
蕉
風
連
句
の
先
縦

「
へ
ぼ
ち
草
」
歌
仙

齋
　
藤

孝

　
　
　
　
　
一

　
芭
蕉
は
、
俳
諸
の
作
風
を
幾
度
も
変
え
た
。
そ
し
て
芭
蕉
独
自
の
も
の
1
蕉
風
1
を
作
り
上
げ
、
又
そ
の
蕉
風
の
中
で
も
変
わ
っ
て
行
っ

た
。　

従
来
、
そ
の
蕉
風
へ
の
変
化
に
つ
い
て
、
発
句
の
上
で
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
追
究
が
な
さ
れ
て
来
た
が
、
連
句
上
で
の
具
体
的
な

分
析
は
、
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
全
連
句
を
対
象
に
し
た
解
釈
・
鑑
賞
な
ど
が
、
発
句
に
対
す
る
も
の
に
比
べ
、
少
な
い
し
、
遅
れ
て
い

る
こ
と
の
反
映
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
今
、
あ
ら
た
め
て
、
具
体
的
に
、
連
句
の
上
で
の
、
芭
蕉
初
期
の
作
風
か
ら
蕉
風
の
も
の
へ
の
変
化
を
考
え
て
見
た
い
。

　
　
　
　
　
二

　
従
来
、
連
句
で
の
蕉
風
の
成
立
に
つ
い
て
、
以
下
の
様
な
指
摘
が
あ
る
。
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1
　
　
堀
切
　
実

　
「
蕉
風
俳
譜
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
確
立
は
、

貞
享
元
年
（
＝
ハ
八
四
）
の

『
冬
の
日
』
五
歌
仙
の
成
立
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
」

堀
切
　
実
　
「
蕉
風
連
句
の
特
質
」
『
松
尾
芭
蕉
集

②
』

2
　
　
島
居
　
清

　
「
芭
蕉
の
連
句
を
そ
の
俳
風
か
ら
時
代
別
に
そ
の
変
遷
の
あ
と
を
た
ど
る
と
お
お
む
ね
四
期
に
分
け
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

　
ち
…
…
…

　
②
『
冬
の
旦
か
ら
始
ま
る
蕉
風
新
興
時
代
…
…

　
　
著
し
い
漢
詩
文
調
や
字
余
り
が
ほ
と
ん
ど
急
速
に
姿
を
消
し
始
め
る
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
突
然
の
ご
と
く
、
貞
享
元
年
の
『
冬
の
日
』

　
に
至
っ
て
、
漢
詩
文
調
に
取
っ
て
代
っ
て
、
む
し
ろ
緊
迫
の
あ
る
構
成
的
な
句
が
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
居
　
清
「
芭
蕉
連
句
の
歩
み
」
『
芭
蕉
連
句
叢
書
』

注
目
点
は
「
漢
詩
文
調
」
「
字
余
り
」
の
減
少
、
「
構
成
的
な
句
の
登
場
」
で
あ
る
。
コ
転
」
「
突
然
の
ご
と
く
」
の
変
化
で
あ
る
。

3
　
以
上
の
『
冬
の
日
』
を
蕉
風
の
開
始
の
時
期
と
す
る
見
方
に
対
し
、
乾
　
裕
幸
は
、
そ
れ
を
疑
問
視
し
、
勝
峯
　
晋
風
は
、
『
武
蔵
曲
』

　
の
百
韻
を
蕉
風
の
開
基
と
評
す
る
。

4
　
東
　
明
雅
は
、
歌
仙
「
花
に
う
き
世
」
（
東
は
天
和
二
年
と
言
う
が
、
三
年
説
が
多
い
）
を
、
具
体
的
に
分
析
し
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
蕉

　
風
へ
の
動
き
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
　
「
こ
の
『
花
に
う
き
世
』
歌
仙
に
お
け
る
歌
仙
形
態
の
採
用
と
漢
詩
・
漢
文
調
に
よ
る
余
情
付
け
、
ま
た
三
句
の
転
じ
の
意
識
の
発
生
、

　
こ
れ
が
こ
の
作
品
を
も
っ
て
、
芭
蕉
独
自
の
俳
譜
の
新
し
い
出
発
点
と
す
る
理
由
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
　
明
雅
「
芭
蕉
の
連
句
」
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
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三

　以
①下
　、

④③②⑤

そ
の
「
花
に
う
き
世
」
も
含
め
、
談
林
か
ら
蕉
風
へ
の
動
き
の
見
え
そ
う
な
、

「
詩
商
人
」
天
和
二
年

（「

O
く
や
今
年
」
天
和
二
年
…
…
芭
蕉
は
一
句
の
み
　
　
　
　
略
）

「
花
に
う
き
世
」
天
和
三
年

「
へ
ぼ
ち
草
」
天
和
三
年

「
夏
馬
の
遅
行
」
天
和
三
年

（「

t
の
桜
」
貞
享
元
年
　
　
　
略
）

「
狂
句
木
枯
の
」
貞
享
元
年

を
、
分
析
し
て
考
え
て
見
た
い
。

（
③
と
④
の
成
立
時
期
・
前
後
関
係
に
つ
い
て
、
④
③
の
順
と
の
異
論
も
あ
る
が
、

三
篇
』
の
並
べ
順
に
従
う
）

　
　
　
①
②
は
『
み
な
し
ぐ
り
』

　
　
　
③
④
は
芭
蕉
の
甲
斐
流
寓
中
の

　
　
　
⑤
は
『
冬
の
旦

三
吟
二
巻

　
　
の
歌
仙
で
あ
る
。

近
接
す
る
五
歌
仙
（
七
歌
仙
の
内
二
つ
は
略
）

全
連
句
に
注
釈
を
付
け
た
阿
部
正
美
『
芭
蕉
連
句
抄
　
第
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ア
　
方
法

連
句
相
互
間
の
差
異
等
を
、
分
析
す
る
指
標
・
着
眼
点
に
つ
い
て
、
客
観
的
な
基
準
は
確
立
し
て
い
な
い
。

今
は
次
の
も
の
を
指
標
と
し
て
使
用
し
た
い
。

　
A
句
（
発
句
を
含
め
て
）
の
表
記
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
特
徴
点

　
　
　
☆
　
漢
詩
文
的
表
記
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る

　
　
　
☆
　
字
余
り
や
破
調

　
B
C
　
句
を
作
る
時
何
を
た
よ
り
と
し
て
作
っ
た
か
。
句
の
構
想
の
仕
方
・
趣
向
の
定
め
方

　
B
　
☆
物
付
け
・
言
葉
付
け

　
C

　
　
C
1
　
☆
中
国
関
係
の
も
の
1
漢
詩
文
・
中
国
の
詩
人
・
古
典
故
事
な
ど
を
使
用
し
て
い
る

　
　
C
2
　
☆
日
本
の
も
の
1
日
本
の
古
典
・
故
事
・
謡
曲
な
ど
を
使
っ
た
句
作
り

EDF

☆
打
越
に
対
し
て
輪
廻
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
句

☆
擬
人
化
の
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る

☆
怪
異
怪
奇
現
象
が
表
現
さ
れ
て
い
る

☆
和
歌
な
ど
に
は
な
い
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
（
例
え
ば
1
血
、
首
な
き
　
な
ど
）
が
句
中
に
あ
る

☆
風
狂
性
の
表
現

☆
素
材
の
非
日
常
性
（
句
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
、
平
常
の
状
態
の
生
活
の
表
現
と
は
思
え
な
い
も
の
。
こ
の
非
日
常
性
と
い
う

　
項
目
は
、
前
項
E
と
重
な
り
合
う
こ
と
が
多
い
。
E
と
ま
で
は
分
類
で
き
な
い
が
、
次
の
G
の
様
に
穏
や
か
な
句
と
は
言
い
難
い

　
も
の
を
、
G
と
わ
け
る
た
め
に
設
定
す
る
指
標
）
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G

☆
余
情
付
け
・
心
付
け
と
思
わ
れ
る
も
の

（
A
～
F
に
は
分
類
で
き
な
い
と
い
う
消
極
的
な
理
由
の
も
の
も
含
む
。
し
か
し
、
表
現
・
素
材
も
と
も
に
穏
や
か
な
も
の
で
あ
る
）

＊
そ
の
他
　
景
気
と
い
う
指
標
も
考
え
て
み
た
が
、
各
句
で
う
ま
く
使
用
で
き
な
か
っ
た
。

イ
　
具
体
的
分
析

こ
れ
ら
の
指
標
を
使
い
、
各
句
を
特
徴
付
け
る
と
以
下
の
様
に
な
る
。

　
注
1
　
発
句
も
対
象
と
す
る
。

　
注
2
　
各
句
の
指
標
の
指
摘
は
、
各
句
一
つ
づ
つ
と
は
限
ら
な
い
。

　
注
3
　
略
号
は
以
下
の
と
お
り

　
　
表
ー
漢
詩
文
的
表
現
（
A
）
　
　
字
－
字
余
り
や
破
調
（
A
）
　
　
詞
－
物
付
け
・
言
葉
付
け
（
B
）

　
　
　
中
－
中
国
関
係
の
も
の
に
も
と
つ
い
て
（
C
1
）
　
　
日
－
日
本
の
も
の
に
も
と
つ
い
て
（
C
2
）
　
輪
－
輪
廻
関
係
（
D
）

　
　
擬
－
擬
人
化
（
E
）
　
怪
－
怪
異
怪
奇
（
E
）
　
　
マ
ー
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
（
E
）
　
風
－
風
狂
性
（
F
）

　
　
非
－
非
日
常
性
（
F
）
　
　
余
ー
ー
余
情
付
け
・
心
付
け
（
G
）

注
4
　
各
句
の
解
釈
等
に
つ
い
て
は
、
島
居
　
清
『
芭
蕉
連
句
全
注
解
第
三
冊
』
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
注
5
　
『
新
編
　
芭
蕉
大
成
』
に
よ
る
。
〔
〕
内
は
底
本
の
形
。

①
「
詩
商
人
」
歌
仙
　
記
述
略

②
「
花
に
う
き
世
」
歌
仙
記
述
略
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③十十十十十十十十十九八七六五四三ニー
八七六五四三ニー

「
へ
ぼ
ち
草
」
歌
仙

胡
〔
故
〕
艸
垣
穂
に
胡
〔
木
〕
瓜
も
む
屋
か
な

　
笠
お
も
し
ろ
や
卯
の
実
村
雨

散
る
蛍
沓
に
桜
を
払
ふ
ら
ん

　
市
に
小
言
を
に
な
ふ
朝
月

や
・
寒
の
殿
は
小
袖
を
打
ち
掛
け
て

　
紅
白
の
菊
風
に
碁
を
採

静
か
な
る
卵
塔
雨
の
日
を
暗
く

　
舎
人
は
縁
を
か
り
て
居
眠
る

楊
弓
の
逸
れ
矢
ハ
御
簾
に
と
“
ま
り
て

　
浮
気
〔
上
気
〕
の
神
と
齋
ふ
三
線

鳥
羽
玉
の
裸
を
箔
に
彩
け
り

　
密
夫
恥
ち
よ
命
つ
れ
な
き

朝
顔
の
く
ね
る
に
揺
り
起
さ
れ
て

　
憂
し
と
髪
切
る
葛
の
偽
り

母
の
親
に
甘
え
て
月
を
背
け
を
り

　
埋
も
れ
て
果
て
ぬ
身
を
支
離
に
て

通
夜
堂
の
か
い
暮
れ
花
を
覗
く
こ
ろ

　
桜
子
消
て
釣
り
鐘
に
垂

　　　　　　　　　　　　　　　芭一粟
蕉晶塒蕉晶塒蕉晶塒蕉晶塒蕉晶塒蕉晶塒

（
余
）

余中余余余マ余詞余余輪擬詞
・
擬
・
マ

字マ余詞
・
日
・
マ
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美豆茜≡三≡〒元天毛三豆茜三三三〒克
春
風
の
池
に
鏡
を
掘
り
出
す

　
烏
は
縁
を
告
ぐ
る
福
鳥

院
の
田
に
餅
米
刈
ら
ん
君
と
連
れ
て

　
青
萩
染
め
の
袴
織
ら
す
る

風
の
衣
煙
の
音
を
や
括
ら
む

　
月
野
を
た
ど
る
道
行
の
感

新
し
き
塚
ゆ
さ
く
と
そ
呼
凄
し

　
奢
を
後
の
臣
に
諌
め
る

千
金
は
い
や
し
く
糞
土
を
宝
と
す

　
麗
姫
も
捨
れ
ば
油
臭
し
や

吉
原
の
三
十
年
を
老
の
九
十
九
髪

　
閨
の
柱
に
念
仏
書
お
く

蓬
生
に
火
を
消
す
狐
来
ざ
り
け
り

　
ひ
と
り
胡
弓
〔
鼓
弓
〕
を
つ
く
す
終
夜

島
守
り
の
髭
等
に
酒
を
買
せ
つ
・

　
松
に
巣
を
も
る
騙
幅
の
千
代

俳
譜
の
そ
ら
ご
と
花
の
浮
狂
人

　
馬
蹄
に
鼓
〔
鞍
〕
送
る
春
風

蕉晶塒蕉晶塒蕉晶塒蕉晶塒蕉晶塒蕉晶塒

余余字
・
詞
・
輪

余詞余怪
・
マ

余中
・
非

中余詞怪
・
非

中詞非余風
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④
「
夏
馬
の
遅
行
」
歌
仙
記
述
略

⑤
「
狂
句
木
枯
の
」
歌
仙
記
述
略

以
上
の
結
果
を
表
に
す
る

G F E D C
l
1

C B A

6 7 4 2 10 14 12 12 ①

6 7 7 1 7 9 11 8 ②

16 5 9 2 4 5 7 2 ③

13 7 9 1 3 5 3 8 ④

22 5 4 1 2 3 3 1 ⑤

一18一

　
ウ
ー
1
　
結
果
の
分
析
　
1
…
…
各
指
標
の
数
字
の
時
間
的
変
化
に
見
る
特
徴

作
品
の
成
立
の
時
期
の
順
を
①
↓
②
↓
③
↓
④
↓
⑤
と
考
え
て
、
話
を
す
す
め
る
。

1
　
A
（
表
記
・
表
現
上
の
異
形
）
は
、
時
間
と
と
も
に
姿
を
ひ
そ
め
る
。
（
④
が
少
し
気
に
な
る
が
、
④
の
歌
仙
の
成
立
事
情
の
反
映
か
も
知

　
　
れ
な
い
。
こ
の
事
は
後
に
取
り
上
げ
る
）
①
と
⑤
と
に
注
目
し
て
見
る
と
、
1
2
句
↓
1
句
へ
と
見
事
な
変
化
で
あ
る
。



6

B
（
物
付
け
・
詞
付
け
）
も
後
に
な
る
ほ
ど
少
な
く
な
っ
て
行
く
。
①
と
⑤
を
比
較
す
る
と
1
2
↓
3
で
あ
る
。

C
の
中
国
・
日
本
の
古
典
な
ど
に
頼
る
付
け
方
も
時
間
と
と
も
に
減
少
し
て
い
る
。

D
輪
廻
は
全
期
を
通
じ
数
も
少
な
く
、
時
に
よ
る
変
化
な
し
。

E
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
明
確
に
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
⑤
で
も
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
が
何
度
も
出
て
く
る
。

に
至
る
時
期
、
ま
だ
こ
の
点
で
は
、
以
前
か
ら
の
手
法
の
影
を
引
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

G
は
大
体
時
間
と
と
も
に
増
え
て
い
る
。
心
付
け
・
余
情
付
け
の
手
法
の
増
加
で
あ
る
。
⑤
の
歌
仙
内
部
で
見
る
と
、

他
を
圧
倒
し
て
い
る
。

こ
の
、
『
冬
の
日
』

36

蛯
ﾌ
内
2
2
句
と

　
以
上
全
体
と
し
て
言
え
る
事
は
、
物
付
け
二
言
葉
付
け
や
古
典
に
よ
る
句
作
り
・
付
け
の
手
法
か
ら
、

る
。
こ
の
大
き
い
動
き
は
、
旧
来
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ウ
ー
2
　
結
果
の
分
析
　
2
…
…
各
歌
仙
の
特
徴

表
の
数
字
に
も
と
づ
き
、
各
歌
仙
の
特
徴
を
相
互
に
比
較
す
る
。

　
1
①
「
詩
商
人
」
（
『
み
な
し
ぐ
り
』
）
の
特
徴

（
1
）
A
の
漢
詩
文
的
句
調
、
字
余
り
・
破
調
な
ど
表
記
上
の
異
形

（
2
）
B
の
詞
付
け

（
3
）
C
の
内
、
中
国
関
係
に
よ
る
も
の

の
3
つ
の
指
標
の
数
が
、
他
の
歌
仙
に
比
べ
て
、
抜
き
ん
出
て
多
い
。

と
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

心
付
け
・
余
情
付
け
へ
の
変
化
で
あ

こ
こ
に
、
天
和
期
の
俳
譜
の
、
漢
詩
文
調
や
非
定
型
の
作
品
の
多
い
こ
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2
②
「
花
に
う
き
世
」
（
『
み
な
し
ぐ
り
』
）
の
特
徴

（
1
）
各
数
字
の
あ
り
方
が
、
①
と
③
の
中
間
で
あ
る
が

（
2
）
③
④
の
グ
ル
ー
プ
（
甲
斐
流
寓
中
の
も
の
）
と
比
較
す
る
と

　
（
2
）
1
1
　
B
（
詞
付
け
）
の
数
の
多
さ

　
（
2
）
1
2
　
C
1
1
の
中
国
関
係
で
の
句
作
り
の
多
さ

　
　
　
　
そ
し
て
逆
に

　
（
2
）
ー
3
　
特
に
G
の
余
情
付
け
の
少
な
さ

　
以
上
の
三
点
で
、
一
線
が
引
け
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
て
②
「
花
に
う
き
世
」
歌
仙
は
、
③
④
グ
ル
ー
プ
と
は
異
質
の
も
の
だ
と
言
え

る
。
G
の
指
標
で
み
る
と
、
②
6
句
か
ら
⑤
2
2
句
へ
と
、
②
は
⑤
「
狂
句
木
枯
の
」
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
仙
は
、
（
1
）
で
指

摘
し
た
よ
う
に
①
と
③
の
中
間
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
同
じ
『
み
な
し
ぐ
り
』
の
①
に
近
親
性
が
あ
る
よ
う
だ
。

　
以
上
の
様
に
、
こ
の
「
花
に
う
き
世
」
歌
仙
が
、
蕉
風
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
と
は
、
言
え
な
い
。
東
　
明
雅
の
、
こ
の
歌
仙
が
、
「
芭
蕉

独
自
の
俳
諸
の
新
し
い
出
発
点
」
と
い
う
主
張
は
認
め
難
い
。

　
3
③
「
へ
ば
ち
草
」
④
「
夏
馬
の
遅
行
」

　
　
　
　
　
　
①
か
ら
⑤
へ
の
流
れ
の
中
で
、
③
と
④
は
大
体
同
じ
特
徴
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
①
②
群
と
も
⑤
と
も
、
区
別
で
き

　
　
　
　
　
る
指
標
の
数
字
を
持
っ
て
い
る
。

　
4
　
④
「
夏
馬
の
遅
行
」
の
特
徴

③
と
大
体
同
じ
と
言
い
な
が
ら
も
④
は

ア
　
A
の
項
目
の
数
字
が
多
く
、
流
れ
に
逆
行
し
て
い
る
こ
と

イ
　
こ
の
歌
仙
中
、
意
味
不
分
明
の
句
が
三
句
あ
る
こ
と
（
1
多
分
一
度
巻
い
た
後
で
の
、
推
敲
が
充
分
行
わ
れ
て
い
な
い
事
の
反
映
）
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ウ
　
各
句
の
作
者
名
が
、
一
巡
後
未
記
載

工
　
歌
仙
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
が
不
鮮
明

　
な
ど
の
問
題
点
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
こ
の
「
夏
馬
の
遅
行
」
は
、
旧
来
の
天
和
調
の
作
風
か
ら
抜
け
出
る
新
し
い
方
法
を

模
索
し
な
が
ら
も
、
満
足
出
来
る
作
品
に
至
ら
な
か
っ
た
た
め
、
一
応
三
人
で
付
け
合
っ
た
だ
け
で
、
以
後
、
手
を
入
れ
る
こ
と
を
止
め
て
し

ま
っ
た
、
試
作
品
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
巻
い
た
の
が
、
④
↓
③
の
順
だ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

　
前
項
3
の
所
で
、
③
と
④
一
括
に
し
て
来
た
が
、
今
挙
げ
た
事
柄
か
ら
、
③
と
④
と
は
同
等
で
は
な
い
。
そ
の
事
を
頭
に
置
き
、
分
析
表
の

G
に
、
再
度
注
目
し
て
み
る
。
一
歌
仙
の
内
部
の
他
の
指
標
と
比
較
し
て
、
こ
の
手
法
が
、
他
の
手
法
よ
り
、
数
が
多
く
、
主
流
に
成
り
出
す

の
が
、
③
の
歌
仙
か
ら
で
あ
る
。
③
は
、
①
②
と
一
線
を
画
し
、
⑤
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
。
③
「
へ
ぽ
ち
草
」
が
、
蕉
風
へ
の

転
換
点
で
あ
る
。

　
5
⑤
「
狂
句
木
枯
の
」
の
特
徴

　
そ
の
③
の
歌
仙
と
比
較
す
る
。
B
詞
付
け
7
↓
3
、
G
1
6
↓
2
2
と
格
段
と
余
情
付
け
の
方
向
へ
進
ん
で
い
る
。

　
歌
仙
全
体
か
ら
受
け
る
感
じ
も
含
め
て
、
や
は
り
「
狂
句
木
枯
の
」
（
『
冬
の
日
』
）
は
、
一
つ
の
時
代
の
始
ま
り
で
あ
る
。
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工
　
分
析
の
結
論

　
芭
蕉
の
、
甲
斐
流
寓
中
の
、
秦
塒
・
一
晶
・
芭
蕉
に
よ
る
三
吟
歌
仙
「
へ
ぼ
ち
草
」
（
天
和
三
年
）
が
、
『
冬
の
日
』
（
⑤
「
狂
句
木
枯
し
の
」

貞
享
元
年
）
に
、
一
年
以
上
先
立
っ
て
の
、
蕉
風
連
句
の
先
縦
作
と
言
っ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
歌
仙
に
は
、
た
し
か
に
旧
来
の

手
法
も
多
く
見
ら
れ
る
が

　
　
三
　
散
る
蛍
沓
に
桜
を
払
ふ
ら
ん

　
　
四
　
　
市
に
小
言
を
に
な
ふ
朝
月



　
　
五
　
や
・
寒
の
殿
は
小
袖
を
打
ち
掛
け
て

な
ど
の
付
け
方
は
、
新
し
い
方
向
を
積
極
的
に
追
求
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

　
新
し
い
作
風
へ
、
い
つ
、
ど
の
作
品
か
ら
、
と
い
う
事
を
考
え
た
場
合
、
発
句
上
で
は
、
句
そ
の
も
の
が
短
く
、
そ
の
短
い
句
か
ら
は
中
々
、

そ
の
方
法
の
意
図
を
見
る
こ
と
は
出
来
に
く
い
が
、
連
句
の
場
合
、
歌
仙
な
ら
三
十
六
句
全
体
を
通
し
て
な
が
め
る
中
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
そ

の
意
図
・
手
法
の
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
連
句
で
考
え
た
場
合
、
天
和
三
年
と
い
う
年
が
、
蕉
風
と
言
わ
れ
る
方
法
の
意
図
的
な
努
力
が
始
ま
っ

た
時
点
と
考
え
ら
れ
る
。

四

こ
の
新
し
い
作
風
へ
の
変
化
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て

（
1
）
俳
譜
は
、
天
和
・
貞
享
期
の
行
き
詰
ま
り
の
中
で
、
全
く
新
し
い
展
開
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。

（
2
）
「
旅
」
を
契
機
と
し
て
。

　
芭
蕉
は
生
涯
を
通
じ
、
大
き
い
「
旅
」
の
な
か
で
新
し
い
作
風
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
天
和
二
年
末
の
江
戸
大
火
・
芭
蕉
庵
消
失
に
よ
り
、

　
天
和
三
年
に
、
甲
斐
に
流
寓
す
る
。
こ
の
期
間
を
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
に
先
立
つ
、
半
年
間
ほ
ど
の
「
旅
」
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。

　
こ
の
「
旅
」
の
影
響
。

（
3
）
こ
の
新
し
い
傾
向
は
、
三
吟
の
他
の
連
衆
、
暴
塒
・
一
晶
が
先
導
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
事
。

（
4
）
手
法
G
は
一
見
何
ら
の
原
則
も
な
く
勝
手
気
ま
ま
に
付
け
ら
れ
て
い
る
様
に
見
え
る
が
、
③
「
へ
ぽ
ち
草
」
⑤
「
狂
句
木
枯
の
」
で
は
、

　
　
「
と
び
」
「
ぬ
け
」
の
手
法
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
る
。
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