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緒
言

　
芭
蕉
新
あ
ら
たに
俳
句
界
を
開
き
し
よ
り
こ
こ
に
二
百
年
、
そ
の
間
出
づ
る
所
の

俳
人
少
か
ら
ず
。
あ
る
い
は
芭
蕉
を
祖
述
し
、
あ
る
い
は 

檀  

林 

だ
ん
り
ん

を
主
張
し
、

あ
る
い
は
別
に
門
戸
を
開
く
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
芭
蕉
を
尊
崇
す
る
に
至
り

て
は
衆
口 

一  

斉 

い
っ
せ
い

に
出
づ
る
が
如
く
、
檀
林
等
流
派
を
異
に
す
る
者
も
な
ほ

芭
蕉
を
排
斥
せ
ず
、
か
へ
つ
て
芭
蕉
の
句
を
取
り
て
自
家
俳
句
集
中
に
加
ふ

る
を
見
る
。
是ここ
に
お
い
て
か
芭
蕉
は
無
比
無
類
の
俳
人
と
し
て
認
め
ら
れ
、

復また
一
人
の
こ
れ
に 

匹  

敵 

ひ
っ
て
き

す
る
者
あ
る
を
見
ざ
る
の
有
様
な
り
き
。
芭
蕉
は

実
に
敵
手
な
き
か
。
曰いわ
く
、
否
。
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芭
蕉
が
創
造
の
功
は
俳
諧
史
上
特
筆
す
べ
き
者
た
る
こ
と
論
を
俟ま
た
ず
。

こ
の
点
に
お
い
て 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

か
能よ
く
こ
れ
に 

凌  

駕 

り
ょ
う
が

せ
ん
。
芭
蕉
の
俳
句
は
変

化
多
き
処
に
お
い
て
、 

雄  

渾 

ゆ
う
こ
ん

な
る
処
に
お
い
て
、
高
雅
な
る
処
に
お
い
て
、

俳
句
界
中
第
一
流
の
人
た
る
を
得う
。
こ
の
俳
句
は
そ
の
創
業
の
功
よ
り
得
た

る
名
誉
を
加
へ
て
無
上
の
賞
讃
を
博
し
た
れ
ど
も
、
余
よ
り
見
れ
ば
そ
の
賞

讃
は
俳
句
の
価
値
に
対
し
て
過
分
の
賞
讃
た
る
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
。
誦
し
ょ
うす

る
に
も
堪た
へ
ぬ
芭
蕉
の
俳
句
を
註
釈
し
て 

勿  

体 

も
っ
た
い

つ
け
る
俳
人
あ
れ
ば
、
縁

も
ゆ
か
り
も
な
き
句
を
刻
し
て
芭
蕉
塚
と
称とな
へ
こ
れ
を
尊
ぶ
俗
人
も
あ
り
て
、

芭
蕉
と
い
ふ
名
は
徹
頭
徹
尾
尊
敬
の
意
味
を
表
し
た
る
中
に
、
咳
唾
が
い
だ
珠たま
を
成

し
句
々
吟
誦
す
る
に
堪
へ
な
が
ら
、
世
人
は
こ
れ
を
知
ら
ず
、
宗
匠
は
こ
れ

を
尊
ば
ず
、
百
年
間
空
し
く
瓦
礫
が
れ
き
と
共
に
埋
め
ら
れ
て
光
彩
を
放
つ
を
得
ざ
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り
し
者
を
蕪
村
ぶ
そ
ん
と
す
。
蕪
村
の
俳
句
は
芭
蕉
に
匹
敵
す
べ
く
、
あ
る
い
は
こ

れ
に
凌
駕
す
る
処
あ
り
て
、
か
へ
つ
て
名
誉
を
得
ざ
り
し
も
の
は
主
と
し
て

そ
の
句
の
平
民
的
な
ら
ざ
り
し
と
、
蕪
村
以
後
の
俳
人
の
尽
こ
と
ご
とく
無
学
無
識
な

る
と
に
因よ
れ
り
。
著
作
の
価
値
に
対
す
る
相
当
の
報
酬
な
き
は
蕪
村
の
た
め

に
悲
む
べ
き
に
似
た
り
と
い
へ
ど
も
、
無
学
無
識
の
徒
に
知
ら
れ
ざ
り
し
は

む
し
ろ
蕪
村
の
喜
び
し
所
な
る
べ
き
か
。
そ
の
放 

縦 

不 

覊 

ほ
う
し
ょ
う
ふ
き

世
俗
の
外
に
卓た

   

立 

く
り
つ
せ
し
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
蕪
村
ま
た
性
行
に
お
い
て
尊
尚
す
べ
き
も
の

あ
り
。
し
か
し
て
世
は
こ
れ
を
容い
れ
ざ
る
な
り
。

　
蕪
村
の
名
は
一
般
に
知
ら
れ
ざ
り
し
に
非
ず
、
さ
れ
ど
一
般
に
知
ら
れ
た

る
は
俳
人
と
し
て
の
蕪
村
に
非
ず
、
画
家
と
し
て
の
蕪
村
な
り
。
蕪
村
没
後

に
出
版
せ
ら
れ
た
る
書
を
見
る
に
、
蕪
村
画
名
の
生
前
に
お
い
て
世
に
伝
は
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ら
ざ
り
し
は
俳
名
の
高
か
り
し
が
た
め
に
圧
せ
ら
れ
た
る
な
ら
ん
と
言
へ
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
彼
が
生
存
せ
し
間
は
俳
名
の
画
名
を
圧
し
た
ら
ん
か
と
も
思

は
る
れ
ど
、
そ
の
没
後
今
日
に
至
る
ま
で
は
画
名
か
へ
つ
て
俳
名
を
圧
し
た

る
こ
と
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
実
な
り
。
余
ら
の
俳
句
を
学
ぶ
や
類
題
集
中
蕪

村
の
句
の
散
在
せ
る
を
見
て
や
や
そ
の
非
凡
な
る
を
認
め
こ
れ
を
尊
敬
す
る

こ
と
深
し
。
あ
る
時
小
集
の
席
上
に
て 

鳴  

雪 

め
い
せ
つ

氏
い
ふ
、
蕪
村
集
を
得
来
り

し
者
に
は
賞
を
与
へ
ん
と
。
こ
れ
固も
と
一
場
の
戯
言
ぎ
げ
ん
な
り
と
は
い
へ
ど
も
、

こ
の
戯
言
は
こ
れ
を
欲
す
る
の
念
切せつ
な
る
よ
り
出
で
し
者
に
し
て
、
そ
の
裏

面
に
は
強
あ
な
がち
に
戯
言
な
ら
ざ
る
者
あ
り
き
。
果
し
て
こ
の
戯
言
は
同
氏
を
し

て
『
蕪
村
句
集
』
を
得
せ
し
め
、
余
ら
ま
た
こ
れ
を
借
り
覧み
て
大
お
お
いに
発
明
す

る
所
あ
り
た
り
。
死
馬
の
骨
を
五
百
金
に
買
ひ
た
る
喩
た
と
えも
思
ひ
出
さ
れ
て
を
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か
し
か
り
き
。
こ
れ
実
に
数
年
前
（
明
治
二
十
六
年
か
）
の
事
な
り
。
し
か

し
て
こ
の
談
一
た
び
世
に
伝
は
る
や
、
俳
人
と
し
て
の
蕪
村
は
多
少
の
名
誉

を
以
て
迎
へ
ら
れ
、
余
ら
ま
た
蕪
村
派
と
目
せ
ら
る
る
に
至
れ
り
。
今
は
俳

名
再
び
画
名
を
圧
せ
ん
と
す
。

　
か
く
し
て
百
年
以
後
に
始
め
て
名
を
得
た
る
蕪
村
は
そ
の
俳
句
に
お
い
て

全
く
誤
認
せ
ら
れ
た
り
。
多
く
の
人
は
蕪
村
が
漢
語
を
用
う
る
を
以
て
そ
の

唯
一
の
特
色
と
な
し
、
し
か
も
そ
の
唯
一
の
特
色
が
何
故
に
尊
ぶ
べ
き
か
を

知
ら
ず
、
い
は
ん
や
漢
語
以
外
に
幾
多
の
特
色
あ
る
こ
と
を
知
る
者
殆ほと
ん
ど

こ
れ
な
き
に
至
り
て
は
、
彼
ら
が
蕪
村
を
尊
ぶ
所
以
ゆ
え
ん
を
解
す
る
に
苦
く
る
しむ
な
り
。

余
は
こ
こ
に
お
い
て
卑
見
ひ
け
ん
を
述
べ
、
蕪
村
が
芭
蕉
に
匹
敵
す
る
所
の
果
し
て

何
処
い
ず
く
に
あ
る
か
を
弁
ぜ
ん
と
欲
す
。
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積
極
的
美

　
美
に
積
極
的
と
消
極
的
と
あ
り
。
積
極
的
美
と
は
そ
の
意
匠
の
壮
大
、
雄ゆ

   

渾 

う
こ
ん
、 

勁  

健 

け
い
け
ん

、 
艶  
麗 
え
ん
れ
い

、
活
溌
、
奇
警
な
る
者
を
い
ひ
、
消
極
的
美
と
は

そ
の
意
匠
の
古
雅
、
幽
玄
、
悲
惨
、
沈
静
、
平
易
な
る
も
の
を
い
ふ
。
概
し

て
言
へ
ば
東
洋
の
美
術
文
学
は
消
極
的
美
に
傾
き
、
西
洋
の
美
術
文
学
は
積

極
的
美
に
傾
く
。
も
し
時
代
を
以
て
言
へ
ば
国
の
東
西
を
問
は
ず
、  

上    

じ
ょ
う
せ

世  い
に
は
消
極
的
美
多
く
後
世
に
は
積
極
的
美
多
し
。
（
但ただ
し
壮
大
雄
渾
な

る
者
に
至
り
て
は
か
へ
つ
て
上
世
に
多
き
を
見
る
）
さ
れ
ば
唐
時
代
の
文
学

よ
り
悟
入
し
た
る
芭
蕉
は
俳
句
の
上
に
消
極
の
意
匠
を
用
う
る
こ
と
多
く
、
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従
つ
て
後
世
芭
蕉
派
と
称
す
る
者
ま
た
多
く
こ
れ
に
倣なら
ふ
。
そ
の
寂さび
と
い
ひ
、

雅が
と
い
ひ
、 

幽  

玄 

ゆ
う
げ
ん

と
い
ひ
、
細ほそ
み
と
い
ひ
、
以
て
美
の
極
と
な
す
者
、
尽

こ
と
ご
と

く
消
極
的
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
（
但
し
壮
大
雄
渾
の
句
は
芭
蕉
こ
れ
あ
れ
ど

も
後
世
に
至
り
て
は
絶
え
て
な
し
）
故
に
俳
句
を
学
ぶ
者
消
極
的
美
を
惟
一

の
美
と
し
て
こ
れ
を
尚
と
う
とび
、
艶
麗
な
る
者
、
活
溌
な
る
者
、
奇
警
な
る
者
を

見
れ
ば
則
す
な
わち
以
て
邪
道
と
な
し
卑
俗
と
な
す
。
あ
た
か
も
東
洋
の
美
術
に
心

酔
す
る
者
が
西
洋
の
美
術
を
以
て
尽
く
野
卑
な
り
と
し
て
貶へん
す
る
が
如
し
。

艶
麗
、
活
溌
、
奇
警
な
る
者
の
野
卑
に
陥
り
や
す
き
は
固もと
よ
り
然しか
り
。
し
か

れ
ど
も
野
卑
に
陥
り
や
す
き
を
以
て
野
卑
な
ら
ざ
る
者
を
も
棄
つ
る
は
そ
の

弁
別
の
明
な
き
が
故
な
り
。
し
か
し
て
古
雅
幽
玄
な
る
消
極
的
美
の
弊
害
は

一
種
の
厭
味
い
や
み
を
生
じ
、
今
日
の
俗
宗
匠
の
俳
句
の
俗
に
し
て
嘔
吐
お
う
と
を
催
さ
し
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む
る
に
至
る
を
見
る
に
、
彼か
の
艶
麗
な
ら
ん
と
し
て
卑
俗
に
陥
り
た
る
者
に

比
し
て
毫
も
優まさ
る
所
あ
ら
ざ
る
な
り
。

　
積
極
的
美
と
消
極
的
美
と
を
比
較
し
て
優
劣
を
判
ぜ
ん
こ
と
は
到
底
出
来

得
べ
き
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
両
者
共
に
美
の
要
素
な
る
こ
と
は
論
を
俟
た

ず
。
そ
の
分
量
よ
り
し
て
言
は
ば
消
極
的
美
は
美
の
半
面
に
し
て
積
極
的
美

は
美
の
他
の
半
面
な
る
べ
し
。
消
極
的
美
を
以
て
美
の
全
体
と
思し
惟い
せ
る
は

む
し
ろ
見
聞
の
狭
き
よ
り
生
ず
る 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

な
ら
ん
の
み
。
日
本
の
文
学
は
源

平
以
後
地
に
墜お
ち
て
復また
振
は
ず
、
殆
ん
ど
消
滅
し
尽つく
せ
る
際
に
当
つ
て
芭
蕉

が
俳
句
に
お
い
て
美
を
発
揮
し
、
消
極
的
の
半
面
を
開
き
た
る
は
彼
が
非
凡

の
才
識
あ
る
を
証
す
る
に
足
る
。
し
か
も
そ
の
非
凡
の
才
識
も
積
極
的
美
の

半
面
は
こ
れ
を
開
く
に
及
ば
ず
し
て
逝ゆ
き
ぬ
。
け
だ
し
天
は
俳
諧
の
名
誉
を
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芭
蕉
の
専
有
に
帰
せ
し
め
ず
し
て
更
に
他
の
偉
人
を
待
ち
し
に
や
あ
ら
ん
。

 
去  
来 
き
ょ
ら
い

、  

丈    

草  

じ
ょ
う
そ
う

も
そ
の
人
に
あ
ら
ざ
り
き
。
其
角
き
か
く
、 

嵐  

雪 

ら
ん
せ
つ

も
そ
の
人

に
あ
ら
ざ
り
き
。
『 

五 

色 

墨 

ご
し
き
ず
み

』
の
徒と
固
よ
り
こ
れ
を
知
ら
ず
。
『  

新  

虚

し
ん
み
な

  

栗  

し
ぐ
り
』
の
時
何
者
を
か
攫つか
ま
ん
と
し
て
得
る
所
あ
ら
ず
。
芭
蕉
死
後
百
年
に

垂なん
なん
と
し
て
始
め
て
蕪
村
は
現
れ
た
り
。
彼
は
天
命
を
負
ふ
て
俳
諧
壇
上
に

立
て
り
。
さ
れ
ど
も
世
は
彼
が
第
二
の
芭
蕉
た
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
彼
ま
た

名
利
に
走
ら
ず
、 

聞  

達 

ぶ
ん
た
つ

を
求
め
ず
、
積
極
的
美
に
お
い
て
自
得
し
た
り
と

い
へ
ど
も
、
た
だ
そ
の
徒
と
こ
れ
を
楽
む
に
止
ま
れ
り
。

　
一
年
四
季
の
中うち
春
夏
は
積
極
に
し
て
秋
冬
は
消
極
な
り
。
蕪
村
最
も
夏
を

好
み
、
夏
の
句
最
も
多
し
。
そ
の
佳
句
も
ま
た
春
夏
の
二
季
に
多
し
。
こ
れ

既
に
人
に
異
な
る
を
見
る
。
今
試
み
に
蕪
村
の
句
を
以
て
芭
蕉
の
句
と
対
照
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し
て
以
て
蕪
村
が
如
何
に
積
極
的
な
る
か
を
見
ん
。

　
四
季
の
内
夏
期
は
最
も
積
極
な
り
。
故
に
夏
季
の
題
目
に
は
積
極
的
な
る

者
多
し
。
牡
丹
ぼ
た
ん
は
花
の
最
も
艶
麗
な
る
者
な
り
。
芭
蕉
集
中
牡
丹
を
詠
ず
る

者
一
、
二
句
に
過
ぎ
ず
。
そ
の
句
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
尾
張
よ
り
東
武
に
下
る
時

　
　
　
　
　
牡
丹
蘂しべ
深
く
わ
け
出
る
蜂
の
名
残
か
な
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
　
　
桃
隣
新
宅
自
画
自
賛

　
　
　
　
　
寒
か
ら
ぬ
露
や
牡
丹
の
花
の
蜜
　
　
　
　
　
　
　
同

等
の
如
き
、
前
者
は
た
だ
季
の
景
物
と
し
て
牡
丹
を
用
ゐ
、
後
者
は
牡
丹
を
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詠
じ
て
極
め
て
拙
つ
た
なき
者
な
り
。
蕪
村
の
牡
丹
を
詠
ず
る
は
強
あ
な
がち
力
を
用
ゐ
る

に
あ
ら
ず
、
し
か
も
手
に
随
つ
て
佳
句
を
成
す
。
句
数
も
二
十
首
の
多
き
に

及
ぶ
。
そ
の
内
数
首
を
挙
ぐ
れ
ば

　
　
　
　
　
牡
丹
散
つ
て  

打    

重  

う
ち
か
さ
な

り
ぬ
二
三
片

　
　
　
　
　
牡
丹
剪
つ
て
気
の
衰
へ
し
夕
ゆ
う
べか
な

　
　
　
　
　
地
車
の
と
ゞ
ろ
と
ひ
ゞ
く
牡
丹
か
な

　
　
　
　
　
日
光
の
土
に
も
彫
れ
る
牡
丹
か
な

　
　
　
　
　
不
動
画
く
琢
磨
た
く
ま
が
庭
の
牡
丹
か
な

　
　
　
　
　
方
百
里
雨
雲
よ
せ
ぬ
牡
丹
か
な

　
　
　
　
　  

金    

屏  

き
ん
び
ょ
う

の
か
く
や
く
と
し
て
牡
丹
か
な
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蟻  

垤 

あ
り
づ
か

　
　
　
　
　 

蟻 

王 

宮 

ぎ
お
う
き
ゅ
う
朱
門
を
開
く
牡
丹
か
な

　
　
　
　
　
　
　
波
翻
舌
本
吐
紅
蓮

　
　
　
　
　 
閻  
王 
え
ん
お
う

の
口
や
牡
丹
を
吐
か
ん
と
す

そ
の
句
ま
た
将まさ
に
牡
丹
と
艶
麗
を
争
は
ん
と
す
。

若
葉
も
ま
た
積
極
的
の
題
目
な
り
。
芭
蕉
の
こ
れ
を
詠
ず
る
者
一
、
二
句
に

し
て

　
　
　
　
　
　
　
招
提
寺

　
　
　
　
　
若
葉
し
て
御
目
お
ん
め
の
雫
し
づ
くぬ
ぐ
は
ゞ
や
　
　
　
　
　
　
芭
蕉
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日
光

　
　
　
　
　
あ
ら
た
ふ
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光
　
　
　
　
　
　
同

の
如
き
、
皆
季
の
景
物
と
し
て
応
用
し
た
る
に
過
ぎ
ず
。
蕪
村
に
は
直
た
だ
ちに
若

葉
を
詠
じ
た
る
者
十
余
句
あ
り
。
皆
若
葉
の
趣
味
を
発
揮
せ
り
。
例

　
　
　
　
　
山
に
そ
ふ
て
小
舟
漕こ
ぎ
行
く
若
葉
か
な

　
　
　
　
　
蚊か
帳や
を
出
て
奈
良
を
立
ち
行
く
若
葉
か
な

　
　
　
　
　
不ふ
尽じ
一
つ
埋うず
み
残
し
て
若
葉
か
な

　
　
　
　
　
窓
の
灯ひ
の
梢
こ
ず
えに
上のぼ
る
若
葉
か
な

　
　
　
　
　
絶
頂
の
城
た
の
も
し
き
若
葉
か
な
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蛇
を
截き
つ
て
渡
る
谷
間
の
若
葉
か
な

　
　
　
　
　
を
ち
こ
ち
に
滝
の
音
聞
く
若
葉
か
な

　
雲
の
峰
の
句
を
比
較
せ
ん
に

　
　
　
　
　
ひ
ら
〳
〵
と
あ
ぐ
る
扇
や
雲
の
峰
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
雲
の
峰
い
く
つ
崩
れ
て
月
の
山
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
游
力
亭

　
　
　
　
　
湖
や
暑
さ
を
惜
む
雲
の
峰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　 

月  

山 

が
っ
さ
ん

の
句
や
や
力
強
け
れ
ど
、
な
ほ
蕪
村
の
に
比
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
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蕪
村
の
句
多
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も

　
　
　
　
　
揚
州
の
津つ
も
見
え
そ
め
て
雲
の
峰

　
　
　
　
　
雲
の
峰
四
沢
し
た
く
の
水
の
涸か
れ
て
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
旅
意

　
　
　
　
　
廿
日
路

は
つ
か
じ

の
背
中
に
立
つ
や
雲
の
峰

の
如
き
皆
十
分
の
力
あ
る
を
覚
ゆ
。
五
月
雨

さ
み
だ
れ

は
芭
蕉
に
も

　
　
　
　
　
五
月
雨
の
雲
吹
き
落
せ
大
井
川
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
五
月
雨
を
あ
つ
め
て
早
し
最
上
川
　
　
　
　
　
　
同
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の
如
き
雄
壮
な
る
も
の
あ
り
。
蕪
村
の
句
ま
た
こ
れ
に
劣
ら
ず
。

　
　
　
　
　
五
月
雨
の
大
井
越
え
た
る
か
し
こ
さ
よ

　
　
　
　
　
五
月
雨
や
大
河
を
前
に
家
二
軒

　
　
　
　
　
五
月
雨
の
堀
た
の
も
し
き
砦
と
り
でか
な

　
夕
立
の
句
は
芭
蕉
に
な
し
。
蕪
村
に
も
二
、
三
句
あ
る
の
み
な
れ
ど
も
、

雄
壮
当
る
べ
か
ら
ざ
る
の
勢
い
き
お
いあ
り
。

　
　
　
　
　
夕
立
や 

門 

脇 

殿 

か
ど
わ
き
ど
の
の
人
だ
ま
り
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夕
立
や
草
葉
を
つ
か
む
む
ら
雀
す
ず
め

　
　
　
　
　
　
　 

双 

林 

寺 

そ
う
り
ん
じ

独
吟
千
句

　
　
　
　
　
夕
立
や
筆
も
乾
か
ず
一
千
言

　  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

の
句
は
芭
蕉
に
多
か
れ
ど
、
雄
壮
な
る
は

　
　
　
　
　
時
鳥
声
横
よ
こ
たふ
や
水
の
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

の
一
句
あ
る
の
み
。
蕪
村
の
句
の
中
に
は

　
　
　
　
　
時
鳥
柩
ひ
つ
ぎを
つ
か
む
雲
間
よ
り
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時
鳥
平
安
城
を
す
ぢ
か
ひ
に

　
　
　
　
　
鞘さや
ば
し
る 

友 

切 

丸 

と
も
き
り
ま
る
や
時
鳥

な
ど
極
端
に
も
の
し
た
る
も
あ
り
。

　
桜
の
句
は
蕪
村
よ
り
も
芭
蕉
に
多
し
。
し
か
も
桜
の
う
つ
く
し
き
趣
を
詠

み
出
で
た
る
は

　
　
　
　
　
四
方
よ
り
花
吹
き
入
れ
て
鳰にお
の
海
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
木
の
も
と
に
汁
も
鱠
な
ま
すも
桜
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
し
ば
ら
く
は
花
の
上
な
る
月
夜
か
な
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
が
ら
ん
八
重
桜
　
　
　
　
　
　
　
　
同
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の
如
き
に
過
ぎ
ず
。
蕪
村
に
至
り
て
は

　
　
　
　
　
阿あ
古こ
久く
曾そ
の
さ
し
ぬ
き
振
ふ
落
花
か
な

　
　
　
　
　
花
に
舞
は
で
帰
る
さ
憎
し 

白 

拍 

子 

し
ら
び
ょ
う
し

　
　
　
　
　
花
の
幕 
兼  
好 
け
ん
こ
う

を
覗のぞ
く
女
あ
り

の
如
き
妖
艶
を
極
め
た
る
者
あ
り
、
そ
の
外
春
月
、
春
水
、
暮
春
な
ど
い
へ

る
春
の
題
を
艶
な
る
方かた
に
詠
み
出
で
た
る
は
蕪
村
な
り
。
例
へ
ば

　
　
　
　
　
伽
羅
き
ゃ
ら
く
さ
き
人
の
仮
寐
か
り
ね
や  

朧    
月  

お
ぼ
ろ
づ
き
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女
倶
し
て
内
裏
だ
い
り
拝
ま
ん
朧
月

　
　
　
　
　
薬
盗
む
女
や
は
あ
る
朧
月

　
　
　
　
　
河
内
路

か
わ
ち
じ

や
東こ
風ち
吹
き
送
る
巫みこ
が
袖

　
　
　
　
　
片
町
に
さ
ら
さ
染
る
や
春
の
風

　
　
　
　
　  

春    
水  

し
ゅ
ん
す
い

や
四
条
五
条
の
橋
の
下

　
　
　
　
　
梅
散
る
や
螺
鈿
ら
で
ん
こ
ぼ
る
ゝ
卓
の
上

　
　
　
　
　
玉
人
の
座
右
に
開
く
椿
つ
ば
きか
な

　
　
　
　
　
梨
の
花
月
に
書
読
む
女
あ
り

　
　
　
　
　
閉
帳
の
錦
に
し
き垂た
れ
た
り
春
の
夕

　
　
　
　
　 

折  

釘 

お
れ
く
ぎ

に
烏え
帽ぼ
子し
掛
け
た
り
春
の
宿

　
　
　
　
　
　
　
あ
る
人
に
句
を
乞
は
れ
て
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返
歌
な
き
青
女
房
よ
春
の
暮

　
　
　
　
　
　
　
琴
心
挑
美
人

　
　
　
　
　
妹いも
が
垣
根
三
味
線
草
の
花
咲
き
ぬ

　
い
づ
れ
の
題
目
と
い
へ
ど
も
芭
蕉
ま
た
は
芭
蕉
派
の
俳
句
に
比
し
て
蕪
村

の
積
極
的
な
る
こ
と
は
蕪
村
集
を
繙
ひ
も
とく
者
誰
か
こ
れ
を
知
ら
ざ
ら
ん
。
一
々

こ
こ
に
贅ぜい
せ
ず
。

　
　
　
　
客
観
的
美

　
積
極
的
美
と
消
極
的
美
と
相
対
す
る
が
如
く
、
客
観
的
美
と
主
観
的
美
と
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も
ま
た
相
対
し
て
美
の
要
素
を
為
す
。
こ
れ
を
文
学
史
の
上
に
照
す
に
、
上

世
に
は
主
観
的
美
を
発
揮
し
た
る
文
学
多
く
、
後
世
に
下
る
に
従
ひ
一
時
代

は
一
時
代
よ
り
客
観
的
美
に
入い
る
こ
と
深
き
を
見
る
。
古
人
が
客
観
に
動
か

さ
れ
た
る
自
己
の
感
情
を
直
叙
す
る
は
、
自
己
を
慰
む
る
た
め
に
、
将は
た
当

時
の
文
学
に
幼
稚
な
る
世
人
を
し
て
知
ら
し
む
る
た
め
に
必
要
な
り
し
な
ら

ん
。
こ
れ
主
観
的
美
の
行
は
れ
た
る
所
以
な
り
。
か
つ
そ
の
客
観
を
写
す
処

極
め
て
麁そ
鹵ろ
に
し
て
精
細
な
ら
ず
。
例
へ
ば
絵
画
の
輪
郭
ば
か
り
を
描
き
て

全
部
は
観み
る
者
の
想
像
に
任
す
が
如
し
。
全
体
を
現
さ
ん
と
し
て
一
部
を
描

く
は
作
者
の
主
観
に
出
づ
。
一
部
を
描
い
て
全
体
を
想
像
せ
し
む
る
は
観
る

者
の
主
観
に
訴
ふ
る
な
り
。
後
世
の
文
学
も
客
観
に
動
か
さ
れ
た
る
自
己
の

感
情
を
写
す
処
に
お
い
て
毫
も
上
世
に
異
な
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
結
果
た
る
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感
情
を
直
叙
せ
ず
し
て
原
因
た
る
客
観
の
事
物
を
の
み
描
写
し
、
観
る
者
を

し
て
こ
れ
に
よ
り
て
感
情
を
動
か
さ
し
む
る
こ
と
、
あ
た
か
も
実
際
の
客
観

が
人
を
動
か
す
が
如
く
な
ら
し
む
。
こ
れ
後
世
の
文
学
が
面
目
を
新
あ
ら
たに
し
た

る
所
以
な
り
。
要
す
る
に
主
観
的
美
は
客
観
を
描
き
尽
さ
ず
し
て
観
る
者
の

想
像
に
任
す
に
あ
り
。

　
客
観
的
、
主
観
的
両
者
い
づ
れ
が
美
な
る
か
は
到
底
判
じ
得
べ
き
に
非
ず
。

積
極
的
、
消
極
的
両
美
の
並
立
す
べ
き
が
如
く
、
こ
れ
も
ま
た
並
立
し
て
各

自
の
長
所
を
現
す
を
要
す
。
主
観
を
叙
し
て
可
な
る
も
の
あ
り
、
叙
し
て
不

可
な
る
も
の
あ
り
。
客
観
を
写
し
て
可
な
る
も
の
あ
り
、
写
し
て
不
可
な
る

も
の
あ
り
。
可
な
る
者
は
こ
れ
を
現
し
不
可
な
る
も
の
は
こ
れ
を
現
さ
ず
。

し
か
し
て
後
に
両
者
お
の
お
の
見
る
べ
し
。
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芭
蕉
の
俳
句
は
古
来
の
和
歌
に
比
し
て
客
観
的
美
を
現
す
こ
と
多
し
。
し

か
も
な
ほ
蕪
村
の
客
観
的
な
る
に
は
及
ば
ず
。
極
度
の
客
観
的
美
は
絵
画
と

同
じ
。
蕪
村
の
句
は
直
ち
に
以
て
絵
画
と
な
し
得
べ
き
者
少
か
ら
ず
。
芭
蕉

集
中
全
く
客
観
的
な
る
者
を
挙
ぐ
れ
ば
四
、
五
十
句
に
過
ぎ
ざ
る
べ
く
、
中

に
つ
き
て
絵
画
と
な
し
得
べ
き
者
を
択えら
み
な
ば

　
　
　
　
　
鶯
や
柳
の
う
し
ろ
藪やぶ
の
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
梅
が
香か
に
の
つ
と
日
の
出
る
山
路
か
な
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
古
寺
の
桃
に
米
踏ふ
む
男
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

大
竹
藪
を
漏も
る
月
夜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
さ
ゞ
れ
蟹がに
足
は
ひ
上
る
清
水
か
な
　
　
　
　
　
　
同
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荒
海
や
佐
渡
に
横
よ
こ
たふ
天
の
川
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
猪
い
の
し
しも
共
に
吹
か
る
ゝ
野
分
の
わ
き
か
な
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　 

鞍  

壺 

く
ら
つ
ぼ

に
小
坊
主
乗
る
や 

大 

根 

引 

だ
い
こ
ひ
き

　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　 
塩  

鯛 
し
お
だ
い

の
歯
茎
は
ぐ
き
も
寒
し
魚うお
の
店たな
　
　
　
　
　
　
　
　
同

等
二
十
句
を
出
で
ざ
ら
ん
。
『
宇う
陀だ
の
法
師
』
に
芭
蕉
の
説
な
り
と
て
掲
げ

た
る
を
見
る
に

　
　
　
　
　
春
風
や
麦
の
中
行
く
水
の
音
　
　
　
　
　
　
　
　 

木  

導 

も
く
ど
う

　
　
師
説せつ
云
、
景
気
の
句
世
間
容
易
に
す
る
、
以
も
っ
ての
外ほか
の
事
也
。
大
事
の
物
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也
。
連
歌
に
景
曲
と
云いい
、
い
に
し
へ
の
宗
匠
深
く
つ
つ
し
み
一
代
一
両

　
　
句
に
は
過すぎ
ず
。
景
気
の
句
初
心
ま
ね
よ
き
故
深
く
い
ま
し
め
り
。
俳
諧

　
　
は
連
歌
ほ
ど
は
い
は
ず
。 

総  

別 

そ
う
べ
つ

景
気
の
句
は
皆
ふ
る
し
。
一
句
の
曲

　
　
な
く
て
は
成なり
が
た
き
故
つ
よ
く
い
ま
し
め
置
た
る
也
。
木
導
が
春
風
、

　
　
景
曲
第
一
の
句
也
。
後
代
手
本
た
る
べ
し
と
て
褒
美
ほ
う
び
に
「
か
げ
ろ
ふ
い

　
　
さ
む
花
の
糸
口
」
と
云いう
脇わき
し
て
送
ら
れ
た
り
。
平
句
ひ
ら
く 

同  

前 

ど
う
ぜ
ん

也
。
歌
に

　
　
景
曲
は 

見  

様 

み
る
よ
う

体てい
に
属
す
と 

定 

家 

卿 

て
い
か
き
ょ
う
も
の
給たま
ふ
也
。  

寂    

蓮  

じ
ゃ
く
れ
ん

の
急む

　
　   

雨 

ら
さ
め
、  

定  

頼  

卿  

さ
だ
よ
り
き
ょ
う

の
宇
治
の
網
代
木

あ
じ
ろ
ぎ

、
こ
れ
見
る
様
体
の
歌
也
。

と
あ
り
。
景
気
と
い
ひ
景
曲
と
い
ひ
見
様
体
と
い
ふ
、
皆
我
い
ふ
所
の
客
観

的
な
り
。
以
て
芭
蕉
が
客
観
的
叙
述
を
難かた
し
と
し
た
る
事
見
る
べ
し
。
木
導

の
句
悪
句
に
は
あ
ら
ね
ど
こ
の
一
句
を
第
一
と
す
る
芭
蕉
の
見
識
は
極
め
て
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低
く
極
め
て
幼
お
さ
なし
。
芭
蕉
の
門
弟
は
芭
蕉
よ
り
も
客
観
的
の
句
を
作
る
者
多

し
と
い
へ
ど
も
、
皆
客
観
を
写
す
こ
と
不
完
全
な
れ
ば
直
ち
に
こ
れ
を
画
と

せ
ん
に
は
な
ほ
足
ら
ざ
る
者
あ
り
。

　
蕪
村
の
句
の
絵
画
的
な
る
者
は 

枚  

挙 

ま
い
き
ょ

す
べ
き
に
あ
ら
ね
ど
、
十
余
句
を

挙
ぐ
れ
ば

　
　
　
　
　
木ぼ
瓜け
の
陰かげ
に
顔
た
ぐ
ひ
す
む
雉
き
ぎ
すか
な

　
　
　
　
　
釣
鐘
に
と
ま
り
て
眠
る
胡
蝶
か
な

　
　
　
　
　
や
ぶ
入
や
鉄か
漿ね
も
ら
ひ
来
る
傘
の
下

　
　
　
　
　
小
原
女

お
は
ら
め

の
五
人
揃
ふ
て
袷
あ
わ
せか
な

　
　
　
　
　
照
射
と
も
し
し
て
さ
ゝ
や
く
近
江
八
幡

お
う
み
や
わ
た
か
な
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葉
う
ら
〳
〵
火
串
ほ
ぐ
し
に
白
き
花
見
ゆ
る

　
　
　
　
　
卓
上
の
鮓すし
に
眼
寒
し
観
魚
亭

　
　
　
　
　
夕
風
や
水 

青  

鷺 

あ
お
さ
ぎ

の
脛はぎ
を
打
つ

　
　
　
　
　
四
五
人
に
月
落
ち
か
ゝ
る
踊
お
ど
りか
な

　
　
　
　
　
日
は
斜
な
な
め関
屋
の
槍
に
蜻
蛉
と
ん
ぼ
か
な

　
　
　
　
　
柳
散
り
清
水
涸か
れ
石
と
こ
ろ
／
″
＼

　
　
　
　
　
か
ひ
が
ね
や
穂
蓼
ほ
た
で
の
上
を
塩
車

　
　
　
　
　
鍋なべ
提さ
げ
て
淀
の
小
橋
を
雪
の
人

　
　
　
　
　
て
ら
〳
〵
と
石
に
日
の
照
る
枯
野
か
な

　
　
　
　
　
む
さ
ゝ
び
の
小
鳥
喰は
み
居
る
枯
野
か
な

　
　
　
　
　
水
鳥
や
舟
に
菜
を
洗
ふ
女
あ
り
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の
如
し
。
一
事
一
物
を
画
き
添
へ
ざ
る
も
絵
と
な
る
べ
き
点
に
お
い
て
、
蕪

村
の
句
は
蕪
村
以
前
の
句
よ
り
も
更
に
客
観
的
な
り
。

　
　
　
　
人
事
的
美

　
天
然
は
簡
単
な
り
。
人
事
は
複
雑
な
り
。
天
然
は
沈
黙
し
人
事
は
活
動
す
。

簡
単
な
る
者
に
つ
き
て
美
を
求
む
る
は
易
く
、
複
雑
な
る
者
は
難
し
。
沈
黙

せ
る
者
を
写
す
は
易
く
、
活
動
せ
る
者
は
難
し
。
人
間
の
思
想
、
感
情
の
単

一
な
る
古
代
に
あ
り
て
比
較
的
に
善
く
天
然
を
写
し
得
た
る
は
易
き
よ
り
入

り
た
る
者
な
る
べ
し
。
俳
句
の
初
は
じ
めよ
り
天
然
美
を
発
揮
し
た
る
も
偶
然
に
あ
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ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
複
雑
な
る
者
も
活
動
せ
る
者
も
少
し
く
こ
れ
を
研
究
せ

ん
か
、
こ
れ
を
描
く
こ
と
強
あ
な
がち
難
き
に
あ
ら
ず
。
た
だ
俳
句
十
七
字
の
小
天

地
に
今
ま
で
は
辛かろ
う
じ
て
一
山
一
水
一
草
一
木
を
写
し
出
だ
し
し
も
の
を
、

同
じ
区
劃
の
内
に
変
化
極
り
な
く
活
動
止や
ま
ざ
る
人
世
の
一
部
分
な
り
と
も

縮
写
せ
ん
と
す
る
は
難
中
の
難
に
属
す
。
俳
句
に
人
事
的
美
を
詠
じ
た
る
者

少
き
所
以
ゆ
え
ん
な
り
。
芭
蕉
、
去
来
は
む
し
ろ
天
然
に
重
き
を
置
き
、
其
角
、
嵐

雪
は
人
事
を
写
さ
ん
と
し
て
端はし
な
く
佶 

屈 

聱 

牙 

き
っ
く
つ
ご
う
が

に
陥
お
ち
いり
、
あ
る
い
は
人
を

し
て
こ
れ
を
解
す
る
に
苦
ま
し
む
る
に
至
る
。
此かく
の
如
く
人
は
皆
こ
れ
を
難

し
と
す
る
所
に
向
つ
て
、
独
り
蕪
村
は
何
の
苦
も
な
く
進
み
思
ふ
ま
ま
に
濶か

歩っぽ
横
行
せ
り
。 

今  

人 

こ
ん
じ
ん

は
こ
れ
を
見
て
か
へ
つ
て
そ
の
容
易
な
る
を
認
め
し

な
ら
ん
。
し
か
も
蕪
村
以
後
に
お
い
て
す
ら
こ
れ
を
学
び
し
者
を
見
ず
。
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芭
蕉
の
句
は
人
事
を
詠
み
た
る
者
多
か
れ
ど
、
皆
自
己
の
境
涯
を
写
し
た

る
に
止
ま
り

　
　
　
　
　
鞍
壺
に
小
坊
主
の
る
や 

大 

根 

引 

だ
い
こ
ひ
き

の
如
く
自
己
以
外
に
あ
り
て
半
ば
人
事
美
を
加
へ
た
る
す
ら
極
め
て
少
し
。

　
蕪
村
の
句
は

　
　
　
　
　
行
く
春
や
選
者
を
恨
む
歌
の
主

　
　
　
　
　 

命  

婦 

み
ょ
う
ぶ

よ
り
牡
丹
餅
た
ば
す
彼
岸
ひ
が
ん
か
な

　
　
　
　
　 

短  

夜 

み
じ
か
よ

や
同
心
衆
の 

川 

手 

水 

か
わ
ち
ょ
う
ず
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少
年
の
矢
数
や
か
ず
問
ひ
よ
る
念
者
ぶ
り

　
　
　
　
　
水
の
粉こ
や
あ
る
じ
か
し
こ
き
後ご
家け
の
君

　
　
　
　
　 

虫  

干 
む
し
ぼ
し

や
甥おい
の
僧
訪
ふ
東
大
寺

　
　
　
　
　
祇
園
会

ぎ
お
ん
え

や
僧
の
訪
ひ
よ
る
梶
が
も
と

　
　
　
　
　
味
噌
汁
を
く
は
ぬ
娘
の
夏
書
げ
が
き
か
な

　
　
　
　
　
鮓すし
つ
け
て
や
が
て
去い
に
た
る
魚
屋
う
お
や
か
な

　
　
　
　
　
褌
ふ
ん
ど
しに
団
扇
う
ち
わ
さ
し
た
る
亭
主
か
な

　
　
　
　
　
青
梅
に
眉まゆ
あ
つ
め
た
る
美
人
か
な

　
　
　
　
　
旅
芝
居
穂
麦
が
も
と
の
鏡
立
て

　
　
　
　
　
身
に
入し
む
や 

亡  

妻 

な
き
つ
ま

の
櫛くし
を
閨ねや
に
踏
む

　
　
　
　
　
門
前
の
老
婆
子
薪
た
き
ぎ貪
む
さ
ぼる
野
分
か
な
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栗
そ
な
ふ
恵
心
え
し
ん
の
作
の
弥
陀
仏

　
　
　
　
　
書
記
典
主
で
ん
す
故
園
に
遊
ぶ
冬
至
か
な

　
　
　
　
　
沙
弥
し
ゃ
み
律
師
こ
ろ
り
〳
〵
と
衾
ふ
す
まか
な

　
　
　
　
　
さ
ゝ
め
ご
と
頭
巾
に
か
づ
く
羽
折
か
な

　
　
　
　
　
孝
行
な
子
供
等
に
蒲
団
ふ
と
ん
一
つ
づ
ゝ

の
如
き
数
へ
尽
さ
ず
、
こ
れ
ら
の
什
じ
ゅ
う必
ず
し
も
力
を
用
ゐ
し
者
に
非
ず
と
い

へ
ど
も
、
皆
善
く
蕪
村
の
特
色
を
現
し
て
一
句
だ
に
他
人
の
作
と
ま
が
ふ
べ

く
も
あ
ら
ず
。 

天  

稟 

て
ん
ぴ
ん

と
は
言
ひ
な
が
ら
老
熟
の
致
す
所
な
ら
ん
。

　
天
然
美
に
空
間
的
の
者
多
き
は
殊
に
俳
句
に
お
い
て
然
り
。
け
だ
し
俳
句

は
短
く
し
て
時
間
を
容
る
る
能
は
ざ
る
な
り
。
故
に
人
事
を
詠
ぜ
ん
と
す
る

35



場
合
に
も
、
な
ほ
人
事
の
特
色
と
す
べ
き
時
間
を
写
さ
ず
し
て
空
間
を
写
す

は
俳
句
の
性
質
の
然
ら
し
む
る
に
因
る
。
た
ま
た
ま
時
間
を
写
す
者
あ
り
と

も
、
そ
は
現
在
と
一
様
な
る
事
情
の
過
去
ま
た
は
未
来
に
継
続
す
る
に
過
ぎ

ず
。
こ
こ
に
例
外
と
す
べ
き
蕪
村
の
句
二
首
あ
り
。

　
　
　
　
　
御
手
討
の
夫
婦
な
り
し
を  

更    

衣  

こ
ろ
も
が
え

　
　
　
　
　
打
ち
は
た
す
梵ぼ
論ろ
つ
れ
だ
ち
て
夏
野
か
な

　
前
者
は
過
去
の
あ
る
人
事
を
叙
し
、
後
者
は
未
来
の
あ
る
人
事
を
叙
す
。

一
句
の
主
眼
が
一
は
過
去
の
人
事
に
あ
り
、
一
は
未
来
の
人
事
に
あ
る
は
二

句
同
一
な
り
、
そ
の
主
眼
な
る
人
事
が
人
事
中
の
複
雑
な
る
者
な
る
事
も
二
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句
同
一
な
り
。
此
の
如
き
者
は
古
往
今
来
他
に
そ
の
例
を
見
ず
。

　
　
　
　
理
想
的
美

　
俳
句
の
美
あ
る
い
は
分
つ
て
実
験
的
、
理
想
的
の
二
種
と
な
す
べ
し
。
実

験
的
と
理
想
的
と
の
区
別
は
俳
句
の
性
質
に
お
い
て
既
に
然
る
も
の
あ
り
。

こ
の
種
の
理
想
は
人
間
の
到
底
経
験
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
実
際

有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
詠
み
た
る
も
の
こ
れ
な
り
。
ま
た
実
験
的
と
理

想
的
と
の
区
別
俳
句
の
性
質
に
あ
ら
ず
し
て
作
者
の
境
遇
に
あ
る
者
あ
り
。

こ
の
種
の
理
想
は
今
人
に
し
て
古
代
の
事
物
を
詠
み
、
い
ま
だ
行
か
ざ
る
地

の
景
色
風
俗
を
写
し
、
か
つ
て
見
ざ
る
或
る
社
会
の
情
状
を
描
き
出
す
者
こ
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れ
な
り
。
こ
こ
に
理
想
的
と
い
ふ
は
実
験
的
に
対
し
て
い
ふ
も
の
に
し
て
両

者
を
包
含
す
。

　
文
学
の
実
験
に
依
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
な
ほ
絵
画
の
写
生
に
依
ら
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
し
か
れ
ど
も
絵
画
の
写
生
に
の
み
依
る
べ
か
ら
ざ
る

が
如
く
、
文
学
も
ま
た
実
験
に
の
み
依
る
べ
か
ら
ず
。
写
生
に
の
み
依
ら
ん

か
、
絵
画
は
終つい
に
微
妙
の
趣
味
を
現
す
能
は
ざ
ら
ん
、
実
験
に
の
み
依
ら
ん

か
、
尋
常
一
様
の
経
歴
あ
る
作
者
の
文
学
は
到
底 

陳  

套 

ち
ん
と
う

を
脱
す
る
能
は
ざ

る
べ
し
。
文
学
は
伝
記
に
あ
ら
ず
、
記
実
に
あ
ら
ず
、
文
学
者
の
頭
脳
は
四

畳
半
の
古
机
に
も
た
れ
な
が
ら
そ
の
理
想
は
天
地
八
荒
の
中
に  

逍    

遥  

し
ょ
う
よ
う

し

て
無む
碍げ
自
在
に
美
趣
を
求
む
。
羽はね
な
く
し
て
空
に
翔かけ
る
べ
し
、
鰭ひれ
な
く
し
て

海
に
潜
む
べ
し
。
音
な
く
し
て
音
を
聴
く
べ
く
、
色
な
く
し
て
色
を
観
る
べ
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し
。
此
の
如
く
し
て
得
来
る
者
、
必
ず 

斬  

新 

ざ
ん
し
ん

奇
警
き
け
い
人
を
驚
か
す
に
足
る
者

あ
り
。
俳
句
界
に
お
い
て
斯この
人
を
求
む
る
に
蕪
村
一
人
あ
り
。
翻
ひ
る
が
えつ
て
芭
蕉

は
如
何
と
見
れ
ば
そ
の
俳
句
平
易
高
雅
、
奇
を
衒げん
せ
ず
、
新
を
求
め
ず
、
尽

こ
と
ご
と

く
自
己
が
境
涯
の
実
歴
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
二
人
は
実
に
両
極
端
を
行
き
て

毫
も
相
似
た
る
者
あ
ら
ず
、
こ
れ
ま
た
蕪
村
の
特
色
と
し
て
見
ざ
る
べ
け
ん

や
。

　
芭
蕉
も
初
め
は

　
　
　
　
　
菖
蒲
あ
や
め
生
お
い
けり
軒のき
の
鰯
い
わ
しの  
髑    
髏  
さ
れ
こ
う
べ

の
如
き
理
想
的
の
句
な
き
に
あ
ら
ざ
り
し
も
、
一
た
び
古
池
の
句
に
自
家
の
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立
脚
地
を
定
め
し
後
は
、
徹
頭
徹
尾
記
実
の
一
法
に
依
り
て
俳
句
を
作
れ
り
。

し
か
も
そ
の
記
実
た
る
自
己
が
見
聞
せ
る
総
て
の
事
物
よ
り
句
を
探
り
出い
だ

す
に
非
ず
、
記
実
の
中
に
て
も
た
だ
自
己
を
離
れ
た
る
純
客
観
の
事
物
は
全

く
こ
れ
を 
抛  
擲 
ほ
う
て
き

し
、
た
だ
自
己
を
本
と
し
て
こ
れ
に
関
聯
す
る
事
物
の
実

際
を
詠
ず
る
に
止
ま
れ
り
。
今
日
よ
り
見
れ
ば
そ
の
見
識
の
卑
い
や
しき
こ
と
実
に

笑
ふ
に
堪
へ
た
り
。
け
だ
し
芭
蕉
は
感
情
的
に
全
く
理
想
美
を
解
せ
ざ
り
し

に
は
非
ず
し
て
、
理
窟
に
考
へ
て
理
想
は
美
に
非
ず
と
断
定
せ
し
や
必
せ
り
。

一
世
に
知
ら
れ
ず
し
て
始
終
逆
境
に
立
ち
な
が
ら
、
堅
固
な
る
意
思
に
制
せ

ら
れ
て
謹
厳
に
身
を
修
め
た
る
彼
が
境
遇
は
、
苟
か
り
そ
めに
も
嘘
を
つ
か
じ
と
て
文

学
に
も
理
想
を
排
し
た
る
な
る
べ
く
、
将は
た
彼
が
愛
読
し
た
り
と
い
ふ
『
杜と

詩し
』
に
記
実
的
の
作
多
き
を
見
て
は
、
俳
句
も
か
く
す
べ
き
も
の
な
り
と
自
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ら
感
化
せ
ら
れ
た
る
に
も
あ
ら
ん
。
芭
蕉
の
門
人
多
し
と
い
へ
ど
も
、
芭
蕉

の
如
く
記
実
的
な
る
は
一
人
も
な
く
、
ま
た
芭
蕉
は
記
実
的
な
ら
ず
と
て
そ

を
悪
く
言
ひ
た
る
例
も
聞
か
ず
。
芭
蕉
は
連
句
に
お
い
て
宇
宙
を
網
羅
し
古こ

今こん
を 

翻  
弄 

ほ
ん
ろ
う

せ
ん
と
し
た
る
に
も
似
ず
、
俳
句
に
は
極
め
て 

卑  

怯 

ひ
き
ょ
う

な
り
し

な
り
。

　
蕪
村
の
理
想
を
尚
と
う
とぶ
は
そ
の
句
を
見
て
知
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
彼
が
か

つ
て 

召  

波 

し
ょ
う
は

に
教
へ
た
り
と
い
う
彼
の
自
記
は
善
く
蕪
村
を
写
し
出
だ
せ
る

を
見
る
。
曰
く

　
　
（
略
）
其
角
き
か
く
を
尋
ね 

嵐  

雪 

ら
ん
せ
つ

を
訪
ひ
素
堂
そ
ど
う
を
倡
い
ざ
なひ 

鬼  

貫 

お
に
つ
ら

に
伴
ふ
、
日

　
　
々
こ
の
四
老
に
会
し
て
わ
づ
か
に
市
城
名
利
の
域
を
離
れ
林
園
に
遊
び

　
　
山
水
に
う
た
げ
し
酒
を
酌くみ
て
談
笑
し
句
を
得
る
こ
と
は
専
も
っ
ぱ
ら不
用
意
を
貴
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ぶ
、
か
く
の
如
く
す
る
こ
と
日
々
或
日
ま
た
四
老
に
会
す
、
幽
賞
雅
懐

　
　
は
じ
め
の
如
し
、
眼
を
閉
て
苦
吟
し
句
を
得
て
眼
を
開
く
、
忽
た
ち
まち
四
老

　
　
の
所
在
を
失
す
、
し
ら
ず
い
づ
れ
の
所
に
仙
化
し
て
去
る
や
、
恍こう
と
し

　
　
て
一
人
自
み
ず
か
ら彳
た
た
ずむ
時
に
花
香
か
こ
う
風
に
和
し 

月  

光 

げ
っ
こ
う

水
に
浮
ぶ
、
こ
れ
子し
が
俳

　
　
諧
の
郷
な
り
（
略
）

　
蕪
村
は
如い
何か
に
し
て
理
想
美
を
探
り
出
だ
す
べ
き
か
を
召
波
に
示
し
た
る

な
り
。
筆
に
も
口
に
も
説
き
尽
す
べ
か
ら
ざ
る
理
想
の
妙
趣
は
、 

輪  

扁 

り
ん
ぺ
ん

の

木
を
断
る
が
如
く
終つい
に
他
に
教
ふ
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
一
棒
の
下
に
頓と

悟んご
せ
し
む
る
の
工
夫
く
ふ
う
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
蕪
村
は
こ
の
理
想
的
の
事
を
な

ほ
理
想
的
に
説
明
せ
り
。
か
つ
そ
の
説
明
的
な
る
と
文
学
的
な
る
と
を
問
は

ず
、
か
く
の
如
き
理
想
を
述
べ
た
る
文
字
に
至
り
て
は
上
下
二
千
載ざい
我
に
見
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ざ
る
所
な
り
。
奇
文
な
る
か
な
。

　
蕪
村
の
句
の
理
想
と
思おぼ
し
き
者
を
挙
ぐ
れ
ば

　
　
　
　
　 
河  

童 
か
わ
た
ろ

の
恋
す
る
宿
や
夏
の
月

　
　
　
　
　
湖
へ
富
士
を
戻
す
や
五
月
雨

　
　
　
　
　
名
月
や
兎
の
わ
た
る
諏す
訪わ
の
湖

　
　
　
　
　
指
南
車
を
胡こ
地ち
に
引
き
去
る
霞
か
す
みか
な

　
　
　
　
　
滝
口
に
燈ひ
を
呼
ぶ
声
や
春
の
雨

　
　
　
　
　
白
梅
や
墨
芳かん
ば
し
き 
鴻 
臚 
館 
こ
う
ろ
か
ん

　
　
　
　
　
宗
鑑
に 

葛  

水 

く
ず
み
ず

た
ま
ふ
大
臣
お
と
ど
か
な

　
　
　
　
　 

実  

方 

さ
ね
か
た

の 

長  

櫃 

な
が
び
つ

通
る
夏
野
か
な
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朝
比
奈
が
曾
我
を
訪
ふ
日
や  

初    

鰹  

は
つ
が
つ
お

　
　
　
　
　
雪
信
が
蠅はえ
打
ち
払
ふ
硯
す
ず
りか
な

　
　
　
　
　 

孑  

孑 
ぼ
う
ふ
り

の
水
や 

長  

沙 

ち
ょ
う
さ

の
裏
長
屋

　
　
　
　
　 
追  
剥 
お
い
は
ぎ

を
弟
子
に
剃そ
り
け
り
秋
の
旅

　
　
　
　
　 

鬼  
貫 

お
に
つ
ら

や
新
酒
の
中
の
貧
に
処
す

　
　
　
　
　
鳥
羽
殿

と
ば
ど
の

へ
五
六
騎
い
そ
ぐ
野
分
か
な

　
　
　
　
　
新
右
衛
門
蛇
足
を
さ
そ
ふ
冬
至
か
な

　
　
　
　
　
寒
月
や
衆
徒
し
ゅ
と
の
群
議
の
過
ぎ
て
後

　
　
　
　
　
　
　
高
野
こ
う
や

　
　
　
　
　
隠
れ
住
ん
で
花
に
真
田
さ
な
だ
が
謡
う
た
いか
な
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歴
史
を
借
り
て
古
人
を
十
七
字
中
に
現
し
得
た
る
者
、
以
て
彼
が
技
倆
を

見
る
に
足
ら
ん
。

　
　
　
　
複
雑
的
美

　
思
想
簡
単
な
る
時
代
に
は
美
術
文
学
に
対
す
る
嗜
好
し
こ
う
も
簡
単
を
尚
ぶ
は
自

然
の
趨
勢
な
り
。
我
邦くに
千
余
年
間
の
和
歌
の
如
何
に
簡
単
な
る
か
を
見
ば
、

人
の
思
想
の
長
く
発
達
せ
ざ
り
し
有
様
も
見
え
透
く
心
地
す
。
こ
の
間
に
立

ち
て
形
式
の
簡
単
な
る
俳
句
は
か
へ
つ
て
和
歌
よ
り
も
複
雑
な
る
意
匠
を
現

さ
ん
と
し
て
漢
語
を
借
り
来
り
佶
屈
な
る
直
訳
的
句
法
を
さ
へ
用
ゐ
た
り
し

も
、
そ
は
一
時
の
現
象
た
る
に
と
ど
ま
り
、
古
池
の
句
は
終つい
に
俳
句
の
本
尊
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と
し
て
崇
拝
せ
ら
る
る
に
至
れ
り
。
古
池
の
句
は 

足  

引 

あ
し
び
き

の
山
鳥
の
尾
の
と

い
ふ
歌
の
簡
単
な
る
に
比
す
べ
く
も
あ
ら
ざ
れ
ど
、
な
ほ
俳
句
中
の
最
も
っ
と
も簡
単

な
る
者
に
属
す
。
芭
蕉
は
こ
れ
を
以
て
自
ら
得
た
り
と
し
、
終
身
複
雑
な
る

句
を
作
ら
ず
。
門
人
は
必
ず
し
も
芭
蕉
の
簡
単
を
学
ば
ざ
り
し
も
、
複
雑
の

極
点
に
達
す
る
に
は
な
ほ
遠
か
り
き
。

　
芭
蕉
は
「
発
句
は
頭
よ
り
す
ら
す
ら
と 

云  

下 

い
い
く
だ

し
来
る
を
上
品
と
す
」
と

言
ひ
、
門
人 

洒  

堂 

し
ゃ
ど
う

に
教
へ
て
「
発
句
は
汝
な
ん
じが
如
く
物
二
、
三  

取    

集  

と
り
あ
つ
む

る

物
に
あ
ら
ず
、
こ
が
ね
を
打
の
べ
た
る
如
く
あ
る
べ
し
」
と
言
へ
り
。
洒
堂

の
句
の
物
二
、
三
取
集
る
と
い
ふ
は

　
　
　
　
　
鳩
吹
く
や
渋
柹
原
の
蕎そ
麦ば
畑
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刈
株
や
水
田
の
上
の
秋
の
雲

の
類
た
ぐ
いな
る
べ
く
、
洒
堂
ま
た
常
に
好
ん
で
こ
の
句
法
を
用
ゐ
た
り
と
お
ぼ
し
。

し
か
れ
ど
も
洒
堂
の
こ
れ
ら
の
句
は
元
禄
の
俳
句
中
に
一
種
の
異
彩
を
放
つ

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
品
格
よ
り
い
ふ
も 

鳩  

吹 

は
と
ふ
く

、
刈
株
の
句
の
如
き
は
決
し

て
芭
蕉
の
下
に
あ
ら
ず
。
芭
蕉
が
こ
の
特
異
の
処
を
賞
揚
せ
ず
し
て
、
か
へ

つ
て
こ
れ
を
排
斥
せ
ん
と
し
た
る
を
見
れ
ば
、
彼
は
そ
の
複
雑
的
美
を
解
せ

ざ
り
し
者
に
似
た
り
。

　
芭
蕉
は
一
定
の
真
理
を
言
は
ず
し
て
時
に
随
ひ
人
に
よ
り
思
ひ
思
ひ
の
教

訓
を
な
す
を
常
と
す
。
そ
の
洒
堂
を
誨おし
へ
た
る
も
こ
れ
ら
の
佳
作
を
斥
し
り
ぞけ
た

る
に
は
あ
ら
で
、
む
し
ろ
そ
の 

濫  

用 

ら
ん
よ
う

を
誡
い
ま
しめ
た
る
に
や
あ
ら
ん
。
許
六
が
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「
発
句
は
取
合
せ
も
の
な
り
」
と
い
ふ
に
対
し
て
芭
蕉
が
「
こ
れ
ほ
ど
仕
よ

き
事
あ
る
を
人
は
知
ら
ず
や
」
と
い
へ
る
を
見
て
も
、
強
あ
な
がち  

取    

合  

と
り
あ
わ
せ

を
排

斥
す
る
に
は
非
る
べ
し
。
さ
れ
ど
こ
こ
に
言
へ
る
取
合
と
は
二
種
の
取
合
を

い
ふ
者
に
し
て
、
洒
堂
の
如
く
三
種
の
取
合
を
い
ふ
に
非
る
は
、
芭
蕉
の
句
、

許
六
の
句
を
見
て
明
あ
き
ら
かな
り
。
芭
蕉
ま
た
凡
兆
に
対
し
て
「
俳
諧
も
さ
す
が
に

和
歌
の
一
体
な
り
、
一
句
に
し
を
り
あ
る
や
う
に
作
す
べ
し
」
と
い
へ
る
も

こ
の
間
の
消
息
を
解
す
べ
き
者
あ
り
。
凡
兆
の
句
複
雑
と
い
ふ
ほ
ど
に
は
あ

ら
ね
ど
、
ま
た
洒
堂
ら
と
一
般
、
句
々
材
料
充
実
し
て
、
彼
の
虚
字
を
以
て

 

斡  

旋 

あ
っ
せ
ん

す
る
芭
蕉
流
と
は
い
た
く
異
な
り
。
芭
蕉
こ
れ
に
対
し
て
今
少
し
和

歌
の
臭
味
を
加
へ
よ
と
い
ふ
、
け
だ
し
芭
蕉
は
俳
句
は
簡
単
な
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
と
断
定
し
て
自
ら
美
の
区
域
を
狭
く
劃かぎ
り
た
る
者
な
り
。
芭
蕉
既
に
此
か
く
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の
如
し
。
芭
蕉
以
後
言
ふ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

　
蕪
村
は
立
て
り
。
和
歌
の
や
さ
し
み
言
ひ
古
し
聞
き
古
し
て 

紛  

々 

ふ
ん
ぷ
ん

た
る

臭
気
は
そ
の
腐
敗
の
極
に
達
せ
り
。
和
歌
に
代
り
て
起
り
た
る
俳
句
幾
分
の

和
歌
臭
味
を
加
へ
て
元
禄
時
代
に 

勃  

興 

ぼ
っ
こ
う

し
た
る
も
、
支
麦
し
ば
く
以
後
漸
よ
う
やく
腐
敗

し
て
ま
た
拯すく
ふ
に
道
な
か
ら
ん
と
す
。
是ここ
に
お
い
て
蕪
村
は
複
雑
的
美
を
捉

へ
来
り
て
俳
句
に
新
生
命
を
与
へ
た
り
。
彼
は
和
歌
の
簡
単
を
斥
け
て
唐
詩

の
複
雑
を
借
り
来
れ
り
。
国
語
の
柔
軟
な
る
、
冗
長
な
る
に
飽
き
は
て
て
簡か

   

勁 

ん
け
い
な
る
、
豪
壮
な
る
漢
語
も
て
我
不
足
を
補
ひ
た
り
。
先
に
其
角
一
派
が

苦
辛
し
て
失
敗
に
終
り
し
事
業
は
蕪
村
に
よ
つ
て
容
易
に
成
就
せ
ら
れ
た
り
。

衆
人
の
攻
撃
も
慮
お
も
ん
ぱ
かる
所
に
あ
ら
ず
、
美
は
簡
単
な
り
と
い
ふ
古
来
の
標
準
も

棄
て
て
顧
か
え
り
みず
、
卓
然
と
し
て
複
雑
的
美
を
成
し
た
る
蕪
村
の
功
は
没
す
べ
か
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ら
ず
。

　
芭
蕉
の
句
は
尽
こ
と
ご
とく
簡
単
な
り
。
強し
ひ
て
そ
の
複
雑
な
る
者
を
求
め
ん
か

　
　
　
　
　
鶯
や
柳
の
う
し
ろ
藪
の
前

　
　
　
　
　
つ
ゝ
じ
活い
け
て 

其  

陰 

そ
の
か
げ

に
干
鱈
ひ
だ
ら
さ
く
女

　
　
　
　
　
隠
れ
家が
や
月
と
菊
と
に
田
三
反

等
の
数
句
に
過
ぎ
ざ
る
べ
し
。
蕪
村
の
句
の
複
雑
な
る
は
そ
の
全
体
を
通
じ

て
然しか
り
。
中
に
つ
き
て
数
句
を
挙
ぐ
れ
ば

　
　
　
　
　
草
霞
み
水
に
声
な
き
日
暮
か
な
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燕
つ
ば
め啼な
い
て
夜
蛇
を
打
つ
小
家
か
な

　
　
　
　
　
梨
の
花
月
に
書
読
む
女
あ
り

　
　
　
　
　
雨
後
の
月
誰た
そ
や
夜
ぶ
り
の
脛はぎ
白
き

　
　
　
　
　
鮓すし
を
お
す
我
れ
酒
か
も
す
隣
と
な
りあ
り

　
　
　
　
　
五
月
雨

さ
み
だ
れ

や
水
に
銭
踏ふ
む
渡
し
舟

　
　
　
　
　
草
い
き
れ
人
死しに
を
る
と
札
の
立
つ

　
　
　
　
　
秋
風
や
酒
肆
し
ゅ
し
に
詩
う
た
ふ
漁
者  

樵    

者  

し
ょ
う
し
ゃ

　
　
　
　
　
鹿
な
が
ら 

山  

影 

さ
ん
え
い

門もん
に
入いる
日ひ
か
な

　
　
　
　
　
鴫しぎ
遠
く
鍬くわ
す
ゝ
ぐ
水
の
う
ね
り
か
な

　
　
　
　
　
柳
散
り
清
水
涸か
れ
石
と
こ
ろ
／
″
＼

　
　
　
　
　
水
か
れ
／
″
＼
蓼

た

で

か
あ
ら
ぬ
か
蕎
麦
か
否
か
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我
を
い
と
ふ
隣
家
寒
夜
に
鍋
を
鳴
ら
す

　
一
句
五
字
ま
た
は
七
字
の
中
な
ほ
「
草
霞
み
」
「
雨
後
の
月
」
「
夜
蛇
を

打
つ
」
「
水
に
銭
踏
む
」
と
曲
折
せ
し
め
た
る
妙
は
到
底
「
頭
よ
り
す
ら
す

ら
と
言
ひ
下
し
来
る
」
者
の
解
し
得
ざ
る
所
、
し
か
も
洒
堂
、
凡
兆
ら
も
ま

た
夢む
寐び
に
だ
も
見
ざ
り
し
所
な
り
。
客
観
的
の
句
は
複
雑
な
り
や
す
し
。
主

観
的
の
句
の
複
雑
な
る

　
　
　
　
　
う
き
我
に
砧
き
ぬ
た打
て
今
は
又
や
み
ね

の
如
き
に
至
り
て
は
蕪
村
集
中
ま
た
他
に
あ
ら
ざ
る
も
の
、
も
し
芭
蕉
を
し
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て
こ
れ
を
見
せ
し
め
ば
惘 

然 

自 

失 

も
う
ぜ
ん
じ
し
つ

言
ふ
所
を
知
ら
ざ
る
べ
し
。

　
　
　
　
精
細
的
美

　
外
に
広
き
者
こ
れ
を
複
雑
と
い
ひ
、
内
に
詳
つ
ま
び
ら
かな
る
者
こ
れ
を
精
細
と
い
ふ
。

精
細
の
妙
は
印
象
を
明
瞭
な
ら
し
む
る
に
あ
り
。
芭
蕉
の
叙
事
形
容
に
粗
に

し
て
風
韻
に
勝
ち
た
る
は
、
芭
蕉
の
好
ん
で
為
し
た
る
所
な
り
と
い
へ
ど
も
、

一
は
精
細
的
美
を
知
ら
ざ
り
し
に
因
る
。
芭
蕉
集
中
精
細
な
る
者
を
求
む
る

に　
　
　
　
　
粽
ち
ま
き結ゆう
片
手
に
は
さ
む  

額    

髪  

ひ
た
い
が
み
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五
月
雨

さ
み
だ
れ

や
色
紙
へ
ぎ
た
る
壁
の
跡

の
如
き
比
較
的
に
爾し
か
思
は
る
る
あ
る
の
み
。
蕪
村
集
中
に
そ
の
例
を
求
む

れ
ば

　
　
　
　
　
鶯
の
鳴
く
や
小
ち
い
さき
口
あ
け
て

　
　
　
　
　
あ
ぢ
き
な
や
椿
落
ち
埋うず
む
庭
た
づ
み

　
　
　
　
　 

痩  

臑 

や
せ
ず
ね

の
毛
に
微
風
あ
り
衣
こ
ろ
もが
へ

　
　
　
　
　
月
に
対
す
君
に
投
網
と
あ
み
の
水
煙

　
　
　
　
　
夏
川
を
こ
す
嬉
し
さ
よ
手
に
草
履
ぞ
う
り

　
　
　
　
　
鮎あゆ
く
れ
て
よ
ら
で
過
ぎ
行
く
夜よ
半わ
の
門
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夕
風
や
水 

青  

鷺 

あ
お
さ
ぎ

の
脛はぎ
を
打
つ

　
　
　
　
　
点
滴
に
打
た
れ
て
こ
も
る  

蝸    

牛  

か
た
つ
む
り

　
　
　
　
　
蚊
の
声
す 

忍  

冬 

に
ん
ど
う

の
花
散
る
た
び
に

　
　
　
　
　
青
梅
に
眉
あ
つ
め
た
る
美
人
か
な

　
　
　
　
　
牡
丹
散ちっ
て
打
ち
重
り
ぬ
二
三
片

　
　
　
　
　
唐
草
に
牡
丹
め
で
た
き
蒲
団
か
な

　
　
　
　
　
引
き
か
ふ
て
耳
を
あ
は
れ
む
頭
巾
か
な

　
　
　
　
　 

緑  

子 

み
ど
り
ご

の
頭
巾
眉
深
ま
ぶ
か
き
い
と
ほ
し
み

　
　
　
　
　
真
結
び
の
足た
袋び
は
し
た
な
き
給
仕
か
な

　
　
　
　
　
歯
あ
ら
は
に
筆
の
氷
を
噛か
む
夜
か
な

　
　
　
　
　
茶
の
花
や
石
を
め
ぐ
り
て
道
を
取
る
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等
い
と
多
か
り
。

　
庭
た
づ
み
に
椿
の
落
ち
た
る
は
誰
も
考
へ
つ
く
べ
し
。
埋
む
と
は
言
ひ
得

ぬ
な
り
。
も
し
埋
む
に
力
入
れ
た
ら
ん
に
は
俗
句
と
成
り
を
は
ら
ん
。
落
ち

埋
む
と
字
余
り
に
し
て
埋
む
を
軽
く
用
ゐ
た
る
は
蕪
村
の
力
量
な
り
。
善
き

句
に
は
あ
ら
ね
ど
、
埋
む
と
ま
で
形
容
し
て
俗
な
ら
し
め
ざ
る
処
、
精
細
的

美
を
解
し
た
る
に
因
る
。
精
細
な
る
句
の
俗
了
し
や
す
き
は
蕪
村
の
夙つと
に
感

ぜ
し
所
に
や
あ
ら
ん
、
後
世
の
俳
家
徒
い
た
ず
らに
精
細
な
ら
ん
と
し
て
ま
す
ま
す
俗

に
堕
つ
る
者
、
け
だ
し
精
細
的
美
を
解
せ
ざ
る
が
た
め
な
り
。
妙
人
の
妙
は

そ
の
平
凡
な
る
処
、
拙
つ
た
なき
処
に
お
い
て
見
る
べ
し
。
『
唐
詩
選
』
を
見
て
唐

詩
を
評
し
展
覧
会
を
見
て
画
家
を
評
す
る
は
殆
あ
や
うし
。
蕪
村
の
佳
句
ば
か
り
を
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見
る
者
は
蕪
村
を
見
る
者
に
非
る
な
り
。

「
手
に
草
履
」
と
い
う
こ
と
も
も
し
拙
つ
た
なく
言
ひ
の
ば
し
な
ば
殺
風
景
と
な
り

な
ん
。
短
く
も
言
ひ
得
べ
き
を
「
嬉
し
さ
よ
」
と
長
く
言
ひ
て
、
長
く
も
言

ひ
得
べ
き
を
「
手
に
草
履
」
と
短
く
言
ひ
し
者
、
良
工
苦
心
の
処
な
ら
ん
か
。

「
鮎あゆ
く
れ
て
」
の
句
、
此
の
如
き
意
匠
は
古
来
な
き
所
、
縦よ
し
あ
り
た
り
と

も
「
よ
ら
で
過
ぎ
行
く
」
と
は
言
い
得
ざ
り
し
な
り
。
常
人
を
し
て
言
は
し

め
ば
鮎
く
れ
し
を
主
に
し
て
言
ふ
べ
し
。
そ
は
平
凡
な
り
。
よ
ら
で
過
ぎ
行

く
処
、
景
を
写
し
情
を
写
し
時
を
写
し
多
少
の
雅
趣
を
添
ふ
。

　
顔
し
か
め
た
り
と
も
額
に
皺しわ
よ
せ
た
り
と
も
か
く
印
象
を
明
瞭
な
ら
し
め

じ
、
事
は
同
じ
け
れ
ど
「
眉
あ
つ
め
た
る
」
の
一
語
、
美
人 

髣  

髴 

ほ
う
ふ
つ

と
し
て

前
に
あ
り
。
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蒲
団
引
き
あ
ふ
て
夜
伽
よ
と
ぎ
の
寒
さ
を
凌しの
ぎ
た
る
句
な
ど
こ
そ
古
人
も
言
へ
れ
、

蒲
団
そ
の
物
を
一
句
に
形
容
し
た
る
、
蕪
村
よ
り
始
ま
る
。

「
頭
巾
眉
深
ま
ぶ
か
き
」
た
だ
七
字
、
あ
や
せ
ば
笑
ふ
声
聞
ゆ
。

　
足
袋
の
真
結
び
、
こ
れ
を
も
俳
句
の
材
料
に
せ
ん
と
は
誰
か
思
は
ん
。
我

こ
の
句
を
見
る
こ
と
熟
せ
り
、
し
か
も
い
か
に
し
て
こ
の
事
を
捉とら
へ
得
た
る

か
は
今
に
怪
ま
ざ
る
を
得
ず
。

「
歯
あ
ら
は
に
」
歯
に
し
み
入
る
つ
め
た
さ
想
ひ
や
る
べ
し
。

　
　
　
　
用
語

　
蕪
村
の
俳
句
に
お
け
る
意
匠
の
美
は
既
に
こ
れ
を
言
へ
り
。
意
匠
の
美
は
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文
学
の
根
本
に
し
て
人
を
感
動
せ
し
む
る
の
力
ま
た
多
く
こ
こ
に
あ
り
。
し

か
れ
ど
も
用
語
、
句
法
の
美
こ
れ
に
伴
は
ざ
ら
ん
に
は
、
可
惜
あ
た
ら
意
匠
の
美
を

活
動
せ
し
め
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
へ
つ
て
そ
の
意
匠
に
一
種
厭
ふ
べ
き
俗

気
を
帯
び
た
る
が
如
く
感
ぜ
し
む
る
こ
と
あ
り
。
蕪
村
の
用
語
と
句
法
と
は

そ
の
意
匠
を
現
す
に
最
も
適
せ
る
者
に
し
て
、
し
か
も
自
己
の
創
体
に
属
す

る
者
多
し
。
そ
の
用
語
の
概
略
を
言
は
ん
に

（
一
）
漢
語
　
は
蕪
村
の
喜
ん
で
用
ゐ
た
る
者
に
し
て
、
あ
る
い
は
漢
語
多

き
を
以
て
蕪
村
の
唯
一
の
特
色
と
誤
認
せ
ら
る
る
に
至
る
。
こ
の
一
事
が
い

か
に
人
の
注
意
を
惹ひ
き
し
か
を
知
る
べ
し
。
蕪
村
が
漢
語
を
用
ゐ
た
る
は
種

々
の
便
利
あ
り
し
に
因よ
る
べ
け
れ
ど
、
第
一
に
漢
語
が
国
語
よ
り 

簡  

短 

か
ん
た
ん

な

り
し
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
複
雑
な
る
意
匠
を
十
七
、
八
字
の
中
に
含
め
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ん
に
は
簡
短
な
る
漢
語
の
必
要
あ
り
。
ま
た
簡
短
な
る
語
を
用
う
れ
ば
叙
事

形
容
を
精
細
に
為
し
得
べ
き
利
あ
り
。

　
　
　
　
　
指○

南○

車○

を
胡○

地○

に
引﹅
き﹅
去﹅
る﹅
か
す
み
か
な

　
　
　
　
　
閣○

に﹅
坐﹅
し﹅
て﹅
遠
き
蛙
か
わ
ずを
聞
く
夜
か
な

　
　
　
　
　
祇﹅
や﹅
鑑﹅
や﹅
髭ひげ
に
落○

花○

を
捻ひね
り
け
り

　
　
　
　
　 

鮓  

桶 

す
し
お
け

を
こ
れ
へ
と
樹○

下○

に 

床  

几 

し
ょ
う
ぎ

か
な

　
　
　
　
　
三
井
寺

み
い
で
ら

や
日
は
午○

に﹅
逼﹅
る﹅
若
楓
か
え
で

　
　
　
　
　
柚ゆ
の
花
や
善
き
酒
蔵○

す○

塀
の
内

　
　
　
　
　
耳○

目○

肺○

腸○

こ
ゝ
に
玉
巻
く
芭
蕉
庵

　
　
　
　
　
採○

蓴○

を
う
た
ふ
彦
根
の
※○

か
な
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鬼  

貫 

お
に
つ
ら

や
新
酒
の
中
の
貧○

に○

処○

す○

　
　
　
　
　
月
天○

心○

貧
し
き
町
を
通
り
け
り

　
　
　
　
　
秋
風
や
酒○

肆○

に﹅
詩﹅
う﹅
た﹅
ふ﹅
漁○

者○

樵○

者○

　
　
　
　
　
雁
鳴
く
や
舟
に
魚
焼
く
琵﹅
琶﹅
湖○

上○

の
如
き
こ
の
例
な
り
。
さ
れ
ど
も
漢
語
の
必
要
あ
り
と
の
み
に
て
濫みだ
り
に
漢

語
を
用
ゐ
、
た
め
に
一
句
の
調
和
を
欠
か
ば
佳
句
と
は
言
は
れ
じ
。
「
胡
地
」

の
語
の
如
き
余
り
耳
遠
く
普
通
に
用
ゐ
る
べ
き
に
は
非
る
を
、
「
指
南
車
」

の
語
上
に
あ
り
、
「
引
去
る
」
と
い
う
漢
文
直
訳
風
の
語
下
に
あ
る
た
め
に

一
句
の
調
和
を
得
た
る
な
り
。
「
落
花
」
の
語
は
「
祇ぎ
や
鑑かん
や
」
に
対
し
て

響
き
善
く
、
「
芭
蕉
庵
」
と
い
ふ
語
な
く
ん
ば
「
耳
目
肺
腸
」
と
は
置
く
能
あ
た
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は
ず
。
「  

採    

蓴  

さ
い
じ
ゅ
ん

」
は
漢
語
に
非
れ
ば
言
ふ
べ
か
ら
ず
、
さ
り
と
て
こ
の

語
ば
か
り
に
て
は
国
語
と
調
和
せ
ず
。
故
に
こ
と
さ
ら
に
「
傖
夫
そ
う
ふ
」
と
は
受

け
た
り
。

　
第
二
は
国
語
に
て
言
ひ
得
ざ
る
に
は
あ
ら
ね
ど
、
漢
語
を
用
ゐ
る
方
善
く

そ
の
意
匠
を
現
す
べ
き
場
合
な
り
。
漢
語
を
用
ゐ
て
勢
い
き
お
いを
強
く
し
た
る
句

　
　
　
　
　
五
月
雨

さ
み
だ
れ

や
大○

河○

を
前
に
家
二
軒

　
　
　
　
　
夕
立
や
筆
も
乾
か
ず
一○

千○

言○

　
　
　
　
　
時
鳥
平○

安○

城○

を
す
ぢ
か
ひ
に

　
　
　
　
　
絶○

頂○

の
城
た
の
も
し
き
若
葉
か
な

　
　
　
　
　
方○

百○

里○

雨
雲
よ
せ
ぬ
牡
丹
か
な
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「
お
ほ
か
は
」
と
言
へ
ば
水
勢
ぬ
る
く
「
た
い
が
」
と
言
へ
ば
水
勢
急
に
感

ぜ
ら
れ
、
「
い
た
だ
き
」
と
言
へ
ば
山
嶮けわ
し
か
ら
ず
、
「
ぜ
つ
ち
や
う
」
と

言
へ
ば
山
嶮
し
く
感
ぜ
ら
る
。

　
漢
語
を
用
ゐ
て
い
か
め
し
く
し
た
る
句

　
　
　
　
　
蚊
遣
か
や
り
し
て
ま
ゐ
ら
す
僧
の
坐○

右○

か
な

　
　
　
　
　
売○

卜○

先○

生○

木こ
の
下
闇
の
訪と
は
れ
顔

「
坐
右
」
の
語
は
僧
に
対
す
る
多
少
の
尊
敬
を
表
し
、
「 

売  

卜 

ば
い
ぼ
く

先
生
」
と

言
へ
ば
「 

卜 

屋 

算 

う
ら
や
さ
ん

」
と
言
ひ
し
よ
り
も 

鹿  
爪 

し
か
つ
め

ら
し
く
聞
え
て
善
く
「
訪
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は
れ
顔
」
に
響
け
り
。

　
　
　
　
　
寂○

と
し
て
客
の
絶
間
の
牡
丹
か
な

　
　
　
　
　
蕭○

条○

と
し
て
石
に
日
の
入
る
枯
野
か
な

の
如
き
は
「
し
ん
と
し
て
」
「
淋
し
さ
は
」
な
ど
置
き
た
る
と
大
差
な
け
れ

ど
、
な
ほ
漢
語
の
方
適
切
な
る
べ
し
。

　
第
三
は
支
那
の
成
語
を
用
う
る
者
に
し
て
、
こ
は
成
語
を
用
ゐ
た
る
が
た

め
に
興
あ
る
者
、
ま
た
成
語
を
そ
の
ま
ま
な
ら
で
は
用
ゐ
る
べ
か
ら
ざ
る
者

あ
り
。
支
那
の
人
名
地
名
を
用
ゐ
、
支
那
の
古
事
風
景
等
を
詠
ず
る
場
合
は

勿
論
、
我
国
の
事
を
い
ふ
引
合
に
出
さ
れ
た
る
も
少
か
ら
ず
。
そ
の
句
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行○

き○

〳○

〵○

て○

こ○

ゝ○

に○

行○

き○

行○

く○

夏
野
か
な

　
　
　
　
　
朝
霧
や
杭
打
つ
音
丁○

々○

た
り

　
　
　
　
　
帛○

を○

裂○

く○

琵
琶
の
流
れ
や
秋
の
声

　
　
　
　
　
釣
り
上
げ
し
鱸
す
ず
きの
巨○

口○

玉
や
吐
く

　
　
　
　
　
三○

径○

の
十
歩
に
尽
き
て
蓼たで
の
花

　
　
　
　
　
冬
籠
り
燈○

下○

に○

書○

す○

と
書
か
れ
た
り

　
　
　
　
　 

侘 

禅 

師 

わ
び
ぜ
ん
じ

か
ら
鮭
に
白○

頭○

の○

吟○

を
彫
る

　
　
　
　
　
秋○

風○

の
呉○

人○

は
知
ら
じ
ふ
ぐ
と
汁

　
右
三
種
類
の
外
に
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春
水
や
四
条
五
条
の
橋
の
下

の
句
は
「
春
の
水
」
と
も
あ
る
べ
き
を
「
橋
の
下
」
と
同
調
に
な
り
て
耳
ざ

は
り
な
れ
ば
「
春
水
」
と
は
置
た
る
な
ら
ん
。
但
し
四
条
五
条
と
い
う
漢
音

の
語
な
く
ば
「
春
水
」
と
は
言
は
ざ
り
け
ん
。

　
　
　
　
　
蚊
帳
釣
り
て
翠○

微○

つ
く
ら
ん
家
の
内

　
特
に
「
翠
微
す
い
び
」
と
い
ふ
は
翠
の
字
を
蚊
帳
の
色
に
か
け
た
る
し
や
れ
な
り
。
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薫○

風○

や
と
も
し
た
て
か
ね
つ  

厳    

島  

い
つ
く
し
ま

「
風
薫
る
」
と
は
俳
句
の
普
通
に
用
ゐ
る
所
な
れ
ど
爾し
か
言
ひ
て
は
「
薫
る
」

の
意
強
く
な
り
て
句
を
成
し
が
た
し
。
た
だ
夏
の
風
と
い
ふ
位
の
意
に
用
ゐ

る
者
な
れ
ば
「
薫
風
」
と
つ
づ
け
て
一
種
の
風
の
名
と
為
す
に
如
か
ず
。
け

だ
し
蕪
村
の 

烱  

眼 

け
い
が
ん

は
早
く
こ
れ
に
注
意
し
た
る
者
な
る
べ
し
。

（
二
）
古
語
　
も
ま
た
蕪
村
の
好
ん
で
用
ゐ
た
る
者
な
り
。
漢
語
は 

延  

宝 

え
ん
ぽ
う

、

天
和
て
ん
な
の
間
其
角
き
か
く
一
派
が
濫
用
し
て
終つい
に
そ
の
調
和
を
得
ず
、
其
角
す
ら
こ
れ

よ
り
後
、
復また
用
ゐ
ざ
り
し
も
の
、
蕪
村
に
至
り
て
始
は
じ
めて
成
功
を
得
た
り
。
古

語
は
元
禄
時
代
に
あ
り
て
芭
蕉
一
派
が
常
語
と
の
調
和
を
試
み
十
分
に
成
功

し
た
る
者
、
今
は
蕪
村
に
因よっ
て
更
に
一
歩
を
進
め
ら
れ
ぬ
。
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お
よ
ぐ
時
よ○

る○

べ○

な○

き○

さ○

ま○

の
蛙
か
な

　
　
　
　
　 

命  

婦 
み
ょ
う
ぶ

よ
り
牡
丹
餅

ぼ
た
も
ち

た○

ば○

す○

彼
岸
ひ
が
ん
か
な

　
　
　
　
　  
更    

衣  
こ
ろ
も
が
え

母
な○

ん○

藤
原
氏
な
り
け
り

　
　
　
　
　
真○

し○

ら○

げ○

の
よ
ね
一
升
や
鮓
の
め
し

　
　
　
　
　
お
ろ
し
お
く
笈おい
に
な○

ゐ○

ふ○

る○

夏
野
か
な

　
　
　
　
　
夕
顔
や
黄
に
咲
い
た
る
も
あ○

る○

べ○

か○

り○

　
　
　
　
　
夜○

を○

寒○

み○

小
冠
者
臥ふ
し
た
り
北
枕

　
　
　
　
　 

高 

燈 

籠 

た
か
ど
う
ろ

消
え
な○

ん○

と
す
る
あ○

ま○

た○

ゝ○

び○

　
　
　
　
　
渡
り
鳥
雲
の
は○

た○

て○

の
錦
か
な

　
　
　
　
　
大
高
に
君
し○

ろ○

し○

め○

せ○ 

今 

年 
米 

こ
と
し
ご
め
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蕪
村
の
用
ゐ
た
る
古
語
に
は
藤
原
時
代
の
も
あ
ら
ん
、
北
条
足
利
時
代
の

も
あ
ら
ん
、
あ
る
い
は
漢
書
の
訳
読
に
用
ゐ
ら
れ
た
る
即
ち
漢
語
化
せ
ら
れ

た
る
古
語
も
多
か
ら
ん
。
い
づ
れ
に
も
せ
よ
、
今
ま
で
俳
句
界
に
入
ら
ざ
り

し
古
語
を
手
に
従
て  

拈    

出  
ね
ん
し
ゅ
つ

し
た
る
は
蕪
村
の
力
な
り
。
た
だ
漢
語
を
用

ゐ
、
い
た
づ
ら
に
佶
屈
の
句
を
作
り
、
以
て
蕪
村
の
真
髄
を
得
た
り
と
為
す

者
、
い
ま
だ
他
の
半
面
を
解
せ
ざ
る
べ
し
。

（
三
）
俗
語
　
の
最
俗
な
る
者
を
用
ゐ
初
は
じ
めた
る
も
ま
た
蕪
村
な
り
。
元
禄
時

代
に
雅
語
、
俗
語
相
半
せ
し
俳
句
も
、 
享  

保 
き
ょ
う
ほ

以
後
無
学
無
識
の
徒
に 

翫  

が
ん
ろ

弄 う
せ
ら
る
る
に
至
い
た
って
雅
語
漸
く
消
滅
し
俗
語
ま
す
ま
す
用
ゐ
ら
れ
、
意
匠

の
野
卑
と
相
待
て
純
然
た
る
俗
俳
句
と
な
り
を
は
れ
り
。
さ
れ
ど
そ
の
俗
語
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も
必
ず
し
も
好
ん
で
俗
語
を
用
ゐ
し
に
あ
ら
で
、
雅
語
を
解
せ
ざ
る
が
た
め

知
ら
ず
知
ら
ず
卑
近
に
流
れ
た
る
者
、
故
に
彼
ら
が
用
ゐ
る
俗
語
は
俗
語
中

の
な
る
べ
く
古
い
に
し
えに
近
き
を
択えら
み
た
り
と
お
ぼ
し
く
、
俗
中
の
俗
な
る
日
常
の

話
語
に
至
り
て
は
固
よ
り
用
ゐ
ざ
り
し
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
な
ほ
こ
れ
を
俗

と
し
て
排
斥
し
た
り
。
檀
林
派
の
作
者
と
い
へ
ど
も
そ
の
意
匠
句
法
の
滑
稽

 

突  

梯 

と
っ
て
い

な
る
に
か
か
は
ら
ず
、
ま
た
こ
の
俗
語
中
の
俗
語
を
用
ゐ
た
る
も
の

を
見
ず
。
蕉
門
も
檀
林
も
其
嵐
き
ら
ん
派
も
支
麦
し
ば
く
派
も
用
ゐ
る
に
難
か
た
んじ
た
る
極
端
の

俗
語
を
取
て
平
気
に
俳
句
中
に  
挿    

入  
そ
う
に
ゅ
う

し
た
る
蕪
村
の
技
倆
は
実
に
測
る

べ
か
ら
ざ
る
者
あ
り
。
し
か
も
そ
の
俗
語
の
俗
な
ら
ず
し
て
か
へ
つ
て
活
動

す
る
、
腐
草
ふ
そ
う
蛍
ほ
た
ると
化
し
淤
泥
お
で
い
蓮
は
ち
すを
生
ず
る
の
趣
あ
る
を
見
て
は
誰
か
そ
の
奇

術
に
驚
か
ざ
ら
ん
。

70俳人蕪村



　
　
　
　
　
出
る
杭
を
打
た
う
と
し
た
り○

や○

柳
か
な

　
　
　
　
　
酒
を
煮
る
家
の
女
房
ち○

よ○

と○

ほ○

れ○

た○

　
　
　
　
　
絵
団
扇
う
ち
わ
の
そ○

れ○

も○

清
十
郎
に
お
夏
か
な

　
　
　
　
　
蚊か
帳や
の
内
に
蛍
放
し
て
ア○

ヽ○

楽○

や○

　
　
　
　
　  

杜    
若  

か
き
つ
ば
た

べ○

た○

り○

と
鳶とび
の
た○

れ○

て
け
る

　
　
　
　
　
薬
く
す
り喰くい
隣
と
な
りの
亭
主
箸○

持○

参○

　
　
　
　
　
化○

さ○

う○

な○

傘
か
す
寺
の
時
雨
し
ぐ
れ
か
な

　
後
世
一
茶
い
っ
さ
の
俗
語
を
用
ゐ
た
る
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
句
よ
り 

胚  

胎 

は
い
た
い

し

来
れ
る
に
は
非
る
か
。
薬
喰
の
句
は
蕪
村
集
中
の
最
俗
な
る
者
、
一
読
に
堪
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へ
ず
と
い
へ
ど
も
、
一
茶
は
殊
に
こ
の
辺
よ
り
悟
入
し
た
る
か
の
感
な
き
に

非
ず
。
け
だ
し
一
茶
の
作
時
に
名
句
な
き
に
は
あ
ら
ざ
る
も
、
全
体
を
通
じ

て
言
へ
ば
句
法
に
お
い
て
蕪
村
の
「
酒
を
煮
る
」
「
絵
団
扇
」
の
如
き
し
ま

り
な
く
、
意
匠
に
お
い
て
「
杜
若
」
「
時
雨
」
の
如
き
趣
味
を
欠
き
た
り
。

蕪
村
は
漢
語
を
も
古
語
を
も
極
端
に
用
ゐ
た
り
。
佶
屈
な
り
や
す
き
漢
語
も

佶
屈
な
ら
し
め
ざ
り
き
。
冗
漫
な
り
や
す
き
古
語
も
冗
漫
な
ら
し
め
ざ
り
き
。

野
卑
な
り
や
す
き
俗
語
も
野
卑
な
ら
し
め
ざ
り
き
。
俗
語
を
用
ゐ
た
る
一
茶

の
外
は
漢
語
に
も
古
語
に
も
彼
は
匹
敵
者
を
有
せ
ざ
り
き
。
用
語
の
一
点
に

お
い
て
も
蕪
村
は
俳
句
界
独
歩
の
人
な
り
。

　
　
　
　
句
法

72俳人蕪村



　
句
法
は
言
語
の
接
続
を
い
ふ
。
俳
句
の
句
法
は  

貞    

享  

じ
ょ
う
き
ょ
う
、
元
禄
に
定
ま

り
て
享
保
、
宝
暦
を
経
て
少
し
も
動
か
ず
。
む
し
ろ
元
禄
に
変
化
し
た
る
だ

け
の
変
化
さ
へ
失
ひ
、
「
何
や
」
「
何
か
な
」 

一 

点 

張 

い
っ
て
ん
ば
り
の
極
め
て
単
調
な

る
者
と
な
り
を
は
り
て
、
た
だ
時
に
檀
林
一
派
及
び 

鬼  

貫 

お
に
つ
ら

ら
の
奇
を
弄ろう
す

る
あ
る
の
み
。
こ
の
際
に
当
り
て
蕪
村
は
句
法
の
上
に
種
々
工
夫
を
試
み
あ

る
い
は
漢
詩
的
に
、
あ
る
い
は
古
文
的
に
、
古
人
の
い
ま
だ
か
つ
て
作
ら
ざ

り
し
者
を
数
多
あ
ま
た
造
り
出
せ
り
。

　
　
　
　
　
春
雨
や
い
ざ
よ
ふ
月
の
海
半
な
か
ば

　
　
　
　
　
春
風
や
堤
長
う
し
て
家
遠
し
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雉きじ
打
て
帰
る
家
路
の
日
は
高
し

　
　
　
　
　
玉
川
に
高
野
の
花
や
流
れ
去
る

　
　
　
　
　
祇
や
鑑
や
髭
に
落
花
を
ひ
ね
り
け
り

　
　
　
　
　
桜
狩
美
人
の
腹
や
減
却
す

　
　
　
　
　
出いず
べ
く
と
し
て
出
ず
な
り
ぬ
梅
の
宿

　
　
　
　
　
菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

　
　
　
　
　
裏
門
の
寺
に
逢
著
す
蓬
よ
も
ぎか
な

　
　
　
　
　
山
彦
の
南
は
い
づ
ち
春
の
暮

　
　
　
　
　
月
に
対
す
君
に
投
網
と
あ
み
の
水
煙

　
　
　
　
　 

掛  

香 

か
け
こ
う

や
唖おし
の
娘
の
人
と
な
り

　
　
　
　
　
鮓すし
を
圧お
す
石
上
に
詩
を
題
す
べ
く
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夏
山
や
京
尽
し
飛
ぶ
鷺さぎ
一
つ

　
　
　
　
　
浅
川
の
西
し
東
す
若
葉
か
な

　
　
　
　
　
麓
ふ
も
とな
る
我
蕎
麦
存
す
野
分
か
な

　
　
　
　
　
蘭
夕
ゆ
う
べ狐
き
つ
ねの
く
れ
し
奇
楠
き
ゃ
ら
を
炷たか
ん

　
　
　
　
　
漁
家
寒
し
酒
に
頭
か
し
らの
雪
を
焼
く

　
　
　
　
　
頭
巾
二
つ
一
つ
は
人
に
参
ら
せ
ん

　
　
　
　
　
我
も
死
し
て
碑
に
ほ
と
り
せ
ん
枯
尾
花
　
（
蕉
翁
碑
）

の
如
き
は
漢
文
よ
り
来
り
し
句
法
な
り
。
蕪
村
最
も
っ
と
も多
く
こ
の
種
の
句
法
を
為

す
。
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し
の
ゝ
め
や
鵜う
を
の
が
れ
た
る
魚
浅
し

　
　
　
　
　
鮓
桶
を
洗
へ
ば
浅
き
遊
魚
か
な

　
　
　
　
　
古
井
戸
や
蚊
に
飛
ぶ
魚
の
音
暗
し

「
魚
浅
し
」
、
「
音
暗
し
」
な
ど
い
へ
る
警
語
を
用
ゐ
た
る
は
漢
詩
よ
り
得

た
る
も
の
な
ら
ん
。
従
来
の
国
文
い
ま
だ
こ
の
種
の
工
夫
な
し
。

　
　
　
　
　 

陽  

炎 

か
げ
ろ
う

や
名
も
知
ら
ぬ
虫
の
白
き
飛
ぶ

　
　
　
　
　
橋
な
く
て
日
暮
れ
ん
と
す
る
春
の
水

　
　
　
　
　
罌け
粟し
の
花
ま
が
き
す
べ
く
も
あ
ら
ぬ
か
な
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の
如
き
は
古
文
よ
り
来
る
者
、

　
　
　
　
　
春
の
水
背せ
戸ど
に
田
つ
く
ら
ん
と
ぞ
思
ふ

　
　
　
　
　  
白    

蓮  
び
ゃ
く
れ
ん

を
剪き
ら
ん
と
ぞ
思
ふ
僧
の
さ
ま

　
こ
の
「
と
ぞ
思
ふ
」
と
い
ふ
は
和
歌
よ
り
取
り
来
り
し
者
な
り
。
そ
の
外

　
　
　
　
　
衣
が
へ
野
路
の
人
は
つ
か
に
白
し

　
　
　
　
　
蚊
の
声
す 

忍  

冬 

に
ん
ど
う

の
花
散
る
た
び
に

　
　
　
　
　
水
か
れ
／
″
＼
蓼

た

で

か
あ
ら
ぬ
か
蕎
麦
か
否
か
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の
如
き
あ
り
。

　
元
禄
以
来
形
容
語
は
極
め
て
必
要
な
る
者
の
外ほか
俳
句
に
は
用
ゐ
ら
れ
ざ
り

き
。
い
た
づ
ら
に
場
所
塞ふさ
ぎ
を
為
す
の
み
に
て
、
あ
り
て
も
な
く
て
も
意
義

に
大
差
な
し
と
の
意
な
り
し
な
ら
ん
。
し
か
れ
ど
も
形
容
語
は
句
を
活
動
せ

し
め
印
象
を
明
瞭
な
ら
し
む
る
に
は
こ
れ
を
用
ゐ
て
効
多
し
。
蕪
村
は
巧
た
く
みに

こ
れ
を
用
ゐ
、
殊
に
中
七
音
の
中うち
に
簡
単
な
る
形
容
詞
を
用
う
る
こ
と
に
長

じ
た
り
。

　
　
　
　
　
水
の
粉
や
あ
る
じ
か○

し○

こ○

き○

後
家
の
君

　
　
　
　
　
尼
寺
や
善○

き○

蚊
帳
垂
る
ゝ
宵
月
夜

　
　
　
　
　
柚ゆ
の
花
や
能○

酒
蔵
す
塀
の
内
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手
燭
し
て
善○

き○

蒲
団
出
す
夜
寒
か
な

　
　
　
　
　
緑
子
の
頭
巾
眉○

深○

き○

い
と
ほ
し
み

　
　
　
　
　
真
結
び
の
足
袋
は○

し○

た○

な○

き○

給
仕
か
な

　
　
　
　
　
宿
か
へ
て
火
燵
こ
た
つ
嬉○

し○

き○  

在    

処  

あ
り
ど
こ
ろ

　
後
の
形
容
詞
を
用
ゐ
る
者
、
多
く
は
句
勢
に
た
る
み
を
生
じ
て
か
へ
つ
て

一
句
の
病
と
為
る
。
蕪
村
の 
簡  

勁 
か
ん
け
い

と
適
切
と
に
及
ば
ざ
る
遠
し
。

　
蕪
村
の
句
は
堅
く
し
ま
り
て
揺うご
か
ぬ
が
そ
の
特
色
な
り
。
故
に
無
形
の
語

少
く
有
形
の
語
多
し
。
簡
勁
の
語
多
く
冗
漫
の
語
少
し
。
し
か
る
に
彼
に
一

つ
の
癖
あ
り
て
或
る
形
容
詞
に
限
り
長
き
を
厭
は
ず
、
し
ば
し
ば
こ
れ
を
句

尾
に
置
く
。
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つ
ゝ
じ
咲
て
石
う
つ
し
た
る
嬉
し
さ
よ

　
　
　
　
　
更
衣
八や
瀬せ
の
里
人
ゆ
か
し
さ
よ

　
　
　
　
　
顔
白
き
子
の
う
れ
し
さ
よ
枕
蚊
帳

　
　
　
　
　
五
月
雨
の
大
井
越
え
た
る
か
し
こ
さ
よ

　
　
　
　
　
夏
川
を
越
す
嬉
し
さ
よ
手
に
草
履

　
　
　
　
　
小
鳥
来
る
音
嬉
し
さ
よ  

板    

庇  

い
た
び
さ
し

　
　
　
　
　
鋸
の
こ
ぎ
りの
音
貧
し
さ
よ
夜よ
半わ
の
冬

の
如
き
こ
れ
な
り
。
普
通
に
嬉
し
と
思
ふ
時
嬉
し
と
い
は
ば
俳
句
は
無
味
に

な
り
を
は
ら
ん
、
ま
し
て
嬉
し
さ
よ
と
長
く
言
は
ん
は 

猶  

更 

な
お
さ
ら

の
事
な
り
。

80俳人蕪村



嬉
し
さ
よ
と
い
は
ね
ば
感
情
を
現
す
能
は
ざ
る
時
に
の
み
用
ゐ
た
る
蕪
村
の

句
は
、
固
よ
り
こ
の
語
を
無
造
作
に
置
き
た
る
に
あ
ら
ず
。
更
に
驚
く
べ
き

は
蕪
村
が
一
句
の
結
尾
に
「
に
」
と
い
う
手て
爾に
葉は
を
用
ゐ
た
る
事
な
り
。
例

へ
ば

　
　
　
　
　
帰
る
雁かり
田
毎
た
ご
と
の
月
の
曇
る
夜
に

　
　
　
　
　
菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

　
　
　
　
　
春
の
夜
や
宵よい
曙
あ
け
ぼ
のの
其
中
に

　
　
　
　
　
畑
打
や
鳥
さ
へ
鳴
か
ぬ 
山  
陰 
や
ま
か
げ

に

　
　
　
　
　
時
鳥
平
安
城
を
す
ぢ
か
ひ
に

　
　
　
　
　
蚊
の
声
す
忍
冬
の
花
散
る
た
び
に
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広
庭
の
牡
丹
や
天
の
一
方
に

　
　
　
　
　
庵いお
の
月
あ
る
じ
を
問
へ
ば
芋
掘
り
に

　
　
　
　
　
狐
火
や
髑
髏
ど
く
ろ
に
雨
の
た
ま
る
夜
に

　
常
人
を
し
て
こ
の
句
法
に
倣なら
は
し
め
ば
必
ず
や
失
敗
に
終
は
ら
ん
、
手
爾

葉
の
結
尾
を
以
て
一
句
を
操
る
者
、
蕪
村
の
蕪
村
た
る
所
以
な
り
。

　
蕪
村
は
下しも
五
文
字
に
何
ぶ
り
、
何
が
ち
、
何
顔
、
何
心
の
如
き
語
を
据す
う

る
こ
と
を
好
め
り
。

　
　
　
　
　
三
椀
の
雑
煮
ぞ
う
に
か
ふ
る
や
長
者
ぶ
り

　
　
　
　
　
少
年
の
矢
数
や
か
ず
問
ひ
よ
る
念
者
ぶ
り
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鶯
う
ぐ
い
すの
あ
ち
こ
ち
と
す
る
や
小
家
が
ち

　
　
　
　
　
小
豆
あ
ず
き
売
る
小
家
の
梅
の
莟
つ
ぼ
みが
ち

　
　
　
　
　
耕
す
や
五
石
の
粟
の
あ
る
じ
顔

　
　
　
　
　
燕
つ
ば
く
らや
水
田
の
風
に
吹
か
れ
顔

　
　
　
　
　
川
狩
や  

楼    

上  
ろ
う
じ
ょ
う

の
人
の
見
知
り
顔

　
　
　
　
　 

売  

卜 

ば
い
ぼ
く

先
生
木こ
の
下
闇
の
訪
は
れ
顔

　
　
　
　
　
行
く
春
や
お
も
た
き
琵び
琶わ
の
抱
き
心

　
　
　
　
　
夕
顔
の
花
噛か
む
猫
や
よ
そ
心

　
　
　
　
　 

寂  

寞 

せ
き
ば
く

と
昼
間
を
鮓すし
の
馴な
れ
加
減

　
ま
た
こ
の
類
の
語
の
中
七
字
に
用
ゐ
ら
れ
た
る
も
あ
り
。
後
世
の
俗
俳
家
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何
心
、
何
ぶ
り
な
ど
と
詠
ず
る
者
多
く
は
卑
俗
厭いと
ふ
べ
し
。

　
　
　
　
　
な
れ
す
ぎ
た
鮓
を
あ
る
じ
の
遺
恨
か
な

　
　
　
　
　
牡
丹
あ
る
寺
行
き
過
ぎ
し
恨
う
ら
みか
な

　
　
　
　
　
葛くず
を
得
て
清
水
に
遠
き
恨
か
な

「
恨
か
な
」
と
い
ふ
も
漢
詩
よ
り
来
り
し
者
な
ら
ん
。

　
　
　
　
句
調

　
蕪
村
以
前
の
俳
句
は
五
七
五
の
句
切
に
て
意
味
も
切
れ
た
る
が
多
し
。
た
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ま
た
ま
変
例
と
見
る
べ
き
者
も
な
ほ

　
　
　
　
　
行ゆく
春はる
や
鳥
啼な
き
魚
の
目
は
涙
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
松
風
の
落
葉
か
水
の
音
涼
し
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
松
杉
を
ほ
め
て
や
風
の
薫
る
音
　
　
　
　
　
　
　
同

の
如
き
者
に
し
て
多
く
は
「
や
」
「
か
」
等
の
切
字
を
含
み
、
し
か
ら
ざ
る

も
七
音
の
句
必
ず
四
三
ま
た
は
三
四
と
切
れ
た
る
を
見
る
。
蕪
村
の
句
に
は

　
　
　
　
　
夕
風
や
水
青
鷺
の
脛はぎ
を
打
つ

　
　
　
　
　
鮓
を
圧
す
我
れ
酒
醸かも
す
隣
あ
り
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宮
城
野
の
萩 

更  

科 

さ
ら
し
な

の
蕎
麦
に
い
づ
れ

の
如
く
二
五
と
切
れ
た
る
あ
り
、

　
　
　
　
　
若
葉
し
て
水
白
く
麦
黄
ば
み
た
り

　
　
　
　
　
柳
散
り
清
水
涸
れ
石
と
こ
ろ
／
″
＼

　
　
　
　
　
春
雨
や
人
住
み
て
煙
け
む
り壁かべ
を
漏
る

の
如
く
五
二
ま
た
は
五
三
と
切
れ
た
る
も
あ
り
。
こ
れ
恐
ら
く
は
蕪
村
の
創
は
じ

め
た
る
者
、  

暁    

台  

き
ょ
う
た
い

、 

闌  

更 

ら
ん
こ
う

に
よ
り
て
盛
さ
か
んに
用
ゐ
ら
れ
た
る
に
や
あ
ら

ん
。
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句
調
は
五
七
五
調
の
外
に
時
に
長
句
を
為
し
、
時
に
異
調
を
為
す
、
六
七

五
調
は
五
七
五
調
に
次
ぎ
て
多
く
用
ゐ
ら
れ
た
り
。

　
　
　
　
　
花
を
踏ふ
み
し
草
履
も
見
え
て
朝
寐
か
な

　
　
　
　
　
妹いも
が
垣
根
三
味
線
草
の
花
咲
き
ぬ

　
　
　
　
　
卯
月
う
づ
き
八
日
よ
う
か
死
ん
で
生
る
ゝ
子
は
仏

　
　
　
　
　
閑
古
鳥
か
い
さ
ゝ
か
白
き
鳥
飛
び
ぬ

　
　
　
　
　
虫
の
た
め
に
そ
こ
な
は
れ
落
つ
柹
の
花

　
　
　
　
　
恋
さ
ま
／
″
＼
願

ね

が

い

の
糸
も
白
き
よ
り

　
　
　
　
　
月
天
心
貧
し
き
町
を
通
り
け
り

　
　
　
　
　
羽
蟻
は
あ
り
飛
ぶ
や
富
士
の
裾
野
の
小
家
よ
り
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七
七
五
調
、
八
七
五
調
、
九
七
五
調
の
句

　
　
　
　
　
独
鈷
ど
っ
こ
鎌
首
水
か
け
論
の
蛙
か
わ
ずか
な

　
　
　
　
　
売
卜
先
生
木
の
下
闇
の
訪
は
れ
顔

　
　
　
　
　
花
散
り
月
落
ち
て
文
こ
ゝ
に
あ
ら
有
難
や

　
　
　
　
　
立
ち
去
る
事
一
里
眉
毛
に
秋
の
峰
寒
し

　
　
　
　
　
門
前
の
老
婆
子
薪
た
き
ぎ貪
む
さ
ぼる
野
分
か
な

　
　
　
　
　
夜よる 

桃  

林 

と
う
り
ん

を
出
で
ゝ
暁
あ
か
つ
き嵯
峨
の
桜
人

　
五
八
五
調
、
五
九
五
調
、
五
十
五
調
の
句
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お
よ
ぐ
時
よ
る
べ
な
き
さ
ま
の
蛙
か
な

　
　
　
　
　
お
も
か
げ
も
か
は
ら
け
〳
〵
年
の
市

　
　
　
　
　 
秋  

雨 
あ
き
さ
め

や 

水  

底 

み
な
そ
こ

の
草
を
踏
み
渉わた
る

　
　
　
　
　  
茯    
苓  

ぶ
く
り
ょ
う

は
伏
か
く
れ 

松  

露 

し
ょ
う
ろ

は
あ
ら
は
れ
ぬ

　
　
　
　
　
侘わび
禅
師 
乾  
鮭 
か
ら
ざ
け

に
白
頭
の
吟
を
彫ほる

　
五
七
六
調
、
五
八
六
調
、
六
七
六
調
、
六
八
六
調
等
に
て
終
六
言
を

　
　
　
　
　
夕
立
や
筆
も
乾
か
ず
一
千
言

　
　
　
　
　
ぼ
う
た
ん
や
し
ろ
が
ね
の
猫
こ
が
ね
の
蝶
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心    

太  

と
こ
ろ
て
ん

さ
か
し
ま
に
銀
河
三
千
尺

　
　
　
　
　
炭
団
た
ど
ん
法
師
火
桶
の
穴
よ
り
覗
う
か
がひ
け
り

の
如
く
置
き
た
る
は
古
来
例
に
乏
し
か
ら
ず
。
終
六
言
を
三
三
調
に
用
ゐ
た

る
は
蕪
村
の
創
意
に
や
あ
ら
ん
。
そ
の
例

　
　
　
　
　
嵯
峨
へ
帰
る
人
は
い
づ
こ
の
花
に
暮
れ
し

　
　
　
　
　
一
行
の
雁かり
や
端
山
は
や
ま
に
月
を
印
す

　
　
　
　
　
朝
顔
や 

手  

拭 

て
ぬ
ぐ
い

の
端
の
藍
を
か
こ
つ

　
　
　
　
　
水
か
れ
／
″
＼
蓼

た

で

か
あ
ら
ぬ
か
蕎
麦
か
否
か

　
　
　
　
　
柳
散
り
清
水
涸か
れ
石
と
こ
ろ
／
″
＼
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我
を
い
と
ふ
隣
家
寒
夜
に
鍋
を
な
ら
す

　
　
　
　
　
霜
百
里  

舟    

中  

し
ゅ
う
ち
ゅ
う
に
我
月
を
領
す

　
そ
の
外
調
子
の
い
た
く
異
な
り
た
る
者
あ
り
。

　
　
　
　
　
梅 

遠  
近 

お
ち
こ
ち

南
み
な
みす
べ
く
北
す
べ
く

　
　
　
　
　
閑
古
鳥
寺
見
ゆ
麦
林
寺
と
や
い
ふ

　
　
　
　
　
山
人
は
人
な
り
閑
古
鳥
は
鳥
な
り
け
り

　
　
　
　
　  

更    

衣  

こ
ろ
も
が
え

母
な
ん
藤
原
氏うじ
な
り
け
り

　
最
も
奇
な
る
は
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を
ち
こ
ち
を
ち
こ
ち
と
打
つ
砧
き
ぬ
たか
な

の
句
の
字
は
十
六
に
し
て
調
子
は
五
七
五
調
に
吟
じ
得
べ
き
が
如
き
。

　
　
　
　
文
法

　
漢
語
、
俗
語
、
雅
語
の
事
は
前
に
も
言
へ
り
。
そ
の
他
動
詞
、
助
動
詞
、

形
容
詞
に
も
蕪
村
な
ら
で
は
用
ゐ
ざ
る
語
あ
り
。

　
　
　
　
　
鮓
を
圧
す  

石    

上  

せ
き
じ
ょ
う

に
詩
を
題
す
べ
く○
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緑
子
の
頭
巾
眉ま
深
き
い
と
ほ
し
み○

　
　
　
　
　
大
矢
数
弓
師
親
子
も
参
り
た
る○

　
　
　
　
　  

時    

鳥  

ほ
と
と
ぎ
す

歌
よ
む
遊
女
聞
ゆ
な
る○

　
　
　
　
　
麻
刈
れ
と
夕
日
此
頃
斜
な
な
めな
る○

「
た
り
」
「
な
り
」
と
言
は
ず
し
て
「
た
る
」
「
な
る
」
と
言
ふ
が
如
き
、

「
べ
し
」
と
言
は
ず
し
て
「
べ
く
」
と
言
ふ
が
如
き
、
「
い
と
ほ
し
」
と
言

は
ず
し
て
「
い
と
ほ
し
み
」
と
言
ふ
が
如
き
、
蕪
村
の
故
意
に
用
ゐ
た
る
者

と
お
ぼ
し
。
前
人
の
句
ま
た
こ
の
語
を
用
ゐ
た
る
者
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
そ

は
終
止
言
と
し
て
用
ゐ
た
る
が
多
き
や
う
に
見
ゆ
。
蕪
村
の
は
こ
と
さ
ら
に

終
止
言
な
ら
ぬ
語
を
用
ゐ
て
余
意
を
永
く
し
た
る
な
る
べ
し
。
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を
さ
な
子
の
寺
な﹅
つ﹅
か﹅
し﹅
む﹅ 

銀  

杏 

い
ち
ょ
う

か
な

「
な
つ
か
し
む
」
と
い
う
動
詞
を
用
ゐ
た
る
例
あ
り
や
否
や
知
ら
ず
。
あ
る

い
は
思
ふ
、
「
な
つ
か
し
」
と
い
ふ
形
容
詞
を
転
じ
て
蕪
村
の
創
造
し
た
る

動
詞
に
は
あ
ら
ざ
る
か
。
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
蕪
村
は 

傍  

若  

無  

人 

ぼ
う
じ
ゃ
く
ぶ
じ
ん

の

振
舞
を
為
し
た
る
者
と
い
ふ
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
百
年
後
の
今
日
に
至
り
こ

の
語
を
襲
用
す
る
も
の
続
々
と
し
て
出い
で
ん
か
、
蕪
村
の
造
語
は
終つい
に
字じ
彙い

中
の
一
隅
を
占
む
る
の
時
あ
ら
ん
も
測
り
が
た
し
。
英
雄
の
事
業
時
に
か
く

の
如
き
者
あ
り
。

　
蕪
村
は
古
文
法
な
ど
知
ら
ざ
り
け
ん
、
縦よ
し
知
り
た
り
と
も
そ
れ
に
拘
か
か
わら
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ざ
り
け
ん
、
文
法
に
違たが
ひ
た
る
句

　
　
　
　
　
更
衣
母
な
ん
藤
原
氏
な
り
け
り

の
如
き
あ
り
。

　
　
　
　
　
我
宿
に
い
か
に
引
く
べ
き
清
水
か
な

の
如
く
「
い
か
に
」
「
何
」
等
の
係
り
を
「
か
な
」
と
結
び
た
る
は
蕪
村
以

外
に
も
多
し
。
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大
文
字

だ
い
も
じ

や
近
江
の
空
も
た
ゞ
な
ら
ね

の
「
ね
」
の
如
き
例
も
他
に
な
き
に
あ
ら
ず
、
蕪
村
は
終
止
言
と
し
て
こ
れ

を
用
ゐ
た
る
か
、
あ
る
い
は
前
に
挙
げ
た
る
「
た
る
」
「
な
る
」
の
如
く
特

に
言
ひ
残
し
た
る
語
な
る
か
。
縦
令
た
と
い
後
者
な
り
と
も
文
法
学
者
を
し
て
言
は

し
め
ば
文
法
に
違
ひ
た
り
と
せ
ん
、
果
し
て
文
法
に
違
へ
り
や
、
将は
た
韻
文

の
文
法
も
散
文
の
如
く
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
、
そ
は
大
お
お
いに
研
究
を
要
す

べ
き
問
題
な
り
。
余
は
文
法
論
に
つ
き
て
な
ほ
幾
多
の
疑
う
た
が
いを
存
す
る
者
な
れ

ど
も
、
こ
れ
ら
の
俳
句
を
尽
こ
と
ご
とく
文
法
に
違
へ
り
と
て
排
斥
す
る
説
に
は
反
対

す
る
者
な
り
。
ま
し
て
普
通
の
場
合
に
「
な
ら
め
」
等
の
結
語
を
用
ゐ
る
例

は
『
万
葉
』
に
も
あ
る
を
や
。
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二  

本 

ふ
た
も
と

の
梅
に
遅
速
を
愛
す
か
な

　
　
　
　
　
麓
ふ
も
とな
る
我
蕎
麦
存
す
野
分
か
な

の
「
愛
す
か
な
」
「
存
す
野
分
」
の
連
続
の
如
き

　
　
　
　
　
夏
山
や
京
尽
し
飛
ぶ
鷺さぎ
一
つ

の
「
京
尽
し
飛
ぶ
」
の
連
続
の
如
き

　
　
　
　
　
蘭
夕
ゆ
う
べ狐
の
く
れ
し
奇
楠
き
ゃ
ら
を
炷たか
ん
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の
「
蘭
夕
」
の
連
続
の
如
き
、
漢
文
よ
り
来
り
し
者
は
従
来
の
国
語
に
な
き

句
法
を
用
ゐ
た
り
。
こ
れ
ら
は
固もと
よ
り
故
意
に
こ
の
新
句
法
を
造
り
し
者
、

し
か
し
て
明
治
の
俳
句
界
に
一 

生  

面 

せ
い
め
ん

を
開
き
し
者
ま
た
多
く
こ
の
辺
よ
り

出
づ
。

　
　
　
　
材
料

　
蕪
村
は
狐こ
狸り
怪かい
を
為
す
こ
と
を
信
じ
た
る
か
、
縦
令
た
と
い
信
ぜ
ざ
る
も
こ
の
種

の
談
を
聞
く
こ
と
を
好
み
し
か
、
彼
の
自
筆
の
草
稿
『 

新 

花 

摘 

し
ん
は
な
つ
み
』
は
怪
談

を
載の
す
る
こ
と
多
く
、
か
つ
彼
の
句
に
も
狐
狸
を
詠
じ
た
る
者
少
か
ら
ず
。
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公  

達 

き
ん
だ
ち

に
狐
ば
け
た
り
宵
の
春

　
　
　
　
　
飯
盗
む
狐
追
ふ
声
や
麦
の
秋

　
　
　
　
　
狐
火
や
い
づ
こ
河
内
か
わ
ち
の
麦
畠

　
　
　
　
　 
麦  

秋 
む
ぎ
あ
き

や
狐
の
の
か
ぬ
小
百
姓

　
　
　
　
　
秋
の
暮
仏
に
化
る
狸
か
な

　
　
　
　
　
戸
を
叩
く
狸
と
秋
を
惜
み
け
り

　
　
　
　
　
石
を
打うつ
狐
守
る
夜
の
砧
か
な

　
　
　
　
　
蘭
夕
狐
の
く
れ
し
奇
楠
を
炷
ん

　
　
　
　
　
小
狐
の
何
に
む
せ
け
ん
小
萩
原

　
　
　
　
　
小
狐
の
隠
れ
顔
な
る
野
菊
か
な

　
　
　
　
　
狐
火
の
燃
え
つ
く
ば
か
り
枯
尾
花
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草
枯
れ
て
狐
の
飛
脚
通
り
け
り

　
　
　
　
　
水
仙
に
狐
遊
ぶ
や
宵
月
夜

　
怪
異
を
詠
み
た
る
者
、

　
　
　
　
　
化
さ
う
な
傘
か
す
寺
の
時
雨
か
な

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
西
の
京
に
ば
け
も
の
栖すみ
て
久
し
く
あ
れ
果
た
る
家
あ
り
け

　
　
　
　
　
　
　
り
今
は
其
さ
た
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
春
雨
や
人
住
み
て
煙
壁
を
洩
る
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狐
狸
に
は
あ
ら
で
幾
何
か
怪
異
の
聯
想
を
起
す
べ
き
動
物
を
詠
み
た
る
者

　
　
　
　
　
獺おそ
の
住
む
水
も
田
に
引
く
早
苗
か
な

　
　
　
　
　
獺
を
打
し
翁
お
き
なも
誘
ふ
田
植
か
な

　
　
　
　
　
河
童
の
恋
す
る
宿
や
夏
の
月

　
　
　
　
　
蝮
く
ち
ば
みの
鼾
い
び
きも
合ね
歓む
の
葉
陰
か
な

　
　
　
　
　
麦
秋
や
鼬
い
た
ち啼
く
な
る
長おさ
が
も
と

　
　
　
　
　 

黄  

昏 

た
そ
が
れ

や
萩
に
鼬
の
高
台
寺

　
　
　
　
　
む
さ
ゝ
び
の
小
鳥
喰
み
居
る
枯
野
か
な

101



　
こ
の
外
犬
鼠
な
ど
の
句
多
し
。
そ
は
怪
異
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ね
ど
此かく
の
如

き
動
物
を
好
ん
で
材
料
に
用
ゐ
た
る
も
そ
の
特
色
の
一
な
り
。

　
州
名
国
名
な
ど
広
き
地
名
を
多
く
用
ゐ
た
り
。
些
細
さ
さ
い
な
る
事
な
れ
ど
蕪
村

以
前
に
は
こ
の
例
少
か
り
し
に
や
。

　
　
　
　
　
河
内
路
や
東こ
風ち
吹
き
送
る
巫み
女こ
が
袖

　
　
　
　
　
雉きじ
鳴
く
や
草
の
武
蔵
の
八
平
氏

　
　
　
　
　
三
河
な
る 

八  

橋 

や
つ
は
し

も
近
き
田
植
か
な

　
　
　
　
　
楊
州
の
津
も
見
え
そ
め
て
雲
の
峰

　
　
　
　
　
夏
山
や
通
ひ
な
れ
た
る
若
狭
わ
か
さ
人

　
　
　
　
　
狐
火
や
い
づ
こ
河
内
の
麦
畠
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し
の
ゝ
め
や
露
を
近
江
の
麻
畠

　
　
　
　
　 

初  

汐 

は
つ
し
お

や
朝
日
の
中
に
伊
豆
相
模
さ
が
み

　
　
　
　
　
大
文
字
や
近
江
の
空
も
た
ゞ
な
ら
ね

　
　
　
　
　
稲
妻
の
一
網
打
つ
や
伊
勢
の
海

　
　
　
　
　
紀
路
き
の
じ
に
も
下お
り
ず
夜
を
行
く
雁
一
つ

　
　
　
　
　
虫
鳴
く
や
河
内
通
ひ
の
小
提
灯

　
糞
、
尿
、
屁へ
な
ど
多
く
用
ゐ
た
る
は
其
角
き
か
く
な
り
。
其
角
の
句
は
や
や
奇
を

求
め
て
こ
と
さ
ら
に
も
の
せ
し
が
如
く
思
は
る
。
蕪
村
は
こ
れ
を
巧
た
く
みに
用
ゐ
、

こ
れ
ら
不
浄
の
物
を
し
て
殺
風
景
な
ら
し
め
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
幾
多
の
荒こ

   

寒 

う
か
ん  

凄    

涼  

せ
い
り
ょ
う

な
る
趣
味
を
含
ま
し
む
る
を
得
た
り
。
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大だい
と
こ
の
糞
ひ
り
お
は
す
枯
野
か
な

　
　
　
　
　
い
ば
り
せ
し
蒲
団
干
し
た
り
須
磨
の
里

　
　
　
　
　
糞
一
つ
鼠
の
こ
ぼ
す
衾
ふ
す
まか
な

　
　
　
　
　  

杜    
若  

か
き
つ
ば
た

べ
た
り
と
鳶とび
の
た
れ
て
け
る

　
蕪
村
は
こ
れ
ら
糞
尿
の
如
き
材
料
を
取
る
と
同
時
に
ま
た
上
流
社
会
の
や

さ
し
く
美
し
き
様
を
も
巧
に
詠
み
出
で
た
り
。

　
　
　
　
　
春
の
夜
に
尊
き
御
所
を
守もる
身み
か
な

　
　
　
　
　
春
惜
む
座ざ
主す
の
連
歌
れ
ん
が
に
召
さ
れ
け
り
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命  

婦 

み
ょ
う
ぶ

よ
り
牡
丹
餅

ぼ
た
も
ち

た
ば
す
彼
岸
ひ
が
ん
か
な

　
　
　
　
　
滝
口
に
灯ひ
を
呼
ぶ
声
や
春
の
雨

　
　
　
　
　
よ
き
人
を
宿
す
小
家
や  

朧    

月  

お
ぼ
ろ
づ
き

　
　
　
　
　
小
冠
者

こ
か
じ
ゃ

出いで
て
花
見
る
人
を
咎
め
け
り

　
　
　
　
　 

短  
夜 

み
じ
か
よ

や
暇
い
と
ま賜
は
る 

白 

拍 

子 

し
ら
び
ょ
う
し

　
　
　
　
　
葛
水
や
入
江
の
御
所
に
詣
づ
れ
ば

　
　
　
　
　
稲
葉
殿
の
御
茶
た
ぶ
夜
な
り
時
鳥

　
　
　
　
　
時
鳥
琥
珀
こ
は
く
の
玉
を
鳴
ら
し
行
く

　
　
　
　
　 

狩  

衣 

か
り
ぎ
ぬ

の
袖
の
裏
這
ふ
蛍
ほ
た
るか
な

　
　
　
　
　 

袖  

笠 

そ
で
が
さ

に
毛
虫
を
し
の
ぶ 
古 
御 

達 
ふ
る
ご
た
ち

　
　
　
　
　
名
月
や
秋
月
ど
の
ゝ
艤
ふ
な
よ
そ
い
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蕪
村
の
句
新
奇
な
ら
ざ
る
者
な
け
れ
ば
新
奇
を
以
て
論
ず
れ
ば
『
蕪
村
句

集
』
全
部
を
見
る
の
完
全
な
る
に
如し
か
ず
。
か
つ
初
は
じ
めよ
り
諸
種
の
例
に
引
き

た
る
句
多
く
新
奇
な
る
を
以
て
特
に
こ
こ
に
拳
ぐ
る
の
要
な
し
と
い
へ
ど
も
、

前
に
挙
げ
ざ
り
し
句
の
中
に
新
奇
な
る
材
料
を
用
ゐ
し
句
を
少
し
記
し
置
く

べ
し
。

　
　
　
　
　
野
袴
の
法
師
が
旅
や
春
の
風

　
　
　
　
　 

陽  

炎 

か
げ
ろ
う

や
簣
あ
じ
かに
土
を
め
づ
る
人

　
　
　
　
　
奈
良
道
や 

当 

帰 

畠 

と
う
き
ば
た
け
の
花
一
木

　
　
　
　
　
畑
打
や
法
三
章
の
札
の
も
と
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巫み
女こ
町
に
よ
き
衣きぬ
す
ま
す
卯
月
か
な

　
　
　
　
　
更
衣
印
籠
買
ひ
に
所
化
し
ょ
け
二
人

　
　
　
　
　
床
涼
み
笠かさ
着き
連
歌
の
戻
り
か
な

　
　
　
　
　
秋
立
つ
や
白さ
湯ゆ
香
こ
う
ばし
き 

施 

薬 

院 

せ
や
く
い
ん

　
　
　
　
　
秋
立
つ
や
何
に
驚
く 

陰 

陽 

師 

お
ん
よ
う
じ

　
　
　
　
　 

甲 

賀 
衆 

こ
う
が
し
ゅ

の
し
の
び
の
賭かけ
や
夜よ
半わ
の
秋

　
　
　
　
　
い
で
さ
ら
ば
投
壺
と
う
こ
参
ら
せ
ん
菊
の
花

　
　
　
　
　
易
水
に
根
深
ね
ぶ
か
流
る
ゝ
寒
さ
か
な

　
　
　
　
　
飛
騨
山

ひ
だ
や
ま

の
質
屋
鎖とざ
し
ぬ
夜
半
の
冬

　
　
　
　
　
乾
鮭
や 

帯  

刀 

た
て
わ
き

殿
の
台
所
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こ
れ
ら
の
材
料
は
蕪
村
以
前
の
句
に
少
き
の
み
な
ら
ず
、
蕪
村
以
後
も
ま

た
用
ゐ
る
能
は
ざ
り
き
。

　
　
　
　
縁
語
及
び
譬
喩

　
蕪
村
が
縁
語
そ
の
他
文
字
上
の
遊
戯
を
主
と
し
た
る
俳
句
を
つ
く
り
し
は

怪
む
べ
き
や
う
な
れ
ど
、
そ
の
句
の
巧
妙
に
し
て
斧
鑿
ふ
さ
く
の
痕
を
留
め
ず
、
か

つ
和
歌
も
し
く
は 

檀  

林 

だ
ん
り
ん

、
支
麦
し
ば
く
の
如
き
没
趣
味
の
作
を
為
さ
ざ
る
処
、
ま

た
以
て
そ
の
技
倆
を
窺
う
か
がふ
に
足
る
。
縁
語
を
用
ゐ
た
る
句

　
　
　
　
　
春
雨
や
身
に
ふ
る
頭
巾
着
た
り
け
り
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出  

代 

で
か
わ
り

や
春
さ
め
／
″
＼
と
古
葛
籠
つ
づ
ら

　
　
　
　
　
近
道
へ
出
て
う
れ
し
野
の
つ
ゝ
じ
か
な

　
　
　
　
　
愚
痴
無
智
の
あ
ま
酒
つ
く
る
松
が
岡

　
　
　
　
　
蝸
牛

で
で
む
し
や
其
角
き
か
く
文
字
も
ん
じ
の
に
じ
り
書

　
　
　
　
　
橘
の
か
は
た
れ
時
や  

古    

館  

ふ
る
や
か
た

　
　
　
　
　
橘
の
か
ご
と
が
ま
し
き
袷
あ
わ
せか
な

　
　
　
　
　 

一  

八 

い
ち
は
つ

や
し
や
が
父
に
似
て
し
や
が
の
花

　
　
　
　
　
夏
山
や
神
の
名
は
い
さ
し
ら
に
ぎ
て

　
　
　
　
　
藻も
の
花
や
か
た
わ
れ
か
ら
の
月
も
す
む

　
　
　
　
　
忘
る
な
よ
程
は
雲
助
時
鳥

　
　
　
　
　
角つの
文
字
の
い
ざ
月
も
よ
し
牛
祭
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葛
の
葉
の
う
ら
み
顔
な
る
細
雨
か
な

　
　
　
　
　
頭
巾
着
て
声
こ
も
り
く
の
初
瀬
法
師

　
　
　
　
　
　
　
晋
子
三
十
三
回
忌
辰

　
　
　
　
　 
擂  
盆 
す
り
ぼ
ん

の
み
そ
み
め
ぐ
り
や
寺
の
霜

ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
題
白
川

　
　
　
　
　
黒
谷
の
隣
は
白
し
蕎
麦
の
花

の
如
き
固
有
名
詞
を
も
ぢ
り
た
る
も
あ
り
。
ま
た
は
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短
夜
や
八
声
や
こ
え
の
鳥
は
八
ツ
に
啼
く

　
　
　
　
　  

茯    

苓  

ぶ
く
り
ょ
う

は
伏
し
か
く
れ
松
露
は
露
あ
ら
われ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
思
古
人
移
竹

　
　
　
　
　
去
来
去
り
移
竹
い
ち
く
移
り
ぬ
幾
秋
ぞ

の
如
く
文
字
を
重
ね
か
け
た
る
も
あ
り
。

　
俳
句
に
譬ひ
喩ゆ
を
用
ゐ
る
者
、
俗
人
の
好
む
所
に
し
て
そ
の
句
多
く
理
窟
に

堕
ち
趣
味
を
没
す
。
蕪
村
の
句
時
に
譬
喩
を
用
ゐ
る
者
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

譬
喩
奇
抜
に
し
て
多
少
の
雅
致
を
具そな
ふ
。
ま
た
支
麦
輩
の
夢む
寐び
に
も
知
ら
ざ

る
所
な
り
。
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独
鈷
鎌
首
水
か
け
論
の
蛙
か
な

　
　
　
　
　
苗
代
の
色
紙
に
遊
ぶ
蛙
か
な

　
　
　
　
　  
心    

太  
と
こ
ろ
て
ん

さ
か
し
ま
に
銀
河
三
千
尺

　
　
　
　
　
夕
顔
の
そ
れ
は
髑
髏
ど
く
ろ
か  

鉢    

叩  

は
ち
た
た
き

　
　
　
　
　
蝸
牛

で
で
む
し
の
住
は
て
し
宿
や
う
つ
せ
貝

　
　
　
　
　
　
　
金
扇
に
卯
花
画

　
　
　
　
　
白
が
ね
の
卯
花
も
さ
く
や
井
出
の
里

　
　
　
　
　 

鴛  

鴦 

お
し
ど
り

や
国
師
の
沓くつ
も  
錦    

革  
に
し
き
が
わ

　
　
　
　
　
あ
た
ま
か
ら
蒲
団
か
ぶ
れ
ば
海
鼠
な
ま
こ
か
な

　
　
　
　
　
水
仙
や
鵙もず
の 

草  

茎 

く
さ
ぐ
き

花
咲
き
ぬ
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あ
る
隠
士
の
も
と
に
て

　
　
　
　
　
古
庭
に 

茶 

筌 

花 

ち
ゃ
せ
ん
は
な
咲
く
椿
か
な

　
　
　
　
　
　
　
雁
宕
久
し
く
音
づ
れ
せ
ざ
り
け
れ
ば

　
　
　
　
　
有
と
見
え
て
扇
の
裏
絵 

覚  

束 

お
ぼ
つ
か

な

　
　
　
　
　
　
　  
波  

翻  

舌  

本  

吐  

紅  

蓮  
ぜ
っ
ぽ
ん
を
は
ほ
ん
し
て
ぐ
れ
ん
を
は
く

　
　
　
　
　 

閻  

王 

え
ん
お
う

の
口
や
牡
丹
を
吐
か
ん
と
す

　
　
　
　
　
　
　
蟻
垤

　
　
　
　
　
蟻
王
宮
朱
門
を
開
く
牡
丹
か
な

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
浪
花
の
旧
国
主
し
て
諸
国
の
俳
士
を
集
め
て
円
山
に
会
筵

　
　
　
　
　
　
　
し
け
る
時
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萍
う
き
く
さを
吹
き
集
め
て
や  

花    

筵  

は
な
む
し
ろ

　
　
　
　
　
　
　
傚
素
堂

　
　
　
　
　
乾
鮭
や
琴
に
斧おの
う
つ
響
あ
り

　
　
　
　
時
代

　
蕪
村
は
享
保
元
年
に
生
れ
て
天
明
三
年
に
歿
す
。
六
十
八
の
長
寿
を
保
ち

し
か
ば
そ
の
間
種
々
の
経
歴
も
あ
り
し
な
る
べ
け
れ
ど
、
大
体
の
上
よ
り
観

れ
ば
文
学
美
術
の
衰
へ
ん
と
す
る
時
代
に
生
れ
て
そ
の
盛
さ
か
んな
ら
ん
と
す
る
時

代
に
歿
せ
し
な
り
。
俳
句
は
享
保
に
至
り
て
芭
蕉
門
の
英
俊
多
く
は
死
し
、
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支
考
し
こ
う
、 

乙  

由 

お
つ
ゆ
う

ら
が 

残  

喘 

ざ
ん
ぜ
ん

を
保
ち
て
ま
す
ま
す
俗
に
堕
つ
る
あ
る
の
み
。

明
和
以
後  

枯  

楊  

櫱  

こ
よ
う
ひ
こ
ば
え

を
生
じ
て
漸
く
春
風
に
吹
か
れ
た
る
俳
句
は
天
明
に

至
り
て
そ
の
盛
を
極
む
。
俳
句
界
二
百
年
間
元
禄
と
天
明
と
を
最
盛
の
時
期

と
す
。
元
禄
の
盛
運
は
芭
蕉
を
中
心
と
し
て
成
り
し
者
、
蕪
村
の
天
明
に
お

け
る
は
芭
蕉
の
元
禄
に
お
け
る
が
如
く
な
ら
ざ
り
し
と
い
へ
ど
も
、
天
明
の

隆
盛
を
来
せ
し
者
そ
の
力
最
も
多
き
に
を
る
。
天
明
の
余
勢
は
寛
政
、
文
化

に
及
ん
で
漸
次
に
衰
へ
、
文
政
以
後
復また 

痕  

迹 

こ
ん
せ
き

を
留
め
ず
。

　
和
歌
は
『
万
葉
』
以
来
、
『
新
古
今
』
以
来
、
一
時
代
を
経ふ
る
ご
と
に
一

段
の
堕
落
を
為
し
た
る
者
、
真
淵
ま
ぶ
ち
出
で
僅
わ
ず
かに
こ
れ
を
挽
回
し
た
り
。
真
淵
歿

せ
し
は
蕪
村
五
十
四
歳
の
時
、
ほ
ぼ
そ
の
時
を
同
じ
う
し
た
れ
ば
、
和
歌
に

し
て
取
る
べ
く
は
蕪
村
は
こ
れ
を
取
る
に  
躊    
躇  

ち
ゅ
う
ち
ょ

せ
ざ
り
し
な
ら
ん
。
さ
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れ
ど
蕪
村
の
句
そ
の
影
響
を
受
け
し
と
も
見
え
ざ
る
は
、
音
調
に
泥なず
み
て
清

新
な
る
趣
味
を
欠
け
る
和
歌
の
到
底
俳
句
を
利
す
る
に
足
ら
ざ
り
し
や
必
せ

り
。

　
当
時
の
和
文
な
る
者
は
多
く
擬
古
文
の
類
に
し
て
見
る
べ
き
な
か
り
し
も
、

擬
古
と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
い
は
蕪
村
を
し
て
古
語
を
用
ゐ
古
代
の
有
様
を
詠

ぜ
し
め
た
る
原
因
と
な
り
し
か
も
知
ら
ず
。
し
か
し
て
蕪
村
は
こ
の
材
料
を

古
物
語
等
よ
り
取
り
し
と
覚
ゆ
。

　
蕪
村
が
最
も
多
く
時
代
の
影
響
を
受
け
し
は
漢
学
殊こと
に
漢
詩
な
り
き
。
か

つ
漢
学
は
蕪
村
が
少
年
の
時
に
む
し
ろ
隆
盛
を
極
め
、
徂
徠
そ
ら
い
一
派
は
勃
興
し

た
る
な
り
。
蕪
村
は
十
分
に
徂
徠
の
説
を
利
用
し
、
以
て
腐
敗
せ
る
俳
句
に

新
生
命
を
与
へ
た
る
を
見
る
。
蕪
村
は
徂
徠
等
修
辞
派
の
主
張
す
る
、
文
は
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漢
以
上
、
詩
は
唐
以
上
と
言
へ
る
が
如
き 

僻  

説 

へ
き
せ
つ

に
は
同
意
す
る
者
に
あ
ら

ざ
る
べ
け
れ
ど
、
唐
以
上
の
詩
を
以
て
粋
の
粋
と
為
し
た
る
こ
と
疑
う
た
が
いあ
ら
じ
。

蕪
村
が
書
け
る
『  

春    

泥    

集  

し
ゅ
ん
で
い
し
ゅ
う

』
の
序
の
中
に
曰
く

　
　
（
略
）
彼
も
知
ら
ず
、
我
も
知
ら
ず
、
自
然
に
化
し
て
俗
を
離
る
る
の

　
　  

捷    

径  

し
ょ
う
け
い

あ
り
や
、
答
こ
た
え
て曰
い
わ
く、
詩
を
語
る
べ
し
、
子
も
と
よ
り
詩
を
能よく
す
、

　
　
他
に
求
む
べ
か
ら
ず
、  

波    

疑    

敢    

問  

は
う
た
が
っ
て
あ
え
て
と
う

、
そ
れ
詩
と
俳
諧
と
い
さ

　
　
さ
か
そ
の
致ち
を
異
に
す
、
さ
る
を
俳
諧
を
捨
て
詩
を
語
れ
と
云
迂
遠
う
え
ん
な

　
　
る
に
あ
ら
ず
や
、
答
曰
い
わ
く（
略
）
画
の
俗
を
去
だ
に
も
筆
を
投
じ
て
書
を

　
　
読
し
む
、
況
い
わ
ん
や詩
と
俳
諧
と
何
の
遠
し
と
す
る
事
あ
ら
ん
や
（
略
）

　
　
（
略
）
詩
に
李
杜
を
貴
ぶ
に
論
な
し
、
猶 

元  

白 

げ
ん
ぱ
く

を
捨
ざ
る
が
ご
と
く

　
　
せ
よ
（
略
）
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こ
れ
を
読
ま
ば
蕪
村
が
漢
詩
の
趣
味
を
俳
句
に
遷うつ
し
し
事
も
、
李
杜
を
貴

び
元
白
を
賤
い
や
しみ
し
事
も
明
瞭
な
ら
ん
。
漢
書
は
蕪
村
の
愛
読
せ
し
所
、
そ
の

詩
を
解
す
る
こ
と
深
く
、
芭
蕉
が
極
め
て
お
ぼ
ろ
に
杜と
甫ほ
の
詩
想
を
認
め
し

と
は
異
な
り
し
な
る
べ
し
。

　
絵
画
の
上
よ
り
い
ふ
も
蕪
村
は
衰
運
の
極
に
生
れ
て
盛
な
ら
ん
と
し
て
歿

せ
し
な
り
。
蕪
村
は
自
ら
画
を
造
り
し
こ
と
多
く
、 

南  

宗 

な
ん
そ
う

の
画
家
と
し
て

大
雅
た
い
が
と
並
称
せ
ら
る
。
天
明
以
後
絵
画
俄にわ
か
に
勃
興
し
て
美
術
史
に
一
紀
元

を
与
へ
た
る
事
に
つ
き
て
、
蕪
村
も
ま
た
多
少
の
原
因
を
為
さ
ざ
り
し
に
は

非
る
も
、
そ
の
影
響
は
極
め
て
微
弱
に
し
て
、
彼
が
俳
句
界
に
お
け
る
関
係

と
同
日
に
論
ず
べ
き
に
非
ず
。

　
天
明
は
狂
歌
盛
ん
に
行
は
れ
、 

黄 

表 

紙 

き
び
ょ
う
し

漸
く
勢
い
き
お
いを
得
た
る
時
な
り
。
さ
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れ
ど
俳
句
と
は
直
接
に
関
係
す
る
所
な
し
。
た
だ
こ
の
時
代
が
文
学
美
術
全

般
の
勃
興
を
成
し
た
る
は
文
運
の
隆
盛
を
促
す
べ
き 

大  

勢 

た
い
せ
い

に
駆か
ら
れ
た
る

者
に
し
て
、
そ
の
大
勢
な
る
者
は
か
へ
つ
て
各
種
の
文
学
美
術
が
相
互
に
影

響
し
た
る
結
果
も
多
か
り
け
ん
。

　
蕪
村
の
交
ま
じ
わり
し
俳
人
は
太
祇
た
い
ぎ
、 

蓼  

太 

り
ょ
う
た

、  

暁    

台  

き
ょ
う
た
い

ら
に
し
て
そ
の
中
暁

台
は
蕪
村
に
擬
し
た
り
と
お
ぼ
し
く
、
蓼
太
は
時
々
ひ
そ
か
に
蕪
村
調
を
学

び
し
事
も
あ
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
太
祇
に
至
り
て
は
蕪
村
を
導
き
し
か
、

蕪
村
に
導
か
れ
し
か
、
今
こ
れ
を
判
ず
る
を
得
ず
。
と
に
か
く
に
蕪
村
が
幾

分
か
太
祇
に
導
か
れ
し
部
分
も
あ
り
得
べ
き
を
信
ず
る
な
り
。
し
か
れ
ど
も

彼
が
師
巴
人
は
じ
ん
に
受
く
る
所
多
か
ら
ざ
り
し
は
、
成
功
の
晩
年
に
あ
り
し
を
見

て
知
る
べ
し
。
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履
歴
性
行
等

　
蕪
村
は
摂
津
せ
っ
つ
浪
花
な
に
わ
に
近
き 

毛 

馬 

塘 

け
ま
づ
つ
み

の
片
ほ
と
り
に
幼
時
を
送
り
し
こ
と

そ
の
「  

春  

風  
馬  
堤  

曲  

し
ゅ
ん
ぷ
う
ば
て
い
き
ょ
く

」
に
見
ゆ
。
彼
は
某
に
与
ふ
る
書
中
に
こ
の
曲

の
事
を
記
し
て

　
　
馬
堤
は
毛
馬
塘
な
り
、
則
す
な
わ
ち余
が
故
園
な
り

と
い
へ
り
。
や
や
長
じ
て
東
都
に
遊
び
、
巴
人
は
じ
ん
の
門
に
入
り
て
俳
諧
を
学
ぶ
。

 

夜 

半 

亭 

や
は
ん
て
い

は
師
の
名
を
継
げ
る
な
り
。
宝
暦
の
頃
な
り
け
ん
、
京
に
帰
り
て

俳
諧
漸
く
神しん
に
入
る
。
蕪
村
も
と
名
利
を
厭
ひ 

聞  

達 
ぶ
ん
た
つ

を
求
め
ず
、
し
か
れ

ど
も
俳
人
と
し
て
彼
が
名
誉
は
次
第
に
四
方
雅
客
が
か
く
の
間
に
伝
称
せ
ら
る
る
に
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至
り
た
り
。
天
明
三
年
十
二
月
廿
四
日
夜
歿
し
、 

亡  

骸 

な
き
が
ら

は
洛
東 

金 

福 

寺 

こ
ん
ぷ
く
じ

に
葬
る
。  

享    

年  

き
ょ
う
ね
ん

六
十
八
。

　
蕪
村
は
総
常  

両    

毛  

り
ょ
う
も
う

奥
羽
な
ど
遊
歴
せ
し
か
ど
も
紀
行
な
る
も
の
を
作

ら
ず
。
ま
た
そ
の
地
に
関
す
る
俳
句
も
多
か
ら
ず
。
西
帰
さ
い
き
の
後
丹
後
た
ん
ご
に
を
る

こ
と
三
年
、
因よっ
て
谷
口
氏
を
改
め
て
与よ
謝さ
と
す
。
彼
は  

讃    

州  

さ
ん
し
ゅ
う

に
遊
び
し

こ
と
も
あ
り
け
ん
、
句
集
に
見
え
た
り
。
ま
た  

厳    

島  

い
つ
く
し
ま

の
句
あ
る
を
見
る

に
こ
の
地
の
風
情
ふ
ぜ
い
写
し
得
て
最
も
妙
な
り
、
空
想
の
及
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

蕪
村
あ
る
い
は
こ
こ
に
も
遊
べ
る
か
。
蕪
村
は
読
書
を
好
み
和
漢
の
書
何
く

れ
と
な
く
あ
さ
り
し
も
字
句
の
間
に
は
眼
も
と
め
ず
、
た
だ
大
体
の
趣
味
を

翫
味
が
ん
み
し
て
満
足
し
た
り
し
が
如
し
。
俳
句
に
古
語
古
事
を
用
ゐ
る
こ
と
、
蕪

村
集
の
如
く
多
き
は
他
に
そ
の
例
を
見
ず
。
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彼
が
字
句
に
拘
ら
ざ
り
し
は
古
文
法
を
守
ら
ず
、
仮
名
遣
に
注
意
せ
ざ
り

し
事
に
も
し
る
け
れ
ど
、
な
ほ
そ
の
他
に
爾し
か
思
は
る
る
所
多
し
。
一
例
を

挙
ぐ
れ
ば
彼
が
自
筆
の
『
新
花
摘
』
に

　
　
　
　
　
射
干
し
て
咡
さ
さ
やく
近
江
や
わ
た
か
な

と
あ
り
。 

射  

干 

し
ゃ
か
ん

は
「
ひ
あ
ふ
ぎ
」
「
か
ら
す
あ
ふ
ぎ
」
な
ど
い
へ
る
花
草

に
し
て
、
こ
こ
は
「
照
射
と
も
し
し
て
」
の
誤
あ
や
ま
りな
る
べ
し
。
蕪
村
が
照
射
と
射
干
と

の
区
別
を
知
ら
ざ
る
は
ず
は
な
け
れ
ど
、
か
か
る
事
に
無
頓
著
の
性さが
と
て
気

の
つ
か
ざ
り
し
も
の
な
ら
ん
。
近
江
も
大
身
お
お
み
と
書
く
べ
き
に
や
。
秀
吉
が
奥

州
を
「
大
し
ゆ
」
と
書
き
し
こ
と
さ
へ
思
ひ
出
さ
れ
て
な
つ
か
し
、
蕪
村
の
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磊  

落 
ら
い
ら
く

に
し
て
法
度
は
っ
と
に 

拘  

泥 

こ
う
で
い

せ
ざ
り
し
事
こ
の
類
な
り
。
彼
は
俳
人
が
家

集
を
出
版
す
る
こ
と
を
さ
へ
厭いと
へ
り
。
彼
の
心
性
高
潔
に
し
て
些
の
俗
気
な

き
事
以
て
見
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
余
は
磊
落
高
潔
な
る
蕪
村
を
尊
敬
す
る

と
同
時
に
、
小
心
な
ら
ざ
り
し
、
余
り
名
誉
心
を
抑
へ
過
ぎ
た
る
蕪
村
を
惜

ま
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
蕪
村
を
し
て
名
を
文
学
に
揚
げ
誉
ほ
ま
れを
百
代
に
残
さ
ん
と

の
些
の
野
心
あ
ら
し
め
ば
、
彼
の
事
業
は
此ここ
に
止
ま
ら
ざ
り
し
や
必
せ
り
。

彼
は
恐
ら
く
は
一
俳
人
に
満
足
せ
ざ
り
し
な
ら
ん
。
「
春
風
馬
堤
曲
」
に
溢
あ
ふ

れ
た
る
詩
思
の
富
贍
ふ
せ
ん
に
し
て
情
緒
の 

纏  

綿 
て
ん
め
ん

せ
る
を
見
る
に
、
十
七
字
中
に

屈
す
べ
き
文
学
者
に
は
あ
ら
ざ
り
し
な
り
。
彼
は
そ
の
余
勢
を
以
て
絵
事
か
い
じ
を

試
み
し
か
ど
も
大
成
す
る
に
至
ら
ざ
り
き
。
も
し
彼
を
し
て
力
を
絵
画
に
伸

ば
さ
し
め
ば
日
本
画
の
上
に
一
生
面
を
開
き
得
た
る
べ
く
、 

応  

挙 

お
う
き
ょ

輩
を
し

123



て
名
を
擅
ほ
し
い
ま
まに
せ
し
め
ざ
り
し
も
の
を
、
彼
は
そ
れ
を
も
得え
為な
さ
ざ
り
き
。
余

は
日
本
の
美
術
文
学
の
た
め
に
惜
む
。

「
春
風
馬
堤
曲
」
と
は
俳
句
や
ら
漢
詩
や
ら
何
や
ら
交
ぜ
こ
ぜ
に
も
の
し
た

る
蕪
村
の
長
篇
に
し
て
、
蕪
村
を
見
る
に
は
こ
よ
な
く
便
と
な
る
者
な
り
。

俳
句
以
外
に
蕪
村
の
文
学
と
し
て
見
る
べ
き
者
も
こ
れ
の
み
。
蕪
村
の
熱
情

を
現
し
た
る
者
も
こ
れ
の
み
。
「
春
風
馬
堤
曲
」
と
は
支
那
の
曲
名
を
真ま
似ね

た
る
者
に
て
、
そ
の
か
く
名なづ
け
し
所
以
は
蕪
村
の
書
簡
に
詳
つ
ま
び
ら
かな
り
。
書
簡
に

曰
く

　
　
一
春
風
馬
堤
曲
馬
堤
は
毛
馬
塘
な
り
則
ち
余
が
故
園
な
り

　
　
余
幼
童
之の
時
春
色
清
和
の
日
に
は
必
か
な
ら
ず友
ど
ち
と
こ
の
堤
上
に
の
ぼ
り
て

　
　
遊
び
候
、
水
に
は
上
下
の
船
あ
り
、
堤
つ
つ
みに
は
往
来
の
客
あ
り
、
そ
の
中
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に
は
田
舎
娘
の
浪
花
に
奉
公
し
て
か
し
こ
く
浪
花
の 

時 

勢 

粧 

は
や
り
す
が
た
に
倣なら
ひ
、

　
　
髪
か
た
ち
も
妓
家
の
風
情
を
ま
な
び
、
○で
伝ん
し
げ
太
夫
だ
ゆ
う
の
心
中
の
う
き

　
　
名
を
う
ら
や
み
、
故
郷
の
兄
弟
を
恥
い
や
し
む
者
有
り
、
さ
れ
ど
も
流さ

　
　
石すが  
故  
園  
情  

こ
え
ん
の
じ
ょ
う

に
不
堪
た
え
ず
、
偶
た
ま
た
ま親
里
に
帰
省
す
る
あ
だ
者
成
べ
し
、
浪
花

　
　
を
出
て
よ
り
親
里
ま
で
の
道
行
に
て
引
道
具
の
狂
言
座
元
夜
半
亭
と
御

　
　
笑
ひ 

可 

被 

下 

く
だ
さ
る
べ
く
候
、
実
は
愚
老
懐
旧
の
や
る
か
た
な
き
よ
り
う
め
き
出

　
　
た
る
実
情
に
て
候

　  

代     

女     

述     

意   

じ
ょ
に
か
わ
っ
て
こ
こ
ろ
を
の
ぶ

と
称
す
る
「
春
風
馬
堤
曲
」
十
八
首
に
曰
く

　
　
　
　
　
や
ぶ
入
や
浪
花
を
出
て 

長 
柄 
川 

な
が
ら
が
わ

　
　
　
　
　
春
風
や
堤
長
う
し
て
家
遠
し
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堤  

下  

摘  

芳  

草  

て
い
か
ほ
う
そ
う
を
つ
め
ば  

荊   

与   

棘   

塞   

路  

け
い
と
き
ょ
く
と
み
ち
を
ふ
さ
ぐ  

荊   

棘   

何   

無 

け
い
き
ょ
く
な
ん
ぞ
つ
れ

　
　
　
　
　  

情  

な
き
や  

裂   

裙   

且   

傷   

股  

く
ん
を
さ
き
か
つ
こ
を
き
ず
つ
く

　
　
　
　
　  

渓  

流  

石  

点  

々  
け
い
り
ゅ
う
い
し
て
ん
て
ん  

踏   

石   

撮   

香   

芹  

い
し
を
ふ
ん
で
こ
う
き
ん
を
と
る  

多  

謝  

水  

上  

た
し
ゃ
す
す
い
じ
ょ
う
の

　
　
　
　
　
石  いし    

教     

儂     

不     

沾     

裙    
わ
れ
を
し
て
く
ん
を
ぬ
ら
さ
ざ
ら
し
む
る
を

　
　
　
　
　
一
軒
の
茶
店
の
柳
老おい
に
け
り

　
　
　
　
　
茶
店
さ
て
ん
の
老
婆
子
儂われ
を
見
て 

慇  

懃 

い
ん
ぎ
ん

に
無
恙
む
よ
う
を
賀
し
且かつ
儂わ
が
春
衣

　
　
　
　
　
を
美ほ
む

　
　
　
　
　  

店 

中 

有 

二 

客  

て
ん
ち
ゅ
う
に
か
く
あ
り  
能  
解  

江  

南  

語  
よ
く
こ
う
な
ん
ご
を
か
い
す  

酒   

銭   

擲   

三   

緡  

し
ゅ
せ
ん
さ
ん
び
ん
を
な
げ
う
ち

　
　
　
　
　  

迎    

我    

譲    

榻    
去  

わ
れ
を
む
か
え
と
う
を
ゆ
ず
り
て
さ
る

　
　
　
　
　
古
駅
三
両
家 

猫  

児 

び
ょ
う
じ

妻
を
呼よぶ
妻
来
ら
ず

　
　
　
　
　  

呼  

雛  

籬  

外  

雞  

ひ
な
を
よ
ぶ
り
が
い
の
と
り  

籬
外
草
満
地  

り
が
い
く
さ
ち
に
み
つ  
雛    

飛    

欲    

越    

籬  
ひ
な
と
び
て
り
を
こ
え
ん
と
ほ
っ
す
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籬    

高    

堕    

三    

四  

り
た
こ
う
し
て
お
つ
る
こ
と
さ
ん
し

　
　
　
　
　
春
草
路
三
叉さ
中
に
捷
径
あ
り
我
を
迎
ふ

　
　
　
　
　
た
ん
ぽ
ゝ
花
咲
り
三
々
五
々
五
々
は
黄
に
三
々
は
白
し
記
得
す

　
　
　
　
　
去
年
此
路
よ
り
す

　
　
　
　
　
憐
あ
わ
れし
る 
蒲  

公 
た
ん
ぽ
ぽ

茎けい
短
み
じ
こ
うし
て
乳
を
浥
あ
ま
せ
り

　
　
　
　
　
む
か
し
〳
〵
し
き
り
に
お
も
ふ
慈
母
の
恩
慈
母
の
懐
抱
別
に
春

　
　
　
　
　
あ
り

　
　
　
　
　
春
あ
り
成
長
し
て
浪
花
に
あ
り

　
　
　
　
　
梅
は
白
し 

浪  

花  

橋  
辺 

ろ
う
か
き
ょ
う
へ
ん

財
主
の
家

　
　
　
　
　
春
情
ま
な
び
得
た
り
浪
花
風
流

　
　
　
　
　
郷
を
辞
し
弟てい
に
負
そ
む
いて
身み
三
春

127



　
　
　
　
　
本もと
を
わ
す
れ
末
を
取とる
接
木
つ
ぎ
き
の
梅

　
　
　
　
　
故
郷
春
深
し
行
々

ゆ
き
ゆ
き
て
又 

行  

々 

ゆ
き
ゆ
く

　
　
　
　
　
楊
柳
長
堤
道
漸
く
く
れ
た
り

　
　
　
　
　
矯
首
は
じ
め
て
見
る
故
園
の
家
黄
昏

こ
う
こ
ん
戸こ
に
倚よ
る
白
髪
の
人
弟
を

　
　
　
　
　
抱
き
我
を
待まつ
春はる
又また
春はる

　
　
　
　
　
君きみ
不
見
み
ず
や
古
人
太
祇
が
句

　
　
　
　
　 

藪  

入 

や
ぶ
い
り

の
寝
る
や
ひ
と
り
の
親
の
側そば

　
な
ほ
こ
の
外
に
「  

澱  

河  

歌  

よ
ど
が
わ
の
う
た

」
三
首
あ
り
。
こ
れ
ら
は
紀
行
的
韻
文
と

も
見
る
べ
く
、
諸
体 

混  

淆 

こ
ん
こ
う

せ
る
叙
情
詩
と
も
見
る
べ
し
。
惜
い
か
な
、
蕪

村
は
こ
れ
を
一
篇
の
長
歌
と
な
し
て
新
体
詩
の
源
み
な
も
とを
開
く
能
は
ざ
り
き
。
俳
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人
と
し
て
第
一
流
に
位
く
ら
いす
る
蕪
村
の
事
業
も
、
こ
れ
を
広
く
文
学
界
の
産
物

と
し
て
見
れ
ば
誠
に
規
模
の
小
な
る
に
驚
か
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。

　
蕪
村
は
『 

鬼  

貫 

お
に
つ
ら

句
選
』
の
跋ばつ
に
て
其
角
、
嵐
雪
、
素
堂
、
去
来
、
鬼
貫

を
五
子
と
称
し
、
『
春
泥
集
』
の
序
に
て
其
角
、
嵐
雪
、
素
堂
、
鬼
貫
を
四

老
と
称
す
。
中
に
も
蕪
村
は
其
角
を
推お
し
た
ら
ん
と
覚
ゆ
、
「
其
角
は
俳
中

の 

李 

青 

蓮 

り
せ
い
れ
ん

と
呼
れ
た
る
も
の
也
」
と
い
ひ
「
読
む
た
び
に
あ
か
ず
覚
ゆ
、

こ
れ
角かく
が
ま
さ
れ
る
所
也
」
と
も
い
へ
り
。
し
か
も
そ
の
欠
点
を
挙
げ
て

「
そ
の
集
も
閲けみ
す
る
に
大
か
た
解
し
が
た
き
句
の
み
に
て
よ
き
と
思
ふ
句
は

ま
れ
ま
れ
な
り
」
と
い
ひ
「
百
千
の
句
の
う
ち
に
て
め
で
た
し
と
聞
ゆ
る
は

二
十
句
に
た
ら
ず
覚
ゆ
」
と
評
せ
り
。
自
己
が
唯
一
の
俳
人
と
崇あが
め
た
る
其

角
の
句
を
評
し
て
佳
什
二
十
首
に
上のぼ
ら
ず
と
い
ふ
、
見
る
べ
し
蕪
村
の
眼
中
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に
古
人
な
き
を
。
そ
の
五
子
と
称
し
四
老
と
称
す
、
固もと
よ
り
比
較
的
の
讃
辞

に
し
て
、
芭
蕉
の
俳
句
と
い
へ
ど
も
そ
の
一
笑
を
博
す
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
な

ら
ん
。
蕪
村
の
眼
高
き
こ
と
此かく
の
如
く
、
手
腕
ま
た
こ
れ
に
副そ
ふ
。
し
か
し

て
後
に
俳
壇
の
革
命
は
成
れ
り
。

　
あ
る
人  

咸  
陽  
宮  

か
ん
よ
う
き
ゅ
う

の
釘くぎ
か
く
し
な
り
と
て
持
て
る
を
蕪
村
は
誹そし
り
て

「
な
か
な
か
に
咸
陽
宮
の
釘
隠
し
と
い
は
ず
ば
め
で
た
き
も
の
な
る
を
無
念

の
事
に
お
ぼ
ゆ
」
と
い
へ
り
。
蕪
村
の
俗
人
な
ら
ぬ
こ
と
知
る
べ
し
。
蕪
村

か
つ
て
大 

高 

源 

吾 

お
お
た
か
げ
ん
ご

よ
り
伝
は
る 
高  

麗 
こ
う
ら
い

の
茶
碗
と
い
ふ
を
も
ら
ひ
た
る
を
、

そ
れ
も
咸
陽
宮
の
釘
隠
し
の
類
な
り
と
て
人
に
や
り
し
事
あ
り
。
ま
た
あ
る

時
松
島
に
て
重
さ
十
斤
ば
か
り
の 

埋  

木 

う
も
れ
ぎ

の
板
を
も
ら
ひ
て
、
辛かろ
う
じ
て
白

石
の
駅
に
持
出
で
し
が
、
長
途
の
労つか
れ
堪
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
と
、
旅
舎
に
置
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き
て
帰
り
た
り
と
ぞ
。
こ
れ
ら
の
話
を
取
り
あ
つ
め
て
考
ふ
れ
ば
、
蕪
村
の

人
物
は
自
か
ら
描
き
出
さ
れ
て
目
の
前
に
見
る
心
地
す
。

　
蕪
村
と
は
天
王
寺
蕪
か
ぶ
らの
村
と
い
ふ
事
な
ら
ん
、
和
臭
を
帯
び
た
る
号
な
れ

ど
も
、
字
面
じ
づ
ら
は
さ
す
が
に
雅
致
あ
り
て
漢
語
と
し
て
見
ら
れ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。

俳
諧
に
は
蕪
村
ま
た
は
夜
半
亭
の
雅
名
を
用
う
れ
ど
、
画
に
は
寅いん
、  

春    

し
ゅ
ん
せ

星  い
、  

長    

庚  

ち
ょ
う
こ
う

、
三
菓
さ
ん
か
、  

宰    

鳥  

さ
い
ち
ょ
う

、 

碧 

雲 

洞 

へ
き
う
ん
ど
う
、
紫
狐
庵

し
こ
あ
ん

等
種
々
の
名

異
名
あ
り
き
と
ぞ
。
彼か
の
謝しゃ
蕪
村
、
謝
寅
、
謝
長
庚
、
謝
春
星
な
ど
言
へ
る
、

門
弟
に
も 

高 

几 

董 

こ
う
き
と
う

、  

阮  
道  
立  

げ
ん
ど
う
り
ゅ
う

な
ど
あ
る
、
こ
の
一
事
に
て
も
彼
ら
が

徂
徠
派
の
影
響
を
受
け
し
こ
と
明
あ
き
ら
かな
り
。
二
字
の
苗
字
を
一
字
に
縮
め
た
る

は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
字
面
よ
り
見
る
も
修
辞
派
の
臭
味
を
帯
び
た
り
。

　
蕪
村
の
絵
画
は
余
か
つ
て
見
ず
、
故
に
こ
れ
を
品
評
す
る
こ
と
難
し
と
い
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へ
ど
も
、
そ
の
意
匠
に
つ
き
て
は
多
少
こ
れ
を
聞
く
を
得
た
り
。
（
筆
力
等

の
技
術
は
そ
の
書
及
び
俳
画
を
見
て
想
像
す
る
に
足
る
）
蕪
村
は
南
宗
よ
り

入
り
て
南
宗
を
脱
せ
ん
と
工
夫
せ
し
が
如
し
。
南
宗
を
学
び
し
は
そ
の
雅
致

多
き
を
愛
せ
し
な
ら
ん
。
南
宗
を
脱
せ
ん
と
せ
し
は
南
宗
の 

粗  

鬆 

そ
し
ょ
う

な
る
筆

法
、  

狭    

隘  

き
ょ
う
あ
い

な
る
規
模
が
能
く
自
己
の
美
想
を
現
す
を
得
ざ
り
し
が
た
め

な
ら
ん
。
彼
は
俳
句
に
得
た
る
と
同
じ
趣
味
を
絵
画
に
現
し
た
り
、
固
よ
り

古
人
の 

粉  

本 

ふ
ん
ぽ
ん

を
摸
し
意
匠
を  
剽    

窃  
ひ
ょ
う
せ
つ

す
る
こ
と
を
為
さ
ざ
り
き
。
あ
る

い
は 

田  

舎 

で
ん
し
ゃ

の
風
光
、
山
村
の
景
色
等
自
己
の
実
見
せ
し
者
（
か
つ
古
人
の

画
題
に
入
ら
ざ
り
し
者
）
を
捉とら
へ
来
り
て
、
支
那
的
空
想
に
耽ふけ
り
た
る
絵
画

界
に
一
生
面
を
開
か
ん
と
企
て
た
り
。
あ
る
い
は
時
間
を
写
さ
ん
と
し
、
あ

る
い
は
一
種
の
色
彩
を
施
さ
ん
と
し
て
苦
心
し
た
り
。
（
色
彩
に
関
す
る
例
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を
挙
ぐ
れ
ば
春
の
木
の
芽
の
色
を
樹
に
よ
つ
て
染
分
け
た
る
が
如
き
、
夜
間

燈
火
の
映
じ
た
る
樹
を
写
し
た
る
が
如
き
）
絵
画
に
お
け
る
彼
の
眼
光
は
極

め
て
高
く
、
到
底 

応  

挙 

お
う
き
ょ

、 

呉  

春 

ご
し
ゅ
ん

等
の
及
ぶ
所
に
非
ず
。
し
か
れ
ど
も
蕪

村
は
成
功
す
る
能
は
ず
し
て
歿
し
、
か
へ
つ
て
豎
子
じ
ゅ
し
を
し
て
名
を
成
さ
し
め

た
り
。

　
蕪
村
の
画
を
称
す
る
者
多
く
俳
画
を
い
ふ
。
俳
画
は
蕪
村
の
書
き
は
じ
め

し
者
に
し
て
一
種
摸
す
べ
か
ら
ざ
る
の
雅
致
を
存
す
。
し
か
れ
ど
も
俳
画
は

字
の
如
き
者
の
み
、
終つい
に
画
に
非
ず
、
画
を
知
ら
ざ
る
者
こ
れ
を
以
て
画
と

な
す
、
取
ら
ざ
る
な
り
。
蕪
村
の
字
支
那
の
書
風
よ
り
出
で
て
や
や
和
習
あ

り
。
縦
横
自
在
に
し
て
法
度
に
か
か
は
ら
ず
、
し
か
も
俗
気
な
き
こ
と
俳
画

に
同
じ
。
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蕪
村
の
文
章  

流    

暢  

り
ゅ
う
ち
ょ
う
に
し
て
姿し
致ち
あ
り
。
水
の
低
き
に
就つ
く
が
如
く
停

滞
す
る
所
な
し
。
恨
む
ら
く
は
彼
は
一
篇
の
文
章
だ
も
純
粋
の
美
文
と
し
て

見
る
べ
き
者
を
作
ら
ざ
り
き
。

　
蕪
村
の
俳
句
は
今
に
残
り
し
者
一
千
四
百
余
首
あ
り
、
千
首
の
俳
句
を
残

し
た
る
俳
人
は
四
、
五
人
を
出
で
ざ
る
べ
し
。
蕪
村
は
比
較
的
多
作
の
方
な

り
。
し
か
れ
ど
も
一
生
に
十
七
字
千
句
は
文
学
者
と
し
て
珍
と
す
る
に
足
ら

ず
。 

放  

翁 

ほ
う
お
う

は
古
体
こ
た
い 

今  
体 

こ
ん
た
い

を
混
じ
て
千
以
上
の
詩
篇
を
作
り
し
に
非
ず
や
。

た
だ
驚
く
べ
き
は
蕪
村
の
作
が
千
句
尽
こ
と
ご
とく
佳
句
な
る
こ
と
な
り
。
想
ふ
に
蕪

村
は
誤
字
違
法
な
ど
は
顧
か
え
り
みざ
り
し
も
、
俳
句
を
練
る
上
に
お
い
て
は
小
心
翼

々
と
し
て
一
字
苟
も
せ
ざ
り
し
が
如
し
、
古
来
文
学
者
の
為
す
所
を
見
る
に
、

多
く
は
玉
石 

混  

淆 

こ
ん
こ
う

せ
り
、
為
す
所
多
け
れ
ば
巧
拙
両
ふ
た
つな
が
ら
い
よ
い
よ
多
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き
を
見
る
。
『
杜 

工 

部 

集 

と
こ
う
ぶ
し
ゅ
う

』
の
如
き
こ
れ
な
り
。
蕪
村
の
規
模
は
杜
甫
の

如
く
大
な
ら
ざ
り
し
も
、
と
に
か
く
千
首
の
俳
句
尽
く
巧
な
る
に
至
り
て
は

他
に
例
を
見
ざ
る
所
な
り
。
蕪
村
の
天
材
は
咳
唾
が
い
だ
尽
く
珠たま
を
成
し
た
る
か
、

蕪
村
は
一
種
の
潔
癖
あ
り
て
苟
も
心
に
満
た
ざ
る
句
は
こ
れ
を
口
に
せ
ざ
り

し
か
、
そ
も
そ
も
悪
句
は
埋
没
し
て
佳
句
の
み
残
り
た
る
か
。
余
は
三
者
皆

原
因
の
一
部
を
分
有
し
た
り
と
思
ふ
。
俳
句
に
お
け
る
蕪
村
の
技
倆
は
俳
句

界
を
横
絶
せ
り
、
終つい
に
芭
蕉
、
其
角
の
及
ぶ
所
に
非
ず
。
連
句
も
ま
た
蕪
村

は
蕪
村
流
を
応
用
し
て
面
目
を
新
あ
ら
たに
せ
り
。
し
か
れ
ど
も
蕪
村
は
芭
蕉
が
連

句
に
力
を
用
ゐ
し
だ
け
熱
心
に
は
力
を
爰ここ
に
伸
さ
ざ
り
き
。

　
蕪
村
の
俳
諧
を
学
び
し
者 

月  

居 

げ
っ
き
ょ

、 
月  
渓 
げ
っ
け
い

、 

召  

波 

し
ょ
う
は

、
几
圭
き
け
い
、 

維  

駒 

こ
れ
こ
ま

等
皆
師
の
調
を
学
び
し
か
ど
も
、
独
り
そ
の
堂
に
上のぼ
り
し
者
を
几
董
き
と
う
と
す
。
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几
董
は
師
号
を
継
ぎ
三
世
夜
半
亭
を
称とな
ふ
。
惜
む
べ
し
、
彼か
れ
蕪
村
歿
後
数

年
な
ら
ず
し
て
ま
た
歿
し
、
蕪
村
派
の
俳
諧
茲ここ
に
全
く
絶
ゆ
。

　
　
　
明
治
廿
九
年
草
稿

　
　
　
明
治
卅
二
年
訂
正

　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
三
十
年
四
月
十
三
日
　
十
一
月
二
十
九
日
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
俳
諧
大
要
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1955
（
昭
和30

）
年5

月5

日
第1

刷
発
行

　
　
　1983

（
昭
和58

）
年9

月16

日
第2

刷
改
版
発
行

　
　
　1989

（
平
成
元
）
年11

月5

日
第8

刷
発
行

初
出
：
「
日
本
」

　
　
　1897

（
明
治30

）
年4
月13
日
〜11

月29

日

※
こ
の
フ
ァ
イ
ル
に
は
、
以
下
の
青
空
文
庫
の
テ
キ
ス
ト
を
、
上
記
底
本
に

そ
っ
て
修
正
し
、
組
み
入
れ
ま
し
た
。

「
俳
人
蕪
村
（
新
字
新
仮
名
）
」
（
入
力
：
蒋
龍
、
校
正
：
米
田
）
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※
新
仮
名
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
ル
ビ
の
拗
音
、
促
音
は
、
小
書
き
し
ま
し
た
。

※
「
な
す
」
と
「
為
す
」
、
「
夏
期
」
と
「
夏
季
」
、
「
善
き
酒
蔵
す
」
と

「
能
酒
蔵
す
」
、
「
没
」
と
「
歿
」
、
「
揚
州
」
と
「
楊
州
」
の
混
在
は
、

底
本
通
り
で
す
。

入
力
：
酒
井
和
郎

校
正
：
岡
村
和
彦

2016

年9

月25

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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