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「軽

み
」
と

―
―
俳

諧

″く

（ノ

ろ

ぎ
〃

貞
門
の
時
代
か
ら
、
俳
論

・
俳
文

・
書
簡

。
発
句

・
付
句
な
ど
に
お
い
て
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
と
い
う
語
が
屡
々
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
用
例
を
検
す
る
に
、

き
わ
め
て
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
い
ま
そ
の
う
ち

で
俳
論
に
関
係
あ
る
も
の
を
分
類
し
て
み
る
と
、
次
の
五
つ
に
要
約
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

一
、
連
歌

・
俳
諾
が
共
同
制
作
の
文
学
た
る
所
以
を
座
と
の
関
縣
腎
畑
く
場
合

二
、
和
歌

・
連
歌
と
俳
諸
と
の
相
異
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
場
合

三
、
漢
詩
文
の
話
句
を
裁
入
れ
る
こ
と
や
そ
の
語
句
の
倍
屈
な
語
調
か
ら
脱
却

（
注
２
）

す
る
こ
と
を
説
く
場
合

四
、

「さ
び
」
を

ク変
質
″
と
し
て
把
え
る
漱
し
難
、
特
に
支
考
の
俳
論
の
な

か
で
、
そ
の
解
説
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
場
合

五
、

「軽
み
」
が
明
確
な
理
念
と
し
て
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
お
い

て
そ
の
方
向
を
示
す
場
合
、
ま
た
は
、

「軽
み
」
の
確
立
後
も
初
心
者
に
説

く
場
合

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
語
の
概
念
が
非
常
に
暖
味
で

漠
然
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
従

っ
て
、
あ
る
特
定
の
理
念
を
有
つ
、

自
立
し
た
俳
論
用
語
と
し
て
の
位
置
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
語
が
何
ら
特
別
な
意
味
を
有
た
な
い
、

お

い

て

―

―

八

亀

師

ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
で
あ

っ
て
、
こ
の
語
の

背
後
に
は
、
俳
諸
精
神
の
本
質
的
な
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
「
く
つ
ろ
ぎ
」
な
る
語
は
、
俳
諾
の
本
質
論
に
基
づ
き
な
が
ら
、

他
の
俳
論
用
語
や
俳
譜
理
念
を
説
明
し
、
理
会
せ
し
め
る
た
め
の
、
補
助
的

ｏ

脇
役
的
な
機
能
を
果
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
い
得
よ
う
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
四
段
活
用
の
連
用
形
を
用
い
て

「く
っ
ろ
ぎ
」
と
称
し

て
い
る
も
の
の
、
右
の
よ
う
な
前
提
の
あ
る
こ
と
を
最
初
に
こ
と
わ
っ
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
注
の
２
●
３
に
も
記
し
た
よ
う
に
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
用
例
の
う
ち

二
・
三
。
四
に
つ
い
て
は
既
に
別
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
一

と
五
と
を
中
心
に
し
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

一

貞
門
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い
る

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
例
は
、
伝
統
的
な
和
歌

・

連
歌
の
有
し
て
い
る
窮
屈
さ
か
ら
脱
れ
る
と
こ
ろ
に
俳
諸
の
特
質
が
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

誹
譜
は
連
歌
座
心
つ
ま
り
た
る
を
く
つ
ろ
げ
ん
慰
み
に
古
人
の
せ
ら
れ
し

の

座

と

の

関

係

に

勝



か
ば
云
々

（
天
水
抄
、
傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）

こ
れ
は
、
俳
諧
が
、
連
歌
に
比
し
て
、
自
由
で
拘
束
性
の
少
な
い
も
の
で
あ
る

べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
と
も
に
座
に
お
け
る
共
同
制
作
の
文

学
で
あ
る
と
は
い
え
、
後
者
が
和
歌
の
伝
統
を
継
承
し
た
純
正
な
も
の
で
あ
る

が
ゆ
え
の
窮
屈
さ
を
有

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
自
由
に
の
び
の
び
と

行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
俳
諸
た
る
所
以
の
あ
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
俳
諾
を
慰
み
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
連
歌
と

の
相
異
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
為
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

れ
と
同
じ
基
盤
の
上
に
立

っ
て
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

（注
４
）

で
あ

る
。

つ
い
で
、

『
御
傘
』
の

「寺
」
の
項
の
解
説
の
一
部
に
、

釣
鐘
は
元
来
尺
教
よ
り
出
た
れ
共
、
在
郷
に
も
、
又
城
瑯
に
も
、
社
頭
に

も
、
用
心
の
た
め
、
時
を
知
ら
ん
た
め
つ
り
置
ゆ
へ
に
、
新
式
に
も
尺
教

の
具
に
不
レ
入
。
然
ば
、　
尺
教
に
ハ
あ
ら
ざ
る
と
つ
よ
く
お
も
ひ
す
ま
し

て
す
れ
ば
、
連
誹
く、
つ、
ろ、
ぎ、
て
興
出
来
も
の
也
。
指
合

ハ
当
座
の
許
論
を

や
め
ん
が
た
め
と
あ
れ
ば
、
た
と
ひ
定
り
た
る
さ
し
合
な
り
共
、
少
々
の

事

ハ
き
ら
は
ぬ
が
よ
き
を
云
々

と
記
さ
れ
て
い
る
。
釈
教
の
語
句
は
、
連
俳
に
お
い
て
は
特
別
な
心
得
を
要
す

る
け
や
け
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
い
ろ
ん
な
制
約
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
実
際
に
制
作
す
る
に
当

っ
て
は
、
あ
ま
り
神
経

質
に
拘
泥
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
式
的
に
式
目
に

拘
泥
し
す
ぎ
る
こ
と
の
弊
害
を
、
連
歌

・
俳
諸
の
両
方
に
わ
た
っ
て
説
く
と
き

に
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
な
る
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
理
会
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
歌
と
俳
諾
と
の
相
異
を
述
べ
る
と
き
に

「く
つ
ろ
ぎ
」
を

用
い
る

『
天
水
抄
』
の
文
言
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
共
同
制
作
の
文
学
、
そ
れ

も
特
に
俳
諸
に
お
い
て
は
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
精
神
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を

説
い
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
注
目
す
べ
き
は
右
の
解
説

を
為
す
に
当

っ
て
、
「座
」
「会
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
、
連
衆
相
互
の
有
機
的

な
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
前
掲
の
資
料
の

な
か
に
も
、
「座
心
」
（
天
水
抄
）、
「当
座
」
（御
傘
）
と
あ
る
通
り
で
あ
る
し
、

さ
ら
に
、
『
御
傘
』
の
同
じ

「寺
」
の
項
に
、

又
、
無
言
に
寺
の
打
越
に
鐘
と
す
べ
か
ら
ず
と
あ
り
。
是
も
さ
や
う
に
い

ひ
を
し
ゆ
れ
バ
、
未
練

・
初
心
の
人
は
気
味
わ
ろ
く
、
あ
や
ぶ
ミ
て
、
付

度
句
を
え
付
ぬ
故
に
、
連
誹
す
く
み
て
、
会
も
を
ぞ
く
成
な
り
。

と
か
、あ

ま
り
こ
ま
か
な
る
せ
ん
さ
く
は
、
俳
諸
し
に
く
く
な
り
て
、
座
の
興
す

く
な
き
も
の
な
り
。

な
ど
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
し
得
よ
う
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
連
衆
の
心
理
的
な
緊
張
感
が
俳
諧
の
制
作
過
程
や
作

品
そ
の
も
の
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
恐
れ
、
そ
れ
を
避
け
て
、
座
の
興
を

保
つ
た
め
に
、
式
目
を
ゆ
る
や
か
に
し
よ
う
と
さ
え
す
る
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
る
。
そ
の
心
理
的
な
側
面
が

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
精
神
で
あ
り
、
こ
れ
が
貞
門

に
お
け
る

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

貞
門
の
俳
論
に
お
け
る
、
右
の
よ
う
な

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
精
神
は
、
談
林
の

俳
論
に
は
全
く
う
け
つ
が

（
れ
げ
ン
蕉
門
以
後
に
な
っ
て
再
び
さ
か
ん
に
と
り
あ

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

じ
だ
ら
く
に
寝
れ
ば
涼
し
き
夕
哉

さ
る
み
の
撰
の
時
、　
一
句
の
入
集
を
願
ひ
て
、
数
句
吟
じ
来
れ
ど
取
べ
き

な
し
。　
一
夕
先
師
の
、
い
ざ
く
つ
ろ
ぎ
給
へ
、我
も
臥
な
ん
と
の
給
ふ
に
、

御
ゆ
る
し
候
へ
、
じ
だ
ら
く
に
居
れ
ば
涼
し
く
待
る
と
申
。
先
師
日
、
是



ほ
句
也
、
と
。
今
の
句
に
つ
く
り
て
入
集
せ
よ
と
の
給
ひ
け
り
。

（去
来

抄
）

こ
れ
は
、
佳
句
を
泳
ん
で
、
入
集
の
栄
に
浴
そ
う
と
す
る
意
識
が
働
く
と
、
そ

れ
が
か
え
っ
て
妨
げ
と
な
っ
て
佳
句
が
で
き
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
句
を
詠
む
と
き
の
心
理
状
態
を
い
か
に
保
つ
べ
き
か
と
い
う
こ
と
や
、
芭

蕉
が
作
者
の
心
理
状
態
を
う
ま
く
は
ぐ
し
て
ゆ
く
過
程
な
ど
が
う
か
が
わ
れ
て

興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
発
句
の
場
合
で
あ
る
が
、
連
句
の
場
合
に
も

次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

今
の
世
に
て
口
利
く
大
夫
の
う
ち
に
、
こ
れ
ほ
ど
道
成
寺
を
こ
な
す
べ
き

人
あ
る
ま
じ
く
覚
ゆ
る
也
。
其
か
た
ち
は
と
も
あ
れ
、　
一
体
が
わ
が
も
の

ヽに
ヽな

ヽり
済
し
て
ゐ
る
也
。
外
の
も
の
を
す
る
と
か
は
る
事
な
し
。
故
に
く、

つ
ろ
ぎ
有
て
面
白
し
。
道
成
寺
の
場
か
ず
専
助
ほ
ど
つ
と
め
し
者
あ
ら

じ
。
た
れ
に
て
も
あ
れ
、
ス
ワ
道
成
寺
也
と
心
の
あ
ら
た
ま
ら
ぬ
者
あ
ら

じ
。
是
く
つ
ろ
ぎ
を
失
ふ
処
な
る
べ
し
と
申
さ
れ
し
と
也
。
し
か
ら
ば
、

俳
席
に
て
も
、
は
い
か
い
に
心
あ
ら
た
ま
ら
ず
、
く、
つ、
ろ、
ぎ、
あ
り
た
き
も

の
な
り
と
か
た
ら
れ
し
。

（
は
い
か
い
袋
）

「道
成
寺
」
と
い
う
大
き
な
演
目
を
演
ず
る
と
き
、
あ
ら
た
ま
つ
た
気
持
に
な

る
あ
ま
り
に
く
つ
ろ
ぎ
を
失
い
、
演
者
は
充
分
に
こ
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
従

っ
て
、
観
客
も
充
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
結
果
を
招
き
や
す
い
危
険
性

の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
俳
席
に
も
あ
て
は
め
て
、
俳
諸
師

が
過
度
の
緊
張
感
を
持
つ
こ
と
を
戒
じ
め
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に

「場
か
ず
を
つ
と
め
る
」
と
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

「座
劫
を
つ
む
」
こ
と
が

「く
つ
ろ
ぎ
」
を
得
る
ひ
と
つ
の
要
件
で
あ
る
こ
と
も
理
会
さ
れ
る
。

右
の
資
料
は
、
か
な
り
時
代
の
下

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
の

精
神
が
そ
の
根
抵
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

「く
つ
ろ

ぎ
」
の
語
こ
そ
用
い
て
は
い
な
い
が
、
芭
蕉
が

「妙
句
に
一
座
を
屈
し
さ
せ
ん

よ
り
は
、
麓
句
に
そ
の
座
の
興
を
調
へ
よ
」

（
山
中
間
答
）
と
語

っ
た
り
、
恋

の
句
を
は
じ
め
と
し
て
式
目
に
は
寛
大
な
態
度
を
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
気

・
拍
子

・
機
嫌
に
乗
せ
て
詠
む
べ
き
こ
と
を
説
い
た
り
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う

な
考
え
方
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二

さ
て
、
右
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
き
た

「く
つ
ろ
ぎ
」
は
、
芭
蕉
の
晩
年
の

俳
諸
理
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「軽
み
」
を
説
く
に
当

っ
て
も
、　
一
つ
の
役
割
を

演
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「軽
み
」
と
い
う
語
が
既
に
元
禄
三
年
ご
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
て
、
こ
の

こ
ろ
か
ら
芭
蕉
の
頭
の
中
で
は
、
俳
諧
の
新
し
い
方
向
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
の

話
い
犠
〔
ｒ
牡
「
¨
独
い
】
嘲
い
「
膨
¨
〔
げ
噺
嘲

あ
（
五

権
り
囃

下 （）
勧
〔
期
は

提
と
し
て
、

「軽
み
」
と

「く
つ
ろ
ぎ
」
と
の
連
関
を
推
測
せ
し
め
る
資
料
を

い
く
つ
か
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
元
禄
三
年
十
二
月
の
句
空
宛
書
簡
の
な
か
で
、
芭
蕉
は
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

何
と
ぞ
風
雅
の
た
す
け
に
も
な
り
、
且
は
道
建
立
の
心
に
て
、
言
葉
つ
ま

り
た
る
時
を
く
つ
ろ
げ
る
味
に
而
、
折
々
集
を
出
し
候
処
に
、
三
年
昔
の

風
雅
只
今
出
し
候
半
は
、
跡
矢
を
射
る
ご
と
く
な
る
無
念
而
巳
に
候
。

こ
れ
は
、
芭
蕉
の

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
用
例
の
う
ち
、
年
代
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
も
の
の
な
か
で
は
最
も
古
い
も
の
で
あ

っ
て
、
前
掲
の

『
去
来
抄
』
の
例
と

時
期
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、　
ど
一年
昔
の
風
雅
」
が
具

体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。　
ど
一年
者
」
が
正
確
に
三
年



前
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
古
風
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ご
く
素
直
に
解
す
れ
ば
、
漢
詩
文
口
調

の
倍
屈
さ
か
ら
虚
脱
し
て
、
理
念
と
し
て
の

「わ
び
」
。
「
さ
び
」
や
付
合
の
手

法
と
し
て
の

「
に
は
ひ
」
を
完
成
さ
せ
る
時
期
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
と

「軽
み
」
と
の
関
係

が
非
常
に
濃
厚
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
理
由
で
そ
の
結
論
を
急

ぐ
こ
と
が
危
険
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
、
詞
の
信
屈

・
晦
渋
さ
か

ら
脱
れ
る
こ
と
や
俳
諸
の
停
滞
を
破
り
、
新
味
を
追
求
す
る
こ
と
が

「く
つ
ろ

ぎ
」
と
連
関
を
有
し
て
い
る
事
実
と
、
元
禄
三
年
冬
に

「く
つ
ろ
ぎ
」
を
用
い

て
い
る
事
実

（
こ
れ
も
厳
密
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
当
時
ま
で
の
折
々
の
撰
集

の
意
図
は

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
た
め
で
あ
っ
た
と
、
元
禄
三
年
に
自
ら
評
価
し
て

い
る
事
実
）
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
も
よ
い
。

次
に
、
元
禄
五
年
の
去
来
宛
芭
蕉
書
簡
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
、
此
方
、
俳
諸
之
体
、
屋
敷
町

・
裏
屋

・
背
戸
屋

・
辻
番

・
寺
方
ま
で

点
取
は
や
り
候
。
尤
点
者
共
之
為
に
は
悦
に
て
可
有
御
座
候
へ
共
、
さ
て

ノ
ヽ
浅
ま
し
く
な
り
下
り
候
。
中
ノ
ヽ
新
し
み
な
ど
、
か
ろ
み
の
詮
儀
お

も
ひ
も
よ
ら
ず
、
随
分
耳
に
立
事
、
む
つ
か
し
き
手
帳
を
こ
し
ら
へ
、
礫

ｏ
獄
門
巻
ノ
ヽ
に
云
散
ら
し
、
あ
る
は
古
き
姿
に
手
お
も
く
、
句
作

一
円

き
か
れ
ぬ
事
に
て
御
座
候
。

こ
の
な
か
に
は
、
い
ろ
ん
な
要
素
が
混
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
俳
譜
の
極
端

な
卑
俗
化
の
問
題
、
趣
向
や
句
作
の
問
題
、
日
調
や
用
語
の
問
題
、
そ
し
て
新

古
の
論
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
卑
俗
化
の
問
題
を
除
い
て
は
、
句
空
宛
書

簡
と
き
わ
め
て
近
い
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
句
空

宛
の
も
の
で
は

「く
つ
ろ
ぎ
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は

「
か
ろ
み
」
と

な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
両
語
の
間
に
何
ら
か
の
相
関
関
係
の
あ
る

こ
と
を
推
測
せ
し
め
る

一
つ
の
資
料
と
は
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、

『
俳
諾
間
答
』
で
は
、

師
の
日
ク
、
当
時
諸
門
弟
並

二
他
門
共

二
俳
諧
憧

二
し
て
、
畳
の
上
二
座

し
、
釘
か
す
が
い
を
以
て
か
た
く
し
め
た
る
が
ご
と
し
。
こ
れ
名
人
の
あ

そ
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。

（中
略
）
名
人

ハ
あ
や
ふ
き
所

二
あ
そ
ぶ
。
俳
諾
か

く
の
ご
と
し
。
仕
損
ず
ま
じ
き
心
、
あ
く
ま
で
あ
り
。
是
レ
下
手
の
心

ニ

し
て
上
手
の
腸
に
あ
ら
ず
。

と
い
う
、
有
名
な
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「俳
諾
憧

二
し
て
、
…
…

か
た
く
し
め
た
る
が
ご
と
し
」
や

「仕
損
ず
ま
じ
き
心
」
と
い
う
の
は
、
冒
頭

に
座
の
く
つ
ろ
ぎ
の
こ
と
を
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「く

つ
ろ
ぎ
」
と
は
全
く
逆
の
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う

「当
時
」
と
い
う
の
が

い
つ
を
指
し
て
い
る
の
か
も
分
明
で
は
な
い
が
、
許
六
の
記
す
る
と
こ
ろ
に
よ

［
腋
鍵
峰
れ
一
中
蘇
に
評
わ
誨

つ 月
た
（
尽

劉
赫
（
脚
朔
「
一
け
一
ギ
州
”
わ
疇
赤
裁

と
す
る
と
、
前
掲
の
去
来
宛
書
簡
の
翌
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
は

「軽
み
」
の
理
念
が
す
で
に
明
確
な
形
を
と
り
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
や
は
り
、

「軽
み
」
と

「く
つ
ろ
ぎ
」
と
の
連
関
を
座
の
観
点
か
ら
推
測

す
る
資
料
と
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
元
禄
六
年
夏
、
芭
蕉
は

「
ほ
と
ヽ
ぎ
す
声
横
た
ふ
や
水
の
上
」
と
い

う
句
を
詠
ん
で
い
る
が
、
初
案
の

「
一
声
の
江
に
横
た
ふ
や
ほ
と
ヽ
ぎ
す
」
と

い
ず
れ
を
採
る
べ
き
で
あ
る
か
を
門
人
に
も
た
ず
ね
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の

間
の
消
息
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

水
光
接
レ
天
白
露
横
レ江
の
字
、
横
、
句
眼
な
る
べ
し
や
。
ふ
た
つ
の
作
い

ず
れ
に
や
と
推
敲
難
レ定
処
、
水
沼
氏
浩
徳
と
云
者
吊
来
れ
る
に
、
か
れ
物

定
の
は
か
せ
と
な
れ
と
、
両
句
評
を
乞
。
浩
日
、
横
江
の
句
文
に
対
し
て



考
レ之
時

ハ
、
旬
量
尤
も
い
み
じ
か
る
べ
け
れ
ば
、
江
の
字
抜
て
、
水
の
上

と
く
つ
ろ
げ
た
る
に
は
ひ
よ
ろ
し
き
方

二
お
も
ひ
付
べ
き
の
条
申
出
候
。

（剤
口
宛
芭
蕉
書
簡
、
元
禄
６
●
４
・
２９
）

江
の
字
を
抜
い
て
水
の
上
と
く
つ
ろ
げ
た
理
由
は
、
浩
徳
の

（
半‐
晰
れ
ょ
れ
ば
、

「句
量
尤
い
ミ
じ
か
る
べ
け
れ
ば
」
で
あ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
句
量
い
み

じ
き
状
態
は
、
句
体
の
重
く
る
し
い
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
く

つ
ろ
げ
る
こ
と
は
、

「軽
み
」
を
希
求
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
て
い
る
と
解
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
支
考
は

『
十
論
為
弁
抄
』
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
あ
と
案
じ
込
む

一
念
の
気
を
い
さ
ヽ
か
も
胸
よ
り
下
に
お
ろ
さ
ず
、
目

に
見
え
、
耳
に
聞
ゆ
る
も
の
を
と
ら
へ
て
、
お
よ
そ
十
句
も
十
句
も
、
た

と
へ
ば
五
十
詢
も
百
酌
も
、
初
念
の
調
子
を
失
ふ
べ
か
ら
ず
。
さ
れ
ど
、

五
七
句
の
間
に
て
お
も
げ
て
理
味
に
落
入
る
時
あ
り
。
其
時
は
す
み
や
か

に
や
め
て
、
酒
に
も
茶
に
も
其
気
を
転
す
べ
し
。
と
か
く
に
俳
諾
の
し
づ

む
日
は
、
そ
の
句
を
か
ぎ
り
に
し
ま
ふ
べ
き
也
、

俳
譜
の
座
に
お
い
て
、
連
衆
が
う
ま
く
拍
手
に
乗

っ
て
詠
む
こ
と
が
で
き
な
い

状
態
に
陥

っ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
興
行
を
中
止
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際

「
お
も
げ
る
」

「
し
づ
む
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
明
ら
か
に

「軽
み
」
に
反
す
る
も
の
で
、

「く
つ
ろ

「
ぎ

肝
』
『
［
％

しヽ 所
つ
い
ｔ
は
ほ
ら
い
」
な

書
（
と

は
面
ぃ
¨
『
「
一
場
」
デ
れ

し ヵ、
銀

「軽
み
」
と
の
関
係
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

スυ
。さ

ら
に
、
時
代
は
か
な
り
下
る
こ
と
に
な
る
が
、
山
斎
は

『
七
部
婆
心
録
』

に
お
い
て
、

延
宝

・
天
和
の
間
は
翁
も
工
夫
最
中
に
て
未
だ
開
け
ず
。
冬
の
日
に
漸
う

定
ま
り
け
れ
ば
、
作
未
だ
頑
也
。
夫
よ
り
段
々
に
和
ら
ぎ
て
、
猿
み
の
に

全
く
調
ひ
、
炭
俵
に
軽
み
顕
れ
た
れ
ば
、
弥
々
軽
か
ら
む
こ
そ
、
正
風
の

本
意
な
れ
。

と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

『
冬
の
日
』
に
残
っ
て
い
た
倍
屈
な
口
調

か
ら
、
和
ら
ぐ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
風
俳
諧
は

『猿

蓑
』
で
完
成
し
、
『
炭
俵
』
の
「軽
み
」
に
移
行
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の

「和
ら
ぎ
」
は
、
注
４
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
と

は
き
わ
め
て
近
い
語
義
を
有
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、

「く
つ
ろ
ぎ
」

は

「軽
み
」
へ
の
移
行
の
過
程
に
お
い
て
、　
一
つ
の
重
要
な
働
き
を
有

っ
て
い

た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
支
考
の

「今
宵
賦
」
を
掲
げ
て
お
く
。
こ
れ
は
、

「夏
の
夜
や
崩

て
明
し
冷
し
物
」
を
発
句
と
す
る
歌
仙

∩
続
猿
蓑
』
所
収
）
の
前
書
と
な
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

た
ま
／
ヽ
か
た
り
な
せ
る
人
さ
へ
、
さ
ら
に
人
を
興
ぜ
し
め
む
と
に
あ
ら

ね
ば
、
あ
な
が
ち
に
弁
の
た
く
み
を
も
と
め
ず
、
唯
本
の
水
に
し
た
が
ひ

水
の
魚
を
す
ま
し
む
る
た
と
へ
に
ぞ
侍
り
け
る
。

（中
略
）
そ
の
交
の
あ

は
き
も
の
は
、
砂
川
の
岸
に
小
松
を
ひ
た
せ
る
が
ご
と
し
、
深
か
ら
ね
ば

す
ご
か
ら
ず
。
か
つ
味
な
う
し
て
人
に
あ
か
る
ヽ
な
し
。
幾
年
な
つ
か
し

か
し
か
り
し
人
ノ
ヽ
の
、
さ
し
む
き
て
わ
す
る
ゝ
に
に
た
れ
ど
、
お
の
づ

か
ら
よ
ろ
こ
べ
る
色
、
人
の
顔
に
う
か
び
て
、
お
ぼ
え
ず
鶏
晴
て
月
も
か

た
ぶ
き
け
る
也
。

こ
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
比
喩
的
な

（
表
瑚
翫
、

『
別
座
鋪
』
序
や
去
来
の

不
玉
宛
論
書
な
ど
の

「軽
み
」
の
比
喩
的
表
現
と
き
わ
め
て
近
い
類
似
性
を
示

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
念
頭
に
し
て

「交
の
あ
は
き
も
の
」
と
い



う
文
言
を
勘
考
す
る
と
、
俳
諸
の
座
と

「軽
み
」
と
が
関
連
を
有
し
て
い
る
こ

と
が
理
会
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三

以
上
、

「く
つ
ろ
ぎ
」、
「軽
み
」、　
俳
諸
の
座
に
関
す
る
資
料
を
い
く
つ
か

引
い
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
、

「軽
み
」

の
風
体
が
、

『
猿
蓑
』
後
の
蕉
風
俳
諸
の
進
む
べ
き
方
向
と

し
て
自
覚
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
ま
だ
お
お
よ
そ
の
輪
郭
を
有
つ
だ
け
で
あ

っ
て
、
明
確
な
理
念
と
し
て
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
、
そ
の

方
向
を
示
す
こ
と
ば
と
し
て
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
な
る
語
が
用
い
ら
れ
た
の
で

は
な
い
か
。

二
、
そ
の
際
、
芭
蕉
は
、
共
同
制
作
の
文
学
と
し
て
の
連
歌

・
俳
諸
の
特
質
と

両
者
の
相
異
と
を
、
貞
門
時
代
の
意
識
に
も
う

一
度
立
一戻
っ
て
想
起
し
、
わ

び

ｏ
さ
び

ｏ
に
は
ひ
と
い
う
と
こ
ろ
で
固
定
化
し
、
情
趣
化
し
よ
う
と
し
て

い
る
傾
向
を
打
破
せ
ん
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が

「く
つ
ろ
ぎ
」
と

い
う
語
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、
そ
れ
は
単
に
、
新
味
を
追
求
す
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

『猿
蓑
』
で

一
つ
の
完
成
を
み
た
蕉
門
俳
諸
が
、
出
座
し
た
連
衆
に
緊
張
感
を
持
た
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
折
の
反
省
か
ら
来
て
い
る

と
考
え
て
よ
い
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
横
沢
三
郎
氏
が
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
。
同
氏
は
、

芭
蕉
の
に
は
ひ
附
は
、
物
附
や
心
附
よ
り
も
前
句
と
後
句
と
の
開
き
が
大
き
く

独
自
の
世
界
を
主
張
し
つ
つ
、
し
か
も
連
け
い
を
保
と
う
と
す
る
故
、　
一
種
の

芸
術
的
な
緊
張
感
を
伴
な
う
、
と
述
べ
た
後
、

然
る
に

「
か
る
み
」
の
俳
諧
の
代
表
的
な
も
の
と
目
さ
れ
て
ゐ
る
『
炭
俵
』

の
附
合
を
み
る
の
に
、
さ
う
し
た
緊
張
感
は
む
し
ろ
虚
脱
し
て
、
な
だ
ら

か
な
く

つ
ろ
ぎ
が
感
ぜ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

貧
俳
譜
の
研
究
』

一
二
〇

頁
）

と
言
わ
れ
る
。
同
氏
は

「軽
み
」
と

「く
つ
ろ
ぎ
」
と
の
関
係
を
考
察
し
て
お

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

「軽
み
」
の
な
か
に
、
な
だ
ら
か
な
、
く
つ
ろ
い
だ
感

じ
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
ら
れ
る
が
、
両
者
に
何
ら
か
の
つ
な

が
り
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
論
考
と
し
て
、
私
に
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

多
い
も
の
で
あ
る
。

四
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
な
る
、
ご
く
日
常
的
な
こ
と
ば
で
以
て
俳
諾
を
説
く
こ
と

は
初
心
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
理
会
を
助
け
る
た
め
に
有
効
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

「軽
み
」
の
理
念
が
確
立
し
た
後
も
、
こ
の
語
は
、
初
心
者
む
け

の
解
説
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
推
定
し
て
よ
い
か
。

た
だ
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も

一
言
し
て
お
く
な
ら
ば
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
精

神
が
俳
譜
に
お
い
て
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
説
く
と
、　
一
方
で
は
、

こ
れ
だ
け
が
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
ふ
う
に
誤
解
さ
れ
る
危
険
性
が
多
分
に
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
去
来
宛
の
芭
蕉
書
簡
に
あ
る

「浅
ま
し
く
な
り
下
」
っ
た
状

態
が
そ
れ
で
あ
る
。

『
三
冊
子
』
に
、

俳
諸
に
お
も
ふ
所
あ
り
。
能
書
の
物
書
る
や
う
に
行
む
と
す
れ
ば
、
初
心

道
を
そ
こ
な
ふ
所
あ
り
と
い
へ
り
。
い
か
な
る
所
ぞ
と
と
へ
ど
も
、
し
か

ス
ヽ
と
も
こ
た
へ
給
は
ず
、
其
後
句
を
心
得
見
る
に
、
く、
つ、
ろ、
ぎ、
一
位
有
。

高
く
位
に
乗
じ
て
自
由
を
ふ
る
は
ん
と
根
ざ
し
た
る
詞
な
ら
ん
か
末
弟
の

迷
ひ
て
道
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ん
事
を
、
な
に
か
に
つ
け
て
心
に
こ
め
て
つ

ヽ
し
み
の
こ
と
ば
也
。

と
あ
る
が
、

「く
つ
ろ
ぎ

一
位
有
」
と
い
う
文
言
は
、
高
悟
帰
俗
説
や
俗
談
平



話
説
の
提
示
の
方
法
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、　
一
方
で
は
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
精
神
で
詠
ま
れ
た
句
も
、
高
い
位
を
有
ち

得
る
こ
と
を
説
く
こ
と
と
併
せ
て
、
他
方
で
は
、　
一
偏
の
み
を
信
じ
て
堕
落
し

て
し
ま
い
や
す
い
初
心
者
の
誤
り
を
正
そ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
為
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
俳
諸
間
答
』
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
あ
や
ふ
き

所
に
あ
そ
ぶ
名
人
と
は
、
こ
の
二
つ
の
調
和
を
う
ま
く
為
し
得
た
俳
譜
師
の
謂

に
他
な
ら
な
い
。

俳
論
の
性
格
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
談
の
な
さ
れ
た
時
期
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
管
見
に
入
っ
た
資
料
に
も
と
づ
い
て
、

「軽
み
」
と

「く
つ
ろ
ぎ
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、　
一
つ
の
仮
説
と
し
て
卑
見
を
述
べ
た
。

本
稿
で
は
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
を
他
の
俳
論
用
語
や
俳
諸
理
念
の
補
助
的
な
役
割

を
担
う
も
の
と
し
て
論
を
進
め
た
の
で
あ
る
が
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
精
神
そ
の

も
の
が
俳
諧
に
お
い
て
は
高
い
位
を
占
め
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を

一

方
で
は
持

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

（
昭
和

４７
・
・１

・
２９
）

（南
山
大
学
助
教
授
）

付
記
　
本
稿
の
要
旨
は
、
昭
和
４７
・
■
・
４
日
に
日
本
近
世
文
学
会
秋
季

大
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
。

（注
１
）

和
歌

・
連
歌
に
対
し
て
、
俳
諸
が
庶
民
に
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
き
に
い
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
用
語
の
自
由
化

素
材
の
拡
大
、
趣
向
の
卑
俗
化
な
ど
と
密
接
な
連
関
を
有
す
る
。

（注
２
）

談
林
調
か
ら
脱
却
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
蕉
門
で
も
採
用
し
た
漢

詩
文
調
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
漢
詩
文
の

世
界
や
語
句
を
俳
譜
に
摂
取
す
る
と
き
、
音
を
訓
に
改
め
る
と
き

（漢
語
を

和
語
に
改
め
る
と
き
）、　
語
調
の
な
だ
ら
か
を
保
つ
べ
き
こ
と

を
説

く
と

き
、
助
詞

「
の
」
の
機
能
を
説
く
と
き
、
な
ど
の
広
き
に
わ
た
る
。
注
１
・

２
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「『
く
つ
ろ
ぎ
』
考
」
∩
ア
カ
デ
ミ
ア
」
第
七
十
六

集
、
昭
和
４５

・
３
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（注
３
）

栗
山
理

一
氏
は

「俳
句
本
質
論
の
批
判
」
貧
俳
句
批
判
』
所
収
）
に

お
い
て
、

「さ
び
」
を
変
質
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
き
わ
め
て
近
い

発
想
を
し
て
い
る
の
が
支
考
で
あ

っ
て
、
明
ら
か
に

「く
つ
ろ
ぎ
」
は

「さ

び
」
を
説
く
た
め
の
補
助
的
な
役
割
を
担

？
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

拙
稿

「『
く
つ
ろ
ぎ
』
考
」
国

（「
ア
カ
デ
ミ
ア
」
第
九
十
二
集
、
昭
和
４８

ｏ
３
発
行
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（注
４
）

す
で
に
旧
稿
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め

て
記
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、

「
く
つ
ろ
ぎ
」
と
非
常
に
近
い
語
に

「や
は
ら

ぎ
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
語
の
使
用
例
で
重
な
ら
な
い
の
は
、

古
今
序
の

「男
女
の
仲
を
も
や
は
ら
げ
」
を

「男
女
の
仲
を
も
く
つ
ろ
げ
」

と
は
い
わ
な
い
こ
と
を
唯

一
の
例
外
と
す
る
、
と
言

っ
て
よ
い
。
『
天
水
抄
』

に
お
い
て
も
、

「誹
譜
も
又
連
歌
を
や
わ
ら
げ
た
れ
ば
、
其
徳
連
歌
に
同
じ

と
云
事
愚
也
。
弥
増
の
徳
あ
な
り
」
と
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
な
お
、
こ

れ
も
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
と
、
こ
の
両
語
の
融
通
性
が
最
も
自
在
で
あ
る

の
は
支
考
の
俳
論
で
あ
る
。

（注
５
）

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
が

一
は
、
座
に
対
す
る
意
識
の
変
化
で
あ
る
。
連
歌
時
代
に
成
立
し
、
貞
門
の

俳
諸
に
お
い
て
俳
諸
的
な
展
開
を
み
せ
た
座
の
意
識
は
、
談
林
の
俳
諾
に
な

る
と
明
ら
か
に
一
つ
の
頓
挫
の
時
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
座
に
対
す
る
意

識
が
稀
薄
に
な
れ
ば
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
の
精
神
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

も
当
然
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
は
、
通
俗
性
に
対
す
る
考
え
方



の
相
異
で
あ
る
。
談
林
の
俳
譜
は
、

「く
つ
ろ
ぎ
」
な
ど
と
い
う
、
生
ぬ
る

い
も
の
で
は
満
足
で
き
な
い
ほ
ど
の
自
由
さ

ｏ
奔
放
さ
を
希
求
し
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で
は
こ
の
語
に
対
す
る
顧
慮
が
な
く
な
っ
た
の
も
当
然
の
帰
結

で
あ
ろ
う
。
蕉
門
で
再
び
こ
の
語
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
前
記
の
二
つ

の
こ
と
が
ら
に
対
す
る
再
評
価
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（注
６
）

頴
原
退
蔵
氏

「軽
み
の
真
義
」

（注
７
）
　

「其
後

（元
禄
六
年
）
、
三
月
尽
の
日
よ
り
卯
月
の
三
四
日
ま
で
予

が
宅
に
入
て
逗
留
し
玉
ふ
。
昼
夜
俳
談
を
き
く
。
其
時
翁
ノ
云
、
明
日
衣
更

也
。
句
あ
る
べ
し
。
き
か
む
、
と
い
へ
り
。
か
し
こ
ま
っ
て
、
三
四
句
吐
出

と
い
へ
共
、
師
の
本
意
に
叶

ハ
ず
」
と
あ
っ
て
、
本
文
に
引
用
し
た
個
所
が

続
い
て
い
る
。

（注
８
）

こ
の
書
簡
は

『笈
日
記
』
に
は
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、

『笈
日
記
』
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い

『
三
冊
子
』
に
も
、
こ

の
逸
話
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「句
量
尤
も
い
ミ
じ
け
れ
ば
」
の

部
分
は
落
ち
て
い
る
。
そ
の
理
由
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
は
不
明
で

あ
る
。
ま
た
、
許
六
は

『篇
突
』
に
お
い
て
、
二

声
の
」
の
方
を
よ
し
と

し
、

「水
の
上
」
は

多俗
の
よ
ろ
こ
ぶ
い
ろ
へ
結
び
″
で
あ
る
と
言

っ
て
い

る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。　
一
は
浩
徳
に
対
抗
意
識
で
あ

り
、
他
は

「軽
み
」
に
対
す
る
許
六
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、

別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

（注
９
）
　
「
一
、
段
々
句
の
す
が
た
重
く
利

（理
）
に
は
ま
り
、
六
ケ
敷
旬
の

道
理
入
ほ
が
に
罷
成
候

へ
ば
、
皆
只
今
迄
の
句
体
打
捨
、
軽
く
や
す
ら
か
に

不
断
り
言
葉
に
て
致
べ
し
」

（注
１０
）
　

「翁
今
思
ふ
体
は
、
浅
き
砂
川
を
見
る
ご
と
く
、
句
の
形

。
付
心
と

も
に
軽
き
な
り
。
其
所
に
至
り
て
意
味
あ
り
、
と
侍
る
。」

（別
座
舗
序
）。

「翁
日
、
当
時
ノ
俳
譜

ハ
梨
子
地
ノ
器
二
高
蒔
絵
カ
キ
タ
ル
ガ
ゴ
ト
シ
。
テ

イ
ネ
イ
美
ツ
ク
セ
リ
ト
雖
モ
、
ヤ
ウ
ヤ
ク
飽
之
。
予
問
人

ハ
桐
ノ
器
ヲ
カ
キ

合

ニ
ヌ
リ
タ
ラ
ン
ガ
如
ク
、
ザ
ン
グ
リ
ト
荒
ビ
テ
句
作
ス
ベ
シ
。

（中
略
）

鴻
雁
の
羹
フ
ス
テ

ヽ
芳
草
ノ
汁
フ
ス
ヽ
レ
。」
（不
玉
宛
去
来
論
書
）

（南
山
大
学
助
教
授
）
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