
I

蓼
太
系
諸
注
釈
書
は
右
の
『
冬
の
日
』
命
名
説
を
踏
襲
し
、
堀
麦
水
も
「
冬
の
朝
日
の
」
の

脇
句
に
着
目
し
、
「
其
中
冬
の
朝
日
と
云
ふ
わ
き
甚
だ
秀
で
、
人
々
冬
の
日
冬
の
日
と
云
ひ

し
よ
り
、
自
ら
名
と
な
り
し
と
い
へ
り
」
（
『
貞
享
正
風
句
解
伝
書
』
〈
明
和
七
年
成
〉
）
と
説
い

て
い
る
。

私
も
『
冬
の
日
』
と
い
う
標
題
が
「
冬
の
朝
日
の
」
と
い
う
芭
蕉
句
に
拠
る
も
の
と
考
え
た

い
と
思
う
が
、
「
冬
の
日
」
と
い
う
歌
語
を
連
句
集
で
あ
る
『
冬
の
日
』
に
付
し
た
命
名
意
図

に
つ
い
て
は
、
中
村
俊
定
氏
が
「
こ
う
し
た
淡
々
と
し
た
名
称
を
一
集
の
名
に
冠
し
た
こ
と

て
い
る
。

芭
蕉
七
部
集
の
第
一
『
冬
の
日
』
の
標
題
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
「
霜
月
や
」
歌
仙
の
巻
の

芭
蕉
の
脇
「
冬
の
朝
日
の
あ
は
れ
な
り
け
り
」
に
お
こ
る
と
い
う
説
が
次
の
よ
う
に
雪
中
庵

二
世
吏
登
述
・
蓼
太
編
の
『
は
せ
を
翁
七
部
捜
』
（
宝
暦
十
一
年
成
）
に
見
え
、
広
く
流
布
し

霜
月
や
鴻
の
つ
く
づ
く
並
び
居
て

冬
の
朝
日
の
あ
は
れ
な
り
け
り

此
脇
は
余
情
紙
毫
に
尽
し
が
た
く
、
冬
の
日
と
い
ふ
題
号
も
是
か
ら
附
た
物
ぢ
や
げ

な
。

《
一
》

『
冬
の
日
』
と
い
う
標
題
に
つ
い
て

わ
る
新
奇
な
素
材
を
漢
詩
文
の
詩
句
に
も
と
め
て
新
し
さ
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
点
で
、

基
本
的
に
は
貞
門
俳
譜
・
宗
因
流
俳
譜
と
異
な
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
冬
の
日
』
成
立
前
夜
と
も
言
う
べ
き
延
宝
末
期
か
ら
天
和
期
の
俳
壇

が
、
俳
譜
の
将
来
へ
の
確
た
る
展
望
と
方
針
を
持
ち
得
な
い
ま
ま
、
い
た
ず
ら
に
新
し
さ
を

競
う
こ
と
に
狂
奔
す
る
混
迷
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
、
一
月
七
日
、
延
宝
期
以
来
芭
蕉
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
信
徳

の
一
門
の
連
句
集
『
誹
譜
五
百
韻
三
歌
仙
』
（
如
雲
編
）
が
成
り
、
七
月
十
五
日
、
上
京
し

深
刻
な
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
今
栄
蔵
氏
の
指
摘
の
通
り
、
「
言
語
機
知
の

滑
稽
技
巧
が
歴
史
的
に
も
う
こ
れ
以
上
発
展
不
可
能
な
、
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
点
に
き
て
い

た
こ
と
」
［
注
二
］
を
意
味
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
俳
譜
そ
の
も
の
が
行
き
詰
ま
り
を
迎
え
て
い
た
の

で
あ
る
。

に
は
、
芭
蕉
に
と
っ
て
も
つ
と
ふ
か
い
俳
譜
精
神
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
と
私
は
考
え
た

い
」
［
注
こ
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
『
冬
の
日
』
研
究
の
現

状
に
鑑
み
、
『
冬
の
日
』
と
い
う
標
題
の
命
名
意
図
に
関
し
て
、
『
冬
の
日
』
の
成
立
の
背
景
、

編
者
の
人
物
像
な
ど
も
交
え
つ
つ
、
私
見
を
展
開
し
た
い
。

延
宝
末
期
、
言
語
遊
戯
俳
譜
の
可
能
性
を
極
限
ま
で
高
め
た
宗
因
流
（
談
林
俳
譜
）
は

一
方
、
天
和
期
の
漢
詩
文
調
俳
譜
も
、
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
化
し
た
伝
統
的
表
現
素
材
に
か

《
一
一
》

安
保
博
史
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侘
人
ふ
た
り
あ
り
。
や
つ
が
れ
姿
に
て
狂
句
を
商
ふ
。
し
ら
ぬ
ひ
の
つ
く
し
に
松

浦
潟
ば
ち
に
も
あ
ら
ず
、
清
き
渚
に
玉
拾
ふ
い
せ
嶋
ぶ
し
に
も
あ
ら
で
、
紙
子

か
い
ど
り
て
道
行
を
う
た
ふ
。

歌
物
狂
二
人
木
が
ら
し
姿
か
な
木
因

（
『
桜
下
文
集
』
巻
一
「
句
商
人
」
）

右
の
「
侘
人
」
は
、
西
行
の
『
山
家
集
』
に
も
「
わ
び
人
の
涙
に
似
た
る
桜
か
な
風
身
に
し
め

ば
ま
づ
こ
ぼ
れ
つ
つ
」
、
「
わ
び
人
の
す
む
山
里
の
と
が
な
ら
む
曇
ら
じ
も
の
を
秋
の
夜
の
月
」

と
見
え
る
歌
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
芭
蕉
が
木
因
宛
に
書
い
た
と
も
さ
れ
る
、
天
和
二
年

（
一
六
八
二
）
冬
執
筆
の
真
蹟
「
笠
は
り
」
懐
紙
の
一
節
「
草
庵
の
つ
れ
づ
れ
手
づ
か
ら
雨
の

芭
蕉
は
、
郷
里
伊
賀
上
野
を
経
て
、
九
月
下
旬
に
美
濃
大
垣
に
至
っ
て
、
天
和
期
以
来

ぼ
く
い
ん

の
約
束
を
果
た
す
べ
く
廻
船
問
屋
木
因
を
訪
ね
、
十
月
に
か
け
て
滞
在
し
た
。
そ
の
後
、
芭

蕉
は
木
因
同
道
で
多
度
権
現
に
詣
で
、
桑
名
に
赴
い
た
。
木
因
は
芭
蕉
と
の
同
行
が
よ
ほ

く
あ
き
ん
ど

ど
嬉
し
か
っ
た
の
か
、
四
十
一
歳
の
旅
の
俳
人
芭
蕉
と
三
十
九
歳
の
自
分
を
「
句
商
人
」
に

見
立
て
、
こ
う
興
じ
た
。

た
其
角
と
、
信
徳
・
春
澄
・
千
春
ら
七
名
の
京
衆
と
で
唱
和
し
た
歌
仙
五
巻
、
世
吉
一
巻
を

収
め
た
『
霊
集
』
（
其
角
編
）
が
出
る
、
と
い
う
具
合
に
、
芭
蕉
シ
ン
パ
に
あ
た
る
俳
人
た
ち
の

活
躍
に
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
俳
譜
が
極
端
に
低
迷
し
て
い
る
時
期
だ
け
に
一
層
俳

壇
の
注
目
を
集
め
た
は
ず
だ
。
が
、
ど
ち
ら
も
い
ま
だ
旧
俳
譜
の
風
を
破
る
こ
と
は
で
き
な

ち
り

か
つ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
貞
享
元
年
八
月
、
芭
蕉
は
、
門
人
千
里
を
伴
い
、
前
年
度
に
没

し
た
母
の
墓
参
を
兼
ね
た
西
上
の
旅
に
出
発
し
た
。
い
わ
ゆ
る
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
で

あ
る
。

《
一
二
》

箸
『
俳
譜
冬
日
集
橦
花
翁
解
』
）
名
古
屋
の
地
で
「
尾
張
五
歌
仙
」
を
巻
く
こ
と
に
な
っ
た
。

「
尾
張
玉
歌
仙
」
の
名
古
屋
連
衆
は
、
「
江
湖
」
グ
ル
ー
プ
の
主
宰
者
で
あ
っ
た
山
本
荷
今

と
、
彼
に
率
い
ら
れ
た
野
水
・
重
五
・
杜
国
・
羽
笠
・
正
平
ら
で
あ
っ
た
が
、
荷
今
以
外
は
、

今
の
と
こ
ろ
正
平
が
荻
野
安
静
編
『
如
意
宝
珠
』
（
延
宝
二
年
刊
）
に
「
尾
州
小
池
氏
正
平
」

と
し
て
一
句
入
集
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
左
の
荷
今
編
『
春
の
日
』

（
貞
享
三
年
刊
）
の
入
集
者
の
メ
ン
バ
ー
を
見
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
（
入
集
者
リ
ス
ト
は

入
集
句
数
順
に
示
し
た
。
●
の
者
は
貞
享
五
年
の
俳
譜
宗
匠
各
派
の
歳
旦
三
つ
物
を
三
つ

物
所
井
筒
屋
庄
兵
衛
が
集
成
し
た
『
貞
享
五
年
歳
旦
集
』
の
荷
今
一
派
の
三
つ
物
・
引
付
に

名
の
見
え
る
者
、
傍
点
の
者
は
『
冬
の
日
』
連
衆
）
。

、
、

、
、

●
荷
号
●
越
人
旦
藁
●
野
水
●
重
五
雨
桐
李
風
昌
圭

、
、

、
、

羽
笠
冬
文
杜
国
芭
蕉
舟
泉
聴
雪
（
「
釣
雪
」
と
同
人
）

亀
洞
利
重
犀
夕
呑
霞
九
白
商
露
柳
雨
塵
交

昌
碧
如
行
盆
髭

結
局
、
芭
蕉
が
「
尾
張
五
歌
仙
」
で
同
座
し
た
名
古
屋
連
衆
は
、
「
季
吟
に
因
む
こ
と
深

き
こ
の
地
方
」
（
石
田
元
季
氏
『
俳
文
学
考
説
』
）
で
主
導
的
位
置
に
あ
っ
た
季
吟
門
蘭
秀
軒

し
ぶ
笠
を
は
り
て
、
西
行
法
師
の
侘
笠
に
な
ら
ふ
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
響
き
合
う
。
ま
た
、

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
刊
の
『
虚
栗
』
（
其
角
編
）
の
「
歌
に
う
き
世
」
歌
仙
の
一
晶
の
付
句

か
た
ば
ち

弓
く
し
し
ら
ぬ
ひ
松
浦
片
擢
」
を
踏
ま
え
て
、
「
し
ら
ぬ
ひ
の
つ
く
し
に
松
浦
潟
ば
ち
に
も

あ
ら
ず
」
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
木
因
の
蕉
門
系
俳
書
に
対
す
る
興
味
の
ほ
ど
を
示
唆
し
よ

う
。
さ
ら
に
、
木
因
が
、
世
間
無
用
の
「
狂
句
」
に
生
き
る
「
侘
人
ふ
た
り
」
の
道
行
ぶ
り
を
、

仮
名
草
子
『
竹
斎
』
の
主
人
公
で
あ
る
「
竹
斎
」
と
そ
の
従
者
「
に
ら
み
の
介
」
の
面
影
と
重
ね

て
戯
画
化
し
「
歌
物
狂
二
人
」
と
称
し
、
「
句
商
人
」
と
い
う
新
し
い
風
狂
者
像
を
造
型
す
る

あ
た
り
、
芭
蕉
の
風
狂
の
心
を
よ
く
感
得
し
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
す
が
に
木
因
は
芭
蕉
の

よ
き
理
解
者
で
あ
っ
た
。

芭
蕉
は
、
桑
名
か
ら
海
路
尾
張
の
熱
田
に
至
り
、
「
十
月
よ
り
十
一
月
迄
の
間
」
（
越
人
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芭
蕉
は
、
破
れ
笠
に
破
れ
紙
子
の
「
侘
つ
く
し
た
る
わ
び
人
」
の
貧
寒
の
旅
姿
を
、
「
破
れ

ぬ
の
う
ら
つ
き

紙
子
に
布
裏
付
、
（
中
略
）
紙
頭
巾
を
打
か
ぶ
り
、
あ
と
先
丸
き
瓢
箪
を
さ
す
が
の
下
緒
に

く
く
り
付
、
破
れ
果
た
る
扇
を
さ
し
」
尾
羽
う
ち
か
ら
し
て
名
古
屋
に
流
浪
し
て
き
た
、
滑

稽
な
仮
名
草
子
の
主
人
公
「
竹
斎
」
の
侘
び
姿
に
重
ね
る
こ
と
で
、
欣
然
と
「
わ
び
人
」
と
な

て
、
こ
う
呼
び
か
け
た
。

芭
蕉
は
、
木
因
の
「
歌
物
狂
二
人
木
が
ら
し
姿
か
な
」
（
『
桜
下
文
集
』
巻
一
「
句
商
人
」
）

に
惨
む
旅
の
風
狂
の
詩
情
に
唱
和
し
、
自
己
紹
介
と
名
古
屋
連
衆
へ
の
挨
拶
の
意
を
込
め

横
船
傘
下
の
俳
人
で
は
な
く
、
談
林
の
異
風
に
心
酔
し
た
こ
と
も
あ
る
荷
号
の
下
に
集
っ
た
‐

無
名
俳
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
『
冬
の
日
』
の
輝
か
し
い
評
価
に
惑
わ
さ
れ
て
、
彼
ら
の
俳
壇

的
地
位
を
過
大
に
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
雲
英
末
雄
氏
が
「
深
川
隠
棲
以
後
の
芭
蕉
は
、
自

ら
の
俳
譜
に
主
体
的
に
う
ち
こ
ん
で
、
ど
の
俳
埴
や
集
団
の
中
に
も
属
し
て
い
な
か
っ
た
。

俳
壇
の
外
側
に
い
て
、
ひ
た
す
ら
小
グ
ル
ー
プ
を
指
導
し
て
新
し
み
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ

る
」
と
説
か
れ
る
通
り
［
注
三
］
、
芭
蕉
は
、
季
吟
色
の
強
い
名
古
屋
の
既
成
の
「
俳
壇
」
に
左
右

さ
れ
ず
、
荷
今
の
小
グ
ル
ー
プ
に
新
風
模
索
の
相
手
を
求
め
た
の
で
は
な
い
か
。
『
冬
の
日
』

の
世
界
は
、
こ
の
よ
う
な
俳
系
が
ら
み
で
も
儀
礼
が
ら
み
で
も
な
い
避
遁
に
よ
っ
て
始
ま
る

の
で
あ
る
。

笠
は
長
途
の
雨
に
ほ
こ
ろ
び
、
紙
子
は
と
ま
り
と
ま
り
の
あ
ら
し
に
も
め
た
り
。

侘
つ
く
し
た
る
わ
び
人
、
我
さ
へ
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
る
。
む
か
し
狂
歌
の
才

士
、
此
国
に
た
ど
り
し
事
を
、
不
図
お
も
ひ
出
て
申
侍
る
。

狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉
芭
蕉

《
四
》

折
か
ら
の
木
枯
ら
し
に
山
茶
花
が
吹
き
散
る
中
を
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
笠
の
主
は
、
ど
な
た

で
す
か
、
と
尋
ね
る
体
で
、
「
た
そ
や
」
に
「
亭
主
の
挨
拶
、
崇
敬
仕
て
云
」
（
越
人
箸
『
俳
譜

冬
日
集
橦
花
翁
解
』
）
意
が
こ
も
る
。
竹
斎
的
滑
稽
が
微
塵
も
見
え
ず
、
前
句
の
「
竹
斎
に

似
た
る
」
風
狂
の
旅
人
の
象
徴
的
用
具
で
あ
る
「
か
さ
」
を
出
し
て
く
る
あ
た
り
、
野
水
は
発

句
の
真
意
を
よ
く
汲
み
取
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
発
句
・
脇
に
触
発
さ
れ
て
、
『
冬
の
日
』

の
世
界
は
、
風
雅
に
徹
す
る
「
わ
び
人
」
で
彩
ら
れ
て
い
く
。

①
し
ば
し
宗
祇
の
名
を
付
け
し
水
杜
国

っ
て
世
間
無
用
の
「
狂
句
」
（
俳
譜
）
に
遊
ぶ
瓢
逸
な
風
狂
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
造
り
あ
げ
て
い

る
。
こ
の
竹
斎
の
登
場
は
、
勿
論
、
名
古
屋
衆
へ
の
謙
退
の
意
を
示
す
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、

夙
に
石
川
八
郎
氏
が
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
○
）
刊
の
『
桃
青
門
弟
独
吟
二
十
歌
仙
』
所
収

ヤ
プ

の
螺
舎
（
其
角
）
独
吟
歌
仙
の
発
句
「
月
花
ヲ
医
ス
閑
素
幽
栖
の
野
巫
の
子
あ
り
」
と
挙
句

「
竹
斎
門
下
う
ら
ら
坊
某
」
の
首
尾
照
応
に
着
目
し
て
、
其
角
が
竹
斎
を
「
侘
び
の
風
雅
を

志
向
す
る
俳
譜
の
先
達
」
の
一
人
と
見
て
い
た
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
［
注
囚
〕
に
注
目
す
れ
ば
、

芭
蕉
が
竹
斎
を
「
侘
び
の
風
雅
」
の
先
輩
と
し
て
親
し
ん
で
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
え
る
。
と
な
れ
ば
、
「
竹
斎
に
似
た
る
」
は
一
層
含
意
性
豊
か
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
『
冬
の
日
』
巻
頭
句
は
、
「
わ
び
人
」
と
な
っ
て
世
間
無
用
の
「
狂
句
二
筋
に

生
き
る
自
己
の
境
涯
を
「
こ
が
ら
し
」
の
自
然
の
景
に
重
ね
、
「
皆
様
お
な
じ
み
の
竹
斎
の
ご

と
き
私
で
す
が
、
世
俗
を
抜
け
出
し
て
ご
い
っ
し
ょ
に
風
狂
の
世
界
に
遊
ん
で
み
ま
せ
ん
か
」

と
呼
び
か
け
て
い
る
の
だ
。

こ
の
「
竹
斎
に
似
た
る
」
風
狂
者
の
侘
姿
に
山
茶
花
を
あ
し
ら
っ
て
、
野
水
は
脇
句
を
こ

う
付
け
た
。

狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉

た
そ
や
と
ば
し
る
か
さ
の
山
茶
花

芭
蕉

野
水
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右
の
作
例
は
、
荷
今
ら
名
古
屋
連
衆
が
、
風
雅
に
徹
底
的
に
興
じ
る
姿
に
俳
譜
性
を
見

出
そ
う
と
す
る
芭
蕉
に
和
し
て
い
た
こ
と
［
注
五
］
を
示
し
て
い
る
。
特
に
、
①
の
宗
祇
ゆ
か
り
の

泉
と
聞
い
て
無
理
に
も
濡
れ
て
み
る
男
の
姿
は
、
其
角
編
『
虚
栗
』
所
収
の
「
手
づ
か
ら
雨
の

わ
び
笠
を
は
り
て
」
と
い
う
詞
書
の
あ
る
芭
蕉
句
「
世
に
ふ
る
も
さ
ら
に
宗
祇
の
や
ど
り

哉
」
を
意
識
し
て
、
「
竹
斎
に
似
た
る
」
と
称
す
る
「
狂
句
こ
が
ら
し
の
身
」
な
る
人
物
を
思

わ
せ
る
風
狂
の
ポ
ー
ズ
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
⑧
の
佳
境
の
雪
に
興
じ
て
友
人
を
訪

ね
る
風
狂
人
は
『
詩
人
玉
屑
』
や
『
禅
林
句
集
』
な
ど
に
見
え
る
「
笠
重
呉
天
雪
、
鮭
香
楚

笠
ぬ
ぎ
て
無
理
に
も
ぬ
る
る
北
時
雨

②
日
東
の
李
白
が
坊
に
月
を
見
て

巾
に
木
橦
を
は
さ
む
琵
琶
打

③
野
菊
ま
で
た
づ
ぬ
る
蝶
の
羽
お
れ
て

う
づ
ら
ふ
け
れ
と
く
る
ま
ひ
き
け
り

④
う
づ
ら
ふ
け
れ
と
く
る
ま
ひ
き
け
り

麻
呂
が
月
袖
に
輻
鼓
を
な
ら
す
ら
ん

⑤
桃
花
を
た
を
る
貞
徳
の
富

雨
こ
ゆ
る
浅
香
の
田
螺
ほ
り
う
へ
て

⑥
藤
の
実
っ
た
ふ
雫
ほ
つ
ち
り

挟
よ
り
硯
を
ひ
ら
き
山
か
げ
に

⑦
馬
糞
掻
あ
ふ
ぎ
に
風
の
打
か
す
み

茶
の
湯
者
お
し
む
野
べ
の
蒲
公
英

ミ
ソ
カ

⑧
晦
日
を
さ
む
く
刀
売
る
年

雪
の
狂
呉
の
国
の
笠
め
づ
ら
し
き

⑨
水
干
を
秀
句
の
聖
わ
か
や
か
に

山
茶
花
匂
ふ
笠
の
こ
が
ら
し

重
五

荷
今
（
同
右
）

芭
蕉

荷
号
（
「
は
っ

荷
今

，
重
五
（
同
右
）

正
平

杜
国
（
同
右
）

重
五

芭
蕉
（
同
右
）

荷
今

正
平
（
「
つ
つ

重
五

荷
今
（
同
右
）

野
水

う
り
つ
（
「
霜

（
「
は
っ

（
「
つ
つ

（
「
霜

荷
今
（
「
狂
句
こ
が
ら
し
の
」
歌
仙
）

雪
の
」
歌
仙
）

み
か
ね
て
」

月
や
」

歌
仙
）

歌
仙
）

地
花
」
（
笠
は
重
し
呉
天
の
雪
、
畦
は
香
し
楚
地
の
花
）
の
世
界
か
ら
発
想
さ
れ
て
い
よ
う

が
、
や
は
り
念
頭
に
『
虚
栗
』
所
収
の
芭
蕉
句
「
夜
着
は
重
し
呉
天
に
雪
を
見
る
あ
ら
ん
」
を

先
蹴
作
と
し
て
意
識
し
て
い
な
い
は
ず
は
な
く
、
①
．
⑧
の
両
句
が
と
も
に
、
桃
青
（
芭
蕉
）

編
『
俳
譜
次
韻
』
（
延
宝
九
年
刊
）
に
新
し
い
俳
譜
の
方
向
を
感
じ
て
い
た
荷
今
の
作
で
あ
る

こ
と
に
徴
す
れ
ば
、
荷
今
の
芭
蕉
へ
の
新
風
へ
の
関
心
の
深
さ
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
『
冬
の
日
』
の
結
び
の
巻
「
霜
月
や
」
歌
仙
の
挙
句
で
あ
る
⑨
は
、
諸
注
指
摘
す
る
よ
う

に
、
「
狂
句
こ
が
ら
し
」
歌
仙
の
脇
句
「
た
そ
や
と
ば
し
る
が
ざ
の
山
茶
桁
」
と
の
照
応
を
意

識
し
、
前
句
の
「
秀
句
の
聖
」
に
芭
蕉
を
仮
託
し
て
「
芭
蕉
へ
の
挨
拶
」
（
『
俳
譜
冬
日
集
橦
花

翁
解
』
）
と
し
、
芭
蕉
尊
慕
の
情
を
披
瀝
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
座
挙
げ
て
の

「
笠
」
の
句
へ
の
参
加
が
、
〈
旅
す
る
風
狂
人
〉
芭
蕉
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
「
笠
」
を
定
着
さ
せ

た
こ
と
は
、
「
尾
張
五
歌
仙
」
興
行
の
意
義
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。

『
冬
の
日
』
の
連
衆
は
ま
さ
に
一
座
同
心
、
芭
蕉
の
「
狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た

る
哉
」
に
込
め
ら
れ
た
「
風
狂
」
の
世
界
に
喜
ん
で
応
じ
、
芭
蕉
の
風
狂
の
「
座
」
に
参
加
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

『
冬
の
日
』
は
、
芭
蕉
の
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
の
置
士
産
の
形
で
、
半
紙
本
一
冊
全
十
七

丁
の
「
編
者
荷
今
の
私
家
版
、
配
り
本
」
〔
注
六
］
と
し
て
、
貞
享
二
年
ご
ろ
刊
行
さ
れ
た
。
後

世
、
蕉
風
確
立
の
書
さ
れ
る
『
冬
の
日
』
も
、
当
初
は
一
尾
張
地
方
の
荷
今
グ
ル
ー
プ
の
発

表
意
欲
を
充
た
す
だ
け
の
田
舎
俳
書
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
全
俳
壇
が
早
速
「
蕉
風

確
立
の
書
」
と
し
て
『
冬
の
日
』
を
歓
迎
し
た
、
な
ど
と
思
う
の
は
過
大
評
価
と
い
う
も
の
だ

ろ
う
。
事
実
、
『
冬
の
日
』
に
は
、
伝
統
的
付
物
の
み
な
ら
ず
、
宗
因
流
の
〈
あ
し
ら
ひ
〉
〈
ぬ

け
〉
〈
と
び
〉
の
句
ま
で
見
出
せ
る
の
で
あ
り
［
注
七
］
、
こ
の
書
を
麗
々
し
く
「
蕉
風
確
立
の
書
」

貞
享
元
年
の
文
字
通
り
「
冬
の
日
」
に
集
っ
た
芭
蕉
と
荷
今
ら
の
交
流
の
所
産
で
あ
る

《
五
》

1
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’

と
称
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
跨
曙
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
思
い
の
ほ
か
旧
風
の
残
津
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
『
冬
の
日
』
全
体
を
通
し
て

は
、
捻
り
を
加
え
て
勿
体
ぶ
る
物
言
い
で
末
節
的
な
新
し
さ
を
街
う
よ
う
な
知
巧
、
宗
因

流
の
無
心
所
着
な
ど
が
影
を
潜
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

宗
因
流
の
滑
稽
を
解
体
し
て
も
俳
譜
が
で
き
る
と
い
う
新
鮮
な
驚
き
。
そ
れ
は
『
冬
の

日
』
を
手
に
し
た
人
が
抱
い
た
実
感
だ
っ
た
は
ず
だ
。
例
え
ば
、
江
戸
蕉
門
の
雄
其
角
は
、

元
禄
五
年
二
月
に
刊
行
し
た
『
雑
談
集
』
の
中
に
「
皆
誹
譜
の
眼
を
付
か
へ
し
は
、
『
冬
の
日
』

と
い
ふ
五
歌
仙
に
て
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
冬
の
日
』
の
同
時
代
人
評
と
し
て
き
わ
め

て
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
其
角
の
こ
と
ば
か
ら
、
自
分
が
関
わ
っ
た
『
虚
栗
』
や
『
霊
集
』
を
乗
り

越
え
た
『
冬
の
日
』
の
「
新
し
み
」
が
い
か
に
衝
撃
的
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

し
て
、
『
冬
の
日
』
刊
行
の
任
を
担
っ
た
荷
号
の
場
合
は
、
尚
更
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
『
冬
の
日
』
が
印
象
づ
け
た
新
し
い
俳
譜
の
あ
り
方
は
、
当
時
の
「
談
林
が
そ
の
基
本

装
置
た
る
無
心
所
着
に
ゆ
き
づ
ま
っ
た
時
、
こ
れ
を
革
新
す
る
道
は
無
心
所
着
自
体
を
解

体
し
て
ゆ
く
方
向
以
外
に
な
か
っ
た
」
［
注
八
〕
俳
壇
全
体
の
動
向
の
先
頭
を
切
っ
て
示
さ
れ
た

た
め
に
、
急
速
に
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
俳
壇
の
流
れ
に
乗
り
、
新
風
俳
人

芭
蕉
の
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
に
縄
っ
て
俳
壇
中
央
に
進
出
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
『
冬
の
日
』
の

編
者
荷
今
で
あ
っ
た
。

実
は
、
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
事
実
な
の
だ
が
、
荷
今
が
、
季
吟
色
の
濃
厚
な
延
宝
期
の

尾
張
俳
壇
に
あ
っ
て
、
時
流
に
乗
っ
て
活
躍
す
る
江
戸
談
林
派
の
雄
田
代
松
意
ら
に
積
極

的
に
荷
担
し
、
松
意
編
『
談
林
功
用
群
鑑
』
（
延
宝
七
年
刊
か
）
と
同
編
『
談
林
軒
端
の
独

活
』
（
延
宝
八
年
十
月
自
序
）
の
両
書
に
前
号
「
（
尾
州
）
江
湖
軒
加
慶
」
と
し
て
次
の
五
句

が
入
集
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
俳
壇
活
動
の
特
徴
を
推
測
す
る
上
で
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

イ
シ
ヤ
ウ

ム
ゲ

①
衣
装
持
た
え
て
さ
く
ら
や
無
下
の
山
尾
州
江
湖
軒
加
慶

サ
メ

②
入
鮫
や
し
ば
ら
く
蠅
の
命
の
親
尾
州
江
湖
軒
加
慶

ス
シ

タ
デ

③
鮓
お
け
や
今
幾
日
あ
り
て
蓼
つ
み
て
ん
江
湖
軒
加
慶

シ
ユ
ミ
ホ
ン
ナ
ン

④
須
弥
盆
や
南
山
の
秋
栗
節
句
江
湖
軒
加
慶

（
『
談
林
功
用
群
鑑
』
四
句
入
集
）

⑤
牧
狩
や
三
日
か
け
て
影
灯
籠
江
湖
軒
加
慶

（
『
談
林
軒
端
の
独
活
』
「
百
人
一
句
入
集
」
入
集
句
）

右
の
作
例
中
、
特
に
⑤
は
古
浄
瑠
璃
「
ふ
じ
の
ま
き
が
り
」
の
詞
章
「
三
日
か
け
て
い
ぜ
ん

よ
り
、
み
れ
へ
わ
け
の
ぼ
り
、
ぜ
ん
ち
や
う
を
ま
つ
く
だ
り
に
、
い
わ
を
お
こ
し
、
こ
ぽ
く
を
た

た
き
、
お
め
き
さ
け
ん
で
か
り
く
だ
す
」
を
も
じ
っ
た
句
で
あ
り
、
当
時
の
荷
号
の
談
林
の
吟

調
を
追
お
う
と
す
る
意
欲
が
看
取
で
き
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
森
川
昭
氏
が
紹
介
さ

れ
た
尾
張
鳴
海
の
知
足
の
天
和
三
年
の
日
記
紙
背
文
書
で
、
延
宝
六
年
（
推
定
）
十
一
月

三
日
付
鳴
海
勘
兵
衛
（
知
足
）
宛
「
江
湖
加
慶
」
書
簡
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
〔
注
九
］
。
そ
の
書

簡
の
中
で
、
荷
今
は
、
「
先
ハ
安
元
手
柄
之
義
ハ
、
江
戸
談
林
中
状
書
参
侯
。
又
ハ
京
惣
本
寺

高
政
、
大
坂
西
鶴
よ
り
も
大
矢
数
た
も
り
候
」
と
、
江
戸
談
林
の
松
意
、
京
の
高
政
、
大
坂

の
西
鶴
ら
宗
因
流
俳
譜
の
著
名
俳
人
と
の
交
流
を
誇
示
し
、
「
愛
元
俳
譜
江
湖
之
連
衆
中

々
江
戸
ハ
し
ら
ず
大
坂
京
ニ
あ
ま
り
ま
け
申
仁
ハ
無
御
座
候
」
と
自
派
「
江
湖
之
連
衆
」
を

全
国
レ
ベ
ル
の
前
衛
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
に
自
讃
し
た
上
で
、

え
ん
ま
の
お
に
色
そ
ろ
う
也
け
り

娑
婆
に
ゐ
て
渋
地
に
し
た
る
法
の
ミ
ち

さ
り
と
て
ハ
物
に
な
れ
た
る
秋
の
風

禿
あ
が
り
の
夕
霧
の
そ
ら

男
伊
達
し
て
達
磨
の
ま
な
こ

立
役
者
芝
居
に
む
か
へ
て
九
年
也

使
い
そ
が
れ
申
候
間
の
こ
し
申
候

桜
鯛
汝
元
来
生
木
の
ご
と
し

岑
入
や
あ
ぶ
な
う
ん
け
ん
岨
づ
た
へ

炭
の
し
や
う
や
朝
霜
け
む
る
た
ば
こ
哉

１

ト

ｌ

Ｊ

ｌ
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の
よ
う
な
付
句
三
組
・
発
句
三
句
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
俳
風
は
す
べ
て
宗
因
流
そ
の
ま
ま
で

あ
り
、
当
時
の
荷
今
の
俳
譜
の
あ
り
方
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
荷
今
は
、
同
書

簡
で
「
愛
元
追
付
江
湖
之
花
と
申
三
百
韻
江
戸
に
て
板
行
致
候
。
其
外
糸
竹
草
な
ど
申

集
撰
候
。
我
等
独
吟
も
追
付
出
申
候
」
と
、
『
江
湖
之
花
』
『
糸
竹
草
』
『
我
等
独
吟
』
三
書
［
注

十
］
の
出
版
予
定
を
報
じ
る
が
、
荷
号
の
軒
号
「
江
湖
軒
」
の
「
江
湖
」
を
標
題
に
冠
し
た
り
、

独
吟
集
に
「
我
等
」
を
掲
げ
た
り
す
る
な
ど
、
荷
今
門
弟
の
存
在
を
広
く
「
江
湖
」
（
「
世
の

中
」
「
天
下
」
の
意
）
に
問
う
強
い
自
派
意
識
が
瀧
っ
て
い
る
。

ま
さ
に
本
書
簡
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
俳
壇
中
央
の
時
流
を
鋭
く
キ
ャ
ッ
チ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
風
よ
り
の
独
自
の
地
位
を
築
き
、
「
江
湖
」
グ
ル
ー
プ
を
統
率
す
る

若
き
荷
号
像
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
標
題
に
自
派
を
広
く
俳
壇
に
知
ら
し
め
た
い
と
い
う
願
望
を
言
い
こ
め
た

『
江
湖
之
花
』
な
る
俳
書
の
江
戸
で
の
刊
行
を
企
図
し
た
経
歴
の
あ
る
荷
今
に
し
て
み
れ

ば
、
貞
享
元
年
時
、
そ
の
俳
譜
行
動
が
最
も
注
目
さ
れ
て
い
た
芭
蕉
と
の
度
重
な
る
同
座

は
、
俳
壇
中
央
へ
の
足
が
か
り
を
築
く
千
載
一
遇
の
好
機
と
思
え
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
連

句
集
の
刊
行
は
、
そ
の
具
体
的
な
第
一
歩
と
認
識
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。

上
述
の
ご
と
く
俳
壇
的
野
心
に
燃
え
る
荷
号
が
、
「
尾
張
五
歌
仙
」
の
制
作
時
期
を
そ
の

ま
ま
打
ち
付
け
に
標
題
に
し
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
荷
今
と
し
て
は
、
延
宝
末

・
天
和
期
、
貞
享
初
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
標
題
か
ら
し
て
い
か
に
も
佶
屈
な
印
象
を
与
え
る

俳
書
群
（
例
え
ば
、
『
虚
栗
』
『
議
集
』
な
ど
）
と
の
差
別
化
を
図
る
、
新
鮮
感
の
あ
る
標
題
を

案
出
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

と
こ
ろ
で
、
『
冬
の
日
』
と
い
う
標
題
の
命
名
意
図
を
推
測
す
る
際
に
注
目
し
て
お
き
た

い
の
は
、
荷
号
が
編
纂
し
た
芭
蕉
七
部
集
の
第
三
で
あ
る
『
阿
羅
野
』
（
元
禄
三
年
刊
）
で
あ

《
一
ハ
》

、

本
書
は
、
上
・
下
の
発
句
編
と
員
外
の
連
句
編
よ
り
成
り
、
上
・
下
二
冊
を
八
巻
に
分
け

て
発
句
七
三
五
句
を
収
め
、
員
外
に
は
歌
仙
九
巻
・
半
歌
仙
一
巻
を
収
め
る
大
撰
集
で
あ

る
が
、
巻
一
に
花
・
郭
公
・
月
・
雪
の
四
題
、
巻
二
か
ら
巻
五
ま
で
各
一
巻
に
一
季
（
春
～

冬
）
、
巻
六
に
雑
、
巻
七
に
名
所
・
旅
・
述
懐
・
恋
・
無
常
、
巻
八
に
は
釈
教
・
神
祇
・
祝
の
句

を
配
す
る
発
句
編
の
部
立
は
、
編
集
作
業
を
行
っ
て
い
た
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
が
西
行

五
百
忌
の
年
に
当
た
る
こ
と
を
記
念
し
て
、
『
山
家
集
』
（
六
家
集
）
巻
末
の
西
行
百
首
歌
に

倣
っ
た
も
の
［
葉
一
］
と
思
わ
れ
へ
そ
の
従
来
の
俳
書
に
は
例
が
な
い
ほ
ど
複
雑
で
手
の
込
ん
だ

構
成
に
は
、
編
者
荷
号
の
歌
俳
の
趣
向
へ
の
熟
知
ぶ
り
と
好
み
が
窺
え
よ
う
。

『
阿
羅
野
』
の
芭
蕉
序
に
は
、

あ
み

尾
陽
蓬
左
、
橿
木
堂
主
人
荷
令
子
、
集
を
編
て
名
を
あ
ら
の
と
い
ふ
。
何
故
に
此
名

あ
る有

事
を
し
ら
ず
。
予
は
る
か
に
お
も
ひ
や
る
に
、
ひ
と
と
せ
、
此
郷
に
旅
寝
せ
し
お
り

あ
ひ
つ
づ
き

お
り
の
云
捨
、
あ
つ
め
て
冬
の
日
と
い
ふ
。
其
日
か
げ
相
続
て
、
春
の
日
ま
た
世
に
か

か
や
か
す
。
げ
に
や
衣
更
着
、
や
よ
ひ
の
空
の
け
し
き
、
柳
桜
の
錦
を
争
ひ
、
て
ふ
鳥

，
じ
つ
の
を
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
る
風
情
に
つ
き
て
、
い
さ
さ
か
実
を
そ
こ
な
ふ
も
の
も
あ
れ
ば

あ
る

に
や
。
い
と
い
ふ
の
か
す
か
な
る
心
の
は
し
の
、
有
か
な
き
か
に
た
ど
り
て
、
姫
ゆ
り
の

プ
（
》
０

と
あ
り
、
芭
蕉
は
「
（
荷
今
が
）
集
を
編
て
名
を
あ
ら
の
と
い
ふ
。
何
故
に
此
名
有
事
を
し
ら

ず
」
と
し
て
、
『
阿
羅
野
』
と
い
う
標
題
が
、
傍
線
部
の
行
文
の
典
拠
た
る
「
雲
雀
た
つ
あ
ら

野
に
お
ふ
る
姫
ゆ
り
の
何
に
つ
く
と
も
な
き
心
か
な
」
（
『
山
家
集
』
）
と
い
う
西
行
歌
を
踏

ま
え
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
る
風
情
」
の
間
に
混
迷
す
る
「
無
景
の
き
は
ま
り
な
き
」
、
「
あ
ら
野
」

な
に
に
も
つ
か
ず
、
雲
雀
の
大
空
に
は
な
れ
て
、
無
景
の
き
は
ま
り
な
き
、
道
芝
の
み

ち
し
る
べ
せ
む
と
、
此
野
の
原
の
野
守
と
は
な
れ
る
べ
し

元
禄
二
年
弥
生

◎

芭
蕉
桃
青
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冬
の
日
を
春
よ
り
な
が
く
な
す
も
の
は
こ
ひ
つ
つ
く
ら
す
こ
こ
ろ
な
り
け
り

（
『
入
道
右
大
臣
集
』
六
九
番
）

と
い
っ
た
作
例
が
示
す
よ
う
な
、
「
程
も
な
く
く
る
る
」
「
み
じ
か
き
」
冬
の
日
へ
の
「
心
も
と
な

き
」
「
こ
ひ
っ
つ
く
ら
す
」
思
い
Ｉ
歌
語
「
冬
の
日
」
の
本
意
本
情
ｌ
が
『
冬
の
日
』
と
い
う
標
題

（
荒
野
）
の
ご
と
き
俳
壇
に
お
い
て
、
本
書
は
俳
譜
の
正
し
い
方
向
を
「
み
ち
し
る
べ
」
す
る

「
野
守
」
（
番
人
）
た
ろ
う
と
す
る
意
志
が
表
明
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
と
遠
く
思
い
遣
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
が
、
勿
論
、
西
行
五
百
回
忌
に
因
ん
で
『
山
家
集
』
（
六
家
集
本
）
の
「
西
行
百

首
和
歌
」
に
基
づ
い
た
部
立
を
俳
書
に
お
い
て
案
出
し
得
る
荷
今
が
、
芭
蕉
の
掲
出
し
た
西

行
歌
を
知
ら
な
い
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
荷
今
自
身
、
「
雲
雀
た
つ
」
の
西
行
歌
を
踏
ま
え
て

『
阿
羅
野
』
な
る
標
題
を
つ
け
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

右
の
芭
蕉
序
に
「
何
故
に
此
名
有
事
を
し
ら
ず
」
と
あ
る
の
は
文
飾
な
の
で
あ
り
、
芭
蕉

は
、
荷
今
の
『
阿
羅
野
』
命
名
の
由
来
を
十
分
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
と
と
も

に
、
編
者
で
あ
る
荷
今
そ
の
人
を
も
俳
壇
の
「
野
守
」
と
し
て
称
揚
す
る
明
確
な
意
図
を
も

っ
て
本
序
文
を
執
筆
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
よ
う
に
、
荷
号
の
『
阿
羅
野
』
編
纂
に
お
け
る
歌
俳
の
趣
向
へ
の
造
詣
の
深
さ
に
注
目

す
る
な
ら
ば
、
『
冬
の
日
』
も
何
ら
か
の
和
歌
的
由
来
を
備
え
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自

然
な
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、

冬
の
日
の
み
じ
か
き
あ
し
は
う
ら
が
れ
て
浪
の
と
ま
屋
に
風
ぞ
よ
わ
ら
ぬ

（
『
拾
遺
愚
草
』
二
四
三
番
）

冬
の
日
を
み
じ
か
き
物
と
い
ひ
な
が
ら
あ
く
る
ま
だ
に
も
時
雨
る
な
る
か
な

冬
の
日
は
詠
む
る
ま
に
も
く
れ
竹
の
よ
る
ぞ
わ
び
し
き
な
が
き
思
ひ
は

程
も
な
く
く
る
る
と
思
ひ
し
冬
の
日
の
心
も
と
な
き
を
り
も
あ
り
け
り

（
『
詞
花
集
』
・
二
三
○
番
）

（
『
和
泉
式
部
集
』
三
三
二
番
）

（
『
中
納
言
兼
輔
集
』
七
八
番
）

注
一
中
村
俊
定
氏
解
説
『
冬
の
日
尾
張
五
歌
仙
全
』
（
武
蔵
野
書
院
昭
和
三
十
四
年

刊
）
解
説
中
の
第
三
章
「
名
称
に
つ
い
て
」
に
指
摘
が
あ
る
。

注
二
今
栄
蔵
氏
「
俳
譜
革
新
の
気
運
」
（
『
日
本
文
学
史
近
世
』
〈
学
燈
社
昭
和
五
十

三
年
刊
〉
）
に
指
摘
が
あ
る
。

注
三
雲
英
末
雄
氏
「
芭
蕉
は
い
か
な
る
俳
壇
地
図
の
な
か
に
生
き
た
の
か
」
（
『
国
文
学
』

平
成
三
年
十
一
月
号
）
に
指
摘
が
あ
る
。

注
四
石
川
八
朗
氏
「
其
角
の
独
立
」
（
白
石
悌
三
・
乾
裕
幸
編
『
芭
蕉
物
語
』
〈
有
斐
閣

に
託
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
冬
の
日
』
編
者
荷
号
は
、
種
々
の
負
的
な
も
の
を
「
あ
は
れ
な
り
」
と
プ
ラ

ス
に
転
換
す
る
「
侘
び
の
風
雅
」
［
注
十
二
〕
を
教
導
す
る
「
わ
び
人
」
芭
蕉
と
の
「
短
き
」
と
思
え

る
ほ
ど
濃
密
で
あ
っ
た
「
尾
張
五
歌
仙
」
興
行
の
日
々
、
そ
し
て
師
と
し
て
慕
う
芭
蕉
へ
の
痛

切
な
惜
別
の
念
な
ど
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
「
冬
の
日
」
と
い
う
歌
語
を
俳
譜
「
尾
張

五
歌
仙
」
の
標
題
と
し
て
付
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

『
冬
の
日
』
な
る
標
題
を
目
に
し
た
人
々
は
、
歌
語
「
冬
の
日
」
の
本
意
本
情
を
想
起
し
、

新
風
俳
人
の
「
秀
句
の
聖
」
た
る
芭
蕉
と
荷
今
グ
ル
ー
プ
と
の
充
実
し
た
文
雅
の
日
々
、
と

も
に
別
れ
を
惜
し
み
合
う
師
弟
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
新
風
俳
人
芭
蕉
の
師

承
系
列
に
繋
が
る
イ
メ
ー
ジ
の
演
出
、
そ
れ
こ
そ
が
、
後
年
「
身
の
ね
が
ひ
あ
り
て
み
や
こ

に
の
ぼ
り
、
太
夫
に
な
ら
ん
」
（
轍
士
著
『
花
見
車
』
巻
三
）
と
評
さ
れ
た
、
旺
盛
な
俳
壇
的

野
心
を
持
ち
主
で
あ
る
荷
号
の
『
冬
の
日
』
と
い
う
標
題
の
真
の
命
名
意
図
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
の
意
図
は
見
事
に
成
功
し
、
荷
今
は
蕉
門
の
気
鋭
と
し
て
脚
光
を
浴
び
、
『
春
の
日
』
『
阿

羅
野
』
と
続
け
ざ
ま
に
蕉
門
俳
書
を
編
纂
し
、
蕉
門
の
「
太
夫
」
の
道
を
歩
ん
で
い
く
の
で
あ

る
。

戸

沖
、 "
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注
九
本
書
簡
は
、
森
川
昭
氏
「
冬
の
日
以
前
の
山

成
二
年
六
月
〉
）
に
新
出
書
簡
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
。

本
書
簡
は
、
森
川
昭
氏
「
冬
の
日
以
前
の
山

注
七
乾
裕
幸
氏
弓

月
号
）
に
指
摘
が
あ
る
。

乾
裕
幸
氏
「
『
冬

注
六
白
石
悌
三
・
上
野
洋
三
両
氏
校
注
『
芭
蕉
七
部
集
』
（
岩
波
書
店
平
成
二
年
刊
）

注
五
大
谷
篤
蔵
氏
「

月
号
）
に
指
摘
が
あ
る
。

大
谷
篤
蔵
氏
「

注
八
小
西
甚
一
氏
編
〈
芭
蕉
の
本
〉
『
風
雅
の
誠
』
（
角

所
収
の
今
栄
蔵
氏
「
芭
蕉
俳
論
の
周
辺
」
に
指
摘
が
あ
る
。

小
西
甚
一
氏
編
〈
芭
蕉
の
本
〉
『
風
雅
の
誠
』
（
角

所
収
の
加
藤
定
彦
氏
「
七
部
集
の
書
誌
」
に
指
摘
が
あ
る
。

注
十
二
乾
裕
幸
氏
は
、
「
『
冬
の
日
』
ま
で
」
（
芭
蕉
講
座
第
一
巻
『
生
涯
と
門
弟
』

精
堂
昭
和
五
十
七
年
刊
〉
）
の
中
で
、
「
〈
負
〉
の
詩
的
空
間
」
と
い
う
項
目
を
掲
げ
、

「
『
冬
の
日
』
ま
で
」
（
芭
蕉
講
座
第
一
巻
『
生
涯
と
門
弟
』

注
十
三
書
と
も
す
べ
て
そ
の
存
在
が
知
ら
、

注
十
一
高
橋
庄
次
氏
「
『
あ
ら
野
』
を
め
〈

〈
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
〉
）
に
指
摘
が
あ
る
。

三
書
と
も
す
べ
て
そ
の
存
在
が
知
ら
れ

高
橋
庄
次
氏
「
『
あ
ら
野
』
を
め
ぐ

昭
和
五
十
二
年
刊
〉
）
に
指
摘
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
『
冬
の
日
』
と
い
う
書
名
か
ら
し
て
〈
負
〉
の
世
界
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ

れ
ら
は
、
〈
負
〉
の
世
界
に
属
す
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
義
化
さ
れ

た
く
佗
び
〉
の
回
路
を
通
り
抜
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
瞬
時
に
〈
正
〉
の
世
界
へ

と
転
換
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
と
荷
今
ら
が
出
会
い
、
と
も
に
見
出
し
た
こ
の

『
冬
の
日
』
の
世
界
は
、
た
と
え
ば
「
負
の
詩
的
空
間
」
と
で
も
名
づ
け
た
ら
い
い
だ
ろ
う

か
。
と
説
か
れ
た
。

芭
蕉
連
句
に
お
け
る
『
人
間
』
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
和
三
十
四
年
五

本
荷
今
」
（
『
江
戸
文
学
』
第
三
号
〈
平

の
日
』
は
蕉
風
確
立
の
書
な
の
か
」
（
『
国
文
学
』
平
成
三
年
十
一

て
い
な
い
。

川
書
店
昭
和
四
十
五
年
刊
）

る
問
題
」
（
『
文
学
』
第
四
十
一
巻
十
一
号

〈
有
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