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酒
さ か

 師
し

 みどり さん 
 

［略 歴］ 

年  齢  64歳 

住  所  白山市 

略  歴  茨城県出身 

茨城大学教育学部卒業。同県にて高校講師、中学校教諭を勤めた後、

白山市に転居。2005年から4年間、金沢大学市民大学院で学ぶ。 

著  書  『月も見て 千代の句と出会う旅』 

（2010年 北國新聞社） 

 

［応募動機及びコメント］ 

 加賀の千代については 近年ごく一部の研究者を除いて殆ど取り上げられるこ

とはなく、その評価も未だ虚実入り乱れた伝説の中に埋没した観があることを、

日頃とても残念に思っていた。 

 「朝鮮通信使献上句」は、千代が61歳の時に藩命により献上した小句叢である

が、そこには、自身の感性への矜持と共に、藩政期を生きた女性としての濃やか

な心遣いと、円熟した俳人らしい鮮やかなバランス感覚による構成の妙が窺え、

創意と配慮に満ちた豊かな世界が広がっている。 

 殊に、「名月」の句を中心とした数句には、晩年の二十数年を貫く核としての千

代の仏教的世界観が現れていることに、私自身感銘を受け、一つの論文としてま

とめる中で、応募を思い立った。 

 今回、当地・同郷の仏教者、暁烏敏の名を冠した奨励賞をいただくことに縁の

不思議を思い、深く感謝すると共に、今後も加賀の千代の真価を探り続けていき

たいと決意を新たにしている。 
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論
文
概
要 

  

加
賀
の
千
代
と
名
月
の
句  

 
 
 
 

―
「
朝
鮮
通
信
使
献
上
句
控
」
を
読
む 

― 

  

宝
暦
一
三
年
（
１
７
６
３)

、
加
賀
の
千
代
が
藩
命
に
よ
り
献
上
し
た

「
朝
鮮
通
信
使
献
上
句
」
は
、
日
韓
外
交
へ
の
貢
献
や
、
日
本
の
俳
句

が
初
め
て
海
外
に
渡
っ
た
点
な
ど
、
こ
れ
ま
で
主
に
対
外
的
な
価
値
が

語
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
殆
ど
考
察
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
控
え
」
を 
虚
心
に
読
む
時
、
そ
れ
は
単
な

る
「
覚
え
書
き
」
で
は
な
い
、
創
意
と
配
慮
に
満
ち
た
充
実
し
た
世
界

で
あ
り
、
小
さ
な
句
集
の
観
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

「
献
上
句
」
は
、
千
代
が
そ
れ
ま
で
の
生
涯
を
俯
瞰
し
て
吟
味
し
た

句
を
多
く
含
む
と
と
も
に
、
全
体
の
流
れ
や
一
つ
一
つ
の
句
の
密
度
な

ど
も
繊
細
に
練
ら
れ
配
置
さ
れ
た
、
一
つ
の
作
品
世
界
で
あ
る
。
中
で

も
特
に
「
名
月
」
の
句
を
中
心
と
し
て
千
代
自
身
を
表
現
す
る
三
つ
の

句
に
は
、
六
十
一
歳
と
い
う
老
熟
し
た
時
期
の
千
代
の
内
に
あ
っ
た
仏

教
的
世
界
観
・
価
値
観
が
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
。 

 

本
稿
で
は
、
先
ず
、
「
献
上
句
」
二
十
一
句
を
丁
寧
に
読
む
こ
と
を
目

ざ
し
、
そ
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
と
し
て
見
事
な
終
始
や
、
鮮
や
か

な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
同
時
に
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら

見
え
て
く
る
晩
年
の
千
代
を
貫
く
象
徴
的
な
「
月
」
の
意
味
を
読
み
解

い
て
い
く
。 

   

 

（
番
号
は
稿
者
に
よ
る
） 

① 

福

わ

ら

や

塵

さ

へ

け

さ

の

う

つ

く

し

さ 

② 

よ

き

事

の

眼

に

も

あ

ま

る

や

花

の

春 

③ 

鶴

の

あ

そ

ひ

雲

居

に

か

な

ふ

初

日

哉 

④ 

梅

か

香

や

鳥

は

寝

さ

せ

て

夜

も

す

か

ら 

⑤ 

鶯

や

こ

ゑ

か

ら

す

と

も

冨

士

の

雪 

⑥ 

手

折

ら

る

ゝ

花

か

ら

見

て

は

柳

哉 

⑦ 

吹

け

〳
〵
と

花

に

よ

く

な

し

鳳

巾 

⑧ 

見

て

も

と

る

人

に

は

逢

は

す

初

桜 

⑨ 

女

子

と

し

押

て

の

ほ

る

や

山

さ

く

ら 

⑩ 

竹

の

子

や

そ

の

日

の

う

ち

に

独

た

ち 

⑪ 

姫

ゆ

り

や

明

る

い

事

を

あ

ち

ら

む

き 

⑫ 

夕

か

ほ

や

も

の

ゝ

隠

れ

て

う

つ

く

し

き 

⑬ 

唐

崎

の

昼

は

涼

し

き

雫

哉 

⑭ 

稲

妻

の

す

そ

を

ぬ

ら

す

や

水

の

上 

⑮ 

朝

か

ほ

や

起

し

た

も

の

は

花

も

見

す 

⑯ 

名

月

や

眼

に

置

な

か

ら

遠

あ

り

き 

⑰ 

月

見

に

も

陰

ほ

し

か

る

や

女

子

た

ち 

⑱ 

初

雁

や

山

へ

く

は

れ

は

野

に

た

ら

す 

⑲ 

百

生

や

つ

る

ひ

と

筋

の

心

よ

り 

⑳ 

朝

ゝ

の

露

に

も

は

け

す

菊

の

花 

㉑ 

降

さ

し

て

ま

た

幾

所

か

初

し

く

れ 

朝

鮮

人

来

朝

御

用

上

ル 

 
 

唐

紙

御

懸

物

六

幅 

 
 

 

あ

ふ

ぎ

十

五

本 

 

宝

暦

十

三

未

の

八

月

書 

 
 

 
 

 
 

千

代

尼

素

園 

印 

『
千
代
女
生
誕
三
百
年
祭 

 
 

特
別
展
「
千
代
女
の
生
涯
」 

 
 
 

「
千
代
女
の
芸
術
・
心
」
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
り 

資
料 

 

朝
鮮
通
信
使
献
上
句
控 
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は
じ
め
に
（
「
朝
鮮
通
信
使
献
上
句
控
」
を
、
以
下
「
献
上
句
」
と
略
す
） 

  

宝
暦
一
三
年
（
１
７
６
３
）
、
加
賀
の
千
代
（
以
下
、
千
代
と
略
す
）
は
、
加
賀
藩

の
命
に
よ
り
「
朝
鮮
通
信
使
御
用
」
の
た
め
の
扇
子
十
五
本
と
掛
け
物
六
本
、
計
二

十
一
点
を
献
上
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
千
代
の
一
句
ず
つ
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
時

の
二
十
一
句
の
「
控
え
」
を
浄
書
し
た
も
の
が
現
在
に
残
っ
て
い
る
。
（
Ｐ
19

資
料

参
照
） 

 

朝
鮮
使
節
団
は
幕
府
・
第
十
代
徳
川
家
治
の
将
軍
就
任
の
慶
賀
の
た
め
来
朝
し
た

も
の
で
、
加
賀
藩
は
こ
の
年
迎
接
の
任
に
当
っ
て
お
り
、
恒
例
の
使
節
団
へ
の
土
産

物
に
供
す
る
た
め
当
時
女
流
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
千
代
に
、
句
軸
等
の
献
上

を
命
じ
た
の
で
あ
る
。 

 

千
代
は
こ
の
時
六
十
一
歳
に
な
っ
て
い
た
。
十
七
歳
で
蕉
門
の
各
務
支
考
に
見
出

さ
れ
て
以
来
、
寡
作
の
時
期
も
含
め
て
四
十
年
余
の
精
進
を
重
ね
て
き
た
千
代
は
、

五
十
二
歳
で
剃
髪
し
て
素
園
と
号
し
、
還
暦
直
前
に
は
浄
土
真
宗
の
祖
親
鸞
の
五
百

回
忌
法
要
の
た
め
遠
く
京
に
ま
で
参
詣
に
出
向
く
な
ど
、
七
十
三
年
の
生
涯
に
お
い

て
、
既
に
十
分
に
老
熟
し
た
時
期
に
入
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。 

  

献
上
の
品
は
一
点
に
一
句
ず
つ
の
ば
ら
ば
ら
な
作
品
で
あ
っ
た
が
、
「
控
え
」
の
二

十
一
句
を
通
し
て
読
む
と
、
そ
れ
は
単
に
千
代
の
好
み
の
句
、
或
い
は
代
表
句
と
い

う
よ
う
な
も
の
の
列
挙
で
は
な
く
、
始
ま
り
と
終
わ
り
の
あ
る
一
つ
の
流
れ
と
、
全

体
を
貫
く
視
点
が
あ
り
、
僅
か
二
十
一
句
で
は
あ
っ
て
も
、
創
意
と
配
慮
を
も
っ
て

編
集
さ
れ
た
、
小
さ
な
「
句
集
」
の
観
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

同
じ
頃
に
成
っ
た
『
千
代
尼
句
集
』
刊
行
の
勧
め
に
は
、
当
初
固
辞
し
た
と
伝
わ

る
千
代
だ
が
（
注
一
）
、
藩
命
と
あ
っ
て
は
躊
躇
の
余
地
は
な
く
、
正
面
か
ら
四
十
年

余
に
亘
る
自
ら
の
句
作
に
向
き
合
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
選
句
を
進
め
る
中
で
、

そ
れ
が
一
つ
の
句
叢
と
し
て
需
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
も
、
誠
意
を
も
っ
て
取

り
組
む
ほ
ど
に
自
ず
か
ら
一
編
の
句
集
の
よ
う
に
、
季
節
を
配
分
し
、
献
上
と
い
う

特
殊
性
に
お
い
て
終
始
を
吟
味
し
、
自
ら
の
俳
歴
に
照
ら
し
て
句
を
選
び
、
全
体
と

し
て
も
納
得
の
い
く
も
の
に
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
現
実
に
は
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
「
控
え
」

の
役
割
に
終
始
し
た
が
、
実
は
密
か
に
、
千
代
の
内
な
る
世
界
の
本
質
を
鮮
明
に
映

し
だ
し
て
い
る
。 

  

千
代
の
「
献
上
句
」
は
、
日
本
の
俳
句
が
海
外
に
渡
っ
た
最
初
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
日
韓
関
係
に
貢
献
し
た
点
な
ど
、
主
に
対
外
的
な
価
値
が
語
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
考
察
は
殆
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

 

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
な
か
っ
た
、
献
上
句
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
作
品
と

し
て
の
側
面
に
光
を
当
て
、
藩
政
期
を
俳
人
と
し
て
生
き
た
千
代
の
六
十
一
歳
と
い

う
充
実
し
た
時
期
に
内
に
あ
っ
た
も
の
を
紐
と
く
。 

 
 

注
一 

千
代
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
千
代
尼
句
集
』・『
俳
諧
松
の
声
』
の
二
句
集
は
、

千
代
自
身
の
発
意
で
は
な
く
、
企
図
・
編
集
と
も
長
年
の
俳
諧
の
仲
間
で
あ
る
無
外

庵
既
白
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

「
献
上
句
」
の
概
観 

  

一
読
し
て
最
初
に
気
付
く
の
が
、
句
は
春
夏
秋
冬
、
つ
ま
り
季
節
の
順
に
並
ん
で

い
る
こ
と
で
あ
る
。
句
選
に
際
し
て
先
ず
四
季
を
念
頭
に
置
く
こ
と
は
、
当
時
の
俳

人
と
し
て
自
然
で
あ
ろ
う
。
句
数
で
見
る
と
、
「
春
」
→
九
句
、
「
夏
」
→
四
句
、
「
秋
」

→
七
句
、
「
冬
」
→
一
句
、
の
割
合
と
な
る
。 

 

更
に
見
て
い
く
と
、
一
つ
の
季
節
の
中
で
も
、
よ
り
濃
や
か
に
推
移
が
詠
み
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
春
」
の
九
句
は
、
最
初
の
三
句
が
「
初
春
＝
新
年
」
で
、

残
り
の
六
句
は
、
「
早
春
」
の
【
梅
】
・
【
鶯
】
か
ら
【
初
桜
】
、
そ
し
て
「
晩
春
」
の

【
山
桜
】
へ
と
、
ゆ
る
や
か
に
季
節
の
景
を
辿
っ
て
い
る
。 

 

同
様
に
、
秋
は
、
「
初
秋
」
の
【
稲
妻
】・【
朝
顔
】
、
そ
し
て
「
中
秋
」
の
【
明
月
】
・
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【
月
見
】
、
更
に
「
晩
秋
」
の
【
初
雁
】・【
百
生
】・【
菊
】
へ
と
、
こ
れ
も
、
し
だ
い

に
冬
に
近
づ
い
て
行
く
。 

 

そ
し
て
最
後
は
、
【
初
し
ぐ
れ
】
で
初
冬
の
景
で
あ
り
、
四
季
を
完
結
し
て
い
る
が
、

本
格
的
な
「
冬
」
の
句
は
無
い
。
ま
た
、
四
季
の
流
れ
の
中
に
あ
り
つ
つ
、
「
夏
」
の

句
な
ど
一
部
に
は
視
点
の
異
な
る
小
さ
な
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
ま
た
対
に
な
る
句
も

幾
つ
か
あ
っ
て
、
流
れ
に
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
る
。 

（
【
】
は
季
語
に
つ
い
て
初
回
、
又
は
季
語
と
し
て
扱
う
時
の
み
に
表
示
す
る
。

ま
た
、
原
典
に
は
送
り
仮
名
や
濁
点
は
殆
ど
な
い
が
、
本
文
中
で
は
適
宜
補
う

こ
と
と
す
る
。
） 

 
 

 
 
 

・
最
初
の
三
句 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

① 

福
わ
ら
や
塵
さ
へ
け
さ
の
う
つ
く
し
さ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

② 

よ
き
事
の
眼
に
も
あ
ま
る
や
花
の
春 

 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

鶴
の
あ
そ
び
雲
居
に
か
な
ふ
初
日
か
な 

  

献
上
句
の
最
初
の
三
句
は
季
語
で
言
え
ば
【
新
年
】
又
は
【
初
春
】
に
あ
た
り
、

新
し
い
年
の
始
ま
り
と
共
に
、
季
節
の
始
ま
り
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
三
句
に
は
、

季
語
【
福
わ
ら
】
・
花
の
春
（
＝
新
年
の
美
称
）
・
【
初
日
】
な
ど
と
共
に
、
「
う
つ
く

し
さ
」・「
よ
き
事
」・「
鶴
の
遊
び
」
な
ど
、
麗
句
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、｢
福

わ
ら｣

の
「
福
」
、
「
眼
に
も
あ
ま
る
」
の
「
あ
ま
る
」
な
ど
に
あ
る
豊
か
さ
、
「
か
な

ふ
」
に
あ
る
明
る
さ
、
「
雲
居
」
と
い
う
上
級
の
世
界
へ
の
含
意
な
ど
、
あ
ふ
れ
る
ほ

ど
の
善
美
に
満
ち
て
い
る
。
古
い
言
葉
で
言
え
ば
こ
れ
は
、
「
こ
と
ほ
ぎ
」
＝
言
祝
ぎ
、

寿
ぎ 

に
当
た
る
だ
ろ
う
。
心
を
尽
く
し
言
葉
を
尽
く
し
て
新
し
い
年
を
迎
え
る
喜

び
と
、
祝
意
を
表
現
し
て
い
る
。 

 
 

 

さ
て
、
冒
頭
「
福
わ
ら
」
の
句
で
あ
る
。
歳
時
記
に
は
、
「
福
わ
ら
」
と
は
「
正
月

三
が
日
と
か
五
日
、
家
々
の
門
口
や
庭
に
藁
を
敷
い
て
穢
れ
を
祓
い
、
福
を
招
こ
う

と
す
る
民
間
の
習
俗
」
と
あ
る
が
、
ご
く
簡
単
に
高
い
所
へ
掛
け
た
り
も
し
た
よ
う

で
あ
る
。
脱
穀
し
た
あ
と
の
何
の
加
工
も
施
さ
な
い
藁
そ
の
も
の
を
、
新
年
を
迎
え

る
簡
素
な
印
と
し
た
も
の
で
、
次
の
例
句
に
そ
の
情
景
が
窺
え
る
。 

 

藍
糸
を
干
し
福
藁
を
し
た
た
ら
す 

 
 
 

野
崎
ゆ
り
香
（
『
新
日
本
大
歳
時
記
』
） 

福
藁
を
踏
み
訪
ふ
縁
浅
か
ら
ぬ 

 
 
 
 

本
橋 

仁 

（   
 

〃 
   

） 

福
藁
を
銜
（
く
わ
）
へ
と
り
合
ひ
神
の
鶏 

前
橋
節
子 

（ 
   

〃 
   

） 

  

よ
く
乾
い
た
藁
は
独
特
の
よ
い
香
り
が
し
て
褐
色
の
色
合
い
も
明
る
く
、
温
も
り

と
清
潔
感
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
当
然
な
が
ら
「
藁
」
と
は
素
材
そ
の
も
の
で
あ
り
、

正
月
の
飾
り
、
或
い
は
清
め
と
し
て
、
門
松
や
注
連
縄
な
ど
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な

い
、
質
朴
・
簡
素
な
、
農
耕
民
族
の
原
初
に
還
る
よ
う
な
趣
の
も
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
こ
の
句
で
は
、
こ
の
初
句
「
福
わ
ら
」
の
素
朴
で
原
初
的
な
力
強
さ
が
、

「
塵
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
本
来
の
雑
味
を
さ
え
、
「
塵
さ
へ
う
つ
く
し
」
い
と
い
う

格
別
な
強
調
へ
と
変
え
、 

全
体
の
調
子
を
高
く
保
ち
、
新
年
の
朝
の
空
気
の
清
々
し

い
め
で
た
さ
、
祝
福
の
気
そ
の
も
の
へ
と
繋
げ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
千
代
の
感
性
の

力
で
あ
る
。 

 

 

実
は
、
こ
の
「
福
わ
ら
」
は
、
新
年
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
献
上
句
全
体
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
こ
こ
に
あ
ふ
れ
る
清
浄
の
気
は
、
献
上
句
の
幕
開
け
を
清
め
る

役
目
も
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

そ
の
清
め
ら
れ
た
場
に
、
②
で
は
「
よ
き
こ
と
の
眼
に
も
あ
ま
る
」
つ
ま
り
豊
饒

の
願
い
を
重
ね
、
③
で
は
日
本
の
伝
統
的
な
新
年
の
図
柄
で
あ
る
鶴
を
配
し
、
「
雲

井
」
と
表
現
さ
れ
た
「
高
き
」
に
居
る
人
々
（
こ
の
場
合
は
句
を
献
上
す
る
先
に
い

る
人
々
）
へ
の
敬
意
・
恭
順
の
意
を
重
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
の
意
味
で
、
新
年
の
三
句
の
中
で
柱
と
な
る
の
は
こ
の
「
福
わ
ら
」
の
句
で
あ

る
。
簡
素
極
ま
る
「
福
わ
ら
」
を
冒
頭
に
掲
げ
る
堂
々
と
し
た
姿
勢
に
は
、
俳
人
と

し
て
の
千
代
の
自
ら
の
感
性
へ
の
矜
持
と
心
意
気
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
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二
十
一
句
中
「
新
年
」
の
句
が
三
句
を
占
め
る
と
い
う
の
は
、
割
合
と
し
て
多
い
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
三
句
が
「
新
年
」
を
祝
う
と
同
時
に
、「
献
上
句
」
の

初
め
の
挨
拶
を
兼
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
特
殊
性
が
、
質
量
共
に
冒
頭
の
篤

さ
に
現
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

現
代
で
は
想
像
し
に
く
い
が
、
江
戸
時
代
中
期
と
い
う
封
建
制
を
生
き
た
千
代
に

と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
心
情
と
配
慮
は
、
心
か
ら
の
、
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

・
早
春 

 
 

④ 

梅
か
香
や
鳥
は
寝
さ
せ
て
夜
も
す
が
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 

鶯
や
こ
ゑ
か
ら
す
と
も
冨
士
の
雪 

  

「
新
年
」
に
続
く
「
早
春
」
の
二
句
は
【
梅
】
と
【
鶯
】
を
題
材
と
し
、
「
新
年
」

の
三
句
の
、
や
や
儀
礼
的
に
傾
い
た
詠
み
ぶ
り
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
よ
う
に
日
常
の

調
子
に
戻
り
、
④
「
鳥
は
寝
さ
せ
て
」
、
⑤
（
鴬
が
）
「
声
枯
ら
す
と
も
」
な
ど
、
擬

人
法
に
よ
る
、
少
し
ひ
ね
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。 

 

梅
に
鴬
、
雪
の
冨
士
に
鴬
と
い
う
、
類
型
的
と
も
言
え
る
句
で
は
あ
る
が
、
異
国

に
向
け
て
の
日
本
的
情
景
の
紹
介
の
意
味
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
表
現
も
千
代
の
一
手
法
で
あ
り
、
時
代
の
嗜
好
に
適
っ
た
表
現
方
法
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

  
 
 

・
中
～
晩
春 

⑥ 

手
折
ら
る
ゝ
花
か
ら
見
て
は
柳
哉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 

吹
け
〳
〵
と
花
に
よ
く
な
し
鳳
巾 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ 

見
て
も
ど
る
人
に
は
逢
ず
初
桜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑨ 

女
子
と
し
押
て
の
ぼ
る
や
山
さ
く
ら 

 

（
女
子
と
し
＝
女
子
同
士
） 

 
 

 

「
春
」
の
後
半
は
【
花
】
＝
桜
を
題
材
と
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
っ
き
り
と
視

点
が
異
な
る
。 

 

⑥
は
「
手
折
ら
る
ゝ
花
」
と
比
べ
れ
ば
、
、
誰
も
気
に
か
け
な
い
気
楽
な
【
柳
】
に

視
点
を
置
き
、
花
の
賑
わ
い
を
よ
そ
に
独
り
気
ま
ま
に
揺
れ
て
い
る
様
を
詠
む
。 

 

⑦
で
「
吹
け
〳
〵
」
と
風
を
追
い
か
け
て
走
り
回
り
、
花
に
は
全
く
「
よ
く
」
＝

欲
の
な
い
の
は
凧
上
げ
に
興
ず
る
子
ど
も
達
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
桜
を
背
景
に

花
と
は
無
縁
の
「
柳
」
や
「
子
供
た
ち
」
を
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
し
み
に
余
念
の

な
い
姿
に
、
反
っ
て
花
の
頃
の
の
ど
か
さ
を
表
現
し
て
い
る
。 

 

⑧
「
見
て
も
ど
る
人
」
と
は
【
初
桜
】
を
見
に
行
っ
て
帰
る
人
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
人
に
「
逢
（
は
）
ず
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
自
分
も
「
初
桜
」
を
見

に
出
か
け
て
き
た
千
代
自
身
で
あ
る
。
毎
年
見
に
行
く
あ
の
森
陰
の
桜
が
咲
い
た
だ

ろ
う
か
、
と
見
に
出
か
け
て
来
た
が
、
道
々
、
自
分
よ
り
先
に
見
て
来
た
ら
し
い
人

に
は
遭
わ
な
い
。
つ
ま
り
自
分
が
最
初
に
こ
の
桜
を
見
る
の
だ
、
と
ひ
と
り
満
足
し

て
い
る
。 

 

⑨
「
押
て
の
ぼ
る
」
と
は
、
互
い
に
背
中
を
押
し
合
っ
た
り
し
て
賑
や
か
に
坂
道

を
登
っ
て
い
く
「
女
子
と
し
」
つ
ま
り
若
い
女
性
た
ち
の
姿
で
、
彼
女
達
も
【
山
さ

く
ら
】
を
見
に
行
く
の
で
あ
る
。 

 

⑧
と
⑨
は
、
千
代
と
若
い
女
性
た
ち
、
我
と
彼
、
個
と
集
、
一
対
の
「
桜
」
の
句

で
あ
る
。 

  

千
代
の
桜
の
句
は
初
桜
・
山
桜
・
葉
桜
ま
で
含
め
て
全
部
で
八
十
七
句
数
え
ら
れ

て
お
り
、
自
身
が
最
も
多
く
詠
み
、
好
ん
だ
題
材
と
言
え
る
。
こ
と
に
「
初
桜
」
を

目
に
す
る
喜
び
は
、
次
の
句
の
よ
う
に
、
い
つ
も
格
別
な
も
の
が
あ
っ
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

け
ふ
ま
で
の
日
は
け
ふ
捨
て
は
つ
桜 

 
 
 
 
 

『
松
の
声
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

た
か
ら
と
は
今
日
の
命
ぞ
初
さ
く
ら 

 
 
 
 
 

句
録 

 

 
 
 
 
 

 

し
か
し
献
上
句
で
は
、
こ
の
よ
う
な
自
身
の
感
慨
は
採
ら
ず
、
柳
や
子
供
、
花
見
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の
人
な
ど
、
花
を
廻
る
市
井
の
景
を
一
幅
の
絵
の
よ
う
に
描
き
、
そ
の
中
に
さ
り
気

な
く
千
代
自
身
の
姿
を
入
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 
 

・
夏
の
句 

 

⑩ 

竹
の
子
や
そ
の
日
の
う
ち
に
独
た
ち 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑪ 

姫
ゆ
り
や
明
る
い
事
を
あ
ち
ら
む
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑫ 

夕
か
ほ
や
も
の
ゝ
隠
れ
て
う
つ
く
し
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑬ 
唐
崎
の
昼
は
涼
し
き
雫
哉 

  

献
上
句
に
お
け
る
「
夏
」
の
句
は
わ
ず
か
四
句
で
あ
る
が
、
先
の
「
春
」
―
【
桜
】

の
四
句
に
劣
ら
ず
多
彩
で
あ
る
。 

 

⑩
「
そ
の
日
の
う
ち
に
独
り
立
ち
」
す
る
【
竹
の
子
】
は
、
夏
の
朝
も
や
の
中
に

土
を
割
っ
て
尖
っ
た
茶
色
の
頭
を
出
す
。
物
み
な
旺
盛
な
生
命
力
に
あ
ふ
れ
る
初
夏

の
象
徴
の
よ
う
な
溌
剌
と
し
た
姿
で
あ
る
。 

 

⑪
【
姫
ゆ
り
】
と
は
小
型
の
百
合
の
種
類
で
あ
る
が
、
こ
の
句
の
印
象
は
少
女
の

よ
う
で
あ
る
。「
明
る
い
事
」
と
は
、
何
事
か
い
い
話
で
あ
ろ
う
に
、
あ
ち
ら
を
向
い

て
初
々
し
い
姿
で
咲
い
て
い
る
。
先
の
【
竹
の
子
】
の
句
と
並
べ
て
み
る
と
、
元
気

な
男
の
子
と
恥
ず
か
し
が
り
の
女
の
子
の
一
対
の
イ
メ
ー
ジ
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。 

 

⑫
こ
の
句
は
、
千
代
の
夕
顔
の
句
全
十
四
句
の
中
で
、
千
代
が
最
も
好
ん
で
唯
一

多
方
面
に
出
し
た
句
で
あ
り
、
千
代
に
と
っ
て
夏
の
夕
の
情
緒
を
象
徴
す
る
句
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
活
気
あ
る
夏
の
一
日
の
ざ
わ
め
き
は
【
夕
か
ほ
】
の
白
い
花
の

後
ろ
に
「
隠
れ
て
」
鎮
ま
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、【
竹
の
子
】・【
姫
ゆ
り
】・【
夕

か
ほ
】
は
、
そ
れ
ぞ
れ
夏
の
朝
・
昼
・
晩
と
い
う
時
間
の
推
移
と
も
重
な
っ
て
見
え

て
く
る
。 

 

そ
し
て
、
夏
の
句
の
最
後
「
唐
崎
の
昼
は
・
・
」
の
句
に
、
少
し
唐
突
な
感
じ
が

す
る
の
は
、
こ
の
朝
・
昼
・
夕 

と
い
う
流
れ
が
、
再
び
「
昼
」
に
引
き
戻
さ
れ
る

た
め
で
あ
る
。 

 

⑬
「
唐
崎
」
は
、
滋
賀
県
大
津
市
の
琵
琶
湖
南
西
岸
に
あ
る
景
勝
地
で
、
古
く
は

「
唐
崎
の
一
つ
松
」
と
呼
ば
れ
る
松
の
木
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
芭
蕉
も
次
の
よ
う

に
詠
ん
で
い
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

唐
崎
の
松
は
花
よ
り
朧
に
て 

 
 

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』 

  

千
代
は
、
二
十
三
歳
頃
の
伊
勢
へ
の
旅
を
始
め
と
し
て
、
三
十
歳
前
後
、
五
十
九

歳
頃
と
、
少
な
く
と
も
三
度
の
京
方
面
へ
の
旅
を
し
て
お
り
、
そ
の
当
時
ま
だ
そ
の

松
の
木
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い
が
、
道
す
が
ら
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
の

辺
り
の
景
色
は
印
象
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
唐
崎
」
を
は
じ
め
、
「
瀬
田
」・「
堅
田
」

な
ど
、
近
江
八
景
を
題
材
に
し
た
句
を
詠
ん
で
い
る
。 

  

こ
こ
で
、
時
間
の
流
れ
を
戻
し
て
ま
で
「
唐
崎
」
を
入
れ
た
の
は
、
「
竹
の
子
」・「
姫

ゆ
り
」
・
「
夕
が
ほ
」
と
、
日
常
に
近
い
も
の
で
綴
っ
た
「
夏
」
の
景
色
の
背
景
に
、

「
唐
崎
」
の
名
に
よ
っ
て
、
遠
い
近
江
の
地
の
老
松
を
置
き
た
か
っ
た
か
ら
か
。
そ

の
「
松
」
が
、
梢
に
「
昼
」
の
「
涼
し
」
き
「
雫
」
を
は
ら
ん
で
い
る 

と
し
た
の

は
、
こ
の
「
唐
崎
」
が
、
「
近
江
八
景
」
で
は
「
唐
崎
の
夜
雨
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
ひ
と
ひ
ね
り
し
て
、
ち
ょ
う
ど
夕
立
の
後
の
よ
う
に
詠
み
な

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
「
献
上
句
」
の
中
で
一
点
、
「
唐
崎
」
と
い
う
日
本
の

地
名
を
入
れ
た
の
は
、
歴
史
的
景
観
や
、
和
歌
で
言
え
ば
「
歌
枕
」
に
当
た
る
文
学

的
伝
統
へ
の
含
み
を
込
め
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。 

  

四
つ
の
句
は
、
そ
の
ま
ま
相
互
の
関
連
の
な
い
独
立
し
た
句
と
し
て
読
み
進
め
て

も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
一
つ
が
鮮
や
か
な
夏
の
景
色
で
あ
る
が
、
千
代
は
、
た
っ

た
四
句
の
中
に
、
い
く
つ
も
の
密
か
な
仕
掛
け
を
し
て
、
独
り
楽
し
ん
で
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。 
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・
初
秋 

 

⑭ 

稲
妻
の
す
そ
を
ぬ
ら
す
や
水
の
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑮ 

朝
か
ほ
や
起
し
た
も
の
は
花
も
見
ず 

  

⑭
【
稲
妻
】
は
、
現
代
の
感
覚
で
は
夏
の
も
の
で
あ
る
が
、
旧
暦
で
は
約
ひ
と
月

余
り
後
に
な
り
、
秋
の
始
め
の
頃
に
な
る
。
稲
の
結
実
の
時
期
に
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
れ
に
よ
っ
て
稲
が
実
る
と
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
句
は
、
千
代
が
十
七
歳
の
頃
、

蕉
門
十
哲
の
一
人
各
務
支
考
が
初
め
て
千
代
の
家
を
訪
れ
た
時
に
詠
ん
で
支
考
を
驚

か
せ
た
、
次
の
二
句
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

行
春
の
尾
や
そ
の
ま
ま
に
杜
若 

 
 
 
 
 

見
龍
消
息 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
な
ず
ま
の
裾
を
ぬ
ら
す
や
水
の
上 

 
 
 

『
句
集
』 

  

空
を
引
き
裂
く
一
瞬
の
閃
光
を
、
絵
の
よ
う
に
鮮
や
か
な
情
景
と
し
て
捉
え
た
句

で
、
支
考
な
ら
ず
と
も
十
七
歳
の
娘
が
目
前
で
こ
れ
ら
の
句
を
詠
め
ば
驚
い
た
に
違

い
な
い
。
稲
妻
の
「
妻
」
に
着
物
の
「
褄
」
を
掛
け
、
そ
の
「
裾
」
を
「
ぬ
ら
す
」

と
二
重
に
掛
け
る
な
ど
、
技
巧
に
も
長
け
て
お
り
、
若
さ
に
任
せ
て
の
才
気
に
富
ん

だ
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
が
、
そ
の
力
量
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
千
代
自
身
に
と
っ
て
も
、

自
ら
の
ス
タ
ー
ト
を
記
念
す
る
一
句
で
あ
っ
た
。
千
代
の
句
作
の
生
涯
を
振
り
返
っ

た
時
、
こ
の
句
は
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

⑮
【
朝
顔
】
も
ま
た
、
旧
暦
で
は
秋
の
初
め
の
風
物
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
千
代
の

「
朝
顔
」
の
句
で
は
最
も
知
ら
れ
て
い
る
、
次
の
句
が
採
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注

目
し
て
お
き
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝
顔
に
釣
瓶
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水 

 
 

『
句
集
』 

 
 
 

 

中
本
恕
堂
が
、
『
加
賀
の
千
代
真
蹟
集
』
―
「
遺
墨
と
代
表
句
」
（
参
考
文
献
に
表

記
）
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
若
い
頃
に
詠
ん
で
な
ぜ
か
巷
間
に
持
て
囃
さ
れ
、

独
り
歩
き
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
句
を
、
千
代
自
ら
は
好
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
、
四
つ
の
自
撰
句
集
（
注
二
）
に
も
全
く
採
ら
れ
て
い
な
い
。
献
上
句
に

お
い
て
も
別
の
朝
顔
の
句
を
入
れ
る
こ
と
で
、
密
か
に
自
身
の
意
を
主
張
し
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
句
で
、「
起
こ
し
た
も
の
は
花
も
見
ず
」
と
は
、
今
と
な
っ
て
は
意
味
が
曖
昧

で
あ
る
が
、
当
時
は
読
め
ば
思
い
当
た
る
機
微
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く

朝
早
い
子
供
で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
起
し
た
も
の
」
は
花
も

見
ず
に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
「
起
こ
さ
れ
た
」
も
の
―
千
代
自
身
か
―
が
、
初
秋
の

朝
清
や
か
に
咲
く
「
朝
顔
」
の
花
を
目
の
当
た
り
に
見
て
い
る
と
い
う
句
で
、
「
花
も

見
ず
」
と
い
う
揶
揄
め
い
た
表
現
に
、
花
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

  

ま
た
、
こ
れ
ら
「
稲
妻
」「
朝
顔
」
の
句
に
は
、
千
代
が
選
句
に
あ
た
っ
て
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
自
ら
の
俳
生
涯
を
振
り
返
っ
て
俯
瞰
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
伺
え

る
。 

 

注
二 

①
「
自
撰
俳
句
帖
」
七
十
六
句 

②
「
四
季
帖
」
四
十
四
句 

③
「
四
季
帖

二
巻
」
二
十
七
句
（
中
本
恕
堂
『
加
賀
の
千
代
全
集
』
収
録
）
④
「
合
作
句
画
帖
」

（
北
潟
屋
大
睡
と
の
合
作
） 

十
二
句 

の
四
集
。 

い
ず
れ
も
稿
本
で
、
晩
年
の

編
集
。 

  
 

・
仲
秋 

 

⑯ 

名
月
や
眼
に
置
な
が
ら
遠
あ
り
き 

 

（
あ
り
き
＝
歩
き
） 

 
 
 
 
 
 
 

⑰ 

月
見
に
も
陰
ほ
し
が
る
や
女
子
た
ち 

  

千
代
の
「
月
」
の
句
は
、【
三
日
月
】
か
ら
【
後
の
月
】
ま
で
七
十
八
句
あ
り
、
桜

八
十
六
句
に
次
い
で
多
い
。
中
で
【
名
月
】
の
句
は
三
十
三
句
あ
る
が
、
⑯
は
掲
載

文
献
数
も
突
出
し
て
お
り
、
千
代
の
会
心
の
作
と
い
え
る
一
句
で
あ
る
。 

  

⑯
こ
の
句
の
特
徴
は
、
冒
頭
の
【
名
月
】
と
い
う
不
動
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
後
半
「
眼
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に
置
な
が
ら
遠
あ
り
き
」
の
開
放
感
に
満
ち
た
軽
や
か
な
情
景
の
、
対
比
の
鮮
や
か

さ
で
あ
る
。
切
字
「
や
」
が
、
か
く
ま
で
確
固
た
る
断
定
の
意
味
を
持
つ
に
至
る
の

も
、
後
半
の
力
み
の
な
い
柔
ら
か
な
印
象
が
、
遡
っ
て
強
調
と
し
て
作
用
す
る
か
ら

で
あ
る
。 

 

「
遠
歩
き
」
と
は
、
楽
し
げ
な
言
葉
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
と
目
的
地
を
決
め
ず
に
、

月
明
か
り
の
中
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
、
物
思
い
に
ふ
け
り
つ
つ
歩
く
。
月
と
つ
か
ず

離
れ
ず
の
感
じ
が
「
眼
に
置
な
が
ら
」
に
よ
く
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
月
を
見
な

が
ら
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
い
つ
も
そ
れ
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
識
り
な
が
ら
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

ど
こ
ま
で
行
こ
う
と
、
月
は
千
代
の
歩
く
世
界
を
い
つ
も
照
ら
し
て
い
る
。
そ
の

疑
い
も
な
い
安
ら
か
さ
の
中
で
「
遠
歩
き
」
を
す
る
の
は
、
他
で
も
な
い
千
代
自
身

で
あ
る
。 

 

こ
の
句
に
は
通
常
の
「
楽
し
さ
」
を
超
え
た
、
次
元
の
異
な
る
「
平
安
」
の
気
が

感
じ
ら
れ
る
。
実
景
で
あ
っ
て
も
無
理
が
な
い
句
だ
が
、
む
し
ろ
内
面
の
世
界
を
こ

そ
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

  

「
真
如
の
月
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
真
如
」
と
は
、
仏
教
で
説
く
「
こ
の
世
界

の
普
遍
的
な
真
理
」
で
あ
り
、
名
月
が
夜
の
闇
を
照
ら
す
こ
と
を
、
「
真
如
の
理
が
衆

生
の
迷
妄
を
破
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
真
如
の
月
と
言
う
」
、
と
辞
書
に
は
あ
る
。 

 

こ
の
句
の
冒
頭
に
戴
く
「
名
月
」
と
は
、
ま
さ
に
「
真
如
の
月
」
で
あ
ろ
う
。 

 

千
代
は
、
名
月
の
下
を
独
り
自
由
に
そ
ぞ
ろ
歩
く
よ
う
な
、
満
ち
足
り
た
、 
深
い
悦

び
の
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
句
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

千
代
の
信
心
に
関
し
て
確
か
に
解
っ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
は
な
い
。
浄
土
真
宗

に
帰
依
し
て
五
十
二
歳
の
頃
剃
髪
し
在
家
の
ま
ま
尼
と
な
っ
た
こ
と
、
五
十
九
歳
前

後
に
親
鸞
の
五
百
回
忌
法
要
に
際
し
て
、
地
元
加
賀
を
は
じ
め
越
中
、
越
前
、
遠
く

は
京
の
東
本
願
寺
に
ま
で
参
詣
の
旅
に
出
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。 

 

ま
た
信
仰
に
関
わ
る
句
も
、
詞
書
な
ど
で
明
ら
か
な
も
の
は
十
句
程
度
で
あ
り
、

信
仰
的
な
香
り
の
漂
う
句
も
多
く
は
、
自
然
の
事
象
へ
の
静
か
な
観
照
で
あ
り
、
千

代
の
心
の
投
影
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
月
」
に
関
わ
る
句
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
も

あ
っ
て
、
象
徴
的
な
「
月
」
の
句
を
、
千
代
は
繰
り
返
し
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。 

 
 
 
 
 
 

な
が
れ
て
も
底
し
つ
か
な
り
冬
の
月 

  

補
遺 

（
補
足
三
） 

 
 
 
 
 
 

こ
が
ら
し
や
す
ぐ
に
落
付
水
の
月 

 
 

『
句
集
』 

 
 
 
 
 
 
 

 

こ
れ
ら
の
句
に
は
、
⑯
「
名
月
」
の
句
と
共
通
す
る
、
あ
る
確
信
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

そ
こ
に
は
、
物
事
の
本
質
に
対
す
る
動
か
ぬ
視
点
と
、
核
と
な
る
も
の
の
存
在
が

窺
わ
れ
、
更
に
「
名
月
」
の
句
に
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
千
代
に
、
深
い
悦
び
を

も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

こ
の
句
は
千
代
の
信
仰
句
と
見
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
と
す
れ
ば
千
代

の
信
仰
は
、
内
的
な
深
い
会
得
と
人
間
的
な
成
熟
を
伴
う
、
充
実
し
た
も
の
だ
っ
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

 

ま
た
、
千
代
の
こ
の
句
は
、
宝
暦
二
年
（
１
７
５
２
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
其
麦
編

「
七
化
集
」
に
は
既
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
千
代
は
五
十
歳
、
剃
髪
の
前
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
五
十
二
歳
で
の
剃
髪
は
、
こ
の
句
か
ら
も
、
十
分
に
機
が
熟
し

て
の
も
の
だ
っ
た
と
見
ら
れ
、
次
の
剃
髪
吟
に
も
自
ず
か
ら
な
る
余
裕
が
窺
え
る
。 

  
 
 
 
 

髪
を
結
う
手
の
隙
空
け
て
炬
燵
か
な 

（
尼
に
な
り
し
時
）
『
句
集
』 

 

 

こ
の
句
に
現
れ
た
象
徴
的
な
「
月
」
は
、
そ
の
後
二
十
余
年
を
静
か
に
底
流
し
て
、

安
永
四
年
（
１
７
７
５
）
、
千
代
が
七
十
三
歳
で
逝
去
す
る
時
に
、
次
の
見
事
な
辞
世

句
と
し
て
結
実
す
る
。 

  
 
 
 
 

月
も
見
て
我
は
こ
の
世
を
か
し
く
哉 

 

（
辞
世
） 

塚 
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ま
た
、
こ
の
句
は
こ
の
献
上
句
の
中
で
、
⑧
に
つ
い
で
二
つ
目
の
、
千
代
自
身
を

表
現
し
た
句
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

⑰ 

「
月
見
に
も
陰
ほ
し
が
る
や
女
子
た
ち
」 

  

先
の
句
で
、
平
明
な
中
に
も
自
身
の
深
い
心
境
を
表
現
し
、
内
に
向
い
て
密
度
の

濃
く
な
っ
た
句
の
流
れ
を
、
こ
の
句
は
同
じ
「
月
」
を
題
材
と
し
て
、
や
わ
ら
か
く

元
に
戻
す
役
割
を
し
て
い
る
。
若
い
女
性
た
ち
は
、
月
見
に
来
て
も
、
物
陰
で
う
わ

さ
話
を
し
た
り
笑
い
あ
っ
た
り
と
賑
や
か
だ
。
「
女
子
た
ち
」
の
普
段
の
姿
を
ユ
ー
モ

ラ
ス
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
点
を
外
に
転
じ
、
句
の
流
れ
に
元
の
日
常
の
活
気

を
取
り
戻
し
て
い
る
。 

  

⑯
・
⑰
は
、
「
月
見
」
に
お
け
る
個
と
集
・
一
対
で
あ
り
、
明
快
な
リ
ズ
ム
の
転
換

が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
⑧
・
⑨
が
「
花
見
」
に
お
い
て
や
は
り
個
と
集
一
対
と

な
り
、
流
れ
を
転
換
し
た
こ
と
と
同
じ
手
法
で
あ
る
。 

  
 
 

・
晩
秋 

⑱ 

初
雁
や
山
へ
く
ば
れ
ば
野
に
た
ら
ず 

 
 
 
 
 
 
 

⑲ 

百
生
や
つ
る
ひ
と
筋
の
心
よ
り 

（
三
界
唯
心
） 

 
 
 
 
 
 
 

⑳ 

朝
ゝ
の
露
に
も
は
げ
ず
菊
の
花 

 

  

さ
て
、
秋
は
深
ま
り
、
「
晩
秋
」
の
景
の
初
め
は
【
初
雁
】
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

⑱ 

初
雁
や
山
へ
く
ば
れ
ば
野
に
た
ら
ず 

  

千
代
に
は
こ
の
よ
う
な
、
画
面
配
置
を
楽
し
む
と
い
う
詠
み
ぶ
り
の
句
に
印
象
的

な
も
の
が
あ
る
。 

  
 
 

七
草
や
三
つ
四
つ
二
つ
置
所 

 
 
 
 
 

草
稿 

 
 
 

た
か
ら
船
よ
い
間
所
に
か
か
ゝ
り
け
り 

（
床
に
か
か
り
た
る
宝
船
の
画
賛
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
松
の
声
』 

 

千
代
に
は
折
々
に
絵
画
的
発
想
の
句
が
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
書
に
お
け
る
連
綿
、

散
ら
し
書
き
の
巧
み
さ
な
ど
、
敏
感
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は
千
代
の
持
ち
味
の
一
つ
で

あ
る
。 

 

初
雁
の
季
節
、
心
待
ち
に
し
て
い
た
雁
の
姿
を
山
に
見
て
、
逸
る
気
持
ち
を
わ
ざ

と
「
野
に
た
ら
ず
」
と
不
足
の
心
で
表
現
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
山
か
ら
野
へ
、
視

界
は
一
気
に
広
が
る
。
遊
び
心
に
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
も
盛
り
込
ん
だ
句
で
あ
る
。

千
代
の
句
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
遊
戯
性
は
、
当
時
は
句
の
余
裕
・
俳
味
と

し
て
好
ま
し
く
受
け
取
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
技
巧
的
、

と
い
う
否
定
的
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
な
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

⑲ 

百
生
や
つ
る
ひ
と
筋
の
心
よ
り 

（
三
界
唯
心
） 

 

  

「
百
生
り
」
は
、
一
つ
の
茎
や
蔓
な
ど
に
多
く
の
実
が
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

の
句
で
は
、
た
く
さ
ん
の
実
が
生
っ
た
瓢
箪
で
あ
る
。 

 

大
川
寥
々
の
『
千
代
尼
伝
』
に
は
、
千
代
四
十
一
歳
の
「
癸
亥
歳
旦
」
が
初
出
と

あ
る
が
、
も
っ
と
若
い
時
期
の
作
と
い
う
説
も
あ
る
。
越
前
の
永
平
寺
で
「
三
界
唯

心
の
心
を
」
と
請
わ
れ
て
詠
ん
だ
句
と
さ
れ
、
多
く
の
集
に
載
っ
た
句
で
、
「
朝
顔
や

釣
瓶
と
ら
れ
て
・
・
」
の
句
を
千
代
自
身
は
好
ま
な
か
っ
た
の
と
は
対
称
的
に
、
真

蹟
も
多
数
残
っ
て
お
り
、
自
他
共
に
認
め
る
千
代
の
代
表
句
と
い
え
る
。 

  

冒
頭
の
「
百
」
と
い
う
数
を
、
「
つ
る
ひ
と
．
．
筋
」
の
「
一
」
で
す
っ
き
り
と
括
り
、

そ
の
あ
り
あ
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
「
三
界
唯
心
」
―
す
べ
て
の
こ
と
は
自
分
の
心

の
あ
り
よ
う
か
ら
、
と
い
う
要
諦
に
確
か
に
繋
い
で
い
る
。
情
景
と
句
意
と
が
瞬
時
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に
一
体
と
な
る
鮮
や
か
さ
は
見
事
で
あ
り
な
が
ら
、
沢
山
の
実
を
生
ら
せ
た
瓢
箪
、

と
い
う
ご
く
日
常
的
な
情
景
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
も
あ
り
、
や
わ
ら
か
い
句
の
姿
を
呈

し
て
い
る
。
千
代
自
身
も
心
安
く
挙
げ
ら
れ
る
会
心
の
作
と
し
て
、
献
上
句
の
選
の

中
で
は
当
初
か
ら
挙
げ
ら
れ
て
い
た
一
句
と
思
わ
れ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

⑳ 
朝
ゝ
の
露
に
も
は
げ
ず
菊
の
花 

  

現
代
か
ら
見
れ
ば
古
め
か
し
く
感
じ
る
句
で
あ
る
。
次
の
句
も
、
ほ
ぼ
同
じ
情
景

で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

露
の
恩
白
ふ
は
じ
め
て
菊
の
花 

 
 
 
 

『
松
の
声
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

菊
の
花
の
冴
え
冴
え
と
し
た
美
し
さ
を
、
献
上
句
で
は
「
朝
ゝ
の
露
に
も
は
げ
ず
」

―
負
け
ず
―
と
し
、
引
用
句
で
は
反
対
に
「
露
の
恩
」
―
露
に
洗
わ
れ
た
お
陰
で
―

と
し
て
い
る
。 

 

 

千
代
の
「
菊
」
の
句
二
十
四
句
の
う
ち
色
の
わ
か
る
も
の
（
五
句
）
は
す
べ
て
「
白

菊
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
菊
も
白
菊
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

白
菊
や
紅
さ
い
た
手
の
お
そ
ろ
し
き 

 
 

『
句
集
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

し
ら
菊
や
日
に
咲
ふ
と
は
お
も
は
れ
ず 

 

『
句
集
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

白
菊
は
何
と
も
な
し
に
す
ぐ
れ
け
り 

 
 

『
松
の
声
』 

 
 
 
 
 
 

 

朝
々
目
に
触
れ
る
千
代
の
身
近
に
「
白
菊
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

口
紅
を
さ
し
た
手
指
の
赤
を
、
白
菊
と
較
べ
て
「
お
そ
ろ
し
」
と
感
じ
た
り
、
「
日
に

咲
ふ
と
は
お
も
は
れ
ず
」
―
日
中
の
喧
騒
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
―
と
思
っ
た
り
、
直
截

に
「
す
ぐ
れ
た
り
」
と
言
っ
た
り
し
て
い
る
。
端
正
な
白
菊
の
花
に
は
、
確
か
に
汚

れ
の
な
い
清
ら
か
な
感
じ
が
あ
る
が
、
千
代
が
、
繰
り
返
し
白
菊
を
讃
え
る
の
は
、

そ
の
白
さ
に
、
格
別
の
思
い
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

蓮
白
し
も
と
よ
り
水
は
澄
ま
ね
ど
も 

 
 

『
四
季
帖
』 

 

同
じ
白
い
花
で
も
、
こ
の
句
は
、
よ
り
明
確
に
そ
の
白
さ
の
意
味
を
表
現
し
て
い

る
。 

 

濁
っ
た
水
の
中
に
咲
く
白
い
蓮
の
花
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
仏
教
的
な
徳

性
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
る
。 

 

信
仰
に
関
わ
る
千
代
の
句
に
は
、
直
截
な
表
現
の
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 

  
 
 
 

手
折
ら
る
る
人
に
薫
る
や
梅
の
花
（
仇
を
恩
に
て
報
ず
る
と
い
ふ
事
を
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
句
集
』 

 
 
 
 

清
水
に
は
裏
も
表
も
な
か
り
け
り
（
真
如
平
等
） 

 

『
句
集
』 

  

こ
れ
ら
の
句
は
、
「
菊
の
花
」
の
句
も
含
め
て
、
技
巧
的
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
詠
み

ぶ
り
は
端
直
で
、
概
し
て
平
凡
と
も
言
え
る
地
味
な
も
の
で
、
信
仰
の
句
と
し
て
一

括
り
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
殊
更
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。 

 

し
か
し
、
句
数
に
制
限
の
あ
る
献
上
句
で
も
こ
の
句
を
外
さ
な
か
っ
た
の
は
、
千

代
に
と
っ
て
こ
の
句
が
、
実
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。 

 

千
代
に
は
「
献
上
句
」
の
他
に
四
つ
の
自
撰
句
集
が
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、

「
献
上
句
」
二
十
一
句
の
内
、
約
半
数
の
十
一
句
が
こ
れ
ら
の
句
集
の
い
ず
れ
か
と

重
複
し
て
お
り
、
中
で
も
こ
の
「
菊
の
花
」
の
句
は
、
四
つ
の
う
ち
三
つ
の
自
撰
句

集
に
採
ら
れ
て
い
て
、
「
献
上
句
」
を
含
む
千
代
の
自
撰
集
の
中
で
、
最
多
の
頻
度
で

採
ら
れ
て
い
る
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  

才
気
に
任
せ
て
自
在
に
句
を
楽
し
む
印
象
の
あ
る
千
代
で
あ
る
が
、
信
仰
に
繋
が
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る
よ
う
な
内
に
向
か
う
視
点
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
地
味
な
一
群
の
句
に
現
れ
て
い

る
。
菊
花
や
蓮
の
白
さ
に
敏
感
に
感
応
し
、
ど
こ
か
生
真
面
目
さ
が
漂
う
こ
れ
ら
の

句
が
、
千
代
の
内
的
な
真
実
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
関
連
か
ら
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。 

 

尚
こ
の
句
は
献
上
句
の
中
で
、
「
初
桜
」
「
名
月
」
に
次
い
で
三
つ
め
の
千
代
自
身

を
語
る
句
で
あ
る
。 

  
 
 

・
冬
の
句 

 

㉑
降
さ
し
て
ま
た
幾
所
か
初
し
ぐ
れ 

 
 

 

降
っ
て
き
た
と
思
え
ば
止
み
、
陽
が
さ
し
た
と
思
え
ば
照
り
な
が
ら
ま
た
さ
ら
さ

ら
と
降
っ
て
く
る
、
冬
の
始
め
の
北
陸
特
有
の
情
景
で
、
献
上
句
は
終
わ
る
。 

 

菊
の
句
で
大
き
く
千
代
自
身
に
振
れ
た
句
の
流
れ
は
、
こ
こ
で
は
季
節
の
推
移
に

よ
っ
て
自
ず
か
ら
日
常
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
千
代
と
若
い
女

性
た
ち
、
と
い
う
対
比
で
は
な
く
、
千
代
自
身
も
含
め
た
人
の
世
の
熱
気
か
ら
す
っ

と
遠
ざ
か
る
よ
う
な
、
あ
る
意
味
で
実
体
の
な
い
【
時
雨
】
で
あ
る
こ
と
が
、
ち
ょ

う
ど
そ
れ
ま
で
の
鮮
や
か
な
景
色
に
、
薄
い
布
を
引
い
て
幕
を
閉
じ
た
よ
う
に
も
思

わ
れ
て
面
白
い
。 

 

千
代
の
献
上
句
に
真
の
意
味
で
の
冬
の
句
は
な
い
。 

 

形
の
上
で
は
、
四
季
を
完
結
し
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
献
上
句
は
、
秋
の
終
わ
り

で
切
っ
て
い
る
。 

 

 

千
代
の
冬
の
句
に
は
、
寒
さ
の
中
で
独
り
自
己
を
見
つ
め
た
、
次
の
よ
う
な
一
群

の
句
が
あ
る 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

雪
の
夜
や
ひ
と
り
釣
瓶
の
落
る
音 

 
 
 

『
は
し
の
松
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

独
り
寝
の
さ
め
て
霜
夜
を
さ
と
り
け
り 

 
 
 

真
蹟 

 

  

し
か
し
、
千
代
は
こ
れ
ら
の
、
自
身
の
胸
奥
を
詠
ん
だ
句
に
は
触
れ
ず
、
献
上
句

を
、
公
に
す
る
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
あ
る
明
る
さ
と
端
正
さ
の
う
ち
に
さ
り
げ
な

く
閉
じ
た
。 

 

こ
れ
は
、
冒
頭
「
新
年
」
の
三
句
を
篤
く
し
た
こ
と
に
対
す
る
対
局
の
引
き
方
と

し
て
、
千
代
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
表
れ
た
も
の
と
言
え
る
。 

 

「
献
上
句
」
に
表
れ
た
千
代
の
句
の
本
質 

―
「
名
月
」
の
句 

  

見
て
き
た
よ
う
に
、
「
献
上
句
」
は
単
に
二
十
一
句
の
「
控
え
」・「
覚
え
書
き
」
で

は
な
く
、
明
ら
か
な
意
図
を
も
っ
て
編
集
さ
れ
た
作
品
世
界
で
あ
る
。 

 

中
で
、
句
柄
の
ひ
と
き
わ
大
き
く
、
凝
縮
さ
れ
た
千
代
の
内
面
を
表
現
す
る
の
が 

  
 
 
 
 
 

⑯
「
名
月
や
眼
に
置
な
が
ら
遠
あ
り
き
」 

 

で
あ
ろ
う
。
「
名
月
」
と
は
仏
教
的
真
理
の
象
徴
で
あ
り
、
千
代
の
信
仰
的
確
信
の
象

徴
で
あ
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
千
代
は
そ
れ
を
「
目
に
置
な
が
ら
」
つ
ま
り
生

き
る
標
と
し
て
、
「
遠
歩
き
」
す
る
よ
う
に
楽
し
げ
に
生
き
る
、
と
表
現
し
て
い
る
。 

 
 

 

明
る
い
名
月
の
下
ど
こ
ま
で
も
自
由
に
歩
く
、
こ
の
構
図
は
、
そ
の
ま
ま
千
代
の

世
界
観
で
あ
ろ
う
。 

 

「
献
上
句
」
に
お
い
て
、
「
名
月
」
の
句
と
並
ん
で
千
代
自
身
を
表
現
す
る
二
つ
の

句
を
見
た
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
も
同
じ
「
名
月
」
に
繋
が
る
信
仰
的
視
点
と
言
え
る
。

⑧
「
初
桜
」
を
い
そ
い
そ
と
見
に
行
く
時
、
⑳
白
菊
の
香
り
に
襟
を
た
だ
す
時
、
そ

し
て
、
⑲
蔓
ひ
と
す
じ
に
数
多
の
実
を
結
ぶ
瓢
箪
に
も
、
千
代
は
同
じ
本
質
を
見
て

い
る
。
千
代
の
句
の
世
界
は
、
極
言
す
れ
ば
こ
の
「
名
月
」
の
下
に
広
が
る
世
界
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
「
遠
あ
り
き
」
の
具
体
的
な
情
景
で
あ
る
と
も
言
え
る
。 

 

「
献
上
句
」
は
、
「
千
代
尼
素
園
」
と
い
う
剃
髪
後
の
号
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
「
尼
」
と
い
う
文
字
に
は
、
十
分
な
根
拠
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

 

ま
た
、
こ
の
句
は
前
述
し
た
よ
う
に
辞
世
句
「
月
も
見
て
我
は
こ
の
世
を
か
し
く
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哉
」
の
「
月
」
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
内
な
る
「
月
」
は
、

遅
く
と
も
五
十
歳
頃
か
ら
七
十
三
歳
の
逝
去
ま
で
、
晩
年
の
千
代
の
内
に
あ
っ
て
、

多
く
の
句
の
底
を
流
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

  

近
世
中
期
の
当
時
、
内
に
仏
教
的
信
心
を
も
っ
て
晩
年
を
迎
え
る
こ
と
は
、
殊
に
、

浄
土
真
宗
の
盛
ん
で
あ
っ
た
北
陸
に
あ
っ
て
は
決
し
て
希
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
つ

の
望
ま
し
い
在
り
方
と
す
る
よ
う
な
宗
教
的
土
壌
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
千
代
尼
句
集
』
序
文
・
跋
文
、
或
い
は
書
簡
等
に
お
い
て
も
、
千
代
の
周
囲
の
人
々

が
千
代
を
「
尼
」
と
呼
ん
で
敬
慕
し
、
そ
の
句
の
風
韻
を
信
心
の
表
れ
と
受
け
取
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

 

 

し
か
し
、
時
代
が
下
る
に
従
い
社
会
が
暗
黙
裡
に
共
有
し
て
い
た
こ
の
よ
う
な
精

神
風
土
は
薄
く
な
っ
て
、
徐
々
に
消
失
す
る
。
「
千
代
尼
」
と
は
単
な
る
呼
称
と
な
り
、

千
代
の
句
の
鑑
賞
・
解
釈
か
ら
も
、
か
か
る
時
代
背
景
に
対
す
る
理
解
と
配
慮
が
抜

け
落
ち
て
、
単
に
表
面
の
平
易
さ
明
る
さ
し
か
見
え
な
く
な
り
、
安
易
に
俗
な
も
の
、

気
ま
ま
な
遊
び
の
句
と
と
ら
え
る
方
向
に
傾
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

  

千
代
の
、
少
な
く
と
も
晩
年
の
句
境
は
仏
教
的
世
界
観
を
基
盤
に
持
つ
こ
と
を
、

時
代
背
景
か
ら
も
、
「
名
月
」
の
句
を
中
心
と
し
た
「
献
上
句
」
の
世
界
か
ら
も
再
確

認
し
、
こ
こ
か
ら
千
代
の
句
の
解
釈
・
評
価
を
見
直
す
時
、
見
え
て
く
る
も
の
は
大

き
い
。 

 

た
だ
、
千
代
の
「
名
月
」
の
句
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
自
在
な
心
境
に
至
る
こ
と

は
、
い
つ
の
時
代
で
も
希
な
こ
と
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

「
献
上
句
」
に
表
れ
な
か
っ
た
句
群 

 

 

さ
て
、
「
献
上
句
」
は
当
然
な
が
ら
千
代
の
句
の
す
べ
て
の
側
面
を
投
影
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
現
れ
て
い
な
い
千
代
の
句
の
世
界
が
あ
る
。 

 

「
献
上
句
」
の
世
界
に
は
、
あ
る
公
の
場
に
臨
ん
で
の
礼
儀
正
し
さ
、
と
も
い
う

べ
き
雰
囲
気
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
選
句
の
立
ち
位
置
に
は
、
あ
ま
り
直
接
的
な
感

情
を
表
現
し
た
句
は
避
け
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
、
一
種
の
〝
慎
み
〟
の
気
配
が
感

じ
ら
れ
る
。 

 

こ
れ
は
、
千
代
の
立
場
と
し
て
は
ご
く
自
然
な
心
の
動
き
で
あ
る
に
違
い
な
く
、

良
し
悪
し
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
こ
こ
に
は
現
れ
な
か
っ
た
句
群

が
あ
る
。 

 

時
代
や
成
り
立
ち
か
ら
し
て
も
、
「
献
上
句
」
が
一
般
の
「
私
家
集
」
と
は
明
ら
か

な
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。 

  

こ
こ
で
、
「
献
上
句
」
に
は
な
い
千
代
の
別
の
側
面
を
表
す
句
を
幾
つ
か
見
て
、
稿

を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。 

  
 
 

蝶
々
や
何
を
夢
み
て
羽
つ
か
ひ 

 
 

『
句
集
』 

 
 
 

吹
別
れ
〳
〵
て
も
千
鳥
か
な 

 
 
 
 

消
息 

 

  

ど
ち
ら
も
晩
年
の
作
で
あ
る
。
蝶
の
羽
づ
か
い
は
そ
の
ま
ま
千
代
の
息
づ
か
い
に

重
な
り
、
千
鳥
は
寒
風
に
吹
か
れ
て
も
吹
か
れ
て
も
小
さ
な
翼
で
羽
ば
た
い
て
元
に

戻
っ
て
く
る
。
自
然
の
中
の
か
弱
い
、
し
か
し
確
か
な
生
命
力
に
共
鳴
し
て
ゆ
く
視

点
が
千
代
に
は
あ
る
。 

  
 
 

梅
咲
や
何
が
降
て
も
春
は
は
る 

 
 

『
句
集
』 

 
 
 

う
そ
か
見
よ
水
の
も
ゑ
た
る
春
の
日
の
（
水
の
も
え
た
る
＝
陽
炎
）
真
蹟 

 
 
 

紅
粉
さ
い
た
口
も
わ
す
れ
て
清
水
か
な 

（
さ
い
た
＝
さ
し
た
）
『
芋
か
し
ら
』 

  

梅
が
咲
き
陽
炎
が
も
え
る
春
に
子
供
の
よ
う
に
歓
喜
し
、
湧
き
水
の
美
味
さ
に
我

を
忘
れ
る
千
代
は
、
自
ら
の
溌
剌
と
し
た
感
性
を
、
そ
の
ま
ま
に
表
現
す
る
度
量
を
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も
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
句
に
出
会
う
時
、
そ
の
感
動
は
時
代
も
状
況
も
超
え
る
こ
と

に
気
が
つ
く
。 

  
 
 

蝶
ほ
ど
の
笠
に
な
る
ま
で
し
た
ひ
け
り 

 

餞
別 

『
松
の
声
』 

（
注
三
） 

 
 
 

子
供
ら
に
山
拝
ま
せ
て
氷
室
餅 

 
 
 
 

草
稿 

  

旅
に
出
る
人
を
見
送
る
千
代
の
情
の
濃
や
か
さ
は
、
格
別
な
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、

子
の
な
い
千
代
が
、
氷
室
餅
を
食
べ
る
子
供
ら
に
寄
せ
る
、
親
に
劣
ら
な
い
深
み
の

あ
る
心
情
に
も
、
心
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。 

  

こ
れ
ら
の
句
の
、
開
放
感
に
満
ち
た
柔
ら
か
な
感
性
と
自
由
な
表
現
は
、
古
び
る

こ
と
な
く
、
軽
々
と
時
代
を
超
え
、
読
む
者
の
心
に
響
い
て
く
る
。 

 

千
代
の
句
の
世
界
は
、
「
献
上
句
」
に
現
れ
た
世
界
観
に
立
ち
、
こ
こ
を
土
台
と
し

な
が
ら
も
、
「
献
上
句
」
を
超
え
て
、
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
。 

 

注
三 

・
・
・
笠
に
な
る
ま
で 

は 

・
・
・
笠
に
見
る
ま
で 

と
い
う
文
献
も
あ
る
。 

主
な
参
考
文
献 

 

・
『
加
賀
の
千
代
全
集
』 

 
 

中
本
恕
堂 

昭
和
三
十 

北
国
出
版 

 

・
『
加
賀
の
千
代
真
跡
集
』 

 

中
本
恕
堂 

昭
和
四
十
一 

北
国
出
版 

 

・
『
加
賀
の
千
代
研
究
』 
 

 

中
本
恕
堂 

昭
和
四
十
七 

北
国
出
版 

 

・
『
千
代
尼
伝
』 

 
 
 
 

 

大
川
寥
々 

昭
和
四
十
九 

 

・
『
朝
鮮
通
信
使
と
千
代
女
の
研
究
』
孫
順
玉 

平
成
十
八 

千
代
女
の
里
俳
句
館 

 

・
『
千
代
女
生
誕
三
百
年
祭
記
念 

特
別
展
「
千
代
女
の
生
涯
」「
千
代
女
の
芸
術
・
心
」』 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

松
任
市
立
博
物
館 

 

平
成
十
五 

 

補
足 一 

「
献
上
句
」
・
引
用
句
等
の
読
み
に
つ
い
て
は
、
中
本
恕
堂
『
加
賀
の
千
代
全
集
』

に
よ
っ
た
。
ま
た
、
写
真
資
料
に
照
ら
し
て
明
ら
か
な
次
の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
稿

者
が
正
し
た
。 

訂
正
箇
所 

①･
･

塵
さ
へ
今
朝
の
う
つ
く
し
き 

→ 

う
つ
く
し

さ 

 

二 

引
用
句
に
つ
い
て
は
、
文
献
が
重
複
す
る
も
の
は
編
集
時
期
の
明
ら
か
な
『
千
代
尼

句
集
』（
『
句
集
』
と
略
記
）
、
『
俳
諧
松
の
声
』
（
『
松
の
声
』
と
略
記
）
」
を
優
先
し

て
表
示
し
、
こ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
代
表
的
な
文
献
名
を
表
示
し
た
。 

 

三 

こ
の
「
補
遺
」
は
、
参
考
文
献
に
挙
げ
た
中
本
恕
堂
【
加
賀
の
千
代
全
集
】
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
「
補
遺
」
で
あ
る
。 

  


