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芭
蕉
の
菊
の
句

│ 「
白
菊
」
を
詠
ん
だ
発
句
の
解
釈
を
中
心
に 

│

石
　
上
　
　
　
敏

一
、
は
じ
め
に

私
は
近
時
、「
暗
越
奈
良
街
道
と
芭
蕉
│
東
大
阪
市
に
お
け
る
文
化
の
論
と
し
て
、
松
原
宿
を
中
心
に
│
」、「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
考 

│
「
枯
野
」

は
河
内
野
で
は
な
か
っ
た
か
│
」、「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込こ
む

青
松
葉
」
考
│
支
考
と
去
来
の
証
言
を
検
証
す
る
│
」
と
い
う
三
編
の
論
稿
を
投
じ
た）

1
（

。
い
ず
れ
も
最
晩

年
の
芭
蕉
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
元
禄
七
年（
一
六
九
四
）九
月
九
日
の
朝
に
奈
良
を
発
ち
、
大
和
と
河
内
の
国
境
に
当
た
る
生
駒
山
の
暗
く
ら
が
り

峠
を
越
え
て
難な
に
は波（

大
坂
）

へ
と
至
り
、
一
か
月
余
り
後
に
亡
く
な
る
ま
で
の
芭
蕉
の
動
向
や
発
句
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
は
じ
め
に

二
、「
白
菊
よ
〳
〵
」
│ 
延
宝
期 

│

三
、「
恥
長
髪
」
と
は 

│ 
天
和
期 

│

四
、
芭
蕉
の
菊
の
句 

│ 

貞
享
・
元
禄
期 

│

五
、
元
禄
七
年
の
「
白
菊
」

六
、
お
わ
り
に

一
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九
月
九
日
の
暗
峠
越
え
を
「
菊
の
香
に
く
ら
が
り
登
る
節
句
か
な
」（『
菊
の
香
』）
と
詠
ん
だ
芭
蕉
は
、
翌
十
日
付
の
杉さ
ん
ぷ
う風
宛
書
簡
に
「
い
ま
だ
句く
て
い体
定
め
難
し）

2
（

」

と
述
べ
つ
つ
も
、「
菊
の
香
や
な
ら
に
は
古
き
仏
達
」「
菊
の
香
や
な
ら
は
幾
代
の
男
ぶ
り
」「
ひ
（
び
）
い
と
啼な
く

尻
声
悲
し
夜
の
鹿
」
と
、
奈
良
を
詠
ん
だ
発
句
を
並

べ
て
い
る）

3
（

。
と
こ
ろ
が
芭
蕉
は
、
十
日
の
午
後
か
ら
周
期
的
に
「
さ
む
け
、
熱
、
頭
痛
」（
九
月
二
十
五
日
付
松
尾
半
左
衛
門
宛
書
簡
）
に
悩
ま
さ
れ
、
連
日
午
後
か

ら
夜
分
に
か
け
て
そ
の
状
態
を
繰
り
返
し
つ
つ
十
日
ほ
ど
を
過
ご
す
。
そ
の
間
、
畦け
い
し止

亭
の
月
見
会
が
予
定
さ
れ
て
い
た
十
三
日
に
は
、
住
吉
大
社
の
升
市
を
見
物
中

に
体
調
を
く
ず
し
、
急
遽
句
会
を
欠
席
し
て
宿
泊
先
（
高こ
う
づ津

の
門
人
洒し
ゃ
ど
う堂

の
邸
）
へ
と
引
き
返
し
て
い
る
（
支
考
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈お
い

日
記）

4
（

』）。
翌
十
四
日

に
は
小
康
を
得
て
、
大
坂
へ
や
っ
て
来
た
そ
も
そ
も
の
目
的
で
あ
る
洒
堂
と
之し
ど
う道
と
い
う
二
人
の
門
人
の
仲
違
い
を
仲
裁
す
る
た
め
の
最
初
の
句
会
に
参
加
し
、「
升

買
て
分ふ
ん
べ
つ別
か
は
る
月
見
か
な
」（『
笈
日
記
』
難
波
部
）
と
、
前
日
の
欠
席
を
埋
め
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
発
句
を
詠
ん
で
い
る）

5
（

。

仲
裁
を
目
的
と
し
た
句
会
は
十
九
日
に
も
其き
り
ゅ
う柳

亭
で
開
か
れ
、『
笈
日
記
』に
よ
れ
ば
、「
八
吟
歌
仙
を
興
行
し
、
そ
の
発
句
に
」と
し
て
、
芭
蕉
は「
秋
も
は
や
は（
ば
）

ら
つ
く
雨
に
月
の
形な
り

」
と
雨
の
中
で
見
え
な
い
月
の
姿
を
詠
ん
で
い
る
。『
三
冊
子）

6
（

』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
初
案
は
「
昨
日
か
ら
ち
よ
つ
〳
〵
と
秋
も
時し
ぐ
れ雨

か
な
」
で
あ
り
、

秋
雨
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
頃
、
芭
蕉
の
体
調
は
比
較
的
よ
か
っ
た
よ
う
で
、
当
日
の
句
会
は
四
日
置
い
て
開
か
れ
た
の
に
対
し
て
、
次
回
は
一
日
置

い
た
だ
け
の
二
十
一
日
に
車し
や
よ
う要
（
車
庸
）
亭
で
催
さ
れ
、
芭
蕉
は
「
秋
の
夜
を
打う
ち

崩
し
た
る
咄
か
な
」
と
発
句
を
詠
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
、
二
十
六
日
の
句
会
が
十

吟
半
歌
仙
で
終
了
し
て
い
る
よ
う
に
（
半
歌
仙
は
十
八
句
）、
芭
蕉
の
体
調
に
鑑
み
て
他
の
句
会
も
短
時
間
で
終
了
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
席
で
、
両
者
（
両
派
）
融
和
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
の
か
は
、
記
録
が
残
ら
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
手
打
ち
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
の
だ
と
し
て
も
、
有
意
な
話
し
合
い
が
持
た
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
誰
か
、
た
と
え
ば
伊
賀
上
野
か
ら
芭
蕉
が
亡
く
な
る
ま
で
の
一
か
月
余
り
、
師
匠
と
と
も
に
行
動

し
、
そ
の
動
向
を
書
き
留
め
て
い
た
支
考
が
記
し
て
い
て
も
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る）

7
（

。
二
十
五
日
の
正
秀
宛
書
簡
で
芭
蕉
が
匙
を
投
げ
、
洒
堂
の
姿
が
芭
蕉
臨
終
の
枕

頭
に
も
追
悼
行
事
に
も
見
え
な
い
こ
と
は
、
決
裂
と
い
う
結
果
を
想
起
さ
せ
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
建
設
的
な
話
し
合
い
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
三
回
（
十
四
日
、
十
九
日
、
二
十
一
日
）
で
洒
堂
と
之
道
の
仲
裁
を
目
的
と
し
た
句
会
は
終
了
し
、
芭
蕉
は
二
十
五
日
の
正
秀
宛
書
簡
に
「
之
道
洒
堂
両
門
の

連
衆
打う
ち
こ
み込
之
会
相
勤
候
」
と
、
も
は
や
自
ら
の
役
割
は
終
わ
っ
た
と
、
た
め
息
で
も
つ
く
か
の
よ
う
に
し
た
た
め
て
い
る）

8
（

。
実
際
、
芭
蕉
の
容
態
が
悪
化
す
る
最
中
に

洒
堂
は
大
坂
を
離
れ
て
し
ま
い
、
芭
蕉
の
逝
去
に
際
し
て
も
帰
坂
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う）

9
（

。
角
突
き
合
わ
せ
る
門
人
た
ち
に
、「
升
買
て
分
別
か
は
る
月
見
か

な
」
と
「
分
別
」（
物
事
の
善
悪
・
道
理
）
を
改
め
る
よ
う
に
諭
し
、「
秋
も
は
や
ば
ら
つ
く
雨
に
月
の
形
」
と
悪
天
候
の
中
で
も
月
の
姿
は
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
も
の

だ
と
語
り
か
け
た
芭
蕉
は
、「
秋
の
夜
を
打
崩
し
た
る
咄
か
な
」
と
一
座
の
中
か
ら
談
笑
が
沸
き
起
こ
る
よ
う
な
融
和
を
促
し
た
の
を
最
後
に
、
仲
裁
を
あ
き
ら
め
た

よ
う
で
あ
る）

10
（

。

二

－  　　－121

二

芭蕉の菊の句（石上）



二
十
一
日
の
両
者
融
和
の
た
め
の
最
後
の
句
会
を
終
え
、
雨
天
を
考
慮
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
の
晩
芭
蕉
は
車
庸
の
邸
に
泊
ま
っ
た
。
翌
日
、「
あ
る

じ
は
夜
あ
そ
ぶ
こ
と
を
好
み
て
朝
寝
せ
ら
る
ゝ
人
な
り
。
宵
寝
は
い
や
し
く
、
朝
起
き
は
忙せ
は

し
」
と
題
詞
を
付
し
て
、「
お
も
し
ろ
き
秋
の
朝
寝
や
亭
主
ぶ
り
」（『
ま

つ
の
な
み
』）
と
滑
稽
な
発
句
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
、
こ
の
晩
、
芭
蕉
の
体
調
が
比
較
的
落
ち
着
い
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
こ
の
あ
と
芭
蕉
は
洒
堂
の
邸
で

は
な
く
、
薬
種
問
屋
街
で
知
ら
れ
る
道ど
し
よ
う修

町ま
ち

の
之
道
の
と
こ
ろ
へ
と
向
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
九
日
の
大
坂
到
着
か
ら
洒
堂
邸
で
過
ご
し
た
芭
蕉
が
、
い
つ
之
道

の
も
と
に
移
っ
た
の
か
を
記
し
た
史
料
は
現
存
し
な
い
が
、
九
日
か
ら
二
十
日
ま
で
が
十
二
泊
、
そ
し
て
車
庸
邸
に
一
泊
し
て
、
二
十
二
日
か
ら
花
屋
仁
右
衛
門
方
へ

と
移
る
十
月
五
日
ま
で
が
同
じ
く
十
二
泊
で
あ
る
。
両
者
の
と
こ
ろ
に
応
分
に
泊
ま
っ
た
と
い
う
芭
蕉
自
身
の
言
及
と
も
、
こ
の
日
程
は
合
致
す
る）

11
（

。

二
十
三
日
に
故
郷
の
兄
・
半
左
衛
門
に
宛
て
て
綴
っ
た
書
簡
に
は
、「
私
南
都
に
一
宿
、
九
日
に
大
坂
へ
参
り
着
き
」
と
記
し
た
あ
と
、「
十
日
の
晩
よ
り
ふ
る
（
震
）

ひ
付
き
申
し
、
毎
晩
七
つ
時
（
午
後
四
時
頃
）
よ
り
夜
五
つ
（
午
後
八
時
頃
）
ま
で
、
さ
む
け
、
熱
、
頭
痛
参
り
候
ひ
て
、
も
し
は
、
お
こ
り
（
周
期
的
に
悪
寒
や
発

熱
、
身
体
の
震
え
な
ど
を
惹
き
起
こ
す
病
気
の
総
称
）
に
成
り
申
す
べ
き
か
と
薬
給た
べ

候
へ
ば
」
と
記
し
て
兄
を
驚
か
せ
、
そ
の
あ
と
で
、
一
転
「
二
十
日
頃
よ
り
す
き

と
（
す
っ
き
り
と
）
や
み
申
し
候
」
と
書
い
て
安
心
さ
せ
て
い
る
。
兄
に
甘
え
る
弟
の
姿
を
垣
間
見
せ
る
書
状
で
あ
る
が
、
同
日
の
意
専
（
猿え
ん
す
い雖

）・
土ど
ほ
う芳

宛
書
簡
に

は
「
い
ま
だ
気
分
も
不
勝
（
す
ぐ
れ
ず
）」
と
吐
露
し
て
お
り
、
依
然
と
し
て
体
調
不
良
に
悩
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
二
十
日
頃
に
は
病
状
が
い
っ
た
ん

治
ま
っ
た
た
め
に
、
十
九
日
に
其
柳
亭
、
二
十
一
日
に
車
庸
亭
の
句
会
に
参
加
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
月
九
日
の
重
陽
の
こ
と
は
、
半
左
衛
門
の
い
る
故
郷
を
出
立
し
て
以
降
の
消
息
と
し
て
の
み
記
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
二
十
三
日
の
意
専
・
土
芳
宛
書
簡
に

も
、「
九
日
南
都
を
た
ち
け
る
心
を
」
と
し
て
「
菊
に
出い
で

て
奈
良
と
難な
に
は波

は
宵
月
夜
」、「
秋
夜
」
と
し
て
「
秋
の
夜
を
打う
ち
く
ず崩

し
た
る
咄
か
な
」、「
秋
暮
」
と
し
て
「
こ

の
道
を
行ゆ
く
ひ
と人

な
し
に
秋
の
暮
」
と
い
う
三
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
秋
の
夜
を
」
が
二
十
一
日
の
車
庸
亭
で
詠
ん
だ
発
句
の
再
掲
で
あ
る
以
外
は
初
見
で
あ
り
、
い
ず

れ
も
「
秋
の
夜
を
」
の
前
後
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
九
月
下
旬
の
こ
の
時
期
に
至
っ
て
も
芭
蕉
は
「
九
日
南
都
を
た
ち
け
る
心
」
の
ま
ま
に
、

こ
の
短
い
旅
を
反
芻
し
、
九
月
九
日
の
重
陽
の
句
境
の
な
か
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

12
（

。
と
り
わ
け
「
菊
に
出
て
奈
良
と
難
波
は
宵
月
夜
」
の
句
は
、「
九
日
南
都
を
た

ち
け
る
心
を
」
と
い
う
題
詞
に
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
九
月
九
日
の
重
陽
の
「
心
」、
す
な
わ
ち
長
寿
を
祈
り
つ
つ
標
高
四
五
五
メ
ー
ト
ル
の
暗
峠
を
越
え
て
き
た

奈
良
か
ら
難
波
（
大
坂
）
へ
の
短
い
「
旅
」
の
心
を
、
九
月
末
に
至
っ
て
も
な
お
芭
蕉
が
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
句
と
い
え
る）

13
（

。
ち
な
み
に
九
月
九
日
の
重
陽

は
、
杜
甫
の
漢
詩
を
も
と
に
「
登と
う
こ
う高

」
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
日
に
高
い
と
こ
ろ
に
登
る
と
長
生
き
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た）

14
（

。

二
日
後
の
二
十
五
日
に
も
、
芭
蕉
は
正
秀
に
宛
て
た
書
簡
に
、
先
ず
「
重
陽
之
朝
、
奈
良
を
出
て
大
坂
に
至
り
候
故
」
と
記
し
て
、「
菊
に
出
て
奈
良
と
難
波
は
宵

月
夜
」
の
句
を
掲
げ
て
い
る
。
大
坂
到
着
か
ら
半
月
ほ
ど
を
経
て
詠
ま
れ
た
こ
の
句
か
ら
は
、「
之
道
洒
堂
両
門
の
連
衆
」
を
仲
裁
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
に
な
い

三
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苦
し
い
旅
を
経
て
伊
賀
上
野
か
ら
大
坂
へ
と
や
っ
て
き
た
芭
蕉
が
、
翌
日
か
ら
連
夜
の
「
さ
む
け
、
熱
、
頭
痛
」
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
重
陽
の
節
句
の
象
徴
で

あ
り
、
長
寿
を
祈
る
た
め
の
「
菊
」
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
た
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
前
稿
Ⅰ
・
Ⅱ
）。

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
が
菊
を
意
識
し
続
け
て
い
た
頃
に
詠
ま
れ
た
の
が
、
園そ
の
め女

亭
で
の
発
句
「
白
菊
の
目
に
た
て
ゝ
見
る
塵ち
り

も
な
し
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ

は
園
女
亭
の
句
会
で
当
意
即
妙
に
詠
ま
れ
た
菊
の
句
な
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
九
月
九
日
以
降
ず
っ
と
継
続
し
て
い
た
芭
蕉
の
菊
へ
の
こ
だ
わ
り
が
お
の
ず
か
ら

詠
ま
せ
た
発
句
で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
前
稿
Ⅱ
・
Ⅲ
）。
以
下
、
芭
蕉
の
菊
の
句
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
芭
蕉
に
と
っ
て
菊
と
は
、
と
り
わ
け
白
菊
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。「
白
菊
の
目
に
た
て
ゝ
見
る
塵
も
な
し
」
と
い
う
発
句
を
さ
ら
に
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
年
次
を
追
っ
て
芭
蕉

が
詠
ん
だ
菊
の
句
を
考
察
し
な
が
ら
、
芭
蕉
に
と
っ
て
「
白
菊
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い）

15
（

。

二
、「
白
菊
よ
〳
〵
」
─ 

延
宝
期 
─

芭
蕉
が
直
接
「
白
菊
」
を
詠
ん
だ
発
句
は
、
二
例
の
み
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
右
に
述
べ
た
「
白
菊
の
」
の
句
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
延
宝
年
間

（
一
六
七
三
〜
八
〇
年
）
あ
る
い
は
天
和
年
間
（
一
六
八
一
〜
八
四
年
）
と
推
定
さ
れ
る
真
蹟
短
冊
に
「
白
菊
よ
〳
〵
恥
長
髪
よ
〳
〵
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

あ
ま
り
の
破
調
に
芭
蕉
句
と
し
て
は
否
定
的
な
評
価
も
多
か
っ
た
が
、『
荘
子
』
天
地
篇
の
「
命
長
け
れ
ば
恥
多
し
」
を
踏
ま
え
た
、「
天
和
期
の
破
調
句
の
典
型）

16
（

」

と
い
う
捉
え
方
で
、
現
在
は
落
ち
着
い
て
い
る
。
真
蹟
短
冊
が
残
る
の
み
で
、
ど
の
句
集
に
も
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
破
調
句
の
否
定
的
な
評
価
に
結
び

つ
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
句
が
、
延
宝
期
か
ら
天
和
期
に
か
け
て
、
芭
蕉
の
作
句
期
間
の
中
で
も
早
い
時
期
の
発
句
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
間
違
い
な

い
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
は
芭
蕉
の
白
菊
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
「
白
髪
の
老
人
」
で
あ
る
。

諸
注
の
中
で
も
、「
白
菊
の
美
と
花
期
の
長
さ
を
驚
嘆
す
る
心
を
大
げ
さ
に
逆
説
的
に
表
現）

17
（

」
と
い
う
今
栄
蔵
氏
の
指
摘
は
貴
重
で
あ
る
。
白
菊
の
美
的
な
価
値
を

芭
蕉
が
愛
で
た
と
い
う
点
と
、
こ
の
句
の
生
命
で
あ
る
長
さ
へ
の
驚
嘆
と
い
う
指
摘
に
お
い
て
。「
白
菊
よ
〳
〵
恥
長
髪
よ
〳
〵
」
は
、
十
（
五
・
五
）・
七
・
五
（
ま

た
は
七
）
と
い
う
句
形
か
ら
成
る
破
調
句
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
も
は
や
俳
諧
の
発
句
と
い
う
よ
り
、
あ
た
か
も
芝
居
の
台
詞
で
あ
る
。
韻
文
と
し
て
考
え
る

な
ら
ば
、
そ
の
音
律
は
七
・
七
・
七
・
五
の
都ど
ど
い
つ

々
逸
に
近
く
、
端
唄
や
小
唄
の
一
節
と
言
っ
て
も
通
用
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

18
（

。

た
だ
、
こ
れ
が
延
宝
期
や
天
和
期
の
句
で
あ
る
な
ら
ば
、
芭
蕉
の
破
調
句
と
し
て
は
同
時
期
に
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
江
戸
出
府
後
の
芭
蕉
の
発
句
は
延
宝
三

四
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年
（
一
六
七
五
）
か
ら
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
同
年
や
翌
四
年
に
は
「
武
蔵
野
や
一
寸
ほ
ど
な
鹿
の
声
」（『
誹
諧
当
世
男
』）、「
命
な
り
わ
づ
か
の
笠
の
下
涼
み
」（『
俳

諧
江
戸
広
小
路
』）
な
ど
、
五
・
七
・
五
の
定
型
に
従
っ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
字
余
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
「
富
士
の
風
や
扇
に
の
せ
て
江
戸
土
産
」（『
芭
蕉

翁
全
伝
』）、「
百
里
来
た
り
ほ
ど
は
雲
井
の
下
涼
」（
同
前
）
と
、
せ
い
ぜ
い
一
字
（
一
音
）
で
、
破
調
句
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
延
宝
四
年
の
暮
れ
に
宗
因
の
「
年

た
け
て
な
り
け
り
な
り
け
り
春
に
又
」
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
「
成な
り

に
け
り
な
り
に
け
り
迄ま
で

年
の
暮
」（『
俳
諧
江
戸
広
小
路
』）
は
、
謡
曲
の
詞
章
を
踏
ま
え
つ
つ
大
胆

な
反
復
を
採
用
し
た
発
句
と
い
う
意
味
で
注
目
さ
れ
る）

19
（

。

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
は
、
芭
蕉
が
俳
諧
宗
匠
の
立
机
を
し
た
と
さ
れ
る
年
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
『
伊
勢
物
語
』
第
五
段
の
「
む
か
し
男
あ
り
け
り
。
ひ
む
が

し
の
五
条
わ
た
り
に
、
い
と
忍
び
て
い
き
け
り
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
、
門
よ
り
も
え
入
ら
で
、
わ
ら
わ
べ
の
ふ
み
あ
け
た
る
築つ
い
ぢ泥
の
く
づ
れ
よ
り
通
ひ
け
り
」
を

典
拠
と
し
て
詠
ん
だ
「
猫
の
妻
へ
つ
い
の
崩
れ
よ
り
通
ひ
け
り
」（『
俳
諧
江
戸
広
小
路
』）
は
、
中
七
に
「
竃
（
へ
つ
い
・
へ
っ
つ
い
）
の
崩
れ
よ
り
」
と
詠
ん
だ
こ

と
で
五
・
九
（
ま
た
は
十
）・
五
と
い
う
相
当
な
字
余
り
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
年
の
発
句
も
ほ
と
ん
ど
が
定
型
で
あ
り
、
極
端
な
破
調
句
は
見
ら
れ
な
い
。

た
だ
、
こ
の
年
の
冬
に
詠
ん
だ
「
あ
ら
何
共と
も

な
や
き
の
ふ
は
過
て
河ふ
く
と豚

汁
」（『
桃
青
三
百
韻
』）
は
、
初
句
が
「
あ
ら
何
と
も
な
や
」
と
い
う
能
・
狂
言
に
由
来
す
る

感
嘆
の
言
葉
で
あ
り
、
芭
蕉
句
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
な
る
「
裁た

ち
入
れ
」
は
、
こ
の
よ
う
に
初
期
の
発
句
に
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る）

20
（

。

翌
六
年
に
な
る
と
、
年
頭
に
「
庭て
い
き
ん訓
の
往
来
誰た

が
文
庫
よ
り
今
朝
の
春
」（『
俳
諧
江
戸
広
小
路
』）
と
い
う
歳
旦
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
音
律
や
句
形
の
み
な
ら
ず
、

用
字
や
句
想
に
し
て
も
、「
か
び
た
ん
（
甲
比
丹
）
も
つ
く
ば
は
せ
け
り
君
が
春
」（『
江
戸
通
町
』）、「
あ
や
め
生お
ひ
けり

軒
の
鰯
の
さ
れ
か
う
べ
」（『
俳
諧
江
戸
広
小
路
』）、

「
実げ
に

や
月
間
口
千
金
の
通
り
町
」（『
江
戸
通
町
』）
な
ど
、
こ
の
年
の
芭
蕉
句
は
、
い
わ
ば
か
な
り
自
由
度
を
増
し
て
い
る
。
ま
さ
に
談
林
調
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
な
ら
で
は
の
特
徴
も
加
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
頃
、
従
来
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い「
阿
蘭
陀
も
花
に
来
に
け
り
馬
に
鞍
」（『
江

戸
蛇
之
魚
鮓
』）
が
詠
ま
れ
て
い
る
が）

21
（

、
こ
の
期
の
芭
蕉
句
の
中
で
は
極
端
な
談
林
調
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
「
甲
比
丹
」
と
好
一
対
の
定
型
句
と
い
え
る
。

延
宝
七
年
に
は
、「
見
渡
せ
ば
詠な
が
むれ
ば
見
れ
ば
須
磨
の
秋
」（『
芝
肴
』）
と
い
う
、
あ
た
か
も
実
朝
の
「
わ
れ
て
く
だ
け
て
裂
け
て
散
る
か
も
」
の
ご
と
く
、
字
句
を

改
め
つ
つ
反
復
を
趣
向
す
る
発
句
が
あ
る
。
ま
た
、
重
陽
の
菊
の
句
と
い
う
こ
と
で
「
盃
や
山
路
の
菊
と
是
を
干
す
」（『
俳
諧
坂
東
太
郎
』）
に
も
注
意
を
払
っ
て
お

き
た
い
。
こ
れ
は
、
延
宝
三
年
秋
の
句
と
推
定
さ
れ
て
い
る）

22
（

「
盃
の
下
ゆ
く
菊
や
朽く
つ
き木

盆
」（『
俳
諧
当
世
男
』）
と
同
じ
く
重
陽
に
飲
む
菊
酒
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

「
盃
の
」
は
延
宝
五
年
成
『
六
百
番
誹
諧
発
句
合
』
に
載
り
、
後
述
の
通
り
、
現
在
知
ら
れ
る
限
り
最
初
の
菊
の
句
で
あ
る
。「
盃
や
」
と
と
も
に
、
こ
の
頃
の
芭
蕉
の

関
心
が
、
実
際
の
菊
よ
り
典
籍
中
の
菊
に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
、
延
宝
も
最
後
の
年
と
な
る
八
年
（
翌
九
年
は
九
月
二
十
九
日
に
天
和
に
改
元
）
の
芭
蕉
句
は
、「
於あ
ゝ

春は
る
は
る々

大お
ほ
いナ

ル

哉
春
と
云う
ん
ぬ
ん々

」（『
俳
諧
向
之
岡
』）
と
い
う

五
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六
・
七
・
七
の
歳
旦
を
皮
切
り
に
始
ま
る
。
踊
り
字
（
反
復
記
号
）
を
「
〳
〵
」
に
改
め
て
「
於
春
〳
〵
大
ナ
ル
哉
春
と
云
〳
〵
」
と
表
記
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う

に
、
こ
の
句
の
表
記
が
「
白
菊
よ
〳
〵
恥
長
髪
よ
〳
〵
」
に
最
も
近
い
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、「
悲
し
ま
む
や
墨
子
芹
焼
を
見
て
も
猶
」（
同
前
、
六
・
八
・
五
）、「
花

に
や
ど
り
瓢
簞
斎
と
自
み
づ
か
らい

へ
り）

23
（

」（
同
前
、
六
・
七
・
七
。
真
蹟
写
し
の
別
案
に
は
「
瓢
単
堂
」）、「
五
月
の
雨
岩
ひ
ば
の
緑
い
つ
迄
ぞ
」（
同
前
、
六
・
八
・
五
）
と
、
こ

の
年
に
至
っ
て
破
調
句
の
快
進
撃
が
始
ま
る
。
延
宝
八
年
に
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
十
七
句
の
発
句
の
内
、
五
・
七
・
五
の
定
型
は
、
わ
ず
か
に
五
句
を
数
え
る
に
す

ぎ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
年
の
破
調
句
に
は
「
夜
ル

竊ひ
そ
かニ

虫
は
月
下
の
栗
を
穿う
が

ツ

」（『
東
日
記
』
六
・
七
・
六
）、「
艪
の
声
波
ヲ

う
つ
て
腸
は
ら
わ
た

氷
ル

夜
や
な
み
だ
」（『
武
蔵

曲ぶ
り

』、
十
・
七
・
五
。
真
蹟
懐
紙
に
は
、「
艪ろ
せ
い声
波
を
う
つ
て
腸
氷
る
夜
は
涙
」
九
・
七
・
五
）
な
ど
と
、
こ
と
さ
ら
に
漢
文
調
を
押
し
出
そ
う
と
し
た
も
の
が
目
立
ち
、
こ

れ
も
談
林
な
ら
で
は
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
漢
文
調
の
句
は
、
往
々
に
し
て
音
律
も
破
調
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

「
夜
ル

竊
ニ

虫
は
月
下
の
栗
を
穿
ツ

」
は
趣
向
に
凝
り
す
ぎ
た
句
で
あ
る
と
評
さ
れ
、
中
に
は
間
男
を
諷
し
た
句
と
穿
つ
解
釈
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
私
は
こ
の
頃
か
ら
芭

蕉
が
生
物
・
無
生
物
を
問
わ
ず
「
小
さ
き
も
の
」
を
凝
視
し
て
、
そ
の
気
持
ち
を
斟
酌
す
る
か
の
よ
う
に
詠
ん
だ
句
が
増
え
る
、
そ
の
一
環
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る）

24
（

。

そ
れ
は
、「
悲
し
ま
む
や
墨
子
芹
焼
を
見
て
も
猶）

25
（

」（『
俳
諧
向
之
岡
』
六
・
八
・
五
）、「
蜘く
も

何
と
音ね

を
な
に
と
鳴な
く

秋
の
風
」（
同
前
、
五
・
七
・
五
）
な
ど
、『
墨
子
』
や
『
枕

草
子
』
と
い
っ
た
典
拠
の
あ
る
句
と
し
て
始
ま
っ
た
。
一
見
、
奇
を
て
ら
っ
た
発
想
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
芭
蕉
は
焼
か
れ
る
芹
や
、
寒
さ
の
募
る
中
で
鳴
く
蜘
蛛
な

ど
と
い
っ
た
「
小
さ
き
も
の
」
に
、
そ
っ
と
心
を
寄
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
こ
の
年
の
後
半
に
至
っ
て
特
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
木
の
葉
と
一
緒
に
水
に
落
ち
て
流
れ
る
虫
に
対
し
て
「
よ
る
べ
を
い
つ

一ひ
と
は葉
に
虫
の
旅
ね
し
て
」（『
東
日
記
』）、
枯
れ
枝
に
と
ま
る
鴉
を
見
て
「
枯か
れ
え
だ朶
に
烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮
」（『
あ
ら
野
』）
な
ど
と
生
物
に
心
を
寄
せ
る
一
方
で
、『
芭

蕉
翁
真
蹟
拾
遺
』
の
「
冬と
う
げ
つ月

江
上
に
居
を
う
つ
し
て
、
寒
を
侘わ
ぶ

る
茅ぼ
う
し
ゃ舍

の
三
句
」
と
い
う
題
詞
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、「
け
し
炭
に
薪
わ
る
音
か
を
の
（
小
野
）
ゝ
お
く
」

（『
続
深
川
集
』）
は
消
し
炭
を
じ
っ
と
見
つ
め
、
か
つ
て
生
物
（
樹
木
）
で
あ
っ
た
頃
の
消
し
炭
の
故
郷
に
思
い
を
馳
せ
る
発
句
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
や

は
り
延
宝
八
年
の
冬
に
深
川
の
芭
蕉
庵
に
入
っ
た
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
か
ら
入
る
準
備
を
進
め
て
い
た
こ
と
に
よ
る
心
境
の
変
化
で
あ
り
、
句
境
の
深
化
と
呼
ぶ
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
は
乏
し
い
生
活
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
雪
の
朝
独
リ

干か
ら
ざ
け鮭
を
噛か
み

み
得
タ
リ

」（『
東
日
記
』）
に
付
し
た
題
詞
「
富
家

ハ

喰
ヒ
二

肌
肉
ヲ
一

丈
夫
ハ

喫
ス
二

菜
根
ヲ
一

予
ハ

乏
し
」
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
主
観
的
に
は
他
に
代
え
る
も
の
の
な
い
究
極
的
に
豊
か
な
暮
ら
し
で
あ
っ
た
。

小
さ
き
も
の
を
温
か
く
凝
視
す
る
視
線
は
、
年
次
不
明
と
さ
れ
る「
餅
花
や
か
ざ
し
に
さ
せ
る
嫁
が
君
」（『
堺
絹
』）や「
は
り
ぬ
き
の
猫
も
知
る
べ
し
今
朝
の
秋
」（『
芭

蕉
句
撰
拾
遺
』）
な
ど
と
も
共
通
し
て
い
る
。
前
者
は
「
餅
花
を
簪
か
ん
ざ
しに

差
す
の
か
」
と
鼠
に
問
い
か
け
る
句
で
あ
り
、
後
者
は
今
朝
秋
風
が
吹
い
た
こ
と
を
（
風
に
吹

か
れ
て
首
を
振
る
）張
り
子
の
猫
に
語
り
か
け
る
句
で
あ
る
。
生
物
・
無
生
物
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も「
小
さ
き
も
の
」へ
の
共
感
を
込
め
た
呼
び
か
け
で
あ
る
。
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私
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
、「
ほ
ろ
〳
〵
と
山
吹
ち
る
か
滝
の
音
」（『
笈
の
小
文
』
貞
享
五
年
）
の
「
か
」
は
、
世
間
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
詠
嘆
の
助
詞
で
は
な
く
、

山
吹
へ
の
問
い
か
け
を
込
め
た
呼
び
か
け
な
の
だ
と
赤
羽
学
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
い
た）

26
（

。
そ
し
て
、
現
在
こ
れ
ら
は
芭
蕉
の
自
画
像
と
も
呼
ぶ
べ
き
自
照
句
で
も
あ

る
と
考
え
る
に
至
っ
て
い
る
。

も
う
一
句
、
年
次
不
明
な
が
ら
延
宝
年
間
の
吟
と
推
定
さ
れ
る
句
に
、「
松
な
れ
や
霧
ゑ
い
さ
ら
ゑ
い
と
引ひ
く

ほ
ど
に
」（『
俳
諧
翁
艸
』）が
あ
る
。
謡
曲『
百
万
』の「
え

い
さ
ら
え
い
さ
、
挽
け
や
〳
）〵
27
（

」、
同
じ
く
『
千
鳥
』
の
「
ゑ
い
さ
ら
ゑ
い
さ
ら
と
仰お
ゝ
せら
れ
ひ
（
い
）、
心
得
た
、
ゑ
ひ
さ
ら
ゑ
ひ
さ
ら）

28
（

」
な
ど
の
ほ
か
、
謡
曲
で
は
『
岩

船
』、
ま
た
説
経
節
『
小
栗
判
官
照
手
姫
』
な
ど
に
も
頻
出
す
る
、
物
を
引
く
際
の
掛
け
声
を
用
い
た
句
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
も
、
蘇
生
し
た
小
栗
を
藤
沢
の
上

人
が
土
車
に
乗
せ
て
引
い
て
ゆ
く
道
行
き
場
面
の
「
え
い
さ
ら
え
い
」
と
い
う
掛
け
声
は
、
多
く
の
人
々
の
耳
に
残
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
の
解
釈
に
は
諸
説

あ
り
、
た
と
え
ば
誰
か
が
霧
を
「
え
い
さ
ら
え
い
」
と
引
い
て
（
次
第
に
晴
れ
て
）
松
が
現
わ
れ
た
と
説
く
『
芭
蕉
句
集）

29
（

』、
霧
が
「
え
い
さ
ら
え
い
」
と
松
を
引
い

て
い
る
も
の
の
松
は
動
か
な
い
と
説
く
加
藤
楸
邨
の
『
芭
蕉
全
句）

30
（

』
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
言
葉
を
用
い
た
前
例
に
照
ら
せ
ば
、
あ
る
程
度

の
重
量
の
あ
る
も
の
を
引
く
時
に
出
す
の
が
「
え
い
さ
ら
え
い
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
（
そ
れ
ゆ
え
の
掛
け
声
で
あ
ろ
う
）、
前
者
の
「
霧
を
引
く
」
と
い
う
解
釈

は
腑
に
落
ち
な
い
。
後
者
は
、『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』
が
言
う
よ
う
に）

31
（

、
巨
勢
金
村
の
「
筆
捨
て
の
松
」
に
因
む
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、「
こ
れ
が
あ
の
巨
勢
の
金

村
が
筆
を
捨
て
た
松
な
の
か
」
と
「
松
」
が
主
体
（
主
語
）
に
な
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
松
が
、「
霧
を
え
い
さ
ら
え
い
と
引
く
」
と
い
う
の
が
こ
の
句
の
主

意
で
あ
ろ
う
。
霧
と
い
う
、
無
重
量
に
近
い
も
の
を
あ
た
か
も
重
い
荷
物
の
よ
う
に
引
き
、
霧
の
質
感
を
描
き
出
す
と
こ
ろ
に
お
も
し
ろ
み
、
す
な
わ
ち
こ
の
句
の
生

命
が
あ
り
、
芭
蕉
の
手
柄
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
該
句
が
松
を
擬
人
化
し
た
、
い
わ
ば
狂
言
仕
立
て
の
発
句
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

三
、「
恥
長
髪
」
と
は 

─ 

天
和
期 

─

天
和
元
年
（
延
宝
九
年
）
以
降
、
天
和
年
間
に
入
る
と
上
述
の
よ
う
な
芭
蕉
句
の
特
色
は
、
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
。
年
次
を
追
っ
て
見
て
行
き
た
い）

32
（

。

天
和
元
年

Ａ
、「
盛さ
か
りぢ
や
花
に
坐
ソ
ゞ
ロ

浮
法
師
ぬ
め
り
妻
」（
七
・
八
・
五
ま
た
は
四
・
六
・
十
）『
東
日
記
』　

破
調
・
掛
け
声
・
繰
り
返
し
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Ｂ
、「
山
吹
の
露
菜
の
花
の
か
こ
ち
顔
な
る
や
」（
五
・
七
・
八
ま
た
は
七
・
五
・
八
）『
東
日
記
』　

破
調
・
呼
び
か
け
・
植
物
の
擬
人
化

Ｃ
、「
夕
顔
の
白
ク

夜
ル

の
後
架
に
紙し
そ
く燭
と
り
て
」（
五
・
十
・
六
ま
た
は
八
・
七
・
六
）『
武
蔵
曲
』　

破
調
・
漢
文
調
・
植
物
の
擬
人
化

Ｄ
、「
五さ
み
だ
れ

月
雨
に
鶴
の
足
み
じ
か
く
な
れ
り
」（
五
・
五
・
七
）『
東
日
記
』　

破
調
・
漢
籍
を
踏
ま
え
る

同
二
年

Ｅ
、「
艶
エ
ン
ナ
ル

奴ヤ
ツ
コ今

や
う
花
に
ら
う
さ
い
ス

」（
七
・
七
・
五
）
木
因
宛
書
簡　

破
調
・
漢
文
調

（
別
案
）
艶
な
る
や
つ
こ
花
見
る
や
た
が
歌
の
さ
ま
（
七
・
七
・
五
）
真
蹟
短
冊　

破
調
・
漢
文
調

Ｆ
、「
梅
柳
さ
ぞ
若
衆
哉
女
か
な
」（
五
・
七
・
五
）『
武
蔵
曲
』　

呼
び
か
け
・
繰
り
返
し
・
植
物
の
擬
人
化

Ｇ
、「
雪
の
魨ふ
く

左
勝
水
‐
無
月
の
鯉
」（
五
・
五
・
七
）『
虚
栗
』　

破
調
・
繰
り
返
し

Ｈ
、「
月
十
四
日
今
宵
三
十
九
の
童わ
ら
べ部

」（
七
・
九
・
三
）
真
蹟
懐
紙
（
麋び

じ塒
亭
句
会
）　

破
調
・
繰
り
返
し

Ｉ
、「
髭
風
ヲ

吹
て
暮
‐
秋
嘆
ズ
ル
ハ

誰
ガ

子
ゾ

」（
五
・
十
一
・
四
ま
た
は
八
・
八
・
四
）『
虚
栗
』　

破
調
・
漢
文
調

こ
れ
ら
の
内
、
Ａ
〜
Ｄ
は
延
宝
年
間
以
前
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
各
句
の
下
に
破
調
・
漢
文
調
な
ど
と
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
期
の
特
徴
が
そ
れ

ぞ
れ
に
表
わ
れ
て
い
る
。
Ａ
は
、「
盛
り
ぢ
や
」
と
い
う
芝
居
掛
か
っ
た
掛
け
声
や
、「
花
に
坐
浮
法
師
ぬ
め
り
妻
」
と
い
う
破
調
を
い
と
わ
ぬ
不
思
議
な
並
列
が
、
気

分
と
し
て
「
白
菊
よ
〳
〵
恥
長
髪
よ
〳
〵
」
を
思
わ
せ
る
。
Ｃ
・
Ｅ
・
Ｉ
は
明
ら
か
な
漢
文
調
で
あ
り
、
Ｆ
の
「
若
衆
か
な
女
か
な
」
は
「
浮
法
師
ぬ
め
り
妻
」
と
比

べ
る
な
ら
ば
健
康
的
で
爽
や
か
だ
が
、
こ
れ
も
「
梅
柳
」
に
対
す
る
問
い
か
け
を
含
ん
だ
呼
び
か
け
を
重
ね
た
句
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｉ
は
題
詞
に
「
老
杜
を
憶
ふ
」

と
あ
り
、
そ
の
点
で
「
白
菊
よ
〳
〵
」
と
作
句
の
気
分
が
重
な
る
。
Ｇ
・
Ｈ
は
、
さ
ら
に
大
胆
に
句
題
を
従
来
の
俳
諧
の
発
想
の
外
に
求
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
特
に

句
会
の
詠
に
は
、
そ
の
場
の
空
気
や
他
の
句
と
の
関
わ
り
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
天
和
年
間（
同
四
年
二
月
二
十
一
日
に
貞
享
に
改
元
）の
作
と
さ
れ
る
発
句
に「
起お
き

よ
〳
〵
我
が
友
に
せ
ん
ぬ
る
胡
蝶
」（『
あ
つ
め
句
』）が
あ
り
、

「
起
き
よ
〳
〵
」
と
繰
り
返
す
呼
び
か
け
が
、「
白
菊
よ
〳
〵
」
を
思
わ
せ
る
。
こ
れ
を
真
蹟
短
冊
の
別
案
で
は
「
酔
胡
蝶
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
形
で
は
夢
中
の
胡
蝶

（『
荘
子
』）
の
気
配
が
、
よ
り
強
ま
る
。
ま
た
、
同
じ
句
境
を
詠
ん
だ
発
句
と
し
て
は
、『
荘
子
』
の
い
わ
ゆ
る
「
胡
蝶
の
夢
」
を
踏
ま
え
て
「
蝶
よ
〳
〵
唐も
ろ
こ
し土

の
は
い

か
い
（
俳
諧
）
問
む
」（
六
・
五
・
七
ま
た
は
六
・
九
・
三
）
と
い
う
『
俳
仙
遺
墨
』
の
胡
蝶
へ
の
問
い
か
け
を
趣
向
し
た
句
が
あ
り
、
こ
れ
は
『
蕉
翁
句
集
』
で
は
「
唐

土
の
俳
諧
と
は
ん
と
ぶ
小
蝶
」
と
五
・
七
・
五
の
定
型
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
『
荘
子
』
の
夢
中
の
蝶
は
、
と
り
わ
け
談
林
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
素
材
で
は
あ
っ
た
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が
、「
蝶
よ
〳
〵
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
、「
起
き
よ
〳
〵
」
と
と
も
に
「
白
菊
よ
〳
〵
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
蝶
へ
の
呼
び
か
け
に
思
う
よ
う

な
応
え
が
得
ら
れ
な
い
折
に
は
、「
椹
く
は
の
みや

花
な
き
蝶
の
世
す
て
酒
」（『
虚
栗
』）
と
、
蝶
の
姿
を
借
り
て
芭
蕉
は
世
捨
て
人
の
顔
を
し
て
み
せ
る
。
そ
の
無
常
観
・
孤
独

感
の
行
き
つ
く
先
に
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
今
は
俳
諧
師
な
き
世
哉
」（『
鹿
島
紀
行
』）
と
い
う
述
懐
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
振
幅
の
激
し
い
年
月
が
三
十

代
の
終
わ
り
か
ら
不
惑
を
迎
え
よ
う
と
す
る
芭
蕉
の
天
和
期
で
あ
っ
た
。

芭
蕉
に
と
っ
て
の
白
菊
が
、
芝
居
掛
か
っ
た
呼
び
か
け
に
ふ
さ
わ
し
い
花
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
白
菊
の
目
に
た
て
ゝ
見
る
塵
も
な
し
」
と
い
う
発
句
の
解
釈
に
も

有
効
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
白
菊
よ
〳
〵
」
が
、
お
そ
ら
く
延
宝
末
年
か
ら
天
和
初
年
、
芭
蕉
が
未
だ
談
林
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
頃
の
発
句
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、「
白
菊
の
」
は
そ
の
最
晩
年
、
何
度
か
の
俳
風
の
変
遷
を
経
て
専
ら
「
軽
み
」
へ
と
至
ろ
う
と
し
て
い
た
頃
の
作
句
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
意
識
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
い
わ
ば
両
者
の
間
に
は
、
何
度
も
変
身
を
繰
り
返
し
た
芭
蕉
が
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
一
般
的
な
意
味
で
同
一
人
の
発
句
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

前
稿
Ⅱ
で
は
、
九
月
九
日
の
重
陽
以
降
の
芭
蕉
の
「
心
」
を
知
る
た
め
に
、
特
に
菊
の
句
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
門
人
た
ち
の
菊
の
句
と
の
か
か
わ
り

と
い
う
こ
と
で
、
た
と
え
ば『
あ
ら
野
』（
元
禄
三
年
刊
か
）に
は
野や
す
い水

が「
詩
題
十
六
句
」と
し
て『
白
氏
文
集
』に
題
材
を
求
め
て
詠
ん
だ
発
句
の
中
に
、
巻
十
五「
歳

晩
旅
望
」
に
想
を
得
た
「
白
菊
や
素
顔
で
見
む
を
秋
の
霜
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
藤
原
公
任
撰
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
「
万
物
秋
霜
能
懐
色
。
四
時
冬
日
最
凋
年
。
／
歳
晩

旅
望　

白
居
易
」
と
載
り
、
広
く
知
ら
れ
た
詩
句
で
あ
っ
た）

33
（

。
白
菊
を
女
性
の
素
顔
に
喩
え
、
秋
の
霜
を
化
粧
に
見
立
て
た
詩
で
あ
っ
て
、
園
女
を
白
菊
に
見
立
て
る

芭
蕉
の
「
白
菊
の
目
に
た
て
ゝ
見
る
塵
も
な
し
」
と
い
う
発
想
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
恥
長
髪
よ
」
と
呼
ば
れ
た
真
蹟
短
冊
の
「
白
菊
」
の
正
体
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
実
は
菊
で
は
な
か
っ
た
。『
続
猿
蓑
』
秋
之
部
は
、
晩
秋
の
景

物
と
し
て
「
菊
」
の
項
を
立
て
て
お
り
、
そ
こ
に
は
先
ず
「
翁
草
二
百
十
日
恙つ
ゝ
がな

し
」
と
い
う
蔦ち
よ
う
だ雫

の
句
を
載
せ
る
。「
翁
草
」
に
翁
（
芭
蕉
）
を
掛
け
て
、
芭
蕉
が

恙
な
い
（
健
康
で
過
ご
す
）
こ
と
を
言
祝
い
だ
発
句
と
理
解
で
き
る
。
翁
草
は
、
そ
の
根
を
乾
燥
さ
せ
て
「
白
頭
翁
」
と
呼
ば
れ
る
薬
種
（
漢
方
）
の
原
料
と
す
る
植

物
で
あ
り
、
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
の
多
年
草
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
は
そ
の
形
状
か
ら
菊
の
一
種
と
考
え
ら
れ
て
い
た）

34
（

。
す
な
わ
ち
「
白
頭
翁
」
と
い
う
名
称
は
、
乾
か

し
た
根
の
形
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
花
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
羽
毛
の
よ
う
に
長
く
垂
れ
下
が
っ
た
白
い
花
柱
の
形
に
よ
る
比
喩
的
な
命
名
で
あ
っ
た
。
菊
は
、
そ
の
薬

効
や
除
虫
な
ど
の
消
毒
機
能
で
知
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
菊
が
長
寿
・
延
命
の
象
徴
と
さ
れ
る
根
拠
に
も
な
っ
た
。「
白
菊
よ
〳
〵
恥
長
髪
よ
〳
〵
」
に
詠
ま
れ
た
「
白
菊
」

は
、
こ
の
翁
草
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
、
こ
の
句
の
「
白
菊
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
一
言
で
い
え
ば
「
白
髪
の
老
人
」
で
あ
る
と
記
し
た
所
以
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
わ
ゆ
る
天
和
調
（
虚
み
な
し
ぐ
り栗

調
）
の
主
潮
で
あ
る
漢
詩
文
調
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。『
続
猿
蓑
』
の
「
菊
」
の
項
に
収
め
ら
れ
た

二
句
目
は
、
濁じ
よ
く
し子
の
「
ゑ
ぼ
し
子
や
な
ど
白
菊
の
玉
牡
丹
」
で
、
こ
れ
も
ま
た
見
立
て
の
句
で
あ
る
。『
小
倉
百
人
一
首
』
に
も
採
ら
れ
て
人
口
に
膾
炙
す
る
凡
河
内

九
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躬
恒
の
「
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
お
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
」（『
古
今
集
』）
以
来
、
白
菊
は
他
の
何
か
に
ま
ぎ
れ
て
し
ま
う
ま
ぎ
ら
わ
し
い
も
の
と

し
て
詩
歌
に
詠
ま
れ
続
け
た
。
芭
蕉
は
、
そ
の
よ
う
な
白
菊
の
来
歴
を
、
む
し
ろ
避
け
る
よ
う
に
上
記
の
二
度
し
か
白
菊
を
詠
ん
で
い
な
い）

35
（

。
菊
そ
の
も
の
は
、
発
句

だ
け
で
大
略
三
十
三
句
（
現
存
句
の
三
％
以
上
）
に
も
及
ん
で
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

「
ゑ
ぼ
し
子
や
な
ど
白
菊
の
玉
牡
丹
」
と
は
、
元
服
の
際
の
仮
親
で
あ
る
「
烏
帽
子
親
」
の
子
供
は
、
ど
う
し
て
白
菊
な
の
に
「
玉
牡
丹
」（
菊
の
種
名
）
な
ど
と
い

う
名
が
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
、
い
さ
さ
か
複
雑
な
構
造
を
持
つ
発
句
で
あ
る
。
烏
帽
子
親
と
い
う
の
は
、
男
子
の
元
服
の
際
に
烏
帽
子
を
か
ぶ
せ
、
幼
名
か
ら
大

人
の
名
を
つ
け
る
役
を
果
た
す
者
を
い
う）

36
（

。「
名
を
つ
け
る
」
と
い
う
大
事
な
役
目
と
「
菊
な
の
に
牡
丹
の
名
の
つ
い
た
玉
牡
丹
」
と
い
う
矛
盾
を
諷
し
て
詠
ん
だ
も

の
で
あ
り
、
烏
帽
子
の
黒
と
白
菊
の
白
と
い
う
対
比
的
な
色
彩
を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
点
描
と
し
て
牡
丹
の
緋
色
が
加
わ
り
、
中
国
風
山
水
画
の
よ
う
な

独
特
の
色
彩
が
感
じ
ら
れ
る
一
句
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
先
の
漢
詩
文
調
と
も
通
底
す
る
。

四
、
芭
蕉
の
菊
の
句 

─ 

貞
享
・
元
禄
期 
─

以
上
の
諸
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
芭
蕉
の
菊
の
発
句
に
つ
い
て
概
観
し
て
行
き
た
い
。
す
で
に
触
れ
た
も
の
を
含
め
て
年
次
別
に
一
覧
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に

な
る
。
①
〜
33
の
数
字
は
、
推
定
さ
れ
る
作
句
の
順
で
あ
る）

37
（

。

① 

盃
の
下
ゆ
く
菊
や
朽く
つ
き木
盆 

（
延
宝
三
年
秋
か
『
俳
諧
当
世
男
』）

② 

盃
や
山
路
の
菊
と
是
を
干
す 

（
延
宝
七
年
以
前
『
坂
東
太
郎
』）

③ 

白
菊
よ
〳
〵
恥
長
髪
よ
〳
〵 

（
延
宝
八
〜
天
和
元
年
頃　

真
蹟
短
冊
）

④ 

秋
を
へ
て
蝶
も
な
め
る
や
菊
の
露 

（
貞
享
二
〜
五
年
頃
か
『
笈
日
記
』）

⑤ 

瘦や
せ

な
が
ら
わ
り
な
き
菊
の
つ
ぼ
み
哉 

（
貞
享
四
年
以
前
『
続
虚
栗
』）

⑥ 

起お
き

あ
が
る
菊
ほ
の
か
也
水
の
あ
と 

（
貞
享
四
年
秋
『
続
虚
栗
』）

⑦ 

い
ざ
よ
ひ
の
い
づ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊 

（
貞
享
五
年
九
月
十
日
『
笈
日
記
』）

一
〇

－  　　－113

芭蕉の菊の句（石上）



⑧ 

菊
鶏
頭
き
り
尽
し
け
り
御お
め
い
こ
う

命
講 

（
元
禄
元
年
十
月
『
忘
梅
』）

⑨ 
山
中
や
菊
は
手た

を
ら
ぬ
湯
の
匂
ひ 

（
元
禄
二
年
七
〜
八
月
『
韻い
ん

塞ふ
た
ぎ』）

⑩ 
は
や
く
さ
け
九く
に
ち日

も
ち
か
し
き
く
の
は
な 

（
元
禄
二
年
秋
『
蕉
翁
句
集
』）

⑪ 
か
く
れ
家
や
月
と
菊
と
に
田
三
反 

（
元
禄
二
年
秋
『
笈
日
記
』）

⑫ 

き
く
の
露
落お
ち

て
拾
へ
ば
ぬ
か
ご
か
な 

（
元
禄
二
年
か
『
芭
蕉
庵
小
文
庫
』）

⑬ 

折
ふ
し
は
酢
に
な
る
き
く
の
さ
か
な
か
な 

（
元
禄
三
年
頃
『
泊
船
集
』）

⑭ 

蝶
も
来
て
酢
を
吸
ふ
菊
の
す
あ
へ
哉 

（
元
禄
三
年
頃
『
篇
突
』
⑬
の
別
案
と
も
） 

⑮ 

稲
こ
き
の
姥う
ば

も
め
で
た
し
菊
の
花 

（
元
禄
四
年
秋
『
笈
日
記
』）

⑯ 

草
の
戸
や
日
暮
て
く
れ
し
菊
の
酒 

（
元
禄
四
年
九
月
九
日
『
笈
日
記
』）

⑰ 

朝
茶
の
む
僧
静し
ず
か

也
菊
の
花 

（
元
禄
四
年
か
『
ば
せ
を
だ
ら
ひ
』）

⑱ 

菊
の
後の
ち

大
根
の
外ほ
か

更
に
な
し 

（
元
禄
四
年
頃
か
『
陸
奥
鵆ち
ど
り』）

⑲ 

初
霜
や
菊
冷
初そ
む

る
腰
の
綿 
（
元
禄
四
年
冬
『
荒
小
田
』）

⑳ 

な
で
し
こ
の
暑
さ
忘
る
ゝ
野
菊
か
な 
（
元
禄
五
年
秋
『
旅
館
日
記
』）

㉑ 

影か
げ
ま
ち待

や
菊
の
香
の
す
る
豆
腐
串ぐ
し 

（
元
禄
六
年
秋
『
杉
丸
太
』）

㉒ 

菊
の
花
咲さ
く

や
石
屋
の
石
の
間あ
ひ 

（
元
禄
六
年
秋
か
『
藤
の
実
』）

㉓ 

見
ど
こ
ろ
の
あ
れ
や
野の
わ
き分
の
後
の
菊 

（
元
禄
六
年
か
『
藤
の
実
』）

㉔ 

琴
箱
や
古ふ
る
も
の
だ
な

物
店
の
背
戸
の
菊 

（
元
禄
六
年
秋
か
『
住
吉
物
語
』）

㉕ 

一
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
菊
の
氷
哉 

（
元
禄
六
年
秋
〜
冬
『
陸
奥
鵆
』）

㉖ 

菊
の
香
や
庭
に
切き
れ

た
る
履く
つ

の
底 

（
元
禄
六
年
十
月
九
日
『
続
猿
蓑
』）

㉗ 

寒
菊
や
醴
あ
ま
ざ
け

造
る
窓
の
前 

（
元
禄
六
年
十
一
月
八
日
付
荊け
い
こ
う口

宛
書
簡
）

㉘ 

寒
菊
や
粉こ
ぬ
か糠

の
か
ゝ
る
臼
の
端は
た 

（
元
禄
六
年
『
す
み
だ
は
ら
』
㉗
の
別
案
の
可
能
性
も
）

㉙ 

菊
の
香
や
な
ら
に
は
古
き
仏
達 

（
元
禄
七
年
九
月
十
日
付
杉
風
宛
書
簡
）

一
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㉚ 

菊
の
香
や
な
ら
は
幾い
く
よ代
の
男
ぶ
り 

（
同
前
杉
風
宛
書
簡
、
㉙
の
別
案
の
可
能
性
も
）

㉛ 
菊
の
香
に
く
ら
が
り
登
る
節
句
か
な 

（
元
禄
七
年
九
月
『
菊
の
香
』）

32 
菊
に
出い
で

て
奈
良
と
難な
に
は波

は
宵
月
夜 

（
元
禄
七
年
九
月
二
十
三
日
付
意
専
・
土
芳
宛
書
簡
）

33 
白
菊
の
目
に
た
て
ゝ
見
る
塵
も
な
し 

（
元
禄
七
年
九
月
二
十
七
日
『
菊
の
塵
』）

以
上
三
十
三
句
で
あ
る
。
⑬
⑭
、
㉗
㉘
、
㉙
㉚
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
句
の
別
案
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
計
三
十
句
と
非
常
に
高
率
を
占
め
て
い
る）

38
（

。
芭
蕉
が
菊
を
詠
ん

だ
約
三
十
句
の
中
で
、
菊
を
含
む
漢
字
熟
語
は
③
33
の
「
白
菊
」
の
他
に
、
㉗
㉘
の
「
寒
菊
」、
⑳
の
「
野
菊
」
と
い
う
三
種
類
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
他
は
、
成

語
と
し
て
は
「
菊
の
花
」
が
⑩
⑮
⑰
㉒
の
四
句
、「
菊
の
露
」
が
④
⑫
の
二
句
、
中
で
も
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
「
菊
の
香
」
が
五
句
で
際
立
っ
て
い
る）

39
（

。
し
か
し
、

他
の
多
く
は
「
菊
」
の
ま
ま
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

先
に
、
芭
蕉
が
33
「
白
菊
の
」
を
元
禄
七
年
九
月
二
十
七
日
の
句
会
で
詠
ん
だ
の
は
、
決
し
て
唐
突
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
た
が
、
こ
と
「
白
菊
」
と
し
て

は
、
久
方
振
り
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
菊
の
句
か
ら
は
独
立
し
た
印
象
が
あ
る
。
明
ら
か
に
別
の
句
形
で
あ
る
⑭
を
含
め
て
、
同
句
の
別
案
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る

三
例
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
句
と
数
え
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
「
菊
」
を
詠
ん
だ
全
三
十
三
句
の
う
ち
、
貞
享
以
前
に
詠
ま
れ
た
発
句
が
①
〜
⑦
の
七
句
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
元
禄
以
後
の
句
が
⑧
〜
33
の
二
十
六
句
あ
り
、
芭
蕉
の
菊
の
句
の
大
半
を
占
め
る
。
七
対
二
十
六
（
約
一
対
四
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
芭
蕉
の

全
発
句
約
一
千
の
内
訳
は
貞
享
以
前
と
元
禄
以
後
で
ほ
ぼ
二
対
三
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
元
禄
以
降
に
菊
の
句
が
多
い
か
が
わ
か
る
。
中
で
も
元
禄
六
年
と
七
年
と
い

う
晩
年
の
二
年
間
で
十
三
句
と
四
割
近
く
を
占
め
、
晩
年
に
至
る
に
つ
れ
て
芭
蕉
の
菊
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
元
禄
五
年
以
前
に
は
菊
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
詠
ま
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
用
字
に
し
て
も
、
重
な
る
の
は
「
菊
の
露
」
や
「
菊
の
花
」
な
ど

先
に
挙
げ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
元
禄
六
、七
年
に
は
「
菊
の
香
」
が
五
例
も
あ
っ
て
、
こ
の
間
、
芭
蕉
が
い
か
に
「
菊
の
香
」
に
拘
泥
し
て
い
た
か
を

知
る
の
で
あ
る
（
前
稿
Ⅱ
・
Ⅲ
）。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
芭
蕉
の
菊
の
句
を
通
覧
し
て
気
づ
く
こ
と
の
ひ
と
つ
に
、
芭
蕉
に
は
「
後
（
の
ち
）
の
菊
」「
残
る
菊
」
を
詠

ん
だ
句
の
少
な
く
な
い
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
④
「
秋
を
へ
て
蝶
も
な
め
る
や
菊
の
露
」
の
季
語
は
「
菊
の
露
」
で
秋
句
で
は
あ
る
が
、「
秋
を
へ
て
」（
秋
を
過
ご

し
て
）
と
あ
る
の
で
晩
秋
と
も
秋
の
後
（
冬
）
と
も
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
秋
の
終
わ
り
ま
で
生
き
残
っ
た
蝶
が
、
さ
ら
に
冬
に
入
っ
て
も
な
お
生
き
残
っ

て
い
る
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
蝶
が
菊
の
露
を
舐
め
た
の
で
長
寿
を
保
っ
て
い
る
の
だ
と
見
立
て
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く『
笈
日
記
』が
記
す
⑦「
い

ざ
よ
ひ
の
い
づ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊
」
は
、
十
六
夜
の
月
と
十
日
の
菊
の
ど
ち
ら
が
よ
い
か
（
あ
る
い
は
、
ま
し
か
）
と
問
う
た
句
で
、
お
そ
ら
く
芭
蕉
は
「
花
は
盛

一
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り
に
、
月
は
隈
な
き
の
み
を
見
る
も
の
か
は
」（『
徒
然
草
』
百
三
十
七
段
）
と
喝
破
し
た
兼
好
法
師
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
も
甲
乙
付
け
が
た
い
価
値
を
認
め
て

い
る
。
こ
れ
ら
を
貞
享
期
の
特
徴
と
す
る
に
は
句
数
が
足
り
な
い
が
、
開
花
前
の
菊
を
詠
ん
だ
⑤
「
瘦
な
が
ら
わ
り
な
き
菊
の
つ
ぼ
み
哉
」
を
併
せ
て
、
こ
れ
ら
に
一

定
の
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

元
禄
期
に
至
っ
て
も
、
⑭
「
蝶
も
来
て
酢
を
吸
ふ
菊
の
酢
和
へ
か
な
」
は
、
儒
教
の
蘇
東
坡
・
仏
教
の
仏
印
・
道
教
の
黄
魯
直
と
い
う
儒
・
仏
・
道
の
三
教
を
代
表

す
る
三
名
が
一
堂
に
会
し
た
折
に
桃
花
酸
を
嘗
め
、
同
じ
よ
う
に
眉
を
寄
せ
た
と
い
う
故
事「
三
聖
吸
酢
」を
踏
ま
え
て
い
る
。
儒
仏
道
の
三
教
は
表
面
的
に
は
異
な
っ

て
い
て
も
、
求
め
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
（
や
っ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り
映
え
し
な
い
）
と
い
う
諷
喩
で
あ
る
。
聖
な
る
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
菊
だ
け
に
、「
酢
和
へ

（
あ
え
）」
と
の
落
差
が
効
果
を
生
む
。
こ
の
趣
向
は
儒
・
仏
・
神
の
三
教
、
そ
の
代
表
格
で
あ
る
孔
子
・
釈
迦
・
天
神
な
ど
の
戯
画
化
に
よ
っ
て
、
近
世
中
期
以
降
に

盛
行
す
る
戯
作
の
中
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
浮
世
絵
な
ど
の
画
題
と
も
な
っ
て
、
繰
り
返
し
描
か
れ
て
ゆ
く
。
芭
蕉
の
「
蝶

も
来
て
」
の
句
は
、
近
世
期
に
お
け
る
聖
人
諷
喩
の
早
い
頃
の
一
例
と
呼
べ
る
だ
ろ
う）

40
（

。

⑬
「
折
ふ
し
は
酢
に
な
る
き
く
の
さ
か
な
か
な
」
も
菊
の
高
雅
さ
ゆ
え
に
効
果
を
も
つ
発
句
で
あ
り
、
⑮
「
稲
こ
き
の
姥
も
め
で
た
し
菊
の
花
」
や
⑱
「
菊
の
後
大

根
の
外
更
に
な
し
」
な
ど
の
句
も
、
菊
が
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
菊
に
対
す
る
神
聖
視
・
特
別
視
が
あ
っ
て
こ
そ
興
が
湧
く
発
句
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
菊
の
聖
性
は
⑰
「
朝
茶
の
む
僧
静
也
菊
の
花
」
と
い
う
寺
院
の
静
謐
な
時
間
と
結
び
つ
い
て
、
な
お
一
層
こ
の
特
別
な
花
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
菊
の
花
ゆ
え
に
、
芭
蕉
は
時
に
子
ど
も
の
よ
う
に
率
直
に
⑩
「
は
や
く
さ
け
九
日
も
ち
か
し
き
く
の
は
な
」
と
菊
の
節
句
を
待
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
①
「
盃
の
下
ゆ
く
菊
や
朽
木
盆
」
や
②
「
盃
や
山
路
の
菊
と
是
を
干
す
」
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
芭
蕉
に
限
ら
ぬ
こ
と
だ
が
、
菊
に
は
何
か
を
見
立
て

る
句
が
多
い
。
い
ず
れ
も
菊
慈
童
の
故
事
を
踏
ま
え
て
、
前
者
は
菊
水
の
長
寿
伝
説
、
後
者
は
甘
谷
の
山
路
の
菊
に
見
立
て
た
も
の
だ
が
、『
校
本
芭
蕉
全
集）

41
（

』
が
指

摘
す
る
素
性
法
師
の
「
ぬ
れ
て
ほ
す
山
路
の
菊
の
露
の
ま
に
い
つ
か
千ち
と
せ年
を
我
は
経
に
け
む
」（『
古
今
集
』）
や
、『
芭
蕉
発
句
全
講）

42
（

』
が
指
摘
す
る
、
そ
れ
を
踏
ま
え

た
謡
曲
『
俊
寛
』
の
「
濡
れ
て
干
す
山
路
の
菊
の
露
の
間
に
、
我
も
千
年
を
経
る
心
地
」
な
ど
が
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
⑨
「
山
中
や
菊
は
手
を
ら

ぬ
湯
の
匂
ひ
」
に
も
菊
慈
童
の
故
事
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
湯
の
香
を
菊
の
香
と
結
び
、
菊
の
よ
う
に
湯
気
を
手
折
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
湯
気
を
菊
に
見
立
て
た

句
だ
が
、
先
に
見
た
⑭
「
蝶
も
来
て
酢
を
吸
ふ
菊
の
酢
和
へ
か
な
」
も
同
様
に
見
立
て
の
句
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
菊
が
何
か
に
見
立
て
ら
れ
る
句
は
、
⑫
「
菊
の

露
落
ち
て
拾
へ
ば
ぬ
か
ご（
零
余
子
）か
な
」に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
菊
を
何
か
と（
何
か
に
）見
間
違
え
る
と
い
う
発
想
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

す
で
に
見
た
よ
う
に
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
採
ら
れ
た
凡
河
内
躬
恒
の
「
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
お
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
」（『
古
今
集
』）
が
あ
り
、

そ
れ
以
来
の
長
い
伝
統
に
も
と
づ
く
「
白
菊
は
視
覚
を
ま
ど
わ
せ
る
も
の
」
と
い
う
合
意
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
し
て
、
こ
こ
で
は
も
う
ひ
と
つ
、
白
菊
と
は
折
れ
る
も
の
な
ら
折
り
取
っ
て
持
ち
帰
り
た
い
と
願
わ
れ
る
花
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は

言
い
換
え
れ
ば
、
折
り
た
い
け
れ
ど
も
な
か
な
か
折
れ
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
、
い
わ
ば
切
な
い
願
望
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
菊
は
「
高
嶺
の
花
」

の
代
表
格
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
園
女
を
白
菊
に
見
立
て
た
33
「
白
菊
の
目
に
た
て
ゝ
見
る
塵
も
な
し
」
は
、
当
然
こ
の
要
素
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
園
女
が

こ
の
時
代
の
女
性
と
し
て
は
特
別
な
資
質
を
有
し
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
は
別
に
述
べ
た
（
前
稿
Ⅲ
）。
資
質
の
発
露
は
主
に
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
、

大
坂
時
代
に
も
因
襲
に
捉
わ
れ
な
い
彼
女
の
主
体
性
は
「
目
に
立
っ
た
」
の
で
あ
ろ
う）

43
（

。

こ
の
よ
う
に
、
貞
享
か
ら
元
禄
に
か
け
て
の
芭
蕉
の
菊
の
句
は
、
次
第
に
談
林
臭
を
脱
し
な
が
ら
も
、
ひ
と
つ
の
傾
向
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
正
面

か
ら
素
直
に
菊
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
残
り
の
菊
を
詠
ん
だ
り
、
菊
を
何
か
に
（
あ
る
い
は
何
か
を
菊
に
）
見
立
て
た
り
と
菊
の
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
ね
っ
て
用
い

る
句
が
多
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
詩
歌
の
伝
統
に
沿
っ
た
扱
い
と
も
い
え
る
わ
け
だ
が
。
先
に
③
「
白
菊
よ
〳
〵
恥
長
髪
よ
〳
〵
」
に
つ
い
て
見
た
通
り
、
こ
の
難
解

な
句
は
、
後
年
の
芭
蕉
の
菊
の
句
か
ら
抽
出
さ
れ
る
、
以
上
の
よ
う
な
傾
向
を
も
含
め
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
し
か
し
、
晩
年
の
元
禄
六
年
頃
に
な
っ
て
く
る
と
、
㉓

「
見
ど
こ
ろ
の
あ
れ
や
野
分
の
後
の
菊
」は
確
か
に「
残
り
の
菊
」で
は
あ
る
が
、
野
分（
台
風
）の
あ
と
で
あ
る
か
ら
菊
の
花
は
乱
れ
、
お
そ
ら
く
す
で
に
大
半
は
散
っ

て
い
る
。
そ
し
て
「
見
ど
こ
ろ
の
あ
れ
や
」
と
呼
び
か
け
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
乱
れ
た
菊
の
姿
に
、
あ
え
て
見
ど
こ
ろ
を
求
め
た
の
が
、
こ
の
期
の
芭
蕉
で
あ
っ
た
。

㉑
「
影
待
や
菊
の
香
の
す
る
豆
腐
串
」
は
元
禄
六
年
の
秋
の
句
と
さ
れ
る
菊
の
句
で
あ
る
が
、
い
か
に
も
年
中
行
事
（
ハ
レ
）
の
影
待
（
日
待
）
と
結
び
つ
い
た
菊

の
香
と
い
う
景
物
を
持
ち
出
し
な
が
ら
、
豆
腐
串
と
い
う
日
常
（
ケ
）
に
つ
な
げ
る
手
際
が
際
立
つ
。「
豆
腐
串
」
と
は
聞
き
慣
れ
ぬ
言
葉
で
あ
る
が
、
豆
腐
に
串
を

刺
し
た
田
楽
と
見
て
相
違
あ
る
ま
い
。
正
月
・
五
月
・
九
月
の
「
影
待
」
の
中
で
も
、
こ
の
年
最
後
と
な
る
九
月
の
行
事
に
芭
蕉
が
実
際
に
参
加
し
て
徹
夜
を
し
た
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が）

44
（

、
豆
腐
田
楽
の
焼
き
味
噌
の
匂
い
と
菊
の
香
と
が
混
然
一
体
と
な
っ
た
さ
ま
は
、
物
質
文
明
の
発
達
し
た
江
戸
の
市
中
で
も
未
だ
郊
外
と
す

ら
呼
べ
な
い
深
川
（
川
向
う
）
の
野
趣
に
溢
れ
た
素
朴
な
風
景
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
㉒
「
菊
の
花
咲
く
や
石
屋
の
石
の
間
」
も
、
元
禄
六
年
の
秋
に
詠
ま
れ
た
と

推
定
さ
れ
る
発
句
で
あ
り
、
同
じ
年
の
作
と
考
え
ら
れ
る
㉓
「
見
ど
こ
ろ
の
」
と
と
も
に
『
藤
の
実
』（
元
禄
七
年
跋
）
に
収
め
ら
れ
る
。
石
屋
に
積
ま
れ
た
石
と
石

の
間
と
い
う
不
安
定
で
過
酷
な
場
所
に
咲
き
な
が
ら
、
そ
の
姿
は
見
る
か
ら
に
高
貴
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
掃
き
溜
め
に
鶴
」
と
い
う
諺
が
あ
る
が
、
こ
の
句
か
ら

は
、
そ
の
よ
う
な
趣
が
読
み
取
れ
る
。
た
だ
、
芭
蕉
は
積
ま
れ
た
石
に
も
興
趣
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
咲
く
や
石
屋
の
石
の
間
」
と
い
う
軽
や
か
な
反
復
は
、

あ
た
か
も
積
ま
れ
た
石
と
と
も
に
積
ま
れ
た
言
葉
の
反
復
の
お
も
し
ろ
さ
を
示
す
よ
う
で
も
あ
る
。

⑯
「
草
の
戸
や
日
暮
て
く
れ
し
菊
の
酒
」
と
詠
ん
だ
元
禄
四
年
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
に
は
、
芭
蕉
は
ま
だ
菊
酒
を
嗜
む
ほ
ど
に
は
健
康
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

菊
酒
は
重
陽
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
が
、
芭
蕉
が
詠
ん
だ
菊
酒
の
句
は
、
初
期
の
①
②
以
来
の
も
の
で
あ
る
。「
日
暮
れ
て
く
れ
し
」
と
い
う
反
復
は
、「
咲
く
や
石
屋

一
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の
」
と
同
様
に
軽
々
と
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
句
に
は
、
晩
年
（
元
禄
七
年
）
の
秋
に
芭
蕉
が
繰
り
返
し
詠
ん
だ
「
日
暮
れ
」
が
、
す
で
に
詠
み
込
ま
れ

て
い
る
。
つ
る
べ
落
と
し
に
沈
ん
だ
夕
べ
の
物
寂
し
い
時
間
に
、
乙お
と
く
に州

が
草
庵
に
持
参
し
て
く
れ
た
酒
で
菊
酒
を
酌
み
交
わ
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
酒
飲
み
で
あ

れ
ば
、
届
け
物
な
ど
は
待
た
ず
に
先
に
一
人
で
飲
み
始
め
て
い
た
だ
ろ
う
。
芭
蕉
の
「
草
の
戸
」
は
、「
草
の
戸
も
住
替
る
代
ぞ
ひ
な
（
雛
）
の
家
」（『
お
く
の
ほ
そ

道
』）
が
広
く
知
ら
れ
る
が
、
芭
蕉
に
は
こ
れ
ら
の
他
に
も
「
草
の
戸
を
し
れ
や
穂ほ
た
で蓼

に
唐
が
ら
し
」（『
笈
日
記
』）
と
「
草
の
戸
」
を
詠
ん
だ
句
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
寂
寥
感
を
湛
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
㉖
「
菊
の
香
や
庭
に
切
た
る
履
の
底
」
は
元
禄
六
年
十
月
九
日
の
詠
句
で
あ
る
。
こ
の
年
の
秋
、
芭
蕉
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
完
成
に
向
け
て
相
当
の
時
間
と
労
力
を
傾
け
て
い
た
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
は
初
秋
か
ら
仲
秋
へ
の
菊
を
詠
ん
だ
⑨
を
除
い
て
菊
が
詠
ま
れ
な
い）

45
（

。
そ
こ
に
描
か

れ
た
秋
に
登
場
す
る
の
は
、
菊
で
は
な
く
萩
の
花
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
元
禄
二
年
九
月
六
日
、
重
陽
の
三
日
前
に
終
わ
る
旅
で
あ
っ
た
か
ら
菊
の
季
節
に
は

や
や
早
い
。
萩
の
花
の
盛
り
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
逆
に
芭
蕉
は
、
な
ぜ
重
陽
ま
で
を
旅
の
日
程
に
含
め
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。『
お
く
の
ほ
そ

道
』
の
完
成
し
た
の
が
元
禄
七
年
四
月）

46
（

、
す
な
わ
ち
そ
の
彫
琢
に
芭
蕉
が
最
も
傾
注
し
た
の
は
同
六
年
の
秋
か
ら
七
年
の
春
に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

そ
の
元
禄
六
年
の
秋
か
ら
冬
に
至
る
ま
で
、
芭
蕉
は
そ
れ
ま
で
に
な
く
多
く
の
菊
の
句
を
詠
ん
で
い
る
。
推
定
も
含
め
て
八
句
。
そ
れ
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に

菊
を
詠
め
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
わ
ば
反
作
用
的
に
詠
ま
れ
た
句
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
中
で
も
、
十
月
に
素
堂
亭
で
は
一
か
月
遅
れ
の
重
陽
の
宴
す

ら
開
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
の
が
㉖
「
菊
の
香
や
庭
に
切
た
る
履
の
底
」
で
あ
っ
た
。
何
か
典
拠
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
な

い
。
切
れ
た
「
履く
つ

の
底
」
が
菊
の
咲
き
盛
る
庭
に
落
ち
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
早
々
に
家
業
の
酒
造
業
か
ら
身
を
引
き
、
仕
官
も
長
か
ら
ず
致
仕
し
て
勉
学
に
打

ち
込
み
、
隠
居
状
態
に
あ
っ
た
素
堂
の
邸
が
、
そ
れ
ほ
ど
贅
沢
な
つ
く
り
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
菊
の
盛
り
を
見
ら
れ
る
ほ
ど
に
手
入
れ
の
行
き
届

い
た
庭
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う）

47
（

。
ひ
と
月
遅
れ
の
十
月
九
日
の
菊
が
ど
の
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
発
句
に
従
う
限
り
菊
の
香
は
ま
だ
残
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
虚
構
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
菊
の
咲
く
庭
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
立
脚
点
を
失
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
手
入
れ
さ
れ
た
庭
に
履
の
底
は
落
ち
て

い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
隠
逸
な
暮
ら
し
を
選
ん
だ
仙
人
の
よ
う
な
素
堂
ゆ
え
に
、「
履
」
に
は
中
国
風
の
趣
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
意
図
が

あ
っ
て
切
っ
た
履
の
底
が
置
か
れ
て
い
た
（
と
詠
ん
だ
）
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
素
堂
と
い
え
ば
、
芭
蕉
と
と
も
に
天
和
調
（
漢

詩
文
調
）
を
推
し
進
め
た
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
唐
」（
中
国
）
の
趣
が
強
い
菊
花
で
あ
り
、
そ
の
雰
囲
気
を
担
保
す
る
た
め
に
「
履
」
が
詠
ま
れ

た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

な
お
、
㉕
「
一
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
菊
の
氷
哉
」
は
、
こ
れ
も
見
立
て
の
句
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氷
の
季
節
（
冬
）
で
あ
る
か
ら
、
長
く
花
時
を
保
っ
た
あ
と
の
菊
（
後

の
菊
）
で
あ
る
。
た
だ
し
主
眼
は
『
続
猿
蓑
』
の
前
書
に
「
范は
ん
れ
い蠡
が
趙
南
の
こ
ゝ
ろ
を
い
へ
る
山
家
集
の
題
に
習
ふ
」
と
記
す
よ
う
に
、
西
行
に
追
随
し
た
句
で
あ
る
。
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具
体
的
に
は
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
見
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
踏
ま
え
て
、
西
行
が
「
す
て
や
ら
で
命
を
お
ふ
る
人
は
み
な
千ち

ゞ々

の
黄こ
が
ね金
を
も
ち
て
か
へ
る
な
り
」
と
詠

ん
だ
短
歌
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
菊
の
隠
逸
ま
た
高
雅
な
イ
メ
ー
ジ
を
逆
手
に
と
り
、
凍
っ
た
菊
の
花
が
大
金
を
握
っ
た
守
銭
奴
の
手
の
よ
う
だ
と
卑
俗
に
落
と
し
て

み
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
一
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
菊
の
氷
哉
」
が
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
微
妙
な
季
節
を
取
り
込
ん
だ
発
句
で
あ
っ
た
の
と
同
様）

48
（

、
⑲
「
初
霜
や
菊
冷
初

る
腰
の
綿
」
も
冬
を
目
前
に
し
た
秋
の
終
わ
り
の
句
で
あ
る
。「
初
霜
」
と
あ
る
か
ら
本
来
は
冬
の
句
で
あ
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
こ
の
句
を
記
し
た
羽う
こ
う江

（
凡
兆
の
妻
）

へ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、「
ふ
ゆ
の
う
ち
は
山
ふ
か
き
方か
た

へ
か
く
れ
ま
い
ら
せ
候
」（
冬
の
間
は
山
深
い
と
こ
ろ
に
隠
れ
住
ん
で
い
ま
す
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
直
前

の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

五
、
元
禄
七
年
の
「
白
菊
」

以
上
、
延
宝
・
天
和
期
と
推
定
さ
れ
る
①
〜
③
か
ら
、
貞
享
期
の
④
〜
⑦
、
そ
し
て
元
禄
に
入
っ
て
六
年
ま
で
の
芭
蕉
句
⑧
〜
㉘
を
粗
々
と
見
て
き
た
。
詠
ま
れ
た

時
期
に
関
し
て
は
、
も
と
よ
り
推
定
と
は
異
な
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
元
禄
期
に
関
し
て
は
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
作
句
の
時
期
は
明
確
で
あ
る
。

端
的
に
言
っ
て
ひ
ね
っ
た
句
の
多
か
っ
た
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
元
禄
七
年
の
菊
の
句
（
㉙
〜
33
）
は
、
ど
れ
ほ
ど
素
直
な
も
の
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
33

「
白
菊
の
」
を
除
い
て
典
拠
も
認
め
ら
れ
ず
、
奈
良
・
難
波
と
地
名
は
出
て
来
る
が
、
㉛
「
く
ら
が
り
登
る
」
に
暗
峠
を
詠
み
込
ん
だ
以
外
に
、
い
ず
れ
も
土
地
へ
の

追
蹤
の
句
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
込
み
入
っ
た
見
立
て
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ま
で
に
な
く
悪
い
体
調
を
押
し
て
、
九
月
八
日
か

ら
九
日
ま
で
の
一
泊
二
日
で
約
七
十
四
キ
ロ
の
距
離
を
、
特
に
そ
の
後
半
は
徒
歩
で
移
動
し
て
き
た
芭
蕉
は
（
前
稿
Ⅰ
・
Ⅱ
）、
翌
日
午
後
か
ら
病
臥
し
て
し
ま
う
の

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
病
苦
の
中
で
詠
ま
れ
た
句
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
九
月
十
日
付
杉
風
宛
の
書
簡
に
記
さ
れ
た
㉙
「
菊
の
香
や
な

ら
に
は
古
き
仏
達
」
と
㉚
「
菊
の
香
や
な
ら
は
幾
代
の
男
ぶ
り
」
に
は
、「
い
ま
だ
句
体
定
め
難
く
。
他
見
な
さ
る
ま
じ
く
候
」
と
付
記
さ
れ
て
お
り
、
続
け
て
記
さ

れ
た
「
ひ
（
び
）
い
と
啼な
く

尻
声
悲
し
夜
の
鹿
」
と
と
も
に
、
未
完
成
ゆ
え
人
前
に
は
出
せ
な
い
と
芭
蕉
が
考
え
て
い
た
発
句
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、「
菊
の
香
や
な

ら
に
は
古
き
仏
達
」
と
「
菊
の
香
や
な
ら
は
幾
代
の
男
ぶ
り
」
は
、
先
述
の
通
り
同
一
句
の
別
案
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
完
成
度
が
低
か
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

一
方
、
元
禄
七
年
九
月
二
十
三
日
付
意
専
・
土
芳
宛
書
簡
に
見
え
る
32
「
菊
に
出
て
奈
良
と
難
波
は
宵
月
夜
」
は
、
九
月
九
日
の
大
坂
到
着
か
ら
十
四
日
後
に
詠
ま
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れ
た
（
最
初
に
記
さ
れ
た
）
句
で
あ
り
、
九
月
十
日
か
ら
二
十
日
頃
ま
で
「
さ
む
け
、
熱
、
頭
痛
」
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
間
に
も
、
芭
蕉
が
九
月
九
日
の
重
陽
に
高
い

場
所
に
登
れ
ば
長
寿
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
登
高
」
を
実
践
し
て
、
標
高
四
五
五
メ
ー
ト
ル
の
暗
峠
を
越
え
た
直
近
の
旅
を
反
芻
し
な
が
ら
、
そ
の
短
い
旅

を
め
ぐ
る
句
を
詠
も
う
と
し
て
い
た
姿
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
芭
蕉
が
菊
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
た
中
で
詠
ま
れ
た
の
が
、
九
月
も
末
近
く
の

二
十
七
日
に
園
女
亭
の
句
会
で
詠
ま
れ
た
33「
白
菊
の
目
に
た
て
ゝ
見
る
塵
も
な
し
」で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
か
ね
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
園
女
を「
白

菊
」
に
見
立
て
て
詠
ん
だ
挨
拶
の
発
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
園
女
亭
で
の
句
会
に
至
っ
て
唐
突
に
菊
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
の
「
心
」
は
九
月
と

い
う
晩
秋
（
菊
月
）
の
間
ず
っ
と
菊
と
と
も
に
あ
り
、
い
わ
ば
必
然
的
に
詠
ん
だ
発
句
が
「
白
菊
の
」
の
句
で
あ
っ
た）

49
（

。
こ
の
句
の
西
行
歌
と
の
関
係
は
早
く
か
ら
指

摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
芭
蕉
最
晩
年
の
西
行
へ
の
思
い
に
つ
い
て
は
先
日
改
め
て
考
察
す
る
機
会
を
得
た）

50
（

。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
逝
去
前
年
に
当
た
る
元
禄
六
年
十
月
九
日
、
す
な
わ
ち
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
か
ら
一
か
月
後
に
詠
ん
だ
㉖
「
菊
の
香
や
庭

に
切
た
る
履
の
底
」（『
続
猿
蓑
』）
で
あ
る
。
こ
の
句
に
は
、「
元
禄
辛
酉
之
初
冬
九
日
、
素
堂
菊
園
之
遊
、
重
陽
の
宴
を
神
無
月
の
今
日
に
設
け
侍
る
事
は
、
そ
の
頃

は
花
い
ま
だ
芽
ぐ
み
も
や
ら
ず
、「
菊
花
ひ
ら
く
時
即
ち
重
陽
」
と
い
へ
る
心
に
よ
り
、
か
つ
は
展
重
陽
の
た
め
し
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
ば
、
な
ほ
秋
菊
を
詠
じ
て
人
々

を
勧
め
ら
れ
け
る
事
に
な
り
ぬ
。」
と
い
う
長
い
題
詞
が
付
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
と
そ
の
折
の
連
衆
が
一
年
前
の
重
陽
に
「
菊
花
ひ
ら
く
時
即
ち
重
陽
」
と
い
う
気
分

で
「
素
堂
菊
園
之
遊
」、
す
な
わ
ち
月
遅
れ
の
「
重
陽
の
宴
」
を
催
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
重
要
な
の
は
、
翌
元
禄
七
年
と
い
う
最
晩
年
に
も
、
前
年
に

引
き
続
き
九
月
（
晩
秋
）
が
終
わ
り
十
月
（
初
冬
）
に
入
っ
て
な
お
芭
蕉
が
菊
に
拘
泥
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

九
月
晦
日
（
二
十
九
日
）
に
向
け
て
詠
ん
だ
「
秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」（『
笈
日
記
』）
以
降
、
十
月
に
入
っ
て
か
ら
八
日
の
「
旅
に
病
て
」
ま
で
、
芭
蕉
は

発
句
を
詠
ん
で
い
な
い
。
そ
の
主
な
要
因
は
、
二
十
九
日
の
激
し
い
下
痢
以
来
、
病
状
が
急
速
に
進
ん
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
作
句
が
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
微
妙
で
あ
る）

51
（

。
し
か
し
、
病
状
は
十
月
以
降
に
一
段
と
悪
化
す
る
。
五
日
に
は
畿
内
周
辺
の
主
立
っ
た
門
人
に
向
け
て
芭
蕉
の
容
態
を
知
ら
せ
る
使
者
（
飛
脚

だ
ろ
う
）
が
出
発
し
た
。
彼
ら
は
翌
六
日
、
遅
く
と
も
七
日
ま
で
に
京
都
・
大
津
・
彦
根
・
膳
所
・
伊
勢
・
尾
張
な
ど
の
門
人
た
ち
に
芭
蕉
重
篤
の
報
を
も
た
ら
し
、

門
人
た
ち
は
七
日
か
ら
続
々
と
芭
蕉
の
病
臥
す
る
花
屋
仁
右
衛
門
の
貸
座
敷
へ
と
駆
け
つ
け
る
の
で
あ
る
（
前
稿
Ⅲ
）。

こ
の
忠
臣
蔵
的
な
芭
蕉
最
期
の
場
面
に
心
動
か
さ
れ
た
芥
川
龍
之
介
が
、『
花
屋
日
記
』
を
座
右
に
書
き
上
げ
た
の
が
「
枯
野
抄
」（
大
正
七
〈
一
九
一
八
〉
年
『
新

小
説
』
十
月
号
初
出
）
で
あ
っ
た
。
芥
川
自
身
の
述
懐
（「
一
つ
の
作
が
出
来
上
る
ま
で
」）
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
通
り）

52
（

。

そ
の
「
枯
野
抄
」
と
い
ふ
小
説
は
、
芭
蕉
翁
の
臨
終
に
会
つ
た
弟
子
達
、
其
角
、
去
来
、
丈
艸
な
ど
の
心
持
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
書
く
時
は
「
花
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屋
日
記
」
と
い
ふ
芭
蕉
の
臨
終
を
書
い
た
本
や
、
支
考
だ
と
か
其
角
だ
と
か
い
ふ
連
中
の
書
い
た
臨
終
記
の
や
う
な
も
の
を
参
考
と
し
材
料
と
し
て
、
芭
蕉
が
死

ぬ
半
月
ほ
ど
前
か
ら
死
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
を
書
い
て
み
る
考
で
あ
つ
た
。
勿
論
、
そ
れ
を
書
く
に
つ
い
て
は
、
先
生
の
死
に
会
ふ
弟
子
の
心
持
と
い
つ
た
や
う
な
も

の
を
私
自
身
も
そ
の
当
時
痛
切
に
感
じ
て
ゐ
た
。
そ
の
心
持
を
私
は
芭
蕉
の
弟
子
に
借
り
て
書
か
う
と
し
た
。

そ
の
後
、
二
転
三
転
し
た
構
想
は
、
偶
然
知
人
が
入
手
し
た
、
蕪
村
描
く
と
こ
ろ
の
「
芭
蕉
涅
槃
図
」
を
見
て
「
そ
れ
を
見
る
と
、
私
の
計
画
が
又
変
つ
た
。
で
、

今
度
は
そ
の
「
芭
蕉
涅
槃
図
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
芭
蕉
の
病
床
を
弟
子
達
が
取
り
囲
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
を
書
い
て
漸
く
初
め
の
目
的
を
達
し
た
。」（
同
前
）
と
、

私
た
ち
が
知
る
「
枯
野
抄
」
の
形
へ
と
落
ち
着
い
た
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

以
上
通
覧
し
た
よ
う
に
、
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
い
わ
ば
曲
芸
的
な
詠
ま
れ
方
を
さ
れ
て
き
た
芭
蕉
の
菊
で
あ
っ
た
が
、
後
期
（
元
禄
期
）
に
至
り
俳
風
が
次

第
に
落
ち
着
き
を
見
せ
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
、
談
林
風
の
ケ
レ
ン
味
を
脱
却
し
、
平
易
さ
を
加
え
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
推
移
は
菊
の
句
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い

が
、
な
か
で
も
菊
は
、
こ
の
期
の
芭
蕉
句
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
代
表
的
な
景
物
と
し
て
芭
蕉
俳
諧
の
推
移
を
象
徴
的
に
担
っ
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
注
目
に

値
す
る
。
芭
蕉
の
発
句
で
、
そ
の
数
に
お
い
て
菊
に
匹
敵
す
る
花
は
梅
と
桜
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
梅
は
三
十
九
句
が
知
ら
れ
て
お
り
、
桜
は
十
六
句
。
た
だ
し
、「
花
」

と
い
う
表
現
で
桜
を
詠
ん
だ
句
を
含
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
数
は
四
十
余
句
に
膨
れ
上
が
る
。

芭
蕉
も
ま
た
日
本
の
歌
人
・
俳
諧
師
の
御
多
分
に
漏
れ
ず
秋
の
句
を
最
も
多
く
詠
ん
で
い
る
の
で
、
菊
の
句
が
多
い
と
し
て
も
当
然
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
本
来
で
あ

れ
ば
、
菊
以
外
の
花
々
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
芭
蕉
に
と
っ
て
の
菊
が
何
で
あ
っ
た
か
を
論
ず
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
紙
幅
の
余
裕
が
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
菊
ほ
ど
象
徴
性
に
富
ん
だ
花
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
芭
蕉
の
菊
の
句
に
も
意
識
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
に
も
と
づ
い
て
、
今
後
、

す
べ
か
ら
く
続
稿
を
期
し
た
い
。

一
八

－  　　－105

芭蕉の菊の句（石上）



【
謝
辞
】

松
尾
芭
蕉
の
こ
と
は
、
恩
師
・
赤
羽
学
先
生
の
お
教
え
を
措
い
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
四
月
に
先
生
の
訃
報
に
接
し
、
改
め
て
、
い
た
だ
い
た
御
恩

の
大
き
さ
深
さ
に
思
い
を
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
芭
蕉
に
つ
い
て
考
え
る
に
当
た
り
、
前
任
の
中
川
光
利
先
生
が
大
阪
商
業
大
学
に
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
芭
蕉
関
係
の

研
究
書
や
事
典
な
ど
に
よ
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
助
け
ら
れ
た
か
計
り
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
こ
こ
に
銘
記
し
て
、
心
よ
り
の
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
1
）
暗
峠
及
び
、
こ
の
峠
を
越
え
て
芭
蕉
が
大
坂
へ
と
や
っ
て
き
た
奈
良
（
春
日
大
社
）
と
大
坂
（
玉
造
）
を
結
ぶ
街
道
（
脇
往
還
）
の
暗
越
奈
良
街
道
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
暗

越
奈
良
街
道
と
芭
蕉
│
東
大
阪
市
に
お
け
る
文
化
の
論
と
し
て
、
松
原
宿
を
中
心
に
│
」（『
大
阪
商
業
大
学
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
産
業
研
究
所
紀
要
』
第
二
二
号
、
二
〇
二
〇

年
七
月
、
以
下
、「
前
稿
Ⅰ
」）、
芭
蕉
が
亡
く
な
る
ま
で
最
後
の
旅
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
た
こ
と
は
拙
稿
「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
考 

│
「
枯
野
」
は
河
内

野
で
は
な
か
っ
た
か
│
」（『
日
本
文
学
』
第
七
〇
巻
第
四
号
、
二
〇
二
一
年
四
月
、
以
下
、「
前
稿
Ⅱ
」）、
む
し
ろ
辞
世
句
と
呼
ぶ
べ
き
は
「
旅
に
病
て
」
の
翌
日
に
改
訂
さ

れ
た
「
清
滝
や
」
の
句
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
拙
稿
「
令
和
三
年
度
解
釈
学
会
全
国
大
会
（
第
五
十
三
回
）
研
究
発
表
報
告
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込こ

む

青
松
葉
」
考
│

支
考
と
去
来
の
証
言
を
検
証
す
る
│
」（『
解
釈
』
第
六
十
七
巻
第
九
・
十
号
（
通
巻
七
二
二
集
）
二
〇
二
一
年
十
月
、
以
下
、「
前
稿
Ⅲ
」）
に
論
じ
た
。

（
2
）
田
中
善
信
『
全
釈
芭
蕉
書
簡
集
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。
以
下
、
芭
蕉
書
簡
は
同
書
に
拠
る
。

（
3
）
芭
蕉
の
発
句
は
、
主
に
堀
切
実
・
田
中
善
信
・
佐
藤
勝
明
編
『
諸
注
評
釈 

新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。
以
下
、
同
様
。
ま
た
、
発
句
に
お

け
る
補
記
や
注
記
、
収
録
さ
れ
た
代
表
的
な
句
集
な
ど
の
出
典
は
、
適
宜
（　

）
に
入
れ
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

（
4
）
各
務
支
考
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』
は
赤
羽
学
校
注
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
（
岡
山
大
学
国
文
学
資
料
叢
書
八
）』（
福
武
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
よ
る
。『
笈
日
記
』
は

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
刊
。
引
用
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
初
版
本
（
雲
英
末
雄
氏
旧
蔵
本
、
請
求
記
号
：
文
庫31_a 0114

）
に
従
う
。

（
5
）
書
簡
等
に
よ
れ
ば
当
初
芭
蕉
は
、
自
分
が
仲
裁
す
れ
ば
両
者
の
仲
違
い
も
す
ぐ
に
解
消
す
る
だ
ろ
う
と
甘
く
考
え
て
い
た
節
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。

こ
の
後
も
同
様
の
句
会
は
再
三
開
催
さ
れ
る
が
、
結
局
両
者
の
融
和
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
次
第
に
病
勢
が
募
っ
て
行
く
時
期
、
芭
蕉
の
心
労
・
心
痛
は
察
し
て
余
り
あ
る
。

（
6
）
服
部
土
芳
『
三
冊
子
』
は
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
成
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
刊
。
引
用
は
、
中
村
俊
定
・
山
下
登
喜
子
校
註
『
三
冊
子
』（
笠
間
書
院
、
一
九
六
九
年
）

に
従
う
。

（
7
）
た
だ
し
、
支
考
は
す
べ
て
を
書
き
留
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
記
録
す
る
内
容
を
選
別
す
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
注
（
4
）
の
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈
日
記
』

一
九
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の
他
、
去
来
の
『
旅
寝
論
』『
去
来
抄
』
な
ど
を
参
照
。

（
8
）「
之
道
洒
堂
両
門
の
連
衆
打
込
之
会
相
勤
候
」
の
あ
と
は
、「
是
よ
り
外
に
拙
者
働
と
て
も
御
座
無
く
候
」（
こ
の
こ
と
以
外
に
、
私
の
（
大
坂
で
の
）
は
た
ら
き
は
何
も
な

い
の
で
す
）
と
続
く
。
同
日
の
曲
翠
宛
書
簡
に
も
、
芭
蕉
は
「
洒
堂
一
家
衆
、
其
元
御
衆
、
達
て
御
す
ゝ
め
候
に
付
、
わ
り
な
く
杖
を
曳
候
」（
洒
堂
一
派
の
連
中
や
、
そ
ち

ら
（
近
江
）
の
門
人
衆
が
、
ぜ
ひ
と
も
と
勧
め
ら
れ
た
た
め
、
仕
方
な
く
杖
を
つ
い
て
や
っ
て
来
ま
し
た
）
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
旅
寝
の
体
、
無
益

の
歩
行
、
悔
や
み
申
す
ば
か
り
に
御
座
候
」
と
記
す
な
ど
の
こ
と
よ
り
、
芭
蕉
に
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
た
大
坂
連
衆
の
評
判
は
悪
く
、
と
り
わ
け
洒
堂
の
評
判
は
散
々
で
あ
る
。

洒
堂
は
元
禄
二
年
に
入
門
し
て
以
来
、
芭
蕉
と
の
間
に
頻
繁
な
書
簡
の
往
復
も
あ
り
（
元
禄
三
年
六
月
二
十
六
日
、
同
四
年
二
月
二
十
二
日
、
同
五
年
二
月
十
八
日
、
同
六
年

六
月
二
十
日
と
、
四
通
の
書
簡
が
知
ら
れ
て
い
る
）、
同
五
年
九
月
か
ら
翌
年
一
月
ま
で
深
川
の
芭
蕉
庵
に
住
み
着
く
な
ど
濃
密
な
付
き
合
い
が
あ
っ
た
が
、
芭
蕉
逝
去
の
際

に
は
全
く
そ
の
姿
を
見
せ
な
い
。
最
晩
年
の
芭
蕉
を
悩
ま
せ
た
之
道
と
の
角
逐
は
、
元
禄
六
年
に
洒
堂
が
大
坂
へ
と
移
住
し
て
独
立
し
た
（
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
す

で
に
確
立
し
て
い
た
大
坂
の
蕉
門
を
か
き
回
し
た
）
こ
と
に
始
ま
る
の
で
あ
り
、
病
が
進
行
す
る
中
で
の
芭
蕉
の
骨
折
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
派
の
再
三
に
わ
た
る
会
合
が
物

別
れ
に
終
わ
っ
た
こ
と
も
、
洒
堂
の
人
格
が
大
き
く
関
与
し
た
と
思
わ
れ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
入
門
が
二
十
三
歳
、
芭
蕉
逝
去
の
際
に
二
十
七
歳
の
若
者
が
、
ど
れ
ほ
ど
世

間
体
を
理
解
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
洒
堂
は
芭
蕉
の
葬
儀
に
参
列
せ
ず
、
追
悼
句
も
詠
ま
な
か
っ
た
と
あ
し
ざ
ま
に
記
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
芭
蕉
逝
去
の
お
そ
ら
く
数
日

ほ
ど
前
に
大
坂
を
発
っ
て
旅
に
出
て
い
た
た
め
に
芭
蕉
の
逝
去
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
追
悼
句
を
詠
ん
だ
と
し
て
も
ど
こ
に
も
載
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
芭
蕉
の
病
状
を
知
り
つ
つ
旅
に
出
て
し
ま
っ
た
軽
率
さ
や
、
事
後
の
埋
め
合
わ
せ
も
し
な
か
っ
た
無
責
任
さ
は
責
め
ら
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
一
方
の

之
道
が
芭
蕉
の
末
期
ま
で
親
身
に
介
護
を
続
け
、
没
後
に
も
追
悼
句
を
詠
む
な
ど
哀
悼
の
意
を
示
し
た
こ
と
で
洒
堂
の
不
在
が
よ
け
い
に
際
立
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
洒
堂
の
言

い
分
を
欠
い
た
ま
ま
の
品
評
は
、
私
に
は
一
方
的
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
な
お
、
同
書
簡
に
も
「
当マ

マ

着
の
明
る
日
よ
り
さ
む
き
熟
（
さ
む
さ
熱
）
晩
〳
〵
に
お
そ
ひ
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
芭
蕉
は
二
十
三
日
付
の
兄
・
半
左
衛
門
宛
書
簡
に
も
「
長
逗
留
は
無
益
」
と
記
し
、
二
、三
日
中
に
大
坂
を
離
れ
る
意
向
を
伝
え
て
い
る
。

（
9
）
野
田
別
天
楼
開
題
・
安
井
小
洒
校
訂
『
市
の
庵
（
蕉
門
珍
書
百
種　

第
四
編
）』（
蕉
門
珍
書
百
種
刊
行
会
、
一
九
二
四
年
。
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
一
年
の
復
刻
版
）
に
拠
る
。

た
だ
し
、
そ
の
典
拠
・
根
拠
は
明
確
で
は
な
く
、
支
考
や
去
来
は
芭
蕉
の
臨
終
に
駆
け
付
け
た
す
べ
て
の
門
人
・
知
己
を
記
録
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
仲
裁
の
句

会
が
こ
の
三
回
で
あ
っ
た
こ
と
は
未
だ
確
定
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
頃
の
芭
蕉
の
動
向
に
照
ら
し
て
（
前
稿
Ⅱ
）、
お
そ
ら
く
そ
う
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
）
上
記
三
句
の
解
釈
は
専
ら
仲
裁
に
寄
せ
て
芭
蕉
の
胸
中
を
推
し
測
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
の
書
簡
中
に
両
者
の
関
係
の
不
調
を
芭
蕉
が
記
し
始
め
る
の
は
元
禄
七
年
六
月

頃
か
ら
で
あ
る
が
、
前
年
夏
に
洒
堂
が
大
坂
に
進
出
し
て
以
後
、
そ
の
兆
候
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
泥で

い
そ
く足
編
『
其そ
の
た
よ
り便』（
元
禄
七
年
刊
）、
園
女
編
『
菊
の
塵
』（
宝

永
三
年
成
）
な
ど
に
見
え
る
九
月
二
十
六
、二
十
七
、二
十
八
日
の
句
会
に
洒
堂
と
之
道
が
同
席
し
て
い
る
形
跡
が
あ
る
が
、
前
日
（
二
十
五
日
）
の
曲
翠
（
曲
水
）
宛
書
簡
や

二
〇
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支
考
の
記
録
（『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈
日
記
』）
な
ど
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
ら
は
仲
裁
を
目
的
と
し
た
句
会
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

（
11
）
元
禄
七
年
九
月
二
十
五
日
付
正
秀
宛
芭
蕉
書
簡
。
た
だ
し
、
問
題
は
こ
れ
が
来
坂
後
十
七
日
目
の
書
簡
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
泊
数
が
同
じ
な
ら
ば
、
芭
蕉
は

九
月
十
七
日
に
は
洒
堂
宅
か
ら
之
道
宅
へ
と
移
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
同
書
簡
に
は
、「
洒
堂
が
、
予
が
枕
元
に
て
鼾い

び
きを

か
き
候
を
」
と
し
て
芭
蕉
が
詠
ん
だ
「
床

に
来
て
鼾
に
入
る
や
き
り
〴
〵
す
」
の
句
が
記
さ
れ
る
。
の
ち
に
「
猪
の
床
に
も
入
る
や
き
り
〴
〵
す
」（『
三
冊
子
』）
と
さ
れ
る
が
、
大
坂
到
着
後
の
芭
蕉
に
甘
え
て
い
た

洒
堂
の
姿
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
甘
え
た
ま
ま
譲
歩
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
医
師
の
洒
堂
が
病
床
の
芭
蕉
の
も
と
を
去
る
と
い

う
の
は
皮
肉
な
め
ぐ
り
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
。
一
方
の
之
道
も
薬
種
商
で
あ
り
、
芭
蕉
が
逝
去
の
七
日
前
に
病
床
を
道
修
町
か
ら
南
御
堂
へ
移
し
た
理
由
は
、
之
道
の
職
業
を
考

慮
し
、
憚
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
前
稿
Ⅱ
）。

（
12
）
注
（
1
）
の
拙
稿
（
前
稿
Ⅱ
）
に
論
じ
た
。
結
局
芭
蕉
は
、
洒
堂
邸
に
到
着
し
て
か
ら
花
屋
で
亡
く
な
る
ま
で
三
十
二
泊
（
九
月
に
二
十
一
泊
、
十
月
に
十
一
泊
）
を
大
坂

で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
わ
ず
か
な
期
間
に
「
菊
の
香
や
な
ら
に
は
古
き
仏
達
」
か
ら
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
ま
で
十
六
首
（
改
案
や
別
案
を
含
め
れ
ば

約
二
十
首
）
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
こ
の
道
を
行
人
な
し
に
秋
の
暮
」
や
「
秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
な
ど
後
世
名
吟
と
さ
れ
る
発
句
が
少
な
く
な
い
。

（
13
）
芭
蕉
は
九
月
八
日
に
伊
賀
上
野
を
発
ち
、「
十
七
、八
里
」（
七
十
㎞
前
後
。
実
際
に
は
二
日
間
で
約
七
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
を
移
動
し
た
。
支
考
は
『
笈
日
記
』
で
「
難

波
津
の
旅
行
」
と
記
し
、『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』
に
よ
れ
ば
芭
蕉
自
身
も
「
旅
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
高
低
差
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
を
行
く
道
程
の
大
半

を
徒
歩
で
移
動
す
る
（
特
に
二
日
目
は
全
距
離
を
徒
歩
で
移
動
す
る
。
前
稿
Ⅰ
・
Ⅱ
参
照
）「
旅
」
で
あ
っ
た
。

（
14
）
九
月
九
日
に
高
い
と
こ
ろ
に
登
れ
ば
長
寿
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
当
時
の
俗
信
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
日
に
奈
良
を
発
ち
、
暗
峠
を
登
る
こ
と
を
選
ん
だ
ゆ
え
の
旅

程
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
前
稿
Ⅱ
）。

（
15
）
近
時
、
深
沢
眞
二
氏
に
よ
っ
て
芭
蕉
の
菊
の
句
へ
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
（「
菊
を
詠
む
│
芭
蕉
発
句
叢
考
」『
連
歌
俳
諧
研
究
』
一
二
七
号
、
二
〇
一
四
年
。『
旅
す
る

俳
諧
師
│
芭
蕉
叢
考
二
│
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
所
収
）、
本
拙
稿
は
、
特
に
年
次
や
作
品
を
定
め
ず
網
羅
的
に
芭
蕉
の
菊
の
句
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

園
女
亭
で
の
白
菊
の
句
は
当
初
「
し
ら
菊
」（『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』）
と
表
記
さ
れ
る
が
、
園
女
編
『
菊
の
塵
』
の
「
白
菊
」
を
採
る
。

（
16
）
注
（
3
）『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』「
白
菊
よ
〳
〵
恥
長
髪
よ
〳
〵
」
の
項
（
堀
切
実
氏
執
筆
）
参
照
。

（
17
）『
芭
蕉
句
集
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
51
）』（
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
）。

（
18
）「
白
菊
よ
〳
〵
」
は
、「
し
ら
ぎ
く
よ
、
し
ら
ぎ
く
よ
」
と
読
む
以
外
は
考
え
に
く
い
が
、「
恥
長
髪
よ
〳
〵
」
は
、「
は
じ
な
が
か
み
よ
、
な
が
か
み
よ
」
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ

と
も
「
は
じ
な
が
か
み
よ
、
は
じ
な
が
か
み
よ
」
と
読
ん
だ
の
か
。
前
者
で
あ
れ
ば
、「
七
・
五
」、
後
者
は
「
七
・
七
」
で
、
全
体
で
は
「
五
・
五
・
七
・
五
（
ま
た
は
十
・
七
・
五
）」
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か
「
五
・
五
・
七
・
七
（
ま
た
は
十
・
七
・
七
）」
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
初
句
（
ま
た
は
初
句
と
二
句
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
「
七
・
七
」
が
よ
い
だ
ろ
う
が
、

韻
律
的
に
は
「
七
・
五
」
の
ほ
う
が
す
っ
き
り
と
落
ち
着
く
。
も
う
ひ
と
つ
、「
し
ら
ぎ
く
よ
、
き
く
よ
、
は
じ
な
が
か
み
よ
、
な
が
か
み
よ
」
と
す
れ
ば
、「
八
・
七
・
五
」
と

な
り
、「
五
・
七
・
五
」
に
最
も
近
づ
く
。
な
お
、
芭
蕉
の
『
貝
お
ほ
ひ
』
に
見
え
る
「
小
六
つ
い
た
る
竹
の
杖
。
ふ
し
〴
〵
多
き
小
唄
に
す
が
り
」
の
後
代
へ
の
影
響
の
一
端

に
つ
い
て
、か
つ
て
論
じ
る
機
会
が
あ
っ
た（
拙
著『
万
象
亭
森
島
中
良
の
文
事
』所
収「
戯
号「
竹た

け
つ
え
の
す
が
る

杖
為
軽
」の
背
景
│
松
尾
芭
蕉
へ
の
親
炙
│
」、
翰
林
書
房
、
一
九
九
五
年
）。

（
19
）
芭
蕉
の
表
現
に
関
し
て
は
、
堀
切
実
『
表
現
と
し
て
の
俳
諧
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

（
20
）
謡
曲
『
雲
林
院
』
に
「
枝
を
手
（
た
）
折
り
給
へ
ば
、
お
こ
と
は
花
の
た
め
は
風
よ
り
も
辛
き
人
や
、
あ
ら
な
に
と
も
な
の
人
や
」
と
あ
る
な
ど
、「
あ
ら
な
に
と
も
な
や
」

は
、
先
の
「
な
り
に
け
り
、
な
り
に
け
り
」
と
同
様
に
謡
曲
由
来
の
掛
け
声
で
あ
る
。

（
21
）
芭
蕉
の
馬
の
句
を
、
か
つ
て
ま
と
め
て
考
察
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
拙
稿
「
競
馬
文
学
論
序
説
」（『
大
阪
商
業
大
学
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
産
業
研
究
所
』
第
14
号
、

二
〇
一
二
年
）。

（
22
）
注
（
3
）『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』
に
よ
る
（「
盃
の
」
は
田
中
亜
美
氏
、「
盃
や
」
は
塚
越
義
幸
氏
執
筆
）。

（
23
）「
花
に
や
ど
り
」
は
、
大
江
匡
房
「
百
年
の
花
に
宿
り
て
す
ぐ
し
て
き
こ
の
世
は
蝶
の
夢
に
ぞ
あ
り
け
る
」（『
詞
歌
集
』『
堀
川
百
首
』）
を
踏
ま
え
る
。『
荘
子
』
斉
物
論
篇

第
二
荘
周
夢
為
胡
蝶
、
い
わ
ゆ
る
「
胡
蝶
の
夢
」
は
実
に
多
く
の
和
歌
に
採
ら
れ
た
が
、
談
林
は
ま
さ
に
そ
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
。

（
24
）『
お
く
の
ほ
そ
道
』
黒
羽
の
条
に
「
ち
い
さ
き
者
」、「
我
が
宿
は
蚊
の
小
さ
き
を
馳
走
か
な
」（『
泊
船
集
』）
な
ど
元
禄
に
入
っ
て
用
い
ら
れ
る
詞
だ
が
、
こ
の
頃
か
ら
芭
蕉

は
「
小
さ
き
も
の
」
を
一
貫
し
て
凝
視
し
続
け
て
い
る
。

（
25
）
無
差
別
の
博
愛
精
神
を
と
な
え
る
墨
子
は
、
焼
石
の
上
で
蒸
し
焼
き
に
さ
れ
る
芹
を
見
て
ど
う
思
う
か
と
戯
れ
た
の
で
あ
る
。

（
26
）
赤
羽 

学
『
芭
蕉
俳
諧
の
精
神
拾
遺
』（
清
水
弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
）、
な
お
、
第
二
章
第
一
節
「
芭
蕉
の
発
句
観
賞
」
を
参
照
。

（
27
）
注
（
3
）『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』
参
照
（
服
部
温
子
氏
執
筆
）。

（
28
）
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
『
精
選
版　

日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
29
）
大
谷
篤
蔵
・
中
村
俊
定
『
芭
蕉
句
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
45
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
参
照
。

（
30
）
加
藤
楸
邨
『
芭
蕉
全
句
』
下
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
）。

（
31
）
注
（
3
）『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（
服
部
温
子
氏
執
筆
）
参
照
。
な
お
、「
田
一
枚
植
え
て
立
ち
去
る
柳
か
な
」
も
同
様
の
構
造
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
俳
諧
世
界
で
は
、
松
を

は
じ
め
と
す
る
樹
木
が
擬
人
化
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
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（
32
）
発
句
・
句
形
・
出
典
・
特
色
の
順
に
掲
げ
た
。
特
色
に
は
、
破
調
・
漢
文
調
、
繰
り
返
し
・
呼
び
か
け
な
ど
、
こ
の
期
の
芭
蕉
句
の
特
徴
と
い
え
る
も
の
を
記
し
た
。
な
お
、

「
白
菊
よ
」
の
句
が
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
33
）
川
口
久
雄
校
注
『
和
漢
朗
詠
集
・
梁
塵
秘
抄
（
日
本
古
典
文
学
大
系
73
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
参
照
。

（
34
）
別
名
「
白
頭
公
」。
薬
効
は
主
に
下
痢
止
め
で
あ
り
、
芭
蕉
は
実
際
に
服
用
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
早
く
八
世
紀
の
『
出
雲
風
土
記
』
に
「
白
頭
公
（
お
き
な
ぐ
さ
）」

の
記
載
が
あ
る
（
注
（
28
）『
精
選
版　

日
本
国
語
大
辞
典
』）。

（
35
）
た
だ
し
、
単
に
「
菊
」
と
見
え
る
句
の
中
に
も
、
白
菊
を
念
頭
に
置
い
た
句
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
後
掲
の
⑱
は
大
根
と
の
対
比
、
㉘
は
粉
糠
に
ま
ぎ
れ
る
な
ど
、
⑨
⑱
⑲
㉑

㉒
㉕
㉗
㉘
な
ど
に
そ
の
可
能
性
が
あ
る
。

（
36
）
時
代
・
地
域
に
よ
っ
て
差
異
は
あ
る
が
、
近
世
期
に
は
縁
者
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
烏
帽
子
親
に
つ
い
て
は
、
今
野
慶
信
「
鎌
倉
武
家
社
会
に
お
け
る
元

服
儀
礼
の
確
立
と
変
質
」（『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
四
号
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
参
照
。

（
37
）
掲
出
句
の
年
次
・
年
代
は
、
主
に
注
（
3
）『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』
を
参
照
し
、
適
宜
（
2
）『
全
釈
芭
蕉
書
簡
集
』
な
ど
で
補
っ
た
。
③
「
白
菊
よ
」
以
外
は
、
32
「
菊
に

出い
で

て
」
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
い
ず
れ
も
五
・
七
・
五
の
定
型
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
ち
な
み
に
阿
部
正
美
『
芭
蕉
発
句
全
講
』
は
、
32
を
「
き
く
に
で
て
」
と
五

音
に
読
ん
で
い
る
。

（
38
）
⑬
の
「
折
ふ
し
は
酢
に
な
る
き
く
の
さ
か
な
か
な
」
と
⑭
の
「
蝶
も
来
て
酢
を
吸
ふ
菊
の
酢
和
へ
か
な
」
は
同
一
句
の
別
案
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
句
形

が
異
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
二
句
に
か
ぞ
え
た
。
な
お
、
⑬
に
は
他
に
「
折
〳
〵
は
酢
に
な
る
き
く
の
さ
か
な
か
な
」（
真
蹟
自
画
賛
）
と
い
う
別
案
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
覧

か
ら
は
省
い
た
。
ま
た
、
貞
享
元
年
「
は
つ
雪
の
」
歌
仙
の
第
三
に
芭
蕉
の
「
野
菊
ま
で
た
づ
ぬ
る
蝶
の
羽
お
れ
て
」（『
冬
の
日
』）
が
あ
る
。

（
39
）
た
だ
し
、
㉙
と
㉚
は
同
句
の
別
案
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
（
前
稿
Ⅱ
）、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
菊
の
香
」
の
句
は
四
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
40
）
三
聖
人
を
儒
（
孔
子
）・
仏
（
釈
迦
ま
た
は
達
磨
）・
道
（
老
子
）
か
ら
儒
・
仏
・
神
な
ど
へ
と
変
換
し
つ
つ
、
特
に
会
話
体
戯
作
の
洒
落
本
が
聖
人
の
遊
郭
通
い
と
い
う
形

で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
た
。『
洒
落
本
大
成
』（
中
央
公
論
社
）
を
参
照
。
三
聖
吸
酸
（
三
聖
図
）
は
、
つ
と
に
雪
舟
の
画
で
知
ら
れ
る
が
、
日
光
東
照
宮
の
陽
明
門
に
彫
刻
と

し
て
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
特
に
こ
の
時
代
に
は
寒
山
拾
得
図
な
ど
と
並
ん
で
人
口
に
膾
炙
し
た
。
し
ば
し
ば
狩
野
派
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
北
斎
の
肉
筆
画
や
鳥
文
斎
栄

之
の
見
立
て
美
人
画
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
41
）
阿
部
喜
三
男
『
校
本
芭
蕉
全
集
（
発
句
編
（
上
））』（
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
。
復
刻
版
、
富
士
見
書
房
、
一
九
八
八
年
）。

（
42
）
阿
部
正
美
『
芭
蕉
発
句
全
講
（
1
）』（
明
治
書
院
、
一
九
九
四
年
）。
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（
43
）
芭
蕉
は
貞
享
五
年
に
初
め
て
園
女
と
会
っ
た
際
、
彼
女
を
梅
に
見
立
て
て
い
る
。
そ
の
伏
線
を
回
収
し
た
と
い
う
意
味
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
44
）
こ
の
頃
の
人
は
庚
申
待
ち
な
ど
の
行
事
で
よ
く
徹
夜
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
芭
蕉
は
句
会
な
ど
で
興
に
乗
っ
て
夜
を
明
か
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
（
そ
の
代
わ
り
昼

寝
を
し
て
い
る
）。
元
禄
七
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
二
日
に
か
け
て
の
車
庸
亭
で
の
夜
更
か
し
が
、
芭
蕉
最
後
の
夜
更
か
し
と
朝
寝
で
あ
っ
た
か
。

（
45
）
曾
良
の
『
随
行
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
は
元
禄
二
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
八
月
五
日
ま
で
加
賀
の
山
中
温
泉
に
逗
留
し
て
い
る
。

（
46
）『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
草
稿
本
の
成
立
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
六
月
か
ら
翌
年
四
月
末
ま
で
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
推

敲
を
加
え
た
決
定
稿
は
素
龍
の
清
書
を
経
て
元
禄
七
年
四
月
に
完
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
芭
蕉
自
筆
完
本
は
伝
存
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
正
確
な
成
立
時
期
は
未
詳
で
あ
る
。

（
47
）
素
堂
は
芭
蕉
二
十
九
歳
の
江
戸
出
府
直
後
か
ら
か
か
わ
り
の
深
か
っ
た
旧
知
の
人
で
あ
る
。
出
府
後
の
芭
蕉
最
初
の
俳
業
と
呼
べ
る
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の
『
江
戸
両

吟
集
』
は
素
堂
と
の
共
作
で
あ
っ
た
。
天
和
調
以
来
、
共
に
蕉
風
を
推
進
さ
せ
た
二
歳
年
長
の
素
堂
と
は
、
元
禄
期
ま
で
変
わ
ら
ぬ
交
流
を
続
け
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け

に
両
者
に
し
か
通
じ
ぬ
逸
話
が
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
元
禄
元
年
に
素
堂
亭
で
催
さ
れ
た
「
残
菊
の
宴
」
が
、
知
ら
れ
る
限
り
芭
蕉
の
加
わ
っ
た
最
初
の
菊
の

宴
で
あ
っ
た
。

（
48
）『
芭
蕉
全
句
』（
注
（
30
）
参
照
）
に
加
藤
楸
邨
が
記
す
よ
う
に
、
元
禄
六
年
の
作
と
さ
れ
る
「
し
ら
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
萩
の
う
ね
り
哉
」
と
の
か
か
わ
り
が
注
意
さ
れ
る
。
今
後
、

菊
と
の
縁
語
で
あ
る
「
露
」
な
ど
に
考
察
の
範
囲
を
広
げ
て
ゆ
く
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
49
）
第
53
回
解
釈
学
会
全
国
大
会
研
究
発
表
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
考 

│
支
考
と
去
来
の
証
言
を
検
証
す
る
│
」（
二
〇
二
一
年
八
月
二
二
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）。

『
解
釈
』
第
六
十
七
巻
第
九
・
十
号
（
七
二
二
集
）
に
「
令
和
三
年
度
解
釈
学
会
全
国
大
会
（
第
五
十
三
回
）
研
究
発
表
報
告
」
と
し
て
同
題
で
掲
載
（
前
稿
Ⅲ
）。

（
50
）
拙
稿
「
芭
蕉
最
晩
年
の
難な
に
は波
の
句
」（『
岡
大
国
文
論
稿
』
第
五
十
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
掲
載
予
定
）
に
今
後
の
課
題
を
述
べ
た
。

（
51
）
支
考
の
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』
な
ど
に
拠
れ
ば
、
芭
蕉
は
九
月
二
十
九
日
以
降
、
十
月
七
日
ま
で
の
八
日
間
、
一
切
の
句
を
詠
ん
で
い
な
い
。
確
か
に
こ
れ
は
病
勢
の
進

行
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
後
こ
の
期
間
を
含
め
て
芭
蕉
の
句
境
の
推
移
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
52
）
芥
川
龍
之
介
「
一
つ
の
作
が
出
来
上
る
ま
で
」（
大
正
九
年
三
月
稿
）
は
、『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
六
巻　

南
京
の
基
督
・
杜
子
春
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

小
宮
豊
隆
『
花
屋
日
記
（
岩
波
文
庫
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
六
年
）
参
照
。

二
四

－  　　－99

芭蕉の菊の句（石上）


