
　
　

笠
ぬ
ぎ
て
無
理
に
も
ぬ
る
ゝ
北
時
雨　
　
　
　

荷
兮

　
　
　

冬
が
れ
わ
け
て
ひ
と
り
唐
苣　
　
　
　
　
　

野
水

 

　
（
貞
享
元
年
刊
『
冬
の
日
』「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙 
（
１
）
）

一
句
意
は
、
冬
枯
れ
を
分
け
て
前
句
の
人
が
独
り
唐
苣
を
採
る
と
も
、

或
い
は
冬
枯
れ
の
中
に
唐
苣
だ
け
が
青
々
と
し
て
ゐ
る
と
も
、
両

様
に
解
さ
れ
る
。

 
　
　
（
阿
部
正
美
氏
『
芭
蕉
連
句
抄
』
第
四
篇　

明
治
書
院　

昭　

）
５１

　

阿
部
正
美
氏
が
示
す
よ
う
に
、
従
来
こ
の
句
の
解
釈
は
大
き
く
二
つ

に
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
前
句
に
詠
ま
れ
る
人
物
が
冬
枯
れ
を

分
け
て
唐
苣
を
取
る
」
と
す
る
説
と
、「『
唐
苣
』
自
身
が
冬
枯
れ
を
分

け
て
生
え
出
て
い
る
」
と
す
る
説
の
二
つ
で
あ
る
。

　
『
冬
の
日
』
の
古
注
釈
に
徴
す
れ
ば
、
前
者
の
解
釈
に
立
つ
も
の
は

『
的
伝
註
解
抄
』（
素
丸
著　

年
代
未
詳
）
と
『
七
部
婆
心
録
』（
曲
斎

著　

万
延
元
年
刊
）
の
二
つ
。
後
者
の
解
釈
に
立
つ
も
の
は
越
人
の

『
俳
諧
冬
の
日
集
槿
花
翁
之
抄
』（
年
代
未
詳
）
を
始
め
、『
冬
の
日
附

合
考
』（
魚
潜
著　

天
明
八
年
序
）・『
冬
の
日
句
解
』（
闌
更
著　

寛
政

六
年
刊
）・『
俳
諧
七
部
木
槌
』（
素
綾
著　

寛
政
七
年
刊
）・『
冬
の
日

注
解
』（
升
六
著　

文
化
六
年
刊
）
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
。

　

現
代
の
注
釈
書
に
目
を
転
じ
て
も
、
状
況
に
さ
ほ
ど
の
変
化
は
な
い
。

前
者
の
説
に
従
う
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
第

三
巻
（
富
士
見
書
房　

平
元
）
と
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
七
部

集
』（
岩
波
書
店　

平
２
、
上
野
洋
三
氏
稿
）
の
二
つ
。
一
方
、
後
者

に
関
し
て
は
、
幸
田
露
伴
が
「
語
の
理
路
よ
り
云
へ
ば
、
両
解
い
づ
れ

63 「唐苣」考――『冬の日』における野水の句をめぐって――

 　

「
唐
苣
」
考

―
―
『
冬
の
日
』
に
お
け
る
野
水
の
句
を
め
ぐ
っ
て
―
―　
　
　
　
　
 　
　

本　

間　

正　

幸



も
通
ず
れ
ど
も
、
気
味
よ
り
云
へ
ば
、
ひ
と
り
唐
苣
の
冬
枯
分
け
て
存

せ
り
と
す
る
方
勝
れ
り
と
す
べ
し 
（
２
）
」（『
冬
の
日
抄
』
昭　

）
と
す
る
の

２０

を
始
め
、
日
本
古
典
全
書
『
俳
諧
七
部
集　

上
』（
朝
日
新
聞
社　

昭

　

）、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
句
集
』（
岩
波
書
店　

昭　

）、
日

２５

３７

本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
俳
諧
集
』（
小
学
館　

昭　

）、
新
日
本
古
典

４１

文
学
全
集
『
松
尾
芭
蕉
集
②
』（
小
学
館　

平
９
）
な
ど
多
く
の
注
釈

書
が
そ
の
説
に
従
っ
て
い
る
。

 　
『
芭
蕉
連
句
抄
』（
前
掲
、
以
下
『
連
句
抄
』
と
略
称
）
の
著
者
阿
部

正
美
氏
も
後
者
の
説
に
く
み
し
て
い
る
が
、
同
時
に
次
の
よ
う
な
疑
問

も
呈
し
て
い
る
。

さ
て
、
さ
う
見
た
場
合
、
前
句
の
風
狂
人
を
中
に
し
て
、
打
越
の

宗
�
の
清
水
も
そ
の
人
の
場
、
こ
の
句
も
同
じ
よ
う
な
場
に
な
つ

て
、
趣
向
の
重
複
に
な
る
疑
ひ
が
な
い
か
が
問
題
に
な
ら
う
。

　

氏
の
疑
問
は
「
自
他
場
」
の
説
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
自
他
場
」
と
は
「
連
句
に
お
い
て
、
自
分
を
主
語
に
含
む
句
を
『
自
』、

第
三
者
を
主
語
と
す
る
句
を
『
他
』、
人
情
を
含
ま
な
い
句
を
『
場
』

と
し
て
、
三
句
の
わ
た
り
を
変
化
さ
せ
る
も
の 
（
３
）
」
で
あ
り
、「『
自
・

他
・
場
』
の
句
が
そ
れ
ぞ
れ
打
越
に
な
る
の
を
制
し
た
も
の 
（
４
）
」。
先
の

句
を
含
む
一
連
を
例
に
と
れ
ば
、「
冬
が
れ
」
の
句
を
「
場
」
の
句
と

解
釈
す
る
と
、

　
　
　

し
ば
し
宗
�
の
名
を
付
し
水　
　
　
　
　
　
 
杜
国　
〈
場
〉

　
　

笠
ぬ
ぎ
て
無
理
に
も
ぬ
る
ゝ
北
時
雨　
　
　
　
 
荷
兮　
〈
他
〉

　
　
　

冬
が
れ
わ
け
て
ひ
と
り
唐
苣　
　
　
　
　
　
 
野
水　
〈
場
〉

の
よ
う
に
、「
笠
ぬ
ぎ
て
」
の
句
を
中
央
に
前
後
が
と
も
に
「
場
」
の

句
と
な
り
、「
観
音
開
き
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
阿
部
氏
は

そ
れ
を
危
惧
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、『
校
本
芭
蕉
全

集
』（
前
掲
）・
新
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
七
部
集
』（
前
掲
、
以
下

「
新
大
系
」
と
略
称
）
は
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
あ
え
て
前
者
の
説
に

く
み
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、「
冬
が
れ
わ
け
て
た
だ
唐
苣
を�

」
の
よ
う
に
動
作

の
対
象
を
示
す
助
詞
が
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
先
の
句
形
で
上
七
を
前
句

の
人
物
の
動
作
と
取
る
の
は
難
し
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
新
大

系
は
『
古
今
和
歌
集
』
巻
一
所
収
・
光
孝
天
皇
の
和
歌
を
「
君
が
た
め

冬
の
野

�

�

�

に
出
て
草�

を
つ
む
わ
が
衣
手
は
時
雨
に

�

�

�

濡
れ
つ
つ
」（
傍
点
、

引
用
者
）
と
も
じ
っ
た
諧
謔
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
ぜ

無
理
に
笠
を
脱
い
で
唐
苣
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
理
由
が
判
然
と

し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ
こ
は
「
観
音
開

き
」
の
そ
し
り
を
受
け
よ
う
と
も
、
後
者
の
よ
う
に
「『
唐
苣
』
自
身

が
冬
枯
れ
を
分
け
て
生
え
出
て
い
る
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、『
冬
の
日
』
に
お
い
て
式
目
に
抵
触
し
た
部
分
は
他
に
も
い
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く
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
炭
売
の
」
歌
仙
。
同
歌

仙
所
収
第
三
の
句
末
は
「
花
蕀
馬
骨
の
霜
に
咲
か
へ
り　

杜
国
」
と

「
て
留
め
」
で
結
ば
れ
て
は
い
な
い
し
、「
霜
月
や
」
歌
仙
の
発
句
か
ら

第
三
に
至
る
一
連
も
同
様
。

　
　
　

田
家
眺
望

　
　

霜
月
や 
鸛 
の 
彳 
々
な
ら
び
ゐ
て 

 
荷
兮　
　
　
　
　

カ
ウ 

ツ
ク

　
　
　

冬
の
朝
日
の
あ
は
れ
な
り
け
り 

芭
蕉　
　
　
　
　

　
　

樫
檜
山
家
の
体
を
木
の
葉 
降  

重
五　
　
　
　
　

ふ
る

　

こ
ち
ら
は
ま
ず
発
句
が
そ
の
句
格
で
は
な
く
、「
て
留
め
」
で
結
ば

れ
て
い
る
し
、
脇
の
体
言
止
め
も
「
け
り
」
と
詠
み
流
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
第
三
も
「
て
留
め
」
で
は
な
く
脇
の
句
格
・
体
言
止
め
で
結
ば

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
以
外
に
も
「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙
で
は
発
句
か
ら
第
三
ま

で
の
一
連
と
、
初
裏
五
句
目
か
ら
七
句
目
ま
で
の
二
箇
所
に
わ
た
っ
て

人
倫
の
三
句
連
続
が
見
受
け
ら
れ
る
（
式
目
上
、
人
倫
の
連
続
は
二
句

ま
で
と
さ
れ
る
）。

　

・
狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉　
　

芭
蕉

　
　
　

た
そ
や
と
ば
し
る
か
さ
の
山
茶
花　
　
　
　

野
水

　
　

有
明
の
主
水
に
酒
屋
つ
く
ら
せ
て　
　
　
　
　

荷
兮

 

　
（「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙
、
発
句
〜
第
三
）

　

・　

あ
る
じ
は
ひ
ん
に
た
え
し 
虚
家 　
　
　
　
　

杜
国

カ
ラ
イ
ヱ

　
　

田
中
な
る
こ
ま
ん
が
柳
落
る
こ
ろ　
　
　
　
　

荷
兮

　
　
　

霧
に
ふ
ね
引
人
は
ち
ん
ば
か　
　
　
　
　
　

野
水

  

　
（
同
、
初
裏
五
句
目
〜
七
句
目
）

　

上
野
洋
三
氏 
（
５
）
は
そ
れ
を
回
避
す
べ
く
第
三
の
「
主
水
」
を
人
名
で
は

な
く
「
主
水
星
」
な
る
星
の
名
に
解
し
て
い
る
が
、
当
人
自
身
、
そ
の

呼
び
方
に
「
こ
の
時
代
に
お
け
る
一
般
性
が
確
か
め
ら
れ
」
な
い
と
弁

明
す
る
よ
う
に
、
解
釈
と
し
て
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
冬
の
日
』
に
は
式
目
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
部

分
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
唐
苣
」
の
「
観
音
開
き
」
も

含
め
、
読
み
手
が
そ
の
回
避
策
を
講
じ
る
必
要
性
は
な
い
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。

　

ま
た
、
当
時
の
俳
諧
に
お
け
る
「
ひ
と
り
」
の
用
例
を
見
て
も
、

　

・
月
ひ
と
り

�

�

�

�

稲
荷
の
山
の
う
す
を
た
て　
　
　
　

夕
烏

 

　
（
延
宝
六
年
刊
『
大
坂
檀
林
桜
千
句
』 
（
６
）
）

　

・
捨
ら
れ
て
猿
の
子
ひ
と
り

�

�

�

�

�

� 
叫 
声　
　
 　
　
 
惣
本
寺

高
政

サ
ケ
ブ

 

　
（
延
宝
八
年
刊
『
是
天
道
』 
（
７
）
）

　

・
松
独
�

�

風
友
な
は
ず
し 吝 
わ
ひ 
わ  
ろ 　
　
　
　
　
　

一
礼

和 

郎

 

　
（
延
宝
八
年
刊
『
投
盃
』 
（
８
）
）

65 「唐苣」考――『冬の日』における野水の句をめぐって――



　

・
墓

－

山
の
雨
松
茸
の

�

�

�

す
ご

く
と
独 � 
リ　
　
　

杉
風

 

　
（
延
宝
八
年
跋
『
常
磐
屋
之
句
合
』
第
十
七
番
左 
（
９
）
）

な
ど
、
延
宝
の
後
半
以
降
は
人
間
以
外
の
も
の
を
主
語
に
し
た
例
も
散

見
さ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
の
句
も
「
唐
苣
」
を
主
体
化
し

た
句
と
見
て
差
し
つ
か
え
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

む
し
ろ
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
前
句
と
の
つ
な
が
り
方
の
ほ
う

で
あ
る
。
先
の
句
を
「
場
」
の
句
と
取
る
注
釈
書
の
多
く
が
、
異
口
同

音
に
「
前
句
の
場
の
あ
し
ら
い
で
あ
る
が
、
時
雨
の
わ
び
を
た
の
し
む

孤
高
の
詩
人
の
匂
い
が
う
つ
っ
て
い
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

」（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭

蕉
句
集
』・
前
掲
、
以
下
「
旧
大
系
」
と
略
称
）・「
こ
の
風
変
わ
り
な

人
と
物
と
の
間
に
、
お
の
づ
か
ら
気
趣
感
合
す
る
所
が
あ
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

の
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
」（『
連
句
抄
』
第
四
篇
・
前
掲
）
と
、
後
年
の
「
匂

付
」
の
萌
芽
を
認
め
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
こ

の
時
期
の
野
水
に
そ
の
よ
う
な
句
を
意
図
的
に
詠
む
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
か
。
い
ま
試
み
に
『
冬
の
日
』
か
ら
野
水
の
「
場
」
の
句
を
任

意
に
取
り
上
げ
て
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

①　

う
ぐ
ひ
す
起
よ
帋
燭
と
ぼ
し
て　
　
　
　
　

芭
蕉

　
　

篠
ふ
か
く
梢
は
柿
の
蔕
さ
び
し　
　
　
　
　
　

野
水
�

�

　
　
　
　
　
 

　
（「
は
つ
雪
の
」
歌
仙
）

　

②
つ
ゆ
萩
の
す
ま
ふ
力
を
撰
ば
れ
ず　
　
　
　
　

芭
蕉

　
　
　

蕎
麦
さ
へ
青
し 
滋  
賀  
楽 
の
坊　
　
　
　
　
　

野
水

�

�

シ 
ガ
ラ 
キ

 

（「
つ
ゝ
み
か
ね
て
」
歌
仙
）

　

③
花
蕀
馬
骨
の
霜
に
咲
か
へ
り　
　
　
　
　
　
　

杜
国

　
　
　

鶴
見
る
ま
ど
の
月
か
す
か
な
り　
　
　
　
　

野
水
�

�

 

　
（「
炭
売
の
」
歌
仙
）

　

④　

御
幸
に
進
む
水
の
み
く
す
り　
　
　
　
　
　

重
五

　
　

こ
と
に
て
る
年
の
小
角
豆
の
花
も
ろ
し　
　
　

野
水
�

�

 

　
（「
霜
月
や
」
歌
仙
）

　

右
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
前
句
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
そ
れ
に
相
応

し
い
景
を
付
け
た
と
い
う
印
象
の
ほ
う
が
強
い
。
た
と
え
ば
①
は
「
う

ぐ
ひ
す
」
か
ら
「
篠
」
を
連
想
し
、
鳥
の
食
い
残
し
た
「
柿
の
蔕
」
が

梢
に
残
る
山
居
の
様
子
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
し
、
②
は
「
萩
」
か
ら

同
季
の
景
物
を
連
想
し
、
蕎
麦
が
青
々
と
茂
る
秋
た
け
な
わ
の
景
を
付

け
た
も
の
。
③
は
「
馬
骨
の
霜
」
と
し
て
帰
り
咲
い
た
「
花
棘
」
と
い

う
、
転
生
輪
廻
を
思
わ
せ
る
句
材
に
対
し
、
千
年
も
命
を
保
つ
と
さ
れ

る
「
鶴
」
を
持
ち
出
し
た
も
の
。
同
時
に
「
霜
」
の
降
り
る
時
刻
と
し

て
「
月
の
か
す
か
な
」
頃
を
思
い
寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て
④
も
前
句
の

「
水
の
み
く
す
り
」
か
ら
水
不
足
を
連
想
し
、「
小
角
豆
の
花
」
が
脆
く

散
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
前
句
の
内
容
に

「
調
和
」
し
た
句
作
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、「
映
発
」
す
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る
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
評
価
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う 
（
１ ０
）
。

　

し
た
が
っ
て
、
先
の
句
も
一
見
「
匂
付
」
の
先
蹤
と
見
な
し
う
る
句

作
に
な
っ
て
は
い
た
と
し
て
も
、
野
水
自
身
の
作
句
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、

そ
れ
と
は
別
の
意
図
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
以
下
、
本
稿
で
は
打
越
以
前
か
ら
こ
の
句
に
至
る
流
れ
を

再
確
認
し
な
が
ら
、
こ
の
句
に
対
す
る
私
見
を
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

　

ま
ず
は
「
冬
が
れ
」
の
句
か
ら
三
句
ば
か
り
遡
っ
て
本
文
を
示
す
こ

と
に
し
よ
う
。

　

ａ　

ぬ
す
人
の
記
念
の
松
の
吹
お
れ
て　
　
　
　

芭
蕉

　

ｂ　
　

し
ば
し
宗
�
の
名
を
付
し
水　
　
　
　
　

杜
国

　

ｃ　

笠
ぬ
ぎ
て
無
理
に
も
ぬ
る
る
北
時
雨　
　
　

荷
兮

　

ｄ　
　

冬
が
れ
わ
け
て
ひ
と
り
唐
苣　
　
　
　
　

野
水

 

　
（「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙
）

　

付
け
筋
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
ａ
は
盗
人
の
名
を
冠
し
た
松
が
風
に

吹
き
折
ら
れ
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
。
ｂ
は
そ
れ
に
「
名
所
」
の
句
を

向
か
い
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
二
句
の
関
係
で
は
両
句
と
も

「
場
」
の
句
と
見
て
差
し
つ
か
え
は
な
い
で
あ
ろ
う 
（
１ １
）
。
前
者
に
は
「
美

濃
国
�
野
村
一
里
塚
の
近
く
に
あ
る
熊
坂
長
範
物
見
の
松
」、
後
者
に

は
「
美
濃
郡
上
郡
山
田
の
庄
宮
瀬
川
の
ほ
と
り
」
に
あ
る
「
白
雲
水
」

と
、
具
体
的
な
地
名
を
示
し
た
説
（『
俳
諧
七
部
捜
』）
も
見
受
け
ら
れ

る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
が
ｂ
ｃ
の
関
係
に
な
る
と
、
ｂ
を
必
ず
し
も
「
場
」

の
句
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
存
在
し
な
く
な
る
。
む
し

ろ
「
宗
�
の
名
を
付
し
水
」
を
池
辺
・
湖
沼
で
は
な
く
、
宗
�
が
発
句

に
詠
み
、
そ
の
代
名
詞
の
ご
と
く
扱
わ
れ
た
「
水
」、
す
な
わ
ち
「
時

雨
」
の
意
に
取
り
な
し
た
方
が
「
名
所
」
か
ら
離
れ
、
展
開
は
よ
り
大

き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
ｃ
は
宗
�
を
敬
慕
す
る
詩
人
が
旅

の
途
中
で
わ
ざ
わ
ざ
笠
を
脱
ぎ
、
北
時
雨
の
洗
礼
に
浴
す
る
さ
ま
を
詠

ん
だ
句
と
取
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
談
林
俳
諧
に
お
い
て
宗

�
と
言
え
ば
、「
宗
�
の
蚊
帳
」
の
諺
や
「
髭
に
香
を
焚
き
し
め
た
」

と
い
う
故
事
を
詠
ん
だ
も
の
が
多
く
、
時
雨
と
の
取
り
合
わ
せ
は
必
ず

し
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
両
者
の
取
り
合
わ
せ
は
「
世
に

ふ
る
も
さ
ら
に
時
雨
�

�

の
や
ど
り
か
な
」
と
い
う
発
句
を
鸚
鵡
返
し
に
し

た
芭
蕉
の
句
、「
世
に
ふ
る
も
さ
ら
に
宗�

�
の
や
ど
り
か
な
」（『
み
な

し
ぐ
り
』「
改
冬
」
時
雨
の
一
連
所
収
）
の
影
響
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
の
で
は
な
い
か 
（
１ ２
）
。
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そ
し
て
問
題
の
ｄ
。
こ
こ
で
の
「
時
雨
」
は
も
は
や
宗
�
の
連
想
か

ら
切
り
離
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
句
全
体
も
前
句
に
映

発
す
る
景
を
詠
ん
だ
と
い
う
よ
り
は
、
前
句
の
「
笠
」
を
「
冬
が
れ
」

の
こ
と
と
取
り
な
し
、
人
物
が
笠
を
脱
ぐ
さ
ま
を
、「
唐
苣
」
が
息
苦

し
い
冬
枯
れ
を
分
け
出
て
新
鮮
な
北
時
雨
に
浴
す
る
さ
ま
に
見
立
て
た

句
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
「
前
句
で
『
笠
』
を
脱
ぐ

人
物
に
見
え
た
の
は
、『
冬
が
れ
』
を
分
け
て
生
え
出
た
『
唐
苣
』
で

あ
っ
た
」
と
見
立
て
て
転
じ
た
句
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
、『
冬
の
日
』
に
は
同
じ
よ
う
な
付
け
筋
の
句
が
他
に
も
い
く

つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
二
例
。

　

⑤
ア　

奉
加
め
す
御
堂
に
金
う
ち
に
な
ひ　
　
 　

重
五　
〈
他
〉

　
　

イ　
　

ひ
と
つ
の 
傘 
の
下 
挙 
り
さ
す　
　
　
 　

荷
兮
〈
他
〉

カ
サ 

コ
ゾ

　
　

ウ　

蓮
池
に
鷺
の
子
遊
ぶ
夕
ま
暮　
　
　
　
 　

杜
国
〈
場
〉

 

　
（「
初
雪
の
」
歌
仙
）

　

⑥
エ　
　

萱
屋
ま
ば
ら
に
炭
団
つ
く
臼　
　
　
 　

羽
笠
〈
他
〉

　
　

オ　

芥
子
あ
ま
の
小
坊
交
り
に
打
む
れ
て　
 　

荷
兮
〈
他
〉

　
　

カ　
　

お
る
ゝ
は
す
の
み
た
て
る
蓮
の
実　
 　

芭
蕉
〈
場
〉

 

　
（「
霜
月
や
」
歌
仙
）

　

用
例
は
野
水
の
も
の
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
も
「
他
」
か
ら
「
場
」

へ
と
転
じ
て
お
り
、
ｃ
か
ら
ｄ
へ
の
転
じ
方
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。

⑤
の
ア
イ
は
「
一
本
の
大
傘
に
何
人
か
が
入
っ
て
寄
進
の
金
を
寺
院
に

運
ぶ
さ
ま
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
イ
ウ
で
は
そ
れ
が
「
大
き
な

蓮
葉
の
下
で
鷺
の
子
が
遊
ぶ
光
景
」
に
見
立
て
て
転
じ
ら
れ
て
い
る 
（
１ ３
）
。

⑥
も
エ
オ
で
は
「
炭
団
を
搗
く
臼
を
囲
ん
で
『
芥
子
あ
ま
』
の
女
児
と

『
小
坊
』
の
男
児
が
入
り
交
じ
っ
て
遊
ぶ
さ
ま
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ

る
が
、
や
は
り
オ
カ
で
は
「
折
れ
た
蓮
の
実
・
折
れ
て
い
な
い
蓮
の
実

が
交
じ
り
合
っ
た
光
景
」
に
見
立
て
て
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る 
（
１ ４
）
。

　

逆
に
、「
場
」
か
ら
「
他
」
へ
の
転
に
は
な
る
が
、
野
水
自
身
に
も

同
様
の
作
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

⑦
キ　

つ
ゝ
み
か
ね
て
月
と
り
落
す
霽
か
な　
 　

杜
国 
〈
場
〉

　
　

ク　
　

こ
ほ
り
ふ
み
行
水
の
い
な
づ
ま　
　
　
 
重
五 
〈
場
〉

　
　

ケ　

歯
朶
の
葉
を
初
狩
人
の
矢
に
負
て　
　
 　

野
水
�

� 
〈
他
〉

 

　
（「
つ
ゝ
み
か
ね
て
」
歌
仙
）

　

キ
ク
は
時
雨
の
晴
れ
間
か
ら
差
し
込
む
月
を
稲
妻
に
見
立
て
た
も
の
。

こ
れ
も
ク
ケ
で
は
、「
氷
を
踏
み
分
け
て
『
稲
妻
』
が
走
り
去
る
か
と

見
え
た
の
は
、
歯
朶
の
葉
を 
胡  　
  �
に
挿
し
て
勇
ま
し
く
駆
け
抜
け
る
初

や
な 
ぐ
い

狩
人
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
だ
」
と
人
物
に
見
立
て
替
え
て
転
じ
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い 
（
１ ５
）
。
こ
れ
ら
の
用
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
ｄ
も
ま

た
前
句
に
詠
ま
れ
た
旅
人
の
姿
を
「
唐
苣
」
に
見
立
て
た
句
と
見
て
支

障
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
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問
題
は
、
な
ぜ
た
だ
の
「
苣
」
で
は
な
く
「
唐�

苣
」
と
し
て
表
出
さ

れ
た
か
と
い
う
点
に
あ
る
。『
和
漢
三
才
図
会
』（
寺
島
良
安
著　

正
徳

三
年
刊
）
に
「
葉 
菘 
葉
ノ
如
ク
、
又
萵
苣
ニ
似
テ 
皺 
マ
ズ
、
白
汁
無

タ
カ
ナ 

シ
ワ

キ
ヲ
異
ト
為
ス 
（
１ ６
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
「
唐
苣
」
は
「
苣
」
と
は
別

の
植
物
で
あ
り
、「
四
時 
之 
有
ル
故
ニ
『
不
断
草
』」
と
も
呼
ば
れ
る
と

こ
れ

の
こ
と
。
し
か
し
、「
冬
が
れ
」
に
対
置
さ
れ
る
み
ず
み
ず
し
い
植
物

を
詠
む
に
あ
た
り
「
唐
苣
」
を
選
ん
だ
理
由
は
、
単
に
五
音
の
制
約
を

充
た
す
た
め
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
こ
に
何
ら
か
の
寓

意
が
託
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

　

結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、「
唐
」
の
一
字
は
「
唐�

風
狂
い
の
芭
蕉
」

を
想
起
さ
せ
る
べ
く
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
こ
の
時
期
芭

蕉
が
漢
詩
に
影
響
を
受
け
た
句
作
を
多
く
残
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
が
、
阿
部
正
美
氏
は
『
連
句
抄
』
第
三
篇
（
明
治
書
院　

昭

　

）
の
中
で
、『
み
な
し
ぐ
り
』（
其
角
編　

天
和
三
年
刊
）
に
お
い
て

４９芭
蕉
が
一
座
し
た
連
句
に
、
す
べ
て
漢
詩
の
一
節
を
取
っ
た
前
書
き
が

付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る 
（
１ ７
）
。
氏
は
そ
こ
に
「
唐
風
狂
い

の
詩
人
」
を
演
出
し
よ
う
と
す
る
編
者
・
其
角
の
意
図
を
読
み
取
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
其
角
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
同
書
の
次
の
付
け
合
い
に
も
、

こ
の
句
へ
の
影
響
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　

芭
蕉
あ
る
じ
の
蝶 
丁 
見
よ　
　
　
　
　
　
 　
（
其
）
角

タ
ゝ
ク

　
　
 
腐 
レ

た
る
俳
諧
犬
も
く
ら
は
ず
や　
　
   　
 　
（
芭
）
蕉

ク
サ

 

　
（『
み
な
し
ぐ
り
』「
詩
あ
き
ん
ど
」
歌
仙
）

　

前
句
の
「
蝶
」
は
荘
周
の
「
胡
蝶
の
夢
」
な
ど
の
連
想
か
ら
、
漢

詩
・
漢
文
的
世
界
の
象
徴
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

芭
蕉
は
こ
の
時
期
、
他
に
も
、

　
　

蝶�

よ

く
唐
土
の
は
い
か
い
問
む

 

　
（
天
和
年
中
作
、
真
蹟
自
画
賛
）

　
　

起
き
よ

く
我
友
に
せ
ん
ぬ
る
胡
蝶
�

�

 

　
（
天
和
年
中
作
、
元
禄
五
年
序
『
を
の
が
光
』
所
収
）

と
「
蝶
」
に
呼
び
か
け
た
発
句
を
残
し
て
い
る
。
芭
蕉
の
中
で
「
蝶
」

は
句
作
の
教
示
を
仰
ぐ
べ
き
「
友
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

芭
蕉
の
自
筆
懐
紙
（『
芭
蕉
全
図
譜
』
岩
波
書
店　

平
５
）
で
は
前

句
の
「 
丁 
」
の
部
分
に
「
叩
ク

」
の
表
記
が
宛
て
ら
れ
て
い
る 
（
１ ８
）
。
こ
こ

タ
ゝ
ク

で
そ
れ
と
は
違
っ
た
表
記
が
取
ら
れ
て
い
る
の
は
、
版
行
に
際
し
、
其

角
が
「
伐
木
丁
々
�

�

ト
シ
テ
音
更
ニ
幽
ナ
リ
」（
杜
甫
「
題
張
氏
隠
居
」

そ
の
一
）
等
の
漢
詩
を
想
起
さ
せ
る
べ
く
表
記
を
改
め
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
。「
蝶
」
と
い
い
「 
丁 
」
と
い
い
、
い
ず
れ
も
「
唐
風
狂
い
の
芭

タ
ゝ
ク

蕉
」
を
演
出
す
る
た
め
の
小
道
具
と
見
て
い
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
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付
け
る
に
芭
蕉
は
「
腐

   

レ

た
る
俳
諧
犬
も
く
ら
は
ず
や
」
と
内
面
を

ク
サ

吐
露
し
た
句
で
応
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
犬
」
も
食
ら
わ
ぬ
「
腐

   

レ

ク
サ

た
る
俳
諧
」
と
は
談
林
の
旧
態
依
然
と
し
た
俳
諧
、
も
し
く
は
そ
の
影

響
か
ら
脱
し
き
れ
な
い
自
ら
の
俳
諧
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う 
（
１ ９
）
。
芭
蕉
は
荘
子
や
杜
甫
を
友
と
し
な
が
ら
新
風
の
開
拓
へ
と
向
か
う

べ
く
決
意
を
固
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
姿
は
ｄ
に
詠
ま

れ
た
「
冬
が
れ
」
を
分
け
出
る
「
唐
苣
」
の
さ
ま
に
通
い
合
う
要
素
を

持
つ
と
言
え
よ
う
。「
冬
が
れ
」
と
も
言
う
べ
き
「
腐

   

レ

た
る
俳
諧
」
を

ク
サ

か
き
分
け
て
新
風
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
若
々
し
い
唐
風
狂
い
の
詩
人

…
…
。「
唐
苣
」
に
寓
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
姿
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

　

実
際
、
野
水
は
「
霜
月
や
」
歌
仙
で
も
こ
れ
に
類
似
し
た
内
容
の
句

を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

春
の
し
ら
す
の
雪
は
き
を
よ
ぶ　
　
　
　
　

重
五

　
　

水
干
を
秀
句
の
聖
わ
か
や
か
に　
　
　
　
　
　

野
水
�

�

　

一
句
は
水
干
を
着
用
し
た
秀
句
の
達
人
が
初
春
の
句
会
を
催
す
に
際

し
、
使
用
人
に
古
い
雪
を
か
き
出
さ
せ
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
。
句
中

に
詠
ま
れ
る
「
雪
」
は
軒
下
な
ど
に
残
っ
た
旧
冬
の
雪
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
春
の
雪
は
淡
く
、
積
も
っ
て
も
す
ぐ
溶
け
る
と
い
う
印
象
が

強
い
。『
山
の
井
』（
季
吟
著　

正
保
五
年
刊
）
は
「
こ
ぞ
の
雪
」
で
春

の
季
語
と
す
る
。
ま
た
「
水
干
」
を
着
け
た
「
秀
句
�

�

の
聖
」。
そ
の
姿

は
『
冬
の
日
』
第
一
歌
仙
の
発
句
で
自
ら
「
狂
句
�

�

こ
が
ら
し
の
身
」
と

詠
ん
だ
芭
蕉
自
身
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る 
（
２ ０
）
。
そ
の
「
わ
か
や
か
」
な
姿

は
「
不
断
草
」
と
異
名
を
取
る
「
唐
苣
」
の
姿
に
も
通
い
合
う
と
言
え

よ
う
。
ま
た
、
句
中
に
詠
ま
れ
る
古
い
雪
を
掻
き
出
す
作
業
、
こ
の
句

で
は
そ
の
主
体
こ
そ
「
秀
句
の
聖
」
で
は
な
い
も
の
の
、
古
い
雪
に

「
腐

   

レ

た
る
俳
諧
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
た
せ
る
な
ら
ば
、
こ

ク
サ

れ
も
ま
た
「
冬
が
れ
」
を
分
け
出
る
さ
ま
に
通
い
合
う
行
為
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
視
点
で
振
り
返
る
な
ら
ば
、
前
掲
⑦
の
ク
ケ

に
も
同
様
の
構
造
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
大
系
（
前
掲
）
の

よ
う
に
前
句
の
「
氷
」
を
「
旧
冬
の
名
残
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に
古
い
雪
と
同
様
「
腐

   

レ

た
る
俳
諧
」
の
意
味
合
い
を
読
み
取
る
こ
と

ク
サ

も
で
き
る
し
、
そ
れ
を
踏
み
割
っ
て
勇
ま
し
く
駆
け
抜
け
る
「
初
狩

人
」
の
姿
に
、
新
風
を
求
め
て
「
狩
」
に
向
か
う
風
狂
詩
人
の
面
影
を

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。『
改
正
月
令
博
物
筌
』（
洞

斎
著　

文
化
五
年
刊
）
に
「
雪
霜
に
も
し
ほ
れ
ず
青
き
も
の

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

な
れ
ば
、

春
の
祝
ひ
に
用
ゆ
る
な
り 
（
２ １
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
常
緑
を
保
つ
歯
朶
は

「
不
断
草
」
と
異
名
を
取
る
「
唐
苣
」
に
も
通
い
合
う
要
素
を
も
つ
。

ま
た
、
そ
の
葉
を
矢
の
代
わ
り
に 
胡  　
  �
に
挿
し
た
風
変
わ
り
な
出
で
立

や
な 
ぐ
い
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ち
は
、
木
枯
ら
し
に
吹
き
散
ら
さ
れ
た
山
茶
花
を
笠
に
受
け
た
芭
蕉
自

身
の
姿
を
も
想
起
さ
せ
る
。

　

そ
も
そ
も
野
水
は
、
芭
蕉
を
迎
え
る
に
際
し
、

　

⑧
狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉　
　

芭
蕉

　
　
　

た
そ
や
と
ば
し
る
か
さ
の
山
茶
花　
　
　
　

野
水
�

�

 

　
（「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙
、
発
句
・
脇
）

と
、
そ
の
出
で
立
ち
を
賞
賛
す
る
一
方
、
す
べ
て
を
擲
っ
て
風
狂
に
投

じ
き
れ
な
い
自
身
の
境
遇
を
「
袴
」
に
託
し
、
次
の
よ
う
に
慨
嘆
す
る

の
で
あ
る
。

　
　
　

お
も
へ
ど
も
壮
年
い
ま
だ
こ
ろ
も
を
振
は
ず

　

⑨
は
つ
雪
の
こ
と
し
も
袴
き
て
か
へ
る　
　
　
　

野
水
�

�

 

　
（「
は
つ
雪
の
」
歌
仙
、
発
句
）

　

両
句
は
出
で
立
ち
の
違
い
に
よ
っ
て
境
遇
の
違
い
を
表
し
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
意
表
を
つ
く
「
初
狩
人
」
の
出
で
立
ち
は

水
干
を
ま
と
っ
た
「
秀
句
の
聖
」
同
様
、
風
狂
世
界
に
生
き
る
者
の
そ

れ
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
例
か
ら
帰
納
す
れ
ば
、

野
水
が
作
中
に
芭
蕉
の
姿
を
寓
す
る
場
合
、《「
生
命
感
溢
れ
る
若
々
し

い
存
在
」（
＝
唐
苣
・
水
干
姿
の
秀
句
の
聖
・
歯
朶
の
葉
を 
胡  　
  �
に
挿

や
な 
ぐ
い

し
た
初
狩
人
）
が
「
旧
套
」（
＝
冬
枯
れ
・
古
い
雪
・
古
い
氷
）
を

「
廃
し
」（
＝
か
き
分
け
・
掃
き
捨
て
さ
せ
・
踏
み
割
っ
て
）、
新
し
い

も
の
へ
と
向
か
う
》
と
い
う
類
型
に
託
し
て
詠
む
傾
向
の
強
い
こ
と
が

看
取
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
句
か
ら
野
水
の
芭
蕉
に
対
す
る
傾
倒
の
深
さ
を
伺

い
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
野
水
は
こ
れ
以
前
に
刊
行
さ
れ

た
蕉
門
の
俳
書
に
も
目
を
通
し
、
芭
蕉
お
よ
び
蕉
門
へ
の
想
い
を
篤
く

し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、『
冬
の
日
』
の
、

　
　
　

恋
せ
ぬ
き
ぬ
た
臨
済
を
ま
つ　
　
　
　
　

ば
せ
を

　
　

秋
蝉
の 
虚 
に
声
き
く
し
づ
か
さ
は　
　
　
　
　

野
水
�

�

カ
ラ

 

　
（「
は
つ
雪
の
」
歌
仙
）

こ
の
付
合
は
、『
武
蔵
曲
』（
天
和
二
年
刊
）
の

　
　

張
雀
鳴
子

く
に
お
ど
ろ
き
て　
　
　
　
　
　

麋
塒

　
　
　

無
カ
ラ
ン レ

情
人
秋
の 　
  
　
 �　
　
　
　
　
 　
　
　
  
嵐
蘭

ヌ
ケ
ガ
ラ

  

　
（「
錦
ど
る
」
百
韻
）

に
類
似
し
た
表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
同
じ
く
『
冬
の

日
』
の

   　

霧
下
り
て
本
郷
の
鐘
七
つ
き
く　
　
　
　
　
 　

杜
国

　
　
　

ふ
ゆ
ま
つ
納
豆
た
ゝ
く
な
る
べ
し　
　
　
　

野
水
�

�

 

　
（「
炭
売
の
」
歌
仙
）

も
ま
た
、『
俳
諧
次
韻
』（
延
宝
九
年
刊
）
の
次
の
付
合
に
類
似
し
た
表
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現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

霜 
下 
て
ヲ
リ

更
行
里
の 
粥
配
 　　
　
　
  　
　
 　
（
其
）
角

カ
ユ
ク
バ
リ

　
　
　

寺
々
の
納
豆
の
声
。
朝
冴
ユ　
　
　
　
 　
（
才
）
丸

 

　
（「
春
澄
に
と
へ
」
百
韻
）

　

前
掲
⑧
⑨
も
同
様
。
⑨
は
『
み
な
し
ぐ
り
』
の
、
官
を
辞
し
紙
衣
姿

に
身
を
や
つ
す
さ
ま
を
詠
ん
だ
芭
蕉
の
句
、

　
　

琵
琶
洗
ふ
雨
よ
し
朝
の
時
雨
よ
し　
　
　
　
　

一
晶

　
　
　

朝
に
ゑ
ぼ
し
を
ふ
る
ふ
紙
衣　
　
　
　
　
　

芭
蕉
�

�

 

（「
花
に
う
き
世
」
歌
仙
）

を
踏
ま
え
、
先
述
し
た
よ
う
に
そ
れ
と
は
逆
の
生
活
を
繰
り
返
す
我
が

身
を
嘆
い
た
も
の
。
付
句
の
「
朝
」
は
朝
廷
、
⑨
の
前
書
き
に
も
見
ら

れ
る
「
衣
を
振
る
（
こ
こ
で
は
「
ゑ
ぼ
し
を
ふ
る
ふ
」）」
は
「
官
を
辞

し
て
野
に
下
る
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
意
を
表
す
慣
用
表
現
。

　

そ
し
て
⑧
も
、『
詩
人
玉
屑
』
所
収
「
�
僧
可
士
僧
ヲ
送
ル
詩
」
の

言
葉
を
裁
ち
入
れ
な
が
ら
、
落
花
を
踏
み
し
め
て
惜
春
の
情
に
ひ
た
る

風
狂
人
を
詠
ん
だ
『
み
な
し
ぐ
り
』
の

　
　
　

う
き
世
に
泥
む
寒
食
の
痩　
　
　
　
　
　
（
其
）
角

　
　

沓
は
花
貧
重
し
笠
は
さ
ん 
俵 　
　
　
　
   　
（
芭�

）
蕉�

ダ
ハ
ラ

 

　
（「
詩
あ
き
ん
ど
」
歌
仙
）

を
踏
ま
え
、「
今
は
冬
の
こ
と
と
て
、
落
花
な
ら
ぬ
山
茶
花
の
花
片
を

身
に
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
だ
」
と
戯
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
た
そ
や
」

と
い
う
問
い
か
け
に
は
同
集
所
収
芭
蕉
の
発
句
、

　
　
　

憶
フ

二

老
―

杜
ヲ

一

　
　

髭
風
ヲ

吹
て
暮
―

秋
歎
ズ
ル
ハ

誰
ガ 

　

子
ゾ 
　
 　　
 　
　
　
 
芭
蕉

の
影
響
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

野
水
が
「
詩
あ
き
ん
ど
」
歌
仙
を
読
ん
で
い
た
形
跡
は
『
冬
の
日
』

の
次
の
表
現
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

三
ヶ

月
の
東
は
暗
く
鐘
の
声　
　
　
　
　
　
　
 
芭
蕉

　
　
　

秋
湖
か
す
か
に
琴
か
へ
す
者　
　
　
　
　
　

野
水
�

�

 

　
（「
つ
ゝ
み
か
ね
て
」
歌
仙
）

こ
れ
は
「
詩
あ
き
ん
ど
」
歌
仙
の
首
尾
に
繰
り
返
さ
れ
る
次
の
表
現
を

踏
ま
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　

詩
あ
き
ん
ど
年
を
貪
ル 
酒  
債 
哉　
　
　
　
　
　
 
其
角

サ
カ 
テ

　
　
　

冬

－

　

湖
日
暮
て
駕
レ

興
ニ

吟　
　
　
　
　
　
　
 
芭
蕉
�

�

 

　
（
発
句
・
脇
）

　
　

詩
あ
き
ん
ど
花
を
貪
ル

酒
債
哉　
　
  　
    
（
其
）
角

　
　
　

春

－

　

湖
日
暮
て
駕
レ

興
ニ

吟　
　
 　
　
 　
 　
（
芭�

）
蕉�

 

　
（
名
残
の
花
・
揚
句
）

　

以
上
の
例
に
徴
す
る
に
、「
唐
苣
」
の
句
を
詠
む
際
、
新
風
へ
の
想

い
を
詠
ん
だ
先
の
応
酬
（「
芭
蕉
あ
る
じ
の
…
／ 
腐 
レ

た
る
…
」）
が
野

ク
サ
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水
の
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
と
推
測
し
て
も
、
さ
ほ
ど
的
を
外
し
て
は
い
な

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
其
角
・
芭
蕉
と
い
う
蕉
門
を
代
表
す
る
詩
人

が
応
酬
し
た
同
歌
仙
は
『
み
な
し
ぐ
り
』
の
中
で
も
特
に
強
い
印
象
を

残
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
野
水
の
詩
嚢
に

は
、
腐
っ
た
草
鞋
の
破
れ
目
か
ら
苣
が
生
え
出
る
さ
ま
を
詠
ん
だ
「
沢

 
苣 
や
く
さ
れ
草
鞋
の
ち
ぎ
れ
よ
り　

杉
風
」（
延
宝
八
年
跋
『
常
磐
屋

ヂ
サ之

句
合
』
第
四
番
右 
（
２ ２
）
）
な
ど
も
貯
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。「
唐

苣
」
の
句
と
こ
の
句
と
の
間
に
は
発
想
・
表
現
の
面
で
類
似
し
た
部
分

も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
句
は
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
単
な
る
叙�

景
句  
�

�  （
２ ３
） と
し
て
で
は
な
く
、
蕉
門
の
過
去
の
作
品
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

俳
諧
革
新
に
向
か
う
芭
蕉
の
孤
影
を
「
唐
苣
」
に
託
し
て
詠
ん
だ
、
象�

徴
的
な
一
句

�

�

�

�

�

と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

注（１
）　

引
用
は
『
新
編
芭
蕉
大
成
』（
三
省
堂　

平　

）
に
よ
る
。
た
だ
し
、

１１

表
記
を
底
本
の
形
に
改
め
、
平
仮
名
代
わ
り
に
用
い
た
カ
タ
カ
ナ
は
す

べ
て
平
仮
名
に
改
め
た
。
以
下
、
特
に
断
っ
た
も
の
以
外
、
芭
蕉
の
発

句
、
な
ら
び
に
芭
蕉
が
一
座
し
た
連
句
の
引
用
は
同
じ
と
す
る
。

（
２
）　

引
用
は
『
露 評
伴 釋

芭
蕉
七
部
集
』（
中
央
公
論
社　

昭　

）
に
よ
る
。

３１

（
３
）　『
俳
文
学
大
辞
典
』（
角
川
書
店　

平
７
、
大
畑
健
治
氏
稿
）

（
４
）　『
連
句
辞
典
』（
東
京
堂
書
店　

昭　

）
６１

（
５
）　

岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
『
芭
蕉
七
部
集
』（
岩
波
書
店　

平
４
）

（
６
）　

引
用
は
古
典
俳
文
学
大
系
『
談
林
俳
諧
集
（
一
）』（
集
英
社　

昭

　

）
に
よ
る
。

４６

（
７
）　

引
用
は
古
典
俳
文
学
大
系
『
談
林
俳
諧
集
（
二
）』（
集
英
社　

昭

　

）
に
よ
る
。

４６

（
８
）　

注
（
６
）
に
同
じ
。
た
だ
し
、
句
意
を
取
り
や
す
く
す
る
た
め
脇
に

漢
字
の
表
記
を
補
っ
た
。

（
９
）　

引
用
は
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
第
七
巻
（
富
士
見
書
房　

平
元
）
に
よ

る
。

（　

）　『
俳
文
学
大
辞
典
』（
前
掲
）
に
よ
れ
ば
、「
匂
付
」
と
は
「
前
句
の
表

１０
現
や
、
そ
の
い
う
と
こ
ろ
か
ら
感
じ
ら
れ
る
余
情
・
風
趣
に
調
和
し

�

�

�

、

映
発
す
る

�

�

�

�

よ
う
に
付
句
を
付
け
る
方
法
」（
広
田
二
郎
氏
稿
）
と
さ
れ

る
。

（　

）　

た
だ
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
ｂ
と
ｄ
を
共
に
「
場
」
の
句
と
取
る

１１
と
「
観
音
開
き
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。『
連
句
抄
』
第
三
篇
（
前
掲
）

は
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
、『
冬
の
日
注
解
』（
前
掲
）
の
「
場
の
論
に

至
り
て
は
、
打
越
の
宗
�
水
は
た
ゞ
盗
人
の
松
に
対
し
て
鎬
の
句
な
れ

ば
、
此
唐
苣
に
其
論
は
あ
る
ま
じ
く
や
」
と
い
う
見
解
を
援
用
し
、

「
打
越
は
前
句
に
対
し
て
、
そ
の
場
と
い
う
程
緊
密
に
解
す
る
必
要
は

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

な
い
�

�

」
と
す
る
が
、
十
分
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

（　

） 　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
三
巻
（
角
川
書
店　

昭　

）
に
よ
れ
ば
、

１２

６２

「
宗
�
の
蚊
帳
」
と
は
「
諸
国
修
行
中
の
宗
�
と
同
じ
蚊
帳
で
寝
た
こ

と
が
あ
る
と
い
っ
て
自
慢
す
る
輩
を
諷
し
た
語
。
江
戸
初
期
か
ら
元
禄

（
一
六
八
八
―
一
七
〇
四
）
ご
ろ
ま
で
、
う
そ
を
つ
い
て
み
え
を
張
る

こ
と
を
い
う
こ
と
わ
ざ
と
し
て
行
わ
れ
た
」
と
の
こ
と
。

　
　
　

古
典
俳
文
学
大
系
『
談
林
俳
諧
集
（
一
）（
二
）』（
前
掲
）
か
ら

「
宗
�
」
を
詠
ん
だ
句
を
拾
い
上
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　

・
忍
び
逢
よ
る
は
宗
� 
　

の
蚊
屋
釣
て
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古
今
の
大
事
伝
へ
ら
れ
け
ん　

 　
     　
 
松
山

玖
也

 

　
（
延
宝
六
年
刊
『
物
種
集
』）

　
　
　

・
花
に
下
戸
宗
� 
　

の
蚊
屋
の
た
と
へ
有　
　
　
 　

露
沾

 

　
（
延
宝
七
年
奥
『
江
戸
蛇
之
鮓
』）

　
　
　

前
者
は
男
女
が
一
つ
蚊
帳
の
中
に
同
衾
す
る
さ
ま
を
、
秘
か
に
古
今

伝
授
で
も
す
る
の
か
と
茶
化
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
後
者
は
花
見
の
宴

に
下
戸
が
見
栄
を
張
っ
て
同
席
す
る
さ
ま
を　
「
宗
�
の
蚊
帳
」
の
諺
に

掛
け
て
詠
ん
だ
も
の
。

　
　
　
「
髭
」
の
故
事
も
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　

・
は
な
た
ち
ば
な
む
か
し
の
人
や
宗
� 
　

の
髭　
　
 
心
色

 

　
（
延
宝
七
年
奥
『
江
戸
蛇
之
鮓
』）

　
　
　

・
夕
枕
宗
� 
　

嵐
を
か
た
し
く
や

　
　
　
　
　

匂
ひ
を
な
づ
る 
青
苔 
の
髭　
　
　
　
　
　
  　
 
一
礼

セ
イ
タ
イ

 

　
（
延
宝
八
年
刊
『
投
盃
』
第
二
）

　
　
　

こ
れ
以
外
に
も
旅
の
途
中
で
連
歌
の
興
行
に
引
か
れ
る
さ
ま
を
詠
ん

だ
、

　
　
　

・
お
宿
を
か
り
て
一
会
興
行　
　
　
　
　
　
 　
　

西
花

　
　
　
　
　

途
中
よ
り
宗
� 
　

を
同
道
申
た
り　
　
　
　
 　
 
梅
翁　
　

 

　
（
延
宝
四
年
序
『
天
満
千
句
』
第
六
）

　
　

や
、
宗
�
の
代
表
作
『
湯
山
両
吟
』『
湯
山
三
吟
』
に
掛
け
合
わ
せ
た
、

　
　
　

・
湯
の
山
や
花
の
下
枝
の
か
け
作
リ　
　
 
　
　

一
朝

　
　
　
　
　

宗
� 
　

そ
の
外
う
ぐ
ひ
す
の
声　
　
　
　
 　
　

正
友

 

　
（
延
宝
三
年
跋
『
談
林
十
百
韻
』「
青
が
ら
し
」
百
韻
）

　
　

な
ど
の
作
例
が
見
ら
れ
る
が
、
時
雨
と
取
り
合
わ
せ
た
用
例
は
見
受
け

ら
れ
な
い
。

　
　
　

島
津
忠
夫
氏
（『
連
歌
師
宗
�
』
岩
波
書
店　

平
成　

）
は
幽
山
の

１３

『
誹
枕
』（
延
宝
八
年
刊
）
に

駿
東
郡
桃
園
定
輪
寺
と
い
ふ
所
に
宗
�
法
師
の
古
墳

あ
り
。
其
由
緒
、
か
の
終
焉
記
に
委
く
見
え
た
り
。

過
し
秋
尋
入
侍
り
て
、
連
式
の
徳
名
の
高
き
事
を
思

ひ
て

　
　
　
　

筆
の
虫
名
の
虫
又
あ
り
草
の
陰　
　
　
　
　
 
幽
山

　
　
　
　
　

又
か
の
自
畫
自
讃
に

　
　
　
　

う
つ
し
を
く
は
我
か
げ
な
が
ら
世
の
う
さ
も

　
　
　
　
　
　
　
　

し
ら
ぬ
翁
ぞ
う
ら
や
ま
れ
け
る

　
　
　
　
　
 　
 　 連
歌

  　
　
      
世
に
ふ
る
は
さ
ら
に
時
雨
の
宿
り
哉

　
　

と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
世
に
ふ
る
は
」
の
句
が
『
宗
�
終
焉
記
』

も
し
く
は
画
賛
に
よ
っ
て
俳
諧
師
の
間
に
広
ま
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。

芭
蕉
は
若
き
日
に
幽
山
の
執
筆
を
務
め
た
と
さ
れ
る
が
、
や
は
り
同
じ

経
路
で
宗
�
の
句
に
接
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

さ
ら
に
氏
は
宗
�
の
句
を
踏
ま
え
た
作
例
と
し
て
『
宗
因
千
句
』　

（
寛
文
十
二
年
刊
）
の
「
古
句
の
こ
と
ば
ず
し
か
へ
し
つ
つ
／
世
に
ふ

る
は
更
に
時
雨
の
雨
合
羽
」
と
い
う
付
合
を
紹
介
す
る
。
管
見
で
は
他

に
も
「
世
に
ふ
る
も
一
僕
や
す
し
一
時
雨
」（
寛
文
十
二
年
奥
『
時
勢

粧
』）、「
世
に
ふ
る
も
身
を
ず
す
麦
の
や
ど
り
哉
」　（
享
保
二
十
年
刊

『
誹
諧
句
選
』）
な
ど
の
作
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
右
か
ら
宗
�

の
句
が
あ
る
程
度
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
が
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
単
な
る
文
句
取
り
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
芭
蕉
の
句

の
よ
う
に
句
中
に
「
宗
�
」
の
名
を
裁
ち
入
れ
、
そ
の
人
生
を
「
時

雨
」
に
託
し
て
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　

な
お
、
古
人
の
名
の
詠
み
方
に
関
し
て
は
、
佐
藤
勝
明
氏
に
「
『
古
人

の
名
』
の
詠
み
方
―
芭
蕉
句
『
世
に
ふ
る
も
』
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
百
十
一
号　

平　

・
９
）
な
る
論
考
が
備
わ
る
。

１８

（　

）　

新
大
系
（
前
掲
）
も
「
前
句
を
別
の
物
に
見
立
て

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

」
た�

句
と
解
釈
す

１３
る
。

（　

）　

新
日
本
古
典
文
学
全
集
『
松
尾
芭
蕉
集
②
』（
前
掲
、
以
下
「
新
全

１４
集
」
と
略
称
）
は
「
幼
童
の
と
り
ど
り
の
姿
を
蓮
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
態

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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に
な
ぞ
ら
え
た
よ
う
に
も
み
え
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

」
と
解
し
、
新
大
系
（
前
掲
）
も
同

じ
よ
う
に
「
前
句
の
芥
子
頭
・
坊
主
頭
の
一
団
を
、
そ
れ
は
、
池
の
面

�

�

�

の
蓮
の
実
の
こ
と
か
と
見
立
て
た

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

」
も
の
と
解
し
て
い
る
。

（　

）　

新
大
系
（
前
掲
）
も
「
旧
冬
の
名
残
の
氷
を
踏
み
分
け
て
狩
に
出
か

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

１５
け
る
�

�

」
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
て
い
る
。
前
句
を
依
然
と
し
て
そ

の
場
の
景
と
す
る
解
釈
（
旧
大
系
・
前
掲
）
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は

前
句
の
「
い
な
づ
ま
」
を
「
初
狩
人
」
に
見
立
て
替
え
、「
景
」
か
ら

離
れ
た
方
が
展
開
は
よ
り
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

（　

）　

引
用
は
『
和
漢
三
才
圖
會
』（
東
京
美
術　

平
４
）
に
よ
る
。
た
だ

１６
し
、
書
き
下
し
文
に
改
め
た
。

（　

）　

該
当
す
る
歌
仙
の
前
書
と
発
句
は
次
の
と
お
り
。

１７
　
　
　
　
　
　

憂
テ
ハ
方
ニ
知
リ
二
酒
ノ
聖
ヲ
一

　
　
　
　
　
　
　
　

貧
シ
テ
ハ
始
テ
覚
ル
二
錢
ノ
神
ヲ
一

　
　
　

Ａ　

花
に
う
き
世
我
酒
白
く
食
�
し　
　
　
　
　
  
芭
蕉

　
　
　
　
　
　

酒 
債 
尋
―
常
往
ク
処
ニ
有

サ
イ

　
　
　
　
　
　

人
―
生
七
―
十
古
來
稀
ナ
リ

　
　
　

Ｂ　

詩
あ
き
ん
ど
年
を
貪
ル 
酒  
債 
哉　
　
　
　
　
  
其
角

サ
カ 
テ

　
　
　
　
　
　

一
年
三
百
六
十
日

　
　
　
　
　
　
　

開
ヲ
レ
口
ヲ
笑
コ
ト
無
レ
三
日

　
　
　

Ｃ　

飽
や
こ
と
し
心
と
臼
の
轟
と　
　
　
　
　
　
  
李
下

　
　
　

Ａ
は
白
楽
天
「
江
南
謫
居
十
韻
」、
Ｂ
は
杜
甫
「
曲
江
」、
そ
し
て
Ｃ

は
施
員
吾
「
春
遊
」
の
一
節
を
そ
れ
ぞ
れ
前
書
と
し
て
引
用
し
た
も
の
。

（　

） 　
『
連
句
抄
』
第
三
篇
（
前
掲
）
に
教
示
を
得
た
。

１８
（　

）　

芭
蕉
は
こ
の
時
期
、
他
に
も
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
今
は
俳
諧
師
な
き
世

�

�

�

�

�

�

１９
哉
」（
天
和
年
中
作
、
寛
政
二
年
序
『
か
し
ま
紀
行
附
録
』
所
収
）
と

俳
壇
の
現
状
を
嘆
い
た
句
を
残
し
て
い
る
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
芭

蕉
句
集
』（
新
潮
社　

昭　

、
今
栄
蔵
氏
稿
）
は
こ
の
句
を
「
時
鳥
の

５７

声
の
素
晴
ら
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
、
世
の
俳
諧
師
は
口
を
つ
ぐ
み
、
句

も
出
な
い
有
様
。
ま
さ
に
こ
の
季
節
は
、
世
の
中
に
俳
諧
師
が
い
な
い

も
同
然
だ
わ
い
」
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
新
全
集
（
前
掲
）
の

「
俳
諧
師
に
よ
る
俳
諧
師
ら
し
い
新
し
い
作
風
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
こ

と
に
対
す
る
、
い
ら
立
ち
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
慨
世
の
句
」

と
す
る
解
釈
に
従
い
た
い
。

（　

）　

新
全
集
（
前
掲
）
も
「
む
ろ
ん
、
秀
句
の
聖
は
、
挨
拶
と
し
て
芭
蕉

２０
を
さ
し
て
も
い
る
の
で
あ
り
、『
冬
の
日
』
五
歌
仙
の
巻
頭
に
お
け
る

狂
句
の
才
士
―
―
竹
斎
に
も
似
た
木
枯
ら
し
の
身
、
と
い
っ
た
風
狂
的

姿
勢
を
と
る
芭
蕉
の
自
画
像
に
対
応
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
解

釈
す
る
。

（　

）　

引
用
は
架
蔵
本
に
よ
る
。
た
だ
し
、
濁
点
・
読
点
を
任
意
に
補
っ
た
。

２１
（　

）　

引
用
は
注
（
９
）
に
同
じ
。

２２
（　

）　

阿
部
正
美
氏
は
『
連
句
抄
』
第
三
篇
（
前
掲
）
で
「
こ
の
所
ず
つ
と

２３
人
事
句
が
続
い
た
の
で
、
純
粋
な
景
の
句

�

�

�

�

�

�

を
以
て
転
換
を
は
か
つ
て
ゐ

る
」
と
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
（
ほ
ん
ま　

ま
さ
ゆ
き　

成
城
学
園
中
学
校
高
等
学
校
教
諭
）
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