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は
じ
め
に

　

和
歌
に
お
い
て
「
恋
」
が
主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
和
歌
で
培
わ
れ
た
美
意
識
を
基
盤
と
す
る
連
歌
に
お
い
て

も
、「
恋
」
は
「
月
」
や
「
花
」
な
ど
と
同
様
に
百
韻
一
巻
中
に
必
ず
詠
む
べ
き
重
要
な
題
材
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
連
歌
を
源
流
と

し
て
江
戸
時
代
に
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
俳
諧
（
連
句
）
に
お
い
て
も
「
恋
」
の
重
要
性
は
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

た
だ
し
、
俳
諧
に
お
け
る
恋
句
の
内
容
や
そ
の
詠
み
ぶ
り
は
、
和
歌
、
連
歌
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
面
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
俳
諧
に
お
け
る
「
恋
」
の
在
り
方
を
よ
く
示
す
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
「
恋
の
詞
こ
と
ば

」
が
あ
る
。「
恋
の
詞
」
と
は
、連
歌
・

俳
諧
の
用
語
で
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
で
恋
の
句
と
認
定
さ
れ
る
語
句
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
俳
諧
に
用
い
る
「
恋
の
詞
」
に

つ
い
て
は
、近
世
初
期
の
貞
門
俳
人
た
ち
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
俳
諧
作
法
書
類
の
多
く
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、近
世
初
期
俳
諧
に
お
け
る「
恋
の
詞
」の
分
析
を
通
じ
て
俳
諧
に
お
け
る「
恋
」の
特
色
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、

芭
蕉
が
確
立
し
た
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
恋
の
句
に
つ
い
て
も
「
恋
の
詞
」
の
用
い
方
に
注
目
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
詩

的
達
成
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

一
、「
恋
の
詞
」
の
分
析

　

近
世
俳
諧
に
用
い
ら
れ
る
「
恋
の
詞
」
に
つ
い
て
は
か
つ
て
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
次
に
挙
げ
る
寛
永
期
か
ら
元
禄
期
に
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出
さ
れ
た
十
種
の
俳
諧
詞
寄
せ
、
俳
諧
作
法
書
類
に
「
恋
の
詞
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し（
１
）た

。

　
　

①
『
は
な
ひ
草
』
立
圃
著　

寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）

　
　

②
『
俳
諧
初
学
抄
』
徳
元
著　

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）　

　
　

③
『
毛
吹
草
』
重
頼
著　

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）

　
　

④
『
俳
諧
御
傘
』
貞
徳
著　

慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）

　
　

⑤
『
世
話
焼
草
（
世
話
尽
）』
皆
虚
著　

明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）

　
　

⑥
『
便
船
集
』
梅
盛
著　

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）

　
　

⑦
『
俳
諧
番
匠
童
』
如
泉
著　

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）

　
　

⑧
『
俳
諧
糸
屑
』
轍
士
著　

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）

　
　

⑨
『
俳
諧
寄
垣
諸
抄
大
成
』
鷺
水
著　

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）

　
　

⑩
『
を
だ
ま
き
綱
目
大
成
』
竹
亭
著　

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）

　

今
回
の
「
恋
の
詞
」
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
右
の
十
種
の
俳
諧
作
法
書
類
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
恋
の
詞
」
全
九
三
四
語

（
い
く
つ
か
の
作
法
書
類
に
重
複
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
語
は
一
語
と
し
て
数
え
た
）
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
に
し（
２
）た

。

　

ま
ず
、
俳
諧
の
「
恋
の
詞
」
の
う
ち
、
雅
語
（
和
歌
、
連
歌
に
用
い
る
語
）
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
と
、
俳は
い
ご
ん言
（
和
歌
、
連
歌
に

用
い
ら
れ
な
い
語
）
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
の
割
合
を
調
べ
た
と
こ
ろ
次
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
。

　
　
　
　

Ａ　

雅
語
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」　

₄₁₂
語
（
約
₄₄
％
）

　
　
　
　

Ｂ　

俳
言
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」　

₅₂₂
語
（
約
₅₆
％
）

　

Ａ
「
雅
語
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」」
と
は
、
た
と
え
ば
「
う
ら
み
」「
か
こ
つ
」「
ち
ぎ
り
」「
も
の
お
も
ひ
」
な
ど
で
あ
り
、
基
本
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的
に
和
歌
の
恋
の
歌
に
用
い
ら
れ
、
連
歌
の
「
恋
の
詞
」
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
、
伝
統
的
な
「
恋
の
詞
」
で
あ
る
。

注
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
「
恋
の
詞
」
が
俳
諧
の
「
恋
の
詞
」
と
し
て
も
多
数
用
い
ら
れ
、
そ
の
割
合
が
全
体
の
四

割
以
上
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
俳
諧
が
滑
稽
な
連
歌
の
意
の
「
俳
諧
之
連
歌
」
の
略
称
で
あ
り
、
そ
の
出
発
点
か
ら

卑
俗
、
滑
稽
を
特
色
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
予
想
以
上
に
雅
語
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
の
割
合
が
大
き
い
よ
う
に
見
え
る

が
、
実
は
和
歌
や
連
歌
が
雅
語
の
み
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
用
語
上
の
制
約
の
あ
る
文
芸
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
俳
諧

は
雅
語
も
俳
言
も
両
方
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
用
語
上
の
自
由
さ
に
文
芸
上
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
り
、「
恋
の
詞
」
の

面
で
も
そ
う
し
た
特
色
が
発
揮
さ
れ
た
結
果
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ（
３
）う

。

　

つ
ぎ
に
Ｂ
「
俳
言
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」」
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
俳
言
は
和
歌
、
連
歌
に
は
用
い
る
こ
と
の
出
来
な
い
語

句
で
あ
る
か
ら
、俳
言
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
こ
そ
近
世
文
芸
と
し
て
の
俳
諧
の
恋
の
特
色
を
端
的
に
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

子
細
に
検
討
す
る
と
、
同
じ
俳
言
と
い
っ
て
も
表
現
や
内
容
か
ら
い
く
つ
か
の
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

た
。
そ
こ
で
以
下
に
六
種
に
分
類
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
い
く
つ
か
の
種

類
に
ま
た
が
る
語
句
に
つ
い
て
は
重
複
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
し
た
が
っ
て
六
種
の
合
計
数
は
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
の
総
数
五
二
二

語
を
超
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

ア　

漢
語
（
音
読
み
語
）　
　

₁₅₃
語

　
　
　
　
　

イ　

人
名　
　
　
　
　
　
　
　

₆₅
語

　
　
　
　
　

ウ　

口
語
・
俗
語　
　
　
　
　

₂₁₆
語

　
　
　
　
　

エ　

身
体
関
連
語　
　
　
　
　

₄₅
語

　
　
　
　
　

オ　

婚
姻
・
出
産
関
連
語　
　

₄₀
語

　
　
　
　
　

カ　

近
世
風
俗
関
連
語　
　
　

₁₀₄
語

　

ア
「
漢
語
（
音
読
み
の
語
）」
の
「
恋
の
詞
」
と
し
て
は
、「
約
束
」「
怨
念
」「
傾
城
」「
遊
女
」
な
ど
一
五
三
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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漢
語
は
基
本
的
に
和
歌
、連
歌
で
は
使
用
で
き
な
い
語
だ
が
、意
味
的
に
は
雅
語
と
通
じ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
約

束
」
は
雅
語
「
ち
ぎ
り
」
と
、「
怨
念
」
は
雅
語
「
う
ら
み
」
と
同
様
の
意
味
を
示
す
漢
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
は
、俳
言
で
は
あ
っ

て
も
伝
統
的
な
「
恋
の
詞
」
に
通
じ
る
語
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
イ
の
人
名
（「
楊
貴
妃
」「
王
昭
君
」
な
ど
）
や
、
オ
の
婚
姻
・

出
産
関
連
語
（「
婚
礼
」「
懐
妊
」
な
ど
）、カ
の
近
世
風
俗
関
連
語
（「
傾
城
」「
遊
女
」
な
ど
）
に
も
多
く
の
漢
語
（
音
読
み
語
）
の
「
恋

の
詞
」
が
存
在
し
て
お
り
、
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

イ
「
人
名
」
に
分
類
し
た
「
恋
の
詞
」
と
し
て
は
、「
業
平
」「
源
氏
」「
虞
美
人
」「
西
施
」
な
ど
日
本
お
よ
び
中
国
の
古
典
作
品

に
お
け
る
恋
の
故
事
で
知
ら
れ
る
人
名
六
十
五
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
名
を
詠
む
場
合
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
故
事
や

逸
話
を
踏
ま
え
た
句
作
り
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、イ
は
古
典
的
知
識
教
養
に
基
づ
く「
恋
の
詞
」と
し
て
の
側
面
も
持
つ
と
言
え
よ
う
。

　

ウ
「
口
語
・
俗
語
」
の
「
恋
の
詞
」
に
は
、「
く
ど
く
」「
ほ
る
る
」
な
ど
の
口
語
、俗
語
の
ほ
か
「
鬼
も
十
八
」「
夜
目
遠
目
笠
の
内
」

な
ど
の
こ
と
わ
ざ
も
含
め
た
。「
口
語
・
俗
語
」
の
「
恋
の
詞
」
は
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
の
中
で
も
最
も
多
い
二
一
六
語
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
俳
言
に
よ
る
「
恋
の
詞
」
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

エ
「
身
体
関
連
語
」
に
は
、「
腰
」「
小
指
き
る
」
な
ど
身
体
の
一
部
を
具
体
的
に
挙
げ
た
「
恋
の
詞
」
四
十
五
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。

決
し
て
多
い
数
で
は
な
い
が
、
和
歌
、
連
歌
で
は
身
体
を
直
接
に
詠
む
こ
と
が
ま
れ
で
あ
り
、
こ
う
し
た
具
体
的
な
身
体
関
連
語
を

詠
む
点
に
俳
諧
の
「
恋
の
詞
」
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

オ
「
婚
姻
・
出
産
関
連
語
」
と
し
て
は
、「
な
か
ふ
ど
（
仲
人
）」「
婚
礼
」「
つ
は
り
や
み
」「
子
も
ち
」
な
ど
四
十
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
語
を
「
恋
の
詞
」
と
し
て
句
中
に
詠
み
込
む
こ
と
自
体
が
、
和
歌
、
連
歌
に
お
け
る
「
恋
」
の
概
念
か
ら
は
外
れ
る
も
の

で
あ
り
、
特
に
出
産
関
連
語
を
「
恋
の
詞
」
と
す
る
点
に
俳
諧
に
お
け
る
「
恋
」
の
独
自
性
が
窺
え
る
。

　

カ
「
近
世
風
俗
関
連
語
」
と
し
て
は
、「
吉
原
」「
す
ひ
つ
け
た
ば
こ
」
な
ど
の
遊
郭
に
関
す
る
語
や
「
若
衆
」「
念
者
」
な
ど
の

衆
道
関
係
の
語
な
ど
合
わ
せ
て
一
○
四
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。
金
銭
を
媒
介
と
す
る
男
女
の
関
係
あ
る
い
は
男
性
同
士
の
関
係
に
関
わ

る
語
を
「
恋
の
詞
」
と
す
る
点
も
俳
諧
の
「
恋
の
詞
」
の
特
色
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
俳
言
に
よ
る
「
恋
の
詞
」
に
つ
い
て
の
分
析
の
結
果
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
ア
「
漢
語
（
音
読
み
語
）」
に
は
和
歌
、
連

歌
で
用
い
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
「
恋
の
詞
」
に
意
味
上
で
通
じ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
イ
「
人
名
」
に
は
和
漢
の
古
典
的
知
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識
に
基
づ
く
恋
の
故
事
で
知
ら
れ
る
人
名
が
含
ま
れ
る
な
ど
、
俳
言
に
よ
る
「
恋
の
詞
」
の
中
に
も
和
歌
、
連
歌
の
「
恋
」
の
世
界

と
通
じ
る
「
恋
の
詞
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
か
ら
カ
に
分
類
さ
れ
た
「
恋
の
詞
」
は
、
伝
統
的

な
「
恋
の
詞
」
と
は
異
な
る
近
世
的
な
恋
の
特
色
を
示
す
「
恋
の
詞
」
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
身
体
、
婚
姻
・
出
産
、
近
世
風
俗
な

ど
伝
統
的
な
「
恋
」
の
世
界
で
は
排
除
さ
れ
て
き
た
素
材
、
表
現
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
素
材
、

と
く
に
婚
姻
・
出
産
関
連
語
を
「
恋
の
詞
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
伝
統
的
な
恋
の
捉
え
方
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、「
恋
」
を
精
神
的
な
も
の
と
し
て
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
身
体
、
社
会
、
風
俗
と
の
関
わ
り

の
中
で
現
実
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
実
は
こ
う
し
た
現
実
的
な
態
度
、
眼
差
し
こ
そ
俳
諧
の
み
な
ら
ず
近
世
文
学
全

般
の
特
色
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
西
鶴
の
浮
世
草
子
の
世
界
な
ど
を
想
起
す
れ
ば
よ
く
了
解
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
談
林
俳
諧
の
旗
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
西
鶴
が
浮
世
草
子
と
い
う
散
文
に
手
を
染
め
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
現
実
的
な
眼
差
し
と
素
材
と
は
散
文
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
散
文
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
素
材
を

用
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
詩
と
し
て
表
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
点
に
、
近
世
の
詩
と
し
て
の
俳
諧
の
課
題
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

二
、
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
恋
の
句

　

前
節
に
お
け
る
「
恋
の
詞
」
の
分
析
結
果
を
受
け
て
、
本
節
で
は
芭
蕉
が
確
立
し
た
蕉
風
俳
諧
（
連
句
）
作
品
中
の
恋
句
に
お
け

る
「
恋
の
詞
」
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

従
来
、
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
恋
の
句
に
つ
い
て
は
、「
蕉
風
に
至
っ
て
「
む
か
し
の
句
は
、
恋
の
詞
を
兼
ね
て
集
め
置
き
、
そ
の

詞
を
つ
づ
り
、
句
と
な
し
て
、
心
の
恋
の
誠
を
思
は
ざ
る
也
」（『
三
冊
子
』）
と
、
詞
の
恋
は
否
定
さ
れ
、
心
の
恋
が
も
っ
ぱ
ら
と

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い（
４
）る

が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
恋
の
詞
」
は
本
当
に
用
い
ら
れ

な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
用
い
ら
れ
て
い
る
「
恋
の
詞
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
「
恋
の
詞
」
で
あ
り
、
そ
の

用
い
方
に
は
何
か
特
色
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
以
下
、「
芭
蕉
七
部
集
」
と
呼
ば
れ
る
蕉

70



「恋の詞」と蕉風俳諧

�

風
俳
諧
の
代
表
的
撰
集
七
部
を
取
り
上
げ
、
各
撰
集
に
収
載
の
連
句
作
品
の
う
ち
芭
蕉
が
一
座
し
た
歌
仙
に
お
け
る
恋
の
句
を
対
象

と
し
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
芭
蕉
七
部
集
の
二
番
目
の
撰
集
で
あ
る
『
春
の
日
』
に
は
、
芭
蕉
一
座
の
連

句
作
品
を
収
載
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
『
冬
の
日
』『
あ
ら
野
』『
ひ
さ
ご
』『
猿
蓑
』『
炭
俵
』『
続
猿
蓑
』
の
六
部
の
集
を

取
り
上
げ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　

①
『
冬
の
日
』

　

ま
ず
、
蕉
風
確
立
の
撰
集
と
言
わ
れ
る
『
冬
の
日
』
か
ら
見
て
い
く
と
、
同
書
に
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
冬
に
芭
蕉
が
尾
張

の
俳
人
た
ち
と
巻
い
た
五
歌
仙
が
収
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
の
歌
仙
に
お
い
て
恋
の
句
が
詠
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
仙

に
つ
い
て
、
そ
の
興
行
年
次
と
季
節
、
歌
仙
中
の
恋
の
句
の（
５
）数
、
お
よ
び
前
節
で
取
り
上
げ
た
俳
諧
作
法
書
類
に
掲
載
の
「
恋
の
詞
」

の
使
用
さ
れ
る
句
数
を
示
し
た
。
さ
ら
に
「
恋
の
詞
」
を
使
用
す
る
句
の
う
ち
、
雅
語
に
よ
る
「
恋
の
詞
」
を
用
い
る
句
数
、
俳
言

に
よ
る
「
恋
の
詞
」
を
用
い
る
句
数
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果
を
括
弧
内
に
示
し
た
。

　
「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙　
　

貞
享
元
年
冬　

恋
句
４　
「
恋
の
詞
」
使
用
４
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
３
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
１
）

　
「
は
つ
雪
の
」
歌
仙　
　
　
　
　

貞
享
元
年
冬　

恋
句
５　
「
恋
の
詞
」
使
用
５
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
３
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
２
）

　
「
つ
つ
み
か
ね
て
」
歌
仙　
　
　

貞
享
元
年
冬　

恋
句
６　
「
恋
の
詞
」
使
用
６
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
４
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
２
）

　
「
炭
売
り
の
」
歌
仙　
　
　
　
　

貞
享
元
年
冬　

恋
句
７　
「
恋
の
詞
」
使
用
７
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
６
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
１
）

　
「
霜
月
や
」
歌
仙　
　
　
　
　
　

貞
享
元
年
冬　

恋
句
２　
「
恋
の
詞
」
使
用
２
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
２
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

注
目
さ
れ
る
の
は
、『
冬
の
日
』
収
載
の
五
歌
仙
に
お
け
る
恋
の
句
、
計
二
十
四
句
の
す
べ
て
に
「
恋
の
詞
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
十
八
句
に
雅
語
の
「
恋
の
詞
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
を
用
い
た
句
数
六
句
の

三
倍
に
あ
た
る
。『
冬
の
日
』収
載
歌
仙
で
は
予
想
以
上
に「
恋
の
詞
」が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、と
く
に
雅
語
か
ら
な
る「
恋
の
詞
」

が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。恋
句
の
内
容
は
物
語
的
世
界
に
お
け
る
恋
を
詠
む
も
の
が
目
立
っ
て
い
た
。
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た
と
え
ば

　
　
　

髪
は
や
す
ま
を
し
の
ぶ
身
の
ほ
ど　
　
　
　
　

芭
蕉

　
　

い
つ
は
り
の
つ
ら
し
と
乳
を
し
ぼ
り
す
て　
　
　

重
五　
　
（「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙
八
句
目
、
九
句
目
）

で
は
、
何
ら
か
の
事
情
で
髪
を
切
り
、
そ
れ
が
元
に
戻
る
ま
で
世
間
か
ら
隠
れ
住
む
人
物
を
詠
ん
だ
前
句
に
、
男
に
裏
切
ら
れ
生
ま

れ
た
子
を
他
人
の
手
に
渡
し
、
自
分
の
乳
を
し
ぼ
っ
て
は
捨
て
て
い
る
女
（
還
俗
し
た
尼
僧
な
ど
）
の
哀
れ
な
様
子
を
詠
ん
だ
句
が

付
け
ら
れ
て
お
り
、「
し
の
ぶ
」「
い
つ
は
り
」「
つ
ら
し
」
な
ど
の
雅
語
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
が
用
い
ら
れ
る
一
方
で
、「
恋
の
詞
」

で
は
な
い
が
俳
言
の
「
は
や
す
」「
乳
」
な
ど
の
口
語
や
身
体
語
が
組
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
物
語
的
世
界
に
具
体
性
、
身
体
性
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、

　
　

初
は
な
の
世
と
や
嫁
よ
め
り

の
い
か
め
し
く　
　
　
　
　

杜
国

　
　
　

か
ぶ
ろ
い
く
ら
の
春
ぞ
か
は
ゆ
き　
　
　
　
　

野
水　

　
　

櫛
ば
こ
に
餅
す
ゆ
る
ね
や
ほ
の
か
な
る　
　
　
　

か
け
い　
　
（「
は
つ
雪
の
」
歌
仙
十
七
句
目
〜
十
九
句
目
）

の
よ
う
な
付
け
合
い
も
見
え
、
談
林
俳
諧
の
余
風
と
も
い
う
べ
き
近
世
風
俗
へ
の
眼
差
し
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

②
『
あ
ら
野
』

　
『
あ
ら
野
』
に
収
ま
る
芭
蕉
一
座
歌
仙
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
秋
に
興
行
さ
れ
た
一
巻
の
み
で
あ
っ
た
。『
冬
の
日
』
の
場
合

と
同
様
に
、
恋
の
句
の
数
、「
恋
の
詞
」
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
示
す
。

　
「
雁
が
ね
も
」
歌
仙　
　
　
　
　

元
禄
元
年
秋　

恋
句
７　
「
恋
の
詞
」
使
用
７
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
７
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

こ
こ
で
も
恋
の
句
七
句
の
す
べ
て
に
「
恋
の
詞
」、
そ
れ
も
雅
語
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
俳
言
に
よ
る
「
恋

の
詞
」
が
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、『
冬
の
日
』
以
上
に
古
典
的
物
語
的
な
恋
の
句
が
多
い
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
芭
蕉
の
恋
句
と
し
て
有
名
な
次
の
付
け
合
い
か
ら
も
窺
え
る
。　
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き
ぬ
ぎ
ぬ
や
あ
ま
り
か
ぼ
そ
く
あ
て
や
か
に　
　

芭
蕉　

　
　
　

か
ぜ
ひ
き
た
ま
ふ
声
の
う
つ
く
し　
　
　
　
　

越
人　
　
（「
雁
が
ね
も
」
歌
仙
十
三
句
目
、
十
四
句
目
）

一
夜
を
過
ご
し
た
翌
朝
の
女
性
の
繊
細
で
上
品
な
姿
を
詠
ん
だ
芭
蕉
の
句
は
、
物
語
の
一
場
面
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

受
け
た
越
人
の
句
は
風
邪
を
ひ
か
れ
た
声
が
愛
お
し
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、「
ひ
き
た
ま
ふ
」
と
敬
語
を
用
い
る
こ
と

で
女
性
の
身
分
の
高
さ
を
表
現
し
て
お
り
、
ま
さ
に
王
朝
物
語
の
世
界
を
思
わ
せ
る
。
芭
蕉
の
句
に
は
俳
言
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず

一
句
が
す
べ
て
雅
語
の
み
で
詠
ま
れ
て
い
る
。『
あ
ら
野
』
に
は
、
こ
う
し
た
雅
語
の
み
で
詠
ま
れ
て
い
る
句
が
こ
の
句
も
含
め
て

三
句
あ
り
、
恋
句
の
古
典
的
な
詠
ま
れ
方
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

③
『
ひ
さ
ご
』

　
『
冬
の
日
』『
あ
ら
野
』
は
『
奥
の
細
道
』
の
旅
の
前
に
出
さ
れ
た
撰
集
で
あ
っ
た
が
、『
ひ
さ
ご
』
は
『
奥
の
細
道
』
旅
後
に
出

さ
れ
た
集
で
あ
り
、芭
蕉
一
座
の
歌
仙
作
品
と
し
て
元
禄
三
年
春
に
巻
か
れ
た
「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
を
収
め
る
。
恋
の
句
の
数
、「
恋

の
詞
」
の
使
用
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
「
木
の
も
と
に
」
歌
仙　
　
　
　

元
禄
三
年
春　

恋
句
４　
「
恋
の
詞
」
使
用
４
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
４
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

『
あ
ら
野
』
に
収
ま
る
「
雁
が
ね
も
」
歌
仙
の
場
合
と
同
様
、恋
の
句
四
句
す
べ
て
に
雅
語
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ち
な
み
に
四
句
の
う
ち
句
中
に
俳
言
が
全
く
見
ら
れ
ず
雅
語
の
み
で
詠
ま
れ
て
い
る
句
が
二
句
あ
り
、
こ
の
点
で
も
先
に
見
た
『
あ

ら
野
』
収
載
の
「
雁
が
ね
も
」
歌
仙
に
お
け
る
恋
句
と
近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
に
は
こ
こ
ま

で
の
調
査
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
詠
み
ぶ
り
の
句
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、

　
　
　
　

ほ
そ
き
筋
よ
り
恋
つ
の
り
つ
　ゝ
　
　
　
　

曲
水

　
　
　

物
お
も
ふ
身
に
も
の
喰
へ
と
せ
つ
か
れ
て　
　

芭
蕉　
　
（「
木
の
も
と
に
」
歌
仙
十
二
句
目
、
十
三
句
目
）

と
い
う
付
け
合
い
で
あ
る
。
特
に
芭
蕉
の
句
は
、
恋
の
物
思
い
で
食
事
も
の
ど
を
通
ら
な
い
人
物
が
、
そ
れ
と
気
付
か
ぬ
周
囲
の
者
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か
ら
さ
あ
食
べ
ろ
食
べ
ろ
と
せ
っ
つ
か
れ
て
困
惑
し
て
い
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
で
、「
物
お
も
ふ
」と
い
う
雅
語
の「
恋
の
詞
」と「
も

の
喰
へ
」「
せ
つ
く
」
と
い
う
俳
言
と
を
合
わ
せ
用
い
る
こ
と
で
、
生
活
実
感
の
漂
う
恋
の
一
場
面
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
物
語
的
、
古
典
的
な
恋
と
は
異
な
る
新
し
い
視
点
に
立
っ
た
恋
句
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　

④
『
猿
蓑
』

　
『
猿
蓑
』
は
『
奥
の
細
道
』
の
旅
後
に
出
さ
れ
た
蕉
風
俳
諧
の
代
表
的
撰
集
で
あ
り
、「
俳
諧
の
古
今
集
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
収
載

さ
れ
る
芭
蕉
一
座
歌
仙
に
お
け
る
恋
の
句
、「
恋
の
詞
」
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
「
鳶
の
羽
も
」
歌
仙　
　
　
　
　

元
禄
三
年
冬　

恋
句
２　
「
恋
の
詞
」
使
用
２
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
２
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

　
「
市
中
は
」
歌
仙　
　
　
　
　
　

元
禄
三
年
夏　

恋
句
４  

「
恋
の
詞
」
使
用
４
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
２
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
２
）

　
「
灰
汁
桶
の
」
歌
仙　
　
　
　
　

元
禄
三
年
秋　

恋
句
４　
「
恋
の
詞
」
使
用
４
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
４
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

こ
こ
ま
で
の
三
撰
集
と
同
様
に
、
す
べ
て
の
恋
の
句
に
「
恋
の
詞
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
中
で
も
雅
語
に
よ
る
「
恋
の
詞
」
が
多

く
を
占
め
て
お
り
、
や
は
り
古
典
的
、
物
語
的
な
恋
句
の
詠
み
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
猿
蓑
』
収
載
連
句
中
の
代
表
的
な
恋
の
句

と
し
て
は

　
　
　

さ
ま
ざ
ま
に
品
か
は
り
た
る
恋
を
し
て　
　
　

凡
兆　
　

　
　
　
　

浮
世
の
果
は
皆
小
町
な
り　
　
　
　
　
　
　

芭
蕉　
　
（「
市
中
は
」
歌
仙
三
十
一
句
目
、
三
十
二
句
目
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
相
手
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
恋
の
閲
歴
を
回
顧
す
る
と
い
う
内
容
の
凡
兆
の
句
を
受
け
て
、
浮
き
世
狂
い

の
果
て
は
誰
も
み
な
老
衰
の
小
町
と
同
じ
定
め
で
あ
る
と
詠
ん
だ
芭
蕉
の
句
は
、
具
体
的
な
恋
の
場
面
か
ら
は
離
れ
、
こ
の
世
の
実

相
を
捉
え
た
「
観
相
」
の
句
と
し
て
の
深
み
を
示
し
て
お
り
、
門
人
の
其
角
が
「
此
の
句
の
さ
び
や
う
、
作
の
外
を
離
れ
て
、
日
々

の
変
に
か
け
時
の
間
の
人
情
に
う
つ
り
て
、
し
か
も
翁
（
芭
蕉
）
の
衰
病
に
つ
か
れ
し
境
界
に
か
な
へ
る
所
、
誠
に
を
ろ
そ
か
な
ら

ず
」（『
雑
談
集
』）
と
高
く
評
価
し
た
こ
と
も
頷
け
る
。
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⑤
『
炭
俵
』

　
『
炭
俵
』
は
芭
蕉
晩
年
の
俳
風
「
か
る
み
」
を
代
表
す
る
撰
集
と
し
て
知
ら
れ
る
。
収
載
の
芭
蕉
一
座
歌
仙
三
巻
に
お
け
る
恋
の
句
、

「
恋
の
詞
」
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
「
む
め
が
ゝ
に
」
歌
仙　
　
　
　

元
禄
七
年
春　

恋
句
３　
「
恋
の
詞
」
使
用
２
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
０
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
２
）

　
「
空
豆
の
」
歌
仙　
　
　
　
　
　

元
禄
七
年
夏　

恋
句
２　
「
恋
の
詞
」
使
用
１
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
１
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

　
「
振
売
り
の
」
歌
仙　
　
　
　
　

元
禄
六
年
冬　

恋
句
２  

「
恋
の
詞
」
使
用
２
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
２
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

注
目
し
た
い
の
は
「
恋
の
詞
」
を
用
い
な
い
恋
の
句
が
今
回
の
調
査
の
中
で
初
め
て
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
む
め

が
か
に
」
歌
仙
の

　
　
　

隣
へ
も
知
ら
せ
ず
嫁
を
つ
れ
て
来
て　
　
　
　

野
は　

　
　
　
　

屏
風
の
陰
に
み
ゆ
る
く
は
し
盆　
　
　
　
　

芭
蕉
（「
む
め
が
ゝ
に
」
歌
仙
三
十
五
句
目
、
三
十
六
句
目
）

と
い
う
付
け
合
い
に
お
い
て
、
芭
蕉
の
詠
ん
だ
三
十
六
句
目
の
句
に
は
、「
恋
の
詞
」
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
世
間
に
知
ら
せ
ず

に
こ
っ
そ
り
と
祝
言
を
あ
げ
た
と
い
う
前
句
の
内
容
を
踏
ま
え
、
新
枕
を
交
わ
し
た
翌
朝
の
情
景
と
し
て
枕
屏
風
の
陰
に
見
え
る
菓

子
盆
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
一
句
だ
け
で
は
恋
の
句
と
は
な
ら
な
い
が
、
前
句
の
内
容
と
合
わ
せ
る
こ
と
で
恋
の
意
が
く
み
取
れ

る
句
で
あ
り
、「
心
の
恋
」
の
句
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
三
冊
子
』
に
お
い
て
も
「
さ
も
あ
り
つ
べ
き
事
を
直
に
事
も
な
く
付
け
た
る

句
」
で
あ
り
「
心
の
付
け
な
し
新
し
み
あ
り
」
と
、
そ
の
新
し
さ
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
炭
俵
』
に
は
、
歌
仙
中
の
恋
の
句
が
一
句
の
み
で
読
み
捨
て
ら
れ
て
い
る
例
が
三
例
見
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
例
を

前
後
の
句
と
と
も
に
示
す
。

　
　
　
　

雪
の
跡
吹ふ
き

は
が
し
た
る
朧
月　
　
　
　
　
　

孤
屋

　
　
　
　
　

ふ
と
ん
丸
げ
て
も
の
お
も
ひ
居
る　
　
　

芭
蕉
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不
届
な
隣
と
中
の
わ
る
う
な
り　
　
　
　
　

岱
水　
　
（「
空
豆
の
」
歌
仙
十
七
句
目
〜
十
九
句
目
）

芭
蕉
の
句
は
「
も
の
お
も
ひ
」
と
い
う
雅
語
の
「
恋
の
詞
」
を
用
い
た
恋
の
句
だ
が
、
そ
の
前
の
孤
屋
の
句
は
春
の
月
を
詠
ん
だ
景

気
句
で
あ
り
、
芭
蕉
句
に
付
け
た
岱
水
の
句
も
「
も
の
お
も
ひ
」
の
原
因
と
し
て
隣
家
と
の
仲
の
悪
さ
を
設
定
し
た
恋
離
れ
の
句
で

恋
の
句
と
は
な
ら
な
い
。し
た
が
っ
て
十
八
句
目
の
芭
蕉
の
句
の
み
が
恋
の
句
と
し
て
一
句
で
詠
み
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
詠
み
方
に
つ
い
て
は
他
門
か
ら
の
批
判
も
あ
っ
た
よ
う
で
、『
去
来
抄
』
に
は
、
他
門
か
ら
「
蕉
門
、
恋
を
一
句
に
て
も

捨
つ
る
は
い
か
に
」
と
問
わ
れ
た
去
来
が
芭
蕉
に
問
う
た
と
こ
ろ
、「
予
（
芭
蕉
）
が
一
句
に
て
も
捨
て
よ
と
い
ふ
も
、
い
よ
い
よ

大
切
に
お
も
ふ
故
な
り
。（
略
）
大
切
な
る
ゆ
ゑ
、
み
な
恋
句
に
な
づ
み
、
僅
か
に
二
句
一
所
に
出
れ
ば
幸
と
し
、
却
っ
て
巻
中
恋

句
希
也
。（
略
）
此
の
故
に
恋
句
出
て
付
け
よ
か
ら
ん
時
は
二
句
か
五
句
も
す
べ
し
、
付
け
が
た
か
ら
ん
時
は
し
ひ
て
付
け
ず
と
も

一
句
に
て
も
捨
て
よ
と
い
へ
り
。
か
く
い
ふ
も
何
と
ぞ
巻ま
き
づ
ら面

の
よ
く
、
恋
句
も
度た
び
た
び々

出
よ
か
し
と
思
ふ
ゆ
ゑ
也
」
と
の
答
え
を
得
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
切
な
恋
の
句
で
あ
る
た
め
に
恋
句
が
出
る
と
そ
こ
で
句
作
が
停
滞
し
一
巻
が
不
出
来
と
な

る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
一
巻
中
に
恋
句
を
何
度
も
出
し
た
い
と
願
い
、
付
け
づ
ら
い
時
に
は
無
理
を
せ
ず
一
句
で
捨
て
よ
と
い
う
の

で
あ
る
、
と
答
え
た
と
い
う
。「
芭
蕉
七
部
集
」
に
お
い
て
は
、『
炭
俵
』
と
『
続
猿
蓑
』
の
二
集
に
収
載
の
歌
仙
に
お
い
て
一
句
捨

て
の
恋
句
が
見
ら
れ
た
。
先
に
見
た
「
恋
の
詞
」
を
用
い
ぬ
恋
の
句
も
含
め
、『
炭
俵
』
収
載
の
歌
仙
に
お
け
る
恋
の
句
は
蕉
風
俳

諧
の
恋
の
詠
ま
れ
方
の
転
換
点
を
示
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

⑥
『
続
猿
蓑
』

　
『
続
猿
蓑
』
は
芭
蕉
没
後
の
元
禄
十
一
年
に
出
さ
れ
た
撰
集
で
あ
る
が
、
元
禄
六
年
、
七
年
に
巻
か
れ
た
芭
蕉
一
座
歌
仙
三
巻
を

収
載
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
仙
に
お
け
る
恋
の
句
、「
恋
の
詞
」
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
「
八
九
間
」
歌
仙　
　
　
　
　
　

元
禄
七
年
春　

恋
句
３　
「
恋
の
詞
」
使
用
３
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
２
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
１
）

　
「
猿
蓑
に
」
歌
仙　
　
　
　
　
　

元
禄
六
年
冬　

恋
句
３　
「
恋
の
詞
」
使
用
１
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
０
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
１
）

　
「
夏
の
夜
や
」
歌
仙　
　
　
　
　

元
禄
七
年
夏　

恋
句
４　
「
恋
の
詞
」
使
用
３
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
２
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
１
）

�4



「恋の詞」と蕉風俳諧

��

「
恋
の
詞
」
を
用
い
な
い
恋
の
句
が
三
句
、
一
句
で
捨
て
ら
れ
て
い
る
恋
の
句
が
二
句
あ
る
な
ど
、『
続
猿
蓑
』
収
載
の
芭
蕉
一
座
歌

仙
の
恋
句
に
は
、『
炭
俵
』
で
見
た
の
と
同
様
の
傾
向
が
窺
え
た
。
し
か
も
、『
続
猿
蓑
』
に
お
け
る
恋
の
句
は
、『
炭
俵
』
収
載
の

歌
仙
中
の
恋
の
句
と
比
べ
て
も
恋
の
心
が
弱
い
と
い
う
特
色
が
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、

　
　
　
　

聟
が
来
て
に
つ
と
も
せ
ず
に
物
語　
　
　
　

支
考　

　
　
　
　
　

中
国
よ
り
の
状
の
吉
左
右　
　
　
　
　
　

惟
然　
　
（「
猿
蓑
に
」
歌
仙
九
句
目
、
十
句
目
）

を
見
る
と
、
両
句
と
も
に
「
恋
の
詞
」
は
用
い
ら
れ
て
お
ら（
６
）ず
、
内
容
も
聟
が
や
っ
て
き
て
に
こ
り
と
も
せ
ず
に
物
語
る
と
い
う
前

句
に
、
聟
が
語
っ
た
こ
と
と
し
て
中
国
地
方
か
ら
届
け
ら
れ
た
書
状
に
記
さ
れ
て
い
た
良
い
知
ら
せ
を
付
け
た
も
の
で
あ
り
、
全
体

と
し
て
恋
の
心
の
詠
み
込
ま
れ
た
付
け
合
い
と
は
呼
び
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
句
捨
て
の
恋
の
句
二
例
は
、

　
　
　
　
　

な
れ
ぬ
嫁
に
は
か
く
す
内
証　
　
　
　
　

沾
圃　
　
（「
八
九
間
」
歌
仙
二
十
六
句
目
）

　
　
　
　

後の
ち
よ
び呼

の
内
儀
は
今
度
屋
敷
か
ら　
　
　
　
　

支
考　
　
（「
猿
蓑
に
」
歌
仙
二
十
一
句
目
）

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
「
嫁
」「
後
呼
」
と
い
う
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
を
用
い
て
は
い
る
が
、
嫁
い
だ
ば
か
り
の
嫁
に
は

家
の
財
政
事
情
な
ど
を
隠
し
て
お
く
と
い
う
沾
圃
の
句
も
、
今
度
の
後
妻
は
武
家
屋
敷
に
仕
え
て
い
た
女
性
を
迎
え
た
も
の
だ
と
い

う
支
考
の
句
も
ど
ち
ら
も
恋
の
心
の
弱
い
句
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
続
猿
蓑
』
収
載
の
芭
蕉
一
座
歌
仙
は
、「
恋
の
詞
」
を
用
い
な
い
と
同
時
に
、
恋
の
心
、
恋
の
情
の
薄
い
句
が
多
く
見
ら
れ
、
歌

仙
一
巻
に
お
け
る
恋
の
句
の
存
在
感
が
弱
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
「
芭
蕉
七
部
集
」
に
収
録
さ
れ
る
芭
蕉
一
座
歌
仙
に
お
け
る
「
恋
の
詞
」
の
使
い
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ

こ
で
撰
集
ご
と
お
よ
び
七
部
集
合
計
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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『
冬
の
日
』　　
　
　
　

恋
句
₂₄
句　
　
「
恋
の
詞
」
使
用
句
₂₄　
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
₁₈
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
６
）

　
『
あ
ら
野
』　　
　
　
　

恋
句
７
句　
　
「
恋
の
詞
」
使
用
句
７　
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
７
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

　
『
ひ
さ
ご
』　　
　
　
　

恋
句
４
句　
　
「
恋
の
詞
」
使
用
句
４　
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
４
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
０
）

　
『
猿
蓑
』　　
　
　
　
　

恋
句
₁₀
句　
　
「
恋
の
詞
」
使
用
句
₁₀　
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
８
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
２
）

　
『
炭
俵
』　　
　
　
　
　

恋
句
７
句　
　
「
恋
の
詞
」
使
用
句
５　
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
３
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
２
）

　
『
続
猿
蓑
』　　
　
　
　

恋
句
₁₀
句　
　
「
恋
の
詞
」
使
用
句
７　
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
４
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
３
）　

　

七
部
集
合
計　
　
　
　

恋
句
₆₂
句　
　
「
恋
の
詞
」
使
用
句
₅₇　
（
雅
語
「
恋
の
詞
」
₄₄
・
俳
言
「
恋
の
詞
」
₁₃
）

　

七
部
集
に
収
載
の
芭
蕉
一
座
歌
仙
中
の
恋
の
句
は
合
計
で
六
十
二
句
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
「
恋
の
詞
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
句

が
五
十
七
句
あ
り
、九
割
以
上
を
占
め
た
。
特
に
『
冬
の
日
』
か
ら
『
猿
蓑
』
ま
で
の
四
撰
集
に
お
い
て
は
、す
べ
て
の
恋
句
に
「
恋

の
詞
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。『
炭
俵
』『
続
猿
蓑
』
に
収
載
の
晩
年
の
連
句
作
品
に
お
い
て
は
、「
恋
の
詞
」
を
用
い
な
い
恋
句
も

見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
そ
う
し
た
句
は
二
つ
の
集
に
見
ら
れ
る
恋
句
全
体
の
三
割
程
度
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
蕉

風
俳
諧
の
恋
の
句
の
特
色
と
し
て
「
詞
の
恋
の
否
定
と
心
の
恋
の
確
立
」
と
い
う
こ
と
が
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
七
部

集
に
収
載
さ
れ
る
歌
仙
を
見
る
限
り
、「
詞
の
恋
の
否
定
」
の
傾
向
を
示
す
の
は
晩
年
の
歌
仙
を
収
録
す
る
『
炭
俵
』『
続
猿
蓑
』
に

限
ら
れ
た
。
ま
た
、「
恋
の
詞
」
を
用
い
な
い
恋
句
が
「
心
の
恋
の
確
立
」
と
た
だ
ち
に
結
び
つ
く
と
も
言
え
ず
、『
炭
俵
』
収
載
歌

仙
中
に
は
そ
う
し
た
句
例
も
あ
る
も
の
の
、『
続
猿
蓑
』
で
は
、「
恋
の
詞
」
の
使
用
が
減
る
と
同
時
に
恋
の
心
の
弱
い
句
が
多
く
な

る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　

つ
ぎ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
恋
の
詞
」
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る
と
、「
恋
の
詞
」
を
用
い
て
い
る
五
十
七
句
の
う
ち
、
雅
語

か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
を
用
い
た
も
の
が
四
十
四
句
、
俳
言
か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
を
用
い
た
も
の
が
十
三
句
と
、
圧
倒
的
に
雅
語

か
ら
な
る
「
恋
の
詞
」
を
用
い
る
句
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
蕉
風
俳
諧
の
恋
の
句
が
伝
統
的
な
恋
の
本
意
を
踏
ま
え
な
が
ら
詠

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
上
で
、
伝
統
的
な
「
恋
の
詞
」
に
卑
近
な
日
常
生
活
を
表
す
俳
言
を
詠
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

日
常
生
活
の
中
の
恋
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
句
例
も
、
先
に
取
り
上
げ
た
よ
う
に
い
く
つ
か
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
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さ
ら
に
今
回
調
査
し
た
芭
蕉
一
座
歌
仙
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
十
三
語
を
撰
集
別
に
示
し
て
み
る
と
左

の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
　
　
「
孕
む
」「
嫁
（
よ
め
り
）」「
か
ぶ
ろ
」「
娘
」「
粧
ひ
」「
高
雄
」　
（『
冬
の
日
』）

　
　
　
「
女
子
（
を
な
ご
）」「
小
町
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
猿
蓑
』）

　
　
　
「
娘
」「
嫁
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
炭
俵
』）

　
　
　
「
嫁
」「
後
呼
（
の
ち
よ
び
）」「
娘
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
続
猿
蓑
』）

　
出
産
に
関
連
す
る
「
孕
む
」
や
、
近
世
風
俗
で
あ
る
遊
里
に
関
わ
る
「
か
ぶ
ろ
」「
高
雄
」
と
い
っ
た
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
は
『
冬
の
日
』
収
載
歌
仙
の
み
で
あ
り
、残
り
の
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
は
、「
娘
」（
三
句
）、「
嫁
」（
二
句
）「
女
子
」「
後
呼
」

な
ど
、登
場
人
物
の
女
性
の
社
会
的
立
場
や
婚
姻
関
係
に
基
づ
く
口
語
的
な
呼
称
が
多
く
を
占
め
て
い
た
。と
く
に『
炭
俵
』『
続
猿
蓑
』

に
収
載
さ
れ
る
晩
年
の
歌
仙
作
品
に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
句
は
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
と
し
て
も
卑
俗

性
や
当
世
性
が
薄
い
も
の
で
あ
り
、先
の
「
恋
の
詞
」
の
分
類
に
お
い
て
項
目
を
立
て
た
「
身
体
関
連
語
」
や
「
漢
語
（
音
読
み
語
）」

に
属
す
る
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
の
用
例
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
と
も
合
わ
せ
て
、
芭
蕉
一
門
が
目
指
し
た
恋
の
句
の
あ
り
方

を
よ
く
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
、「
恋
の
詞
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
近
世
初
期
俳
諧
に
お
け
る
「
恋
」
の
捉
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
蕉
風
俳

諧
の
恋
の
句
の
特
色
を
探
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、近
世
初
期
俳
諧
に
お
け
る
「
恋
の
詞
」
に
は
、雅
語
の
「
恋
の
詞
」
と
俳
言
の
「
恋

の
詞
」
と
が
あ
り
、
俳
言
の
「
恋
の
詞
」
に
は
、
和
歌
や
連
歌
で
は
見
ら
れ
な
い
身
体
、
社
会
、
風
俗
へ
の
強
い
関
心
が
窺
え
る
詞

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
恋
の
句
は
、
通
説
と
は
異
な
り
「
恋
の
詞
」
を
用
い
た
句
が
多

く
を
占
め
て
お
り
、「
恋
の
詞
」
の
中
で
も
特
に
雅
語
に
よ
る
伝
統
的
な
「
恋
の
詞
」
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
そ
し
て
、
蕉
風
俳
諧
と
く
に
芭
蕉
の
恋
句
に
お
い
て
は
、
雅
語
に
よ
る
伝
統
的
な
「
恋
の
詞
」
と
日
常
卑
近
な
俳
言
と
を
取
り

��
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合
わ
せ
る
こ
と
で
生
活
実
感
を
伴
う
恋
が
詠
ま
れ
る
例
や
、「
恋
の
詞
」
を
用
い
ず
に
恋
の
場
面
を
描
き
出
す
こ
と
で
恋
が
詠
ま
れ

る
例
な
ど
が
見
え
、
そ
こ
に
蕉
風
俳
諧
の
恋
の
句
の
新
し
さ
、
詩
的
達
成
へ
の
取
り
組
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
回
は
、「
芭
蕉
七
部
集
」
収
載
の
芭
蕉
一
座
歌
仙
十
六
巻
の
み
を
対
象
と
し
て
検
討
し
た
が
、
今
後
は
芭
蕉
が
一
座
す
る
連
句

作
品
全
般
を
広
く
取
り
上
げ
て
検
討
し
、
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
恋
の
句
の
特
色
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
求
し
て
い
き
た
い
。

　

注

　
（
１
） 　

同
時
期
に
出
さ
れ
た
俳
諧
詞
寄
せ
、
作
法
書
類
の
う
ち
「
恋
の
詞
」
を
取
り
上
げ
て
い
な
か
っ
た
も
の
に
は
、
次
の
九
種
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
『
山
の
井
』　　
　

季
吟
著　
　

正
保
五
年　
　
（
一
六
四
八
）

　
　
　
　
『
か
た
こ
と
』　　

貞
室
著　
　

慶
安
三
年　
　
（
一
六
五
○
）

　
　
　
　
『
俳
諧
小
式
』　　

元
隣
著　
　

寛
文
二
年　
　
（
一
六
六
二
）

　
　
　
　
『
増
山
の
井
』　　

季
吟
著　
　

寛
文
三
年　
　
（
一
六
六
三
）

　
　
　
　
『
類
舩
集
』　　
　

梅
盛
著　
　

延
宝
四
年　
　
（
一
六
七
六
）

　
　
　
　
『
俳
諧
鼻
紙
袋
』　

著
者
不
明　

延
宝
五
年　
　
（
一
六
七
七
）

　
　
　
　
『
五
節
句
』　　
　

順
也
著　
　

元
禄
元
年　
　
（
一
六
八
八
）

　
　
　
　
『
真
木
柱
』　　
　

挙
堂
著　
　

元
禄
十
年　
　
（
一
六
九
七
）

　
　
　
　
『
俳
諧
暁
山
集
』　

芳
山
著　
　

元
禄
十
三
年　
（
一
七
○
○
）

　
（
２
） 　

こ
こ
に
挙
げ
た
十
種
の
俳
諧
作
法
書
類
に
掲
載
の
「
恋
の
詞
」
を
五
十
音
順
に
配
列
し
、
そ
の
収
載
書
と
と
も
に
示
し
た
も
の
と
し

て
拙
稿
「「
俳
諧
詞
寄
せ
類
に
見
る
「
恋
の
詞
」
一
覧
」（『
俳
文
芸
』
二
十
一
号
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
）
が
あ
る
。

　
（
３
） 　
『
毛
吹
草
』
に
は
「
俳
諧
恋
の
詞
」
と
「
連
歌
恋
の
詞
」
と
を
分
け
て
載
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
連
歌
恋
の
詞
」
を
連
歌

の
み
に
用
い
る
「
恋
の
詞
」
と
し
、「
俳
諧
恋
の
詞
」
を
俳
諧
の
み
に
用
い
る
「
恋
の
詞
」
と
す
る
解
説
を
見
か
け
る
が
、『
毛
吹
草
』

に
お
い
て
「
連
歌
恋
の
詞
」
と
分
類
さ
れ
た
語
句
を
他
の
俳
諧
作
法
書
類
に
お
い
て
は
俳
諧
の
「
恋
の
詞
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
毛
吹
草
』
に
お
け
る
「
連
歌
恋
の
詞
」
は
「
連
歌
以
来

用
い
ら
れ
て
い
る
恋
の
詞
」、「
俳
諧
恋
の
詞
」
は
「
俳
諧
以
来
用
い
ら
れ
て
い
る
恋
の
詞
」
の
意
と
し
て
、と
も
に
俳
諧
で
用
い
る
「
恋

の
詞
」
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
（
４
） 　

東
明
雅
氏
「
恋
の
詞
」（『
俳
文
学
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
平
成
七
年
十
月
）

　
（
５
） 　

恋
句
の
認
定
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
七
部
集
』
の
注
解
に
拠
る
。
ま
た
、
芭
蕉
の
恋
句
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
同
書
の

ほ
か
に
、
東
明
雅
氏
『
芭
蕉
の
恋
句
』（
岩
波
新
書
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
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（
６
） 　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
七
部
集
』
に
お
け
る
上
野
洋
三
氏
の
注
解
で
は
、「
聟
」「
状
」
を
恋
の
詞
と
し
て
取
り
、
こ
の
二
句

を
「
用
語
の
上
で
の
み
恋
の
扱
い
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
稿
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
俳
諧
作
法
書
類
十
種
で
の
扱
い
を
見
る
と
、「
む

こ
入
り
」
は
「
恋
の
詞
」
だ
が
、「
聟
」
は
『
は
な
ひ
草
』『
俳
諧
番
匠
童
』
に
お
い
て
「
恋
の
詞
に
あ
ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
恋

の
詞
」
と
し
て
「
状
」
の
語
を
掲
載
す
る
俳
諧
作
法
書
類
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
「
恋
の
詞
」
を
用
い
な
い

句
と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
た
。

〔
付
記
〕 　

本
稿
は
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
平
成
二
十
三
年
四
月
十
六
日
、
東
京
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
俳
諧

に
お
け
る
〈
恋
〉」
の
内
容
に
基
づ
き
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
前
後
を
通
じ
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
る
。
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