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京
都
か
ら
『
種
ふ
く
べ
』
と
い
う
俳
諧
の
雑
誌
を
出
す
か
ら
、
私
に
も
何

か
一
つ
書
け
と
の
事
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
昨
年
来
俳
句
の
流
行
に
つ
れ
て
各

地
に
そ
の
雑
誌
が
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
に
、
昔
か
ら
の
都
で
あ
っ
た

京
都
に
何
も
な
い
と
い
う
は
不
釣
合
な
事
で
あ
る
か
ら
、
『
種
ふ
く
べ
』
の

出
る
の
は
誠
に
適
当
な
事
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
雑
誌
の
発
育
は
か

な
り
困
難
な
も
の
で
、
寄
合
世
帯
の
よ
う
で
は
到
底
永
続
せ
ぬ
事
は
明
か
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
雑
誌
を
己
お
の
れの
生
命
と
思
う
ほ
ど
の
人
が
一
人
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ぬ
。
な
ぐ
さ
み
に
出
す
雑
誌
な
ら
ば
、
盛
さ
か
んに
な
ろ
う
と
衰
え
よ
う
と

構
わ
ぬ
と
は
い
う
も
の
の
、
と
に
か
く
一
度
生
れ
た
子
は
な
る
べ
く
無
病
息

災
で
あ
る
の
が
親
の
望
む
所
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
ど
こ
ま
で
も
『
種
ふ
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く
べ
』
の
無
病
息
災
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
私
が
こ
こ
に
掲
げ
ま
し
た
「
俳
句
上
の
京
と
江
戸
」
と
い
う
題
は
、

俳
句
上
で
は
非
常
の
大
問
題
で
、
ま
た
極
め
て
面
白
い
問
題
で
、
従
っ
て
こ

れ
を
論
ず
る
と
甚
だ
長
く
な
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
十
分
一
冊
の
本
に
な
り

ま
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
大
体
の
輪
郭
を
画
く
に
止
め
て
置
き
ま
す
。

　
徳
川
時
代
の
俳
句
界
の
中
心
は
何
処
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
京
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。
江
戸
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
京
か
江
戸
か
の
二
つ
の
内
で
あ
る

と
い
う
事
は
誰
も
異
論
は
あ
り
ま
す
ま
い
が
、
ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
人
々
に

よ
っ
て
違
い
ま
し
ょ
う
。
江
戸
の
人
に
言
わ
せ
る
と
、
「
俳
諧
と
蕎そ
麦ば
は
江

戸
に
限
る
」
と
芭
蕉
の
い
わ
れ
た
通
り
で
、
俳
諧
は
こ
っ
ち
の
も
の
だ
、
と

い
う
よ
う
な
事
を
言
う
て
威
張
る
。
京
の
人
に
言
わ
せ
る
と
、
我
々
こ
そ
芭
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蕉
の
正
統
を
継
い
だ
者
で
あ
っ
て
、
江
戸
の
俳
諧
は
外
道
げ
ど
う
で
あ
る
、
と
い
う

よ
う
な
事
を
言
う
て
威
張
る
。
も
し
今
の
京
の
人
に
言
わ
せ
た
ら
、
芭
蕉
の

正
統
な
ど
と
は
言
う
ま
い
が
、
そ
の
代
り
に
、
蕪
村
は
お
れ
の
方
じ
ゃ
、
と

言
わ
る
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
に
こ
の
相
撲
は
軍
配
を
あ
げ
る
事
の
出
来

ぬ
取
組
で
あ
っ
て
、
東
へ
あ
げ
れ
ば
西
か
ら
物
い
い
が
つ
く
、
西
へ
あ
げ
れ

ば
東
か
ら
物
い
い
が
つ
く
、
と
い
う
む
つ
か
し
い
勝
負
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
公
平
に
考
え
て
見
ま
す
る
に
、
や
は
り
無
勝
負
の
持じ
と
い
う
が
正
当
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
け
だ
し
徳
川
時
代
の
俳
句
界
は
一
個
の
中
心
点
を
持
っ
た
正

円
形
で
は
な
く
て
、
い
わ
ば
二
個
の
焼
点
を
持
っ
た
橢
円
形
の
よ
う
な
者
で

あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
ら
ば
俳
句
界
は
な
ぜ
円
形
に
な
ら
ず
に
橢
円

形
に
な
っ
た
か
と
申
し
ま
す
る
と
、
そ
れ
は
徳
川
時
代
の
政
治
界
が
橢
円
で
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あ
っ
た
た
め
で
あ
り
ま
す
。

　
全
体
に
お
い
て
は
無
勝
負
と
い
う
事
に
し
ま
し
て
も
、
あ
る
時
代
々
々
で

取
組
ん
で
見
る
と
、
互
に
勝
負
が
あ
っ
て
面
白
い
か
ら
、
少
し
く
時
代
の
比

較
を
や
っ
て
見
ま
し
ょ
う
。

　
第
一
は 

貞  
徳 

て
い
と
く

時
代
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
貞
徳
が
已
に
京
に
い
た
位

で
あ
る
し
、
殊こと
に
こ
の
頃
は
ま
だ
江
戸
草
創
の
際
で
、
東
武
で
は
な
か
な
か

文
学
な
ど
い
う
優
長
な
事
を
や
っ
て
居
る
余
地
が
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、

俳
人
と
い
う
は
大
概
京
の
人
が
し
め
て
お
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
取
組
は
無

論
京
が
勝
で
す
。

　
第
二
は 

談  

林 

だ
ん
り
ん

時
代
で
す
。
こ
の
時
代
は
江
戸
で
も
文
学
勃
興
の
機
運
が

向
い
て
来
た
の
で
、
大
分
盛
さ
か
んに
な
っ
て
い
ま
し
た
。
現
に
『
談
林  

十  

百  

と
っ
ぴ
ゃ
く
い
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韻  ん
』
と
い
う
の
は
江
戸
で
出
来
た
位
で
、
談
林
の
本
家
本
元
は
江
戸
だ
か

京
だ
か
大
阪
だ
か
分
ら
ぬ
程
の
事
で
す
。
し
か
し
こ
の
時
代
は
長
い
時
代
で

も
な
く
、
か
つ
三
都
共
に
一
時
は
盛
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
が
い
ず
れ
と
細くわ
し

い
事
は
知
り
ま
せ
ぬ
か
ら
、
こ
の
勝
負
は
暫
し
ば
らく
預
り
と
し
て
置
き
ま
す
。

　
第
三
は
元
禄
時
代
で
す
。
こ
の
時
代
は
両
都
共
に
名
人
が
沢
山
出
ま
し
た

が
、
こ
の
時
代
を
造
っ
た
本
尊
の
芭
蕉
は
京
と
も
つ
か
ず
江
戸
と
も
つ
か
ず

で
、
真
中
に
ふ
ら
ふ
ら
と
し
て
居
る
。
去
年
は
江
戸
で
く
ら
し
た
か
ら
今
年

は
京
で
く
ら
そ
う
と
い
う
よ
う
な
事
で
、
意い
地じ
公く
事じ
な
し
に
愛
を
分
っ
て
い

る
。
芭
蕉
が
こ
う
い
う
風
に
立
ち
働
い
た
た
め
に
、
江
戸
に
も
京
に
も
名
人

が
出
た
と
い
う
て
も
宜
し
い
が
、
ま
た
一
方
よ
り
い
う
と
両
都
共
に
善
い
弟

子
が
あ
っ
た
か
ら
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
幾
度
も
往
来
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
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う
。
こ
の
時
代
の
俳
人
と
い
え
ば
、
江
戸
に
は
其
角
き
か
く
と
い
う
大
た
て
者
が
あ

っ
て
、
句
も
う
ま
い
が
、
弟
子
も
多
く
、
著
書
も
し
た
た
か
あ
る
と
い
う
訳

で
、
一
人
で
江
戸
を
背
負
っ
て
立
つ
と
い
う
勢
で
す
。
次
に 

嵐  

雪 

ら
ん
せ
つ

に
も
相

応
の
弟
子
が
あ
っ
て
、
そ
の
弟
子
も
善
く
作
る
の
で
、
暗
に
其
角
と 

頡  

頏 

け
っ
こ
う

し
て
い
る
。
そ
の
外
に
は
い
う
べ
き
ほ
ど
の
人
は
な
い
。
さ
て
京
の
方
は
と

い
う
と
、 

去  

来 

き
ょ
ら
い

と
い
う
大
た
て
者
が
い
て
、
い
つ
も
其
角
と
睨にら
み
あ
っ
て

居
る
の
で
、
こ
の
二
人
が
東
西
の
両
大
関
に
な
っ
て
居
る
で
す
。
し
か
し
去

来
に
は 

風  

国 

ふ
う
こ
く

、
野
明
や
め
い
位
よ
り
外
に
弟
子
が
な
い
。
こ
の
点
で
は
其
角
に
負

け
て
い
る
。
そ
の
上
去
来
の
外
に
京
の
俳
人
と
い
う
の
も
、  

凡    

兆  

ぼ
ん
ち
ょ
う

を
除

け
ば
外
に
一
人
も
な
い
で
す
。
そ
の
代
り
近
江
お
う
み
に
は
沢
山
の
俳
人
が
出
ま
し

た
。
こ
れ
は
京
で
は
な
い
が
、
非
常
に
近
い
処
だ
か
ら
、
京
に
準
じ
て
論
じ
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ま
す
。
近
江
に
は  

丈    

草  

じ
ょ
う
そ
う

、 

許  

六 

き
ょ
り
く

、  

尚    

白  

し
ょ
う
は
く

、
智
月
ち
げ
つ
、 

乙  

州 

お
と
く
に

、
千せ

那んな
、 
正  

秀 
ま
さ
ひ
で

、  

曲    

翠  

き
ょ
く
す
い

、 

珍  

碩 

ち
ん
せ
き

、
李
由
り
ゆ
う
、 

毛  

紈 

も
う
が
ん

、
程
已
て
い
い
な
ど
と
申
す

よ
う
に
夥
お
び
た
だし
く
出
て
、
皆
腕
こ
き
の
し
た
た
か
者
で
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
京

と
近
江
と
合
併
し
て
江
戸
に
当
る
と
す
れ
ば
、
誠
に 

恰  

好 

か
っ
こ
う

な
取
組
で
あ
っ

て
、
勝
負
は
互
角
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
京
、
近
江
の
方
が

優
勢
か
も
知
れ
な
い
で
す
。

　
第
四
は  

享    

保  

き
ょ
う
ほ
う

時
代
で
す
。
こ
れ
は
享
保
時
代
と
申
し
ま
し
て
も
、
正し

     

徳   

ょ
う
と
く

頃
か
ら
宝
暦
頃
ま
で
を
含
ん
で
居
る
の
で
す
。
こ
の
時
代
は
俗
俳
は

盛
に
な
り
ま
し
た
が
、
少
し
も
名
人
の
出
な
い
時
代
で
、
俳
諧
史
よ
り
い
う

と
、
衰
微
時
代
の
中
絶
時
代
の 

寂  

寞 

せ
き
ば
く

時
代
と
も
申
す
べ
き
時
代
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
江
戸
に
は
『
五
色
墨
』
だ
の
何
だ
の
と
多
少
の
俳
人
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は
あ
り
ま
し
た
。
談
林
も
振
わ
ぬ
な
が
ら
に
少
し
は
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
京
の
方
に
は
さ
っ
ぱ
り
善
い
も
悪
い
も
俳
人
が
な
い
で
す
。
あ
る
と
い

え
ば
僅
わ
ず
かに
移
竹
い
ち
く
が
あ
る
位
だ
。
そ
う
い
う
訳
で
す
か
ら
、
貞
徳
時
代
に
京
が

全
勝
を
占
め
た
と
反
対
に
、
享
保
時
代
は
江
戸
が
全
勝
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
第
五
は
天
明
時
代
で
す
。
こ
れ
も
明
和
か
ら
寛
政
頃
ま
で
を
含
ん
で
お
る

の
で
す
が
、
こ
の
時
代
は
元
禄
時
代
と
共
に
俳
句
の
最
隆
盛
を
極
め
た
時
で

す
か
ら
、
両
都
共
に
、
名
人
も
沢
山
出
る
、
名
句
も
沢
山
出
る
、
書
籍
も
沢

山
出
る
、
と
い
う
訳
で
、
そ
の
勢
は
非
常
な
者
で
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

勝
は
い
う
ま
で
も
な
く
京
に
あ
り
ま
す
。
何
し
ろ
蕪
村
と
い
う
怪
物
が
京
に

出
た
の
で
す
か
ら
、
啻ただ
に
当
時
の
天
下
を
動
か
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
古
い
に
し
えの

俳
風
を
一
変
し
て
、
明
治
の
新
俳
風
の
種
を
蒔ま
い
て
置
い
た
位
で
す
。
そ
の
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怪
力
に
か
な
う
者
は
江
戸
に
も
地
方
に
も
固
よ
り
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の

上
に
ま
だ
太
祇
た
い
ぎ
と
い
う
名
人
も
京
に
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
者
の
力
も
非
常

な
者
で
あ
っ
て
、
蕪
村
で
も
う
っ
か
り
す
る
と
土
俵
か
ら
押
し
出
さ
れ
そ
う

な
の
で
す
か
ら
、
江
戸
に
も
何
処
に
も
、
蕪
村
の
外
に
敵
は
あ
り
は
し
な
い
。

こ
の
二
人
が
あ
る
さ
え
京
に
偏
重
し
て
居
る
の
に
、
ま
だ
こ
の
外
に
几
董
き
と
う
も

京
に
い
た
、
こ
れ
も
や
は
り
蕪
村
、
太
祇
を
除
い
た
ら
敵
は
な
い
の
で
す
。

ま
だ
そ
の
下
に 

闌  

更 

ら
ん
こ
う

と
い
う
ふ
ん
ど
し
か
つ
ぎ
が
お
り
ま
す
。
こ
の
男
も

江
戸
に
い
た
ら
大
関
と
い
っ
て
関
脇
と
下
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が

京
で
は
ふ
ん
ど
し
か
つ
ぎ
に
相
当
す
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
優
勢
な
事
は
思

い
や
ら
れ
る
で
す
。
そ
う
し
て
江
戸
の
方
は
と
い
う
と
、 

蓼  

太 

り
ょ
う
た

、
白
雄
し
ら
お
ら

が
門
戸
を
張
っ
て
や
っ
て
居
る
の
で
、
雑
兵
こ
そ
非
常
な
人
数
で
あ
る
け
れ
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ど
、
到
底
京
に
敵
す
る
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
有
様
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ

に
一
言
し
て
置
き
た
い
の
は
、
蕪
村
も
太
祇
も
江
戸
で
修
業
し
て
京
で  

成  

じ
ょ
う

  

就  

じ
ゅ

し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
事
で
す
。

　
第
六
は
俗
俳
時
代
で
す
。
こ
れ
は
仮
に
つ
け
た
名
で
、
文
化
以
後
明
治
以

前
を
ひ
っ
く
る
め
て
い
う
の
で
す
。
こ
の
時
代
の
初
は
じ
めの
方
に
は
、
江
戸
で
は

白
雄
、
蓼
太
の
門
弟
が
あ
っ
て
、
そ
の
外
に
成
美
せ
い
び
な
ど
も
い
る
。
京
で
は
蕪

村
の
系
統
は
既
に
絶
え
て
、
僅
に 

月  

居 

げ
つ
き
ょ

が
残
っ
て
居
る
位
、
そ
の
外
は
蒼そ

     

虬   

う
き
ゅ
う

、 

梅  

室 

ば
い
し
つ

な
ど
い
う
く
だ
ら
ぬ
奴
が
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
江
戸

の
方
が
勝
で
す
。

　
右
の
よ
う
な
次
第
で
、
京
と
江
戸
と
は
時
代
に
よ
り
て
一
勝
一
敗
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
全
体
の
上
で
無
勝
負
と
し
た
訳
で
す
。
も
っ
と
も
俳
句
界
の
盛
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時
と
い
う
べ
き
元
禄
と
天
明
と
で
比
較
す
る
と
、
元
禄
は
持じ
で
、
天
明
は
京

の
勝
な
の
で
す
か
ら
、
全
体
の
上
で
京
の
勝
と
い
う
て
も
宜
し
い
の
で
す
。

し
か
し
ま
た
一
方
か
ら
見
る
と
、
京
の
俳
句
界
は
不
規
則
に
断
続
し
て
い
て
、

江
戸
の
は
い
つ
も
盛
に
継
続
し
て
い
る
。
殊
に
太
祇
、
蕪
村
な
ど
は
京
の
台

木
へ
江
戸
の
椄
穂
つ
ぎ
ほ
を
椄つ
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
を
全
く
蹈ふ
み
倒

す
訳
に
も
行
か
ず
、
先
ず
無
勝
負
と
し
て
置
く
が
善
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
今
ま
で
は
京
と
江
戸
の
俳
人
の
比
較
を
し
て
見
た
の
で
す
が
、
今
度
は
京

と
江
戸
の
俳
風
の
比
較
を
し
て
見
た
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
俳
風
の
比
較

と
い
う
は
、
俳
人
の
比
較
よ
り
も
趣
味
の
多
い
問
題
で
あ
る
か
ら
、
細くわ
し
く

や
っ
て
見
た
い
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
余
り
長
く
な
り
ま
す
か
ら
、
少
し

く
や
っ
て
見
ま
し
ょ
う
。

13



　
京
と
江
戸
の
俳
風
を
比
較
す
る
に
は
、
先
ず
初
に
、
大
体
の
上
に
京
風
、

江
戸
風
と
い
う
お
の
お
の
の
特
色
が
あ
る
か
な
い
か
を
仮
定
し
て
、
そ
の
後

に
各
句
を
比
較
し
て
、
仮
定
の
当
否
を
吟
味
す
る
が
分
り
や
す
か
ろ
う
と
思

う
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
総
論
を
し
て
置
き
ま
す
。
私
の
考
で
は
京
に
は
京
風
、

江
戸
に
は
江
戸
風
と
い
う
特
色
が
あ
っ
て
、
京
の
俳
句
は
、
何い
時つ
の
時
代
で

も
誰
の
派
で
も
誰
の
作
で
も
、
多
少
の
変
化
あ
る
内
に
一
種
の
京
の
分
子
が

這は
入い
っ
て
居
る
、
そ
れ
だ
か
ら
甲
の
人
と
乙
の
人
と
は
大
変
に
違
う
て
居
る

よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
江
戸
の
人
の
に
比
べ
る
と
、
江
戸
の
句
と
は
大
変

に
違
う
て
、
か
え
っ
て
甲
と
乙
と
に
何
処
か
似
よ
り
を
感
ず
る
、
そ
の
似
よ

り
が
即
ち
京
風
な
の
で
す
。
江
戸
風
の
江
戸
に
お
け
る
も
同
じ
訳
で
あ
り
ま

す
。
し
か
ら
ば
そ
の
京
風
と
江
戸
風
は
ど
う
い
う
工
合
ぐ
あ
い
に
違
う
か
と
い
い
ま
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す
る
と
、
京
風
は
や
わ
ら
か
で
、
江
戸
風
は
強
い
で
す
。
京
の
句
は
う
つ
く

し
く
て
、
江
戸
の
句
は
渋
い
で
す
。
京
の
は
濃
厚
で
、
江
戸
の
は
淡
泊
で
す
。

京
が
お
と
な
し
く
て
、
江
戸
は
気
が
利
い
て
い
ま
す
。
京
は
す
ら
り
と
し
て

居
る
が
、
江
戸
は
曲
り
く
ね
っ
て
居
る
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
並
べ
て
い
う
た
な

ら
ば
、
読
者
は
、
直
た
だ
ちに
、
そ
う
か
、
と
合
点
が
て
ん
せ
ら
る
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

俳
句
上
に
お
け
る
京
風
と
江
戸
風
と
の
比
較
は
、
風
俗
習
慣
性
質
に
お
け
る

京
風
、
江
戸
風
の
比
較
と
少
し
も
変
っ
た
事
は
な
い
の
で
す
。
京
言
葉
、
江

戸
言
葉
の
比
較
と
も
変
り
ま
せ
ん
。
京
の
山
水
、
江
戸
の
山
水
の
比
較
と
も

変
り
ま
せ
ん
。
「
阿あ
呆ほ
言
い
な
は
れ
」
と
い
う
は
京
の
俳
調
で
あ
っ
て
、

「
何
だ  

此  

畜  

生  

こ
ん
ち
く
し
ょ
う

」
と
い
う
は
江
戸
の
俳
調
で
す
。
三
十
六
峰
が
庭
先
や

檐
端
の
き
ば
に
う
ね
く
っ
て
い
て
、
嵐
山
が
松
と
桜
と
楓
か
え
でと
絵
の
よ
う
に
並
ん
で
居
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る
の
は
京
の
俳
想
で
あ
り
ま
す
が
、
武
蔵
野
が
た
だ
ひ
ろ
び
ろ
と
広
が
っ
て

い
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
凹
凸
が
あ
っ
て
、
富
士
と
筑
波
が
左
右
に
見
え
る

と
い
う
の
は
江
戸
の
俳
想
で
あ
り
ま
す
。
公く
卿げ
が
衣
冠
を
つ
け
て 

牛  

車 

ぎ
っ
し
ゃ

で

 

参  

内 

さ
ん
だ
い

す
る
と
い
う
の
は
、
京
の
俳
趣
を
現
し
て
居
る
が
、
大
名
が
鳥
毛
の

槍
を
ふ
ら
せ
て
駕か
籠ご
で
登
城
す
る
と
い
う
の
は
、
江
戸
の
俳
趣
を
現
し
て
居

る
の
で
す
。
京
の
俳
句
と
江
戸
の
俳
句
と
は
、
た
し
か
に
そ
の
周
囲
の
情
況

の
た
め
に
支
配
せ
ら
れ
て
、
こ
の
差
別
を
来
し
た
の
に
違
い
あ
り
ま
す
ま
い
。

　
そ
こ
で
右
の
私
の
考
を
俳
句
の
実
例
に
つ
い
て
吟
味
し
て
見
ま
し
ょ
う
。

　
先
ず
元
禄
か
ら
始
め
ま
す
と
、
京
の
去
来
、
江
戸
の
其
角
と
い
う
は
い
ず

れ
も
極
端
に
京
と
江
戸
を
代
表
し
て
居
る
よ
う
で
す
。
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鎧
よ
ろ
い著
て
つ
か
れ
た
め
さ
ん 

土 

用 

干 

ど
よ
う
ぼ
し

　
　
　
　
　
　
去
来

と
お
と
な
し
く
上
品
に
出
る
処
は
去
来
の
本
領
で
あ
っ
て
、
即
ち
京
風
の
骨

髄
で
す
、
す
る
と
一
方
は

　
　
　
　
　
夜
著
を
著
て
あ
る
い
て
見
た
り
土
用
干
　
　
　
　
其
角

と
ど
こ
ま
で
も
軽
口
に
ひ
ょ
う
き
ん
に
出
掛
け
ま
す
。
こ
れ
は
其
角
の
本
領

で
江
戸
風
の
骨
髄
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
知
る
人
に
あ
は
じ
〳
〵
と
花
見
か
な
　
　
　
　
　
去
来

17



　
京
は
静
か
に

　
　
　
　
　
饅
頭
で
人
を
尋
ね
よ
山
桜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
角

　
江
戸
は
騒
々
し
い
で
す
。

　
　
　
　
　
何
事
ぞ
花
見
る
人
の
長
刀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
京
の
人
は
よ
け
て
通
り
ま
す
が
、
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寐
よ
と
す
れ
ば
棒
つ
き
廻
る
花
の
山
　
　
　
　
　
其
角

　
江
戸
子

え
ど
っ
こ

は
無
遠
慮
に
出
し
ゃ
ば
っ
て
け
ん
つ
く
を
く
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
御
神
楽

お
か
ぐ
ら

や
火
を
焚た
く
衛え
士じ
に
あ
や
か
ら
ん
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
誰
と
誰
が
縁
組
す
ん
で
里
神
楽
　
　
　
　
　
　
　
其
角

　
一
は
平
凡
で
、
一
は
奇
抜
で
す
。

　
　
　
　
　
老
武
者
と
指
や
さ
ゝ
れ
ん
玉
霰
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
も
の
ゝ
ふ
の
足
で
米
と
ぐ
霰
か
な
　
　
　
　
　
　
嵐
雪
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嵐
雪
も
其
角
に
似
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
月
見
せ
ん
伏
見
の
城
の  

捨    

郭  

す
て
ぐ
る
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
新
月
や 
内 

侍 

所 
な
い
し
ど
こ
ろ
の
棟
の
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嵐
雪

　
一
つ
は
捨
郭
と
大
き
く
い
い
は
な
し
て
置
き
ま
す
が
、
一
つ
は
棟
の
草
と

草
を
見
つ
け
ま
す
。

　
　
　
　
　
秋
風
や
白
木
の
弓
に
弦つる
は
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
つ
く
り
木
の
糸
を
ゆ
る
す
や
秋
の
風
　
　
　
　
　
嵐
雪
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品
格
か
ら
い
う
と
京
の
方
が
上
品
で
す
。

　
　
　
　
　
猫
の
子
の  

巾    

著  

き
ん
ち
ゃ
く

な
ぶ
る
涼
み
か
な
　
　
　
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
猫
の
子
の
く
ん
ず
ほ
ぐ
れ
つ
胡
蝶
か
な
　
　
　
　
其
角

　
そ
の
代
り
気
が
利き
く
方
か
ら
い
う
と
、
江
戸
の
方
が
気
が
利
い
て
居
る
で

し
ょ
う
。

　
こ
ん
な
に
一
句
や
二
句
を
並
べ
た
と
て
十
分
に
分
り
ま
せ
ん
が
、
沢
山
見

れ
ば
見
る
ほ
ど
、
京
と
江
戸
と
の
区
別
は
善
く
分
っ
て
来
ま
す
。 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

去

来
集
中
に
江
戸
風
の
句
も
あ
り
、
其
角
集
中
に
京
風
の
句
も
あ
り
ま
す
け
れ
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ど
、
全
体
の
上
で
ど
う
し
て
も
京
は
京
、
江
戸
は
江
戸
と
区
別
が
立
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
到
底
争
う
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
の
証
拠
に
は
、
去
来
自
身
が

既
に
其
角
の
句
を
好
ま
な
か
っ
た
の
で
、
其
角
に
向
っ
て
悪
口
の
手
紙
を
や

っ
た
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
其
角
は
返
事
し
な
か
っ
た
が
、
許
六
が
其
角

の
弁
護
を
し
た
の
で
、
か
え
っ
て
去
来
と
許
六
と
の
間
に
大
議
論
が
持
ち
あ

が
っ
た
よ
う
な
次
第
で
す
。
前
に
挙
げ
た
例
は
同
じ
題
を
択
び
ま
し
た
が
、

実
際
こ
の
二
人
の
句
集
を
見
る
と
、
自
ら
択
ん
で
作
っ
て
い
る
題
目
が
既
に

大おお
いに
違
う
て
お
り
ま
す
の
で
、
去
来
に
は
花
と
か
月
と
か
時
雨
と
か
尋
常
な

題
が
多
い
が
、
其
角
に
は
人
事
的
の
種
々
の
変
な
題
ま
で
網
羅
せ
ら
れ
て
居

る
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
蕪
村
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
少
し
変
則
で
す
。
蕪
村
の
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句
の 

磊  

落 

ら
い
ら
く

な
処
は
、
た
し
か
に
江
戸
風
が
侵
入
し
て
い
ま
し
て
、
純
粋
の

京
風
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
の
わ
け
は
前
に
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
蕪
村

は
江
戸
で
し
こ
ん
で
江
戸
の
代
物
を
京
に
持
っ
て
往いっ
た
の
で
す
か
ら
、
い
わ

ば
蕪
村
は
京
と
江
戸
と
両
方
の
長
所
を
取
っ
て
大
成
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

芭
蕉
は
京
と
江
戸
と
両
方
に
ぶ
ら
つ
い
て
い
ま
し
た
位
で
、
芭
蕉
の
句
に
は

種
々
の
変
化
が
あ
り
ま
す
が
、
大
ね
が 

上  

方 

か
み
が
た

そ
だ
ち
だ
け
に
、
ど
う
し
て

も
上
方
の
分
子
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
蕪
村
は
長
く
江
戸
に
い
た
た
め
に
、

巧
に
両
元
素
を
調
和
し
て
お
り
ま
す
。
も
っ
と
も
蕪
村
に
も
京
風
が
半
分
ま

じ
っ
て
居
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
、

　
　
　
　
　
雛ひな
祭
る
都
は
づ
れ
や
桃
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
蕪
村
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し
の
ゝ
め
に
小
雨
降
り
出
す
焼
野
か
な
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　 

狩  

衣 

か
り
ぎ
ぬ

の
袖
の
裏
這
ふ
蛍
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
春
う
す
づ
くや
穂
麦
が
中
の
水
車
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
欠
け
〳
〵
て
月
も
な
く
な
る
夜
寒
か
な
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
鶯
の
鳴
く
や
師
走
し
わ
す
の
羅
生
門
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
た
ん
ぽ
ゝ
の
忘
れ
花
あ
り
路
の
霜
　
　
　
　
　
　
同

と
い
う
よ
う
に
、
お
と
な
し
く
す
ら
す
ら
と
し
て
、
い
つ
も
平
和
の
気
象
が

あ
る
。
こ
の
平
和
の
気
象
が
江
戸
の
句
に
は
極
め
て
少
い
で
す
。
け
れ
ど
も

蕪
村
が
純
粋
の
京
風
で
な
い
事
は
、
蕪
村
の
句
が
京
に
は
や
ら
な
か
っ
た
の

で
も
分
り
ま
す
。
蕪
村
の
後
に
出
て
き
た
闌
更
が
純
粋
の
京
風
を
や
っ
て
大
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分
は
や
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
い
く
ら
か
蕪
村
な
ど
の
余
波
を
受
け
て
い

ま
し
た
だ
け
に
、
多
少
骨
の
あ
る
句
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
蒼
虬
が
出

ま
し
て
、
全
く
骨
な
し
の
句
を
こ
し
ら
え
て
、
そ
れ
が
大
そ
う
は
や
っ
た
者

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
京
の
厭
味
な
部
分
だ
け
を
取
っ
た
の
で
、
誠
に
下

ら
ぬ
者
で
す
。

　
　
　
　
　
鳥
鳴
く
や
梅
津
桂
の
薄
霞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闌
更

　
　
　
　
　
山
霞
み
海
紅
く
れ
な
いの
夕
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
春
風
や
ぬ
ぎ
か
け
袖
を
吹
き
渡
る
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
春
風
や
顔
薄
赤
き
頭
痛
病
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
春
風
や
君
紫
の
袖
か
づ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
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春
雨
や
鼓
は
る
か
に
家
中
町
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
紫
に
あ
け
ゆ
く
方
や
春
の
水
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
闌
更
の
句
は
総すべ
て
赤
だ
の
紫
だ
の
と
、 

友  

禅 

ゆ
う
ぜ
ん

見
た
よ
う
に
綺
麗
き
れ
い
に
や
ろ

う
と
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
江
戸
の
方
で
は
白
雄
を
挙
げ
て
も
善

い
の
で
す
が
、
蓼
太
、
白
雄
な
ど
い
う
と
江
戸
で
も
い
く
ら
か
京
が
ま
じ
っ

て
来
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
特
に
挙
ぐ
る
事
を
見
合
せ
ま
し
ょ
う
。
成

美
は
純
粋
の
江
戸
児
で
あ
り
な
が
ら
去
来
を
尊
ん
だ
の
で
、
そ
の
句
も
全
く

京
風
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
後
世
に
な
る
ほ
ど
流
派
が
混
じ
て
来

る
の
は
、
何
の
上
に
も
免
れ
な
い
事
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
京
の
蒼
虬
と
江
戸
の 

道  

彦 

み
ち
ひ
こ

と
の
比
較
は
、
両
方
と
も
極
端
に
走
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っ
て
い
て
面
白
い
か
ら
、
少
し
並
べ
て
見
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
紫
の
戸
を
左
右
へ
あ
け
て
花
の
春
　
　
　
　
　
　
蒼
虬

　
　
　
　
　
朝
雉
の
歩あ
行る
い
て
下
り
る
小
坂
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
山
水
や
桜
や
し
な
ふ
夜
の
音
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
ち
よ
つ
ぽ
り
と
菫
す
み
れ影
持
つ
西
日
か
な
　
　
　
　
　
同

と
や
わ
ら
か
に
や
さ
し
く
出
る
の
が
京
で
す
。

　
　
　
　
　
地
に
油
誰
が
こ
ろ
び
て
春
の
暮
　
　
　
　
　
　
　
道
彦

　
　
　
　
　
春
風
に
わ
が
名
か
へ
ば
や
京
太
郎
　
　
　
　
　
　
同
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山
人
や
薪
た
き
ぎに
す
と
て
木
の
実
植
う
る
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
田
螺
た
に
し
鳴
き
亀
鳴
く
頃
は
草
若
み
　
　
　
　
　
　
　
同

　
江
戸
の
方
は
趣
向
も
ひ
ね
く
っ
て
い
ま
す
が
、
言
葉
も
ひ
ね
く
っ
て
い
ま

す
。

　
　
　
　
　
広
沢
や
一
輪
見
ゆ
る 

燕 

子 

花 

か
き
つ
ば
た

　
　
　
　
　
　
　
　
蒼
虬

　
　
　
　
　
涼
し
さ
や
牛
も
根
笹
に
繋つな
が
れ
て
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
若
竹
の
葉
に
つ
く
月
の
光
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
五
月
雨
や
忘
れ
て
居
り
し
淡
路
嶋
　
　
　
　
　
　
同
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持
っ
て
来
る
者
が
京
は
尋
常
で
す
。

　
　
　
　
　
浮
蓮
に
魚
乗
ら
ん
と
ぞ
守
り
け
る
　
　
　
　
　
　
道
彦

　
　
　
　
　
楠
散
る
や
七
つ
下
り
の
書
物
よ
み
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
時
鳥
啼
い
て
江
上
数
峰
青
し
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
濡
色
や
袷
あ
わ
せ著
る
日
の
青
に
よ
ろ
り
　
　
　
　
　
　
同

　
持
っ
て
来
る
者
が
異
様
な
か
、
い
い
方
が
異
様
な
か
、
考
が
異
様
な
か
、

ど
こ
か
変
っ
た
処
を
見
せ
よ
う
と
い
う
の
が
江
戸
気
性
な
ん
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
野
の
末
の
雲
に
音
あ
る
霰
か
な
　
　
　
　
　
　
　
蒼
虬
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山
茶
花

さ
ざ
ん
か

の
日
和
や
山
の
お
し
か
ゝ
る
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
暮
れ
い
そ
ぎ
し
て
暮
れ
残
る
芒
す
す
きか
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
人
一
人
田
中
に
立
つ
て
け
さ
の
秋
　
　
　
　
　
　
同

　
い
く
つ
並
べ
て
も
同
じ
こ
と
で
す
が
、

　
　
　
　
　
霰
ふ
る
篶たけ
の
ま
が
き
や
子
は
ほ
し
き
　
　
　
　
　
道
彦

　
　
　
　
　
山
茶
花
も
二
本
は
植
ゑ
ぬ
宗
佐
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
泣
き
た
く
は
尾
花
が
く
れ
に
空
見
え
し
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　 

鴛  

鴦 

お
し
ど
り

の
子
の
思
ひ
羽
生
え
ん
秋
の
立
つ
　
　
　
　
同
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と
に
か
く
こ
う
い
う
よ
う
に
違
う
て
居
る
の
で
す
。

　
こ
の
外
月
並
的
の
俗
句
に
で
も
多
少
東
西
の
相
違
が
あ
る
か
ど
う
か
、
研

究
し
た
事
が
な
い
か
ら
知
り
ま
せ
ぬ
が
、
先
ず
な
い
と
見
て
善
い
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
て
こ
の
同
じ
よ
う
な
俗
調
は
江
戸
風
か
京
風
か
と
い
う

と
、
ど
う
し
て
も
京
風
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
で
す
が
、
も
っ
と
も

月
並
調
が
京
か
ら
来
て
江
戸
に
広
が
っ
た
と
い
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
江

戸
の
人
も
太
平
が
続
い
た
た
め
に
元
気
が
失う
せ
て
、
京
の
よ
う
な
や
さ
し
い

気
分
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
江
戸
児
が
堕
落
し
た
の
も
甚
だ
不
名

誉
で
あ
り
ま
す
が
、
京
人
が
蕪
村
を
忘
れ
て
蒼
虬
、
梅
室
を
あ
り
が
た
が
っ

た
の
も
、
甚
だ
不
見
識
の
事
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
先
ず
俳
風
の
比
較
も
こ
れ
位
に
て
止
め
て
置
き
ま
す
が
、
そ
の
次
に
京
風
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と
江
戸
風
と
は
ど
ち
ら
が
勝すぐ
れ
て
居
る
か
と
い
う
問
題
が
必
ず
起
り
ま
し
ょ

う
。
し
か
し
こ
れ
は
一
言
で
答
え
ら
れ
ま
す
。
京
風
も
江
戸
風
も
優
劣
は
な

い
と
い
う
事
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
京
風
の
中
に
優
劣
が
あ
り
、
江
戸
風
の
中

に
優
劣
が
あ
る
と
い
う
事
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
余
り
長
く
な
る
か
ら
こ
れ
だ
け
に
し
て
置
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
よ
ほ
ど
面

白
い
問
題
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
諸
君
が
な
お
細
し
く
御
研
究
に
な
っ
た
ら
善

か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
三
年
四
月
）
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