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一
　
著
書

　
芭
蕉
は
一
巻
の
書
も
著
は
し
た
こ
と
は
な
い
。
所
謂
芭
蕉
の 

七 

部 

集 

し
ち
ぶ
し
ふ

な

る
も
の
も
悉
こ
と
ご
と
く門
人
の
著
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
芭
蕉
自
身
の
言
葉
に

よ
れ
ば
、  

名    

聞  

み
や
う
も
ん

を
好
ま
ぬ
為
だ
つ
た
ら
し
い
。

「  

曲    

翠  

き
よ
く
す
ゐ

問とふ
、
発
句
ほ
つ
く
を
取
り
あ
つ
め
、
集
作
る
と
云
へ
る
、
此
道
の 

執  

し
ふ
し

心 ん
な
る
べ
き
や
。
翁をう
曰
い
は
く、
こ
れ
卑
し
き
心
よ
り
我わが 

上  

手 

じ
や
う
ず

な
る
を
知
ら
れ

ん
と
我
を
忘
れ
た
る
名
聞
よ
り
出いづ
る
事
也
。
」

　
か
う
云
つ
た
の
も
一
応
は
尤
も
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
次
を
読
ん
で
見
れ

ば
、
お
の
づ
か
ら
微
笑
を
禁
じ
得
な
い
。
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「
集
と
は
其 

風  

体 

ふ
う
た
い

の
句
々
を
え
ら
び
、
我
風
体
と
云
ふ
こ
と
を
知
ら
す
る

ま
で
也
。
我﹅
俳﹅
諧﹅
撰﹅
集﹅
の﹅
心﹅
な﹅
し﹅
。
し
か
し
な
が
ら 

貞  

徳 

て
い
と
く

以
来
其
人
々
の

風
体
あ
り
て
、 

宗  

因 

そ
う
い
ん

ま
で
俳
諧
を
唱
と
な
へ来
れ
り
。
然
し
か
れど
も
我わが
云いふ
所
と
こ
ろの
俳
諧
は

其
俳
諧
に
は
こ
と
な
り
と
云
ふ
こ
と
に
て
、
荷
兮
野
水

か
け
い
や
す
ゐ
等
に 

後  

見 

う
し
ろ
み

し
て

『
冬
の
日
』
『
春
の
日
』
『
あ
ら
野
』
等
あ
り
。
」

　
芭
蕉
の
説
に
従
へ
ば
、
蕉
風
の
集
を
著
は
す
の
は
名
聞
を
求
め
ぬ
こ
と
で

あ
り
、
芭
蕉
の
集
を
著
は
す
の
は
名
聞
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
然
ら
ば
如

何
な
る
流
派
に
も
属
せ
ぬ
一
人
立
ち
の
詩
人
は
ど
う
す
る
の
で
あ
ら
う
？
　

且
又
こ
の
説
に
従
へ
ば
、
た
と
へ
ば
斎
藤
茂
吉
氏
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
へ
歌
を

発
表
す
る
の
は
名
聞
を
求
め
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
「
赤
光
」
や
「
あ
ら
玉
」
を

著
は
す
の
は
「
こ
れ
卑
し
き
心
よ
り
我
上
手
な
る
を
知
ら
れ
ん
と
…
…
」
で
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あ
る
！

　
し
か
し
又
芭
蕉
は
か
う
云
つ
て
ゐ
る
。
　
　
「
我
俳
諧
撰
集
の
心
な
し
。
」

芭
蕉
の
説
に
従
へ
ば
、
七
部
集
の
監
修
を
し
た
の
は
名
聞
を
離
れ
た
仕
業
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
好
ま
な
か
つ
た
と
云
ふ
の
は
何
か
名
聞
嫌
ひ
の
外
に

も
理
由
の
あ
つ
た
こ
と
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
こ
の
「
何
か
」

は
何
だ
つ
た
で
あ
ら
う
か
？

　
芭
蕉
は
大
事
の
俳
諧
さ
へ
「
生
涯
の
道
の
草
」
と
云
つ
た
さ
う
で
あ
る
。

す
る
と
七
部
集
の
監
修
を
す
る
の
も
「
空くう
」
と
考
へ
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら

う
か
？
　
同
時
に
又
集
を
著
は
す
の
さ
へ
、
実
は
「
悪
」
と
考
へ
る
前
に

「
空
」
と
考
へ
は
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
？
　 

寒  

山 

か
ん
ざ
ん

は
木
の
葉
に
詩
を

題
し
た
。
が
、
そ
の
木
の
葉
を
集
め
る
こ
と
に
は
余
り
熱
心
で
も
な
か
つ
た
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や
う
で
あ
る
。
芭
蕉
も
や
は
り
木
の
葉
の
や
う
に
、
一
千
余
句
の
俳
諧
は
流る

転てん
に
任
せ
た
の
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
？
　
少
く
と
も
芭
蕉
の
心
の
奥

に
は
い
つ
も
さ
う
云
ふ
心
も
ち
の
潜
ん
で
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う

か
？

　
僕
は
芭
蕉
に
著
書
の
な
か
つ
た
の
も
当
然
の
こ
と
と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
の

上
宗
匠
の
生
涯
に
は
印
税
の
必
要
も
な
か
つ
た
で
は
な
い
か
？

　
　
　
　
　
二
　
装
幀

　
芭
蕉
は
俳
書
を 

上  

梓 

じ
や
う
し

す
る
上
に
も
、
い
ろ
い
ろ
註
文
を
持
つ
て
ゐ
た
ら

し
い
。
た
と
へ
ば
本
文
の
書
き
ざ
ま
に
は
か
う
云
ふ
言
葉
を
洩
ら
し
て
ゐ
る
。
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「
書かき
や
う
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
べ
し
。
唯
さ
わ
が
し
か
ら
ぬ
心
づ
か
ひ
有
り
た

し
。
『 

猿  

簔 
さ
る
み
の

』
能
筆
な
り
。
さ
れ
ど
も
今
少
し
大
お
ほ
いな
り
。
作
者
の
名
大だい
に

て
い
や
し
く
見
え
侍はべ
る
。
」

　
又 

勝  
峯  
晉  

風 

か
つ
み
ね
し
ん
ぷ
う

氏
の
教
へ
に
よ
れ
ば
、
俳
書
の 

装  

幀 

さ
う
て
い

も
芭
蕉
以
前
は

華
美
を
好
ん
だ
の
に
も
関
ら
ず
、
芭
蕉
以
後
は
簡
素
の
中
に
寂さ
び
を
尊
ん
だ

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
も
今
日
に
生
れ
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
本
文
は

九
ポ
イ
ン
ト
に
す
る
と
か
、
表
紙
の
布きれ
は
木
綿
に
す
る
と
か
、
考
案
を
凝こ
ら

し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
或
は
又
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
や
う
に
、
ペ
エ
ト

ロ
ン 

杉  

風 

さ
ん
ぷ
う

と
も
相
談
の
上
に
、Typography 

に
新
意
を
出
し
た
か
も
知

れ
ぬ
。
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三
　
自
釈

　
芭
蕉
は
北
枝
ほ
く
し
と
の
問
答
の
中
に
、
「
我
句
を
人
に
説
く
は
我
頬
が
ま
ち
を

人
に
云いふ
が
ご
と
し
」
と
作
品
の
自
釈
を
却
し
り
ぞけ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
当
に

な
ら
ぬ
。
さ
う
云
ふ
芭
蕉
も
他
の
門
人
に
は
の
べ
つ
に
自
釈
を
試
み
て
ゐ
る
。

時
に
は
大
い
に
苦
心
し
た
な
ど
と
手
前
味
噌

て
ま
へ
み
そ

さ
へ
あ
げ
ぬ
こ
と
は
な
い
。

「
塩
鯛
の
歯
ぐ
き
も
寒
し
魚
の
店たな
。
此
句
、
翁
曰
、
心
づ
か
ひ
せ
ず
と
句
に

な
る
も
の
を
、
自
讃
に
足
ら
ず
と
な
り
。
又
か
ま
く
ら
を
生いき
て
出
で
け
ん
初は

  

松 

魚 

つ
が
つ
を

と
云
ふ
こ
そ
心
の 

骨  

折 

ほ
ね
を
り

人
の
知
ら
ぬ
所
な
り
。
又
曰
猿
の
歯
白
し

峰
の
月
と
い
ふ
は
其
角
き
か
く
な
り
。
塩
鯛
の
歯
ぐ
き
は
我
老
吟
な
り
。
下しも
を
魚
の

店
と
唯
い
ひ
た
る
も
お
の
づ
か
ら
句
な
り
と
宣
の
た
まへ
り
。
」
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ま
こ
と
に
「
我
句
を
人
に
説
く
は
我
頬
が
ま
ち
を
人
に
云
が
ご
と
し
」
で

あ
る
。
し
か
し
芸
術
は
頬
が
ま
ち
ほ
ど
、
何なん
び
と
に
も
は
つ
き
り
わ
か
る
も

の
で
は
な
い
。
い
つ
も
自
作
に
自
釈
を
加
へ
る
バ
ア
ナ
ア
ド
・
シ
ヨ
ウ
の
心

も
ち
は
芭
蕉
も
亦
多
少
は
同
感
だ
つ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
四
　
詩
人

「
俳
諧
な
ど
も
生
涯
の
道
の
草
に
し
て
め
ん
ど
う
な
も
の
な
り
」
と
は
芭
蕉

の
惟
然
ゐ
ね
ん
に
語
つ
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
他
俳
諧
を
軽
ん
じ
た 

口  

吻 

こ
う
ふ
ん

は
時
々

門
人
に
洩
ら
し
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
人
生
を
大
夢
と
信
じ
た
世
捨
人
の
芭
蕉

に
は
寧むし
ろ
当
然
の
言
葉
で
あ
る
。
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し
か
し
そ
の
「
生
涯
の
道
の
草
」
に
芭
蕉
ほ
ど
真
剣
に
な
つ
た
人
は
滅
多
め
つ
た

に
ゐ
な
い
の
に
違
ひ
な
い
。
い
や
、
芭
蕉
の
気
の
入
れ
か
た
を
見
れ
ば
、

「
生
涯
の
道
の
草
」
な
ど
と
称
し
た
の
は
ポ
オ
ズ
で
は
な
い
か
と
思
ふ
位
で

あ
る
。

「
土
芳
と
は
う
云いふ
、
翁
曰
い
は
く、
学
ぶ
事
は
常
に
あ
り
。
席
に
臨
ん
で
文
台
と
我
と
間かん
に

髪はつ
を
入
れ
ず
。
思
ふ
こ
と
速
す
み
や
かに
云いひ
出いで
て
、
爰ここ
に
至
い
た
りて
ま
よ
ふ
念
な
し
。
文
台

引
お
ろ
せ
ば
即
反ほ
故ご
な
り
と
き
び
し
く
示
さ
る
る
詞
こ
と
ばも
あ
り
。
或
時
は
大
木

倒
す
ご
と
し
。 

鍔  

本 

つ
ば
も
と

に
き
り
こ
む
心
得
、
西
瓜
き
る
ご
と
し
。
梨な
子し
く
ふ

口
つ
き
、
三
十
六
句
み
な
や
り
句
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
に
せ
め
ら
れ
侍はべ
る
も
、

み
な
巧
者
の
私
意
を
思
ひ
破
ら
せ
ん
の
詞
こ
と
ばな
り
。
」

　
こ
の
芭
蕉
の
言
葉
の
気
ぐ
み
は
殆
ど
剣
術
で
も
教
へ
る
や
う
で
あ
る
。
到
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底
俳
諧
を
遊
戯
に
し
た
世
捨
人
な
ど
の
言
葉
で
は
な
い
。
更
に
又
芭
蕉
そ
の

人
の
句
作
に
臨
ん
だ
態
度
を
見
れ
ば
、
愈
情
熱
に
燃
え
立
つ
て
ゐ
る
。

「 

許  
六 

き
よ
ろ
く

云
、
一
と
せ
江
戸
に
て
何
が
し
が
歳
旦
び
ら
き
と
て
翁
を
招
き
た

る
こ
と
あ
り
。
予
が
宅
に
四
五
日
逗
留
の
後
に
て
侍
る
。
其
日
雪
降
て
暮
に

ま
ゐ
ら
れ
た
り
。
其
俳
諧
に
、

　
　
　
人
声
の
沖
に
て
何
を
呼よぶ
や
ら
ん
　
　
桃
鄰

　
　
　
　
鼠
は
舟
を
き
し
る
暁
　
　
翁

　
予
其
後
芭
蕉
庵
へ
参
ま
ゐ
りと
ぶ
ら
ひ
け
る
時
、
此
句
を
か
た
り
出
し
給
ふ
に
、

予
が
云
、
さ
て
さ
て
此
暁
の
一
字
あ
り
が
た
き
事
、
あ
だ
に
聞
か
ん
は
無
念

の
次
第
也
。
動
か
ざ
る
こ
と
、
大
山
の
ご
と
し
と
申
せ
ば
師
起
き
上
り
て
曰
、

此
暁
の
一
字
聞
き
と
ど
け
侍
り
て
、
愚
老
が
満
足
か
ぎ
り
な
し
。
此
句
は
じ
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め
は

　
　
　
須
磨
の
鼠
の
舟
き
し
る
お
と

　
と
案
じ
け
る
時
、
前
句
に
声
の
字
有あり
て
、
音
の
字
な
ら
ず
、
依
て
作
り
か

へ
た
り
、
須
磨
の
鼠
と
ま
で
は
気
を
廻
め
ぐ
らし
侍
れ
ど
も
、
一
句
連
続
せ
ざ
る
と

宣のた
まへ
り
。
予
が
云
、
是
須
磨
の
鼠
よ
り
は
る
か
に
ま
さ
れ
り
。
（
中
略
）
暁

の
一
字
つ
よ
き
こ
と
、
た
と
へ
侍
る
も
の
な
し
と
申
せ
ば
、
師
も
う
れ
し
く

思
は
れ
け
ん
、
こ
れ
ほ
ど
に
聞きき
て
く
れ
る
人
な
し
、
唯﹅
予﹅
が﹅
口﹅
よ﹅
り﹅
い﹅
ひ﹅
出﹅

せ﹅
ば﹅
、
肝﹅
を﹅
つ﹅
ぶ﹅
し﹅
た﹅
る﹅
顔﹅
の﹅
み﹅
に﹅
て﹅
、
善﹅
悪﹅
の﹅
差﹅
別﹅
も﹅
な﹅
く﹅
、
鮒﹅
の﹅
泥﹅
に﹅

酔﹅
た﹅
る﹅
ご﹅
と﹅
し﹅
、
其﹅
夜﹅
此﹅
句﹅
し﹅
た﹅
る﹅
時﹅
、
一﹅
座﹅
の﹅
も﹅
の﹅
ど﹅
も﹅
に﹅
我﹅
遅﹅
参﹅
の﹅
罪﹅

あ﹅
り﹅
と﹅
云﹅
へ﹅
ど﹅
も﹅
、
此﹅
句﹅
に﹅
て﹅
腹﹅
を﹅
医﹅
せ﹅
よ﹅
と﹅
自﹅
慢﹅
せ﹅
し﹅
と﹅
宣﹅
ひ﹅
侍﹅
る﹅
。
」

　
知
己
に
対
す
る
感
激
、
流
俗
に
対
す
る
軽
蔑
、
芸
術
に
対
す
る
情
熱
、
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詩
人
た
る
芭
蕉
の
面
目
は
あ
り
あ
り
と
こ
の
逸
話
に
露あら
は
れ
て
ゐ
る
。
殊

に
「
こ
の
句
に
て
腹
を
医いや
せ
よ
」
と
大
気
焔
を
挙
げ
た
勢
ひ
に
は
、
　
　
世

捨
人
は 
少  
時 
し
ば
ら
く

問
は
ぬ
。 

敬  

虔 

け
い
け
ん

な
る
今
日
の
批
評
家
さ
へ 

辟  

易 

へ
き
え
き

し
な
け

れ
ば
幸
福
で
あ
る
。

「
翁 

凡  

兆 

ぼ
ん
て
う

に
告
て
曰
、
一
世
の
う
ち
秀
逸
三
五
さ
ん
ご
あ
ら
ん
人
は
作
者
、
十
句

に
及
ぶ
人
は
名
人
な
り
。
」

　
名
人
さ
へ
一
生
を
消
磨
し
た
後
、
十
句
し
か
得
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
な

る
と
、
俳
諧
も
亦
閑
事
業
で
は
な
い
。
し
か
も
芭
蕉
の
説
に
よ
れ
ば
、
つ
ま

り
は
「
生
涯
の
道
の
草
」
で
あ
る
！

「
十
一
日
。
朝
ま
た
ま
た
時
雨
し
ぐ
れ
す
。
思
ひ
が
け
な
く
東
武
と
う
ぶ
の
其
角
き
か
く
来
る
。

（
中
略
）
す
ぐ
に
病
床
に
ま
ゐ
り
て
、
皮
骨
ひ
こ
つ 
連  
立 
れ
ん
り
つ

し
た
ま
ひ
た
る
体
を
見
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ま
ゐ
ら
せ
て
、
且
愁
ひ
、
且
悦
ぶ
。
師
も
見
や
り
た
ま
ひ
た
る
ま
で
に
て
、

た
だ
た
だ
涙
ぐ
み
た
ま
ふ
。
（
中
略
）

　
　
　
鬮くじ
と
り
て
菜
飯
な
め
し
た
た
か
す
夜
伽
よ
と
ぎ
か
な
　
　
木
節

　
　
　
皆
子
な
り 

蓑  

虫 
み
の
む
し

寒
く
鳴
き
つ
く
す
　
　
乙
州

　
　
　
う
づ
く
ま
る
薬
の
も
と
の
寒
さ
か
な
　
　
丈
艸

　
　
　
吹
井
ふ
き
ゐ
よ
り
鶴
を
ま
ね
か
ん
初
時
雨
し
ぐ
れ
　
　
其
角

　
一
々
惟
然
ゐ
ね
ん
吟
声
し
け
れ
ば
、
師  

丈    

艸  

ぢ
や
う
さ
う

が
句
を
今
一
度
と
望
み
た
ま
ひ

て
、
丈
艸
で
か
さ
れ
た
り
、
い
つ
聞
い
て
も
さ
び
し
を
り
整
ひ
た
り
、
面
白

し
面
白
し
と
、
し
は
嗄が
れ
し
声
も
て
讃
め
た
ま
ひ
に
け
り
。
」

　
こ
れ
は
芭
蕉
の 

示  

寂 

じ
じ
や
く

前
一
日
に
起
つ
た
出
来
事
で
あ
る
。
芭
蕉
の
俳
諧

に
執
す
る
心
は
死
よ
り
も
な
ほ
強
か
つ
た
ら
し
い
。
も
し
あ
ら
ゆ
る
執
着
に
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罪
障
を
見
出
し
た
謡
曲
の
作
者
に
こ
の
一
段
を
語
つ
た
と
す
れ
ば
、
芭
蕉
は

必
ず 
行  

脚 
あ
ん
ぎ
や

の
僧
に
地
獄
の
苦
艱
を
訴
へ
る
後のち
ジ
テ
の
役
を
与
へ
ら
れ
た
で

あ
ら
う
。

　
か
う
云
ふ
情
熱
を
世
捨
人
に
見
る
の
は
矛
盾
と
云
へ
ば
矛
盾
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
矛
盾
に
も
せ
よ
、
た
ま
た
ま
芭
蕉
の
天
才
を
物
語
る
も
の
で
は

な
い
で
あ
ら
う
か
？
　
ゲ
エ
テ
は
詩
作
を
し
て
ゐ
る
時
に
は D

aem
on 

に
憑つ

か
れ
て
ゐ
る
と
云
つ
た
。
芭
蕉
も
亦
世
捨
人
に
な
る
に
は
余
り
に
詩
魔
の
翻ほ

   

弄 

ん
ろ
う
を
蒙
か
う
むつ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
？
　
つ
ま
り
芭
蕉
の
中
の
詩

人
は
芭
蕉
の
中
の
世
捨
人
よ
り
も
力
強
か
つ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
？

　
僕
は
世
捨
人
に
な
り
了おほ
せ
な
か
つ
た
芭
蕉
の
矛
盾
を
愛
し
て
ゐ
る
。
同
時

に
又
そ
の
矛
盾
の
大
き
か
つ
た
こ
と
も
愛
し
て
ゐ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば 

深  

ふ
か
く
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草 さ
の 

元  

政 

げ
ん
せ
い

な
ど
に
も
同
じ
や
う
に
敬
意
を
表
し
た
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
五
　
未
来

「
翁
遷
化
せ
ん
げ
の
年
深
川
を
出いで
給
ふ
時
、
野や
坡は
問とう
て
云いふ
、
俳
諧
や
は
り
今
の
ご
と

く
作
し
侍
ら
ん
や
。
翁
曰
、
し
ば
ら
く
今
の
風
な
る
べ
し
、
五
七
ご
し
ち
年
も
過
な

ば
一
変
あ
ら
ん
と
な
り
。
」

「
翁
曰
、
俳
諧
世
に
三
合
は
出いで
た
り
。
七
合
は
残
の
こ
りた
り
と
申
さ
れ
け
り
。
」

　
か
う
云
ふ
芭
蕉
の
逸
話
を
見
る
と
、
如
何
に
も
芭
蕉
は
未
来
の
俳
諧
を
歴

々
と
見
透
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
又
大
勢
の
門
人
の
中
に
は
義
理
に
も
一

変
し
た
い
と
工
夫
し
た
り
、
残
り
の
七
合
を
拵
こ
し
らへ
る
も
の
は
自
分
の
外
に
な
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い
と
己
惚
う
ぬ
ぼ
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
の
喜
劇
も
起
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
こ

れ
は
「
芭
蕉
自
身
の
明
日
」
を
指
し
た
言
葉
で
あ
ら
う
。
と
云
ふ
の
は
つ
ま

り
五
六
年
も
経ふ
れ
ば
、
芭
蕉
自
身
の
俳
諧
は
一
変
化
す
る
と
云
ふ
意
味
で
あ

ら
う
。
或
は
又
既
に
公
お
ほ
や
けに
し
た
の
は
僅
々
三
合
の
俳
諧
に
過
ぎ
ぬ
、
残
り
の

七
合
の
俳
諧
は
芭
蕉
自
身
の
胸
中
に
横
は
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。

す
る
と
芭
蕉
以
外
の
人
に
は
五
六
年
は
勿
論
、
三
百
年
た
つ
て
も
、
一
変
化

す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
七
合
の
俳
諧
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
芭

蕉
は
妄
み
だ
りに
街
頭
の 

売  

卜 

ば
い
ぼ
く

先
生
を
真
似
る
人
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
絶
え
ず

芭
蕉
自
身
の
進
歩
を
感
じ
て
ゐ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
　
僕
は
か
う
信

じ
て
疑
つ
た
こ
と
は
な
い
。
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六
　
俗
語

　
芭
蕉
は
そ
の
俳
諧
の
中
に
屡
し
ば
し
ば俗
語
を
用
ひ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
下しも
の
句
に

徴ちよ
うす
る
が
好
い
。

　
　
　
　
　
洗せ
馬ば
に
て

　
　
　
梅つ
雨ゆ
ば
れ
の  
私    
雨  
わ
た
く
し
あ
め
や
雲
ち
ぎ
れ

「
梅
雨
ば
れ
」
と
云
ひ
、
「
私
雨
」
と
云
ひ
、
「
雲
ち
ぎ
れ
」
と
云
ひ
、
悉

こ
と
ご
と
く

俗
語
な
ら
ぬ
は
な
い
。
し
か
も
一
句
の  

客    

情  

か
く
じ
や
う

は
無
限
の
寂
し
み
に
溢あふ
れ

て
ゐ
る
。
（
成
程
か
う
書
い
て
見
る
と
、
不
世
出
の
天
才
を
褒ほ
め
揚あ
げ
る
ほ

ど
手
数
の
か
か
ら
ぬ
仕
事
は
な
い
。
殊
に
何
び
と
も
異
論
を
唱
へ
ぬ
古
典
的

天
才
を
褒
め
揚
げ
る
の
は
！
）
か
う
云
ふ
例
は
芭
蕉
の
句
中
、 

枚  

挙 

ま
い
き
よ

に
堪
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へ
ぬ
と
云
つ
て
も
好
い
。
芭
蕉
の
み
づ
か
ら
「
俳
諧
の
益
は
俗
語
を
正
す
な

り
」
と
傲
語
が
う
ご
し
た
の
も
当
然
の
こ
と
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
正
す
」

と
は
文
法
の
教
師
の
や
う
に
語
格
や
仮
名
遣
ひ
を
正
す
の
で
は
な
い
。  

霊  

れ
い
く

  

活  

わ
つ

に
語
感
を
捉
へ
た
上
、
俗
語
に
魂
を
与
へ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
じ
だ
ら
く
に
居
れ
ば
涼
し
き
夕
ゆ
ふ
べか
な
。
宗
次
そ
う
じ
。
猿
み
の
撰
の
時
、
宗
次
今

一
句
の
入
集
を
願
ひ
て
数
句
吟
じ
侍
れ
ど
取とる
べ
き
句
な
し
。 

一  

夕 

い
つ
せ
き

、
翁
の

側かた
は
ら
に
侍
り
け
る
に
、
い
ざ
く
つ
ろ
ぎ
給
へ
、
我
も
臥ふし
な
ん
と
宣
の
た
まふ
。
御
ゆ
る

し
候
へ
、
じ
だ
ら
く
に
居
れ
ば
涼
し
く
侍
る
と
申
し
け
れ
ば
、
翁
曰
、
こ
れ

こ
そ
発
句
な
れ
と
て
、
今
の
句
に
作
つ
く
りて
入
集
せ
さ
せ
給
ひ
け
り
。
」
（
小
宮

豊
隆
氏
は
こ
の
逸
話
に
興
味
の
あ
る
解
釈
を
加
へ
て
ゐ
る
。
同
氏
の
芭
蕉
研

究
を
参
照
す
る
が
好
い
。
）
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こ
の
時
使
は
れ
た
「
じ
だ
ら
く
に
」
は
も
う
単
純
な
る
俗
語
で
は
な
い
。

紅
毛
人
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
芭
蕉
の
情
調
の
ト
レ
モ
ロ
を
如
実
に
表
現
し

た
詩
語
で
あ
る
。
こ
れ
を
更
に
云
ひ
直
せ
ば
、
芭
蕉
の
俗
語
を
用
ひ
た
の
は

俗
語
た
る
が
故
に
用
ひ
た
の
で
は
な
い
。
詩
語
た
り
得
る
が
故
に
用
ひ
た
の

で
あ
る
。
す
る
と
芭
蕉
は
詩
語
た
り
得
る
限
り
、
漢
語
た
る
と
雅
語
た
る
と

を
問
は
ず
、
如
何
な
る
言
葉
を
も
用
ひ
た
こ
と
は
弁
ず
る
を
待
た
ぬ
の
に
違

ひ
な
い
。
実
際
又
芭
蕉
は
俗
語
の
み
な
ら
ず
、
漢
語
を
も
雅
語
を
も
正
し
た

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
佐さ
夜よ
の 

中  

山 

な
か
や
ま

に
て

　
　
　
命﹅
な﹅
り﹅
わ
づ
か
の
笠
の
下
涼
み

　
　
　
　
　
杜
牧
と
ぼ
く
が 

早  

行 

さ
う
か
う

の
残
夢
、
小
夜
の
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中
山
に
い
た
り
て
忽
ち
驚
く

　
　
　
馬
に
寝
て
残﹅
夢﹅
月﹅
遠﹅
し﹅
茶
の
け
ぶ
り

　
芭
蕉
の
語ご
彙ゐ
は
こ
の
通
り
古
今
東
西
に
出
入
し
て
ゐ
る
。
が
、
俗
語
を
正

し
た
こ
と
は
最
も
人
目
に
止
ま
り
易
い
特
色
だ
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
。
又
俗

語
を
正
し
た
こ
と
に
詩
人
た
る
芭
蕉
の
大
力
量
も
窺
う
か
がは
れ
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
成
程 

談  

林 

だ
ん
り
ん

の
諸
俳
人
は
、
　
　
い
や
、
伊
丹
い
た
み
の 

鬼  

貫 

お
に
つ
ら

さ
へ
芭
蕉

よ
り
も
一
足
先
に
俗
語
を
使
つ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
所
謂
平
談

俗
話
に
錬
金
術
を
施
ほ
ど
こし
た
の
は
正
に
芭
蕉
の
大
手
柄
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
著
し
い
特
色
は
同
時
に
又
俳
諧
に
対
す
る
誤
解
を
生
む
こ
と

に
も
な
つ
た
ら
し
い
。
そ
の
一
つ
は
俳
諧
を
解
し
易
い
と
し
た
誤
解
で
あ
り
、

そ
の
二
つ
は
俳
諧
を
作
り
易
い
と
し
た
誤
解
で
あ
る
。
俳
諧
の
月
並
み
に
堕だ
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し
た
の
は
、
　
　
そ
ん
な
こ
と
は
今
更
弁
ぜ
ず
と
も
好
い
。
月
並
み
の
喜
劇

は
「
芭
蕉
雑
談
」
の
中
に
子
規
居こ
士じ
も
既
に
指
摘
し
て
ゐ
る
。
唯
芭
蕉
の
使

つ
た
俗
語
の
精
彩
を
帯
び
て
ゐ
た
こ
と
だ
け
は
今
日
も
な
ほ
力
説
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
所
謂
民
衆
詩
人
は
不
幸
な
る
ウ
オ
ル
ト
・
ホ
イ
ツ
ト

マ
ン
と
共
に
、
芭
蕉
を
も
彼
等
の
先
達
の
一
人
に
数
へ
上
げ
る
こ
と
を
憚
は
ば
から

ぬ
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
七
　
耳

　
芭
蕉
の
俳
諧
を
愛
す
る
人
の
耳
の
穴
を
あ
け
ぬ
の
は
残
念
で
あ
る
。
も
し

「
調
べ
」
の
美
し
さ
に
全
然
無
頓
着
だ
つ
た
と
す
れ
ば
、
芭
蕉
の
俳
諧
の
美
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し
さ
も
殆
ど
半
ば
し
か
の
み
こ
め
ぬ
で
あ
ら
う
。

　
俳
諧
は
元
来
歌
よ
り
も
「
調
べ
」
に
乏
し
い
も
の
で
も
あ
る
。
僅
々
十
七

字
の
活
殺
の
中
に
「
言
葉
の
音
楽
」
を
も
伝
へ
る
こ
と
は
大
力
量
の
人
を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
の
み
な
ら
ず
「
調
べ
」
に
の
み
執しふ
す
る
の
は
俳
諧
の

本
道
を
失
し
た
も
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
「
調
べ
」
を
後
に
せ
よ
と
云
つ
た
の

は
こ
の
間
の
消
息
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
芭
蕉
自
身
の
俳
諧
は
滅

多
に
「
調
べ
」
を
忘
れ
た
こ
と
は
な
い
。
い
や
、
時
に
は
一
句
の
妙
を
「
調

べ
」
に
の
み
託
し
た
も
の
さ
へ
あ
る
。

　
　
　
夏
の
月
御ご
油ゆ
よ
り
出
で
て 
赤  
坂 
あ
か
さ
か

や

　
こ
れ
は
夏
の
月
を
写
す
た
め
に
、
「
御
油
」
「
赤
坂
」
等
の
地
名
の
与
へ

る
色
彩
の
感
じ
を
用
ひ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
段
は
少
し
も
珍
ら
し
い
と
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は
云
は
れ
ぬ
。
寧
ろ
多
少 

陳  

套 

ち
ん
た
う

の
譏そし
り
を
招
き
か
ね
ぬ
技
巧
で
あ
ら
う
。

し
か
し
耳
に
与
へ
る
効
果
は
如
何
に
も
旅
人
の
心
ら
し
い
、
悠
々
と
し
た
美

し
さ
に
溢
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
年
の
市
線
香
買
ひ
に
出
で
ば
や
な

　
仮
に
「
夏
の
月
」
の
句
を
リ
ブ
レ
ツ
ト
オ
よ
り
も
ス
コ
ア
ア
の
す
ぐ
れ
て

ゐ
る
句
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
句
の
如
き
は
両
者
と
も
に
傑
出
し
た
も
の
の

一
例
で
あ
る
。
年
の
市いち
に
線
香
を
買
ひ
に
出
る
の
は
物
寂
び
た
と
は
云
ふ
も

の
の
、
懐
し
い
気
も
ち
に
も
違
ひ
な
い
。
そ
の
上
「
出
で
ば
や
な
」
と
は
ず

み
か
け
た
調
子
は
、
宛
然
芭
蕉
そ
の
人
の
心
の
小
躍
こ
を
ど
り
を
見
る
や
う
で
あ
る
。

更
に
又
下
の
句
な
ど
を
見
れ
ば
、
芭
蕉
の
「
調
べ
」
を
駆
使
す
る
の
に
大
自

在
を
極
め
て
ゐ
た
こ
と
に
は
呆
気
あ
つ
け
に
と
ら
れ
て
し
ま
ふ
外
は
な
い
。
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秋
ふ
か
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ

　
か
う
云
ふ
荘
重
の
「
調
べ
」
を
捉とら
へ
得
た
も
の
は
茫
々
た
る
三
百
年
間
に

た
つ
た
芭
蕉
一
人
で
あ
る
。
芭
蕉
は
子
弟
を
訓をし
へ
る
の
に
「
俳
諧
は
万
葉
集

の
心
な
り
」
と
云
つ
た
。
こ
の
言
葉
は
少
し
も
大
風
呂
敷
で
は
な
い
。
芭
蕉

の
俳
諧
を
愛
す
る
人
の
耳
の
穴
を
あ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
所
以
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
八
　
同
上

　
芭
蕉
の
俳
諧
の
特
色
の
一
つ
は
目
に
訴
へ
る
美
し
さ
と
耳
に
訴
へ
る
美
し

さ
と
の
微
妙
に
融
け
合
つ
た
美
し
さ
で
あ
る
。
西
洋
人
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

言
葉
の Form

al elem
ent 

と M
usical elem

ent 
と
の
融
合
の
上
に
独
特
の
妙
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の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
は
蕪
村
ぶ
そ
ん
の
大
手
腕
も
畢つひ
に
追
随
出
来
な
か

つ
た
ら
し
い
。
下しも
に
挙
げ
る
の
は
几
董
き
と
う
の
編
し
た
蕪
村
句
集
に
載
つ
て
ゐ
る

春
雨
の
句
の
全
部
で
あ
る
。

　
　
　
春
雨
や
も
の
か
た
り
ゆ
く
蓑みの
と
笠

　
　
　
春
雨
や
暮
れ
な
ん
と
し
て
け
ふ
も
あ
り

　
　
　 

柴  

漬 

ふ
し
づ
け

や
沈
み
も
や
ら
で
春
の
雨

　
　
　
春
雨
や
い
ざ
よ
ふ
月
の
海
半
ば

　
　
　
春
雨
や
綱
が
袂
に 

小 
提 
灯 

こ
ぢ
や
う
ち
ん

　
　
　
　
　
西
の
京
に
ば
け
も
の
栖す
み
て
久
し
く

　
　
　
　
　
あ
れ
果
た
る
家
有
り
け
り
。

　
　
　
　
　
今
は
其
沙
汰
な
く
て
、
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春
雨
や
人
住
み
て
煙
け
ぶ
り壁
を
洩
る

　
　
　 

物  

種 
も
の
だ
ね

の
袋
濡
ら
し
つ
春
の
雨

　
　
　
春
雨
や
身
に
ふ
る
頭
巾
づ
き
ん
着
た
り
け
り

　
　
　
春
雨
や
小
磯
の
小
貝
濡
る
る
ほ
ど

　
　
　 

滝  

口 

た
き
ぐ
ち

に
灯
を
呼
ぶ
声
や
春
の
雨

　
　
　
ぬ
な
は
生お
ふ
池
の
水み
か
さ
や
春
の
雨

　
　
　
　
　
夢
中
吟

　
　
　
春
雨
や
も
の
書
か
ぬ
身
の
あ
は
れ
な
る

　
こ
の
蕪
村
の
十
二
句
は
目
に
訴
へ
る
美
し
さ
を
、
　
　
殊
に
大
和
絵
ら
し

い
美
し
さ
を
如
何
に
も
の
び
の
び
と
表
は
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
耳
に
訴
へ
て

見
る
と
、
ど
う
も
さ
ほ
ど
の
び
の
び
と
し
な
い
。
お
ま
け
に
十
二
句
を
続
け
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さ
ま
に
読
め
ば
、
同
じ
「
調
べ
」
を
繰
り
返
し
た
単
調
さ
を
感
ず
る
憾うら
み
さ

へ
あ
る
。
が
、
芭
蕉
は
か
う
云
ふ
難
所
に
少
し
も 

渋  

滞 

じ
ふ
た
い

を
感
じ
て
ゐ
な
い
。

　
　
　
春
雨
や
蓬
よ
も
ぎを
の
ば
す
草
の
道

　
　
　
　
　
赤
坂
に
て

　
　
　 

無  

性 

ぶ
し
や
う

さ
や
か
き
起
さ
れ
し
春
の
雨

　
僕
は
こ
の
芭
蕉
の
二
句
の
中うち
に
百
年
の
春
雨
を
感
じ
て
ゐ
る
。
「
蓬
を
の

ば
す
草
の
道
」
の
気
品
の
高
い
の
は
云
ふ
を
待
た
ぬ
。
「
無
性
さ
や
」
に
起

り
、
「
か
き
起
さ
れ
し
」
と
た
ゆ
た
つ
た
「
調
べ
」
に
も
柔
媚
じ
う
び
に
近
い
懶
も
の
うさ

を
表
は
し
て
ゐ
る
。
所
詮
蕪
村
の
十
二
句
も
こ
の
芭
蕉
の
二
句
の
前
に
は
如い

何かん
と
も
出
来
ぬ
と
評
す
る
外
は
な
い
。
兎
に
角
芭
蕉
の
芸
術
的
感
覚
は
近
代

人
な
ど
と
称
す
る
も
の
よ
り
も
、
数
等
の
洗
練
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
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九
　
画

　
東
洋
の
詩
歌
は
和
漢
を
問
は
ず
、
屡
し
ば
し
ば画
趣
を
命
に
し
て
ゐ
る
。
エ
ポ
ス
に

詩
を
発
し
た
西
洋
人
は
こ
の
「
有
声
の
画
」
の
上
に
も
邪
道
の
貼
り
札
を
す

る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
「  

遙  

知  

郡  

斎  

夜  

ハ
ル
カ
ニ
シ
ル
グ
ン
サ
イ
ノ
ヨ
　  

凍   

雪   

封   

松   

竹  

ト
ウ
セ
ツ
シ
ヨ
ウ
チ
ク
ヲ
フ
ウ
ズ

　  

時   

有   

山   

僧   
来  

ト
キ
ニ
サ
ン
ソ
ウ
ノ
キ
タ
ル
ア
リ

　  

懸   

燈   

独   

自   

宿  

ト
ウ
ヲ
カ
ケ
テ
ド
ク
ジ
シ
ユ
ク
ス

」
は
宛
然
た
る 

一  

幀 

い
つ
た
う

の
南
画
で
あ
る
。
又
「
蔵
並
ぶ
裏
は
燕
の
か
よ
ひ
道
」
も
お
の
づ
か
ら
浮
世

絵
の
一
枚
ら
し
い
。
こ
の
画
趣
を
表
は
す
の
に
自
在
の
手
腕
を
持
つ
て
ゐ
た

の
も
や
は
り
芭
蕉
の
俳
諧
に
見
の
が
さ
れ
ぬ
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
涼
し
さ
や
す
ぐ
に
野
松
の
枝
の
な
り

　
　
　
夕
顔
や
酔ゑう
て
顔
出
す
窓まど
の
穴
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山  

賤 

や
ま
が
つ

の
お
と
が
ひ
閉
づ
る
葎
む
ぐ
らか
な

　
第
一
は
純
然
た
る
風
景
画
で
あ
る
。
第
二
は
点
景
人
物
を
加
へ
た
風
景
画

で
あ
る
。
第
三
は
純
然
た
る
人
物
画
で
あ
る
。
こ
の
芭
蕉
の
三
様
の
画
趣
は

い
づ
れ
も
気
品
の
低
い
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
「
山
賤
の
」
は
「
お
と
が
ひ

閉
づ
る
」
に
気
味
の
悪
い
大
き
さ
を
表
は
し
て
ゐ
る
。
か
う
云
ふ
画
趣
を
表

現
す
る
こ
と
は
蕪
村
さ
へ
数
歩
を
遜ゆづ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
度たび
た
び
引
合

ひ
に
出
さ
れ
る
の
は
蕪
村
の
為
に
気
の
毒
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
も
芭
蕉
以
後

の
巨
匠
だ
つ
た
因
果
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
）
の
み
な
ら
ず
最
も
蕪
村

ら
し
い
大
和
画
の
趣
を
表
は
す
時
に
も
、
芭
蕉
は
や
は
り
楽
々
と
蕪
村
に
負

け
ぬ
効
果
を
収
め
て
ゐ
る
。

　
　
　
粽
ち
ま
きゆ
ふ
片
手
に
は
さ
む
ひ
た
ひ
髪
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芭
蕉
自
身
は
こ
の
句
の
こ
と
を
「
物
語
の
体たい
」
と
称
し
た
さ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
十
　
衆
道

　
芭
蕉
も
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ア
や
ミ
ケ
ル
・
ア
ン
ジ
エ
ロ
の
や
う
に 

衆  

道 

し
ゆ
だ
う

を

好
ん
だ
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
談
は
な
しは
必
し
も
架
空
で
は
な
い
。
元
禄
は
井

原
西
鶴
の  

大    

鑑  

お
ほ
か
が
み

を
生
ん
だ
時
代
で
あ
る
。
芭
蕉
も
亦
或
は
時
代
と
共
に

 

分  

桃 

ぶ
ん
た
う

の
契ちぎ
り
を
愛
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
現
に
又
「
我
も
昔
は
衆
道
好
き

の
ひ
が
耳
に
や
」
と
は
若
い
芭
蕉
の
筆
を
執
つ
た
「
貝
お
ほ
ひ
」
の
中
の
言

葉
で
あ
る
。
そ
の
他
芭
蕉
の
作
品
の
中
に
は
「
前
髪
も
ま
だ
若
草
の
匂
か
な
」

以
下
、
美
少
年
を
歌
つ
た
も
の
も
な
い
訳
で
は
な
い
。
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し
か
し
芭
蕉
の
性
慾
を 

倒  

錯 

た
う
さ
く

し
て
ゐ
た
と
考
へ
る
の
は
依
然
と
し
て
僕

に
は
不
可
能
で
あ
る
。
成
程
芭
蕉
は
明
ら
か
に
「
我
も
昔
は
衆
道
好
き
」
と

云
つ
た
。
が
、
第
一
に
こ
の
言
葉
は
巧
み
に
諧
謔
の
筆
を
弄ろう
し
た
「
貝
お
ほ

ひ
」
の  

判    
詞  

は
ん
の
こ
と
ば
の
一
節
で
あ
る
。
す
る
と
こ
れ
を
も
の
も
の
し
い
告
白
の

や
う
に
取
り
扱
ふ
の
は
多
少
の
早
計
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
？
　
第
二
に
よ

し
又
告
白
だ
つ
た
に
せ
よ
、
案
外
昔
の
衆
道
好
き
は
今
の
衆
道
好
き
で
は
な

か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
、
今
も
衆
道
好
き
だ
つ
た
と
す
れ
ば
、
何
も

特
に
「
昔
は
」
と
断
る
必
要
も
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
も
芭
蕉
は
「
貝
お
ほ

ひ
」
を
出
し
た
寛
文
十
一
年
の
正
月
に
も
や
つ
と
二
十
九
歳
だ
つ
た
の
を
思

ふ
と
、
昔
と
云
ふ
の
も
「
春
の
目
ざ
め
」
以
後
数
年
の
間
を
指
し
て
ゐ
る
で

あ
ら
う
。
か
う
云
ふ
年
頃
の H

om
o-Sexuality 

は
格
別
珍
ら
し
い
こ
と
で
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は
な
い
。
二
十
世
紀
に
生
れ
た
我
々
さ
へ
、
少
時
せ
う
じ
の
性
慾
生
活
を
ふ
り
返
つ

て
見
れ
ば
、
大
抵
一
度
は
美
少
年
に
恍
惚
と
し
た
記
憶
を
蓄
へ
て
ゐ
る
。
況
い
は
ん

や
門
人
の
杜
国
と
こ
く
と
の
間
に
同
性
愛
の
あ
つ
た
な
ど
と
云
ふ
説
は  

畢    

竟  

ひ
つ
き
や
う

小

説
と
云
ふ
外
は
な
い
。

　
　
　
　
　
十
一
　
海
彼
岸
の
文
学

「
或
禅
僧
、
詩
の
事
を
尋
ね
ら
れ
し
に
、
翁
曰
い
は
く、
詩
の
事
は
隠
士
素
堂

い
ん
し
そ
だ
う
と
云

ふ
も
の
此
道
に
深
き
す
き
も
の
に
て
、
人
の
名
を
知
れ
る
な
り
。
か
れ
常
に

云
ふ
、
詩
は
隠
者
の
詩
、
風
雅
に
て
よ
ろ
し
。
」

「 

正  

秀 

せ
い
し
う

問とふ
、
古
今
集
に
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
降
り
け
る
、
人
に
知
ら
れ
ぬ
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花
や
咲
く
ら
ん
、
春
に
知
ら
れ
ぬ
花
ぞ
咲
く
な
る
、
一
集
に
こ
の
三
首
を
撰

す
。
一
集
一
作
者
に
か
や
う
の
事
例
た
め
しあ
る
に
や
。
翁
曰
、 

貫  

之 

つ
ら
ゆ
き

の
好
め
る

言
葉
と
見
え
た
り
。
か
や
う
の
事
は
今
の
人
の
嫌
ふ
べ
き
を
、
昔
は
嫌
は
ず

と
見
え
た
り
。
も
ろ
こ
し
の
詩
に
も
左
様
の
例
た
め
しあ
る
に
や
。
い
つ
ぞ
や
丈
艸

の
物
語
に
杜と
子し
美び
に
専
ら
其
事
あ
り
。
近
き
詩
人
に
于
鱗
う
り
ん
と
や
ら
ん
の
詩
に

多
く
有
る
事
と
て
、
其
詩
も
、
聞
き
つ
れ
ど
忘
れ
た
り
。
」

　
于
鱗
は
嘉
靖
七
子

か
せ
い
し
ち
し
の
一
人 
李 
攀 

竜 
り
は
ん
り
よ
う
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
古
文
辞
を
唱
へ

た
李
攀
竜
の
芭
蕉
の
話
中
に
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
杜
甫
に
対
す
る
芭
蕉
の

尊
敬
に
一
道
の
光
明
を
与
へ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
づ
問
は
な

い
で
も
好
い
。
差
当
り
此
処
に
考
へ
た
い
の
は 

海 

彼 

岸 
か
い
ひ
が
ん

の
文
学
に
対
す
る

芭
蕉
そ
の
人
の
態
度
で
あ
る
。
是
等
の
逸
話
に
窺
う
か
がは
れ
る
芭
蕉
に
は
少
し
も
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学
者
ら
し
い
面
影
は
見
え
な
い
。
今
仮
に
是
等
の
逸
話
を
当
代
の
新
聞
記
事

に
改
め
る
と
す
れ
ば
、
質
問
を
受
け
た
芭
蕉
の
態
度
は
こ
の
位
淡
泊
を
極
め

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
　
　

「
某
新
聞
記
者
の
西
洋
の
詩
の
こ
と
を
尋
ね
た
時
、
芭
蕉
は
そ
の
記
者
に
か

う
答
へ
た
。
　
　
西
洋
の
詩
に
詳くは
し
い
の
は
京
都
の
上
田
敏びん
で
あ
る
。
彼
の

常
に
云
ふ
所
に
よ
れ
ば
、
象
徴
派
の
詩
人
の
作
品
は
甚
だ
幽
幻
を
極
め
て
ゐ

る
。
」

「
…
…
芭
蕉
は
か
う
答
へ
た
。
…
…
さ
う
云
ふ
こ
と
は
西
洋
の
詩
に
も
あ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
間
森
鴎
外
と
話
し
た
ら
、
ゲ
エ
テ
に
は
そ
れ
も
多

い
さ
う
で
あ
る
。
又
近
頃
の
詩
人
の
何
と
か
イ
ツ
ヒ
の
作
品
に
も
多
い
。
実

は
そ
の
詩
も
聞
か
せ
て
貰
つ
た
の
だ
が
、 

生  
憎 

あ
い
に
く

す
つ
か
り
忘
れ
て
し
ま
つ
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た
。
」

　
こ
れ
だ
け
で
も
返
答
の
出
来
る
の
は
当
時
の
俳
人
に
は
稀
だ
つ
た
か
も
知

れ
な
い
。
が
、
兎
に
角
海
彼
岸
の
文
学
に
疎うと
か
つ
た
事
だ
け
は
確
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
芭
蕉
は 

言  

詮 

げ
ん
せ
ん

を
絶
し
た
芸
術
上
の
醍
醐
味

だ
い
ご
み

を
も
嘗
め
ず
に
、

徒いた
づら
に
万
巻
の
書
を
読
ん
で
ゐ
る
文
人 

墨  

客 

ぼ
く
か
く

の
徒
を
嫌
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。

少
く
と
も
学
者
ら
し
い
顔
を
す
る
者
に
は
忽
ち  

癇    

癪  

か
ん
し
や
く

を
起
し
た
と
見
え
、

常
に
諷
刺
的
天
才
を
示
し
た
独
特
の
皮
肉
を
浴
び
せ
か
け
て
ゐ
る
。

「
山
里
は 

万  

歳 

ま
ん
ざ
い

遅
し
梅
の
花
。
翁 
去  

来 
き
よ
ら
い

へ
此
句
を
贈
ら
れ
し
返
辞
に
、

こ
の
句
二
義
に
解
す
べ
く
候
。
山
里
は
風
寒
く
梅
の
盛
さ
か
りに
万
歳
来
ら
ん
。
ど

ち
ら
も
遅
し
と
や
承
ら
ん
。
又
山
里
の
梅
さ
へ
過
ぐ
る
に
万
歳
殿
の
来
ぬ
事

よ
と
京
な
つ
か
し
き
詠
な
が
めや
侍
ら
ん
。
翁
此
返
辞
に
其
事
と
は
な
く
て
、
去
年
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の
水
無
月

み
な
つ
き

五
条
あ
た
り
を
通
り
候
に
、
あ
や
し
の
軒
に
看
板
を
懸
け
て
、
は﹅

く﹅
ら﹅
ん﹅
の
妙
薬
あ
り
と
記
す
。
伴
と
も
なふ
ど
ち
可を
笑か
し
が
り
て
、
く﹅
わ﹅
く﹅
ら﹅
ん﹅

（
霍
乱
）
の
薬
な
る
べ
し
と 

嘲  

笑 

あ
ざ
わ
ら

ひ
候
ま
ま
、
そ
れ
が
し
答
へ
候
は
は﹅
く﹅

ら﹅
ん﹅
（
博
覧
）
病やみ
が
買
ひ
候
は
ん
と
申
し
き
。
」

　
こ
れ
は
一
門
皆
学
者
だ
つ
た
博
覧
多
識
の
去
来
に
は 

徳  

山 

と
く
さ
ん

の
棒
よ
り
も

手
痛
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
（
去
来
は
儒
医
二
道
に
通
じ
た
上
、
「 

乾  

坤  

け
ん
こ
ん
べ
ん

弁  

説 

せ
つ

」
の
翻
訳
さ
へ
出
し
た
向 

井 

霊 

蘭 
む
か
ゐ
れ
い
ら
ん

を
父
に
持
ち
、
名
医 

元  

端 

げ
ん
た
ん

や

大
儒 

元  

成 

げ
ん
せ
い

を
兄
弟
に
持
つ
て
ゐ
た
人
で
あ
る
。
）
な
ほ
又
次
手
つ
い
で
に
一
言
す

れ
ば
、
芭
蕉
は
一
面
理
智
の
鋭
い
、 
悪  
辣 
あ
く
ら
つ

を
極
め
た
諷
刺
家
で
あ
る
。

「
は﹅
く﹅
ら﹅
ん﹅
病
が
買
ひ
候
は
ん
」
も
手
厳
て
き
び
し
い
に
は
違
ひ
な
い
。
が
、
「
東と

武うぶ
の
会
に
盆
を  

釈    

教  

し
や
く
け
う

と
せ
ず
、 

嵐  

雪 

ら
ん
せ
つ

是
を
難
ず
。
翁
曰
、
盆
を
釈
教
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と
せ
ば
正
月
は
神
祇
し
ん
ぎ
な
る
か
と
な
り
。
」
　
　
か
う
云
ふ
逸
話
も
残
つ
て
ゐ

る
。
兎
に
角
芭
蕉
の
口
の
悪
い
の
に
は
屡
し
ば
し
ば門
人
た
ち
も
悩
ま
さ
れ
た
ら
し
い
。

唯
幸
ひ
に
こ
の
諷
刺
家
は
今
を
距さ
る
こ
と
二
百
年
ば
か
り
前
に
腸
加カ
答タ
児ル
か

何
か
の
為
に
往
生
し
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
僕
の
「
芭
蕉
雑
記
」
な
ど
も
定
め

し
得
意
の
毒
舌
の
先
に
さ
ん
ざ
ん
飜
弄
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
芭
蕉
の
海
彼
岸
の
文
学
に
余
り
通
じ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
は
上
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
。
で
は
海
彼
岸
の
文
学
に
全
然
冷
淡
だ
つ
た
か
と
云
ふ
と
、
こ

れ
は
中
々
冷
淡
所
で
は
な
い
。
寧
ろ
頗
す
こ
ぶる
熱
心
に
海
彼
岸
の
文
学
の
表
現
法

な
ど
を
自
家
の 

薬  

籠 

や
く
ろ
う

中
に
収
め
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
支
考
し
か
う
の
伝
へ
て
ゐ
る

下
の
逸
話
に
徴
ち
よ
うす
る
が
好
い
。

「
あ
る
時
翁
の
物
が
た
り
に
、
此
ほ
ど
白
氏
は
く
し
文
集
を
見
て
、 

老  

鶯 

ら
う
あ
う

と
云いひ
、
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病    

蚕  
び
や
う
さ
ん

と
い
へ
る
言
葉
の
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、

　
　
　 

黄  

鳥 
う
ぐ
ひ
す

や
竹
の
子
藪
に
老おい
を
啼なく

　
　
　
さ
み
だ
れ
や
飼
蚕
か
ひ
こ
煩
わ
づ
らふ
桑
の
畑

　
斯
く
二
句
を
作
り
侍
り
し
が
、
鴬
は  

筍    

藪  

た
け
の
こ
や
ぶ
と
い
ひ
て  

老    

若  

ら
う
に
や
く

の
余

情
も
い
み
じ
く
籠こも
り
侍
ら
ん
。
蚕
は
熟
語
を
し
ら
ぬ
人
は
心
の
は
こ
び
を
え

こ
そ
聞
く
ま
じ
け
れ
。
是
は
筵
む
し
ろの
一
字
を
入
れ
て
家
に
飼
ひ
た
る
さ
ま
あ
ら

ん
と
な
り
。
」

　
白
楽
天
の  

長  

慶  

集  

ち
や
う
け
い
し
ふ

は
「
嵯さ
峨が
日
記
」
に
も
掲
げ
ら
れ
た
芭
蕉
の
愛
読

書
の
一
つ
で
あ
る
。
か
う
云
ふ
詩
集
な
ど
の
表
現
法
を 

換  

骨  

奪  

胎 

く
わ
ん
こ
つ
だ
つ
た
い
す
る

こ
と
は
必
し
も
稀
で
は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
た
と
へ
ば
芭
蕉
の
俳
諧
は
そ
の

動
詞
の
用
法
に
独
特
の
技
巧
を
弄
し
て
ゐ
る
。
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一  

声 

ひ
と
こ
ゑ

の
江え
に
横﹅
た﹅
ふ﹅
や  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

　
　
　
　
　 

立 

石 

寺 

り
つ
し
や
く
じ
（
前
書
略
）

　
　
　
閑
し
づ
かさ
や
岩
に
し﹅
み﹅
入﹅
る﹅
蝉
の
声

　
　
　
　
　
鳳
来
寺
に
参
籠
し
て

　
　
　 

木  

枯 

こ
が
ら
し

に
岩﹅
吹﹅
と﹅
が﹅
る﹅
杉
間
す
ぎ
ま
か
な

　
是
等
の
動
詞
の
用
法
は
海
彼
岸
の
文
学
の
字
眼
じ
が
ん
か
ら
学
ん
だ
の
で
は
な
い

で
あ
ら
う
か
？
　
字
眼
と
は
一
字
の
工こう
の
為
に
一
句
を
穎
異
え
い
い
な
ら
し
め
る
も

の
で
あ
る
。
例
へ
ば
下
に
引
用
す
る 
岑  

参 
し
ん
し
ん

の
一
聯
に
徴
ち
よ
うす
る
が
よ
い
。

　
　
　
孤
燈
燃○

客
夢
　
寒
杵
搗○

郷
愁

　
け
れ
ど
も
学
ん
だ
と
断
言
す
る
の
は
勿
論
頗
る
危
険
で
あ
る
。
芭
蕉
は
お

の
づ
か
ら
海
彼
岸
の
詩
人
と
同
じ
表
現
法
を
捉
へ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
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し
下
に
挙
げ
る
一
句
も
や
は
り
暗
合
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
か
？

　
　
　
鐘
消﹅
え﹅
て﹅
花
の
香
は
撞﹅
く﹅
夕
べ
か
な

　
僕
の
信
ず
る
所
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に 

朱 

飲 

山 

し
ゆ
い
ん
さ
ん
の 

所  

謂 

い
は
ゆ
る

倒
装

法
を
俳
諧
に
用
ひ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
紅○

稲○

啄
残
鸚○

鵡○

粒
　
碧○

梧○

棲
老
鳳○

凰○

枝

　
上
に
挙
げ
た
の
は
倒
装
法
を
用
ひ
た
、
名
高
い
杜
甫
の
一
聯
で
あ
る
。
こ

の
一
聯
を
尋
常
に
云
ひ
下
せ
ば
、
「
鸚○

鵡○

啄
残
紅○

稲○

粒
　
鳳○

凰○

棲
老
碧○

梧○

枝
」

と
名
詞
の
位
置
を 

顛  

倒 

て
ん
た
う

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
芭
蕉
の
句
も
尋
常
に
云
ひ

下
せ
ば
、
「
鐘
搗﹅
い﹅
て﹅
花
の
香
消﹅
ゆ﹅
る﹅
夕
べ
か
な
」
と
動
詞
の
位
置
の
顛
倒

す
る
筈
で
あ
る
。
す
る
と
一
は
名
詞
で
あ
り
、
一
は
又
動
詞
で
あ
る
に
も
せ

よ
、
こ
れ
を
俳
諧
に
試
み
た
倒
装
法
と
考
へ
る
の
は
必
し
も
独
断
と
は
称
し
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難
い
で
あ
ら
う
。

　
蕪
村
の
海
彼
岸
の
文
学
に
学
ぶ
所
の
多
か
つ
た
こ
と
は
前
人
も
屡
し
ば
し
ば云
ひ
及

ん
で
ゐ
る
。
が
、
芭
蕉
の
は
ど
う
云
ふ
も
の
か
、
余
り
考
へ
る
人
も
ゐ
な
か

つ
た
ら
し
い
。
（
も
し
一
人
で
も
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
鐘
消
え
て
」
の

句
の
こ
と
な
ど
は
と
う
の
昔
に
気
づ
い
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
）
し
か
し 

延  

え
ん
ぱ

宝 う
天
和
て
ん
な
の
間かん
の
芭
蕉
は
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
「  

憶  

老  

杜  

ラ
ウ
ト
ヲ
オ
モ
フ

、

 

髭  

風 

ヒ
ゲ
カ
ゼ

ヲ
吹フイ
テ
暮
秋
ボ
シ
ウ
歎タン
ズ
ル
ハ
誰タ
ガ
子コ
ゾ
」
「
夜
着
は
重
し
呉
天
ご
て
ん
に
雪
を
見

る
あ
ら
ん
」
以
下
、
多
数
に
海
彼
岸
の
文
学
を
飜
案
し
た
作
品
を
残
し
て
ゐ

る
。
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
芭
蕉
は
「  

虚    

栗  

み
な
し
ぐ
り

」
（
天
和
三
年

上
梓
）
の
跋ばつ
の
後
に
「
芭
蕉
洞○

桃
青
」
と
署
名
し
て
ゐ
る
。
「
芭
蕉
庵○

桃
青
」

は
必
し
も
海
彼
岸
の
文
学
を
聯
想
せ
し
め
る
雅
号
で
は
な
い
。
し
か
し
「
芭
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蕉
洞○

桃
青
」
は
「  

凝    

烟    

肌    

帯    

緑    

映    

日    

瞼    

粧    

紅  

ギ
ヨ
ウ
エ
ン
キ
ミ
ド
リ
ヲ
オ
ビ
ヒ
ニ
エ
イ
ジ
テ
ケ
ン
ク
レ
ナ
ヰ
ヲ
ヨ
ソ
ホ
フ

」
の

詩
中
の
趣
お
も
む
きを
具
へ
て
ゐ
る
。
（
こ
れ
は
勝
峯
晉
風
氏
も
「
芭
蕉
俳
句
定
本
」

の
年
譜
の
中
に
「
洞○

の
一
字
を
見
落
し
て
な
ら
ぬ
」
と
云
つ
て
ゐ
る
。
）
す

る
と
芭
蕉
は
　
　
少
く
と
も
延
宝
天
和
の
間
の
芭
蕉
は
、
海
彼
岸
の
文
学
に

少
な
か
ら
ず
心
酔
し
て
ゐ
た
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
多
少
の
危
険

さ
へ
冒をか
せ
ば
、
談
林
風
の
鬼
窟
裡

き
く
つ
り

に
堕
在
だ
ざ
い
し
て
ゐ
た
芭
蕉
の
天
才
を 

開  

眼 

か
い
げ
ん

し
た
も
の
は
、
海
彼
岸
の
文
学
で
あ
る
と
も
云
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
か

う
云
ふ
芭
蕉
の
俳
諧
の
中
に
、
海
彼
岸
の
文
学
の
痕
跡
の
あ
る
の
は
、
勿
論

不
思
議
が
る
に
は
当
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
偶
た
ま
た
ま、
「
芭
蕉
俳
句
定
本
」
を
読
ん

で
ゐ
る
う
ち
に
、
海
彼
岸
の
文
学
の
影
響
を
考
へ
た
か
ら
、
「
芭
蕉
雑
記
」

の
後
に
加
へ
る
こ
と
に
し
た
。
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附
記
。
芭
蕉
は
夙つと
に
伊
藤 

坦  

庵 

た
ん
あ
ん

、
田
中 

桐  

江 

と
う
か
う

な
ど
の
学
者
に
漢
学

　
　
を
学
ん
だ
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
芭
蕉
の
蒙
か
う
むつ
た
海
彼
岸
の
文

　
　
学
の
影
響
は
寧
ろ
好
ん
で
詩
を
作
つ
た
山
口
素
堂
そ
だ
う
に
発
す
る
の
か
も
知

　
　
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
十
二
　
詩
人

　
蕉
風
の
付つ
け
合あひ
に
関
す
る
議
論
は
樋
口
功
い
さ
を氏
の
「
芭
蕉
研
究
」
に
頗
す
こ
ぶる
明

快
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
尤
も
僕
は
樋
口
氏
の
や
う
に
、
発
句
は
蕉
門
の
竜り

     

象   

ゆ
う
ざ
う

を
始
め
蕪
村
も
甚
だ
芭
蕉
に
は
劣
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
は
信
ぜ
ら
れ

な
い
。
が
、
芭
蕉
の
付
け
合
の
上
に
古
今
独
歩
の
妙
の
あ
る
こ
と
は
ま
こ
と
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に
樋
口
氏
の
議
論
の
通
り
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
元
禄
の
文
芸
復
興
の
蕉
風

の
付
け
合
に
反
映
し
て
ゐ
た
と
云
ふ
の
は
如
何
に
も
同
感
と
云
は
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

　
芭
蕉
は
少
し
も
時
代
の
外
に
孤
立
し
て
ゐ
た
詩
人
で
は
な
い
。
い
や
、
寧

ろ
時
代
の
中
に
全
精
神
を
投
じ
た
詩
人
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
そ
の
間
口
の
広

さ
の
芭
蕉
の
発
句
に
現
れ
な
い
の
は
こ
れ
も
樋
口
氏
の
指
摘
し
た
や
う
に
発

句
は
唯
「
わ
た
く
し
詩
歌
」
を
本
道
と
し
た
為
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

蕪
村
は
こ
の
金
鎖
き
ん
さ
を
破
り
、
発
句
を
自
他 

無 

差 

別 

む
し
や
べ
つ

の
大 

千 

世 

界 

だ
い
せ
ん
せ
か
い

へ
解
放

し
た
。
「
お
手
打
て
う
ち
の
夫
婦
な
り
し
を  
衣    

更  
こ
ろ
も
が
へ

」
「
負
け
ま
じ
き
相
撲
を
寝

物
語
か
な
」
等
は
こ
の
解
放
の
生
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
芭
蕉
は
許
六
の
「
名

将
の
橋
の
反そり
見
る
扇
か
な
」
に
さ
へ
、
「
此
句
は
名
将
の
作
に
し
て
、
句
主
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の
手
柄
は
少
し
も
無
し
」
と
云
ふ
評
語
を
下
し
た
。
も
し
「
お
手
打
の
夫
婦
」

以
下
蕪
村
の
作
品
を
見
た
と
す
れ
ば
、
後
代
の
豎
子
じ
ゆ
し
の
悪
作
劇
に
定
め
し
苦

い
顔
を
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
勿
論
蕪
村
の
試
み
た
発
句
解
放
の
善
悪
は
お

の
づ
か
ら
問
題
を
異
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
芭
蕉
の
付
け
合
を
見

ず
に
、
蕪
村
の
小
説
的
構
想
な
ど
を
前
人
未
発
の
や
う
に
賞
揚
す
る
の
は
甚

だ
し
い
片
手
落
ち
の
批
判
で
あ
る
。

　
念
の
為
に
も
う
一
度
繰
り
返
せ
ば
、
芭
蕉
は
少
し
も
時
代
の
外
に
孤
立
し

て
ゐ
た
詩
人
で
は
な
い
。
最
も
切
実
に
時
代
を
捉
へ
、
最
も
大
胆
に
時
代
を

描
い
た
万
葉
集
以
後
の
詩
人
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
知
る
為
に
は
芭
蕉
の
付

け
合
を 

一  

瞥 

い
ち
べ
つ

す
れ
ば
好
い
。
芭
蕉
は
茶
漬
を
愛
し
た
な
ど
と
云
ふ
の
も
嘘

で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
ほ
ど
、
近
松
を
生
み
、
西
鶴
を
生
み
、
更
に
又
師も
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宣 
ろ
の
ぶ
を
生
ん
だ
元
禄
の
人
情
を  

曲    

尽  

き
よ
く
じ
ん

し
て
ゐ
る
。
殊
に
恋
愛
を
歌
つ
た

も
の
を
見
れ
ば
、
其
角
さ
へ  

木  

強  

漢  

ぼ
く
き
や
う
か
ん

に
見
え
ぬ
こ
と
は
な
い
。
況
い
は
んや
後

代
の
才
人
な
ど
は
空
也
く
う
や
の
痩
せ
か
、 

乾  

鮭 

か
ら
ざ
け

か
、
或
は
腎
気
じ
ん
き
を
失
つ
た
若
隠

居
か
と
疑
は
れ
る
位
で
あ
る
。

　
　
　 

狩  

衣 

か
り
ぎ
ぬ

を
砧
き
ぬ
たの
主ぬし
に
う
ち
く
れ
て
　
　
　
　
　
路
通
ろ
つ
う

　
　
　
　
わ
が 

稚  

名 

を
さ
な
な

を
君
は
お
ぼ
ゆ
や
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　

　
　
　
　
宮
に
召
さ
れ
し
う
き
名
は
づ
か
し
　
　
　
曾そ
良ら

　
　
　 

手  

枕 

た
ま
く
ら

に
細
き
か
ひ
な
を
さ
し
入いれ
て
　
　
　
　
芭
蕉
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殿  

守 

と
の
も
り

が
ね
ぶ
た
が
り
つ
る
朝
ぼ
ら
け
　
　
　
千
里
せ
ん
り

　
　
　
　
兀は
げ
た
る
眉
を
隠
す
き
ぬ
ぎ
ぬ
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　

　
　
　
　
足
駄
あ
し
だ
は
か
せ
ぬ
雨
の
あ
け
ぼ
の
　
　
　
　 

越  

人 

を
つ
じ
ん

　
　
　
き
ぬ
ぎ
ぬ
や
あ
ま
り
か
細
く
あ
で
や
か
に
　
芭
蕉

　
　
　

　
　
　 

上  

置 

う
は
お
き

の
干
葉
ほ
し
な
き
ざ
む
も
う
は
の
空
　
　
　
　
野や
坡は

　
　
　
　
馬
に
出
ぬ
日
は
内
で
恋
す
る
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　

　
　
　
　
や
さ
し
き
色
に
咲
る
な
で
し
こ
　
　
　
　 

嵐  

蘭 

ら
ん
ら
ん

　
　
　
よ
つ
折
の
蒲
団
ふ
と
ん
に
君
が
丸まろ
く
ね
て
　
　
　
　
芭
蕉
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是
等
の
作
品
を
作
つ
た
芭
蕉
は
近
代
の
芭
蕉
崇
拝
者
の
芭
蕉
と
は
聊
い
さ
さか
異

つ
た
芭
蕉
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
「
き
ぬ
ぎ
ぬ
や
あ
ま
り
か
細
く
あ
で
や
か
に
」

は
枯
淡
な
る
世
捨
人
の
作
品
で
は
な
い
。 

菱  

川 

ひ
し
か
は

の
浮
世
絵
に 

髣  

髴 

は
う
ふ
つ

た
る

女
や 

若  

衆 

わ
か
し
ゆ

の
美
し
さ
に
も
鋭
い
感
受
性
を
震
は
せ
て
ゐ
た
、
多
情
な
る
元

禄
び
と
の
作
品
で
あ
る
。
「
元
禄
び
と
の
」
、
　
　
僕
は
敢
て
「
元
禄
び
と

の
」
と
言
つ
た
。
是
等
の
作
品
の
抒
情
詩
的
甘
露
味
は
か
の
化
政
度
の
通
人

な
ど
の
夢む
寐び
に
も
到
り
得
る
境
地
で
は
な
い
。
彼
等
は
年
代
を
数
へ
れ
ば
、

「
わ
が
稚
名
を
君
は
お
ぼ
ゆ
や
」
と
歌
つ
た
芭
蕉
と
、
僅
か
百
年
を
隔
つ
る

の
に
過
ぎ
ぬ
。
が
、
実
は
千
年
の
昔
に
「
常
陸
少
女

ひ
た
ち
を
と
め
を
忘
れ
た
ま
ふ
な
」
と

歌
つ
た
万
葉
集
中
の
女
人
よ
り
も
遙
か
に
縁
の
遠
い
俗
人
だ
つ
た
で
は
な
い
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か
？

　
　
　
　
　
十
三
　
鬼
趣

　
芭
蕉
も
あ
ら
ゆ
る
天
才
の
や
う
に
時
代
の  

好    

尚  

か
う
し
や
う

を
反
映
し
て
ゐ
る
こ

と
は
上
に
挙
げ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
著
し
い
例
の
一
つ
は
芭
蕉
の
俳
諧
に

あ
る
鬼
趣
き
し
ゆ
で
あ
ら
う
。
「
剪 
燈 
新 

話 
せ
ん
と
う
し
ん
わ

」
を
飜
案
し
た
浅
井
了
意
れ
う
い
の
「
御
伽
お
と
ぎ

婢
子
ば
ふ
こ
」
は  

寛    

文  

く
わ
ん
ぶ
ん

六
年
の 
上  
梓 

じ
や
う
し

で
あ
る
。
爾
来
じ
ら
い
か
う
云
ふ
怪
談
小
説
は

寛
政
頃
ま
で
流
行
し
て
ゐ
た
。
た
と
へ
ば
西
鶴
の
「
大
下
馬

お
ほ
げ
ば

」
な
ど
も
こ
の

流
行
の
生
ん
だ
作
品
で
あ
る
。  

正    

保  

し
や
う
は
う

元
年
に
生
れ
た
芭
蕉
は
寛
文
、
延え

   

宝 

ん
ぱ
う
、
天
和
て
ん
な
、  

貞    

享  

ぢ
や
う
き
や
う
を
経
、
元
禄
七
年
に
長
逝
し
た
。
す
る
と
芭
蕉
の
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一
生
は
怪
談
小
説
の
流
行
の
中
に
終
始
し
た
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
為
に
芭
蕉
の
俳
諧
も
　
　
殊
に
ま
だ
怪
談
小
説
に
対
す
る
一
代
の
興
味

の
新
鮮
だ
つ
た
「  

虚    

栗  

み
な
し
ぐ
り

」
以
前
の
俳
諧
は
時
々
鬼
趣
を
弄
も
て
あ
そん
だ
、
巧
妙

な
作
品
を
残
し
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
下
の
例
に
徴
す
る
が
好
い
。

　
　
　 

小 

夜 

嵐 

さ
よ
あ
ら
し

と
ぼ
そ
落
ち
て
は
堂
の
月
　
　
　
　 

信  

徳 

し
ん
と
く

　
　
　
　
古
入
道
は
失
せ
に
け
り
露
　
　
　
　
　
　 

桃  

青 

た
う
せ
い

　
　
　

　
　
　
　
か
ら
尻
沈
む
淵
は
あ
り
け
り
　
　
　
　
　
信
徳

　
　
　
小
蒲
団
に
大
蛇
を
ろ
ち
の
恨
み  

鱗    
形  

う
ろ
こ
が
た

　
　
　
　
　
　
桃
青
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気  

違 

き
ち
が
ひ

を
月
の
さ
そ
へ
ば
忽
た
ち
ま
ちに
　
　
　
　
　
　
桃
青

　
　
　
　
尾
を
引
ず
り
て
森
の
下
草
　
　
　
　
　
　 

似  

春 

じ
し
ゆ
ん

　
　
　

　
　
　
　
夫つま
は
山
伏
あ
ま
の
呼
び
声
　
　
　
　
　
　
信
徳

　
　
　
一
念
の
鱣
う
な
ぎと
な
つ
て
七なな
ま
と
ひ
　
　
　
　
　
桃
青

　
　
　

　
　
　  

骨    

刀  

こ
つ
が
た
な 

土 

器 
鍔 

か
は
ら
け
つ
ば
の
も
ろ
き
な
り
　
　
　
　
　
　
其
角

　
　
　
　
痩
せ
た
る
馬
の
影
に
鞭
う
つ
　
　
　
　
　
桃
青

　
　
　

　
　
　
　
山
彦
嫁
を
だ
い
て
う
せ
け
り
　
　
　
　
　
其
角

　
　
　
忍
び
ふ
す
人
は
地
蔵
に
て 

明  

過 

あ
け
す
ぐ

し
　
　
　
　
桃
青
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釜
か
ぶ
る
人
は
忍
び
て
別
る
な
り
　
　
　
　
其
角

　
　
　
　
槌つち
を
子
に
抱
く
ま
ぼ
ろ
し
の
君
　
　
　
　
桃
青

　
　
　

　
　
　
　
今
其その
と
か
げ 

金  

色 

こ
ん
じ
き

の
王
　
　
　
　
　
　
　 

峡  

水 

け
ふ
す
ゐ

　
　
　
袖
に
入
る  
螭    
竜  

あ
ま
り
よ
う

夢ゆめ
を
契ちぎ
り
け
む
　
　
　
　
　
桃
青

　
是
等
の
作
品
の
或
も
の
は
滑
稽
で
あ
る
の
に
も
違
ひ
な
い
。
が
、
「
痩
せ

た
る
馬
の
影
」
だ
の
「
槌
を
子
に
抱
く
」
だ
の
の
感
じ
は
当
時
の
怪
談
小
説

よ
り
も
寧
ろ
も
の
凄
い
位
で
あ
る
。
芭
蕉
は
蕉
風
を
樹
立
し
た
後
、
殆
ど
鬼

趣
に
は
縁
を
断た
つ
て
し
ま
つ
た
。
し
か
し
無
常
の
意
を
寓
し
た
作
品
は
た
と
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ひ
鬼
趣
で
は
な
い
に
も
せ
よ
、
常
に
云
ふ
可
ら
ざ
る
鬼
気
を
帯
び
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
骸
骨
の
画
に

　
　
　
夕
風
や  

盆  

挑  

灯  

ぼ
ん
ぢ
や
う
ち
ん

も
糊
ば
な
れ

　
　
　
　
　
本
間
主
馬
し
ゆ
め
が
宅
に
、
骸
骨
ど
も
の
笛
、

　
　
　
　
　
鼓
を
か
ま
へ
て
能のう
す
る
所
を
画
き
て
、

　
　
　
　
　
壁
に
掛
け
た
り
（
下
略
）

　
　
　
稲
妻
や
か
ほ
の
と
こ
ろ
が
薄
す
す
きの
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
二
年
　
十
三
年
）
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の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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