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『
続
の
原
』
輪
講

冬
一
番

発
表
日

平
成

年

月

日

担
当

金
田
房
子

20

11

15

『
続
の
原
』

不
卜
の
第
三
撰
集
。
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
序
刊
。
半
紙
本
二
冊
。
上
巻
は
句
合
、
下
巻
は

歌
仙
と
諸
家
発
句
。
句
合
は
、
春
・
夏
・
冬
が
一
二
番
、
秋
が
一
一
番
の
計
四
七
番
。
判
者
は
、

春
・
素
堂
、
夏
・
調
和
、
秋
・
湖
春
、
冬
・
桃
青
（
芭
蕉
）
が
担
当
。
今
回
と
り
あ
げ
る
芭
蕉

の
判
詞
は
、
貞
享
四
年
の
冬
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
本
文
〉

一
番左

持

落
葉

落
つ
か
ぬ
木
の
葉
に
あ
た
る
雫
哉

風
水

右

落
葉
と
て
富
士
の
つ
ゞ
き
に
塔
ひ
と
つ

松
濤

左
リ

の
句
、
景
気
微
細
に
心
を
付
た
り
。

み

さ

い

右
又
、
山
も
あ
ら
は
な
る
ふ
じ
の
詠
め
、
一
句

の
た
け
も
ゆ
た
か
に
聞
え
侍
る
。
さ
れ
ど
も
句

中
、
目
に
見
え
た
る
切
字
な
し
。
五
文
字
に
て

云
残
し
た
れ
ば
、
き
れ
字
を
く
は
へ
て
見

い
ひる

べ
き
に
や
。
な
を
分

明
な
ら
ざ
る

ふ
ん
み
ょ
う

を
難
じ
て
持
に

定

侍
る
べ
き
か
。

さ
だ
め

〈
現
代
語
訳
〉

左

持
（
引
き
分
け
）

落
葉

は
ら
は
ら
と
散
っ
て
落
ち
着
か
な
い
様
の
木
の
葉
。
そ
の
落
葉
に
梢
か
ら
落
ち
る
雫
が
あ
た
る
音
が
聞
こ

え
る
。

＊

木
の
葉
は
、
枝
に
つ
い
て
い
る
状
態
で
は
雑
（
『
俳
諧
御
傘
』
な
ど
）
。
「
落
葉
」
と
い
う
季

題
で
読
ま
れ
て
い
る
の
で
、
散
っ
て
い
る
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
散
り
ゆ
く
様
で
あ

る
と
も
、
散
り
落
ち
て
か
さ
か
さ
と
動
く
様
で
あ
る
と
も
、
ど
ち
ら
と
も
と
れ
る
。

右

木
々
は
葉
を
落
と
し
、
遠
く
ま
で
見
渡
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
遥
か
向
こ
う
の
富
士
の
続
き
に
寺
院
の
塔

が
一
つ
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
高
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

＊

「
塔
」
は
お
寺
の
塔
。
漢
詩
題
と
も
な
っ
て
い
る
（
『
円
機
活
法
』
）
。
高
さ
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
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（
判
詞
）

左
の
句
は
景
色
の
美
し
さ
の
ご
く
細
部
に
目
を
と
め
て
詠
ん
で
い
る
。
右
も
ま
た
、
和
歌
に
も
い
う
「
山

も
あ
ら
は
」
な
様
の
富
士
の
美
し
い
眺
め
を
詠
み
、
句
の
品
格
も
ゆ
っ
た
り
と
の
び
の
び
し
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
句
の
中
に
は
っ
き
り
と
し
た
切
字
が
な
い
。
（
上
の
）
五
文
字
で
（
「
と
て
」

と
い
う
ふ
う
に
）
言
い
残
し
た
の
で
、
こ
こ
に
切
字
を
加
え
て
（
＝
切
れ
が
あ
る
と
考
え
て
）
読
む
べ
き

だ
ろ
う
か
。
や
は
り
は
っ
き
り
と
し
な
い
と
い
う
点
に
難
が
あ
る
の
で
、
引
き
分
け
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。

＊

「
微
細
」
「
分
明
」
は
、
『
日
葡
辞
書
』
『
書
言
字
考
節
用
集
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
ミ
サ
イ
」

「
フ
ン
ミ
ョ
ウ
」
と
読
む
。

「
山
も
あ
ら
は
」
は
、
『
新
古
今
集
』
の
「
冬
の
き
て
山
も
あ
ら
は
に
木
の
葉
ふ
り
の
こ
る

松
さ
へ
峰
に
さ
び
し
き
」
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
あ
る
が
、
歌
が
山
の
木
々
が
葉
を
落
と
し
た

様
で
あ
る
の
に
対
し
、
句
は
近
景
の
木
々
が
葉
を
落
と
し
て
、
遠
景
の
富
士
や
塔
が
よ
く
見

え
る
様
を
詠
ん
で
お
り
、
意
味
を
転
じ
て
用
い
て
い
る
。

ま
た
、
切
字
そ
の
も
の
の
有
無
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
が
、
名
目
の
「
切

字
」
の
有
無
に
こ
だ
わ
ら
な
い
芭
蕉
の
切
字
観
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
既
に
貞
享
二
年
に
、

「
辛
﨑
の
松
は
花
よ
り
朧
に
て
」
の
吟
が
芭
蕉
に
あ
り
、
こ
こ
も
「
切
字
」
と
は
言
っ
て
い

る
も
の
の
、「
切
れ
」
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。

な
お
、
右
の
解
釈
で
は
切
れ
を
上
五
に
あ
る
と
し
て
訳
し
た
が
、
中
七
に
あ
る
と
す
る
意
見

も
あ
っ
た
。
傾
聴
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
ま
ま
で
お
く
。
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『
続
の
原
』
輪
講

冬
二
番

発
表
日

平
成

年
５
月

日

担
当

佐
藤
勝
明

21

23

〈
本
文
〉

二
番左

勝

霜

親
と
子
の
霜
夜
を
か
こ
ふ
野
馬
哉

渓
石

の

う

ま

右

霜
ふ
か
し
扇
を
か
ざ
す
夜
の
舟

勇
招

「
も
の
い
は
ぬ
よ
も
の
け
だ
も
の
す
ら
さ
へ
も

あ
は
れ
な
る
か
な
や
親
の
子
を
お
も
ふ
」

と
よ
み
た
ま
ひ
し
こ
の
う
た
に

便

し

た
よ
り

て
、
野
馬
の
子
を
い
と
ふ
さ
ま
せ
つ
な
り
。

右
の
句
、
さ
も
あ
る
べ
き
な
が
ら
、
左
の
句

秀
逸
な
れ
ば
、
ま
け
侍
ら
む
か
し
。

〈
現
代
語
訳
〉

左

勝

霜

親
と
子
の
野
馬
が
、
霜
夜
の
寒
さ
か
ら
お
互
い
を
守
る
よ
う
に
身
を
寄
せ
合
っ
て
い
る
。

＊

「
霜
夜
」
は
霜
の
お
り
た
寒
い
夜
。
「
か
こ
ふ
」
は
外
の
力
が
及
ば
な
い
よ
う
に
周
囲
を
ふ

さ
ぐ
こ
と
か
ら
、
守
り
か
ば
う
意
と
な
る
。
「
野
馬
」
は
放
し
飼
い
に
し
て
あ
る
馬
。
囲
わ

れ
て
は
い
な
い
野
馬
の
親
子
が
、
寒
さ
の
た
め
お
互
い
を
「
か
こ
ふ
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
、

表
現
上
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
。
な
お
、
「
霜
」
は
初
冬
十
月
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

右

霜
が
深
く
お
り
て
い
る
。
そ
の
冷
た
さ
に
対
し
て
、
夜
舟
の
中
で
扇
を
か
ざ
し
て
い
る
。

＊

「
霜
ふ
か
し
」
は
和
歌
・
連
歌
・
俳
諧
を
通
じ
て
散
見
さ
れ
、
こ
こ
は
霜
夜
の
し
ん
し
ん
と

し
た
寒
さ
の
表
現
。「
扇
を
か
ざ
す
」
は
光
や
視
線
な
ど
を
避
け
扇
で
顔
を
遮
る
こ
と
。
「
あ

つ
き
日
や
扇
を
か
ざ
す
手
の
ほ
そ
り

印
苔
」
（
『
続
猿
蓑
』
）
の
よ
う
に
、
暑
い
日
に
行
う

の
が
一
般
で
、
そ
れ
を
霜
夜
の
行
為
と
し
た
と
こ
ろ
が
作
者
の
工
夫
。
「
霜
」
と
「
月
」
は

お
互
い
を
見
立
て
に
も
用
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
も
、
月
光
に
対
し
て
か
ざ
す
扇
を
霜
に
対

し
て
か
ざ
す
と
趣
向
し
た
、
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
夜
舟
」
は
夜
間
運
行
の
乗
合

舟
で
、
「
淀
に
て
／
は
つ
し
も
に
何
と
お
よ
る
ぞ
船
の
中

其
角
」
（
『
猿
蓑
』
）
な
ど
に
通

う
情
が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
漢
詩
「
楓
橋
夜
泊
」
の
影
響
を
想
定
す
れ
ば
、
停
泊
し
た
舟

の
中
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
季
吟
は
『
山
之
井
』
で
「
霜
」
の
詠
み
方
を
解
説
し
、

「
霜
夜
は
こ
と
に
空
さ
え
て
、
月
の
光
り
も
さ
む
け
だ
ち
、
風
も
み
の
い
り
て
、
ね
び
え
お
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ど
ろ
く
心
ば
へ
」
と
記
し
て
い
る
。

（
判
詞
）

「
物
い
は
ぬ
四
方
の
け
だ
も
の
す
ら
さ
へ
も
哀
れ
な
る
か
な
や
親
の
子
を
思
ふ
」
と
（
実
朝
が
）
お
詠
み

に
な
っ
た
、
こ
の
歌
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
読
む
と
、
野
馬
（
の
親
）
の
子
を
い
た
わ
る
姿
が
、
切
実
な
も
の

と
し
て
迫
っ
て
く
る
。
右
の
句
も
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
も
の
な
が
ら
、
左
の
句
が

き
わ
め
て
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
、
負
け
で
あ
る
だ
ろ
う
ね
。

＊

「
も
の
い
は
ぬ
…
」
は
「
慈
悲
の
こ
こ
ろ
を
」
の
前
書
を
も
つ
源
実
朝
の
歌
で
、
『
金
槐
和

歌
集
』
で
は
第
三
句
が
「
す
ら
だ
に
も
」
。
果
た
し
て
、
芭
蕉
は
こ
れ
を
左
句
の
典
拠
と
し

て
指
摘
し
た
の
か
、
ど
う
か
。
当
時
、
こ
の
歌
が
広
く
流
布
し
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
な
い

こ
と
か
ら
も
、
典
拠
の
指
摘
で
は
な
く
、
句
か
ら
想
起
し
た
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
、
と
理
解

し
て
お
き
た
い
。
「
便
し
て
」
は
手
が
か
り
に
し
て
の
意
で
、
こ
こ
で
は
芭
蕉
が
そ
の
主
体

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
せ
つ
な
り
」
は
、
深
く
切
実
な
様
子
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
よ
う
な
情
が
こ
も
っ
て
い
る

こ
と
に
対
し
て
い
う
語
。
「
深
切
な
り
」
と
同
義
の
語
で
あ
る
と
見
て
よ
く
、
「
深
切
」
は

天
和
期
前
後
の
芭
蕉
を
考
え
る
際
の
、
鍵
と
な
る
語
の
一
つ
、
た
と
え
ば
、『
俳
諧
合
』
「
田

舎
」
五
番
の
判
詞
で
、
「
左

徳
利
狂
人
い
た
は
し
や
花
ゆ
へ
に
社
／
右

桜
狩
け
ふ
は
目

黒
の
し
る
べ
せ
よ
」
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

徳
利
を
い
だ
い
て
花
に
た
は
ぶ
る
る
狂
人
、
深
切
也
。
又
、
目
黒
が
原
の
遠
の
さ
く
ら
、

尤
や
さ
し
。
上
野
・
谷
中
の
さ
く
ら
を
見
つ
く
し
た
る
体
、
言
葉
の
外
に
あ
ら
は
れ
た

り
。
両
句
、
幽
玄
、
差
別
な
し
。

「
さ
も
あ
る
べ
し
」
も
判
詞
に
使
わ
れ
る
語
で
、
『
俳
諧
合
』
「
田
舎
」
十
三
番
で
は
、
「
左

袖
の
露
も
羽
二
重
気
に
は
ゐ
ぬ
も
の
也
／
右

夢
と
成
し
骸
骨
踊
る
荻
の
声
」
に
対
し
、

羽
二
重
の
袖
の
露
は
、
「
貴
人
の
心
に
秋
至
ら
ず
」
と
作
れ
る
詩
の
心
を
思
ひ
よ
せ
ら

れ
た
る
に
や
。
右
ま
た
、
骸
骨
の
荻
の
声
を
か
り
た
る
、
さ
も
あ
る
べ
き
事
な
が
ら
、

左
の
感
浅
か
ら
ず
覚
え
侍
る
。

と
あ
り
、
芭
蕉
の
場
合
、
一
応
は
認
め
な
が
ら
、
相
対
的
に
負
け
と
判
定
す
る
際
に
用
い
て

い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。

「
秀
逸
」
も
ま
た
判
詞
に
多
用
さ
れ
る
語
で
、
や
は
り
『
俳
諧
合
』
に
お
け
る
芭
蕉
判
詞
の

中
に
も
見
ら
れ
る
（
例
示
は
省
略
）
。
で
は
、
右
の
句
を
退
け
、
左
の
句
を
「
秀
逸
」
と
し

た
理
由
は
何
か
。
第
一
に
、
霜
夜
の
寒
さ
か
ら
身
を
守
る
点
で
、
両
句
は
共
通
す
る
も
の
の
、

右
が
自
分
の
た
め
の
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
左
は
親
子
の
か
ば
い
合
う
姿
を
と
ら
え
て

い
る
点
。
実
朝
歌
を
髣
髴
さ
せ
る
こ
と
も
含
め
て
、
そ
こ
に
、
「
せ
つ
な
り
」
と
感
じ
さ
せ

る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
、
ど
ち
ら
に
も
観
念
的
で
言
葉
遊
び
に
通
じ
る
側
面

は
あ
る
も
の
の
、
左
の
「
か
こ
ふ
」
で
は
そ
れ
が
句
の
背
後
に
隠
れ
、
一
句
と
し
て
自
然
な

情
景
句
と
も
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
左
の
「
霜
…
扇
を
か
ざ
す
」
に
は
そ
れ
が
露
骨
で
あ

る
と
い
う
点
。
こ
こ
に
芭
蕉
の
め
ざ
す
方
向
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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『
続
の
原
』
輪
講

冬
三
番

発
表
日

平
成

年

月

日

担
当

宮
脇
真
彦

21

11

21

〈
本
文
〉

三
番

左

持

夜
興

よ

こ
う

我
笠
に
月
夜
忘
る
ゝ
夜
興
哉

コ
齋

わ
が

か
な

右

い
づ
れ
狸
得
失
覚
て
犬
も
な
し

文
鱗

さ
め

ひ
だ
り
の
句
、
茂
み
ふ
か
く
分
入
狩
人
の

わ
け
い
る
か
り
う
ど

形
容
い
ぶ
か
し
き
所
有
。

あ
り

右
の
句
も
、
す
が
た
つ
よ
く
言
葉
も

た
く
み
に
き
こ
え
侍
れ
ど
も
、
其
得
失
、

そ
の

我
も
わ
き
が
た
し
。

仍

以

持
ト
ス

。

よ
つ
て
も
つ
て

〈
現
代
語
訳
〉

左

持
（
引
き
分
け
）

夜
興

我
が
笠
が
月
の
光
を
遮
っ
て
、
皎
々
と
冬
の
山
間
を
照
ら
す
月
夜
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
い

か
に
も
獲
物
を
待
っ
て
茂
み
に
じ
っ
と
身
を
潜
め
て
い
る
夜
興
ら
し
い
で
は
な
い
か
。

＊

「
夜
興
」
は
、
「
夜
興
引
」
と
も
い
い
、
冬
十
月
の
季
題
。
『
毛
吹
草
』
「
誹
諧
四
季
之
詞
」

に
あ
る
よ
う
に
、
俳
諧
に
お
い
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
季
題
で
あ
る
。
冬
の
夜
、
猟
師

が
犬
を
引
い
て
山
に
入
り
、
狸
・
狐
な
ど
の
獣
を
捕
る
こ
と
を
い
う
。
時
代
は
下
る
が
『
類

従
名
物
考
』
に
よ
れ
ば
、
近
畿
地
方
の
方
言
と
い
い
、
ま
た
享
保
二
年
に
出
た
『
書
言
字
考

節
用
集
』
に
は
「
猟
師
ノ
用
い
る
所
」
と
注
が
あ
る
の
で
、
猟
師
言
葉
が
一
般
化
し
た
も
の

と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
夜
興
」
の
題
で
は
、
狩
に
伴
っ
た
犬
や
猟
師
の
狩
り
を
す
る
体

を
詠
む
こ
と
が
多
い
。
求
め
得
た
例
は
、
寛
文
末
か
ら
延
宝
期
の
も
の
が
中
心
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
、
狩
に
伴
う
犬
の
様
子
を
詠
ん
だ
句
が
多
い
。

冬
山
の
眠
や
お
こ
す
夜
興
の
い
ぬ

高
瀧
以
仙

狩
人
や
罪
も
む
く
い
ぬ
夜
興
引

藤
田
清
俊

夜
興
の
犬
や
ふ
る
き
を
た
つ
ね
て
狸
穴

吉
田
聞
也
（
延
宝

『
桜
川
』
冬
二
「
夜
興
引
」
）

2

夜
興
／
夜
興
ひ
く
盗
人
犬
や
龍
田
山

其
角

（
延
宝

『
東
日
記
』
坤
〔
冬
の
部
〕
）

9

犬
引
て
と
う
ふ
狩
得
た
り
里
夜
興

其
角

（
天
和

『
虚
栗
』
上
冬
）

ひ
い

豆

腐

か
り

さ
と

3

『
虚
栗
』
所
収
、
其
角
の
句
は
、
犬
を
連
れ
て
豆
腐
を
買
っ
た
こ
と
を
こ
と
さ
ら
夜
興
め
か

し
て
言
い
立
て
た
趣
向
で
あ
る
。
ま
た
、
「
よ
こ
引
や
山
又
山
に
山
め
ぐ
り

政
氏
」（
延
宝

『
詞
林
金
玉
集
』
一
四
）
の
よ
う
に
、
狩
人
が
山
を
廻
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
句
も
散
見
さ
れ
る

7が
、
中
で
も
次
の
二
句
は
左
句
の
趣
向
と
関
係
が
深
い
。

三
ケ
月
に
思
ひ
ま
ど
ろ
む
夜
興
哉

挙
白
（
貞
享

『
ひ
と
つ
星
』
）

2

横
引
の
背
子
に
も
立
か
今
日
の
月

紫
道
（
元
文

『
ひ
と
臼
餅
』
）

夜
興

勢

2

明
け
方
に
出
る
下
弦
の
三
日
月
に
、
思
わ
ず
眠
り
を
催
す
と
詠
ん
だ
挙
白
の
句
、『
続
の
原
』

よ
り
も
ず
い
ぶ
ん
後
の
例
で
は
あ
る
が
、
月
を
勢
子
（
鳥
獣
を
狩
り
出
し
、
縄
や
板
な
ど
を
も
っ
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て
射
手
の
方
へ
追
い
込
む
者
）
と
み
る
紫
道
の
例
な
ど
、
夜
興
に
月
を
詠
む
趣
向
は
、
「
夜
興
」

の
詠
み
方
の
一
つ
と
し
て
自
然
な
着
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
去
来
が
芭
蕉

は
夜
興
引
に
つ
い
て
知
ら
な
い
だ
ろ
う
と
勘
違
い
し
て
、
狩
の
獲
物
と
な
る
猪
が
戻
っ
て
く

る
の
を
待
つ
夜
興
の
こ
と
を
芭
蕉
に
説
明
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
去
来
抄
』
に
載
っ

て
い
る
が
、
そ
の
句
も
「
猪
の
ね
に
行
か
た
や
明
の
月

去
来
」
と
い
う
月
を
取
り
合
わ
せ

寝

ゆ
く

た
句
で
あ
っ
た
。

＊

こ
の
句
、
「
夜
興
」
と
「
月
」
と
の
取
り
合
わ
せ
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
自
然
な
着
想
で
あ

る
が
、
一
句
は
そ
れ
を
自
分
の
笠
が
頭
上
を
覆
っ
て
い
て
、
月
夜
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い

た
と
し
て
、
新
し
い
作
意
を
月
と
の
関
係
に
見
出
そ
う
と
し
た
詠
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
「
命

な
り
わ
づ
か
の
笠
の
下
涼
み
」（
延
宝

『
江
戸
広
小
路
』
）
の
句
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
我

4

が
顔
の
部
分
ば
か
り
は
月
が
射
し
来
ず
、
闇
に
い
る
と
ま
で
は
、
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
冬

の
月
は
、
木
の
葉
も
落
ち
尽
く
し
た
山
を
皎
々
と
明
る
く
照
ら
し
出
し
て
い
る
（
『
和
歌
題
林

抄
』
）
。
そ
れ
を
笠
を
被
っ
て
い
る
ゆ
え
に
「
月
夜
」
だ
と
忘
れ
て
い
る
と
は
、
巧
み
す
ぎ
た

詠
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

右

い
っ
た
い
ど
の
狸
が
得
だ
ろ
う
か
と
、
そ
の
得
失
に
夢
中
に
な
っ
た
狩
か
ら
ふ
と
我
に
返
っ
て
み
る
と
、

狸
ど
こ
ろ
か
、
連
れ
て
き
た
大
切
な
犬
さ
え
ど
こ
に
も
居
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。

＊

「
い
づ
れ
」
と
は
、
例
え
ば
「
い
づ
れ
う
は
葉
下
荻
の
露
あ
ら
し
哉

周
桂
」（
『
発
句
帳
』）

の
よ
う
に
、
複
数
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
す
る
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

「
い
づ
れ
狸
」
と
は
、
ど
の
狸
を
捕
ろ
う
か
と
得
失
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
様
を
言
っ
た
も

の
と
解
せ
よ
う
。
そ
の
得
失
に
夢
中
に
な
っ
た
狩
か
ら
覚
め
て
み
れ
ば
、
犬
も
ど
こ
に
も
い

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
犬
」
と
「
狸
」
は
、
例
え
ば
「
犬
た
で
や
か
み
つ
く

膳
の
狸
汁

徳
元
」（
『
塵
塚
誹
諧
集
』
）
、
あ
る
い
は
時
代
が
下
る
が
「
犬
に
と
ら
れ
し
狸
わ
り

な
き

銀
獅
」（
「
羽
織
着
て
」
五
十
韻
『
新
雑
談
集
』
）
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
犬
が
追
い
立
て

て
狸
を
捕
る
狩
の
様
子
を
自
ず
か
ら
表
し
て
い
る
。
こ
こ
も
、
猟
の
「
犬
」
と
「
狸
」
を
詠

ん
だ
と
こ
ろ
が
、
題
「
夜
興
」
を
廻
し
て
詠
む
形
に
な
っ
て
い
る
。

「
犬
も
な
し
」
の
「
も
な
し
」
に
つ
い
て
は
、
山
根
清
隆
氏
に
連
歌
の
用
例
に
つ
い
て
の
詳

細
な
分
析
が
あ
る
（
『
心
敬
の
表
現
論
』
桜
楓
社
、
昭

）
。
俳
諧
に
お
い
て
の
「
も
な
し
」
は
連

58

歌
と
同
列
に
は
扱
え
な
い
が
、
思
い
入
れ
の
深
さ
を
読
者
に
喚
起
す
る
「
も
な
し
」
の
機
能

は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、
そ
こ
に
当
然
こ
と
な
が
ら
い
る
べ
き

「
犬
」
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
唖
然
と
す
る
思
い
と
、
犬
を
そ
こ
こ
こ
に
探
す
目
と
が

利
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
「
得
失
」
を
、
「
狸
」
は
得
た
が
「
犬
」
を
な
く
し
た
意
と
解
す
る
見
方
も

あ
る
。
大
内
初
夫
氏
は
、
「
狸
の
出
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
う
ち
に
つ
い
寝
入
っ
て
し
ま

っ
た
。
目
覚
め
て
み
る
と
連
れ
て
い
た
犬
が
い
な
い
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
『
元
禄
俳
諧
集
』
脚
注
）
。
左
句
と
状
況
を
合
わ
せ
た
解
釈
で
あ
る
が
、
「
い
づ
れ
狸
得

失
／
覚
め
て
…
…
」
と
、
中
七
を
割
っ
て
の
解
釈
と
な
り
、
無
理
が
あ
る
。
「
得
失
」
は
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
狸
を
追
っ
て
夢
中
に
な
っ
て
い
る
猟
師
の
様
子
を
言
い
と
っ
た

も
の
と
解
し
て
お
く
。
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（
判
詞
）

左
の
句
、
茂
み
深
く
分
け
入
っ
て
身
を
潜
め
る
狩
人
の
あ
り
さ
ま
が
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
描
写
に
不
審

な
点
が
あ
る
。
右
の
句
も
、
句
の
姿
は
強
く
、
言
葉
も
巧
み
に
用
い
て
い
る
が
、
「
得
失
」
が
よ
く
分
か

ら
な
い
。
ま
さ
に
「
い
づ
れ
…
…
得
失
」
、
左
右
ど
ち
ら
が
優
れ
、
ど
ち
ら
が
劣
る
と
も
分
け
が
た
い
。

よ
っ
て
、
持
と
す
る
。

＊

左
句
の
世
界
を
、
笠
を
被
っ
た
猟
師
が
、
茂
み
の
中
に
深
く
入
り
込
ん
で
獲
物
を
待
つ
様

子
を
描
い
た
も
の
と
し
て
芭
蕉
は
理
解
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
我
笠
に
月
夜
忘
る
る
」
と

い
う
言
い
方
に
、
内
に
じ
っ
と
籠
も
っ
た
感
覚
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
茂
み
に
深
く
潜
む
猟
師

を
芭
蕉
に
思
い
描
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
句
の
読
み
に
際
し
て
、
ど
う
い
う
状
況
で
そ
の

言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
の
か
を
考
え
、
そ
の
表
現
を
リ
ア
ル
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
ゆ
く
芭
蕉
の
読

み
方
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
句
評
だ
と
言
え
よ
う
。

「
い
ぶ
か
し
き
所
」
と
は
、
こ
こ
で
は
、
狩
人
の
姿
に
つ
い
て
訝
し
い
と
い
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
大
内
初
夫
氏
は
、
そ
の
点
を
「
自
分
の
か
ぶ
っ
た
笠
に
月
夜
を
忘
る
る
と
い
う
と

大
き
な
笠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
感
じ
が
あ
り
、
茂
み
に
分
け
入
る
夜
興
引
か
ら
考
え
て
お
か
し

い
」（
前
引
『
元
禄
俳
諧
集
』
脚
注
）
と
解
説
す
る
。
だ
が
、
笠
の
大
き
さ
を
訝
し
い
と
い
っ
て

い
る
と
解
す
る
よ
り
も
、
「
月
夜
忘
る
る
」
と
い
う
表
現
を
訝
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
つ
ま
り
、
笠
で
月
夜
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
辺
り
を
明
る
く

照
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
ん
な
暗
い
薮
の
中
に
身
を
潜
め
て
は
、

獣
も
見
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
句
の
注
に
も
示
し
た
よ
う

に
、
冬
の
月
は
辺
り
を
皓
々
と
照
ら
し
出
す
。
「
月
夜
忘
る
る
」
は
そ
の
本
意
を
も
外
し
て

し
ま
う
巧
み
す
ぎ
た
表
現
だ
っ
た
。

右
句
の
評
言
「
す
が
た
強
く
」
は
、
夜
興
の
様
子
を
直
接
あ
り
あ
り
と
詠
ん
で
い
る
こ
と

を
い
い
、
ま
た
、
「
言
葉
も
た
く
み
に
」
と
は
、
「
も
な
し
」
の
長
高
さ
、
「
い
づ
れ
…
…
」

と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
を
評
価
し
て
い
る
。
す
で
に
句
注
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
い
づ
れ
」
は

連
歌
以
来
の
常
套
的
な
措
辞
で
あ
り
、
ま
た
二
者
の
比
較
も
基
本
的
な
詠
み
方
の
一
つ
で
は

あ
っ
た
。
「
も
な
し
」
が
連
歌
で
多
用
さ
れ
た
切
字
で
あ
る
こ
と
も
、
論
を
俟
た
な
い
。
そ

れ
を
、
「
い
づ
れ
…
…
」
と
強
く
言
い
出
し
、
ま
た
、「
夜
興
」
の
題
を
廻
し
て
、
直
接
そ
れ

と
詠
み
込
ま
ず
に
表
現
し
た
巧
み
さ
を
賞
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
右
句
に
つ
い
て
は
、

「
…
…
侍
れ
ど
も
、
其
得
失
我
も
わ
き
が
た
し
」
と
述
べ
て
い
て
、
評
価
す
べ
き
点
は
あ
る

も
の
の
、
難
点
も
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
「
其
得
失
我
も
わ
き
が
た
し
」
と
は
、
句
中
の

「
得
失
覚
め
て
」
の
「
得
失
」
が
、
ど
う
い
う
得
失
な
の
か
、
読
者
に
は
っ
き
り
伝
わ
っ
て

こ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
の
言
辞
だ
ろ
う
。

「
其
得
失
我
も
わ
き
が
た
し
」
は
ま
た
、
左
右
両
句
の
優
劣
が
付
け
が
た
い
こ
と
を
、
右
句

の
言
葉
を
用
い
て
洒
落
た
表
現
で
も
あ
る
。
互
い
に
、
そ
れ
ぞ
れ
見
る
べ
き
点
は
あ
る
が
、

不
審
の
点
、
今
ひ
と
つ
の
点
が
あ
る
と
い
う
。
左
は
、
自
分
の
笠
に
よ
っ
て
月
夜
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
た
と
い
う
表
現
に
、
茂
み
に
深
く
身
を
潜
め
た
あ
り
さ
ま
の
表
現
と
し
て
納
得
で

き
な
い
と
い
う
。
右
は
、
「
得
失
覚
め
て
」
の
意
味
が
と
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
難
点
で
あ
っ

た
ろ
う
。
結
局
、
「
持
」
す
な
わ
ち
勝
負
な
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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『

続

の

原

』

輪

講

冬

四

番

発

表

日

平

成

年

５

月

日

担

当

竹

下

義

人

22

22

〈〈〈〈

本

文

本

文

本

文

本

文

〉〉〉〉

四

番左

勝

枯

野

か

れ

の

松

苗

も

枯

野

に

目

だ

つ

嵐

か

な

枳

風

ま

つ

な

へ

あ

ら

し

右

大

橋

を

枯

野

に

わ

た

す

入

日

か

な

全

峰

お

ほ

は

し

い

り

ひ

左

の

句

、

木

枯

の

吹

尽

し

て

、

苗

松

の

そ

よ

く

と

う

こ

が

ら

し

ふ

き

つ

く

ご

き

た

る

、

風

の

や

ど

り

め

に

た

つ

べ

き

物

也

。

寸

な

り

す

ん

松

虹

梁

の

す

が

た

を

ふ

く

み

て

一

句

た

け

た

か

し

。

し

よ

う

こ

う

り

や

う

右

も

又

、

か

れ

野

ゝ

風

景

見

捨

が

た

く

侍

れ

ど

も

、

み

す

て

苗

松

の

か

た

や

目

に

立

侍

ら

ん

。

た

ち

〈〈〈〈

現

代

語

訳

現

代

語

訳

現

代

語

訳

現

代

語

訳

〉〉〉〉

左

勝

枯

野

嵐

が

吹

き

荒

れ

、

千

草

も

す

っ

か

り

枯

れ

て

し

ま

っ

た

野

中

で

は

、

健

気

に

揺

れ

動

く

緑

の

小

さ

な

松

苗

の

姿

が

、

い

っ

そ

う

際

立

っ

て

見

え

る

で

は

な

い

か

。

＊

「

松

苗

」

は

松

の

苗

木

。

苗

松

と

も

。

「

枯

野

」

は

冬

の

季

題

。

有

賀

長

伯

の

『

初

学

和

歌

式

』

（

元

禄

９

）

に

は

、

枯

野

に

は

寒

草

を

も

よ

み

、

又

は

の

べ

の

ち

ぐ

さ

も

霜

に

く

ち

は

て

ゝ

、

霜

の

み

さ

え

渡

る

心

を

も

よ

む

也

。

或

は

秋

の

花

野

を

思

ひ

い

で

ゝ

、

あ

は

れ

を

も

よ

ほ

し

、

千

ぐ

さ

は

み

な

か

れ

は

て

ゝ

、

残

る

小

篠

の

み

ど

り

寒

け

し

と

も

。

く

た

ら

野

と

い

ふ

は

冬

野

を

い

ふ

。

又

、

つ

の

く

に

の

名

所

に

も

あ

り

。

枯

野

は

あ

は

れ

あ

さ

か

ら

ず

、

そ

ゞ

ろ

さ

む

き

体

、

相

応

也

。

お

も

し

ろ

く

興

あ

る

体

に

よ

め

る

も

こ

と

に

よ

る

べ

し

。

と

あ

る

。

「

枯

野

」

は

千

草

の

枯

れ

た

野

原

の

意

で

、

色

彩

感

の

乏

し

い

野

辺

の

寒

々

し

く

も

蕭

条

た

る

情

景

を

喚

起

さ

せ

る

と

こ

ろ

に

本

意

が

あ

る

。

次

の

西

行

の

『

山

家

集

』

の

例

歌

な

ど

、

詞

書

の

内

容

と

も

ど

も

参

考

に

な

ろ

う

。

陸

奥

国

へ

ま

か

れ

り

け

る

野

中

に

、

目

に

た

つ

さ

ま

な

る

塚

の

侍

け

る

を

、

問

は

せ

侍

け

れ

ば

、

こ

れ

な

ん

中

将

の

塚

と

申

す

と

答

へ

け

れ

ば

、

中

将

と

は

い

づ

れ

の

人

ぞ

と

問

ひ

侍

け

れ

ば

、

実

方

朝

臣

の

事

と

な

ん

申

け

る

に

、

冬

の

事

に

て

、

霜

枯

れ

の

薄

ほ

の

ぐ

見

え

わ

た

り

て

、

お

り

ふ

し

も

の

が

な

し

う

お

ぼ

え

侍

け

れ

ば
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く

ち

も

せ

ぬ

そ

の

名

ば

か

り

を

と

ヾ

め

を

き

て

枯

野

の

薄

か

た

み

と

ぞ

み

る

俳

諧

で

は

、

芭

蕉

の

「

旅

に

病

で

夢

は

枯

野

を

か

け

廻

る

」

（

元

禄

８

『

笈

日

記

』

）

が

周

知

の

句

だ

が

、

江

戸

時

代

を

通

し

て

「

枯

野

」

の

句

は

絶

え

ず

詠

ま

れ

続

け

て

い

る

。

次

に

そ

の

例

句

と

し

て

適

宜

に

選

ん

だ

も

の

を

挙

げ

て

お

く

。

霜

白

し

枯

野

の

そ

ば

の

花

月

夜

翠

紅

（

天

和

３

『

虚

栗

』

）

日

あ

た

り

も

こ

こ

ろ

に

寒

き

枯

野

哉

湖

風

（

元

禄

３

『

其

袋

』

）

蟷

螂

の

尋

常

に

死

ヌ

枯

野

哉

其

角

（

元

禄

３

『

い

つ

を

昔

』

）

棹

鹿

の

か

さ

な

り

臥

せ

る

枯

野

か

な

土

芳

（

元

禄

４

『

猿

蓑

』

）

吹

風

の

落

つ

き

も

な

き

枯

野

か

な

成

菌

（

元

禄

６

『

曠

野

後

集

』

）

か

な

し

さ

の

胸

に

折

レ

込

枯

野

か

な

呂

丸

（

元

禄

７

『

炭

俵

』

）

獣

の

道

一

筋

の

か

れ

の

か

な

青

柳

（

元

禄

７

『

其

便

』

）

牛

の

行

く

道

は

枯

野

の

は

じ

め

か

な

桃

酔

（

元

禄

『

続

猿

蓑

』

）

11

枯

野

に

て

目

に

た

つ

も

の

は

小

松

か

な

釣

壺

（

元

禄

『

泊

船

集

』

）

11

最

後

の

釣

壺

の

句

は

、

枳

風

の

句

と

類

想

の

よ

う

だ

が

、

風

の

存

在

が

な

い

だ

け

、

解

釈

上

は

疑

問

の

余

地

の

な

い

ほ

ど

あ

っ

さ

り

と

し

た

句

に

み

え

る

。

な

お

、

こ

の

枳

風

の

句

は

『

続

虚

栗

』

（

貞

享

４

）

に

も

入

集

す

る

。

右

日

が

傾

き

、

空

の

色

も

変

わ

り

始

め

た

頃

、

そ

の

沈

み

ゆ

く

夕

日

は

、

ま

る

で

枯

野

に

大

き

な

橋

を

渡

し

て

い

る

か

の

よ

う

に

見

え

る

で

は

な

い

か

。

＊

「

大

橋

」

は

「

入

日

」

の

見

立

て

で

、

実

在

し

な

い

。

「

わ

た

す

」

は

架

す

る

の

意

。

橋

は

一

般

に

河

川

に

架

か

る

も

の

だ

が

、

こ

こ

で

は

枯

野

に

架

か

る

と

し

た

。

そ

れ

に

し

て

も

「

入

日

」

を

「

大

橋

」

に

見

立

て

た

と

こ

ろ

、

い

さ

さ

か

想

像

し

に

く

い

光

景

で

あ

っ

て

、

強

引

に

過

ぎ

る

よ

う

に

も

思

わ

れ

る

。

（

判

詞

）

左

の

句

、

ひ

と

し

き

り

木

枯

ら

し

が

吹

き

去

っ

た

枯

野

で

は

、

そ

よ

そ

よ

と

揺

れ

動

く

松

の

苗

木

が

風

の

や

ど

る

場

所

に

な

っ

て

い

て

、

目

立

つ

も

の

で

あ

る

。

小

さ

な

松

が

、

虹

梁

と

し

て

使

わ

れ

る

ま

で

に

成

長

し

て

い

く

姿

も

彷

彿

と

さ

せ

て

品

格

が

あ

る

。

右

も

ま

た

、

枯

野

の

景

を

大

き

く

と

ら

え

た

句

と

し

て

捨

て

が

た

い

が

、

苗

松

の

句

の

方

が

よ

り

際

立

っ

た

作

だ

と

い

え

よ

う

。

＊

「

木

枯

ら

し

」

は

晩

秋

か

ら

初

冬

に

か

け

て

激

し

く

吹

く

風

の

こ

と

。

冬

の

季

語

。

芭

蕉

は

枳

風

の

句

に

対

し

、

「

木

枯

の

吹

尽

し

て

、

苗

松

の

そ

よ

く

と

う

ご

き

た

る

、

風

の

や

ど

り

め

に

た

つ

べ

き

物

」

と

評

し

て

い

る

よ

う

に

、

嵐

は

あ

ら

か

た

お

さ

ま

っ

た

も

の

と

解

し

、

そ

こ

か

ら

「

風

の

や

ど

り

」

を

引

き

出

し

て

い

る

。

「

風

の

や

ど

り

」

は

風

の

宿

る

と

こ

ろ

。

こ

れ

は

『

古

今

和

歌

集

』

（

春

歌

下

）

所

収

の

素

性

法

師

の

歌

、

桜

の

花

の

散

り

侍

り

け

る

を

見

て

よ

め

る
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花

散

ら

す

風

の

宿

り

は

誰

か

知

る

我

に

教

へ

よ

行

き

て

恨

み

む

を

念

頭

に

置

い

た

も

の

か

。

も

し

そ

う

だ

と

す

れ

ば

、

芭

蕉

は

、

野

原

の

草

々

を

枯

ら

し

て

過

ぎ

去

っ

て

行

っ

た

嵐

の

宿

り

先

は

、

あ

の

微

風

に

な

び

い

て

い

る

苗

松

で

す

よ

、

と

応

じ

た

ご

と

く

で

あ

る

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

こ

の

判

詞

の

解

く

内

容

が

芭

蕉

独

自

の

鑑

賞

眼

に

よ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

に

注

意

し

た

い

。

果

た

し

て

作

者

枳

風

は

、

芭

蕉

が

言

及

す

る

「

風

の

や

ど

り

」

ま

で

想

定

し

て

い

た

か

否

か

、

疑

問

は

残

る

。

「

寸

松

」

は

小

さ

な

松

。

「

虹

梁

」

は

虹

の

形

の

よ

う

に

反

り

を

持

た

せ

た

梁

の

こ

と

。

梁

の

部

材

と

し

て

ア

カ

マ

ツ

な

ど

と

く

に

耐

久

性

に

す

ぐ

れ

て

い

る

と

い

う

。

こ

こ

は

「

寸

松

虹

梁

」

で

、

た

と

え

今

は

小

さ

な

松

で

あ

っ

て

も

、

い

ず

れ

虹

梁

に

使

わ

れ

る

こ

と

を

想

わ

せ

る

よ

う

な

姿

を

備

え

て

い

る

、

の

意

に

と

る

。

蘇

東

坡

の

「

故

李

誠

之

待

制

六

丈

挽

詞

」

（

明

暦

２

『

東

坡

先

生

詩

』

ほ

か

）

に

、

青

青

一

寸

ノ

松

、

中

ニ

有

二

梁-

棟

ノ

姿

一

。

と

あ

る

の

に

よ

る

。

芭

蕉

は

「

寸

松

虹

梁

」

の

語

句

を

も

っ

て

「

松

苗

」

の

将

来

に

ま

で

思

い

を

め

ぐ

ら

せ

て

い

る

わ

け

だ

が

、

こ

の

点

に

つ

い

て

、

枳

風

の

真

意

を

問

う

必

要

は

な

か

ろ

う

。

逞

し

く

生

育

し

て

い

く

こ

と

が

期

待

さ

れ

る

「

松

苗

」

に

向

け

ら

れ

た

芭

蕉

の

こ

う

し

た

把

握

の

仕

方

は

、

お

の

ず

と

一

句

の

鑑

賞

の

幅

を

広

げ

る

方

向

へ

と

導

い

て

く

れ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

そ

も

そ

も

枳

風

に

し

て

み

れ

ば

、

枯

野

一

帯

に

吹

き

荒

れ

る

嵐

の

中

、

風

の

勢

い

に

負

け

ま

い

と

必

死

に

な

っ

て

い

る

（

よ

う

に

見

え

た

）

松

苗

を

と

ら

え

、

興

の

お

も

む

く

ま

ま

に

詠

じ

た

の

で

は

な

か

っ

た

か

。

作

者

も

芭

蕉

も

、

冬

枯

れ

た

情

景

中

に

あ

る

小

さ

な

植

物

の

強

靱

な

生

命

力

に

共

感

し

て

い

る

こ

と

は

確

か

だ

ろ

う

。

し

か

し

芭

蕉

は

、

前

述

し

た

よ

う

に

、

木

枯

ら

し

の

吹

き

止

ん

だ

後

の

苗

松

の

微

妙

な

動

き

を

と

ら

え

な

が

ら

、

「

風

の

や

ど

り

」

ま

で

想

起

し

、

鑑

賞

を

深

め

て

い

こ

う

と

す

る

。

「

寸

松

虹

梁

」

も

し

か

り

。

こ

こ

で

の

芭

蕉

は

、

思

い

の

ほ

か

繊

細

で

深

遠

な

理

解

を

提

示

し

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

一

方

、

全

峰

の

「

大

橋

を

」

の

句

は

、

枯

野

の

全

景

を

大

胆

な

手

法

で

描

き

出

し

て

い

る

と

は

い

え

、

芭

蕉

は

、

そ

う

し

た

理

知

的

な

処

理

に

よ

る

大

味

な

作

よ

り

、

小

さ

な

命

に

秘

め

ら

れ

た

力

強

さ

が

感

得

で

き

る

枳

風

の

「

松

苗

や

」

を

支

持

し

た

の

で

あ

る

。
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『

続

の

原

』

輪

講

冬

五

番

平

成

年

月

日

担

当

深

沢

了

子

23

11

12

〈〈〈〈

本

文

本

文

本

文

本

文

〉〉〉〉

五

番左

持

網

代

子

を

つ

れ

て

夜

の

網

代

に

簑

狭

し

心

水

右

網

代

木

の

ゆ

る

き

や

み

ぬ

る

氷

哉

不

角

網

代

の

床

に

子

を

つ

れ

た

る

作

意

め

づ

ら

か

に

し

て

や

さ

し

。

右

又

あ

し

ろ

の

杭

の

氷

に

と

ぢ

て

寒

さ

い

や

ま

し

た

る

け

し

き

左

右

感

心

わ

き

か

た

し

〈〈〈〈

現

代

語

訳

現

代

語

訳

現

代

語

訳

現

代

語

訳

〉〉〉〉

左

持

網

代

子

供

を

連

れ

て

、

夜

の

網

代

の

番

を

す

る

。

凍

て

つ

く

寒

さ

に

、

二

人

で

一

つ

の

簑

に

く

る

ま

る

が

、

何

と

も

狭

い

こ

と

だ

。

＊

「

網

代

」

は

冬

の

季

題

。

川

の

中

に

網

を

引

く

形

に

杭

を

打

ち

、

先

端

の

簀

や

筌

の

中

に

魚

う

け

を

誘

い

込

ん

で

取

る

仕

掛

け

を

い

う

。

宇

治

川

や

田

上

川

で

氷

魚

（

鮎

の

稚

魚

）

を

と

る

も

の

が

著

名

で

、

和

歌

で

も

そ

れ

ら

を

詠

む

こ

と

が

多

い

。

『

初

学

和

歌

式

』

に

、

あ

じ

ろ

は

、

氷

魚

と

い

ふ

物

を

と

ら

ん

為

に

、

あ

じ

ろ

と

い

ふ

も

の

を

か

け

て

、

川

下

ひ

を

よ

り

の

ぼ

る

ひ

を

の

其

中

に

入

て

い

で

ぬ

や

う

に

し

つ

ら

ふ

也

。

あ

じ

ろ

の

床

と

い

ふ

は

あ

じ

ろ

を

も

る

人

の

ゝ

ぼ

り

て

ゐ

る

床

也

。

あ

じ

ろ

も

る

人

を

あ

じ

ろ

も

り

と

も

、

あ

じ

ろ

人

と

も

い

ふ

（

中

略

）

あ

じ

ろ

木

と

は

、

あ

じ

ろ

を

う

つ

木

也

。

か

ゞ

り

を

よ

む

は

、

か

ゞ

り

火

に

て

ひ

を

の

よ

る

を

み

る

也

。

又

説

か

ゞ

り

の

水

に

う

つ

れ

る

影

に

つ

き

て

ひ

を

の

ぼ

る

と

も

い

ふ

。

あ

じ

ろ

の

名

所

は

、

宇

治

川

、

田

上

川

、

吉

野

川

に

た

な

か

み

よ

め

り

。

其

外

は

な

し

。

氷

魚

は

ち

い

さ

き

う

を

の

白

き

物

也

。

よ

つ

て

水

の

氷

に

ま

が

へ

、

又

月

影

に

ま

が

ふ

よ

し

を

も

よ

め

り

。

と

い

う

。

心

水

の

句

は

、

夜

の

網

代

守

を

詠

ん

だ

も

の

で

あ

る

。

右

の

記

述

に

も

あ

る

よ

う

に

、

「

網

代

」

は

冬

の

景

物

で

あ

り

、

ま

た

氷

魚

を

捕

る

こ

と

か

ら

、

「

寒

き

夜

」

が

詠

ま

れ

、

特

に

氷

魚

を

月

光

に

な

ぞ

ら

え

て

、

夜

の

景

を

詠

む

歌

も

多

い

。

網

代

守

の

寒

さ

を

詠

ん

だ

歌

も

若

干

あ

る

が

、

そ

の

簑

を

詠

ん

だ

歌

は

な

く

、

子

供

を

詠

み

込

ん

だ

も

の

も

、

『

正

徹

千

首

』

の

、

か

が

り

火

に

よ

り

て

ぞ

あ

た

る

里

の

子

の

網

代

も

る

男

を

知

る

人

に

し

て

歌

が

あ

る

く

ら

い

で

、

珍

し

い

。

心

水

の

句

は

、

網

代

守

の

簑

、

子

供

と

い

っ

た

題

材

の

特
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異

性

に

加

え

、

和

歌

の

「

寒

き

夜

」

を

「

寒

」

と

い

う

言

葉

を

使

わ

ず

、

子

連

れ

で

簑

に

く

る

ま

る

行

為

に

よ

っ

て

表

現

し

た

点

が

新

し

い

。

「

簑

狭

し

」

と

い

う

表

現

が

、

具

体

的

に

寒

さ

と

、

そ

し

て

親

子

の

ぬ

く

も

り

や

情

愛

を

表

し

て

い

る

。

右

川

波

に

揺

れ

て

い

た

網

代

木

の

動

き

が

止

ま

っ

た

。

あ

ま

り

の

寒

さ

に

凍

り

つ

い

た

と

み

え

る

。

＊

「

網

代

木

」

の

揺

ら

ぎ

に

着

目

し

た

歌

は

少

な

く

、

『

松

下

集

』

三

六

番

自

家

歌

合

右

網

代

群

遊

よ

る

浪

は

た

だ

こ

ゆ

る

ぎ

ぞ

網

代

木

に

さ

か

な

も

と

む

る

う

ぢ

の

郷

人

『

夫

木

和

歌

抄

』

光

俊

朝

臣

さ

ら

ぬ

だ

に

な

み

も

て

ゆ

す

る

あ

じ

ろ

木

に

な

が

し

か

け

た

る

宇

治

の

柴

舟

の

二

首

を

見

出

す

に

留

ま

っ

た

。

「

氷

」

は

「

網

代

」

に

よ

く

詠

ま

れ

る

題

材

で

、

『

類

船

集

』

で

も

付

合

語

に

な

っ

て

い

る

。

そ

の

場

合

、

『

初

学

和

歌

式

』

に

あ

る

よ

う

に

「

氷

魚

」

を

指

す

こ

と

も

あ

れ

ば

、

次

の

『

風

雅

和

歌

集

』

の

歌

の

よ

う

に

、

氷

が

網

代

に

寄

る

冬

の

寒

々

し

い

景

を

詠

む

こ

と

も

あ

る

。

文

保

三

年

、

後

宇

多

院

へ

た

て

ま

つ

り

け

る

百

首

歌

の

中

に

前

大

納

言

為

世

風

さ

ゆ

る

う

ぢ

の

あ

じ

ろ

木

せ

を

は

や

み

氷

も

浪

も

く

だ

け

て

ぞ

よ

る

た

だ

し

、

網

代

木

が

凍

り

つ

い

て

動

き

が

止

ま

る

、

と

い

う

歌

は

な

く

、

和

歌

に

は

な

い

観

点

か

ら

「

氷

」

を

用

い

て

網

代

の

寒

さ

を

詠

ん

で

い

る

。

な

お

、

本

文

は

「

ゆ

る

き

や

み

ぬ

に

」

と

も

読

め

る

が

、

そ

の

場

合

は

、

網

代

木

の

動

き

が

止

ん

だ

こ

と

に

不

審

を

抱

き

、

見

る

と

凍

り

つ

い

て

い

た

、

と

い

う

「

発

見

」

の

意

味

が

加

わ

る

こ

と

に

な

る

。

〈〈〈〈

判

詞

判

詞

判

詞

判

詞

〉〉〉〉

網

代

の

床

に

子

供

を

連

れ

て

く

る

と

い

う

一

句

の

作

意

は

、

目

新

し

く

、

情

愛

が

感

じ

ら

れ

る

。

右

句

は

、

ま

た

、

網

代

の

杭

が

氷

に

と

ざ

さ

れ

て

、

寒

さ

が

い

っ

そ

う

増

し

た

様

子

を

詠

ん

だ

の

は

す

ば

ら

し

い

。

左

右

の

句

、

と

も

に

心

に

深

く

感

じ

て

勝

敗

が

つ

け

ら

れ

な

い

。

＊

「

め

づ

ら

か

」

は

、

例

え

ば

、

『

貝

お

ほ

ひ

』

一

番

「

左

の

発

句

は

…

…

う

ど

ん

げ

よ

り

も

め

づ

ら

か

に

覚

え

侍

る

」

の

用

例

な

ど

か

ら

も

、

目

新

し

い

、

珍

し

い

、

の

意

味

。

左

句

の

題

材

に

つ

い

て

の

的

確

な

評

で

あ

る

。

一

方

、

「

や

さ

し

」

は

歌

合

・

句

合

の

用

語

と

し

て

は

、

優

美

・

風

雅

の

意

味

で

用

い

る

の

が

普

通

だ

が

、

こ

こ

で

は

、

親

子

連

れ

の

網

代

守

に

つ

い

て

、

情

愛

が

深

い

、

と

い

っ

て

い

る

の

だ

ろ

う

。

歌

合

の

評

語

と

し

て

頻

出

す

る

「

や

さ

し

」

を

、

わ

ざ

と

異

な

る

意

味

で

用

い

た

面

白

さ

が

あ

る

。

右

句

に

つ

い

て

は

、

網

代

が

氷

に

閉

ざ

さ

れ

る

、

と

い

う

新

し

い

詠

み

方

に

着

目

し

て

い

る

。

と

も

に

和

歌

と

は

異

な

る

視

点

か

ら

「

網

代

」

の

寒

さ

を

表

現

し

た

こ

と

に

対

し

て

評

価

し

、

「

持

」

と

な

っ

た

。



- 1 -

『
続
の
原
』
輪
講

冬
六
番

発
表
日

平
成

年

月

日

担
当

清
登
典
子

25

4

20

〈
本
文
〉六

番左

勝

石
蘭

つ
は
ぶ
き

破
れ
葉
の
ツ
ハ
に
顔
出
す
鼬
か
な

調
柳

ツ
ラ

い
た
ち

右

つ
わ
咲
や
誰
が
引
捨
し
雪
車
の
跡

立
些

さ
く

た

ひ
き
す
て

ソ

リ

あ
と

左
リ
の
句
、
鼬
と
か
い
ふ
も
の
ゝ
わ
が
方
を

ひ
だ見

お
こ
せ
た
る
と
云
け
ん
を
の
ゝ

薄

い
ひ

す
す
き

も
お
も
ひ
よ
せ
ら
れ
て
お
か
し
く
侍
る
に
、

引
捨
し
雪
車
の
句
意
し
か
と
き
ゝ
得
ず
。

仍

以

左

為

勝

よ
つ
て
も
つ
て
ひ
だ
り
か
ち
と
す

〈
現
代
語
訳
〉

左

勝

石
蘭

つ
わ
ぶ
き
の
破
れ
た
葉
か
ら
顔
を
出
し
て
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
鼬
で
あ
る
よ
。

＊

「
石
蘭
」
は
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
ツ
ハ
ブ
キ
」
「
ツ
ハ
」
の
訓
み
で
載
る
。
つ
わ
ぶ

き
は
キ
ク
科
の
常
緑
多
年
草
で
丸
い
腎
臓
形
の
深
緑
色
の
葉
を
持
ち
、
十
月
か
ら
十
二
月
に

か
け
て
菊
に
似
た
鮮
黄
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
『
毛
吹
草
』『
増
山
井
』
に
「
つ
は
の
花
」
で

十
月
（
初
冬
）
の
季
語
と
し
て
掲
出
。
貞
門
、
談
林
時
代
を
は
じ
め
江
戸
時
代
を
通
じ
て
作

例
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
調
柳
の
句
で
は
「
破
れ
葉
」
と
そ
こ
か
ら
顔
（
ツ
ラ
）
を

出
す
鼬
の
姿
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
破
れ
葉
の
つ
わ
ぶ
き
に
は
当
然
葉
よ
り
も
高

い
位
置
に
花
が
咲
い
て
い
る
と
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
七
「
ツ
ハ
に
ツ
ラ
出
す
」
と
い
う

ツ
音
の
繰
り
返
し
が
一
句
の
声
調
を
整
え
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
「
破
れ

葉
」
の
語
か
ら
連
想
さ
れ
る
植
物
は
ま
ず
第
一
に
芭
蕉
で
あ
り
、
こ
の
句
は
、
山
居
の
僧
の

も
と
を
「
雪
の
う
ち
の
芭
蕉
」
の
精
が
訪
れ
る
謡
曲
「
芭
蕉
」
の
パ
ロ
デ
ィ
と
捉
え
る
こ
と

も
で
き
よ
う
か
。

右

つ
わ
の
花
が
咲
い
た
。
雪
車
を
引
い
た
跡
の
残
る
雪
の
上
に
、
誰
か
が
そ
の
黄
色
い
花
を
引
き
捨
て
て
あ

そ

り

る
こ
と
だ
。

＊

「
雪
車
」
は
雪
の
上
を
人
や
物
を
載
せ
て
運
ぶ
物
。
「
雪
舟
」
「
橇
」
と
も
表
記
す
る
。
『
毛

吹
草
』
に
十
二
月
の
季
語
と
し
て
掲
出
。
「
雪
車
の
跡
」
で
、
雪
の
上
に
つ
け
ら
れ
た
雪
車

を
引
い
た
跡
の
意
。
雪
に
つ
け
ら
れ
た
車
の
跡
を
詠
ん
だ
和
歌
と
し
て
『
雪
玉
集
』
（
寛
文
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十
年
刊
）
に
収
載
の
「
小
車
を
た
が
ひ
く
跡
か
し
た
の
帯
の
み
ち
は
か
た
が
た
雪
に
み
ゆ
ら

ん
」
な
ど
が
あ
る
。
「
引
捨
し
」
は
、
つ
わ
ぶ
き
の
花
を
抜
い
て
捨
て
た
こ
と
を
指
す
と
解

し
た
が
、「
引
く
」
は
雪
車
と
縁
語
で
あ
り
、「
引
捨
し
」
の
対
象
を
雪
車
と
取
り
、
引
き
捨

て
ら
れ
た
雪
車
の
跡
に
つ
わ
ぶ
き
の
花
が
咲
い
た
、
と
一
句
を
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た

だ
し
そ
の
場
合
「
引
捨
し
雪
車
の
跡
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
情
景
な
の
か
、
そ
し
て

つ
わ
ぶ
き
の
花
と
ど
う
関
わ
る
か
な
ど
わ
か
り
づ
ら
い
点
が
多
い
。

〈
判
詞
〉

左
の
句
は
「
鼬
と
か
い
ふ
も
の
の
…
…
わ
が
方
を
見
お
こ
せ
た
る
」
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
手
習
の
巻
に

お
け
る
小
野
の
里
で
の
で
き
ご
と
、
ま
た
そ
の
小
野
に
ま
つ
わ
る
薄
の
伝
承
（
小
野
小
町
の
ど
く
ろ
の
目

の
穴
か
ら
薄
が
生
え
「
秋
風
の
吹
く
に
つ
け
て
も
あ
な
め
あ
な
め
小
野
と
は
い
は
じ
薄
お
ひ
け
り
」
と
詠
ん

だ
伝
承
）
も
思
い
寄
せ
ら
れ
て
、
面
白
く
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
引
捨
し
雪
車
」
と
詠
ん
だ
右
句
は

句
意
が
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
左
の
勝
ち
と
す
る
。

＊

「
鼬
と
か
い
ふ
も
の
ゝ
わ
が
方
を
見
お
こ
せ
た
る
」
は
、『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
に
お
い
て
、

入
水
し
た
浮
舟
が
横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
、
小
野
の
里
に
あ
る
妹
尼
の
家
で
休
ん
で
い
る

と
、
そ
の
母
の
老
尼
が
夜
半
に
起
き
て
不
審
に
思
う
次
の
場
面
の
傍
線
部
を
踏
ま
え
る
と
考

え
ら
れ
る
。

尼
君
し
は
ぶ
き
お
ぼ
ほ
れ
て
起
き
に
た
り
。
灯
影
に
、
頭
つ
き
は
い
と
白
き
に
黒
き
も

の
を
か
づ
き
て
、
こ
の
君
の
臥
し
た
ま
へ
る
を
あ
や
し
が
り
て
、
鼬
と
か
い
ふ
な
る
も

の
が
さ
る
わ
ざ
す
る
、
額
に
手
を
当
て
て
、
「
あ
や
し
、
こ
れ
は
誰
ぞ
」
と
執
念
げ
な

る
声
に
て
、
見
お
こ
せ
た
る

「
を
の
ゝ
薄
」
は
、
「
鼬
と
か
い
ふ
…
…
」
と
書
か
れ
た
出
来
事
の
あ
っ
た
「
小
野
」
の
地

名
を
出
す
と
と
も
に
、
そ
の
小
野
と
結
び
つ
く
小
町
の
薄
の
伝
承
を
続
け
て
記
し
た
も
の
。

つ
わ
の
花
の
下
の
暗
い
葉
陰
か
ら
顔
を
覗
か
せ
る
鼬
の
様
子
に
、
ど
く
ろ
の
目
穴
か
ら
薄
が

生
え
た
様
子
を
想
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
し
か
と
き
ゝ
得
ず
」
は
、
は
っ
き
り
と
理
解
で

き
な
い
の
意
。「
仍

以

左

為

勝
」
は
、
歌
合
の
判
詞
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
慣
用
表
現
で
あ

よ
つ
て
も
つ
て
ひ
だ
り
か
ち
と
す

り
、
漢
字
五
文
字
の
形
（
「
左
」
の
部
分
に
は
「
右
」
も
入
る
）
で
、
文
末
に
用
い
ら
れ
る
。

『
続
の
原
』
冬
部
の
芭
蕉
判
詞
に
は
、
こ
の
他
に
も
三
番
に
「
仍
以
持
（
仍
っ
て
以
て
持
と

す
）」
な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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『

続

の

原

』

輪

講

冬

七

番

平

成

年

６

月

日

担

当

深

沢

了

子

25

15

〈〈〈〈

本

文

本

文

本

文

本

文

〉〉〉〉七

番

左

勝

鴨

鈴

鴨

の

声

ふ

り

渡

る

月

寒

し

嵐

雪

右

鴨

く

は

て

菜

を

干

枯

す

塩

屋

か

な

魚

児

す

ゝ

か

も

の

声

ふ

り

た

つ

る

秀

句

か

き

り

な

し

。

一

句

や

す

ら

か

に

し

て

厳

寒

の

気

し

き

尽

た

り

。

彼

妹

か

り

の

哥

を

吟

す

れ

は

六

月

廿

四

日

の

日

も

寒

し

と

云

け

む

、

さ

る

事

に

や

。

右

の

句

も

蚕

を

飼

ふ

も

の

ゝ

き

ぬ

き

ぬ

た

め

し

も

あ

は

れ

に

侍

れ

と

も

、

す

ゝ

か

も

の

す

ゝ

の

声

、

句

調

た

か

し

と

や

い

は

ん

。

〈〈〈〈

現

代

語

訳

現

代

語

訳

現

代

語

訳

現

代

語

訳

〉〉〉〉左

勝

鴨

冬

の

夜

空

を

鳴

き

な

が

ら

鈴

鴨

が

渡

っ

て

ゆ

く

。

同

じ

よ

う

に

渡

る

月

の

何

と

寒

々

し

い

こ

と

よ

。

＊

「

鴨

」

は

冬

の

季

題

。

和

歌

で

は

『

万

葉

集

』

以

来

、

上

毛

、

う

き

寝

や

そ

の

羽

音

、

鳴

き

声

な

ど

が

読

ま

れ

て

い

る

。

俳

諧

で

は

、

鴨

鍋

・

鴨

の

汁

な

ど

、

食

材

と

し

て

の

詠

み

方

が

目

立

つ

よ

う

に

な

る

が

、

嵐

雪

句

で

は

、

和

歌

以

来

の

鳴

く

鴨

を

詠

ん

で

い

る

。

「

鈴

鴨

」

は

和

歌

の

作

例

が

少

な

い

が

、

貞

門

俳

諧

で

は

よ

く

詠

ま

れ

る

題

材

。

鳴

き

な

が

ら

飛

ぶ

こ

と

を

、

「

鈴

」

の

縁

で

「

ふ

り

渡

る

」

と

し

た

。

ま

た

、

「

渡

る

」

は

「

月

」

に

も

か

か

る

。

縁

語

、

掛

詞

仕

立

て

で

は

あ

る

が

、

奇

を

て

ら

っ

た

技

巧

で

は

な

く

、

金

属

的

な

鈴

の

音

と

、

寒

々

と

し

た

冬

の

月

と

の

調

和

が

と

れ

た

感

覚

的

な

句

と

な

っ

て

い

る

。

諸

注

、

解

釈

に

大

き

な

違

い

は

な

い

。

右

捕

っ

た

鴨

を

食

べ

る

こ

と

も

せ

ず

、

軒

に

干

し

た

菜

も

枯

ら

し

て

し

ま

っ

た

塩

屋

だ

な

あ

。

＊

食

材

の

「

鴨

」

と

い

う

の

は

俳

諧

で

は

一

般

的

な

と

ら

え

方

だ

が

、

あ

え

て

「

鴨

く

は

で

」

と

ひ

ね

っ

た

と

こ

ろ

が

ポ

イ

ン

ト

で

あ

る

。

鴨

は

自

分

た

ち

が

食

べ

る

た

め

で

は

な

く

、

売

っ

て

生

活

の

足

し

に

す

る

た

め

に

捕

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

「

塩

屋

」

は

歌

こ

と

ば

で

、

海

水

を

煮

詰

め

て

塩

を

作

る

小

屋

を

い

う

。

海

人

の

貧

し

く

辛

い

生

活

を

象

徴

す

る

言

葉

で

あ

る

。
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そ

こ

に

、

さ

す

ら

へ

の

宿

に

干

菜

も

見

苦

し

や

長

頭

丸

（

『

紅

梅

千

句

』

第

四

）

な

ど

の

例

が

あ

る

よ

う

に

、

干

し

菜

と

い

う

貧

し

く

、

俳

諧

的

な

食

材

を

加

え

た

。

し

か

も

、

そ

の

干

し

菜

が

枯

れ

て

い

る

点

が

、

こ

の

海

人

の

生

活

の

辛

さ

を

感

じ

さ

せ

る

。

な

お

、

「

菜

を

干

す

」

は

冬

の

季

語

で

、

「

鴨

」

に

あ

わ

せ

て

冬

ら

し

い

景

色

に

な

っ

て

い

る

。

「

干

枯

す

」

は

、

干

し

て

乾

か

す

の

か

、

干

し

枯

ら

し

て

し

ま

う

の

か

、

意

見

が

分

か

れ

た

が

、

こ

こ

で

は

枯

れ

て

し

ま

っ

て

い

る

景

と

と

り

た

い

。

な

お

、

新

日

本

古

典

文

学

大

系

『

続

の

原

』

（

『

元

禄

俳

諧

集

』

）

の

解

釈

は

「

鴨

を

獲

っ

て

も

金

に

換

え

て

食

う

こ

と

も

な

い

海

人

の

塩

屋

で

は

、

軒

下

に

副

食

に

す

る

掛

菜

が

干

し

て

か

わ

さ

か

さ

れ

て

い

る

」

と

い

い

、

校

本

芭

蕉

全

集

（

俳

論

篇

）

も

同

様

。

ま

た

、

「

塩

屋

」

な

の

に

菜

も

鴨

も

塩

漬

け

に

し

な

い

、

の

滑

稽

も

あ

る

か

。

〈〈〈〈

判

詞

判

詞

判

詞

判

詞

〉〉〉〉

鈴

鴨

が

声

を

張

り

上

げ

て

鳴

く

、

と

は

大

変

す

ぐ

れ

た

句

だ

。

一

句

は

、

な

だ

ら

か

で

深

い

趣

が

あ

り

、

厳

寒

の

情

趣

が

十

分

言

い

尽

く

さ

れ

て

い

る

。

あ

の

「

妹

が

り

の

歌

」

を

吟

ず

れ

ば

、

猛

暑

の

六

月

二

四

日

も

寒

く

感

じ

ら

れ

る

と

言

う

が

、

そ

の

よ

う

な

事

で

あ

ろ

う

か

。

右

の

句

も

、

蚕

を

飼

う

者

は

絹

織

物

を

着

な

い

と

い

う

例

も

思

わ

れ

て

哀

れ

で

は

あ

る

が

、

鈴

鴨

の

鈴

の

声

の

方

が

、

句

の

調

子

が

優

れ

て

い

る

、

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

＊

「

秀

句

」

は

優

れ

た

句

の

こ

と

。

芭

蕉

は

『

十

八

番

発

句

合

』

の

判

詞

に

お

い

て

、

貞

室

の

「

是

は

〳

〵

と

計

花

の

吉

野

山

」

を

「

秀

句

」

と

評

し

て

い

る

。

「

や

す

ら

か

」

は

和

歌

に

お

い

て

、

趣

向

を

求

め

ず

、

平

淡

な

調

べ

の

中

に

深

み

の

あ

る

詠

風

を

賞

す

る

言

葉

と

し

て

用

い

ら

れ

る

。

嵐

雪

句

の

穏

や

か

な

表

現

を

賞

し

た

も

の

。

「

妹

が

り

の

哥

」

は

『

拾

遺

集

』

巻

四

の

紀

貫

之

の

歌

を

指

す

。

と

も

に

冬

夜

の

鳥

の

声

を

詠

ん

だ

も

の

だ

が

、

こ

の

箇

所

は

以

下

の

『

無

名

抄

』

の

記

述

を

踏

ま

え

る

。

（

俊

恵

）

又

云

、

思

ひ

か

ね

妹

が

り

行

け

ば

冬

の

夜

の

川

風

寒

み

千

鳥

鳴

く

な

り

こ

の

哥

ば

か

り

面

影

あ

る

類

は

な

し

。

六

月

廿

六

日

寛

算

が

日

も

、

是

を

詠

ず

れ

ば

た

ぐ

ひ

寒

く

な

る

と

ぞ

或

人

は

申

し

侍

し

。

大

か

た

、

優

な

る

心

・

詞

な

れ

ど

、

態

求

め

た

わ

ざ

と

る

や

う

に

見

ゆ

る

は

、

歌

に

と

り

て

失

と

す

べ

し

。

結

ば

ぬ

岑

の

杪

、

染

め

ぬ

野

辺

コ

ズ

ヘ

の

草

葉

に

、

春

秋

に

つ

け

て

花

の

色

〳

〵

を

現

す

ご

と

く

、

自

ら

寄

り

来

る

こ

と

を

を

の

づ

か

安

ら

か

に

い

へ

る

が

秀

哥

に

て

は

侍

る

也

。

（

日

本

古

典

文

学

大

系

『

歌

論

集

』

）

「

寛

算

」

は

平

安

中

期

の

比

叡

山

の

僧

で

、

死

後

悪

霊

と

な

っ

て

三

条

院

は

じ

め

天

皇

家

を

祟

っ

て

悩

ま

せ

た

と

い

う

。

な

お

、

芭

蕉

の

判

詞

の

「

秀

句

」

「

や

す

ら

か

に

し

て

」

と

い

う

評

も

、

こ

の

『

無

名

抄

』

の

引

用

箇

所

に

「

安

ら

か

に

い

へ

る

が

秀

歌

」

と

あ

る

の

を

意

識

し

た

か

。

ま

た

、

右

句

の

評

「

蚕

を

飼

ふ

も

の

の

き

ぬ

き

ぬ

た

め

し

」

云

々

は

、

次

の

「

蚕
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婦

」

（

『

古

文

真

宝

前

集

』

無

名

氏

）

に

よ

る

。

昨

日

到

城

郭

帰

来

涙

満

巾

遍

身

綺

羅

者

不

是

養

蠶

人

ル

二

ニ

一

レ

バ

ツ

レ

ニ

ノ

ノ

ハ

ス

二

フ

レ

ヲ

ニ

ア

ラ

一

（

寛

文

五

年

刊

『

鼇

頭

評

註

古

文

真

宝

前

集

』

）

「

蚕

婦

」

は

、

蚕

を

飼

う

者

の

貧

し

い

暮

ら

し

を

歌

っ

た

も

の

だ

が

、

魚

児

自

身

が

こ

の

詩

句

を

意

識

し

て

い

た

か

ど

う

か

は

不

明

。

和

漢

の

典

拠

を

左

右

の

判

詞

に

使

用

し

、

最

後

は

嵐

雪

句

を

「

鈴

」

の

縁

で

「

句

調

高

し

」

と

評

し

て

勝

ち

と

し

た

。
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『
続
の
原
』
輪
講

冬
八
番

発
表
日

平
成

年
月

日
担
当

松
本
麻
子

25

6

15

〈〈 〈〈
本

文
本

文
本

文
本

文
〉〉 〉〉八
番左

氷
柱

つ

ら

ら

風
に
来
て
氷
柱
に
下
が
る
楓
哉

一
桃

サ

右
勝

門
閉
て
閑
居
を
し
ゆ
る
氷
柱
か
な

琴
風

氷
柱
に
下
が
る
楓
、
ほ
の
か
な
る
け
し
き

サ

細
く
か
ら
び
て
哀
な
る
に
、
右
は
な
を

烟
た
え
〴
〵
に
し
て
、
葎
の
後
は

む

ぐ

ら

つ
ら
ゝ
に
門
を
閉
ぢ
た
る
閑
居
の
扉

ト

と

ぼ

そ

感
情
ま
さ
り
た
る
や
う
に
覚
侍
る

か

ん

せ

い

〈〈 〈〈
現

代
語
訳

現
代

語
訳

現
代

語
訳

現
代

語
訳

〉〉 〉〉

左
氷
柱

風
に
吹
か
れ
飛
ん
で
来
て
、
氷
柱
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
楓
で
あ
る
こ
と
だ
。

＊
氷
柱
は
つ
ら
ら
た
だ
し

つ
ら
ら
は
和
歌
・
連
歌
で
は
氷
の
意
と
な
る

つ
「

」
。

、「
」

「
」

（
「

ら
ら
と
は
、
薄
氷
を
い
ふ
『
能
因
歌
枕

『
源
氏
物
語
（
末
摘
花
）
の
「
朝
日
さ
す
軒

」
』
）
。

』

の
垂
氷
は
と
け
な
が
ら
な
ど
か
つ
ら
ら
の
む
す
ぼ
ほ
る
ら
む
」
の
例
で
は
、
つ
ら
ら
を
指
す

「
垂
氷
」
と
「
つ
ら
ら
（
氷
）
を
別
に
用
い
て
い
る
。
室
町
時
代
以
降
は
、
氷
で
は
な
く

」

「
つ
ら
ら
」
を
氷
柱
そ
の
も
の
と
す
る
用
例
も
散
見
さ
れ
る
が
、
連
歌
に
お
い
て
は
『
毛
吹

つ

ら

ら

草
（
連
歌
四
季
之
詞
・
中
冬
）
に
「
氷
柱
・
た
る
ひ
」
と
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
る
よ
う
に
「
つ

』
、

つ

ら

ら

ら
ら
」
は
歌
語
と
同
様
氷
の
意
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
代
語
の
意
味
と

同
じ
つ
ら
ら
を
「
氷
柱
」
と
し
て
詠
む
の
は
俳
諧
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
「
打
ち
折
り
て
何

。

つ

ら

ら

」（
『

』
）
。「

」
、

。「
」

ぞ
に
し
た
き
つ
ら
ら
か
な

あ
ら
野
・
仲
冬
・
八
〇
六

楓
は
季
は
秋

蛙
手

の
変
化
し
た
語
と
さ
れ
る
。
紅
葉
と
い
え
ば
楓
の
紅
葉
を
指
す
こ
と
か
ら
か
、
和
歌
・
連
歌

・
俳
諧
と
も
に
「
楓
」
を
詠
み
込
ん
だ
用
例
は
意
外
に
少
な
く
「
紅
葉
」
を
用
い
る
こ
と

、

。
、

、「
」

が
圧
倒
的
に
多
い
冬
の
句
で
は
あ
る
が
手
の
ひ
ら
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
か
ら

氷
柱

を
つ
か
ん
で
い
る
よ
う
な
「
楓
」
を
詠
み
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

右
勝

門
を
閉
じ
て
閑
居
を
強
い
る
よ
う
に
、
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
氷
柱
で
あ
る
こ
と
だ
。

＊
「
閑
居
」
は
世
間
と
の
交
わ
り
を
立
ち
静
か
に
暮
ら
す
さ
ま
。
本
句
と
類
似
し
た
景
の
和
歌

の
例
に
「
山
家
冬
月
と
い
ふ
心
を
詠
め
る
／
柴
の
庵
は
軒
の
垂
氷
に
閉
ぢ
ら
れ
て
わ
づ
か
に
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ぞ
も
る
冬
の
夜
の
月
（
玄
玉
集
・
三
二
三
・
性
我
）
が
あ
る
「
を
し
ゆ
る
」
は
「
教
ゆ

」
『

』
。

る
」
の
意
に
も
と
れ
る
が
、
判
詞
や
句
意
か
ら
、
本
来
ハ
行
の
動
詞
で
あ
る
「
強
ふ
る
」
を

ヤ
行
動
詞
「
し
ゆ
る
」
と
表
記
し
た
と
考
え
た
い
。
右
の
歌
例
の
よ
う
に
、
庵
な
ど
の
わ
び

住
ま
い
が
つ
ら
ら
に
よ
り
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
詠
む
の
が
常
套
だ
が
、
つ
ら
ら
が
閑
居
を
強

い
て
い
る
、
と
す
る
点
が
本
句
の
眼
目
。

〈〈 〈〈
判

詞
判

詞
判

詞
判

詞
〉〉 〉〉

左
の
句
の
氷
柱
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
楓
の
か
す
か
な
様
子
は
、
枯
淡
の
趣
が
あ
り
し
み
じ
み
と
し
た
風

、
、

、
、

情
で
あ
る
が
右
の
句
は
な
ん
と
言
っ
て
も
や
は
り
朝
夕
の
煙
が
途
切
れ
る
よ
う
な
暮
ら
し
向
き
で

葎
が
繁
っ
て
い
た
秋
の
季
節
の
後
は
、
氷
柱
が
門
を
閉
じ
た
と
す
る
閑
居
の
扉
の
さ
ま
を
詠
ん
で
お
り
、

深
い
感
動
が
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊
「
細
く
か
ら
び
て
」
は
、
華
や
か
さ
艶
や
か
さ
の
対
局
で
、
枯
淡
の
趣
と
哀
れ
深
さ
の
た
だ

よ
う
さ
ま
を
い
う
。
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
後
鳥
羽
院
が
歌
の
様
を
見
る
た
め
、
当
代
の

歌
人
た
ち
に
課
し
た
と
い
う
『
三
体
和
歌
』
で
「
秋
・
冬
こ
の
二
つ
は
、
か
ら
び
細
く
詠

、

む
べ
し
」
と
の
詠
み
様
が
示
さ
れ
た
『
続
の
原
』
秋
部
四
番
の
湖
春
の
判
詞
に
も
「
細
く

。
、

か
ら
び
て
言
ひ
な
せ
る
」
た
め
「
勝
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
「
烟
」
は
、
一
般
に
は
よ
く

。

知
ら
れ
た
仁
徳
天
皇
の
「
高
き
屋
に
の
ぼ
り
て
見
れ
ば
煙
立
つ
民
の
か
ま
ど
は
に
ぎ
は
ひ
に

け
り
（
新
古
今
集
・
賀
・
七
〇
七
、
他
）
か
ら
炊
飯
の
煙
の
意
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で

」
『

』

は
広
く
暮
ら
し
向
き
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
山
居
か
ら
煙
の
絶
え
る
さ
ま
を
付
け
た
連
歌
例

に
「
恵
み
の
露
も
捨
つ
る
身
は
憂
し
／
朝
夕
の
煙
も
絶
え
し
山
の
奥
（
三
島
千
句
第
六
百

、
」

韻
・
三
六
／
三
七
・
宗
祇
）
な
ど
が
あ
る
「
葎
の
後
は
つ
ら
ら
･
･
･
」
の
「
葎
」
は
茎
や
枝

。

に
棘
が
あ
る
草
の
総
称
。
葎
の
茂
る
門
は
「
淋
し
く
あ
ば
れ
た
ら
む
葎
の
門
に
（
源
氏

、
」
『

物
語
・
帚
木
）
の
よ
う
に
荒
れ
た
家
を
い
う
「
八
重
葎
繁
れ
る
宿
の
さ
び
し
さ
に
人
こ
そ

』
。

見
え
ね
秋
は
来
に
け
り
（
拾
遺
集
・
秋
・
一
四
〇
・
恵
慶
）
の
よ
う
に
、
和
歌
で
は
幾

」
『

』

重
に
も
繁
る
「
八
重
葎
」
が
多
く
詠
ま
れ
た
。
門
を
葎
が
閉
じ
た
と
す
る
歌
も
「
閑
居
／
道

」（
『

』
も
絶
え
門
も
葎
に
閉
ぢ
ら
れ
て
見
ゆ
ら
む
も
の
を
独
り
臥
す
や
は

御
室
五
十
首
題
和
歌

・
六
四
七
・
守
覚
法
親
王
）
な
ど
が
見
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
葎
が
棘
の
あ
る
植
物
で
あ

る
こ
と
か
ら
同
じ
尖
っ
て
い
る
つ
ら
ら
と
対
に
し
た
か

感
情
は
感
情

前
、

。「
」
「

」（
『

カ

ム

セ

イ

田
本
色
葉
字
類
抄

。
し
み
じ
み
と
し
た
深
い
感
動
を
い
う
。

』
）
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『
続
の
原
』
輪
講

冬
九
番

発
表
日

平
成

年
月

日
担
当

牧
藍
子

25

7

20

〈〈 〈〈
本

文
本

文
本

文
本

文
〉〉 〉〉九
番左

持
霰 あ

ら

れ

あ
か
つ
き
の
霰
は
冬
の
信
か
な

李
下

マ

コ

ト

右

森
ふ
か
く
野
馬
飛
込
あ
ら
れ
か
な

伸
風

烈
風
寒
威
、
暁
の
寝
覚
、
冬
の
ま
こ
と
ゝ

い
へ
る
ぞ
、
か
く
て
は
よ
に
も
あ
ら
れ
ふ
る
哉

と
吟
声
さ
び
し
き
に
、
右
は
又
、

野
馬
の
霰
に
驚
た
る
さ
ま
、
能

よ

く

云
叶
ら
れ
た
り
。
聞
処
見
る
処
、
師
曠

し

こ

う

が
耳
を
そ
ば
だ
て
、
離
婁
が
目
の
さ
や
を

り

ろ

う

は
づ
す
と
い
ふ
共
、
左
右
の
是
非
弁
ず
る

事
あ
た
は
じ
。

〈〈 〈〈
現

代
語

訳
現

代
語

訳
現

代
語

訳
現

代
語

訳
〉〉 〉〉

左
持

霰

、
。

夜
明
け
前
の
ほ
の
暗
い
頃
に
降
る
霰
の
音
を
聞
く
と
冬
も
本
番
に
な
っ
た
と
し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る

＊
霰
と
は
、
空
中
の
雪
に
過
冷
却
の
水
滴
が
付
着
し
た
、
白
色
不
透
明
の
小
さ
な
氷
の
粒
で
あ

る
。
古
く
は
夏
に
降
る
雹
も
霰
に
含
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
『
類
船
集
』
の
「
霰
」
の
項

、

に
「
夏
の
日
、
白
雨
に
い
か
づ
ち
は
た
め
き
霰
の
ふ
る
事
ま
ゝ
お
ほ
し
」
と
あ
る
が
、
近
世

の
多
く
の
歳
時
記
は
冬
の
季
題
と
し
て
載
せ
る
。
な
お
現
代
の
気
象
学
上
で
は
、
季
節
に
関

係
な
く
直
径
５
ミ
リ
以
上
の
も
の
を
雹
、
そ
れ
以
下
の
も
の
を
霰
と
呼
び
分
け
て
い
る
。
和

歌
で
は
寒
い
夜
の
孤
独
感
を
つ
の
ら
せ
る
も
の
、
玉
の
ご
と
く
美
し
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ

る
ほ
か
、
霰
が
板
屋
な
ど
に
降
る
音
の
わ
び
し
さ
が
詠
ま
れ
る
。
ま
た
「
○
○
の
ま
こ
と
」

と
い
う
表
現
も
和
歌
で
多
く
用
い
ら
れ
る
が

ゆ
め
の
ま
こ
と

う
つ
つ
の
ま
こ
と

心
、「

」「
」「

の
ま
こ
と
「
法
の
ま
こ
と
「
人
の
ま
こ
と
」
と
い
っ
た
用
例
が
中
心
で
、
そ
の
時
節
ら
し

」
」

さ
の
象
徴
と
い
っ
た
意
味
で
詠
ま
れ
た
例
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
句
は
「
神
無
月
降

」（
）

り
み
降
ら
ず
み
定
め
な
き
時
雨
ぞ
冬
の
初
め
な
り
け
る

後
撰
和
歌
集
・
冬
歌
・
四
四
五

や
、
謡
曲
『
定
家
』
に
も
取
ら
れ
て
有
名
な
藤
原
定
家
の
「
偽
り
の
な
き
世
な
り
け
り
神
無

月
誰
が
ま
こ
と
よ
り
時
雨
初
め
け
ん
（
続
後
拾
遺
和
歌
集
・
冬
歌
・
四
一
五
）
を
ふ
ま
え

」

て
お
り
、
時
雨
を
意
識
し
た
詠
み
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
「
冬
の
信
」
は
「
冬
の
は
じ
め
に

。
、

降
る
時
雨
」
に
対
し
て
「
本
格
的
な
冬
に
降
る
霰
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
し
て
い
る
と

い
え
る
。
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右

突
然
降
り
出
し
た
激
し
い
霰
に
驚
い
て
、
放
し
飼
い
に
な
っ
て
い
る
馬
が
慌
て
て
森
の
奥
深
く
へ
と
飛
び

込
ん
で
走
っ
て
い
っ
た
。

、
（

）
、

、
＊

森
と
霰
馬
駒
と
霰
い
ず
れ
も
和
歌
で
は
一
般
的
で
は
な
い
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
が

『
千
五
百
番
歌
合
』
に
霰
に
驚
い
て
雉
子
が
飛
び
立
つ
さ
ま
を
詠
ん
だ
歌
が
見
え
る
。

九
百
八
十
五
番

左
隆
信
朝
臣

い
し
ま
わ
け
お
つ
る
よ
そ
め
は
そ
れ
な
が
ら
お
と
せ
ぬ
た
き
や
た
る
ひ
な
る
ら
ん

右
家
長

こ
ま
な
め
て
い
る
の
の
す
ゑ
に
あ
ら
れ
ふ
り
ま
だ
か
り
ゆ
か
ぬ
き
ぎ
す
た
つ
な
り

左
歌
、
さ
も
侍
り
な
ん
。
右
歌
、
あ
ら
れ
に
き
ぎ
す
の
お
ど
ろ
き
て
た
た
ん
、
さ
も
と
き

こ
え
侍
れ
ば
持
に
や
。

俳
諧
で
は
野
馬
は
天
象
と
と
も
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
近
い
頃
の
例
で
は
「
親
と
子
の

霜
夜
を
か
こ
ふ
野
馬
哉

渓
石

続
の
原

稲
妻
に
母
を
離
れ
ぬ
野
馬
哉

等
鹿

荵
」（
『

』
）「

」（
『

摺
「
う
ら
ゝ
さ
や
野
馬
ふ
り
む
く
朝
日
影

兀
峰
（
桃
の
実

「
身
は
楽
に
時
雨
て
通

』
）

」
『

』
）

る
野
馬
哉

残
香
（
笈
日
記
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
深
山
に
降
る
霰
、
と
い
う
伝
統

」
『

』

的
な
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
ま
え
（
類
船
集
「
霰
･
･
深
山

、
突
如
と
し
て
降
り
出
す
霰
の
激
し

『
』

」
）

さ
を
、
霰
の
音
に
驚
く
馬
の
動
作
に
よ
っ
て
描
写
し
た
点
が
新
し
い
と
い
え
る
。

〈〈 〈〈
判

詞
判

詞
判

詞
判

詞
〉〉 〉〉

激
し
い
風
と
厳
し
い
寒
さ
、
暁
の
寝
覚
め
の
わ
び
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
霰
の
音
を
「
冬
の
ま
こ
と
」
と

、

表
現
し
た
と
こ
ろ
は
、
和
歌
に
「
か
く
て
は
よ
に
も
あ
ら
れ
ふ
る
哉
」
と
詠
ま
れ
た
さ
び
し
い
吟
声
そ
の

ま
ま
で
、
右
句
は
ま
た
、
野
馬
が
霰
に
驚
い
た
さ
ま
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。
聞
く
と
こ
ろ
、
見
る
と

こ
ろ
、
た
と
え
非
常
に
聴
覚
に
優
れ
た
師
曠
が
注
意
深
く
聞
き
、
非
常
に
視
力
の
よ
い
離
婁
が
目
を
こ
ら

し
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
左
右
の
優
劣
を
判
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊
「
か
く
て
は
よ
に
も
あ
ら
れ
ふ
る
哉
」
は
「
古
屋
霰
」
を
詠
ん
だ
頓
阿
の
「
年
を
へ
て
あ

、

れ
行
く
宿
の
板
び
さ
し
か
く
て
も
世
に
は
霰
ふ
る
な
り
（
草
庵
集
・
七
六
〇
）
を
指
す
。

」

こ
の
歌
に
つ
い
て
宣
阿
著
『
草
庵
集
蒙
求
諺
解
（
享
保
八
年
刊
）
で
は
「
宿
の
あ
れ
て
う

』

き
住
居
な
る
に
、
こ
と
に
板
屋
は
霰
の
音
の
は
げ
し
く
て
、
寒
き
に
か
く
の
ご
と
く
に
て
も

あ
れ
ば
あ
ら
る
ゝ
物
也
と
よ
め
り
」
と
注
さ
れ
、
荒
れ
果
て
た
板
屋
に
霰
が
降
っ
て
激
し
く

音
を
立
て
て
い
る
、
わ
び
し
い
冬
の
情
景
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
て
い
る
「
聞
処
見
る
処
」

。

と
は
、
左
句
が
聴
覚
的
に
、
右
句
が
視
覚
的
に
霰
を
と
ら
え
た
句
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
も

の
。
師
曠
・
離
婁
は
『
蒙
求
』
の
師
曠
清
耳
・
離
婁
明
目
の
故
事
に
登
場
す
る
人
物
の
名
前

で
あ
る
「
目
の
さ
や
」
は
ま
ぶ
た
の
こ
と
で
『
犬
子
集
』
に
「
ゆ
ふ
だ
ち
や
目
の
さ
や
は

。
、

づ
す
稲
光

徳
元
」
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
「
目
の
さ
や
を
は
づ
す
」
で
、
注
意
し
て
よ
く
見

る
と
い
う
意
の
諺
と
し
て
通
用
し
て
い
た
。
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続
の
原
』
輪
講

冬
十
番

発
表
日

平
成

年
月

日
担
当

塚
越
義
幸

25

7

20

〈〈 〈〈
本

文
本

文
本

文
本

文
〉〉 〉〉十
番左

勝
神
楽

か

ぐ

ら

御
神
楽
や
火
を
焼
衛
士
に
あ
や
か
ら
ん

去
来

み

か

ぐ

ら

た

く

え

じ

右

鉢
扣
ま
じ
り
て
狂
フ
神
楽
か
な

孤
屋

は

ち

た

た

き

く

る

左
リ
の
句
、
さ
せ
る
難
も
な
く
、
秀
た
る

ひ

だ

な

ん

ひ

い

で

所
も
見
え
ず
。

右
は
、
鉢
た
ヽ
き
神
楽
に
可
交
事

ま

じ

ふ

べ

き

こ

と

い
か
ゞ
。
右
に
難
あ
る
を
も
て
、

ひ
だ
り
か
た
、

勝
た
る
べ
し
。

か

ち

〈〈 〈〈
現

代
語
訳

現
代

語
訳

現
代

語
訳

現
代

語
訳

〉〉 〉〉

左
勝

神
楽

陰
暦
十
二
月
十
一
日
、
夜
分
に
宮
中
の
内
侍
所
で
御
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
。
見
物
客
も
演
者
も
季
節
が

ら
寒
さ
が
こ
た
え
る
の
で
、
庭
火
を
焚
い
て
暖
か
そ
う
に
し
て
い
る
衛
士
（
こ
こ
で
は
、
神
事
や
祭
り
で

雑
役
に
従
事
す
る
仕
丁
）
に
あ
や
か
っ
て
暖
を
取
ろ
う
。

＊
「
神
楽
」
は
神
前
に
奏
せ
ら
れ
る
歌
舞
で
、
神
遊
び
と
も
言
う
。
神
楽
は
宮
中
で
行
わ
れ
る

「
御
神
楽
（
み
か
ぐ
ら
」
と
民
間
で
行
わ
れ
る
「
里
神
楽
」
に
大
別
さ
れ
る
『
毛
吹
草
』

）
。

『
増
山
井
』
で
は
十
一
月
『
花
火
草
』
で
は
十
二
月
『
御
傘
・
俳
無
言
』
で
は
冬
・
夜

、
、

』
『

分
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
句
は
「
御
神
楽
」
と
あ
る
通
り
、
宮
中
の
神
楽
の
事
を
詠
ん
で

、

い
る
宮
中
の
神
楽
は
内
侍
所
の
御
神
楽
と
言
い
十
二
月
十
一
日
宮
中
の
内
侍
所
今

。
「

」
、

（

の
賢
所
）
の
前
庭
で
庭
火
を
焚
い
て
楽
人
が
参
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
演
奏
、
歌
人
の
歌
な
ど

が
続
く
『
御
傘
』
で
は
「
内
侍
の
御
神
楽

十
二
月
十
一
日
」
と
あ
り
『
増
山
井
』
で
は

。
、

「
官
人
庭
火
を
た
き
」
と
あ
る
「
焼
」
は
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
「
タ
ク
」
と
あ
り
、

。

「
」

。「
」

、
こ
こ
で
は
火
を
た
く
と
読
む

衛
士
は
夜
は
火
を
焚
い
て
宮
門
を
警
護
す
る
な
ど

宮
城
の
警
護
・
雑
役
に
従
事
し
た
兵
士
の
こ
と
で
、
大
中
臣
能
宣
「
御
垣
守
衛
士
の
た
く
火

の
夜
は
も
え
昼
は
き
え
つ
つ
物
を
こ
そ
思
へ
（
詞
花
集
』
恋
上
）
が
『
百
人
一
首
』
に
も

」
『

採
ら
れ
有
名
に
な
っ
た
『
類
船
集
』
に
は
「
火
焼
」
の
付
合
語
と
し
て
「
衛
士
・
神
楽
」

。

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
句
は
、
能
宣
の
歌
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
御
神
楽
を
見
物
客
の
立
場
（
舞

を
舞
っ
た
り
、
歌
を
歌
う
演
者
の
立
場
と
も
取
れ
る
）
か
ら
捉
え
、
そ
の
寒
さ
に
着
目
し
た

点
が
妙
味
と
言
え
よ
う
。
同
様
、
神
楽
の
寒
さ
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
句
に
、
来
山
の
「
水

涕
に
神
楽
の
袖
を
ぬ
ら
し
け
り
」
が
あ
る
。
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右

鉢
叩
の
僧
が
、
瓢
箪
ま
た
は
鉢
や
鉦
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
中
に
ま
じ
っ
て
一
緒
に
踊
り
狂
っ
て
い
る
神
楽

（
里
神
楽
か
）
で
あ
る
こ
と
よ
。

＊
「
鉢
扣
」
は
空
也
念
仏
の
こ
と
で
、
陰
暦
十
一
月
十
三
日
（
空
也
忌
）
か
ら
四
十
八
日
間
、

京
の
内
外
を
瓢
箪
ま
た
は
鉢
や
鉦
を
叩
き
鳴
ら
し
、
和
讃
・
念
仏
を
唱
え
歓
喜
の
情
を
表
し

。『
』

、『
』

。
て
踊
る

花
火
草
な
ど
で
は
十
一
月

毛
吹
草
な
ど
で
は
十
二
月
の
季
の
詞
に
所
収

こ
の
句
は
、
そ
の
鉢
叩
き
が
神
楽
に
ま
じ
っ
て
踊
り
狂
う
と
い
う
句
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
の

、
。「

」
、

で
の
神
楽
は
左
句
の
御
神
楽
で
は
な
く
里
神
楽
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る

里
神
楽
は

民
間
で
の
神
楽
で
『
俳
無
言
』
に
は
「
そ
の
（
内
侍
所
御
神
楽
）
他
は
伊
勢
を
は
じ
め
て

、

里
神
楽
と
云
也
」
と
あ
り
、
伊
勢
流
の
舞
型
神
楽
（
湯
立
神
楽
）
を
は
じ
め
、
出
雲
流
の
神

（
）

。
能
型
神
楽
・
巫
女
神
楽
・
獅
子
神
楽
山
伏
神
楽
・
太
神
楽
な
ど
が
あ
り
多
岐
に
わ
た
る

こ
こ
で
は
、
獅
子
頭
を
仮
の
神
の
姿
と
し
て
村
々
を
め
ぐ
り
、
悪
魔
祓
い
を
す
る
獅
子
神
楽

あ
た
り
を
指
す
か
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
「
代
神
楽
」
の
項
に
「
只
鞁
太
鞁
こ
と
や
う
に

。
、

た
ゝ
き
た
て
ゝ
、
太
鞁
打
の
つ
ら
つ
き
狂
人
の
や
う
な
る
を
み
て
う
れ
し
が
る
。
し
か
の
み

な
ら
ず
、
獅
子
が
立
て
扇
の
手
を
つ
か
ひ
、
一
谷
節
で
舞
」
と
あ
り
、
代
神
楽
（
太
神
楽
）

で
、
獅
子
の
舞
う
中
、
鼓
や
太
鼓
を
狂
人
の
よ
う
に
叩
い
て
興
に
入
っ
て
い
る
姿
が
看
取
で

き
る
。
こ
ん
な
中
に
、
同
じ
く
瓢
箪
や
鉢
・
鉦
を
叩
い
て
練
り
歩
く
鉢
叩
が
ま
じ
っ
て
狂
っ

た
よ
う
に
踊
っ
た
場
面
を
孤
屋
は
想
定
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈〈 〈〈
判

詞
判

詞
判

詞
判

詞
〉〉 〉〉

、
、

。
、

左
の
句
は
こ
れ
と
い
っ
た
難
点
も
な
く
か
と
い
っ
て
傑
出
し
た
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
な
い
右
の
句
は

鉢
叩
の
僧
が
神
楽
に
ま
じ
っ
て
踊
り
狂
う
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
で
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
右
の
句
に
は
や
は
り
問
題
点
が
あ
る
の
で
、
左
の
句
が
勝
ち
と
な
る
べ

き
で
あ
る
。

＊
「
難
」
は
冬
の
一
番
に
も
「
難
じ
て
」
と
あ
り
、
ま
た
『
貝
お
ほ
ひ
』
四
番
に
も
「
難
も
な

」
、

。
け
れ
ば
と
あ
り
芭
蕉
の
句
の
判
断
の
目
安
の
一
つ
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

特
に
こ
こ
で
は
、
芭
蕉
は
右
の
句
に
対
し
「
難
あ
る
を
も
て
ひ
だ
り
か
た
勝
た
る
べ
し
」

、

。
「

」
、

「
」

と
最
終
判
断
し
て
い
る
こ
の
難
と
は
右
句
の
鉢
た
ゝ
き
神
楽
に
可
交
事
い
か
ゞ

と
疑
問
を
呈
し
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芭
蕉
は
鉢
叩
き
が
神
楽
に
ま
じ
る
こ
と
が
で
き
た

か
ど
う
か
に
つ
い
て
を
問
題
視
し
、
そ
の
可
能
性
を
否
定
的
に
捉
え
た
結
果
、
難
点
と
み
な

し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
出
の
通
り
獅
子
神
楽
の
よ
う
な
村
落
を
練
り
歩
く
よ
う
な

里
神
楽
で
あ
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
十
分
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
芭
蕉
は
こ

こ
で
の
神
楽
を
左
句
と
同
等
の
御
神
楽
と
見
て
、
宮
中
の
御
神
楽
に
鉢
叩
が
ま
じ
る
こ
と
な

ど
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
右
句
を
「
難
あ
る
」
と
み
な
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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『
続
の
原
』
輪
講

冬
十
一
番

発
表
日

平
成

年
月

日
担
当

越
後
敬
子

25

7

20

〈〈 〈〈
本

文
本

文
本

文
本

文
〉〉 〉〉十
一
番左
勝

頭
巾

づ

き

ん

山
里
や
頭
巾
と
る
べ
き
人
も
な
し

観
水

京

右

頭
巾
き
ぬ
出
家
見
ら
る
ゝ
野
中
哉

麁
言

か

な

目
に
ふ
れ
ぬ
山
中
の
客
、
そ
ゞ
ろ
に
愛

せ
ら
る
ゝ
楓
林
も
あ
る
か
。
右
は
、
目
に

ふ

う

り

ん

立
て
猶
す
ご
き

た

ち

冬
野
ゝ
法
師
、
人
に
は

い
か
ゞ
お
も
は
る
ゝ
心
ば
へ
も
あ
り
な
ん
。

左
ま
さ
る
べ
し
。

〈〈 〈〈
現

代
語

訳
現

代
語

訳
現

代
語

訳
現

代
語

訳
〉〉 〉〉

左
勝

頭
巾

冬
の
山
里
で
は
木
こ
り
や
猟
師
な
ど
の
山
賤
の
ほ
か
に
出
会
う
人
も
な
く
、
京
の
街
中
の
よ
う
に
わ
ざ
わ

ざ
頭
巾
を
と
っ
て
挨
拶
す
る
人
も
い
な
い
こ
と
だ
。

「
」

、
『

』
。

＊
頭
巾
は
和
歌
に
は
用
例
が
見
ら
れ
な
い
が
俳
諧
で
は
犬
子
集
以
下
に
頻
出
す
る

『
花
火
草
『
せ
わ
焼
草
『
通
俗
志
』
等
に
兼
三
冬
『
毛
吹
草
『
増
山
井
』
等
に
十
月
、

』
』

、
』

『
袖
か
が
み
』
に
十
一
月
と
す
る
『
類
船
集
』
に
「
猟
師
は
ほ
く
そ
づ
き
ん
と
い
ふ
も
の

。

を
か
ぶ
る
と
也
。
貴
人
高
位
の
前
に
て
は
か
ぶ
ら
ず
。
途
中
に
て
人
に
あ
ふ
て
は
先
づ
き
ん

ま

づ

と
る
事
ぞ

『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
「
風
寒
ヲ
厭
フ
褻
用
之
物
、
之
ヲ
著
テ
人
ニ
対
ス
ル

」
、

ハ
甚
ダ
不
礼
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
防
寒
用
の
日
常
着
で
、
こ
れ
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
で
人
と

対
面
す
る
こ
と
は
無
礼
で
あ
っ
た
「
山
里
」
は
和
歌
以
来
多
く
の
用
例
を
持
つ
。
そ
こ
は

。

出
家
者
や
隠
者
、
社
会
か
ら
の
逸
脱
者
な
ど
の
住
む
場
所
で
あ
り
『
古
今
集
』
に
「
春
立

、

て
ど
花
も
に
ほ
は
ぬ
山
里
は
物
憂
か
る
音
に
鶯
ぞ
鳴
く
（
春
上

「
山
里
は
秋
こ
そ
こ
と

」
）
、

に
わ
び
し
け
れ
鹿
の
鳴
く
音
に
目
を
さ
ま
し
つ
つ
（
秋
上

「
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま

」
）
、

さ
り
け
る
人
目
も
草
も
枯
れ
ぬ
と
思
へ
ば
（
冬
）
と
あ
る
よ
う
に
、
遅
い
春
の
訪
れ
や
、

」

秋
冬
の
寂
し
さ
が
詠
ま
れ
た

類
船
集

山
里
の
項
は
こ
れ
ら
の
和
歌
を
踏
ま
え

鶯
。『

』「
」

、「

の
こ
ゑ
に
春
を
知
「
冬
ぞ
さ
び
し
き
」
等
の
付
合
語
を
持
つ
。
京
の
人
、
観
水
が
冬
の
山

」

里
を
訪
れ
た
際
に
目
に
し
た
、
粗
野
な
山
人
の
実
風
景
で
あ
ろ
う
か
。

右

禿
頭
に
頭
巾
も
か
ぶ
ら
ず
に
外
出
す
る
出
家
の
姿
が
見
ら
れ
る
、
冬
の
野
中
で
あ
る
こ
と
よ
。
。

＊
『
古
今
集
』
の
「
い
に
し
へ
の
野
中
の
清
水
ぬ
る
け
れ
ど
本
の
心
を
知
る
人
ぞ
く
む
（
雑

」
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上
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
和
歌
に
お
け
る
「
野
中
」
は
、
播
磨
国
印
南
野
に
あ
っ
た
と

い
う
「
野
中
の
清
水
」
を
さ
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
俳
諧
に
お
い
て
は
一
般
的
な

「
野
の
中
」
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

〈〈 〈〈
判
詞

判
詞

判
詞

判
詞

〉〉 〉〉、
、

、
左
句
は
冬
の
山
里
に
ふ
だ
ん
は
山
人
が
目
に
し
な
い
よ
う
な
都
の
客
が
わ
ざ
わ
ざ
や
っ
て
来
た
の
は

停
車
坐
愛
楓
林
晩
、
霜
葉
紅
於
二
月
華
」
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
何

杜
牧
の
「
山
行
」
に
「

レ

二

一

と
な
く
心
惹
か
れ
る
楓
林
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
右
句
は
荒
れ
た
冬
野
を
、
禿
頭
に
頭
巾
も
か

ぶ
ら
ず
目
立
っ
た
さ
ま
で
行
く
法
師
の
さ
ま
で
「
法
師
ほ
ど
羨
ま
し
く
な
い
も
の
は
な
い
「
人
に
は

、
。

木
の
端
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
清
少
納
言
が
『
枕
草
子
』
に
書
い
た
の
は
も
っ
と
も
だ
」
と
『
徒
然

草
』
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
句
に
は
（
人
か
ら
木
石
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
僧
侶
が
）
頭
巾
も
か
ぶ

ら
な
い
で
外
出
す
る
姿
を
、
人
は
ど
の
よ
う
に
見
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
を
込
め
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
右
句
に
は
こ
の
よ
う
な
作
意
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
左
句
の
ほ
う
が
勝
っ
て
い
る
。

＊
左
句
に
対
す
る
「
そ
ゞ
ろ
に
愛
せ
ら
る
ゝ
楓
林
も
あ
る
か
」
と
の
評
は
『
三
体
詩
』
の
杜

、

牧
詩
「
山
行

「
遠
上
寒
山
石
径
斜

白
雲
生
処
有
人
家

停
車
坐
愛
楓
林
晩

霜
」
、

二

一

二

一

レ

葉
紅
於
二
月
華
」
の
三
句
目
に
よ
る
も
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
冬
の
山
中
を
訪
れ
る
人
が
あ
る

二

一

こ
と
の
理
由
を
、
そ
こ
に
心
惹
か
れ
る
楓
林
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
と
推
し
量

。
、

「
」

、
っ
て
い
る
ま
た
右
句
へ
の
人
に
は
い
か
ゞ
お
も
は
る
ゝ
心
ば
へ
も
あ
り
な
ん
と
は

『
枕
草
子
』
の
「
思
は
ん
子
を
法
師
に
な
し
た
ら
む
こ
そ
心
ぐ
る
し
け
れ
。
た
ゞ
木
は
し
な

ど
の
や
う
に
思
ひ
た
る
こ
と
い
と
い
と
ほ
し
け
れ
を
踏
ま
え
た
徒
然
草
の
一
節

法
」

『
』

、「

師
ば
か
り
羨
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
じ
「
人
に
は
木
の
端
の
や
う
に
思
は
る
ゝ
よ
」
と

。

清
少
納
言
が
書
け
る
、
さ
る
こ
と
ぞ
か
し
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
句
で
、
人
に
木
の
端
の
よ

う
に
扱
わ
れ
る
僧
侶
が
、
冬
の
荒
野
を
頭
巾
も
か
ぶ
ら
ず
に
禿
頭
を
丸
出
し
に
行
く
姿
を
、

一
体
あ
ん
な
に
目
立
っ
て
、
人
か
ら
ど
う
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
と
難
じ
る
気
持
ち
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
こ
の
よ
う
に
右
句
に
は
作
意
が
感
じ
ら
れ
る
点
を
難
と

し
て
、
左
句
を
勝
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
左
句
を
「
目
に
ふ
れ
ぬ
、
右
句
を
「
目

」

に
立
て
」
と
対
照
的
に
捉
え
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。



- 1 -

『
続
の
原
』
輪
講

冬
十
二
番

発
表
日

平
成

年

月

日

担
当

深
沢
眞
二

25

7

20

〈
本
文
〉十

二
番

左

煤
掃

す
す
は
き

何
方
に
行
て
あ
そ
ば
ん
煤
は
ら
ひ

挙
白

い
ず
か
た

ゆ
き

す
す

右

勝

煤
と
り
て
寺
は
め
で
た
き
佛

哉

不
卜

ほ
と
け
か
な

す
ゝ
は
き
の
日
の
遊
び
所
を
侘
た
る
も

わ
び

優
に
し
て
艶
也
。
右
は
寺
の
煤
掃
と

ゆ
う

え
ん

思
ひ
よ
り
た
る
、
先
珍
重
に
や
。
両
句

ま
ず
ち
ん
ち
よ
う

滑
稽
の
ま
こ
と
を
う
し
な
は
ず
、
感

心
。

こ
こ
ろ
に
か
ん
ず

わ
き
が
た
く
侍
れ
ど
も
、
目
で
た
き
佛
哉

は
べ

と
云
し
句
の
い
き
ほ
ひ
、
猶
ま
さ
り

な
お

て
聞
え
侍
れ
ば
、
為
勝
。

き
こ

か
ち
と
す

〈
現
代
語
訳
〉

左

煤
掃

す
す
は
き

煤
は
ら
い
の
日
は
、
わ
が
家
に
居
て
も
じ
ゃ
ま
に
な
り
、
よ
そ
様
の
家
を
訪
ね
て
も
や
は
り
煤
は
ら
い
に

忙
し
く
、
客
を
迎
え
て
は
く
れ
な
い
。
さ
て
、
ど
こ
に
行
っ
て
（
俳
諧
に
）
遊
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
か
。

＊

こ
の
句
は
、『
秋
津
島
』
『
祇
園
拾
遺
物
語
』
に
も
同
形
で
所
載
。『
宰
陀
稿
本
』
で
は
上
五

「
何
方
へ
」
。「
煤
掃
」
は
十
二
月
の
大
掃
除
の
こ
と
で
あ
る
。「
す
す
は
ら
い
」
と
も
言
う
。

す
す
は
き

事
始
め
で
あ
る
十
二
月
十
三
日
を
江
戸
城
や
禁
中
で
煤
掃
の
日
と
定
め
て
い
た
が
、
実
際
に

は
十
三
日
で
は
早
す
ぎ
る
の
で
、
そ
れ
以
後
の
適
当
な
日
を
選
ん
で
行
な
う
の
が
普
通
で
あ

っ
た
。
元
禄
九
年
刊
の
『
芭
蕉
庵
小
文
庫
』
に
、
当
時
の
煤
掃
を
活
写
し
た
曲
翠
の
文
章
が

あ
る
。
「
あ
け
ぼ
の
の
空
よ
り
も
の
の
は
た
は
た
と
聞
ゆ
る
は
、
畳
を
叩
く
音
な
る
べ
し
。

今
日
は
師
走
の
十
三
日
、
煤
掃
の
こ
と
ぶ
き
な
り
。
げ
に
や
雲
井
の
儀
式
、
九
重
の
町
の
作

法
は
嘉
例
あ
る
こ
と
に
し
て
、た
だ
並
み
な
み
の
人
の
煤
掃
く
体
こ
そ
い
と
お
も
し
ろ
け
れ
。

て
い

各
々
門
さ
し
こ
め
て
、奥
の
一
間
を
屏
風
に
囲
ひ
な
し
、火
鉢
に
茶
釜
を
か
け
て
、
嫗

が
帷
子

か
ど

お
う
な

か
た
び
ら

の
上
張
、
爪
先
見
え
た
る
足
袋
も
い
と
寒
く
、
冬
の
日
影
の
早
く
昼
に
な
り
ゆ
き
、
庭
の
隅

う
わ
ば
り

・
調
度
ど
も
取
り
散
ら
し
た
る
中
に
、
持
仏
の
後
向
き
た
る
ぞ
、
目
に
は
立
つ
な
れ
。
家
の

童
の
椽
の
破
れ
・
簀
の
子
の
下
を
覗
き
ま
は
る
は
、
何
を
拾
ふ
に
や
と
あ
や
し
。
味
噌
と
呼

え
ん

す

ば
る
大
男
の
、
袋
か
ぶ
り
蓑
着
た
る
も
め
づ
ら
か
に
、
米
櫃
の
サ
ン
打
ち
つ
け
、

俎

し
ら

こ
め
び
つ

ま
な
い
た

け
、
行
燈
張
り
代
へ
て
、
田
作
り
鱠
・
浅
漬
け
の
香
り
花
や
か
に
、
上
下
の
膳
を
据
え
並

あ
ん
ど
ん

な
ま
す

か
み
し
も

べ
た
る
に
、
ほ
ど
な
く
暮
れ
て
、
高
鼾
と
は
な
り
ぬ
。
／
煤
掃
や
暮
れ
ゆ
く
宿
の
高
鼾
」。

い
び
き
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右

勝

煤
掃
の
日
、
寺
で
も
一
年
の
煤
を
取
り
去
っ
て
、
め
で
た
く
新
年
を
迎
え
る
支
度
が
で
き
た
。
き
れ
い
に

身
を
拭
わ
れ
た
仏
さ
ま
の
像
が
、
あ
ら
た
め
て
あ
り
が
た
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

＊

「
め
で
た
き
」
が
上
下
に
掛
か
り
、
「
寺
は
め
で
た
き
」
と
「
め
で
た
き
佛
」
の
両
方
の
意

味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
貞
門
風
の
古
い
風
体
の
句
。
作
者
の
不
卜
は
本
書
『
続

の
原
』
の
編
者
で
あ
り
、
句
合
で
は
四
季
に
一
句
ず
つ
登
場
す
る
が
、
春
夏
秋
で
は
い
ず
れ

も
「
持
」
（
引
き
分
け
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
最
後
の
一
番
な
の
で
、
発
句
の
評
価
ゆ
え
と

い
う
よ
り
は
編
者
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
芭
蕉
か
ら
「
勝
」
を
も
ら
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

〈
判
詞
〉

左
句
の
よ
う
に
、
煤
掃
の
日
に
俳
諧
に
遊
ぶ
場
所
が
な
く
て
嘆
く
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
も
、
優
雅
で
あ

り
美
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
右
句
は
、
寺
の
煤
掃
を
着
想
し
た
点
が
、
ま
ず
第
一
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。

両
句
と
も
、「
滑
稽
の
ま
こ
と
」
す
な
わ
ち
俳
諧
の
本
質
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
は
感
心
で
あ
る
。
勝
ち

負
け
を
決
め
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
の
で
す
が
、
「
め
で
た
き
仏
哉
」
と
言
っ
た
句
の
勢
い
が
、
よ
り
勝ま

さ

っ
て
聞
こ
え
ま
す
の
で
、
右
句
を
勝
ち
と
す
る
。

＊

「
侘
た
る
」
の
「
侘
ぶ
」
は
、
何
ご
と
か
欠
落
や
不
足
を
嘆
く
こ
と
。
挙
白
の
左
句
は
、
ほ

わ
び

わ

ん
ら
い
は
「
老
人
が
家
に
お
れ
ば
邪
魔
に
な
る
」（
新
・
古
典
文
学
大
系
『
元
禄
俳
諧
集
』・

注
）
と
い
う
だ
け
の
意
で
詠
ま
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
右
の
よ
う
に
「
俳
諧
に
遊
ぶ
場

所
が
な
く
て
」
と
し
た
の
は
、
芭
蕉
の
好
み
に
近
づ
け
た
解
釈
で
あ
る
。
元
禄
二
年
五
月
末
、

出
羽
大
石
田
に
て
の
「
さ
み
だ
れ
を
」
歌
仙
の
名
残
ウ
ラ
一
～
三
句
に
、

雪
み
ぞ
れ
師
走
の
市
の
名
残
と
て

曽
良

煤
掃
の
日
を
草
庵
の
客

芭
蕉

無
人
を
古
き
懐
紙
に
か
ぞ
へ
ら
れ

一
栄

な
き
ひ
と

と
い
う
、
挙
白
の
句
か
ら
発
想
さ
れ
た
ら
し
い
運
び
が
あ
る
。「
優
に
し
て
艶
」
は
、
上
品

で
や
さ
し
く
美
し
い
こ
と
。
こ
の
判
詞
と
し
て
は
、
現
実
生
活
の
「
煤
は
ら
ひ
」
か
ら
遠
ざ

か
り
俳
諧
風
雅
の
世
界
に
「
あ
そ
ば
ん
」
と
す
る
心
の
動
き
が
「
優
に
し
て
艶
」
な
の
で
あ

る
。
ま
た
、
「
滑
稽
の
ま
こ
と
を
う
し
な
は
ず
」
と
は
「
俳
諧
の
本
質
を
う
し
な
わ
な
い
で

い
る
」
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
に
続
く
部
分
は
、
「
感
心
わ
き
が
た
く
」
と
続
い
て
い
る
と
い

う
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
と
意
味
が
取
り
に
く
い
の
で
、「
感
心
」
で
文
が
切
れ
る
も

の
と
し
て
右
の
よ
う
に
訳
し
た
。「
わ
き
が
た
く
」
の
「
わ
き
」（
分
き
）
は
、
カ
行
四
段
活

用
の
動
詞
「
分
く
」
の
連
用
形
で
、
判
詞
の
中
の
語
で
あ
る
か
ら
、
勝
ち
負
け
を
決
め
る
意

と
な
る
。



- 1 -

『
続
の
原
』
輪
講

桃
青
跋
文

発
表
日

平
成

年
月

日
担
当

佐
藤
勝
明

25

10

19

〈〈 〈〈
本

文
本

文
本

文
本

文
〉〉 〉〉

一
柳
軒
不
卜
の
ぬ
し
は
、
身
を
塵
境
に
随
ひ
せ
ま
り
て
、
心
ざ
し
は
雲
ゐ
る
や
ま
の
い
は
ね
を
た
ど

り
、
あ
る
は
よ
し
の
ゝ
花
に
笈
を
忍
び
、
湖
水
の
月
に
琵
琶
を
う
か
べ
て
、
風
雅
の
や
つ
こ
と
な
る

事
と
し
あ
り
。
こ
れ
よ
り
さ
き
も
集
顕
す
事
ふ
た
ゝ
び
に
及
と
い
へ
ど
も
、
春
秋
遠
く
、
雲
ゆ
き
雨

ほ
ど
こ
し
て
、
東
籬
の
菊
も
名
を
さ
ま
／
＼
に
、
唐
朝
の
牡
丹
も
花
し
べ
を
異
に
す
。
梅
の
侘
、
桜

の
興
も
、
折
に
ふ
れ
時
に
た
が
へ
ば
、
句
も
又
人
を
驚
し
む
。
猶
其
し
げ
き
林
に
入
て
、
花
の
か
の

き
よ
き
に
つ
き
、
い
ろ
こ
き
木
の
葉
を
ひ
ろ
ひ
て
、
左
右
に
わ
か
ち
て
、
積
て
四
節
と
な
す
。
判
士

よ
た
り
に
乞
て
、
我
も
其
一
に
し
た
が
ふ
。
ま
こ
と
や
、
楽
に
ゑ
ら
る
ゝ
も
の
ゝ
笛
を
ぬ
す
む
に
似

た
り
、
と
い
は
む
。
さ
れ
ど
も
、
青
鷺
の
目
を
ぬ
ひ
、
あ
ふ
む
の
口
を
戸
ざ
ゝ
む
こ
と
あ
た
は
ず
。

貞
享
う
の
と
し
、
筆
を
江
上
の
潮
に
そ
ゝ
ぎ
て
、
つ
ゐ
に
蕉
庵
雪
夜
の
と
も
し
火
に
対
す
。
桃
青
書

〈〈 〈〈
現
代

語
訳

現
代

語
訳

現
代

語
訳

現
代

語
訳

〉〉 〉〉

一
柳
軒
不
卜
の
主
は
、
身
を
俗
世
間
に
置
き
、
そ
の
習
い
に
従
っ
て
は
い
て
も
、
志
は
雲
の
か
か
る
山

の
岩
根
を
た
ど
る
よ
う
に
、
高
い
境
地
を
め
ざ
し
て
お
り
、
あ
る
時
は
笈
の
重
み
に
耐
え
つ
つ
吉
野
の

花
に
遊
び
、
あ
る
時
は
琵
琶
湖
に
舟
を
浮
か
べ
て
月
に
琵
琶
を
弾
じ
る
な
ど
、
風
雅
の
奴
と
し
て
長
年

。
、

、
を
過
ご
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
に
集
を
出
す
こ
と
が
二
度
あ
っ
た
と
は
い
え
そ
れ
も
昔
時
の
こ
と
で

そ
の
間
に
万
物
は
変
化
し
、
淵
明
が
詩
に
詠
ん
だ
菊
も
、
唐
朝
の
人
々
に
愛
さ
れ
た
牡
丹
も
、
名
や
姿

を
さ
ま
ざ
ま
に
違
え
て
い
る
。
梅
や
桜
の
興
趣
と
て
時
節
に
応
じ
て
変
わ
る
も
の
、
句
も
ま
た
新
し
い

見
方
を
示
し
た
も
の
は
、
人
を
驚
嘆
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
編
者
は
俳
諧
と
い
う
名
の
林
に
猶
も
入
り

込
み
、
余
情
と
表
現
力
に
富
ん
だ
句
を
拾
い
出
し
、
左
右
に
分
け
て
句
合
と
し
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
ま

と
め
た
。
判
士
を
四
人
に
依
頼
し
、
私
も
そ
の
一
人
と
し
て
列
に
連
な
っ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
、
故
事

に
い
う
「
楽
に
選
ら
る
る
者
の
笛
を
盗
む
に
に
た
り
」
と
は
こ
の
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
青
鷺
の
目

を
縫
い
、
鸚
鵡
の
口
を
閉
ざ
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
具
眼
の
論
者
に
は
す
べ
て
お
見
通
し
で
、

批
判
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

貞
享
丁
卯
の
年
、
筆
を
河
畔
の
潮
に
洗
い
、
雪
の
夜
の
芭
蕉
庵
で
灯
火
に
向
か
う
。

桃
青
書

＊
「

は
、
風

一
柳
軒
不
卜
」
は
『
続
の
原
』
の
編
者
で
あ
る
岡
村
不
卜
「
風
雅
の
や
つ
こ
」

。

集
顕
す
事
ふ
た
ゝ
び
」
は
、
不

雅
に
取
り
憑
か
れ
俳
諧
に
専
心
す
る
者
の
意
で
あ
ろ
う
「
。

卜
が
延
宝
六
年
に
江
戸
広
小
路

同
八
年
に
俳
諧
向
之
岡
を
刊
行
し
た
こ
と

雲
『

』
、

『
』

。「

」
『

』
「

」
、

ゆ
き
雨
ほ
ど
こ
し
て
は
易
経
の
雲
行
キ
雨
施
シ
テ
品
物
形
ヲ
流
ス
を
踏
ま
え

万
事
は
変
わ
る
こ
と
を
い
う
「
東
籬
の
菊
」
は
陶
淵
明
「
飲
酒
」
の
「
菊
ヲ
採
ル
東
蘺
ノ

。

下
」
を
踏
ま
え
る
「
唐
朝
の
牡
丹
」
は
周
茂
叔
「
愛
蓮
説
」
に
「
李
唐
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
世

。
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人
甚
ダ
牡
丹
ヲ
愛
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
人
が
好
ん
だ
牡
丹
の
意
。
江
戸
時
代
は
園

芸
が
流
行
し
、
品
種
改
良
に
よ
る
菊
・
牡
丹
な
ど
の
新
種
も
多
く
生
ま
れ
た
「
梅
の
侘
、

。

桜
の
興
も
、
折
に
ふ
れ
時
に
た
が
へ
ば
、
句
も
又
人
を
驚
し
む
」
は
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま

え
、
梅
・
桜
の
興
趣
も
時
節
に
応
じ
て
変
わ
る
の
だ
か
ら
、
句
も
改
良
を
重
ね
る
こ
と
で

人
を
驚
嘆
さ
せ
う
る
、
と
い
う
こ
と
か
。
あ
る
い
は
、
不
卜
の
句
や
不
卜
の
選
ん
だ
句
が

す
で
に
時
流
を
越
え
て
い
る
、
と
賞
賛
し
た
も
の
か
「
花
の
か
の
き
よ
き
に
つ
き
、
い
ろ

。

こ
き
木
の
葉
を
ひ
ろ
ひ
て
」
は
、
す
ぐ
れ
た
作
品
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
「
色
」
は
表

、

現
「
香
」
は
余
情
を
い
う
か
「
判
士
よ
た
り
」
は
本
書
の
句
合
に
判
を
施
し
た
素
堂
・

、
。

調
和
・
湖
春
・
桃
青
の
四
人
「
楽
に
ゑ
ら
る
ゝ
も
の
ゝ
笛
を
ぬ
す
む
」
は
、
斉
の
宣
王
が

。

三
百
人
の
楽
士
に
笛
を
吹
か
せ
た
際
に
、
実
力
の
な
い
南
郭
は
中
に
ま
ぎ
れ
て
ご
ま
か
し

た
と
い
う
「
南
郭
濫
吹
」
の
故
事
（
韓
非
子
）
に
よ
り
、
判
士
を
す
る
力
の
な
い
自
分

、
『

』

が
ま
じ
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
謙
遜
の
辞
「
青
鷺
の
目
を
ぬ
ひ
、
あ
ふ
む
の
口
を
戸
さ
ゝ

。

む
こ
と
あ
た
は
ず
」
は
、
よ
く
見
え
る
青
鷺
の
目
を
ふ
さ
ぎ
、
よ
く
し
ゃ
べ
る
鸚
鵡
の
口

を
閉
ざ
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
具
眼
の
読
者
、
論
の
立
つ
読
者
を
想
定

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
「
貞
享
う
の
と
し
」
は
貞
享
四
年
「
江
上
の
潮
に
」
は
隅
田
川
の

。
。

ほ
と
り
に
さ
し
て
来
る
潮
で
、
芭
蕉
句
に
「
名
月
や
門
に
指
く
る
潮
頭
（
芭
蕉
庵
三
ケ

」
『

月
日
記
）
が
あ
る
。

』


