 水 居 降 聳 光 神 釈 人 名 衣 時 夜 風 聞

01 かきりさへ にたるはななき かな 春 木

02 しつかにくるる はるかせのには 風夕居春

03 ほのかすむ のきはのみねに つきいてて 春 月 山 居 光 夜

04 おもひもわかぬ かりふしのそら 夜旅

05 こしかたを いつくとゆめの かへるらむ 夜旅夢

06 ゆくひとみえぬ のへのはるけさ 人

07 しもまよふ みちはかすかに あらはれて 降

水

聳

冬

08 かるるもしるき くさむらのかけ 冬 草

09 なくむしの したふあきなと いそくらむ 秋 虫

10 そのままはけし のわきたつこゑ 聞風秋

11 めにかかる くももなきまて つきすみて 夜光聳月秋

12 きよみかせきと なみそあけゆく 旅 水 □ 名 △ 夜

13 いつきてか すみたかはらに またもねむ 夜名旅

14 はなれはつらし ともとするひと 人

15 ちきりきや あらぬのやまの はなのかけ 春 木 山

16 よをのかれても はるはむつまし 春 述

17 みをかくす いほはかすみを たよりにて 春 述 居 聳 人

18 きえむけふりの ゆくへをそまつ 述 聳

19 もしほくむ そてさへつきを たのむよに 秋 月 × 水 光 衣 夜

20 こころなくてや あきをうらみむ 秋

21 かかるなよ あたことのはの つゆのくれ 夕降恋秋

22 たれをかとはむ あはれともみし 人恋

23 ちきりても えやはなへての くさのはら 恋 草

24 かへりこむをも しらぬふるさと 旅 居

25 いかにせし ふなてそあとも くものなみ 船 旅 水 聳

26 なみたのうみを わたるたひひと 涙 旅 水 人

27 もろこしも あめのしたとや つらからむ □

28 すめはのとけき ひのもともなし □□春

29 さくら

さくら

さく みねのしはやに はるくれて 春 木 山 居

30 うすくかすめる やまきはのさと 聳居山春

31 つきおちて とりのこゑこゑ あくるよに 秋 月 鳥 光 △ 夜 聞

32 つゆなこりなく おきやわかれむ 夜降恋秋

33 みにしめる かせのみそての かたみにて 風衣人恋秋

34 たへこしかたの ゆふへにそなる 夕恋

35 おもふなよ わすれむもこそ こころなれ 恋

36 つらきにのみや ならはさるへき 恋

37 みちあるも かたへはのこる よもきふに 草 □

38 しるひとをしる はなのあはれさ 人木春

39 をりにあふ かすみのそても いろいろに □聳春

40 かへらむそらも わかぬはるのの 春

41 かねそなる けふもむなしく すきやせむ ▽

42 きけとものりに とほきわかみよ 釈 人

43 よはひのみ ほとけにちかく はやなりて 釈

44 むねならぬつきや みてるをもみむ 夜光月秋

45 きりはるる やまになくさめ ものおもひ 秋 恋 山 □ 聳

46 まつをはあきの かせもとはすや 風木恋松秋

47 ひとはたか こころのすきを たつぬらむ 人□恋

48 かとふるみちの たえぬさへうし 居

49 つまきこる かけものてらは かすかにて 釈×

50 こけにいくへの しものころもて 冬 衣 × 降 衣

宗祇独吟「遺誡百韻」去嫌一覧（Ⅰ）

初
　
表

初
　
裏

二
　
裏

二
　
表

45
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季 七 恋 旅 述 植 動 山 水 居 降 聳 光 神 釈 人 名 衣 時 夜 風 聞

01 かきりさへ にたるはななき かな 春 木

02 しつかにくるる はるかせのには 風夕居春

03 ほのかすむ のきはのみねに つきいてて 春 月 山 居 光 夜

04 おもひもわかぬ かりふしのそら 夜旅

05 こしかたを いつくとゆめの かへるらむ 夜旅夢

06 ゆくひとみえぬ のへのはるけさ 人

07 しもまよふ みちはかすかに あらはれて 降

水

聳

冬

08 かるるもしるき くさむらのかけ 冬 草

09 なくむしの したふあきなと いそくらむ 秋 虫

10 そのままはけし のわきたつこゑ 聞風秋

11 めにかかる くももなきまて つきすみて 夜光聳月秋

12 きよみかせきと なみそあけゆく 旅 水 □ 名 △ 夜

13 いつきてか すみたかはらに またもねむ 夜名旅

14 はなれはつらし ともとするひと 人

15 ちきりきや あらぬのやまの はなのかけ 春 木 山

16 よをのかれても はるはむつまし 春 述

17 みをかくす いほはかすみを たよりにて 春 述 居 聳 人

18 きえむけふりの ゆくへをそまつ 述 聳

19 もしほくむ そてさへつきを たのむよに 秋 月 × 水 光 衣 夜

20 こころなくてや あきをうらみむ 秋

21 かかるなよ あたことのはの つゆのくれ 夕降恋秋

22 たれをかとはむ あはれともみし 人恋

23 ちきりても えやはなへての くさのはら 恋 草

24 かへりこむをも しらぬふるさと 旅 居

25 いかにせし ふなてそあとも くものなみ 船 旅 水 聳

26 なみたのうみを わたるたひひと 涙 旅 水 人

27 もろこしも あめのしたとや つらからむ □

28 すめはのとけき ひのもともなし □□春

29 さくら

さくら

さく みねのしはやに はるくれて 春 木 山 居

30 うすくかすめる やまきはのさと 聳居山春

31 つきおちて とりのこゑこゑ あくるよに 秋 月 鳥 光 △ 夜 聞

32 つゆなこりなく おきやわかれむ 夜降恋秋

33 みにしめる かせのみそての かたみにて 風衣人恋秋

34 たへこしかたの ゆふへにそなる 夕恋

35 おもふなよ わすれむもこそ こころなれ 恋

36 つらきにのみや ならはさるへき 恋

37 みちあるも かたへはのこる よもきふに 草 □

38 しるひとをしる はなのあはれさ 人木春

39 をりにあふ かすみのそても いろいろに □聳春

40 かへらむそらも わかぬはるのの 春

41 かねそなる けふもむなしく すきやせむ ▽

42 きけとものりに とほきわかみよ 釈 人

43 よはひのみ ほとけにちかく はやなりて 釈

44 むねならぬつきや みてるをもみむ 夜光月秋

45 きりはるる やまになくさめ ものおもひ 秋 恋 山 □ 聳

46 まつをはあきの かせもとはすや 風木恋松秋

47 ひとはたか こころのすきを たつぬらむ 人□恋

48 かとふるみちの たえぬさへうし 居

49 つまきこる かけものてらは かすかにて 釈×

50 こけにいくへの しものころもて 冬 衣 × 降 衣

宗祇独吟「遺誡百韻」去嫌一覧（Ⅰ）

初
　
表

初
　
裏

二
　
裏

二
　
表

44
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季 七 恋 旅 述 植 動 山 水 居 降 聳 光 神 釈 人 名 衣 時 夜 風 聞

夜人冬によのゆふ るふわちうをみ つつゐきお15

52 つき 夜光月冬らそのけありあ るなくむさ

聞×鳥×ててたにね くるししふきう もつたしあ35

風水せかみなくわさ にろこころここ45

×水山むみかつい をよるよにみき もはかまや55

人きしるくもみた やにくきふやあ65

57 うゑしより たのみをつゆに あきかけて 秋 □ 降

58 かりほのこはき かつちるもをし 秋 草 □

聞夕衣鳥衣秋ゑこのりか なすくすへふゆ つうもろこ95

60 むなしきつき 夜光恋月秋むねやてみらう を

夜降恋てれはめあ るつりやろここ のよぬはと16

人恋きうほなそとひ へさにるしをみ26

63 わすれねと いひしをいかに ききつらむ 恋

風恋きへゆたやくか もりよたのせか46

65 はな 夕木春にとこれく のれまへさるち やはは

□居春るはのとさるふ やみのきかなひ66

人×春てによかわ たたをしなりあ のふゆとい76

68 かすみにかかる あまのつりふね 春 船 水 聳 人

69 なかめせむ つきなまたれそ なみのうへ 秋 月 水 光 夜

夜名水秋たかしかあをよ のきあやにたた07

×獣秋てきなかし すへたにみらう をまつほと17

人×むさくつやをみ にまやのひもお27

73 はらふなよ いつくかちりの うちならぬ

□述とあのへしにい をりかはりきみ47

◎てしにへの もきさくはかほ しきおゑう57

風水草夏つみはさるくわ をへなさはせか67

聞虫恋夏るたほふと なかはもしてい にほをゑこ77

恋はかのもぬえみ はろここにろい87

衣人聳恋春むらるかひ にみすかはせな とてそかた97

人山

述

旅春まやすこりとひ しなかへさるは08

81 おのかよは かりのわかれち かすたらて 春 鳥

82 あきをかけむも いさやたまのを 秋 述

夜人秋によきかな りかはふもしと はさうのみ38

84 みえしわれにと つき 夜人光月秋むらくゆや

衣降冬へうのてそ よれくしもらそ はらさしよ58

86 たくひたにある おもひならはや

風人山けかのまや むへたにしらあ かてきれた78

聳山ちみけかのはい るゐもくはくお88

名水×はかのしよ くついせつきた しめそちお98

90 はやくのことを なみたにそとふ 涙 述

述しなもとあ のろここはいお にとこのも19

92 めてこしやとは あさちふのつき 秋 月 草 居 光 夜

衣降秋むらふらな やきおりよてそ もゆつのへの39

94 やまこそゆくへ いろかはるなか 秋 恋 □ 山

人恋やめまのた をよのこにとひ きなもれつ59

恋しほまえにひこ はりすくるぬし69

釈×恋てにりきか のりきちをへう のはすちは79

×降夏めあのちたふゆ らゆまたやるち89

風夜聳夢によるむさ とめゆぬてはみ もせかもく99

夜人ひしもとるくふ やれなけかかわ00

名

裏

宗祇独吟「遺誡百韻」去嫌一覧（Ⅱ）

三

表

三

裏

名

表
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