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芭
蕉
の
「
夢
」

│
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
追
考 

│

石
　
上
　
　
　
敏

一
、
は
じ
め
に 

─
「
夢
」
と
「
夢
心
」

本
稿
で
は
、「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
い
う
芭
蕉
の
発
句
に
お
け
る
「
夢
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
て
行
く）

1
（

。
支
考
に
よ
れ
ば
、
元
禄
七
年

十
月
八
日
の
深
更
に
芭
蕉
が
こ
の
句
を
示
し
た
際
に
は
別
案
が
あ
っ
た
（『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈
日
記
』）

2
（

）。「
な
を
か
け
廻
る
夢
心
」
が
そ
れ
で
あ
る
。「
い
ず
れ

を
か
（
ど
ち
ら
を
と
る
か
）」
と
問
う
た
芭
蕉
に
対
し
て
、
支
考
は
「
其
五
文
字
は
い
か
に
承
り
候そ
う
ら
は
ん半（

最
初
の
五
文
字
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
）」
と
問
お

う
と
思
っ
た
の
だ
が
、「
い
と
む
つ
か
し
き
御お
ん
こ
と事
（
と
て
も
面
倒
な
こ
と
）」
に
な
る
と
い
け
な
い
と
、
消
耗
し
た
芭
蕉
を
気
遣
っ
て
そ
の
質
問
を
控
え
、「
此
句
な
に
ゝ

か
お
と
り
候
半
（
こ
の
句
は
一
体
何
に
劣
る
と
い
う
の
で
す
か
）」
と
問
う
た
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
芭
蕉
か
ら
の
返
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

支
考
は
、「
其
五
文
字
（
初
五
）」
が
何
で
あ
っ
た
か
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
な
っ
て
残
念
だ
と
記
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
旅
に
病
て
」
で
は
な
か
っ
た
か
と

一
、
は
じ
め
に 
│
「
夢
」
と
「
夢
心
」

二
、「
は
か
な
き
夢
」
と
「
夏
の
月
」

三
、
芭
蕉
句
の
「
夢
」
と
「
心
」

四
、
邯
鄲
の
夢
・
胡
蝶
の
夢

五
、
お
わ
り
に 

│ 

旅
の
「
夢
」

一
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考
え
ら
れ
る）

3
（

。

旅
に
病
て
な
を
か
け
廻
る
夢
心

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
に
も
確
証
は
な
い
。
支
考
の
他
に
、
こ
の
別
案
に
つ
い
て
記
録
し
た
者
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
考
か
ら
の
聞
き
書
き
で
あ
る
と

断
わ
っ
て
い
る
其
角
の
『
枯か
れ
を
ば
な

尾
華
（
芭
蕉
翁
終
焉
記
）』
が
「
枯
野
を
廻
る
夢
心
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
や
は
り
支
考
か
ら
の
伝

聞
と
考
え
ら
れ
る
路
通
の
『
芭
蕉
翁
行
状
記
』
が
「
夢
は
枯
野
を
か
け
ま
は
る
」
と
い
う
表
記
で
記
す
の
を
除
い
て
、
す
な
わ
ち
支
考
に
発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
情
報

を
除
い
て
、「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
い
う
発
句
を
記
録
し
た
事
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い）

4
（

。

こ
の
句
は
、
上
記
の
『
枯
尾
華
』（
元
禄
七
年
刊
）
が
収
め
、
支
考
の
『
笈
日
記
』（
元
禄
八
年
奥
書
）
も
言
及
し
た
た
め
、
芭
蕉
が
最
後
に
詠
ん
だ
発
句
と
し
て
繰
り

返
し
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
句
及
び
別
案
を
示
さ
れ
た
と
い
う
支
考
の
言
及
が
な
け
れ
ば
（
上
方
吟
行
中
の
其
角
が
芭
蕉

逝
去
の
前
日
に
駆
け
付
け
て
支
考
に
尋
ね
ず
、
の
ち
に
支
考
が
路
通
に
語
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
）
記
録
に
残
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の
よ
う
な
発
句
な
の
で
あ
る）

5
（

。

最
晩
年
の
一
か
月
余
り
、
常
に
芭
蕉
の
近
く
に
い
て
直
接
こ
の
発
句
を
示
さ
れ
た
と
い
う
支
考
の
記
述
に
従
っ
て
、「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
い
う

発
句
の
別
案
に
「
な
を
か
け
廻
る
夢
心
」
が
あ
り
、
し
か
し
結
局
、
現
在
私
た
ち
が
知
る
形
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
発
句
の
「
夢
」
に
は
当
初
「
夢
心
」
と
い
う
別
案
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
時
点
ま
で
は
、「
夢
」
は
「
夢
心
」
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た

の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
句
形
も
「
夢
」
ま
た
は
「
夢
心
」
が
「
か
け
廻
る
」
と
い
う
動
作
の
主
体
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る）

6
（

。「
旅
に
病
て
」
の

主
体
（
省
略
さ
れ
た
主
語
）
が
「
私
」（
芭
蕉
）
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
作
意
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
「
枯
野
」
を
「
か
け
廻
る
」
の
は
「
夢
」
で
あ
っ

て
芭
蕉
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
芭
蕉
で
あ
る
と
同
時
に
「
夢
」
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「（
私
「
芭
蕉
」
は
）
旅
に
病
て
、
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
、
一
句

の
中
に
二
つ
の
主
体
（
主
語
）
を
も
つ
の
が
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
い
う
発
句
の
文
法
的
な
構
造
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
な
を
か
け
廻
る
夢
心
」
と
い
う
句
形
で
は
、「
夢
心
」
と
い
う
主
体
（
主
語
）
と
「（
な
を
）
か
け
廻
る
」
と
い
う
動
作
（
動
詞
）
の
一
組
が
提

二
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示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
初
五
（
初
句
）
が
「
旅
に
病
て
」
で
あ
っ
た
場
合
、「
夢
心
」
が
「
旅
に
病
て
」
と
「（
な
を
）
か
け
廻
る
」
と
い
う
二
つ
の
動
作
の
主
体

と
な
る
（
主
語
と
な
る
）
可
能
性
は
文
法
的
に
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
考
え
る
と
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
も
ま
た
実
は
同
様
の
構
造
で
あ
る

可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。「
夢
」
と
い
う
主
体
（
主
語
）
が
、「（
旅
に
）
病
て
」、「（
枯
野
を
）
か
け
廻
る
」
と
い
う
二
つ
の
述
語
の
主
体
（
主

語
）
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
、
こ
の
句
形
で
あ
っ
て
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
決
し
て
高
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
私
た
ち
の
常
識
は
感
じ
取
っ
て
い
る
。「
旅
に
病
」
ん
だ
（
病
ん
で
い
る
）
の
は
芭

蕉
で
あ
り
、「
夢
」
は
「
枯
野
を
か
け
廻
る
」
の
主
語
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
先
入
見
を
い
っ
た
ん
捨
て
て
、
成
心
な
く
こ

の
発
句
に
向
き
合
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
。「
夢
」
は
「
枯
野
を
か
け
廻
る
」
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
あ
る
い
は
「
旅
に
病
」
む
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
「
夢

心
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
「
夢
心
」
は
、
た
だ
「
か
け
廻
る
」
だ
け
で
は
な
く
「
な
を
」
か
け
廻
る
も
の
で
あ
る
と
芭
蕉
は
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

二
、「
は
か
な
き
夢
」
と
「
夏
の
月
」

掲
出
句
と
同
じ
よ
う
に
主
体
が
明
確
で
は
な
い
「
夢
」
を
、
芭
蕉
は
他
に
も
詠
ん
で
い
る
。

蛸た
こ
つ
ぼ壺

や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月

貞
享
五
年
（
元
禄
元
年
、
一
六
八
八
）
四
月
、
芭
蕉
は
『
笈
の
小
文
』
の
旅
で
明
石
・
須
磨
を
訪
れ
た
。「
蛸
壺
や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
は
、
そ
の
折
に
明
石

で
詠
ま
れ
た
発
句
で
あ
る
。「
蛸
壺
や
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、「
は
か
な
き
夢
」
を
見
て
い
る
の
は
蛸
壺
に
入
っ
て
捕
わ
れ
、
い
ず
れ
人
間
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
蛸
な
の

だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
そ
の
一
方
に
、
須
磨
・
明
石
を
お
と
ず
れ
た
芭
蕉
こ
そ
が
「
は
か
な
き
夢
」
を
見
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る）

7
（

。
そ
の
場
合
の
「
夢
」

と
は
、
実
際
に
眠
っ
て
か
ら
見
る
も
の
で
あ
る
と
も
、
海
辺
の
風
景
を
眺
め
な
が
ら
感
ず
る
「
夢
心
地
」
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
発
句
の
背
景
を

成
し
て
い
る
典
拠
に
基
づ
き
、
こ
れ
は
光
源
氏
が
見
た
夢
で
あ
る
と
も
、
在
原
行
平
や
平
家
一
門
の
夢
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
う
え
で
、『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
光
源
氏
や
、
滅
亡
に
向
け
て
敗
走
す
る
平
家
一
門
の
「
は
か
な
き
夢
」
に
同
化
し
た
芭
蕉
の
夢
と
い
う
複
合
的

三
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な
「
夢
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
、
蛸
の
哀
れ
さ
に
感
情
移
入
し
た
芭
蕉
の
「
夢
」
と
い
う
別
の
複
合
す
ら
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
蛸
壺
に
入
っ
た
蛸
の
姿
が
、

ひ
と
り
須
磨
で
逼
塞
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
光
源
氏
の
姿
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
蛸
と
源
氏
と
芭
蕉
と
い
う
三
重
の
主
体

構
造
す
ら
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
は
、
先
に
掲
げ
た
五
ま
た
は
六
案
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
複
数
の
可
能
性
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
発
句
に
は
（
あ
た
か
も
蛸
の
足
の
よ
う
に
）
多
く
の
解
が
あ
り
得
て
、
じ
つ
に
捉
え
に
く
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う）

8
（

。

『
笈
の
小
文
』
で
は
、「
蛸
壺
や
」
の
あ
と
に
次
の
よ
う
な
情
景
描
写
が
続
き
、
芭
蕉
は
月
の
発
句
を
詠
ん
で
い
る）

9
（

。

卯
月
の
中な
か
ご
ろ比
、
須
磨
の
浦
一
見
す
。
う
し
ろ
の
山
は
青
ば
に
う
る
は
し
く
、
月
は
い
ま
だ
に
お
ぼ
ろ
に
て
、
は
る
の
名
残
も
あ
は
れ
な
が
ら
、
た
だ
此こ
の

浦
の
ま

こ
と
は
秋
を
む
ね
と
す
る
に
や
、
心
に
も
の
ゝ
た
ら
ぬ
け
し
き
に
あ
れ
ば

夏
は
あ
れ
ど
留
守
の
や
う
也
須
磨
の
月

「
蛸
壺
や
」
の
句
と
隣
り
合
う
場
所
で
、
ほ
ぼ
同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
右
の
発
句
か
ら
、「
蛸
壺
や
」
の
句
は
、
空か
ら

の
蛸
壺
（
蛸
の
不
在
）
に
不
在
の
月
を
懸
け
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
蛸
壺
や
は
か
な
き
」
ま
で
で
句
意
は
一
旦
途
切
れ
て
「
は
か
な
い
（
空
の
）
蛸
壺
」
を
示
し
、
同
時
に
「
は
か
な
き
」
は
「
夢
」
に

も
掛
か
っ
て
、「
は
か
な
き
夢
」
が
「
月
」
に
よ
っ
て
具
象
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
は
な
お
、「
は
か
な
き
夢
」
を
見
て
い
る
の
は
「
夏
の
月
」
や
「
蛸
壺
」

で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
可
能
な
の
で
あ
る
。『
猿
蓑
』（
元
禄
四
年
刊
）
に
「
明
石
夜
泊
」
と
し
て
載
る
周
知
の
発
句
「
蛸
壺
や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
従
来
の
五
〜
六
案
に
加
え
て
合
計
十
案
以
上
の
解
釈
が
可
能
な
、
実
に
解
釈
の
難
し
い
発
句
で
あ
る
。
あ
る
い
は
芭
蕉
は
、
そ
の
よ
う
な
つ
か
み
ど
こ
ろ

の
な
さ
自
体
を
、
こ
の
一
句
に
込
め
て
詠
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
こ
で
次
に
「
夏
の
月
」
に
注
目
す
れ
ば
、
す
で
に
芭
蕉
に
は
、
以
下
の
一
句
が
あ
っ
た
。

夏
の
月
ご
ゆ
よ
り
出い
で

て
赤
坂
や

延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の
夏
か
ら
秋
、
江
戸
出
府
以
来
二
度
目
の
帰
郷
（
六
月
下
旬
か
ら
七
月
二
日
ま
で
の
短
い
滞
在
）
か
ら
の
帰
路
、
芭
蕉
は
養
子
の
桃
印
を

連
れ
て
江
戸
に
戻
る
。
前
年
（
延
宝
三
年
）
の
宗
因
歓
迎
百
韻
に
「
桃
青
」
を
名
乗
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
あ
る
か
ら
、
十
年
ほ
ど
前
に
養
子
に
し
た
甥
を
門
人
格
に
仕

四
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立
て
て
「
桃
印
」
を
名
乗
ら
せ
た
も
の
だ
ろ
う
。
二
年
後
の
延
宝
六
年
に
芭
蕉
は
『
桃
青
三
百
韻
附
両
吟
二
百
韻
』
を
上
梓
し
、
翌
年
に
は
続
け
て
『
桃
青
門
弟
独
吟

二
十
歌
仙
』
を
出
版
す
る
。
そ
の
「
門
弟
」
二
十
一
名
の
中
に
桃
印
は
含
ま
れ
な
い
が
、
吟
桃
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
、
桃
隣
も
こ
の
頃
の
名
づ
け
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
俳
諧
宗
匠
と
な
っ
た
桃
青
は
、
門
人
た
ち
に
強
い
て
「
桃
」
の
字
を
名
乗
ら
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
杉さ
ん
ぷ
う風

・
杉
化
、
仙
松
・
岡
松
と
「
杉
」「
松
」

の
文
字
を
持
つ
者
が
二
名
ず
つ
、
そ
し
て
嵐
蘭
・
嵐
亭
（
嵐
雪
）・
嵐
窓
・
嵐
竹
と
「
嵐
」
を
名
乗
る
者
が
四
名
と
際
立
っ
て
い
る
。
延
宝
九
年
（
九
月
に
改
元
し
て

天
和
元
年
）
に
門
人
李
下
か
ら
芭
蕉
の
株
を
贈
ら
れ
て
「
芭
蕉
庵
桃
青
」、
翌
年
か
ら
「
芭
蕉
」
と
名
乗
っ
た
桃
青
は
、
そ
れ
以
後
再
び
俳
名
と
し
て
桃
青
を
名
乗
る

こ
と
は
な
か
っ
た）

10
（

。
李
下
と
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国
の
故
事
「
李
下
に
冠
を
正
さ
ず
」（
陸
機
『
君
子
行
』）
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
が
、「
桃
」
に
遠
慮
し
て
「
李
（
す
も
も
）」

を
名
乗
っ
た
俳
名
で
も
あ
ろ
う
。
先
に
「
嵐
」
の
文
字
に
触
れ
た
が
、
嵐
は
芭
蕉
（
植
物
）
の
最
大
の
敵
で
あ
り
、
同
時
に
風
流
の
契
機
で
も
あ
っ
た
。
芭
蕉
の
株
を

贈
ら
れ
た
の
は
延
宝
九
年
で
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
芭
蕉
が
「
嵐
」
に
何
ら
か
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る）

11
（

。

寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
春
、
二
十
九
歳
で
江
戸
に
下
っ
た
芭
蕉
は
、
三
年
後
の
延
宝
二
年
春
に
最
初
の
帰
郷
を
す
る）

12
（

。
下
向
の
年
に
『
俳
諧
時
勢
粧
』
や
『
山

下
水
』
に
入
集
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翌
年
（
延
宝
元
年
）
は
句
集
へ
の
入
集
が
見
ら
れ
な
い
。
将
来
を
案
じ
て
の
帰
郷
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

間
も
な
く
京
都
で
季
吟
か
ら
俳
論
書
『
埋う
も
れ
ぎ木
』
の
伝
授
を
受
け
て
い
る
。

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
に
は
、
先
述
の
通
り
宗
因
歓
迎
の
百
韻
に
加
わ
り
、
杉
風
・
嵐
蘭
・
螺ら
し
や舎
（
其
角
）
と
い
っ
た
、
の
ち
に
蕉
門
の
屋
台
骨
を
支
え
る
主
要

な
門
人
た
ち
が
入
門
し
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
次
第
に
句
集
へ
の
入
集
も
増
え
、
翌
四
年
の
春
に
は
、
最
初
の
門
人
に
し
て
終
生
の
相
談
役
で
あ
っ
た
素
堂
と
の
『
江

戸
両
吟
集
』
を
公
刊
し
て
い
る
。
江
戸
出
府
以
降
の
延
宝
三
年
頃
に
最
初
の
出
版
物
で
あ
る
『
貝
お
ほ
ひ
』
を
中
野
半
兵
衛
方
か
ら
出
版
し
て
以
来
、
芭
蕉
に
と
っ
て

は
二
作
目
の
出
版
で
あ
っ
た
。「
江
戸
両
吟
集
」
と
は
、
い
か
に
も
大
き
く
出
た
も
の
だ
が
、
芭
蕉
に
も
そ
れ
な
り
の
勝
算
と
将
来
へ
の
展
望
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

延
宝
四
年
の
二
度
目
の
帰
郷
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
『
江
戸
両
吟
集
』
を
携
え
て
の
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
、
実
家
に
預
け
て
い
た
桃
印
を
迎
え
に
行
く
と
い
う
の
が
最
大

の
目
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
複
数
の
門
人
が
入
門
し
つ
つ
あ
り
、
身
の
回
り
の
世
話
を
焼
く
者
は
江
戸
で
雇
う
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
が
、
養
子
に
し
た
桃

印
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
水
道
普
請
に
四
年
間
携
わ
る
こ
と
か
ら
も
、
俳
諧
宗
匠
だ
け
の
収
入
で
や
っ
て
い
く
の
は
難
し
か
っ
た
時
期
で

あ
る
が
、
パ
ト
ロ
ン
と
呼
ぶ
べ
き
後
援
者
も
揃
い
つ
つ
あ
っ
た
。

桃
印
は
、
元
禄
六
年（
一
六
九
三
）に
三
十
三
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
十
七
年
間
芭
蕉
と
生
活
を
共
に
す
る
。
芭
蕉
の
書
簡
に
よ
れ
ば）

13
（

、
遡
る
こ
と
十
年
、
桃
印
が「
五
、

六
歳
」
の
頃
に
引
き
取
っ
て
養
子
に
し
て
い
る
。
実
家
に
預
け
て
い
た
桃
印
を
、
田
中
善
信
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
多
少
は
生
活
が
安
定
し
て
迎
え
に
行
っ
た
の

だ
ろ
う
。「
夏
の
月
ご
ゆ
よ
り
出
て
赤
坂
や
」
は
、
そ
の
折
に
詠
ま
れ
た
発
句
で
あ
っ
た
。
御ご

ゆ油
（
東
）
を
出
て
赤
坂
（
西
）
に
向
か
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
実

五
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際
の
月
の
運
行
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉
も
こ
の
月
と
同
じ
よ
う
に
江
戸
（
東
）
か
ら
伊
賀
上
野
（
西
）
に
向
か
っ
て
い
た
。
東
海
道
の
宿
場
の
中
で
、
最
も

距
離
の
短
い
宿
場
同
士
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
御
油
と
赤
坂
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た）

14
（

。
そ
の
際
、
短
い
宿
場
間

で
あ
る
こ
と
と
、
短
い
夜
に
浮
か
ぶ
夏
の
月
と
を
重
ね
て
論
じ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
宿
場
を
出
発
し
た
と
思
う
と
、
す
ぐ
次
の
宿
場
に
着
い
て
し
ま
う
御
油
・
赤
坂

間
の
距
離
（
十
六
町
、
わ
ず
か
に
一
・
七
㎞
）
と
、
出
た
か
と
思
う
と
す
ぐ
夜
が
明
け
て
し
ま
う
夏
の
月
と
を
連
想
的
に
結
び
つ
け
た
意
外
性
が
こ
の
発
句
の
生
命
で

あ
り
、
芭
蕉
な
ら
で
は
の
着
想
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
東
海
道
の
総
距
離
（
日
本
橋
か
ら
五
条
大
橋
ま
で
）
五
一
四
㎞
中
、
宿
場
間
の
平
均
距
離
は
約
一
〇
㎞
あ
っ
た
。

宮
か
ら
桑
名
ま
で
の
「
海
上
七
里
」
は
例
外
と
し
て
、
小
田
原
・
箱
根
間
が
最
長
の
四
里
八
町
（
一
六
・
六
㎞
）
あ
り
、
御
油
・
赤
坂
間
の
約
十
倍
で
あ
っ
た
。「
蛸
壺

や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
に
対
し
て
、
夢
を
見
る
主
体
の
候
補
と
し
て
先
に
夏
の
月
を
挙
げ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
旅
す
る
夏
の
月
が
芭
蕉
に
よ
っ
て
詠
ま
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

明
石
で
詠
ん
だ
「
蛸
壺
や
」
に
も
、
須
磨
で
の
「
夏
は
あ
れ
ど
」
に
も
、
月
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
が
須
磨
・
明
石
と
称
さ
れ
る
歌
枕
で
あ
る
以
上
、「
月
」
が

詠
ま
れ
る
の
は
『
源
氏
物
語
』
以
来
の
約
束
事
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
蛸
壺
や
」
と
い
う
発
句
を
考
え
る
上
で
は
、「
月
」
に
、
そ
れ
も
「
夏
の
月
」

に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
発
句
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
は
か
な
き
夢
」
を
見
る
主
体
に
多
く
の
候
補
が
考
え
ら
れ
、「
は
か
な
き
夢
」
を
見
る
の
が
「
夏

の
月
」
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。「
蛸
壺
や
」
の
「
や
」
と
い
う
詠
嘆
、
ま
た
は
蛸
に
対
す
る
（
蛸
壺
に
対
す
る
）
呼
び
か
け
が
あ
っ
て
、「
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月

（
が
見
る
・
見
て
い
る
）」
と
い
う
解
釈
を
排
除
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

成
心
な
く
読
め
ば
と
い
う
前
提
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
句
、
特
に
発
句
は
私
た
ち
の
思
い
も
よ
ら
な
い
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
も
呼
び
得

る
よ
う
な
、
そ
の
世
界
で
は
人
と
動
物
の
み
な
ら
ず
、
人
と
植
物
さ
ら
に
は
人
と
物
す
ら
が
会
話
を
交
わ
し
、
互
い
に
姿
を
入
れ
替
え
る）

15
（

。
蛸
が
夢
を
見
る
こ
と
は
、

一
般
的
に
擬
人
化
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
表
現
技
法
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
芭
蕉
の
世
界
で
は
実
際
に
蛸
は
夢
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
芭
蕉
の
時
代
に
お
い
て
も
荒

唐
無
稽
と
呼
ば
れ
、
虚
誕
や
迷
妄
と
紙
一
重
と
さ
れ
る
世
界
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
創
造
の
秘
鍵
に
迫
る
可
能
性
を
、
芭
蕉
の
後
進
の
幾
人
か
は
受
け
取
っ
て
、

自
ら
の
世
界
を
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
。
中
で
も
芭
蕉
を
心
か
ら
敬
愛
し
た
蕪
村
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
生
み
出
す
才
能
に
長
け
て
い
た）

16
（

。
し
か
し
多
く
の
者
に
と
っ

て
は
到
底
不
可
能
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
次
第
に
敬
遠
さ
れ
、
つ
い
に
は
忌
避
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
「
夢
」
は
「
夏
の
月
」
と
結
び
つ
く
。
ま
さ
に
後
世
「
真
夏
の
夜
の
夢
」
と
呼
ば
れ
る
夢
幻
的
な
文
学
世
界
へ
の
接
近
が
、
十
七
世
紀
日
本

に
現
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
芭
蕉
に
お
け
る
「
夏
の
月
」
に
つ
い
て
理
解
し
た
い
と
考
え
、「
夏
の
月
ご
ゆ
よ
り
出
て
赤
坂
や
」
を
検
討
し
た
。
自
ら

旅
を
す
る
月
で
あ
る
。
初
句
に
「
夏
の
月
」
を
置
く
芭
蕉
句
は
、
こ
の
一
句
の
み
で
あ
る）

17
（

が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
結
句
が
「
夏
の
月
」
で
あ
る
発
句
は
、
以
下
の
二
句

六
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が
知
ら
れ
て
い
る
。

清
滝
や
浪
に
塵
な
き
夏
の
月

こ
れ
に
は
、
初
句
を
「
大
井
川
」
と
す
る
別
案
（
支
考
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』『
笈
日
記
』）
も
存
在
す
る
が
、
芭
蕉
自
身
が
「
大
井
川
」
と
詠
ん
だ
の
か
否
か
は

別
に
考
察
し
た
の
で）

18
（

、
本
稿
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
元
禄
七
年
夏
に
京
都
の
落
柿
舎
に
滞
在
し
、
嵯
峨
の
清
滝
川
（
大お
お
い堰
川
）
に
舟
遊
び
に
出
た
際
の
発
句
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
結
句
の
「
夏
の
月
」
が
、「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
い
う
発
句
を
芭
蕉
が
詠
ん
だ
お
そ
ら
く
翌
日
（
元
禄
七
年
十
月
九
日
）
に
「
清
滝
や

波
に
ち
り
込こ
む

青
松
葉
」
へ
と
改
訂
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い）

19
（

。

こ
の
よ
う
に
、「
夢
」
や
「
夏
の
月
」
が
芭
蕉
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
最
晩
年
の
芭
蕉
の
句
境
を
い
さ
さ
か
で
も
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
没
後
に
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
す
た
め
に
詠
ま
れ
る
句
を
辞
世
句
と
呼
ぶ
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
芭
蕉
の
場
合
、「
旅

に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
で
あ
る
以
上
に
「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

20
（

。
前
稿
は
、
そ
の
こ
と
を
述
べ
る
た
め
の
前
提
を
整
理

す
る
目
的
で
書
か
れ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
結
論
の
み
述
べ
れ
ば
、
芭
蕉
は
「
夏
の
月
」
を
「
青
松
葉
」
に
、
そ
れ
も
「
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
に
改
訂
す
る
こ
と
で
、

こ
の
発
句
に
後
世
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
青
松
葉
」
で
は
な
く
「
夏
の
月
」
の
側
に
あ
る
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」

は
、
こ
の
観
点
か
ら
も
辞
世
句
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、「
夏
の
月
」
を
含
む
芭
蕉
の
発
句
は
、
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。

手
を
う
て
ば
木こ
だ
ま魂
に
明あ
く

る
夏
の
月

こ
れ
も
芭
蕉
の
落
柿
舎
滞
在
中
の
詠
句
で
あ
る
。『
類
舩
集
』
な
ど
の
付
合
語
辞
典
に
も
載
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
嵯
峨
と
月
と
の
縁
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
が
、
こ
ち

ら
は
先
の
発
句
の
三
年
前
に
当
た
る
元
禄
四
年
夏
の
発
句
で
あ
る
。『
嵯
峨
日
記
』（
野
村
本
）
に
は
、
同
句
の
別
案
と
し
て
「
夏
の
夜
や
木
魂
に
明あ
く

る
下
駄
の
音
」
が

載
り
、
こ
ち
ら
が
初
案
で
あ
る
と
考
証
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
芭
蕉
は
、
当
初
の
「
下
駄
の
音
」
を
の
ち
に
「
手
を
打
」
っ
た
音
に
変
更
し
て
い
る
。「
木

魂
に
明
く
る
（
明
け
る
）」
と
い
う
の
は
、
八
月
二
十
三
日
の
「
月
待
ち）

22
（

」
の
夜
の
明
け
方
（
二
十
四
日
早
朝
）
の
こ
と
で
、
明
け
方
の
月
に
向
か
っ
て
柏
手
を
打
つ

七
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姿
を
詠
ん
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る）

23
（

。
山
近
く
植
物
の
気
配
に
囲
繞
さ
れ
た
嵯
峨
で
、
こ
の
時
の
芭
蕉
が
樹
木
の
生
命
（
魂
）
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
「
木
魂
」
と
い
う

表
記
に
籠
め
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
以
下
の
発
句
に
思
い
至
る
。

け
し
炭
に
薪ま
き

わ
る
音
か
を
の
ゝ
お
く

こ
れ
は
「
小
野
」
に
「
斧
」
を
掛
け
た
だ
け
の
発
句
で
は
な
く
、
消
し
炭
（
燃
え
尽
き
て
灰
に
な
っ
た
炭
）
を
見
て
、
そ
れ
が
樹
木
で
あ
っ
た
頃
の
故
郷
（
洛
北
小

野
の
奥
山
）
を
想
像
し
た
発
句
で
あ
ろ
う）

24
（

。
そ
の
よ
う
な
発
句
を
詠
む
芭
蕉
で
あ
る
か
ら
、
初
案
の
「
下
駄
の
音
」
を
、
下
駄
が
樹
木
で
あ
っ
た
頃
の
「
木
魂
」
の
音

と
重
ね
て
聴
く
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
木
魂
」
は
ま
た
木
霊
で
あ
り
、
樹
霊
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
柏
手
を
打
つ
音
に
呼
応
し
て
反
響
す
る
「
谺こ
だ
ま（

木
霊
）」
を
、

お
そ
ら
く
芭
蕉
は
、
最
初
は
下
駄
の
音
に
聴
い
た
の
で
あ
る
。
樹
木
が
発
す
る
木
霊
の
気
配
に
覆
わ
れ
た
嵯
峨
な
ら
で
は
の
発
句
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
環
境
あ
る

い
は
句
境
に
お
い
て
、
そ
れ
が
本
当
は
何
の
音
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
音
を
聴

く
環
境
が
あ
り
、
音
を
聴
く
芭
蕉
が
い
て
、
こ
の
よ
う
な
発
句
が
詠
ま
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
の
環
境
は
限
り
な
く
「
夢
」
の
環
境
（
空
間
）
に
近
い
こ
と
に
気
づ
く
。
短
か
夜
の
終
わ
り
に
夜
明
け
と
混
然
一
体
と
な
っ
た
「
夏
の

月
」
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
（
空
間
）
を
象
徴
す
る
ひ
と
つ
の
目
印
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
秋
の
季
語
（
そ
れ
も
最
も
代
表
的
な
季
語
）
で
あ
る
「
月
」
を
、
わ
ざ
わ

ざ
「
夏
の
月
」
と
呼
ん
で
異
化
を
も
た
ら
す
べ
き
理
由
が
、
芭
蕉
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
清
滝
や
浪
に
塵
な
き
夏
の
月
」
か
ら
「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」

へ
の
改
訂
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
や
空
間
を
捨
て
て
、「
青
松
葉
」
の
世
界
を
選
ぶ
と
い
う
き
わ
め
て
大
き
な
変
更
で
あ
り
、
選
択
で
あ
っ
た）

25
（

。

三
、
芭
蕉
句
の
「
夢
」
と
「
心
」

「
旅
に
病
て
」
の
「
夢
」
の
検
討
に
入
る
前
に
、
も
う
ひ
と
つ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
夢
心
」
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
た
「
心
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。
芭
蕉
に
は
、「
心
（
こ
ゝ
ろ
）」
を
含
む
発
句
が
十
七
句
あ
る
。
そ
れ
ら
を
、
詠
ま
れ
た
年
次
（
推
定
を
含
む
）
の
順
に
概
観
し
な
が
ら
、
特
に
本
稿
の
趣
旨
に

関
わ
る
発
句
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。

八
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先
ず
は
初
期
（
天
和
期
以
前
）
の
発
句
で
あ
る
が
、
次
の
二
句
（
①
②
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。

①　

七
夕
の
あ
は
ぬ
こ
ゝ
ろ
や
雨
中
天　
（
寛
文
六
年
以
前
）

②　

夏か

ば馬
の
遅ち
か
う行

我
を
絵
に
看み

る
心
哉　
（
天
和
三
年
）

先
ず
①
は
、
雨
中
の
七
夕
に
彦
星
と
織
姫
の
心
中
を
推
し
量
る
発
句
で
あ
り
、
②
に
は
「
馬
ぼ
く
〳
〵
我
を
ゑ
に
見
る
夏
野
哉
」（「
絵
に
み
ん
」「
夏
馬
ぼ
く
〳
〵
」

「
茂
り
哉
」）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
別
案
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
絵
画
的
で
あ
り
、
画
賛
と
し
て
の
詠
句
と
さ
れ
て
い
る）

26
（

。

貞
享
年
間
（
一
六
八
四
│
八
八
）
に
は
、
貞
享
五
年
（
九
月
三
十
日
に
改
元
し
て
元
禄
元
年
）
を
含
め
て
以
下
の
六
句
（
③
〜
⑧
）
が
あ
る
。
③
は
、
芭
蕉
の
「
旅

の
人
生
」
の
劈
頭
を
飾
る
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
基
調
を
詠
み
込
ん
だ
冒
頭
句
で
あ
り
、「
野
晒
」
を
決
意
し
た
「
心
」
と
、
風
に
吹
き
晒
さ
れ
る
「
身
」
を
対
照
的

か
つ
重
層
的
に
詠
ん
で
い
る
。

③　

野の
ざ
ら
し晒
を
心
に
風
の
し
む
身
か
な　
（
貞
享
元
年
八
月
）

④　

義
朝
の
心
に
似
た
り
秋
の
風　
（
貞
享
元
年
秋
）

次
の
④
は
、『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
で
美
濃
の
山
中
に
至
り
、
常
盤
御
前
の
塚
の
前
で
詠
ん
だ
発
句
で
あ
る
。
義
朝
は
源
頼
朝
の
父
で
あ
る
源
義
朝
。
そ
の
義
朝

の
妾
で
あ
っ
た
常
盤
は
、
の
ち
に
平
清
盛
の
妾
と
な
り
、
東
国
へ
逃
げ
よ
う
と
し
て
こ
こ
で
盗
賊
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
（『
平
家
物
語
』
な
ど
）。
依
拠
作
と
し
て
、『
守

武
千
句
』
の
「
月
み
て
や
と
き
は
の
里
に
か
か
る
ら
ん
／
よ
し
と
も
殿
に
似
た
る
秋
風
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

27
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
も
「
月
」
が
存
在
し
、
こ
れ
を

月
の
擬
人
化
と
見
る
説
も
あ
る）

28
（

。
も
ち
ろ
ん
秋
の
月
で
は
あ
る
が
、
前
節
で
見
た
「
夢
」
と
「
月
」
と
の
か
か
わ
り
に
「
心
」
と
「
風
（
秋
風
）」
が
加
わ
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
こ
の
句
か
ら
は
頼
朝
の
従
弟
に
当
た
る
源
義
仲
を
詠
ん
だ
次
の
発
句
が
想
起
さ
れ
る
。

義
仲
の
寝ね
ざ
め覚

の
山
か
月
悲
し

九
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元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
八
月
十
四
日
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
も
終
盤
に
近
づ
い
た
こ
の
日
、
芭
蕉
は
敦
賀
（
現
・
敦
賀
市
）
に
い
た
。
そ
し
て
、
木
曽
義
仲

が
都
に
攻
め
上
る
際
の
足
掛
か
り
と
し
た
燧ひ
う
ちが
城
の
あ
る
燧ひ
う
ち
や
ま山を
仰
い
で
、
義
仲
が
夜
中
に
目
覚
め
て
見
た
月
を
思
う
発
句
で
あ
る）

29
（

。
む
し
ろ
、
月
が
義
仲
を
（
そ
う

言
っ
て
よ
け
れ
ば
義
仲
の
「
心
」
を
）
照
ら
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
月
が
芭
蕉
の
心
を
照
ら
し
て
い
る
の
で
も
あ
っ
た
。

⑤　

幾い
く
し
も霜

に
心
ば
せ
を
の
松
か
ざ
り　
（
貞
享
三
年
春
）

⑥　

先ま
ず

祝
へ
梅
を
心
の
冬
籠
り　
（
貞
享
四
年
冬
）

⑦　

あ
こ
く
そ
の
心
も
し
ら
ず
梅
の
花　
（
貞
享
五
年
春
）

⑧　

あ
さ
よ
さ
を
誰
ま
つ
し
ま
ぞ
片
ご
ゝ
ろ　
（
貞
享
五
年
以
前
）

貞
享
三
年
の
歳
旦
句
で
あ
る
⑤
は
、「
心
ば
せ
」
に
「
ば
せ
を
（
芭
蕉
）」
を
掛
け
、
三
度
目
の
春
を
迎
え
る
芭
蕉
庵
を
言
祝
い
で
い
る
。
一
方
、
来
る
春
を
祝
う
の

が
⑥
で
あ
り
、「
梅
を
心
に
描
き
な
が
ら
」
と
い
う
意
味
の
「
梅
を
心
の
」
が
、
③
の
「
野
晒
を
心
に
」
と
同
構
造
で
あ
る
。
同
じ
く
梅
を
詠
ん
だ
発
句
が
⑦
で
あ
り
、

「
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
故
里
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
」（『
古
今
集
』）
と
詠
ん
だ
「
あ
こ
く
そ
」（
紀
貫
之
の
幼
名
）
の
「
心
も
知
ら
ず
」
を
そ
の
ま
ま
断
ち

入
れ
て
（
詞
取
り
を
し
て
）
い
る
。
⑧
も
⑤
と
同
様
、「
誰
待
つ
」
に
「
松
島
」
を
掛
け
て
、
朝
も
夜
も
松
島
の
こ
と
が
気
に
か
か
っ
て
仕
方
の
な
い
様
子
が
あ
た
か

も
片
心
（
片
思
い
）
の
よ
う
だ
と
詠
う
。

以
下
は
、
元
禄
二
年
以
降
の
発
句
九
句
（
⑨
〜
⑰
）
で
あ
る
が
、
⑨
に
は
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
「
夢
心
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
先
の
⑧
「
片
心
」、
の

ち
に
見
る
⑮
の
「
花
見
心
」、
⑰
の
「
よ
そ
心
」
と
並
ん
で
熟
語
を
形
成
し
て
い
る
「
心
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
明
確
に
胡
蝶
の
夢
、『
荘
子
』
に
載
り
、
近
世
日
本
で

大
い
に
人
口
に
膾
炙
し
た
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
。
掲
出
歌
（
別
案
）
の
ほ
か
に
「
夢
心
」
と
い
う
詞
を
用
い
た
唯
一
の
例
な
の
で
注
目
さ
れ
、
⑨
の
「
夢
心
」
は
、

こ
こ
か
ら
は
「
夢
心
地
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
句
を
記
し
た
怒ど

誰す
い

宛
書
簡
は
偽
簡
の
疑
い
が
持
た
れ
て
い
る
。
同
書
簡
以
降
に
、
該
句
は

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
刊
の
旨
原
編
『
百
歌
仙
』
に
初
め
て
収
め
ら
れ
た）

30
（

。

⑨　

君
や
て
ふ
我
や
荘
子
が
夢
心　
（
元
禄
三
年
春
か
）

⑩　

住す
み

つ
か
ぬ
旅
の
こ
ゝ
ろ
や
置お
き

火ご

燵た
つ　

（
元
禄
三
年
十
二
月
）

一
〇
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⑪　

魚う
を
と
り鳥
の
心
は
し
ら
ず
年
わ
す
れ　
（
元
禄
四
年
十
二
月
）

⑫　

此こ
の

こ
ゝ
ろ
推す
ゐ

せ
よ
花
に
五ご

き器
一い
ち
ぐ具　

（
元
禄
五
年
二
月
）

⑬　

中
々
に
心
お
か
し
き
臘し
は
す月

哉　
（
元
禄
五
年
十
二
月
）

⑩
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
一
月
五
日
、
近
江
膳ぜ

ぜ所
の
門
人
・
曲
水
（
曲
翠
）
に
送
っ
た
礼
状
に
見
え
る
発
句
で
あ
り
、『
粟
津
原
』（
宝
永
七
年
＝
一
七
一
〇
年

奥
付
）
が
上
五
を
「
落
つ
か
ぬ
」
と
す
る
よ
う
に
、
落
ち
着
か
な
い
旅
先
で
の
「
心
」
を
置
き
炬
燵
に
託
し
た
も
の
で
あ
ろ
う）

31
（

。
む
し
ろ
、
こ
の
落
ち
着
か
な
い
状
況

こ
そ
が
、
か
え
っ
て
興
趣
を
帯
び
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
旅
中
の
感
情
を
嘱
目
的
に
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
⑪
は
魚
鳥
の
心
を
推
し
量
る
も
の
で
、
椿
の
心
を

推
量
し
た
⑰
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
即
座
に
「
行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は
泪な
み
だ」（「

行
は
る
や
鳥
啼な
き

う
を
の
目
は
泪
」）
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
花
と
の
か
か
わ
り
は

⑫
と
⑮
、
ま
た
⑬
は
歳
月
に
寄
せ
る
心
で
、
⑯
も
「
目
の
寄
る
所
へ
玉
も
寄
る
」
と
い
う
慣
用
句
を
援
用
し
て
秋
の
気
配
に
心
を
寄
せ
合
う
人
々
を
描
き
出
し
、
最
晩

年
の
「
秋
の
夜
を
打う
ち
く
ず崩

し
た
る
咄
か
な
」
や
「
此
道
を
行ゆ
く
ひ
と人

な
し
に
秋
の
暮
」
の
別
案
「
人
声
や
此
道
か
へ
る
秋
の
暮
」
を
思
わ
せ
る
。

⑭　

旅
人
の
こ
ゝ
ろ
に
も
似
よ
椎
の
花　
（
元
禄
六
年
夏
）

⑮　

四
つ
ご
き
の
そ
ろ
は
ぬ
花
見
心
哉　
（
元
禄
七
年
春
）

⑯　

秋
ち
か
き
心
の
寄よ
る

や
四
畳
半　
（
元
禄
七
年
夏
）

⑰　

葉
に
そ
む
く
椿
や
花
の
よ
そ
心　
（
年
次
不
詳
）

以
上
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
以
前
と
非
常
に
早
い
時
期
の
①
を
含
め
、
天
和
か
ら
貞
享
期
の
発
句
が
八
句
、
元
禄
期
の
句
が
九
句
（
年
次
推
定
句
を
含
む
）
の

合
計
十
七
句
で
あ
る）

32
（

。
た
だ
し
、
②
は
結
局「
馬
ぼ
く
〳
〵
我
を
ゑ
に
見
る
夏
野
哉
」へ
と
改
訂
さ
れ
る
の
で
、
十
六
句
と
数
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
同
じ
く
⑭
は「
椎

の
花
の
心
に
も
似
よ
木
曽
の
旅
」
と
い
う
初
案
を
改
訂
し
た
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
も
「
心
」
は
含
ま
れ
て
い
る
。
②
を
先
駆
的
な
例
と
し
て
、
野
ざ
ら
し
の
旅
に
出

発
す
る
際
の
③
か
ら
、
旅
の
象
徴
的
な
気
分
を
詠
ん
だ
④
を
経
て
、「
旅
の
心
」
を
読
む
際
に
芭
蕉
が
「
心
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
し
て
、
貞
享
期
を
通
じ
て
「
心
」
は
詠
ま
れ
続
け
る
。
さ
ら
に
元
禄
期
に
入
っ
て
も
（
同
二
年
の
空
白
を
置
い
て
）、
没
年
ま
で
詠
ま
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

②
を
経
て
③
④
と
、
野
ざ
ら
し
の
旅
に
生
ま
れ
た
「
旅
心
」
の
表
現
は
、
元
禄
期
に
至
っ
て
も
⑩
「
旅
の
こ
ゝ
ろ
」、
⑭
「
旅
人
の
こ
ゝ
ろ
」
と
詠
み
続
け
ら
れ
る
。

一
一
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い
わ
ば
、「
旅
心
」
を
意
味
す
る
「
心
」
の
用
例
は
、
芭
蕉
が
旅
に
生
き
る
人
生
を
送
り
始
め
て
以
来
、
生
涯
を
通
じ
て
詠
み
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意

味
で
、
③
を
皮
切
り
に
「
旅
の
心
」「
旅
人
の
こ
ゝ
ろ
」
を
詠
ん
だ
⑩
⑭
は
見
逃
せ
な
い
。
と
り
わ
け
「
旅
人
の
こ
ゝ
ろ
に
も
似
よ
」
と
呼
び
掛
け
て
、「
椎
の
花
」
で

結
ぶ
⑭
は
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
発
句
が
元
禄
六
年
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
翌
七
年
の
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
を
理
解
す
る
う
え
で
も
見
過
ご
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
③
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
が
あ
る
通
り
、
芭
蕉
が
旅
に
生
き
る
覚
悟
を
固
め
た
境
地
を
示
す
代
表
的
な
発
句
で
あ
る
が
、
す
で
に
②
の
時
点
で
、

旅
ゆ
く
自
ら
の
姿
を
「
絵
に
看
る
」
よ
う
だ
と
客
観
視
し
て
い
て
、
こ
の
発
句
が
旅
の
句
の
ひ
と
つ
の
起
点
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
を
お
い
て
そ
の
境
地
を
思

い
返
す
た
び
に
、
少
し
ず
つ
句
形
が
変
化
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

ま
た
、
⑨
も
見
過
ご
し
が
た
い
。「
旅
に
病
て
」
の
別
案
で
あ
る
「
な
ほ
か
け
廻
る
夢
心
」
と
同
じ
「
夢
心
」
と
い
う
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
荘
子
の
胡
蝶
の
夢
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
芭
蕉
に
お
け
る
「
心
」
は
、「
旅
」
と
結
び
つ
い
て
「
旅
心
」
を
表
わ
す
場
合
が
少

な
く
な
い
こ
と
、「
夢
」
と
結
び
つ
い
て
「
夢
心
」
の
形
で
「
胡
蝶
の
夢
」
を
暗
示
さ
せ
る
例
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
の
二
点
に
、
特
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

芭
蕉
は
『
笈
の
小
文
』
で
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
月
は
あ
れ
ど
留
守
の
や
う
也
須
磨
の
夏
」
と
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）、
杜と
こ
く国
を
伴
っ
て

四
月
二
十
日
（
初
夏
）
に
訪
れ
た
須
磨
で
、「
蛸
壺
や
」
と
相
前
後
し
て
詠
ま
れ
た
発
句
で
あ
る
。『
笈
の
小
文
』
に
は
「
月
見
て
も
物
た
ら
は
ず
や
須
磨
の
夏
」
と
並

べ
て
記
さ
れ
て
い
て
、
別
案
な
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
発
句
な
の
か
が
、
か
ね
て
よ
り
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た）

33
（

。
ま
た
、『
芭
蕉
庵
小
文
庫
』
や
『
泊
船
集
』

な
ど
で
は
、
初
句
を
「
月
を
見
て
も
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
同
一
句
の
別
案
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
独
句
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
今
は
措
い
て
も
、
こ
こ
に
表
現

さ
れ
て
い
る
の
は
「
留
守
」
の
月
で
あ
り
、「
物
た
ら
は
」
ぬ
月
で
あ
っ
て
、
主
意
は
「
月
の
不
在
」
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
留
守
の

よ
う
で
あ
り
、
見
え
て
い
て
も
物
足
り
な
く
思
え
る
月
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
芭
蕉
は
、「
秋
も
は
や
ば
ら
つ
く
雨
に
月
の
形な
り

」
の
よ
う
に
、
見
え
な
く
て
も
見
え
る
か

の
よ
う
に
秋
の
月
を
詠
む
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
須
磨
の
月
は
秋
で
な
く
て
は
だ
め
だ
と
突
き
放
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
夏
の
月
」
は
無
い
に
も
等
し
い
も

の
だ
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

同
じ
旅
で
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
「
蛸
壺
や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
に
お
い
て
も
、「
は
か
な
き
」
の
対
象
で
あ
る
の
は
「
夢
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
月
」
で
あ
り
、

こ
こ
で
も
「
は
か
な
き
（
夏
の
）
月
」、
つ
ま
り
、
あ
っ
て
も
な
き
が
ご
と
き
空
虚
な
月
が
詠
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
禄
元
年
四
月
二
十
日
は
西
暦
一
六
八
八
年

五
月
十
九
日
。
月
齢
は
十
九
の
更
待
月
で
あ
る
。
十
六
夜
の
満
月
か
ら
は
四
日
過
ぎ
て
い
る
が
、
天
気
さ
え
よ
け
れ
ば
、
ま
だ
十
分
に
月
の
存
在
感
は
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
「
は
か
な
き
月
」
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

一
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貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
で
名
古
屋
を
訪
れ
た
芭
蕉
に
入
門
し
た
杜
国
は
、
そ
の
年
の
内
に
『
冬
の
日
』
を
編
ん
だ）

34
（

。
の
ち
に
七
部
集

の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
重
要
な
俳
諧
集
成
で
あ
る
。
し
か
し
翌
年
、
杜
国
は
空く
う
ま
い米

売
買
の
罪
で
死
罪
を
言
い
渡
さ
れ
、
一
転
、
尾
張
藩
主
・
徳
川
光
友
の
恩
赦
に

よ
っ
て
三
河
国
渥
美
郡
に
追
放
さ
れ
た
。
芭
蕉
が
越
人
と
と
も
に
杜
国
の
も
と
を
訪
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
（
同
四
年
）
の
『
笈
の
小
文
』
の
旅
の
途
次
で
あ

り
、
越
人
撰
の
『
鵲し
ゃ
く
び
か
ん

尾
冠
』（
享
保
二
年
刊
）
に
、
こ
の
折
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）

35
（

。

　

杜
国
が
不
幸
を
伊
良
古
崎
に
た
づ
ね
て
、
鷹
の
こ
ゑ
を
折
ふ
し
聞
て

夢
よ
り
も
現う
つ
つの
鷹
ぞ
頼た
の

母も

し
き

こ
こ
に
、
芭
蕉
の
数
少
な
い
夢
の
句
の
ひ
と
つ
が
あ
る
。
す
で
に
『
笈
の
小
文
』
に
は
、
こ
の
時
の
発
句
「
鷹
ひ
と
つ
見
つ
け
て
嬉
し 

い
ら
ご
崎
」
が
載
る
が
、「
夢

よ
り
も
」
の
形
を
収
め
る
の
は
『
鵲
尾
冠
』
だ
け
で
あ
る
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
発
句
が
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
と
三
十
年
後
の
俳
書
に
初
出
す
る
の
は
、

罪
を
問
わ
れ
た
人
に
関
わ
る
句
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
対
す
る
躊
躇
が
あ
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

該
句
は
、「
む
ば
た
ま
の
闇
の
う
つ
つ
は
定
か
な
る
夢
に
い
く
ら
も
ま
さ
ら
ざ
り
け
り
」（『
古
今
集
』
恋
三
、
よ
み
び
と
知
ら
ず
）
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
と
さ
れ

る）
36
（

。
杜
国
に
会
う
ま
で
は
夢
に
ま
で
見
た
鷹
だ
が
、
現
に
こ
う
や
っ
て
伊
良
湖
崎
の
鷹
を
見
て
い
る
と
、
現
実
だ
け
に
頼
も
し
さ
が
ま
さ
っ
て
見
え
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
夢
」
は
、
夜
寝
て
見
る
夢
で
あ
る
と
と
も
に
、
杜
国
に
会
い
た
い
と
い
う
「
願
い
（
願
望
）」
の
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
折
、
杜
国
が
三
河
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
わ
ざ
わ
ざ
後
戻
り
し
て
保ほ

び美
を
訪
れ
た
芭
蕉
は
、
杜
国
が
蟄
居
中
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
伴
っ
て
、

伊
勢
・
伊
賀
上
野
か
ら
吉
野
・
和
歌
の
浦
・
奈
良
・
大
坂
・
須
磨
・
明
石
・
京
ま
で
の
旅
を
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
杜
国
が
名
乗
っ
た
の
が
万
菊
丸
と
い
う
戯
号
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
折
に
須
磨
で
詠
ま
れ
た
の
が
「
月
は
あ
れ
ど
留
守
の
や
う
也
須
磨
の
夏
」
で
あ
り
、
明
石
で
の
「
蛸
壺
や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
二
年
後
（
元
禄
四
年
三
月
）、
杜
国
は
三
十
代
の
若
さ
で
亡
く
な
る
。
そ
の
一
か
月
後
に
芭
蕉
は
杜
国
を
夢
に
見
て
、『
嵯
峨
日
記
』
四
月
二
十
八
日
の
条

に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る）

37
（

。

夢
に
杜
国
が
事
を
い
ひ
だ
し
て
、
涕
泣
し
て
覚
む
。（
中
略
）
我
夢
は
聖
人
君
子
の
夢
に
あ
ら
ず
。
終
日
妄
想
散
乱
の
気
、
夜
陰
の
夢
又
し
か
り
。
誠
に
此
も

の
を
夢
見
る
こ
と
、
謂
所
（
所
謂
）
念
夢
也
。
我
に
志
深
く
伊
陽
旧
里
迄
し
た
ひ
来
り
て
、
夜
は
床
を
同
じ
う
起
臥
、
行
脚
の
労
を
と
も
に
た
す
け
て
、
百
日
が

一
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程
か
げ
の
ご
と
く
に
と
も
な
ふ
。
あ
る
時
は
た
は
ぶ
れ
、
あ
る
時
は
悲
し
び
、
其
志
我
心
裏
に
染
て
、
忘
る
ゝ
事
な
け
れ
ば
な
る
べ
し
。
覚さ
め

て
又
袂
を
し
ぼ
る
。

嵯
峨
の
落
柿
舎
滞
在
中
の
芭
蕉
が
、「
前
夜
就
寝
す
る
ま
で
『
笈
の
小
文
』
草
稿
を
整
理
し
、
杜
国
と
同
行
し
た
旅
の
こ
と
を
思
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
夢

を
み
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
井
本
農
一
氏
の
指
摘）

38
（

が
あ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
芭
蕉
に
と
っ
て
、
杜
国
と
夢
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

四
月
二
十
八
日
に
見
た
こ
の
夢
の
こ
と
を
、
芭
蕉
は
五
月
一
日
に
落
柿
舎
を
訪
れ
た
李
由
に
語
っ
て
お
り
、
よ
ほ
ど
忘
れ
が
た
い
夢
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る）

39
（

。『
周

礼
』
の
六
夢
に
「
念
夢
」
は
含
ま
れ
な
い
が
、「
寤ご

む夢
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
は
、『
列
子
』
周
穆
王
篇
の
「
六
候
」
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
寤
夢
」
と

は
「
醒
め
て
い
る
時
に
言
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
見
る
夢
」
の
こ
と
で
あ
る）

40
（

。
漱
石
が
、
宋
の
大
慧
禅
師
に
か
こ
つ
け
て
「
悟
道
の
後
、
何
事
も
意
の
如
く
に
出
来
ん

事
は
な
い
が
、
只
夢
の
中
で
は
俗
念
が
出
て
困
る
と
、
長
い
間
こ
れ
を
苦
に
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、
成
程
尤も
っ
とも

だ）
41
（

」
と
『
草
枕
』
で
「
余
」
に
言
わ
せ
て
い
る
「
夢
の
中
」

の
「
俗
念
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

貞
享
五
年
（
元
禄
元
年
、
一
六
八
八
）
四
月
、
杜
国
と
と
も
に
明
石
を
訪
れ
て
「
蛸
壺
や
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
と
詠
ん
だ
際
、
芭
蕉
は
三
年
後
に
杜
国
の
「
は

か
な
き
夢
」
を
見
る
な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
頃
す
で
に
杜
国
は
不
幸
の
さ
な
か
に
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
、
明
石
に
続
い
て
訪
れ
た

須
磨
で
も
「
夏
は
あ
れ
ど
留
守
の
や
う
也
須
磨
の
月
」
と
月
を
、
そ
れ
も
先
述
の
通
り
現
実
に
は
目
の
前
に
あ
る
月
の
不
在
を
詠
ん
で
い
る
。
須
磨
で
あ
れ
ば
月
を
詠

む
の
は
当
然
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
「
あ
る
」
も
の
を
「
な
い
」
と
詠
ん
だ
こ
と
を
、
杜
国
の
訃
報
に
触
れ
た
芭
蕉
は
ど
の
よ
う
に
思
い
返
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

杜
国
と
い
え
ば
、『
冬
の
日
』
に
「
杖
を
ひ
く
事
僅わ
ず
かに
十
歩
」
と
い
う
前
書
と
と
も
に
載
る
発
句
「
つ
ゝ
み
か
ね
て
月
と
り
落
す
霽し
ぐ
れか
な
」
を
手
土
産
に
蕉
門
に
現

わ
れ
た
若
き
才
人
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
杜
国
は
月
と
と
も
に
芭
蕉
の
前
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
芭
蕉
は
こ
の
発
句
に
や
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。
掲
載
順
か
ら
い
え

ば
、『
冬
の
日
』
に
は
「
た
そ
が
れ
を
横
に
な
が
む
る
月
ほ
そ
し
」「
月
は
遅
か
れ
牡
丹
ぬ
す
人
」「
つ
ゝ
み
か
ね
て
月
と
り
落
す
霽
か
な
」「
朝
月
夜
双
六
う
ち
の
旅
ね

し
て
」「
我
月
出い
で

よ
身
は
お
ぼ
ろ
な
る
」
と
、
発
句
・
付
句
合
わ
せ
て
三
十
三
句
の
内
、
杜
国
は
月
の
句
を
五
句
詠
ん
で
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、「
ね
ざ
め
〳
〵
の
さ
て

も
七
十
」「
ね
ら
れ
ぬ
夢
を
責せ
め

る
む
ら
雨
」
と
寝
覚
め
の
句
、
不
眠
の
夢
の
句
ま
で
を
詠
ん
で
い
て
、
そ
れ
ら
は
芭
蕉
の
印
象
に
強
く
残
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
ね
ら
れ
ぬ
夢
を
」
の
句
は
、
芭
蕉
の
「
狩
衣
の
下
に
鎧よ
ろ

ふ
春
風
」
を
踏
ま
え
た
羽
笠
の
「
北
の
か
た
な
く
〳
〵
簾す
だ
れお
し
や
り
て
」
を
転
じ
た
付
句
で
あ
る
か
ら）

42
（

、

そ
こ
に
は
出
陣
し
た
夫
を
思
っ
て
寝
ら
れ
ぬ
妻
の
姿
が
か
す
か
に
揺
曳
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
ね
ら
れ
ぬ
夢
」
で
あ
る
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
須
磨
・
明
石
に
も
通

ず
る
。
元
禄
四
年
三
月
に
杜
国
を
失
っ
て
か
ら
の
芭
蕉
が
、
ど
れ
ほ
ど
「
夢
」
に
こ
だ
わ
っ
た
か
、
改
め
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う）

43
（

。

た
だ
し
、『
春
の
日
』（
五
句
）
に
は
杜
国
の
月
の
句
は
採
ら
れ
ず
、『
あ
ら
野
』（
七
句
）
も
同
様
で
あ
る
。『
ひ
さ
ご
』
に
は
杜
国
の
句
自
体
が
載
ら
ず
、『
猿
蓑
』

一
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で
は
「
亡
人
」
と
し
て
「
似
合
し
き
け
し
の
一
重
や
須
磨
の
里
」
の
一
句
の
み
が
「
翁
に
供と
も
せら
れ
て
す
ま
あ
か
し
に
わ
た
り
て
」
と
い
う
題
詞
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て

い
る）

44
（

。
杜
国
と
い
う
門
人
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
芭
蕉
と
の
須
磨
・
明
石
行
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
蕉
門
で
も
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
『
炭
俵
』『
続

猿
蓑
』
に
も
杜
国
の
句
は
載
ら
ず
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
杜
国
が
そ
の
句
風
を
鮮
や
か
に
示
し
得
た
の
は
『
冬
の
日
』
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
月
と
寝
覚
め
と
夢

は
鮮
明
に
杜
国
と
結
び
つ
い
て
蕉
門
に
共
有
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

右
の
『
嵯
峨
日
記
』
の
夢
語
り
、
特
に
「
我
に
志
深
く
伊
陽
旧
里
迄
し
た
ひ
来
り
て
、
夜
は
床
を
同
じ
う
起
臥
」「
あ
る
時
は
た
は
ぶ
れ
」「
其
志
我
心
裏
に
染
て
、

忘
る
ゝ
事
な
け
れ
ば
」
な
ど
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
や
、
杜
国
が
戯
れ
に
名
乗
っ
た
万
菊
丸
と
い
う
戯
号
、
ま
た
支
考
の
「
杜
国
は
故
翁
の
愛
弟
な
る
に
、
不
幸
短
命
の

嘆
あ
り
」（『
本
朝
文
鑑
』）
な
ど
と
い
っ
た
一
節
な
ど
か
ら
、
芭
蕉
と
の
間
に
性
愛
的
な
つ
な
が
り
を
云
々
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
関
心
の
外
に

あ
る
。
鮮
や
か
な
才
能
を
示
し
て
登
場
し
た
若
き
門
弟
を
芭
蕉
が
愛
し
、
そ
の
不
幸
な
生
涯
を
悲
し
ん
だ
こ
と
、
ま
た
、
芭
蕉
が
「
夢
」
と
記
す
と
き
、
こ
の
門
人
の

面
影
が
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

四
、
邯か

ん
た
ん鄲

の
夢
・
胡
蝶
の
夢

芭
蕉
の
夢
と
詠
嘆
が
結
び
つ
い
て
詠
ま
れ
た
発
句
と
し
て
、

夏
草
や
兵
つ
は
も
の

共
が
夢
の
跡

は
、
人
口
に
膾
炙
す
る
。「
旅
に
病
て
」
と
と
も
に
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
芭
蕉
の
夢
の
句
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
夢
」
は
、
未
来
永
劫
の
繁
栄
を
夢
見
た

奥
州
藤
原
一
族
、
ま
た
は
義
経
主
従
の
「
願
い
」
で
あ
り
、
去
っ
て
み
れ
ば
儚
い
「
夢
想
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
蛸
壺
や
」
と
重
な
る
の
は
、
い
ず
れ
も
歴
史
上
の
故

事
を
踏
ま
え
た
発
句
で
あ
り
、
そ
れ
も
「
兵
（
兵
士
）」
の
夢
見
た
願
望
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
夏
草
や
兵
共
が
夢
の
跡
」
は
、

先
に
触
れ
た
「
義
朝
の
心
に
似
た
り
秋
の
風
」
や
「
義
仲
の
寝
覚
め
の
山
か
月
悲
し
」
な
ど
と
も
重
な
る
。「
義
朝
に
」
で
は
、「
夢
（
願
望
）」
が
破
れ
て
悲
し
み
の

内
に
あ
る
（
あ
り
続
け
る
）
義
朝
の
心
は
、
風
と
な
っ
て
常
盤
御
前
の
墓
前
を
吹
き
過
ぎ
る
の
で
あ
り
、「
義
仲
の
」
は
、「
夢
（
願
望
）」
破
れ
た
義
仲
が
、
夢
か
ら
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目
覚
め
て
燧
山
を
見
た
の
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
を
巡
ら
せ
た
発
句
と
な
っ
て
い
る
。

深
沢
眞
二
氏
は
、「
睡
眠
中
に
見
る
「
夢
」
と
い
う
現
象
を
現
わ
す
場
合
に
「
願
望
」
の
意
味
が
付
随
し
て
く
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
夢
」
と
い
う
語
が
「
願
望
」

の
意
味
だ
け
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
芭
蕉
の
時
代
に
は
ま
だ
な
か
っ
た）

45
（

」
と
さ
れ
る
。
邯
鄲
の
夢
を
踏
ま
え
た
『
金
々
先
生
栄え
い
が
の
ゆ
め

花
夢
』（
安
永
四
年
、

一
七
五
五
）
で
は
、「
夢
」
は
寝
て
見
る
夢
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
ら
か
に
願
望
（
欲
望
）
を
意
味
し
て
い
る）

46
（

。
夢
が
願
望
と
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
夢
占
は
存
在

し
得
な
い
わ
け
で
、
夢
占
の
先
蹤
と
呼
ぶ
べ
き
『
周
礼
』
が
こ
れ
ほ
ど
参
照
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
芭
蕉
に
も
邯
鄲
の
夢
を
詠
ん
だ
発
句
は
あ
り
、

富
士
の
雪
慮ろ
せ
い生
が
夢
を
つ
か
せ
た
り

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
以
前
の
作
と
さ
れ
、
す
な
わ
ち
極
め
て
初
期
の
発
句
で
あ
っ
て
、
こ
の
期
の
芭
蕉
句
の
特
徴
で
あ
る
漢
詩
文
か
ら
の
典

拠
を
踏
ま
え
て
い
る）

47
（

。

こ
の
「
富
士
の
夢
」
は
、「
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
」
に
掛
け
て
立
身
や
栄
達
、
さ
ら
に
は
先
ほ
ど
の
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
の
よ
う
な
栄
華
と
い
っ
た
現
世
利
益
を

夢
見
る
、
ま
さ
に
願
望
と
し
て
の
夢
を
詠
ん
だ
発
句
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
初
夢
と
い
う
睡
眠
時
の
夢
と
重
ね
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
富
士
の
雪
」

と
い
う
こ
と
で
、
謡
曲
『
邯
鄲
』
の
「
白
金
の
山
を
築
か
せ
て
は
黄
金
の
日
輪
を
出
さ
れ
た
り
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が）

48
（

、「
富
士
の
雪
」
が
「
盧

生
が
夢
」
を
「
築つ

か
せ
」
る
と
い
う
の
は
、
邯
鄲
の
夢
が
さ
ら
に
俗
化
し
た
「
一
炊
の
夢
」
に
も
と
づ
い
て
、「
米
を
つ
く
（
搗つ

く
）」
を
懸
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
盧

生
が
一
炊
の
夢
で
た
ら
ふ
く
食
べ
た
飯
を
、
富
士
山
に
見
立
て
た
の
で
あ
る
。
近
世
日
本
の
盧
生
は
、
何
よ
り
も
腹
一
杯
食
べ
る
こ
と
が
願
望
で
あ
っ
た）

49
（

。
雪
を
か

ぶ
っ
た
富
士
山
を
山
盛
り
の
米
飯
に
見
立
て
る
こ
と
は
、「
舎
利
」
を
米
飯
の
隠
語
と
し
て
用
い
た
時
代
に
は
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
九
〇
六
年
ま
で
に
成
立
し
た
と
い
う
『
秘
蔵
記
』
に
「
天
竺
呼
米
粒
為
舎
利
。
仏
舎
利
亦
似
米
粒
。
是
故
曰
舎
利
」（
現
代
語
訳
：
イ
ン
ド
で
は
米

粒
を
舎
利
と
呼
ぶ
。
仏
舎
利
が
米
粒
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
舎
利
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
）
と
載
る
と
い
う）

50
（

。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
刊
の
『
櫻
陰
腐
談
』

や
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
刊
の
『
物
類
称
呼
』
に
は
、
空
海
撰
と
し
て
『
秘
蔵
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、「
銀
舎
利
」
と
い
う
形
で
の
用
例
を
近
世
よ
り
前
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
仏
舎
利
」
と
い
う
複
合
語
は
つ
と
に
流
布
し
て
い
た
の
で
、
舎
利
を
米
粒
ま
た
は
米
飯
に
見
立
て
る
意
識
と
、
米
飯
を
白
金
（
銀
）
の

山
に
見
立
て
る
意
識
が
重
な
れ
ば
、「
銀
舎
利
」
と
い
う
語
彙
の
成
立
は
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
「
発
生
し
た
」
と
い
う
説
明
を
間
々

見
か
け
る
が
、
こ
れ
は
「
流
行
し
た
」
の
誤
り
で
あ
る）

51
（

。
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君
や
蝶
我
や
荘
子
が
夢
心

す
で
に
さ
ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
談
林
が
よ
く
用
い
た
の
が
「
胡
蝶
の
夢
」、
す
な
わ
ち
『
荘
子
』
に
描
か
れ
る
荘
周
の
夢
で
あ
る
。
近
世
の
思
想

界
の
み
な
ら
ず
一
般
に
も
老
荘
思
想
が
流
布
し
た
こ
と
は
、
近
世
文
学
研
究
に
お
い
て
は
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
両
氏
に
よ
っ
て
定
説
と
な
っ
た）

52
（

。「
旅
に
病
て
夢
は

枯
野
を
か
け
廻
る
」
の
別
案
と
い
う
「
な
ほ
か
け
廻
る
夢
心
」
に
芭
蕉
が
詠
ん
だ
熟
語
「
夢
心
」
の
用
例
は
、
右
の
句
と
の
二
例
の
み
が
知
ら
れ
て
い
る
。

荘
子
の
夢
・
荘
周
の
夢
と
い
え
ば
、
近
世
の
人
々
が
広
く
知
る
、
中
国
古
典
に
現
わ
れ
る
夢
の
故
事
（
寓
言
）
と
し
て
、
邯
鄲
の
夢
と
並
ん
で
人
口
に
膾
炙
し
た
。

そ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
こ
の
「
夢
心
」
は
「
夢
」
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、「
夢
心
地
」
の
境
地
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
が
蝶
な
の
か
、
私
が

荘
子
自
身
な
の
か
と
い
う
「
汝
が
我
か
、
我
が
汝
か
」
と
い
う
意
識
の
往
還
は
、「
君
や
蝶
」
と
い
う
初
句
に
よ
っ
て
、
や
や
趣
が
変
っ
て
く
る
。
原
典
で
は
、「
蝶
が

私
な
の
か
、
私
が
蝶
な
の
か
」
と
迷
う
の
で
あ
り
、「
あ
な
た
が
蝶
な
の
か
」
と
い
う
場
面
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
「
あ
な
た
が
蝶
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は

荘
子
の
『
胡
蝶
の
夢
』
の
ご
と
く
に
あ
な
た
に
夢
心
地
だ
」
と
い
う
艶
気
を
含
ん
だ
発
句
に
な
る
だ
ろ
う）

53
（

。
源
氏
名
に
蝶
と
い
う
文
字
が
付
く
遊
女
は
胡
蝶
・
小
蝶
な

ど
少
な
く
な
い
。
芭
蕉
に
関
係
す
る
範
囲
だ
け
で
も
『
続
猿
蓑
』
に
「
胡
蝶
」
の
題
で
載
る
重
行
の
発
句
「
風
吹
に
舞
の
出
来
た
る
小
蝶
か
な
」
は
禿か
む
ろ（
見
習
い
遊
女
）

を
蝶
に
見
立
て
、『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
登
場
す
る
茶
店
の
女
主
人
「
て
ふ
（
蝶
）」
は
、
現
役
の
遊
女
で
は
な
い
が
芭
蕉
に
「
蘭
の
香
や
て
ふ
の
翅つ
ば
さに

た
き
物
す
」
と

い
う
発
句
を
詠
ま
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
「
願
望
」
が
介
在
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
発
句
を
記
し
た
怒
誰
宛
書
簡
が
真
簡
か
偽
簡
か
で
未
だ
に
結
論
の
出
な
い
状
況
に
あ
り）

54
（

、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
句
は
芭
蕉
の
真
作
か
偽
作
か
が
変

わ
っ
て
来
る
。
あ
く
ま
で
も
句
形
の
み
に
対
し
て
感
想
を
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
⑴
「
君
」
と
「
我
」
の
位
相
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
「
胡
蝶
の
夢
」
本
来
の
も
の

と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
⑵
用
字
と
り
わ
け
「
夢
心
」
と
い
う
語
句
の
使
用
は
、
こ
の
他
に
「
旅
に
病
て
」
の
別
案
の
み
（
そ
れ
も
支
考
だ
け
が
記
録
し
て
い
る
）

と
い
う
事
実
、
⑶
元
禄
四
年
の
吟
に
し
て
は
、
談
林
風
の
典
拠
使
用
が
い
さ
さ
か
し
っ
く
り
こ
な
い
、
⑷
「
君
や
」「
我
や
」
と
い
う
対
比
の
形
を
と
っ
た
発
句
が
他

に
存
在
し
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
偽
作
の
可
能
性
は
確
か
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
発
句
は
本
稿
で
論
じ
て
い
る
芭
蕉
の
夢
と
い
う
当
面
の
課
題

を
解
く
た
め
に
参
照
す
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
、
あ
え
て
掲
出
し
た
。
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五
、
お
わ
り
に 

─ 

旅
の
「
夢
」

先
に
、
念
夢
に
つ
い
て
述
べ
る
に
当
た
り
、
漱
石
の
『
草
枕
』
を
引
き
合
い
に
出
し
た
が
、
芭
蕉
の
夢
の
発
句
に
も
、
夢
と
と
も
に
草
枕
が
登
場
す
る
。

餅
を
夢
に
折を
り

結
ぶ
し
だ
の
草
枕

延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
歳
旦
句
で
あ
る
。「
餅
を
夢
に
」
と
あ
る
の
は
、
せ
め
て
夢
の
中
だ
け
で
も
腹
い
っ
ぱ
い
餅
が
食
べ
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
贅
沢
な
夢
を
見
な
が
ら
歯し

だ朶
（
羊
歯
）
の
葉
で
編
ん
だ
枕
を
用
い
て
寝
て
い
る
（
夢
を
見
て
い
る
）
と
い
う
清
貧
と
の
落
差
を
、
せ
つ
な
い
笑
い
の
内
に
詠
ん

だ
発
句
で
あ
る）

55
（

。「
餅
を
夢
に
折
り
結
ぶ
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
起
き
て
い
な
が
ら
に
見
る
夢
、
す
な
わ
ち
願
望
を
主
意
と
す
る
。
前
年
に
移
り
住
ん
だ

深
川
を
未
だ
仮
寓
の
地
と
思
う
意
識
が
「
草
枕
」
と
い
う
言
葉
（
現
状
認
識
）
を
選
ば
せ
た
と
い
う
田
中
善
信
氏
の
解
釈）

56
（

は
、
は
た
し
て
い
か
が
か
。
今
の
自
分
に
は

正
月
の
餅
さ
え
十
分
に
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
自
己
認
識
は
、
そ
れ
で
も
な
お
こ
の
境
遇
に
立
ち
止
ま
ろ
う
と
す
る
芭
蕉
の
決
意
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前

年
冬
に
深
川
に
移
っ
て
貧
寒
た
る
草
庵
（
生い
け
す簀

小
屋
、
あ
る
い
は
番
小
屋
）
に
入
り
、
こ
の
春
（
も
う
し
ば
ら
く
す
る
と
）
李
下
か
ら
芭
蕉
の
株
を
譲
ら
れ
、
風
に
破

れ
る
巨
大
な
芭
蕉
葉
を
愛
で
て
自
ら
の
終
生
の
俳
名
と
す
る
よ
う
な
芭
蕉
の
、
や
は
り
不
退
転
の
決
意
で
あ
っ
た
。

人
生
は
旅
で
あ
る
と
芭
蕉
が
言
挙
げ
す
る
の
は
、
さ
ら
に
三
年
後
の
こ
と
に
な
る
が
（『
野
ざ
ら
し
紀
行
』）、
芭
蕉
は
草
庵
で
の
暮
ら
し
を
旅
に
見
立
て
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
未
だ
中
途
半
端
な
旅
の
よ
う
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る）

57
（

。「
折
り
結
ぶ
」
は
、「
餅
を
夢
に
折
り
結
ぶ
」
と
「
折
り
結
ぶ
歯
朶
の
草
枕
」
の

両
方
に
掛
か
っ
て
お
り
、
こ
の
時
芭
蕉
が
折
り
結
ん
で
い
る
の
は
「
夢
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
歯
朶
の
草
枕
」
で
あ
っ
た
。
夢
を
見
る
こ
と
を
「
結
ぶ
」
と
表
現
す
る

の
は
、『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
に
載
る
「
旅
衣
う
ら
が
な
し
さ
に
明
か
し
か
ね
草
の
枕
は
夢
も
む
す
ば
ず
」
に
由
来
し
て
い
る
。
以
来
、
草
の
枕
で
は
夢
が
結
べ
な
い

と
い
う
の
が
「
草
枕
」
の
相
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉
は
シ
ダ
の
草
枕
で
夢
を
結
ぶ
と
い
う
の
で
あ
る
。

正
月
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
縁
起
の
良
い
夢
と
い
え
ば
「
一
富
士
二
鷹
三
茄
子
」
で
あ
り
、
芭
蕉
が
見
る
餅
の
夢
で
は
、
こ
ん
も
り
盛
ら
れ
た
餅
も
ま
た
富
士
山

の
見
立
て
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
シ
ダ
は
「
志し

だ太
」、
す
な
わ
ち
富
士
山
に
近
い
駿
河
国
の
大
井
川
河
口
一
帯
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
河
口
の
三
角
州
に

由
来
す
る
、
し
だ
る
（
し
た
た
る
）
ご
と
き
立
地
ゆ
え
に
志
太
と
い
う
地
名
が
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
場
所
で
あ
る）

58
（

。
の
ち
に
芭
蕉
が
「
奥
の
細
道
」
に
反
映
さ
せ
る

「
蔦
の
細
道
」
は
、
こ
の
地
域
（
現
・
藤
枝
市
）
の
名
所
で
あ
り
、
す
で
に
芭
蕉
は
何
度
も
こ
の
近
く
を
通
っ
て
い
る
。

一
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馬
上
落
ン
と
し
て
残
夢
残
月
茶
の
煙

馬
上
眠
か
ら
ん
と
し
て
残
夢
残
月
茶
の
煙

馬
に
寝
て
残
夢
残
月
茶
の
煙

馬
に
寝
て
残
夢
月
遠
し
茶
の
け
ぶ
り

そ
の
大
井
川
を
西
に
越
え
た
と
こ
ろ
（
現
・
三み
か
た
が
は
ら

方
原
市
）
で
詠
ま
れ
た
こ
の
発
句
の
「
残
夢
」
も
、
他
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
唯
一
例
で
あ
り
、「
残
夢
残
月
」

と
並
べ
て
、
芭
蕉
は
月
と
と
も
に
詠
ん
で
い
る
。
何
度
も
改
訂
が
お
こ
な
わ
れ
別
案
が
複
数
存
在
す
る
発
句
の
代
表
例
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、
馬
・
残
夢
・
茶
の
煙

は
一
貫
し
て
い
る
。
ま
た
、
改
訂
は
右
の
掲
出
の
順
序
で
よ
い
だ
ろ
う）

59
（

。

「
残
夢
」
と
は
、『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
題
詞
に
よ
れ
ば
「
杜
牧
が
早
行
の
残
夢
」
で
あ
る
。
真
蹟
懐
紙
に
は
、
こ
の
部
分
が
「
杜
牧
が
馬
鞍
の
時
を
お
も
ふ
」
と
あ
っ

て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
杜
牧
の
「
早
行
」
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る）

60
（

。
五
言
律
詩
の
起
聯
に
「
垂
鞭
信
馬
行
（
鞭
を
垂
れ
馬
に
信ま
か

せ
て
行
く
）
数
里
未
鶏

鳴
（
数
里
未
だ
鶏
鳴
な
ら
ず
）」、
頷
聯
に
「
林
下
帯
残
夢
（
林
下
残
夢
を
帯
び
）
葉
飛
時
忽
驚
（
葉
飛
び
て
時
に
忽
ち
驚
く
）」
と
見
え
る
。
頸
聯
（
後
聯
）
に
は
「
月

暁
遠
山
横
（
月
暁
に
し
て
遠
山
横
た
わ
る
）」
と
あ
っ
て
、
先
掲
「
義
仲
の
寝
覚
の
山
か
月
悲
し
」
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
杜
牧
は
病
気
の
弟
を
見
舞
お

う
と
馬
を
進
め
て
い
る
の
だ
が
、
落
魄
の
気
分
は
す
で
に
こ
の
詩
に
満
ち
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
が
重
要
な
の
は
、
芭
蕉
の
「
夢
」
が
「
月
」
と
、
さ
ら
に
「
旅
」

と
強
く
結
び
つ
く
根
拠
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
芭
蕉
の
「
夢
」
は
「
旅
」
と
結
び
つ
く
。
こ
れ
は
、「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
い
う
発
句
の
別
案
で
あ
る
「
な
を
か
け
廻
る
夢
心
」
の

初
句
が
「
旅
に
病
て
」
で
は
な
い
か
と
先
に
述
べ
た
根
拠
で
も
あ
る
。

次
に
、
芭
蕉
の
「
夢
」
は
夢
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
に
「
残
夢
」（
名
残
り
の
夢
）
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
は
目
覚
め
の
夢
を
追
い
か
け
、
懐
か
し
み
、
悔
や
ん
で
い
る）

61
（

。

そ
し
て
夢
か
ら
覚
め
た
時
、
そ
こ
に
は
月
が
あ
る
。
夜
で
あ
る
か
ら
当
然
で
は
あ
る
が
、
月
と
は
何
よ
り
も
時
の
移
り
を
象
徴
す
る
景
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
芭
蕉
に

と
っ
て
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
」（『
お
く
の
ほ
そ
道
』）、
す
な
わ
ち
時
の
流
れ
こ
そ
が
永
遠
の
旅
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、

「
旅
」
と
「
時
」、「
旅
」
と
「
月
」
と
が
結
び
つ
い
て
詠
ま
れ
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
等
閑
視
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
そ
こ
に
「
夢
」
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
盧
生
の
夢
が
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
「
時
」
を
無
化
す
る
契
機
と
な
り
う
る
。

一
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胡
蝶
の
夢
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
夢
は
生
物
・
無
生
物
す
ら
問
わ
ず
、
自
ら
と
他
者
の
垣
根
を
は
ず
し
、
無む

か

う
何
有
（『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
）
の
境
地
に
遊
ぶ
こ
と
を
可

能
に
す
る
。「
兵
共
が
夢
」
は
、
時
代
・
歴
史
を
超
え
て
、「
今
」
を
生
き
る
芭
蕉
に
語
り
か
け
て
く
る
。
そ
し
て
、
病
の
床
に
就
い
て
見
る
「
夢
」
は
、
最
晩
年
の
芭

蕉
に
と
っ
て
「
旅
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
「
枯
野
」
を
駆
け
廻
る
の
で
あ
る）

62
（

。

注（
1
）
私
は
先
に
、
芭
蕉
が
そ
の
最
晩
年
（
逝
去
の
四
日
前
）
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
発
句
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」（
支
考
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』）
に
つ
い
て
考
察

す
る
に
当
た
り
、
こ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
夢
」
に
つ
い
て
触
れ
た
（
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
）。
こ
の
発
句
に
詠
ま
れ
た
「
旅
」
と
は
、
ど
の
旅
を
指
す
の
か
。「
枯
野
」
と
は
、
ど
の
枯
野
で
あ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
に
問
い
を
設
定
し
、

「
旅
」
と
は
芭
蕉
最
後
の
旅
、
す
な
わ
ち
九
月
八
日
に
故
郷
伊
賀
上
野
を
出
発
し
、
九
日
に
大
坂
に
到
着
し
た
短
い
旅
で
あ
り
、「
枯
野
」
と
は
そ
の
道
中
に
目
に
し
た
風
景
で

は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
そ
の
た
め
、「
旅
」
や
「
夢
」
や
「
枯
野
」
は
、
い
ず
れ
も
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
ひ
と
つ
の
旅
で
あ
り
、
枯
野
で
あ
り
、
そ
し
て

夢
で
あ
る
と
考
え
る
余
地
が
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、「
旅
」
と
は
実
際
に
芭
蕉
が
大
坂
で
病
臥
す
る
原
因
と
な
っ
た
伊
賀
上
野
か
ら
大
坂
ま
で
の
直
近
の
「
旅
」（
芭

蕉
は
曲
翠
に
宛
て
た
書
簡
で
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
）
で
あ
り
、「
枯
野
」
と
は
、
そ
の
旅
で
越
え
て
き
た
枯
野
で
は
な
い
か
と
い
う
一
案
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
本
稿
の
副
題
を
「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
追
考
」
と
す
る
。
な
お
、
芭
蕉
が
旅
を
詠
ん
だ
発
句
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「「
く
ら
が
り
越
え
」
の
旅
│
芭
蕉

は
ど
の
よ
う
に
旅
に
生
き
た
か
│
」（『
大
阪
商
業
大
学
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
産
業
研
究
所
紀
要
』
第
二
四
号
、
二
〇
二
二
年
）
で
論
じ
た
。

（
2
）『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』
及
び
『
笈
日
記
』
の
該
当
箇
所
は
、
赤
羽
学
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
（
岡
山
大
学
研
究
叢
書
八
）』（
福
武
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
拠
る
。

（
3
）
引
用
は
、
こ
の
こ
と
を
記
し
た
最
も
早
い
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』
に
拠
る
。
以
下
同
様
。

（
4
）『
枯
尾
華
（
芭
蕉
翁
終
焉
記
）』『
芭
蕉
翁
行
状
記
』
の
該
当
箇
所
は
、
注
（
2
）
の
赤
羽
学
『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』
に
拠
る
。
た
だ
し
、
同
じ
支
考
に
発
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
枯
野
を
廻
る
夢
心
」
は
「
な
を
か
け
廻
る
夢
心
」
と
あ
ま
り
に
も
差
が
大
き
す
ぎ
る
。
其
角
は
「
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
混
同
し
て
記
憶
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
の
発
句
が
出
版
さ
れ
た
句
集
に
載
っ
た
の
は
芭
蕉
逝
去
十
年
後
の
『
花は

な
か
つ
み蔣』
を
嚆
矢
と
す
る
。

（
5
）『
芭
蕉
翁
追
善
之
日
記
』に
よ
れ
ば
、
支
考
は
芭
蕉
逝
去
七
日
後
の
十
月
十
九
日
に
路
通
に
会
っ
て
い
る
。
拙
稿「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込こ

む

青
松
葉
」考
」（『
解
釈
』七
七
│
九
・

一
〇
〈
七
二
二
集
〉、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。
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（
６
）「
か
け
廻
る
」
の
が
あ
く
ま
で
も
「
夢
」
で
あ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
別
案
は
、
そ
の
欠
を
明
確
に
照
射
す
る
。

（
７
）「
夢
」
の
主
体
が
誰
（
何
）
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
否
に
つ
い
て
、
露
口
香
代
子
氏
が
「
刊
本
『
笈
の
小
文
』
須
磨
の
条
に
お
け
る
「
蛸
壺
や
」

の
句
解
に
つ
い
て
」（『
樟
蔭
国
文
学
』
第
二
八
号
、
一
九
九
一
年
）
で
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
８
）
尾
形
仂
氏
は
「
明
石
の
海
に
は
、
人
麿
の
夢
、
光
源
氏
の
夢
、
明
石
入
道
の
夢
、
平
家
一
門
の
夢
が
眠
っ
て
い
る
」
と
し
、「
そ
の
同
心
円
を
描
い
て
幾
重
に
も
ひ
ろ
が
り

深
ま
る
感
動
の
波
を
、
蛸
壺
が
暗
示
す
る
道
化
の
夢
の
幻
想
と
、「
は
か
な
き
夢
を
夏
の
月
」
と
い
う
曖
昧
に
屈
折
し
た
叙
法
と
に
よ
っ
て
、
み
ご
と
に
表
現
し
得
て
い
る
」

と
論
じ
た
（『
日
本
詩
人
選　

松
尾
芭
蕉
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）。

（
９
）
真
蹟
懐
紙
に
拠
る
。『
笈
の
小
文
』
で
は
「
月
は
あ
れ
ど
留
守
の
や
う
也
須
磨
の
夏
（『
笈
の
小
文
』
の
引
用
は
、『
芭
蕉
文
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）』
岩
波
書
店
、

一
九
六
一
年
）。
な
お
、
蛸
の
見
る
夢
を
夏
の
月
の
イ
メ
ー
ジ
に
転
化
し
た
と
す
る
赤
羽
学
氏
の
指
摘
が
あ
る
（『
芭
蕉
と
人
』
明
玄
書
房
、
一
九
九
二
年
）。

（
10
）
た
だ
し
、
逝
去
の
約
四
か
月
前
に
当
た
る
元
禄
七
年
六
月
八
日
付
の
猪
兵
衛
宛
書
簡
に
「
桃
青
」
と
署
名
す
る
な
ど
、
こ
の
名
を
完
全
に
捨
て
去
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
　

な
ぜ
、
李
下
に
芭
蕉
を
贈
ら
れ
た
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
、「
芭
蕉
を
移

う
つ
す

詞こ
と
ば」

に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
な
お
後
年
、
三み
ち
の
や

千
舎
桃
源
に
導
か
れ
て
俳
諧
に
携
わ
っ
た
若
き

日
の
平
賀
源
内
が
李り

ざ
ん山

を
名
乗
っ
た
事
例
が
想
起
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
李
山
の
「
山
」
は
指
月
堂
芳
山
か
ら
き
て
い
る
。

（
11
）
延
宝
二
年
以
前
に
芭
蕉
が
詠
ん
だ
嵐
の
句
は
知
ら
れ
な
い
が
、
貞
享
元
年
八
月
か
ら
の
「
野
ざ
ら
し
」
の
旅
で
詠
ん
だ
「
三み

そ

か
十
日
月
な
し
千ち
と
せ年
の
杉
を
抱だ
く

あ
ら
し
」「
蔦
植

て
竹
四
五
本
の
あ
ら
し
哉
」
が
広
く
知
ら
れ
る
。「
野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
哉
」
と
い
う
感
慨
か
ら
始
ま
る
旅
で
、
四
十
三
句
中
、
風
が
四
例
、
木
枯
し
が
一
例
詠
ま

れ
る
中
で
の
「
嵐
」
で
あ
る
。
仲
秋
（
八
月
）
の
「
更
科
紀
行
」
に
は
十
一
句
中
「
風
」
と
「
野
分
」
が
一
例
ず
つ
、「
笈
の
小
文
」
は
冬
か
ら
夏
に
か
け
て
の
旅
だ
け
に

五
十
三
句
中
に
「
風
」
は
詠
ま
れ
な
い
が
「
裸
に
は
ま
だ
衣き

さ
ら
ぎ

更
着
の
嵐
哉
」
が
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
関
心
の
う
え
に
、
た
と
え
ば
李
下
の
屋
敷
に
赴
い
た
際
に
嵐
に
破
れ
た

芭
蕉
に
興
味
を
も
ち
、
そ
れ
が
李
下
に
も
伝
わ
っ
た
こ
と
が
芭
蕉
贈
与
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
逸
話
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
12
）
以
下
、
拙
稿
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込こ
む

青
松
葉
」
再
考
│
「
難
波
の
枯
葉
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
│
」（『
大
阪
商
業
大
学
論
集
』
第
二
〇
八
号
、
二
〇
二
三
年
）
に
述
べ
た
。

（
13
）
以
下
、
芭
蕉
の
書
簡
は
、
主
に
田
中
善
信
編
『
全
釈
芭
蕉
書
簡
集
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
拠
る
。

（
14
）
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
）
参
照
。

（
15
）
拙
稿
「
芭
蕉
の
菊
の
句
│
「
白
菊
」
を
詠
ん
だ
発
句
の
解
釈
を
中
心
に
│
」（『
大
阪
商
業
大
学
論
集
』
第
二
〇
六
号
、
二
〇
二
二
年
）
参
照
。

（
16
）
拙
稿
「
蕪
村
と
河
内
」（『
都
大
論
究
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
蕪
村
よ
り
あ
と
の
俳
諧
師
や
俳
人
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
一
茶
に
は
そ
れ
は
全
く
不
可
能
で
あ
っ

た
し
、
子
規
は
そ
の
よ
う
な
世
界
を
取
り
払
っ
て
新
た
に
俳
句
を
打
ち
立
て
た
。
子
規
の
世
界
で
は
蛸
が
夢
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
ま
し
て
や
月
が
夢
を
見
る
こ
と
は
あ
り
え

二
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な
い
。
近
代
と
呼
ば
れ
る
合
理
主
義
の
時
代
、
夢
を
見
る
月
は
童
話
と
呼
ば
れ
る
児
童
文
学
や
詩
編
の
中
に
細
々
と
生
き
残
り
、
そ
れ
ら
が
息
を
吹
き
返
す
の
は
、
お
お
か
た

に
し
て
現
代
の
革
新
俳
句
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
蕪
村
の
「
河か

は
た
ろ童

の
恋
す
る
宿
や
夏
の
月
」
な
ど
は
近
現
代
の
童
話
・
童
謡
に
直
結
し
て
い
る
。

（
17
）
其
角
が
例
外
的
に
「
夏
の
月
蚊
を
疵
に
し
て
五
百
両
」
と
い
う
、
い
か
に
も
こ
の
人
ら
し
い
諧
謔
の
発
句
を
詠
ん
で
い
る
。

（
18
）
注
（
5
）
の
拙
稿
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
考
」
参
照
。

（
19
）
正
確
に
は
「
十
月
九
日
」
で
は
な
く
「
十
月
七
日
か
ら
九
日
ま
で
の
三
日
間
の
い
つ
か
」
で
あ
っ
た
が
、
九
日
で
あ
る
可
能
性
が
最
も
高
い
。

（
20
）
注
（
1
）
の
拙
稿
「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
考
」
参
照
。

（
21
）
注
（
14
）
の
『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（
堀
切
実
氏
執
筆
「
手
を
う
て
ば
木
魂
に
明
る
夏
の
月
」）
参
照
。

（
22
）「
月
待
ち
」
と
は
、
旧
暦
九
月
十
三
日
の
十
三
夜
を
は
じ
め
、
十
五
夜
、
十
七
夜
、
十
九
夜
な
ど
特
定
の
月
齢
の
夜
に
集
ま
る
講
中
行
事
で
、
月
待
ち
講
と
も
呼
ば
れ
た
。

一
般
に
は
勢
至
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
二
十
三
夜
講
が
最
も
普
及
し
て
い
た
。

（
23
）
大
谷
篤
蔵
・
中
村
俊
定
校
注
『
芭
蕉
句
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
に
拠
る
。

（
24
）
注
（
15
）
の
拙
稿
「
芭
蕉
の
菊
の
句
」
参
照
。
惟
喬
親
王
の
出
家
隠
棲
（『
伊
勢
物
語
』）
を
込
め
て
の
詠
な
ら
ば
、「
寂
」
の
境
地
は
い
や
増
さ
る
。
芭
蕉
は
他
に
「
く
れ
〳
〵

て
餅
を
木
魂
の
わ
び
ね
哉
」（
天
和
三
年
発
句
牒
）
と
、
餅
つ
き
の
音
に
も
「
木
魂
」
を
聴
い
て
い
る
。

（
25
）
注
（
12
）
の
拙
稿
「「
清
滝
や
波
に
ち
り
込
青
松
葉
」
再
考
」
参
照
。

（
26
）
松
琵
編
『
水
の
友
』（
享
保
九
年
〈
一
七
二
四
〉）
が
前
書
に
「
画
賛
」
と
記
す
。

（
27
）『
守
武
千
句
』
の
指
摘
は
、
注
（
23
）
の
『
芭
蕉
句
集
』
に
拠
る
。

（
28
）
雲
英
末
雄
・
佐
藤
勝
明
訳
注
『
芭
蕉
全
句
集
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）』（
角
川
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。
月
の
擬
人
化
は
「
御
油
か
ら
出
て
赤
坂
や
」
を
彷
彿
さ
せ
る
。

（
29
）
義
仲
は
、
実
際
に
は
越
前
の
燧
ケ
城
（
燧
山
）
を
、
京
都
に
攻
め
上
る
前
に
築
い
た
の
で
あ
り
、
近
江
（
大
津
）
の
粟
津
で
落
命
す
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
脚
色
さ
れ
た
。

（
30
）
そ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
り
、
こ
の
書
簡
は
偽
簡
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
、
存
疑
の
ま
ま
現
在
に
至
る
。
偽
簡
で
あ
れ
ば
右
の
発
句
も
非
芭
蕉
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
31
）
今
栄
蔵
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
（『
新
潮
古
典
文
学
集
成　

芭
蕉
句
集
』
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
）、「
堀
炬
燵
で
は
な
く
置
炬
燵
」
を
掲
げ
て
「
一
所
不
住
の
心
境
」
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
し
、「
本
」
で
あ
る
掘
炬
燵
に
対
し
て
「
仮
」
の
置
炬
燵
を
「
本
あ
っ
て
の
仮
」
と
見
た
安
東
次
男
氏
の
解
釈
（『
芭
蕉
百
五
十
首
│
俳
言
の
読
み
方
（
文

春
文
庫
）』
文
藝
春
秋
、
一
九
八
九
年
）
に
得
心
す
る
。

（
32
）
貞
享
期
ま
で
と
元
禄
期
の
芭
蕉
の
発
句
の
句
数
は
、
ほ
ぼ
４
：
５
の
割
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
割
合
に
沿
っ
た
句
数
と
い
え
る
。

二
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（
33
）
注
（
23
）
の
『
芭
蕉
句
集
』
が
「
別
案
」
と
す
る
な
ど
、
別
案
併
記
の
説
が
大
勢
を
占
め
る
。
な
お
、
以
下
の
月
齢
に
関
し
て
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
こ
よ
み
の
ペ
ー
ジ
」

の
「
月
齢
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
参
照
。http://koyom

i 8.com
/

（
34
）
松
野
鶴
太
郎
『
芭
蕉
と
杜
国
』（
私
家
版
、
一
九
八
四
年
。
久
富
哲
雄
監
修
『
芭
蕉
研
究
論
稿
集
成 

第
一
巻 

芭
蕉
特
輯
雑
誌
集
』
ク
レ
ス
出
版
、
一
九
九
九
年
所
収
）
な
ど

参
照
。

（
35
）
芭
蕉
句
が
後
年
の
俳
書
に
初
出
す
る
事
例
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
越
人
の
場
合
に
は
、
芭
蕉
没
後
に
俳
壇
を
離
れ
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
復
帰
す
る

と
い
う
特
殊
事
情
が
あ
っ
た
。

（
36
）
注
（
14
）
の
『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（
玉
城
司
氏
執
筆
「
夢
よ
り
も
現
の
鷹
ぞ
頼
母
し
き
」）
に
拠
る
。

（
37
）『
嵯
峨
日
記
』
は
、
中
村
俊
定
校
注
『
芭
蕉
紀
行
文
集
付
嵯
峨
日
記
（
岩
波
文
庫
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
に
拠
り
、
適
宜
改
変
し
た
。

（
38
）
井
本
農
一
「「
笈
の
小
文
」
の
執
筆
と
元
禄
四
年
四
月
下
旬
の
芭
蕉
」（『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
三
八
号
、
一
九
七
〇
年
）
参
照
。

（
39
）
千
那
・
角
上
宛
五
月
五
日
付
李
由
書
簡
。
西
村
燕
々
『
千
那
』
所
収
。
注
（
38
）
の
井
本
農
一
「「
笈
の
小
文
」
の
執
筆
と
元
禄
四
年
四
月
下
旬
の
芭
蕉
」
参
照
。

（
40
）
清
水
洋
子
「
占
夢
の
功
罪
を
問
う
も
の
│
「
感
変
」
か
ら
の
一
考
察
│
」『
中
国
研
究
集
刊
』（
玉
号
〈
総
五
十
号
〉
二
〇
一
〇
年
）、
一
五
四
〜
一
七
一
頁
。

（
41
）『
草
枕
』
は
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）『
新
小
説
』
初
出
。『
定
本
漱
石
全
集　

第
三
巻　

草
枕
・
二
百
十
日
・
野
分
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
に
拠
る
。

（
42
）
注
（
23
）
の
『
芭
蕉
句
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）』
に
拠
る
。

（
43
）
注
（
1
）
の
拙
稿
「「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
考
」
に
少
し
く
触
れ
た
。

（
44
）
白
石
悌
三
・
上
野
洋
三
校
注
『
新 

日
本
古
典
文
学
大
系 
芭
蕉
七
部
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
に
拠
る
。『
本
朝
文
鑑
』
は
『
俳
諧
叢
書
』（
古
今
堂
、
一
八
九
二
年
）

に
拠
る
。

（
45
）
深
沢
眞
二
「
枯
野
の
夢
夏
草
の
夢
（
下
）」（『
文
学
』
二
〇
〇
六
年
一
月
初
出
、『
旅
す
る
俳
諧
師　

芭
蕉
叢
考
二
』
清
文
堂
、
二
〇
一
五
年
所
収
）。

（
46
）
た
だ
し
、『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
は
十
八
世
紀
（
近
世
中
期
）
の
黄
表
紙
で
あ
り
、
十
七
世
紀
の
芭
蕉
の
時
代
か
ら
は
一
世
紀
後
れ
て
の
出
典
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
に

見
る
よ
う
に
初
夢
は
す
で
に
「
願
望
」
の
象
徴
で
あ
り
、「
願
望
」
の
換
喩
で
も
あ
っ
た
。

（
47
）
漢
詩
文
調
に
関
し
て
は
、
注
（
15
）
の
拙
稿
「
芭
蕉
の
菊
の
句
」
で
考
察
し
た
。

（
48
）
注
（
14
）
の
『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（
清
登
典
子
氏
執
筆
「
富
士
の
山
盧
生
が
夢
を
つ
か
せ
た
り
」）
参
照
。

（
49
）
こ
こ
で
は
、
盧
生
が
見
る
「
一
炊
の
夢
」
も
ま
た
、
彼
が
旅
に
出
た
先
で
見
る
夢
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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（
50
）
米
田
弘
仁
「『
秘
蔵
記
』
の
成
立
年
代
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
四
二
巻
第
二
号
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

（
51
）
近
世
期
に
は
、
こ
の
例
の
よ
う
に
例
え
ば
中
国
の
史
書
を
身
近
な
話
題
に
転
じ
て
語
る
こ
と
が
実
に
多
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
翻
案
が
江
戸
文
芸
、
と
り
わ
け
戯
作

の
根
幹
を
な
し
て
い
た
。

（
52
）
中
村
幸
彦
『
近
世
文
芸
思
潮
孜
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）、
中
野
三
敏
『
戯
作
研
究
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
参
照
。

（
53
）
そ
う
で
あ
れ
ば
、『
芭
蕉
全
句 

下
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
）
で
加
藤
楸
邨
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
荘
子
が
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
の
よ
う
に
表
記
し
た
。

（
54
）
怒
誰
が
『
荘
子
』
の
講
義
を
し
て
い
る
こ
と
が
元
禄
四
年
二
月
二
十
日
付
の
芭
蕉
書
簡
に
見
え
、
阿
部
喜
三
男
氏
に
よ
っ
て
「
そ
れ
を
裏
書
す
る
や
う
な
元
禄
四
年
二
月

二
十
二
日
附
支
幽
・
虜
水
宛
（
書
簡
）
も
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、
同
年
四
月
十
日
付
怒
誰
宛
書
簡
に
も
「
荘
子
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

（「
怒
誰
宛
芭
蕉
書
簡
一
通
」『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
一
四
号
、
一
九
五
七
年
）。

（
55
）
寝
て
見
る
「
夢
」
と
願
望
の
「
夢
」
に
関
し
て
は
、
心
理
学
の
面
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
注
（
45
）
の
深
沢
氏
「
枯
野
の
夢
夏
草
の
夢
」
な
ど
参
照
。

（
56
）
注
（
13
）
の
田
中
善
信
『
全
釈
芭
蕉
書
簡
集
（
新
典
社
注
釈
叢
書
一
一
）』、
同
『
芭
蕉
「
か
る
み
」
の
境
地
へ
（
中
公
新
書
）』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
参
照
。

（
57
）
注
（
1
）
の
拙
稿
「「
く
ら
が
り
越
え
」
の
旅
│
芭
蕉
は
ど
の
よ
う
に
旅
に
生
き
た
か
│
」
参
照
。

（
58
）
磯
部
武
男
「
万
葉
集
「
志
太
の
浦
」
考
」（『
藤
枝
市
史
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年
）。
蕉
門
で
は
野や

ば坡
の
姓
が
志
太
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
越
前
の
出
身
で
あ
る
。

（
59
）
注
（
14
）
の
『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』（
玉
城
司
氏
執
筆
「
馬
に
寐
て
残
夢
月
遠
し
茶
の
け
ぶ
り
」）
参
照
。

（
60
）
真
蹟
懐
紙
は
『
芭
蕉
・
蕪
村
展
』（
逸
翁
美
術
館
、
一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（
61
）
注
（
15
）
の
拙
稿
で
、
芭
蕉
が
「
菊
」
を
読
む
と
き
「
残
菊
」
を
詠
む
こ
と
が
多
い
こ
と
を
述
べ
た
。「
菊
」
よ
り
も
「
残
菊
」
を
尊
重
す
る
姿
勢
は
「
残
月
」
へ
の
姿
勢

に
重
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
べ
て
「
残
」
に
対
す
る
芭
蕉
の
意
識
（
そ
の
変
遷
）
が
探
ら
れ
て
よ
い
。

（
62
）
本
稿
で
は
、「
病
む
」「（
か
け
）
廻
る
」
の
考
察
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
。
す
べ
か
ら
く
続
稿
を
期
し
た
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
大
阪
商
業
大
学
第
三
四
五
回
商
経
学
会
に
お
け
る
研
究
発
表
「
最
晩
年
の
芭
蕉
の
動
向 

│
「
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
を
中
心
に
、
通
説
を
疑
う
│
」

（
二
〇
二
一
年
一
一
月
一
〇
日
）
の
一
部
分
を
拡
充
し
、
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
発
表
に
対
し
て
ご
意
見
を
賜
っ
た
先
生
方
、
と
り
わ
け
、
筆
者
の
芭
蕉
研
究
に
貴
重
な

示
唆
を
与
え
ら
れ
た
長
妻
三
佐
雄
教
授
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

二
四
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芭蕉の「夢」（石上）


