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市
橋
文
庫
蔵
『
弥
生
日
記
』
訳
注
（
二
）

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
。
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
、
こ
の
『
弥
生
日
記
』
を
選
び
、
そ
の
読
解
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
月
に
一
度
の
輪
講
に
よ
り
昨
年
度
か
ら
読
み
進
め
、
今
年
度
の
年
報

原
稿
は
、
輪
講
の
成
果
の
中
か
ら
、
冒
頭
の
卓
池
・
秋
挙
の
五
十
韻
の
う
ち
第
十
九
句
か
ら
第
四
十
句
ま
で
を
と
り
あ
げ
た
。

　

輪
講
で
の
各
句
の
検
討
は
、
稀
書
の
会
の
メ
ン
バ
ー
が
担
当
し
、
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
。
輪
読
の
際
の
発
表
者
の
名
を
担
当
箇
所
の
末
尾
に
記
し
、
原
稿
の
末
尾
に
は
、
稀
書
の
会
の
会
員
の
名
を
記
し
た
。

【
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
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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
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
】

鹿
の
生
血
こ
れ
も
御
悩
の
た
め
な
れ
は　
　

挙

　
　

う
な
つ
き
あ
ふ
て
か
へ
す
良
（
マ
マ
）等　

　
　

池

梅
の
饗モ
ウ
ケい
つ
れ
五
更
や
過
ぬ
ら
む　
　
　
　

挙

　
　

河
岸
は
柳
に
つ
ゝ
く
出
格
子　
　
　
　

池

よ
そ
め
か
ら
み
れ
は
な
さ
け
も
薄
か
す
み　

ヽ

　
　

蒲
萄
峠
に
縁
き
り
の
雨　
　
　
　
　
　

挙　
　

」（
三
ウ
）

あ
と
か
く
す
声
は
乙キ
ノ
トの
お
く
り
人　
　
　
　

池

　
　

こ
の
一
輪
の
牡
丹
剪
し
に　
　
　
　
　

挙

日
た
け
て
も
蚊
帳
は
つ
れ
ぬ
西
の
館　
　
　

池

　
　

摩
利
支
天
へ
は
い
か
な
ね
き
こ
と　
　

挙
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高
麗
へ
す
く
に
渡
れ
と
鶴
を
放
ち
け
り　
　

池

　
　

た
ふ
り
〳
〵
と
波
の
し
か
ら
む　
　
　

挙

芽
に
た
つ
て
冬
の
柾マ
サ
キの
む
ら
み
と
り　
　
　

池

　
　

飾
り
靭
を
へ
た
つ
歯
き
し
り　
　
　
　

挙

野
か
け
よ
り
愛
も
お
と
ろ
ふ
主
馬
之
助　
　

池　
　

」（
四
オ
）

　
　

踊
り
く
つ
し
に
あ
り
く
七
夕　
　
　
　

挙

女ネ
ツ
モ
チ

貞
木
に
月
の
か
く
る
ゝ
町
は
つ
れ　
　
　

池

　
　

た
し
な
き
米
を
は
か
る
朝
　
　
　
　

挙

厭エ
ン
リ
エ
ト

離
穢
土
欣ゴ
ン
グ求
は
越
の
山
こ
も
り　
　
　
　

ヽ

　
　

巻
て
た
の
し
き
敗
軍
の
蓑　
　
　
　
　

池

こ
か
ら
し
に
あ
ふ
ら
か
ゝ
り
し
嶌
細サ
ヨ
リ魚　

　

挙

　
　

積
は
へ
て
あ
る
薪
の
入
札　
　
　
　
　

池

【
注
釈
】

　
　
　
　

風
ひ
や
ひ
や
と
は
ま
つ
づ
ら
吹
く

初
裏
十
一
（
十
九
）
鹿
の
生（
の
り
）血

こ
れ
も
御
悩
の
た
め
な
れ
ば  
秋
挙

【
式
目
】
秋
（
鹿
）

【
作
者
】
秋
舉

【
語
釈
】
●
鹿
の
生（
の
り
）血　

鹿
の
生
血
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
と
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
に
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
呪
術
的
な

物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
妹
玉
津
日
女
の
命
、生
け
る
鹿
を
捕
ら
へ
臥
せ
て
、そ
の
腹
を
割
き
て
、稲
を
そ
の
血
に
種
き
た
ま
ひ
き
。」（『
播



50

磨
国
風
土
記
』「
讃
容
の
郡
」）。「
彼
の
村
に
在
せ
る
太
水
の
神
、
辞
び
て
云
り
た
ま
ひ
し
く
、「
吾
は
宍
の
血
以
て
佃
る
。
故
れ
、
河
の
水

を
欲
り
せ
ず
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。」（『
播
磨
国
風
土
記
』「
賀
毛
の
郡
」）。「
白
き
牝
鹿
の
生
血
を
取
り
、
母
に
与
へ
し
そ
の
験
。
健
や
か

な
る
男
子
出
生
。鹿
の
生
血
胎
内
に
入
る
を
以
て
入
鹿
と
名
付
く
。さ
る
に
よ
っ
て
。き
や
つ
が
心
を
と
ら
か
す
に
は
。爪
黒
の
鹿
の
血
汐
と
。

疑
着
の
相
の
あ
る
女
の
生
血
。
こ
れ
を
混
じ
て
こ
の
笛
に
灌
ぎ
か
け
て
調
ぶ
る
時
は
。
実
に
秋
鹿
の
妻
恋
ふ
。
如
く
。
自
然
と
鹿
の
性
質
顕

れ
。
色
音
を
感
じ
て
正
体
な
し
。」（
妹
背
山
婦
女
庭
訓
・
御
殿
の
場
）。
こ
の
句
は
前
句
の
「
つ
づ
ら
」
と
い
う
語
か
ら
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』

の
二
段
目
に
で
て
く
る
「
つ
づ
ら
山
の
段
」
を
連
想
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
で
は
蘇
我
入
鹿
（
〜
六
四
五
年
）
を

倒
す
た
め
に
は
鹿
の
生
血
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
入
鹿
に
帝
位
を
脅
か
さ
れ
た
天
智
天
皇
（
在
位
六
六
八
〜
六
七
一
）
を
助
け
る
た
め
に

芝
六
と
い
う
男
（
猟
師
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
家
臣
）
が
つ
づ
ら
山
で
鹿
狩
り
を
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
づ
ら
山
の
鹿
を
狩
っ
た

者
は
死
罪
に
な
る
と
い
う
法
度
が
あ
り
、「
の
り
」
と
い
う
音
は
「
生
血
」
を
指
す
と
同
時
に
、
そ
の
生
血
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
犯
し
た
、

鹿
を
狩
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
鹿
の
法
」
を
も
か
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
消
え
て
散
つ
た
る
血
刀
の
。
の
り
の
誓
ひ
も
あ
さ

ま
し
や
。」（
薩
摩
歌
）。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
注
で
は
、
こ
の
一
文
を
「「
生
血
（
鮮
血
）」
に
「
法
」
を
言
い
か
け
る
。」
と
解
説

し
て
い
る
。
●
御
悩　

天
子
な
ど
の
高
貴
な
人
の
病
気
。
こ
の
句
で
は
入
鹿
に
帝
位
を
脅
か
さ
れ
た
天
智
天
皇
の
窮
地
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
御
悩
の
刻
限
に
及
ん
で
、
東
三
条
の
森
の
方
よ
り
黒
雲
一
む
ら
立
ち
来
て
」（
平
家
物
語
・
鵺
）。「
主
上
の
御
悩
、

世
中
騒
が
し
き
時
は
、
五
条
の
天
神
に
靫
を
懸
け
ら
る
」（
徒
然
草
第
二
百
二
段
）。「
楊
貴
妃
の
花
の
御
悩
は
あ
ら
し
哉
」（
犬
子
集
・
春
下
・

重
頼
・
404
）。

【
一
句
立
】
鹿
の
生
血
（
を
手
に
入
れ
る
事
）、
こ
れ
も
御
病
気
（
平
癒
）
の
た
め
な
ら
ば
（
や
っ
て
み
せ
よ
う
）。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

風
が
ひ
ん
や
り
と
浜
つ
づ
ら
に
吹
い
て
い
る
。
そ
の
つ
づ
ら
で
は
な
い
け
れ
ど
「
つ
づ
ら
山
の
段
」
の
芝
六
は
、）

狩
れ
ば
死
罪
と
い
う
「
鹿
の
法
」
を
犯
し
て
鹿
の
生
血
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
、
帝
の
窮
地
を
救
う
た
め
な
ら
ば
と
、
命
を
か
け
て
事
に
あ

た
っ
た
の
だ
。

【
考
察
】「
つ
づ
ら
山
」
は
現
在
の
若
草
山
の
旧
名
と
さ
れ
る
。「「
つ
づ
ら
山
」
は
、『
興
福
寺
流
記
』
に
、「
黒
葛
中
尾
」、『
多
聞
院
日
記
』
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永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
五
月
十
八
日
の
条
に
、「
ツ
ヽ
ラ
尾
山
」
と
あ
り
、
若
草
山
（
三
四
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
の
旧
名
と
言
う
。」（『
和

歌
の
歌
枕
・
地
名
大
辞
典
』）。
若
草
山
は
奈
良
公
園
に
含
ま
れ
て
お
り
、
和
歌
に
お
い
て
は
春
日
野
と
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
、
俳
諧
に
は
「
つ

づ
ら
山
」
が
見
ら
れ
る
。「
今
も
猶
つ
ま
や
こ
も
れ
る
春
日
の
の
若
草
山
に
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く
」（
瓊
玉
和
歌
集
・
春
歌
上
・
た
て
ま
つ
ら
せ

た
ま
ひ
し
百
首
に
鶯
・
15
）。「
今
日
は
又
春
雨
ふ
り
ぬ
春
日
野
や
若
草
山
の
同
じ
み
ど
り
に
」（
通
勝
集
・
着
到
百
首
和
歌
天
正
十
四
・
野
春

雨
十
七
日
・
111
）。「
神
々
と
春
日
茂
り
て
つ
づ
ら
山
」（
仏さ

兄と
え

七な
な

久く

留る

万ま

・
夏
・
奈
良
に
て
・
250
）。
奈
良
公
園
の
鹿
は
春
日
大
社
の
神
の
使

い
と
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
禁
猟
と
さ
れ
て
い
た
。『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
で
は
こ
の
禁
を
破
っ
た
芝
六
の
罪
が
露
見
し
、
そ
の
罪
を
息

子
の
三
作
が
被
っ
て
大
垣
の
刑
に
処
さ
れ
そ
う
に
な
る
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

 

（
美
濃
羽
）

　
　
　
　

鹿
の
生（
の
り
）血

こ
れ
も
御
悩
の
た
め
な
れ
ば

初
裏
十
二
（
二
十
）
う
な
づ
き
あ
ふ
て
か
へ
す
郎
等 

卓
池

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
う
な
づ
き
あ
ふ　

お
互
い
に
了
解
・
承
諾
の
意
を
共
有
し
あ
う
。「
い
ざ
さ
ら
ば
し
じ
ま
つ
く
ら
ん
見
る
ど
ち
は
頷
き
あ
ひ
て

心
ゆ
く
め
り
」（
挙
白
集
・
巻
第
五
俳
諧
部
・

1757
）。「
か
い
ま
見
に
う
な
づ
き
あ
ふ
や
ゆ
り
の
花
」（
梨
園
・
鳥
部
・
東
写
・
742
）。
●
郎

等 

武
家
の
家
来
。
家
臣
。
底
本
で
は
「
良
等
」
で
あ
る
が
、
注
釈
本
文
で
は
「
郎
等
」
と
訂
正
し
た
。「
非
人
小
屋
へ
と
急
ぐ
郎
等
」（
二

葉
集
・

1791
・
高
滝
益
翁
）。「
身
は
良（
郎
等
）等
の
他
な
く
召
る
る
」（
浮
葉
巻
葉
（
二
十
四
句
）
安
永
四
年
・
6
・
素
堂
）。「
郎
等
…
軍
馬　

鵺
を

射　

馬
ま
は
り　

実
盛　

忠
盛
」（
俳
諧
類
船
集
）。

【
一
句
立
】
頷
き
あ
っ
て
返
事
を
す
る
郎
等
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

鹿
の
生
血
の
た
め
に
鹿
の
法
を
犯
し
、
死
の
危
険
を
冒
す
こ
と
も
帝
の
御
病
気
を
治
す
た
め
で
あ
れ
ば
や
っ
て
み
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せ
よ
う
、
と
）
頼
政
は
頷
い
て
合
図
を
送
り
、
頷
き
合
う
こ
と
で
郎
等
の
井
の
早
太
も
返
事
を
か
え
し
た
。

【
考
察
】
語
釈
に
あ
げ
た
よ
う
に
郎
等
の
付
合
に
は
「
鵺
を
射
る
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
鵺
の
付
合
は
「
鵺
…
三
条
の
森
の
梢　

御
悩　

黒
雲　

頼
政　

諷　

う
つ
ほ
舟　

あ
し
の
屋　

天
河
原
」（
俳
諧
類
船
集
）
と
な
っ
て
お
り
、「
郎
等
」
と
「
鵺
を
射
る
」、「
鵺
」
と
「
御
悩
」

の
付
合
は
ど
ち
ら
も
『
平
家
物
語
』
巻
四
「
鵺
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
が
広
く
知
ら
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
御
悩
」

と
「
郎
等
」
が
寄
合
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
前
句
の
「
御
悩
」
か
ら
こ
の
句
の
「
郎
等
」
が
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

（
美
濃
羽
）

　
　
　
　

う
な
づ
き
あ
ふ
て
か
へ
す
郎
等

初
折
裏
十
三
（
二
十
一
）
梅
の
饗モ
ウ
ケい
づ
れ
五
更
や
過
ぬ
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
春
（
梅
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
饗　

饗
宴
。
酒
盛
り
。
●
い
づ
れ　

い
ず
れ
に
し
て
も
。
郎
等
た
ち
が
、
梅
の
宴
は
、
明
け
方
ま
で
続
く
に
違
い
な
い
と
類
推

し
て
い
る
と
と
っ
た
。
●
五
更　

①
一
夜
を
五
つ
の
更
に
分
け
た
、
そ
の
全
体
の
称
。
一
夜
。
ひ
と
晩
中
。
②
第
五
の
更
。
季
節
に
よ
り
時

刻
・
時
間
に
差
異
が
あ
る
が
、
ほ
ぼ
寅
の
刻
、
午
前
四
時
お
よ
び
そ
の
前
後
。
こ
こ
で
は
、
②
の
意
味
。

【
一
句
立
】
梅
の
花
を
楽
し
む
饗
宴
は
、
ど
の
み
ち
五
更
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

頷
き
合
っ
て
ひ
き
か
え
す
郎
等
た
ち
。）
梅
の
花
を
愛
で
る
饗
宴
は
、
盛
会
と
な
っ
て
ど
の
み
ち
五
更
を
過
ぎ
て
し

ま
う
の
だ
ろ
う
よ
。

 

（
狩
野
）

　
　
　
　

梅
の
饗モ
ウ
ケい
づ
れ
五
更
や
過
ぬ
ら
む
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初
折
裏
十
四
（
二
十
二
）
河
岸
は
柳
に
つ
づ
く
出
格
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
春
（
柳
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
河
岸　

川
の
岸
。
ま
た
、
特
に
舟
か
ら
人
や
荷
物
の
上
げ
下
ろ
し
を
す
る
と
こ
ろ
。
転
じ
て
、
海
や
湖
の
岸
に
も
い
う
。
●

柳 

柳
の
木
。
護
岸
、
水
害
防
止
の
た
め
に
河
岸
に
多
く
植
え
ら
れ
た
。「
梢
を
も
踏
む
河
岸
の
柳
か
な
」（
大
発
句
帳
・

1024
）。
こ
こ
は
前

句
の「
梅
」か
ら
付
合
が
繋
が
る
。「
梅
ト
ア
ラ
バ
…
柳
…
」（
連
珠
合
璧
集
）。
●
出
格
子　

外
の
ほ
う
へ
張
り
出
し
て
物
の
置
け
る
台
を
作
っ

た
格
子
。
仕
舞
屋
や
妾
宅
な
ど
の
構
え
に
多
か
っ
た
。「
出
格
子
の
う
ち
な
く
計
憂
わ
か
れ
」（
時
勢
粧
・

7329
）、「
出
格
子
の
前
海
わ
た
る
舟
」

（
談
林
十
百
韻
・
154
）、「
出
格
子
で
鰹
買
ふ
日
は
旦
那
が
来
」（
柳
多
留
・
二
）
等
。

【
一
句
立
】
河
岸
は
、
柳
が
生
え
、
そ
れ
に
続
い
て
出
格
子
の
家
が
連
な
り
あ
っ
て
建
っ
て
い
る
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

梅
の
花
を
愛
で
る
饗
宴
は
ど
の
み
ち
五
更
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
よ
。）
外
を
見
れ
ば
、
夜
も
明
け
た
早

朝
の
河
岸
は
、
柳
が
生
え
、
そ
れ
に
続
い
て
出
格
子
の
構
え
の
家
が
連
な
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。

 

（
狩
野
）

　
　
　
　

河
岸
は
柳
に
つ
づ
く
出
格
子

二
折
表
一
（
二
十
三
）
よ
そ
め
か
ら
み
れ
ば
な
さ
け
も
薄
が
す
み　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
恋
（
な
さ
け
）、
春
（
薄
が
す
み
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】●
よ
そ
め　

他
人
の
見
る
目
。
は
た
め
。「
野
は
春
の
朝
風
殿
風
吹
に
け
り
／
余
所
目
か
ま
は
ず
返
す
は
田
夫
」（
時
勢
粧
・

2610
／

2611
）。

●
な
さ
け
も
薄
が
す
み　
「
な
さ
け
も
薄
（
し
）」
と
、「
薄
が
す
み
」
を
掛
け
て
つ
な
ぐ
表
現
。「
朝
日
影
に
ほ
へ
る
山
の
薄
霞
そ
れ
し
も
春

の
な
さ
け
と
ぞ
み
る
」（
菊
葉
集
・
春
歌
上
・
45
・
題
し
ら
ず
・
実
富
朝
臣
）。
●
薄
が
す
み　

薄
く
か
か
っ
て
い
る
霞
。
春
の
季
語
。「
薄
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が
す
み
心
ふ
か
し
や
さ
ほ
姫
の
に
ほ
は
し
そ
む
る
春
の
曙
」（
春
夢
草
・
202
）。「
春
な
れ
や
名
も
な
き
山
の
薄
霞
」（
野
ざ
ら
し
紀
行
・
32
）。

ま
た
、
恋
を
詠
む
句
の
中
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
籠
は
ら
ひ
恋
に
は
科
の
薄
が
す
み
」（
大
坂
檀
林
桜
千
句
・
323
）。

【
一
句
立
】
愛
し
合
う
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
愛
情
は
強
く
い
つ
ま
で
も
続
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
よ
う
が
、
は
た
め
か
ら
見
れ
ば
、
愛

情
と
は
薄
く
か
か
る
霞
の
よ
う
な
は
か
な
い
消
え
や
す
い
も
の
な
の
だ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

河
岸
は
、
柳
が
生
え
、
そ
れ
に
続
い
て
出
格
子
の
家
が
連
な
り
あ
っ
て
建
っ
て
い
る
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。）
そ
の

光
景
を
見
る
と
も
な
し
に
見
て
い
る
の
だ
が
、
愛
情
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
他
人
が
は
た
め
か
ら
見
る
所
で
は
、
薄
く
か
か
る
霞
の
よ

う
に
脆
く
儚
い
も
の
と
い
え
る
の
だ
。

【
考
察
】
こ
こ
で
折
が
改
ま
る
。
前
句
に
続
き
卓
池
が
詠
ん
で
い
る
が
、
卓
池
は
同
一
人
が
句
を
続
け
る
と
い
う
こ
の
状
況
を
生
か
し
、
風

景
を
詠
ん
だ
前
句
を
人
の
感
情
を
詠
む
こ
の
句
へ
と
巧
み
に
転
換
さ
せ
て
い
る
。

 

（
狩
野
）

　
　
　
　

よ
そ
め
か
ら
み
れ
ば
な
さ
け
も
薄
が
す
み

二
折
表
二
（
二
十
四
）
蒲
萄
峠
に
縁
切
り
の
雨　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
蒲
萄
峠　

現
在
の
新
潟
県
村
上
市
に
あ
る
。『
曾
良
旅
日
記
』
に
は
、
元
禄
二
年
六
月
二
十
八
日
、「
中
村
ヲ名
ニ

立立
程

至ノ
無

蒲難

萄所

。
甚
雨

降
ル
。
追
付
、
止
」
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
盤
泉
（
無
褌
）
の
『
湯
殿
紀
行
』
に
は
、
元
禄
七
年
に
通
過
し
た
同
所
に
つ
い
て
、「
蒲ブ
タ
ウ萄　

山
、
側
ツ
テ
交
へ
枝
ヲ
、
谷
邃
シ
テ
無
ク
日
如
ニ
シ
テ
踐
フ
ム
カ

蜀
山
ヲ
、
至
テ
嶮
シ
ク
至
テ
危
ク
、
昼
出
テ
、
蒲
萄
ノ
里
ニ
歇
フ
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
15
『
新
潟
県
の
地
名
』）。
●
縁
切
り　

夫
婦
、
親
子
、
兄
弟
、
主
従
な
ど
の
関
係
を

絶
つ
こ
と
。
絶
縁
。「
是
は
お
梅
が
飲
ん
だ
盃
、
是
を
形
見
の
え
ん
切
と
、
懐
に
入
れ
け
れ
ば
」（
心
中
万
年
草
・
中
）。
●
切
り　
「
切
り
」
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を
「
霧
」
と
重
ね
、
薄
が
す
み
―
霧
―
雨
と
い
う
連
想
が
あ
る
か
。
少
な
く
と
も
、
前
句
に
「
霞
」
が
あ
り
、
こ
の
句
に
「
雨
」
を
入
れ
る

こ
と
で
、
天
候
を
表
す
語
句
ど
う
し
で
続
け
る
つ
な
が
り
が
あ
る
。
●
蒲
萄
―
縁
き
り　

蒲
萄
と
無
道
（「
ぶ
た
う
」
―
道
理
に
合
わ
な
い
。

人
の
道
に
そ
む
く
。）
を
掛
け
、
そ
こ
か
ら
「
縁
切
り
」
を
導
い
た
か
も
し
れ
な
い
。「
む
し
り
取
人
は
悪
逆
蒲
萄
哉
」（
ゆ
め
み
草
・

2218
）

【
一
句
立
】
蒲
萄
峠
に
は
、
人
の
縁
を
断
ち
切
る
か
の
よ
う
に
雨
が
降
っ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】（
よ
そ
め
か
ら
見
れ
ば
、
愛
情
と
は
薄
く
か
か
る
霞
の
よ
う
な
、
は
か
な
く
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
も
の
だ
。）
そ
の
薄
い
霞

を
今
消
す
か
の
よ
う
に
、
蒲
萄
峠
に
人
の
縁
を
断
ち
切
る
雨
が
降
る
。

【
考
察
】
い
わ
ゆ
る
「
縁
切
り
寺
」
と
し
て
、
東
慶
寺
（
鎌
倉
）
と
満
徳
寺
（
群
馬
県
太
田
市
に
遺
跡
あ
り
）
が
あ
る
。
ま
た
、
群
馬
県
多

野
郡
上
野
村
と
、長
野
県
南
佐
久
郡
北
相
木
村
の
間
に
は
、「
ぶ
ど
う
峠
」
が
あ
る
。
上
記
二
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、こ
の
句
に
「
ぶ
ど
う
峠
」

を
越
え
て
縁
切
り
寺
へ
行
く
、
と
い
う
連
想
が
働
い
て
い
る
可
能
性
は
必
ず
し
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
上
野
国
内
で
は
あ
っ
て

も
、
ぶ
ど
う
峠
付
近
と
満
徳
寺
付
近
と
の
間
に
は
相
当
な
距
離
の
隔
た
り
が
あ
る
た
め
、
安
易
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
縁
切
り
と
文
芸
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
高
木
侃
氏
に
よ
っ
て
「
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
も
縁
切
寺
は
特
異
な
制
度
で
あ
り
、

庶
民
に
と
っ
て
は
離
婚
と
い
う
こ
と
と
あ
わ
せ
て
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
よ
う
で
、
川
柳
に
も
好
ん
で
詠
ま
れ
た
。
た
だ
し
、
川
柳
の
対
象
と

な
っ
た
の
は
東
慶
寺
だ
け
で
、
土
地
の
呼
び
名
に
ち
な
ん
で
「
松
ヶ
岡
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
」（『
三
く
だ
り
半
と
縁
切
寺
』
第
四
章
縁

切
寺
へ
駆
け
込
む
女
た
ち
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
俳
諧
資
料
な
ど
の
博
捜
に
よ
っ
て
は
、
或
い
は
満
徳
寺
に
関
し
て
も
、
同
様
の
例
を
発

見
で
き
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
高
木
氏
は
「
妻
が
離
婚
を
求
め
て
か
け
こ
む
所
は
、
縁
切
寺
ば
か
り
で
は
な
く
、
武
家
屋
敷
を
は
じ

め
、「
夫
の
手
に
負
え
な
い
場
所
」
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。」
と
同
書
で
述
べ
る
。
次
の
句
に
出
る
地
名
乙
に
は
、
乙
寺
が
あ
る
（
二
十
五
句

参
照
）。
乙
寺
も
ま
た
、
縁
切
寺
以
外
の
駆
け
込
み
寺
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
狩
野
）

　
　
　
　

蒲
萄
峠
に
縁
切
り
の
雨
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二
折
表
三
（
二
十
五
）
あ
と
か
く
す
声
は
乙キ
ノ
トの

お
く
り
人　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
あ
と
か
く
す　

そ
の
存
在
を
隠
す
。
居
場
所
が
わ
か
ら
な
い
。「
御
狩
野
に
猶
か
き
く
れ
て
降
る
雪
や
つ
か
れ
の
鳥
の
跡
隠
す

ら
ん
」（
延
文
百
首
・
鷹
狩
・968

・
二
条
為
重
）。「
跡
か
く
す
師
の
行
方
や
暮
の
秋
」（
蕪
村
集
発
句
編
・

1469
）。
●
乙
（
き
の
と
）
東
南

東
の
方
角
。
一
句
で
は
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
越
後
国
の
地
名
。
現
在
の
新
潟
県
胎
内
市
（
旧
新
潟
県
蒲
原
郡
中
条
町
）。

蒲
萄
峠
か
ら
ほ
ど
近
く
、
前
句
と
は
、
地
名
の
つ
な
が
り
で
句
を
付
け
て
い
よ
う
。『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
乙

村
は
、
東
を
乙
大
日
川
（
旧
胎
内
川
）
が
北
流
し
、
北
は
地
蔵
堂
村
、
東
は
松
木
新
村
に
接
す
る
砂
丘
上
の
村
で
、
古
刹
乙
宝
寺
を
中
心
と

す
る
村
で
あ
る
。
乙
宝
寺
は
、新
義
真
言
宗
智
山
派
、号
如
意
山
。
天
平
八
年
（
七
三
六
）
に
婆
羅
門
・
行
基
に
よ
り
開
か
れ
た
と
い
う
寺
で
、

室
町
時
代
前
期
に
は
乙
寺
と
も
称
さ
れ
て
い
た
（『
乙
寺
縁
起
』）。「
三
越
路
や
乙
の
寺
の
花
ざ
か
り
（『
秋
の
夜
評
語
』） 

乙
寺
は
御
教
へ
に

ま
か
せ
、貴
境
下
向
の
節
、予
も
立
寄
拝
み
候
。」
こ
の
句
に
よ
っ
て
、乙
宝
寺
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
乙
寺
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

ま
た
、『
秋
の
夜
評
語
』
は
潜
淵
庵
不
玉
の
歌
仙
に
芭
蕉
が
付
け
た
評
語
で
あ
り
、芭
蕉
は
乙
寺
に
た
ち
よ
っ
た
経
験
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、

『
曾
良
旅
日
記
』
に
も
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
七
月
一
日
、
芭
蕉
は
奥
の
細
道
の
旅
の
帰
途
村
上
か
ら
乙
村
に
至
り
、
乙
宝
寺
へ
参
詣

し
た
と
あ
っ
た
（
↓
二
十
四
句
参
照
）。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
卓
池
が
蒲
萄
峠
か
ら
乙
へ
と
句
を
つ
な
ぐ
手
法
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
●
お
く
り
人　

見
送
り
の
人
。「
雪
と
も
に
傘
返
し
け
り
送
り
人
」（
挙
白
集
・
85
）。

【
一
句
立
】
居
場
所
は
わ
か
ら
な
い
が
聞
え
る
声
は
、
乙
（
東
南
東
）
の
方
角
か
ら
聞
え
て
く
る
、
そ
れ
は
見
送
り
の
人
の
声
な
の
だ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

蒲
萄
峠
に
は
、人
の
縁
を
断
ち
切
る
か
の
よ
う
に
雨
が
降
っ
て
い
る
。）
雨
音
を
か
き
消
し
て
聞
こ
え
て
く
る
声
は
、

乙
村
か
ら
の
見
送
り
の
人
の
も
の
で
あ
る
。

 

（
熊
澤
）
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あ
と
か
く
す
声
は
乙キ
ノ
トの

お
く
り
人

二
折
表
四
（
二
十
六
）
こ
の
一
輪
の
牡
丹
剪
し
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
牡
丹
（
夏
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
牡
丹　

牡
丹
は
一
座
一
句
物
、
初
夏
（
俳
諧
初
学
抄
）。
中
国
産
で
、
古
く
日
本
に
渡
来
し
、
薬
効
だ
け
で
な
く
観
賞
用
と
し

て
庭
に
植
え
ら
れ
て
い
た
植
物
で
あ
る
。
例
え
ば
、十
七
世
紀
の
名
古
屋
城
二
の
丸
庭
園
の
様
子
を
え
が
い
た
「
中
御
座
之
間
北
御
庭
惣
絵
」

に
は
、
観
賞
用
と
思
わ
れ
る
牡
丹
を
植
え
た
花
壇
が
三
列
ず
つ
並
ぶ
様
子
が
見
ら
れ
た
（『
名
古
屋
城
の
庭
園
』（

1908
・
名
古
屋
城
振
興
協
会
）

に
絵
図
を
掲
載
し
て
お
り
、
ま
た
飛
田
範
夫
氏
『
日
本
庭
園
の
植
栽
史
』（
京
大
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
よ
り
）
に
、
こ
の
点
の
指
摘
が
あ
る
）。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
初
期
か
ら
牡
丹
の
鑑
賞
は
広
く
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
俳
諧
に
は
牡
丹
の
句
は
極
め
て
多
い
。「
一
輪
に
花

の
波
あ
る
牡
丹
か
な
」（
平
安
二
十
歌
仙
・
824
・
阿
空
）。「
ど
や
ど
や
と
牡
丹
つ
り
こ
む
塀
の
内
」（
枇
杷
園
句
集
・
120
）。
ま
た
、
越
後
国

で
江
戸
時
代
か
ら
盛
ん
に
牡
丹
を
栽
培
し
て
い
た
こ
と
は
、
後
述
の
よ
う
に
『
越
後
名
寄
』
な
ど
か
ら
わ
か
る
。「
菰
は
り
や
越
後
そ
だ
ち

の
冬
牡
丹
」（
笈
日
記
・

1010
・
治
棟
）。
●
剪
し
に　

牡
丹
を
切
っ
た
時
に
。
牡
丹
は
切
っ
て
し
ま
う
と
す
ぐ
に
し
お
れ
て
し
ま
う
、
持
ち
の

よ
く
な
い
花
で
あ
る
。

【
一
句
立
】
こ
の
一
輪
の
牡
丹
を
切
っ
た
と
こ
ろ
。

【
現
代
語
訳
】（
居
場
所
は
わ
か
ら
な
い
が
聞
え
る
声
は
、
乙
（
東
南
東
）
の
方
角
か
ら
聞
え
て
く
る
、
そ
れ
は
見
送
り
の
人
の
声
な
の
だ
。）

こ
の
一
輪
の
牡
丹
を
切
っ
た
そ
の
時
に
、
声
が
聞
え
て
き
た
。

【
考
察
】

見
送
り
の
餞
別
に
は
古
く
よ
り
柳
の
枝
を
折
る
。
中
国
漢
の
時
代
に
、
長
安
の
人
が
客
を
送
っ
て
覇
橋
に
至
り
、
柳
の
枝
を
折
っ
て
別
れ
た

風
習
に
は
じ
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
越
後
国
で
は
牡
丹
の
栽
培
が
な
さ
れ
て
い
る
と
秋
挙
が
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
乙

村
の
見
送
り
人
は
、
柳
の
代
わ
り
に
牡
丹
を
切
る
所
で
登
場
す
る
と
し
ゃ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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越
後
と
牡
丹
の
関
わ
り
と
し
て
は
、『
越
後
名
寄
』
巻
十
三
に
「
牡
丹
」
の
項
が
あ
り
、「
牡
丹　

○
山
野
ニ
不
生
上
方
辺
ヨ
リ
根
コ
シ
来

ル
○
苑
ニ
植
テ
賞
愛
ス
中
花
ニ
花
王
ト
称
ス
富
貴
ナ
ル
者
ト
云
リ
」
と
、
上
方
か
ら
越
後
に
来
た
花
で
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、

和
泉
流
狂
言
『
越
後
聟
』
は
越
後
の
聟
が
能
登
の
舅
を
訪
ね
る
際
に
酒
樽
・
肴
に
牡
丹
一
枝
を
み
や
げ
に
訪
問
し
、
越
後
の
獅
子
舞
を
舞
い

納
め
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
の
他
、『
越
後
獅
子
』
に
は
「
何
た
ら
愚
痴
だ
へ　

牡
丹
は
持
た
ね
ど　

越
後
の
獅
子
は
」
と
い
う
一
節

が
あ
る
。
越
後
国
の
地
名
が
連
続
し
た
こ
と
か
ら
、「
獅
子
」
を
介
し
て
「
牡
丹
」
に
連
想
が
お
よ
ん
だ
か
。

 

（
熊
澤
）

　
　
　
　

こ
の
一
輪
の
牡
丹
剪
し
に

二
折
表
五
（
二
十
七
）
日
た
け
て
も
蚊
（
か
ち
や
う
）
帳
は
づ
れ
ぬ
西
の
舘　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
蚊
帳
（
夏
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
日
た
け
て
も　

日
盛
り
に
な
っ
て
も
。「
日
た
く
」
は
、
日
が
高
く
な
る
こ
と
。「
今
日
毎
に
秋
の
光
は
よ
は
る
な
り
日
た
け
て

開
け
朝
顔
の
花
」（
今
川
氏
真
詠
草
・
780
）。「
長
ね
か
や
日
た
け
て
を
く
る
雪
の
竹
」（
犬
子
集
・

1433
・
正
直
）。
●
蚊
帳　

蚊
帳
（
か
や
）

の
こ
と
。「
見
て
も
涼
し
寝
て
も
涼
し
の
蚊
帳
か
な
」（
続
山
井
・
蚊
帳
・

3589
・
友
静
）。

【
一
句
立
】
日
が
高
く
な
っ
て
も
、
蚊
帳
が
は
ず
れ
な
い
西
側
に
あ
る
建
物
。

【
現
代
語
訳
】（
こ
の
見
事
な
一
輪
の
牡
丹
を
切
っ
て
飾
っ
て
い
る
の
で
、）
牡
丹
を
少
し
で
も
長
く
咲
か
せ
て
お
く
た
め
に
、日
が
高
く
な
っ

て
も
蚊
帳
を
は
ず
す
こ
と
が
で
き
な
い
西
の
建
物
だ
。

【
考
察
】

植
物
は
強
い
西
日
を
嫌
う
も
の
が
多
く
、
牡
丹
は
中
で
も
弱
く
、
花
の
持
ち
が
悪
い
。『
江
戸
名
所
花
暦
（
二
）』
の
富
岡
八
幡
宮
の
永
代
寺

庭
園
は
、「
園
中
牡
丹
盛
り
の
頃
は
、
日
覆
、
障
子
を
か
け
渡
し
、
奇
麗
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
花
の
持
ち
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の
悪
い
「
牡
丹
」
の
あ
る
「
西
の
館
」
で
は
、
本
来
寝
る
時
の
も
の
で
あ
る
蚊
帳
を
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
は
ず
せ
な
い
と
考
え
た
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
熊
澤
）

　
　
　
　

日
た
け
て
も
蚊
（
か
ち
や
う
）
帳
は
づ
れ
ぬ
西
の
舘

二
折
表
六
（
二
十
八
）
摩
利
支
天
へ
は
い
か
な
ね
ぎ
ご
と　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
摩
利
支
天　

イ
ン
ド
の
民
間
信
仰
の
神
。
日
本
で
は
、
中
世
か
ら
武
士
に
守
り
本
尊
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
。「
祈
祷
に
黒
く
か

は
る
白
髪
／
真
盛
に
負
け
め
や
守
る
摩
利
支
天
」（
紅
梅
千
句
・
859
・
友
仙
）。
●
ね
ぎ
ご
と　

神
仏
に
願
う
願
い
事
。

【
一
句
立
】
摩
利
支
天
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
願
い
ご
と
を
す
る
の
か
。

【
現
代
語
訳
】（
日
が
高
く
な
っ
て
も
蚊
帳
が
は
ず
れ
な
い
よ
う
な
西
の
建
物
、
昨
晩
は
夜
ふ
か
し
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。）
い
っ
た
い
摩

利
支
天
に
ど
の
よ
う
な
願
い
事
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

 

（
熊
澤
）

　
　
　
　

摩
利
支
天
へ
は
い
か
な
ね
ぎ
ご
と

二
折
表
七
（
二
十
九
）
高
麗
へ
す
ぐ
に
渡
れ
と
鶴
を
放
ち
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
雑　
「
高
麗
へ
す
ぐ
に
渡
れ
」
を
「
鶴
帰
る
」
と
と
れ
ば
、
春
の
句
と
も
見
え
る
が
、「
鶴
」
の
モ
チ
ー
フ
の
句
は
他
に
季
節
を
表

す
語
句
を
詠
み
込
ん
で
、
季
節
を
示
す
場
合
が
多
く
、
こ
こ
は
雑
と
し
て
お
く
。

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
高
麗　

朝
鮮
半
島
に
あ
っ
た
国
名
。
918
年
か
ら

1392
年
ま
で
半
島
を
支
配
し
た
。
ま
た
、
朝
鮮
半
島
の
別
名
。「
高
麗
を
ば
こ
ま
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と
い
ふ
也
。
源
氏
き
り
つ
ぼ
の
巻
に
、
高
麗
人
に
あ
ひ
て
相
せ
ら
れ
し
事
、
花
の
え
ん
に
こ
ま
う
人
に
扇
を
と
ら
れ
て
な
ど
か
け
る
、
石
川

の
歌
の
事
を
か
や
う
に
と
り
な
し
て
か
け
り
。」（
連
珠
合
璧
集
）。
●
鶴　

鶴
は
渡
り
鳥
で
あ
り
、
秋
に
北
方
よ
り
飛
来
し
、
越
冬
の
後
、

春
に
ま
た
北
方
へ
飛
び
去
る
。「
◇
鶴　

芦
辺　

沢
辺
…
高
麗　

松
前
」（
俳
諧
類
船
集
）。
●
鶴
を
放
ち　

北
宋
の
詩
人
林
和
靖
の
故
事
に

よ
る
表
現
。
林
和
靖
は
、
梅
と
鶴
を
非
常
に
愛
し
、
庭
に
梅
を
植
え
、
鶴
を
飼
っ
て
隠
棲
し
た
。
彼
が
留
守
の
際
に
友
人
が
尋
ね
て
き
た
時

は
、
鶴
を
放
っ
て
知
ら
せ
た
と
い
う
。「
秋
の
風
き
の
ふ
や
鶴つ
る

を
放
ち
た
る
」（
蕪
村
集
発
句
編
・

1001
）。「
キ
リ
ギ
リ
ス
い
な
ご
も
游
ぐ
山
水

に
／
盃
付
け
て
鶴
は
な
ち
や
る
」（
蕉
門
俳
諧
集
「
い
つ
を
昔
」
歌
仙
・
212
／
213
・
嵐
雪
／
基
角
）。

【
一
句
立
】
高
麗
の
方
へ
す
ぐ
に
渡
っ
て
い
け
と
、
鶴
を
放
し
て
や
っ
た
こ
と
だ
。

【
現
代
語
訳
】
摩
利
支
天
へ
は
ど
の
よ
う
な
願
い
事
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
願
い
事
を
こ
め
て
、
高
麗
へ
す
ぐ
渡
っ
て
い
け
と
鶴
を
放

し
た
こ
と
だ
。

 

（
伊
藤
）

　
　
　
　

高
麗
へ
す
ぐ
に
渡
れ
と
鶴
を
放
ち
け
り

二
折
表
八
（
三
十
）
だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と
波
の
し
が
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と　

水
や
湯
な
ど
の
液
体
が
豊
富
に
あ
り
穏
や
か
に
波
打
っ
て
い
る
様
。「
夕
風
呂
の
だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と
か
す

み
哉
」（
一
茶
集
（
発
句
編
）・

1377
）。
●
波
の
し
が
ら
む　
「
し
が
ら
む
」
は
、
水
の
流
れ
を
せ
き
と
め
る
こ
と
。
和
歌
で
は
、
普
通
「
波
の

し
が
ら
み
」
と
名
詞
で
詠
ま
れ
る
。「
し
が
ら
み
」
は
、
水
の
流
れ
や
流
れ
て
く
る
も
の
を
せ
き
止
め
る
た
め
に
、
川
中
に
杭
を
打
ち
並
べ
、

柴
や
竹
な
ど
を
か
ら
ま
せ
た
も
の
。「
見
渡
せ
ば
波
の
し
が
ら
み
か
け
て
け
り
卯
の
花
咲
け
る
玉
川
の
里
」（
後
拾
遺
集
・
夏
・
一
七
五
・
相

模
）。「
火
渡
や
水
の
う
た
か
た
消
え
か
か
り
／
波
の
し
が
ら
み
赤
が
ね
の
網
」（
大
阪
檀
林
桜
千
句
・
67
／
68
・
柴
舟
／
均
朋
）。
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【
一
句
立
】
だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と
穏
や
か
に
波
が
た
ゆ
た
い
集
ま
っ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】
高
麗
に
す
ぐ
渡
れ
と
鶴
を
放
っ
て
や
っ
た
。
鶴
の
飛
び
去
る
先
は
、
だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と
波
が
た
ゆ
た
っ
て
い
る
。

 

（
伊
藤
）

　
　
　
　

だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と
波
の
し
が
ら
む

二
折
表
九
（
三
十
一
）
芽
に
た
つ
て
冬
の
柾マ
サ
キの

む
ら
み
ど
り　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
冬

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
芽
に
た
つ
て　
「
芽
」
に
「
目
」
を
掛
け
、
芽
ぶ
い
て
と
い
う
意
と
、
め
だ
っ
て
の
意
と
あ
わ
せ
て
い
る
。「
つ
れ
づ
れ
と
物
お

も
ひ
を
れ
ば
春
の
日
の
め
に
た
つ
も
の
は
霞
な
り
け
り
」（
玉
葉
集
・
雑
一
・

1846
・
和
泉
式
部
）。「
遠
山
も
け
さ
は
め
に
た
つ
霞
か
な
」（
大

発
句
帳
・
春
・
574
・
宗
祇
）。「
目
に
立
た
ぬ
や
う
で
目
に
立
す
み
れ
哉
」（
俳
諧
其
傘
・
四
季
之
発
句
春
之
部
・
76
・
貞
富
）。
●
柾　

ニ
シ

キ
ギ
科
の
ツ
ル
性
の
常
緑
の
低
木
。
庭
木
や
生
け
垣
に
す
る
。
晩
秋
に
は
赤
く
熟
し
た
種
子
が
露
出
し
て
、
散
る
。
本
来
は
秋
の
言
葉
で
あ

る
が
、
こ
こ
は
冬
。「
暮
秋
…
柾
」（
毛
吹
草
）。「
日
暮
る
れ
ば
あ
ふ
人
も
な
し
正
木
散
る
峯
の
嵐
の
音
ば
か
り
し
て
」（
新
古
今
集
・
冬
・

深
山
落
葉
と
い
へ
る
心
を
・
五
五
七
・
源
俊
頼
）。「
四
五
年
の
う
ち
に
三
人
婿
取
り
て
／
村
一
番
の
柾
木
垣
な
り
」（「
汁
の
実
の
」
歌
仙
・

11
／
12
・
梅
塵
／
一
茶
）。「
冬
の
柾
」
と
い
う
言
い
方
は
、
続
猿
蓑
の
第
三
歌
仙
「
い
さ
み
立
」
か
ら
と
っ
て
い
る
。「
い
さ
み
立
鷹
引
す

ゆ
る
嵐
か
な
／
冬
の
ま
さ
き
の
霜
な
が
ら
飛
ぶ
」（
続
猿
蓑
上
・
73
／
74
・
里
圃
／
沾
圃
）。
●
む
ら
み
ど
り　

ま
だ
ら
に
緑
色
を
し
て
い
る

こ
と
。
貞
享
三
年
の「
日
の
春
を
」百
韻
に
こ
の
語
を
用
い
た
句
が
あ
る
。「
炭

こ
ね
て
冬
の
こ
し
ら
へ
／
里
々
の
麦
ほ
の
か
な
る
む
ら
緑
」

（「
日
の
春
を
」
百
韻
・
6
／
7
・
杉
風
／
仙
化
）。
芭
蕉
は
「
冬
畑
の
有
様
能
言
述
侍
る
」
と
第
七
句
を
評
す
る
（
初
懐
紙
評
注
）。
五
十
韻

の
冒
頭
に
「
鶴
の
歩
み
の
調
に
な
ら
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
き
ら
か
に
卓
池
は
こ
の
百
韻
か
ら
語
を
取
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

【
一
句
立
】
芽
が
出
た
冬
の
柾
は
、
そ
こ
が
目
立
っ
て
ま
だ
ら
に
緑
色
に
な
っ
て
い
る
。
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【
現
代
語
訳
】
だ
ぶ
り
だ
ぶ
り
と
穏
や
か
に
波
が
た
ゆ
た
い
集
ま
っ
て
い
る
。
冬
の
柾
は
、
芽
吹
き
始
め
た
所
が
ま
だ
ら
に
緑
色
を
見
せ
て

い
る
。

【
考
察
】
芭
蕉
の
指
導
し
た
連
句
か
ら
意
識
し
て
語
を
と
り
あ
つ
め
た
句
で
あ
る
。

 

（
伊
藤
）

　
　
　
　

芽
に
た
つ
て
冬
の
柾マ
サ
キの

む
ら
み
ど
り

二
折
表
十
（
三
十
二
）
飾
り
靭
（
う
つ
ぼ
）を
へ
だ
つ
歯
ぎ
し
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
靭　

矢
を
入
れ
て
腰
に
つ
け
て
持
ち
歩
く
筒
型
の
容
器
。
江
戸
時
代
に
は
、
紙
の
張
抜
の
黒
漆
塗
り
に
金
紋
を
据
え
て
、
飾
り

調
度
と
し
た
。
ま
た
、
花
瓶
の
よ
う
に
し
て
飾
っ
て
も
い
た
こ
と
は
、
次
の
句
か
ら
も
わ
か
る
。「
腮
に
額
を
当
て
く
り
言
／
貧
家
な
れ
ば

闇
さ
に
光
る
花
靭
」（
江
戸
筏　

天
第
十
・
340
／
341
）。
●
歯
ぎ
し
り　

睡
眠
中
に
歯
を
く
い
し
ば
っ
た
際
に
出
る
摩
擦
音
。「
歯
ぎ
し
り
に

さ
へ
あ
か
つ
き
の
か
ね
／
恨
た
る
泪
ま
ぶ
た
に
と
ど
ま
り
て
」（
あ
ら
野
（
員
外
）・
957
／
958
・
越
人
／
越
人
）。「
歯
ぎ
し
り
の
拍
子
と
る
也

き
り
ぎ
り
す
」（
一
茶
発
句
編
・

3972
）。

【
一
句
立
】
飾
り
調
度
の
靭
を
隔
て
て
歯
ぎ
し
り
の
音
が
す
る
。

【
現
代
語
訳
】
芽
が
出
た
冬
の
柾
は
、
そ
こ
が
目
立
っ
て
ま
だ
ら
に
緑
色
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
ん
な
ふ
う
に
目
だ
っ
て
置
か
れ
た
飾
り
靭

を
隔
て
て
、
寝
て
い
る
相
手
の
歯
ぎ
し
り
が
聞
こ
え
る
こ
と
だ
。

 

（
伊
藤
）
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飾
り
靭
（
う
つ
ぼ
）を

へ
だ
つ
歯
ぎ
し
り

二
折
表
十
一（
三
十
三
）
野
が
け
よ
り
愛
も
お
と
ろ
ふ
主
馬
之
助　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
恋
（
愛
も
お
と
ろ
ふ
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
野
が
け　

野
が
け
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
①
か
。
①
獲
物
を
追
っ
て
野
山
へ
出
る
こ
と
。
野
狩
。
②

花
見
や
紅
葉
狩
り
な
ど
で
野
山
を
遊
び
歩
く
こ
と
。
野
遊
び
。
③
野
外
で
行
う
茶
の
湯
。
野
点
。
④
野
原
・
道
端
に
設
け
た
簡
単
な
茶
屋
。

「
び
ん
ざ
さ
ら
音
斗
し
て
失
に
け
り
／
野
が
け
の
あ
そ
び
不
慮
の
い
さ
か
ひ
」（
信
徳
十
百
韻
・
延
宝
二
仲
夏
上
旬
・
227
／
228
・
信
徳
）。
●

愛 

執
着
と
し
て
の
愛
着
や
、
男
女
間
の
愛
情
。「
か
こ
ひ
ぬ
る
芝
居
の
茶
屋
は
月
迄
も
／
愛
に
お
ぼ
る
る
紅
葉
の
林
」（
時
勢
粧
・

4954
／

4955
・
如
自
／
維
舟
）。「
も
は
や
月
の
秋
は
限
り
と
読
当
座
／
声
の
内
に
や
し
か
じ
か
の
愛
」（
時
勢
粧
・
髪
何
第
三
・

6537
／

6538
・
維
舟
）。「
同

じ
枝
を
秋
は
菓
の
百
味
と
も
／
月
に
は
愛
を
い
や
ま
し
の
声
」（
時
勢
粧
・
麦
何
第
六
・

6873
／

6874
・
維
舟
）。
●
お
と
ろ
ふ　

①
物
事
の
勢
力

が
弱
く
な
る
こ
と
。「
さ
か
ん
な
る
物
は
お
と
ろ
ふ
世
の
習
／
十
五
夜
お
も
ふ
い
ざ
よ
ひ
の
月
」（
続
山
井
・
秋
誹
諧
連
歌
・
信
徳
興
行
に
・

293
／
294
・
湖
春
）。
●
主
馬
之
助　

主
馬
署
（
令
制
で
春
宮
坊
に
属
し
、
春
宮
の
馬
や
馬
具
を
つ
か
さ
ど
る
役
所
）
の
次
官
。

【
一
句
立
】
野
が
け
の
と
き
か
ら
、
主
人
の
寵
愛
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
主
馬
之
助
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

飾
り
靭
を
遠
ざ
け
て
聞
こ
え
る
歯
ぎ
し
り
は
、）
野
が
け
の
と
き
か
ら
主
人
の
寵
愛
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
主
馬
之
助

が
悔
し
が
っ
て
い
る
の
だ
。

【
考
察
】

「
主
馬
」
を
名
に
持
つ
人
物
と
し
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
人
物
が
挙
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
対
し
て
、
用
例
と
注
の
説

明
を
示
す
。

①
狩
野
主
馬
尚
信　
「
筆
勢
は
主
馬
に
極
る
花
の
雲
」（
其
便
・
321
・
晋
子
）。「
主
馬
」
は
、
探
幽
の
弟
で
絵
師
の
狩
野
主
馬
尚
信
の
こ
と
。

②
奥お
く

川が
は

主し

馬め　
「
い
づ
れ
か
大
名
の
御
慈じ
あ
ひ愛
と
見
え
て
横
目
ら
し
き
坊ぼ
う
ず主
二
人
、
め
し
つ
れ
ら
れ
し
若わ
か

等た
う

あ
ま
た
、
馬
も
跡あ
と

に
引
き
つ
れ
ば
、
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大
か
た
な
ら
ぬ
御
身
ぞ
と
、
萬よ
ろ
づの

こ
と
を
忘わ
す

れ
て
行ゆ
く

く
に
、（
中
略
）
辻つ
ぢ

番ば
ん

の
者も
の

に
尋た
づ

ね
け
れ
ば
、
奥お
く

川が
は

主し

馬め

と
申
て
、
御
小
姓し
や
うの

由よ
し

語か
た

り

け
る
。」（
男
色
大
鑑
・
第
三
巻
・
色
に
見
籠こ
む

は
山
吹ぶ
き

の
盛さ
か
り）。

③
浅あ
さ
か香

主し
ゆ

馬め　
「
浅あ
さ
か香

主し
ゆ

馬め

な
ど
都み
や
この

殿と
の

と
つ
ぶ
れ
し
の
小こ
う

哥た

に
呑の
み

掛か
け

」（
男

色
大
鑑
・
第
八
巻
・
聲こ
ゑ

に
色い
ろ

あ
る
化ば
け

物
の
一
ふ
し
）「
延
宝
初
年
ご
ろ
の
若
衆
時
代
は
、
京
・
坂
の
芝
居
を
勤
め
、
そ
の
後
江
戸
に
下
っ
て

元
服
し
、
市
村
四
郎
次
と
改
名
し
て
立
役
を
勤
め
た
（
野
郎
立
役
舞
台
大
鑑
）。
主
馬
は
評
判
記
で
は
賤
妻
と
も
表
記
し
、「
し
づ
ま
」
と
呼

ぶ
。」（
対
訳
西
鶴
全
集
六
男
色
大
鑑
・
注
釈
）。
④
小
野
山
主し
ゆ
め馬　

「
其
時
は
、
名
に
橘
た
ち
ば
なの

小こ

嶋じ
ま

妻つ
ま

之の

丞
、
彦
十
郎
と
い
ひ
、
小
野
山
主し
ゆ
め馬

は

宇
治
右
衛
門
と
て
、
こ
は
い
か
ほ

し
て
今
京
の
見
物
事
に
な
り
ぬ
。」（
男
色
大
鑑
・
第
八
巻
・
別わ
か

れ
に
つ
ら
き
沙し
や
む室

の
鶏
に
は
と
り）。「

主
馬
は
賤
女
（
し

づ
ま
）
と
も
書
く
。
延
宝
期
の
上
方
の
若
衆
方
。
天
和
元
年
立
役
に
転
じ
、
小
野
山
宇
治
右
衛
門
と
改
名
。
貞
享
・
元
禄
期
に
は
敵
役
と
し

て
名
を
揚
げ
た
。
俳
号
を
恋
舟
と
い
い
、『
道
頓
堀
花
み
ち
』
に
入
集
し
、『
西
鶴
大
矢
数
』
の
第
三
十
二
の
表
に
出
座
す
る
。」（
対
訳
西
鶴

全
集
六
男
色
大
鑑
・
注
釈
）。

　
「
主
馬
之
助
」
は
、
主
馬
寮
の
官
職
に
就
い
て
い
る
人
物
を
指
す
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
句
で
は
『
男
色
大
鑑
』
に
お
け
る
主
馬
た

ち
の
よ
う
な
若
衆
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

 

（
加
藤　

彩
）

　
　
　
　

野
が
け
よ
り
愛
も
お
と
ろ
ふ
主
馬
之
助

二
折
表
十
二
（
三
十
四
）
踊
り
く
づ
し
に
あ
り
く
七
夕　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
秋
（
七
夕
）　

恋　

夜
分
（
七
夕
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
踊
り
く
づ
し　

踊
り
の
輪
が
く
ず
れ
て
人
々
が
散
ら
ば
る
さ
ま
か
。
類
語
と
し
て
「
お
ど
り
く
ず
れ
」
は
、
盆
踊
り
が
終
わ
っ

て
、人
々
が
散
っ
て
い
く
こ
と
を
い
う
。
七
夕
に
は
「
七
夕
踊
り
」
が
あ
っ
た
。「
七
夕
踊
り
」
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
江

戸
初
〜
中
期
に
、
京
都
な
ど
で
、
七
夕
の
日
、
着
飾
っ
た
娘
た
ち
が
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
町
を
踊
り
あ
る
い
た
も
の
で
、
小
町
踊
り
と
も
い
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う
」
と
さ
れ
る
踊
り
。「
七
月
…
踊　

題
目
お
ど
り
／
小
町
お
ど
り
等
」（
毛
吹
草
巻
第
二
・
誹
諧
四
季
之
詞
）。「
わ
め
き
さ
け
ぶ
…
踊
の
く

づ
れ
た
る
は
又
さ
は
が
し
」（
俳
諧
類
舩
集
）。「
踊
…
馬
」（
俳
諧
類
舩
集
・
112
）。
●
あ
り
く　

歩
い
て
あ
ち
こ
ち
動
き
回
る
。「
浮
草
の
う

か
れ
あ
り
く
や
女
七
夕
」（
其
袋
・
秋
之
部
・
七
夕
・
457
・
才
麿
）。
●
七
夕　

七
夕
祭
り
。
五
節
句
の
一
つ
で
、
陰
暦
七
月
七
日
の
夜
、
牽

牛
星
と
織
女
星
と
が
天
の
川
を
渡
っ
て
逢
う
と
い
う
中
国
の
伝
説
か
ら
、
二
星
を
祭
り
、
子
女
の
技
芸
の
上
達
を
祈
る
祭
り
。「
◇
初
秋
…

七
夕　

星
合　

星
祭
／
同
手
向
す
る
」（
毛
吹
草
・
連
歌
四
季
之
詞
）「
◇
七
夕　

夜
分
也
。
秋
也
」（
俳
諧
無
言
抄
・
213
）。「
日
本
の
農
村

で
は
広
く
七
夕
を
盆
の
一
部
と
考
え
て
お
り
、
精
霊
様
を
迎
え
る
草
の
馬
を
飾
り
、
水
辺
に
出
て
水
浴
を
行
い
、
墓
掃
除
、
衣
類
の
虫
干
し
、

井
戸
さ
ら
え
な
ど
を
す
る
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）。「
七
夕
や
先
寄
あ
ひ
て
お
ど
り
初
」（
藤
の
実
・
秋
・
8
・
素
牛
）。

【
一
句
立
】
踊
り
が
終
わ
り
、
踊
っ
て
い
た
男
女
が
散
っ
て
あ
ち
こ
ち
を
歩
き
ま
わ
っ
て
い
る
七
夕
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

主
馬
之
助
へ
の
盛
ん
な
寵
愛
は
薄
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、）
盛
ん
だ
っ
た
踊
り
が
終
わ
っ
た
男
女
は
、
逢
い
引
き

を
し
て
歩
い
て
行
く
七
夕
で
あ
る
こ
と
だ
。

 

（
加
藤　

彩
）

　
　
　
　
　
　

踊
り
く
づ
し
に
あ
り
く
七
夕

二
折
表
十
三
（
三
十
五
）
女ネ
ツ
モ
チ

貞
木
に
月
の
か
く
る
る
町
は
づ
れ　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
秋
（
月
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
女ネ
ツ
モ
チ

貞
木　

鼠
黐
。
モ
ク
セ
イ
科
の
常
緑
低
木
。
庭
木
や
生
垣
に
も
な
る
。
葉
は
榊
に
似
て
お
り
、
薬
用
に
な
る
。
初
夏
に
白

い
小
さ
な
漏
斗
状
の
花
を
円
錐
状
に
付
け
る
。
そ
の
名
は
、
黒
く
熟
し
た
果
実
が
鼠
の
糞
に
似
て
い
る
こ
と
と
、
葉
が
モ
チ
ノ
キ
に
似
て

い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
漢
名
に
当
て
る
「
女
貞
」
は
、
正
し
く
は
ト
ウ
ネ
ズ
ミ
モ
チ
の
名
。
花
は
夏
の
季
語
。
実
は
冬
の
季
語
。「
女
ね
ず
み

貞
も
ち
の
き 

一
名
冬
青
と
云
。
女
貞
、
檍
、
な
ゝ
み
の
木
、
此
三
品
皆
冬
青
樹
と
云
。
三
品
同
名
異
物
に
て
、
各
別
の
物
な
り
。」（
大
和
本
草
・
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巻
之
十
一
・
園
木
）。「
女い
ぬ

貞つ
ば
き

／
ね
ず
み
の
ふ
ん
／
ね
ず
み
も
ち　

貞
木　

冬
青
／
蠟
樹
／
和
名
太
豆
乃
木
／
又
云
比
女
豆
波
木
／
俗
云
鼠

乃
久
曾
／
又
云
狗
都
波
木
／
又
云
鼠
黐
」（
和
漢
三
才
図
会
・
巻
第
八
十
四
・
灌
木
類
）。
●
月
の
か
く
る
る　

月
が
傾
き
（
木
の
陰
に
）
隠

れ
る
。
陰
暦
七
月
七
日
の
月
は
比
較
的
早
い
う
ち
に
西
に
沈
む
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
犬
子
集
』
956
脚
注
）。「
七
夕
の
な
か
う
ど
な
れ

や
宵
の
月
」（
犬
子
集
・
七
夕
・
956
・
貞
徳
）。「
あ
か
ず
し
て
月
の
か
く
る
る
山
本
は
あ
な
た
お
も
て
ぞ
こ
ひ
し
か
り
け
る
」（
古
今
和
歌
集
・

巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
883
・
業
平
朝
臣
）。「
朝
霧
に
日
傭よ
う

揃そ
ろ
へる

貝
吹
て
／
月
の
隠
る
る
四よ
と

扉び
ら

の
門
」（
炭
俵
・
469
／
470
・
孤
屋
／
基
角
）。
●

町
は
づ
れ　

町
の
中
心
か
ら
外
れ
た
、
人
家
の
な
く
な
っ
て
く
る
あ
た
り
。「
み
じ
か
夜
や
暁
し
る
き
町
は
づ
れ
」（
蕪
村
集
発
句
編
（
典
）

安
永
五
年
発
句
集
・
落
日
庵
・
608
）。

【
一
句
立
】
月
が
女
貞
木
に
隠
れ
る
ほ
ど
傾
き
、
夜
が
更
け
た
町
外
れ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

踊
り
終
わ
っ
た
七
夕
の
踊
り
を
終
え
て
、
男
女
が
ち
り
ぢ
り
に
散
っ
て
行
く
。）
そ
の
頃
に
は
、
月
が
女
貞
木
に
隠

れ
る
ほ
ど
傾
き
、
町
外
れ
へ
と
辿
り
着
い
た
。

【
考
察
】「
七
夕
」
を
詠
む
前
句
と
関
連
し
て
、
ち
り
ぢ
り
に
散
っ
て
行
っ
た
男
女
の
、
町
外
れ
に
お
け
る
逢
い
引
き
を
暗
示
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

 

（
加
藤　

彩
）

　
　
　
　

女ネ
ツ
モ
チ

貞
木
に
月
の
か
く
る
る
町
は
づ
れ

二
折
表
十
四
（
三
十
六
）
た
し
な
き
米
を
は
か
る
朝
貌　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
秋
（
朝

）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
た
し
な
き　
「
足
し
無
し
」
の
意
で
、物
に
乏
し
い
意
か
ら
転
じ
て
困
窮
・
辛
苦
の
さ
ま
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。「
見

る
人
も
た
し
な
き
月
の
夕
か
な
」（
阿
羅
野
・
巻
之
一
・
月
三
十
句
二
日
・
74
・
荷
兮
）。「
三
日
月
の
入
も
た
し
な
き
師
走
哉
」（
蕉
門
名
家
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名
句
集
二
・
223
・
浪
化
）。
●
米
を
は
か
る　
「
門
よ
り
う
ち
に
は
か
る
わ
せ
米
」（
塵
塚
誹
諧
集
・

1015
）。「
米こ
め

山や
ま

を
は
か
る
や
鷹
の
ま
す
か
き
羽
」

（
ゆ
め
み
草
・
巻
第
四
冬
・
鷹
・

2654
・
天
満
義
陳
）。「
◇
鼠
…
米コ
メ

」（
俳
諧
類
舩
集
）。「
◇
米
…
鼠
」（
毛
吹
草
巻
第
三
・
付
合
）。
●
朝
貌　

朝
顔
。「
初
秋
…
朝
か
ほ
」（
毛
吹
草
・
連
歌
四
季
之
詞
）。「
槿
ア
サ
カ
ホ

　

朝ア
サ

の
字
、
顔カ
ホ

の
字
に
二
句
去
也
。
又
朝
の
か
ほ
に
仕
立
た
る
な
ら
は
、
常

の
こ
と
く
嫌
也
。」（
俳
諧
無
言
抄
・
546
）。
朝
顔
の
花
に
形
状
が
よ
く
似
た
茶
碗
の
形
や
そ
う
い
っ
た
茶
碗
そ
の
も
の
を
も
さ
す
。「
瑠
璃
び

い
ど
ろ
の
朝
顔
で
、
味
淋
酒
飲
ん
で
ま
し
ま
す
は
、
古
郡
殿
の
奥
様
ぞ
や
（
本
領
曾
我
）
／
〔
朝
顔
〕
朝
顔
茶
碗
の
略
で
、
上
方
に
開
き
下

方
窄
ん
だ
茶
碗
。」（
近
松
語
彙
）。「
出で

茶ぢ
ゃ

屋
の
吉き
ち

が
許も
と

に
腰こ
し

を
掛か
く

れ
ば
、
箪た
ん
す笥

の
下
よ
り
朝あ
さ

顔が
ほ

焼や
き

の
天
目
出
し
て
、「
是
ま
い
れ
」
の
よ
し
」

（
男
色
大
鑑
・
第
七
巻
・
素し
ろ
と人
絵ゑ

に
悪に
く

や
金か
な

釘く
ぎ

）。「
朝
顔
の
花
の
形
に
焼
い
た
天
目
茶
碗
」（
対
訳
西
鶴
全
集
六
『
男
色
大
鑑
』・
注
釈
）。「
朝

顔
に
わ
れ
は
め
し
喰
お
と
こ
哉
」（
芭
蕉
俳
諧
集
発
句
編
（
典
）
真
跡
短
冊
・
続
余
韻
・
天
和
二
年
壬
戌
・
160
）。

【
一
句
立
】
乏
し
い
米
を
朝
顔
型
の
茶
碗
で
計
っ
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

女
貞
木
に
月
が
隠
れ
て
い
る
町
外
れ
で
、）
乏
し
い
米
を
朝
顔
型
の
茶
碗
で
計
っ
て
い
る
。

【
考
察
】
本
句
に
お
け
る
「
朝
貌
」
は
、
植
物
で
は
な
く
朝
顔
型
の
茶
碗
を
指
す
。
前
句
に
男
女
の
逢
い
引
き
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
本
句
で
は
、
逢
い
引
き
を
し
て
共
に
一
夜
を
過
ご
し
た
男
女
が
、
翌
朝
、
二
人
で
一
人
分
の
米
を
分
け
合
う
様
子
を
暗
示
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

 

（
加
藤　

彩
）

　
　
　
　

た
し
な
き
米
を
は
か
る
朝
貌

二
折
裏
一
（
三
十
七
）
厭エ
ン
リ
エ
ト

離
穢
土
欣ゴ
ン
グ求
は
越
の
山
ご
も
り　
　
　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
厭エ
ン
リ
エ
ト
ゴ
ン
グ

離
穢
土
欣
求　

仏
語
。「
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
」
の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
煩
悩
に
汚
れ
た
現
世
を
き
ら
い
離
れ
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（
浄
土
を
）
心
か
ら
願
い
求
め
る
こ
と
。「
薫
じ
渡
り
し
白
無
垢
の
夜
着
／
穢ゑ

土ど

厭お
ん

離り

打う
ち

さ誘そ
は
る
る
鐘
の
声
」（
芭
蕉
集
・
朝
顔
や
（
歌
仙
）・

22
／
23
・
史
邦
／
芭
蕉
）。「
と
こ
と
は
に
お
も
ふ
事
こ
そ
つ
き
も
せ
ね
欣
求
浄
土
と
厭
離
穢
土
と
を
」（
拾
玉
集
・
賦
百
字
百
首
・
お
も
ふ

こ
と
・

1292
）。
●
越　

越
の
国
。
北
陸
地
方
の
古
称
。
後
に
、
越
前
・
越
中
・
越
後
に
分
か
れ
た
。
現
在
の
福
井
・
石
川
・
富
山
・
新
潟
の

諸
県
に
あ
た
る
。
●
山
ご
も
り　

山
中
に
閉
じ
こ
も
り
隠
遁
生
活
を
し
た
り
、山
寺
な
ど
に
こ
も
っ
て
仏
道
修
行
を
し
た
り
す
る
こ
と
。「
に

が
に
が
敷
も
た
う
と
か
り
け
り
／
と
こ
ろ
の
み
掘ほ
り

く
ふ
僧
の
山
ご
も
り
」（
新
増
犬
筑
波
集
・
あ
ぶ
ら
か
す
・
502
・
貞
徳
）。「
運
は
天
に
任

せ
て
三
年
山
ご
も
り
」（
大
阪
独
吟
集
・
989
・
重
安
）。

【
一
句
立
】
煩
悩
に
汚
れ
た
現
世
を
離
れ
て
、
越
の
国
の
山
中
で
隠
遁
生
活
を
す
る
こ
と
を
心
か
ら
願
い
求
め
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

乏
し
い
米
を
朝
顔
茶
碗
で
計
っ
て
い
る
。）
こ
ん
な
煩
悩
に
汚
れ
た
現
世
を
離
れ
て
、
越
の
国
の
山
中
に
籠
っ
て
隠

遁
生
活
を
し
た
い
も
の
だ
。

 

（
名
倉
）

　
　
　
　
　

厭エ
ン
リ
エ
ト
ゴ
ン
グ

離
穢
土
欣
求
は
越
の
山
ご
も
り

二
折
裏
二
（
三
十
八
）
巻
て
た
の
し
き
敗
軍
の
簑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
巻
く　

物
の
ま
わ
り
に
か
ら
ま
せ
る
・
巻
き
つ
け
る
。
ま
た
、
し
ま
う
・
収
納
す
る
。「
烏
帽
子
を
直
す
桜
一
む
ら
／
山
を
焼や
く

有あ
り

明あ
け

寒
く
御み

簾す

巻ま
き

て
」（
続
虚
栗
・
春
之
部
・
156
／
157
・
野
馬
／
其
角
）。「
途ミ
チ

中
に
た立

て
る
車
の
簾ス

を
巻ま
き

て
」（
続
虚
栗
・
冬
之
部
・
芭
蕉
・

573
）。
●
敗
軍　

戦
い
に
負
け
る
こ
と
。
ま
け
い
く
さ
。
ま
た
、
そ
の
軍
隊
。「
犬
死
と
見
て
逃
去
し
悔
し
さ
よ
／
敵
は
敗
軍
せ
り
酉
の
刻
」

（
正
章
千
句
第
九
百
韻
・
897
／
898
）。
●
蓑　

茅
・
菅
な
ど
の
茎
や
葉
、
ま
た
は
、
藁
や
棕
櫚
な
ど
を
編
ん
で
作
っ
た
雨
具
。「
蓑
ト
ア
ラ
バ

…
か
く
れ
・
山
」（
連
珠
合
璧
集
・
735
）。「
越
前
…
蓑
／
蓑
…
乞
食
」（
毛
吹
草
・
巻
第
四
／
巻
第
三
）。「
蓑
…
山
賎
・
乞
食
」（
俳
諧
類
船
集
・
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473
）。
ス
ゲ
の
葉
で
編
ん
だ
菅
蓑
は
、
越
地
方
の
名
産
品
。
●
敗
軍
の
簑　

前
句
の
「
越
」「
山
ご
も
り
」
は
い
ず
れ
も
「
蓑
」
の
連
想
を
呼

ぶ
語
句
だ
が
、
こ
こ
で
は
斎
藤
道
三
の
蓑
を
い
う
か
。
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
「
本
朝
二
十
四
孝
」
は
浄
瑠
璃
「
信
州
川
中
島
合
戦
」
を
元
に
し

て
作
ら
れ
、
武
田
勝
頼
が
蓑
作
と
い
う
庭
師
に
な
り
す
ま
し
、
ま
た
同
じ
く
庭
師
に
や
つ
し
た
斎
藤
道
三
は
、
自
分
の
蓑
を
山
本
勘
助
に
与

え
る
際
に
「
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど
も
山
吹
の
み
の
一
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き
」
と
詠
ん
だ
歌
に
よ
っ
て
正
体
が
露
見
し
て
、
勝
頼
の
前
で

自
害
す
る
（
歌
舞
伎
で
は
勝
頼
・
上
杉
景
勝
等
に
捕
え
ら
れ
る
）
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
道
三
は
美
濃
国
の
住
人
で
も
あ
り
、
蓑
と
美
濃
は

同
音
で
あ
る
。

【
一
句
立
】
敗
軍
の
蓑
を
巻
く
の
も
愉
快
な
気
分
だ
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

煩
悩
に
汚
れ
た
現
世
を
離
れ
て
、
越
の
国
の
山
中
に
籠
っ
て
隠
遁
生
活
を
し
た
い
も
の
だ
。）
山
ご
も
り
で
は
、
寒

さ
し
の
ぎ
に
敗
軍
の
蓑
を
巻
く
の
も
愉
快
な
気
分
で
あ
る
こ
と
だ
。

【
考
察
】
前
句
の
越
か
ら
越
前
名
産
の
蓑
、
蓑
が
き
っ
か
け
で
武
田
勝
頼
に
敗
れ
た
歌
舞
伎
の
中
の
斎
藤
道
三
へ
と
連
想
を
繋
げ
て
い
る
と

見
た
。

 

（
名
倉
）

　
　
　
　
　

巻
て
た
の
し
き
敗
軍
の
簑

二
折
裏
三
（
三
十
九
）
こ
が
ら
し
に
あ
ぶ
ら
か
か
り
し
島
細サ
ヨ
リ魚　

　
　
　
　
　
　

秋
挙

【
式
目
】
初
冬
（
こ
が
ら
し
・
島
細
魚
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】●
こ
が
ら
し　

秋
の
末
か
ら
冬
の
初
め
に
か
け
て
吹
く
、強
く
冷
た
い
風
。「
冬
の
心
…
木
枯
」（
連
珠
合
璧
集
・
898
）。「
初
冬
…
凩
こ
が
ら
し」（
毛

吹
草
・
巻
第
二
）。「
木
枯　

初
冬
也
」（
俳
諧
無
言
抄
・
477
）。「
こ木

枯
が
ら
し
に
二
日
の
月
の
ふ吹

き
ち散

る
か
」（
阿
羅
野
・
初
冬
・
419
・
荷
兮
）。

●
あ
ぶ
ら
か
か
り
し　

脂
が
加
わ
っ
て
い
く
、脂
が
の
っ
て
い
る
意
。「
か
か
る
」
は
強
制
す
る
力
、重
み
、色
あ
い
な
ど
が
加
わ
る
事
。「
塩
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鮭
の
あ
ぶ
ら
た
る
な
り
五
月
雨
」（
暁
台
句
集
・
五
月
雨
・
451
）。
こ
の
「
脂
」
は
、
冬
に
な
る
と
一
段
と
必
要
に
な
る
「
油
」
を
連
想
さ
せ
、

次
の
句
の
「
薪
」
を
呼
び
こ
ん
で
く
る
。「
油
…
師
走
」（
俳
諧
類
船
集
・
500
）。
●
島
細
魚　

島
の
細
魚
の
意
か
。
も
し
く
は
「
島
は
、
そ

の
側
面
の
濃
青
色
の
縦
線
を
い
う
か
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
七
部
集
』「
あ
は
れ
な
る
落
葉
に
た
く
や
島
さ
よ
り
」
の
句
脚
注
）

と
も
。
細
魚
は
、
細
長
く
サ
ン
マ
に
似
た
沿
海
魚
。
膾
に
す
る
こ
と
が
多
い
。『
鶉
衣
』
に
「
鱚
・
さ
よ
り
は
を
さ
な
き
心
地
ぞ
す
る
。
大

男
の
鬚
口
そ
ら
し
て
く
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
」（
百
魚
譜
）
と
あ
り
、
尾
張
・
三
河
で
も
よ
く
食
用
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。「
あ
は
れ
な
る

落
葉
に
焼た
く

や
島
さ細
　
　
魚

よ
り
」（
阿
羅
野
・
613
・
荷
兮
）。「
沖サ

ン

マ
細
魚
の
塩
の
き
か
ぬ
南み
な

気み
け

」（
誹
諧
別
座
鋪
・
40
・
李
里
）
の
よ
う
に
「
沖
細
魚
」

と
書
い
て
「
サ
ン
マ
」
と
読
む
例
は
あ
る
。

【
一
句
立
】
こ
が
ら
し
が
吹
く
季
節
に
な
っ
て
脂
が
乗
っ
て
き
た
島
細
魚
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

寒
さ
し
の
ぎ
に
敗
軍
の
蓑
を
巻
く
の
も
愉
快
な
気
分
で
あ
る
こ
と
だ
。）こ
が
ら
し
が
吹
く
季
節
に
な
っ
て
脂
が
乗
っ

て
き
た
島
細
魚
だ
。

【
考
察
】
美
濃
の
領
主
と
な
っ
た
斎
藤
道
三
は
漏
斗
を
使
わ
ず
に
一
文
銭
の
穴
を
通
し
て
油
を
売
っ
た
と
い
う
逸
話
が
残
る
よ
う
に
油
売
り

の
商
人
で
あ
っ
た
（『
美
濃
国
諸
旧
記
』
巻
一
「
土
岐
氏
零
落
斎
藤
道
三
の
事
」）。
戦
国
武
将
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
使
っ
て
冬
の
脂
が
の
っ
た

魚
へ
と
転
換
し
て
い
る
か
。

 

（
名
倉
）

　
　
　
　
　

こ
が
ら
し
に
あ
ぶ
ら
か
か
り
し
島
細
魚

二
折
裏
四
（
四
十
）
積
は
へ
て
あ
る
薪
の
入
（
い
れ

札ふ
だ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卓
池

【
式
目
】
秋
（
薪
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】●
積
は
へ
て　

積
み
並
べ
て
。●
薪　

か
ま
ど
、炉
な
ど
に
燃
料
と
し
て
た
く
細
い
枝
や
割
木
。「
市
…
薪
」（
俳
諧
類
船
集
・
9
）。「
き
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り
ぎ
り
す
薪マ
キ

の
下
よ
り
鳴な
き

出
し
て
」（
炭
俵
・
79
・
利
牛
）。「
小
束タ
バ

な
る
枝え
だ

木ぎ

斗ば
か
りの

は
端し

た
薪マ
キ

」（
誹
諧
別
座
鋪
・
167
・
杉
風
）。「
露
霜
は
薪

の
あ
ぶ
ら
に
積
込
て
／
人
は
後
の
風
を
お
ど
ろ
く
」（
金
竜
山
・
541
／
542
・
古
百
／
浪
巴
）。
●
入
（
い
れ

札ふ
だ
）

　

最
も
有
利
な
条
件
を
示
す
者
と
契

約
を
結
ぶ
た
め
、
多
数
の
競
争
者
に
見
積
価
額
を
書
い
た
紙
を
提
出
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
見
て
相
手
を
決
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
見
積
価

額
を
書
い
た
用
紙
。
寒
さ
で
活
発
化
し
て
い
る
「
薪
」
の
市
場
の
あ
り
さ
ま
。「
傘
ほ
ど
な
雲
が
氷
を
ふ
ら
せ
け
り
／
斧
の
は
い
ら
ぬ
山
に

入い
れ

札ふ
だ

」（
国
の
花
・
第
十
二
か
た
は
し
・

3223
／

3224
・
桂
士
／
竹
之
）。「
入い
れ

札ふ
だ

の
立
木
を
つ
も
る
さ
し
物
屋
／
飯
台
の
め
し
喰
ふ
は
は
じ
め
て
」

（
和
漢
文
操
・
求
韻
歌
仙
行
・
104
／
105
・
兎
士
／
蓮
二
）。

【
一
句
立
】
積
み
並
べ
て
あ
る
薪
に
は
入
れ
札
が
つ
い
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

こ
が
ら
し
が
吹
く
季
節
に
な
っ
て
脂
が
乗
っ
て
き
た
島
細
魚
。）
そ
れ
を
焼
く
薪
は
積
み
並
べ
て
あ
り
、
入
れ
札
が

つ
い
て
い
る
。

（
名
倉
）

【
参
考
文
献
一
覧
】

和
歌
・
連
歌
・
俳
諧
の
引
用
は
、特
に
断
ら
な
い
限
り
、『
新
編
国
歌
大
観
』C

D

―R
O

M

、『
新
編
私
家
集
大
成
』C

D

―R
O

M

、『
古
典
俳
文
学
大
系
』C

D

―R
O

M

に
よ
り
、

『
万
葉
集
』
の
引
用
が
必
要
な
際
に
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
っ
た
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
5
『
風
土
記
』（

1997
・
小
学
館
）

『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
77
『
浄
瑠
璃
集
』（

2002
・
小
学
館
）

『
平
家
物
語
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
45
『
平
家
物
語
（
一
）』（

1994
・
小
学
館
）

『
薩
摩
歌
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
74
『
近
松
門
左
衛
門
集
（
一
）』（

1997
・
小
学
館
）

『
曾
良
旅
日
記
』
…
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
第
十
巻　

芭
蕉
紀
行
文
集
』（

1972
・
八
木
書
店
）

『
越
後
名
寄
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
三
井
文
庫
旧
蔵
本
『
越
後
名
寄
』（M

X

―341

―8

）
に
よ
る
。

『
越
後
獅
子
』
…
名
作
歌
舞
伎
全
集
第
二
四
巻
『
舞
踏
劇
集
二
』（

1972
・
東
京
創
元
社
）　
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『
江
戸
名
所
花
暦
（
二
）』
…
岡
山
鳥
編
『
江
戸
名
所
花
暦
（
二
）』（

1894
・
博
文
館
、
国
立
国
会
図
書
館
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
よ
る
）

『
毛
吹
草
』
…
岩
波
文
庫
『
毛
吹
草
』（

1943
・
岩
波
書
店
・
竹
内
若
編
）

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

翻
刻
と
解
説
」『
紀
要
』（

1983
・
3
・
信
州
大
学
）

『
俳
諧
類
舩
集
』
…
『
近
世
文
藝
叢
刊
1　

俳
諧
類
舩
集
』（

1969
・
野
間
光
辰
監
修
）『
近
世
文
藝
叢
刊
別
巻
1　

俳
諧
類
舩
集
索
引
付
合
語
篇
』（

1973
・
野
間
光
辰
監

修
）、『
近
世
文
藝
叢
刊
別
巻
2　

俳
諧
類
舩
集
索
引
事
項
篇
』（

1975
・
野
間
光
辰
監
修
）

『
近
松
語
彙
』
…
『
近
松
語
彙
』（

1930
・
冨
山
房
・
上
田
万
年
、
樋
口
慶
千
代
著
）

『
男
色
大
鑑
』
…
『
対
訳
西
鶴
全
集
六　

男
色
大
鑑
』（

1979
・
明
治
書
院
・
麻
生
磯
次
、
冨
士
昭
雄
著
）

『
大
和
本
草
』
…
『
益
軒
全
集
巻
六
上
』（

1910
・
益
軒
全
集
刊
行
部
）

『
和
漢
三
才
図
会
』
…
『
和
漢
三
才
図
会
』（

1970
・
和
漢
三
才
図
会
刊
行
委
員
会
編
）

『
美
濃
国
旧
記
』
…
『
国
史
叢
書
』（

1915
・
国
史
研
究
会
）

『
本
朝
二
十
四
孝
』
…
日
本
戯
曲
全
集
28
『
義
太
夫
狂
言
時
代
物
語
集
』(

1928
・
春
陽
堂)

『
和
歌
の
歌
枕
・
地
名
大
辞
典
』（

2008
・
お
う
ふ
う
）

高
木
侃
『
三
く
だ
り
半
と
縁
切
寺
』（
一
九
九
二
年
三
月
、
講
談
社
現
代
新
書
）

日
本
歴
史
地
名
大
系
第
一
五
巻
『
新
潟
県
の
地
名
』（

1986
・
平
凡
社
）

『
名
古
屋
城
の
庭
園
』（

1980
・
名
古
屋
城
振
興
協
会
）

飛
田
範
夫
『
日
本
庭
園
の
植
栽
史
』（

2002
・
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）

飛
田
範
夫
『
江
戸
の
庭
園
』（

2009
・
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
第
七
章
三
「
富
岡
八
幡
宮
の
園
池
」

※
【
語
釈
】
に
つ
い
て
は
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
等
を
参
考
に
作
成
し
て
い
る
。

愛
知
県
立
大
学
稀
書
の
会
（
教
員
・
院
卒
業
生
、
院
生
）

久
冨
木
原
玲　

大
塚
英
二　

伊
藤
伸
江　

中
根
千
絵　

三
宅
宏
幸　

名
倉
ミ
サ
子　

狩
野
一
三　

熊
澤
美
弓　

加
藤
彩　

足
立
絵
里
奈　
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井
上
麻
美　

美
濃
羽
紘
子　

加
藤
華　

山
本
智
穂




