
て
お
く。 芭

蕉
の
『
奥
の
細
遣
l

あ
ら
た
う
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光 の

日
光
の
句
「
あ
ら
た
う
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光」

芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
j

の
旅
で
日
光
に
到
箔
し
た
の
は
元
禄
二
年
四
月一

日
で
あ
っ
た。
本
文
に、

卯
月
朔
日、
御
山
に
詣
拝
す。
往
昔、
此
御
山
を
「
二
荒
山」
と
曹
し

あ
り
た
＂

を、
空
海
大
師
開
基
の
時、
「
日
光」
と
改
給
ふ。
干
栽
未
来
を
さ
と

り
給
ふ
に
や、
今
此
御
光
一
天
に
か、
や
き
て、
恩
沢
八
荒
に
あ
ふ
れ、

あ
ん
ど

す
ん
か
“
た
や
か

な
11
11

ば
か
り

四
民
安
堵
の
栖
穏
な
り。
猶
憚
多
く
て
競
を
さ
し
置
ぬ。

と
あ
る。
尚
こ
の
日
の
実
情
を
知
る
た
め、
曽
良
の
「
随
行
日
記」
を
挙
げ

四
月
朔
日

前
夜
ヨ
リ
小
雨
降。
辰
上
剋、
宿
ヲ
出。
止
テ
ハ
折
々
小

雨
ス。
終
日
槃、
午
ノ
剋、
日
光
へ
滸。
雨
止。
消
水
寺
ノ
書、
登
源

院
へ
届。
大
楽
院
へ
使
僧
ヲ
被ヒ
孫。
折
節
大
楽
院
客
有レ
之、
未
ノ

下
剋
迄
待
テ
御
宮
拝
見。

終
テ
其
夜
日
光
上
鉢
石
町
五
左
衛
門
卜
云
者
ノ
方
に
宿。
壱
五
弐
四゚

一
方、
こ
の
参
詣
の
折
に
詠
ん
だ
句
が
同
「
世
留
j

に、

の
推
敲
過
程

あ
な
た
ふ
と
木
の
下
暗
も
日
の
光

と
見
え
る。
こ
れ
を
宮
に
奉
納
し
た
の
で
あ
ろ
う。

「
奥
の
細
道」
に
よ
れ
ば、
芭
燕
の
日
光
参
詣
の
前
夜
と
ま
っ
た
の
は、

菰
の
仏
五
左
衛
門
の
宿
と
な
っ
て
い
る
が、
実
際
は
登
拝
を
す
ま
し
た
後
に

と
ま
っ
た
上
鉢
石
町
五
左
衛
門
の
宿
が
こ
れ
に
当
る
で
あ
ろ
う
が、
こ
の
差

述
に
つ
い
て
は
省
略
す
る。
ま
た
自
筆
本
と
さ
れ
る
中
尾
松
泉
堂
本
（
平
成

八
年
十一
月
発
行
複
製
と
翻
刻）
及
び
そ
の
普

及版
(-
九
九
七
年
〈
平
成

九
年〉
一
月
十
四
日
第一
刷
発
行
岩
波
菩
店）
更
に
自
節
本
の
写
し
と
さ
れ

る
曽
良
本
（
平
成
六
年
十一
月
十
四
日
発
行
天
理
大
学
出
版
部）
の
影
印
本

も
あ
る
が、
殆
ど
最
終
の
素
龍
本
と一
致
す
る
の
で
本
文
は
略
し、
発
句
に

熊
点
を
あ
て
る。

芭
蕉
は
日
光
を
出
た
後、
下
野
の
黒
羽
に
立
ち
寄
り、
四
月
四
日
か
ら
十

た
か
く

五
日
ま
で
同
地
に
滞
在
し
て
周
辺
の
遺
徴
を
廻
っ
た
後、
十
六
日
高
久
の
角

左
術
方
に一
宿
し、
殺
生
石へ
と
志
す。
十
七
日
は
雨
の
た
め一
日
逗
留
し、

そ
の
日
に
日
光
で
の
発
句
の
推
敲
形
を
執
箪
す
る。
そ
の
影
印
が
『
芭
蕪
全

図
諾
図
版
椙」
（一
九
九
三
年
〈
平
成
五
年〉
＋一
月
二
十
九
日
発
行
岩
波

学

-5-



あ
ら
た
ふ
と木

の
下
闇
も

日
の
光

の
形
で
戟
せ
ら
れ
て
い
る。
こ
の
形
の
も
の
は、
元
禄
二
年
四
年
四
月
下
旬

の
杉
風
宛
曽
良
書
簡
に、

卯
月
朔
日

日
光
．

あ
ら
た
ふ
と
木
の
下
閤
も
日
の
光

に
も
見
え
る。
こ
れ
は
尾
形
仇
氏
等
編『
新
組
芭
蕉
大
成」（一
九
九
九
年〈
平

成
十一
年〉
二
月
十
五
日
発
行
三
省
堂）
所
収
の
も
の
に
従っ
た。
尚
こ
の

真
粗
は、
「
芭
蕉
全
図
謹
解
説
編」
に
よ
れ
ば、
寛
政
五
年
（一
七
九
三
年）

十
月
十
二
日
序
の
「
茂
々
代
草」

に
も
「
高
久
齊
楓
所
持
正
箪
写
之」
と
付

記
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る。

．．
 こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
曽
良
密
留
l

の
「
あ
な
た
ふ
と」
と、
高
久

家
執
箪
の
「
あ
ら
た
ふ
と」
の
う
ち、
そ
の
初
案
が
芭
蕉
の
脳
裡
の
中
で
ど

ち
ら
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
も
し
前
者
と
す
れ
ば、

後
者
は
十
七
日
間
の
旅
中
の
訂
正
と
い
う
こ
と
に
な
る
し、
も
し
後
者
と
す

れ
ば
前
者
は
曽
良
の
誤
聞
と
い
う
こ
と
に
な
る。
い
ず
れ
に
せ
よ、
こ
れ
は

曽
良
の
記
録
に
か
か
わ
る
こ
と
で、
更
に
考
究
す
る
必
要
が
あ
る。

宙
店）
に、日

光
山
に
詣芭

蕉
桃
青

二

こ
こ
で
視
点
を
か
え
て、
発
句
に
独
立
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
入
れ
る
助

辞
切
字
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う。
連
歌
の
伝
書
の
中
で
具
体
的
な
切
字
を

列
挙
し
た
の
は
救
済
の
著
と
言
わ
れ
る
「
連
歌
手
爾
葉
口
伝』
（
古
典
文
庫

―
一
三
冊
昭
和
三
十一
年
十
二
月
廿
五
日
発
行
校
者
井
解
説
者
伊
地
知
鐵

男）
で
あ
る。
こ
の
害
に
「
発
句
の
十
八
の
切

字事」
の
条
が
あ
り、
そ
の

ニ
罠）

助
辞
と
し
て、
「
か
な

け
り

も
が
な

は
ね
字・
し

そ

か

よ

せ

や

れ

つ

ぬ

す

に

し
へ

け」
の
文
字
が
あ
げ
ら
れ、

各
各
に
用
例
も
つ
け
ら
れ
て
い
る
が、
そ
れ
は
省
略
し、
そ
の
後
に
付
記
さ

れ
た
切
字
が
な
く
て
も
切
れ
る
場
合
に
注
目
し
て
み
よ
う。

以
上
十
八
句
に
十
八
の
字
を
あ
ら
は
す、
凡
こ
そ・
つ
つ・
過
去
の
し、

こ
の
三
字
（
を）
意
得
べ
き
者
也、
こ
の
ほ
か
に
三
切・
大
ま
は
し
な

ど
あ
れ
共、
湿
頂
に
云
ご
と
く
柳
爾
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず、
只
此
十
八

ー

の
字
を
分
別
す
べ
き
（
事）
肝
要
也、

こ
の
中
の「
こ
の
ほ
か
に
三
切・
大
ま
は
し
な
ど
あ
れ
共」
と
あ
る「
三
切・

大
ま
は
し」
が
日
光
の
句
「
あ
ら
た
う
と
脊
葉
若
の
日
の
光」
の
構
造
に
OO

巡
す
る
の
で
あ
る。

こ
の
「
三
切・
大
ま
は
し」
に
つ
い
て
具
体
例
を
示
し
た
の
は、
二
条
良

基
の
後
を
受
け
る
梵
灯
庵
主
（
貞
和
五
年
〈一
三
四
九〉
1
応
永
三
十
四
年

〈一
四
七
二〉
の
「
長
短
抄」
（
暦
応
二
年
〈一
三
九
0〉
奥
杏）
（
岩
波
文

血「
連
歌
論
集
上
j

昭
和
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日
発
行
編
者
伊
地
知
鐵
男）

で
あ
る。
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で
ワ
シ

一
ユ
発
句
大
廻
卜

云

在
口
伝

山
ハ
只
岩
木
ノ
シ
ヅ
ク
寿
ノ
雨

松
風
ハ
常
葉
ノ
シ
グ
レ
秋
ノ
雨

五
月
雨
ハ
嶺
ノ
松
風
カ
ゼ
谷
ノ
水

三
体
発
句

ア
ナ
タ
ウ
ト

春
日
ノ
ミ
ガ
ク
玉
油
嶋

此
等
ハ
切
タ
ル
句
也 、

．
こ
こ
に
記
述
さ
れ
た
例
が
芭
蕉
の
「
あ
ら
た
う
と
青
葉
若
薬
の
日
の
光」
の

構
造
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る 。
特
に
「
三
体
発
句」
の
「
ア
ナ
タ
ウ
ト」

を
芭
蕉
が
意
識
し
て
い
た
と
し
た
ら 、
日
光
の
句
の
初
案
は「
あ
な
た
ふ
と」

で
あっ
た
か
も
し
れ
な
い 。
芭
蕉
は
こ
れ
と
の
等
類
を
気
に
し
て
「
あ
な」

を
「
あ
ら」
に
直
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る 。

こ
の
後
の
「
大
ま
は
し」
の
用
法
に
つ
い
て
は 、
伝
宗
祇
の
「
連
歌
諸
林

秘
伝
抄』
（
前
掲
古
典
文
那―
一
三）
の
「
発
句
の
切
字」
の
後
に
付
せ
ら

れ
た
説
明
に
具
体
例
が
示
さ
れ
る 。

此
外）
大
ま
は
し
と
い
う
事
あ
り 、
物
の
名
を
み
つ
入
候
へ
ば
切
字

な
く
て
も
苦
し
か
ら
ぬ
よ
し
古
人
の
申
候
ひ
き 、

五
月
雨
は
嶺
の
松
風
谷
の
水
（
摂
政
殿）

か
や
う
の
た
ぐ
ひ
に
て
有
べ
く
候 、

こ
れ
が
先
の
『
長
短
抄
j

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
「
五
月
雨」
の
句

が一
致
す
る
か
ら
で
あ
る 。

季
吟

門
弟
元
隣

l

-

l

 

こ
の
連
歌
に
お
け
る
切
字
を
入
れ
ず
に
発
句
を
な
す
手
法
を
俳
諧
に
取
り

入
れ
た
の
は
貞
徳
の
跡
を
受
け
た
北
村
季
吟
で
あ
る 。
季
吟
の
俳
諧
論
の
主

要
は
「
埋
木
j

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る 。
「
埋
木」
に
は一一
種
類
あ
り 、
そ

れ
は
「
季
吟
俳
倫
集
J

(
古
典
文
庫一
五一
昭
和
三
十
五
年
二
月
十
五
日
発

行
編
者
尾
形
仇）
収
め
ら
れ
て
い
る 。
そ
の一
本
は 、

丙
申
睦
月
初
五
日
菰
校
合
之

同
五
月
十
四
日
謹
写
之

延
宝
元
癸
丑
冬
吉
日

寺
町
二
条
上
ル
町

開
板

と
の
奥
苔
を
有
す
る
刊
本
で
あ
り 、
今ー
つ
は 、
芭
蕉
へ
の
伝
授
本
で 、
末

尾
に 、

右一
冊
先
年
已
雖
書
記
以
有
当
時
不
用
之
儀
今
改
而
示
学
者
者
也

延
宝
元
年
十
月
良
辰

此
咎
雖
為
家
伝
之
深
秘
宗
房
生
依
誹
諧
執
心
不
浅
免
書
写
而
且
加
奥

書
者
也
必
不
可
有
外
見
而
巳

延
宝
二
年
弥
生
中
七

季
吟
（
花
押）

と
あ
る 。
刊
本
の
奥
術
に
あ
る
「
丙
申」
は
明
暦
二
年
（一
六
五
六）
で
あ

り 、
延
宝
元
年
（一
六
七
三）
に
板
本
と
し
て
公
刊
す
る
ま
で 、
十
八
年
に

わ
た
っ
て 、
季
吟
は
こ
の
伝
本
に
よ
っ
て
門
人
に
教
示
し
て
き
た
の
で
あ
る 。

こ
の
家
伝
の
本
を
出
版
し
て一
般
に
公
開
し 、
そ
れ
に
「
不
用
之
儀」
が
あ

る
と
し 、
こ
れ
を
改
め
て 、
新
し
い
伝
授
本
を
作
っ
た
の
は
ど
う
し
た
わ
け
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で
あ
ろ
う
か。

．

寃
文
の
末
年
は
季
吟
の
指
浮
す
る
貞
門
俳
諧
は、

新
し
く
拾
頭
し
た
宗
因

一
派
の
談
林
俳
諧
に
圧
倒
さ
れ
る
兆
候
が
十
分
に
あ
っ
た。
身
近
で
は
季
吟

に
は
ぐ
く
ま
れ
た
伊
賀
俳
壇
が
寛
文
六
年
四
月
二
十
五
日
に
藤
堂
家
の
後
継

者
で
あ
る
良
忠
（
俳
名
蝉
吟）
の
急
逝
に
よ
っ
て
崩
壊
の
危
機
に
お
ち
入
り、

そ
の
中
心
を
な
す
宗
房
こ
と
芭
蕉
も
寛
文
十
二
年一
月
二
十
五
日
に
従
来
の

式
作
法
を
無
視
し
た
俳
諧
合
「
貝
お
ほ
ひ
j

を
興
行
し、
翌
十
三
年
に
は
宗

・
因
の一
番
弟
子
西
餞
が
「
生
玉
万
句』
を
成
就
す
る
な
ど、
貞
門
派
に
と
っ

て
は
手
痛
い
風
潮
が
渦
を
巻
い
た。
そ
の
中
で
姫
も
季
吟
を
不
安
に
お
と
し

入
れ
た
の
は
延
宝
二
年
三
月
に、
宗
因
の
「
蚊
柱
百
句」
に
対
す
る
貞
門
派

か
ら
の
批
言
苔
「
し
ぶ
う
ち
わ
j

が
「
去
法
師」
の
匿
名
で
出
版
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る。
「
蚊
柱
百
句」
の
成
立
は
不
明
で
刊
年
も
し
ら
れ
ぬ
が、

古
典

俳
文
学
大
系
4

「談
林
俳
楷
集
二
j

に
収
め
ら
れ
た
同
昏
の
解
題
を
記
し
た

乾
裕
幸
氏
は
「
寛
文
十
三
年
以
前」
と
推
定
さ
れ
た。
或
い
は
芭
蕉
も
こ
れ

を
見
て
「
貝
お
ほ
ど
を
な
し
た
か
も
し
れ
な
い。
年
代
は
少
し
遅
れ
る
が、

「
蚊
柱
百
句
j

の
前
文
に
見
え
る
「
蚤
の
息
も
青
雲
天
上
に
の
ぼ
り、

蚊
の

＆

に
ん

ほ
そ
声
は
投
人
の
頭
上
に
と
ゞ
ま
る」
の
文
言
は、
松
本
家
所
蔵
の
「
栗
津

文
庇
抄」
所
収
の
芭
蕉
の
俳
文
「
杵
の
折
れ」
に、
「
む
か
し
ハ
横
槌
た
り。

今
ハ
花
入
と
呼
び
て
貴
人
頭
上
の
具
に
名
を
改
む」
と
引
用
さ
れ
て
い
る。

私
は
こ
れ
を
元
禄
四
年一
月
と
推
定
し、
拙
著
品

野巴
蕉
俳
文
句
文
集」
（
弥

吉
菅一
・
西
村
真
砂
子・
橙
上
正
孝
氏
ら
と
の
共
著、
昭
和
五
十
二
年
三
月

三
十
日
発
行
消
水
弘
文
堂）

収
め
た。
そ
の
外
こ
こ
に
は
省
略
す
る
が、「
貝

お
ほ
ひ」
の
文
酋
に
「
蚊
柱
百
句」
の
句
か
ら
と
思
わ
れ
る
個
所
が
何
個
所

か
見
ら
れ
る。
尚
こ
れ
も
推
定
で
あ
る
が、
「
俳
文
学
大
辞
典』
（
平
成
七
年

十
月
二
十
七
日
発
行
角
川
書
店』）
の
「
し
ぶ
う
ち
わ」
の
項
を
執
箪
し
た

乾
氏
は
匿
名
の
「
去
法
師」
は
実
は
季
吟
で
あ
る
ら
し
い
と
の
風
評
の
あ
っ

た
こ
と
を
記
し
て
い
る。
そ
れ
は
岡
西
惟
中
の「
破
邪
顕
証
返
答
J(
前
掲「
談

林
俳
諸
集
二』）
の
左
の
文
章
で
あ
る。

.
j

’̂

 

そ
の
比、

京
都
季
吟
子
も
と
よ
り、
い
ま
だ
返
答
密
を
嘗
も
は
て
ぬ
う

ふ
み
か
よ
U

ち
に、

備
州
岡
山
胤
及
が
も
と
へ、
季
吟
子
密
通
し
て、
「
か
の
「
し

ぶ
団
j

我
つ
く
り
た
る
に
あ
ら
ず、
も
し
返
答
を
も
せ
ば、
季
吟
作
也

か
さ

9
9
 

な
ど
、
密
む
事、
お
ほ
け
な
き
事
也」
と
書
し一
通、

今
に
予
が
所
持

•

K

れ

ル

フ

ァ
9
ハ

レ

し
け
る
也。
是
ほ
ど
流
布
の
宵
を
み
ぬ
と
也
る
は、
汝
が
不
オ
の
顕
た

る
所
也。

こ
れ
に
よ
る
と、
『
し
ぶ
う
ち
わ」
は
公
刊
当
初
か
ら
季
吟
の
作
だ
と
の
風

評
が
あ
り、
そ
れ
に
当
惑
し
た
季
吟
は
そ
れ
は
自
分
で
は
な
い
と
の
書
簡
を

岡
山
の
胤
及
に
送
っ
た
と
の
事、
こ
れ
は
信
じ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る。
公
平

に
両
者
を
比
較
す
る
と、
『
蚊
柱
百
句」
は
道
理
に
は
ず
れ
た
飛
躍
を
も
っ

て
俳
諧
の
本
領
と
す
る
の
に
対
し、
「
し
ぷ
う
ち
わ」
は、

言
語
表
現
の
正

常
な
接
続
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て、

前
者
の
不
合
理
性
を
追
求
し
た
の
で
あ
る。

単
的
に
言
う
と
好
い
た
こ
と
を
し
て
遊
ぶ
の
が
俳
諧
だ
と
す
る
の
が
宗
因
風

で
あ
り、
た
わ
言
滑
稽
の
栢
を
も
っ
て
道
を
正
す
の
が
俳
諧
と
主
張
と
す
る

貞
門
と
の
世

界観
の
相
述
が
両
者
の
確
執
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る。

宗
因
風
の
拾
頭
に
よ
っ
て
季
吟
が
も
っ
と
も
恐
れ
た
の
は、
永
年
培
っ
て
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寛
文
拾
二
年
正
月
廿
五
日

ミ
づ
か
ら
序
す。

と
記
し
た。
ち
な
み
に
こ
の
発
句
合
を
興
行
し
た
正
月
廿
五
日
は、

天
満
宮

の
祭
神
菅
原
道
真
が
筑
紫
の
太
宰
府
に
流
さ
れ
た
昌
寮
四
年
（
七
月
十
五
日

延
喜
と
改
元
〈
九
01
〉）
一
月
二
十
五
日
に
当
る。
道
実
は
延
喜
三
年
ニ

当
所

き
た
自
派
の
勢
力
の
侵
害
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た。
殊
に
伊
賀
俳
壇
は、
藤

・

堂
良
忠
の
俳
号
を
蝉
吟
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に、
季
吟
に

と
っ
て
最
も
信
顆
の
お
け
る
弟
子
筋
で
あ
っ
た。
そ
の
伊
賀
俳
壇
が
蝉
吟
の

死
に
よ
っ．
て、
離
反
す
る
兆
候
を
示
し
た。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
た
の
が
宗

房
こ
と
芭
蕉
の
興
行
し
た
「
貝
お
ほ
ひ』
で
あ
っ
た。
「
貝
お
ほ
ひ」
の
序

に
芭
蕉
は、

‘

小
六
つ
い
た
る
竹
の
杖。
ふ
し

k＼
多
き
小
歌
に
す
が
り。
あ
る
は
は

や
り
言
葉
の。
ひ
と
く
せ
あ
る
を
種
と
し
て。
い
ひ
捨
て
ら
れ
し
句
共

を
あ
つ
め。
右
と
左
に
わ
か
ち
て。
つ
れ
ぶ
し
に
う
た
は
し
め。
其
か

た
は
ら
に
み
づ
か
ら
が。
み
じ
か
き
箪
の
し
ん
き
ば
ら
し
に。
消
濁
商

下
を
し
る
し
て。
三
十
番
の
発
句
あ
は
せ
を。
お
も
ひ
太
刀
折
紙
の。

式
作
法
も
あ
る
べ
け
れ
ど。
我
ま
、
気
ま
、
に
か
き
ち
ら
し
た
れ
ば。

世
に
披
露
せ
ん
と
に
ハ
あ
ら
ず。
名
を
貝
お
ほ
ひ
と
い
ふ
め
る
は。
あ

は
せ
て
勝
負
を
み
る
物
な
れ
ば
な
り。
又、
神
楽
の
発
句
を
巻
軸
に
を

き
ぬ
る
ハ。
歌
に
や
ハ
ら
ぐ
神
心
と
い
へ
ば。
小
歌
に
も
t“
こ
、
ろ

ざ
す
と
こ
ろ
の
誠
を
て
ら
し
見
給
ふ
ら
ん
専
を
あ
ふ
ぎ
て。

あ
ま
み
つ
お
、
ん
神
の
御
や
し
ろ
の
手
向
ぐ
さ
と
な
し
ぬ。

伊
賀
上
野
松
尾
氏祖
m
“

釣
月
軒
に
し
て、

月
二
十
五
日
に
没
し
た。
よ
っ
て
天
満
宮
で
は
毎
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
例

祭
と
し
た。
芭
蕉
の
「
貝
お
ほ
ひ」
も
そ
れ
に
合
せ
た
の
で
あ
る。

芭
蕉
は
こ
れ
を
期
に
癌
を
辞
し、
俳
諧
師
と
な
る
ぺ
く
江
戸
に
下
り、
江

戸
で
「
貝
お
ほ
ひ」
を
出
版
し
た。
俳
諧
師
と
な
る
な
ら
ば、
師
の
季
吟
の

居
住
す
る
京
都
へ
出
る
の
が
順
当
で
あ
る。
な
ぜ
芭
蕉
は
そ
れ
を
避
け、
ま

だ
発
展
途
上
に
あ
る
遥
か
な
江
戸
を
選
ん
だ
か。
そ
れ
は、
「
貝
お
ほ
ひ
j

の
内
容
が
師
の
教
え
に
沿
わ
な
い
こ
と
を
う
す
う
す
察
知
し
て
い
た
か
ら
で

は
あ
る
ま
い
か。
芭
蕉
は
序
文
に
「
式
作
法
も
あ
る
べ
け
れ
ど。
我
ま
、
気

ま
ヽ
に
か
き
ち
ら
し
た
れ
ば」
と
記
し
た。
こ
の
「
式
作
法」
に
従
う
の
が

季
吟
の
教
え
で
あ
っ
た。
季
吟
は
刊
本
と
な
し
た
「
埋
木
j

に、

6
マ
マ
)

し
か
あ
れ
ど
未
練
の
滑
稽
連
師
に
ま
じ
ハ
り
て
た
ゞ
に
は
い
か
い
ハ
何

の
作
法
も
あ
ら
ぬ
も
の
に
や
い
か
な
る
べ
き
か
し
ら
ず
か
し
な
ど
あ
さ

は
か
に
い
ひ
ゐ
た
ら
ん
ハ
い
と
口
お
し
か
る
べ
き
わ
ざ
な
れ
ば
よ
く
定

め
を
き
て
を。
わ
き
ま
へ
た
ら
ん
何
の
さ
ま
た
げ
有
べ
き
ぞ
や
た
ゞ
大

か
た
に
か
く
心
得
ゐ
た
ら
ん
ハ
か
の
わ
ら
ひ
を
ま
ぬ
が
る
、
に
ひ
と
つ

の
た
す
け
に
こ
そ
侍
ら
め。

と
「
作
法」
を
よ
く
知
る
こ
と
を
さ
と
し
て
い
る。
芭
蕉
の
「
式
作
法
も
あ

る
べ
け
れ
ど
我
ま
、
気
ま
、
に
か
き
ち
ら
し
た
れ
ば」
と
い
う
態
度
は、
明

ら
か
に
師
の
教
え
に
違
反
す
る。
季
吟
と
し
て
は
芭
蕉
の
こ
の
手
法
に一
言

あ
る
べ
き
で
あ
っ
た。
芭
蕉
も
こ
れ
を
察
し
て、
師
の
元
を
去
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か。
し
か
し、

季
吟
は
「
貝
お
ほ
ひ
j

を
叱
正
せ
ず、
逆
に
「
埋

木」
を
改
訂
し
て、
新
し
く
伝
授
本
を
策
定
し
て、
延
宝
二
年
三
月
七
日
を
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第
六
番左

な
る

俗
に
い
ふ
う
ぶ
め
成
べ
し
よ
ぶ
こ
烏

右
舅
．

し

t

―
二

鳶
に
乗
て
春
を
送
る
に
白
雲
や

野
人

ざ
ん

•
A”

た
づ
ね

よ
ぶ
こ
ど
り

喚
子
烏、
予、
先
年、
吟
先
生
に
ま
見
え
て、
此
洋
を

辱侍
れ
バ、

リ

リ

チ
ン

伝
受
の
事、
俳
諧
に
せ
ん
事
無
用
の
由。
又、
う
ぶ
め、
李
時
珍
が

コ
9
ソ
ク
て
う

い
ム

い
で

説
に
姑
獲
鳥
と
か
け
り。
烏
と
云
字
に
よ
せ
て、
お
も
ひ
出
ら
れ

な
＂

な
り

プ
＊
ゥ

候
に
や。
猶
批
判
成
が
た
し。
且、
右
の
句
の
鳶
に
の
つ
て
無
窮
の

牢
が
た
る
に、
平
卑
せ
ん
事、

占叫
叩

叫が
か
る
ぺ
し
ゃ。

こ
こ
に
「
よ
ぶ
こ
烏」
と
言
わ
れ
る
の
は、
「
古
今
集
l

に
詠
ま
れ
た
「
百

い
な“U
せ
と
り

千
烏」・「
稲
負
烏」
と
共
に、
古
来
正
体
不
明
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
が
秘
伝

と
さ
れ、
伝
授
者
以
外
は
使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た。
こ
れ
が
俳

農
夫

も
っ
て
秘
伝
と
し
て
芭
蕉
に
授
け
た。
こ
れ
は
芭
蕉
の
オ
能
を
見
込
ん
で
自

派
か
ら
離
れ
さ
せ
ま
い
と
す
る
寛
容
な
態
度
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か。

芭
蕉
と
し
て
も、
主
君
と
共
に
学
ん
だ
師
か
ら
去
る
に
忍
ぴ
な
か
っ
た。
芭

蕉
が
季
吟
と
方
向
を
異
に
し
な
が
ら
E

埋
木
j

の
伝
授
を
受
け
入
れ
た
の
は、

両
者
の
妥
協
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。

四
・

芭
蕉
が
江
戸
に
去
っ
て
か
ら
も

季吟
を
師
と
し
て
尊
敬
し
て
い
た
こ
と
は、

じ
す
＂

延
宝
八
年
仲
秋
の
嵐
亭
治
助
の
序
を
持
つ
其
角
の
自
句
合
「
田
舎
の
句
合」

に
見
ら
れ
る。

諾
に
は
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か。
貞
徳
の「
俳
諧
御
傘
j

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る。

よ
ぶ
・』
ピ
り

で
ん
じ
●

呼
子
烏

古
今
の
大
事
な
れ
ば、
伝
受
せ
ざ
る
人
は
む
さ
と
は
せ
ぬ
事

な
り
と、
近
代
追
歌
師
は
制
す
る
け
に
候。
誹
諧
に
は
伝
受
せ
ず
と
も

正
鉢
を
し
ら
ず
と
も
春
の
暮
か
た
に
な
く
烏
也
と
心
得
て
す
べ
し。（
下

略）

こ
れ
に
よ
る
と、
連
歌
に
は
古
今
の
三
鳥
は
古
今
伝
授
を
せ
ぬ
人
は
絶
対
に

使
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が、
俳
翡
で
は
多
少
制
約
を
ゆ
る
め
た

よ
う
で
あ
る。
季
吟
は
こ
れ
を
貞
徳
か
ら
教
え
ら
れ、
芭
蕉
は
更
に
季
吟
の

教
え
を
守
っ
て、
其
角
の
『
田
舎
の
句
合」
の
判
詞
と
し
た
の
で
あ
る。
同

様
な
こ
と
を
芭
照
は
伊
賀
の
門
人
に
も
語っ
て
い
た。
土
芳
の
「
三
冊
子
j

わ
す
れ
み
づ
（
く
ろ
さ
う
し）
に、

·

ょ
ぶ
こ
ど
9

呼
子
鳥
の
事、
師
の
い
は
く
「
季
吟
老
人
に
対
面
の
時、
「「
御
傘
j

に、

あ
り

春
の
夕
ぐ
れ
梢
高
く
き
て
閲
鳥
と
思
ひ
て
句
を
す
べ
し
と
在。
貞
徳
の

心
い
か
に」
と
た
づ
ね
ら
れ
し
に、
老
人
の
い
は
く
「
貞
徳
も
古
今
伝

受
の
人
と
は
ミ
ヘ
ず。
全、
句
を
せ
ざ
る
事
也」
と
い
へ
る
よ
し」、

U
な
し
あ
り

師
の
咄
在。

と
あ
る。
貞
徳
は
『
御
傘
j

に
お
い
て
俳
楷
は
連
歌
の
規
定
を
多
少
ゆ
る
め

て
も
よ
い
と
い
う
意
向
を
示
し
た
が、
事
実
上
は
連
歌
以
来
の
伝
統
を
堅
く

守
っ
て
い
た
と
季
吟
は
判
断
し
た
の
で
あ
る。
そ
し
て
そ
の
姿
勢
を
踏
襲
す

る
よ
う
に
芭
蕉
に
説
き、
芭
蕉
も
そ
の
教
え
を
顛
守
し
た
こ
と
を「
三
冊
子
j

の
記
述
は
伝
え
る。

- 10-



芭
蕉
は
蕉
風
の
独
自
性
を
確
立
す
る
た
め
に、
若
い
時
に
心
酔
し
た
貞
徳

の
俳
風
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
宗
因
に
接
近
し
た。
そ
の
こ
と
は、
「
去
来

．
抄
j

修
行
に、
魯
町
の
「
不
易
流
行
の
事
は
古
説
に
や。
先
師
の
発
明
に
や」

と
い
う
質
問
に
答
え
た
去
来
の
首
薬
に、

ら
ゃ
9っ
9
る

｀
』
“

「
長
頭
丸
（
貞
徳
の
別
名）
以
来、
手
を
込
る一
体
久
し
く
流
行
し、（
中

と

ひ

た
ら

い
っ
た
ん

略）
然
り
し
よ
り
此
か
た、
都
邸
の
宗
匠
達、
古
風
を
用
ひ
ず、
一
旦

り
9
9

←"

流
々
を
起
せ
り
と
い
へ
ど
も、
又
其
風
を
な
が
く
お
の
が
物
と
し
て、

と
9
ど
贔｀

．

時
々
変
ず
べ
き
道
を
し
ら
ず。
（
先
師、
は
じ
め
て
俳
諧
の
本
体
を
見

つ
け、
不
易
の
句
を）
立
て、
又
風
が
時
々
に
変
あ
る
事
を
し
り、
流

行
の
句
と
分
ち
教
へ
給
ふ。
然
ど
も
先
師
常
に
曰、
上
に
宗
因
な
く
む

ゎ

h

わ
れ

も
つ
て

よ
だ
れ

パ、
我

／＼
が
は
い
か
い、
今
以
貞
徳
が
涎
を
ね
ぶ
る
ぺ
し。
宗
因

こ
の

は
此
道
の
中
興
開
山
と
な
り。」

と
あ
る。
こ
れ
は
去
来
の
伝
え
で
あ
る
が、
芭
蕉
が
貞
徳
の
俳
諧
を
否
定
し

た
よ
う
に
受
け
取
れ
る。
し
か
し
こ
れ
は
俳
諧
を
不
易
流
行
の
立
場
か
ら
述

べ
た
も
の
で
あ
っ
て、
必
ず
し
も
貞
徳
の
存
在
を
無
視
し
た
も
の
で
は
な
い。

芭
蕉
は
貞
徳
を
俳
諧
の
創
出
に
当
っ
て
欠
く
ぺ
か
ら
ざ
る
人
物
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
た。
芭
蕉
は、
元
禄
八
年
熱
田
の
束
藤
編
の
「
熱
田
敲
箆
物
語
j

に、
貞
徳・
宗
鑑・
守
武
の
三
翁
の
寿
像
の
賛
を
望
ま
れ、
一
文
を
草
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
る。
こ
れ
は
「
三
型
図
の
賛」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が、
題
が

つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で、
そ
の
前
後
を
補
っ
て、
「
嫉
笞
物
語』
よ
り
引
く。

し
ゃ
く
じ
●

（
前
略）
一
と
せ、
此
所
に
て
例
の
積
棗
さ
し
出
て、
薬
の
事、
医
師

起
倒
子
三
節
に
い
ひ
つ
か
は
す
と
て、

翁

薬
の
む
さ
ら
で
も
霜
の
枕
哉

其
起
倒
子
が
許
に
て、
盤
斎
老
人
の
う
し
ろ
む
け
る
自
画
の
像
に、

団
扇
も
て
あ
ふ
が
ん
人
の
う
し
ろ
つ
き

う
ば
そ
く

芭
蕉

と
か
き
て
を
く
り
給
ふ。
又
貞
徳・
宗
鑑・
守
武
の
画
像
に
東
藤
子
讃

を
乞
け
る
に、
何
を
季
に
な
に
を
題
に、
む
つ
か
し
の
隕
や
と
ゑ
み
た

ま
ひ、
や
が
て
書
て
た
ぴ
け
り。
そ
の
句
其
こ
と
葉
書。

三
翁
は
風
雅
の
天
工
を
う
け
得
て、
心
匠
を
万
歳
に
つ
た
ふ。
此
か

げ
に
遊
ば
ん
も
の、
誰
か
俳
言
を
あ
ふ
が
ざ
ら
ん
や。

月
華
の
是
や
ま
こ
と
の
あ
る
じ
逹

芭
蕉
翁

と
か
た
り
け
れ
ば、
句
毎
の
意
味、
い
や
お
も
し
ろ
く、
勘
破
し
が
た

く
お
ぽ
え
侍
る。

こ
の
「
三
翁
云
」々
の
言
菜
は
芭
照
の
談
話
の
う
ち
に
引
か
れ
て
い
る
が、

実
際
に
賛
と
し
て
揮
遼
し
た
も
の
が
現
存
す
る。
そ
れ
は『
新
絹
芭
蕉
大
成」

の
口
絵
の
第一
頁
に
原
色
の
ま
ま
で
「「
宗
鑑・
守
武・
貞
徳
像」
真
蹟
画

賛」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
に
は
芭
蕉
の
俳
文
の
下
に
三
人
の
像

が
将
か
れ
て
い
る
が、
こ
の
「
三
翁」
が
誰
で
あ
る
か、
こ
の
ま
ま
で
は
分

ら
な
い。
同
じ
発
句
が
寛
政
十
三
年
(-
八
0-
）
刊
秋
屋
絹
「
花
は
さ
く

ら」
に
許
六
の
絵
に
賛
し
た
も
の
に
載
っ
て
い
る。
こ
れ
は、
宗
祇・
宗
鑑・

守
武
の
像
に
焚
し
た
も
の
で、
貞
徳
が
省
か
れ
て
い
る。
先
の
「
三
聖
図
の

賛」
は、
貞
享
二
年
（一
六
八
五）
春
の
「
野
晒
紀
行」
の
焙
束
の
途
次
と

考
え
ら
れ
る
が、
後
の
賛
は、
元
禄
六
年
（一
六
九
三）
三
月
の
許
六
の
近

江
へ
の
帰
郷
の
折
に
粧
か
れ
た
も
の
で、
こ
の
八
年
の
間
に
芭
蕉
の
貞
徳
ヘ
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の
評
価
が
変
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
し
か
し
そ
う
考
え
る
の
は
早
計
に
過
ぎ

る。
こ
の
俳
文
で
見
逃
し
が
た
い
の
は
「
誰
か
俳
酋
を
あ
ふ
が
ざ
ら
ん
や」

と
し
め
く
く
っ
た
「
俳
言」
で
あ
る。

貞
徳
は
連
歌
と
俳
器
を
隔
て
る
も
の
が
俳
言
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
例
で
示

し
て
い
る。
俳
言
と
は
雅
言
を
主
と
す
る
連
歌
に
対
し、
漢
語・
裡
言・
俗

言
な
ど
を
網
羅
し
た
庶
民
の
実
用
語
で
あっ
た。
そ
の
使
用
例
を
「

御
傘
j

よ
り
引
く。

れ
い

わ
づ

ら
U

0
例
な
ら
ぬ
に
例
に
た
が
ふ

煩
の

事也。
声
に
よ
む
詞
な
が
ら
連
に
も

ふ

す
る
也。
併
誹＇
言
に
も
成
也。
連
に一
あ
れ
ば、
違＇
例

不如5
な
ど
、

い
ひ
か
へ
て
二
有
べ
き
欺。
病
煩
な
ど
に
は
お
な
じ
面
を
可レ
嫌
也。

し
ゃ
う
か
ん

侮，
寒
中
風
な
ど
申
病
の
名
に
は一
1＿
句
去
ぺ
し。

は

づ

〇
箭一

年
の
矢一
、
連
に
二
あ
れ
ば
誹
に
は
矢
は
ぎ
矢
立
賀
茂
矢
筈
な

ど
の
類
の
誹
言
今一
折
を
か
へ
て
あ
る
也0

.

〇
い
ぬ
桜

春
也。
植
物
也。
是
は
桜
に
似
た
る
木
に
て
花
も
さ
か
ず。

又
さ
け
共
ち
い
さ
き
花
に
て
い
や
し
き
木
也
と
云
ミ。
然
る
を
犬
筑
波

に
も
く、
り
し
て
い
ざ
み
に
ゆ
か
ん
犬
桜
な
ど、
ま
こ
と
の
桜
の
や
う

に
用
い
ら
れ
た
り。
誤
か
党’
束
な
し。
但
俊
頼
の
冴
に
山
陰
に
や
せ

さ
ら
ぼ
へ
る
犬
桜
追
は
な
た
れ
て
引
人
も
な
し。
如レ
此
あ
れ
ば、
誹

れ
ん

が

言
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
共、
連
歌
に
終
に
聞
ざ
る
物
な
れ
ば
誹
言
に

成
ぺ
し。

こ
れ
ら
を
通
観
す
る
に、
貞
徳
の
言
う
「
誹
言」
と
は、
追
歌
に
は
使
わ
れ

ぬ
も
の、
或
は
め
っ
た
に
使
わ
れ
ぬ
も
の
を
拡
充
し
て
使
う
例
と
し
て
貞
徳

は
そ
れ
ら
を
注
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
こ
の
背
後
を
探
れ
ば、
誹
言
と

は、
上
流
階
級
の
専
有
で
あ
っ
た
巡
歌
を
用
語
の
面
で
拡
充
し
て
庶
民
階
級

に
も
普
及
さ
せ
た一
種
の
言
話
革
命
で
あっ
た。
そ
の
意
味
で、
俳
諧
を「
犬

筑
波」
と
称
し
た
宗
鑑
の
発
想
を
受
け
て、
貞
徳
が
『
新
撰
犬
筑
波
集」
を

選
し、
更
に
季
吟
が
そ
れ
を
踏
襲
し
て
「
新
統
犬
筑
波
集』
な
し
た
流
れ
は

直
要
視
すべ
き
で
あ
る。

芭
蕉
が
若
い
時
か
ら
貞
徳
を
腕
敬
し
て
い
た
こ
と
は
寛
文
五
年
（一
六
六

六）
十一
月
十
三
日
に
蜘
吟
の
催
し
た
貞
徳
十
三
回
忌
追
善
俳
諧
に
参
加
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が、
蝉
吟
没
後
そ
の
制
約
を
逃
れ、
自
由
の
俳

諧
を
鼓
吹
す
る
宗
因
の
談
林
俳
餅
に
接
近
し
た。
し
か
し
そ
の
方
向
性
が
速

吟
性
を
得
意
と
す
る
西
鶴
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
放
埒
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ

た
た
め
に
そ
れ
と
も
別
淮
し、
文
芸
の
伝
統
に
即
す
る
誠
の
俳
諧
を
確
立
し

た。
そ
の
基
本
と
し
て
若
年
時
に
習
っ
た
季
吟
の
俳
諧
の
作
法
を
捨
て
な
か

っ
た
の
で
あ
る。

五

芭
蕉
の
日
光
で
の
発
句
「
あ
ら
た
う
と
斉
葉
若
葉
の
日
の
光」
が
逃
歌
以

来
の
「
大
廻
し」
の
手
法
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た。

こ
の
条
で
は
中
下
の
「
木
の
下
闇
も
日
の
光」
を
「
青
葉
若
葉
の
日
の
光」

に
直
し
た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う。

先
に
梵
灯
庵
主
の
「
長
短
抄」
に
見
え
る
「
三
体
発
句
J

の
例、
「
ア
ナ

タ
ウ
ト
春
日
ノ
ミ
ガ
ク
玉
津
嶋」
の
句
が、
芭
蕉
の
「
あ
ら
た
う
と
青
葉
若
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葉
の
日
の
光」
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が、
こ
の
句
が

季
吟
の
「
誹
諧
進
正
集
j

（
古
典
文
庫一
五一
季
吟
俳
論
集）
に
も
載
っ
て

•
い
る。0

へ
大
廻
之
事

連
歌
に、

へ
あ
な
た
う
と
春
の
日
み
が
く
天
津
島

是
心
に
て
切
発
句
に
て
候。
上
下
の
分
別
な
り。
下
に
玉
津
嶋
と
有。

此
都
合
を
大
廻
し
と
申
候
也。
師
説
に
候
へ
ど
も、
玄
妙・
大
廻
し
等

の
句
は、
好
む
ま
じ
き
事
孟欲
申
候
き。

「
誹
諧
進
正
集」
は
巻
尾
に

万
治
元
年
十
二
月
晦
日、
以
半
松
斉
之
秘
決、
交
写
之。
同
日一
校
合

畢。
季
吟

と
あ
る。
万
治
元
年
（一
六
五
八）
は
「
埋
木』
の
成
っ
た
明
暦
二
年
の
二

年
後
で
あ
っ
て、
内
容
的
に
「
埋
木」
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る。
こ
の

説
明
は
や
や
明
確
を
欠
く
が、
「
分
別」
と
は
発
句
の
五
七
五
を
分
け
る
こ

と
で、
下
の
句
「
玉
津
島」
が
大
き
く
廻
っ
て、
上
の
句
の
「
あ
な
た
う
と」

に
つ
な
が
る
手
法
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
こ
の
手
法
は
刊
本
の
「
埋

木
に
は、
次
の
如
く
見
え
る。

へ
大
廻
切

つ
ね
ハ
す
ま
じ
き
事
也

へ
た
ま
り
や
せ
ぬ
た
ま
り
や
い
た
さ
ぬ
へ
花
の
露

た
ま
り
ハ
せ
ぬ
花
の
露
と
ま
ハ
る
也。

こ
の
「
た
ま
り
ハ
せ
ぬ
花
の
露
と
ま
ハ
る」
は
難
解
で
あ
る
が、
要
す
る
に

「
た
ま
り
ハ
せ
ぬ」
の
上
の
句
は
下
の
句
の
「
花
の
露」
と
廻
る、
つ
ま
り

元
禄
二
年
四
月
十
四
日
揮
逝
高
久
家
所
蔵

3
あ
ら
た
ふ
と
木
の
下
闇
も
日
の
光

接
統
す
る
意
味
で
あ
っ
た
ろ
う。
つ
ま
り
こ
れ
は
特
別
で
あ
っ
て
常
に
せ
ざ

る
手
法
で
あ
っ
た。

こ
の
「
大
廻
し」
の
手
法
は
芭
蕉
へ
の
伝
授
本
で
は
用
例
が
変
え
ら
れ
て

い
る。
そ
の
発
句
切
字
事
に、
さ
ま
ざ
ま
な
切
字
の
用
法
を
列
挙
し
た
後
に、

大
ま
は
し
の
切
字

あ
な
た
う
と
け
ふ
の
た
う
と
さ
若
夷

と
あ
る。
こ
れ
は
先
の
刊
本
の
「
埋
木」
の
例
と
は
異
に
し、
「
あ
な
た
う

と
け
ふ
の
た
う
と
さ」
と
「
た
う
と」
を
繰
り
返
し、
芭
蕉
の
日
光
の
句
の

発
想
の
元
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
「
若
夷」
は、
元
日
の
朝
早
く
門
に

貼
っ
て
歩
く
夷
神
の
札
の
こ
と
で
あ
る。
こ
の
若
夷
が
上
の
句
に
廻
て
切
を

な
す。
こ
れ
が
「
大
ま
は
し」
の
手
法
で
あ
る。
伝
授
本
を
他
に
見
せ
る
こ

と
は
「
不
可
有
外
見」
と
し
て
他
に
見
せ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら、

こ
れ
は
芭
蕉
の
み
が
知
っ
て
い
た
句
で
あ
り、
こ
れ
が
芭
蕉
の
日
光
の
句
の

例
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る。

六

次
は
こ
の
日
光
の
句
の
推
敲
課
程
の
吟
味
で
あ
る。
こ
の
句
は
既
に
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
次
の
六
回
の
変
遷
を
経
て
い
る。

1
あ
な
た
ふ
と
木
の
下
暗
も
日
の
光
（
也
良
書
留）

2
あ
ら
た
ふ
と
木
の
下
闇
も
日
の
光
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元
禄
二
年
四
月
下
旬
杉
風
宛
曽
良
哲
簡

4
あ
な
た
ふ
と
背
葉
若
薬
の
日
の
光

伝
芭
蕉
自
筆
の
「
奥
の
細
道
j

中
尾
家
所
蔵

ら
（
き

う
＾
●）

5
あ
な
た
ふ
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光

曽
良
本
と
そ
の
訂
正
天
理
大
学
彩
印

6
あ
ら
た
う
と
青
紫
若
葉
の
日
の
光

．

素
龍
自
箪
芭
蕉
の
「
奥
の
細
道
j

の
禄
終
稿
本

こ
の
う
ち
4
の
「
芭
蕉
自
鉦
奥
の
細
道」

は
内
容
に
疑
問
の
個
所
が
多
く、

芭
蕉
の
自
節
説
が
疑
わ
れ
て
い
る
が
曽
良
本
が
そ
れ
を
写
し
た
形
跡
が
あ
る

の
で
一

応
入
れ
て
骰
い
た。

．

こ
の
推
敲
課
程
で
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は、
「
あ
な
」

が
「
あ
ら
」

に
変

え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る。
「
あ
な」

は、
季
吟
の
伝
授
本
か
ら
受
け
た
も
の
で、

曽
良
の
「
奢
留
j

に
見
え
る
の
で
初
稿
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し
間

を
箇
か
ず
高
久
角
左
衛
門
方
で
の
真
蹟
に
「
あ
ら」

と
あ
り、

殆
ど
同
時
の

発
信
と
考
え
ら
れ
る、

杉
風
宛
の
曽
良
書
簡
に
も
「
あ
ら」

と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て、

芭
蕉
が
早
い
段
階
で
「
あ
な」

を
「
あ
ら」

に
変
え
た

こ
と
は
確
実
で
あ
る。

し
か
る
に
「
奥
の
細
道
j

の
芭
蕉
の
自
箪
と
さ
れ
る

・

中
尾
本
に
「
あ
な」

が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
で
あ
る。

芭
蕉
は
そ

の
写
し
で
あ
る
曽
良
本
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
朱
箪
で
消
し
て
「
ら」

と
し
た

の
は
な
る
ほ
ど
で
あ
る。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
中
尾
本
が
正
し
い
「
奥
の
細
道
j

で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る。

次
は
「
木
の
下
闇
も」
を
「
青
葉
若
薬」
に
変
え
た
こ
と
で
あ
る。
「
御
傘
j

の
「
く
ら
き
と
云
詞」

の
条
に

夜
分
也。

乍
レ
去
雨
ぐ
ら
き
丞
く
ら
き
木
の
下
く
ら
き
家
の
内
く
ら
き

な
ど
は
目
く
ら
き
な
ど
は
夜
分
に
あ
ら
ず。

と
注
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
木
の
下
闇」

の
酋
葉
が
俳
諧
に
頻
繁
に
用
い
ら

れ
た
こ
と
は、

同
じ
く
『
御
傘」

の
「
闇
に
」

の
条
に、

此
内
に
木
の
下
く
ら
き
な
ど
は
木
の
下
や
み
共
い
へ
ば
二
句
可
レ
嫌
也。

間
く
ら
き
夜
誹
に
は
七
句
さ
る
ぺ
し。

と
あ
り、
「
木
の
下
や
み
」

は
俳
諧
の
常
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
芭
蕉
の
表
現
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
木
の
下
闇
も」

の
「
も」

に
あ
っ

た
と
見
る
ぺ
き
で
あ
る。
「
も」
一

般
に
は
係
助
詞
に
分
類
さ
れ、

そ
の
用

法
は
「
岩
波
古
語
辞
典』
(
-

九
七
四
年
〈
昭
和
四
十
九
年〉

十
二
月
二
十

五
日
発
行
大
野
晋
•

佐
竹
昭
広
•

前
田
金
五
郎
編
岩
波
害
店）

の
「
基
本
助

詞
解
説」

の
「
も
」

の
条
に
よ
れ
ば、

係
助
詞
に
分
類
さ
れ、

承
け
る
語
を
不
確
実
な
も
の
と
し
て
提
示
し、

下
に
そ
れ
に
つ
い
て
の

説
明
·

叙
述
を
導
く
役
目
を
す
る。

と
説
明
さ
れ
る
。

然
る
に
芭
蕉
の
場
合
は、

本
来
な
ら
ば
木
の
下
開
は
周
辺

と
同
じ
く
小
暗
く
あ
る
べ
き
な
の
に、

そ
れ
と
は
正
反
対
の
明
明
白
白
な
る

「
日
の
光」

を
も
っ
て
し
た。

こ
の
矛
盾
は、

芭
蕉
が
東
照
宮
の
光
披
を
強

調
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
東
照
宮
へ
の
挨
拶
で

あ
る。

し
か
し
俳
句
と
し
て
は
実
景
と
は
異
な
っ
て
い
た。

そ
れ
は
多
分
に

観
念
的
で
あ
る。

そ
れ
で、
「
木
の
下
闇」
を
現
実
の
御
山
の
禁
観
で
あ
る
「
青

葉
若
業」

に
変
え
た
。

こ
の
訂
正
は
見
事
で
あ
る。
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B
光
の
全
山
を
覆
う
樹
木
を
宵
葉
と
若
葉
に
重
層
さ
せ
た
の
は、
そ
の
御

山
の
歴
史
を
も
類
推
さ
せ
る。
そ
れ
は
そ
の
前
文
の
「
往
昔、
此
御
山
を
「
ニ

'
荒
山」
と
苔
し
を、
空
海
大
師
開
基
の
時、
「
日
光」
と
改
給
ふ。
千
歳
未

来
を
さ
と
り
給
ふ
に
や、

今
此
光一
天
に
か
、
や
き
て、
恩
沢
八
荒
に
あ
ふ

れ、
四
民
安
堵
の
栖
穏
な
り。」
の
文
章
に
も
マ
ッ
チ
す
る。
芭
蕉
は
東
照

宮
に
祭
ら
れ
た
徳
川
家
康
へ
の
お
も
ね
り
を
も
超
え
た
の
で
あ
る。

こ
こ
で
最
後
に
季
語
と
し
て
の
「
宵
葉
若
禁」
の
効
果
に
触
れ
て
お
く。

芭
蕉
以
前
の
連
歌
に
も
ま
た
俳
諧
に
も
「
青
葉」
と
「
若
葉」
を
菰
ね
た
句

を
見
た
こ
と
が
な
い。
こ
れ
は
芭
蕉
の
独
創
で
あ
ろ
う。
「
青
葉」
は
当
時

の
連
俳
で
は
無
季
で
雑
の
扱
い
を
受
け
て
い
た。
そ
の
証
拠
に
木
食
上
人
の

『
無
言
抄
j

に
「
非
季
詞」
と
さ
れ
て
い
る。
そ
の
説
明
に
「
花
を
む
す
ぴ

て
は
春
な
り」
と
あ
る。
青
葉
は
樹
木
と
し
て
も
松
杉
の
如
く
常
緑
樹
も
あ

り、

草
も
青
葉
に
萌
え
る。
し
か
る
が
ゆ
え
に一
定
の
季
節
に
限
定
さ
れ
得

な
い。
し
か
し
そ
れ
は
理
屈
で
あ
り、
青
葉
と
い
え
ば、
梱
木
の
葉
が
萌
え

茂
る
春
夏
を
思
わ
せ
る。
貞
徳
の
「
御
傘」
に
は、
「
葉
字」
の
条
に、

草
の
葉
竹
の
葉
等
可し
隔＿＿
五
句一
也。
如
此
新
式
に一
座
四
句
の
物
の

所
に
出
せ
り。
は
い
か
い
に
は
え
う
と
声
に
よ
む
句
も
ま
じ
り
て、
一

座
に
五
句
あ
る
也。
こ
の
葉
と
出
す
は
木
の
葉
の
事
也。
若
葉
青
葉一

葉
わ
く
ら
葉
落
葉
も
み
ち
薬
等
の
事
也。

と
あ
り、
「
若
薬」
と
「
青
葉」
が
連
統
し
て
使
わ
れ
て
い
る。
ま
た
「
花

に
若
葉
を
結
ぶ
は」
の
条
に
は、

夏
也。
青
葉
な
れ
ば
春
也。

と
し
て、
青
葉
に
花
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
春
季
を
持
た
せ
て
い
る。
一
方

無
条
件
で
「
青
葉」
に
季
を
認
め
て
い
る
の
は、
崖
長
四
年
(-
五
九
九）

成
立
の
「
連
歌
新
式
増
抄
j

で
あ
る。
そ
の
「
若
葉」
の
条
に、

若
葉·:,．
背
葉
は
春
也。
わ
か
ば
の
は
な
夏、

只
木
と
い
は
で
葉
と
す

る
は、
一
葉
お
ち
薬
わ
か
ば
背
薬
な
ど
ば
か
り
な
り。
あ
を
ば
も
木
の

る
い
し
て
よ
か
る
べ
き
欺。
秋
の
は
と
い
ふ
も、
秋
の
季
に
て
木
を
も

た
す
る
心
な
り。
（
寛
文
五
eZ
年
八
月
日
長
尾
平
兵
衛
四）

と
あ
り、
『
無
言
抄』
と
意
見
を
異
に
す
る。

「
背
葉」
と
並
ん
で
登
場
す
る
「
若
葉」
は
は
っ
き
り
季
を
持
つ。
『
御
傘
j

の
「
若
薬」
の
条
を
引
く。

若
葉

春
夏
有ーー
両
説ー。
加レ
花
者
為レ
春。
然
而
夏
季
大
切
之
問
可

為
夏
云
さ。
こ
の
新
式
の
文
章
を
み
れ
ば、
花
を
結
ば
ぬ
句
は
皆
夏
と

い
ふ
義
也。
こ
れ
は
木
の
若
葉
也。
草
の
若
葉
は
春
に
な
る
也。

こ
の「
春
夏
有二
両
説
1

。
加レ
花
者
為レ
春」
と
は
二
条
良
基
の
『
連
歌
新
式
j

に
よ
っ
た
も
の
で、

連
歌
の
初
期
か
ら
春
と
も
夏
と
も
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る。
芭
蕉
が
日
光
に
お
い
て
「
奇
菓
若
葉」
を
春
か
ら
夏
に
転
換
す
る
卯
月

朔
日
の
吟
と
し
た
の
は、
こ
の
連
俳
の
「
若
業」
を
春
と
す
べ
き
か
夏
と
す

べ
き
か
の
混
乱
を
見
事
に
折
衷
し
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。

芭
蕉
が
「
青
葉」
と
「
若
葉」
を
使
い
分
け
た
例
が
あ
る。
そ
れ
は
「
奥

の
細
道
j

に
先
立
つ
マ
笈
の
小
文』
に
見
え
る。
貞
卒
五
年
四
月
初
め、
東

ら
ヽ
う
な
は
じ
"

大
寺
の
大
仏
殿
の
鉤
始
に
あ
う
た
め
に
急
拠
紀
伊
の
和
歌
浦
か
ら
奈
良
に

駆
け
つ
け
る。
そ
の
つ
い
で
に
鑑
真
和
上
の
ゆ
か
り
の
寺
居
招
提
寺
に
訪
れ、
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（
あ
か
は
ね

ま
な
ぶ

そ
の
盲
目
の
涼
像
を
拝
観
す
る 。
そ
の
祈
の
記
串
が
乙
州
本
の『
笈
の
小
文」

に
見
え
る 。

わ

じ
ゃ
う

招
提
寺
鑑
真
和
尚
来
朝
の
時 、
船
中
七
十
餘
度
の
難
を
し
の
ぎ
た
ま

っa

"L"

ひ
御
目
の
う
ち
塩
風
吹
入
て 、
終
に
御
目
盲
さ
せ
給
ふ
涼
像
を
拝
し
て 、

L
づ

く

若
葉
し
て
御
め
の
雫
ぬ
ぐ
は
ゞ
や

乙
州
は
「
笈
の
小
文』
の
出
版
に
際
し
て
自
分
だ
け
に
芭
蕉
は
こ
の
紀
行
文

を
残
し
た
と
記
し
て
い
る
が 、
実
は
こ
れ
に
は
異
本
が
あ
り 、
三
種
類
が
知

ら
れ
て
い
る 。
そ
の
異
本
（
雲
英
本）
に
発
句
が 、

青
薬
し
て
御
目
の
雫
拭
は
ゞ
や

と
な
っ
て
お
り 、
ま
た
元
禄
八
年
刊
支
考
の

「笈
日
記
j

に
も 、

背
葉
し
て
御
目
の
雫
拭
ば
や

と
も
あ
り 、
芭
蕉
は
こ
の
句
の
初
五
句
を
「
青
葉」
と
も
「
若
葉」
と
も
両

様
に
よ
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る 。
と
す
る
と
芭
蕉
の
念
頭
に
は
青
葉
も
若
葉

も
同
じ
よ
う
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い 。
そ
の
両
者
を
合
体
し
て

春
か
ら
夏へ
の
季
節
の
移
り
を
効
果
的
に
表
現
し
た
の
が 、
「
奥
の
細
道
j

の
日
光
の
条
の
「
あ
ら
た
う
と
冑
葉
若
葉
の
日
の
光」
だ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か 。
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