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●
―
〔
季
語
の
ル
ー
ツ
〕

　
寺
田
寅
彦
は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
八
月
刊
、『
俳
句
講

座
』（
改
造
社
）
第
七
巻
所
収
の
「
天
文
と
俳
句
」
の
中
で
「
季

節
の
感
じ
は
俳
句
の
生
命
で
あ
り
第
一
要
素
で
あ
る
。
此
れ
を
除

去
し
た
も
の
は
最
早
俳
句
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
川
柳
で
あ
る
か

一
種
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
に
過
ぎ
な
い
。
俳
句
の
内
容
と
し
て
の
具
体

的
な
世
界
像
の
構
成
に
要
す
る
〈
時
〉
の
要
素
を
決
定
す
る
も
の

が
、
此
の
季
題
に
含
ま
れ
た
時
期
の
指
定
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
寅
彦
は
「
俳
句
の
生
命
で
あ
り
第
一
要
素
で
あ
る
」
と
こ
ろ
の

「
季
節
の
感
じ
」
を
表
す
言
葉
を
「
季
題
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
今
日
、
私
た
ち
が
一
般
的
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
季
語
」
で

あ
る
。
一
方
、
今
日
で
も
「
季
題
」
な
る
言
葉
も
、
な
お
用
い
ら

れ
て
い
る
。
他
方
、「
季
感
」
な
る
言
葉
も
あ
る
。

　「
季
題
」「
季
語
」「
季
感
」
の
か
か
わ
り
は
、
大
い
に
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
大
須
賀
乙
字
著
『
俳
句
作
法
』（
東

炎
発
行
所
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
乙
字
は
、
大
正
九
年
（
一
九

二
〇
）
に
三
十
八
歳
で
没
し
て
い
る
の
で
、
没
後
の
出
版
で
あ

る
。
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）、『
文
章
講
習
録
』
に
発
表
さ
れ
た

も
の
と
い
う
。
没
後
の
出
版
と
い
う
こ
と
で
、
乙
字
の
門
弟
で
あ

っ
た
志
田
素
琴
と
大
森
桐
明
が
詳
し
い
注
を
施
し
て
い
る
。
そ
の

桐
明
担
当
の
注
の
一
つ
に
、
桐
明
は
、

　
　「
季
語
」
と
い
ふ
語
は
乙
字
先
生
の
新
造
語
で
、
そ
の
論
文

　
　
に
於
け
る
出
初
め
は
明
治
四
十
一
年
頃
で
あ
る
が
、
始
め
の

　
　
間
は
「
季
題
」
と
い
ふ
語
と
同
じ
く
用
ひ
、
従
つ
て
「
季
語

　
　
感
想
」
と
「
季
題
感
想
」
と
特
に
区
別
は
無
か
つ
た
や
う
で

　
　
あ
る
。
両
語
が
確
然
と
区
別
し
て
用
ひ
ら
れ
た
の
は
大
正
六

　
　
年
の
中
頃
か
ら
の
や
う
で
、
恐
ら
く
こ
ゝ
に
明
記
し
て
あ
る

　
　
如
く
本
作
法
の
此
の
箇
所
執
筆
の
頃
か
ら
で
あ
ら
う
。

　
と
記
し
て
い
る
。「
季
語
」
は
、
乙
字
に
よ
っ
て
特
定
の
概
念
（
意

　
味
内
容
）
を
付
与
し
て
用
い
ら
れ
た
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、『
俳
句
作
法
』
の
中
の
桐
明
注
に
該
当
す
る
乙
字

の
見
解
を
左
に
掲
出
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
今
日
ま
で
俳
句
と
名
づ
け
ら
れ
て
来
た
短
詩
形
の
妙
味
が
主

　
　
と
し
て
如
何
な
る
点
に
あ
る
か
と
言
へ
ば
、
自
然
現
象
の
中

　
　
に
作
者
の
感
慨
が
う
か
が
は
れ
る
点
に
あ
る
。
而
し
て
其
自

　
　
然
現
象
に
就
い
て
は
俳
句
で
は
季
題
と
い
ふ
言
葉
を
古
く
使

　
　
つ
て
来
て
居
る
か
ら
、
其
言
葉
を
踏
襲
し
て
行
く
と
其
句
の



　
　
上
の
働
き
か
ら
は
全
く
違
つ
た
働
き
を
す
る
人
事
の
季
題
も

　
　
あ
る
の
で
、
今
改
め
て
季
題
の
意
義
を
制
限
す
る
と
同
時

　
　
に
、
季
題
と
い
ふ
語
も
更
め
て
季
語
と
言
は
う
。
季
題
と
い

　
　
へ
ば
題
と
い
ふ
語
が
題
詠
と
い
ふ
こ
と
に
紛
れ
易
く
、
題
を

　
　
課
し
て
俳
句
を
作
る
こ
と
の
意
味
に
と
ら
れ
て
は
困
る
の
で

　
　
あ
る
。
其
故
に
以
後
は
僕
は
季
語
と
い
ふ
言
葉
を
使
ふ
こ
と

　
　
に
す
る
。

　
右
の
見
解
で
重
要
な
点
は
、
ま
ず
は
「
句
の
上
の
働
き
か
ら
は

全
く
違
つ
た
働
き
を
す
る
人
事
の
季
題
」
を
「
季
題
」
か
ら
除
外

し
よ
う
と
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
十
月
に
発
表
し
た
「
季
題
の
意
義
を
論
ず
」（『
乙
字

俳
論
集
』
乙
字
遺
稿
刊
行
会
、
大
正
十
年
十
一
月
刊
、
所
収
）
の
中

で
、

　
　
季
題
は
自
然
に
存
す
る
が
故
に
季
題
で
あ
る
。
其
故
に
人
事

　
　
は
季
題
た
る
能
は
ず
と
い
ふ
が
僕
の
持
論
で
あ
る
。

と
、
よ
り
明
確
に
記
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
「
季
題
」
に
は

「
題
を
課
し
て
俳
句
を
作
る
こ
と
」
で
あ
る
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
纏

綿
す
る
の
で
、
そ
れ
を
払
拭
し
た
い
と
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
二
つ
の
主
張
を
二
つ
な
が
ら
活
か
し
得
る
言
葉
と
し
て

創
唱
し
た
の
が
曖
味
な
「
季
題
」
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
の
「
季

語
」
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
大
正
八
年
（
一
九

一
九
）　
一
月
に
発
表
し
た
「
季
題
象
徴
論
」（『
乙
字
俳
論
集
』
所

収
）
に
お
い
て
は
、

　
　
一
俳
句
の
統
一
的
情
趣
の
う
ち
に
作
者
の
情
意
的
活
動
が
融

　
　
け
込
ん
で
自
我
を
没
し
た
揚
合
に
季
感
と
い
ふ
も
の
が
成
り

　
　
立
つ
の
で
あ
つ
て
、
季
語
と
は
斯
様
の
場
合
の
中
心
的
景
物

　
　
を
指
し
て
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
俳
句
を
離
れ
て
は
季
語
は

　
　
な
い
の
で
あ
る
。

と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
一
俳
句
の
統
一
的
情
趣
を
作
る
上
に
最
も
重
要
な
気
象
な
り

　
　
景
物
な
り
が
其
俳
句
の
中
の
季
語
で
あ
つ
て
、
其
他
の
語
は

　
　
所
謂
季
題
で
あ
つ
て
も
何
で
も
其
句
に
あ
つ
て
は
季
語
で

　
　
は
な
い
。

と
付
け
加
え
て
い
る
。

　
先
の
寅
彦
が
用
い
て
い
た
「
季
題
」
な
る
言
葉
と
、
右
で
乙
字

が
用
い
て
い
る
「
季
題
」
な
る
言
葉
と
で
は
、
微
妙
な
ず
れ
が
あ

る
こ
と
が
確
認
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
乙
字
が
創
唱
し
た
「
季
語
」

な
る
言
葉
に
し
て
も
、
私
た
ち
が
、
今
日
「
季
語
」
な
る
言
葉
か

ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
こ
ろ
の
概
念
と
は
懸
隔
が
あ
る
よ
う
に
思
わ



れ
る
（
乙
字
は
、「
俳
句
を
離
れ
て
は
季
語
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
私
た
ち
は
、
広
く
季
節
を
表
す
言
葉
を
「
季
語
」
と
呼
ぶ
、
と
い

っ
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
顕
著
な
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
）。
そ
れ
ゆ
え
、
右

に
見
て
き
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
乙
字
に
お
け
る
、
と
の
限
定
付

き
で
は
あ
る
が
、
私
た
ち
が
普
段
気
に
な
る
と
こ
ろ
の
「
季

題
」「
季
語
」「
季
感
」
の
か
か
わ
り
が
、
一
応
明
ら
か
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
か
か
わ
り
を
乙
字
の
門
弟
大
森
桐
明
は
、
わ
か
り
や
す
く

敷
衍
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
昭
和

四
年
（
一
九
二
九
）
十
一
月
刊
の
『
俳
句
講
座
補
遺
』（
俳
句
講
座

刊
行
会
）
中
の
「
明
治
大
正
俳
論
史
」
の
中
で
左
の
ご
と
く
に
記

し
て
い
る
。

　
　
季
語
と
い
ふ
も
季
題
と
い
ふ
も
実
は
同
一
の
意
味
の
言
葉
で

　
　
あ
る
。
子
規
以
前
に
は
、「
四
季
の
詞
」
と
い
ひ
、
子
規
は
、

　
　「
四
季
の
題
目
」
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
、
子
規
以
後
「
季
題
」

　
　
と
な
り
、
乙
字
先
生
に
至
り
て
「
季
語
」
と
言
は
れ
た
の
で

　
　
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
俳
句
が
季
感
を
中
心
生
命
と
す
る
も
の

　
　
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
即
ち
季
語
の
意
義
と
い
ふ
も
の
は
、

　
　
乙
字
先
生
に
よ
つ
て
始
め
て
、
闡
明
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ

　
　
て
、
そ
の
十
全
な
る
研
究
は
先
生
以
前
に
は
な
か
つ
た
も
の

　
　
で
あ
る
。（
中
略
）
従
来
用
ゐ
ら
れ
た
所
謂
季
題
と
い
ふ
語

　
　
は
、
そ
れ
が
一
俳
句
の
中
に
あ
つ
て
光
被
す
る
と
き
に
、
そ

　
　
れ
は
季
語
と
い
ふ
こ
と
ば
で
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
●
―
〔
題
詠
と
季
題
〕

　
先
の
乙
字
の
所
論
の
中
で
、
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
こ

と
が
あ
る
。「
季
題
」
な
る
言
葉
の
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が

「
題
を
課
し
て
俳
句
を
作
る
こ
と
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
に

対
し
て
、
乙
字
が
困
惑
を
示
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
が
、
そ
の
ル

ー
ツ
を
辿
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
当
然
「
題
詠
」
へ
と
逢
着
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
な
に
も
江
戸
時
代
ま
で
遡
ら
な
く
て

も
、
明
治
時
代
の
俳
句
論
の
中
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
三
月
発
行
の
秋
声
会
の
俳
句
雑

誌
「
秋
の
声
」
第
五
号
（
裳
華
房
）
の
中
で
石
鶯
子
な
る
俳
人
が

随
想
的
俳
句
論
「
俳
諧
さ
ゝ
鳴
」
の
中
で
左
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
○
題
詠
は
遂
に
題
詠
を
は
な
る
ゝ
の
修
行
た
る
べ
し
。
題
詠

　
　
は
面
小
手
つ
け
て
撃
剣
す
る
が
如
し
、
撃
剣
の
要
は
真
剣
の

　
　
場
に
あ
り
、
題
詠
の
要
は
実
詠
の
時
に
あ
り

　
　
○
題
詠
は
な
す
べ
く
為
す
べ
か
ら
ず
、
そ
の
間
に
種
々
の
情

　
　
趣
を
網
羅
し
て
、
古
今
東
西
の
雅
興
を
し
て
同
一
な
ら
し
む



　
　
る
も
の
は
題
詠
な
り
、
元
よ
り
実
詠
に
あ
ら
ず
と
雖
も
之
を

　
　
心
得
つ
ゝ
為
さ
ば
益
あ
り
、
今
の
俳
人
題
詠
に
入
て
題
詠
を

　
　
脱
す
る
能
は
ざ
る
が
故
に
、
遂
に
真
正
の
句
を
よ
む
こ
と
能

　
　
は
ず
、
題
詠
悪
き
に
あ
ら
ず
、
題
詠
と
実
詠
を
区
別
せ
ざ
る

　
　
の
悪
き
な
り

　
石
鶯
子
は
、
秋
声
会
の
新
派
の
俳
人
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
「
題
詠
」
の
有
効
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙

字
が
「
季
題
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
題
を
課
し
て
俳
句
を
作
る

こ
と
」
を
指
摘
、
困
惑
し
て
い
た
が
、「
季
題
」
の
ル
ー
ツ
を
辿

る
な
ら
ば
、
当
然
浮
び
上
っ
て
く
る
事
項
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
今
、
試
み
に
旧
派
の
俳
句
雑
誌
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九

三
）
の
「
観
風
草
紙
」（
京
都
俳
諧
道
場
刊
）
の
何
冊
か
を
繙
く
な

ら
ば
、
月
並
の
「
題
」
と
し
て
「
四
季
随
意
」
と
と
も
に
、「
霞
」

「
柳
」「
雲
雀
」
等
の
「
兼
題
」（
前
も
っ
て
提
示
さ
れ
る
季
題
）
が

提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
の
中
で
の
石
鶯
子
の

「
題
詠
」
論
で
あ
ろ
う
。「
実
詠
」（「
事
に
感
じ
物
に
触
て
詩
思
動
く

や
忽
ち
句
と
な
る
」
よ
う
な
作
句
方
法
）
を
目
指
し
つ
つ
も
、
一
つ

の
俳
句
修
行
と
し
て
の
「
題
詠
」
の
認
知
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、「
季
語
」
の
ル
ー
ツ
を
俳
句
の
源
流
で
あ
る
俳
諧
ま

で
遡
っ
て
江
戸
時
代
の
歳
時
記
の
い
く
つ
か
を
繙
い
て
み
よ
う
。

芭
蕉
以
前
の
歳
時
記
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
最
初
の
歳
時
記
（
季
寄
）
は
、
寛
氷
十
三
年
（
一
六

三
六
）
の
奥
書
の
あ
る
立
圃
の
俳
諧
作
法
書
『
は
な
ひ
草
』
で
あ

る
。
巻
末
に
「
四
季
之
詞
」
と
し
て
、「
四
季
之
詞
」
が
月
別
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
は
や
く
に
は
、
寛
永
十
年
（
一
六
三

三
）
刊
、
重
頼
編
の
俳
諧
撰
集
『
犬
子
集
』
が
、
春
夏
秋
冬
そ
れ

ぞ
れ
の
句
の
巻
頭
に
「
題
目
緑
」
と
し
て
「
四
季
之
詞
」
を
ま
と

め
て
掲
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
四
季
之
詞
」
が
「
題
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
（
和
歌
に
お
け
る

「
題
」
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）。

　
近
・
現
代
俳
句
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
芭
蕉
俳
諧
に
お
い
て
は
、

「
季
の
言
葉
」「
季
こ
と
ば
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
時
に
「
題
」
と

も
言
わ
れ
て
い
た
。

　
●
―
〔
竪
題
と
横
題
〕

　
そ
の
「
題
」
な
る
言
葉
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
が
、
元
禄

十
五
年
（
一
七
〇
二
）
刊
、
李
由
・
許
六
編
著
の
俳
論
書
『
宇
陀
法

師
』
の
中
に
、

　
　
　
題
に
竪
横
の
差
別
有
べ
し
。
近
年
、
大
根
引
の
た
ぐ
ひ
を

　
　
　
菊
・
紅
葉
一
―
列
に
書
き
な
ら
べ
出
す
る
、
覚
束
な
き
事
也
。



　
と
の
一
節
が
見
え
る
。「
題
」（
季
題
）
を
「
竪
題
」
と
「
横
題
」

に
分
け
る
考
え
方
で
あ
る
。
右
の
一
節
で
言
う
な
ら
ば
、「
菊
」

や
「
紅
葉
」
が
「
竪
題
」
で
あ
り
、「
大
根
引
」
が
「
横
題
」
で

あ
る
。
別
の
資
料
に
よ
っ
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
こ
と
に

す
る
。
許
六
の
門
弟
孟
遠
の
著
し
た
俳
論
書
『
秘
薀
集
』
が
そ

れ
で
あ
る
。
成
立
は
定
か
で
な
い
。
そ
の
中
に
「
竪
題
・
横
題
之

事
」
の
項
が
あ
り
、
左
の
ご
と
く
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
題
に
竪
横
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
先
づ
月
・
雪
・
花
・
時
鳥
・

　
　
鴈
・
鶯
・
鹿
・
紅
葉
の
類
、
み
な
み
な
竪
題
な
り
。
是
れ
本

　
　
歌
の
題
な
れ
ば
な
り
。
歌
、
連
歌
に
せ
ぬ
題
は
、
み
な
俳
諧

　
　
の
題
な
り
。
踊
・
角
力
・
ゑ
び
す
講
の
類
、
是
を
ば
横
と
は

　
　
い
ふ
な
り
。
近
年
、
世
上
み
だ
り
に
題
な
ら
ぬ
も
の
を
句
作

　
　
り
、
芭
蕉
流
の
発
句
と
て
い
た
す
人
あ
り
。
是
れ
以
て
の
外

　
　
の
事
な
り
。
惣
じ
て
題
は
翁
の
時
、
荒
増
極
り
あ
り
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
「
竪
題
」「
横
題
」
の
区
別
が
明
ら
か
と
な
る

の
で
あ
る
。
和
歌
以
来
の
「
題
」
が
「
竪
題
」
で
あ
り
、
俳
諧
に

な
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
題
」
が
「
横
題
」
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
横
題
」
が
ど
ん
ど
ん
増
加
さ
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
歯
止
め
と
し
て
、「
横
題
」
も
、
芭

蕉
時
代
に
概
ね
定
ま
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

　「
竪
題
」「
横
題
」
の
中
で
、「
横
題
」
の
ほ
う
は
、
江
戸
時
代

の
庶
民
生
活
の
色
相
を
濃
厚
に
湛
え
た
「
季
の
言
葉
」
で
あ
る

が
、「
竪
題
」
の
ほ
う
は
、
日
本
人
の
美
意
識
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と

も
い
う
べ
き
美
的
イ
メ
ー
ジ
が
纏
綿
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
本

意
」
と
呼
ん
で
い
る
・
江
戸
時
代
の
俳
人
た
ち
の
必
読
書
で
あ
っ

た
紹
巴
の
連
歌
論
書
『
至
宝
抄
』
は
、「
竪
題
」
の
「
本
意
」
に

触
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
『
秘
薀
集
』
が

「
竪
題
」
の
一
つ
に
あ
げ
て
い
る
「
時
鳥
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
時
鳥
は
、
か
し
ま
し
き
程
鳴
き
候
へ
ど
も
、
希
に
き
ゝ
、
珍

　
　
し
く
鳴
、
待
か
ぬ
る
や
う
に
詠
み
な
ら
は
し
候
。

と
記
し
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
（「
竪
題
」
そ
れ
ぞ
れ
の

「
本
意
」
に
つ
い
て
は
、
復
本
一
郎
著
『
芭
蕉
歳
時
記
―
竪
題
季
語
は

か
く
味
わ
う
べ
し
ー
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

こ
の
「
時
鳥
」
の
「
本
意
」
を
理
解
し
て
、
は
じ
め
て
杉
田
久
女

の
「
谺
し
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
し
い
ま
ゝ
」
の
面
白
さ
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

　
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
刊
、
重
頼
編
の
俳
諧
作
法
書
『
毛
吹

草
』
は
、「
四
季
之
詞
」
を
「
俳
諧
四
季
之
詞
」
と
「
連
歌
四
季

之
詞
」
に
分
け
て
月
別
に
「
四
季
之
詞
」
を
掲
出
し
て
い
る
が
、



「
俳
諧
四
季
之
詞
」
が
「
横
題
」
に
、「
連
歌
四
季
之
詞
」
が
「
竪

題
」
に
該
当
す
る
。
拙
稿
が
本
誌
『
俳
句
』
の
五
月
号
に
掲
載
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
俳
諧
四
季
之
詞
」
の
「
五
月
」
の
項
に

注
目
し
て
み
る
と
、「
桑
の
実
」「
杏
子
」「
楊
梅
」「
枇
杷
」「
紅

粉
の
花
」「
蚰
蜒
」「
蛭
」
等
、
今
日
で
も
馴
染
み
の
「
四
季
之

詞
」（
季
語
）
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
和

歌
や
連
歌
に
お
い
て
は
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
、
江
戸
時
代
の

俳
人
た
ち
が
庶
民
生
活
の
哀
歓
の
中
に
見
出
だ
し
た
「
横
題
」
と

し
て
の
「
四
季
之
詞
」
な
の
で
あ
る
。

　
●
―
〔
季
語
の
拡
充
・「
新
題
」〕

　
芭
蕉
の
孫
弟
子
、
許
六
門
の
孟
遠
は
、「
題
」
が
無
闇
に
増
加

し
て
い
く
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
た
が
、
一
方
、
時

代
の
推
移
と
と
も
に
、
時
代
を
反
映
し
て
の
「
題
」（
季
語
）
は
、

当
然
、
増
加
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
俳
句
の
「
新
し

み
」
も
保
証
さ
れ
る
と
の
考
え
も
あ
る
。
そ
ん
な
考
え
の
も
と
、

今
日
で
も
「
季
語
」
は
、
確
実
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
は
や
く
に

「
新
題
」
に
関
心
を
示
し
た
俳
人
に
秋
声
会
の
森
無
黄
が
い
る
。

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
十
二
月
発
行
の
「
秋
の
声
」
第
二

号
（
萬
巻
堂
）
に
寄
稿
し
た
「
今
日
の
俳
諧
」
な
る
評
論
の
中
で

左
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
月
並
調
を
離
れ
て
真
の
俳
諧
を
起
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
意
匠
の

　
　
巧
を
求
む
べ
き
こ
と
な
り
。
然
れ
ど
も
題
寄
せ
季
寄
の
古
臭

　
　
き
書
に
拠
て
、
徒
ら
に
今
に
あ
り
も
せ
ぬ
古
き
儀
式
古
き
道

具
な
ど
を
題
詠
に
す
る
間
は
、
と
て
も
古
人
の
言
尽
し
た
る

後
に
於
て
、
其
よ
り
旨
き
こ
と
の
考
付
く
べ
き
筈
な
し
。

之
を
避
く
る
に
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
焼
芋
、
招
魂
祭
、
耶

蘇
祭
な
ど
近
世
の
物
事
を
季
寄
の
中
に
編
入
し
て
、
其
の
範

囲
を
拡
張
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
秋
声
会
に
て
曽
て
「
陸
軍

始
」
て
ふ
新
題
を
出
し
た
る
こ
と
あ
り
し
が
、
一
度
限
り
に

て
廃
さ
れ
、
以
後
復
た
新
題
の
出
た
る
こ
と
を
聞
か
ず
、
連

句
や
雑
の
題
に
新
事
物
を
詠
み
込
む
人
往
々
あ
り
て
も
、
人

の
之
を
喝
采
す
る
者
少
き
ゆ
ゑ
、
自
然
之
を
詠
む
者
な
し
。

歎
く
べ
き
こ
と
と
謂
ふ
べ
し
。
秋
声
会
に
し
て
、
月
並
調
に

陥
ら
ん
と
心
掛
る
者
な
ら
ば
格
別
、
最
早
の
目
的
の
如
く
明

治
の
俳
諧
を
振
興
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
な
ら
ば
、
文
明
の
新

事
物
を
題
に
し
て
意
匠
新
ら
し
き
句
を
詠
み
出
で
、
天
下
を

し
て
之
に
傾
か
し
む
る
の
意
気
な
る
べ
か
ら
ず
。

　
子
規
と
同
時
代
の
「
日
本
派
」
以
外
の
俳
人
無
黄
が
「
月
並

調
」
批
判
を
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、



こ
こ
で
は
無
黄
の
「
新
題
」（
新
季
題
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
）
へ
の

関
心
に
注
目
し
た
い
。「
文
明
の
新
事
物
を
題
に
し
て
意
匠
新
ら

し
き
句
」
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
月
並
調
」
に
対
す
る
「
明
治

の
俳
諧
」（「
真
の
俳
諧
」）
を
将
来
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
無
黄
が
あ
げ
て
い
る
い
く
つ
か
の
「
新
題
」
の
中
で
「
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
」
な
ど
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ

う
。『
日
本
大
百
科
全
書
』（
小
学
館
）
を
繙
く
と
「
明
治
二
年
六

月
に
横
浜
の
町
田
房
造
が
馬
車
道
通
り
常
盤
町
五
丁
目
で
販
売
し

た
の
が
最
初
で
、
そ
の
後
明
治
二
十
一
年
に
東
京
・
銀
座
の
風
月

堂
米
津
、
明
治
三
十
二
年
に
東
京
・
銀
座
の
資
生
堂
が
発
売
す
る

に
及
ん
で
一
般
に
普
及
し
始
め
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
無
黄
が

右
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
は
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）

の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
本
人
が
自
負
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
よ
う
に

「
文
明
の
新
事
物
」
に
す
こ
ぶ
る
敏
感
に
反
応
し
て
い
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
実
作
は
、
と
な
る
と
、
さ
す
が
は

正
岡
子
規
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
八
月
二
十
三
日
付
の

高
浜
清
（
虚
子
）
宛
の
手
紙
の
中
に
、

　
　
一
匕
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
や
蘇
る

　
　
持
ち
来
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
や
簟

の
二
句
を
書
き
付
け
「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
は
近
日
の
好
味
早
速
貪

り
申
候
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
明
治
四
十
一
年
刊
の
今
井

柏
浦
編
『
新
撰
歳
時
記
』
が
「
ラ
ム
ネ
。
サ
イ
ダ
ー
。
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
」
の
項
に
子
規
の
〈
一
匕
〉
の
句
を
掲
出
し
て
い
る
）。

　
も
っ
と
も
「
新
題
」
を
無
闇
に
増
や
す
傾
向
を
疑
問
視
す
る
声

も
聞
こ
え
る
。
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
十
一
月
刊
の
『
俳
句
講

座
　
概
論
作
法
篇
』（
改
造
社
）
所
収
の
松
瀬
青
々
稿
「
季
題
の

範
囲
と
そ
の
推
移
と
の
考
察
」
の
中
で
、
青
々
は
左
の
ご
と
く
語

つ
て
い
る
。

　
　
明
治
こ
の
方
の
季
題
に
「
海
水
浴
」
が
あ
る
。「
火
事
」
を

　
　
冬
季
に
す
る
と
い
ふ
事
は
考
へ
物
で
あ
る
。「
端
居
」
を
夏

　
　
季
に
す
る
事
は
穏
当
で
無
い
。「
布
団
」
を
冬
季
に
し
た
事

　
　
は
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
、
古
人
の
感
じ
別
つ
事
は

　
　
流
石
で
あ
る
。（
中
略
）
新
題
に
懐
し
い
題
（
筆
者
注
・
大
阪

　
　
天
満
宮
の
「
秋
思
祭
」
の
ご
と
き
題
）
の
殖
え
る
事
は
誠
に
喜

　
　
ば
し
い
。
之
に
反
し
て
、
た
ゞ
新
ら
し
い
題
だ
と
い
ふ
丈
け

　
　
で
、
季
感
が
伴
は
ず
、
潤
ひ
の
無
い
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は

　
　
無
理
に
題
に
し
た
も
の
で
有
つ
て
、
顧
る
人
も
少
か
ら
う
。

　
　
旧
を
捨
て
新
に
就
く
の
が
推
移
の
常
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ

　
　
の
間
ま
た
、
永
遠
性
の
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
有



　
　
つ
て
、
そ
の
物
お
の
づ
か
ら
不
易
の
価
値
を
保
有
し
て
ゐ
る

　
　
の
で
あ
る
。

　
青
々
が
言
う
よ
う
に
「
季
題
」（
季
語
）
に
も
不
易
性
の
高
い

も
の
と
、
流
行
性
の
高
い
も
の
と
が
あ
ろ
う
。「
新
題
」
の
中
に

も
、
自
か
ら
不
易
性
を
備
え
た
「
季
題
」
も
存
在
す
る
わ
け
で
あ

る
。
時
代
の
息
吹
き
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
「
季
感
」
が
伴

い
、
潤
い
の
あ
る
と
こ
ろ
の
「
季
題
」（
季
語
）
で
あ
る
。
さ
し

ず
め
青
々
が
示
す
と
こ
ろ
の
「
海
水
浴
」
な
ど
、
そ
の
好
例
で
あ

ろ
う
。
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
十
二
月
刊
の
子
規
門
の
寒

川
鼠
骨
著
『
俳
句
新
歳
時
記
』（
大
学
館
）
は
、
い
ち
は
や
く
「
海

水
浴
」
を
立
項
し
、
左
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
。

　
　
▲
避
暑
　
海
水
浴
。
ハ
ン
モ
ッ
ク
。
都
門
の
暑
気
を
避
け
て

　
　
山
間
海
辺
に
行
く
を
避
暑
と
云
ひ
、
海
水
に
浴
し
て
遊
ぶ
を

　
　
海
水
浴
と
云
ひ
、
夏
季
樹
蔭
に
吊
し
て
其
上
に
寝
こ
ろ
ぶ
網

　
　
を
ハ
ン
モ
ッ
ク
と
云
ふ
、
何
れ
も
夏
季
の
行
事
な
り
。

　
ち
な
み
に
、
鼠
骨
は
『
新
歳
時
記
』
の
「
緒
言
」
に
お
い
て
、

　
　
俳
句
を
作
る
に
四
季
の
景
物
を
入
れ
る
の
は
、
其
の
季
の
景

　
　
物
に
よ
つ
て
其
の
時
候
の
連
想
を
起
さ
せ
る
が
為
め
で
、
若

　
　
し
此
の
季
の
物
を
入
れ
な
い
時
は
殆
ん
ど
狂
句
と
相
択
ぶ
所

　
　
な
く
、
全
く
非
文
学
的
の
文
字
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ

　
　
る
、
苟
も
俳
句
を
文
学
と
し
て
研
究
す
る
に
は
是
非
共
此
の

　
　
季
の
景
物
を
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

と
述
べ
て
い
る
。
小
稿
冒
頭
に
紹
介
し
た
寺
田
寅
彦
の
言
葉
と
相

呼
応
す
る
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
の
「
海
水
浴
」
の
実
際
の

例
句
と
な
る
と
、
見
出
だ
す
の
が
す
こ
ぶ
る
困
難
で
あ
る
。
多
く

の
類
題
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
「
海
水
浴
」
を
立
項
し
な
が
ら
も
、

「
潮
浴
」（
汐
浴
）
の
句
を
例
示
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
十
二
月
刊
、
今
井
柏
浦
編

「
最
近
新
二
萬
句
」（
博
文
館
）
中
の
、

　
　
海
水
浴
皆
上
り
た
る
海
紅
し
　
　
歩
沾

な
ど
初
期
に
お
け
る
貴
重
な
用
例
で
あ
ろ
う
。

　
●
―
〔
季
語
の
消
長
〕

　「
季
題
」（
季
語
）
の
中
に
は
、
大
部
の
歳
時
記
か
ら
も
消
え
て

い
く
運
命
に
あ
る
も
の
も
あ
る
。
最
新
の
歳
時
記
と
し
て
、
私
自

身
も
項
目
執
筆
に
か
か
わ
っ
た
飯
田
龍
太
・
稲
畑
汀
子
・
金
子
兜

太
・
沢
木
欣
一
監
修
の
『
新
日
本
大
歳
時
記
』（
講
談
社
）
全
五
巻

が
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
無
黄
が
「
新
題
」
と
し
て
主
張
し

た
「
招
魂
祭
」
は
立
項
さ
れ
て
い
る
が
「
耶
蘇
祭
」
は
入
っ
て
い

な
い
。
大
須
賀
乙
字
は
「
人
事
は
季
題
た
る
能
は
ず
」
と
の
言
葉



を
残
し
た
が
、
や
は
り
人
事
の
「
季
題
」（
季
語
）
に
お
い
て
待

に
そ
の
消
長
は
顕
著
で
あ
ろ
う
。

　
私
自
身
、『
新
日
本
大
歳
時
記
』
に
か
か
わ
っ
て
こ
ん
な
体
験

を
し
た
。
当
初
、
私
の
執
筆
担
当
分
で
あ
っ
た
夏
の
「
季
語
」
で

あ
る
「
百
物
語
」
を
総
ペ
ー
ジ
数
の
関
係
で
、
あ
る
時
期
、
除
外

し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
私
は
文
化
史
的
に
意
味
の
あ
る

「
季
語
」
で
あ
る
の
で
、
是
非
残
し
て
ほ
し
い
旨
主
張
し
た
。
幸

い
代
表
編
集
委
員
の
鷹
羽
狩
行
氏
の
御
理
解
に
よ
っ
て
事
無
き
を

得
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
「
百
物
語
」
が
歳
時
記

か
ら
消
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
平
成
十
三
年
「
俳
句
」
５
月
号
）


