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博
士
論
文

日
本
近
世
及
び
近
代
に
お
け
る
芭
蕉
の
受
容

序
章

本
稿
の
目
的
は
、
日
本
近
世
及
び
近
代
に
お
け
る
芭
蕉
受
容
の

あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

松
尾
芭
蕉
（
寛
永
二
十
一
〈
一
六
四
四
〉
年
～
元
禄
七
〈
一
六

九
四
〉
年
）
は
、
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
の
春
、
蛙
を
題
と
し

て
詠
ま
れ
た
句
を
集
め
た
発
句
合
の
中
で
、
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む

水
の
音
」
（
『
蛙
合
』
）
と
い
う
句
を
詠
ん
だ
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
古

池
句
」
の
成
り
立
ち
は
、
門
弟
支
考
の
『
葛
の
松
原
』
に
「
参
禅

問
答
」
と
結
ん
で
記
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
後
世
、
「
蕉
風

の
開
眼
」
や
「
禅
法
の
秘
鍵
」
と
無
限
大
に
崇
拝
さ
れ
、
文
化
三

（
一
八
○
六
）
年
に
は
、
朝
廷
よ
り
「
飛
音
明
神
」
の
号
が
下
賜

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
芭
蕉
百
回
年
忌
を
迎
え
る
こ
ろ
に
は
、
そ

の
神
格
化
の
進
展
は
さ
ら
に
深
ま
り
、
俳
人
た
ち
は
、
芭
蕉
を
「
正

風
の
元
祖
」
「
俳
神
」
「
俳
聖
」
「
伊
賀
の
文
星
」
と
い
う
よ
う
に

様
々
な
号
を
冠
し
て
呼
ぶ
こ
と
と
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
芭
蕉
神
格
化
は
、
明
治
期
に
入
っ
て
も
絶
え
る
こ

と
が
な
く
、
明
治
俳
壇
の
旧
派
俳
人
で
あ
っ
た
小
築
庵
春
湖
、
天

生
目
杜
南
な
ど
の
著
作
に
お
い
て
も
、
芭
蕉
の
人
物
像
は
相
変
わ

ら
ず
「
偉
人
」
「
聖
者
」
「
仏
祖
」
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。
ま

た
、
明
治
七
年
、
旧
派
俳
人
月
の
本
為
山
、
三
森
幹
雄
ら
は
、
「
俳

諧
明
輪
社
」
を
結
成
し
、
芭
蕉
の
権
威
を
さ
ら
に
強
調
し
、
神
格

化
の
進
展
を
い
っ
そ
う
広
め
る
運
動
を
お
こ
な
っ
た
。

大
正
期
に
入
る
と
、
大
正
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
背
景
に
し
た
俳
諧
運

動
の
下
で
、
旧
派
俳
人
の
影
響
力
は
次
第
に
弱
ま
っ
て
い
く
。
「
写

生
俳
句
」
を
提
唱
し
た
子
規
は
、
芭
蕉
の
句
を
時
に
、

芭
蕉
の
俳
句
は
過
半
悪
句
駄
句
を
以
て
埋
め
ら
れ
、
上
乗
と
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称
す
べ
き
者
は
其
何
十
分
の
一
た
る
少
数
に
過
ぎ
ず
。

（
『
芭
蕉
雑
談
』
・
「
悪
句
」
・
明
治
二
十
六
年
十
一
月
～
二
十
八
年

一
月
・
『
獺
祭
書
屋
俳
話
増
補
』
に
よ
る
）

と
極
端
に
否
定
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
同
じ
新
派
俳
人
で
あ
っ

た
小
林
一
郎
の
よ
う
に
、
「
参
禅
問
答
」
の
逸
話
に
付
会
さ
れ
た
神

格
化
さ
れ
た
「
古
池
句
」
を
否
定
し
た
上
で
、
あ
く
ま
で
も
文
学

的
立
場
か
ら
「
古
池
句
」
の
価
値
を
認
め
る
と
い
う
理
性
的
な
芭

蕉
論
も
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
芭
蕉
百
回
忌
の
前
後

を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
す
る
芭
蕉
神
格
化
の
動
き
は
、
大
正
末
期

ま
で
の
長
い
間
、
絶
え
る
こ
と
な
く
進
め
ら
れ
て
は
き
た
が
、
神

格
化
を
中
心
と
し
た
旧
来
の
芭
蕉
像
は
弱
ま
り
、
子
規
や
虚
子
の

主
張
し
た
「
人
間
芭
蕉
」
へ
の
探
求
が
台
頭
し
て
い
く
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
。
小
林
ら
の
著
作
に
、
芭
蕉
像
は
、
明
白
に
は
現
れ

て
い
な
い
が
、
神
格
化
さ
れ
た
「
古
池
句
」
を
批
判
し
た
点
か
ら

見
れ
ば
、
芭
蕉
そ
の
人
へ
の
見
方
も
次
第
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

現
代
に
至
っ
て
、
人
々
は
、
さ
ら
な
る
理
性
的
な
視
点
か
ら
、

芭
蕉
の
人
間
像
に
包
ま
れ
た
神
格
化
の
「
雲
」
を
払
い
、
い
わ
ゆ

る
等
身
大
の
芭
蕉
像
、
つ
ま
り
血
も
あ
れ
ば
肉
も
あ
る
よ
う
な
「
人

間
味
」
を
持
つ
芭
蕉
像
を
探
究
し
始
め
た
。
と
く
に
そ
の
動
き
は

時
に
は
時
代
の
潮
流
と
は
か
な
ら
ず
し
も
相
容
れ
な
い
感
性
や
考

え
方
を
も
つ
作
家
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
作
家
の
抱

い
て
い
た
芭
蕉
像
を
詳
細
に
考
察
さ
れ
た
の
が
、
ほ
と
ん
ど
唯
一

の
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
思
わ
れ
る
久
保
田
春
次
氏
の
『
芭
蕉
受
容

の
研
究
―
近
代
作
家
た
ち
の
芭
蕉
論
を
中
心
に
―
』
（
桜
楓
社
・
昭

和
四
十
九
年
刊
）
で
あ
っ
た
。
久
保
田
氏
は
近
代
文
学
作
家
の
著

作
に
注
目
さ
れ
、
「
黎
明
期
文
学
作
家
」
（
近
代
文
学
作
家
）
と
呼

ば
れ
る
渡
辺
沙
鴎
、
幸
田
露
伴
、
二
葉
亭
四
迷
、
芥
川
龍
之
介
、

島
崎
藤
村
ら
の
芭
蕉
受
容
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
さ
れ
た
。

本
稿
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
前
期
の
時
間
軸
に
沿
い
な
が
ら
、

久
保
田
氏
の
著
作
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
、

当
時
の
俳
壇
に
活
躍
し
て
い
た
俳
人
、
俳
諧
評
論
家
、
大
学
の
教

育
者
た
ち
の
芭
蕉
論
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
知
識
人
た
ち
が
子

ど
も
に
向
け
て
平
易
に
書
い
た
芭
蕉
入
門
書
な
ど
に
注
目
し
、
芭

蕉
人
物
像
の
変
遷
お
よ
び
「
古
池
句
」
の
理
解
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
テ
ー
マ
を
も
つ
ほ

と
ん
ど
唯
一
の
研
究
で
あ
る
久
保
田
氏
の
『
芭
蕉
受
容
の
研
究
―

近
代
作
家
た
ち
の
芭
蕉
論
を
中
心
に
―
』
（
桜
楓
社
）
が
、
副
題
の

示
す
よ
う
に
、
個
性
的
な
作
家
た
ち
の
芭
蕉
像
を
「
点
」
を
つ
な

ぐ
よ
う
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
本
論
文
は
、
よ
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り
幅
広
い
階
層
の
書
い
た
芭
蕉
論
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

の
芭
蕉
像
を
、
む
し
ろ
「
面
」
と
し
て
見
る
形
で
考
察
し
た
も
の

で
あ
る
。

本
稿
は
五
つ
の
章
か
ら
成
り
立
ち
、
各
章
を
次
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る
。

第
一
章
で
は
、
周
作
人
が
蕉
風
俳
諧
を
評
論
す
る
時
に
愛
用
し

た
「
閑
寂
」
の
評
語
お
よ
び
明
治
期
の
新
旧
両
派
俳
人
の
著
作
の

相
互
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

周
作
人
（
一
八
八
五
年
一
月
十
六
日

～
一
九
六
七
年
五
月
六
日
）

は
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
、
日
本
で
の
留
学
生
活
に
終
止

符
を
打
ち
、
故
郷
の
紹
興
に
戻
っ
た
。
周
は
日
本
文
化
や
文
学
へ

の
所
感
を
『
小
説
月
刊
』
に
集
中
的
に
発
表
し
た
が
、
蕉
風
俳
句

に
も
関
心
を
高
く
持
ち
、
「
閑
寂
」
の
評
語
を
使
い
な
が
ら
蕉
風
俳

句
の
特
徴
を
ま
と
め
て
い
る
。
中
国
歴
代
の
詩
文
評
類
や
仏
教
経

典
に
お
い
て
、
「
閑
寂
」
と
い
う
語
は
、
た
だ
大
自
然
の
静
寂
、
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
な
わ
び
し
い
自
然
環
境
に
囲
ま
れ
た
人
間
の
精

神
生
活
の
静
け
さ
を
表
す
形
容
詞
の
類
に
す
ぎ
ず
、
詩
論
用
語
と

し
て
使
わ
れ
た
「
閑
寂
」
の
用
例
は
、
一
例
も
な
い
と
言
っ
て
い

い
ほ
ど
で
あ
る
。
周
作
人
の
い
わ
ゆ
る
「
蕉
風
閑
寂
論
」
は
、
周

が
日
本
留
学
中
に
読
ん
だ
新
旧
両
派
の
俳
人
の
著
し
た
芭
蕉
作
品

評
論
専
門
資
料
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
と
想
定
す
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
当
時
の
俳
人
た
ち
は
、
新
旧
の
区
別
な
く
、
「
閑
寂
」

の
評
語
を
以
て
芭
蕉
を
評
論
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

春
湖
や
杜
南
を
代
表
と
す
る
旧
派
俳
人
は
、
江
戸
時
代
と
同
じ

く
、
芭
蕉
を
神
格
化
し
、
「
古
池
句
」
を
参
禅
問
答
と
付
会
す
る
形

で
大
々
的
に
喧
伝
し
た
。
そ
こ
に
使
わ
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
閑

寂
」
と
い
う
評
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
禅
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。

芭
蕉
は
、
「
芭
蕉
∙
禅
∙
閑
寂
」
と
い
う
形
で
三
位
一
体
化
さ
れ
、

明
治
俳
壇
の
芭
蕉
論
の
主
流
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
新
派
俳
人
は
、
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
自

体
に
は
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
が
、
「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」

と
結
び
つ
け
る
理
解
に
は
否
定
の
姿
勢
を
示
し
た
。
た
だ
し
「
古

池
句
」
を
、
「
禅
＝
閑
寂
」
と
い
う
視
点
か
ら
名
句
と
見
る
解
釈
は

否
定
し
た
が
、「
あ
り
の
ま
ま
」
を
詠
ん
だ
、
い
わ
ば
「
写
生
俳
諧
」

と
い
う
視
点
か
ら
の
「
禅
」
と
の
結
び
つ
き
は
肯
定
し
た
。

周
作
人
の
い
わ
ゆ
る
「
蕉
風
俳
句
閑
寂
論
」
は
、
決
し
て
特
殊

な
、
異
端
な
解
釈
で
は
な
く
、
ま
さ
に
日
本
留
学
時
代
の
環
境
に

お
い
て
、
ご
く
自
然
に
得
ら
れ
た
芭
蕉
観
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
で
は
、
明
治
期
の
俳
人
た
ち
が
蕉
風
俳
句
を
論
じ
る
と
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き
に
し
き
り
に
使
っ
て
い
た
「
閑
寂
」
と
い
う
評
語
を
、
江
戸
時

代
の
蕉
風
俳
句
評
論
用
語
か
ら
受
け
付
い
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。

芭
蕉
崇
拝
の
ブ
ー
ム
が
高
ま
っ
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
芭

蕉
百
回
忌
を
中
心
と
し
て
、
芭
蕉
神
格
化
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を

迎
え
て
い
た
。
朝
廷
を
も
巻
き
込
ん
だ
芭
蕉
神
格
化
の
中
で
、
「
古

池
句
」
を
評
論
す
る
さ
い
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
は
、
「
さ
び
」
と
い

う
評
語
で
あ
り
、「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
評
論
用
語
と
し
て
の
「
閑
寂
」
の

用
例
は
無
い
に
等
し
い
。
し
か
し
、
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、

明
治
期
に
入
る
と
、
「
さ
び
」
と
い
う
評
語
は
「
閑
寂
」
に
置
き
換

え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
明
治
開
国
期
に
お
け
る
漢

語
ブ
ー
ム
の
流
行
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

徳
川
幕
府
の
旧
体
制
か
ら
近
代
国
家
の
社
会
基
盤
を
打
ち
立
て

る
た
め
に
、
政
府
、
知
識
人
た
ち
は
、
政
治
、
法
律
、
医
学
の
よ

う
な
新
概
念
を
西
洋
か
ら
日
本
へ
導
入
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
用

い
ら
れ
た
言
葉
の
訳
語
も
大
量
に
作
ら
れ
、
庶
民
層
に
定
着
し
て

い
っ
た
。
そ
の
訳
語
の
ほ
と
ん
ど
は
当
然
漢
語
で
あ
っ
た
。
漢
語

の
多
用
に
伴
っ
て
漢
語
辞
書
や
漢
字
字
典
の
出
版
も
盛
ん
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
ら
の
辞
書
類
を
調
べ
る
と
、
「
寂
」
と
「
閑
寂
」
は
、

と
も
に
共
通
の
音
訓
と
語
釈
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

明
治
期
に
広
く
理
解
さ
れ
て
い
た
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
は
江
戸

時
代
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
江
戸
時
代
の
正

風
俳
諧
評
論
用
語
と
し
て
の
「
さ
び
（
寂
）
」
は
、
漢
文
脈
全
盛
の

時
代
背
景
の
中
で
、
漢
文
脈
に
相
応
し
い
「
閑
寂
」
へ
と
置
き
換

わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
章
で
は
、
第
一
章
を
踏
ま
え
、
明
治
期
の
旧
派
俳
人
の
所

謂
「
芭
蕉
∙
禅
∙
閑
寂
」
の
論
調
が
、
大
正
時
代
へ
と
ど
の
よ
う
に

流
れ
て
い
く
の
か
を
考
察
し
た
。

大
正
の
俳
壇
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
の
人
間
像
を
神
格
化
し
た
筆

致
で
綴
っ
た
論
調
は
か
な
り
弱
ま
っ
た
が
、
完
全
に
絶
え
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
代
表
論
と
し
て
は
、
俳
人
木
津
碩
堂
の
「
芭

蕉
偉
人
」
（
『
新
し
い
芭
蕉
翁
の
面
影
』
∙
石
塚
松
雲
堂
∙
大
正
十
一

年
刊
）
説
が
有
名
で
あ
る
。
木
津
は
明
治
期
の
旧
派
俳
人
で
あ
っ

た
春
湖
、
杜
南
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
旅
生
活
を
美
文
調
で
浪
漫
化

し
た
う
え
で
、
「
古
池
句
」
を
「
王
維
の
妙
を
あ
ら
わ
し
た
か
と
思

ふ
」
、
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
同
書
の
「
誄
辞
」
の
節
で
は
、
ま

た
「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
の
逸
話
に
付
会
し
て
、
「
禅
法
の

秘
鍵
」
「
禅
の
機
微
の
妙
」
を
表
す
一
句
で
あ
る
と
述
べ
、
あ
く
ま

で
も
明
治
の
旧
派
俳
人
の
「
芭
蕉
∙
禅
∙
閑
寂
」
三
位
一
体
の
方
向

に
沿
い
な
が
ら
、
芭
蕉
神
格
化
の
説
と
か
わ
ら
な
い
姿
勢
を
示
し
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て
い
る
。

一
方
、
俳
人
岡
本
黙
骨
の
「
芭
蕉
聖
者
説
」
は
、
芭
蕉
行
脚
十

八
箇
条
を
論
拠
に
、
芭
蕉
の
人
間
味
や
人
格
面
に
注
目
し
て
、
芭

蕉
の
「
聖
者
」
説
を
提
唱
し
て
い
る
。

以
上
の
両
極
端
に
分
か
れ
る
主
張
は
、
大
正
俳
壇
に
お
け
る
芭

蕉
論
の
代
表
と
な
っ
た
。
筆
者
の
調
べ
た
限
り
で
は
、
「
古
池
句
」

を
「
参
禅
問
答
」
と
結
ん
で
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
神
格
化
し
た
論

調
は
、
木
津
ら
の
著
作
以
外
に
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
参
禅
問
答
」
の
逸
話
を
批
判
し

た
意
見
は
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
「
古
池
句
」
に
対
す
る
理
解
が
変
わ

り
つ
つ
あ
る
中
で
、
芭
蕉
の
人
間
像
に
か
か
わ
る
関
連
意
識
も
変

わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
旧
派
俳
人
の
主
張
が
主
流
を
占
め

た
明
治
期
の
俳
壇
よ
り
、
大
正
の
俳
壇
で
は
、
新
派
俳
人
の
影
響

力
が
深
ま
る
よ
う
に
な
り
、
俳
諧
評
論
者
た
ち
は
次
第
に
芭
蕉
の

神
格
化
か
ら
視
線
が
離
れ
、
む
し
ろ
そ
の
人
間
味
を
重
視
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
背
景
に
は
、
子
規
と
虚
子
の
強
い
影
響
力

が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
虚
子
は
、
子
規
の
「
古
池
写
生

論
」
を
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
紙
上
に
祖
述
し
な
が
ら
、
そ
の
影
響
力

を
俳
壇
に
強
め
て
い
た
。
俳
句
の
革
新
に
必
ず
言
及
し
て
い
た
子

規
お
よ
び
虚
子
の
芭
蕉
論
は
、
大
正
俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
論
を
理

性
的
に
促
進
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
中
高
等
学
校
の
古
典
教
育
に
お

け
る
芭
蕉
像
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
受
容

の
あ
り
か
た
を
論
じ
た
。

昭
和
前
期
、
特
に
戦
前
の
芭
蕉
研
究
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
像
へ

の
理
解
と
言
え
ど
も
、
国
内
外
の
諸
情
勢
に
影
響
を
受
け
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
明
治
以
来
勢
い
を
増
し
て
き
た
国
粋
主
義
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
い
う
時
代
背
景
の
中
で
、
漢
文
学
の
影
響

力
を
弱
め
る
目
的
を
狙
い
、
「
国
威
発
揚
」
の
た
め
に
、
従
来
漢
文

学
を
中
心
と
し
た
国
語
教
育
に
和
文
を
積
極
的
に
導
入
し
よ
う
と

い
う
動
き
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
古
典
文
学
作
品
の
鑑
賞
を
基
本
的

な
教
育
方
針
と
し
た
中
高
等
の
国
語
教
育
に
も
、
「
人
格
面
へ
の
鍛

錬
」
と
い
う
方
向
性
へ
の
強
い
偏
り
が
見
え
始
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
教
育
方
針
に
沿
い
な
が
ら
、
当
時
使
わ
れ
て
い
た

教
科
書
や
教
師
用
指
導
書
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
の
人
物
像
が
、
「
人

格
者
」
「
求
道
者
」
「
隠
遁
者
」
「
人
情
豊
か
な
人
望
者
」
「
寂
し
い

人
」
（
堀
切
実
「
俳
聖
芭
蕉
像
の
誕
生
と
そ
の
推
移
」
ハ
ル
オ
∙
シ

ラ
ネ
等
編
『
創
造
さ
れ
た
古
典
』
に
収
録

新
曜
社
・
平
成
十
一

年
刊
）
な
ど
と
、
様
々
な
言
葉
で
評
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
。
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
は
、
ま
さ
に
「
民
族
の
美
風
」

を
発
揚
す
る
た
め
の
最
も
相
応
し
い
作
品
と
位
置
付
け
ら
れ
、
古
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典
教
育
の
教
材
（
教
師
用
指
導
書
や
教
科
書
）
と
し
て
用
い
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
政
府
の
立
場
に
都
合
の
良
い
功
利
な
目
的
を
帯
び

た
芭
蕉
像
と
、
当
時
の
純
粋
な
文
学
研
究
の
立
場
に
基
づ
い
て
見

た
芭
蕉
像
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

昭
和
戦
前
期
に
出
版
さ
れ
た
大
学
教
授
や
俳
人
の
芭
蕉
研
究
専

門
資
料
を
調
べ
る
と
、
芭
蕉
の
人
間
像
は
、「
人
格
者
」「
求
道
者
」

「
隠
遁
者
」
「
俳
道
に
精
進
し
た
俳
人
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、

芭
蕉
の
「
道
徳
面
」
や
「
人
格
面
」
を
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
志
田
義
秀
や
保
田
与
重
郎
の
よ
う
に
、
当
時
の
教

学
局
の
依
頼
に
応
じ
て
「
敬
虔
な
国
民
を
育
成
す
る
」
、
あ
る
い
は

「
愛
国
心
ヲ
成
育
ス
ル
」
と
い
う
教
育
方
針
と
合
致
さ
せ
て
、
「
尊

皇
」
「
敬
神
」
「
崇
仏
」
の
芭
蕉
像
、
い
わ
ば
「
戦
時
下
の
国
民
の

模
範
」
で
あ
っ
た
芭
蕉
像
も
作
り
あ
げ
て
い
た
。

「
愛
国
心
ヲ
成
育
ス
ル
」
教
育
方
針
を
実
施
し
た
も
と
で
、
多

く
の
芭
蕉
専
門
資
料
に
見
ら
れ
た
「
人
格
者
」
で
あ
る
芭
蕉
像
は
、

当
時
の
中
高
等
学
校
の
古
典
教
育
に
お
け
る
芭
蕉
像
に
合
致
し
た

が
、
「
隠
遁
者
」
等
の
よ
う
な
文
学
的
な
色
彩
を
帯
び
た
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
芭
蕉
像
を
更
に
庶
民
層
に
受
け
取
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
に
、

当
時
の
教
学
局
の
依
頼
に
応
じ
て
、
志
田
は
「
教
育
的
」
な
意
味

を
持
た
せ
た
芭
蕉
像
も
築
き
上
げ
た
。
こ
の
芭
蕉
像
の
二
面
性
こ

そ
が
、
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
受
容
の
特
徴
と
言
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

第
五
章
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書
に
お
け
る
芭
蕉
像

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

昭
和
戦
前
期
に
出
版
さ
れ
た
一
般
庶
民
向
け
の
芭
蕉
入
門
書
は
、

百
花
繚
乱
と
も
い
え
る
ほ
ど
様
々
な
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
が
、
基
本

的
に
は
、
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
資
料
と
同
じ
よ
う
に
、
芭
蕉
を
神

格
化
せ
ず
、
芭
蕉
を
「
俳
道
に
精
進
し
た
詩
人
」
「
隠
遁
者
」
「
人

格
者
」「
道
徳
者
」
な
ど
と
見
る
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ま
す
ま
す
迫
っ
て
く
る
戦
争
の
足
音
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
芭
蕉

像
も
、
時
局
に
見
合
っ
た
「
国
民
」
の
手
本
と
直
接
結
び
つ
け
ら

れ
る
も
の
へ
と
変
質
し
て
い
く
。
す
で
に
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
資

料
の
中
に
あ
っ
た
芭
蕉
像
、
す
な
わ
ち
「
教
育
的
意
義
」
を
持
た

せ
た
「
敬
虔
な
国
民
」
（
志
田
義
秀
、
保
田
与
重
郎
）
と
い
う
図
式

は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
向
け
入
門
書
の
中
で
、
ま
す
ま
す
強
調
さ

れ
、
普
遍
化
さ
れ
、
芭
蕉
は
、
戦
時
下
の
国
策
に
沿
っ
た
「
国
民
」

を
作
り
出
す
た
め
の
格
好
の
宣
伝
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
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第
一
章

周
作
人
に
お
け
る
芭
蕉
観

―
「
閑
寂
」
の
語
に
つ
い
て
―

は
じ
め
に

周
作
人
（
一
八
八
五
年
一
月
十
六
日
～
一
九
六
七
年
五
月
六
日
）

の
名
は
、
中
国
に
お
い
て
「
対
日
協
力
者
」
と
し
て
久
し
い
間
タ

ブ
ー
視
さ
れ
、
魯
迅
の
弟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
外
に
は
、
彼
の

「
人
と
作
品
」
を
詳
し
く
知
る
人
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、

近
年
で
は
、
中
国
現
代
の
散
文
家
、
文
学
理
論
家
、
翻
訳
家
、
ま

た
新
文
化
運
動
の
代
表
と
し
て
評
価
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
特
に
、

日
本
古
典
文
学
作
品
を
白
話
文
体
に
漢
訳
し
た
先
駆
者
と
位
置
付

け
ら
れ
、
白
話
文
体
の
改
革
に
よ
る
思
想
革
命
を
狙
っ
た
巨
大
な

試
み
は
、
当
時
中
国
文
壇
に
活
躍
し
た
有
識
者
の
積
極
的
な
姿
勢

や
決
心
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

周
作
人
は
、
一
九
○
六
（
明
治
三
十
九
）
年
、
日
本
に
留
学
し
、

五
年
後
の
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
の
秋
、
日
本
留
学
生
活

に
終
止
符
を
打
ち
、
故
郷
の
紹
興
に
戻
っ
た
。
帰
国
し
て
、
周
は

日
本
文
化
や
文
学
の
所
感
を
『
一
蕢
軒
雑
記
録
之
四
』
（
一
九
一
六

年
）
、
『
知
堂
回
想
録
』
（
一
九
三
三
年
）
、
『
閑
話
日
本
文
学
』
（
一

九
三
四
年
）
、
『
日
本
管
窺
』
（
一
九
三
五
年
）
な
ど
の
作
品
に
ま

と
め
て
発
表
し
た
。
そ
の
内
、
特
に
日
本
の
俳
句
、
川
柳
な
ど
、

所
謂
「
人
的
文
学
」
＊
１

を
積
極
的
に
翻
訳
、
紹
介
し
、
自
ら
新
詩

の
創
作
に
も
取
り
組
ん
だ
。
当
時
、
五
四
運
動
の
渦
巻
き
を
育
ん

だ
雰
囲
気
が
高
ま
っ
た
中
国
で
は
、
政
治
面
、
社
会
面
に
お
い
て

新
旧
が
交
錯
し
、
特
に
詩
壇
で
は
、
伝
統
の
古
文
を
廃
止
し
、
新

興
的
な
白
話
文
体
を
呼
び
か
け
る
声
が
日
々
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

文
学
の
動
向
に
鋭
い
察
知
力
を
持
っ
て
い
た
周
作
人
は
、
新
た
な

文
学
創
作
に
よ
っ
て
陳
腐
な
中
国
文
壇
に
新
風
を
吹
き
込
む
目
的

を
狙
っ
て
、
日
本
古
典
文
学
を
白
話
文
体
に
漢
訳
す
る
試
み
に
着

手
し
た
。

ま
ず
、
一
九
一
三
年
か
ら
一
九
六
六
年
に
か
け
て
の
長
い
時
期

に
お
い
て
、
周
作
人
は
『
徒
然
草
』（
第
十
四
段
、
一
九
二
五
年
）
、

『
古
事
記
∙
神
代
巻
』
（
一
九
二
六
年
）
、
『
日
本
狂
言
選
』
（
一
九

五
五
年
）
、
『
浮
世
風
呂
』
（
一
九
五
八
年
）
、
『
古
事
記
』
（
一
九
六

三
年
）
、『
源
氏
物
語
』（
第
六
章
ま
で

一
九
六
六
年
、
生
前
未
完
）

等
、
日
本
古
典
文
学
の
翻
訳
に
力
を
尽
く
し
た
。
そ
れ
以
外
に
、

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
翻
訳
も
行
っ
た
り
し
た
が
、
彼
の
翻
訳
活
動
全

体
か
ら
見
る
と
、
日
本
古
典
文
学
作
品
の
翻
訳
が
多
数
を
占
め
て

い
た
。
ま
た
、
彼
は
『
日
本
近
三
十
年
小
説
之
発
達
』
（
一
九
一
八

年
）
に
お
い
て
、
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
古
典
文
学
作
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品
を
ジ
ャ
ン
ル
別
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
作
者
お
よ
び
文

学
的
な
特
質
を
系
統
的
に
八
種
類
に
ま
と
め
て
い
た
。
以
上
の
よ

う
に
、
近
代
中
国
の
文
壇
に
日
本
古
典
文
学
を
紹
介
し
た
第
一
人

者
と
し
て
、
彼
は
、
五
四
運
動
直
後
の
中
日
文
学
交
流
に
傑
出
し

た
名
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
六
年
、
周
作
人
の
発
表
し
た
『
日
本
の
俳
句
』
（
『
日
本

的
俳
句
』
）
で
は
、
日
本
詩
歌
の
中
の
「
俳
句
」
に
注
目
し
、
そ
の

叙
情
性
を
高
く
評
価
し
た
。
一
九
二
一
（
大
正
十
一
）
年
五
月
十

日
に
刊
行
さ
れ
た
『
小
説
月
刊
』
第
十
二
卷
第
五
号
に
お
い
て
、

彼
は
、
芭
蕉
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
の
句
を
、
「
古
池

呀
―
蛙
跳
入
水
里
的
声
音
」
（
『
日
本
的
詩
歌
』
）
と
、
現
代
詩
歌

に
漢
訳
し
て
発
表
し
た
。
ま
た
、
同
年
度
に
出
版
さ
れ
た
『
小
説

月
刊
』
第
十
一
号
に
は
、
『
日
本
詩
人
一
茶
の
詩
』
（
『
日
本
詩
人

一
茶
的
詩
』
）
を
発
表
し
、
一
茶
の
俳
句
四
十
九
句
を
散
文
式
に
試

訳
し
た
。
さ
ら
に
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
青
年
』
第
六
卷
第

六
号
に
お
い
て
も
、
「
雑
訳
日
本
詩
三
十
首
」
を
発
表
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
の
翻
訳
活
動
か
ら
は
、
周
作
人
に
お
け
る
日
本
詩
歌
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
俳
諧
漢
訳
の
理

論
に
は
、
周
作
人
の
「
茘
枝
論
」
（
『
日
本
の
詩
歌
』
『
日
本
的
詩

歌
』
）
が
注
目
さ
れ
る
。

凡
是
诗
歌
，
皆
不
易
译
，
日
本
的
尤
甚
。
如
将
他
译
成
两
句

五
言
或
一
句
七
言
，
固
然
如
鸠
摩
罗
什
说
同
嚼
饭
哺
人
一
样
，

就
是
只
用
散
文
说
明
大
意
，
也
正
如
将
荔
枝
榨
了
汁
吃
，
香

味
已
变
，
但
此
外
别
无
适
当
的
方
法
，
所
以
我
们
引
用
的
歌
，

只
能
暂
用
此
法
解
释
了
。

（
筆
者
訳
）
凡
そ
詩
歌
と
は
、
皆
訳
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
詩
歌
は
特
に
そ
の
点
が
顕
著
で
あ
る
。
も
し
五
言
二

句
或
い
は
七
言
一
句
に
訳
し
て
も
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
鳩

摩
羅
什
が
言
っ
た
よ
う
に
、
た
だ
原
文
を
自
分
な
り
に
理
解

し
て
人
に
説
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
散
文
＊
２

で
大
意
を

説
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
さ
に
汁
を
搾
っ
た
茘
枝

を
食
べ
る
こ
と
の
よ
う
に
、
香
り
は
既
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
は
、
適
当
な
方
法
は
な
い

の
で
、
我
々
が
引
用
し
た
詩
歌
を
暫
く
こ
の
方
法
で
解
釈
せ

ざ
る
を
得
な
い
。

(

「
日
本
的
詩
歌
」
『
小
説
月
刊
』
第
十
二
巻
五
号

一
九
二
一

年
五
月
十
日
刊)

こ
こ
で
は
、
実
際
の
翻
訳
活
動
に
お
い
て
も
、
な
る
べ
く
原
作
の

「
風
味
」
を
保
つ
た
め
に
、
殆
ど
の
翻
訳
作
品
に
直
訳
の
方
法
を
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用
い
、
特
に
芭
蕉
お
よ
び
一
茶
の
俳
句
を
近
代
の
自
由
詩
体
に
漢

訳
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
周
の
試
み
を
踏
ま
え
て
、
五
四

新
文
化
運
動
の
直
後
、
中
国
の
新
派
詩
人
た
ち
は
、
日
本
俳
句
の

形
式
を
借
り
な
が
ら
中
国
語
で
も
っ
て
「
十
七
文
字
」
の
新
体
詩

を
試
作
し
た
。
こ
れ
が
所
謂
「
漢
俳
」
の
萌
芽
と
さ
れ
る
。

周
作
人
に
お
け
る
日
本
古
典
作
品
の
漢
訳
活
動
に
つ
い
て
の
研

究
は
、
近
年
、
中
国
か
ら
の
留
学
生
や
研
究
者
を
中
心
に
活
発
に

な
さ
れ
て
い
る
＊
３

。
中
で
も
、
呉
紅
華
氏
の
『
周
作
人
と
江
戸
庶

民
文
芸
』
（
創
土
社
∙
二
○
○
五
）
が
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
氏
は
、
江
戸
時
代
か
ら
台
頭
し
た
庶
民
文
学
が
周
作

人
の
文
学
創
作
に
与
え
た
影
響
、
周
作
人
の
作
風
及
び
江
戸
文
芸

の
相
互
関
係
、
ま
た
周
作
人
に
お
け
る
江
戸
文
学
の
理
解
と
受
容

な
ど
、
多
方
面
に
わ
た
り
、
周
の
文
学
活
動
を
考
察
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
中
で
、
周
作
人
と
蕉
風
俳
句
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

呉
氏
は
、
周
作
人
に
お
け
る
「
苦
味
」
を
帯
び
た
作
風
の
源
は
、

兼
好
、
芭
蕉
、
一
茶
、
と
り
わ
け
一
茶
と
川
柳
か
ら
大
き
な
影
響

を
受
け
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
た
。
日
本
の
俳
句
史
の
中
で
最
も

大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
の
は
芭
蕉
で
あ
る
が
、
呉
氏
の
著
作
に
よ

れ
ば
、
周
の
芭
蕉
へ
の
関
心
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
よ
う
に
思
え

る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
行
研
究
で
は
、
周
作
人
が
日
本
留
学
の
時
代
に
あ
た
っ
た
明

治
後
期
に
お
い
て
は
、
周
が
、
当
時
の
俳
壇
に
流
布
し
て
い
た
芭

蕉
論
や
蕉
風
論
を
如
何
に
認
識
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
の
か
、
ま

た
、
明
治
後
期
の
芭
蕉
俳
諧
の
研
究
書
の
い
ず
れ
を
読
ん
だ
の
か
、

と
い
う
諸
問
題
に
つ
い
て
触
れ
る
研
究
は
な
い
。
俳
句
の
漢
訳
、

あ
る
い
は
漢
俳
の
誕
生
に
果
た
し
た
周
作
人
の
先
駆
的
役
割
に
く

ら
べ
る
と
、
こ
の
方
面
に
対
す
る
研
究
は
、
意
外
に
盲
点
と
な
っ

て
い
る
。

本
章
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
周
作
人
研
究
の
現
状
を
踏
ま
え
、

周
作
人
の
著
作
を
検
証
し
た
う
え
で
、
周
作
人
が
芭
蕉
を
ど
の
よ

う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。

一
、
周
の
渡
日
し
た
時
代
背
景
及
び
「
小
詩
」
へ
の
理
解

中
国
の
新
詩
文
の
登
場
は
、
「
五
四
運
動
」
の
大
き
な
時
代
背
景

の
も
と
で
、
近
代
中
国
の
文
壇
を
席
巻
し
た
文
学
の
革
新
運
動
に

よ
る
も
の
と
考
え
る
。
「
西
学
東
漸
」
の
思
潮
が
走
っ
た
当
時
の
文

壇
に
お
い
て
、
西
洋
の
新
詩
体
と
中
国
の
伝
統
古
詩
文
と
が
、
混

じ
り
合
わ
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
、
従
来
の
古
詩
文
の
存
否
を

巡
り
、
白
話
文
体
改
革
の
先
端
を
占
め
た
新
旧
両
派
の
間
に
、
激

し
い
論
争
を
巻
き
起
こ
し
て
い
た
。
新
派
の
陣
営
に
属
す
る
周
作
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人
を
始
め
と
し
た
陳
独
秀
、
李
大
釗
、
胡
適
ら
は
、
白
話
文
体
及

び
新
詩
体
改
革
を
強
く
主
張
し
、
一
九
一
七
年
『
新
青
年
』
に
発

表
し
た
周
の
『
古
詩
今
訳
』
は
、
白
話
文
体
革
新
に
志
す
氏
の
大

き
な
決
心
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
周
作
人
は
明
治
三
十
九
年
、
日

本
留
学
を
決
め
た
。
渡
日
以
降
、
周
は
、
当
時
の
日
本
文
壇
で
活

躍
し
て
い
た
島
崎
藤
村
、
志
賀
直
哉
の
文
人
圏
に
入
り
、
日
本
文

学
界
に
お
け
る
新
思
潮
や
新
た
な
動
向
を
身
近
く
感
受
す
る
機
会

を
得
て
、
と
く
に
日
本
の
詩
歌
に
寄
せ
た
周
の
関
心
が
高
ま
り
つ

つ
あ
っ
た
姿
勢
が
示
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
一
年
に
作
成
し

た
『
周
作
人
日
記
』
に
収
録
さ
れ
た
「
日
本
の
小
詩
（
日
本
的
小

诗
）
」
、
「
一
茶
の
俳
句
（
一
茶
的
俳
句
）
」
、
「
谈
俳
文
（
談
俳
文
）
」

等
を
代
表
と
し
た
七
篇
で
は
、
日
本
文
学
に
対
す
る
当
時
の
周
の

深
い
考
え
が
見
ら
れ
る
。
中
国
の
知
識
人
層
に
限
っ
て
作
ら
れ
た

古
体
詩
文
よ
り
、
周
は
日
本
詩
歌
に
お
け
る
基
盤
の
広
さ
に
興
味

を
示
し
て
お
り
、
小
泉
八
雲
の
言
葉
を
借
り
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
た
。

诗
歌
在
日
本
同
空
气
一
样
的
普
遍
，
无
论
什
么
人
都
感
着
，

都
能
读
能
作
。
不
但
如
此
，
到
处
还
耳
朵
里
听
见
，
眼
睛
里

到
看
见
。
耳
里
听
见
，
便
是
凡
有
工
作
的
地
方
，
就
有
歌
声
。

田
野
的
耕
作
，
街
市
的
劳
力
，
都
合
着
歌
的
节
奏
一
同
做
。

倘
说
歌
是
蝉
的
一
种
表
现
，
我
们
也
仿
佛
可
以
说
歌
是
这
国

民
的
一
生
的
表
现
。

（
「
日
本
的
詩
歌
」
『
小
説
月
刊
』
第
十
二
卷
第
五
号
一
九
二

一
年
五
月
十
日
刊
）

（
筆
者
訳
）
日
本
の
国
で
は
、
詩
歌
は
空
気
の
よ
う
に
遍
在

し
て
い
る
。
誰
も
彼
も
詩
歌
の
存
在
を
実
感
で
き
れ
ば
、
ま

た
読
む
こ
と
も
作
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
日

本
の
至
る
と
こ
ろ
で
、
聞
か
れ
、
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
仕
事
を
す
る
人
の
い
る
場
所
に
は
必
ず
歌
声
が
聞

こ
え
る
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
田
ん
ぼ
を
耕
し
て
い
る
人

で
も
、
ま
た
市
街
の
労
働
者
で
も
、
皆
、
歌
の
リ
ズ
ム
に
合

わ
せ
て
働
い
て
い
る
。
仮
に
歌
を
蝉
の
表
現
の
一
種
と
言
っ

た
ら
、
我
々
は
、
歌
は
こ
の
国
の
国
民
性
の
一
種
と
言
え
る

の
で
あ
ろ
う
。

周
作
人
は
、
ま
た
「
小
詩
」
（
俳
句
）
の
特
徴
に
対
す
る
理
解
を

端
的
に
表
し
て
い
た
。

日
本
的
诗
歌
在
普
遍
的
意
义
上
统
可
以
称
作
小
诗
，
但
现
在
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所
说
只
是
限
于
俳
句
。
因
只
有
十
七
个
音
，
比
三
十
一
个
音

的
和
歌
要
短
了
。

（
「
日
本
的
小
詩
」『
晨
報
幅
镌
』
一
九
二
三
年
四
月
三
日
刊
）

（
筆
者
訳
）
日
本
の
詩
歌
を
一
般
的
な
意
義
で
は
、
す
べ
て
小

詩
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
言
及
し
た
の
は
俳
句

に
限
っ
て
い
る
。
十
七
音
し
か
な
い
の
で
、
三
十
一
音
の
和

歌
よ
り
更
に
短
く
な
る
。

和
歌
や
俳
句
を
「
小
詩
」
と
称
し
た
周
作
人
は
、
中
国
の
古
典
詩

に
対
し
て
、
日
本
詩
歌
の
一
層
の
含
蓄
さ
、
そ
れ
に
叙
情
性
に
優

れ
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
、
「
日
本
的
诗
歌
实
在
可
以
说
是
理
想
的

小
诗
了
。
（
日
本
の
詩
歌
は
実
に
理
想
的
な
小
詩
で
あ
ろ
う
）
」
と

結
論
を
ま
と
め
て
い
た
。

周
の
所
謂
「
日
本
の
小
詩
」
に
お
い
て
、
特
に
関
心
を
寄
せ
た

の
は
芭
蕉
の
俳
句
で
あ
る
。
一
九
一
六
年
刊
『
叒
社
叢
刊
』
の
第

四
号
に
掲
載
し
た
「
一
蕢
軒
雑
記
録
」
に
お
い
て
、
周
は
蕉
風
俳

句
の
芸
術
性
の
高
さ
を
賞
賛
し
た
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

俳
句
以
芭
蕉
和
无
村
作
为
最
胜
。

（
筆
者
訳
）
俳
句
は
芭
蕉
及
び
蕪
村
を
も
っ
て
最
も
優
れ
た
も

の
と
す
る
。

芭
蕉
の
俳
句
を
高
く
評
価
し
て
い
た
周
作
人
は
、
蕉
風
の
特
徴
を

如
何
な
る
言
葉
で
論
評
し
て
い
た
の
か
。
彼
が
帰
国
後
に
発
表
し

た
多
数
の
文
学
論
評
か
ら
、
周
の
芭
蕉
論
の
一
斑
が
う
か
が
え
る
。

二
、
周
作
人
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
理
解

周
作
人
は
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
か
け
て
、
文
学
革

新
の
論
戦
前
線
と
思
わ
れ
た
『
文
学
雑
誌
』
、
『
小
説
月
刊
』
な
ど

に
お
い
て
、
俳
句
や
和
歌
に
関
わ
る
論
説
や
文
学
漢
訳
理
論
を
相

次
い
で
掲
載
し
た
。
そ
の
内
、
特
に
蕉
風
俳
句
に
言
及
し
た
部
分

を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
通
り
と
な
る
。

①
、
第
二
期
的
变
化
在
十
七
世
末
，
当
日
本
的
元
禄
时
代
，

松
尾
芭
蕉
出
来
推
翻
了
纤
细
诙
诡
的
俳
谐
句
法
，
将
俳
句
提

高
了
，
造
成
一
种
闲
寂
趣
味
的
诗
，
在
文
艺
上
确
定
了
位
置
。

世
称
「
正
风
」
或
「
蕉
风
」
的
句
，
为
俳
句
的
正
宗
。
芭
蕉

本
来
也
是
旧
派
徘
人
的
门
下
，
但
是
他
后
来
觉
得
不
满
足
，

一
天
深
夜
听
见
青
蛙
跳
进
池
内
的
声
响
，
突
然
大
悟
做
了
一
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诗
道
，古

池
呀-

-
-
-

青
蛙
跳
入
水
里
的
声
音
。

自
从
以
后
他
就
转
换
了
方
向
，
离
开
了
谐
谑
的
旧
道
，
致
力

于
描
写
自
然
之
美
与
神
秘
。
他
有
全
国
行
脚
，
实
行
孤
寂
的

生
活
，
使
诗
中
长
成
了
生
命
，
一
方
面
就
受
了
许
多
门
人
，

「
蕉
风
」
的
句
便
统
一
了
俳
坛
。

（
「
日
本
的
小
詩
」
『
晨
報
副
镌
』
一
九
二
三
年
四
月
三
日
刊
）

（
筆
者
訳
）
第
二
期
の
変
化
は
、
十
七
世
紀
の
末
期
に
起
こ

り
、
日
本
の
元
禄
時
代
に
当
た
っ
た
時
期
で
あ
る
。
松
尾
芭

蕉
は
、
繊
細
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
俳
諧
作
法
を
廃
止
し
、
閑
寂

の
趣
に
満
ち
た
詩
を
作
り
始
め
、
俳
句
を
高
め
、
文
学
上
の

地
位
を
確
立
し
た
。
そ
の
故
に
、
世
に
「
正
風
」
或
い
は
「
蕉

風
」
と
呼
ば
れ
た
句
は
、
俳
句
の
主
流
と
な
っ
た
。
芭
蕉
は

そ
も
そ
も
旧
派
の
門
下
に
帰
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
俳
風
に

満
足
し
て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
日
の
深
夜
、
蛙
が
池
に
飛
び

込
む
音
を
聞
い
て
、
芭
蕉
は
突
然
俳
句
の
正
道
を
悟
り
、
次

の
句
を
詠
ん
だ
。

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

そ
れ
以
来
、
芭
蕉
は
、
俳
諧
作
り
の
方
向
を
変
え
て
、
戯
れ

の
古
い
道
か
ら
脱
出
し
て
、
自
然
の
美
及
び
神
秘
を
描
く
こ

と
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
全
国
を
行
脚

し
、
孤
独
な
生
活
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
の
詩

に
お
け
る
生
命
力
を
充
実
さ
せ
た
。
一
方
、
芭
蕉
は
数
多
く

の
門
人
を
も
っ
た
こ
と
で
、
「
蕉
風
」
の
句
は
、
俳
壇
を
統
一

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

②
、
后
人
对
于
他
这
古
池
之
句
加
上
许
多
玄
妙
的
解
释
，
以

为
含
蓄
着
宇
宙
人
生
的
真
理
，
其
实
未
必
如
此
，
不
过
他
听

到
了
水
声
，
悟
到
自
然
中
的
诗
境
，
为
他
改
革
俳
句
的
动
机
，

所
以
具
有
重
大
的
意
义
罢
了
。

（
右
同
）

（
筆
者
訳
）
後
ほ
ど
の
人
た
ち
は
、
彼
の
「
古
池
や
」
の
句

に
多
数
の
玄
妙
な
理
解
を
加
え
て
、
こ
の
句
に
宇
宙
や
人
生

の
真
理
が
ふ
く
ま
れ
る
と
考
え
て
き
た
が
、
実
は
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
芭
蕉
は
た
だ
水
の
音
が
聞
こ
え
て
、
自

然
に
お
け
る
詩
の
趣
を
悟
っ
た
に
過
ぎ
な
い
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
芭
蕉
自
身
が
俳
句
革
新
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
言

う
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
重
大
な
意
義
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ

る
。
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③
、
芭
蕉
所
提
倡
的
句
可
以
说
是
含
有
禅
味
的
诗
，
虽
然
不

比
一
定
藏
着
什
么
圆
融
妙
理
，
总
之
是
充
满
着
幽
玄
闲
寂
的

趣
味
那
是
明
了
的
了
。

（
右
同
）

（
筆
者
訳
）
芭
蕉
が
唱
え
た
句
は
、
「
禅
味
」
の
あ
る
詩
と
言

え
よ
う
。
必
ず
し
も
完
璧
で
優
れ
た
哲
理
が
含
ま
れ
て
い
な

い
が
、
と
は
い
え
、
要
す
る
に
幽
玄
閑
寂
の
趣
を
帯
び
て
い

る
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

④
、
内
容
上
，
当
初
两
者
都
注
重
诙
谐
味
及
文
字
的
戏
弄
，

唯
「
蕉
风
」
的
句
倾
向
于
闲
寂
趣
味
，
成
为
「
高
蹈
派
」
的

小
诗
。

(

「
日
本
的
詩
歌
」
『
談
龍
集
』
一
九
二
一
年
五
月
十
日
刊
）

（
筆
者
訳
）
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
当
初
、
両
方
（
談
林
派
と

貞
門
派

筆
者
注
）
と
も
滑
稽
及
び
文
字
の
戯
れ
を
重
ん
じ

て
い
た
。
但
し
「
蕉
風
」
の
み
が
、
閑
寂
の
趣
に
偏
る
傾
向

を
帯
び
て
、
「
高
蹈
派
」
の
小
詩
に
な
っ
て
い
く
。

⑤
、
芭
蕉
提
倡
闲
寂
趣
味
，
首
创
蕉
风
的
俳
句
。

(

「
日
本
的
詩
歌
」
『
小
説
月
刊
』
第
十
二
巻
五
号

一
九
二
一

年
五
月
十
日
刊)

（
筆
者
訳
）
芭
蕉
は
閑
寂
の
趣
を
唱
え
て
、
初
め
て
蕉
風
俳

句
を
立
て
た
。

⑥
、
元
禄
年
间
（
十
八
世
纪
上
半
）
俳
谐
师
松
尾
芭
蕉
忽
能

悟
彻
，
弃
了
旧
派
的
言
词
的
游
戏
兴
起
一
味
闲
寂
趣
味
的
诗

风
，
便
立
定
了
文
学
上
的
俳
句
的
基
本
。

（
右
同
）

（
筆
者
訳
）
元
禄
年
間
（
十
八
世
紀
前
半
）
俳
諧
師
の
松
尾

芭
蕉
は
い
き
な
り
俳
諧
を
悟
り
、
旧
派
に
お
け
る
言
葉
の
戯

れ
を
振
り
捨
て
、
閑
寂
の
趣
の
詩
風
を
興
し
た
。
因
っ
て
、

芭
蕉
は
文
学
上
に
お
け
る
俳
諧
の
基
盤
を
打
ち
立
て
た
。

⑦
、
芭
蕉
差
不
多
是
金
冬
心
所
谓
心
出
家
庵
饭
粥
僧
，
虽
然

他
的
著
作
没
有
方
外
的
酸
馅
气
，
但
是
他
有
闲
寂
自
然
与
禅

悦
相
通
的
环
境
，
不
是
凡
人
所
能
企
及
，
他
的
诗
自
不
必
说
，

文
亦
能
表
示
出
这
种
境
界
来
。
也
有
乃
是
中
流
认
识
，
既
弄
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俳
谐
自
然
奉
芭
蕉
为
祖
师
，
却
不
见
得
有
禅
的
趣
味
。

(
「
談
俳
文
」
『
文
学
雑
誌
』
第
一
巻
二
期
一
九
三
七
年
七
月

刊)

（
筆
者
訳
）
芭
蕉
は
、
金
冬
心
の
所
謂
心
出
家
庵
飯
粥
僧
の
如

く
、
彼
の
著
作
に
は
世
俗
の
「
文
章
気
味
」
は
一
切
感
じ
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
閑
寂
及
び
禅
味
を
貫

く
境
地
が
あ
る
の
で
、
一
般
の
人
が
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。

彼
の
詩
は
も
と
よ
り
、
文
ま
で
こ
れ
ほ
ど
の
境
地
が
あ
る
と

言
え
よ
う
。
一
方
、
俳
諧
を
作
っ
た
一
般
人
も
い
た
が
、
俳

諧
を
作
っ
た
以
上
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
芭
蕉
を
師
匠
に
し

て
い
た
が
、
彼
ら
の
作
で
は
必
ず
し
も
禅
味
を
備
え
て
い
る

と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑧
、
他
（
一
茶
）
的
诗
脱
离
了
松
尾
芭
蕉
的
闲
寂
的
趣
味
。

（
「
一
茶
的
俳
句
」
『
文
学
雑
誌
』
第
一
巻
二
期
一
九
三
七
年

七
月
刊
）

（
筆
者
訳
）
彼
（
一
茶
）
の
詩
は
松
尾
芭
蕉
の
閑
寂
の
趣
か

ら
脱
出
し
た
。

以
上
の
引
用
か
ら
見
れ
ば
、
周
作
人
は
、
芭
蕉
の
人
間
像
を
「
禅

僧
」
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
、
蕉
風
俳
諧
の
特
徴
を
「
閑
寂
」

と
い
う
評
語
で
繰
り
返
し
て
強
調
し
て
い
た
。

周
が
日
本
に
留
学
し
て
い
た
明
治
末
期
の
俳
壇
で
は
、
後
で
詳

し
く
論
じ
る
よ
う
に
、
旧
派
の
俳
人
が
主
張
し
て
い
た
江
戸
期
以

来
の
「
芭
蕉
神
格
化
」
の
論
調
が
な
お
主
流
を
占
め
て
い
た
。
上

述
の
よ
う
に
、
周
作
人
の
い
わ
ば
「
蕉
風
閑
寂
説
」
は
、
こ
の
日

本
留
学
時
代
の
俳
壇
の
主
流
を
占
め
て
い
た
旧
派
の
論
調
に
影
響

を
受
け
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
中
国
と
日
本
の

古
典
詩
文
に
お
け
る
「
閑
寂
」
の
諸
用
例
に
影
響
さ
れ
て
、
芭
蕉

の
俳
句
を
論
じ
る
際
に
そ
の
ま
ま
応
用
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
次
章
に
て
検
証
し
た
い
。

三
、
中
国
と
日
本
の
古
典
に
お
け
る
「
閑
寂
」
の
諸
用
法

「
閑
（
閒
）
寂
」
の
言
葉
は
、
『
漢
語
大
詞
典
』
（
漢
語
大
詞
典

出
版
社
）
に
よ
れ
ば
、
「
静
寂
」
と
語
釈
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
中

国
の
古
典
詩
文
及
び
仏
教
経
典
＊
４

で
は
、
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
は

ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
代
表
例
か
ら
見
て

み
よ
う
。

ま
ず
は
、
「
閑
寂
」
か
ら
発
生
し
た
人
間
の
精
神
生
活
の
高
踏
さ
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に
関
わ
る
描
写
の
使
い
方
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
代
表
例
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
。梁

宗
室

上

藻
性
恬
静
、
獨
處
一
室
、
牀
有
膝
痕
、
宗
室
衣
冠
莫
不
楷
則
。

常
以
爵
祿
太
過
、
每
思
屏
退
、
門
庭
閑
寂
、
賓
客
罕
通
。

（
李
延
寿
∙
『
南
史
』
卷
五
十
一
∙｢

梁
宗
室
上｣

∙
列
傳
第
四

十
一
∙
唐
∙
显
庆
四
年
）

『
大
佛
頂
首
楞
言
神
呪
』
∙
「
菩
薩
本
行
経
」

往
昔
久
遠
無
數
世
時
，
有
五
通
比
丘
。
名
精
進
力
。
在
山
中

樹
下
閑
寂
求
道
時
，
有
四
禽
依
附
左
右
。
常
得
安
隱
。
一
者

鴿
、
二
者
烏
、
三
者
毒
蛇
、
四
者
鹿
。

（
『
法
苑
珠
林
』
∙
卷
三
十
二
∙
唐
∙
総
章
元
年
）

そ
の
一
方
、
自
然
描
写
、
環
境
描
写
に
使
わ
れ
る
「
閑
寂
」
の

用
法
も
一
般
的
に
見
ら
れ
る
。

北
亭
卧

樹
綠
晚
隂
合
、
池
涼
朝
氣
清
。
蓮
開
有
佳
色
、
鶴
唳
無
凡
聲
。

唯
此
閒
寂
境
、
愜
我
幽
獨
情
。
病
假
十
五
日
、
十
日
臥
茲
亭
。

明
朝
吏
呼
起
、
還
復
視
黎
甿
。

（
白
居
易
∙
『
白
氏
長
慶
集
』
卷
二
十
一
∙
唐
∙
長
慶
四
年
）

例
示
の
よ
う
に
、
中
国
の
古
典
及
び
仏
教
経
典
に
見
ら
れ
た
「
閑

寂
」
は
、
大
自
然
の
静
寂
な
景
色
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
侘

び
し
い
環
境
に
囲
ま
れ
た
人
間
の
精
神
生
活
の
高
踏
的
な
静
け
さ

を
表
現
す
る
時
に
用
い
る
用
法
が
、
基
本
的
で
あ
ろ
う
。
周
作
人

の
い
わ
ば
「
蕉
風
閑
寂
論
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
一
種
の

詩
論
用
語
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
中
国
の

詩
論
の
中
に
、
詩
論
用
語
と
し
て
の
「
閑
寂
」
の
用
例
は
極
め
て

乏
し
い
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
＊
５
。

周
作
人
が
、
多
く
の
日
本
古
典
作
品
を
中
国
語
に
翻
訳
し
て
い

く
過
程
で
、
芭
蕉
そ
の
人
や
俳
句
を
評
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
「
閑

寂
」
と
い
う
評
語
の
用
い
ら
れ
方
に
触
れ
る
可
能
性
も
想
定
で
き

る
の
で
、
次
に
、
日
本
の
古
典
作
品
に
お
け
る
「
閑
寂
」
の
使
わ

れ
方
も
見
て
お
き
た
い
。
日
本
の
古
典
に
お
け
る
「
閑
寂
」
の
代

表
例
見
て
み
る
と
、

自
吾
閑
寂
家
僮
倦

春
樹
春
栽
秋

草

秋

わ
が
か
ん
せ
き
に
し
て
か
と
う
の
う
ん
じ
よ
り

は
る
の
き
は

は

る

う

ゑ

あ
き
の
く
さ
は
あ
き
な
り

（
菅
原
文
時
∙
「
栽
秋
花
」
∙
『
和
漢
朗
詠
集
∙
寛
仁
二
〈
一

○
一
八
〉
年
）



- 16 -

此
所
素
属
山
陰
閑
寂
幽
棲
也
、
加
之
紅
葉
緑
松
交
枝
之
躰
、

黄
菊
青
苔
帯
露
之
粧
、
感
荷
是
一
。

（
『
吾
妻
鏡
』
∙
寛
元
元
〈
一
二
四
三
〉
年
九
月
五
日
）

さ
び
し
さ
は
さ
ら
で
も
た
え
ぬ
山
里
の
夕
悲
し
き
秋
の
雨
か

な

閑
寂
の
窓
に
春
秋
の
雨
を
夕
に
事
よ
せ
て
よ
め
る
心
相

似
て
侍
れ
ど
、
右
猶
勝
ち
侍
る
べ
く
や
。

（
『
百
首
歌
合
』
∙
建
長
八
〈
一
二
五
六
〉
年
）

あ
ま
り
閑
寂
の
中
に
ほ
つ
と
し
て
居
た
ほ
ど
に
、
ふ
つ
と
去

年
の
事
を
思
出
ぞ
。

（
『
三
体
詩
幻
雲
抄
』
∙
大
永
七
〈
一
五
二
七
〉
年
）

の
よ
う
に
、
日
本
の
古
典
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、
中
国
の
古
典

詩
文
か
ら
み
た
「
閑
寂
」
の
使
い
方
と
同
様
に
、
自
然
や
環
境
の

静
け
さ
を
描
写
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
用
法
が
一
般
的
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
日
本
の
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
書
か
れ

た
漢
詩
文
の
抄
物
や
漢
詩
詩
論
書
＊
６

、
禅
詩
詩
集
、
ま
た
五
山
の

禅
林
詩
集
に
お
い
て
も
、
「
閑
寂
」
の
言
葉
を
詩
論
用
語
と
し
て
使

っ
た
用
例
は
一
切
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

周
作
人
が
、
芭
蕉
や
蕉
風
俳
諧
を
「
閑
寂
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
で
端
的
に
表
現
し
た
背
景
に
、
こ
の
よ
う
な
中
国
の
詩
文
や
日

本
の
古
典
文
学
に
お
け
る
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
ら
れ
方

を
、
彼
自
身
の
目
で
芭
蕉
を
解
釈
し
た
さ
い
の
直
感
と
し
て
、
独

自
に
援
用
し
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
よ

り
も
む
し
ろ
、
周
作
人
が
日
本
に
留
学
し
て
い
た
時
期
に
当
た
る

明
治
末
期
の
俳
壇
で
活
躍
し
て
い
た
俳
人
た
ち
の
著
作
に
、
芭
蕉

そ
の
人
や
俳
風
を
「
閑
寂
」
と
い
う
評
語
で
論
評
す
る
趨
勢
が
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
評
論
書
か
ら
、
「
蕉
風
閑
寂
」
の
見
方
を
得
た
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
か
。
次
章

に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。

四
、
明
治
期
に
流
行
し
た
芭
蕉
像
及
び
蕉
風
俳
論

周
作
人
が
留
学
し
た
明
治
期
の
俳
壇
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
明
治
二
十
年
以
降
、
俳
句
革
新
を
主
張
し
た
正
岡
子
規
、

内
藤
鳴
雪
を
代
表
と
し
た
新
派
俳
人
は
、
「
写
生
俳
句
」
の
理
念
を

か
か
げ
、
天
保
以
降
の
俳
句
に
お
け
る
「
穿
ち
」
、
「
理
屈
」
、
「
教

訓
」
を
重
視
し
た
、
所
謂｢

月
並
調｣

を
打
破
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

俳
句
の
「
叙
情
性
」
及
び
「
絵
画
性
」
を
主
張
し
た
。
一
方
、
小
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築
庵
春
湖
等
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
旧
派
俳
人
（
月
並
調
俳
人
）

は
、
俳
諧
師
匠
の
権
威
を
高
め
、
洋
語
を
排
斥
す
る
こ
と
を
目
的

に
し
て
、
明
治
年
間
、
俳
句
の
「
幽
玄
」
、
「
わ
び
」
、
「
さ
び
」
の

審
美
意
識
を
数
多
く
の
著
書
に
お
い
て
主
張
し
て
い
た
。

一
方
、
蕪
村
た
ち
が｢

蕉
風
復
興｣

を
提
唱
し
た
時
期
か
ら
、
文

化
三
（
一
八
○
六
）
年
に
至
っ
て
、
芭
蕉
が
「
古
池
や
」
（
貞
享
三

〈
一
六
八
六
〉
年
）
の
一
句
に
よ
っ
て
「
飛
音
大
明
神
」
と
祭
り

上
げ
ら
れ
た
間
に
わ
た
り
、
「
芭
蕉
神
格
化｣

は
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
を
迎
え
て
い
た
。
そ
の
後
明
治
に
い
た
っ
て
も
「
芭
蕉
神
格
化
」

の
流
れ
は
変
わ
ら
ず
、
周
作
人
が
日
本
に
留
学
す
る
前
の
明
治
俳

壇
で
も
、
江
戸
期
の
「
芭
蕉
神
格
化
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
「
枯

枝
や
」
そ
し
て
「
古
池
や
」
の
二
句
を
巡
り
、
新
旧
両
派
の
間
に
、

芭
蕉
像
及
び
蕉
風
俳
論
に
関
わ
る
論
戦
が
ま
き
お
こ
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
両
派
の
蕉
風
論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
予
め
両
派

に
お
け
る
芭
蕉
の
人
間
像
に
関
わ
る
理
解
を
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
い
、
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
俳
諧
研
究
書
の
代
表
作

を
派
別
に
分
け
、
表
に
ま
と
め
て
巻
末
に
添
付
し
た
。
こ
れ
ら
の

著
作
か
ら
見
た
芭
蕉
像
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

四
∙
一
「
仏
祖
」
や
「
神
様
」
の
よ
う
な
芭
蕉
像

ま
ず
、
明
治
元
年
に
刊
行
さ
れ
た
旧
派
俳
人
の
小
築
庵
春
湖
の

『
芭
蕉
翁
古
池
眞
伝
説
』
（
私
家
版
）
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
の
代
表

句
と
さ
れ
る
「
古
池
句
」
が
、
「
芭
蕉
と
仏
頂
和
尚
参
禅
問
答
」
の

中
で
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
説
を
記
し
た
俳
人
月
舟
（
旧
派
）
の
文

章
を
引
用
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
芭
蕉
の
人
間
像
を
「
神
格
化
」

の
流
れ
の
中
で
記
し
て
い
た
。

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

(

前
略)

妙
な
る
か
、
妙
な
る
か
、
爰
に
俳
諧
の
眼
ひ
ら
け
て
、

天
地
を
う
こ
か
し
鬼
神
を
感
ぜ
し
め
ぬ
べ
し
。
是
こ
そ
敷
島

の
道
と
も
い
ふ
べ
く
、
仏
を
つ
く
る
功
徳
に
も
た
く
ら
ふ
へ

け
れ
。
人
丸
の
陀
羅
尼
西
行
の
讃
仏
乗
も
わ
づ
か
に
十
七
字

の
中
に
こ
め
て
、
向
上
の
一
路
に
遊
び
、
真
如
法
性
の
光
を

は
な
ち
て
、
遠
く
天
下
の
俗
俳
を
や
ぶ
り
、
今
時
の
俳
人
を

正
風
の
真
路
に
み
ち
び
か
ん
こ
と
、
此
翁
な
り
。
あ
ゝ
、
天

地
風
雅
也
。
万
像
風
雅
也
。
是
風
雅
仏
祖
の
肝
膽
也
。

芭
蕉
は
、
仏
祖
に
喩
え
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
で
あ
る
と
喧
伝
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
崇
拝
に
よ
る
芭
蕉
の
神
格
化
の
記
述

は
、
明
治
初
期
の
俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
受
容
の
「
神
格
化
」
の
ス

タ
ー
ト
を
切
り
、
明
治
旧
派
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
方
向
性
を
決
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め
た
。
こ
の
よ
う
な
大
原
則
に
沿
い
な
が
ら
、
俳
人
藻
魚
庵
大
蟲

の
『
芭
蕉
年
譜
』
（
成
立
年
代
未
詳

明
治
初
年
稿
か
）
で
も
、
芭

蕉
の
人
間
像
を
神
格
化
す
る
風
潮
に
結
び
付
け
た
姿
勢
が
窺
え
る
。

「
芭
蕉
」
の
節
で
は
、

後
光
明
帝
の
御
代
し
ろ
し
め
す
は
じ
め
の
こ
ろ
、
文
星
伊
賀

の
分
野
に
降
り
て
、
時
機
相
応
の
俳
聖
と
ぞ
あ
ら
は
れ
る
。

正
風
宗
師
芭
蕉
翁
こ
れ
也
。

（
『
芭
蕉
年
譜
』
）

の
よ
う
に
「
神
様
」
と
喩
え
る
筆
致
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

旧
派
俳
人
の
小
此
木
信
一
郎
の
『
俳
諧
史
伝
』
に
お
い
て
も
、
芭

蕉
の
「
古
池
句
」
を
巻
首
に
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
な
手
放
し
の

信
仰
と
も
い
え
る
芭
蕉
へ
の
敬
愛
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

(

前
略)

神
武
国
開
き
給
ひ
し
よ
り
、
こ
こ
に
三
千
載
。
わ
が

邦
も
と
よ
り
蓋
世
の
文
豪
に
乏
し
か
ら
ざ
る
な
り
。
さ
れ
ど

寥
々
た
る
一
枝
の
筆
を
以
て
、
十
七
文
字
の
裡
に
、
天
地
の

玄
妙
を
喝
破
し
、
平
民
的
叙
情
短
歌
の
根
基
を
確
立
し
た
る

松
尾
芭
蕉
の
大
伎
倆
に
至
つ
て
は
、
ま
た
そ
の
比
を
見
ざ
る

と
こ
ろ
と
す
。(

中
略)

芭
蕉
が
身
旁
よ
り
発
射
す
る
光
明
は
、

日
と
と
も
に
、
月
と
と
も
に
輝
き
わ
た
り
て
、
た
と
ひ
頑
迷

固
執
の
一
泒
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
る
譏
と
罵
と
を
蒙
り
し
と

は
い
へ
、
宛
も
一
宗
開
始
の
高
僧
の
如
く
、
ま
た
威
力
あ
ら

た
か
な
る
神
の
如
く
、
無
上
の
敬
意
を
さ
ゝ
げ
ら
れ
、
祖
翁

を
尊
ば
れ
、
後
代
二
百
有
余
年
の
間
、
幾
万
千
の
人
ゝ
が
、

渇
仰
帰
依
す
る
さ
ま
を
み
ば
、
さ
ら
に
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
き

も
の
あ
り
。
か
れ
が
わ
が
詩
壇
新
紀
元
を
開
き
た
る
の
大
手

腕
は
、
よ
く
か
ゝ
る
無
限
の
崇
敬
と
、
驚
く
べ
き
勢
力
と
を

有
す
べ
き
は
、
敢
し
て
疑
ふ
に
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
、

か
れ
が
欽
仰
す
べ
き
純
情
、
玲
瓏
玉
の
如
き
天
与
の
賦
性
、

ま
た
そ
の
因
を
な
せ
し
に
あ
ら
ざ
る
な
き
を
知
ら
む
や
。

（
小
此
木
信
一
郎
『
俳
諧
史
伝
』
∙
女
学
雑
誌
社
∙
明
治
二
十

七
年
刊
）

小
此
木
の
よ
う
な
芭
蕉
賛
美
論
は
、
明
治
旧
派
俳
人
達
を
貫
い
た

芭
蕉
論
の
主
流
で
あ
る
が
、
以
上
の
三
例
か
ら
は
、
芭
蕉
の
功
績

や
実
力
を
正
し
く
評
価
し
よ
う
と
い
う
か
け
ら
も
感
じ
な
い
。
む

し
ろ
芭
蕉
を
盲
目
的
に
「
神
格
化
」
し
た
典
型
的
な
論
調
で
あ
っ

た
。

四
∙
二
「
聖
者
」
や
「
偉
人
」
の
よ
う
な
芭
蕉
像
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一
方
、
芭
蕉
の
人
間
像
を
高
め
る
た
め
に
、
各
種
の
逸
話
を
借

り
て
神
格
化
し
た
記
録
も
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
十
年
十
月
に

刊
行
さ
れ
た
内
田
不
知
庵
著
『
芭
蕉
後
傳
』
（
博
文
館
）
の
一
節
に

は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

芭
蕉
が
直
江
津
を
通
り
か
か
っ
た
夜
、
あ
る
寺
に
立
ち
寄
り
、

宿
泊
を
頼
ん
だ
が
、
住
職
に
乞
食
だ
と
誤
解
さ
れ
て
し
ま
い
、
寺

院
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
芭
蕉
は
顔
色
一
つ
変
え
ず

に
、
弟
子
に
向
か
い
、
自
分
た
ち
が
こ
れ
ほ
ど
の
仕
打
ち
を
受
け

る
の
も
前
世
の
因
果
で
あ
る
、
と
、
弟
子
の
憤
り
を
鎮
め
よ
う
と

す
る
逸
話
で
あ
る
。
芭
蕉
の
態
度
に
つ
い
て
、
内
田
は
、

古
し
へ
の
聖
者
の
風
あ
り
と
い
ふ
べ
し
。

と
、
芭
蕉
の
人
間
像
を
評
し
て
い
た
。

芭
蕉
の
「
神
格
化
」
は
、
彼
の
死
後
早
く
も
始
ま
っ
て
い
た
。

芭
蕉
追
善
の
た
め
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
諸
追
善
集
で
は
、
芭
蕉

の
生
涯
や
旅
を
「
詩
想
を
求
め
る
旅
」
や
「
詩
嚢
を
肥
や
す
旅
」

の
よ
う
に
次
第
に
浪
漫
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
そ
の

好
例
に
は
、
明
治
四
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た
天
生
目
杜
南
の
『
評

伝
芭
蕉
』
が
あ
る
。
杜
南
は
芭
蕉
を
「
偉
人
」
と
位
置
づ
け
て
、

芭
蕉
の
生
涯
を
誠
に
華
麗
で
浪
漫
的
な
筆
致
を
も
っ
て
綴
る
記
述

を
残
し
た
。

偉
人
芭
蕉
の
生
地
は
伊
賀
国
上
野
と
云
ひ
（
中
略
）
、
こ
の
涙

と
徳
量
と
は
、
彼
が
驚
天
動
地
の
事
を
為
さ
ず
と
も
、
光
輝

か

き

や

う

て

ん

ど

う

ち

こ

と

な

く

わ

う

き

赫
々
た
る
功
明
を
樹
て
ず
と
も
、
是
れ
等
に
優
る
こ
と
万
ゝ

か

く

／

＼

こ

う
み
や
う

た

こ

ま

さ

な
り
。
彼
れ
死
し
て
、
茲
に
二
百
余
年
、
琵
琶
湖
頭
の
天
地

か

し

こ

ゝ

び

わ

こ

と

う

て

ん

ち

悠
ゝ
と
し
て
、
永
く
の
偉
人
を
埋
む
。
石
山
の
月
は
、
彼
れ

な

が

ゐ

じ

ん

う

づ

い

し

や

ま

つ

き

が
名
を
照
ら
し
、
唐
崎
の
松
風
は
、
彼
れ
が
德
を
歌
ふ
も
の

な

て

か

ら

さ

き

か

と

く

う

た

ゝ
如
し
。
誠
に
灑
ゝ
慕
ふ
べ
き
の
偉
人
な
る
哉
。

ま
こ
と

じ

た

ゐ

じ

ん

（
天
生
目
杜
南
『
評
伝
芭
蕉
』
∙
博
文
堂
∙
明
治
四
十
二
年
刊
）

杜
南
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
生
涯
を
「
理
想
化
」
或
い
は
「
浪
漫
化
」

し
た
論
調
は
、
芭
蕉
崇
拝
の
執
筆
態
度
の
も
と
で
生
ま
れ
た
芭
蕉

賛
美
の
代
表
論
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
の
神
格
化
し
た
芭
蕉
像
の
一
方
、
「
神
様
」
ほ
ど
に
は
描
か

れ
な
く
て
も
、
「
禅
」
の
世
界
に
生
き
る
高
踏
的
な
神
秘
感
を
持
た

せ
た
芭
蕉
像
も
存
在
し
て
い
る
。
瓊
音
の
『
蕉
風
』
「
鶯
笠
」
の
節

で
は
、芭

蕉
翁
を
世
の
人
俳
諧
師
と
の
み
思
へ
る
は
大
な
る
誤
り
な

り
。
そ
も
／
＼
蕉
翁
は
一
家
の
道
人
に
し
て
、
傍
に
俳
諧
を

好
ま
れ
し
な
り
。
然
る
に
此
の
僻
終
に
棄
て
が
た
く
、
幸
い
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其
道
を
も
て
一
筋
の
新
風
を
発
し
、
生
涯
の
は
か
り
事
と
な

し
て
是
に
道
意
を
述
べ
ら
れ
し
な
り
。

（
沼
波
瓊
音
『
蕉
風
』
∙
金
港
堂
∙
明
治
三
十
八
年
刊
）

以
上
の
論
調
か
ら
見
る
と
、
明
治
元
年
の
春
湖
の
『
芭
蕉
古
池

真
伝
』
か
ら
、
中
期
の
小
此
木
一
郎
、
内
田
魯
庵
ら
を
経
て
、
後

期
の
沼
波
瓊
音
と
天
生
目
杜
南
ま
で
、
旧
派
俳
人
に
描
き
上
げ
ら

れ
た
芭
蕉
像
や
蕉
風
論
は
、
一
貫
し
て
、
明
治
末
期
の
芭
蕉
研
究

書
ま
で
延
々
と
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
崇
拝
の
見
方
に
基
づ
い
て
、
明
治
期

の
俳
壇
で
は
蕉
風
俳
諧
が
如
何
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
に
、

旧
派
俳
人
の
蕉
風
論
を
如
何
な
る
著
書
に
残
し
て
、
周
作
人
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
続
い
て
検
討
し
た
い
。

四
∙
三

芭
蕉
の｢

閑
寂｣

の
様
々

当
時
出
版
さ
れ
た
数
多
く
の
旧
派
俳
人
関
係
の
芭
蕉
研
究
資
料

の
中
で
は
、
芭
蕉
そ
の
人
や
俳
風
を
語
る
時
に
繰
り
返
し
使
わ
れ

た
言
葉
が
目
に
付
く
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
周
作
人
が
多
用
し
て
い

た
「
閑
寂
」
と
い
う
一
語
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
芭
蕉
自
身
が
用
い
た
「
閑
寂
」
の
用
例
と
は
、
『
猿
蓑
』

に
収
め
ら
れ
る
『
幻
住
庵
記
』
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
。
芭
蕉
は
『
奥

の
細
道
』
の
旅
を
終
え
、
上
方
で
静
養
し
て
い
た
時
、
国
分
山
に

草
庵
を
結
び
、
住
わ
び
た
山
居
生
活
を
、

昼
は
宮
守
の
翁
、
里
の
老
人
な
ど
入
来
り
て
、
い
の
し
ゝ
の

稲
く
ひ
あ
ら
し
、
兔
の
ま
め
は
た
に
き
ょ
ふ
な
ど
、
我
聞
し

ら
ぬ
な
し
に
日
を
暮
し
、
か
つ
は
ま
れ
ま
れ
と
ぶ
ら
ふ
人
々

も
侍
し
に
、
夜
座
静
に
し
て
影
を
伴
ひ
、
罔
両
に
是
非
を
こ

ら
す
。
か
く
い
へ
ば
と
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
閑
寂
を
好
み
、
山

野
に
跡
を
か
く
さ
す
と
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
病
身
人
に
倦
で
、

世
を
い
と
ひ
し
人
に
似
た
り
。

と
、
『
方
丈
記
』
を
連
想
さ
せ
る
閑
居
の
様
子
を
「
閑
寂
」
と
い
う

言
葉
で
表
現
し
た
。
ま
た
、
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
四
月
、
去

来
の
要
請
に
応
じ
て
、
芭
蕉
は
落
柿
舎
に
赴
き
、
八
月
五
日
ま
で

滞
在
し
た
間
の
生
活
を
『
嵯
峨
日
記
』
に
記
し
て
い
た
。
芭
蕉
が

見
た
落
柿
舎
の
幽
居
生
活
及
び
室
内
の
飾
り
付
け
と
は
、

障
子
つ
づ
く
り
、
葎
ひ
き
か
な
ぐ
り
、
舎
中
の
片
隅
一
間
の

と
こ
ろ
伏
彪
と
定
む
。
机
一
、
硯
、
文
庫
、
白
氏
文
集
、
本

朝
百
人
一
首
、
世
継
物
語
、
源
氏
物
語
、
土
佐
日
記
、
松
葉

集
を
置
。
並
唐
の
蒔
画
書
い
た
る
五
重
の
器
に
さ
ま
／
＼
の
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菓
子
ヲ
盛
、
名
酒
一
壼
さ
か
づ
き
添
え
た
り
。
夜
の
衾
調
薬

の
も
の
ど
も
京
よ
り
持
来
つ
て
ま
ず
し
か
ら
ず
、
我
が
貧
賤

を
忘
れ
て
清
閑
を
楽
し
む
。

（
『
古
典
俳
文
学
大
系
五
∙
芭
蕉
集
』
に
よ
る
）

『
幻
住
庵
記
』
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
あ
た
り
の
景
色
の
静
け
さ

の
描
写
こ
そ
な
い
が
、
芭
蕉
は
そ
の
環
境
を
「
清
閑
」
と
い
う
言

葉
で
表
現
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
節
は
、
明
治
三
十
年
に
出
版
さ
れ
た
内
田

魯
庵
の
『
芭
蕉
庵
桃
青
伝
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
た
が
、
魯
庵
は
、

芭
蕉
が
「
清
閑
」
と
絶
賛
し
た
落
柿
舎
の
幽
居
生
活
を
「
閑
寂
」

の
評
語
に
置
き
換
え
て
評
価
し
て
い
る
。

落
柿
舎
は
嵯
峨
の
閑
寂
な
る
あ
た
り
に
あ
り
て
、
灰
吹
の
掃

除
、
隣
の
据
膳
、
理
窟
と
大
鼾
の
禁
制
等
、
風
流
の
侘
を
極

め
た
れ
ば
、
芭
蕉
も
此
幽
栖
を
楽
し
ん
で
俳
腸
を
養
ひ
し
な

る
べ
し
。

（
内
田
魯
庵
『
芭
蕉
庵
桃
青
伝
』
∙
博
文
堂
∙
明
治
三
十
年
刊
）

芭
蕉
の
文
中
に
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
魯
庵
は
芭
蕉
の
住
ま
い
と
い
え
ば
「
閑
寂
」
な

所
、
と
い
う
連
想
が
直
ち
に
は
た
ら
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
明
治
三
十
二
年
に
出
版
し
た
『
鬼
貫
素
堂
全
集
』
に

も
、
同
じ
内
田
魯
庵
が
執
筆
し
た
『
芭
蕉
後
傳
』
を
収
録
し
て
い

た
。
そ
の
中
の
「
芭
蕉
の
生
活
及
び
嗜
好
」
の
一
節
に
お
い
て
、

魯
庵
は
、
夏
目
成
美
が
著
し
た
『
随
斎
諧
話
』
の
一
節
を
引
用
し
、

芭
蕉
の
日
常
生
活
を
「
閑
寂
」
の
評
語
で
評
論
し
た
。

(

前
略)

越
後
国
高
田
今
町
聴
信
寺
一
向
宗
に
芭
蕉
行
脚
の
頃

の
道
服
を
蔵
す
。
地
は
紬
の
よ
う
に
て
鼠
色
同
じ
く
帯
一
筋
、

筆
一
本
墨
硯
等
あ
り
。

（
「
芭
蕉
の
生
活
お
よ
び
嗜
み
」
『
鬼
貫
素
堂
全
集
∙
芭
蕉
後

傳
五
』
∙
内
田
不
知
庵
∙
博
文
堂
∙
明
治
三
十
年
刊
）

に
対
し
て
、

芭
蕉
は
閑
寂
を
以
て
自
然
の
真
趣
な
り
と
し
、
華
美
豪
奢
を

去
り
た
る
素
撲
の
生
活
主
に
人
生
の
真
面
目
を
認
め
、
能
く

箇
中
の
消
息
を
解
し
て
深
く
玩
味
し
た
る
を
も
て
俳
諧
と
な

り
…
…
す
で
に
閑
雅
幽
栖
を
楽
し
ん
で
、
惣
て
の
矯
飾
を
棄

つ
れ
ば
朴
素
と
な
り
、
倹
勤
と
な
り
、
真
摯
と
な
り
、
謹
厳

と
な
り
、
質
真
と
な
り
、
篤
実
と
な
る
は
当
然
の
理
数
に
し
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て
、
若
し
芭
蕉
の
教
ふ
る
如
く
に
従
は
ば
、
縦
令
聖
賢
を
望

ま
ざ
る
も
又
君
子
た
ら
ざ
る
を
得
ん
や
。

（
右
同
）

芭
蕉
の
嗜
好
に
関
わ
る
賛
美
や
人
格
的
魅
力
ま
で
を
昇
華
し
て
、

誇
張
し
た
論
調
と
考
え
ら
れ
る
。

魯
庵
は
ま
た
、
同
書
に
お
い
て
、
芭
蕉
終
焉
直
前
の
あ
り
さ
ま

を
記
し
た
偽
書
『
花
屋
日
記
』
（
江
戸
後
期
の
俳
諧
書
。
僧
藁
井
文

暁
編
。
文
化
八
〈
一
八
一
々
〉
年
刊
）
か
ら
芭
蕉
の
形
見
や
遺
物

に
関
す
る
記
録
を
引
用
し
な
が
ら
、

又
庵
中
に
飾
り
し
仏
壇
の
釈
迦
像
は
『
花
屋
日
記
』
に
見
え

た
る
遺
物
の
出
山
仏
、
御
長
一
寸
一
分
と
あ
る
と
同
じ
物
な

る
べ
し
。
（
中
略
）
芭
蕉
の
閑
寂
は
本
と
仏
教
の
無
常
観
に
胚

胎
し
頻
り
に
仏
道
還
依
し
た
れ
ば
、
此
の
仏
躰
の
外
、
鉄
如

意
、
銅
鉢
、
お
よ
び
仏
頂
よ
り
付
与
さ
れ
た
る
紙
縷
袈
裟
等

は
行
脚
の
折
々
も
携
へ
て
隨
庵
の
什
器
と
な
し
に
き
。（

右
同
）

と
述
べ
、
芭
蕉
と
「
閑
寂
」
の
結
び
つ
き
を
繰
り
返
し
主
張
し
た
。

魯
庵
が
思
い
描
い
た
芭
蕉
像
も
、
「
高
僧
」
や
「
賢
者
」
の
よ
う
で

あ
り
、
こ
れ
ま
で
見
た
旧
派
の
論
調
と
大
差
な
い
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。

も
う
一
例
を
見
て
み
よ
う
。
明
治
三
十
八
年
に
出
版
さ
れ
た
能

得
秋
虎
の
『
俳
諧
講
演
集
』
は
、
前
年
の
八
月
に
筑
波
会
が
主
催

し
た
俳
句
の
夏
期
講
習
会
に
お
け
る
講
演
十
一
編
を
集
め
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
哲
学
者
秋
虎
の
「
芭
蕉
論
」
が
見
ら
れ

る
。

此
閑
寂
と
い
う
も
の
を
非
常
に
芭
蕉
が
好
む
、
俳
諧
の
寂
栞

は
さ
う
い
ふ
處
か
ら
出
て
居
る
。
芭
蕉
は
賑
や
か
な
処
が
嫌

ひ
で
す
。
だ
か
ら
し
て
静
か
な
処
に
閉
篭
つ
て
い
る
の
が
好

き
な
ん
で
す
。
夫
故
に
俳
句
で
も
閑
寂
な
趣
を
詠
ま
な
け
れ

ば
い
か
ぬ
と
頻
り
に
い
ひ
ま
す
。

（
能
徳
秋
虎
『
俳
諧
講
演
集
』
∙
金
港
堂
∙
明
治
三
十
八
年
刊
）

芭
蕉
自
身
に
た
し
か
に
あ
っ
た
生
活
様
式
や
身
の
回
り
に
お
け
る

「
閑
寂
」
へ
の
指
向
が
、
そ
の
ま
ま
蕉
風
評
論
用
語
と
し
て
の
「
閑

寂
」
と
混
同
し
た
よ
う
に
広
げ
て
い
く
論
法
が
、
講
演
会
で
の
話

し
口
調
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
は
っ
き
り
と
わ

か
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
中
期
ま
で
、
芭

蕉
の
神
格
化
は
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
の
中
で
、「
閑
寂
」
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と
い
う
言
葉
が
、
一
層
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に

注
目
し
た
い
。

四
∙
四

芭
蕉
・
閑
寂
・
禅

次
に
、
明
治
の
俳
壇
に
流
行
し
て
い
た
蕉
風
俳
諧
に
対
す
る
評

論
を
、
さ
ら
に
具
体
に
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
蕉
風
俳
諧
全
般
の
特
徴
に
つ
い
て
「
閑
寂
」
の
言
葉
で

表
現
し
た
の
は
、
小
此
木
信
一
郎
の
『
俳
諧
史
伝
』
で
あ
る
。

芭
蕉
は
西
行
上
人
の
性
行
、
吟
詞
を
愛
慕
し
て
、
一
篇
山
家

集
に

油

出
せ
る
。
閑
寂
幽
遠
の
香
氛
は
、
正
風
俳
諧
の
素

（
マ
マ
）

を
な
し
た
る
と
こ
ろ
多
し
（
中
略
）
。
芭
蕉
の
俳
諧
は
、
す
で

に
こ
の
壺
中
を
脱
し
て
、
た
か
く
あ
げ
け
り
。
こ
の
故
に
か

れ
は
、
姿
情
の
新
奇
を
き
わ
め
た
る
壇
林
に
反
し
て
、
句
躯

の
閑
寂
、
観
念
の
幽
玄
な
ら
む
と
を
期
せ
り
。

（
小
此
木
信
一
郎
『
俳
諧
史
傳
』
∙
女
学
雑
誌
社
∙
明
治
二
十

七
年
刊
）

こ
こ
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
「
蕉
風
俳
諧
閑
寂
論
」
の
端
的
な
見
方

が
読
み
取
れ
よ
う
。

芭
蕉
の
発
句
に
お
い
て
、
最
も
「
閑
寂
」
、
ま
た
は
「
禅
」
と
い

う
言
葉
と
結
び
付
け
、
評
価
さ
れ
た
、

枯
枝
に
烏
の
泊
ま
り
秋
の
暮
（
以
下
「
枯
枝
句
」
と
略
す
）

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
（
以
下
「
古
池
句
」
と
略
す
）

の
二
句
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。

「
枯
枝
句
」
を
「
閑
寂
」
の
評
語
と
結
び
付
け
て
評
価
し
た
論

調
に
は
、
新
派
俳
人
の
佐
藤
紅
緑
が
明
治
三
十
五
年
に
出
版
し
た

『
俳
句
小
史
』
が
あ
る
。
同
書
に
お
い
て
、
「
枯
枝
句
」
は
ま
さ
に

蕉
風
俳
諧
の
美
学
特
質
で
あ
る
「
閑
寂
」
の
代
表
句
で
あ
る
、
と

強
く
主
張
し
て
い
る
意
見
が
見
ら
れ
る
。

枯
れ
枝
の
句
に
至
っ
て
は
蕉
風
の
真
面
目
躍
如
と
し
て
現
わ

れ
て
居
る
で
は
な
い
か
、
閑
寂
、
閑
寂
、
彼
が
死
に
至
る
ま

で
唱
へ
る
の
は
此
の
二
字
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
閑
寂
を
最

も
明
ら
か
に
代
表
し
た
も
の
此
句
の
ご
と
き
其
の
首
た
る
も

の
で
あ
る
。

（
佐
藤
紅
緑
『
俳
句
小
史
』
∙
内
外
出
版
協
会
∙
明
治
三
十
五

年
刊
）
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し
か
も
、
彼
に
と
っ
て
「
蕉
風
の
真
面
目
」
と
は
「
閑
寂
」
で
あ

る
と
端
的
に
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
治
四
十
二
年
に
出
版

さ
れ
た
旧
派
の
天
生
目
杜
南
の
『
評
伝
芭
蕉
』
に
お
い
て
も
、
こ

の
句
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

(

前
略)

深
川
大
工
町
の
陽
岩
寺
に
留
錫
せ
る
仏
頂
和
尚
に
参

た

い

く

ち
や
う

や

う

が

ん

じ

る

し

や

く

禅
せ
ら
れ
た
り
。
か
く
し
て
天
和
元
年
に
至
り
、
彼
れ
が
精
神

せ
い
し
ん

と
な
し
、
骨
髄
と
な
せ
る
。
幽
閑
な
る
句
を
人
不
知
吟
じ
出

こ
つ
ず
ゐ

い

う

か

ん

し
ぬ
。
曰
く
、
枯
枝
に
烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮

（
天
生
目
杜
南
『
評
伝
芭
蕉
』
∙
博
文
堂
∙
明
治
四
十
二
年
刊
）

杜
南
は
、
旧
派
俳
人
春
湖
な
ど
と
同
調
を
保
ち
、
芭
蕉
の
神
格
化

の
基
礎
を
打
ち
立
て
た
「
参
禅
問
答
」
の
伝
説
を
活
か
し
て
、
こ

れ
ら
の
句
に
は
一
種
の
禅
味
が
含
ま
れ
る
と
唱
え
た
。
ま
た
、
明

治
四
十
四
年
に
出
版
さ
れ
た
斎
藤
渓
舟
の
『
評
伝
俳
諧
二
百
年
史

∙
元
禄
之
部
』
で
も
、
「
閑
寂
」
を
「
枯
枝
句
」
評
論
の
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
記
し
て
い
る
。

実
に
枯
れ
枝
の
句
は
読
ん
で
、
も
っ
と
も
閑
寂
幽
遠
の
趣
味

を
感
ぜ
し
む
。
芭
蕉
の
後
半
生
は
閑
寂
幽
遠
の
生
涯
に
し
て
、

そ
の
吐
囑
の
句
は
閑
寂
幽
遠
を
主
と
し
た
る
も
の
な
る
だ
け
、

枯
枝
の
句
は
よ
く
此
の
閑
寂
幽
遠
の
趣
味
生
涯
を
代
表
し
た

る
も
の
な
り
。

（
斎
藤
渓
舟
『
評
伝
俳
諧
二
百
年
史
∙
元
禄
之
部
』
∙
隆
文
館
∙

明
治
四
十
四
年
刊
）

こ
の
よ
う
に
、
「
閑
寂
」
の
評
語
を
も
っ
て
、
「
枯
枝
句
」
を
、

「
神
秘
化
」
或
い
は
俳
諧
の
芸
術
性
を
高
め
る
「
理
想
化
」
の
一

句
だ
と
説
き
、
こ
の
句
こ
そ
蕉
風
開
眼
の
代
表
作
で
あ
る
と
尊
ぶ

論
調
が
絶
え
な
い
。

一
方
、
「
古
池
句
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
芭
蕉
没
後
以
来
、
門

人
支
考
の
喧
伝
に
よ
っ
て
、
「
古
池
句
」
は
「
蕉
風
開
眼
」
の
句
と

さ
れ
、
し
か
も
そ
の
発
端
の
「
幽
玄
の
句
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
た
（
『
葛
の
松
原
』
元
禄
五
〈
一
六
九
二
〉
年
刊
）
。
そ
れ
以
来
、

「
古
池
句
」
は
、
多
く
の
俳
人
達
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
喧
伝
さ
れ

て
い
く
が
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
評
語
は
「
さ
び
し
き
情
」
、「
さ

び
」
、
「
寂
寞
」
な
ど
で
あ
り
、
「
閑
寂
」
で
は
な
い
。

サ

ビ

明
治
以
降
の
近
代
に
目
を
移
す
と
、
支
考
の
よ
う
に
、「
古
池
句
」

を
「
神
格
化
」
或
い
は
「
神
秘
化
」
し
た
論
調
が
相
変
わ
ら
ず
続

い
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
小
築
庵
春
湖
の
『
芭
蕉
翁
古
池
眞
伝

説
』
を
は
じ
め
、
前
記
の
内
田
魯
庵
の
『
芭
蕉
庵
桃
青
伝
』
で
は
、

「
古
池
句
」
に
付
会
さ
れ
た
多
種
の
逸
話
に
批
判
的
な
態
度
を
取
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り
つ
つ
も
、
「
古
池
句
閑
寂
論
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
認
め
る
姿
勢

を
示
し
て
い
る
。

是
等
の
伝
説
及
び
釈
解
は
ま
ち
／
＼
な
れ
ど
も
、
殆
ど
之
を

神
聖
化
し
て
正
風
俳
諧
の
護
符
と
な
る
は
、
一
つ
に
雷
同
の

結
果
な
れ
ど
も
、
芭
蕉
の
理
想
「
閑
寂
」
を
顕
現
す
る
に
適

す
る
境
地
を
唱
ひ
し
に
由
る
。
君
を
喪
ひ
俗
縁
を
断
ち
一
定

の
所
住
な
く
し
て
而
も
傷
心
苦
叫
せ
ず
、
而
も
優
放
自
適
す

る
境
地
は
即
ち
此
閑
寂
界
に
し
て
、
古
池
の
一
句
実
に
芭
蕉

が
放
浪
す
る
天
地
の
粋
精
を
鐘
め
た
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
。

（
内
田
魯
庵
『
芭
蕉
庵
桃
青
傳
』
∙
博
文
館
∙
明
治
三
十
二
年

刊)

「
古
池
句
」
を
「
閑
寂
」
の
評
語
と
結
ん
で
評
論
す
る
一
方
、
さ

ら
に
「
禅
」
と
の
結
び
付
き
に
対
す
る
旧
派
俳
人
の
理
解
が
あ
っ

た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
そ
の
好
例
と
し
て
、
明
治
四
十
二
年
に

刊
行
さ
れ
た
杜
南
の
『
評
伝
芭
蕉
』
で
は
、
「
古
池
句
」
を
絶
賛
し

た
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

時
に
貞
享
三
年
の
春
也
。
朦
朧
と
し
て
五
里
霧
中
に
彷
徨
せ

る
当
時
の
俳
壇
は
、
一
度
此
の
句
に
接
す
る
や
、
只
々
嘆
又

三
唱
す
る
の
み
。
是
れ
彼
れ
が
円
満
な
る
自
然
観
を
表
示
し

た
る
こ
と
は
今
更
絮
説
す
る
要
な
き
も
、
如
何
に
此
の
句
が

時
人
に
論
議
せ
ら
れ
、
嘆
称
せ
ら
れ
、
後
人
の
賛
辞
を
受
け

た
る
か
に
想
倒
す
る
時
は
、
僅
々
十
七
文
字
な
り
と
雖
も
、

其
偉
大
な
る
実
に
驚
く
べ
き
な
り
。
（
中
略
）
斯
く
て
天
下
に

新
調
を
標
榜
せ
る
彼
は
、
此
の
一
句
を
俳
道
の
極
意
と
な
し
、

益
々
閑
寂
幽
玄
な
る
方
面
を
開
拓
し
、
俳
句
を
し
て
美
を
詩

歌
に
競
は
し
む
る
に
勉
め
た
り
。

（
天
生
目
杜
南
『
評
伝
芭
蕉
』
∙
博
文
館
∙
明
治
四
十
一
年
刊
）

「
古
池
句
」
を
さ
し
て
評
さ
れ
た
「
円
満
な
る
自
然
観
」
に
い
う

「
円
満
」
、
そ
れ
に
「
幽
玄
」
と
は
、
仏
教
用
語
で
あ
り
、
禅
籍
に

し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
用
語
な
の
で
、
杜
南
の
中
に
も
、
芭
蕉
と
禅

と
閑
寂
の
結
び
つ
き
は
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

旧
派
の
影
響
力
が
主
流
を
占
め
た
明
治
の
俳
壇
に
お
い
て
、
以

上
の
よ
う
な
「
古
池
句
禅
的
閑
寂
論
」
、
「
芭
蕉
神
格
論
」
は
、
春

湖
な
ど
の
幅
広
い
宣
伝
に
よ
っ
て
、
「
不
可
説
、
不
可
解
、
不
可
思

議
」
（
毛
呂
何
丸
『
七
部
集
大
鏡
』
）
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る

「
禅
の
世
界
を
表
す
奥
深
い
句
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治
の
詩

人
・
評
論
家
戸
川
残
花
（
一
八
五
五
～
一
九
二
四
）
の
言
っ
た
よ
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う
に
、
「
古
池
句
」
を
理
解
す
る
に
は
、
「
禅
機
が
な
く
て
は
、
少

し
分
か
り
に
く
い
。
」
（
『
戸
川
残
花
原
稿
』
・
書
写
年
不
明
）
の
で

あ
る
。

「
古
池
句
」
は
、
さ
き
ほ
ど
の
「
枯
枝
句
」
と
並
び
、
ま
さ
に

「
蕉
風
閑
寂
論
」
の
代
表
句
と
位
置
付
け
ら
れ
、
明
治
末
期
に
至

る
ま
で
終
始
一
貫
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い

え
よ
う
。

四
∙
五

同
時
期
の
新
派
俳
人
主
張
し
た
「
古
池
句
」

一
方
、
旧
派
俳
人
の
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
俳
句
革
新
を
目
指

し
た
新
派
俳
人
の
間
で
は
、
旧
派
の
唱
え
た
、
無
条
件
な
芭
蕉
神

格
化
に
基
づ
い
た
「
古
池
句
閑
寂
論
」
は
認
め
ら
れ
な
い
。

新
派
俳
人
た
ち
は
「
写
生
俳
句
（
叙
情
〈
事
〉
詩
）
」
の
概
念
を

打
ち
出
し
、
俳
句
に
お
け
る
「
絵
画
性
」
や
「
叙
情
〈
事
〉
性
」

を
重
視
し
、
ま
た
陳
腐
な
言
葉
づ
か
い
を
棄
て
、
情
感
を
訴
え
る

こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
後
期
の
俳
諧
の
特
徴
と

な
っ
た
「
ひ
ね
り
」
、
「
理
屈
」
、
「
穿
ち
」
な
ど
の
手
法
を
批
判
し

た
。新

派
俳
人
を
代
表
し
た
正
岡
子
規
に
と
っ
て
、
蕉
風
俳
諧
全
般

へ
の
印
象
と
は
、

余
は
劈
頭
に
一
断
案
を
下
さ
ん
と
す
。
曰
く
芭
蕉
の
俳
句
は

過
半
悪
句
駄
句
を
以
て
埋
め
ら
れ
、
上
乗
と
称
す
べ
き
者
は

其
何
十
分
の
一
た
る
少
数
に
過
ぎ
ず
。
否
僅
か
に
可
な
る
者

を
求
む
る
も
寥
々
晨
星
の
如
し
。

（
『
芭
蕉
雑
談
』
・
「
悪
句
」
・
明
治
二
十
六
年
十
一
月
～
二

十
八
年
一
月
・
『
獺
祭
書
屋
俳
話
増
補
』
に
よ
る
）

と
、
過
激
に
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
き
、
子
規
は
、

「
古
池
句
」
を
さ
ら
に
、

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
お
と

（
前
略
）
而
し
て
其
の
句
の
意
義
を
問
へ
ば
俳
人
は
即
ち
に

曰
く
神
秘
あ
り
口
に
言
い
難
し
と
、
俗
人
は
即
ち
曰
く
到
頭

解
す
べ
か
ら
ず
と
。
（
中
略
）
是
れ
美
辞
学
に
所
謂
筆
を
省
き

て
感
情
を
強
く
す
る
の
法
に
叶
へ
り
」
と
。
果
し
て
神
秘
あ

る
か
、
我
こ
れ
を
知
ら
ず
。
果
し
て
解
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。

我
こ
れ
を
信
ぜ
ず
。
そ
の
西
洋
学
者
の
言
ふ
所
や
や
庶
幾
か

ら
ん
か
。
然
れ
ど
も
、
未
だ
こ
の
句
を
尽
さ
ざ
る
な
り
。
（
中

略
）
そ
の
「
蕉
風
」
を
起
せ
し
は
、
実
に
こ
の
時
に
在
り
し



- 27 -

な
り
。
あ
る
い
は
云
ふ
、
こ
の
句
は
芭
蕉
が
禅
学
の
上
に
工

夫
を
開
き
、
大
悟
徹
底
せ
し
時
の
作
な
り
と
。
そ
の
事
、
甚

だ
疑
ふ
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
説
を
為
す
所
以
の
者
、
ま

た
偶
然
に
非
ず
。
け
だ
し
そ
の
俳
諧
の
上
に
於
て
始
め
て
眼

を
開
き
た
る
は
、
禅
学
の
上
に
眼
を
開
き
た
る
と
そ
の
趣
相

似
た
り
。
参
禅
は
諸
縁
を
放
捨
し
、
万
事
を
休
息
し
、
善
悪

を
思
は
ず
、
是
非
に
管
す
る
莫
く
、
心
意
識
の
運
転
を
停
め
、

念
想
観
の
測
量
を
止
め
て
、
作
仏
を
図
る
こ
と
莫
れ
、
と
あ

り
。
蕉
風
の
俳
諧
も
ま
た
こ
の
意
に
外
な
ら
ず
。
妄
想
を
絶

ち
、
名
利
を
斥
け
、
可
否
に
関
せ
ず
、
巧
拙
を
顧
み
ず
、
心

を
虚
に
し
、
懐
を
平
に
し
、
佳
句
を
得
ん
と
執
着
す
る
こ
と

無
く
し
て
、
始
め
て
佳
句
を
得
べ
し
。
古
池
の
一
句
は
此
の

如
く
し
て
得
た
る
第
一
句
に
し
て
、
恰
も
参
禅
日
あ
り
、
一

朝
頓
悟
せ
し
者
と
そ
の
間
髪
を
容
れ
ざ
る
な
り
。
而
し
て
か

の
、
雀
は
チ
ウ
チ
ウ
、
鴉
は
カ
ア
カ
ア
、
柳
は
緑
、
花
は
紅

と
い
ふ
も
の
禅
家
の
真
理
に
し
て
、
却
て
蕉
風
の
骨
髄
な
り
。

古
池
の
句
は
、
実
に
そ
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
詠
ぜ
り
。
否
、

「
あ
り
の
ま
ま
」
が
句
と
な
り
た
る
な
ら
ん
。

（
右
同
）

芭
蕉
の
句
に
お
け
る
陳
腐
な
表
現
や
教
訓
臭
さ
を
厳
し
く
批
判
し
、

蕉
風
俳
諧
の
代
表
句
と
認
め
ら
れ
た
「
古
池
句
」
に
対
し
て
も
、

「
俗
受
け
の
す
る
句
」
で
あ
り
、「
曰
く
付
き
」
の
句
で
あ
る
か
ら
、

「
悪
句
駄
句
」
だ
と
、
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
長
文
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
こ

の
句
を
「
蕉
風
」
を
お
こ
し
た
き
っ
か
け
の
句
で
あ
る
と
認
め
、

旧
派
の
論
調
に
あ
る
よ
う
な
禅
宗
と
の
結
び
つ
き
も
あ
り
得
る
こ

と
と
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
句
が
「
あ
り
の
ま
ま
」
の

句
で
あ
る
こ
と
を
「
蕉
風
の
骨
髄
」
と
評
価
し
て
い
る
。

旧
派
俳
人
た
ち
は
、
「
禅
」
の
境
地
と
は
「
閑
寂
」
の
境
地
で
あ

る
と
理
解
し
、
「
閑
寂
」
の
境
地
を
帯
び
る
芭
蕉
の
句
は
、
「
禅
的

な
も
の
」
、
い
わ
ば
「
不
可
説
、
不
可
解
、
不
可
思
議
」
と
い
う
「
禅
」

の
奥
深
い
世
界
が
表
現
で
き
る
一
句
で
あ
る
と
し
た
。
一
方
、
新

派
の
子
規
は
、「
古
池
句
」
は
、
禅
で
言
う
「
柳
は
緑
、
花
は
紅
」
、

い
わ
ば
読
者
の
目
に
映
っ
た
「
あ
り
の
ま
ま
の
風
景
」
を
詠
ん
だ

と
い
う
意
味
か
ら
見
れ
ば
、
禅
に
通
じ
る
の
だ
と
強
調
し
て
い
た
。

「
古
池
句
」
を
め
ぐ
っ
て
、
芭
蕉
と
禅
の
結
び
つ
き
を
い
う
点
で

は
同
じ
な
が
ら
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
筋
道
が
ま
っ
た
く
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

子
規
の
「
蕉
風
俳
諧
」
全
般
へ
の
批
判
は
、
新
派
俳
人
に
お
け

る
芭
蕉
評
論
の
基
礎
と
な
り
、
そ
の
後
の
新
派
の
俳
人
は
、
子
規

の
指
摘
に
沿
い
な
が
ら
、
「
参
禅
問
答
」
と
結
ば
れ
た
「
古
池
句
禅
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宗
化
」
、
或
い
は
禅
を
利
用
し
て
の
「
神
格
化
」
の
動
向
を
批
判
す

る
論
調
を
示
し
た
。

明
治
三
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
雨
谷
一
菜
庵
の
『
芭
蕉
翁
』
で

は
、
「
古
池
句
」
に
つ
い
て
子
規
と
同
じ
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

貞
享
三
年
四
月
翁
四
十
三
歳
に
し
て
初
め
て
正
風
の
神
髄
、

幽
玄
閑
寂
の
名
句
、
否
寧
ろ
霊
句
と
し
て
口
伝
だ
と
か
、
秘

伝
だ
と
か
、
後
世
門
人
の
名
を
称
し
て
居
る
外
道
連
が
騒
ぎ

立
て
ゝ
居
る
、

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

の
句
を
吐
い
て
、
所
謂
正
風
の
基
礎
を
此
一
句
に
依
つ
て
、

定
め
得
た
の
で
あ
る
。

（
雨
谷
一
菜
庵
『
芭
蕉
翁
』
・
鳴
皐
書
院
・
明
治
三
十
四
年
刊
）

雨
谷
は
ま
ず
、
「
古
池
句
」
が
「
正
風
の
基
礎
」
を
打
ち
立
て
た
句

だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

處
で
、
此
句
が
何
故
正
風
の
神
髄
で
あ
ら
う
か
。
如
何
に
も

俳
諧
と
し
て
自
然
で
、
閑
寂
の
調
無
量
で
、
一
句
一
字
苟
も

し
て
無
く
て
、
批
を
打
つ
べ
き
点
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
中

（

マ

マ

）

略
）
正
風
と
は
何
で
あ
る
か
。
自
然
を
其
儘
に
歌
ふ
詩
で
あ

る
。
正
風
は
自
然
を
最
も
巧
み
に
最
も
精
細
に
描
写
し
て
、

然
も
自
然
を
失
は
ず
調
又
優
な
る
を
い
ふ
。

（
右
同
）

雨
谷
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
「
古
池
句
」
は
、
芭
蕉
の
「
正
風

の
神
髄
」
の
句
と
し
て
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、

「
口
伝
だ
と
か
、
秘
伝
だ
と
か
、
後
世
門
人
の
名
を
称
し
て
居
る

外
道
連
が
騒
ぎ
立
て
ゝ
居
る
」
と
い
う
よ
う
な
類
の
理
由
で
は
な

く
、
こ
の
句
が
、
「
自
然
を
其
儘
に
歌
ふ
詩
」
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
「
自
然
を
其
儘
に
歌
ふ
詩
」
と
い
う
発
想
は
、
ま

さ
に
子
規
の
「
あ
り
の
ま
ま
（
禅
で
い
う
と
柳
は
緑
、
花
は
紅
）
」

と
同
義
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
雨
谷
が
「
古
池
句
」
を
高
く
評
価
す
る
意
見

に
お
い
て
、
な
お
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
が
は
さ
ま
れ
て
い
た
こ

と
に
注
意
さ
れ
る
。
旧
派
の
宗
匠
を
俗
物
と
見
做
し
て
批
判
し
た

彼
に
お
い
て
も
、
蕉
風
評
論
に
あ
た
る
際
、
「
閑
寂
」
と
い
う
評
語

は
、
依
然
と
し
て
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
雨
谷
と
同
調
を
保
っ
て
い
た
の
は
、
明
治
三
十
六
年

に
刊
行
さ
れ
た
山
崎
藤
吉
の
『
芭
蕉
庵
桃
青
』
で
あ
る
。
山
崎
も
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蕉
風
全
般
の
特
徴
を
「
閑
寂
」
の
一
語
で
ま
と
め
て
い
た
。

之
を
換
言
す
れ
ば
、
斯
道
に
於
け
る
自
己
の
発
見
を
云
へ
る

も
の
に
し
て
、
前
の
四
氏
が
禅
よ
り
悟
道
し
た
る
所
の
閑
寂

幽
遠
の
趣
と
相
合
す
る
も
の
な
り
。
是
即
ち
彼
が
禅
宗
的
な

り
。
（
中
略
）
彼
れ
は
此
の
禅
宗
的
詩
学
的
に
よ
り
て
俳
諧
に

成
功
し
た
る
こ
と
、
恰
も
西
行
の
国
歌
に
成
功
し
た
る
が
如

く
、
宗
祇
の
連
歌
に
成
功
し
た
る
が
如
く
、
又
雪
舟
の
絵
、

利
休
の
茶
の
如
し
。
是
れ
彼
れ
が
幽
玄
閑
寂
を
以
て
主
義
と

為
し
ゝ
所
以
な
り
。
（
中
略
）
要
す
る
に
、
芭
蕉
が
研
究
は
、

之
れ
を
禅
学
に
於
け
る
閑
寂
と
、
漢
詩
国
歌
に
於
け
る
雄
徤

と
優
麗
と
に
求
め
、
新
た
に
一
己
の
見
を
創
立
し
、
以
て
前

来
の
詼
謔
軽
快
な
る
俳
躰
を
打
破
し
、
俳
諧
を
し
て
詩
的
形

想
を
具
へ
し
め
、
優
に
天
明
時
代
の
前
駆
を
為
し
た
り
と
云

ふ
に
あ
る
な
り
。

（
山
崎
藤
吉
『
芭
蕉
庵
桃
青
』
・
金
港
堂
・
明
治
三
十
六
年
刊
）

山
崎
に
よ
れ
ば
、
蕉
風
全
般
を
貫
い
た
も
の
は
、
禅
学
に
影
響

さ
れ
た
閑
寂
的
な
「
禅
味
」
な
の
で
あ
っ
た
＊
７

が
、
蕉
風
代
表
句

と
し
た
「
古
池
句
」
を
「
芭
蕉
と
仏
頂
和
尚
と
の
参
禅
問
答
」
の

話
と
結
び
付
け
た
旧
派
の
宣
伝
に
対
し
て
は
、
却
っ
て
次
の
よ
う

な
反
対
批
判
的
な
意
見
を
示
し
て
い
た
。

古
池
の
句
の
洽
く
世
に
知
ら
れ
た
る
と
同
時
に
、
無
稽
附
会

ら
せ
る
が
多
く
行
は
る
。
今
そ
の
中
禅
味
に
附
せ
る
一
例
を

挙
ぐ
べ
し
。
六
祖
五
平
嘗
て
仏
頂
に
隨
ひ
て
芭
蕉
庵
を
訪
ふ
、

六
祖
先
づ
庵
に
入
る
、
如
何
是
閑
庭
草
木
中
仏
法
、
桃
青
答

曰
、
葉
々
大
底
者
大
、
小
底
者
小
、
長
老
入
レ

内
曰
、
近
日

何
所
有
、
桃
青
答
曰
、
雨
過
洗
二

青
苔
一

、
長
老
又
聞
、
如
何

是
青
苔
未
レ

生
前
春
雨
未
生
前
佛
法
、
と
い
ひ
し
時
、
池
辺

の
蛙
の
池
中
に
入
る
音
し
け
れ
ば
、
音
に
応
じ
て
、
蛙
飛
こ

む
水
の
音
と
答
へ
し
に
、
仏
頂
は
珍
重
々
々
と
称
し
て
、
直

に
筆
紙
を
取
つ
て
、
本
文
無
相
、
我
是
什
麽
物
、
若
未
レ

会
、

為
二

汝
等
諸
人
一

下
二

一
句
子
一

、
看
々
一
心
法
界
法
界
一
心
、

と
認
め
て
帰
れ
り
、
…
…
と
、
何
等
の
妄
稽
ぞ

（
右
同
）

と
、
そ
れ
を
「
妄
稽
」
と
批
判
し
た
上
で
、
「
古
池
句
」
と
は
、

唯
蕉
風
に
於
け
る
自
然
観
を
詠
じ
た
る
客
観
的
叙
事
詩
の
最

初
の
句
な
り
と
云
わ
ん
の
み
。

（
右
同
）
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の
よ
う
に
、
「
蕉
風
に
於
け
る
自
然
観
を
詠
じ
た
る
客
観
的
叙
事
詩
」

の
最
初
の
句
な
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
明
治
三
十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
新
派
俳
人
内
藤
鳴
雪

の
『
芭
蕉
俳
句
評
釈
』
で
も
、
子
規
を
支
え
た
論
調
が
見
ら
れ
る
。

古
池
や
蛙
飛
込
む
水
の
音

人
口
に
膾
炙
し
て
ゐ
る
句
で
、
解
釈
も
様
々
に
あ
る
。
子
規

居
士
の
曽
て
説
い
た
如
く
、
此
句
は
芭
蕉
翁
の
面
目
一
新
し

て
所
謂
正
風
を
な
し
た
一
句
で
、
余
り
佳
句
で
は
な
い
が
、

詩
的
の
句
を
作
り
始
め
た
首
途
で
あ
る
と
思
ふ
と
何
と
な
く

吾
々
の
注
意
を
喚
起
す
る
。
古
池
が
あ
つ
て
蛙
が
飛
込
ん
で

ヂ
ャ
ブ
ン
と
水
音
が
し
た
と
い
ふ
だ
け
で
、
景
色
其
儘
を
叙

し
た
所
に
詩
的
趣
味
を
存
し
て
ゐ
る
。
併
し
此
句
が
芭
蕉
翁

中
で
値
の
多
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
無
論
な
の
で
、
（
中
略
）

其
証
拠
は
此
句
が
出
来
て
間
も
な
く
門
人
の
手
で
春
の
日
集

と
い
ふ
が
出
版
さ
れ
て
、
此
句
も
其
春
の
部
に
乗
つ
て
ゐ
る

が
、
何
等
別
段
の
待
遇
を
も
受
け
ず
、
数
多
の
句
中
殊
に
門

人
等
の
句
の
末
に
碌
々
と
し
て
顔
を
並
べ
て
ゐ
る
。
此
一
事

を
見
て
も
芭
蕉
翁
を
始
め
門
人
達
が
当
時
に
於
け
る
考
へ
は

矢
張
り
我
々
が
今
日
解
す
る
如
く
に
解
し
て
居
て
別
段
有
り

難
い
勿
体
な
い
句
ぢ
や
と
は
決
し
て
思
わ
な
か
つ
た
事
が
明

瞭
で
あ
る
。

（
内
藤
鳴
雪
『
芭
蕉
俳
句
評
釈
』
∙
大
学
館
∙
明
治
三
十
七
年

刊
）

鳴
雪
は
、
子
規
、
雨
谷
等
の
新
派
俳
人
の
意
見
を
認
め
て
、
「
古
池

句
」
を
「
普
通
の
句
」
と
呼
び
な
が
ら
、
「
景
色
其
儘
を
叙
し
た
所

に
詩
的
趣
味
を
存
し
て
ゐ
る
」
の
よ
う
に
、
「
古
池
句
」
を
「
写
生

俳
句
」
で
い
う
「
叙
事
詩
（
景
色
其
儘
を
叙
し
た
所
に
詩
的
趣
味

を
存
し
て
ゐ
る
）
」
だ
と
結
論
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
明
治
四
十
一
、
四
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た
新
派
俳
人
の

代
表
、
角
田
竹
冷
の
『
芭
蕉
句
集
講
義
―
春
の
部
』
に
お
い
て
も
、

写
生
俳
句
の
角
度
か
ら
見
た
「
古
池
句
閑
寂
論
」
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

麦
人
曰

古
池
が
あ
つ
て
、
其
處
へ
蛙
が
飛
び
込
ん
だ
の

で
、
ポ
カ
ン
と
云
ふ
水
の
音
が
聞
え
た
、
と
云
ふ
句
で
、
春

で
は
あ
る
が
余
程
閑
寂
な
趣
が
あ
る
。

竹
冷
曰

此
句
は
貞
享
二
年
の
春
の
日
、
同
三
年
の
蛙
合

な
ど
に
あ
る
句
で
、
支
考
が
葛
の
松
原
に
エ
ラ
ク
講
釈
を
書

き
、
又
十
論
に
説
を
成
し
て
、
此
一
句
に
自
己
の
眼
を
開
き
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是
よ
り
俳
諧
の
一
道
を
広
め
た
、
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
大

に
人
を
誤
ら
せ
た
句
と
思
ふ
。
唯
余
り
巧
ま
ず
に
一
句
を
作

つ
た
丈
け
が
、
其
当
時
の
出
色
の
作
で
は
あ
る
が
、
要
す
る

に
芭
蕉
と
し
て
は
普
通
の
句
で
あ
る
。

（
角
田
竹
冷
『
芭
蕉
句
集
講
義
―
春
の
部
』
∙
博
文
館
∙
明
治

四
十
一
、
四
十
二
年
刊
）

竹
冷
に
よ
れ
ば
、
こ
の
句
に
か
か
わ
る
高
い
評
価
は
、
江
戸
時
代

の
支
考
ら
が
む
や
み
や
た
ら
に
誇
張
し
て
き
た
結
果
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
余
り
巧
ま
ず
に
一
句
を
作
つ
た
」
と
い

う
点
こ
そ
が
、
当
時
の
一
般
的
な
俳
諧
の
作
風
と
く
ら
べ
て
き
わ

め
て
特
徴
あ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
客
観
的
に
い
え
ば
、
「
要
す

る
に
…
普
通
の
句
」
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
見
方

が
、
竹
冷
の
も
と
に
集
ま
っ
た
麦
人
等
の
俳
人
た
ち
の
考
え
で
あ

っ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
も
、
句
の
趣
と
し
て
、
「
閑
寂
」
と
い
う
言

葉
が
、
な
お
使
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

以
上
、
「
古
池
句
」
と
「
枯
枝
句
」
の
二
句
に
つ
い
て
、
新
旧
両

派
の
俳
人
が
唱
え
た
「
閑
寂
論
」
を
検
証
し
て
き
た
。

両
派
は
、
蕉
風
俳
諧
を
論
じ
る
際
に
「
閑
寂
」
の
評
語
を
共
に

使
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
し
て
い
た
「
閑
寂
」
に
お
け

る
根
本
的
な
も
の
は
違
う
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
周
作
人
の
い
わ
ゆ
る
「
蕉
風
閑
寂
論
」
と
は
、
新
旧
両

派
の
い
ず
れ
か
ら
影
響
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
二

章
で
引
用
し
た
②
の
よ
う
に
、
周
作
人
は
、
旧
派
俳
人
が
「
古
池

句
」
に
附
会
し
て
い
た
「
哲
学
的
」
「
禅
学
的
」
な
理
解
を
否
定
し

て
、
そ
れ
は
「
た
だ
自
然
の
趣
を
表
し
た
一
句
」
、
「
写
生
俳
句
」

で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
み
れ
ば
全
く

子
規
の
意
見
に
近
い
と
も
い
え
よ
う
。
但
し
、
蕉
風
全
体
の
印
象

に
対
し
て
は
、
引
用
文
の
③
、
⑦
の
よ
う
に
、
蕉
風
俳
諧
に
見
ら

れ
る
「
禅
味
」
と
は
「
閑
寂
的
な
趣
」
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に

あ
く
ま
で
も
肯
定
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。

明
治
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
の
新
旧
両
派
の
影
響
力
の
多
少

に
つ
い
て
、
児
島
豊
氏
＊
８

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

明
治
二
十
年
代
の
み
な
ら
ず
、
明
治
三
十
年
代
に
至
っ
て
も
、

旧
派
の
存
在
は
依
然
と
し
て
大
き
か
っ
た
。
例
え
ば
明
治
三

十
年
に
『
都
新
聞
』
が
行
っ
た
「
誹
諧
十
傑
」
の
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
で
は
上
位
四
十
名
は
ほ
と
ん
ど
旧
派
の
俳
人
が
占
め
、

子
規
は
よ
う
や
く
三
七
位
に
入
っ
て
い
る
。

そ
の
中
、
特
に
旧
派
俳
人
で
あ
っ
た
月
の
本
為
山
、
三
森
幹
雄
ら

を
中
心
に
、
明
治
七
年
、｢

祖
翁
の
言
行
を
旨
と
し
、
物
理
を
明
ら
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か
に
し
、
俗
談
を
正
し
く
し
、
和
を
専
務
と
す
る｣

を
主
旨
と
す
る

｢
俳
諧
明
倫
社｣

が
結
成
さ
れ
、
芭
蕉
神
格
化
を
全
国
的
に
展
開
し

た
。
旧
派
の
勢
力
は
一
層
深
め
ら
れ
、
明
治
俳
論
の
主
流
を
占
め

た
。今

ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
、
芭
蕉
と
「
閑
寂
」
を
結
び
つ
け
る

各
論
調
の
上
に
、
児
島
氏
の
指
摘
を
併
せ
て
み
る
と
、
明
治
末
期
、

旧
派
の
著
作
は
数
多
く
出
版
さ
れ
、
周
作
人
が
入
手
し
、
俳
諧
論

の
参
考
と
し
た
も
の
も
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
が
旧
派
の
著
し
た

俳
諧
研
究
書
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
「
閑
寂
」
の
言

葉
を
用
い
な
が
ら
も
、
写
生
俳
句
の
角
度
か
ら
「
古
池
句
」
を
評

論
し
つ
つ
あ
っ
た
新
派
俳
人
の
著
作
か
ら
影
響
さ
れ
た
可
能
性
も

無
視
で
き
な
い
。
つ
ま
り
周
は
、
新
旧
両
派
の
蕉
風
俳
諧
研
究
書

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
理
解
す
る
「
閑
寂
」
と
い
う
評
論
用
語
の
意

味
合
い
を
参
観
し
、
自
ら
の
蕉
風
理
解
に
応
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
蕉
風
俳
句
全
般
に
対
し
て
は
、
山
崎
藤
吉
に

お
け
る
蕉
風
論
と
同
調
を
保
ち
、
旧
派
俳
人
の
い
わ
ゆ
る
「
禅
味

的
な
閑
寂
論
」
を
認
め
た
が
、
「
古
池
句
」
に
対
し
て
は
、
旧
派
俳

人
の
唱
え
た
「
禅
的
閑
寂
論
」
を
批
判
し
て
、
新
派
俳
人
の
主
張

し
た
写
生
主
義
の
「
古
池
句
閑
寂
論
」
に
賛
同
し
た
意
見
を
示
し

た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

先
述
の
よ
う
に
、
旧
派
俳
人
の
芭
蕉
研
究
資
料
に
お
い
て
は
、

芭
蕉
を
「
仏
祖
」
、「
聖
者
」
な
ど
に
た
と
え
る
絶
対
視
が
み
ら
れ
、

芭
蕉
を
全
面
的
に
「
神
格
化
」
す
る
傾
向
は
明
治
末
期
ま
で
存
続

し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
「
古
池
句
」
と
「
枯
枝
句
」
は
、
さ
ら
に

「
禅
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
中
で
も
「
古
池
句
」
を
評

論
す
る
際
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
多
用
さ
れ
た
の
が
、
「
閑
寂
」
と

い
う
言
葉
な
の
で
あ
っ
た
。
呪
文
の
よ
う
に
繰
り
返
し
使
わ
れ
る

こ
の
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
の
影
響
力
の
大
き
さ
は
、
芭
蕉
を
必

ず
し
も
絶
対
視
し
な
い
新
派
の
著
作
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
含
ま

れ
た
意
味
こ
そ
違
う
も
の
の
、
な
お
使
わ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

周
作
人
が
『
小
説
月
刊
』
な
ど
の
文
学
専
門
誌
に
発
表
し
た
「
蕉

風
閑
寂
論
」
は
、
決
し
て
特
殊
な
、
異
端
な
解
釈
で
は
な
く
、
ま

さ
に
日
本
留
学
時
代
の
環
境
に
お
い
て
、
ご
く
自
然
に
得
ら
れ
た

芭
蕉
観
と
考
え
ら
れ
る
。
周
作
人
が
入
手
し
た
俳
諧
研
究
の
参
考

書
と
し
た
の
は
、
殆
ど
こ
の
時
期
の
両
派
の
出
版
物
で
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
旧
派
の
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

周
は
そ
の
中
に
繰
り
返
さ
れ
た
「
閑
寂
」
と
い
う
用
語
を
、
芭
蕉

の
俳
諧
を
表
す
最
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
素
直
に
受
け
入
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れ
、
そ
れ
を
自
ら
の
蕉
風
解
釈
に
用
い
た
の
で
あ
る
が
、
旧
派
俳

人
の
唱
え
た
「
古
池
句
」
に
関
わ
る
「
禅
的
閑
寂
論
」
に
つ
い
て

だ
け
は
否
定
的
な
意
見
を
示
し
、
そ
れ
ら
を
盲
目
的
に
は
受
け
入

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

＊
１
一
九
一
八
年
十
二
月
、
周
作
人
は
『
新
青
年
』
に
「
人
的
文
学
」
を
発
表

し
て
「
人
性
を
解
放
し
よ
う
」
の
論
点
を
出
し
た
。
人
性
の
諸
問
題
を
研

究
か
つ
表
現
で
き
る
よ
う
な
文
学
作
品
を
、「
人
的
文
学
」
と
呼
ん
で
い
た
。

周
は
、
こ
の
「
人
的
文
学
」
の
視
点
に
基
づ
い
て
、
文
学
作
品
の
作
成
に

は
、
文
学
の
「
真
挚
」
と
「
普
遍
性
」
の
二
原
則
が
不
可
欠
な
要
素
で
あ

る
と
し
、
従
来
の
中
国
の
知
識
人
に
限
っ
て
作
ら
れ
た
古
体
詩
歌
を
廃
止

し
、
「
自
我
を
表
現
で
き
る
詩
」
の
よ
う
な
、
庶
民
生
活
に
根
ざ
し
た
新
体

詩
或
い
は
自
由
律
の
詩
体
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

日
本
留
学
の
間
、
周
は
、
俳
句
を
詠
む
日
本
庶
民
の
教
養
の
基
盤
の
広
さ

に
感
心
を
示
し
、
普
通
の
庶
民
層
と
縁
の
遠
い
中
国
の
古
体
詩
の
偏
狭
性

を
痛
感
し
て
、
新
体
詩
を
中
国
詩
壇
に
持
ち
込
み
、
白
話
文
体
改
革
に
よ

る
思
想
改
革
の
意
志
を
強
く
示
し
て
い
た
。

＊
２
周
作
人
の
所
謂
「
散
文
体
」
と
は
、
押
韻
や
平
仄
な
ど
の
詩
作
要
素
を
重

ん
じ
る
古
体
詩
に
対
す
る
現
代
詩
を
意
味
す
る
。
古
体
詩
の
作
法
を
廃
止

し
て
「
日
本
の
詩
歌
」
と
呼
ぶ
和
歌
や
俳
諧
の
よ
う
な
長
短
句
の
枠
を
利

用
す
べ
き
と
い
う
考
え
の
も
と
で
、
周
は
「
古
池
句
」
を
「
古
池
呀----

青

蛙
跳
入
水
里
的
声
音
」
の
よ
う
に
漢
訳
し
て
、
原
作
に
忠
実
に
沿
い
な
が

ら
直
訳
法
を
用
い
た
。

＊
３
中
国
の
留
学
生
を
中
心
と
し
た
、
周
作
人
の
文
学
活
動
へ
の
考
察
や
周
の

日
本
古
典
文
学
漢
訳
理
論
に
関
す
る
研
究
成
果
に
は
、
陳
洪
傑
・
李
愛
華

両
氏
「
周
作
人
前
期
の
翻
訳
活
動
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
言
語
文
化
研
究
』

六
号
・
二
○
○
六
）
、
韓
玲
姫
氏
「
周
作
人
に
お
け
る
小
林
一
茶
の
受
容
」

『
中
国
研
究
月
報
』
六
十
五
巻
十
二
号
・
二
○
一
一
）
、
韓
玲
姫
・
綿
抜
豊

昭
両
氏
「
周
作
人
の
購
入
書
籍
に
関
す
る
考
察
―
日
本
文
学
を
中
心
に
」『
情

報
メ
デ
イ
ア
研
究
』
十
一
巻
一
号
・
二
○
一
二
）
、
潘
秀
蓉
氏
「
一
九
二
○

年
代
の
中
国
に
お
け
る
日
本
文
化
の
研
究
に
つ
い
て
―
秀
作
人
の
日
本
古

典
の
翻
訳
紹
介
を
中
心
に
ー
」（
東
京
外
国
語
大
学
『
日
本
研
究
教
育
年
報
』

十
四
号
・
二
○
一
三)

そ
の
他
多
数
が
あ
る
。

＊
４
文
淵
閣
四
庫
全
書
及
び
歴
代
詩
文
評
類
を
参
考
。

＊
５
周
作
人
が
、
中
国
の
古
体
詩
文
を
論
じ
る
詩
話
か
ら
「
閑
寂
」
の
詩
論
概

念
を
取
り
出
し
て
、
蕉
風
評
論
に
用
い
た
可
能
性
を
調
べ
て
み
た
が
、
筆

者
が
確
認
で
き
た
の
は
、
わ
ず
か
に
、
清
の
方
東
樹
の
『
昭
昧
詹
言
』
第

三
卷
、
「
諸
家
詩
話
」
の
一
節
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
二
例
の
み
で
あ
る
。

（
境
既
閑
寂
，
景
物
复
佳
，
然
非
心
远
则
不
能
领
略
其
真
意
味
）
ま
た
（
木

榮
於
春
，
落
於
秋
，
而
飄
蘀
之
音
，
焜
黃
之
色
，
反
足
以
增
天
趣
者
。
惟
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其
閑
寂
之
感
人
深
也
）
（
方
東
樹
著

汪
紹
楹
校
點
『
中
国
古
典
文
学
理
論

批
判
専
著
選
輯
』
光
緒
十
七
年
刻
本
）
し
か
し
、
こ
の
二
例
は
、
き
わ
め

て
例
外
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
閑
寂
」
の
言
葉
は
中
国
古
体
詩
詩
論
の
主
流

で
は
な
い
。
古
典
文
学
の
教
養
の
深
い
周
作
人
で
も
、
わ
ず
か
二
例
の
詩

論
か
ら
「
閑
寂
」
の
用
語
を
抜
き
出
し
て
、
蕉
風
俳
諧
の
評
論
に
広
く
用

い
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
考
え
る
。

＊
６
中
世
や
近
世
か
ら
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
抄
物
や
漢
詩
詩
論
書
に
お
い
て
、

詩
論
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
「
閑
寂
」
の
用
例
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
調
べ
た
資
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
中
華
若
木
詩
抄
巻
上
中
下
』
（
深
野
浩
史
編
・
笠
間
書
院
・
昭
和
四
十
八

年
）

『
中
興
禅
林
風
月
集
抄
』
（
大
塚
光
信
編
・
同
）

『
詩
学
大
成
抄
』
（
大
塚
光
信
編
・
同
）

『
抄
物
大
系
・
三
体
詩
法
幻
曇
抄
』
（
中
田
祝
夫
編
・
勉
誠
社
・
二
○
○
○

年
）
『
抄
物
大
系
・
三
体
詩
素
隠
抄
上
下
』
（
中
田
祝
夫
編
・
勉
誠
社
・
二

○
○
○
年
）

＊
７
『
禅
学
大
辞
典
上
巻
』
（
駒
沢
大
学
内
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
）
で
は
、
人

里
を
離
れ
た
閑
静
な
場
所
、
ま
た
比
丘
の
住
む
所
を
表
す
仏
教
用
語
の
「a

r
a
n
y
a

」
を
「
閑
寂
」
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
。
「
禅
」
及
び
「
閑
寂
」
の
語

彙
関
係
に
つ
い
て
、
語
義
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
認
め
た
上
で
、
「
閑
寂
」
を

「a
r
a
n
y
a

」
の
同
義
語
、
類
義
語
と
し
て
語
釈
し
て
い
る
。

＊
８
「
俳
句
に
と
っ
て
リ
テ
ラ
シ
ー
獲
得
は
何
か
―
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
お
け

る
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
を
中
心
に
」
、
『
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
』
一
号
・
平
成

二
十
年
刊
・
リ
テ
ラ
シ
ー
史
研
究
会
）

＊
９
書
目
に
つ
い
て
は
、
久
富
哲
雄
氏
編
『
芭
蕉
資
料
集
成

明
治
篇
』
（
平

成
四
年
刊
）
付
載
「
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
俳
諧
研
究
書
代
表
作
品

一
覧
」
に
基
づ
き
、
芭
蕉
に
つ
い
て
の
言
及
を
調
査
し
な
が
ら
新
旧
に
私

に
分
類
し
て
み
た
。

【
付
記
】

本
章
で
引
用
し
た
明
治
期
の
資
料
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
久
富
哲

夫
編
『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成

明
治
篇
』
（
ク
レ
ス
出
版
∙平
成
四
年
刊
）
所

収
の
復
刻
版
に
よ
っ
た
。
ま
た
周
作
人
の
著
作
引
用
に
つ
い
て
は
、
『
周
作

人
全
集
』
（
一
九
九
二
年
六
月
初
版
）
に
よ
っ
た
。
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表
、
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
俳
諧
研
究
専
門
資
料
代
表
作
一
覧
＊
９

　発刊年(明治) 　発刊所 　派　別 　ジャンル 　　編著者 　　　　書　名　

元年 私家版 　旧　派 伝記• 俳論 小築庵春湖 芭蕉翁古池眞伝説

二十七年 女学雑誌社 　旧　派 伝記• 俳論 小此木信一郎 俳諧史伝

三十年 博文館 　旧　派 伝記• 総記 内田不知庵 芭蕉後傳

三十年、三十二年 博文館 　旧　派 伝記• 俳論 内田魯庵 芭蕉庵桃青伝

三十八年 金港堂 　旧　派 伝記• 俳論 沼波瓊音 蕉　風

三十八年 金港堂 　旧　派 伝記• 俳論 能徳秋虎 芭蕉俳諧講演

四十年 文禄堂 　旧　派 伝記• 俳論 沼波瓊音 俳論史

四十二年 博文館 　旧　派 伝記• 俳論 天生目杜南 評伝芭蕉

四十四年 隆文館 　旧　派 伝記• 総記 斎藤渓舟 評伝俳諧二百年史元禄之部

二十六年 日本新聞社 　新　派 作品研究 正岡子規 芭蕉雑談

三十四年 鳴皐書院 　新　派 伝記• 俳論 雨谷一菜庵 芭蕉翁

三十五年 内外出版協会 　新　派 伝記• 総記 佐藤紅緑 俳句小史

三十六年 金港堂 　新　派 伝記• 俳論 山崎藤吉 芭蕉庵桃青

三十六年 博文館 　新　派 伝記• 総記 山崎庚午太郎 俳諧史談

三十六年 金港堂 　新　派 伝記• 俳論 佐藤紅緑 芭蕉論稿

三十七年 大学館 　新　派 作品研究 内藤鳴雪 芭蕉俳句評釈

三十八年 金港堂 　大学派 伝記• 総記 筑波会編 俳諧講演集

三十八年 大学館 　新　派 作品研究 内藤鳴雪 七部集評釈

三十九年 金尾文淵堂 　新　派 作品研究 正岡子規 行脚俳人芭蕉

四十一、四十二年 博文館 　新　派 発句• 句合 角田竹冷 芭蕉句集講義春夏之卷

四十三年 博文館 　新　派 発句• 句合 角田竹冷 芭蕉句集講義秋冬之卷
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第
二
章

蕉
風
評
語
の
近
世
と
近
代

―
「
さ
び
」
か
ら
「
閑
寂
」
へ
―

は
じ
め
に

明
治
期
の
俳
壇
に
は
、
俳
壇
の
主
力
を
占
め
て
い
た
旧
派
俳
人

で
あ
る
春
湖
（
『
芭
蕉
翁
古
池
眞
伝
説
』
私
家
版
・
明
治
元
年
刊
）
、

天
生
目
杜
南
（
『
評
伝
芭
蕉
』
博
文
館
・
明
治
四
十
二
年
刊
）
な
ど

の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
「
古
池
や
」
の
句
（
以
下
「
古
池
句
」
と
称

す
）
を
「
参
禅
問
答
」
の
話
、
ま
た
は
「
禅
」
と
結
び
付
け
て
、

「
閑
寂
」
と
い
う
語
で
そ
の
趣
を
理
解
す
る
見
方
が
多
数
で
あ
っ

た
。
一
方
、
俳
諧
革
新
の
理
念
に
基
づ
い
た
新
派
俳
人
は
、
旧
派

が
主
張
し
た
「
古
池
句
」
の
盲
目
な
神
格
化
及
び
所
謂
「
蕉
風
閑

寂
論
」
を
批
判
し
て
い
た
が
、
彼
ら
を
批
判
す
る
さ
い
に
し
て
、

「
閑
寂
」
の
評
語
を
使
う
点
で
は
な
お
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
既
に
第
一
章
で
試
論
を
行
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
閑
寂
」
の
評
語
を
あ
た
か
も
キ
ー

ワ
ー
ド
と
す
る
よ
う
な
明
治
期
の
芭
蕉
論
は
、
江
戸
時
代
の
芭
蕉

論
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
、
芭
蕉
崇
拝
の
ブ
ー
ム
が
高
ま
っ
て
い
た
江
戸
時

代
の
俳
諧
論
書
に
注
目
し
て
、
芭
蕉
の
人
間
像
へ
の
見
方
、
「
古
池

句
」
に
対
す
る
理
解
、
ひ
ろ
く
蕉
風
俳
諧
全
般
に
対
す
る
評
論
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う

な
明
治
期
の
芭
蕉
論
と
江
戸
時
代
の
芭
蕉
受
容
の
関
連
性
に
つ
い

て
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

一
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
神
格
化
の
様
相

江
戸
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
像
と
「
古
池
句
」
の
神
格
化
に
つ
い

て
は
、
堀
切
実
氏
の
『
俳
聖
芭
蕉
と
俳
魔
支
考
』
第
十
五
章
・
「
俳

聖
芭
蕉
像
の
形
成
と
俳
魔
支
考
の
影
響
力
」
（
角
川
書
店
・
平
成
十

八
年
刊
）
と
い
う
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な

「
公
的
」
な
行
事
が
三
つ
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
四
月
、
と
き
の
神
祇
伯
白
川

家
よ
り
「
桃
青
霊
神
」
の
神
号
が
授
け
ら
れ
、
筑
後
の
高
良
山
に
、

風
雅
の
守
護
神
と
し
て
神
社
に
ま
つ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
文
化
三

（
一
八
○
六
）
年
に
は
、
芭
蕉
は
「
古
池
句
」
に
ち
な
ん
で
朝
廷

よ
り
「
飛
音
明
神
」
の
神
号
を
賜
わ
り
、
俳
諧
祖
師
と
い
う
芭
蕉

の
権
威
性
が
一
層
強
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
百
五
十
回
忌
の
天
保
十

四
（
一
八
四
三
）
年
に
当
た
り
、
肥
後
の
俳
人
、
田
川
鳳
朗
の
上

奏
で
、
二
条
家
よ
り
「
花
本
大
明
神
」
の
神
号
が
下
さ
れ
、
芭
蕉

は
な
の
も
と
の
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

は
名
実
と
も
に
神
と
な
っ
た
。
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朝
廷
や
公
家
ま
で
も
が
関
わ
っ
た
江
戸
時
代
の
芭
蕉
の
神
格
化

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
当
時
の
俳
論
書
お
よ
び
俳
諧
伝
書
の

中
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の

よ
う
な
国
レ
ベ
ル
の
「
芭
蕉
神
格
化
」
を
促
進
さ
せ
た
基
盤
と
な

っ
た
民
間
の
芭
蕉
の
受
容
の
有
り
様
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
筆
者
の
見
る
こ
と
の
で
き
た
江
戸
時
代
の
俳
論
書
及
び
俳

諧
伝
書
に
お
け
る
芭
蕉
崇
拝
の
記
述
の
範
囲
な
が
ら
、
当
時
の
芭

蕉
神
格
化
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
享
保
二
十
（
一
七
三
○
）
年
、
俳
人
徳
雨
は
、
当
時
の

俳
壇
に
横
行
し
て
い
た
洒
落
風
を
押
し
止
め
よ
う
と
、
宝
井
其
角

の
豪
放
闊
達
な
都
会
風
（
平
明
か
つ
口
語
調
が
特
徴
、
貞
門
談
林

と
は
異
な
る
が
、
言
葉
の
戯
れ
の
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
）
を
批

判
し
、
師
の
沾
徳
の
所
説
を
ま
と
め
た
俳
論
書
『
魚
の
あ
ふ
ら
』
＊

１

を
出
し
て
、
俳
諧
史
に
お
け
る
芭
蕉
の
権
威
を
呼
び
か
け
た
。

（
句
あ
り
）
い
づ
れ
も
こ
ゝ
に
書
写
す
付
合
、
徳
叟
が
風
骨

な
り
。
俳
諧
に
古
人
な
き
意
、
徳
叟
も
お
も
ふ
べ
し
。
芭
蕉

翁
は
正
風
の
元
祖
也
。
談
林
を
あ
ら
た
め
て
よ
り
俳
諧
に
古

人
な
し
と
歎
し
は
、
底
の
心
を
き
は
め
ん
と
の
思
ひ
な
る
べ

し
。

徳
雨
の
言
葉
は
、
芭
蕉
を
「
正
風
の
元
祖
」
と
す
る
、
あ
く
ま
で

も
俳
諧
を
視
点
に
お
い
た
賛
美
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
時
代

が
下
る
と
、
次
第
に
俳
諧
か
ら
離
れ
る
形
で
神
格
化
さ
れ
て
い
く

様
子
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
、
同
じ
く
徳
雨
の
『
松
島
遊
紀
』
＊

２

が
刊
行
さ
れ
た
。
出
羽
の
三
山
、
松
島
な
ど
に
遊
ん
だ
時
の
紀
行

文
、
芭
蕉
の
発
句
、
歌
仙
等
を
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉

を
「
俳
神
」
と
い
う
言
葉
で
神
格
化
し
た
次
の
よ
う
な
文
を
記
し

て
い
る
。

我
翁
も
七
里
の
道
を
立
帰
て
、
静
さ
や
岩
に
し
み
い
る
蝉
の

声
、
と
諷
吟
有
し
を
、
後
の
人
石
に
し
る
し
て
、
今
に
残
れ

り
。
か
ゝ
る
深
山
幽
谷
に
も
翁
の
遺
風
や
、
誠
に
俳
神
と
云

つ
べ
し
。

時
代
を
追
っ
て
い
こ
う
。
安
永
九
（
一
七
八

○

）
年
、
俳
人
桃

二
編
の
『
俳
諧
く
ら
み
坂
』
＊
３

が
上
梓
さ
れ
る
。
そ
こ
に
も
ま
た
、

芭
蕉
を
「
神
格
化
」
し
た
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

蕉
門
月
花
伝
序
（
印
）

こ
ゝ
に
芭
蕉
庵
桃
青
翁
は
臨
済
下
の
居
士
に
し
て
聖
位
の
菩
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薩
な
り
。
（
中
略
）
西
天
東
土
相
承
し
来
る
仏
心
印
を
つ
た
へ

し
仏
頂
禅
師
の
印
可
し
給
へ
る
芭
蕉
翁
は
聖
人
な
り
き
。

芭
蕉
と
仏
頂
禅
師
参
禅
問
答
の
逸
話
を
活
か
し
つ
つ
、
芭
蕉
は
、

「
菩
薩
」
や
「
聖
人
」
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
芭
蕉
の
神
格
化
は
、
芭
蕉
百
年
忌
も
過
ぎ
た
こ
ろ

に
な
る
と
、
崇
拝
の
趨
勢
が
な
お
一
層
広
が
っ
た
よ
う
に
見
え
て

く
る
。
そ
の
代
表
論
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
に
出
版
さ
れ
た
毛
呂
何
丸
＊
４

（
茂
呂
何
丸
。
ま
た
は
小
沢
何
丸
、
月
院
社
何
丸
）
の
『
七
部
集

大
鏡
』
が
注
目
さ
れ
る
。
本
書
は
蕉
風
俳
諧
の
句
解
集
と
し
て
、

文
政
期
以
降
明
治
に
い
た
る
ま
で
広
く
流
布
し
、
蕉
風
俳
諧
句
解

の
代
表
的
参
考
書
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
巻
首
に
何
丸
が
添

付
し
た
凡
例
か
ら
、
芭
蕉
の
神
格
化
の
こ
と
に
進
ん
で
い
た
様
子

が
う
か
が
え
る
。

見
む
人
偏
執
の
心
を
や
め
、
俳
道
の
公
に
か
し
づ
き
、
遠
く

は
祖
神
、
近
く
は
桃
青
霊
神
の
本
意
を
失
ふ
事
な
か
れ
。

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
を
「
神
」
と
み
る
見
方
は
、
江
戸
最
末
期

に
も
継
承
さ
れ
る
。
さ
ら
に
一
例
を
見
て
み
よ
う
。
馬
光
門
の
俳

人
藻
魚
庵
大
蟲
編
の
『
蕉
翁
年
譜
』
（
明
治
初
刊
か
）
は
、
旧
派
俳

人
の
作
っ
た
芭
蕉
伝
記
に
従
い
、
芭
蕉
の
生
涯
を
年
譜
風
に
述
べ

た
も
の
で
あ
る
が
、
巻
首
に
は
、

白
鳥
の
伊
賀
の
国
は
神
国
の
伊
勢
に
隣
り
、
玉
敷
の
帝
都
に

近
く
皇
徳
に
潤
ふ
事
他
邦
に
超
え
た
り
。
（
中
略
）
後
光
明
帝

の
御
代
し
ろ
し
め
す
は
じ
め
の
こ
ろ
、
文
星
伊
賀
の
分
野
に

降
り
て
、
時
機
相
応
の
俳
聖
と
ぞ
あ
ら
は
れ
け
る
。
正
風
宗

師
芭
蕉
翁
こ
れ
也
。

の
よ
う
に
、
俳
諧
史
に
お
け
る
芭
蕉
の
権
威
性
を
「
俳
聖
」「
宗
師
」

の
よ
う
な
輝
か
し
い
存
在
と
高
め
る
記
述
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
民
間
の
記
述
及
び
朝
廷
に
よ
る
「
公
的
」
な
芭
蕉
神
格
化
に

よ
っ
て
、
芭
蕉
は
次
第
に
「
俳
神
」「
菩
薩
」「
聖
人
」「
文
星
」「
霊

神
」
と
、
様
々
な
名
称
で
神
格
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
、
芭
蕉
に
附
会
し
た
「
参
禅
問
答
」
の
諸
説
に
よ
っ

て
、
「
禅
僧
」
或
い
は
「
禅
の
修
行
を
行
う
者
」
と
い
っ
た
、
神
な

ら
ぬ
人
物
像
も
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
正
徳
二
（
一
七
一

二
）
年
に
出
版
さ
れ
た
義
堂
の
『
続
扶
桑
隠
逸
傳
』
「
芭
蕉
翁
」
の

序
文
で
は
、
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芭
蕉
翁
姓
ハ
松
尾
氏
、
伊
州
人
也
。
府
ノ
主
君
ニ
任
テ
而
モ

忠
勤
有
。
学
才
英
発
シ
テ
出
塵
ノ
志
ヲ
懐
ク
。
故
ニ
紐
ヲ
解

テ
而
髪
ヲ
断
チ
、
永
ク
隠
士
ト
成
、
変
ニ
桃
青
ト
名
ツ
ク
。

性
風
雅
ヲ
好
テ
、
北
季
吟
ヲ
師
ト
シ
テ
幾
ン
ド
其
ノ
一
体
ヲ

得
タ
リ
。
俳
門
ノ
之
徒
挙
テ
負
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
（
中
略
）
常
ニ

荘
老
ヲ
愛
シ
、
専
ラ
参
禅
ヲ
事
ト
ス
。

と
、
芭
蕉
の
誕
生
に
関
わ
る
簡
単
な
記
述
が
は
じ
ま
っ
た
か
と
思

え
ば
、
い
き
な
り
「
参
禅
説
」
が
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
寛
保
元
（
一
七
四
一
）
年
に
出
版
さ
れ
た
俳
人
魚
貫
編

『
俳
六
帖
』
＊
４

の
巻
末
に
も
、

芭
蕉
翁
桃
青

伊
賀
の
人
な
り
、
氏
は
松
尾
。
若
う
し
て
其
国
の
守
に
つ
か

ふ
。
中
比
世
相
を
い
と
ひ
、
官

録

を
栄
と
せ
ず
。
東
武
深

（
マ
マ
）

川
に
芦
舎
を
し
め
、
庭
に
芭
蕉
を
植
て
、
野
分
の
雨
声
を
感

ず
。
を
の
づ
か
ら
芭
蕉
翁
芭
蕉
翁
と
よ
ぶ
。
つ
ね
に
老
荘
を

愛
し
て
、
参
禅
を
事
と
す
。
或
年
は
杖
を
松
島
に
引
、
象
潟

に
ね
ぶ
る
。
北
越
に
吟
行
し
、
大
津
膳
所
洛
陽
に
遊
ぶ
。

と
、
同
じ
よ
う
な
参
禅
説
が
触
れ
ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
に
編
ま
れ
た
俳
人
閑
日
庵

鴎
里
編
の
『
三
四
考
・
乾
巻
』
に
収
録
さ
れ
る
「
北
枝
考
」
に
は
、

世
に
誹
諧
師
と
い
ふ
べ
き
も
の
、
昔
よ
り
な
し
。
芭
蕉
翁
ハ

（
マ
マ
）

桑
門
に
て
念
仏
の
行
者
也
。

と
あ
り
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
「
禅
僧
」
の
よ
う
な
芭
蕉
像
で

は
な
い
も
の
の
、
芭
蕉
を
「
念
仏
の
行
者
」
と
呼
ぶ
き
わ
め
て
珍

し
い
例
さ
え
も
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
神
格
化
及
び
参
禅
説
の
喧
伝
に
よ
り
、

芭
蕉
は
俳
諧
の
名
人
と
い
う
生
き
た
人
間
か
ら
、「
俳
神
」「
菩
薩
」

「
聖
人
」
「
霊
神
」
へ
と
神
格
化
さ
れ
て
い
く
一
方
、
さ
ら
に
一
層

神
秘
化
さ
れ
た
「
行
者
」
や
「
悟
人
」
の
よ
う
な
二
種
類
の
芭
蕉

像
が
立
て
ら
れ
、
江
戸
末
期
ま
で
の
俳
諧
書
に
継
承
さ
れ
て
き
た

と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
像
へ
の
見
方
は
、
明
治
期
の
旧

派
に
お
け
る
芭
蕉
の
見
方
と
大
差
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

二
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
古
池
句
」
の
評
価

で
は
、
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
崇
拝
の
ブ
ー
ム
の
中
で
、
蕉
風
の
代



- 40 -

表
句
と
さ
れ
る
「
古
池
句
」
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
受
容
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
芭
蕉
の
「
古
池
句
」
が
、
い
か

に
芭
蕉
の
代
表
句
と
し
て
知
れ
渡
っ
て
い
た
か
を
示
す
わ
か
り
や

す
い
例
を
示
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
芭
蕉
の
百
回
忌
に
当
た
る
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
、

京
都
の
俳
人
、
紫
暁
（
一
七
四
五
～
一
八
○
六

高
井
几
董
の
門

人
、
蕪
村
門
を
中
心
と
し
て
活
躍
す
る
）
が
芭
蕉
追
善
集
の
『
も

ゝ
ち
ど
り
』
を
出
版
し
た
。
そ
の
中
に
、
「
古
池
句
」
が
芭
蕉
の
名

声
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
た
様
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
祖
、
芭
蕉
の
翁
、
古
池
の
高
吟
よ
り
、
正
風
の
俳
諧
海
内

お
き
な

か

い

だ

い

に
わ
た
り
て
、
木
を
樵
る
を
の
こ
、
漁
す
を
ふ
な
も
、
五
七

き

こ

い
さ
り

五
の
文
字
を
並
べ
、
犬
う
つ
童
、
羽
根
つ
く
婦
女
、
翁
と
聞

お
き
な

け
ば
此
叟
と
し
れ
り
。

こ
の
お
き
な

庶
民
の
間
に
、
「
翁
」
と
い
え
ば
「
芭
蕉
」
と
い
う
ほ
ど
の
ブ
ー
ム

が
あ
り
、
そ
の
芭
蕉
の
代
表
句
が
「
古
池
の
高
吟
」
な
の
で
あ
っ

た
。こ

の
「
古
池
句
」
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
如
何
な
る
評
価
を

得
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
復
本
一
郎
氏
の
『
芭
蕉
古
池
伝
説
』

（
大
修
館
書
店
・
昭
和
六
十
三
年
刊
）
が
最
も
詳
し
い
。
氏
は
、

「
古
池
句
」
に
関
わ
る
人
気
の
今
昔
、「
古
池
句
」
の
誕
生
秘
話
等
、

多
方
面
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
江
戸
期
の
俳
諧
伝
書
及
び
俳
論
書
に
見
た
「
古
池
句
」
へ
の

言
及
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
「
古
池
句
」
を
最
初
に
賛
美
し
た
の
は

支
考
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
①
か
ら
④
）
。

①
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
刊
『
発
願
文
』

む
か
し
の
誹
諧
は
、
五
畿
内
に
つ
め
た
飯
と
、
始
終
を
い
ひ

て
、
そ
の
中
に
は
降
し
ら
雪
と
風
情
を
つ
け
た
り
。
是
た
ゞ

貞
徳
・
貞
室
よ
り
、
難
波
の
梅
翁
も
此
三
を
ば
出
ざ
り
し
が
、

先
翁
初
め
て
古
池
の
蛙
に
水
の
音
の
終
わ
り
を
聞
い
て
、
其

中
に
は
さ
び
し
き
情
を
い
ひ
残
し
給
ふ
る
よ
り
、
始
終
の
二

に
幽
玄
を
ふ
く
め
た
れ
ば
、
古
今
に
風
雅
の
余
情
を
し
り
、

は
じ
め
て
詩
歌
連
誹
と
い
ふ
四
門
の
額
は
か
け
ぬ
べ
し
。
し

か
ら
ば
、
今
の
世
の
誹
諧
の
み
な
ら
ん
や
、
古
今
に
誹
諧
の

元
祖
な
ら
ん
も
む
べ
也
。

②
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
刊
『
誹
諧
十
論
』
「
姿
情
ノ
論
」

誠
や
、
今
の
誹
諧
と
い
ふ
と
、
古
池
の
蛙
に
姿
を
見
さ
だ
め

て
、
情
は
全
く
な
き
に
似
た
れ
ど
も
、
さ
び
し
き
風
情
を
そ

の
中
に
含
め
る
。
風
雅
の
余
情
と
は
此
の
い
ひ
也
。
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③
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
刊
『
誹
諧
十
論
』
「
誹
諧
ノ
伝
」

天
和
の
初
な
ら
ん
、
武
江
の
深
川
に
隠
遁
し
て
、
古
池
や
蛙

飛
び
込
む
水
の
音
、
と
い
へ
る
幽
玄
の
一
句
に
自
己
の
眼
を

ひ
ら
き
て
、
是
よ
り
誹
諧
の
一
道
は
ひ
ろ
ま
り
け
る
と
ぞ
。

④
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
刊
『
十
論
為
弁
抄
』

祖
翁
の
蛙
の
発
句
に
五
文
字
の
論
あ
り
て
、
口
伝
古
池
と
山

吹
の
ご
と
き
、
古
池
は
つ
く
ろ
は
ず
し
て
俗
語
に
風
雅
の
さ

び
な
る
を
、
山
吹
は
蛙
の
不
骨
を
か
ざ
り
て
歌
に
よ
せ
た
る

は
ぬ
め
り
也
。

支
考
は
、
「
古
池
句
」
の
神
格
化
の
基
礎
を
打
ち
立
て
た
第
一
人

者
と
考
え
る
。
し
か
し
当
時
は
、
支
考
が
主
導
し
て
い
た
「
古
池

句
賛
美
論
」
を
支
持
す
る
論
調
だ
け
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
を
猛

烈
に
批
判
す
る
意
見
も
存
在
し
て
い
る
。
一
時
蕉
門
に
あ
り
、
後

に
芭
蕉
か
ら
離
れ
た
越
人
は
、
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
に
『
不

猫
蛇
』
、
さ
ら
に
同
十
四
（
一
七
二
九
）
年
に
『
猪
の
早
太
』
を
出

し
て
、
支
考
の
芭
蕉
賛
美
を
攻
撃
し
た
う
え
で
、
「
古
池
句
」
も
批

判
し
た
。

蛙
飛
込
の
句
よ
り
翁
は
眼
を
開
き
申
さ
る
ゝ
の
、
夢
想
に
滑

稽
の
伝
を
伝
へ
ら
れ
し
な
ど
、
妄
言
を
申
。
（
中
略
）
古
池
の

発
句
よ
り
眼
を
開
申
さ
る
ゝ
の
、
此
句
を
伝
受
な
り
と
申
延

る
由
、
を
か
し
。

（
『
不
猫
蛇
』
）

古
池
の
蛙
の
句
よ
り
今
の
一
す
ぢ
を
開
か
れ
し
な
ど
ゝ
、
本

を
捨
て
、
末
に
と
り
付
、
推
量
の
言
の
み
也
。（

『
猪
の
早
太
』
）

と
、
支
考
が
い
か
に
も
意
味
あ
り
げ
に
賛
美
し
た
「
古
池
句
」
に

対
し
て
、
そ
こ
ま
で
の
権
威
は
あ
り
は
し
な
い
と
反
駁
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た
俳
諧
書
及
び
俳
論
書
の
中

に
述
べ
ら
れ
た
「
古
池
句
」
の
評
語
を
眺
め
て
み
る
と
、
一
つ
興

味
深
い
特
徴
に
注
目
さ
れ
る
。
復
本
氏
の
引
か
れ
た
も
の
の
中
か

ら
、
先
に
挙
げ
た
支
考
の
四
点
の
他
に
、
さ
ら
に
七
点
（
⑤
～
⑪
）

を
引
用
し
て
み
た
い
。

⑤
宝
暦
八
（
一
七
五
八
）
年
刊
『
岡
崎
日
記
』
（
空
阿
）

竹
問
、
発
句
は
い
づ
れ
の
体
を
本
ン
と
好
み
申
に
や
。
答
、

何
れ
と
定
が
た
し
。
誹
諧
は
歌
連
歌
と
か
は
り
て
、
談
笑
を



- 42 -

好
む
物
也
。
寂
寞
、
談
笑
二
体
也
。
是
を
蕉
門
に
は
淋
み
、

お
か
し
み
と
い
ふ
。
淋
し
み
は
風
雅
の
実
也
。
お
か
し
み
は

風
雅
の
虚
也
。
さ
び
し
き
も
よ
く
、
お
か
し
き
も
よ
し
。
或

い
は
古
翁
の
、

古
池
や
蛙
飛
込
む
水
の
音

い
ざ
ゞ
ら
ば
雪
見
に
こ
ろ
ぶ
処
ま
で

是
等
、
寂
寞
、
談
笑
の
二
体
な
り
。

⑥
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
刊
『
合
補
徘
談
草
稿
』
（
雁
宕
）

古
池
や
、
と
五
文
字
に
て
、
い
よ
い
よ
閑
雅
也
と
、
世
に
沙

汰
す
る
も
非
な
り
。
古
池
や
、
と
し
て
寂
を
つ
け
た
る
も
の

な
ら
ば
、
芭
蕉
此
の
趣
向
に
、
は
や
一
点
の
濁
り
を
加
へ
て

自
然
を
失
ひ
、
尋
常
の
作
意
に
同
じ
く
し
て
、
無
上
の
趣
向

と
は
有
べ
か
ら
ず
。
古
池
は
翁
の
天
質
、
山
吹
は
其
角
が
情
、

得
た
る
英
気
の
質
に
し
て
、
何
れ
も
自
然
天
然
と
見
る
時
は

名
句
な
り
。

⑦
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
刊
『
一
夜
口
授
』
（
麦
水
）

こ
の
句
は
、
常
に
心
上
に
置
ィ
て
考
案
す
べ
き
の
吟
に
し
て
、

爰
に
句
解
を
付
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
然
ㇾ
ど
も
予
老
ぬ
。
郷

に
帰
ら
ば
生
死
を
隔
ン
と
す
ら
ん
。
さ
ら
ば
強
て
此
句
論
を

云
は
ゞ
、
五
文
字
、
山
吹
に
も
せ
よ
、
藤
に
も
せ
よ
、
上
に

見
る
も
の
あ
れ
ば
景
の
句
に
し
て
形
の
吟
也
。
世
人
多
く
は

閑
静
を
賞
す
る
と
し
、
或
は
侘
、
或
は
寂
、
只
此
細
ミ
と
称

す
れ
ど
も
、
猶
左
に
あ
ら
ず
。
是
は
只
音
を
聞
ク
の
吟
也
。

古
池
は
お
と
の
蛙
な
る
べ
き
理
を
い
は
む
と
の
み
。
形
に
あ

ら
ず
。
蛙
飛
込
と
云
ふ
も
、
蛙
を
見
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
音

の
理
を
い
ふ
。
水
も
又
同
じ
。
然
ㇾ
ば
、
音
と
い
ふ
字
の
み

に
し
て
、
音
と
い
ふ
時
は
は
や
第
二
義
な
り
。
我
等
ご
と
き

も
の
は
、
音
の
句
を
案
じ
な
ば
、
蛙
飛
込
ㇺ
音
淋
し
い
、
と

か
す
べ
し
。
句
弱
ㇰ
理
浅
ㇰ
聞
く
べ
か
ら
ず
。

⑧
天
明
二
（
一
七
八
二
）
年
刊
『
茜
堀
』
（
梅
丸
）

句
情
の
後
な
る
は
、
水
の
音
と
へ
る
音
の
一
字
に
、
春
の
夕

暮
の
朦
朧
と
し
て
淋
し
き
風
情
を
云
残
し
た
る
也
。

⑨
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
刊
『
朱
紫
』
（
吾
山
）

只
蛙
は
暮
春
に
な
れ
ば
鳴
立
つ
声
の
し
げ
き
も
の
な
る
に
、

ぼ

し

ゅ

ん

其
声
だ
に
せ
で
、
飛
こ
む
音
の
み
聞
こ
ゆ
る
は
、
し
み
か
へ

り
寂
し
き
心
地
す
と
、
こ
ゝ
に
情
を
調
へ
て
、
古
人
は
音
の

と
と
の

み
詠
じ
来
れ
る
に
、
其
音
を
き
ゝ
出
し
て
は
は
じ
め
て
正
風

を
発
起
せ
ら
れ
た
り
。
寂
の
字
、
余
情
あ
り
。
其
此
句
一
字
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褒
貶
あ
り
と
い
へ
り
。

⑩
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
刊
『
許
野
消
息
』
（
嘯
山
）

惣
ジ
テ
句
ハ
、
表
に

顕

レ
テ
佳
ナ
ル
ト
、
蔵
レ
テ
妙
ナ
ル
ト
、

そ
う

あ
ら
わ

カ

ク

或
ハ
富
麗
ニ
シ
テ
風
情
ヲ
ソ
ナ
へ
タ
ル
ア
リ
、
又
ハ
寂
寞
テ

サ

ビ

味
ヲ
含
ル
ア
リ
。
其
余
尚
種
々
ナ
レ
バ
、
ネ
テ
ハ
極
メ
テ
難

フ
ク
メ

そ

の

な

お

シ
。
此
句
ハ
寂
寞
ヲ
体
ト
セ
ル
ゾ
。

コ

ノ

⑪
天
保
元
（
一
八
三
○
）
年
刊
『
俳
諧
一
串
抄
』
（
亦
夢
）

古
池
は
も
と
よ
り
趣
あ
る
も
の
故
、
漢
人
も
好
で
詠
物
と
す
。

翁
は
、
古
の
字
を
添
え
て
、
例
の
寂
を
つ
け
た
り
。

「
古
池
句
」
へ
の
評
論
に
つ
い
て
、
支
考
の
も
の
と
あ
わ
せ
て

十
一
点
の
引
用
資
料
に
お
け
る
「
古
池
句
」
へ
の
評
語
を
並
べ
て

み
た
。
す
な
わ
ち
、
「
さ
び
し
き
情
」
「
さ
び
し
き
風
情
」
「
風
雅

の
さ
び
」
「
淋
し
い
」
「
寂
」
「
淋
み
」
「
寂
寞
」
「
侘
」
「
幽
玄
」
「
閑

さ
び

さ
び
し

サ

ビ

わ
び

静
」
「
細
ミ
」
な
ど
、
様
々
な
評
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

大
半
を
占
め
る
の
が
、
表
記
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
音
読
す
れ
ば

「
サ
ビ
」
と
発
音
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
（
以
下
、
こ
れ
ら
の
用
語

を
総
称
し
て
い
う
時
に
は
「
サ
ビ
」
と
表
記
す
る
）
。
こ
こ
に
、
私

的
に
調
べ
た
以
下
の
資
料
を
く
わ
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
、
馬
光
門
の
朶
雲
が
、
芭
蕉

五
十
回
忌
の
追
善
集
『
芭
蕉
林
』
＊
６

を
上
梓
し
た
が
、
巻
首
に
お

い
て
「
古
池
句
」
に
言
及
し
た
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

芭
蕉
林
俳
諧
集
序

も
と
よ
り
庵
主
も
な
け
れ
ば
、
其
会
日
に
は
、
人
々
の
入
来

て
席
を
も
う
け
、
終
れ
ば
門
ト
引
よ
せ
て
帰
る
や
空
坊
と
成

て
、
独
さ
し
入
る
月
の
み
、
上
野
浅
草
の
花
、
鐘
に
ほ
ひ
き

て
、
彼
古
池
の
寂
し
さ
も
ふ
る
き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
。

の
よ
う
に
、
「
古
池
句
」
の
趣
を
「
寂
し
さ
」
の
評
語
で
ま
と
め
て

い
る
。

宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
に
出
版
さ
れ
た
嘯
山
編
『
俳
諧
古

選
』
（
俳
諧
論
書
）
の
序
文
で
は
、

嘯
山
子
は
芭
蕉
翁
の
流
を
汲
て
、
さ
び
し
み
を
古
池
の
蛙
に

さ
と
り
、
お
か
し
み
を
道
側
の
□
に
得
て
（
中
略
）
古
の
秀

ム
ク
ゲ

逸
な
る
句
を
選
び
て
、
天
が
下
を
し
て
正
風
に
移
し
め
ん
と

す
。

と
、
「
古
池
句
」
に
た
い
し
て
「
さ
び
し
み
」
と
い
う
評
語
を
記
し
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て
い
る
。

ま
た
、
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
に
な
っ
た
俳
人
鳥
酔
の
伝
書

『
贅
語
』
＊
７

の
中
に
も
、
芭
蕉
の
「
古
池
句
」
は
、

む
か
し
は
始
中
終
を
い
ひ
つ
く
し
、
今
は
終
始
を
い
ひ
て
其

中
を
残
す
と
い
ふ
事
は
主
人
公
也

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

寂
の
字
、
中
に
し
て
主
人
公
也
。

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
、「
寂
」
こ
そ
が
、
こ
の
一
句
の
「
主
人
公
」
、

趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
前
述
し
た
梅
丸
の
『
蕉
翁
発
句
茜
堀
』
（
例
⑧
）
に
お

い
て
も
、
「
古
池
句
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
評
が
見
ら
れ
る
。

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
音

（
中
略
）
し
か
れ
ば
、
一
句
の
さ
ま
は
目
に
見
え
て
、
童
も

云
出
づ
べ
き
句
な
が
ら
、
其
感
情
の
淋
し
き
風
情
は
詩
歌
に

も
及
ぶ
ま
じ
。
爰
を
妙
句
と
も
名
句
と
も
い
ふ
成
る
べ
し
。

夫
故
に
今
の
俳
諧
は
蛙
の
一
句
に
見
定
め
て
と
も
書
け
る
也

云
々
。

「
古
池
句
」
の
趣
を
「
淋
し
き
風
情
」
と
評
し
、
こ
の
一
句
の
み

で
俳
諧
を
代
表
す
る
句
と
見
る
も
可
能
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
て
い

る
。同

じ
よ
う
な
見
方
は
、『
蕉
門
一
夜
口
授
』（
例
⑦
）
＊
８

の
中
の
、

古
池
や
蛙
飛
込
む
水
の
音

此
吟
有
ツ
て
、
貞
享
の
頃
の
門
人
、
此
句
に
依
ツ
て
は
じ
め

て
正
風
の
目
を
開
け
り
と
か
。
是
此
句
中
無
形
の
珠
有
ツ
て

し
か
ら
し
む
る
。
此
珠
を
心
付
カ
ば
、
自
ラ
発
句
出
ず
と
も
、

蕉
門
の
寂
に
楽
し
み
を
置
に
足
れ
り
。
此
二
ツ
の
物
、
よ
く

蕉
風
の
発
句
を
貫
ち
か
み
ち
爰
に
あ
り
。

と
い
う
記
述
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

復
本
氏
の
引
用
さ
れ
た
資
料
、
お
よ
び
私
に
確
認
で
き
た
資
料

を
合
わ
せ
て
見
る
と
、
「
古
池
句
」
は
、
「
さ
び
し
き
情
」
「
さ
び

し
き
風
情
」
「
風
雅
の
さ
び
」
「
淋
し
い
」
「
寂
」
「
淋
み
」
「
寂
寞
」

さ
び

さ
び
し

サ

ビ

な
ど
の
、
様
々
な
し
か
し
類
似
し
た
「
サ
ビ
」
と
言
う
言
葉
で
、

江
戸
の
末
に
い
た
る
ま
で
賛
美
し
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
明
治
の
俳
壇
に
お
い
て
は
、
芭

蕉
の
「
古
池
句
」
に
与
え
ら
れ
た
評
語
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
閑
寂
」
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と
い
う
評
語
で
あ
っ
た
。
同
じ
「
古
池
句
」
を
評
論
す
る
の
に
、

江
戸
期
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
サ
ビ
」
と
言
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
明

治
期
に
は
「
閑
寂
」
が
使
わ
れ
る
と
い
う
違
い
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
の
二
つ
の
俳
論
評
語
の
語
義
関
係
を
考
え
て
い
く
に
あ
た

っ
て
も
、
「
サ
ビ
」
が
、
江
戸
期
に
お
い
て
、
ひ
ろ
く
蕉
風
全
体
に

対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
を
次
章
で
考
察
し
て

お
こ
う
。

三
、
江
戸
期
の
俳
論
書
に
見
ら
れ
た
蕉
風
俳
諧
へ
の
俳
論
用
語

蕉
風
俳
諧
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
「
サ
ビ
」
に
つ
い
て
の
先
行

研
究
は
数
多
い
が
、
中
で
も
、
復
本
一
郎
氏
の
『
芭
蕉
に
お
け
る

「
さ
び
」
の
構
造
』
（
塙
書
房
・
昭
和
四
十
八
年
刊
）
、
お
よ
び
先

に
も
触
れ
た
『
芭
蕉
古
池
伝
説
』
が
最
も
体
系
的
で
詳
細
で
あ
る
。

前
者
は
、
現
代
の
「
美
学
論
」
の
立
場
か
ら
、
蕉
風
俳
諧
の
評
語

で
あ
っ
た
「
さ
び
」
と
、
そ
の
類
縁
美
と
考
え
る
「
ほ
そ
み
」
、「
し

お
り
」
、
「
か
ら
び
」
な
ど
の
類
義
語
と
の
関
わ
り
を
詳
し
く
論
じ

て
お
ら
れ
る
。
後
者
で
は
、
江
戸
時
代
に
流
行
し
て
い
た
俳
論
書
、

俳
諧
伝
書
に
見
ら
れ
た
「
古
池
句
」
へ
の
評
論
を
考
察
さ
れ
て
い

る
。し

か
し
、
江
戸
時
代
の
俳
壇
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
全
般
へ
の
評

論
、
特
に
「
古
池
句
」
以
外
の
蕉
風
俳
諧
に
対
す
る
評
語
の
考
察

に
つ
い
て
は
、
両
書
と
も
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
本
章

で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
に
も

範
囲
を
広
げ
な
が
ら
、
江
戸
期
の
俳
壇
に
け
る
蕉
風
俳
諧
全
般
へ

の
評
語
と
し
て
の
「
サ
ビ
」
の
位
置
付
け
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認

し
て
み
た
い
。

芭
蕉
の
没
後
、
蕉
風
俳
諧
の
特
徴
を
「
サ
ビ
」
と
い
う
評
語
で

表
し
た
最
も
初
期
の
資
料
は
、
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
か
ら
十

一
（
一
六
九
八
）
年
に
か
け
て
、
芭
蕉
門
の
去
来
、
許
六
の
間
に

往
復
さ
れ
た
書
簡
を
集
め
た
『
俳
諧
問
答
』
＊
９

で
あ
る
。
去
来
の

主
張
と
は
、

去
来
曰
、
此
論
、
阿
兄
の
ご
と
く
ん
ば
、
其
対
し
給
ふ
人
の

過
論
也
。
凡
さ
び
・
し
ほ
り
は
風
雅
の
大
切
に
し
て
、
わ
す

る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
也
。
然
ど
も
、
随
分
の
作
者
も
、
句
々

さ
び
・
し
ほ
り
を
得
が
た
か
ら
ん
。
た
ゞ
先
師
の
み
此
あ
り
。

去
来
は
、
蕉
風
の
根
本
に
あ
る
も
の
は
「
さ
び
」
と
「
し
を
り
」

で
あ
り
、
先
師
芭
蕉
の
句
に
は
、
一
句
一
句
そ
れ
ら
の
趣
を
含
ま

れ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
、
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
去
来
は
、
後

に
出
版
さ
れ
た
『
去
来
抄
』
の
中
に
も
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ

き
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
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野
明
曰
、
句
の
さ
び
は
い
か
な
る
物
に
や
。
去
来
曰
、
さ
び

は
句
の
色
な
り
。
閑
寂
な
る
句
を
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
仮
令
へ

ば
老
人
の
甲
冑
を
帯
し
、
戦
場
に
働
き
、
錦
繍
を
か
ざ
り
御

宴
に
侍
り
て
も
、
老
の
姿
有
る
が
ご
と
し
。
賑
か
な
る
句
に

も
、
静
な
る
句
に
も
あ
る
も
の
也
。
今
一
句
を
あ
ぐ
。

花
守
や
白
き
頭
を
つ
き
合
せ

去
來

先
師
曰
、
「
さ
び
よ
く
あ
ら
は
れ
、
悦
候
」
と
也
。

去
来
に
対
し
て
、
「
さ
び
」
と
は
、
「
静
け
さ
」
や
「
閑
寂
」
な
趣

に
限
っ
て
い
う
評
語
で
は
な
く
、「
句
の
色
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
『
俳
諧
問
答
』
の
中
で
も
、

又
曰
、
し
ほ
り
・
さ
び
は
、
趣
向
・
言
葉
・
器
の
閑
寂
な
る

を
云
に
あ
ら
ず
。
さ
び
と
さ
び
し
き
は
異
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

こ
こ
に
は
じ
め
て
、
明
治
の
俳
壇
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
理
解
に

多
用
さ
れ
る
「
閑
寂
」
と
い
う
評
語
が
、
「
サ
ビ
」
と
の
関
係
で
出

て
く
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
る
。
去
来
は
、

去
来
曰
、
情
な
き
誉
や
う
な
り
。

明
る
間
と
叩
つ
ゞ
け
や
雪
の
門

か
く
い
ふ
と
も
、
雪
の
門
は
遁
る
ま
じ
。
（
略
）
自
賛
に
い

は
ゞ
、
唯
此
句
に
自
然
と
さ
び
の
み
え
ぬ
る
を
第
一
と
思
ひ

侍
る
。
惣
じ
て
翁
の
句
、

張

（
強
）
き
句
も
弱
き
く
も
、

（
マ
マ
）

狂
た
る
も
厳
重
な
る
も
、
か
る
き
句
に
も
、
何
れ
の
作
に
も
、

此
寂
の
付
た
る
を
、
其
角
は
じ
め
門
人
、
い
づ
れ
も
う
ら
や

む
所
也
。
た
ま
た
ま
さ
び
の
見
え
た
る
句
を
得
た
る
、
あ
は

れ
翁
の
残
生
の
内
に
あ
ら
ば
、
快
も
一
笑
を
見
つ
べ
き
も
の

を
と
、
歎
き
侍
り
。

（
『
随
門
記
』
）

の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
理
想
と
し
た
俳
諧
の
中
で
の
「
さ
び
」
と
い

う
概
念
の
位
の
高
さ
を
繰
り
返
し
て
強
調
し
て
い
る
。

ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
芭
蕉
の
高
弟
支
考
も
ま
た
、
『
続
五
輪
』
（
元

禄
十
一
〈
一
六
九
八
〉
年
刊
）
の
「
滑
稽
論
」
で
、
芭
蕉
の
句
「
金

屏
の
松
の
古
さ
よ
冬
ご
も
り
」
を
、

そ
れ
を
松
の
古
さ
よ
と
と
い
は
れ
た
れ
ば
、
蝶
つ
が
ひ
も
は

な
れ
ば
な
れ
に
兀
か
ゝ
り
て
、
ば
せ
を
庵
六
畳
敷
の
ふ
ゆ
ご

も
り
と
見
え
侍
る
か
。
是
風
雅
の
淋
し
き
実
な
る
べ
し
。
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の
よ
う
に
、
そ
の
発
句
の
風
情
を
「
淋
し
き
実
」
と
い
う
言
葉
で

評
し
て
い
る
。
ま
た
門
人
土
芳
も
、
俳
論
書
『
三
冊
子
』
＊

の
「
赤

11

双
紙
」
で
は
、

冬
空
の
あ
れ
に
成
た
る
北
颪

旅
の
馳
走
に
在
明
し
置

「
馳
走
」
の
字
さ
び
有
。
「
あ
れ
に
成
た
る
」
と
心
の
し
ほ

り
に
、
旅
亭
の
さ
び
を
付
て
寄
る
也
。

と
、
句
の
風
情
を
「
さ
び
」
の
評
語
を
使
っ
て
、
芭
蕉
の
付
句
を

評
価
し
て
い
る
。
「
さ
び
」
が
蕉
風
俳
諧
評
語
と
し
て
使
わ
れ
た
の

は
、
『
三
冊
子
』
の
中
で
こ
の
一
句
だ
け
で
あ
る
。
同
じ
く
付
句
へ

の
評
論
の
中
で
の
、

霜
寒
き
旅
ね
に
蚊
や
を
着
せ
申

古
人
か
や
う
の
夜
の
木
が
ら
し

こ
の
脇
、
凩
の
さ
び
し
き
夜
、
古
人
か
や
う
の
夜
有
べ
し
と

い
ふ
句
也
。

に
使
わ
れ
た
「
さ
び
し
き
」
は
一
種
の
形
容
詞
で
あ
り
、
俳
諧
の

美
意
識
を
い
う
時
の
「
さ
び
」
と
は
、
使
わ
れ
方
が
違
う
。

後
の
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
芭
蕉
を
慕
う
俳
人
た
ち
の
蕉

風
俳
諧
評
論
用
語
の
中
に
、
「
サ
ビ
」
と
い
う
言
葉
は
多
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
先
ほ
ど
も
引
用
し
た
安
永
九
（
一
七
八
○
）

年
刊
行
の
桃
二
編
『
俳
諧
く
ら
み
坂
』
を
見
て
み
よ
う
。
本
書
は
、

桃
二
が
、
僧
の
故
貝
の
紀
行
及
び
祖
父
支
考
の
五
十
回
忌
の
追
善

集
を
合
わ
せ
た
も
の
と
考
え
る
。
桃
二
は
、
祖
父
支
考
の
師
で
あ

っ
た
芭
蕉
を
神
格
化
し
た
筆
致
で
描
い
た
う
え
に
、
蕉
風
全
体
に

関
わ
る
印
象
に
も
触
れ
て
い
る
。
「
後
題
」
の
部
分
に
お
い
て
、

後
題

宗
祇
・
芭
蕉
翁
の
行
脚
は
、
誠
に
風
雅
の
寂
な
る
べ
く
（
中

略
）
此
紀
行
を
閲
す
る
に
、
風
姿
風
情
は
、
更
に
円
位
古
翁

の
寂
を
も
知
れ
る
人
と
言
つ
べ
し
。

東
都
王
母
園
桃
二

と
、
芭
蕉
を
、
西
行
や
宗
祇
に
並
べ
つ
つ
、
蕉
風
俳
諧
の
風
情
や

精
神
を
「
風
雅
の
寂
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
。
こ
の
言
葉
は
、

祖
父
の
支
考
が
『
続
五
輪
』
「
滑
稽
論
」
で
述
べ
た
、

金
屏
の
松
の
古
さ
よ
冬
ご
も
り

芭
蕉
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是
風
雅
の
淋
し
き
実
な
る
べ
し

を
意
識
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

天
明
元
（
一
七
八
一
）
年
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
門
の
蓼
太
編
『
七

柏
集
』
で
は
、
芭
蕉
の
付
句
「
卯
月
の
雪
を
握
る
筑
波
根
」
に
つ

い
て
、既

に
杜
律
の
風
骨
を
探
り
、
山
家
集
の
寂
を
た
ど
り
、
幽
艶

さ

ぐ

さ

び

の
附
か
た
に
人
情
の
理
屈
を
解
す
。

と
、
芭
蕉
の
俳
諧
の
根
本
に
あ
っ
た
文
芸
と
し
て
、
杜
甫
の
詩
と

西
行
の
和
歌
を
置
き
、
そ
の
本
質
を
「
寂
」
と
い
う
言
葉
で
理
解

さ

び

し
て
い
る
。

蓼
太
の
よ
う
に
、
「
寂
」
の
一
語
で
蕉
風
を
理
解
し
た
例
に
は
、

さ

び

文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
に
出
版
さ
れ
た
春
秋
庵
白
雄
の
俳
諧
論

書
『
俳
諧
寂
栞
』
が
あ
る
。
本
書
は
、
芭
蕉
の
遺
語
、
去
来
の
俳

論
、
そ
れ
に
師
で
あ
っ
た
鳥
酔
の
説
を
一
巻
に
整
理
し
て
、
門
弟

の
た
め
に
書
き
与
え
た
俳
論
書
で
あ
る
。
鳥
酔
の
「
俳
諧
余
情
論
」

を
記
す
る
と
こ
ろ
で
、

三
の
情
の
事

余
情
は
深
き
に
し
く
ハ
な
し
。
一
句
の
よ
し
あ
し
も
、
た
だ

に
余
情
の
浅
深
に
よ
れ
る
な
り
。
（
中
略
）
情
と
は
言
外
に
あ

ふ
る
る
の
意
を
い
ふ
。
さ
び
し
き
と
い
は
ず
し
て
、
さ
び
し

き
事
か
ぎ
り
な
く
、
涼
し
き
と
い
は
ず
し
て
、
す
ず
し
き
を

も
む
き
を
い
ふ
。

枯
枝
に
か
ら
す
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮

翁

寂
し
き
情
か
ぎ
り
な
し
。

と
、
芭
蕉
の
「
枯
枝
句
」
を
、
「
さ
び
し
き
と
い
は
ず
し
て
、
さ
び

し
き
事
か
ぎ
り
な
」
き
句
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
「
寂
し
き
情
」
と

い
う
評
語
で
表
し
て
い
る
。「
枯
枝
句
」
は
、
蕉
風
を
代
表
す
る
「
寂

し
き
」
句
と
見
ら
れ
て
い
た
。

以
上
の
資
料
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
芭
蕉
の
神
格
化
の
最
盛

期
に
当
た
っ
た
江
戸
時
代
の
俳
壇
で
は
、
蕉
風
の
代
表
作
と
崇
め

ら
れ
た
「
古
池
句
」
の
み
な
ら
ず
、
蕉
風
俳
諧
全
般
に
対
し
て
も
、

表
記
こ
そ
違
う
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ビ
」
と
総
称
す
る
こ
と

の
で
き
る
評
語
で
評
論
す
る
傾
向
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、
明
治
期
の
漢
語
ブ
ー
ム
か
ら
見
た
「
サ
ビ
」
と
「
閑
寂
」

前
節
で
は
、
江
戸
期
の
俳
論
書
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
評
論
用
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語
で
あ
る
「
サ
ビ
」
（
「
寂
」
「
寂
寞
」
「
さ
び
」
な
ど
）
と
い
う
言

さ

び

さ

び

葉
の
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
俳
論
用
語
と
、

明
治
期
の
俳
壇
で
キ
ー
ワ
ー
ド
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
蕉
風
評
論
用

語
の
「
閑
寂
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
語
義
関
係
に
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
去
来
抄
』
の
中
に
は
、
す
で
に
、

野
明
曰
、
句
の
さ
び
は
い
か
な
る
物
に
や
。
去
来
曰
、
さ
び

は
句
の
色
な
り
。
閑
寂
な
る
句
を
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
仮
令
へ

ば
老
人
の
甲
冑
を
帯
し
、
戦
場
に
働
き
、
錦
繍
を
か
ざ
り
御

宴
に
侍
り
て
も
、
老
の
姿
有
る
が
ご
と
し
。
賑
か
な
る
句
に

も
、
静
な
る
句
に
も
あ
る
も
の
也
。

と
い
う
記
述
が
見
え
る
よ
う
に
、
「
色
」
を
「
作
用
」
や
「
は
た
ら

き
」
と
理
解
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、「
さ
び
」
が
、

俳
諧
の
趣
を
評
す
る
時
の
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
用
語
と
し
て

あ
る
の
に
た
い
し
、
「
閑
寂
」
は
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
「
静
な

る
」
と
同
義
の
「
閑
寂
な
る
」
と
い
う
形
で
働
く
言
葉
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
一
語
で
の
独
立
し
た
用
語
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

去
来
は
、
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
許

六
と
の
間
で
書
簡
を
や
り
と
り
し
た
が
、
そ
の
中
に
も
、
蕉
風
俳

諧
の
特
徴
を
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
記
し
た
と
こ
ろ
が

あ
る
。又

問
テ
云
、
「
師
ト
晋
子
ト
、
師
弟
は
、
い
づ
れ
の
所
を
教

と

ひ

い
は
く

へ
、
習
ひ
得
た
り
と
い
は
む
」
。
答
テ
云
、
「
師
ガ
風
、
閑
寂

こ
た
へ

い
は
く

を
好
で
ほ
そ
し
。
晋
子
が
風
、
伊
達
を
好
で
ほ
そ
し
。
此
細

こ
の
ん

だ

て

こ

の

き
所
、
師
が
流
也
。
爰
に
符
合
ス
」
と
い
へ
り
。

り

う

な

り

こ

こ

（
『
俳
諧
問
答
』
）

芭
蕉
の
俳
諧
は
「
閑
寂
」
の
趣
を
主
と
す
る
の
に
対
し
て
、
其
角

の
俳
諧
は
「
伊
達
（
口
語
調
の
洒
落
風
）
」
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
と

述
べ
て
い
る
。
「
閑
寂
」
は
、
あ
く
ま
で
「
伊
達
」
の
対
義
語
と
し

て
の
「
静
け
さ
」
と
い
う
程
度
の
意
味
合
い
で
あ
り
、
か
な
ら
ず

し
も
蕉
風
評
論
用
語
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
は
見
え
な
い
し
、

ま
た
明
治
期
の
俳
論
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ま
で
影
響
力
を
持
つ
と

断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
芭
蕉
自
身
が
使
っ
た
「
閑
寂
」
の
用
例
と
し
て
は
、
『
幻

住
庵
記
』
（
元
禄
三
〈
一
六
九
○
〉
年
頃
成
）
の
、

か
く
い
へ
ば
と
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
閑
寂
を
好
み
、
山
野
に
跡

を
隠
さ
む
と
に
は
あ
ら
ず
。
や
ゝ
病
身
人
に
倦
ん
で
、
世
を
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厭
ひ
し
人
に
似
た
り
。

が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
閑
寂
」
は
、
あ
く
ま
で
も
自
然
描
写
の
形

容
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
俳
論
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
俳
人
た
ち
（
新
旧
両
派
）
が
蕉
風

俳
諧
を
論
ず
る
時
に
繰
り
返
し
て
使
っ
た
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉

は
、
芭
蕉
の
『
幻
住
庵
記
』
や
去
来
の
『
俳
諧
問
答
』
な
ど
か
ら

抜
き
出
さ
れ
た
言
葉
と
は
考
え
ら
れ
な
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
、
私
の
見
る
こ
と
の
で
き
た
活
字
資
料
（
『
日
本
古
典

俳
文
学
大
系
』
『
関
東
俳
諧
叢
書
』
ほ
か
）
の
範
囲
で
は
、
江
戸
期

の
俳
論
書
や
伝
書
に
、
「
閑
寂
」
を
、
蕉
風
評
論
用
語
と
し
て
明
確

に
用
い
た
用
例
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
活
字
に
な

っ
て
い
な
い
数
多
く
の
俳
書
に
つ
い
て
は
見
る
こ
と
が
で
き
て
い

な
い
が
、
こ
れ
を
、
一
定
の
傾
向
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
は

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
明
治
期
の
旧
派
俳
人
（
小
築
庵
春
湖
な
ど
）
は
、
芭
蕉

の
人
物
像
を
「
神
様
」
や
「
聖
人
」
と
神
格
化
し
た
う
え
で
、
「
古

池
句
」
に
代
表
さ
れ
る
蕉
風
俳
諧
全
体
を
「
閑
寂
」
の
言
葉
で
論

評
し
、
明
治
俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
論
の
主
流
を
占
め
た
。
こ
れ
ら

に
対
し
て
、
新
派
俳
人
（
子
規
、
角
田
竹
冷
な
ど
）
は
、
旧
派
の

見
解
を
盲
目
的
に
受
け
入
れ
ず
、
写
生
主
義
の
審
美
理
念
か
ら
芭

蕉
論
を
見
直
し
は
し
た
も
の
の
、
芭
蕉
の
俳
諧
を
論
じ
る
時
に
は

や
は
り
「
閑
寂
」
の
語
を
用
い
て
い
た
。

江
戸
期
に
お
け
る
蕉
風
評
論
用
語
と
し
て
の
「
閑
寂
」
の
歴
史

は
無
い
に
等
し
い
。
そ
れ
が
、
な
ぜ
明
治
に
な
り
、
突
然
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
に
「
閑
寂
」
と
い
う
評
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

先
に
も
『
去
来
抄
』
で
見
た
よ
う
に
、
江
戸
期
の
俳
人
た
ち
に

と
っ
て
、
「
サ
ビ
（
寂
）
」
と
「
閑
寂
」
は
、
き
わ
め
て
近
し
い
言

葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
サ
ビ
（
寂
）
」
と
い
う
蕉
風
俳
諧
評
論
用
語

が
、
明
治
期
に
入
る
と
、
漢
語
で
あ
る
「
閑
寂
」
に
置
き
換
わ
る

た
め
に
は
、
明
治
の
知
識
人
達
に
も
、「
サ
ビ
（
寂
）
」
と
「
閑
寂
」

が
き
わ
め
て
近
し
い
言
葉
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
前
提
条
件
が
必

要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
で
は
な
ぜ
態
々
二
つ
の
俳
論
用
が
置
き

換
え
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
筆
者
は
、
そ
の
背
景
に
、
明
治
に
お
け
る
漢
語
流
行
と
い
う

時
代
色
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

明
治
日
本
の
開
国
期
で
は
、
政
治
制
度
の
激
変
に
伴
い
、
小
学

校
の
国
語
教
育
か
ら
商
業
出
版
物
ま
で
に
大
き
な
変
化
が
現
れ
た
。

そ
れ
を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、
い
わ
ば
「
漢
語
ブ
ー
ム
」
で
あ
る
。

徳
川
幕
府
の
封
建
体
制
か
ら
近
代
の
文
明
開
化
の
社
会
の
基
盤
を
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打
ち
立
て
る
た
め
に
、
「
文
明
開
化
」
の
重
任
を
担
っ
た
政
治
、
法

律
の
よ
う
な
社
会
制
度
の
基
盤
を
打
ち
立
て
る
新
概
念
、
ま
た
医

療
、
教
育
等
の
よ
う
な
庶
民
生
活
に
か
か
わ
る
言
葉
は
、
西
洋
か

ら
導
入
さ
れ
な
が
ら
、
ま
た
そ
れ
ら
の
言
葉
に
当
た
っ
た
訳
語
も

一
時
に
広
が
っ
て
庶
民
層
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
に
、
「
哲

学
」
、
「
医
学
」
、
「
物
理
」
な
ど
の
専
門
分
野
の
学
術
用
語
も
あ
れ

ば
、
庶
民
生
活
に
密
着
し
て
い
た
新
興
的
な
漢
語
、
例
え
ば
、
「
勤

務
」
、
「
治
療
」
、
「
瓦
斯
」
の
よ
う
な
実
用
性
の
高
い
言
葉
も
急
速

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
と
い
う
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
明
治
期
の
「
文

明
」
、
「
開
化
」
と
い
う
大
き
な
社
会
改
革
の
目
標
を
達
成
す
る
た

め
に
、
漢
語
の
流
行
及
び
大
量
の
使
用
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
時
代

背
景
と
呼
応
し
た
も
の
と
な
り
、
或
い
は
西
洋
文
化
を
伝
播
し
た

こ
と
に
相
応
し
い
媒
介
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
漢
語
ブ
ー
ム
の

も
と
で
、
明
治
期
の
小
学
校
で
は
、
国
語
教
育
用
の
テ
キ
ス
ト
の

採
用
に
新
た
な
変
化
が
起
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
母
利
司
朗

氏
が
「
明
治
〈
学
制
〉
期
に
お
け
る
国
語
作
文
教
科
書
の
諸
問
題

―
国
語
教
育
史
論
３
―
」
＊

の
中
で
、
詳
し
く
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

11

氏
の
指
摘
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
明
治
四
年
か
ら
十
二
年
ま
で
の
国
語
作
文
教
科
書
は
、

実
用
性
の
高
い
旧
来
の
「
用
文
章
」
（
漢
文
体
模
範
例
の
文
体
）
を

踏
ま
え
た
も
の
が
多
く
作
ら
れ
た
が
、
そ
の
書
名
を
み
れ
ば
、
旧

来
に
は
な
か
っ
た
「
文
明
」
或
い
は
「
開
化
」
の
二
語
を
含
ん
だ

テ
キ
ス
ト
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
、
普
及
し
た
。
そ
の
よ
う
な

テ
キ
ス
ト
か
ら
は
、

雅
で
簡
潔
な
「
漢
語
」
を
混
交
さ
せ
て
い
く
文
章
こ
そ
が
「
文

華
日
に
開
け
」
ゆ
く
「
文
明
開
化
」
の
代
に
お
け
る
明
治
書

簡
文
の
「
新
態
」
を
示
す
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
認
識
が
読
み
取
れ
る
。
漢
語
を
大
量
使
用
し
た
文
体
は
、

「
漢
語
ブ
ー
ム
」
が
熱
狂
し
て
い
た
時
代
風
潮
に
呼
応
し
た
も
の

で
あ
り
、
ま
た
「
雅
」
な
表
現
方
式
と
考
え
ら
れ
た
当
時
で
は
、

小
学
校
の
国
語
作
文
教
育
に
お
い
て
も
漢
字
教
育
が
推
賞
さ
れ
、

後
ほ
ど
の
漢
語
ブ
ー
ム
の
全
国
推
進
の
基
盤
と
な
っ
て
い
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
以
上
が
氏
の
指
摘
の
要
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
漢
語
テ
キ
ス
ト
の
大
量
使
用
を
伴
っ
た
漢
語
ブ
ー

ム
に
よ
る
「
文
明
開
化
」
の
社
会
作
り
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め

に
、
ま
た
西
洋
の
新
概
念
を
伝
播
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
た
漢

語
語
彙
を
よ
り
よ
く
受
容
さ
せ
、
理
解
さ
せ
る
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
、
漢
語
の
字
典
や
辞
書
の
出
版
も
不
可
欠
な
一
環
と
考
え

る
。

明
治
期
に
お
け
る
漢
語
辞
書
と
漢
字
字
典
の
出
版
事
情
に
つ
い
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て
は
、
松
井
利
彦
氏
の
『
近
代
漢
語
辞
書
の
成
立
と
開
展
』
（
平
成

二
年
刊
）
が
詳
し
い
。
氏
は
、
明
治
期
に
流
行
し
て
い
た
漢
語
辞

書
の
展
開
及
び
継
承
関
係
を
系
統
的
に
考
察
さ
れ
て
お
る
が
、
明

治
期
の
「
漢
語
ブ
ー
ム
」
に
伴
っ
た
漢
語
辞
書
や
漢
字
辞
典
の
出

版
及
び
普
及
状
況
に
つ
い
て
は
、
序
文
か
ら
そ
の
様
子
が
う
か
が

え
る
。市

井
閭
閻
ノ
言
談
論
議
ニ
至
ル
マ
デ
、
皆
雑
ユ
ル
ニ
漢
語
ヲ

以
テ
ス
。

（
『
近
代
漢
語
辞
書
の
成
立
と
開
展
』
・
笠
間
書
院
・
平
成
二

年
刊
）

と
い
う
よ
う
な
「
漢
語
ブ
ー
ム
」
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
て
、
明

治
の
旧
派
俳
人
が
、
蕉
風
俳
諧
を
論
じ
る
時
の
文
体
は
、
た
と
え

ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

芭
蕉
の
俳
諧
は
、
す
で
に
こ
の
壺
中
を
脱
し
て
、
た
か
く
あ

げ
け
り
。
こ
の
故
に
か
れ
は
、
姿
情
の
新
奇
を
き
わ
め
た
る

壇
林
に
反
し
て
、
句
躯
の
閑
寂
、
観
念
の
幽
玄
な
ら
む
と
を

期
せ
り
。

（
小
此
木
信
一
郎
『
俳
諧
史
伝
』
・
女
学
雑
誌
社
・

明
治
二
十

七
年
刊
）

是
等
の
伝
説
及
び
釈
解
は
ま
ち
ま
ち
な
れ
ど
も
、
殆
ど
之
を

神
聖
化
し
て
正
風
俳
諧
の
護
符
と
な
る
は
、
一
つ
に
雷
同
の

結
果
な
れ
ど
も
、
芭
蕉
の
理
想
「
閑
寂
」
を
顕
現
す
る
に
適

す
る
境
地
を
唱
ひ
し
に
由
る
。
君
を
喪
ひ
俗
縁
を
断
ち
一
定

の
所
住
な
く
し
て
而
も
傷
心
苦
叫
せ
ず
、
而
も
優
放
自
適
す

る
境
地
は
即
ち
此
閑
寂
界
に
し
て
、
古
池
の
一
句
実
に
芭
蕉

が
放
浪
す
る
天
地
の
粋
精
を
鐘
め
た
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
。

（
内
田
魯
庵
『
芭
蕉
庵
桃
青
伝
』
・
博
文
館
・

明
治
三
十
、

三

十
二
年
刊)

な
ど
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
漢
文
脈
の
気
味
の
強
い
文
体
の
中
に
、

「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
は
い
か
に
も
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。

江
戸
時
代
の
「
サ
ビ
（
寂
）
」
の
意
味
す
る
ま
ま
に
、
言
葉
と
し
て

は
、
ほ
と
ん
ど
同
義
の
「
閑
寂
」
が
選
択
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
念
の
た
め
に
、
「
サ
ビ
（
寂
）
」
と
「
閑
寂
」
が
、
当

時
の
漢
語
辞
書
や
漢
字
字
典
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
に
公
開
さ
れ
て
い
る
明
治
期
刊
行
の
漢
語
辞
書
（
表
一
）
・
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漢
字
字
典
（
表
二
）
の
中
か
ら
、
「
寂
」
も
し
く
は
「
閑
寂
」
が
記

載
さ
れ
て
い
る
も
の
四
十
二
点
に
つ
い
て
、
巻
末
の
表
に
ま
と
め

た
。
結
果
と
し
て
は
、
「
寂
（
サ
ビ
）
」
と
「
閑
寂
」
と
も
に
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
、
「
サ
ビ
シ
」
と
「
シ
ヅ
カ
」
を
共
通
の
音
訓
と
語

釈
と
し
て
も
つ
こ
と
が
分
か
っ
た
。

お
わ
り
に

本
章
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

芭
蕉
神
格
化
の
最
盛
期
に
当
る
江
戸
時
代
で
は
、
芭
蕉
の
人
物

像
は
「
聖
人
」
「
霊
神
」
「
菩
薩
」
な
ど
と
神
格
化
さ
れ
た
。
そ
の

中
で
、「
古
池
句
」
し
か
も
蕉
風
俳
諧
全
般
を
評
論
す
る
際
に
、「
サ

ビ
」
と
音
読
み
し
た
評
語
は
、
江
戸
末
期
ま
で
使
わ
れ
続
け
、
多

数
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

明
治
期
に
広
く
理
解
さ
れ
て
い
た
芭
蕉
像
（
主
に
旧
派
俳
人
）

は
、
江
戸
時
代
の
芭
蕉
像
と
変
わ
り
は
し
な
い
が
、
明
治
期
の
蕉

風
評
論
用
語
と
し
て
の
「
閑
寂
」
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
蕉
風
俳

諧
全
般
へ
の
俳
論
用
語
で
あ
る
「
サ
ビ
（
寂
）
」
が
、
漢
文
脈
全
盛

の
時
代
背
景
の
中
で
、
漢
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
「
閑
寂
」
へ
と
置

き
換
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

【
注
】

＊
１
徳
雨
が
恩
師
の
沾
徳
が
没
後
約
十
年
、
洒
落
風
が
急
速
に
廃
れ
よ
う
と
す
る

俳
壇
の
風
潮
を
嘆
き
、
師
の
所
説
を
改
め
て
祖
述
し
た
俳
論
書
。
問
答
体
を

と
り
、
随
所
に
例
句
を
挙
げ
て
い
る
。

（
加
藤
定
等
彦
編

『
関
東
俳
諧
業
書
』
第
一
巻
・
江
戸
座
編
①
・
「
魚
の
あ

ふ
ら
」
の
解
題
を
参
考
）

＊
２

宝
暦
八
年
夏
、
徳
雨
が
出
羽
三
山
・
山
寺
・
松
島
な
ど
を
遊
ん
だ
時
の

紀
行
を
巻
首
に
、
阿
誰
・
浙
江
ら
地
元
古
河
・
栗
橋
・
石
橋
・
上
高
野
・

連
鏡
等
と
折
々
に
巻
い
た
歌
仙
な
ど
六
巻
、
江
戸
や
近
隣
の
諸
家
吟
、
後

半
に
は
、
芭
蕉
の
「
河
千
鳥
」
の
発
句
に
よ
る
宇
都
宮
等
の
連
中
と
の
脇

起
こ
り
百
韻
、
二
世
祇
徳
、
千
町
夫
妻
ら
諸
家
か
ら
募
っ
た
「
千
鳥
之
吟
」

を
収
め
る
。
刊
行
は
宝
暦
十
三
年
。

（
加
藤
定
等
彦
編

『
関
東
俳
諧
業
書
』
第
十
四
巻
・
常
房
編
②
・
「
松
島
遊

紀
」
の
解
題
を
参
考
）

＊
３
雲
裡
門
の
僧
故
貝
の
紀
行
と
そ
の
付
録
で
、
編
者
は
桃
二
。
桃
二
の
祖
父
、

蕉
門
十
哲
と
し
て
名
高
い
支
考
の
追
善
集
と
考
え
ら
れ
る
。
延
享
五
年
五

月
末
、
出
立
、
小
網
町
か
ら
乗
徳
ま
で
乗
合
舟
を
利
用
、
船
橋
、
浜
野
な

ど
を
経
て
郷
里
笠
森
（
現
、
千
葉
県
長
野
町
）
に
笠
を
脱
ぐ
。
内
房
千
種

浜
に
中
秋
の
明
月
を
賞
し
、
晩
秋
に
近
い
こ
ろ
、
笠
森
観
音
に
一
夜
籠
も

っ
た
後
、
親
友
た
ち
と
離
別
の
宴
を
催
し
、
帰
途
に
つ
く
。
浜
野
か
ら
海
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上
渡
船
を
利
用
、
乗
り
合
わ
せ
た
風
士
と
の
俳
談
で
終
わ
っ
て
い
る
。
附

録
は
支
考
五
十
回
祀
の
手
向
け
と
し
て
以
哉
坊
に
送
っ
た
故
貝
の
文
句
や

仮
名
詩
、
諸
国
の
獅
子
門
の
雑
詩
を
収
め
る
。

（
加
藤
定
等
彦
編

『
関
東
俳
諧
業
書
』
第
二
十
四
巻
・
東
武
獅
子
門
編
③

・
「
俳
諧
く
ら
み
坂
」
の
解
題
を
参
考
）

＊
４
俳
人
。
姓
は
毛
呂
、
名
は
一
元
、
字
は
何
丸
、
号
は
月
院
舎
・
古
連
・
漁

村
等
。
信
濃
生
、
江
戸
住
。
漢
詩
文
を
岡
沢
陸
沈
に
、
国
学
を
小
沢
蘆
庵

・
村
田
了
阿
に
学
ぶ
。
書
画
の
売
買
と
医
術
修
業
の
た
め
よ
く
旅
行
し
、

寛
政
三
年
に
医
術
開
業
す
る
。
文
化
十
一
年
か
ら
蔵
前
の
札
差
守
村
抱
儀

の
知
遇
を
う
け
専
心
著
述
に
従
事
。
著
書
に
『
七
部
集
大
鏡
』
『
芭
蕉
翁

句
解
参
考
』
等
が
あ
る
。
天
保
八
年(

一
八
三
七)

歿
。

＊
５
魚
貫
編
の
選
集
で
、
祇
空
の
遺
稿
『
故
人
伝
』
、『
正
徹
物
語
』
抜
き
書
き
、

芭
蕉
・
無
名
氏
・
心
海
・
守
貞
の
和
漢
文
章
、
宗
祇
の
名
所
百
韻
に
な
ら

っ
た
魚
貫
ら
の
名
所
百
句
、
門
人
・
詞
友
・
古
俳
人
の
「
四
季
混
雑
」
の

発
句
」
を
収
め
る
。

（
加
藤
定
等
彦
編

『
関
東
俳
諧
業
書
』
第
五
巻
・
四
時
観
編
③
・
「
俳
六

帖
」
の
解
題
を
参
考
）

＊
６
馬
光
門
の
朶
雲
が
編
ん
だ
芭
蕉
五
十
回
忌
追
善
集
。
芭
蕉
生
前
の
門
人
笠

翁
に
尊
像
を
彫
刻
さ
れ
、
そ
れ
を
東
盛
寺
の
如
是
庵
に
安
置
し
、
五
十
回

忌
の
遠
忌
を
営
み
、
そ
の
記
念
に
編
ん
だ
も
の
。
芭
蕉
像
、
序
に
つ
づ
い

て
追
善
の
六
吟
歌
仙
、
馬
光
ら
の
追
善
七
章
を
前
半
に
収
め
て
追
善
の
意

を
示
し
、
以
下
、
宗
瑞
、
里
露
ら
の
発
句
、
連
句
や
諸
国
名
家
の
発
句
を

収
め
る
。

（
加
藤
定
等
彦
編

『
関
東
俳
諧
業
書
』
第
四
巻
・
五
色
墨
編
②
・
「
俳
六

帖
」
の
解
題
を
参
考
）

＊
７

信
州
松
代
藩
の
茶
道
頭
月
岡
雪
浦
（
白
雄
門
）
が
筆
写
し
た
白
井
鳥
酔

の
伝
書
。
諸
本
と
し
て
は
『
鳥
酔
先
師
贅
語
』
、
『
俳
諧
贅
語
』
、
『
松
露

庵
鳥
酔
伝
書
』
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

（
加
藤
定
等
彦
編

『
関
東
俳
諧
業
書
』
第
二
十
二
巻
・
五
色
墨
編
③
・
「
贅

語
」
の
解
題
を
参
考
）

＊
８
芭
蕉
の
没
後
、
洒
落
俳
諧
、
譬
喩
俳
諧
の
流
行
が
招
い
た
俳
風
の
低
俗
さ

を
克
服
す
る
た
め
、
貞
享
期
（
一
六
八
四
か
ら
一
六
八
八)

の
古
風
に
帰

る
こ
と
を
主
張
し
た
麦
水
は
『
蕉
門
一
夜
口
授
』
を
著
し
、
自
然
の
姿
を

重
ん
じ
私
意
を
排
す
べ
し
と
主
張
し
て
い
る
。

＊
９
俳
諧
論
書
。
元
禄
十
年(

一
六
九
七)

閏
二
月
付
で
去
来
が
其
角
に
送
っ
た

書
状
を
皮
切
り
に
、
翌
年
に
か
け
て
許
六
と
去
来
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
往

復
書
簡
を
集
め
た
も
の
。「
贈
晋
氏
其
角
書
」
、「
贈
落
柿
舎
去
来
書
」
、「
答

許
子
問
難
弁
」
、
「
再
呈
落
柿
舎
先
生
」
、
「
俳
諧
自
讃
之
論
」
、
「
自
得
発

明
弁
」
、
「
同
門
評
判
」
か
ら
成
る
。
去
来
は
「
不
易
流
行
論
」
、
許
六
は

「
血
脈
」
説
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
論
を
た
た
か
わ
せ
て
お
り
、
蕉
風
俳

論
書
と
し
て
第
一
級
の
価
値
を
も
つ
。
一
七
八
五
年(

天
明
五)

、
浩
々
舎

芳
麿
に
よ
り
『
俳
諧
問
答
青
根
が
峰
』
と
し
て
出
版
さ
れ
、
寛
政
十
二
（
一
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八
○
○)

年
、
『
俳
諧
問
答
』
の
題
で
再
版
さ
れ
た
。

＊

江
戸
時
代
中
期
の
俳
諧
論
書
。
服
部
土
芳
著
。
三
冊
。
元
禄
末
年
頃
成
立
。

10
『
白
冊
子
』
、
『
赤
冊
子
』
、
『
忘
水
』

(

黒
冊
子
と
も
い
う)

の
三
部
か

ら
成
る
。
『
白
冊
子
』
に
は
連
歌
、
俳
諧
の
起
源
か
ら
西
山
宗
因
を
経
て

芭
蕉
に
い
た
り
俳
諧
に
誠
を
得
た
こ
と
、
詩
、
歌
、
連
句
、
式
法
の
こ
と

な
ど
、
『
赤
冊
子
』
に
は
不
易
流
行
、
俳
諧
の
誠
を
せ
め
て
私
意
を
去
る

法
、
「
か
る
み
」
に
つ
い
て
の
総
説
、
門
人
の
句
に
対
す
る
芭
蕉
評
、
芭

蕉
発
句

七
十
句
余
の
推
敲
過
程
、
芭
蕉
付
句
約
四
十
句
の
解
説
な
ど
か

ら
な
る
。

＊

『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
第
二
十
二
号
・
平
成
六
年
刊
。

11
【
付
記
】本

章
は
京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
二
日

於
京
都
府
立
大
学
）
に
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
に
引
用
し
た
資
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
魚
の
あ
ふ
ら
』
（
享
保
二
十
年
刊
）
、
『
俳
六
帖
』
（
寛
保
元
年
刊
）
、
『
芭

蕉
林
』（
寛
保
三
年
刊
）
、『
松
嶋
遊
紀
』（
宝
暦
十
三
年
刊
）
、『
贅
語
』（
明

和
五
年
成
）
『
俳
諧
く
ら
み
坂
』
（
安
永
九
年
刊
）
…
以
上
、
『
関
東
俳
諧

叢
書
』
。『
七
部
集
大
鏡
』（
文
政
十
年
刊
）
、『
蕉
翁
発
句
茜
堀
』
…
以
上
、

『
俳
諧
註
釋
集
（
上
・
下
）
』
。
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
主
に

『
日
本
古
典
俳
文
学
大
系
』
、
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
、
『
芭
蕉
研
究
資
料
集

明
治
篇
』
に
所
収
さ
れ
た
本
文
に
よ
っ
た
。



漢字字典名 編著者 出版（社⁄ 者） 出版年次（明治） 「寂」の語釈

明治字典訓解 藤懸貴重 安藤方晴 1881（十四）年 サビシ、シヅカ

明治節用字典広益雅俗 小笠原美治 弘令社 1882（十五）年 サビシ、シヅカ

明治字典大成紙入日用 長尾佐太郎 松浦要助 1884（十七）年 サビシ、シヅカ

明治字典 猪野中行 大成館 1888（二十一）年 サビシ、シヅカ

掌中明治字典• 乾 三尾重定 東崖堂 1890（二十三）年 サビシ、シヅカ

東京新字典 大屋常太郎 瀬山佐吉 1890（二十三）年 サビシ、シヅカ

新選明治字典 間仲正修 水野慶次郎 1890（二十三）年 サビシ、シヅカ

袖珍康煕字典 橋爪貫一 辞典発行部 1892（二十五）年 サビシ、シヅカ

五書字典 鬼九隆城 田中宋栄堂 1893（二十六）年 サビシ、シヅカ

明治字林玉篇漢語活用 大館利一 昭文館 1893（二十六）年 サビシ

明治字典大全日用有益 山久三郎 中村風祥堂 1893（二十六）年 サビシ、シヅカ

新選歴史字典 大田才次郎 博文館 1894（二十七）年 サビシ、シヅカ

明治いろは字典国民益字 古座谷徳次郎 群鳳堂 1894（二十七）年 シヅカ

明治いろは字典 後藤常太郎 中村芳松 1895（二十八）年 サビシ、シヅカ

帝国広集字典 小畠弘一 風月堂 1895（二十八）年 サビ

明治新刻帝国小字典 大塚子成 田中書店 1895（二十八）年 サビシ、シヅカ

帝国大字典 片谷耕作 明治堂 1898（三十一）年 サビシ、シヅカ

初学節用集 岡本辰之助 節用会事務所 1901（三十四）年 サミシ　

新選いろは字典 田中正治郎 中村風月堂 1904（三十七）年 　　　　シヅカ

明治節用字典新撰活版 博多久吉 成象堂 1907（四十）年 　　　　シヅカ　　

二書合本帝国字典大全 田中正治郎 中村風祥堂 1912（四十五）年 サビシ、シヅカ
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（
表
１
）

（
表
２
）

漢語辞書名 編著者 出版（社⁄ 者） 出版年次（明治） 「閑寂」の語釈

新撰字解 岩崎茂実 甘泉堂 1874（七年） モノシヅカ

開化節用集音画両引 福寿信 山口安兵衛 1876（九年） サビシ、シヅカ

初学必携大全漢語字書 土居清喜 山城屋平吉 1876（九年） シヅカ

御布令新聞漢語必用文明いろは字引 片岡義助 芸香堂 1877（十年） シヅカ

明治伊呂波節用訓訳考訂音画両引 大月疇四郎 星野松蔵 1878（十一年） シヅカ

新撰伊呂波字引 宇喜多小十郎 中島利左衛門 1879（十二年） シヅカ

漢語作文普通早引 藤田善平 梅原亀七 1879（十二年） シヅカ

懐寶三書字引 松浦宏 中林堂 1880（十三年） サビシ、モノシヅカ

初学必携大全漢語字書 松浦宏 東崖堂 1884（十七年） モノシヅカ　　

広益漢語字解 藤田善平 博文館 1885（十八年） シヅカ

漢語新画引大全 片岡賢三 風月庄左衛門 1887（二十年） シヅカ

広益漢語伊呂波引 堀中　徹 分盛堂 1889（二十二年） モノシヅカ

広益いろは早引大全 関谷男也 浜本明昇堂 1890（二十三年） サビシ

漢語大字典熟字伊呂波引 荒川義泰 田中宋栄堂 1892（二十五年） サビシ、シヅカ

漢語熟字典 木戸照陽 田中宋栄堂 1892（二十五年） シヅカナ

漢語熟字典附成語故事解 鬼九隆城 綾部乙松 1893（二十六年） シヅカナ

漢語作文字引大全万民宝典 梅乃家薫 奎章閣 1893（二十六年） シヅカ

漢語いろは字典 只木小五郎 松柏堂 1893（二十六年） シヅカ

明治漢語字典 岡野英太郎 中村鐘美堂 1896（二十九年） シヅカ

広益いろは字典 新撰活版 加藤伴之 大塚子成 1898（三十一年） シヅカ

伊呂波引明治節用集 大塚子成 田中宋栄堂 1911（四十四年） シヅカ
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第
三
章

大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方

―
「
古
池
や
」
の
句
を
中
心
に
し
て
―

は
じ
め
に

第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
明
治
期
の
新
旧
両
派
が
唱
え
た
い

わ
ゆ
る
「
蕉
風
閑
寂
論
」
は
、
明
治
期
の
俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
論

の
主
流
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
代
に
日
本
で
の
留
学
生
活
を
経

験
し
た
周
作
人
は
、
新
旧
両
派
の
著
作
の
論
調
に
影
響
さ
れ
、
「
古

池
句
」
を
代
表
と
す
る
蕉
風
俳
諧
の
評
論
に
「
閑
寂
」
の
評
語
を

用
い
、
新
旧
両
派
を
あ
わ
せ
た
よ
う
な
独
自
の
「
蕉
風
閑
寂
論
」

を
形
成
し
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
蕉
風
閑
寂
論
」
は
、
大
正
期
に
入
っ
て

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て

の
先
行
研
究
は
意
外
と
盲
点
と
な
っ
て
い
る
＊
１

。
本
章
で
は
、
明

治
期
に
つ
い
て
の
考
察
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
大
正
時
代
に
出
版
さ

れ
た
芭
蕉
俳
諧
研
究
書
の
代
表
作
（
文
末
表
）
を
読
み
進
め
、
と

く
に
「
古
池
句
」
を
巡
る
「
蕉
風
閑
寂
論
」
の
論
調
を
分
析
し
た

上
で
、
大
正
期
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
大
正
期
の
代
表
的
芭
蕉
論
及
び
「
古
池
句
」
へ
の
評
論

一
・
一

岡
本
黙
骨
と
木
津
碩
堂

大
正
期
に
お
け
る
「
蕉
風
論
」
に
触
れ
る
前
に
、
大
正
期
の
芭

蕉
研
究
代
表
作
か
ら
見
ら
れ
た
芭
蕉
像
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
、
大
正
期
に
活
躍
し
て
い
た
国
文
学
者
、
俳
論
家
、
大
学

教
授
の
よ
う
な
知
識
人
が
著
し
た
芭
蕉
研
究
資
料
を
表
に
ま
と
め

て
文
末
に
添
付
し
た
。
そ
れ
ら
の
研
究
資
料
は
童
蒙
用
の
も
の
で

は
な
く
、
す
べ
て
一
般
向
け
以
上
を
読
者
の
対
象
と
し
た
専
門
的

な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
と
し
て
は
、
旧
派
俳
人
木
津
碩
堂
の
い
わ
ゆ
る
「
芭

蕉
偉
人
説
」
と
新
派
俳
人
岡
本
黙
骨
の
主
張
し
て
い
た
「
芭
蕉
聖

者
説
」
と
が
注
目
さ
れ
る
。

大
正
三
年
に
出
版
さ
れ
た
岡
本
黙
骨
の
『
俳
聖
芭
蕉
』（
日
月
社
）

で
は
、
芭
蕉
を
「
聖
者
」
と
表
現
す
る
論
調
が
見
ら
れ
た
が
、
そ

の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、
芭
蕉
の
偽
書
と
も
い
わ
れ
る
「
行
脚
の

十
八
ヶ
條
」
＊
２

で
あ
る
。

蕉
翁
行
脚
十
八
ヶ
條
の
掟

一
、
一
宿
な
す
と
も
、
故
な
き
処
ニ
ハ
再
宿
す
ベ
か
ら
ず
、
樹

下
石
上
ニ
臥
す
と
も
あ
た
ゝ
め
た
る
筵
と
思
ふ
ベ
し
。

一
、
腰
に
寸
鉄
た
り
共
帶
す
ベ
か
ら
ず
、
惣
し
て
も
の
ゝ
命
を

取
事
な
か
れ
。
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一
、
魚
烏
獣
の
肉
を
好
ん
で
食
す
べ
か
ら
ず
、
美
食
珍
味
に
ふ

け
る
者
は
、
他
事
に
ふ
れ
や
す
き
も
の
な
り
、
菜
根
を
喰
て
た

る
な
す
の
語
を
思
ふ
べ
し

（
中
略
）

一
、
一
宿
一
飯
の
ぬ
し
を
も
お
ろ
そ
か
に
お
も
ふ
ベ
か
ら
ず
、

さ
り
と
て
こ
び
へ
つ
ら
ふ
事
な
か
れ
、
如
斯
の
人
は
奴
た
り
、

只
此
道
に
入
る
人
は
、
此
道
の
人
に
交
る
ベ
し
。

（
『
日
本
古
典
文
学
全
集
・
松
尾
芭
蕉
①
～
②
』
に
よ
る
）

こ
れ
は
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
高
踏
化
し
た
偽
書
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
岡
本
は
、
こ
の
中
に
描
か
れ
た
、
旅
中
の
一
茶
一
飯
の

恩
に
感
激
し
た
芭
蕉
の
素
朴
な
性
格
、
俳
道
に
精
根
を
尽
く
し
て

恬
淡
と
し
た
生
活
態
度
に
対
し
て
、

す
べ
て
こ
の
心
を
以
て
一
生
を
送
つ
た
芭
蕉
に
人
格
の
高
大

な
る
こ
と
は
、
敢
え
て
更
に
贅
す
る
の
要
あ
る
を
見
ず
。
実

に
古
今
の
間
に
冠
絶
し
た
聖
者
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。

（
『
俳
聖
芭
蕉
』
・
日
月
社
・
大
正
三
年
刊
）

と
、
そ
れ
を
「
聖
者
」
と
い
う
言
葉
で
端
的
に
評
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
芭
蕉
を
「
聖
者
」
と
す
る
見
方
は
、
す
で
に
明
治

四
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た
旧
派
の
天
生
目
杜
南
の
『
評
伝
芭
蕉
』

（
博
文
館
）
に
も
見
ら
れ
た
＊
３

。
し
か
し
、
杜
南
が
、
美
文
調
の

浪
漫
化
さ
れ
た
文
章
の
中
で
、
「
詩
心
を
磨
く
旅
」
「
詩
囊
を
肥
や

す
旅
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
芭
蕉
の
旅
か
ら
旅
に
明
け
暮
れ

る
生
活
に
注
目
し
、
そ
れ
を
「
聖
者
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
、
岡

本
は
「
芭
蕉
行
脚
の
掟
」
を
根
拠
に
し
て
、
芭
蕉
の
無
欲
素
朴
な

人
間
性
に
注
目
し
、
「
聖
者
」
と
す
る
見
方
を
主
張
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

一
方
、
十
年
程
後
の
大
正
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
旧
派
俳
人
木

津
碩
堂
の
『
新
し
い
研
究
芭
蕉
翁
の
面
影
』
（
昭
和
七
年
に
『
俳
聖

芭
蕉
翁
の
面
影
』
と
し
て
再
版
）
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
芭

蕉
を
「
偉
人
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
論
調
が
見
ら
れ
る
。

頃
は
寛
文
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
北
村
季
吟
の
門
下
か
ら

く

わ

ぶ

ん

ね

ん

か

ん

き

た

む

ら

き

ぎ

ん

も

ん

か

黒
染
め
の
袖
短
く
か
ゝ
げ
た
白
竹
の
枝
長
く
曳
い
た
一
人
の

く

ろ

ぞ

そ
で
み
じ
か

し

ら

た

け

え

だ

な

が

ひ

ひ

と

り

偉
人
が
現
は
れ
出
た
が
、
忽
ち
に
し
て
天
下
の
俳
壇
を
圧
倒

い

じ

ん

あ

ら

で

た
ち
ま

て

ん

か

は

い

だ

ん

あ

つ

た

う

し
、
正
風
と
記
し
た
傘
下
無
量
三
千
余
の
門
人
を
集
め
て
統

せ

い

ふ

う

し

る

さ

ん

か

む

れ

う

よ

も

ん

じ

ん

あ

つ

と

う

一
の
令
を
海
内
に
布
い
た
。
其
の
偉
人
と
は
誰
だ
ろ
う
。
僧

れ

い

か

い

な

い

し

そ

ゐ

じ

ん

だ

れ

そ

う

に
似
て
塵
の
あ
る
俗
に
似
て
髪
の
な
い
松
尾
芭
蕉
翁
で
あ
る
。

に

ち

り

ぞ

く

に

か

み

ま

つ

お

ば

せ

う

お

う

松
尾
芭
蕉
翁
、
初
め
の
頃
は
暫
く
壇
林
調
に
親
し
ん
で
ゐ
た

ま

つ

お

ば

せ

う

お

う

は

じ

こ

ろ

し
ば
ら

だ

ん

り

ん

て

う

し
た
し

が
、
如
何
に
其
の
句
調
の
厭
し
く
し
て
誦
す
る
に
足
ら
ぬ
の

い

か

く

て

う

い

や

し
や
う

た
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を
慨
き
、
こ
れ
刷
新
を
計
ら
う
と
思
ひ
立
ち
た
。
そ
れ
よ
り
遍

な

げ

さ

つ

し

ん

は

か

お

も

た

あ
ま
ね

く
名
山
大
河
を
踏
破
し
て
自
然
の
神
秘
を
発
き
、
又
杜
律
が

め

い

ざ

ん

た

い

せ

ん

と

う

は

し

ぜ

ん

し

ん

ぴ

あ

ば

と

り

風
骨
を
探
り
、
西
行
が
山
家
集
の
微
妙
を
究
め
な
ど
し
て
、

ふ

う

こ

つ

さ

ぐ

さ

い

げ

う

さ

ん

か

し

ふ

び

め

う

き

は

嘗
胆
臥
薪
年
を
積
む
こ
と
久
し
か
つ
た
が
、
終
に
大
に
悟
る

し
や
う
た
ん
く
う
わ
し

ん

つ

つ

い

お
お
い

さ

と

と
こ
ろ
と
な
つ
て
、
正
風
と
名
づ
け
た
一
格
を
案
出
す
る
に

せ

い

ふ

う

な

い

っ

か

く

あ
ん
し
ゅ
つ

至
つ
た
。

い

た
（
『
新
し
い
研
究
芭
蕉
翁
の
面
影
』
・
石
塚
松
雲
堂
・
大
正
十

一
年
刊
）

木
津
の
文
勢
筆
致
も
、
明
治
期
の
旧
派
俳
人
杜
南
と
同
じ
よ
う

に
豊
か
な
個
人
情
感
を
入
れ
て
芭
蕉
を
手
放
し
で
称
讃
し
て
い
る
。

芭
蕉
の
生
涯
を
「
詩
想
を
磨
く
旅
」
と
表
現
す
る
論
調
は
、
す
で

に
明
治
の
新
派
俳
人
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た
が
＊
４

、
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
芭
蕉
を
あ
く
ま
で
も
「
偉
人
」
と
見
な
す
、
明
治
俳
壇
の

旧
派
に
通
じ
た
芭
蕉
神
格
化
の
姿
勢
に
立
つ
論
調
と
よ
み
と
れ
る
。

さ
ら
に
、
同
じ
著
作
の
中
の
「
翁
の
略
伝
」
の
節
で
も
、

詞
華
は
高
く
一
世
に
鳴
つ
て
ゐ
た
が
、
其
の
韻
も
長
へ
に
流

し

く

わ

た

か

せ

い

な

そ

ゐ

ん

と
こ
し

な

が

れ
て
天
下
の
法
と
な
り
、
後
の
世
に
至
る
も
俳
諧
正
風
体
の

て

ん

か

は

ふ

の

ち

よ

い

た

は

い

か

い

せ

い

ふ

う

た

い

祖
神
と
仰
が
れ
て
ゐ
る
も
の
は
松
尾
翁
で
あ
る
。

そ

し

ん

あ

ふ

ま

つ

お

お

う

（
右
同
）

と
、
明
治
期
の
旧
派
俳
人
と
同
様
に
、
芭
蕉
を
「
祖
神
」
と
す
る

神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
以
上
の
二
氏
の
芭
蕉
論
は
、
大
正
時
代
の
芭
蕉
論
に
見
ら
れ

る
両
極
端
の
代
表
論
と
な
っ
た
。

で
は
、
「
人
間
芭
蕉
」
を
主
張
し
て
い
た
岡
本
、
そ
し
て
旧
派
の

芭
蕉
神
格
化
を
継
承
し
て
い
た
木
津
の
二
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
古

池
句
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
章
、

第
二
章
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
い
た
る
芭
蕉
受
容

の
あ
り
か
た
を
、
こ
の
「
古
池
句
」
の
解
釈
の
歴
史
に
よ
っ
て
も

た
ど
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
岡
本
・
木
津
の
二
氏
に
お

け
る
「
古
池
句
」
の
受
容
か
ら
も
、
大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
受

容
の
あ
り
か
た
が
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

一
・
二

木
津
の
「
古
池
句
」
解
釈
と
王
維

ま
ず
、
明
治
の
旧
派
俳
人
と
な
ん
ら
変
わ
る
所
の
な
い
主
張
を

受
け
継
い
だ
木
津
の
解
釈
か
ら
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
一
言
、

翁
の
「
古
池
や
か
わ
ず
飛
込
水
の
お
と
」
は
、
（
中
略
）
王
維

お
う
ゐ

が
詩
の
妙
を
あ
ら
わ
し
た
か
と
思
ふ
。

し

め

う
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（
右
同
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

「
古
池
句
」
を
「
王
維
の
詩
趣
」
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
姿

勢
＊
５

は
、
明
治
か
ら
大
正
末
期
に
か
け
て
の
芭
蕉
論
全
体
を
見
渡

し
て
も
な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
ほ
ど
斬
新
な
見
方
で
あ
る
。

が
、
こ
の
見
方
は
、
明
治
の
旧
派
俳
人
達
の
「
古
池
句
」
を
「
禅

的
閑
寂
論
」
に
解
釈
す
る
姿
勢
と
つ
な
が
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
書
の
「
誄
辞
」
の
節
に
は
、
「
古
池
句
」
に
関
わ
る
春
湖
＊
６

の

「
参
禅
問
答
」
の
説
が
再
び
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

翁
は
初
め
て
仏
頂
に
就
い
て
禅
を
修
め
た
。
仏
頂
は

お

う

は

じ

ぶ

つ

て

う

つ

ぜ

ん

を

さ

ぶ

つ

て

う

常
陸
国
根
本
寺
の
住
職
で
あ
つ
た
が
、
臨
済
宗
と
呼
ば
れ
て

ひ

だ

ち

の

こ

く

こ

ん

ぽ

ん

じ

ぢ
う
し
よ
く

り

ん

ざ

い

し

う

ゐ
た
ほ
ど
だ
か
ら
、
禅
機
は
世
に
高
く
戒
光
は
遠
く
輝
い
て
、

ぜ

ん

き

よ

た

か

か
い
く
わ
う

と

ほ

か
ゝ
や

衆
庶
の
渇
仰
し
て
ゐ
る
こ
と
も
亦
一
方
で
は
な
か
つ
た
（
中

し
ゆ
う
し
よ

か

つ

げ

う

ま

た

か

た

略
）
。
互
に
仏
道
を
論
じ
禅
味
を
談
じ
て
其
の
談
論
が
漸
く

た
が
ひ

ぶ

つ

だ

う

ろ

ん

ぜ

ん

み

だ

ん

そ

だ

ん

ろ

ん

よ
う
や

酣

な
る
頃
、
翁
は
忽
ち
禅
法
の
秘
鍵
お
の
づ
か
ら
解
け
た

た
け
な
は

こ

ろ

お

う

た
ち
ま

ぜ

ん

ぽ

ふ

ひ

け

ん

と

や
う
な
心
地
が
し
て
、
大
い
に
其
の
機
微
の
妙
を
悟
る
こ
と

こ

ゝ

ち

お

ほ

そ

き

び

め

う

さ

と

を
得
た
。
其
の
庭
前
か
ら
洩
れ
て
来
た
ち
や
ぶ
ん
と
い
ふ
一

え

そ

て

い

ぜ

ん

も

き

声
を
耳
に
傾
け
て
、
思
は
ず
、

せ

い

み

み

か
た
む

お

も

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

ふ

る

い

け

か
は
づ

と

こ

み

ず

お

と

と
吟
じ
た
が
、
仏
頂
を
聞
い
て
其
の
風
雅
参
禅
の
功
徳
に

ぎ

ん

ぶ

つ

て

う

き

そ

ふ

う

が

さ

ん

ぜ

ん

く

ど

く

驚
喜
し
、
暫
く
言
葉
も
出
な
か
つ
た
。
こ
れ
よ
り
翁
の
俳
諧

け

う

き

し
ば
ら

こ

と

ば

お

う

は

い

か

い

は
い
よ
い
よ
神
に
入
つ
て
所
謂
正
風
体
の
基
を
立
つ
る
こ
と

し

ん

い

い

わ

ゆ

る

せ

い

ふ

う

た

い

も
と
ゐ

た

と
な
つ
た
。

(

右
同)

明
治
三
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
旧
派
俳
人
三
巴
の
『
俳
諧
古
池

注
集
』
に
は
、
芭
蕉
の
「
古
池
句
」
に
付
会
さ
れ
た
「
禅
味
」
や

「
禅
理
を
持
つ
閑
寂
な
句
」
の
諸
伝
説
が
収
録
さ
れ
、「
芭
蕉∙

禅∙

閑
寂
」
の
三
つ
を
一
体
化
し
た
明
治
俳
壇
の
芭
蕉
神
格
化
の
様
相

が
は
っ
き
り
と
よ
み
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

見
方
こ
そ
が
明
治
俳
壇
の
芭
蕉
論
の
主
流
で
あ
っ
た
が
、
「
参
禅
問

答
」
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
後
に
新
派
俳
人
か
ら
猛
烈
に
批

判
さ
れ
、
芭
蕉
を
高
め
る
た
め
の
異
説
、
妄
説
に
す
ぎ
な
い
と
攻

撃
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
津
は
、
大
正
十
一
年
と
い
う

時
期
に
な
っ
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
「
参
禅
問
答
」
の
説
を
巻
頭
に

取
り
上
げ
て
、
明
治
旧
派
俳
人
の
貫
い
た
芭
蕉
神
格
化
と
同
様
の

姿
勢
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

木
津
の
い
う
、「
古
池
句
」
は
「
王
維
が
詩
の
妙
を
あ
ら
わ
し
た
」

わ

う

ゐ

し

め

う

と
言
う
説
は
、「
王
維
」
を
「
禅
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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「
芭
蕉
・
禅
・
閑
寂
」
の
三
者
を
同
一
視
、
一
体
化
し
た
明
治
の

旧
派
俳
人
の
論
調
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
る
よ
う
に
思

え
る
の
で
あ
る
。

本
書
に
は
、
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
崇
拝
の
執
筆
態
度
に
基
づ
い
て
、

芭
蕉
の
生
涯
を
美
文
調
で
綴
る
傾
向
が
随
所
で
見
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
、
巻
首
「
翁
の
誕
生
地
」
の
中
の
、

伊
賀
と
い
ふ
と
邊
陬
な
小
さ
ひ
国
の
や
う
に
思
ふ
も
の
も
あ

い

が

へ

ん

す

う

ち

い

く

に

お

も

ら
う
が
、
し
か
も
地
は
時
の
帝
都
に
近
く
て
、
位
は
東
海
道

ち

と

き

て

い

と

ち

か

く
ら
ゐ

と

う

か

い

ど

う

十
五
ヶ
国
の
首
め
に
列
り
、
四
に
も
緑

滴
る
連
巒
も
て
圍

こ

く

は

じ

つ
ら
な

み
ど
り
し
た
ゝ

れ

ん

ら

ん

か

こ

ま
れ
た
一
つ
の
仙
境
で
あ
る
。
涓
々
と
流
れ
て
ゐ
る
水
は
、
或

せ

ん

け

う

け

ん

／

＼

な

が

み

づ

あ
る
ひ

は
山
腰
を
繞
り
、
或
は
平
野
を
貫
い
て
、
北
に
は
巌
倉
の
峽
南

さ

ん

え

う

め

ぐ

へ

い

や

つ
ら
ぬ

き

た

い

わ

く

ら

け

ふ

な

ん

に
は
赤
目
が
瀧
の
勝
区
が
あ
る
。

あ

か

め

た

き

せ

う

く

(

右
同)

と
い
う
文
章
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

一
・
三

岡
本
の
「
古
池
句
」
解
釈

つ
い
で
、
芭
蕉
を
「
聖
人
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
な
が
ら
も
、

旧
派
の
い
う
「
聖
人
」
と
は
異
な
っ
た
姿
勢
を
示
し
て
い
た
岡
本

の
説
を
見
て
み
よ
う
。
「
芭
蕉
・
禅
・
閑
寂
」
を
一
つ
に
し
て
考
え

た
木
津
の
「
古
池
句
」
解
釈
に
対
し
て
、
岡
本
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

一
時
は
芭
蕉
の
俳
諧
に
は
必
ず
禅
機
を
含
め
る
も
の
と
し
て
、

牽
強
附
会
の
説
を
為
す
を
好
む
傾
向
を
す
ら
生
じ
た
。
（
中
略
）

句
と
し
て
は
実
に
幼
稚
な
単
純
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
而
し

て
此
句
は
幼
稚
な
る
自
然
摸
写
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が

や
が
て
芭
蕉
が
自
然
の
深
奥
に
悟
入
す
る
前
提
で
あ
つ
て
、

此
点
か
ら
見
て
、
此
句
は
必
ず
し
も
全
く
無
価
値
で
あ
る
と

は
言
へ
な
い
。
但
だ
此
の
一
句
を
以
つ
て
無
上
の
価
値
あ
る

も
の
ゝ
如
く
思
ふ
の
は
、
は
じ
め
芭
蕉
を
崇
拝
す
る
の
余
り

に
出
で
、
終
に
芭
蕉
を
賊
す
る
徒
輩
に
濫
用
せ
ら
れ
る
の
結

果
を
成
し
た
。
斯
の
如
く
し
た
、
無
暗
に
芭
蕉
の
句
と
禅
と

を
結
び
つ
け
や
う
と
す
る
事
は
極
め
て
無
価
値
な
所
業
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
然
し
俳
諧
と
禅
味
と
の
共
通
点
と
い
ふ
や
う

な
も
の
は
確
か
に
容
認
さ
れ
る
。
俳
句
と
禅
と
の
共
通
し
且

つ
合
致
す
る
所
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
象
の
真
相
に
対
す
る
直
感
、

直
覚
で
あ
る
。

（
『
俳
聖
芭
蕉
』
・
日
月
社
・
大
正
三
年
刊
）
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こ
れ
ら
の
記
述
に
お
い
て
、
特
に
傍
線
部
の
よ
う
に
、
「
古
池
句
」

に
付
会
し
た
過
言
の
逸
話
に
反
対
す
る
態
度
は
鮮
明
で
あ
る
。
「
俳

句
と
禅
と
の
共
通
し
且
つ
合
致
す
る
所
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
象
の
真

相
に
対
す
る
直
感
、
直
覚
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
子
規
の

主
張
し
て
い
た
「
古
池
句
は
あ
り
の
ま
ま
の
一
句
」
と
す
る
写
生

的
な
見
方
＊
８

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
と
読
み
取
れ
る
。
「
古
池
句
」

を
「
参
禅
問
答
」
と
切
り
離
し
、
た
だ
「
写
生
俳
句
」
或
い
は
「
あ

り
の
ま
ま
を
い
う
閑
寂
な
句
」
と
考
え
る
岡
本
に
と
っ
て
、
芭
蕉

の
人
物
像
は
、
木
津
の
よ
う
な
旧
派
俳
人
の
所
謂
「
偉
人
」「
神
様
」

と
い
う
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
人
間
像
、
そ
し
て
「
古
池
句
」
に
関

わ
る
受
容
は
、
当
時
を
代
表
す
る
芭
蕉
論
と
思
わ
れ
る
木
津
と
岡

本
の
間
で
、
両
極
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

二
、

「
古
池
句
」
に
関
わ
る
大
正
期
の
一
般
的
な
認
識

岡
本
と
木
津
の
主
張
し
た
芭
蕉
の
人
間
像
と
「
古
池
句
」
へ
の

理
解
は
、
大
正
期
の
俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
論
の
両
極
端
の
代
表
論

と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
時
期
の
他
の
研
究
者
た
ち
の
芭
蕉
論
に
つ

い
て
も
、
こ
れ
ら
の
ど
ち
ら
に
近
い
か
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
こ

う
。

二
・
一

木
津
に
近
い
論
調

ま
ず
、
木
津
の
よ
う
に
、
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
「
禅
味
」
の
源

が
、
芭
蕉
と
仏
頂
の
「
参
禅
問
答
」
に
あ
る
、
と
し
た
論
調
に
は
、

大
正
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
俳
聖
松
尾
芭
蕉
伝
』(

研
吟
会
）
が

あ
る
。
著
者
の
小
嶋
倢
岳
（
明
治
十
年
十
月
～
昭
和
二
年
七
月
、

明
治
・
大
正
期
の
国
文
学
者
俳
人
・
芭
蕉
俳
諧
評
論
家
、
法
政
大

学
講
師
）
は
、
芭
蕉
の
「
馬
ぼ
く
ぼ
く
我
を
絵
に
見
る
枯
野
哉
」

の
句
を
「
禅
味
」
そ
し
て
「
参
禅
説
」
に
結
び
つ
け
て
、
次
の
よ

う
に
理
解
し
て
い
る
。

馬
ぼ
く
／
＼
我
を
絵
に
見
る
枯
野
哉

さ
び
し
さ
の
中
に
動
か
ざ
る
言
妙
の
力
あ
る
は
禅
味
の
賜
で

あ
る
。
元
来
仏
頂
和
尚
は
常
陸
国
鹿
嶋
の
根
本
寺
の
住
職
な

る
も
、
し
ば
／
＼
江
戸
に
来
て
芭
蕉
の
庵
に
宿
禅
機
の
悟
道

に
少
か
ら
ざ
る
感
化
を
與
へ
、
幽
寂
の
時
に
動
ぜ
ず
誹
諧
を

歌
ふ
も
、
蓋
し
俳
禅
一
味
の
力
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
『
俳
聖
松
尾
芭
蕉
伝
』
・
研
吟
会
・
大
正
十
二
年
）

の
よ
う
に
、
「
古
池
句
」
の
み
な
ら
ず
、
蕉
風
俳
句
全
般
が
「
禅
」
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か
ら
影
響
さ
れ
、
蕉
風
の
「
根
本
」
と
な
っ
た
と
、
極
端
に
理
解

し
て
い
る
。

さ
ら
に
大
正
十
四
年
に
出
版
さ
れ
た
村
上
計
二
郞
（
明
治
十
七

年
六
月
～
明
治
五
十
一
年
五
月
、
俳
人
・
芭
蕉
俳
諧
評
論
家
）
の

『
列
伝
・
偉
人
の
結
婚
生
活
』
に
も
、

翁
は
三
十
七
八
才
頃
か
ら
仏
頂
に
就
い
て
禅
を
学
ん
で
悟
り

お

う

さ

い

こ

ろ

ぶ

つ
ち
や
う

ま

な

さ

と

の
道
に
入
つ
て
ゐ
た
の
で
、
其
の
句
に
は
深
い
思
想
的
の

み

ち

は

い

そ

く

ふ

か

し

さ

う

て

き

背
景
を
有
つ
て
ゐ
た
。
又
漢
学
を
伊
藤
坦
庵
に
学
び
て
殊
に

は

い

け

い

も

ま

た

か

ん

が

く

い

と

う

た

ん

あ

ん

ま

な

こ

と

荘
子
を
愛
読
し
た
の
で
、
其
の
生
活
は
極
め
て
清
淡
で
あ
つ

さ

う

し

あ

い

ど

く

そ

せ
い
く
わ
つ

き

は

せ

い

た

ん

た
。
東
北
旅
行
の
飯
阪
温
泉
に
病
ん
で
、
道
路
に
死
な
ん
、

と

う

ほ

く

り

よ

か

う

い

ひ

さ

か

お

ん

せ

ん

や

だ

う

ろ

し

之
天
命
と
云
ひ
、

い

古
池
や
蛙
飛
込
む
水
の
音

ふ

る

い

け

か
は
づ
と

び

こ

み

ず

お

と

の
句
の
如
き
は
、
閑
寂
に
徹
せ
る
も
の
で
、
自
然
と
自
己
が
全

く

ご

と

か
ん
じ
や
く

て

つ

し

ぜ

ん

じ

こ

ま
つ
た

く
合
一
の
境
地
に
達
し
て
ゐ
る
。
芭
蕉
の
素
養
と
人
格
な
く

が

ふ

き

や

う

ち

た

つ

ば

せ

う

そ

せ

う

じ

ん

か

く

し
て
容
易
に
出
る
も
の
で
は
無
い
。

よ

う

い

な

（
『
列
伝
・
偉
人
の
結
婚
生
活
』
・
日
本
書
院
・
大
正
十
四
年

刊
）

と
、
「
古
池
句
」
の
背
景
に
、
仏
頂
か
ら
学
ん
だ
と
さ
れ
る
禅
を
置

き
、
こ
の
句
を
、
禅
学
の
世
界
か
ら
産
ま
れ
た
「
閑
寂
」
な
一
句

で
あ
る
と
説
く
。
木
津
と
同
じ
よ
う
に
「
古
池
句
」
を
「
神
格
化
」

「
神
秘
化
」
し
た
姿
勢
で
あ
る
。

筆
者
の
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
、
「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
の

逸
話
と
結
ん
で
神
格
化
し
た
大
正
時
代
の
論
調
は
、
以
上
の
三
人

の
著
作
の
中
に
し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

二
・
二

岡
本
に
近
い
論
調

そ
れ
に
対
し
て
、
「
古
池
句
」
を
「
写
生
俳
句
」
と
見
る
岡
本
に

近
い
論
調
は
、
こ
の
時
期
急
速
に
増
え
て
く
る
。
出
版
の
年
次
を

お
っ
て
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
大
正
二
年
に
出
版
さ
れ
た
沼
波
瓊
音
（
明
治
十
年
年
十

月
一
日

～
昭
和
四
年
年
七
月
十
九
日
、
明
治
・
大
正
期
の
国
文
学

者
・
俳
人
）
の
『
芭
蕉
句
撰
講
話
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が

あ
る
。

古
池
や
蛙
飛
び
込
み
水
の
音

句
の
意
は
説
明
す
る
ま
で
も
無
い
、
明
ら
か
で
あ
る
。
古
い

池
が
あ
る
。
春
日
静
か
な
る
午
後
で
あ
ら
う
。
蛙
が
ド
プ
―

ン
と
飛
び
込
ん
だ
。
そ
の
と
き
に
湧
い
た
閑
寂
な
る
印
象
を
、
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少
し
も
主
観
を
入
れ
な
い
で
、
唯
其
侭
に
云
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
句
は
禅
の
意
を
寓
し
た
も
の
で
、
禅
学
に
通
じ
な
く
て

こ
の
句
の
意
味
は
わ
か
ら
ぬ
や
う
に
云
う
人
は
駄
目
で
あ
る
。

(

中
略)
一
口
に
い
へ
ば
閑
寂
で
あ
る
。(

中
略)

こ
の
古
池
の

吟
に
至
つ
て
は
渾
然
と
し
て
円
満
具
足
の
界
が
包
括
し
て
写

取
ら
れ
て
居
る
。

「
古
池
句
」
を
「
少
し
も
主
観
を
入
れ
な
い
で
、
唯
其
侭
に
云
つ

た
」
と
指
摘
し
、
逆
に
明
治
旧
派
の
主
張
で
あ
る
「
禅
の
意
を
寓

し
た
」
と
い
う
見
方
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
「
禅
」
と
結
び
つ
け
て
の
解
釈
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
古
池
句
」
の
よ
さ
を
「
一
口
に
い
へ
ば
閑
寂
で
あ

る
」
と
、
相
変
わ
ら
ず
「
閑
寂
」
の
評
語
を
も
っ
て
評
論
し
て
い

る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

（
『
芭
蕉
句
撰
講
話
』
・
東
亜
堂
書
房
・
大
正
二
年
刊
）

ま
た
、
「
古
池
句
」
に
対
す
る
瓊
音
自
身
の
見
方
に
は
、

こ
の
句
は
古
来
非
常
に
神
聖
視
さ
れ
て
来
た
が
、
私
は
こ
の

句
を
芭
蕉
一
生
の
句
中
の
最
傑
作
と
称
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
。

(

右
同)

と
い
う
意
見
も
あ
る
。

こ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
の
が
、
大
正
十
年
に
出
版
さ
れ
た
小
林

一
郎(

明
治
九
年
十
月
～
昭
和
十
九
年
三
月
、
蕉
風
俳
諧
研
究
家
、

東
洋
大
学
教
授)

の
『
芭
蕉
翁
の
一
生
』
で
あ
る
。

こ
の
説
は
今
読
ん
で
見
て
も
、
ま
こ
と
に
さ
も
有
ら
う
と
点

頭
か
る
ゝ
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
之
に
附
会
し
て
途
方
も
無

い
説
も
出
来
た
。
此
句
に
た
だ
有
難
味
を
つ
け
や
う
と
す
る

目
的
か
ら
、
禅
と
俳
と
の
一
致
を
主
調
す
る
意
味
で
か
い
た

『
古
池
真
伝
』
な
ど
い
ふ
も
の
が
あ
る
。(

中
略)

し
か
し
俳

諧
に
は
自
ら
俳
諧
の
天
地
が
あ
る
の
で
、
直
ち
に
之
を
禅
の

附
属
物
の
如
く
に
視
し
て
し
ま
ふ
の
は
間
違
ひ
で
あ
る
。

（
『
芭
蕉
翁
の
一
生
』
・
大
同
図
書
館
・
大
正
十
年
）

支
考
の
執
筆
し
た
『
葛
の
松
原
』
に
お
け
る
喧
伝
以
来
、「
古
池
句
」

は
、
「
禅
の
附
属
物
」
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
小
林
は
こ

れ
を
、
「
途
方
も
無
い
説
」
、
「
た
だ
有
難
味
を
つ
け
や
う
と
す
る

目
的
」
の
説
な
ど
と
否
定
し
て
い
る
。

大
正
十
三
年
に
出
版
さ
れ
た
同
氏
の
『
芭
蕉
翁
句
集
評
釈
』
に
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お
い
て
も
、

此
文
に
は
多
少
の
誇
張
も
あ
る
や
う
に
思
ふ
が
、
兎
に
角
之

に
よ
つ
て
此
句
の
出
来
た
時
の
や
う
す
は
よ
く
分
る
。
人
里

に
遠
い
深
川
の
庵
で
、
春
の
暮
方
の
至
て
静
か
な
時
独
り
瞑

想
に
耽
る
折
し
も
蛙
の
水
に
飛
び
込
む
音
が
寂
莫
を
破
つ
て

聞
え
た
。
其
の
一
声
の
中
に
自
然
の
美
し
い
調
べ
が
含
ま
れ

て
居
る
こ
と
を
感
じ
て
、
咄
嗟
の
間
に
此
の
一
句
が
出
来
た

の
で
あ
る
。
閑
寂
の
間
に
深
い
趣
を
見
出
す
こ
と
が
正
風
の

俳
諧
の
旨
と
す
る
所
で
あ
る
が
、
此
の
一
句
に
は
よ
く
其
の

特
色
が
示
さ
れ
て
居
る
や
う
で
あ
る
。
之
を
禅
の
悟
道
と
結

び
つ
け
て
説
明
す
る
な
ど
は
見
当
違
ひ
の
甚
だ
し
い
も
の
で

あ
ら
う
。
（
中
略
）
禅
を
以
て
之
を
解
す
る
は
解
す
る
者
の
自

由
で
あ
る
が
、
翁
自
身
の
胸
中
に
は
禅
も
何
も
無
か
つ
た
の

で
あ
ら
う
。

（
『
芭
蕉
翁
句
集
評
釈
』
・
大
同
図
書
館
・
大
正
十
三
年
刊
）

の
よ
う
に
、
禅
と
結
び
つ
け
て
古
池
句
を
神
秘
化
し
た
旧
派
の
見

方
に
対
し
て
は
、
「
禅
の
悟
道
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
な
ど
は
見

当
違
の
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
ら
う
」
と
繰
り
返
し
否
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
小
林
は
、
「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
と
結
び
つ
け

て
神
格
化
し
た
見
方
を
批
判
す
る
一
方
、
「
古
池
句
」
に
お
け
る
文

学
的
な
価
値
自
体
は
、
「
人
里
に
遠
い
深
川
の
庵
で
、
春
の
暮
方
の

至
て
静
か
な
時
独
り
瞑
想
に
耽
る
折
し
も
蛙
の
水
に
飛
び
込
む
音

が
寂
莫
を
破
つ
て
聞
え
た
。
其
の
一
声
の
中
に
自
然
の
美
し
い
調

べ
が
含
ま
れ
て
居
る
こ
と
を
感
じ
て
、
咄
嗟
の
間
に
此
の
一
句
が

出
来
た
の
で
あ
る
。
閑
寂
の
間
に
深
い
趣
を
見
出
す
こ
と
が
正
風

の
俳
諧
の
旨
と
す
る
所
で
あ
る
」
と
、
認
め
て
も
い
た
。

「
古
池
句
」
を
過
激
に
批
判
し
た
子
規
（
第
三
節
）
、
逆
に
こ
の

一
句
を
「
蕉
門
の
奥
義
」
と
無
条
件
に
盲
信
し
た
明
治
旧
派
（
小

築
庵
春
湖
、
天
生
目
杜
南
な
ど
）
に
比
べ
る
と
、
小
林
の
所
説
は
、

中
立
且
温
和
な
立
場
で
「
古
池
句
」
の
文
学
的
な
価
値
を
認
め
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

大
正
十
四
年
刊
行
の
木
村
三
樹
（
明
治
九
年
四
月
～
大
正
十
五

年
七
月
明
治
、
大
正
期
の
俳
人
、
俳
諧
評
論
家
）
の
『
芭
蕉
蕪
村

子
規
三
聖
俳
句
撰
集
』
に
お
い
て
も
、
「
古
池
句
」
の
文
学
的
価
値

は
、
「
禅
」
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
形
で
、

古
池
句
は
遂
に
誹
諧
の
大
革
命
を
な
し
、
新
機
軸
を
出
し
て

正
風
と
唱
へ
、
発
句
と
し
て
文
学
部
門
た
る
今
の
所
謂
俳
句

の
第
一
歩
を
開
く
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

（
『
芭
蕉
蕪
村
子
規
三
聖
俳
句
撰
集
』
・
中
央
出
版
社
・
大
正
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十
四
年
刊
）

と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
同
じ
年
に
刊
行
さ
れ
た
野
口
米
次
郎
（
明
治
八
年
十

二
月
～
昭
和
二
十
二
年
七
月
。
大
正
、
昭
和
前
期
の
詩
人
、
小
説

家
、
俳
句
評
論
家
）
の
『
芭
蕉
論
』
を
見
て
み
よ
う
。

「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
で
、
静
寂
を
破
る
一
つ
の

小
さ
い
声
を
聞
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
（
中
略
）
実
際
芭
蕉
の
幽

寂
な
詩
境
は
こ
の
句
を
以
て
、
一
段
の
進
歩
を
な
し
た
で
あ

ら
う
。

（
『
芭
蕉
論
』
・
第
一
書
房
・
大
正
十
四
年
刊
）

記
述
は
簡
潔
に
過
ぎ
る
が
、
「
幽
寂
な
詩
境
」
と
あ
る
言
葉
に
、

「
禅
」
或
い
は
明
治
期
の
旧
派
俳
人
の
い
う
「
禅
」
の
意
味
で
の

奥
深
い
「
閑
寂
」
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
言
葉
は
添
え
ら
れ
て
い

な
い
。

「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
に
結
び
つ
け
て
神
格
化
す
る
論

調
、
ま
た
芭
蕉
を
神
聖
視
す
る
見
方
は
、
木
津
の
論
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
大
正
末
期
に
い
た
る
ま
で
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
の
調
べ
た
限
り
で
は
、
そ
れ
ら

が
主
流
を
占
め
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
と

り
あ
げ
た
「
古
池
句
」
評
論
の
よ
う
に
、
大
正
期
に
著
さ
れ
た
俳

諧
評
論
家
や
大
学
教
授
の
著
作
に
は
、
こ
の
句
を
「
禅
」
と
結
び

つ
け
て
理
解
し
た
江
戸
時
代
以
来
の
無
条
件
、
盲
信
的
な
芭
蕉
崇

拝
の
風
潮
を
、
徹
底
的
に
批
判
し
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
の
中
に
は
、
小
林
の
よ
う
に
、
「
古
池
句
」
を
、
「
自
然
の
美
し

き
調
べ
」
「
閑
寂
の
間
に
深
い
趣
」
「
閑
寂
な
る
印
象
を
少
し
も
主

観
を
入
れ
な
い
で
、
唯
其
侭
に
云
つ
た
」
と
、
純
粋
に
文
学
面
か

ら
積
極
的
に
認
め
る
も
の
が
あ
り
、
大
正
後
期
の
芭
蕉
評
論
に
お

け
る
新
た
な
一
面
が
示
さ
れ
て
い
た
。
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
か

ら
、
人
間
味
の
あ
る
芸
術
家
と
し
て
の
芭
蕉
像
が
よ
う
や
く
芽
生

え
て
き
た
趣
が
あ
る
。

し
か
し
、
第
一
章
の
文
末
で
引
用
し
た
児
島
豊
氏
の
調
査
で
見

ら
れ
た
よ
う
に
、
明
治
三
十
年
代
に
至
っ
て
も
、
旧
派
俳
人
の
勢

力
は
な
お
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。
で
は
何
故
大
正
期
に
入
る
と
、

そ
の
勢
い
は
弱
ま
り
、
優
勢
を
失
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
新
し

い
芭
蕉
論
の
胎
動
に
は
、
何
か
明
確
な
要
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

三
、
子
規
と
虚
子
の
芭
蕉
論
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明
治
の
俳
壇
で
は
、
「
古
池
句
に
禅
味
が
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い

う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
小
築
庵
春
湖
（
『
古
池
真
傳
伝
説
』
）
を
代

表
と
し
た
旧
派
と
子
規
を
首
と
し
た
新
派
の
間
に
、
論
戦
が
ま
き

お
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
「
古
池
句
」
の
神
格
化
を
終

始
一
貫
批
判
し
た
子
規
の
意
見
が
、
大
正
期
の
新
し
い
芭
蕉
論
を

誕
生
さ
せ
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
よ
う
。

子
規
は
、
明
治
期
の
旧
派
俳
人
の
主
張
し
た
俳
句
の
「
穿
ち
」

「
理
屈
」
、
い
わ
ば
「
月
並
調
」
を
一
貫
し
て
批
判
し
、
俳
句
に
お

け
る
視
覚
的
な
も
の
、
俳
句
の
絵
画
性
や
、
写
生
感
覚
を
重
視
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
い
た
子
規
は
、
蕉
風
俳
諧
の
印

象
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

余
は
劈
頭
に
一
断
案
を
下
さ
ん
と
す
。
曰
く
芭
蕉
の
俳
句
は

過
半
悪
句
駄
句
を
以
て
埋
め
ら
れ
、
上
乗
と
称
す
べ
き
者
は

其
何
十
分
の
一
た
る
少
数
に
過
ぎ
ず
。
否
僅
か
に
可
な
る
者

を
求
む
る
も
寥
々
晨
星
の
如
し
。

（
『
芭
蕉
雑
談
』
・
「
悪
句
」
・
明
治
二
十
六
年
十
一
月
～
二
十

八
年
一
月
・
『
獺
祭
書
屋
俳
話
増
補
』
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
な
過
激
な
芭
蕉
論
は
、
明
治
三
十
九
年
に
出
版
さ
れ
た

『
行
脚
俳
人
芭
蕉
正
岡
子
規
原
稿
』
（
私
家
版
）
か
ら
も
う
か
が
え

る
。

し
か
も
俳
句
の
楽
し
み
は
形
而
上
の
楽
に
し
て
芭
蕉
は
形
而

下
の
楽
を
有
せ
ず
。
多
（
一
字
分
空
白
）
の
人
に
し
て
形
而

下
の
快
楽
無
き
殆
ど
生
を
保
つ
能
は
ず
。
芭
蕉
は
、
こ
の
必

要
を
充
た
さ
ん
が
た
め
に
、
形
而
下
の
快
楽
を
漫
遊
に
求
め

た
り
。

つ
ま
り
、
芭
蕉
の
俳
諧
に
は
、
説
明
的
か
つ
散
文
的
な
要
素
、

そ
れ
に
詩
と
し
て
の
純
粋
性
、
所
謂
「
形
而
下
」
の
意
識
が
欠
け

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
子
規
は
、
こ
の
考
え

に
基
づ
い
て
芭
蕉
の
句
の
善
悪
を
考
え
た
。
そ
の
結
果
、
芭
蕉
の

句
の
多
く
は
「
悪
句
駄
句
」
と
み
な
さ
れ
、
『
行
脚
俳
人
芭
蕉
』
の

巻
末
に
添
付
し
た
「
芭
蕉
名
句
集
」
（
子
規
が
選
出
し
た
蕉
風
俳
諧

の
名
句
集
）
の
中
に
は
、
江
戸
時
代
以
来
、
神
秘
化
さ
れ
、
名
句

中
の
名
句
と
目
さ
れ
て
き
た
「
古
池
句
」
さ
え
収
録
さ
れ
な
か
っ

た
。で

は
、
俳
句
の
抒
情
性
や
絵
画
性
を
重
視
し
た
子
規
に
と
っ
て
、

「
古
池
句
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
き
た
「
閑
寂
」
は
、
ど
の
よ
う
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に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
お
と

俗
人
は
則
ち
曰
く
「
到
頭
解
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
而
し
て
近

時
、
西
洋
流
の
学
者
は
則
ち
曰
く
、
「
古
池
波
平
か
に
、
一
蛙

躍
つ
て
水
に
入
る
の
音
を
聞
く
。
句
面
、
一
閑
静
の
字
を
着

け
ず
し
て
、
閑
静
の
意
言
外
に
溢
る
。
四
隣
闃
寂
と
し
て
車

馬
の
紛
擾
、
人
語
屐
声
の
喧
囂
に
遠
き
を
知
る
べ
し
。
是
れ

美
辞
学
に
所
謂
筆
を
省
き
て
感
情
を
強
く
す
る
の
法
に
叶
へ

り
」
と
。
果
し
て
神
秘
あ
る
か
、
我
こ
れ
を
知
ら
ず
。
果
し

て
解
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。
我
こ
れ
を
信
ぜ
ず
。
そ
の
西
洋
学

者
の
言
ふ
所
や
や
庶
幾
か
ら
ん
か
。
然
れ
ど
も
、
未
だ
こ
の

句
を
尽
さ
ざ
る
な
り
。
（
中
略
）
。
以
上
は
我
臆
測
す
る
所
な

る
を
以
て
、
実
際
は
此
の
如
く
な
ら
ざ
り
し
や
も
計
り
難
け

れ
ど
も
、
蕉
の
思
想
が
変
遷
せ
る
順
序
は
、
こ
の
外
に
出
で

ず
と
思
は
る
。
そ
の
「
蕉
風
」
を
起
せ
し
は
、
実
に
こ
の
時

に
在
り
し
な
り
。
あ
る
い
は
云
ふ
、
こ
の
句
は
芭
蕉
が
禅
学

の
上
に
工
夫
を
開
き
、
大
悟
徹
底
せ
し
時
の
作
な
り
と
。
そ

の
事
、
甚
だ
疑
ふ
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
説
を
為
す
所
以

の
者
、
ま
た
偶
然
に
非
ず
。
け
だ
し
そ
の
俳
諧
の
上
に
於
て

始
め
て
眼
を
開
き
た
る
は
、
禅
学
の
上
に
眼
を
開
き
た
る
と

そ
の
趣
相
似
た
り
。
参
禅
は
諸
縁
を
放
捨
し
、
万
事
を
休
息

し
、
善
悪
を
思
は
ず
、
是
非
に
管
す
る
莫
く
、
心
意
識
の
運

転
を
停
め
、
念
想
観
の
測
量
を
止
め
て
、
作
仏
を
図
る
こ
と

莫
れ
、
と
あ
り
。
蕉
風
の
俳
諧
も
ま
た
こ
の
意
に
外
な
ら
ず
。

妄
想
を
絶
ち
、
名
利
を
斥
け
、
可
否
に
関
せ
ず
、
巧
拙
を
顧

み
ず
、
心
を
虚
に
し
、
懐
を
平
に
し
、
佳
句
を
得
ん
と
執
着

す
る
こ
と
無
く
し
て
、
始
め
て
佳
句
を
得
べ
し
。
古
池
の
一

句
は
此
の
如
く
し
て
得
た
る
第
一
句
に
し
て
、
恰
も
参
禅
日

あ
り
、
一
朝
頓
悟
せ
し
者
と
そ
の
間
髪
を
容
れ
ざ
る
な
り
。

而
し
て
か
の
、
雀
は
チ
ウ
チ
ウ
、
鴉
は
カ
ア
カ
ア
、
柳
は
緑
、

花
は
紅
と
い
ふ
も
の
禅
家
の
真
理
に
し
て
、
却
て
蕉
風
の
骨

髄
な
り
。
古
池
の
句
は
、
実
に
そ
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
詠

ぜ
り
。
否
、
「
あ
り
の
ま
ま
」
が
句
と
な
り
た
る
な
ら
ん
。

（
「
古
池
句
の
弁
」
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
二
巻
第
一
号
、
第
二

号
」
明
治
三
十
一
年
十
月
）

子
規
は
ま
ず
こ
の
句
に
つ
い
て
、「
西
洋
流
の
学
者
」
の
述
べ
る
、

「
句
面
、
一
閑
静
の
字
を
着
け
ず
し
て
、
閑
静
の
意
言
外
に
溢
る
。

（
略
）
是
れ
美
辞
学
に
所
謂
筆
を
省
き
て
感
情
を
強
く
す
る
の
法

に
叶
へ
り
」
と
い
う
「
美
辞
学
」
に
基
づ
い
た
評
価
を
、
「
そ
う
か

も
知
れ
な
い
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
、
と
判
断
を
保
留
す
る
。
さ
ら
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に
、
江
戸
時
代
以
来
、
明
治
の
旧
派
俳
人
も
強
く
主
張
す
る
、
「
芭

蕉
が
禅
学
の
上
に
工
夫
を
開
き
、
大
悟
徹
底
せ
し
時
の
作
な
り
」

と
い
う
評
価
に
つ
い
て
も
、
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
一
旦
は
否
定
す

る
が
、
「
禅
」
と
つ
な
が
る
と
い
う
点
は
別
の
意
味
で
確
か
に
そ
う

で
あ
る
、
と
肯
定
す
る
。
そ
の
禅
と
通
じ
る
と
こ
ろ
と
は
、
「
禅
的

閑
寂
」
「
幽
玄
」
な
ど
の
よ
う
な
神
秘
化
の
思
い
を
捨
て
去
っ
て
、

「
柳
は
緑
、
花
は
紅
」
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
あ
り
の
ま
ま
」
を

詠
ん
だ
と
こ
ろ
こ
そ
が
「
古
池
句
」
か
ら
み
た
「
禅
意
」
な
の
だ

と
、
結
論
付
け
て
い
る
。

子
規
は
ま
た
、
「
古
池
の
句
の
弁
」
（
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
・
明
治
三

十
一
年
十
月
号
）
に
お
い
て
も
、
文
学
面
か
ら
見
た
「
古
池
句
」

の
歴
史
的
な
価
値
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

客
有
り
。
我
草
廬
を
敲
き
て
俳
諧
を
談
ず
。
聞
ふ
て
曰
く

そ

う

ろ

た

た

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
音

芭
蕉

の
一
句
古
今
の
傑
作
と
し
て
人
口
を
膾
炙
す
る
所
、
馬
丁
走

か

い

し

や

卒
も
な
お
か
つ
こ
れ
を
知
る
。
し
か
も
そ
の
意
義
を
問
へ
ば

一
人
の
こ
れ
を
説
明
す
る
者
あ
る
な
し
。
今
こ
れ
が
説
明
を

聴
く
を
得
ん
か
。

答
へ
て
曰
く
、
古
池
の
句
の
意
義
は
一
句
の
表
面
に
現
れ

た
る
だ
け
の
意
義
に
し
て
復
他
に
意
義
な
る
者
な
し
。
し
か

ま

た

る
に
俗
宗
匠
輩
が
こ
の
句
に
深
遠
な
る
意
義
あ
る
が
如
く
言

ひ
做
し
、
か
つ
そ
の
深
遠
な
る
意
義
は
到
底
普
通
俗
人
の
解

す
る
能
は
ざ
る
が
如
く
言
ひ
做
し
て
、
か
つ
て
こ
れ
が
説
明

な

を
与
え
ざ
る
所
以
の
者
は
、
一
は
自
家
の
本
尊
を
奥
ゆ
か
し

ゆ

え

ん

が
ら
せ
て
俗
人
を
瞞
着
せ
ん
と
す
る
に
外
な
ら
ざ
れ
ど
も
、

ま
ん
ち
や
く

一
は
彼
が
こ
の
句
の
歴
史
的
関
係
を
知
ら
ざ
る
に
因
ら
ず
ん

ば
あ
ら
ず
。
古
池
の
句
が
人
口
に
膾
炙
す
る
に
至
り
し
は
、

芭
蕉
自
ら
こ
の
句
を
以
て
自
家
の
新
調
に
属
す
る
劈
頭
第
一

へ

き

と

う

の
作
と
な
し
、
従
ふ
て
こ
の
句
を
以
て
俳
句
の
変
遷
の
第
一

期
を
劃
す
る
境
界
線
と
な
し
た
る
が
た
め
に
、
後
人
相
和
し

か

く

こ

う

じ

ん

て
ま
た
こ
れ
を
口
に
し
た
り
と
見
ゆ
。
し
か
る
に
、
物
換
り

か

わ

時
移
る
に
従
ひ
、
こ
の
記
念
的
俳
句
は
そ
の
記
念
の
意
味
を

忘
ら
れ
て
、
か
へ
つ
て
芭
蕉
集
中
第
一
の
佳
句
と
誤
解
せ
ら

る
る
に
至
り
終
に
臆
説
百
出
、
奇
々
怪
々
の
附
会
を
為
し
て

つ

い

お

く

せ

つ

俗
人
を
惑
は
す
結
果
を
生
じ
た
り
。
さ
れ
ば
こ
の
句
以
前
の

俳
諧
史
を
知
る
如
か
ず
、
意
義
に
お
い
て
は
古
池
に
蛙
の
飛

し

び
込
む
音
を
聞
き
た
り
と
い
ふ
外
、
一
亳
も
加
ふ
べ
き
も
の

い

ち

ご

う

あ
ら
ず
、
も
し
一
亳
だ
も
こ
れ
に
加
へ
な
ば
、
そ
は
古
池
の

句
の
真
相
に
非
る
な
り
。
明
々
白
地
、
隠
さ
ず
掩
は
ず
、
一

め

い

め

い

は

く

ち

お

お

点
の
工
夫
を
用
ゐ
ず
、
一
字
の
曲
折
を
成
さ
ざ
る
処
、
こ
の

句
の
特
色
な
り
。
他
あ
ら
ん
や
。

た
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（
「
古
池
の
句
の
弁
」
・
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
・
明
治
三
十
一
年
十

月
号
）

「
俗
宗
匠
輩
が
こ
の
句
に
深
遠
な
る
意
義
あ
る
が
如
く
言
ひ
做
し
、

か
つ
そ
の
深
遠
な
る
意
義
は
到
底
普
通
俗
人
の
解
す
る
能
は
ざ
る

が
如
く
言
ひ
做
し
」
と
は
、
明
治
の
俳
壇
に
広
が
っ
た
旧
派
宗
匠

な

た
ち
の
い
う
「
禅
」
に
ひ
き
つ
け
て
の
「
臆
説
百
出
、
奇
々
怪
々

お

く

せ

つ

の
附
会
を
為
し
て
俗
人
を
惑
は
す
」
よ
う
な
解
釈
を
指
す
。
そ
の

上
で
、
「
古
池
の
句
の
意
義
は
一
句
の
表
面
に
現
れ
た
る
だ
け
の
意

義
に
し
て
復
他
に
意
義
な
る
者
な
し
。
」
と
、
端
的
に
述
べ
、
こ
の

ま

た

句
の
価
値
を
、
「
明
々
白
地
、
隠
さ
ず
掩
は
ず
、
一
点
の
工
夫
を
用

め

い

め

い

は

く

ち

お

お

ゐ
ず
、
一
字
の
曲
折
を
成
さ
ざ
る
処
」
に
あ
る
と
締
め
く
く
り
、

あ
く
ま
で
「
写
生
俳
諧
」
の
角
度
か
ら
「
古
池
句
」
を
理
解
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
芭
蕉
自
身
は
、
「
こ
の
句
を
以
て
俳
句
の
変
遷
の

第
一
期
を
劃
す
る
境
界
線
」
と
自
覚
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
、
そ

か

く

れ
以
上
の
余
計
な
解
釈
の
さ
し
は
さ
ま
れ
る
余
地
の
な
い
も
の
だ

と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
、
明
治
三
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
（
十
月

号
）
紙
上
に
お
け
る
子
規
の
古
池
句
批
判
は
、
大
正
期
に
入
っ
て

は
虚
子
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
広
が
る
勢
い
を
見
せ
て
い
た
。

虚
子
は
、
大
正
二
年
に
俳
壇
に
復
帰
し
て
、
子
規
の
「
写
生
俳

句
」
の
審
美
理
念
を
受
け
継
ぎ
、
「
月
並
調
」
を
重
視
し
た
木
津
派

と
激
し
く
対
立
し
た
。
ま
た
、
彼
は
俳
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
中

心
人
物
と
し
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
影
響
力
を
拡
大
し
た
。
大
正
、

昭
和
期
（
特
に
戦
前
）
は
、
俳
壇
即
ち
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
で
あ
っ

た
と
い
え
る
ほ
ど
、
虚
子
は
俳
壇
に
君
臨
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
虚
子
の
影
響
力
の
大
き
さ
が
、
か
つ
て
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
に
載
せ
ら
れ
た
子
規
の
芭
蕉
論
を
い
っ
そ
う
広
め
る
こ
と
と

な
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

実
際
に
此
句
の
如
き
は
さ
う
た
い
し
た
い
ゝ
句
と
も
考
え
ら

れ
無
い
の
で
あ
る
。
古
池
が
庭
に
あ
つ
て
そ
れ
に
蛙
の
飛
び

込
む
音
が
淋
し
く
聞
こ
え
る
と
い
ふ
だ
け
の
句
で
あ
る
。
牽

強
附
会
の
説
を
加
へ
て
此
の
句
を
神
聖
不
可
侵
の
も
の
と
す

る
の
は
論
外
と
し
て
、
こ
れ
以
上
に
複
雑
な
解
釈
の
し
や
う

は
無
い
の
で
あ
る
。
唯
此
句
は
芭
蕉
が
、
所
謂
芭
蕉
の
俳
句

を
創
め
る
や
う
に
な
つ
た
一
紀
元
を
画
す
も
の
と
し
て
有
名

だ
と
い
ふ
説
は
受
け
取
り
得
べ
き
説
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
迄

の
芭
蕉
は
談
林
調
と
言
つ
て
、
つ
と
め
て
滑
稽
洒
楽
を
言
つ

て
ゐ
た
時
代
の
句
に
な
づ
ん
で
ゐ
た
が
、
此
句
を
作
つ
た
時

代
か
ら
初
め
て
今
日
の
や
う
な
実
情
実
景
を
そ
の
侭
に
描
く
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芭
蕉
流
の
俳
句
を
作
る
や
う
に
な
つ
た
。
抑
々
そ
の
頓
悟
の

句
が
此
句
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
斯
る
閑
寂
の

趣
こ
そ
俳
句
の
生
命
、
栄
で
あ
る
べ
き
を
悟
つ
た
。
閑
寂
趣

味
と
其
侭
の
敘
写
と
い
ふ
事
が
、
此
句
に
よ
つ
て
初
め
て
体

現
さ
れ
た
と
い
ふ
事
が
何
よ
り
も
芭
蕉
の
満
足
す
る
こ
と
で

あ
つ
て
、
自
分
も
此
句
を
持
つ
て
、
初
め
て
悟
り
を
開
い
た

や
う
に
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
。
柳
緑
花
紅
が
仏
者
の
悟
り
で

あ
る
や
う
に
敢
え
て
も
の
を
遠
き
に
求
め
る
わ
け
で
も
無
く
、

実
情
実
景
そ
の
ま
ゝ
を
朴
直
に
叙
す
る
と
こ
ろ
に
俳
句
の
新

生
命
は
あ
る
の
で
あ
る
と
大
悟
し
て
、
そ
れ
以
来
、
今
日
に

至
る
ま
で
い
わ
ゆ
る
芭
蕉
文
学
た
る
俳
句
は
展
開
さ
れ
て
来

る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
古
池
の
句
に
歴
史
的
の
価
値
を
認

む
べ
き
は
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
無
い
こ
と
で
あ
る
。

（
『
俳
句
は
斯
く
解
し
斯
く
味
ふ
』
・
新
潮
社
・
大
正
七
年
刊
）

虚
子
は
、
「
古
池
句
」
に
た
い
す
る
、
江
戸
時
代
以
来
滔
々
と
続
く

「
禅
」
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
解
釈
を
念
頭
に
、
そ
れ
を
「
牽
強

附
会
の
説
を
加
へ
て
此
の
句
を
神
聖
不
可
侵
の
者
と
す
る
の
は
論

外
」
と
、
強
く
否
定
し
、
「
実
情
実
景
を
そ
の
侭
に
描
く
」
「
其
侭

の
敘
写
」
こ
そ
が
こ
の
句
の
命
で
あ
る
と
、
繰
り
返
し
強
調
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
「
閑
寂
趣
味
」
と
い
う
言
葉
で
、
こ
の

句
の
良
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

虚
子
及
び
子
規
の
「
古
池
句
」
論
は
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
に
似
て
い
る
。
虚
子
の
「
古
池
句
」
論
（
実
情
実
景

そ
の
ま
ゝ
を
朴
直
に
叙
す
る
）
は
子
規
の
「
古
池
写
生
論
」
を
き

わ
め
て
忠
実
に
祖
述
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
俳
句
の
革
新

に
必
ず
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
子
規
、
そ
し
て
子
規
の
主
張

を
受
け
継
い
だ
虚
子
の
よ
う
な
名
手
が
主
導
し
た
蕉
風
俳
諧
の
論

調
は
、
大
正
期
俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
新
論
の
導
き
と
な
り
、
明
治

旧
派
の
勢
力
を
鎮
め
、
「
古
池
句
」
の
解
釈
を
転
換
さ
せ
る
大
き
な

要
素
と
な
り
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

大
正
後
半
期
ま
で
の
俳
壇
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
の
古
池
句
を
、

江
戸
時
代
以
来
の
「
参
禅
問
答
」
等
の
逸
話
に
付
会
し
た
理
解
も

相
変
わ
ら
ず
存
続
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
主
流
で
は
な
く
、

そ
の
勢
い
は
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

明
治
期
の
子
規
が
、
芭
蕉
の
俳
句
に
つ
い
て
語
っ
た
、
「
明
々

め

い

め

い

白
地
、
隠
さ
ず
掩
は
ず
、
一
点
の
工
夫
を
用
ゐ
ず
、
一
字
の
曲
折

は

く

ち

お

お

を
成
さ
ざ
る
処
」
と
い
う
評
は
、
大
正
期
に
わ
き
お
こ
っ
た
清
新

な
芭
蕉
論
の
素
地
と
な
り
、
そ
れ
を
祖
述
し
た
虚
子
の
俳
壇
的
地
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位
の
大
き
さ
が
、
結
局
、
明
治
以
来
の
旧
派
的
芭
蕉
論
を
押
さ
え

こ
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
大
正
末
年
近
く
か
ら
次
々
と
出
版
さ
れ
る
荻
原

井
泉
水
に
よ
る
芭
蕉
論
は
、
研
究
史
の
上
で
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、

芭
蕉
の
人
間
像
を
新
し
く
見
直
そ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
評
価
＊
７

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
昭
和
後
半
期
に
お
け
る
芭
蕉

新
論
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
機
会
に
言
及
し
て
み
た
い
。

【
注
】

＊
１
大
正
期
の
俳
壇
の
動
向
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
、
明

治
の
新
旧
両
派
の
俳
人
が
提
唱
し
た
芭
蕉
論
と
「
古
池
句
」
は
大
正
時
代

に
如
何
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究

は
、
筆
者
の
調
べ
る
限
り
、
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

＊
２
「
蕉
翁
行
脚
十
八
ヶ
條
」
と
も
い
う
。
刊
年
不
明
の
単
行
版
も
あ
る
が
、

『
芭
蕉
翁
七
書
（
蕉
門
七
書
）
』（
享
和
元
〈
一
八
○
一
〉
年
刊
）
に
、「
俳

諧
二
十
五
条
」
や
「
嵯
峨
日
記
」
「
奥
の
細
道
」
な
ど
と
と
も
に
お
さ
め

ら
れ
た
り
、
『
随
斎
諧
話
』
（
文
政
二
〈
一
八
一
九
〉
年
刊
）
、
『
関
清
水

物
語
（
二
篇
）
』
（
文
政
九
〈
一
八
二
六
〉
年
刊
）
な
ど
に
お
さ
め
ら
れ

た
り
す
る
形
で
ひ
ろ
ま
っ
た
。
今
日
で
は
偽
書
と
さ
れ
、
芭
蕉
の
各
種
全

集
類
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い
な
い
。

＊
３
明
治
四
十
二
〈
一
九
○
九
〉
年
に
出
版
さ
れ
た
天
生
目
杜
南
（
明
治
期

の
旧
派
俳
人
代
表)

の
『
評
伝
芭
蕉
』（
博
文
館
）
で
は
、「
芭
蕉
の
生
涯
」

「
芭
蕉
の
人
物
」
「
芭
蕉
の
逸
話
」
の
三
方
面
か
ら
、
芭
蕉
行
脚
の
姿
を

浪
漫
化
し
、
美
文
調
で
え
が
い
て
い
る
。
特
に
「
芭
蕉
の
人
物
」
に
お
い

て
は
「
聖
者
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
当
時
の
旧
派
俳
人
に
共
通
し
た
神

格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
を
述
べ
て
い
る
。

＊
４
子
規
を
始
め
と
し
た
新
派
俳
人
は
、
小
築
庵
春
湖
（
春
湖
『

芭
蕉
翁

古
池
真
伝
』
「
古
池
句
」
の
誕
生
を
「
芭
蕉
仏
と
頂
和
尚
と
の
参
禅
問
答

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
禅
味
の
一
句
」
の
よ
う
な
逸
話
を
借
り
て
、
「
古
池

句
」
を
神
格
化
し
た
明
治
旧
派
の
代
表
）
な
ど
の
旧
派
俳
人
の
唱
え
た
「
聖

者
」
「
偉
人
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
象
を
批

判
し
た
。
ま
た
、
芭
蕉
の
行
脚
を
ひ
た
す
ら
浪
漫
化
、
神
秘
化
し
、
「
詩

想
を
磨
く
」
旅
と
評
論
す
る
旧
派
俳
人
た
ち
の
説
を
も
批
判
し
た
。
そ
の

代
表
作
に
は
、
正
岡
子
規
『
行
脚
俳
人
芭
蕉
』
・
明
治
三
十
九
年
刊
、
佐

藤
紅
緑
『
芭
蕉
論
稿
』
・
明
治
三
十
六
年
刊
な
ど
が
あ
る

＊
５
芭
蕉
自
身
が
王
維
の
詩
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
た
か
を
念
の
た
め
に

見
て
み
よ
う
。
従
来
の
注
釈
書
の
中
で
は
、
芭
蕉
の
作
品
で
王
維
の
作
品

を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、

み
ち
の
く
の
名
所
／
＼
、
こ
ゝ
ろ
に
お
も
ひ
こ
め
て
、
先
せ
き
屋
の

跡
な
な
つ
か
し
き
ま
ゝ
に
、
ふ
る
道
に
か
ゝ
り
、
い
ま
の
白
河
も
こ

え
ぬ
。
（
中
略
）
岩
瀬
の

郡

す
か
川
の
駅
に
至
れ
ば
、
乍
単
斎
等
躬

こ
ほ
り
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子
を
尋
て
、
か
の
陽
関
を
出
て
故
人
に
逢
な
る
べ
し
。

（
俳
文
「
奥
の
田
植
え
歌
」『
古
典
俳
文
学
大
系
・
芭
蕉
集
』
に
よ
る
）

『
芭
蕉
必
携
』（
Ⅰ
「
典
拠
（
漢
詩
文
）
」
・
昭
和
五
十
五
年
刊
）
で
は
、「
彼

陽
関
を
出
て
故
人
に
逢
な
る
べ
し
」
の
典
拠
を
、
王
維
の
「
送
元
二
使
安

西
」
の
一
聯
、「
進
君
更
尽
一
杯
酒
、
西
出
陽
関
無
故
人
」（
『
三
体
詩
』『
詩

人
玉
屑
』
な
ど
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
二
つ
目
は
、
次
の
『
幻
住
庵
記
』

の
一
節
。

石
山
之
奥
、
岩
間
の
う
し
ろ
に
山
有
。
国
分
山
と
云
ふ
。
そ
の
か
み

国
分
寺
の
名
を
伝
ふ
な
る
べ
し
。
（
中
略
）
い
と
ゞ
神
さ
び
物
し
づ
か

な
る
傍
に
、
住
捨
し
草
の
戸
有
。
よ
も
ぎ
、
根
笹
軒
を
か
こ
み
…

右
の
傍
線
を
引
い
た
「
根
笹
」
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集(

七
一)

松
尾
芭
蕉
集
俳
文
編(

二)

』
（
井
本
農
一
等
編

平
成
三
年
刊
）
に
、
「
た

け
高
く
伸
び
た
松
」
と
語
釈
さ
れ
、

『
唐
詩
選
』
の
王
維
の
一
首
、
「
盧
員
外
象
卜
崔
処
士
興
宗
林
亭
過
」
の

「
科
頭
箕
距
長
松
下
、
白
眼
看
他
世
上
人
」
を
踏
ま
え
た
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
、
と
く
に
芭
蕉
が
活
躍
し
て
い

た
元
禄
前
後
の
時
代
に
お
け
る
『
唐
詩
選
』
の
流
布
及
び
出
版
事
情
に
つ
い

て
は
、
日
野
龍
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

も
ち
ろ
ん
芭
蕉
以
前
か
ら
明
版
本
も
し
く
は
清
版
本
の
『
唐
詩
選
』

は
渡
来
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
当
時
、
舶
載
の
書
物
は
極
め
て
限
ら

れ
た
筋
し
か
入
手
で
き
ず
、
一
般
人
士
に
は
高
嶺
の
花
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
芭
蕉
な
ど
の
寓
目
す
る
可
能
性
が
絶
無
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

(

日
野
龍
夫
・
諏
訪
春
雄
編
『
江
戸
文
学
と
中
国
』
・
昭
和
五
十
二
年
刊)

と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
芭
蕉
が
そ
れ
を
見
え
た
可
能
性
は
低
い
。

ま
た
中
里
富
美
雄
氏
は
、
芭
蕉
の
作
品
に
お
け
る
漢
詩
文
を
踏
ま
え
た
表

現
を
分
析
さ
れ
て
い
た
が
、
王
維
の
詩
を
踏
ま
え
た
句
は
一
つ
も
な
い
と

結
論
を
出
さ
れ
て
い
る
（
「
芭
蕉
と
中
国
文
学
」
『
櫻
美
林
大
學
中
國
文

學
論
叢
』
第
十
六
号
・
平
成
三
年
刊
）
。

＊
６
小
築
庵
春
湖
。
明
治
俳
壇
旧
派
俳
人
の
代
表
者
。
明
治
元
年
に
出
版
し
た

『
芭
蕉
翁
古
池
真
伝
』
で
は
、
「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
に
結
び
付

け
て
「
禅
理
の
一
句
」
と
い
う
論
調
を
提
出
し
た
。

＊
７
子
規
は
『
芭
蕉
雑
談
』
に
お
い
て
、
旧
派
俳
人
と
同
じ
よ
う
に
、
「
禅
」

と
い
う
言
葉
で
「
古
池
句
」
の
妙
趣
を
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
「
古

池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
の
逸
話
に
結
び
付
け
て
「
禅
的
閑
寂
論
」
を
唱

え
た
旧
派
の
主
張
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
「
禅
」
を
も
っ
て
「
古
池
句
」

を
理
解
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
禅
で
い
う
「
柳
は
緑
、

花
は
紅
」
の
よ
う
に
、
自
然
の
真
実
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
直
感
で
あ
ら

わ
し
た
と
こ
ろ
が
「
古
池
句
」
の
魅
力
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
っ
た
。

＊
８

久
富
哲
雄
編
・
「
芭
蕉
伝
記
研
究
書
目
」
（
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
・
第
九
巻

所
収
）
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表

・
大
正
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
俳
諧
研
究
書
代
表
作
品
一
覧
＊
８

（
『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
大
正
篇
』
久
富
哲
雄
編

・
平
成
五
年
発
行
に
よ
る
）

発刊 (大正⁄ 西暦)年 発刊所 ジャンル 編著者 書　名

二（1913）年 東亜堂書房 作品研究 沼波瓊音 芭蕉句撰講話

三（1914）年 日月社 伝記• 総記 岡本黙骨 俳聖芭蕉

五（1916）年 俳書堂 伝記• 俳論 山崎藤吉 俳人芭蕉

七（1918）年 新潮社 発句• 句合 高浜虚子 俳句は斯く解し斯く味ふ

十（1921）年 大同図書館 作品研究 小林一郎 奥の細道評釈

十（1921）年 大同図書館 伝記• 総記 小林一郎 芭蕉翁の一生

十一（1922）年 石塚松雲堂 伝記• 総記 木津碩堂 俳聖芭蕉翁の面影

十二（1923）年 中央出版社 選集• 総集 木村三樹 芭蕉蕪村子規三聖俳句選集

十二（1923）年 文献書院 伝記• 総記 樋口功 芭蕉研究

十二（1923）年 研吟會本部 伝記• 総記 小嶋倢岳 俳聖松尾芭蕉傳

十三（1924）年 大同図書館 作品研究 小林一郎 芭蕉句集評釈

十三（1924）年 春秋社 伝記• 総記 荻原井泉水 芭蕉の自然観

十四（1925）年 日本書院 伝記• 総記 村上計二郎 傳伝偉人の結婚生活

十四（1925）年 第一書房 伝記• 総記 野口米次郎 芭蕉論

十五（1926）年 紅玉堂書店 伝記• 俳論 萩原蘿月 詩人芭蕉

十五（1926）年 成象堂 作品研究 樋口功 評撰芭蕉句集

十五（1926）年 第一書房 発句• 句合 野口米次郎 芭蕉俳句評選
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第
四
章

昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
観
に
つ
い
て

は
じ
め
に

昭
和
期
、
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
わ
る
ま
で
の
昭
和
戦
前

期
に
あ
た
っ
て
は
、
明
治
期
以
来
勢
い
を
増
し
て
き
た
国
粋
主
義
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
い
う
時
代
色
が
あ
っ
た
。
「
国
民
」
を

育
成
し
、
「
国
語
」
を
教
育
す
る
学
校
の
古
典
教
育
の
中
に
も
、
そ

の
色
彩
は
色
濃
か
っ
た
。

明
治
二
十
七
年
三
月
一
日
に
公
布
さ
れ
た
文
部
省
令
第
七
号
で

は
、
中
高
等
学
校
の
国
語
教
育
の
教
授
方
針
と
実
施
方
向
が
次
の

よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。

一
、
国
語
漢
文
ノ
時
間
ヲ
増
シ
タ
ル
ハ
改
正
ノ
一
要
点
ト
ス
。

国
語
教
育
ハ
愛
国
心
ヲ
成
育
ス
ル
ノ
資
料
タ
リ
。
又
個
人
ト

シ
テ
其
思
想
ノ
交
通
ヲ
自
在
ニ
シ
日
常
生
活
ノ
便
ヲ
給
足
ス

ル
為
ノ
要
件
タ
リ
。
今
ノ
青
年
ニ
シ
テ
中
等
又
ハ
高
等
教
育

ヲ
受
ケ
タ
ル
者
、
卒
業
ノ
後
、
或
ハ
此
点
ニ
於
テ
不
足
ヲ
感

ズ
ル
者
多
シ
。
是
授
業
時
間
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル

所
以
ナ
リ
。
二
、
国
語
ト
漢
文
ト
ハ
相
待
テ
其
用
ヲ
見
ル
。

蓋
国
語
ハ
主
ニ
シ
テ
漢
文
ハ
客
ナ
リ
ト
雖
、
中
古
以
来
国
語

ノ
教
材
ハ
多
ク
之
ヲ
漢
文
ニ
取
レ
リ
。
故
ニ
両
者
ノ
間
尤
教

授
ノ
上
ニ
適
当
ノ
調
和
ヲ
得
ル
ヲ
要
ス
。

古
典
文
学
作
品
の
鑑
賞
を
基
本
的
な
教
育
目
的
と
し
た
中
高
等

学
校
の
国
語
教
育
に
た
い
し
て
、「
愛
国
心
ヲ
成
育
ス
ル
」
と
い
う
、

「
人
格
面
へ
の
鍛
錬
」
が
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
明

治
四
十
四
年
に
改
訂
さ
れ
た
「
教
授
要
目
」
で
は
、
そ
の
国
語
教

育
の
方
針
に
た
い
し
て
、
「
皇
国
の
伝
統
を
護
持
す
る
」
と
い
う
項

目
が
追
加
さ
れ
、
「
愛
国
心
ヲ
成
育
ス
ル
」
観
点
が
い
っ
そ
う
強
化

さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
教
育
の
趨
勢
の
中
で
、
江
戸
時
代
に
神
格
化
さ
れ
、

俳
聖
と
目
さ
れ
て
き
た
芭
蕉
は
、
人
々
の
中
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
で
受
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
江
戸
時
代
を
初
め
、
明
治
期
、
大
正
期
に
か
け
て
の

芭
蕉
受
容
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
き
た
が
、
そ
の
調
査
対
象
と

し
た
も
の
は
、
主
に
各
時
代
の
大
学
教
授
や
俳
人
と
い
っ
た
知
識

人
の
著
作
物
で
あ
っ
た
。
本
章
で
考
察
す
る
昭
和
戦
前
期
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
格
段
に
伝
存
資
料
の
豊
富
な
教
育
資

料
、
と
り
わ
け
中
高
等
学
校
の
古
典
教
育
に
使
わ
れ
て
い
た
教
師

用
指
導
書
及
び
教
科
書
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
、
同
時
期
に
お
け

る
芭
蕉
受
容
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
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一
、

戦
前
の
中
高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
か
ら
見
た
芭

蕉
人
物
像
の
受
容
と
『
奥
の
細
道
』
の
教
習
目
的

戦
前
の
中
高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
か
ら
見
た
芭
蕉
像
へ

の
理
解
と
受
容
に
つ
い
て
は
、
藤
原
マ
リ
子
氏
『
「
奥
の
細
道
」
の

本
文
研
究
―
古
典
教
育
の
視
座
か
ら
―
』
（
新
典
社
・
平
成
十
三
年

刊
）
、
お
よ
び
堀
切
実
氏
の
「
俳
聖
芭
蕉
像
の
誕
生
と
そ
の
推
移
」

（
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
等
編
『
創
造
さ
れ
た
古
典
』
に
収
録
。
新
曜

社
・
平
成
十
一
年
刊
）
が
最
も
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
考
え
ら
れ
る
。

二
氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
戦
前
の
中
高
等
学
校
で
行
わ
れ
た
古

典
教
育
に
芭
蕉
の
紀
行
文
、
特
に
『
奥
の
細
道
』
が
採
録
さ
れ
た

理
由
と
目
的
、
そ
れ
に
『
奥
の
細
道
』
の
教
授
方
法
か
ら
観
察
し

た
芭
蕉
の
人
間
像
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
『
奥
の
細
道
』
が
古
典
教
育
に
採
用
さ
れ
た
時
代
背
景
に

つ
い
て
は
、
明
治
以
降
、
「
国
威
発
揚
」
と
い
う
国
家
意
識
が
高
ま

り
つ
つ
あ
っ
た
風
潮
の
中
で
、
民
族
文
学
の
美
風
を
発
揚
す
る
た

め
に
、
従
来
漢
文
を
中
心
と
し
た
古
典
教
育
に
、
和
文
を
導
入
し

よ
う
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
大
き
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
重
任
を
担
っ
た
も
の
の
一
つ
が
、
ま
さ
に
芭
蕉
の
『
奥
の
細

道
』
で
あ
り
、
ご
く
早
い
時
代
か
ら
、
高
等
女
学
校
を
含
ん
だ
中

高
等
学
校
の
教
材
や
教
師
用
指
導
書
な
ど
に
採
択
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
中
高
等
学
校
の
古

典
教
育
に
お
い
て
、
芭
蕉
を
以
下
の
よ
う
な
「
道
徳
者
」
と
理
解

さ
せ
る
目
的
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
＊
１

。

１
、
人
格
者

（
例
）
芭
蕉
は
豊
か
な
詩
人
的
素
養
を
有
す
る
と
共
に
徳
の
優
れ

た
人
格
者
で
あ
つ
た
。

（
松
村
武
雄
『
中
等
新
国
文
』
・
宝
文
館
・
昭
和
九
年
刊
）

２
、
求
道
者

（
例
）
全
生
涯
を
風
雅
の
大
道
に
捧
げ
て
旅
を
つ
づ
け
、
詩
囊
を

肥
や
し
た
芭
蕉
の
真
剣
味
こ
そ
、
何
よ
り
も
彼
が
作
句
の

強
味
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

（
斉
藤
清
衛
『
国
民
文
学
読
本
紀
要
近
世
期
』
・
喜
峯
社
・

昭
和
十
四
年
刊
）

３
、
隠
遁
者

（
例
）
蝉
吟
の
死
や
放
浪
時
代
の
険
難
や
が
、
愈
々
彼
の
人
格
を

磨
い
て
ゆ
き
、
（
中
略
）
遂
に
隠
世
的
生
活
の
偉
大
な
人
格

的
俳
人
と
な
り
、
俳
諧
の
革
新
を
完
成
す
る
に
至
つ
た
。
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（
『
新
制
国
語
読
本
』
・
三
省
堂
・
昭
和
十
一
年
刊
）

４
、
人
情
味
豊
か
な
人
望
者

（
例
）
翁
の
此
の
人
懐
こ
い
性
格
は
、
其
の
恬
淡
さ
に
潤
ひ
と
美

し
さ
を
ま
し
た
。
か
く
て
門
人
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
万

人
に
愛
慕
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(

山
崎
麓
『
奥
の
細
道
詳
解
』
・
欽
英
堂
・
昭
和
五
年
刊)

５
、
寂
し
い
人

（
例
）
名
称
旧
蹟
に
至
つ
て
追
懐
す
る
心
に
は
音
も
な
く
静
に
流

れ
て
淀
み
、
淀
み
て
流
れ
る
律
調
の
中
に
、
ほ
の
明
る
く

寂
し
い
而
も
そ
の
中
に
陶
酔
す
る
甘
い
気
分
が
感
ぜ
ら
れ

る
。

（
保
科
孝
一
『
昭
和
国
語
読
本
』
・
育
英
書
院
・
昭
和
三
年

刊
）

藤
原
氏
、
堀
切
氏
、
両
氏
と
も
に
同
じ
例
を
取
り
上
げ
、
同
様
の

指
摘
を
し
て
お
ら
れ
る
。

ま
た
戦
前
期
の
中
高
等
学
校
で
行
わ
れ
た
『
奥
の
細
道
』
の
教

育
事
情
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
＊
２

。

①
、
俳
文
（
「
奥
の
細
道
」
）
の
妙
味
を
感
得
さ
せ
て
、
文
を
作
る

上
の
一
助
と
さ
せ
る
。

（
例
）
種
々
な
着
想
を
簡
浄
に
し
、
広
漠
た
る
内
容
を
凝
個
さ
せ

た
俳
文
の
妙
味
を
感
得
さ
せ
て
文
を
作
る
上
の
一
助
と
も

し
た
い
。

（
『
新
定
女
子
国
文
』
巻
九
・
金
港
堂
・
昭
和
三
年
刊
）

②
、
芭
蕉
の
高
邁
な
詩
境
に
触
れ
さ
せ
て
、
そ
の
感
動
に
よ
っ
て

生
徒
の
詩
情
を
養
う
。

（
例
）
芭
蕉
の
高
い
心
境
に
触
れ
さ
せ
て
、
そ
の
感
動
に
従
っ
て

生
徒
の
詩
情
を
養
ひ
た
い
。

（
佐
々
木
吉
綱
『
最
新
国
文
読
本
』
・
湯
川
弘
文
社
・
昭
和

九
年
刊
）

③
、
芭
蕉
の
克
己
的
な
高
い
精
神
、
旅
に
対
す
る
熱
望
、
芸
術
へ

の
昇
進
に
着
目
さ
せ
る
。
ま
た
は
洗
練
さ
れ
た
紀
行
文
の
記
述
の

精
、
着
想
の
妙
を
味
わ
わ
せ
る
。

（
例
）
洗
練
さ
れ
た
紀
行
文
の
記
述
の
精
、
着
想
の
妙
を
味
は
せ
、

我
が
文
学
史
上
用
数
の
自
然
詩
人
に
接
近
さ
せ
た
い
。

（
『
国
文
新
選
教
授
参
考
書
』
・
明
治
書
院
・
昭
和
十
四
年
刊
）
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以
上
か
ら
見
れ
ば
、
戦
前
の
中
高
等
学
校
に
お
け
る
『
奥
の
細

道
』
の
教
授
理
念
と
し
て
、
芭
蕉
の
紀
行
文
の
古
典
的
美
意
識
を

生
徒
に
理
解
さ
せ
た
上
で
、
芭
蕉
の
円
満
な
人
格
に
重
心
を
置
き
、

そ
れ
を
「
国
民
精
神
の
涵
養
」
の
一
種
と
し
て
広
げ
る
姿
勢
が
明

白
に
現
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
純
粋
な
古
典
文
学
鑑
賞
の
立
場
か
ら
外
れ
て
、
芭
蕉

の
「
全
人
格
」
を
肥
大
さ
せ
て
、
宣
伝
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き

な
が
ら
『
奥
の
細
道
』
を
教
授
す
る
昭
和
戦
前
期
の
古
典
文
学
教

育
の
方
針
に
対
し
て
は
、
母
利
司
朗
氏
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
＊
３

。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
「
人
間
と
自
己
」
や
「
旅
と
人
生
」

と
い
う
よ
う
な
問
題
と
結
び
付
け
る
作
品
と
し
て
、
少
な
く

と
も
教
材
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ

は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
本
来
の
意
味
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ

た
意
味
づ
け
で
あ
り
、
全
体
像
か
ら
離
れ
た
一
部
の
性
格
を

肥
大
化
さ
せ
た
意
味
付
け
に
他
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
母
利
氏
は
、
『
奥
の
細
道
』
と
は
、
あ
く
ま
で
も
様
々
な

「
文
」
の
中
の
一
つ
で
あ
る
文
学
作
品
と
し
て
教
材
に
収
録
す
べ

き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
古
典
文
学
鑑
賞
と
い
う
方
向

か
ら
外
れ
て
、
芭
蕉
の
人
物
像
や
芭
蕉
の
品
徳
を
肥
大
化
さ
せ
て

鼓
吹
し
た
の
は
、
「
文
」
の
教
育
と
い
う
本
来
の
目
的
か
ら
外
れ
て

い
る
、
と
批
判
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
筆
者
の
調
べ
た
昭
和
戦
前
期
に
出
版
さ
れ
た
数
多

く
の
教
師
用
指
導
書
に
つ
い
て
み
て
も
、
「
人
格
者
」
「
求
道
者
」

な
ど
の
よ
う
な
芭
蕉
の
人
物
像
が
、
次
の
よ
う
に
繰
り
返
し
説
明

さ
れ
て
い
る
。

１
、
翁
、
資
性
清
廉
、
風
月
を
反
し
て
絶
え
て
名
利
の
心
な
く
、

全
く
世
界
に
遊
び
て
し
か
も
な
お
克
く
礼
節
を
守
れ
り
。
其

門
人
を
教
ふ
る
。
手
を
執
り
て
教
へ
ず
し
て
自
ら
悟
ら
し
む
。

（
三
矢
重
松
『
別
冊
中
等
新
国
文
教
授
参
考
』
・
文
学
社
・
昭

和
元
年
刊
）

２
、
特
に
芭
蕉
の
「
奥
の
細
道
」
は
俳
文
中
の
精
粋
で
あ
る
。
旅

を
道
場
と
し
て
内
観
を
深
め
た
心
の
奥
底
に
脈
動
す
る
俳
人

の
心
境
を
味
わ
せ
た
い
。

（
垣
内
松
三
『
国
文
鑒
教
授
参
考
書
』
巻
四
・
文
学
社
・
昭

和
二
年
刊
）
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３
、
「
奥
の
細
道
」
の
最
初
の
数
行
は
芭
蕉
の
宇
宙
観
で
あ
り
、
人

生
観
で
あ
る
。
こ
れ
が
全
編
を
支
配
し
て
ゐ
る
彼
の
精
神
で

あ
る
か
ら
よ
く
玩
味
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
東
京
高
等
師
範
学
校
付
属
中
学
校
国
語
漢
文
研
究
会
『
新
定
国

文
読
本
参
考
書
』
巻
五
・
目
黒
書
店
・
昭
和
三
年
刊
）

４
、
（
芭
蕉
は
）
全
人
格
的
で
あ
る
こ
と
。
断
片
を
以
て
生
活
す
る

と
は
人
間
永
遠
の
弱
点
で
あ
り
悩
み
で
あ
る
。
全
生
涯
を
風

雅
の
大
道
に
捧
げ
て
、
知
ら
ぬ
他
国
の
泥
土
に
喘
ぎ
死
を
し

て
も
悔
い
な
い

底

の
大
覚
悟
を
以
て
、
作
句
し
た
彼
の
真

（
マ
マ
）

剣
味
は
何
よ
り
も
彼
の
作
句
の
強
味
で
あ
っ
た
。

（
平
林
治
徳
『
女
子
国
文
大
綱
備
考
』
巻
九
・
立
川
書
店
・

昭
和
四
年
刊
）

５
、
芭
蕉
は
そ
の
性
格
頗
る
高
逸
し
て
、
無
欲
恬
淡
で
あ
つ
た
。

深
く
唐
の
詩
人
杜
甫
李
白
に
私
淑
し
、
そ
の
号
桃
青
は
白
に

対
し
た
も
の
だ
と
い
ふ
。
ま
た
我
が
国
の
詩
人
と
し
て
は
、

深
く
西
行
を
景
慕
し
た
。

（
丸
山
平
林
『
参
考
中
等
国
文
史
』
・
目
黒
書
店
・
昭
和
十
年

刊
）

６
、
真
の
奥
の
細
道
の
教
材
化
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
芭
蕉
の

有
つ
た
人
間
愛
、
自
然
愛
、
国
民
的
道
徳
感
、
古
典
的
美
意

識
等
々
を
現
代
意
識
に
融
合
し
、
之
を
一
介
の
人
間
学
と
し

て
生
徒
の
意
識
の
奥
底
に
浸
透
さ
せ
る
處
に
教
育
的
教
授
と

使
命
は
見
出
さ
れ
る
。

（
三
浦
圭
三
『
奥
の
細
道
新
釈
』
・
有
精
堂
・
昭
和
十
一
年
刊
）

ま
た
、
以
下
の
よ
う
に
、
芭
蕉
そ
の
人
を
「
漂
泊
の
詩
人
」
「
自
然

詩
人
」
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
論
調
も
み
ら
れ
る
。

７
、
我
邦
古
今
を
通
じ
て
風
雅
の
堂
の
奥
に
徹
し
た
自
然
詩
人
で
、

（
平
林
治
徳
『
女
子
国
文
大
綱
備
考
』
巻
九
・
立
川
書
店
・

昭
和
四
年
刊
）

８
、
芭
蕉
は
自
身
「
漂
泊
の
思
ひ
や
ま
ず
」
と
い
つ
て
ゐ
る
。
い

か
に
も
芭
蕉
の
一
生
は
旅
行
者
、
漂
泊
者
の
生
涯
で
あ
つ
た
。

（
中
略
）
幻
想
を
抱
い
た
詩
人
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
五
十
嵐
力
『
純
正
女
子
国
語
読
本
』
巻
十
・
早
稲
田
大
学

出
版
社
・
昭
和
八
年
刊
）

以
上
の
諸
例
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
昭
和
戦
前
期
ま
で
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の
芭
蕉
受
容
の
大
き
な
流
れ
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
時

代
か
ら
発
端
し
た
「
芭
蕉
神
格
化
」
に
お
け
る
三
大
「
公
的
」
な

行
事
＊
４

お
よ
び
江
戸
時
代
の
民
間
に
流
行
し
て
い
た
「
霊
神
」「
俳

神
」
「
念
仏
の
行
者
」
と
い
う
言
葉
に
う
か
が
え
る
よ
う
な
芭
蕉
崇

拝
、
そ
し
て
明
治
期
の
旧
派
俳
人
た
ち
が
語
っ
た
よ
う
な
「
仏
祖
」

「
神
様
」
と
し
て
尊
ば
れ
た
芭
蕉
像
は
、
昭
和
戦
前
期
に
入
る
と
、

次
第
に
神
格
化
の
「
雲
」
か
ら
脱
出
し
て
、
人
間
的
な
一
面
が
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
無
欲
無
求
の
俳
人
あ
る
い
は
俳
諧
の
道

に
精
進
し
た
詩
人
と
い
う
よ
う
な
人
間
と
し
て
の
理
想
像
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
氏
の
先
行
研
究
、
そ
れ
に
私
的
に
見
た
戦
時
下
に

お
け
る
教
師
用
指
導
用
書
や
教
科
書
を
合
わ
せ
て
見
る
と
、
こ
の

よ
う
な
「
人
格
の
円
満
者
」
と
し
て
の
芭
蕉
像
は
、
開
戦
前
の
時

代
色
が
色
濃
い
中
で
、
あ
く
ま
で
も
民
族
文
学
の
美
風
を
鼓
吹
す

る
目
的
に
都
合
の
良
い
宣
伝
手
段
と
し
て
用
い
る
中
で
生
れ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
功
利
的
な
目
的
を
帯
び
た
教

育
の
世
界
に
生
ま
れ
た
芭
蕉
像
と
、
当
時
の
純
粋
な
文
学
研
究
の

立
場
に
立
っ
て
見
た
芭
蕉
像
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
見
比
べ
が
必
要
で
あ
る
。
次

章
で
検
討
し
た
い
。

二
、
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
研
究
界
に
お
け
る
芭
蕉
の
人
間
像

戦
前
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
俳
諧
研
究
書
は
数
多
く
あ
る
が
、

管
見
の
専
門
研
究
資
料
（
一
般
向
け
の
入
門
書
的
な
物
で
は
な
く
、

『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
・
昭
和
前
期
篇
』
（
久
冨
哲
雄
監
修
・
ク
レ

ス
出
版
・
平
成
八
年
刊
）
に
収
録
さ
れ
る
芭
蕉
伝
記
、
作
品
研
究
、

俳
論
、
総
記
な
ど
を
参
考
）
の
中
か
ら
、
芭
蕉
の
人
間
像
へ
の
見

方
を
明
白
に
示
す
も
の
を
次
に
引
用
し
、
表
に
ま
と
め
て
文
末
に

添
付
し
た
。
こ
れ
ら
の
大
学
教
授
、
俳
諧
評
論
家
ま
た
は
俳
人
の

著
し
た
芭
蕉
研
究
資
料
に
示
さ
れ
た
芭
蕉
像
は
、
昭
和
戦
前
期
の

俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
受
容
を
導
く
風
向
計
の
よ
う
の
も
の
と
な
っ

た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
一
つ
一
つ
見
て
い
き
た
い
。

１
、
加
藤
紫
舟
（
明
治
三
十
七
年
八
月
～
昭
和
二
十
五
年
十
一
月

昭
和
期
の
俳
人
、
早
大
講
師
。
『
俳
人
芭
蕉
伝
』
『
俳
人
蕪
村
全

伝
』
な
ど
の
著
書
が
あ
る
）
の
『
俳
人
芭
蕉
伝
』
（
昭
和
九
年
刊
）

「
深
川
八
貧
」
の
節
で
は
、
深
川
の
庵
に
籠
も
っ
た
芭
蕉
の
生
活

様
子
を
、

（
芭
蕉
は
）
貧
困
に
安
ん
じ
、
心
が
動
か
ず
に
、
俳
諧
三
昧

の
世
界
に
精
進
し
た
。
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（
『
俳
人
芭
蕉
伝
』
・
天
来
書
房
・
昭
和
九
年
刊
）

と
述
べ
、
芭
蕉
を
「
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

紫
舟
は
、
深
川
の
芭
蕉
庵
に
住
み
わ
び
た
芭
蕉
を
、
物
欲
や
名

利
に
無
欲
な
、
い
わ
ば
「
貧
困
に
安
ん
じ
る
僧
」
や
「
隠
遁
の
高

士
」
の
よ
う
に
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、

天
保
四
（
一
八
三
四
）
年
刊
の
『
芭
蕉
翁
全
集
』
（
伝
記
・
去
留
道

人
編
）
、
同
十
二
（
一
八
四
一
）
年
刊
の
『
三
四
考
』
（
俳
論
書
・

閑
日
庵
里
鴎
編
）
、
さ
ら
に
明
治
三
十
六
年
刊
の
『
芭
蕉
庵
桃
青
』

（
伝
記
·
俳
論
・
山
崎
藤
吉
）
な
ど
に
あ
る
「
参
禅
問
答
」
の
逸
話

を
利
用
し
た
上
で
描
き
上
げ
た
神
秘
感
を
持
つ
「
禅
僧
」
の
よ
う

な
芭
蕉
像
と
は
異
な
る
。
紫
舟
に
お
い
て
も
、
芭
蕉
を
「
僧
」
と

は
理
解
し
て
は
い
る
が
、
「
参
禅
問
答
」
に
見
ら
れ
る
高
踏
的
な
意

味
で
の
「
僧
」
で
は
な
く
、
物
欲
、
名
利
を
顧
み
ず
、
俳
諧
の
道

に
専
心
し
た
態
度
、
い
わ
ば
「
無
欲
無
求
の
俳
人
」
と
い
う
品
徳

面
に
注
目
し
て
の
「
人
格
者
」
な
の
で
あ
る
。

２
、
山
崎
藤
吉
（
明
治
、
大
正
、
昭
和
前
期
を
経
た
芭
蕉
俳
諧
研

究
家
。
著
作
（
『
芭
蕉
全
伝
』
『
俳
人
芭
蕉
』
等
は
ク
レ
ス
出
版
の

『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
』
に
収
録
）
の
『
芭
蕉
全
伝
』
（
昭
和
十
年

刊
）
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
明
治
期
に
出
版
し
た
『
芭
蕉
庵
桃
青
』

（
俳
論
・
金
港
堂
・
明
治
三
十
六
年
刊
）
の
中
で
、
芭
蕉
像
を
頻

繁
に
「
禅
僧
」
と
位
置
づ
け
て
強
調
し
た
態
度
を
一
変
し
て
、
「
人

格
面
」
か
ら
芭
蕉
再
評
価
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
同
書
の
巻
末
の
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

芭
蕉
の
生
活
は
乞
食
生
活
で
あ
つ
た
。
普
通
の
人
な
ら
ば
人

々
か
ら
卑
下
さ
れ
る
べ
き
地
位
に
あ
つ
た
。
然
る
に
人
格
は

高
か
つ
た
為
に
、
誰
一
人
卑
下
す
る
物
は
無
か
つ
た
（
中
略
）
。

以
上
述
べ
た
如
く
、
芭
蕉
は
句
作
、
文
章
、
学
説
の
上
か
ら

門
人
に
仰
慕
さ
れ
た
計
り
で
な
く
、
人
格
の
上
か
ら
も
、
猶

又
徳
業
に
富
ん
だ
点
か
ら
仰
慕
さ
れ
た
。
是
等
が
皆
合
流
し

て
、
終
に
仰
慕
の
大
河
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

（
『
芭
蕉
全
伝
』
・
業
文
閣
・
昭
和
十
年
刊
）

山
崎
は
、
「
芭
蕉
の
生
活
は
乞
食
生
活
で
あ
つ
た
」
と
理
解
し
た
上

で
、
そ
の
よ
う
な
見
下
さ
れ
る
べ
き
地
位
に
あ
り
な
が
ら
、
「
孤
独

貧
窮
の
中
で
、
俳
句
の
道
を
守
り
、
民
族
精
神
に
激
励
を
与
え
た
」

こ
と
を
芭
蕉
の
「
徳
業
」
と
称
え
た
の
で
あ
る
。

３
、
荻
原
蘿
月
（
明
治
二
十
七
年
～
昭
和
三
十
六
年
。
俳
人
、
俳

諧
研
究
者
。
東
大
文
学
部
副
助
手
、
慶
応
義
塾
、
二
松
学
舎
講
師
）

https://kotobank.jp/word/%E6%85%B6%E5%BF%9C%E7%BE%A9%E5%A1%BE-832183
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の
『
芭
蕉
の
全
貌
』
（
昭
和
十
年
刊
）
も
見
て
み
た
い
。
蘿
月
は
、

す
で
に
大
正
十
五
年
、
芭
蕉
の
伝
記
や
作
品
研
究
を
『
詩
人
芭
蕉
』

に
ま
と
め
て
上
梓
し
た
が
、
後
ほ
ど
こ
れ
を
『
芭
蕉
の
全
貌
』
と

改
め
て
再
出
版
し
た
。
前
者
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
の
人
物
像
に
関

わ
る
論
調
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
後
者
の
序
に
お
い
て
は
、
芭

蕉
を
「
道
徳
面
」
か
ら
次
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
る
。

芭
蕉
は
主
情
的
な
詩
人
で
あ
る
。
芭
蕉
は
凡
人
の
總
て
の
欲

望
を
持
つ
て
、
人
生
の
行
路
難
を
嘗
め
た
の
で
あ
る
が
、
遂

に
此
一
筋
に
つ
な
が
つ
て
、
社
会
性
を
失
つ
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
芭
蕉
の
道
徳
は
、
詩
の
本
質
か
ら
迸
出
し
た
道
徳

で
あ
る
。

（
『
芭
蕉
の
全
貌
』
・
三
省
堂
・
昭
和
十
年
刊
）

蘿
月
が
、
「
芭
蕉
は
人
生
の
行
路
難
を
嘗
め
た
」
と
語
っ
て
い
る

の
は
、
昭
和
十
一
年
に
刊
行
の
『
新
制
国
語
読
本
』
（
三
省
堂
）
の

「
蝉
吟
の
死
や
放
浪
時
代
の
険
難
や
が
、
愈
々
彼
の
人
格
を
磨
い

て
ゆ
き
、
（
中
略
）
遂
に
隠
世
的
生
活
の
偉
大
な
人
格
的
俳
人
と
な

り
」
と
い
う
記
述
と
似
て
い
る
。
蘿
月
の
中
で
も
、
芭
蕉
そ
の
人

を
、
俳
句
一
筋
を
貫
き
、
理
想
的
な
風
雅
の
生
活
を
求
め
る
た
め

に
生
涯
を
捧
げ
た
、
と
い
う
よ
う
な
、
も
っ
ぱ
ら
「
俳
諧
の
道
に

精
進
し
た
俳
人
」
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

４
、
志
田
義
秀
（
明
治
九
年
七
月

～
昭
和
二
十
一
年
一
月
、
芭
蕉

研
究
の
文
学
博
士
、
東
京
大
学
教
授
）
の
『
芭
蕉
の
伝
記
の
研
究
』

（
昭
和
十
三
年
刊
）
に
は
、

俳
諧
は
芭
蕉
に
宿
命
的
な
約
束
さ
れ
て
ゐ
た
の
も
と
云
へ
よ

う
が
、
併
し
芭
蕉
は
俳
諧
に
於
て
、
古
風
か
ら
談
林
へ
、
談

林
か
ら
自
己
の
革
新
俳
諧
の
蕉
風
へ
と
移
つ
た
の
で
、
自
己

の
革
新
俳
諧
の
蕉
風
に
到
達
す
る
ま
で
に
其
の
生
涯
の
大
部

分
を
犠
牲
に
供
し
た
の
で
あ
る
。

（
『
芭
蕉
の
伝
記
の
研
究
』
・
河
出
書
房
・
昭
和
十
三
年
刊
）

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
３
の
引
用
文
の
よ
う
に
、
芭
蕉
を
「
俳
諧

の
道
に
精
進
し
た
俳
人
」
あ
る
い
は
「
名
利
に
淡
々
し
た
俳
人
」

と
見
る
記
述
が
続
い
て
い
る
。

５
、
鈴
木
重
雅
の
『
俳
人
芭
蕉
の
研
究
』（
昭
和
十
八
年
刊
）
で
は
、

芭
蕉
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
「
人
格
高
揚
」
の
筆
勢
に
基
づ
い
て
賞
賛

し
、
「
人
格
者
」
、
「
隠
逸
者
」
な
ど
の
よ
う
に
多
角
度
か
ら
芭
蕉

の
人
格
面
を
考
察
し
た
。
詳
し
く
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

https://ja.wikipedia.org/wiki/1946%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8817%E6%97%A5
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芭
蕉
は
、
窮
乏
な
生
活
を
喜
ん
で
、
何
等
厭
ふ
と
こ
ろ
も
無

か
つ
た
（
中
略
）
。
清
貧
の
生
活
を
楽
し
み
得
る
と
い
ふ
の
は

「
や
さ
し
き
道
」
す
な
わ
ち
文
学
、
俳
諧
の
道
に
徹
し
得
る

お
陰
で
あ
る
と
い
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
言
を
換
え
て
い
へ

ば
、
物
質
の
生
活
に
覊
縛
せ
ら
れ
ず
、
物
質
の
生
活
を
駆
使

す
る
境
地
に
達
し
得
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
て
居
る
。
果
た
し

て
然
ら
ば
、
芭
蕉
は
、
陋
巷
に
在
つ
て
、
そ
の
楽
を
改
め
ざ

る
顔
淵
の
境
地
に
遊
ぶ
も
の
で
あ
り
、
樹
下
石
上
、
幕
天
席

地
の
禅
家
の
境
地
に
遊
ぶ
も
の
と
い
ふ
も
、
溢
美
の
言
で
は

無
い
と
思
わ
れ
。
（
中
略
）
。
要
之
、
芭
蕉
は
、
親
族
故
旧
に

篤
き
愛
の
人
で
あ
つ
た
。
そ
の
愛
は
、
そ
の
門
人
に
及
び
、

見
ず
知
ら
ず
の
他
人
に
も
及
び
、
禽
獸
に
及
び
、
自
然
の
風

物
に
も
及
ん
だ
。
芭
蕉
こ
そ
は
、
真
の
所
謂
仁
者
で
あ
る
。

（
『
俳
人
芭
蕉
の
研
究
』
・
柳
原
書
店
・
昭
和
十
八
年
刊
）

と
、
芭
蕉
の
人
格
的
魅
力
を
「
顔
淵
」
＊
５

に
た
と
え
、
「
真
の
所
謂

仁
者
」
と
ま
で
賞
賛
し
て
い
る
。

鈴
木
氏
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
二
点
の
逸
話
を
取
り
上
げ
、

日
常
生
活
か
ら
み
た
芭
蕉
も
「
人
格
者
の
円
満
者
」
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。

ま
ず
、
「
奥
の
細
道
」
の
旅
の
中
、
芭
蕉
は
金
沢
の
富
家
に
句
会

に
招
か
れ
た
が
、
贅
沢
な
宴
に
向
か
っ
て
、
芭
蕉
は
、
俳
諧
の
精

神
を
正
す
た
め
に
、
贅
沢
な
食
事
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
架
空
の

話
を
作
っ
て
、
芭
蕉
の
人
格
を
高
尚
化
し
た
記
述
を
綴
る
。

芭
蕉
は
卑
俗
な
食
物
を
取
つ
て
、
真
摯
な
道
徳
上
の
教
訓
を

垂
れ
る
こ
と
も
右
以
外
に
い
ろ
／
＼
あ
つ
た
。

（
右
同
）

鈴
木
の
理
解
す
る
芭
蕉
像
は
貧
困
を
楽
し
む
「
高
士
」
や
「
隠
士
」

と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
元
禄
二
年
、
仙
台
に
入
っ
た
芭
蕉
は
、
加
右
衛
門
と
い

う
画
工
と
知
り
合
い
に
な
り
、
宮
城
野
の
歌
枕
を
案
内
し
て
も
ら

う
と
い
う
逸
話
も
あ
っ
た
。
別
れ
に
際
し
て
、
芭
蕉
は
加
右
衛
門

か
ら
紺
の
染
緒
の
草
鞋
を
受
け
取
っ
た
が
、
金
沢
の
富
家
、
生
駒

万
子
か
ら
の
餞
別
金
は
謝
絶
し
た
。
鈴
木
氏
は
こ
の
よ
う
な
話
を

利
用
し
て
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
、

（
芭
蕉
は
）
旅
に
於
い
て
、
外
の
欲
望
の
な
い
人
。

（
右
同
）
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と
称
し
た
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
昭
和
元
年
刊
三
矢
重
松
の
『
別

冊
中
等
新
国
文
教
授
参
考
』
に
見
ら
れ
る
「
翁
、
資
性
清
廉
、
風

月
を
反
し
て
絶
え
て
名
利
の
心
な
く
」
と
よ
く
似
て
い
る
。

４
の
志
田
の
論
に
比
べ
れ
ば
、
５
の
鈴
木
の
論
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
「
無
欲
無
求
の
俳
人
」
や
「
俳
諧
の
道
に
精
進
し
た
詩
人
」

と
位
置
づ
け
た
芭
蕉
の
人
物
像
の
内
観
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
、

芭
蕉
の
あ
ら
ゆ
る
面
も
「
人
格
者
」
よ
う
に
構
造
し
て
い
る
。
注

意
す
べ
き
は
、
芭
蕉
を
「
禅
家
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
位
置
付

け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
根
本
と
し
た
着
眼
点
は
、
あ

く
ま
で
も
、「
清
貧
に
縛
ら
れ
ず
に
豊
か
な
精
神
世
界
を
楽
し
む
」
、

と
い
う
芭
蕉
の
恬
淡
た
る
人
格
的
な
魅
力
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

６
、
ま
た
、
昭
和
十
五
年
に
出
版
さ
れ
た
菊
山
當
年
男
（
明
治
十

七
年
～
昭
和
三
十
五
年

郷
土
史
家
、
歌
人
、
評
論
家
）
の
『
は

せ
を
』
の
巻
首
で
は
、
芭
蕉
を
「
民
族
」
や
「
日
本
人
論
」
と
い

う
大
き
な
範
疇
に
入
れ
て
考
察
し
た
上
で
、
芭
蕉
の
品
格
を
極
め

て
称
賛
し
て
い
る
。

筆
者
云
、
芭
蕉
の
虔
し
い
性
格
、
お
つ
と
り
し
た
情
操
、
行

き
届
い
た
思
ひ
や
り
、
そ
し
て
知
己
門
弟
を
抱
き
か
ゝ
へ
る

純
真
な
心
、
清
貧
に
貴
顕
の
志
操
を
持
ち
し
た
気
構
へ
、
路

傍
の
草
に
も
涙
を
そ
ゝ
ぎ
、
無
心
の
鳥
に
も
泣
く
ほ
ど
の
慈

悲
、
そ
の
一
字
一
句
、
真
実
に
滲
み
出
て
居
る
芭
蕉
の
書
簡

を
読
み
続
け
つ
ゝ
、
此
稿
を
書
き
畢
つ
た
。
芭
蕉
は
（
中
略
）

実
に
日
本
の
人
た
る
な
り
。

（
『
は
せ
を
』
・
宝
雲
社
・
昭
和
十
五
年
刊
）

以
上
１
か
ら
６
の
芭
蕉
論
を
合
わ
せ
て
鑑
み
る
と
、
開
戦
前
及

び
戦
時
中
の
知
識
人
達
は
芭
蕉
の
人
格
面
か
ら
そ
の
人
物
像
を
再

構
造
し
よ
う
し
た
痕
跡
が
う
か
が
え
る
。

一
方
、
芭
蕉
の
代
表
作
と
見
ら
れ
て
い
た
『
奧
の
細
道
』
へ
の

言
及
に
つ
い
て
み
て
も
、
同
じ
よ
う
な
芭
蕉
像
が
見
ら
れ
る
。

７
、
三
村
鴻
堂
の
『
新
釋
芭
蕉
紀
行
全
集
』
卷
一
（
立
川
書
店
・

昭
和
二
年
刊
）
に
は
、

（
芭
蕉
の
旅
や
生
涯
と
は
）
全
身
全
魂
を
風
雅
野
道
に
打
ち

込
ん
だ
、
又
は
故
に
遠
く
山
川
を
跋
涉
し
て
、
花
を
尋
ね
つ

き
に
寝
て
、
吟
囊
を
肥
や
さ
ん
こ
と
は
、
翁
の
楽
し
み
で
あ

つ
た
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
前
文
で
取
り
上
げ

た
斉
藤
清
衛
編
『
国
民
文
学
読
本
紀
要
近
世
期
』（
昭
和
十
四
年
刊
）

http://www.weblio.jp/content/%E6%AD%8C%E4%BA%BA
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に
お
け
る
「
全
生
涯
を
風
雅
の
大
道
に
捧
げ
て
旅
を
つ
づ
け
、
詩

囊
を
肥
や
し
た
」
（
第
一
節
第
２
例
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

８
、
山
崎
麓
（
明
治
十
六
年
十
二
月
～
昭
和
十
八
年
九
月
、
山
口

高
等
学
校
教
授
、
国
学
院
大
学
教
授
）
の
『
奥
の
細
道
詳
解
』
（
昭

和
五
年
刊
）
に
は
、「
奥
の
細
道
」
の
旅
中
の
名
吟
へ
の
句
釈
か
ら
、

芭
蕉
の
人
格
面
を
き
わ
め
て
美
化
す
る
執
筆
態
度
が
う
か
が
え
る
。

山
崎
の
論
じ
る
芭
蕉
像
は
、
以
下
の
①
～
④
に
集
約
さ
れ
る
と

考
え
る
。

①
、
「
も
っ
ぱ
ら
俳
諧
の
道
に
精
進
し
た
俳
人
」
で
あ
る
芭
蕉
。

翁
は
全
身
全
魂
を
風
雅
の
道
に
打
ち
込
ん
だ
。
又
翁
が
終
に

俳
諧
と
い
ふ
天
地
に
立
派
に
安
楽
往
生
を
遂
げ
ら
れ
た
。
故

に
翁
の
紀
行
は
即
ち
翁
の
命
で
あ
り
、
翁
の
吟
詠
は
即
ち
翁

が
生
き
た
声
で
あ
る
。
（
冒
頭
部
に
つ
い
て
）

②
、
「
博
愛
の
人
」
と
見
ら
れ
た
芭
蕉
像
。

路
通
を
道
に
拾
ひ
、
門
に
加
え
て
愛
護
し
、
門
人
に
も
依
頼

し
た
。
翁
の
愛
は
人
間
愛
を
超
え
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
苦
し
み

な
が
ら
も
「
人
に
労
を
懸
く
こ
と
な
か
れ
」
の
行
脚
掟
を
自

守
し
て
ゐ
る
。
他
人
の
親
切
を
苦
し
み
な
が
ら
身
に
つ
け
て

ゆ
く
翁
の
姿
、
眼
前
に
髣
髴
す
る
で
は
な
い
か
。
（
「
出
発
」

の
段
、
「
草
加
」
の
段
に
つ
い
て
）

③
、
「
清
貧
を
楽
し
む
隠
逸
者
」
で
あ
る
芭
蕉
。

山
中
生
活
を
な
め
な
が
ら
も
、
「
蚤
虱
馬
の
尿
す
る
枕
も
と
」

な
ど
太
平
楽
を
な
ら
べ
て
い
る
。
何
等
こ
だ
は
る
所
な
い
自

然
に
生
き
自
然
を
楽
し
む
風
懐
、
誠
に
欣
慕
す
べ
き
人
で
あ

つ
た
。
（
「
尿
前
の
關
」
の
段
に
つ
い
て
）

④
、
「
寂
び
」
の
精
神
世
界
を
楽
し
め
る
人

翁
の
人
生
観
は
寂
し
さ
に
徹
し
て
ゐ
た
所
に
あ
る
様
で
あ
る
。

こ
の
悟
入
は
翁
の
参
禅
か
ら
得
ら
れ
た
と
見
て
大
差
な
か
ら

う
。
所
謂
正
風
の
妙
味
は
、
禅
味
で
あ
る
、
寂
し
さ
の
美
で

あ
る
。
（
「
光
明
寺
と
雲
岸
寺
」
の
段
に
つ
い
て
）

旅
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
で
描
い
た
場
面
描
写
へ
の
説
明
を
省
い
た

が
、
こ
の
よ
う
に
、
『
奥
の
細
道
』
と
い
う
作
品
の
解
釈
に
お
い
て

も
、
芭
蕉
は
、
精
神
的
修
養
の
豊
か
な
理
想
的
な
人
間
、
人
格
者

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
評
論
の
大
き

な
方
針
と
原
則
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
も
う
一
例
を
見
て
お
こ
う
。
昭
和
十
年
に
出
版
さ
れ
た

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1_%28%E6%97%A7%E5%88%B6%29
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1_%28%E6%97%A7%E5%88%B6%29
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E6%8E%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E5%AD%B8%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%B8
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玄
々
堂
蘆
汀
（
元
名
斎
藤
治
兵
衛
。
明
治
元
年
～
昭
和
十
六
年
、

郷
土
史
家
、
俳
人
、
評
論
家
）
の
『
荘
内
に
於
け
る
芭
蕉
』
で
は
、

戦
時
下
と
い
う
特
別
な
時
代
背
景
に
お
け
る
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』

を
教
授
さ
せ
る
重
要
性
が
、
次
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

国
民
の
間
に
は
早
く
も
祖
国
の
精
神
が
甦
り
、
日
本
人
た
る

民
族
意
識
を
取
り
戻
す
に
至
つ
た
。
殊
に
今
年
に
入
つ
て
復

古
調
が
昂
揚
し
、
日
本
歴
史
の
再
検
討
と
古
典
の
研
究
が
盛

ん
に
な
つ
て
き
た
。
最
近
の
著
し
い
現
象
は
俳
聖
芭
蕉
翁
に

関
す
る
研
究
が
次
第
に
高
ま
り
、
其
著
作
中
で
も
最
も
愛
読

さ
れ
て
居
る
も
の
に
「
奥
の
細
道
」
が
あ
る
。
是
は
各
学
校

の
国
語
教
科
書
に
抄
録
さ
れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
芭
蕉
翁

が
自
然
の
閑
寂
を
求
め
一
木
一
草
に
も
全
身
全
霊
を
打
ち
込

ん
だ
神
韻
飄
渺
た
る
風
趣
を
折
り
込
ん
だ
紀
行
文
で
あ
る
か

ら
で
も
あ
る
。

（
『
荘
内
に
於
け
る
芭
蕉
』
・
喜
峯
社
・
昭
和
十
年
刊
）

傍
線
部
の
よ
う
に
、
『
奥
の
細
道
』
の
鑑
賞
か
ら
民
族
意
識
を
喚
起

す
る
と
い
う
の
連
帯
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
意
味
重
大

な
『
奥
の
細
道
』
の
作
者
で
あ
る
芭
蕉
と
は
、

人
格
高
雅
寬
裕
、
態
度
平
靜
温
順
、
遠
慮
深
く
人
に
敬
愛
さ

れ
た
。

（
右
同
）

と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
取
り
上
げ
た
芭
蕉
論
、
及
び
『
奥
の
細
道
』
作
品
論
と
そ

の
教
授
法
論
で
は
、
ど
れ
に
し
て
も
、
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
っ
た

芭
蕉
の
神
格
化
、
あ
る
い
は
明
治
期
の
旧
派
俳
人
が
喧
伝
し
て
い

た
「
神
秘
的
」
な
芭
蕉
像
か
ら
、
生
身
の
人
間
と
し
て
の
、
血
も

あ
れ
ば
肉
も
あ
る
よ
う
な
人
間
味
の
あ
る
芭
蕉
像
が
生
み
出
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
民
族
の
再
認
識
へ
と
つ
な
ぎ
出

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
「
愛
国
心
を
育
成

す
る
」
教
育
方
針
を
実
施
し
た
も
と
で
、
芭
蕉
は
、
当
時
の
多
く

の
知
識
人
に
よ
り
、
日
本
国
民
を
代
表
す
る
人
物
、
大
人
格
者
と

た
た
え
ら
れ
、
そ
の
代
表
作
で
あ
る
『
奥
の
細
道
』
こ
そ
が
、
民

族
文
学
の
美
風
を
発
揚
す
る
た
め
の
好
媒
介
と
し
て
称
揚
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
芭
蕉
専
門
資
料
に
見
ら
れ
た
「
人
格
者
」

や
「
隠
遁
者
」
で
あ
る
芭
蕉
像
は
、
当
時
の
中
高
等
学
校
の
古
典

教
育
に
お
け
る
芭
蕉
像
と
合
致
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
文
学

的
な
色
彩
を
帯
び
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
芭
蕉
像
を
文
学
研
究
の
世
界

に
縁
が
遠
い
庶
民
層
に
対
し
て
、
理
解
し
て
も
ら
う
の
か
は
疑
問
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で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
さ
ら
に
庶
民
層
に
受
け
取
れ
ら
れ
や
す
い
よ

う
に
、
当
時
の
教
学
局
の
依
頼
に
応
じ
て
、
「
教
育
的
」
的
な
意
味

を
持
た
せ
た
芭
蕉
像
も
築
き
上
げ
た
。
次
章
に
て
検
討
を
加
え
た

い
。三

、
民
族
や
国
家
と
結
び
付
け
ら
れ
る
芭
蕉
像

昭
和
戦
前
期
の
軍
国
主
義
の
機
運
が
満
ち
た
時
代
の
中
で
、
文

学
研
究
者
達
は
、
「
神
格
化
除
去
」
と
い
う
立
場
で
、
芭
蕉
の
人
間

味
を
努
力
し
て
強
調
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
戦
時
中
と
い

う
特
別
な
時
代
背
景
の
中
で
、
民
族
意
識
を
高
め
て
い
く
た
め
の

宣
伝
道
具
の
一
種
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
観
が
否
め
な
い
。

芭
蕉
の
賛
美
論
の
中
に
は
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
、
「
民
族
」
「
国

家
」
或
い
は
「
日
本
人
論
」
の
よ
う
な
大
き
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ま

で
に
上
昇
さ
せ
て
鼓
吹
し
た
論
調
が
、
次
第
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
中
で
特
筆
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
昭
和
期
の
作
家
、

評
論
家
、
保
田
与
重
郎
（
明
治
四
十
三
年
～
昭
和
五
十
六
年
）
の

芭
蕉
論
で
あ
る
。

大
戦
の
前
、
欧
米
に
も
芽
生
え
た
民
族
意
識
に
対
抗
し
、
国
威

発
揚
の
た
め
、
文
学
創
作
や
評
論
ま
で
に
も
国
粋
意
識
の
色
彩
が

強
ま
っ
て
い
た
中
で
、
保
田
与
重
郎
は
、
日
本
の
文
学
研
究
界
に

お
け
る
芭
蕉
の
再
認
識
を
積
極
的
に
呼
び
か
け
て
い
た
。
そ
の
著

作
の
一
つ
に
、
昭
和
十
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
芭
蕉
』
（
業
文
閣
・

『
保
田
与
重
郎
全
集
』
・
第
十
八
巻
所
収
）
が
あ
る
。

保
田
は
芭
蕉
を
、
「
民
族
の
詩
人
」
「
我
国
の
大
詩
人
」
「
国
民

詩
人
」
な
ど
の
言
葉
を
使
い
、
絶
賛
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、

彼
は
俳
諧
を
日
本
文
芸
の
一
つ
と
成
し
上
げ
た
と
こ
ろ
の
精

神
の
現
れ
で
あ
つ
て
、
こ
の
思
想
の
自
覚
と
実
行
に
よ
つ
て
、

芭
蕉
は
わ
が
民
族
の
精
神
と
し
て
、
ど
ん
な
に
荘
厳
に
祭
ら

れ
て
も
ふ
さ
は
し
い
の
で
あ
る
。

（
『
芭
蕉
』
・
業
文
閣
・
昭
和
十
八
年
刊
）

と
、
蕉
風
俳
諧
の
芸
術
性
を
称
賛
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
わ
が
民

族
の
精
神
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
、
日
本
民
族
の
「
思
想
」
や
「
精

神
」
へ
と
繁
い
で
い
く
も
の
で
あ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
こ

に
は
以
下
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
。

欧
州
に
お
け
る
各
民
族
は
、
各
々
自
国
自
民
族
の
代
表
大
作

家
を
も
ち
、
彼
ら
に
は
、
一
大
長
篇
小
説
を
描
か
せ
る
機
運

に
向
か
つ
て
、
あ
ら
か
た
そ
の
現
れ
も
成
熟
し
て
ゐ
る
の
で
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あ
る
。
こ
の
機
運
に
対
抗
す
る
た
め
、
我
が
国
の
文
芸
批
評

家
は
、
我
が
民
族
の
新
文
学
の
確
立
に
よ
つ
て
、
東
洋
唯
一

の
独
立
国
の
光
栄
と
体
面
を
維
持
建
設
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
。

そ
の
努
力
に
精
魂
を
注
い
だ
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
一
応
当
然

と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
右
同
）

保
田
は
、
戦
時
下
の
世
界
情
勢
に
鑑
み
て
、
「
東
洋
唯
一
の
独
立
国

の
光
栄
と
体
面
を
維
持
建
設
し
よ
う
と
」
い
う
大
義
の
も
と
で
、

正
面
か
ら
芭
蕉
宣
伝
の
必
要
性
を
力
説
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
時
出
版
さ
れ
て
い
た
芭
蕉
研
究
書
を
見
て
い
く
と
、
こ
の
保

田
の
主
張
と
共
通
の
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
庶
民
層
に
受
け
入
れ
ら

れ
や
す
い
芭
蕉
像
（
戦
時
下
の
時
期
に
限
っ
て
「
教
育
的
な
意
義
」

を
持
た
せ
た
芭
蕉
像
）
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ

か
っ
て
く
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
の
中
で
、
ま
ず
、
昭
和
十
九
年
の
山
崎
喜
好

（
明
治
四
十
一
年
～
昭
和
三
十
二
年
。
文
学
研
究
家
、
大
阪
女
子

大
学
教
授
、
主
に
松
尾
芭
蕉
を
専
門
に
研
究
し
た
）
の
『
俳
諧
の

国
―
芭
蕉
論
稿
―
』（
俳
論
書
、
昭
和
十
八
年
刊
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

本
書
で
は
、
戦
争
に
よ
る
人
心
の
大
き
な
揺
れ
を
感
じ
る
情
勢
下

で
、
そ
の
情
勢
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
的
意
義
を
持
た
せ
た
芭
蕉
像

を
打
ち
立
て
、「
国
民
模
範
」
の
典
型
を
樹
立
す
る
と
う
か
が
え
る
。

そ
れ
は
、
自
序
に
お
け
る
、

殊
に
こ
の
決
戦
下
に
お
け
る
ほ
ど
芭
蕉
精
神
の
真
意
義
が
理

解
せ
ら
れ
る
に
相
応
は
し
い
時
は
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
七
丈
書
院
・
昭
和
十
八
年
刊
）

と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
芭
蕉
宣
伝
の
立
場
か
ら
、
芭
蕉
の
「
人
格
」
や
「
品

徳
」
を
「
民
族
」
と
い
う
広
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ま
で
に
繋
げ
た
代

表
論
に
、
昭
和
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
志
田
義
秀
の
『
芭
蕉
と
俳

諧
の
精
神
』
が
あ
る
。
本
書
は
、
当
時
の
教
学
局
の
依
頼
に
応
じ

て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
局
の
意
図
に
沿
っ
た
国
民
向
け

の
著
作
物
と
考
え
る
。

巻
首
の
要
旨
に
は
、
次
の
よ
う
に
編
纂
の
目
的
が
述
べ
ら
れ
て

い
た
。貴

重
な
る
古
典
の
精
神
を
広
く
国
民
に
知
ら
し
め
、
日
本
精

神
の
心
解
と
体
得
と
資
せ
し
め
る
事
を
目
的
と
し
て
編
纂
し

た
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
芭
蕉
の
俳
諧
（
俳
句
）
が
誠
の
表

現
な
る
が
故
に
そ
れ
は
同
時
に
民
族
精
神
の
誠
、
日
本
国
民
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と
し
て
の
誠
の
表
現
で
あ
る
。

（
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』
・
日
本
文
化
協
会
・
昭
和
十
三
年
刊
）

「
日
本
の
精
神
」
を
会
得
す
る
と
い
う
の
が
本
書
の
根
本
目
的
で

あ
り
、
芭
蕉
の
俳
諧
は
「
誠
の
表
現
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に

「
民
族
精
神
の
誠
」
で
あ
り
、
「
日
本
国
民
の
誠
」
と
し
て
の
「
誠

の
表
現
」
で
あ
る
、
と
い
う
論
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く

み
れ
ば
、
志
田
は
、
「
日
本
国
民
の
誠
」
を
「
尊
皇
」
「
敬
神
」
「
崇

仏
」
そ
れ
に
「
國
恩
を
感
ず
る
」
の
四
点
に
ま
と
め
て
解
釈
し
た
。

そ
れ
ら
が
、
芭
蕉
の
作
品
か
ら
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と

語
っ
て
い
る
。

こ
ゝ
に
も
芭
蕉
の
敬
神
の
情
が
顕
れ
て
ゐ
る
と
共
に
、
祖
神

に
ま
し
ま
す
大
神
宮
に
対
す
る
崇
敬
の
念
と
尊
皇
の
念
と
が

顕
は
れ
て
ゐ
る
。

（
曾
良
・
北
枝
と
の
三
吟
歌
仙
中
の
「
小
幡
も
近
く
伊
勢
の

神
風
」
句
に
つ
い
て
）

賀
茂
神
社
を
賛
美
し
、
賀
茂
明
神
を
崇
敬
す
る
芭
蕉
の
敬
神

の
情
が
顕
れ
て
ゐ
る
。

（
凡
兆
の
発
句
「
堤
よ
り
田
の
青
や
ぎ
て
潔
さ
」
『
猿
蓑
集
』

に
つ
け
た
芭
蕉
の
付
句
「
賀
茂
の
社
は
よ
き
社
な
り
」
に
つ

い
て
）

敬
神
の
情
の
見
ら
れ
る
芭
蕉
に
は
崇
仏
の
情
も
見
ら
れ
る
。

（
広
厳
寺
蔵
楠
木
正
成
像
画
賛
句
「
撫
子
に
か
ゝ
る
涙
や
楠

の
露
」
〔
『
芭
蕉
庵
小
文
庫
』
〕
に
つ
い
て
）

こ
ゝ
に
は
芭
蕉
の
尊
皇
の
情
が
披
瀝
さ
れ
て
居
り
、
隅
田
川

に
新
大
橋
が
架
せ
ら
れ
て
橋
に
よ
つ
て
の
江
東
と
の
通
交
が

始
め
て
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、

有
難
や
戴
い
て
踏
む
橋
の
霜

の
句
を
成
し
た
が
、
こ
こ
に
は
芭
蕉
の
国
恩
を
感
ず
る
情
が

顕
は
れ
て
居
り
。

（
『
野
晒
紀
行
』
中
の
「
御
廟
年
経
て
荵
は
な
に
を
し
の
ぶ
草
」

に
つ
い
て
）

（
マ
マ
）

泰
平
大
御
代
に
於
け
る
民
と
し
て
生
き
が
ひ
を
喜
ぶ
同
じ
く

国
恩
を
感
ず
る
情
が
顕
は
れ
て
ゐ
る
。

（
「
蛤
の
生
け
る
か
ひ
あ
れ
年
の
暮
れ
」
〔
『
薦
獅
子
』
〕
に
つ

い
て
）
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こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
作
品
の
個
々
に
、
「
国
恩
を
感
じ
る
人
」

「
尊
皇
」
「
敬
神
」
「
崇
仏
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
当
て
は
め
、

戦
時
下
の
「
敬
虔
な
国
民
」
或
い
は
「
国
民
の
模
範
」
と
目
指
す

べ
き
理
想
像
と
し
て
の
芭
蕉
像
を
再
構
造
し
よ
う
と
い
う
試
練
が

う
か
が
え
る
。

芭
蕉
の
人
物
像
を
、
「
尊
皇
」
「
敬
神
」
「
崇
仏
」
の
心
を
も
っ

た
「
国
恩
を
感
じ
る
人
」
と
し
、
そ
れ
を
、
そ
の
時
代
の
「
敬
虔

な
国
民
」
の
模
範
と
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
の
教
学

局
の
依
頼
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
「
教

育
的
」
な
意
図
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

昭
和
前
期
、
と
く
に
戦
前
の
芭
蕉
研
究
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
像

へ
の
理
解
と
い
え
ど
も
、
国
内
国
外
の
諸
情
勢
の
変
化
に
影
響
を

受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
当
時
の
俳
人
や
研
究
者
た
ち
の
中
に

は
、
純
粋
な
文
学
研
究
の
結
果
得
ら
れ
た
芭
蕉
像
を
一
面
に
お
き

な
が
ら
、
一
般
庶
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
に
、
「
尊
皇
」

「
敬
神
」
「
崇
仏
」
「
国
恩
を
感
ず
る
人
」
と
い
う
「
国
民
道
徳
教

育
」
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
修
正
を
加
え
て
い
き
、
「
敬
虔
な
国
民
を

育
成
す
る
」
、
或
い
は
「
愛
国
心
ヲ
成
育
ス
ル
」
と
い
う
教
育
の
目

的
と
合
致
さ
せ
て
い
っ
た
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
最
た
る
も
の
が
、
志
田
義
秀
の
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』
な
の

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
昭
和
戦
前
期
の
中
高
等
学
校
で
行
わ
れ
た
古
典
教
育

に
お
け
る
芭
蕉
像
に
は
、
少
な
く
と
も
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
教

師
用
指
導
書
を
見
る
か
ぎ
り
、
志
田
義
秀
の
著
作
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
「
敬
虔
な
国
民
」
を
作
る
目
的
に
極
端
に
合
わ
せ
た
よ
う
な

芭
蕉
像
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
国
家
と
し
て
の
教
育
の
目
指
す
所

と
、
実
際
の
教
育
と
の
間
に
食
い
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
俳
道
に
精
進
し
た
人
格
者
」
で
あ
る
芭
蕉
と
、「
敬
虔
な
国
民
」

の
模
範
で
あ
る
芭
蕉
、
と
い
う
二
種
類
の
芭
蕉
像
は
、
同
じ
年
に

出
版
さ
れ
た
同
じ
著
者
（
志
田
義
秀
）
の
二
つ
の
著
作
（
『
芭
蕉
の

傳
紀
の
研
究
』
昭
和
十
三
年
刊
、
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』
昭
和
十

三
年
刊
）
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
芭
蕉
像
の
二
面
性
（
文

学
研
究
面
で
の
浪
漫
化
さ
れ
た
「
人
格
者
」
の
よ
う
な
芭
蕉
像
及

び
「
教
育
的
な
意
義
」
を
持
た
せ
た
「
国
民
模
範
」
で
あ
っ
た
芭

蕉
像
）
こ
そ
は
、
こ
の
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
受
容
の
特
色
と
言
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
後
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
考
え
て
い
く
た
め
に
も
、
昭
和
戦
前

期
の
民
間
に
広
が
る
芭
蕉
像
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
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【
注
】

＊
１

藤
原
マ
リ
子
氏
『
「
奥
の
細
道
」
の
本
文
研
究
―
古
典
教
育
の
視
座
か

ら
ー
』
の
第
Ⅱ
部
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
古
典
教
育
」
を
参
考
。

＊
２
「
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
教
材
観
―
中
学
校
国
語
科
の
場
合
―
」
（
『
岐
阜

大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
』
第
四
十
三
巻
第
一
号
・
平
成

六
年
刊
）
。

＊
３
注
２
に
同
じ
。

＊
４
江
戸
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
の
神
格
化
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
次
の

よ
う
な
「
公
的
」
な
行
事
が
三
つ
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
寛
政
三
（
一

七
九
一
）
年
四
月
、
と
き
の
神
祇
伯
白
川
家
よ
り
「
桃
青
霊
神
」
の
神
号

が
授
け
ら
れ
、
筑
後
の
高
良
山
に
、
風
雅
の
守
護
神
と
し
て
神
社
に
ま
つ

ら
れ
た
。
そ
の
後
、
文
化
三
年
（
一
八
○
六
）
年
に
は
、
芭
蕉
は
「
古
池

句
」
に
ち
な
ん
で
朝
廷
よ
り
「
飛
音
明
神
」
の
号
を
賜
わ
り
、
芭
蕉
の
権

威
が
一
層
強
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
百
五
十
回
忌
の
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）

年
に
当
た
り
、
肥
後
の
俳
人
、
田
川
鳳
朗
の
上
奏
で
、
二
条
家
よ
り
「
花

本
大
明
神
」
の
神
号
が
下
さ
れ
、
芭
蕉
は
名
実
と
も
に
神
と
な
っ
た
。

＊
５
顔
回
。
紀
元
前
五
二
一
年
～
紀
元
前
四
八
一
年
。
字
は
子
淵
。
孔
門
十
哲

の
第
一
の
秀
才
、
七
十
二
賢
者
の
首
。
孔
子
は
顔
回
の
素
朴
な
品
徳
を
め

称
え
て
曰
く
「
賢
哉
、
回
也
。
一
簞
食
、
一
瓢
飲
、
在
陋
巷
。
人
不
堪
其

憂
、
回
也
不
改
其
樂
。
賢
哉
、
回
也
。（
『
論
語说

雍
也
』
第
六
・
九
節
）
」
。

（
賢
い
な
、
回
は
。
竹
籠
ひ
と
も
り
の
食
事
に
ひ
ょ
う
た
ん
い
っ
ぱ
い
の

水
で
路
地
裏
住
ま
い
だ
。
他
の
人
な
ら
気
が
め
て
耐
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

回
は
そ
の
生
活
を
し
な
が
ら
学
問
と
い
う
自
ら
の
楽
し
み
を
改
め
な
い
。

賢
人
だ
な
、
回
は
。
）
ま
た
、
顔
回
の
性
格
に
関
し
て
は
「
不
遷
怒
、
不

貳
過
（
や
つ
あ
た
り
せ
ず
、
失
敗
は
二
度
繰
り
返
さ
な
い)

『
論
語说

雍
也
』

第
十
節
」
と
称
え
た
。
元
の
文
宗
は
「
兗
国
公
」
の
お
く
り
名
を
捧
げ
、

明
の
嘉
靖
帝
は
、
顔
回
に
爵
位
を
賜
り
、
孔
子
と
と
も
に
「
復
聖
」
と
尊

ん
だ
。
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表
、
昭
和
戦
前
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
研
究
代
表
資
料
一
覧

発刊年（昭和） 　発刊所  ジャンル 　編著者 　　　　書名

1927  (2)年 立川書店 作品研究 三村鴻堂 書釋新芭蕉紀行全集巻一

1930　(5)年 麻田書店 作品研究 樋口　通 奥の細道評釈

1932　(7)年 四條書房 作品研究 服部畊石 芭蕉句集新講上下巻

1934　(9)年 非凡閣 作品研究 島田青峰 芭蕉名句評釈

1934　(9)年 天来書房 伝記· 総記 加藤紫舟 俳人芭蕉傳

1935　(10)年 叢文閣 伝記· 総記 山崎藤吉 芭蕉全傳

1935　(10)年 三省堂 伝記· 総記 荻原蘿月 芭蕉の全貌

1935　(10)年 喜峯社 作品研究 玄々堂芦汀 荘内における芭蕉

1936　(11)年 育英書院 作品研究 荻原井秋水 奥の細道古注

1938  (13)年 日本文化協会 俳　　論 志田義秀 芭蕉と俳諧の精神

1938  (13)年 河出書房 伝記· 総記 志田義秀 芭蕉の傳紀の研究

1940  (15)年 宝雲社 伝記· 総記 菊山當年男 はせを

1940  (15)年 春秋社松柏館 作品研究 川島つゆ 芭蕉七部集俳句鑑賞

1943  (18)年 新潮社 総記· 俳論 保田與重郎 芭蕉

1943  (18)年 柳原書店 伝記· 総記 鈴木重雅 俳人芭蕉の研究

1944  (19)年 理想社 伝記· 総記 野田別天楼 俳聖芭蕉

1944  (19)年 七丈書院 俳　　論 山崎喜好 俳諧の国ー芭蕉論稿ー

1946  (21)年 牧書房 作品研究 深山文雄 芭蕉旅心
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第
五
章

昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書

に
お
け
る
芭
蕉
像
に
つ
い
て

は
じ
め
に

昭
和
戦
前
期
の
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
書
に
描
か
れ
た
芭
蕉
像
に
つ

い
て
は
、
第
四
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
昭
和
戦
前
期
に
生
ま
れ
た
、

俳
道
に
精
進
し
た
人
格
者
、
貧
困
を
楽
し
む
隠
遁
者
と
い
う
新
し

い
芭
蕉
像
を
一
面
に
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
尊
皇
」
「
敬
神
」
「
崇

仏
」
「
国
恩
を
感
じ
る
人
」
（
志
田
義
秀
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』
·

日
本
文
化
協
会
·
昭
和
十
三
年
刊
）
と
い
う
戦
時
下
の
国
民
道
徳
教

育
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
修
正
を
加
え
て
い
き
、
「
愛
国
心
ヲ
成
育
ス

ル
」
（
明
治
二
十
七
年
三
月
一
日
付
文
部
省
令
第
七
号
）
と
い
う
教

育
の
目
的
と
合
致
さ
せ
て
い
く
書
籍
の
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
同
期

に
出
版
さ
れ
た
数
多
く
の
芭
蕉
研
究
資
料
に
見
ら
れ
る
「
俳
道
に
精

進
し
た
詩
人
」
「
隠
遁
者
」
「
人
格
者
」
と
評
さ
れ
る
芭
蕉
と
、
志
田

義
秀
の
唱
え
た
「
尊
皇
」「
敬
神
」「
崇
佛
」
の
精
神
が
あ
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
「
教
育
的
な
意
義
」
を
持
た
せ
た
「
敬
虔
な
国
民
」
の
模
範

で
あ
る
芭
蕉
、
と
い
う
芭
蕉
像
の
二
面
性
こ
そ
は
、
こ
の
昭
和
戦
前

期
の
芭
蕉
受
容
の
顕
著
な
特
色
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
戦
前
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
関
係
の
出
版
物
を
調
べ
て

み
る
と
、
第
四
章
で
見
た
よ
う
な
純
粋
的
な
文
学
研
究
の
立
場
を
踏

ま
え
た
研
究
資
料
以
外
に
、
一
般
庶
民
向
け
の
、
芭
蕉
入
門
書
と
い

っ
て
よ
い
よ
う
な
著
作
の
た
い
へ
ん
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
＊

１

。
こ
こ
に
そ
の
書
名
を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
著
作
は
、
内
容
か
ら
大
き
く
次
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
ず
、
芭
蕉
の
研
究
を
俳
論
や
伝
記
な
ど
詳
細
な
分
野
に
分
け
ず
、

紀
行
文
や
伝
記
、
蕉
風
俳
諧
の
全
般
を
全
体
的
に
把
握
し
な
が
ら
、

一
巻
に
ま
と
め
た
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
研
究
の
深
さ
を
避
け
て
一

般
人
向
け
の
芭
蕉
普
及
の
た
め
の
刊
行
物
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
芭
蕉
の
生
涯
を
一
代
記
や
物
語
風
の
よ
う
に
記
し
、
芭
蕉

の
人
物
像
を
、
実
際
に
身
近
に
い
た
、
一
般
人
よ
り
は
精
神
修
養
の

高
い
人
間
、
と
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
一
巻
に
ま
と
め
た
も
の
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
右
を
一
歩
進
め
て
、
芭
蕉
の
生
涯
を
芝
居
化
し
、
幕
に

分
け
、
台
詞
を
入
れ
、
架
空
の
場
面
も
作
り
だ
し
な
が
ら
面
白
み
を

い
っ
そ
う
増
そ
う
と
目
指
し
た
も
の
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
第
四
章
で
明
ら
か
に
し
た
昭
和
戦
前
期
の
知
識
人
に

お
け
る
芭
蕉
受
容
の
あ
り
か
た
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
知
識
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人
を
対
象
に
し
た
も
の
よ
り
も
平
易
な
、
一
般
人
へ
の
芭
蕉
啓
蒙
を

目
的
と
し
て
書
か
れ
た
芭
蕉
入
門
書
と
い
う
べ
き
出
版
物
に
注
目

し
、
そ
の
中
に
描
か
れ
た
芭
蕉
像
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

そ
こ
に
、
上
記
の
芭
蕉
の
二
面
性
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る

の
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

一
、
荻
原
井
泉
水
＊
２

の
芭
蕉
入
門
書

さ
て
、
数
多
く
出
版
さ
れ
た
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書
の
中
で

特
に
取
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
は
、
無
季
自
由
律
俳
句
を
提
唱
し
た
俳

人
で
あ
り
、
芭
蕉
研
究
者
で
あ
っ
た
、
荻
原
井
泉
水
の
著
作
で
あ
る
。

荻
原
は
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
書
を
数
多
く
著
す
一
方
で
、
一
般
向
け

に
、
平
易
な
芭
蕉
関
係
の
随
筆
、
評
論
も
数
多
く
書
き
残
し
、
芭
蕉

研
究
の

％
も
占
め
て
い
た
。

20

昭
和
七
年
に
日
本
図
書
館
協
会
の
編
纂
出
版
し
た
『
良
書
百
選
·

第
一
輯
』
の
「
第
七
・
文
学
」
の
部
に
は
、
佐
々
木
信
綱
『
短
歌
入

門
』
、
薄
田
泣
菫
『
樹
下
石
上
』
、
坪
内
逍
遙
『
近
世
畸
人
伝
』
、
島

崎
藤
村
『
夜
明
け
前
（
第
一
部
）
』
な
ど
と
並
び
、
荻
原
の
『
芭
蕉

入
門
』
（
春
陽
堂
·・
昭
和
六
年
刊
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
般
向

け
の
書
物
と
し
て
、
芭
蕉
に
つ
い
て
知
る
た
め
の
一
番
の
良
書
、
と

い
う
高
い
評
価
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
荻
原
の
書
い
た
典
型
的
な
芭
蕉
入
門
書
の
一
つ
に
、
『
芭
蕉

さ
ま
』
（
実
業
之
日
本
社
）
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
本
書
は
、
身
近

で
親
し
み
や
す
い
芭
蕉
像
を
作
り
出
す
た
め
に
、
深
川
の
芭
蕉
庵
に

隠
居
し
た
芭
蕉
と
弟
子
と
の
付
き
合
い
の
有
様
を
、
想
像
た
く
ま
し

く
、
架
空
の
場
面
と
会
話
を
混
じ
え
な
が
ら
、
一
巻
に
ま
と
め
た
も

の
で
、
様
々
な
逸
話
を
利
用
し
て
、
平
易
で
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い

芭
蕉
像
を
作
り
上
げ
よ
う
と
い
う
試
み
が
う
か
が
え
る
。

荻
原
の
頭
に
あ
っ
た
理
想
的
な
芭
蕉
像
の
よ
く
現
れ
て
い
る
所
を

あ
げ
て
み
よ
う
。

芭
蕉
は
、
露
沾
公
（
内
藤
露
沾
）
と
い
う
身
分
の
高
い
大
名
の
句

会
に
招
か
れ
、
上
座
に
座
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
が
、
芭
蕉
は
そ
れ

を
断
っ
た
。
門
弟
の
其
角
が
そ
の
わ
け
を
訊
ね
る
と
、
芭
蕉
は
、

身
分
不
相
応
の
處
に
座
る
と
、
却
て
気
が
落
付
き
ま
せ
ん
。

（『
芭
蕉
さ
ま
』
・
昭
和
八
年
刊
）

と
答
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
類
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
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…
是
は
諂
諛
で
は
な
い
、
礼
儀
と
い
ふ
も
の
だ
。
孔
子
さ
ま

も
「
し
ば
し
ば
礼
を
行
ふ
も
の
は
世
人
に
諛
へ
り
と
い
ふ
」

と
云
つ
て
嘆
じ
を
ら
れ
る
。
昔
も
今
も
、
こ
れ
を
よ
く
誤
解

さ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。

（
右
同
）

と
架
空
の
台
詞
を
差
し
入
れ
、

芭
蕉
さ
ま
は
自
分
の
名
が
え
ら
さ
う
に
聞
こ
え
る
こ
と
嫌
は

れ
た
方
で
し
た
。

（
右
同
）

の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
同
様
の
書
き
方
で
あ
る
。
こ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
、

と
い
う
想
像
の
台
詞
を
芭
蕉
の
口
か
ら
言
わ
せ
、
「
す
こ
し
も
高
ぶ

ら
ぬ
ひ
と
」
、
「
礼
譲
の
人
」
と
い
う
よ
う
な
、
教
養
の
深
い
、
謙
虚

な
人
格
を
持
つ
芭
蕉
像
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
こ
の
逸
話
は
、
後
に
「
芭
蕉
の
態
度
―
落
ち
付
つ
き
た
る
し

づ
か
さ
―
」
（
荻
原
井
泉
水
『
放
送
芭
蕉
を
語
る
』
実
業
之
日
本
社
·

昭
和
九
年
刊
）
の
中
で
も
再
度
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
荻
原
好
み
の
逸

話
で
あ
っ
た
。
荻
原
は
、
芭
蕉
の
人
間
像
を
一
貫
し
て
「
謙
虚
な
人
」

と
言
う
方
向
に
沿
い
な
が
ら
描
き
続
け
た
。

芭
蕉
が
自
ら
平
生
は
乞
食
坊
主
の
や
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
る

の
は
、
気
取
り
で
も
な
く
、
又
、
生
活
の
手
段
で
も
な
く
、

本
心
か
ら
そ
れ
が
自
分
の
身
分
相
慶
の
處
だ
と
考
へ
て
ゐ
た

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
い
や
、
人
間
の
本
当
の
姿
は
其
処
に
あ

る
と
信
じ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

（
『
放
送
芭
蕉
を
語
る
』
・「
芭
蕉
の
態
度
」
）

荻
原
の
書
い
た
一
般
向
け
の
芭
蕉
入
門
書
と
し
て
は
、
他
に
、『
芭

蕉
の
心
』
（
『
随
筆
芭
蕉
』
第
八
巻
·春
秋
社
·昭
和
十
六
年
刊
）
と
い

う
有
名
な
書
物
も
あ
る
。
本
書
は
、
芭
蕉
を
「
俳
人
」
「
自
然
の
詩

人
」
と
位
置
づ
け
て
、
昭
和
十
六
年
の
八
月
、
講
演
の
筆
記
を
加
筆

し
て
、
十
二
話
に
ま
と
め
て
、
八
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
七

日
に
か
け
て
、
当
時
の
東
京
中
央
放
送
局
（
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
）
で
、
『
朝

の
修
養
』
の
時
間
帯
に
放
送
さ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
た
一
冊
と
な
る
。

本
書
で
は
、
い
わ
ゆ
る
蕉
風
俳
諧
の
精
神
と
「
日
本
精
神
」
と
の

関
連
性
を
意
識
し
な
が
ら
、
芭
蕉
喧
伝
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
表
明
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し
て
い
た
。

一
般
人
の
為
に
、
日
々
の
生
活
の
力
に
な
る
や
う
な
内
容
を

談
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
文
学
の
談
で
も
な
く
、
ま
た
趣

味
の
談
で
も
な
い
。
だ
か
ら
「
芭
蕉
」
と
い
ふ
人
を
文
学
的

に
解
釈
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
、
俳
句
と
い
ふ
角
度

か
ら
解
説
し
た
も
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
芭
蕉
と
い
ふ
人
物

は
在
来
は
俳
人
の
み
に
親
し
ま
れ
て
ゐ
た
、
一
般
の
人
に
は
、

縁
が
遠
い
も
の
や
う
に
考
え
ら
れ
て
ゐ
た
、
そ
の
芭
蕉
を
取

り
出
し
て
、
一
般
の
人
の
心
の
糧
と
な
る
や
う
に
取
り
扱
つ

た
と
い
ふ
こ
と
が
、
此
の
私
の
談
の
力
点
な
の
で
あ
る
。

（『
芭
蕉
の
心
』・
春
秋
社
・
昭
和
十
六
年
刊
）

前
文
に
あ
げ
た
『
芭
蕉
さ
ま
』
の
時
代
の
数
年
後
、
戦
争
の
足
音
は

ま
す
ま
す
人
々
の
近
く
に
迫
っ
て
い
た
。
そ
の
戦
時
体
制
下
に
お
け

る
「
一
般
の
人
の
心
の
糧
と
な
る
や
う
に
」
書
か
れ
た
も
の
が
本
書

の
目
的
で
あ
ろ
う
。

荻
原
の
い
う
「
私
の
談
の
力
点
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
し
ら
つ
ゆ

の
さ
び
し
き
味
を
わ
す
る
る
な
」
の
一
句
に
つ
い
て
、

簡
素
の
な
か
に
豊
富
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
見
た
と

こ
ろ
は
、
い
か
に
も
貧
し
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は

富
有
な
る
人
の
及
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
、
高
貴
な
る
気
持
な

の
で
あ
り
ま
す
。

（
右
同
）

と
述
べ
て
い
る
所
で
あ
る
。
芭
蕉
の
句
を
鑑
賞
す
る
形
で
、
あ
た
か

も
戦
時
中
の
貧
し
さ
を
克
服
せ
よ
、
と
説
教
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

口
ぶ
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
戦
時
下
の
人
心
の
大
き
く
揺
れ
る
中
、「
戦

意
」
を
確
保
す
る
た
め
に
、
本
来
は
純
粋
な
文
学
評
論
で
あ
る
べ
き

も
の
も
戦
争
の
雰
囲
気
に
染
め
ら
れ
、
無
理
や
り
に
戦
争
と
繋
が
る

よ
う
に
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
一
方
で
は
、
芭
蕉
を
「
俳
諧
の
道
に
精
進
し
た
俳
人
」

と
し
て
、
純
粋
に
喧
伝
し
た
所
も
見
え
る
。
芭
蕉
の
句
「
年
暮
れ
ぬ

笠
着
て
草
鞋
は
き
な
が
ら
」
の
解
釈
に
は
、

芭
蕉
は
少
し
も
一
つ
處
に
足
踏
を
し
て
ゐ
る
こ
と
は
な
く
、
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絶
え
ず
新
し
い
境
地
を
開
拓
し
て
、
先
へ
先
へ
と
進
ん
で
を

り
ま
す
。
こ
こ
が
実
に
芭
蕉
の
え
ら
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

（
右
同
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
第
四
章
＊
３

で
取
り
挙
げ
た
『
国
民
文
学
読
本
紀

要
近
世
期
』
（
斉
藤
清
衛
編
・
喜
峯
社
・
昭
和
十
四
年
刊
）
に
見
ら

れ
た
所
謂
芭
蕉
の
「
求
道
精
神
」
の
論
調
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
も
裏
返
せ
ば
、
貧
し
い
、
苦
し
い
、
と
弱

音
を
は
か
ず
、
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
「
先
へ
先
へ
と
進
む
」
人
間
芭

蕉
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
戦
争
の
厳
し
い
窮
乏
の
時
局
に
あ
っ
て

の
理
想
的
な
人
間
像
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
荻
原
は
、

芭
蕉
を
語
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
文
学
」
や
「
趣
味
」
或
い
は
「
俳

句
」
と
い
う
角
度
か
ら
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
語
っ
て
い
る
。

芭
蕉
は
、
荻
原
の
中
で
、
あ
く
ま
で
も
、
厳
し
い
戦
時
下
の
時
局
に

あ
る
日
本
人
の
道
標
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
時
代
背
景

を
参
照
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
論
は
、
当
局
の
教
育
方
針
に

従
っ
た
「
国
民
教
育
政
策
」
に
都
合
の
良
い
宣
伝
道
具
に
な
っ
た
と

い
う
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
芭
蕉
像
を
喧
伝
し
た
ラ
ジ
オ
番
組
が
長
時
間
に
わ
た

り
放
送
さ
れ
た
こ
と
は
、
民
間
に
お
け
る
芭
蕉
の
受
容
に
大
い
に
影

響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
数
多
い
一
般
向
け
の
芭
蕉
入
門
書

の
中
で
も
と
び
き
り
多
く
の
著
作
を
残
し
た
荻
原
の
功
績
は
一
番
大

き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、
そ
の
他
の
一
般
向
け
芭
蕉
入
門
書

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
を
戦
時
下
に
お
け
る
人
間
の
手
本
、
理
想
像

と
す
る
同
種
の
見
方
を
し
て
い
る
も
の
に
、
昭
和
十
一
年
十
月
に
発

行
さ
れ
た
『
松
尾
芭
蕉
・
新
選
妙
好
人
伝
・
第
二
編
』（
正
信
協
会
編
）
が

あ
る
。

本
書
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
浄
泉
寺
の
第
十
一
代
住
職
、
実
成
院
仰

誓
の
編
纂
し
た
『
妙
好
人
伝
』
を
踏
ま
え
た
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
と
し
て
、

富
士
川
遊
（
一
八
六
五
～
一
九
四
○
）
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
富
士
川

游
は
、
日
本
の
医
学
の
近
代
化
の
土
台
を
築
き
上
げ
た
昭
和
の
医
学
博
士

で
あ
り
、
医
学
雑
誌
に
多
く
の
研
究
成
果
を
発
表
し
た
以
外
に
、
婦
人
雑

誌
や
そ
の
他
一
般
向
け
の
雑
誌
に
も
多
く
の
文
章
を
残
し
た
。

本
書
は
当
時
の
教
学
局
の
依
頼
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、

戦
時
中
の
貧
し
さ
を
克
服
す
る
目
的
も
あ
っ
て
、
芭
蕉
は
そ
の
一
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好
事
例
と
見
な
さ
れ
利
用
さ
れ
た
。

ま
ず
、「
深
川
卜
居
」
の
節
で
は
、
芭
蕉
が
天
和
三
（
一
六
八
三
）

年
芭
蕉
庵
に
籠
も
っ
た
有
様
を
詠
む
一
句
、

も
の
ひ
と
つ
我
が
世
は
か
ろ
き
ひ
さ
ご
哉

芭
蕉

花
に
う
き
世
我
酒
白
く
食
黒
し

同

と
い
う
二
句
に
対
し
て
、

浮
世
の
風
に
は
同
化
せ
ら
れ
な
い
が
春
の
風
光
を
賞
す
る
こ

と
は
人
々
に
劣
ら
ぬ
と
自
分
の
境
遇
に
安
ん
じ
、
む
し
ろ
貧

を
楽
し
み
て
居
る
心
が
あ
ら
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

き
わ
め
て
恬
淡
で
、
他
に
願
望
も
な
く
も
の
に
囚
は
れ
な
い

で
晏
然
た
る
有
様
が
此
の
句
に
て
よ
く
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。

（
『
松
尾
芭
蕉
・
新
選
妙
好
人
伝
・
第
二
編
』
・
昭
和
十
一
年

刊
）

と
、
清
貧
を
尊
ぶ
芭
蕉
像
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
昭

和
戦
前
の
芭
蕉
研
究
専
門
資
料
に
顕
著
に
な
っ
て
き
た
「
隠
逸
者
」

芭
蕉
と
い
う
見
方
と
同
じ
と
い
え
ば
同
じ
で
あ
る
が
、
「
貧
を
楽
し

む
」
、
「
他
に
願
望
も
な
く
も
の
に
囚
わ
れ
な
い
」
と
い
う
姿
は
、

「
隠
逸
者
」
や
「
高
士
」
等
の
浪
漫
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
よ
り
、
さ

ら
に
庶
民
生
活
に
身
近
に
な
り
、
戦
時
下
の
日
本
人
に
は
う
っ
て

つ
け
の
理
想
像
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

富
士
川
の
芭
蕉
論
に
は
、
芭
蕉
の
人
格
や
品
徳
を
高
め
る
論
調

の
記
述
が
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

芭
蕉
は
世
の
中
の
利
害
を
離
れ
、
老
若
を
忘
れ
て
静
寂
鳴
る

こ
と
を
喜
び
浮
華
浅
薄
の
思
想
を
嫌
ひ
、
ど
う
も
世
間
は
う

る
さ
い
、
自
分
は
人
文
だ
け
の
世
界
を
持
つ
て
居
た
い
と
い

ふ
や
う
な
傾
向
が
あ
つ
た
。

（
「
芭
蕉
の
人
物
」
の
節
）

浮
華
の
世
俗
に
交
は
り
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
煩
は
さ
れ
ず

し
て
自
在
に
自
分
の
道
を
進
む
こ
と
を
つ
と
め
た
の
で
あ
つ

た
。

（
右
同
）

「
自
在
に
自
分
の
道
を
進
む
」
生
き
方
は
、
先
に
引
い
た
荻
原
の

『
芭
蕉
の
心
』
の
中
で
も
力
説
さ
れ
て
い
た
。

本
書
に
は
、
江
戸
時
代
以
来
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
神
格
化
さ

れ
た
芭
蕉
像
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
上
述
の
よ
う
に
庶
民
層
に
理
解
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し
や
す
い
芭
蕉
像
の
一
方
、
一
般
庶
民
よ
り
、
精
神
修
養
の
深
ま

る
芭
蕉
像
、
い
わ
ば
あ
る
種
の
神
秘
感
を
帯
び
た
次
の
よ
う
な
芭

蕉
像
も
記
さ
れ
て
い
る
。

芭
蕉
の
宇
宙
観
は
甚
だ
深
刻
、
精
到
な
も
の
で
あ
つ
た
。
（
中

略
）
芭
蕉
は
か
や
う
に
宇
宙
の
相
を
解
し
、
又
自
然
の
真
実

を
見
て
、
人
生
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
て
造
化
に
随
ひ
、
小

さ
い
自
分
を
ば
大
き
い
自
然
の
中
に
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
説

い
た
。

（
「
芭
蕉
の
宇
宙
観
」
の
節
）

「
世
の
中
の
利
害
を
離
れ
」
或
い
は
「
浮
華
浅
薄
の
思
想
を
嫌
ひ
」

造
化
順
随
」
な
ど
の
記
述
は
、
あ
く
ま
で
も
「
名
利
に
淡
々
と
し

た
俳
人
」
の
芭
蕉
像
、
或
い
は
世
俗
を
回
避
し
た
「
隠
遁
者
」
の

色
彩
を
帯
び
た
芭
蕉
像
を
描
き
上
げ
て
い
る
。

以
上
取
り
上
げ
た
富
士
川
氏
の
芭
蕉
論
に
は
、
戦
前
の
芭
蕉
研

究
専
門
資
料
か
ら
見
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
芭
蕉
像
と
重
ね
る
部
分

も
あ
れ
ば
、
庶
民
向
け
の
口
ぶ
り
の
混
じ
っ
た
芭
蕉
像
も
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
九
年
に
泉
道
雄
の
著
し
た
『
報
恩
生
活
』（
白
蓮
社
）

と
い
う
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
啓
蒙
書
も
見
て
み
よ
う
。
本
書
は
、

そ
の
序
を
、

予
は
心
か
ら
日
本
帝
国
に
生
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
昭
和
の
聖

代
に
遭
遇
し
た
こ
と
に
幸
福
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。

マ

マ

（
『
報
恩
生
活
』
・
白
蓮
社
・
昭
和
九
年
刊
）

と
は
じ
め
る
よ
う
に
、
戦
時
下
初
期
の
昂
ぶ
っ
た
風
潮
の
中
で
、

様
々
な
「
恩
」
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
そ
の
「
恩
」
へ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
持
つ
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
も
、
今

日
で
は
偽
書
と
さ
れ
る
『
花
屋
日
記
』
の
逸
話
を
引
き
な
が
ら
、

芭
蕉
を
登
場
さ
せ
た
。

芭
蕉
の
臨
終
に
あ
た
り
、
門
人
た
ち
が
辞
世
の
句
を
も
と
め
た

の
に
た
い
し
、

昨
日
の
発
句
は
今
日
の
辞
世
。
け
ふ
の
発
句
は
あ
す
の
辞
世
。

わ
れ
生
涯
い
ひ
す
て
し
句
々
、
一
句
と
し
て
辞
世
な
ら
ざ
る

は
な
し
。

（
右
同
）

と
述
べ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
に
た
い
し
、
泉
は
、

一
句
々
々
が
辞
世
の
句
で
あ
る
。
命
懸
け
の
句
で
あ
る
。
生
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命
を
賭
し
て
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
此
處
に
俳
聖
と
言
は
れ
る

程
の
偉
い
詩
人
が
出
た
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
う
し
た
気
持
ち

が
本
当
の
平
生
業
成
の
精
神
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。
（
中
略
）
此
平
生
業
成
の
覚
悟
を
以
て
お
互
い
が
進
ん

で
行
つ
た
な
ら
ば
国
難
何
か
あ
ら
う
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
つ

て
も
恐
し
く
な
い
。
各
々
自
分
の
職
務
に
忠
実
に
し
て
国
家

に
対
す
れ
ば
其
處
に
十
分
に
国
力
を
発
揮
し
て
行
く
余
地
が

あ
る
こ
と
ゝ
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
右
同
）

と
評
を
ま
と
め
て
い
る
。
本
書
は
昭
和
九
年
の
著
作
で
あ
る
が
、

あ
た
か
も
昭
和
十
年
代
後
半
の
厳
し
い
時
局
を
連
想
さ
せ
る
か
の

よ
う
な
「
命
懸
け
」
「
国
難
」
「
国
家
」
「
愛
国
忠
君
」
と
い
う
言

葉
を
多
用
し
な
が
ら
、
芭
蕉
そ
の
人
が
、
戦
争
の
足
音
の
身
近
に

聞
こ
え
る
時
代
の
中
で
の
「
本
務
を
忠
実
に
尽
し
、
国
難
を
乗
り

越
え
る
国
民
」
の
手
本
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。

芭
蕉
が
日
本
人
の
手
本
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
表
し
た
別
の

入
門
書
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
昭
和
十
年
に
長
谷
川
安
一
の
著
し
た

『
少
年
芭
蕉
物
語
』（
大
同
館
書
店
刊
）
は
、
荻
原
の
『
芭
蕉
さ
ま
』

と
同
じ
よ
う
に
、
あ
た
か
も
本
当
に
そ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ

た
か
の
よ
う
な
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
人
々
の
会
話
を
中
心
に
、
芭
蕉
の

伝
記
を
少
年
向
け
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
序
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
芭
蕉
へ
の
無
条
件
と
も
い
え
る
よ

う
な
賛
辞
が
、
平
易
に
、
し
か
し
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

芭
蕉
さ
ん
、

な
ん
と
親
し
い
感
じ
の
す
る
音
調
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
過

去
の
日
本
人
に
は
い
ろ
い
ろ
と
数
多
く
の
美
点
を
持
つ
て
ゐ

ま
す
が
、
芭
蕉
さ
ん
は
そ
の
凡
て
を
兼
備
し
て
ゐ
ら
れ
た
や

う
に
私
に
は
お
も
は
れ
ま
す
。

私
は
芭
蕉
さ
ん
が
す
き
で
す
。（
注
略
）
私
は
思
ひ
ま
す
の
に
、

お
そ
ら
く
は
日
本
人
と
し
て
、
米
の
お
ま
ん
ま
を
い
た
ゝ
い

て
ゐ
る
も
の
な
ら
ば
、
誰
で
も
き
つ
と
好
き
に
な
れ
る
と
お

も
ひ
ま
す
。

（『
少
年
芭
蕉
物
語
』
・
昭
和
十
年
）

著
者
は
、
芭
蕉
が
神
の
よ
う
に
尊
い
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
親
し
み
を
込
め
て
「
芭
蕉
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
、

「
過
去
の
日
本
人
」
の
「
美
点
」
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
「
日
本
人
」
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と
し
て
、
「
米
の
お
ま
ん
ま
を
い
た
ゝ
い
て
ゐ
る
も
の
な
ら
ば
、
誰

で
も
き
つ
と
好
き
に
な
れ
る
」
、「
私
は
芭
蕉
さ
ん
が
す
き
で
す
」
と
、

好
意
を
前
面
に
押
し
出
し
て
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
芭
蕉
関
係
入
門
書
類
で
考
察
し
た
芭
蕉
像
は
、
芭

蕉
は
日
本
人
と
し
て
の
人
間
的
な
美
点
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
、
と

い
う
方
向
性
に
沿
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
、
芭
蕉
は
長
き
に
わ
た
っ
て
神
聖

視
さ
れ
、
神
格
化
さ
れ
、
そ
の
影
響
力
は
俳
壇
の
隅
々
に
ま
で
浸

透
し
て
い
た
が
、
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
正
年
間
の
こ
ろ

よ
り
＊
４

、
虚
子
と
子
規
の
「
写
生
論
」
に
よ
っ
て
、
岡
本
、
小
林

等
の
新
派
俳
人
は
、
次
第
に
芭
蕉
の
人
間
像
と
「
古
池
句
」
に
関

わ
る
神
格
化
の
雲
を
薄
め
、
そ
の
「
人
間
味
」
に
目
を
傾
け
は
じ

め
た
。
い
わ
ば
等
身
大
の
「
人
間
芭
蕉
」
像
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
れ
は
本
来
的
に
江
戸
時
代
以
来
の
神
格
化
の
反
動
と
し
て

描
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
戦

前
期
に
あ
っ
て
は
、
芭
蕉
は
、
「
古
典
教
育
は
愛
国
心
を
育
つ
」
と

い
う
教
育
方
針
の
も
と
で
、
国
家
の
求
め
る
「
敬
虔
な
国
民
」
の

理
想
像
に
巧
み
に
転
化
さ
れ
、
庶
民
層
に
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う

に
具
体
化
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

昭
和
前
期
に
出
版
さ
れ
た
一
般
庶
民
向
け
の
芭
蕉
入
門
書
は
、

百
花
繚
乱
と
も
い
え
る
ほ
ど
様
々
な
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
が
、
基
本

的
に
は
、
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
資
料
と
同
じ
よ
う
に
、
芭
蕉
を
神

格
化
せ
ず
、
「
人
格
面
」
に
重
心
を
置
い
て
宣
伝
す
る
方
向
性
に
沿

い
な
が
ら
芭
蕉
像
を
再
構
築
し
て
い
た
。「
俳
道
に
精
進
し
た
詩
人
」

「
貧
に
安
ん
じ
る
人
格
者
」
「
道
徳
者
」
な
ど
と
見
る
点
で
は
同
じ

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
す
ま
す
迫
っ
て
く
る
戦
争
の
足
音
の
中

で
、
こ
れ
ほ
ど
の
文
学
的
色
彩
が
濃
い
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
芭
蕉
像

は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
庶
民
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
は
疑
問
で

あ
る
。
そ
こ
で
芭
蕉
像
は
、
時
局
に
見
合
っ
た
「
国
民
」
の
手
本

と
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
、
泉
の
所
謂
「
本
務
を
忠
実
に
尽
く
し
国

難
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
忠
君
愛
国
の
人
」
や
「
貧
を
楽
し
む
人
」

の
よ
う
な
、
理
解
し
や
す
い
芭
蕉
像
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
。
す

で
に
専
門
的
な
芭
蕉
研
究
資
料
の
中
に
あ
っ
た
芭
蕉
像
す
な
わ
ち

「
敬
虔
な
国
民
」
（
志
田
義
秀
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』
）
「
民
族

の
大
詩
人
」
（
保
田
与
重
朗
『
芭
蕉
』
）
と
い
う
図
式
は
、
戦
前
に

出
版
さ
れ
た
教
師
用
指
導
書
と
教
材
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
一
般
向
け
入
門
書
の
中
で
は
、
一
般
庶
民
が
受
け
入

れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
に
、
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
、
普
遍
化
さ
れ
、
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芭
蕉
は
、
戦
時
下
の
国
策
に
沿
っ
た
「
国
民
」
を
作
り
出
す
た
め

の
格
好
の
宣
伝
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

＊
１
久
富
哲
雄
編
『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
・
昭
和
前
期
篇
』
第
一
巻
の
冒
頭
に

あ
げ
ら
れ
た
「
昭
和
前
期
刊
行
芭
蕉
関
係
図
書
一
覧
」
に
よ
る
。
『
芭
蕉

研
究
資
料
集
成
・
昭
和
前
期
篇
』
（
ク
レ
ス
出
版
）
に
収
録
さ
れ
て
い
な

い
も
の
で
あ
る
。

＊
２
荻
原
井
泉
水
、
明
治
十
七
年
六
月
十
六
日
～
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
日
。

本
名
、
幾
太
郎
の
ち
藤
吉
。
一
般
向
け
の
芭
蕉
研
究
書
を
数
多
く
残
し
て

い
る
。
『
芭
蕉
の
自
然
観
』
（
大
正
十
三
年
刊
）
、
『
旅
人
芭
蕉
続
』
（
同
十

四
年
刊
）
、『
芭
蕉
風
景
』（
昭
和
五
年
刊
）
、『
芭
蕉
入
門
』（
同
六
年
刊
）
、

『
放
送
芭
蕉
を
語
る
』
（
同
九
年
刊
）
、
『
奥
の
細
道
の
心
・
放
送
講
話
』

（
同
十
三
年
刊
）
等
の
代
表
作
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。

＊
３
第
四
章
先
行
研
究
の
部
分
で
取
り
上
げ
た
藤
原
マ
リ
子
氏
は
、
『
新
制
国
語

読
本
教
授
参
考
書
』
巻
四
（
昭
和
十
一
年
刊
）
に
見
え
る
芭
蕉
人
物
像
論

部
分
を
引
用
し
て
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
「
隠
遁
者
」
と
位
置
づ
け
た
。
ま

た
昭
和
元
年
刊
行
の
『
別
冊
中
等
新
国
文
教
授
参
考
』
（
三
矢
重
松
・
昭

和
元
年
）
に
お
い
て
も
、
芭
蕉
の
人
物
像
を
、

翁
、
資
性
清
廉
、
風
月
を
反
し
て
絶
え
て
名
利
の
心
な
く
、
全
く
世

界
に
遊
び
て
し
か
も
な
お
克
く
礼
節
を
守
れ
り
。

と
、
世
俗
か
ら
離
れ
た
「
隠
遁
者
」
と
し
て
評
し
て
い
る
。

＊
４
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
支
考
の
『
十
論
為
弁
抄
』
で
は
、

「
参
禅
問
答
」
の
逸
話
を
借
り
て
「
古
池
句
」
の
誕
生
を
神
格
化
し
、
芭

蕉
の
人
物
像
も
、
禅
の
世
界
の
高
踏
的
な
禅
僧
、
で
あ
る
か
の
よ
う
に
神

秘
化
し
た
。
支
考
の
論
調
を
踏
ま
え
て
、
後
世
出
版
さ
れ
た
俳
諧
書
及
び

俳
論
書
で
は
、
「
古
池
句
」
を
、
「
翁
の
天
質
」
（
『
合
補
徘
談
草
稿
』
雁

宕
著
・
明
和
元
〈
一
七
六
四
〉
年
刊
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
風

潮
が
ひ
ろ
が
っ
た
。
「
古
池
句
」
の
賛
美
は
そ
の
ま
ま
、
芭
蕉
の
人
物
像

に
対
す
る
崇
拝
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。
明
治
旧
派
の
俳
人
た
ち
が
主
張

し
た
「
聖
者
」
論
や
「
神
様
」
の
よ
う
な
芭
蕉
論
は
、
江
戸
時
代
の
風
潮

を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
明
治
の
俳
壇
に
お
い
て
も
な
お
そ
れ
は
主

流
を
占
め
た
。
大
正
時
代
に
入
っ
て
は
、
芭
蕉
を
神
格
化
し
た
論
調
は
相

変
わ
ら
ず
無
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
子
規
や
虚
子
と
い
っ
た
新
派

俳
人
の
導
い
た
芭
蕉
へ
の
新
し
い
見
方
の
広
ま
り
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響

力
は
次
第
に
弱
ま
っ
て
き
た
。

【
補
】本

書
に
引
用
し
た
資
料
の
う
ち
、
『
良
書
百
選

第
一
輯
』
『
少
年
芭
蕉
物

語
』
『
放
送
芭
蕉
を
語
る
』
『
報
恩
生
活
』
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（http://dl.ndl.go

.jp/

）
に
よ
っ
た
。
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終
章序

章
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
文
は
、
江
戸
時
代
か

ら
近
代
の
昭
和
戦
前
期
に
い
た
る
芭
蕉
受
容
の
変
遷
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
の
作
家
個
人
の
残
し
た
芭
蕉

論
を
「
点
」
で
論
じ
た
り
、
久
保
田
春
次
氏
の
『
芭
蕉
受
容
の
研

究
―
近
代
作
家
た
ち
の
芭
蕉
論
を
中
心
に
―
』
（
昭
和
四
十
九
年
刊
）

の
よ
う
な
そ
れ
ら
を
総
括
的
に
論
じ
た
先
行
研
究
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
以
外
の
多
様
な
人
々
（
主
に
俳
諧
評
論
家
、
大
学
教
員
）
の

芭
蕉
論
を
「
面
」
の
形
で
考
察
す
る
研
究
は
、
筆
者
の
調
べ
た
か

ぎ
り
ほ
と
ん
ど
な
い
。

本
論
文
の
各
章
に
お
い
て
は
、
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し

た
。第

一
章
で
は
、
周
作
人
が
蕉
風
俳
句
の
特
徴
を
論
じ
る
と
き
に

多
用
し
て
い
た
「
閑
寂
」
の
言
葉
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
明
治
俳

壇
の
新
旧
両
派
俳
人
は
、
芭
蕉
の
人
間
像
お
よ
び
「
古
池
句
」
を

評
価
す
る
際
に
、
派
の
別
を
問
わ
ず
、
「
閑
寂
」
と
い
う
評
語
を
使

っ
た
。
周
作
人
の
い
わ
ゆ
る
「
蕉
風
閑
寂
論
」
は
、
中
国
の
古
典

詩
文
類
ま
た
は
仏
教
経
典
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
転
用
し
た
も
の

な
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
留
学
の
時
期
（
明
治
三
十
九
〈
一
九
○

六
〉
年
～
明
治
四
十
四
〈
一
九
一
一
〉
年
）
に
当
た
っ
た
明
治
期

に
出
版
さ
れ
た
新
旧
両
派
の
俳
人
の
著
作
か
ら
芭
蕉
の
俳
諧
を
表

す
も
っ
と
も
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
「
閑
寂
」
の
評
語
を

受
け
入
れ
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。

第
二
章
で
は
、
第
一
章
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
明
治
期
の
新
旧
両

派
の
俳
人
た
ち
の
主
張
し
て
い
た
「
蕉
風
閑
寂
論
」
が
、
江
戸
時

代
の
芭
蕉
論
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
芭
蕉
の
神
格
化
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る

江
戸
時
代
の
中
期
で
は
、
蕉
風
俳
句
の
特
徴
が
「
さ
び
（
寂
）
」

と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
明
治
期
に
、「
さ
び
（
寂
）
」

か
ら
「
閑
寂
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
わ
っ
た
背
景
に
は
、
明
治

の
文
明
開
化
期
に
お
こ
っ
た
「
漢
語
ブ
ー
ム
」
と
関
係
が
あ
る
と

考
え
た
。
明
治
開
国
期
の
漢
語
ブ
ー
ム
の
影
響
に
よ
っ
て
、
「
さ
び

（
寂
）
」
と
い
う
和
文
脈
の
中
で
の
用
語
が
、
漢
文
脈
に
相
応
し
い

「
閑
寂
」
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る

か
の
よ
う
に
、
漢
語
ブ
ー
ム
に
応
じ
て
出
版
さ
れ
た
数
多
く
の
漢

語
辞
書
や
漢
字
辞
典
に
お
い
て
は
、
「
寂
（
さ
び
）
」
と
「
閑
寂
」

は
、
ほ
ぼ
共
通
の
音
訓
と
語
釈
を
以
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

わ
か
っ
た
。

第
三
章
で
は
、
明
治
期
の
芭
蕉
論
が
、
大
正
期
で
は
、
ど
の
よ



- 104 -

う
に
流
れ
て
い
く
の
か
を
考
察
し
て
い
た
。
大
正
時
代
の
俳
壇
で

は
、
芭
蕉
の
「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
と
結
び
つ
け
て
理
解

す
る
「
芭
蕉
・
禅
・
閑
寂
」
と
い
う
形
の
論
調
は
弱
ま
り
つ
つ
あ

っ
た
が
、
決
し
て
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
派
俳
人
の
子

規
、
虚
子
、
岡
本
、
小
林
氏
ら
は
、「
古
池
句
」
に
付
会
さ
れ
た
「
参

禅
問
答
」
の
逸
話
を
批
判
す
る
一
方
で
、
芭
蕉
の
人
間
味
に
注
目

し
、
違
う
意
味
で
の
「
芭
蕉
聖
者
」
説
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
神

格
化
さ
れ
た
「
古
池
句
」
を
批
判
す
る
一
方
で
、
俳
諧
改
良
上
か

ら
見
た
こ
の
一
句
の
文
学
的
価
値
を
理
性
的
に
認
め
て
も
い
た
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
芭
蕉
論
の
誕
生
に
は
、
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
誌

上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
虚
子
や
子
規
に
よ
る
「
古
池
句
批
判
」
説

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
中
高
等
学
校
の
古
典
教
育
に
使

わ
れ
た
教
科
書
や
教
師
用
指
導
書
か
ら
見
た
芭
蕉
の
人
間
像
を
明

ら
か
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
芭
蕉
像
が
、
当
時
の
芭
蕉
研
究
専

門
資
料
に
お
け
る
芭
蕉
人
間
像
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
昭
和
戦
前
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
専
門
研
究

資
料
で
は
、
当
時
の
中
高
等
学
校
の
古
典
教
育
に
み
た
芭
蕉
像
と

合
致
さ
せ
、
芭
蕉
の
「
人
格
面
」
や
「
品
徳
面
」
を
中
心
に
し
て
、

「
人
格
者
」
「
隠
遁
者
」
「
俳
道
に
精
進
し
た
俳
人
」
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
芭
蕉
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
学
的
色

彩
の
濃
い
芭
蕉
像
、
い
わ
ば
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
芭
蕉
像
は
、
文
学

研
究
に
縁
薄
い
一
般
庶
民
に
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ
ら
れ

が
た
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
当
時
の
教
学
局
に
応
じ
て

志
田
儀
秀
が
作
成
し
た
『
芭
蕉
と
俳
諧
の
精
神
』
に
お
い
て
は
、

国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
「
尊
皇
」
「
敬
神
」
「
崇
仏
」
「
国

恩
を
感
じ
る
人
」
と
い
う
「
教
育
的
意
義
」
を
持
た
せ
た
「
敬
虔

な
国
民
」
で
あ
っ
た
芭
蕉
像
も
作
り
上
げ
ら
れ
た
。
芭
蕉
は
戦
時

下
の
国
民
の
手
本
や
模
範
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
、
宣
伝
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
芭
蕉
の
二
面
性
こ
そ
が
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
受
容
の

特
徴
だ
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
五
章
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書
に
お
け
る
芭
蕉
像

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
一
般
向
け
の
俳
句
入
門
書
、
芭
蕉
入
門
書

に
お
い
て
は
、
「
敬
虔
な
国
民
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
形
で
、
芭
蕉

像
は
庶
民
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
に
、
「
人
格
者
」
「
道

徳
者
」「
俳
道
に
精
進
し
た
俳
人
」
と
さ
れ
る
一
方
、「
謙
虚
な
人
」

「
貧
困
を
楽
し
む
人
」
「
弱
音
を
吐
か
ず
に
前
へ
進
む
人
」
と
し
て

ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
、
普
遍
化
さ
れ
た
。
芭
蕉
は
戦
時
下
の
国
策

に
沿
っ
た
「
国
民
」
を
作
り
出
す
た
め
の
格
好
の
宣
伝
道
具
と
し

て
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
論
文
を
ま
と
め
る
た
め
の
研
究
を
進
め
て
い
く
中
、
昭
和
十

年
に
長
谷
川
安
一
の
著
し
た
『
少
年
芭
蕉
物
語
』（
大
同
館
書
店
刊
）
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に
あ
る
、

芭
蕉
さ
ん
、

な
ん
と
親
し
い
感
じ
の
す
る
音
調
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
過

去
の
日
本
人
に
は
い
ろ
い
ろ
と
数
多
く
の
美
点
を
持
つ
て
ゐ

ま
す
が
、
芭
蕉
さ
ん
は
そ
の
凡
て
を
兼
備
し
て
ゐ
ら
れ
た
や

う
に
私
に
は
お
も
は
れ
ま
す
。

と
い
う
一
節
を
読
ん
だ
時
、
私
に
は
、
芭
蕉
を
人
々
が
ど
う
理
解
し

て
い
た
か
を
辿
る
こ
と
が
、
結
局
は
、
日
本
人
の
思
惟
の
仕
組
み
や

感
性
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
し

た
。
中
国
か
ら
の
留
学
生
で
あ
る
私
に
は
、
思
い
が
け
な
い
発
見
で

あ
っ
た
。
日
本
文
学
研
究
の
中
で
の
芭
蕉
受
容
の
研
究
を
い
っ
そ
う

充
実
さ
せ
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
い
意
味

で
の
日
本
人
論
、
日
本
民
族
論
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と

も
願
っ
て
い
る
。

以
上
見
た
よ
う
に
、
芭
蕉
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
あ
る
時
代

は
神
や
聖
人
の
よ
う
に
、
崇
拝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
遠
く
仰
ぐ

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
あ
る
時
代
は
、
我
慢
強
い
、
質
素
純

朴
な
、
理
想
的
な
日
本
人
の
代
表
と
し
て
思
い
描
か
れ
た
。
本
論

文
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
俳
人
や
教
育
者
な
ど
の
知
識
人
の
著
し

た
芭
蕉
研
究
資
料
に
注
目
し
、
芭
蕉
の
受
容
の
あ
り
方
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
あ
つ
か
っ
た
資
料
の

範
囲
は
な
お
狭
く
、
残
さ
れ
た
課
題
は
ま
だ
ま
だ
多
い
。
今
後
さ

ら
に
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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主
要
参
考
文
献

本
論
文
で
引
用
し
た
資
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
文
章
の
中
で

明
示
し
た
が
、
そ
の
う
ち
、
全
般
に
わ
た
る
主
要
な
も
の
に
つ
い

て
の
み
以
下
に
再
掲
す
る
。

な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
常
用
漢
字
の
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
旧
字
体
を
常
用
漢
字
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
、
濁
点
を
付
け

る
な
ど
の
処
置
を
施
し
た
。

１
、
『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
・
明
治
篇
』
・
久
富
哲
夫
編

全
七
巻
（
ク
レ
ス
出
版
・
平
成
四
年
刊
）

同

『
同
・
大
正
篇
』
全
十
一
巻
（
同
五
年
刊
）

同

『
同
・
昭
和
前
期
篇
』
全
十
一
巻

全
十
九
巻
（
同
八
年
刊
）

２
、『
関
東
俳
諧
叢
書
』
・
加
藤
定
彦
・
外
村
展
子
編
・
全
三
巻
（
青

裳
堂
書
店
・
平
成
五
年
～
同
二
十
一
年
刊
）

３
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

http://dl.ndl.go
.jp/

４
、
『
全
唐
詩
』
・
中
華
書
局
編
・
（
中
華
書
局
出
版
社
・
一
九
六
○

刊
）

５
、
『
四
庫
全
書
』
・
（
電
子
版
・
文
淵
閣
・
中
文
大
学
出
版
社
）

６
、
『
抄
物
資
料
集
成
』
・
大
塚
光
信
編
（
清
文
堂
・
昭
和
四
十
六

年
刊
）

７
、
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』
（
明
治
書
院
・
平
成
十
年
刊
）

８
、
『
周
作
人
伝
・
あ
る
知
日
派
文
人
の
精
神
史
』
（
劉
岸
偉
編
・

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
○
一
一
年
刊
）

９
、
『
周
作
人
散
文
全
集
』
全
四
巻
（
天
津
教
育
出
版
社
・
二
○
○

七
年
刊
）

、
『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
（
慶
應
義
塾
大
学
附

10

属
研
究
院
編
・
井
上
書
院
）

、
『
近
世
文
学
論
叢
』
（
早
稲
田
大
学
俳
諧
研
究
会
編
・
桜
楓
社

11

・
昭
和
四
十
五
年
刊
）

、
『
日
本
文
学
特
集
・
近
世
文
学
に
お
け
る
〈
続
編
〉
』
（
日
本

12

文
学
協
会
編
集
・
二
○
一
六
年
十
月
十
日
発
行
）

、
『
日
本
文
学
特
集
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
文
学
』
（
同
・
二
○

13

○
七
年
十
月
一
日
発
行
）

、
『
俳
文
学
大
辞
典
』
（
尾
形
仂
・
平
成
七
年
初
版
）

14
、
『
連
歌
俳
諧
書
目
禄
第
一
第
二
』
（
植
田
英
次
・
天
理
大
学
出

15

版
社
・
昭
和
六
十
一
年
六
月
二
十
六
日
初
版
）

、
『
貞
門
談
林
俳
人
大
観
』
（
今
栄
蔵
・
中
央
大
学
出
版
社
・
一

16

九
八
九
年
二
月
二
十
八
日
初
版
）
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、
『
芭
蕉
語
彙
』
（
宇
田
零
雨
・
サ
ン
ケ
イ
総
合
印
刷
株
式
会
社

17

・
二
〇
○
七
年
刊
）

、
『
俳
諧
人
名
辞
典
』
（
高
木
蒼
梧
・
明
治
書
院
・
昭
和
三
十
五

18

年
刊
）

、
『
芭
蕉
Ⅱ
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
』
（
日
本
文
学
研
究
資
料

19

刊
行
会
編
・
有
精
堂
・
昭
和
五
十
二
年
刊
）

、『
蕉
門
俳
話
文
集
』
・
神
田
豊
穂
（
春
秋
社
・
大
正
十
五
年
刊
）

20
、『
蕉
門
俳
話
前
集
』
・
神
田
豊
穂
（
春
秋
社
・
大
正
十
六
年
刊
）

21
、
京
都
府
立
大
学
付
属
図
書
館
蔵
『
俳
諧
七
部
集
』
・
版
元
不
明

22
、
『
芭
蕉
翁
紀
行
・
奥
の
細
道
創
見
』
（
勝
峯
晋
風
・
十
字
屋
書

23

房
・
昭
和
二
十
五
年
三
月
刊
）

、
『
芭
蕉
句
集
・
日
本
文
学
大
系

』
（
中
村
俊
定
等
校
注
・
岩

24

45

波
書
店
・
昭
和
三
十
七
年
刊
）

、
『
芭
蕉
俳
句
の
解
釈
と
鑑
賞
後
編
』
（
志
田
義
秀
・
至
文
堂
・

25

昭
和
二
十
一
年
刊
）

、
『
蕉
門
俳
人
書
簡
集
』
（
飯
田
正
一
・
桜
楓
社
・
昭
和
四
十
七

26

年
刊
）

、
『
大
芭
蕉
全
集
第
七
巻
・
紀
行
編
』
（
北
原
儀
太
郎
・
大
誠
堂

27

・
昭
和
十
年
三
月
月
十
五
日
初
刊
）

、
『
子
規
全
集
全

巻
』
（
正
岡
子
規
・
講
談
社
・
昭
和
五
十
年

28

22

刊
）

、
『
奥
の
細
道
風
景
』
（
荻
原
井
泉
水
・
社
会
思
想
研
究
会
出
版

29

部
・
〈
現
代
教
養
文
庫
〉
・
一
九
六
一
刊
）

、
『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
三
号
（
平
成
二
十
七
年
刊
）
、
十
四

30

号
（
平
成
二
十
八
年
刊
）
、
十
五
号
（
平
成
二
十
九
年
刊
）
・

京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会
。
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あ
と
が
き

初
め
て
芭
蕉
の
俳
句
に
触
れ
た
の
は
、
ま
だ
中
国
西
安
外
国
語

大
学
で
院
生
と
し
て
勉
強
を
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
当
時
使
わ

れ
て
い
た
教
材
に
書
か
れ
て
い
た
芭
蕉
は
、
恰
も
「
聖
人
」
か
「
神

様
」
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
し
、
彼
の
最
も
有
名
な
俳
句
で
あ

る
「
古
池
や
か
は
づ
と
び
こ
む
水
の
音
」
の
十
七
文
字
に
は
、
生

命
の
躍
動
感
が
あ
ふ
れ
、
水
の
光
と
色
彩
が
溶
け
合
っ
た
絶
世
の

句
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
も
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
言
葉
の
宇

宙
」
と
も
評
価
さ
れ
た
「
古
池
句
」
の
豊
か
さ
を
、
如
何
に
中
国

の
読
者
に
読
み
慣
れ
た
律
詩
絶
句
詩
体
に
漢
訳
で
き
る
の
か
を
、

沈
思
し
始
め
た
。
院
生
修
了
の
時
、
「
蕉
風
俳
諧
漢
訳
に
お
け
る
若

干
の
問
題
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
修
士
論
文
を
出
し
た
が
、
漢
訳
理

論
の
勉
強
不
足
、
調
査
資
料
の
紛
失
な
ど
も
あ
り
、
自
分
の
思
案

も
半
分
入
れ
な
が
ら
一
知
半
解
の
混
沌
状
態
で
提
出
せ
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
今
振
り
返
る
と
恥
じ
い
る
次
第
で
あ
る
。

修
了
後
、
西
外
大
で
働
き
な
が
ら
、
芭
蕉
の
勉
強
を
続
け
て
い

た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
当
時
の
院
長
趙
萍
先
生
の
ご
紹
介
に
預
か

っ
て
、
京
都
府
立
大
学
文
学
部
教
授
の
小
松
謙
先
生
と
連
絡
が
取

れ
た
。
ま
た
小
松
先
生
を
通
じ
て
同
大
学
の
文
学
部
教
授
、
母
利

司
朗
先
生
に
日
本
留
学
の
意
向
を
伝
え
て
い
た
だ
い
た
。
緊
張
し

な
が
ら
修
士
論
文
を
母
利
先
生
に
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、
「
今
の
日

本
の
芭
蕉
研
究
で
は
、
芭
蕉
を
、
俳
聖
と
し
て
で
は
な
く
、
生
身

の
人
間
と
し
て
見
る
新
た
な
芭
蕉
論
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
日
本

留
学
に
来
ら
れ
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
勉
強
し
て
み
る
の

も
い
い
で
す
ね
」
と
、
暖
か
い
手
を
伸
ば
し
て
い
た
だ
い
た
。

二
〇
一
二
年
十
月
十
日
午
後
五
時
く
ら
い
に
、
空
港
の
ゲ
ー
ト

か
ら
出
た
私
は
、
名
札
を
持
っ
た
母
利
先
生
に
は
じ
め
て
お
会
い

し
た
。
初
対
面
の
人
同
士
の
間
に
た
だ
よ
う
気
ま
ず
さ
や
緊
張
感

は
一
切
感
じ
ら
れ
な
く
、
京
都
へ
の
車
中
で
話
が
弾
み
、
飛
行
機

の
給
食
は
一
日
三
食
全
部
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
で
あ
っ
た
、
と
の
話
を

し
た
ら
、
同
乗
の
お
客
さ
ん
や
運
転
手
も
皆
笑
っ
た
。
十
月
の
京

都
は
、
秋
の
気
配
が
益
々
色
濃
く
な
る
が
、
車
中
は
暖
か
か
っ
た
。

夜
遅
く
、
よ
う
や
く
留
学
生
向
け
の
国
際
交
流
施
設
の
玄
関
前

に
つ
い
た
。
巨
大
な
ス
ー
ツ
―
ケ
ー
ス
の
ベ
ル
ト
を
懸
命
に
引
き

な
が
ら
階
段
を
上
っ
た
母
利
先
生
の
後
姿
を
見
た
ら
目
が
潤
っ
た
。

明
日
か
ら
は
ゼ
ロ
か
ら
始
め
よ
う
と
決
心
し
た
。

そ
こ
で
、
各
文
庫
や
日
本
近
世
文
学
研
究
の
専
門
誌
等
を
利
用

し
て
日
本
近
世
近
代
に
お
け
る
芭
蕉
人
物
像
の
受
容
調
査
を
開
始

し
た
。
最
初
に
触
れ
た
資
料
は
、
呉
紅
華
先
生
の
著
作
『
周
作
人

と
江
戸
庶
民
文
芸
』
（
創
土
社
・
二
○
○
五
年
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
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を
き
っ
か
け
と
し
て
、
さ
ら
に
『
周
作
人
全
集
』
を
調
べ
た
と
こ

ろ
、
周
が
芭
蕉
の
人
物
像
や
蕉
風
俳
諧
の
特
徴
を
「
閑
寂
」
と
言

う
評
語
で
ま
と
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
を
切
り
口
に

し
て
、
明
治
期
の
芭
蕉
関
係
研
究
資
料
と
周
作
人
の
芭
蕉
論
を
調

べ
な
が
ら
、
前
の
時
代
で
あ
る
江
戸
時
代
の
芭
蕉
論
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
、
逆
に
後
の
時
代
の
芭
蕉
論
は
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
か
、

と
い
う
ふ
う
に
、
芭
蕉
に
対
す
る
見
方
を
、
大
き
な
時
代
の
流
れ

の
中
で
読
み
解
い
て
い
く
、
博
士
論
文
の
筋
道
の
よ
う
な
も
の
が

浮
か
ん
で
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
知
識
人
や
芭
蕉
研
究
者
の

芭
蕉
論
は
、
各
時
代
の
人
々
の
芭
蕉
受
容
の
道
引
き
と
な
っ
た
は

ず
で
あ
ろ
う
。
こ
の
広
い
「
面
」
を
背
景
に
お
い
た
芭
蕉
論
か
ら

は
、
あ
る
意
味
で
、
日
本
民
族
の
文
学
意
識
の
移
り
変
わ
り
も
窺

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
思
い
も
あ
っ
た
。

挫
折
感
も
あ
れ
ば
獲
得
感
も
あ
っ
た
。
母
利
先
生
は
じ
め
多
く

の
先
生
方
の
ご
指
導
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
博

士
論
文
と
し
た
が
、
見
る
こ
と
の
で
き
た
資
料
は
限
ら
れ
て
お
り
、

サ
ン
プ
ル
調
査
の
よ
う
な
形
で
芭
蕉
受
容
の
流
れ
を
試
論
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
、
今
後
も
芭
蕉
研
究
を
生
涯

の
研
究
課
題
の
一
つ
に
し
て
続
け
て
い
き
た
い
所
存
で
あ
る
。

芭
蕉
は
五
十
一
歳
の
短
い
生
涯
を
閉
じ
た
。
苦
し
い
、
と
い
う

意
味
で
の
「
侘
び
」
を
作
品
に
詠
み
続
け
た
生
活
の
内
包
は
、
却

っ
て
多
彩
な
も
の
で
あ
る
。
時
間
は
ど
れ
ほ
ど
経
っ
て
い
て
も
、

杖
を
つ
き
、
蓑
を
被
る
芭
蕉
は
、
い
つ
も
我
々
の
前
に
聳
え
立
ち
、

代
々
の
研
究
者
達
を
待
っ
て
い
る
。
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初
出
一
覧

第
一
章

周
作
人
に
お
け
る
芭
蕉
観

―
「
閑
寂
」
の
語
に
つ
い
て
―

(

『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
三
号

平
成
二
十
七
年

京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会)

第
二
章

蕉
風
評
語
の
近
世
と
近
代

―
「
さ
び
」
か
ら
「
閑
寂
」
へ
―

(

『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
四
号

平
成
二
十
八
年

京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会)

第
三
章

大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方

―
「
古
池
や
」
の
句
を
中
心
に
し
て
―

(

『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告

人
文
』
第
六
十
八
号

平
成
二
十
八
年

京
都
府
立
大

学
学
術
報
告
委
員
会)

第
四
章

昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
観
に
つ
い
て

(

『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
五
号

平
成
二
十
九
年

京
都
府
立
大
学
国
中
文
学
会)

第
五
章

昭
和
戦
前
期
の
芭
蕉
入
門
書

に
お
け
る
芭
蕉
像
に
つ
い
て

(

未
発
表)
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謝
辞

本
論
文
を
書
き
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
長
ら
く
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
京
都
府
立
大
学
文
学
部
・
日
本
中
国
文
学
研
究
科
の
諸
先
生
方
に

お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
と
り
わ
け
私
の
恩
師
で
あ
る
京
都
府
立
大
学
文
学
部
教
授
、
母
利
司
朗
先
生
お
よ
び
長
期
に
わ
た
っ
て
多
大
な
ご
指

導
を
下
さ
っ
た
小
松
謙
先
生
に
謹
ん
で
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

在
学
中
は
、
私
は
体
調
が
思
わ
し
く
な
い
た
め
に
、
何
度
も
帰
国
し
療
養
い
た
し
ま
し
た
。
休
養
中
は
、
母
利
先
生
は
絶
え
間
な
く
私
の
論

文
に
対
し
て
、
ご
指
導
と
ご
修
正
を
下
さ
い
ま
し
た
。
先
生
の
お
人
柄
と
真
摯
に
研
究
さ
れ
る
姿
は
、
今
後
も
私
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。
同
時

に
故
郷
の
家
族
と
友
人
達
の
支
え
と
励
ま
し
も
、
ま
た
私
に
は
努
力
の
源
で
あ
り
続
け
ま
し
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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