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芭
蕉
の
句
で
忘
ら
れ
な
い
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
　
あ
ら
た
う
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

　
　
い
ざ
ゆ
か
ん
雪
見
に
こ
ろ
ぶ
と
こ
ろ
ま
で

　
　
霧
時
雨
不
二
を
見
ぬ
日
ぞ
お
も
し
ろ
き

　
そ
れ
か
ら
又
別
な
心
の
境
地
と
し
て
、

　
　
初
し
ぐ
れ
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
な
り

　
　
お
も
し
ろ
う
て
や
が
て
か
な
し
き
鵜
飼
か
な

　
　
馬
を
さ
へ
な
が
む
る
雪
の
あ
し
た
哉

　
　
住
つ
か
ぬ
旅
の
心
や
置
炬
燵

　
　
う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
鳥
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雄
大
、
優
婉
な
趣
は
、

　
　
辛
崎
の
松
は
花
よ
り
朧
お
ぼ
ろに
て

　
　
五
月
雨
に
か
く
れ
ぬ
も
の
や
瀬
田
の
橋

　
　
暑
き
日
を
海
に
い
れ
た
り
最
上
川

　
　
荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ
た
ふ
天
の
河

　
そ
し
て
「
枯
枝
に
」
が
あ
る
。

　
　
枯
枝
に
烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮

　
　
塚
も
動
け
我
泣
声
は
秋
の
風

　
　
あ
か
〳
〵
と
日
は 

難  

面 

つ
れ
な
く

も
あ
き
の
風

　
　
旅
に
や
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

　
連
句
の
な
か
に
も
ま
た
独
特
な
感
覚
が
あ
る
。
例
え
ば
、
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こ
の
ご
ろ
の
上
下
の
衆
の
も
ど
ら
る
ゝ
　
　
　
　 

去  

来 

き
よ
ら
い

　
　
腰
に
杖
さ
す
宿
の
気
ち
が
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉
は
せ
を

　
　

　
　
二
の
尼
に
近
衛
の
花
の
さ
か
り
き
く
　
　
　
　
　
野
水
や
す
ゐ

　
　
蝶
は
む
ぐ
ら
に
と
ば
か
り
鼻
か
む
　
　
　
　
　
　
芭
蕉
は
せ
を

　
　

　
　
芥
子
あ
ま
の
小
坊
交
り
に
打うち
む
れ
て
　
荷
兮
か
け
い

　
　
お
る
ゝ
は
す
の
み
た
て
る
蓮
の
実
　
　
　
　
　
　
芭
蕉
は
せ
を

　
こ
の
よ
う
な
様
々
の
情
緒
と
つ
よ
い
現
実
感
の
峯
を
な
し
て
、

　
　
閑
し
づ
かさ
や
岩
に
し
み
入
蝉
の
声

の
句
が
、
芭
蕉
の
芸
術
と
し
て
今
日
ま
で
消
え
ぬ
精
神
の
響
を
う
ち
い
だ
し
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
雑
誌
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に
は
吉
田
絃
二
郎
氏
の
氏
ら
し
い
「
奥
の
細
道
」
註
解
が
連
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
あ
げ
た
中
の
幾
つ

か
の
句
は
「
奥
の
細
道
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
芭
蕉
と
い
う
芸
術
家
が
、
日
本
の
美
感
の

一
人
の
選
手
だ
か
ら
、
教
養
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
み
っ
と
も
な
い
、
そ
う

い
う
気
持
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
は
ち
っ
と
も
い
ら
な
い
と
思
う
。
私
た
ち
の
今
日
に
生
き
て
い
る
感
覚
に

訴
え
る
も
の
を
も
っ
て
い
な
く
て
、
し
か
し
文
学
古
典
の
表
の
中
で
は
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
作
品

は
実
に
ど
っ
さ
り
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
現
代
の
心
に
響
く
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
歴
史
の
す
す

み
の
歓
び
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
古
典
に
と
っ
て
も
現
代
に
と
っ
て
も
些
も
不
名
誉
な
こ
と
で
は
な
い
と

思
う
。
で
も
、
芭
蕉
の
芸
術
は
ど
う
だ
ろ
う
。
私
は
俳
諧
の
こ
と
は
何
に
も
知
ら
な
い
。
全
く
の
門
外
漢

な
の
だ
け
れ
ど
も
、
折
々
読
ん
だ
句
集
の
中
か
ら
与
え
ら
れ
て
来
て
い
る
感
銘
が
多
く
深
い
と
こ
ろ
を
み

れ
ば
、
彼
の
芸
術
に
は
今
の
瞬
間
に
息
づ
い
て
い
る
何
も
の
か
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
に
ぬ
き
が

き
し
た
僅
の
句
は
、
私
た
ち
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
真
実
の
共
感
が
あ
る
も
の
ば
か
り
で

あ
る
。
芭
蕉
の
芸
術
の
特
質
で
あ
る
「
さ
び
」
は
同
時
に
日
本
人
の
人
生
態
度
の
底
を
流
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
芭
蕉
の
分
ら
な
い
日
本
人
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
そ
う
い
う
通
俗
の
断
論
は
こ
れ
ま
で

に
随
分
流
布
し
て
い
る
。
特
に
、
こ
の
三
四
年
は
日
本
が
日
本
を
再
発
見
す
る
必
要
に
立
た
さ
れ
て
、
文

化
や
芸
術
の
面
で
日
本
の
古
典
が
再
認
識
を
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
余
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り
古
典
に
ふ
れ
な
か
っ
た
文
化
層
の
人
々
が
と
り
い
そ
ぎ
そ
う
い
う
も
の
に
と
り
つ
い
て
行
っ
て
、
そ
れ

ら
の
芸
術
の
逸
品
に
籠
っ
て
い
る
高
い
気
品
、
精
魂
、
芳
香
に
面
を
う
た
れ
て
、
今
更
に
古
典
の
美
を
痛

感
す
る
と
一
緒
に
分
別
を
も
失
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
の
つ
く
ら
れ
た
環
境
の
意
味
と
今
日
の
私
た
ち

の
現
実
と
の
関
係
を
見
失
っ
た
欽
仰
讚
美
の
美
文
を
つ
ら
ね
る
流
行
を
も
生
じ
た
。
私
は
俳
諧
の
道
に
は

よ
ら
ず
散
文
の
道
を
と
お
っ
て
、
こ
の
芸
術
の
大
先
達
に
近
づ
い
て
見
た
い
と
思
う
。
後
年
、
芭
蕉
が
芸

術
の
完
成
へ
辿
り
つ
い
た
ま
で
の
い
き
さ
つ
と
い
う
も
の
は
、
時
代
と
人
と
の
相
互
的
な
姿
を
示
し
て
感

興
つ
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
誰
で
も
知
る
と
お
り
、
芭
蕉
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
こ
の
名
を
持
っ
て
い
た

の
で
な
い
。
松
尾
宗
房
と
云
い
、
伊
賀
国
上
野
町
の
城
代
藤
堂
家
の
家
臣
で
、
少
年
か
ら
青
年
時
代
の
は

じ
ま
り
は
そ
の
城
代
の
嫡
子
の
近
侍
を
し
て
い
た
。
既
に
そ
の
時
代
、
俳
諧
は
大
流
行
し
て
い
て
若
殿
自

身
蝉
吟
と
い
う
俳
号
を
も
っ
て
、
談
林
派
の
俳
人
季
吟
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
宗
房
も
そ
の
相
手
を
し
早
く

か
ら
俳
諧
に
は
ふ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
「
犬
と
猿
世
の
中
良
か
れ
酉
の
年
」
と
い
う
よ
う
な
句

を
十
四
歳
頃
作
っ
た
と
い
う
云
い
つ
た
え
も
あ
る
。

　
蝉
吟
公
が
没
し
て
、
当
時
二
十
三
四
歳
で
あ
っ
た
宗
房
は
「
雲
と
隔
つ
友
か
や
雁
の
生
別
れ
」
と
い
う

句
を
親
友
に
残
し
て
上
野
町
か
ら
京
大
阪
へ
出
奔
し
た
。
原
因
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
の
こ
と

が
云
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
例
え
ば
そ
の
時
代
の
武
士
社
会
の
し
き
た
り
に
触
れ
る
女
の
ひ
と
と
の
恋
愛
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問
題
が
、
彼
を
故
郷
か
ら
去
ら
せ
た
と
い
う
風
な
。
実
際
に
は
幾
つ
か
の
事
情
が
か
た
ま
っ
て
亡
命
さ
せ

た
の
だ
ろ
う
が
、
原
因
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
と
に
か
く
若
殿
の
近
侍
で
あ
っ
た
宗
房
が
そ
の
主
人
の

死
と
と
も
に
出
奔
し
得
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
時
代
の
武
士
気
質
が
崩
れ
か
け
て
、
も
う
武
家
時
代
の
気
風

と
異
っ
て
来
て
い
る
空
気
が
感
じ
ら
れ
て
面
白
い
。
京
大
阪
で
の
五
六
年
間
を
、
宗
房
は
こ
れ
ま
で
の
つ

づ
き
で
談
林
派
の
北
村
季
吟
の
門
に
遊
ん
だ
り
、
漢
籍
や
書
の
修
業
に
費
し
た
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
彼
の

多
感
な
青
春
彷
徨
は
、
武
家
時
代
を
ひ
き
つ
い
で
十
七
世
紀
の
日
本
の
歴
史
に
新
時
代
を
画
し
つ
つ
あ
っ

た
商
人
擡
頭
期
の
京
大
阪
の
豪
奢
な
日
夜
の
う
ち
に
漂
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
世
的
な
色
彩
と
歎
息
と
を
経

験
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
江
戸
へ
上
っ
た
の
は
宗
房
が
二
十
九
歳
の
寛
文
十
二
年
で
あ

っ
た
。
釣
月
軒
と
し
て
一
人
前
の
宗
匠
で
あ
っ
た
ろ
う
。
青
年
宗
匠
と
し
て
彼
の
才
分
は
、
も
し
生
計
を

打
算
し
た
ら
大
阪
で
生
活
し
て
も
行
け
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
の
に
、
宗
房
釣
月
軒
は
ど
ん
な
心

持
か
ら
江
戸
へ
目
を
向
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
へ
老
後
の
安
楽
を
求
め
、
立
身
出
世
の
道
を
求
め
て
来

た
と
す
れ
ば
彼
は
失
敗
し
た
。
江
戸
で
同
じ
季
吟
門
下
の
卜
尺
の
厄
介
に
な
り
、
或
は
幕
府
の
御
納
屋
商

人
杉
山
杉
風
の
世
話
を
う
け
た
り
し
た
。
又
幕
府
の
小
石
川
関
口
の
水
道
工
事
の
役
人
に
な
っ
て
何
年
か

過
し
た
が
、
こ
の
経
済
的
に
不
遇
な
感
受
性
の
烈
し
い
土
木
工
事
監
督
の
小
役
人
は
、
そ
の
間
に
官
金
を

使
い
こ
ん
だ
廉かど
で
奉
行
所
か
ら
処
分
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
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明
け
暮
れ
の
た
つ
き
は
小
役
人
と
し
て
過
し
て
お
り
、
芸
術
に
向
う
心
で
は
釣
月
軒
と
し
て
自
分
と
周

囲
の
生
活
と
を
眺
め
て
い
る
宗
房
の
目
に
映
る
寛
永
年
代
の
江
戸
は
、
家
光
の
治
世
で
、
貿
易
の
こ
と
が

は
じ
ま
り
、
大
名
旗
本
の
経
済
は
一
面
の
逸
遊
の
風
潮
と
と
も
に
益
々
逼
迫
し
つ
つ
あ
っ
た
。
米
価
は
ひ

ど
い
騰
貴
で
商
人
は
肥
え
、
庶
人
は
困
窮
し
、
し
か
も
日
光
の
陽
明
門
が
気
魄
の
欠
け
た
巧
緻
さ
で
建
造

さ
れ
、
絵
画
で
も
探
幽
、
山
楽
、
光
悦
、
宗
達
等
の
色
彩
絢
爛
な
も
の
が
よ
ろ
こ
ば
れ
て
い
る
。
よ
る
べ

な
い
下
級
武
士
の
二
六
時
に
の
し
か
か
っ
て
来
る
生
活
の
そ
う
い
う
矛
盾
が
、
宗
房
の
よ
う
な
性
格
の
人

間
に
深
い
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
寧
ろ
不
可
能
で
あ
る
。
宗
房
は
敏
感
な
ば
か
り
で
な

く
、
そ
の
時
代
の
人
と
し
て
精
神
の
土
台
は
極
め
て
現
実
的
で
あ
る
。
俳
諧
の
道
に
於
て
、
従
来
自
分
の

属
し
て
来
た
談
林
派
に
あ
き
足
り
な
く
な
っ
て
来
た
心
の
動
機
に
は
、
や
は
り
日
々
の
生
活
か
ら
ひ
き
緊

め
ら
れ
る
も
の
の
作
用
が
大
き
く
働
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
俳
諧
の
流
行
そ
の
も
の
が
、
云
っ

て
み
れ
ば
新
興
の
文
化
で
あ
り
、
商
人
と
一
般
庶
民
階
級
の
自
在
な
感
情
表
現
の
欲
求
に
そ
の
地
盤
を
お

い
た
文
学
で
あ
っ
た
。
談
林
派
の
俳
諧
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
先
達
で
あ
っ
た
貞
門
と
同
じ
よ
う
に
俳
諧

を
滑
稽
の
文
学
と
見
て
お
り
、
談
林
は
詩
型
の
リ
ズ
ム
に
自
由
を
求
め
る
と
共
に
懸
詞
に
も
日
常
語
を
奔

放
に
と
り
入
れ
、
奇
想
巧
妙
な
譬ひ
喩ゆ
を
求
め
る
あ
ま
り
、
遂
に
は
、
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山
の
手
や
や
つ
こ
り
や
咲
い
た
花
盛

　
　
引
窓
や
空
ゆ
く
月
の
お
と
し
穴

と
い
う
よ
う
な
皮
相
な
思
い
つ
き
に
堕
し
た
。

　
鬼
貫
は
こ
の
傾
向
に
真
面
目
な
疑
い
を
抱
い
た
卓
抜
な
何
人
か
の
芸
術
家
た
ち
の
う
ち
の
一
人
で
、

「
ま
こ
と
の
外
に
俳
諧
な
し
」
と
思
い
定
め
た
。
「
只
心
を
深
く
入
れ
て
、
姿
こ
と
ば
に
か
か
わ
ら
ぬ
こ

そ
こ
の
ま
し
け
れ
」
と
考
え
、

　
　
さ
は
〳
〵
と
蓮
う
ご
か
す
池
の
鯉

　
　
行
水
の
捨
て
ど
こ
ろ
な
き
虫
の
声

　
　
な
ん
と
今
日
の
暑
さ
は
と
石
の
塵
を
吹
く

と
い
う
よ
う
な
純
真
な
作
品
を
生
ん
で
い
る
。
釣
月
軒
と
い
う
常
套
的
な
俳
号
か
ら
宗
房
が
桃
青
と
い
う

号
に
改
め
た
感
情
も
、
俳
諧
を
言
葉
や
思
い
つ
き
の
遊
戯
以
上
の
も
の
と
感
じ
た
緊
張
が
た
た
ま
れ
て
い

て
興
味
が
あ
る
。
桃
青
に
と
っ
て
追
々
俳
諧
は
人
生
の
遊
び
で
は
な
く
て
、
人
生
そ
の
も
の
の
芸
術
化
と
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し
て
真
剣
に
映
っ
て
来
て
お
り
、
芸
術
の
本
質
の
そ
の
発
展
に
は
、
水
道
工
事
の
小
役
人
の
暮
し
も
深
刻

な
現
実
の
も
の
の
あ
わ
れ
に
よ
っ
て
彼
を
豊
富
に
し
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
官
吏
と
し
て
順
当
な
出
世

が
望
め
な
く
な
っ
た
か
ら
俳
道
に
身
を
う
ち
こ
み
は
じ
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
俳
諧
の
道
に
よ
っ
て
し
か

生
き
る
心
が
表
現
出
来
な
い
と
益
々
思
い
き
め
て
、
深
川
の
杉
風
の
鯉
の
生
簀
い
け
す
の
番
小
屋
に
入
っ
た
と
も

思
え
る
。
台
所
の
柱
に
米
が
二
升
四
合
も
入
る
ぐ
ら
い
の
瓢
ひ
さ
ごを
か
け
、
三
方
水
で
囲
ま
れ
た
粗
末
な
小
屋

に
芭
蕉
庵
と
名
づ
け
嵐
雪
な
ど
と
男
世
帯
を
も
っ
た
三
十
七
歳
の
桃
青
の
心
の
裡
は
、
な
か
な
か
の
物
す

さ
ま
じ
い
苦
悩
と
模
索
と
に
充
ち
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
「
殊
の
外
気
詰
り
」
な
ひ
と
で
、
嵐
雪
も
俳

諧
の
ほ
か
は
翁
を
外
し
逃
げ
な
ど
致
候
由
、
と
二
代
目
団
十
郎
の
書
い
た
も
の
の
な
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
同
時
代
の
芸
術
家
と
し
て
、
近
松
門
左
衛
門
や
井
原
西
鶴
等
の
生
き
か
た
と
芭
蕉
の
生
涯
と
は
今
日
の

目
に
お
の
ず
か
ら
対
比
さ
れ
て
様
々
に
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
宗
房
よ
り
二
つ
ば
か
り
年
上
で
あ

っ
た
大
阪
生
れ
の
西
鶴
は
、
通
称
を
平
山
藤
五
と
云
い
、
有
徳
な
町
人
で
あ
っ
た
。
妻
に
早
世
さ
れ
、
娘

を
早
く
喪
っ
て
か
ら
は
店
を
手
代
に
ゆ
ず
っ
て
僧
に
も
な
ら
ず
一
種
の
楽
隠
居
で
、
半
年
は
旅
に
半
年
は

家
居
し
て
暮
す
と
い
う
境
遇
の
俳
人
、
談
林
派
の
宗
匠
で
あ
っ
た
。
町
人
に
生
ま
れ
、
折
か
ら
興
隆
期
に

あ
る
町
人
文
化
の
代
表
者
と
し
て
、
西
鶴
は
談
林
派
の
自
在
性
、
そ
の
芸
術
感
想
の
日
常
性
を
懐
疑
な
く

駆
使
し
て
、
当
時
の
世
相
万
端
、
投
機
、
分
散
、
夜
逃
げ
、
金
銭
ず
く
の
縁
組
み
か
ら
月
ぎ
め
の
妾
の
境
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遇
に
到
る
ま
で
を
、
写
実
的
な
俳
諧
で
風
俗
描
写
し
て
い
る
。
住
吉
の
社
頭
で
大
矢
数
一
昼
夜
に
二
万
三

千
五
百
句
を
吐
い
た
西
鶴
が
、
そ
の
よ
う
な
早
口
俳
諧
を
も
っ
て
す
る
風
俗
描
写
の
練
達
か
ら
自
然
散
文

の
世
界
に
入
っ
て
、
浮
世
草
子
「
好
色
一
代
男
」
（
天
和
二
年
）
な
ど
を
書
き
始
め
た
必
然
の
過
程
は
、

人
生
と
芸
術
へ
の
疑
い
に
み
た
さ
れ
て
い
た
桃
青
に
ど
の
よ
う
な
感
想
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
近
松
門

左
衛
門
の
「
世
継
曾
我
」
が
上
方
で
華
や
か
な
世
評
を
喚
起
し
た
の
も
こ
の
前
後
で
あ
っ
た
。
京
都
生
れ

の
武
士
で
あ
っ
た
近
松
は
、
当
時
崩
れ
ゆ
く
武
家
の
経
済
事
情
に
押
し
流
さ
れ
て
、
い
く
つ
か
の
主
家
を

転
々
し
た
末
は
浪
人
し
て
、
歌
舞
伎
の
大
成
期
で
あ
っ
た
そ
の
時
代
か
ら
辛
苦
の
多
い
劇
作
家
の
生
活
に

入
っ
た
。
芭
蕉
よ
り
は
十
歳
以
上
若
い
彼
は
、
や
は
り
同
じ
時
代
の
芸
術
家
ら
し
い
現
実
的
、
写
実
的
傾

向
に
立
っ
て
い
て
、
門
左
衛
門
の
劇
作
に
対
す
る
抱
負
は
、
昔
の
花
も
実
も
な
い
浄
瑠
璃
に
対
し
て
、

「
文
句
に
心
を
用
う
る
事
昔
に
か
わ
り
一
等
高
く
」
、
例
え
ば
同
じ
武
家
を
描
い
て
も
、
「
そ
の
程
そ
の

程
を
も
っ
て
差
別
を
な
す
」
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
強
調
に
あ
っ
た
。
西
鶴
は
、
当
時
の
世
相
を
対
象
と

す
る
風
俗
描
写
と
そ
こ
に
お
け
る
芸
術
感
情
が
日
常
性
に
腰
を
据
え
て
い
る
こ
と
を
懐
疑
し
な
い
よ
う
に

見
え
る
。
近
松
門
左
衛
門
は
、
元
禄
と
い
う
新
し
い
時
代
の
息
ぶ
き
で
目
ざ
ま
さ
れ
自
然
平
等
に
発
露
し

よ
う
と
す
る
人
間
の
情
、
男
女
の
情
が
、
や
は
り
昔
な
が
ら
の
身
分
の
へ
だ
て
、
社
会
の
し
き
た
り
の
中

に
の
こ
さ
れ
て
い
る
浮
世
の
義
理
の
し
が
ら
み
に
か
か
っ
て
破
ら
れ
或
は
悲
し
い
諦
め
に
陥
る
悲
劇
を
悲
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劇
の
な
り
に
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
芭
蕉
自
身
に
し
ろ
、
西
鶴
や
門
左
衛
門
と
等
し
く
、
古
い
も
の
の
権
威
の
失
墜
と
、
人
間
性
の
高
揚
と

現
実
に
即
し
て
は
な
れ
ぬ
時
代
気
風
と
を
、
骨
髄
に
持
っ
て
成
長
し
て
来
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
が
芸

術
と
し
て
俳
諧
に
求
め
た
の
は
、
西
鶴
の
よ
う
な
現
象
を
追
う
ば
か
り
の
浮
世
絵
巻
と
し
て
で
は
な
い
俳

諧
、
門
左
衛
門
の
よ
う
に
己
と
ひ
と
を
涙
に
と
か
す
悲
劇
に
我
か
ら
没
入
せ
ず
、
何
か
よ
り
勁つよ
い
人
間
精

神
の
高
揚
に
よ
っ
て
社
会
悲
劇
を
も
克
服
し
た
芸
術
と
し
て
の
俳
諧
、
そ
う
い
う
も
の
を
自
分
の
芸
術
に

求
め
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
い
う
芸
術
探
求
の
道
で
芭
蕉
で
も
や
っ
ぱ
り
一
度
は
禅
宗
な
ど

に
踏
み
入
っ
て
い
る
の
は
面
白
い
。

　
　
渾
沌
翠
み
ど
りに
乗
て
気
に
遊
ぶ

　
　
人
死
を
待まつ
て
生せい
た
は
い
な
し

　
こ
ん
な
禅
臭
の
句
も
作
っ
た
。
し
か
し
、
芸
術
家
と
し
て
の
彼
が
遂
に
一
大
勇
猛
心
を
ふ
る
い
お
こ
し

て
、
小
さ
い
囲い
炉ろ
裏り
の
よ
う
な
私
一
個
の
安
心
立
命
は
思
い
捨
て
、
こ
の
人
生
が
彼
に
と
っ
て
根
本
に
寂

し
と
観
じ
ら
れ
て
い
る
な
ら
そ
れ
な
り
刻
々
の
我
が
全
生
活
を
か
け
て
、
感
覚
と
形
象
の
世
界
へ
突
入
し
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て
ゆ
く
こ
と
で
天
地
の
生
気
の
諸
相
を
捉
え
よ
う
と
歩
み
出
し
た
。
そ
れ
が
、

　
　
野
ざ
ら
し
を
こ
ゝ
ろ
に
風
の
し
む
身
か
な

　
　
秋
十
と
せ
却
つ
て
江
戸
を
さ
す
古
郷

に
は
じ
ま
る
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
以
後
の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
る
こ
と
は
十
分
頷
け
る
。
元
禄
七
年
五
十

一
歳
で
生
涯
を
終
る
ま
で
の
十
年
、
芭
蕉
は
き
び
し
く
生
活
と
芸
術
の
統
一
を
護
っ
て
、
「
七
部
集
」
ほ

か
「
更
級
紀
行
」
「
奥
の
細
道
」
等
、
日
本
文
学
に
極
め
て
独
自
な
美
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
云

っ
て
み
れ
ば
、
芭
蕉
の
芸
術
な
ど
と
い
う
も
の
は
爾
来
二
百
五
十
有
余
年
、
そ
の
道
の
人
々
に
よ
っ
て
研

究
さ
れ
つ
づ
け
て
来
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
美
の
原
理
と
し
て
の
「
こ
こ
ろ
」
「
不
易
流

行
」
「
さ
び
・
し
お
り
・
ほ
そ
み
」
等
は
精
密
を
極
め
た
考
証
と
と
も
に
し
ら
べ
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

見
解
は
そ
の
道
の
人
々
に
と
っ
て
の
一
大
事
と
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
う
い
う
或
る
意
味
で
は
煩
瑣

な
芭
蕉
学
か
ら
離
れ
、
き
ょ
う
の
こ
の
心
の
ま
ま
で
彼
の
芸
術
に
ふ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
り

に
生
々
と
し
た
感
銘
を
う
け
、
感
覚
に
迫
っ
た
も
の
を
う
け
る
の
は
、
芭
蕉
の
芸
術
に
ど
う
い
う
力
が
あ

れ
ば
で
あ
ろ
う
か
。
芭
蕉
を
、
彼
の
生
き
た
時
代
の
世
相
と
の
関
係
で
み
れ
ば
、
世
俗
的
に
は
負
け
て
い
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て
、
世
事
万
端
の
流
転
を
自
然
と
と
も
に
眺
め
る
哲
学
の
内
容
も
、
仏
教
渡
来
後
の
日
本
の
知
識
人
と
し

て
当
時
に
於
い
て
も
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
哲
学
と
し
て
或
は
人
生
観
の
つ
づ
ま
り
と
し
て
は
、

西
鶴
も
近
松
門
左
衛
門
も
最
も
あ
り
あ
わ
せ
た
仏
教
的
な
も
の
に
納
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
芭
蕉
の
芭

蕉
た
る
と
こ
ろ
は
、
哲
学
的
に
そ
う
い
う
支
柱
の
あ
る
境
地
さ
え
も
自
身
の
寂
し
さ
一
徹
の
直
感
で
う
ち

ぬ
け
て
、
飽
く
ま
で
も
そ
の
直
感
に
立
っ
て
眼
目
に
ふ
れ
る
万
象
を
詩
的
象
徴
と
見
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
「
さ
び
」
が
日
本
の
心
の
窮
極
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
ど
こ
ま
で
も
感
性
に
ふ
れ
る

形
象
を
と
お
し
て
の
み
芭
蕉
の
象
徴
が
あ
っ
た
と
い
う
点
こ
そ
、
彼
の
芸
術
が
中
国
に
も
印
度
に
も
無
い

も
の
で
あ
る
所
で
は
な
か
ろ
う
か
。
芭
蕉
に
は
実
に
微
妙
複
雑
な
象
徴
は
あ
る
が
、
抽
象
は
な
い
。
少
く

と
も
彼
の
完
成
し
た
後
の
芸
術
境
に
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
、
一
読
「
こ
が
ね
を
打
ち
の

べ
た
よ
う
な
」
彼
の
芸
術
の
世
界
の
感
性
、
象
徴
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
、
一
句
一
句
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
底
を

ぬ
い
て
」
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
夾
雑
観
念
の
な
い
そ
の
も
の
と
し
て
の
境
地
に
ふ
れ
て
い
る
純
一
を
感

じ
、
対
象
と
作
者
の
感
覚
の
「
間
に
髪
を
入
れ
ざ
る
」
印
象
、
本
性
た
が
わ
じ
の
芸
術
を
心
に
銘
じ
ら
れ

る
の
だ
と
思
う
。
芭
蕉
と
い
う
と
枯
淡
と
言
葉
を
合
わ
せ
、
一
笠
一
杖
の
人
生
行
脚
の
姿
を
感
傷
的
に
描

く
の
が
俗
流
風
雅
の
好
み
で
あ
る
。
真
実
の
芸
術
家
と
し
て
、
芭
蕉
が
「
此
一
筋
に
つ
な
が
る
」
と
ば
か

り
執
拗
に
、
果
敢
に
破
綻
を
も
お
そ
れ
ず
、
即
発
燃
焼
を
志
し
て
一
箇
の
芸
術
境
を
き
ず
い
て
行
っ
た
姿
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と
い
う
も
の
は
、
平
俗
に
逃
避
し
た
り
お
さ
ま
っ
た
り
し
た
枯
淡
と
何
等
の
通
じ
る
も
の
を
も
っ
て
い
な

い
。
は
り
つ
め
て
対
象
の
底
に
ま
で
流
れ
入
り
、
そ
れ
を
浮
上
ら
せ
て
い
る
精
神
の
美
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

芭
蕉
の
寂
し
さ
の
象
徴
は
感
覚
と
し
て
活
き
て
い
る
の
だ
し
、
感
覚
と
し
て
の
響
と
ひ
ろ
が
り
と
直
接
さ

を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
一
世
界
を
十
七
字
の
う
ち
に
立
て
る
た
め
、
と
ら
え
て
現
実
と
す
る
た
め
に

芭
蕉
は
様
式
に
つ
い
て
も
言
葉
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
も
敏
感
で
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で

は
談
林
の
お
喋
り
に
反
撥
し
て
、
鬼
貫
が
「
ま
こ
と
」
一
本
や
り
で
、
す
が
た
形
を
二
の
つ
ぎ
に
し
た
態

度
か
ら
、
歴
史
的
一
歩
を
歩
み
出
し
て
い
る
。
芭
蕉
は
、
二
六
時
「
内
に
つ
と
め
た
る
」
主
観
と
対
象
の

刹
那
の
結
合
で
俳
諧
は
出
来
る
べ
き
も
の
で
、
つ
く
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
た
が
、
そ
れ
は
作
為
を

拒
ん
だ
の
で
、
一
句
一
句
そ
の
も
の
と
し
て
の
世
界
が
客
観
的
に
確
立
す
べ
き
こ
と
は
目
ざ
さ
れ
て
い
た
。

一
つ
の
句
は
一
つ
だ
け
、
自
身
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
で
作
る
な
と
い
う
こ
と
も
き
び
し
い
表
現
で
云
っ
て
い

て
面
白
い
。
芸
術
と
人
生
の
生
き
か
た
を
刻
々
に
流
れ
動
き
し
か
も
不
易
で
あ
る
豊
富
な
生
命
に
一
致
さ

せ
よ
う
と
い
う
志
か
ら
、
一
笠
一
杖
の
生
活
も
発
し
て
い
る
。
僧
侶
風
な
遁
世
と
は
違
う
。
今
日
私
た
ち

が
芭
蕉
に
感
じ
る
尊
敬
と
感
興
は
、
十
七
世
紀
日
本
の
寂
し
さ
と
現
代
の
寂
寥
の
質
の
違
う
こ
と
を
確
り

と
感
情
に
お
い
て
自
覚
し
つ
つ
、
従
っ
て
表
現
の
様
式
も
十
七
字
か
ら
溢
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、

猶
芭
蕉
が
自
身
の
芸
術
に
と
り
く
ん
だ
魂
魄
の
烈
し
さ
に
よ
っ
て
、
今
日
と
明
日
の
芸
術
の
建
設
の
た
め
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の
鼓
舞
を
感
じ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
。
芭
蕉
は
弟
子
に
向
っ
て
、
師
で
あ
る
彼
の
芸
術
的
境
地
の

「
底
を
ぬ
け
」
と
い
う
こ
と
を
切
に
切
に
云
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
物
の
見
当
ら
ぬ
こ
と
を
悲
し
ん
で

さ
え
い
る
。
「
こ
の
道
に
古
人
な
し
」
そ
れ
は
古
人
の
跡
を
追
随
す
る
な
と
い
う
意
味
、
完
成
さ
れ
た
芸

術
に
屈
服
す
る
な
、
今
日
の
現
実
感
覚
に
立
て
、
と
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
こ
そ
真
の
芸
術
家
と
し
て
、
古
典
と
い
う
も
の
が
再
び
そ
こ
に
そ
の
ま
ま
の
姿
で
住
む
こ
と
は
出
来

な
い
民
族
芸
術
の
故
郷
だ
か
ら
こ
そ
価
値
の
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
く
し
て
い
た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
一
月
〕
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