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市
橋
文
庫
蔵
『
弥
生
日
記
』
訳
注

愛
知
県
立
大
学
稀
書
の
会

　

本
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
市
橋
文
庫
に
は
、
岡
崎
の
俳
人
鶴
田
卓
池
と
刈
谷
の
俳
人
中
島
秋
挙
が
編
纂
し
た
『
弥
生
日
記
』
の
刊
本
を
蔵

す
る
。『
弥
生
日
記
』
は
、
卓
池
・
秋
挙
の
両
名
が
、
文
政
七
年
三
月
に
岡
崎
花
園
山
に
滞
在
し
た
記
録
を
同
年
五
月
に
刊
行
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
序
文
で
花
園
山
到
着
ま
で
の
経
緯
を
述
べ
た
後
、
二
人
が
弟
子
の
家
に
落
ち
着
き
、
俳
諧
五
十
韻
を
張
行
す
る
と
こ

ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
三
週
間
余
り
の
間
、
ひ
き
も
き
ら
ず
尋
ね
て
く
る
門
人
た
ち
の
句
を
は
さ
み
な
が
ら
、
滞
在
中
の
折
々
の
風
雅
を
語
り
、

最
後
に
ま
た
両
者
の
歌
仙
を
置
き
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
滞
在
の
様
子
が
日
記
風
に
描
か
れ
、
滞
在
中
に
作
ら
れ
た
句
を
時
系
列
に
従
っ
て
記

述
し
て
い
く
形
式
を
取
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　

稀
書
の
会
で
は
、
地
域
の
文
化
及
び
文
化
交
流
史
の
考
究
・
紹
介
を
目
的
と
し
て
、
本
学
が
豊
富
に
蔵
す
る
古
俳
書
資
料
の
う
ち
か
ら
、

俳
諧
の
盛
ん
で
あ
っ
た
名
古
屋
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、
こ
の
『
弥
生
日
記
』
の
読
解
に
取

り
組
む
こ
と
と
し
た
。
月
に
一
度
の
輪
講
に
よ
り
読
み
す
す
め
て
い
る
が
、
今
年
度
の
年
報
原
稿
は
、
輪
講
の
成
果
の
中
か
ら
、
序
文
と
冒

頭
の
卓
池
・
秋
挙
の
五
十
韻
の
う
ち
第
十
八
句
ま
で
を
と
り
あ
げ
た
。

　

な
お
、
書
誌
調
査
や
本
文
の
検
討
は
、
稀
書
の
会
の
メ
ン
バ
ー
が
輪
番
で
担
当
し
、
稀
書
の
会
参
加
者
に
よ
る
複
数
回
の
討
議
を
経
た
後

に
あ
ら
た
め
て
年
報
用
に
成
稿
し
て
い
る
。
調
査
担
当
者
、
輪
読
の
際
の
発
表
者
の
名
を
担
当
箇
所
の
末
尾
に
記
し
た
。
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【
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
弥
生
日
記
』
書
誌
】

表
紙　

原
装
縹
色

繋
型
押
表
紙　

袋
綴　

23.4 

cm
×
15.9 

cm　

全
十
五
丁
。

題
簽　

左
肩
単
辺
（
代
赭
色
料
紙
、
後
補
か
）「
弥
生
日
記
」
15.6 

cm
×
2.9 

cm
。

序
題　
「
弥
生
日
記
」。

序　
　

無
辺
無
界
七
行
×
十
五
字
前
後
。
字
高
12.8 

cm　

一
丁
。

本
文　

無
辺
無
界
八
行
。
字
高　

二
丁
表
7.4 

cm　

二
丁
裏
以
降
14.0 

cm　

十
四
丁
。

柱　
　

第
一
丁
よ
り
「 
序
一
、
㊀
（
〜
十
四
）」。

印
記　

一
丁
表
右
肩
に
朱
印
「
□
馬
風
涼
」、
墨
印
「
市
橋
文
庫
」、
ほ
か
円
形
朱
印
、
裏
見
返
左
下
に
朱
印
「
□
士
」（
□
は
同
字
で
あ
る

が
不
明
）。

刊
記　

裏
見
返
「
文
政
七
甲
申
年
仲
夏
／
製
本
所
名
古
屋
本
町
九
丁
目
本
屋
久
兵
衛
」。

備
考　

丁
付
と
丁
数
は
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、
実
際
の
丁
数
で
あ
る
。
ま
た
、
第
九
丁
と
第
十
丁
と
の
間
に
、
調

査
者
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
以
下
の
挟
み
込
み
が
あ
る
。「〔
増
補
〕
洒
堂
の
「
市
の
庵
」
出
づ
／
前
文
略
／
稲
妻
や
夜
あ
け
て
後
も
舩

こ
ゝ
ち
」。
な
お
、
同
刊
本
が
鶴
舞
中
央
図
書
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

　
（
狩
野
一
三
）

【
凡
例
】

一
、底
本
は
文
政
七
年
五
月
名
古
屋
久
兵
衛
版
『
弥
生
日
記
』
愛
知
県
立
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
市
橋
文
庫
蔵
（IC

H
I

・
142
）
本
で
あ
る
。

一
、翻
字
本
文
は
、文
政
七
年
版
を
忠
実
に
翻
刻
し
た
。
本
文
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、【
翻
刻
】
に
本
稿
で
扱
う
箇
所
を
一
括
掲
出
し
、【
注
釈
】

部
分
に
は
、
注
釈
の
便
を
考
慮
し
て
適
宜
分
割
・
本
文
改
訂
を
な
し
た
形
で
と
り
あ
げ
た
。

一
、注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表
記
に
改
め
、
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
、
句
読
点
を
補
っ

た
。
翻
字
本
文
を
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
原
文
の
表
記
の
誤
り
か
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
改
め
、
あ
て
字
、
異
体
字
、
送
り
仮
名
は
標
準
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的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢
字
表
記
が
自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、
難
読
語
句
に
は
、

校
注
者
が
（　

）
書
き
で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
て
開
い
た
。

一
、注
釈
本
文
の
各
句
に
は
、
便
宜
上
、
校
注
者
に
よ
る
通
し
番
号
を
付
し
、
前
句
を
添
え
た
。

一
、訳
注
に
お
い
て
は
、【
語
釈
】、【
一
句
立
】、【
現
代
語
訳
】
の
項
目
を
設
け
、
必
要
な
場
合
に
は
【
考
察
】
の
項
目
も
設
け
た
。

一
、【
語
釈
】
に
あ
げ
た
和
歌
、
連
歌
、
俳
諧
な
ど
の
引
用
は
、
後
述
引
用
文
献
に
依
る
。
読
解
に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
先
例
の

み
な
ら
ず
後
代
の
作
品
も
例
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
私
に
濁
点
を
付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文
字
は
必
要

に
応
じ
平
仮
名
に
改
め
た
。

【
翻
刻
】

　
　
　

弥
生
日
記

　

花
も
の
い
は
ね
と
よ
く
人
を
と
ゝ
む

　

そ
の
と
ゝ
め
ら
る
ゝ
花
を
こ
そ
た
つ
ね
め

　

と
ま
つ
八
橋
の
沢
辺
に
さ
ま
よ
ひ

　

き
て
あ
か
ぬ
衣
の
里
に
一
夜
袖
か
た

　

し
き
て
か
す
み
か
く
れ
の
岨
道
つ
た
ひ

　

に
花
園
山
の
麓
に
出
て
や
す
ら
ふ　
　
　
　
　
　
　
　

」（
一
オ
）

　

こ
ゝ
に
こ
の
も
し
き
家
あ
り
あ
る
し
の

　

い
ふ
や
う
我
薪
水
の
た
す
け
を
な
さ
ん

　

明
暮
の
花
に
め
を
よ
ろ
こ
は
し
め
給
へ
と

　

い
ふ
応
と
諾
し
て
膝
を
い
る
れ
は
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花
に
清
香
あ
り
月
に
陰
あ
り
て

　

さ
ら
に
過
行
日
数
も
お
ほ
え
す　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
一
ウ
）

　
　
　
　
　

蓬
畢
蘆

　
　
　
　

林
巒
非
一
状

　
　
　
　

水
石
有
余
態

　
　
　
　

け
に
こ
ゝ
こ
の
も
し
き
す
み
か

　
　
　
　

な
り
け
り
け
ふ
ハ
わ
け
て
清
暇

　
　
　
　

歓
娯
を
な
す
日

　
　
　

初
懐
紙

　
　
　
　

鶴
の
歩
み
の
調
に
な
ら
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」（
二
オ
）

　

花
に
虻
け
さ
を
お
も
へ
は
日
の
永
し　
　
　

秋
挙

　
　
　

草
す
き
か
へ
す
礒
田
幾
代　
　
　
　
　

卓
池

　

王
箒
く
れ
ゆ
く
は
る
を
掃
と
め
て　
　
　
　
　

挙

　
　
　

廚ク
リ
ヤ使

や
ひ
ま
な
か
る
ら
む　
　
　
　
　
　

池

　

其
あ
た
り
ま
は
ゆ
か
り
つ
る
天
津
鴈　
　
　
　

挙

　
　
　

楸ヒ
サ
キま
は
ら
に
明
わ
た
る
月　
　
　
　
　
　

池

　

後
園
に
わ
け
て
冨
た
る
水
葵　
　
　
　
　
　
　

挙

　
　
　

名
残
奇
麗
に
遊
ふ
酒
こ
と　
　
　
　
　
　

池　
　

」（
二
ウ
）
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み
て
く
ら
は
つ
ふ
ね
か
し
ら
に
も
た
せ
や
り　

挙

　
　
　

我
ま
ゝ
ゆ
る
す
真
間
の
橋
守　
　
　
　
　

池

　

世
に
あ
は
ぬ
恋
の
し
な
し
を
置
霜
に　
　
　
　

挙

　
　
　

あ
ら
は
れ
て
う
き
宵
の
里
下
り　
　
　
　

池

　

胸
の
ほ
む
ら
さ
ま
さ
は
葎
潦　
　
　
　
　
　
　

挙

　
　
　

死
な
ぬ
む
し
な
ら
初
蟬
に
な
れ　
　
　
　

池

　

鶯
は
音
を
い
れ
き
は
も
さ
す
か
に
て　
　
　
　

挙

　
　
　

高
い
下
駄
は
く
戸
隠
の
僧　
　
　
　
　
　

池　
　

」（
三
オ
）

　

稲
妻
を
月
出
る
ま
て
の
想
像　
　
　
　
　
　
　

挙

　
　
　

風
ひ
や
〳
〵
と
は
ま
つ
ゝ
ら
吹　
　
　
　

池

【
注
釈
】

【
序
文
本
文
】

　
　

弥
生
日
記

　

花
、
も
の
言
は
ね
ど
よ
く
人
を
と
ど
む
。
そ
の
と
ど
め
ら
る
る
花
を
こ
そ
た
づ
ね
め
と
、
ま
づ
八
橋
の
沢
辺
に
さ
ま
よ
ひ
来
て
、
あ
か
ぬ

衣
の
里
に
一
夜
袖
か
た
し
き
て
、
霞
が
く
れ
の
岨
道
づ
た
ひ
に
花
園
山
の
麓
に
出
で
て
や
す
ら
ふ
。

　

こ
こ
に
好
も
し
き
家
あ
り
。
あ
る
じ
の
言
ふ
や
う
、「
我
、
薪
水
の
助
け
を
な
さ
ん
。
明
暮
の
花
に
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
め
給
へ
。」
と
言
ふ
。

応
と
諾
し
て
膝
を
い
る
れ
ば
、
花
に
清
香
あ
り
、
月
に
陰
あ
り
て
、
さ
ら
に
過
ぎ
行
く
日
数
も
お
ぼ
え
ず
。

　
　
　

蓬
畢
蘆

　
　

林
巒
非
一
状
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水
石
有
余
態

　

げ
に
こ
こ
、
好
も
し
き
す
み
か
な
り
け
り
。
今
日
は
わ
け
て
清
暇
歓
娯
を
な
す
日
。

【
語
釈
】
●
花
、
も
の
言
は
ね
ど　

花
は
物
を
言
わ
な
い
が
。
史
記
の
「
桃
李
不
言
下
自
成
蹊
」（『
史
記
』
李
将
軍
伝
賛
）
を
ふ
ま
え
、
こ

こ
で
は
「
花
」
を
桜
の
花
と
見
て
述
べ
て
い
る
。「
故
郷
の
花
の
物
言
ふ
世
な
り
せ
ば
い
か
に
昔
の
こ
と
を
問
は
ま
し
」（
後
拾
遺
集
・
春
下
・

世
尊
寺
の
桃
の
花
を
詠
み
侍
り
け
る
・
130
・
出
羽
弁
）。「
桃
李
も
の
言
は
ね
ば
、
誰
と
と
も
に
か
昔
を
語
ら
ん
」（
徒
然
草
・
第
二
十
五
段
）。

●
八
橋 

愛
知
県
知
立
市
の
東
部
、
逢
妻
川
の
南
の
地
名
。
歌
枕
。
伊
勢
物
語
の
東
下
り
の
章
段
で
、
在
原
業
平
が
カ
キ
ツ
バ
タ
の
五
文
字

を
入
れ
て
和
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
。
周
辺
に
は
、
在
原
寺
、
業
平
塚
が
あ
る
。「
か
ら
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
に
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き

ぬ
る
た
び
を
し
ぞ
思
ふ
」（
伊
勢
物
語
・
第
九
段
）。
●
来
て
、
あ
か
ぬ
衣
の
里　

こ
こ
で
は
〈
八
橋
の
沢
辺
に
来
て
〉・〈
着
て
飽
か
ぬ
衣
〉・

〈
来
て
飽
か
ぬ
衣
の
里
〉
と
か
け
て
い
る
か
。
●
衣
の
里　

愛
知
県
豊
田
市
の
旧
称
。
豊
田
市
中
心
部
の
旧
称
を
「
挙
母
」
と
い
い
、『
和
名

抄
』
に
記
さ
れ
た
尾
張
国
賀
茂
郡
八
郷
の
名
の
一
つ
に
挙
母
郷
が
見
え
る
。
●
袖
か
た
し
き
て　

衣
の
片
袖
を
敷
い
て
寝
る
こ
と
。
ひ
と
り

寝
の
さ
ま
を
い
う
。「
き
り
ぎ
り
す
鳴
く
や
霜
夜
の
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
ひ
と
り
か
も
寝
む
」（
新
古
今
集
・
秋
下
・
518
・
藤
原
良
経
）。

●
薪
水　

薪
を
採
り
水
を
汲
む
こ
と
。
炊ス
イ

爨サ
ン

の
事
を
い
う
。
●
膝
を
い
る
ゝ
（
そ
の
家
の
中
に
）
身
を
置
く
。「
審
容
膝
之
易
安
」（
陶
淵

明
「
帰
去
来
辞
」）。
●
花
に
清
香
あ
り
、
月
に
陰
あ
り　

蘇
東
坡
の
「
春
夜
」
の
句
。
花
に
は
清
ら
か
な
香
り
が
た
だ
よ
い
、
月
は
お
ぼ
ろ

に
霞
ん
で
い
る
。「
春
宵
一
刻
直
千
金　

花
有
清
香
月
有
陰
」（「
春
夜
」
蘇
東
坡
）。「
春
宵
一
刻
値
千
金
、
花
に
清
香
月
に
影
」（
謡
曲
「
西

行
桜
」）。
●
蓬ホ
ウ

畢
ヒ
ツ
ノ

蘆ロ　

草
屋
。
粗
末
な
住
家
。
●
林リ
ン

巒ラ
ン　

林
と
山
。
●
一
状　

同
じ
形
。
●
水
石　

水
中
に
あ
る
石
。
ま
た
、
水
と
石
。

●
余
態 

豊
か
な
形
。●
歓
娯　

よ
ろ
こ
び
た
の
し
む
こ
と
。歓
楽
。こ
こ
で
は
定
ま
ら
な
い
自
然
の
有
様
に
心
を
引
か
れ
て
楽
し
ん
で
い
る
。

【
現
代
語
訳
】
花
は
物
を
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
人
の
心
を
引
き
つ
け
る
魅
力
が
あ
り
、
足
を
止
め
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
に
心
引
か
れ
る
花
を

こ
そ
た
ず
ね
求
め
よ
う
と
、
ま
ず
八
橋
の
沢
辺
を
あ
ち
こ
ち
さ
ま
よ
い
歩
い
た
。
次
に
、
着
て
い
て
飽
き
な
い
衣
の
よ
う
に
、
何
度
訪
ね
て

も
飽
き
る
こ
と
が
な
い
衣
の
里
を
訪
れ
、
一
晩
ひ
と
り
寝
を
し
、
霞
に
お
お
わ
れ
た
細
く
て
け
わ
し
い
山
道
を
た
ど
り
、
花
園
山
の
麓
に
出
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て
一
息
つ
い
た
。
こ
こ
に
感
じ
が
い
い
家
が
あ
っ
た
。
主
が
言
う
こ
と
に
は
、
私
が
滞
在
の
手
助
け
を
し
ま
し
よ
う
、
明
け
暮
れ
、
花
を
ご

ら
ん
に
な
り
、
目
を
楽
し
ま
せ
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
と
。
あ
り
が
と
う
と
応
じ
て
家
に
入
れ
ば
、
花
に
は
清
ら
か
な
香
り
が
た
だ
よ
い
、
月

は
朧
に
か
す
ん
で
、
月
日
が
経
つ
の
も
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
う
。

草
屋
に
て

　

林
や
山
は
ど
れ
も
形
状
が
違
っ
て
い
て
同
じ
形
で
は
な
い
。
ま
た
水
や
石
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
姿
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
興
が
尽
き
な
い
。

ま
こ
と
に
こ
こ
は
好
ま
し
い
住
ま
い
だ
。
今
日
は
と
り
わ
け
、
俗
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
静
か
に
喜
び
楽
し
む
日
だ
。（

名
倉
ミ
サ
子
）

【
五
十
韻
】

　

初
懐
紙

　
　
　
　

鶴
の
歩
み
の
調
に
な
ら
ふ

初
表
一
（
発
句
）　

花
に
虻
今
朝
を
思
へ
ば
日
の
永
し　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
春
（
花
・
虻
・
日
の
永
し
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
初
懐
紙　

年
頭
に
は
じ
め
て
懐
紙
に
記
し
た
連
句
の
こ
と
を
い
う
。
次
項
に
い
う
「
鶴
の
歩
み
」
百
韻
は
、「
初
懐
紙
」
と
称

し
て
古
来
有
名
で
あ
っ
た
。「
貞
享
三
の
と
し
丙
寅
に
普
子
日
の
春
の
百
韻
初
懐
紙
と
号
し
て
世
に
鳴
こ
と
ひ
さ
し
」（『
鶴
の
歩
み
』
鶴
歩

奥
書
）。
●
鶴
の
歩
み　
「
鶴
の
歩
み
」
百
韻
。
貞
享
三
年
正
月
に
芭
蕉
が
門
人
其
角
、
杉
風
ら
と
張
行
し
た
百
韻
。
発
句
「
日
の
春
を
さ
す

が
に
鶴
の
歩
み
か
な
（
其
角
）」
か
ら
、「
日
の
春
を
」
百
韻
と
も
言
わ
れ
る
。
前
半
五
十
韻
に
は
芭
蕉
自
ら
加
え
た
と
い
う
評
注
が
あ
り
、

蕉
風
俳
諧
の
あ
り
方
を
示
す
重
要
な
百
韻
と
さ
れ
て
い
る
。
●
虻　

あ
ぶ
科
の
昆
虫
。
は
な
あ
ぶ
、
ひ
ら
た
あ
ぶ
な
ど
。
こ
こ
は
「
あ
ふ



8

(
逢
ふ)

」
と
掛
け
る
か
。「
二
月
…
虻
」（
毛
吹
草
巻
二
「
俳
諧
四
季
之
詞
」）。「
花
…
虻
」（
毛
吹
草
巻
三
「
付
合
」）。「
花
に
あ
そ
ぶ
虻
な

く
ら
ひ
そ
友
雀
」（
続
の
原
・
芭
蕉
）。「
虻
蝿
の
し
ら
ぬ
に
ほ
ひ
や
苔
の
花
」（
青
々
処
句
集
・
165
）。
●
日
の
永
し　

一
日
（
の
日
照
時
間
）

が
長
い
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）、
秋
挙
の
二
十
三
忌
の
記
念
と
し
て
編
ま
れ
た
『
曙
庵
句
集
』
で
は
「
日
の
な
が
き
」
で
あ
る
。「
末
の

春
の
詞　

一
、
永
き
日
」（
至
宝
抄
）。「
山
の
湯
や
だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と
日
の
長
き
」（
一
茶
集
・
発
句
篇
・

3408
）。

【
現
代
語
訳
】

　
　
　

初
懐
紙
の
「
鶴
の
歩
み
」
の
調
子
に
な
ら
っ
て
。

花
に
誘
わ
れ
て
虻
が
や
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
美
し
い
桜
が
花
ひ
ら
い
た
今
朝
を
思
い
、の
ど
か
な
様
子
に
一
日
が
長
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
。

【
考
察
】
弟
子
東
雅
篇
の
『
曙
庵
句
集
』
に
入
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
伸
江
）

　
　
　
　
　

花
に
虻
今
朝
を
思
へ
ば
日
の
永
し

初
表
二
（
脇
）
草
す
き
か
へ
す
礒
田
幾
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
春
（
す
き
か
へ
す
）

【
作
者
】
卓
池　

【
語
釈
】
●
す
き
か
へ
す　

春
に
な
り
、
田
畑
の
土
を
掘
り
返
す
。「
す
き
か
へ
す
門
田
の
牛
の
あ
ゆ
み
ま
で
く
る
る
日
か
げ
に
つ
る
る
遅

さ
よ
」(

今
川
為
和
集
四
・
田
家
・

1556)

。「
す
き
か
へ
す
田
面
の
草
を
と
り
そ
へ
て
あ
れ
た
る
庵
や
春
に
か
こ
は
ん
」（
黄
葉
集
・
田
家
春
・

1540
）。
●
礒
田　

岩
礁
の
多
い
水
際
に
あ
る
田
。「
ひ
よ
ろ
ひ
よ
ろ
と
礒
田
の
鶴
も
日
永
か
な
」（
七
番
日
記
・
一
茶
）。「
初
雁
の
痩
て
餌
を

は
む
礒
田
哉
」（
半
化
坊
発
句
集
・
419
・
雁
）。「
な
は
し
ろ
に
鴎
追
る
る
礒
田
か
な
」（
し
ら
雄
句
集
・
春
・
201
）。
●
代　

田
植
え
を
す
る

た
め
に
耕
し
た
田
の
区
画
を
「
代し
ろ

」
と
い
う
。「
早
苗
と
る
か
た
や
い
く
し
ろ
五
月
雨
に
み
だ
れ
て
出
づ
る
田
子
が
す
が
笠
」（
琴
後
集
・
題
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画
歌
・「
雨
降
る
日
人
お
ほ
く
早
苗
と
る
」・

1364
）。
こ
こ
は
、
春
の
日
の
長
さ
を
、
耕
す
田
の
広
さ
に
お
き
か
え
て
示
し
て
い
る
。

【
一
句
立
】
冬
の
間
に
生
え
た
草
を
鋤
返
す
礒
辺
の
田
は
、
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

桜
の
花
が
咲
き
誇
り
、
虻
が
花
に
誘
わ
れ
て
や
っ
て
く
る
、
の
ど
か
な
一
日
の
長
さ
よ
。）
そ
ん
な
一
日
に
、
冬
の

間
に
生
え
て
し
ま
っ
た
草
を
掘
り
返
す
礒
辺
の
田
は
、
ど
の
く
ら
い
の
広
さ
な
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
）

　
　
　
　
　
　
　

草
す
き
か
へ
す
礒
田
幾
代

初
表
三(

第
三) 

玉
箒
暮
れ
ゆ
く
春
を
掃
き
と
め
て　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
春(

く
れ
ゆ
く
春) 

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】●
玉
箒　

玉
を
飾
り
に
つ
け
た
箒
。
正
月
初
子
の
日
に
、皇
后
が
蚕
室
を
掃
き
清
め
蚕
神
を
祀
る
際
に
用
い
る
も
の
。
一
句
で
は「
玉

箒
」は
ほ
う
き
の
美
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。「
初
春
の
初
子
の
今
日
の
玉
箒
手
に
と
る
か
ら
に
ゆ
ら
ぐ
玉
の
緒
」(

万
葉
集
・

4493
・
大
伴
家
持
、

新
古
今
集
に
も
採
録)

。「
忘
れ
め
や
祝
ふ
は
つ
ね
の
玉
箒
塵
だ
に
す
ゑ
ぬ
宿
の
ま
ど
ゐ
は
」(

琴
後
集
・
長
枝
が
家
の
子
日
に
・
36)

。「
春

は
子
日
を
祝
ふ
年
々
／
賤
が
飼
ふ
此
の
比
と
れ
る
玉
箒
」(
竹
林
抄
・
雑
上
・

1227
・
能
阿)

。
な
お
、版
本
で
は
「
玉
」
の
部
分
が
「
王
」
と
な
っ

て
い
る
が
、「
玉
」
に
訂
正
し
た
。
●
暮
れ
行
く
春　

暮
れ
て
い
く
春
。「
藤
づ
る
や
暮
れ
行
く
春
の
惜
し
み
縄
」(

崑
山
集
・
春
・

2043)

。

【
一
句
立
】
美
し
い
玉
箒
で
、
暮
れ
て
行
く
春
を
掃
き
と
ど
め
よ
う
と
し
て
い
て
。

【
現
代
語
訳
】(

前
句　

春
に
な
っ
て
草
を
掘
り
返
し
て
い
る
礒
辺
の
田
は
、
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。)

子
の
日
に
は
、
鋤
と
箒

で
祝
う
も
の
だ
が
、
鋤
を
使
っ
て
新
た
な
田
を
作
る
様
子
が
一
方
に
あ
り
、
ま
た
、
美
し
い
箒
と
い
え
ば
、
暮
れ
て
い
く
春
を
惜
し
み
、
そ

れ
を
使
っ
て
、
掃
き
と
ど
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。

【
考
察
】
古
く
中
国
で
は
、
正
月
最
初
の
子
の
日
に
天
子
自
ら
田
を
耕
す
帝
王
躬
耕
の
儀
式
、
ま
た
皇
后
が
三
月
に
蚕
室
を
掃
き
、
神
を
祀
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る
后
妃
親
蚕
の
儀
式
が
あ
っ
た
。こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、い
ず
れ
も
正
月
最
初
の
子
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
儀
式
と
な
っ
た
。正
倉
院
に
は
、

天
平
宝
字
二
年(

七
五
八)

正
月
の
初
子
の
日(

三
日)

に
使
用
さ
れ
た
「
子ね
の
ひ
の日
手て
か
ら
す
き

辛
鋤
」
と
「
子ね
の
ひ
の日
目め
と
ぎ
の
ほ
う
き

利
箒
」
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
語
釈

に
あ
げ
た
万
葉
集
の
家
持
の
歌
は
、
そ
の
際
の
歌
で
あ
る
。
脇
か
ら
第
三
へ
の
付
合
は
、「
す
き
か
へ
す
」
よ
り
「
鋤
」
を
連
想
し
、
初
子

の
日
の
「
鋤
」
と
「
玉
箒
」
を
一
対
と
し
て
思
い
浮
か
べ
付
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
句
で
は
春
の
終
わ
り
の
句
と
な
る
。

　

芭
蕉
に
よ
れ
ば
、
第
三
の
体
は
、
発
句
、
脇
と
続
い
た
景
を
変
化
さ
せ
、
格
調
高
く
句
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
。「
第
三
の
体
、
長
高
く

風
流
に
句
を
作
り
侍
る
。
発
句
の
景
と
少
し
替
り
め
あ
り
。」(

「
鶴
の
歩
み
」
百
韻
芭
蕉
評
注)

。
秋
挙
も
第
三
で
品
格
を
保
ち
な
が
ら
景

を
変
え
て
い
く
。

　

な
お
、
脇
か
ら
第
三
へ
の
付
け
の
み
な
ら
ず
、
第
七
句
「
楸
」、
第
十
句
「
真
間
」
と
、
万
葉
集
歌
を
思
わ
せ
る
語
句
が
よ
く
見
ら
れ
る
。

卓
池
と
秋
挙
の
万
葉
集
に
対
す
る
教
養
に
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
）

　
　
　
　
　
　

玉
箒
暮
れ
ゆ
く
春
を
掃
き
と
め
て

初
表
四　

廚
ク
リ
ヤ

使
や
ひ
ま
な
か
る
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
廚　

食
物
調
理
の
場
所
。
台
所
。「
鮟
鱇
を
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
廚
か
な
」（
蕉
門
名
家
句
集
（
基
角
）・

1719
）。「
福
々
し
廚
に
肥

え
た
鰤
二
本
」（
蓬
亭
句
集
・

1940
）。
●
ひ
ま
な
か
る
ら
む　

間
を
お
か
ず
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

【
一
句
立
】
台
所
へ
の
使
い
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
出
向
い
て
い
る
よ
う
だ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

美
し
い
玉
箒
で
、
暮
れ
て
行
く
春
を
掃
き
と
ど
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
あ
た
り
を
清
め
て
い
て
。）
ご

ち
そ
う
を
作
る
台
所
へ
は
、
使
い
が
し
き
り
に
出
向
い
て
い
る
よ
う
だ
。
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【
考
察
】
春
の
終
わ
り
の
富
裕
な
邸
宅
で
の
宴
の
用
意
の
様
子
。
前
句
を
手
入
れ
が
ゆ
き
と
ど
い
た
邸
宅
で
、
あ
た
り
を
美
し
く
は
き
き
よ

め
て
い
る
様
子
と
見
た
。「
青
柳
や
苔
に
塵
な
き
玉
箒
」(

発
句
帳
・
柳
・

1054
・
昌
叱)

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
）

　
　
　
　
　
　

廚
ク
リ
ヤ

使
や
ひ
ま
な
か
る
ら
む

初
表
五　

そ
の
あ
た
り
ま
ば
ゆ
か
り
つ
る
天
津
鴈　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
秋
（
天
津
鴈
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
ま
ば
ゆ
か
り
つ
る　

目
が
く
ら
む
ほ
ど
す
ば
ら
し
く
、圧
倒
さ
れ
る
さ
ま
。
元
来
は
目
が
く
ら
む
ほ
ど
光
が
強
い
様
子
で
あ
り
、

日
の
光
、
月
の
光
、
雪
明
か
り
な
ど
に
使
う
。
次
句
の
例
句
と
な
る
が
、
次
の
よ
う
な
連
歌
も
あ
る
。「
ま
ば
ゆ
き
は
雲
に
晴
れ
た
る
月
の

影
／
か
ざ
す
扇
も
秋
の
い
ろ
ど
り
」(
石
山
四
吟
千
句
第
十
百
韻
・
59
／
60
・
蒼(

三
条
西
公
条)

／
金(

大
覚
寺
義
俊))

。
●
天
津
鴈　

(

空

飛
ぶ)

鴈
。
一
句
で
は
秋
の
句
。
付
合
で
は
「
使
」
か
ら
「
鴈
」
を
出
し
た
。
前
漢
の
蘇
武
が
、
匈
奴
の
捕
虜
に
な
っ
た
際
に
、
雁
の
足
に

手
紙
を
付
け
て
送
っ
た
故
事
に
よ
る
付
合
。「
天
津
鴈
」
を
詠
む
句
は
、鴈
の
飛
ぶ
姿
が
文
字
に
似
て
い
る
こ
と
を
言
う
も
の
が
多
い
が
、「
廚

使
」
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、「
天
津
鴈
」
は
雁
料
理
と
考
え
る
こ
と
も
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
試
み
に
そ
う
訳
し

て
お
く
。
な
お
江
戸
期
に
は
、雉
を
筆
頭
に
鶴
、雁
が
食
材
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
。「
三
鳥
と
云
は
鶴
。
雉
子
。
鴈
を
云
也
。」(

包
丁
聞
書)

。「
雁

の
い
で
鳥
と
云
は
。
足
手
を
落
し
。
水
出
し
と
醤
油
に
て
不
レ
切
に
に
て
、
食
様
ニ
薄
切
に
作
也
。」(

大
草
家
料
理
書)

。「
つ
ら
な
る
や
文

字
ぐ
さ
り
よ
き
天
津
か
り
」(

毛
吹
草
・

1682
・
重
方)

。

【
一
句
立
】
あ
た
り
が
ま
ば
ゆ
い
ほ
ど
に
明
る
く
見
え
る
よ
う
な
立
派
な
雁
の
姿
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

台
所
へ
は
、
ご
ち
そ
う
の
催
促
の
使
い
が
し
き
り
に
出
向
い
て
い
る
よ
う
だ
。）
お
お
、
ま
る
で
あ
た
り
が
ま
ば
ゆ

く
見
え
た
く
ら
い
の
、
め
っ
た
に
な
い
大
ご
ち
そ
う
、
雁
料
理
が
出
て
き
た
よ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
）
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そ
の
あ
た
り
ま
ば
ゆ
か
り
つ
る
天
津
鴈

初
表
六　

楸ヒ
サ
キま
ば
ら
に
明
け
わ
た
る
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
秋
（
月
・
楸
）　

月
（
面
に
一
、五
句
去
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
楸ひ
さ
ぎ

　

植
物
の
名
。
キ
サ
サ
ゲ
、
ま
た
は
ア
カ
メ
ガ
シ
ワ
と
い
う
が
未
詳
。
歌
で
は
山
部
赤
人
の
万
葉
歌
「
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
ふ

け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
清
き
川
原
に
千
鳥
し
ば
な
く
」
に
よ
り
、
千
鳥
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
秋
か
ら
冬
の
景
物
と
共
に
詠

ま
れ
る
。
こ
こ
は
雁
の
句
に
月
で
つ
な
い
で
い
る
。「
楸　

初
秋
也
」（
産
衣
）。「
初
秋　

楸
」（
毛
吹
草
）。「
楸　

初
秋
也
。
只
一
也
。
俳

に
は
季
を
か
へ
て
今
一
有
べ
し
。
初
塩
は
楸
風
ふ
く
は
ま
べ
哉　

心
敬
」（
俳
諧
無
言
抄
）。
●
明
け
わ
た
る　

夜
が
す
っ
か
り
明
け
て
一
面

に
明
る
く
な
る
。
ま
た
、
霧
、
雲
な
ど
が
晴
れ
て
明
る
く
な
る
。
こ
こ
は
、
後
に
「
月
」
が
続
く
の
で
、
空
の
雲
が
切
れ
て
、
は
れ
わ
た
っ

た
月
夜
の
様
か
。「
月
夜
月
夜
に
明
渡
る
月
」（
ひ
さ
ご
・
30
・
曲
水
）。

【
一
句
立
】
楸
が
ま
ば
ら
に
生
え
、
こ
う
こ
う
と
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
月
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

飛
ん
で
い
る
空
の
あ
た
り
が
月
光
を
受
け
て
ま
ば
ゆ
く
見
え
て
い
た
雁
の
姿
。）
楸
が
ま
ば
ら
に
生
え
、
あ
た
り
を

月
が
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
。

【
考
察
】
式
目
で
は
七
句
目
が
月
の
定
座
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
六
句
目
に
で
る
。「
七
句
目　

月
の
定
座
也
。」（
俳
諧
無
言
抄
）。

　

前
句
一
句
で
も
、
付
合
で
も
、「
か
り
」
や
「
ま
ば
」
と
い
っ
た
同
音
反
復
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
倉
）

　
　
　
　
　
　

楸ヒ
サ
キま
ば
ら
に
明
け
わ
た
る
月

初
表
七　

後
園
に
わ
け
て
富
み
た
る
水
葵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
夏
（
水
葵
）
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【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】  

●
後
園（
ご
ゑ
ん（
類
船
集
ル
ビ
に
よ
る
）、も
し
く
は
こ
う
ゑ
ん
、こ
こ
で
は
後
者
の
読
み
）　

家
の
後
ろ
に
あ
る
庭
園
や
畑
。裏
庭
。

せ
ど
。「
か
た
く
な
や
し
り
へ
の
園
に
若
菜
つ
み
か
が
ま
り
あ
り
く
翁
す
が
た
よ
」（
夫
木
抄
・
春
・
後
園
若
菜
・
源
仲
正
・
199
）。「
後
園
の

か
た
は
ら
を
し
つ
ら
ひ
隠
居
住
居
を
立
る
事
お
ほ
し
。」（
俳
諧
類
船
集
）。「
元
禄
七
年
の
こ
ろ
、
芭
蕉
の
家
兄
松
尾
氏
の
後
園
に
無
名
庵
を

い
と
な
み
た
て
し
〜
」（
随
斎
諧
話
）。
●
富
み
た
る　

た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
。
前
句
の
楸
が
ま
ば
ら
に
生
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
水
葵

は
繁
茂
し
て
い
る
さ
ま
を
相
対
付
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
は
現
実
の
様
子
を
詠
み
こ
ん
だ
か
。
●
水
葵　

水
葵
科
の
一
年
草
。
各
地

の
水
田
、
沼
な
ど
の
水
湿
地
に
生
え
る
。
古
く
は
葉
を
食
用
と
し
た
。
夏
に
青
紫
色
の
花
を
つ
け
る
。「
蛍
見
し
雨
の
夕
や
水
葵
」（
炭
俵
・

2351
・
仙
花
）。

【
一
句
立
】
裏
庭
に
は
、
と
り
わ
け
水
葵
が
生
い
茂
っ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

庭
に
は
楸
が
ま
ば
ら
に
生
え
、
あ
た
り
を
月
が
明
る
く
照
ら
し
て
い
る
。）
そ
し
て
裏
庭
に
は
、
と
り
わ
け
水
葵
が

生
い
茂
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
倉
）

　
　
　
　
　
　

後
園
に
わ
け
て
富
み
た
る
水
葵

初
表
八　

名
残
奇
麗
に
遊
ぶ
酒
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
酒
事　

酒
宴
。「
十
七
日
、
姉
小
路
亭
の
も
と
へ
、
月
み
に
と
て
、
こ
れ
か
れ
さ
そ
は
れ
し
ま
ゝ
俄
に
ま
か
り
て
、
酒
事
あ
り

し
う
ち
に
、
雨
う
ち
そ
ゝ
ぎ
し
か
ば
」（
再
昌
・

1996
詞
書
・
永
正
八
年
六
月
十
七
日
）。

【
一
句
立
】
余
韻
も
き
れ
い
に
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
楽
し
む
。
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【
現
代
語
訳
】（
前
句　

裏
の
庭
の
池
に
は
と
り
わ
け
水
葵
が
繁
茂
し
て
い
る
こ
の
屋
敷
で
、）
そ
ん
な
景
色
を
見
な
が
ら
、
最
後
ま
で
乱
れ

る
こ
と
な
く
、
品
の
よ
い
酒
盛
り
を
し
て
楽
し
む
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
倉
）

　
　
　
　
　
　

名
残
奇
麗
に
遊
ぶ
酒
事

初
裏
一（
九
）み
て
ぐ
ら
は
つ
ぶ
ね
が
し
ら
に
持
た
せ
や
り　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
雑　

神
祇
（
御
幣
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
み
て
ぐ
ら　

神
へ
の
捧
げ
も
の
。
の
ち
、
串
に
挟
ん
だ
絹
帛
な
ど
の
切
れ
、
ま
た
紙
を
い
う
。「
か
み
ま
つ
る
宿
の
卯
の
花
白

妙
の
み
て
ぐ
ら
か
と
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
」（
拾
遺
集
・
夏
・
紀
貫
之
・
92
）。「
う
た
ふ
夜
の
み
て
ぐ
ら
さ
ゆ
る
嵐
か
な
」（
大
発
句
帳
・
神

楽
・
肖
柏
・

7201
）。
●
つ
ぶ
ね　

下
仕
え
の
者
。「
后
の
月
つ
ぶ
ね
に
衣
を
給
ひ
け
り
」（
月
並
発
句
帖
・
後
の
月
・
蕪
村
）。「
と
も
な
ふ
つ

ぶ
ね
だ
に
な
く
た
だ
一
人
さ
ま
よ
ひ
し
ま
ま
に
」（
惺
窩
和
歌
集
・
62
・
詞
書
）。
●
か
し
ら　

一
群
の
長
た
る
者
。

【
一
句
立
】
御
幣
は
下
仕
え
の
長
の
者
に
持
た
せ
遣
わ
し
て
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

我
々
は
余
韻
も
き
れ
い
に
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
楽
し
む
。）
神
に
捧
げ
る
御
幣
は
、
下
仕
え
の
長
の
者
に
持
た
せ

て
遣
わ
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
藤
華
）

　
　
　
　
　
　

み
て
ぐ
ら
は
つ
ぶ
ね
が
し
ら
に
持
た
せ
や
り

初
折
裏
二
（
十
）　

我
が
ま
ま
ゆ
る
す
真
間
の
橋
守　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
雑　

名
所
（
真
間
）
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【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
我
が
ま
ま　

物
事
が
自
分
の
思
う
ま
ま
に
な
る
こ
と
。
こ
の
句
で
は
、
御
幣
を
自
分
で
届
け
ず
に
下
仕
え
の
者
に
持
た
せ
た

態
度
の
事
を
「
我
が
ま
ま
」
と
捉
え
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。「
下
禰
宜
も
神
の
威
を
借
る
我
が
ま
ま
さ
」（
手
折
菊
・
88
・
葉
派
）。
●
真

間 

歌
枕
。
下
総
葛
飾
郡
国
府
台
村
（
千
葉
県
市
川
市
）
付
近
。『
万
葉
集
』
な
ど
に
詠
ま
れ
た
「
真
間
之
手
児
名
」
の
伝
説
の
地
と
し
て

知
ら
れ
た
。
ま
た
、「
真
間
の
継
橋
」も
歌
枕
と
し
て
定
着
し
た
。「
足
の
音
せ
ず
行
か
む
駒
も
が
葛
飾
の
真
間
の
継
橋
や
ま
ず
は
通
は
む
」（
万

葉
集
・
巻
一
四
・
東
歌
・

3387
）。「（
前
略
）
真
間
に
至
り
ぬ
。
こ
の
川
の
少
し
先
ま
で
は
、
塩
の
さ
し
引
き
あ
り
て
、
真
間
の
山
の
下
、
東

の
堀
へ
塩
さ
し
込
み
、
そ
れ
に
か
か
り
た
る
橋
を
渡
り
、
そ
の
次
に
懸
り
た
る
を
真
間
の
継
橋
と
い
へ
り
と
ぞ
。
遺
佚
が
よ
む
。
渡
れ
ど
も

浮
世
に
ま
じ
る
身
な
ら
ね
ば
捨
て
し
心
の
ま
ま
の
継
橋
」（『
紫
の
一
本
』
巻
二
・
隅
田
川
）。
●
橋
守　

古
代
に
お
い
て
、
河
川
に
架
け
ら

れ
た
橋
の
管
理
を
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
役
人
。
橋
の
掃
除
・
土
木
や
舟
船
の
係
留
・
燭
の
禁
止
等
を
し
た
。
通
行
人
の
取
り
締
ま
り
を
す

る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
は
近
世
の
橋
番
の
制
度
に
受
け
継
が
れ
る
。
橋
番
の
古
雅
な
言
い
方
と
し
て
も
使
わ
れ
る
。

【
一
句
立
】
わ
が
ま
ま
を
通
し
て
や
っ
た
、
真
間
の
橋
の
橋
守
よ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

御
幣
は
下
仕
え
の
者
に
持
た
せ
て
遣
わ
し
て
、）
御
幣
を
自
分
で
届
け
な
い
と
い
う
わ
が
ま
ま
を
通
し
て
し
ま
っ
た
、

真
間
の
橋
の
橋
守
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
藤
華
）

　
　
　
　
　
　

我
が
ま
ま
ゆ
る
す
真
間
の
橋
守

初
裏
三
（
十
一
）
世
に
あ
は
ぬ
恋
の
し
な
し
を
置
く
霜
に　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
恋

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
世　

男
女
の
仲
。
ま
た
、世
の
中
。
●
あ
は
ぬ　

こ
こ
で
は
釣
り
合
わ
な
い
・
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
っ
た
意
か
。
●
し
な
し
（
為
成
・

為
倣
）　

振
る
舞
い
。
し
わ
ざ
。
し
こ
な
し
。「X

inaxi　

シ
ナ
シ（
為
な
し
）行
為
。
例
、Sonatano xinaxiniyotte cono cotoga axunatta.（
そ
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な
た
の
為
な
し
に
依
つ
て
こ
の
事
が
悪
し
う
な
つ
た
）
あ
な
た
の
せ
い
で
、ま
た
は
、あ
な
た
の
や
り
方
が
も
と
で
、こ
の
事
が
だ
め
に
な
っ

た
、あ
る
い
は
、一
層
悪
く
な
っ
た
」（
日
葡
辞
書
）。
●
置
く
霜
に　

前
句
の
「
橋
」
か
ら
繋
が
る
。「
霜
を
置
く
」
で
「
霜
が
降
り
る
」
の
意
。

「
鵲
の
渡
せ
る
橋
に
置
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
夜
ぞ
更
け
に
け
る
」（
新
古
今
集
・
冬
・
大
伴
家
持
・
620
）。

【
一
句
立
】
世
の
人
の
普
通
の
ふ
る
ま
い
に
比
べ
、
恋
を
し
て
い
る
ゆ
え
の
振
る
舞
い
は
、
地
面
に
降
り
た
白
い
霜
の
よ
う
に
目
立
っ
て
し

ま
う
こ
と
よ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

我
が
ま
ま
を
許
す
真
間
の
橋
の
橋
守
よ
。）
そ
う
し
た
普
通
と
違
う
、
恋
を
し
て
い
る
ゆ
え
の
振
る
舞
い
を
、
橋
に

降
り
た
霜
の
よ
う
に
（
白
々
と
し
て
）
人
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
上
）

　
　
　
　
　
　

世
に
あ
は
ぬ
恋
の
し
な
し
を
置
く
霜
に

初
裏
四
（
十
二
）
あ
ら
は
れ
て
う
き
宵
の
里
下
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
恋
（
あ
ら
は
れ
て
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
あ
ら
は
れ
て　

隠
し
て
い
た
こ
と
が
表
面
化
す
る
、
露
見
す
る
。「
つ
つ
め
ど
も
涙
に
袖
の
あ
ら
は
れ
て
恋
す
と
人
に
し
ら
れ

ぬ
る
か
な
」（
千
載
集
・
恋
一
・
647
・
中
院
右
大
臣
）。
●
里
下
り　

奉
公
人
な
ど
が
休
み
を
も
ら
っ
て
親
元
に
帰
る
こ
と
。
里
さ
が
り
。
春
、

新
年
の
詞
。「
里
下
り
や
野
一
つ
越
る
綿
ぼ
う
し
」（
俳
諧
新
選　

巻
之
四　

冬
部
・
召
波
・
頭
巾
）。「
御
局
や
里
下
り
し
て
は
涙
ぐ
み
」（
三

冊
子
・
155
）。

【
一
句
立
】（
包
み
隠
し
て
い
た
こ
と
を
人
に
）
知
ら
れ
て
し
ま
い
、
辛
い
思
い
を
し
な
が
ら
の
日
暮
れ
時
の
里
さ
が
り
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

普
通
と
違
う
、
恋
を
し
て
い
る
ゆ
え
の
振
る
舞
い
を
、
地
面
に
置
い
た
白
い
霜
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
人
に
知
ら

れ
）、
露
顕
し
て
し
ま
っ
た
事
で
辛
い
思
い
を
し
な
が
ら
向
か
う
、
日
暮
れ
時
の
里
さ
が
り
で
あ
る
よ
。
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（
井
上
）

　
　
　
　
　
　

あ
ら
は
れ
て
う
き
宵
の
里
下
り

初
裏
五
（
十
三
）　

胸
の
ほ
む
ら
さ
ま
さ
ば
葎　

潦
（
に
は
た
づ
み
）

　
　
　
　

 　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
恋
（
胸
の
ほ
む
ら
）・
夏
（
葎
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
胸
の
ほ
む
ら　

む
ね
の
火
。
恋
心
や
怒
り
・
恨
み
・
ね
た
み
な
ど
の
気
持
が
激
し
く
起
こ
る
こ
と
を
火
に
た
と
え
た
も
の
。「
む

ね
の
火
」（
毛
吹
草
巻
第
二
・
連
歌
戀
之
詞
）。「
お
も
ひ
せ
く
胸
の
ほ
む
ら
は
つ
れ
な
く
て
涙
を
わ
か
す
物
に
ざ
り
け
る
」（
蜻
蛉
日
記
・
中
・

160
）。
●
葎　

む
ぐ
ら
・
も
ぐ
ら
。
蔓
性
の
雑
草
の
総
称
。
蓬
と
と
も
に
荒
れ
た
庭
園
や
身
分
低
い
人
の
住
居
な
ど
を
象
徴
す
る
も
の
と
し

て
用
い
ら
れ
る
。
季
語
は
夏
。「
葎　

雑
也
。
葎
の
宿
も
植
物
也
。
居
所
に
打
越
嫌
也
。
い
ひ
か
へ
て
俳
に
二
は
有
也
。
源
氏
、桐
壷
の
巻
に
、

月
影
ば
か
り
八
重
む
ぐ
ら
に
も
さ
は
ら
す
な
ど
見
え
侍
也
。
葎
の
宿
は
旧キ
ツ

地チ

の
心
有
也
。」（
俳
諧
無
言
抄
・
315
）「
葎
ト
ア
ラ
バ
、
八
重　

門　

さ
し
こ
も
る　

さ
わ
ら
ず
」（
連
珠
合
璧
集
・
269
）。「
葎ム
グ
ラ…
山
里
」（
俳
諧
類
舩
集
）。「
な
げ
き
つ
ゝ
雨
も
涙
も
ふ
る
里
の
む
ぐ
ら
の
か

ど
の
い
で
が
た
き
か
な
」（
玉
葉
集
・
雑
四
・

2336
・
女
御
徽
子
女
王
）。
●
潦　

に
わ
た
づ
み
。
激
し
く
雨
が
降
っ
た
と
き
な
ど
に
、
庭
の
面

に
出
来
る
た
ま
り
水
。
ま
た
は
、
そ
こ
に
雨
が
落
ち
て
出
来
る
泡
。「
流
る
」「
川
」
に
か
か
る
枕
詞
。「
潦
ニ
ハ
タ
ツ
ミト
ア
ラ
バ
、
庭
ニ
タ
マ
リ
タ
ル

水
也
。
五
月
雨　

雨　

軒
の
し
づ
く　

行
か
た
し
ら
ぬ　

數
ま
さ
る　

玉
ゐ
る
」（
連
珠
合
璧
集
・
134
）。「
つ
く
づ
く
と
雨
ふ
る
さ
と
の
庭

た
づ
み
ち
り
て
波
よ
る
花
の
う
た
か
た
」（
風
雅
和
歌
集
・
春
下
・
247
・
前
中
納
言
清
雅
）。

【
一
句
立
】
胸
に
燃
え
る
火
の
よ
う
な
思
い
を
冷
ま
そ
う
と
し
た
な
ら
、
こ
の
抑
え
き
れ
な
い
恋
心
は
、
繁
茂
す
る
葎
や
、
激
し
い
雨
の
後
、

た
ち
ま
ち
に
広
が
り
あ
ふ
れ
そ
う
に
な
る
溜
ま
り
水
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

か
な
わ
ぬ
恋
が
知
ら
れ
て
し
ま
い
、
と
が
め
ら
れ
て
つ
ら
い
、
日
暮
れ
時
の
里
さ
が
り
。）
胸
に
燃
え
る
火
の
よ
う

な
、
つ
ら
い
恋
心
を
冷
ま
そ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
気
持
ち
は
、
こ
の
私
の
里
の
庭
に
繁
茂
す
る
葎
や
、
雨
後
に
庭
に
で
き
る
た
ま
り
水
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の
よ
う
に
あ
ふ
れ
て
お
さ
え
き
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
藤
彩
）

　
　
　
　
　
　

胸
の
ほ
む
ら
さ
ま
さ
ば
葎

潦
（
に
は
た
づ
み
）

初
裏
六
（
十
四
）
死
な
ぬ
虫
な
ら
初
蝉
に
な
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
夏
（
初
蝉
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
虫　

前
句
の「
胸
」「
葎
」か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
語
。
胸
の
思
い
を「
虫
」と
表
現
し
て
い
る
。
一
般
的
に
言
わ
れ
る
生
き
物
の「
虫
」

は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、気
持
ち
の
「
虫
」
は
死
な
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
死
な
ぬ
虫
」
と
言
っ
た
。「
虫
…
胸む
ね

」（
毛
吹
草
巻
第
三　

付
合
）

「
虫
…
胸
」（
俳
諧
類
舩
集
・
む
し
）「
葎ム
グ
ラ…

夏
虫
の
声
（
中
略
）
虫
」（
俳
諧
類
舩
集
）。「
魂
…
虫
」（
俳
諧
類
舩
集
）。

●
初
蝉　

は
つ
ぜ
み
。
季
語
は
夏
。「
に
い
に
い
蝉
〔
夏
〕
…
初
蝉
、
夏
蝉
、
こ
ぜ
み
、
ま
め
ぜ
み　

む
ぎ
か
り
ぜ
み
（
中
略
）
季
節
が
本

格
的
に
夏
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
声
を
き
く
蝉
な
の
で
、
俳
句
な
ど
で
は
初
蝉
と
し
て
取
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。」（
季
語
辞
典
）。「
末
夏

…
蝉
」（
毛
吹
草
巻
第
二
・
俳
諧
四
季
之
詞
）。「
初
蝉
や
初
瀬
の
雲
の
た
え
間
よ
り
」（
暁
台
句
集
・
蝉
・
475
）。「
頓や
が

て
死
ぬ
け
し
き
は
見
え

ず
蝉
の
声
」（
猿
蓑
・
167
・
芭
蕉
）。

【
一
句
立
】
死
な
な
い
虫
で
あ
る
な
ら
ば
、
虫
の
中
で
も
死
ぬ
兆
し
も
見
え
ず
激
し
く
鳴
い
て
い
る
よ
う
な
初
蝉
と
な
れ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　
（
冷
ま
そ
う
と
し
て
も
、
葎
や
た
ま
り
水
の
よ
う
に
抑
え
き
れ
な
い
）
胸
に
燃
え
る
火
の
よ
う
な
恋
心
が
、）
死
な

な
い
虫
で
あ
る
な
ら
ば
、
死
ぬ
兆
し
も
見
え
ず
激
し
く
鳴
い
て
い
る
よ
う
な
初
蝉
と
な
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
藤
彩
）

　
　
　
　
　
　

死
な
ぬ
虫
な
ら
初
蝉
に
な
れ

初
裏
七
（
十
五
）
鴬
は
音
を
入
れ
ぎ
は
も
さ
す
が
に
て　
　
　
　
　
　
　

秋
挙



19

【
式
目
】
晩
夏
（
鴬
音
を
入
る
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
鴬
は
音
を
入
れ　

繁
殖
期
を
過
ぎ
た
晩
夏
に
、
鴬
が
さ
え
ず
り
を
や
め
る
こ
と
。
季
語
と
し
て
は
夏
。「
音
を
入
る
」
と
は
鳥
、

特
に
鴬
が
鳴
く
べ
き
季
節
が
終
わ
っ
て
鳴
か
な
く
な
る
、
鳴
き
や
む
こ
と
。
こ
こ
は
「
入
れ
際
」
で
あ
る
の
で
、
鳴
き
や
む
間
際
の
鳴
き
声

で
あ
ろ
う
。「
鶯
音
を
入　

月
令
に
反
舌
無
声
と
あ
り
、
拾
芥
に
訓
レ
鶯
」（
増
山
の
井
・
五
月
）。「
樹
も
石
も
有
の
ま
ま
な
り
夏
座
敷
／
音

を
い
れ
際
の
た
か
き
鴬
」（
陸
奥
鵆
・

1470
／

1471
・
桃
隣
／
露
茄
）。「
う
ぐ
ひ
す
の
蟬
に
ま
け
て
や
音
を
入
る
る
」（
左
比
志
遠
理
・
459
・
其
足
）。

【
一
句
立
】
鴬
は
季
節
が
終
わ
れ
ば
鳴
き
や
む
が
、
そ
の
鳴
き
や
む
間
際
の
と
こ
ろ
で
も
、
や
は
り
美
し
い
音
色
を
聞
か
せ
る
こ
と
だ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

死
な
な
い
虫
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
っ
そ
死
ぬ
兆
し
の
見
え
な
い
よ
う
な
初
蝉
と
な
れ
。）
鴬
は
季
節
が
過
ぎ
る
と
鳴

か
な
く
な
る
が
、
そ
の
鳴
き
や
む
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
も
、
や
は
り
美
し
い
音
色
を
聞
か
せ
る
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
倉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鴬
は
音
を
入
れ
ぎ
は
も
さ
す
が
に
て

初
裏
八
（
十
六
）
高
い
下
駄
は
く
戸
隠
の
僧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
高
い
下
駄　

高
下
駄
。
修
験
者
が
は
く
。
修
験
道
の
祖
・
役
行
者
像
は
多
く
高
下
駄
を
履
い
た
姿
で
知
ら
れ
る
。「
修
験
光
明

寺
と
云
有
。
そ
こ
に
ま
ね
か
れ
て
、
行
者
堂
を
拝
す
。
夏
山
に
足
駄
を
拝
む
首
途
哉
」（
奥
の
細
道
）。
●
戸
隠
の
僧　

戸
隠
山
の
僧
。
戸
隠

は
長
野
県
の
北
西
隣
、
上か
み
み
の
ち

水
内
郡
戸
隠
村
の
地
名
。
戸
隠
山
が
北
部
を
占
め
、
戸
隠
神
社
の
社
僧
の
宿
坊
を
中
心
に
発
展
。
古
く
か
ら
修
験

道
場
や
戸
隠
流
忍
者
の
里
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

【
一
句
立
】
高
下
駄
を
は
い
た
、
戸
隠
の
僧
。
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【
現
代
語
訳
】（
前
句　

鴬
は
鳴
き
や
む
寸
前
ま
で
高
く
美
し
い
声
を
聞
か
せ
る
。）
そ
の
ホ
ケ
キ
ョ
ウ
と
鳴
く
鴬
で
は
な
い
が
、
高
下
駄
を

は
き
高
い
音
を
立
て
て
い
る
戸
隠
の
僧
で
あ
る
こ
と
よ
。

【
考
察
】
鴬
が
、
そ
の
鳴
き
声
を
法
華
経
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
句
に
「
僧
」
を
詠
み
こ
ん
だ
。
滑
稽
味
あ
ふ
れ
、
ま
た
は
っ
き

り
し
た
句
境
の
転
換
と
な
る
。「
異
名
（
匂
ひ
鳥
・
経
よ
む
鳥
・
歌
よ
み
鳥
・
金
衣
鳥
・
花
見
鳥
・
黄
鳥
）
か
つ
ら
き
山
。
法
華
経
。
経
。」（
俳

諧
類
舩
集
）。「
法
花
経
…
鴬
」（
毛
吹
草
巻
三
「
付
合
」）。「
経
に
よ
う
似
た
鶯
の
こ
ゑ
／
是
も
又
う
ば
そ
く
優
婆
夷
あ
ま
蛙
（
桃
青
）」（『
芭

蕉
集
、（
全
）』・
連
句
編
・
29
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
倉
）

　
　
　
　
　
　

高
い
下
駄
は
く
戸
隠
の
僧

初
裏
九
（
十
七
）
稲
妻
を
月
出
づ
る
ま
で
の
想
（
お
も
ひ
や
り
）

像　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
秋
（
稲
妻
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
稲
妻　

季
語
と
し
て
は
秋
。
こ
こ
は
遠
い
夜
空
が
ひ
と
と
き
明
る
く
な
る
稲
妻
の
光
を
言
う
。「
稲
妻
ト
ア
ラ
バ
、
秋
の
始
の

物
也
。
よ
ひ
の
間
、光
の
ま
、て
ら
す
、山
の
端
め
ぐ
る
」（
連
珠
合
璧
集
）。「
宵
の
ま
の
村
雲
づ
た
ひ
影
見
え
て
山
の
端
め
ぐ
る
秋
の
稲
妻
」

（
玉
葉
集
・
秋
上
・
い
な
づ
ま
を
・
628
・
伏
見
院
）。「
待
つ
宵
の
高
嶺
の
雲
の
稲
妻
や
月
に
さ
き
だ
つ
光
な
る
ら
ん
」（
拾
塵
集
・
稲
妻
・
294
）。

●
想
（
お
も
ひ
や
り
）

像　

思
い
を
馳
せ
る
こ
と
。
宵
の
頃
に
光
る
稲
妻
に
、
や
が
て
出
る
で
あ
ろ
う
月
の
光
を
思
う
。「
宵
闇
の
稲
妻
消
す
や
月
の
顔
」（
阿

羅
野
・
626
・
長
虹
）。

【
一
句
立
】
稲
妻
の
光
で
空
が
ふ
っ
と
明
る
く
な
る
、
そ
の
様
を
見
て
、
ま
だ
月
は
出
て
い
な
い
が
、
月
の
出
た
空
を
お
も
い
や
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

戸
隠
の
僧
は
高
い
下
駄
を
は
い
て
い
る
。）
稲
妻
の
光
で
空
が
明
る
く
な
る
様
を
な
が
め
、
山
に
隠
れ
て
ま
だ
出
ぬ

月
の
姿
を
お
も
い
や
る
。
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【
考
察
】
前
句
の
僧
の
高
下
駄
は
、
僧
が
や
っ
て
き
た
遠
方
が
雨
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
。
ま
た
、
花
札
の
「
坊
主
」
の
絵
柄
は
、
山
に
か

か
る
月
で
あ
る
が
、
僧
か
ら
月
を
連
想
し
て
い
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
倉
）

　
　
　
　
　
　

稲
妻
を
月
出
づ
る
ま
で
の
想
（
お
も
ひ
や
り
）

像

初
裏
十
（
十
八
）
風
ひ
や
ひ
や
と
は
ま
つ
づ
ら
吹
く　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
秋
（
ひ
や
ひ
や
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
は
ま
つ
づ
ら
（
浜
葛
）　

浜
辺
に
生
え
て
い
る
つ
る
草
。
一
説
に
、
ク
マ
ツ
ヅ
ラ
科
の
落
葉
低
木
ハ
マ
ゴ
ウ
と
さ
れ
る
。「
浦
風

に
ひ
さ
木
散
り
し
く
浜
つ
づ
ら
下
は
ふ
秋
の
末
ぞ
か
れ
ゆ
く
」（
正
徹
千
首
・
浜
楸
・
870
）。
●
ひ
や
ひ
や　

ひ
ん
や
り
と
し
た
様
。「
ひ
や

ひ
や
と
壁
を
ふ
ま
へ
て
昼
寝
哉
」（
笈
日
記
・
920
）。『
毛
吹
草
』
に
、
初
秋
の
詞
と
し
て
類
語
「
ひ
や
や
か
」
が
あ
り
、
同
じ
く
初
秋
の
詞

と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
「
稲
妻
」
か
ら
の
句
の
移
り
と
し
た
か
。

【
一
句
立
】
風
が
ひ
ん
や
り
と
浜
つ
づ
ら
に
吹
い
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

稲
妻
の
光
で
空
が
ふ
っ
と
明
る
く
な
る
、
そ
の
様
を
見
て
、
ま
だ
月
は
出
て
い
な
い
け
れ
ど
、
月
の
出
た
空
を
お

も
い
や
っ
て
い
る
と
）、
あ
た
り
は
風
が
ひ
ん
や
り
と
浜
つ
づ
ら
に
吹
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
倉
）

【
参
考
文
献
一
覧
】

特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
文
中
に
引
用
し
た
和
歌
はC

D

―R
O

M

版
『
新
編
国
歌
大
観
』『
新
編
私
家
集
大
成
』
に
よ
り
、
俳
諧
、『
至
宝
抄
』、『
俳
諧
類
船
集
』、『
毛

吹
草
』
はC

D

―R
O

M

版
『
古
典
俳
文
学
大
系
』
に
よ
る
。
な
お
、
万
葉
集
の
歌
番
号
は
旧
国
歌
大
観
番
号
に
よ
る
。
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徒
然
草
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
徒
然
草
』（1989

・
岩
波
書
店
）

俳
諧
無
言
抄
…
宮
坂
敏
夫
・
東
明
雅
「
俳
諧
無
言
抄　

翻
刻
と
解
説
」（
信
州
大
学
医
療
技
術
短
大
部
紀
要
8
号
・1983

）
所
収
『
俳
諧
無
言
抄
』（
東
大
総
合
図
書

館
旧
洒
竹
文
庫
本
）、

包
丁
聞
書
…
群
書
類
従
第
十
九
輯

大
草
家
料
理
書
…
群
書
類
従
第
十
九
輯

月
並
発
句
帖
…
蕪
村
全
集　

第
一
巻
『
発
句
』（1995

・
講
談
社
）

紫
の
一
本
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
近
世
随
想
集
』（2000

・
小
学
館
）

日
葡
辞
書
…
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（1980

・
岩
波
書
店
）

連
珠
合
璧
集
…
『
連
歌
論
集
一
』（1985
・
三
弥
井
書
店
）

稀
書
の
会

　
　

教
員大

塚
英
二（
歴
史
文
化
学
科
）　

久
冨
木
原
玲（
国
語
国
文
学
科
）　

伊
藤
伸
江（
国
語
国
文
学
科
）　

中
根
千
絵（
国
語
国
文
学
科
） 

三

宅
宏
幸
（
国
語
国
文
学
科
）

　
　

院
生
他

名
倉
ミ
サ
子　

足
立
絵
里
奈　

加
藤
彩　

井
上
麻
美　

加
藤
華　

美
濃
羽
紘
子　

狩
野
一
三　

熊
澤
美
弓




