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俳
人
の
”
終
馬
記
“

あ
る
類
義
語
辞
典
を
ひ
も
と
く
と
、
「
産
湯
を
使
う
」
と
か
「
吸
々
の
声
を

あ
げ
る
」
な
ど
の
成
語
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
そ
れ
ら
を
含
め
て
も
、
「
誕

生
」
を
意
味
す
る
語
例
は
十
に
も
満
た
な
い
。
理
由
は
と
も
か
く
、
こ
の

世
に
出
現
す
る
め
で
た
い
は
ず
の
出
来
事
な
の
に
、
こ
れ
を
表
現
す
る
手

立
て
は
意
外
な
ほ
ど
に
乏
し
い
。

引
き
か
え
て
、
「
死
ぬ
」
の
ほ
う
は
ど
う
か
。
辞
典
を
ひ
く
ま
で
も
な

く
、
言
い
換
え
ら
れ
る
語
棄
は
次
つ
ぎ
と
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
和
語
だ

と
、
「
果
て
る
」
「
亡
く
な
る
」
「
事
切
れ
る
」
「
逝
く
」
「
眠
る
」
「
息
が
絶

え
る
」
「
冷
た
く
な
る
」
な
ど
と
、
い
く
ら
で
も
出
て
く
る
。
漢
語
系
な
ら

ば
、
「
死
す
る
」
「
没
す
る
」
「
減
す
る
」
「
卒
す
る
」
「
莞
ず
る
」
に
は
じ
ま

り
、
「
死
亡
」
「
死
去
」
「
長
逝
」
「
他
界
」
「
落
命
」
「
臨
終
」
「
永
眠
」
「
畢

命
」
「
往
生
」
「
成
仏
」
「
昇
天
」
等
々
、
二
字
熟
語
に
な
る
と
き
り
が
な

い
。
そ
の
他
、
「
世
を
去
る
」
「
命
が
絶
え
る
」
「
は
か
な
く
な
る
」
「
土
に

藤
田
真
一
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の
っ
け
か
ら
こ
ん
な
こ
と
を
話
題
に
す
る
の
は
、
正
直
は
ば
か
ら
れ
る

の
だ
が
、
あ
え
て
「
生
ま
れ
る
」
と
「
死
ぬ
」
と
い
う
対
照
的
な
二
語
に

つ
い
て
一
考
し
て
み
る
。
生
と
死
、
人
間
に
と
っ
て
の
が
れ
が
た
い
、
こ

の
二
事
の
間
に
は
、
お
ど
ろ
く
ほ
ど
の
相
異
、
な
い
し
落
差
が
存
在
す
る

で
は
な
い
か
。
中
身
で
は
な
い
、
こ
と
ば
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を

あ
ら
わ
す
語
蕊
の
多
様
性
、
同
義
語
や
類
語
の
種
類
と
数
で
あ
る
。

「
生
ま
れ
る
」
を
言
い
換
え
よ
う
と
す
る
と
、
ど
れ
だ
け
の
語
が
出
て
く

る
か
。
純
粋
の
和
語
に
か
ぎ
っ
て
み
る
と
、
「
生
ま
れ
る
」
以
外
に
は
思
い

つ
か
な
い
で
は
な
い
か
（
敬
語
・
派
生
語
・
複
合
語
な
ど
は
の
ぞ
く
）
。
「
生

を
う
け
る
」
「
生
じ
る
」
の
語
は
、
す
で
に
漢
字
音
の
助
け
を
借
り
て
い

る
。
「
誕
生
」
「
生
誕
」
「
出
生
」
「
新
生
」
と
な
る
と
、
も
う
漢
語
そ
の
も

の
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
先
に
あ
る
。
漢
語
系
の
語
葉
を
加
え
た
と
こ
ろ

で
、
そ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
は
わ
ず
か
な
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
。
手
も
と
に



数
え
き
れ
な
く
な
る
。

帰
る
」
「
天
寿
を
全
う
す
る
」
「
不
帰
の
客
と
な
る
」
「
鬼
籍
に
入
る
」
「
泉

下
の
客
と
な
る
」
「
お
迎
え
が
来
る
」
な
ど
と
い
っ
た
成
句
、
あ
る
い
は
比

ひ
と

職
の
よ
う
な
語
句
に
ま
で
広
げ
る
と
、
た
ち
ま
ち
他
人
の
手
を
借
り
て
も

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
十
二
月
一
一
十
五
日
未
明
、
夜
半
亭
蕪
村
は
六

十
八
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
年
末
と
い
う
時
節
を
慮
っ
て
、
本
葬
は
翌
年

一
月
二
十
五
日
と
、
ち
ょ
う
ど
ひ
と
月
後
に
営
ま
れ
た
。

平
生
か
ら
も
っ
と
も
身
近
に
あ
っ
て
、
蕪
村
の
画
・
俳
に
わ
た
る
活
動

を
さ
さ
え
た
門
弟
凡
董
は
、
さ
っ
そ
く
追
悼
集
の
編
集
に
と
り
か
か
っ
た
。

そ
し
て
葬
儀
の
あ
と
、
時
日
を
あ
ま
り
お
か
ず
に
上
梓
を
実
現
し
た
。
百

池
筆
の
「
天
明
四
年
甲
辰
孟
春
（
一
月
こ
の
散
文
が
あ
り
、
ま
た
「
五
七

日
（
三
十
五
日
）
」
に
催
さ
れ
た
法
要
の
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
二
月
な
い
し
三
月
こ
ろ
に
は
刊
行
を
み
た
と
推
測
さ
れ
る
。

書
名
を
「
か
ら
桧
葉
」
と
い
う
。
命
名
は
、
編
者
凡
董
の
こ
の
句
に
よ

っ
て
い
る
。

か
ら
槍
葉
の
西
に
折
る
、
や
霜
の
声

逝
去
翌
日
の
十
二
月
二
十
六
日
に
夜
半
亭
で
お
こ
な
わ
れ
た
、
一
門
の

「
追
善
之
俳
譜
」
（
一
順
歌
仙
）
の
立
句
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
判
然

と
し
て
い
る
の
だ
が
、
肝
心
の
表
題
「
か
ら
桧
葉
」
の
意
味
と
な
る
と
や

や
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
か
ら
桧
葉
」
と
は
な
に
か
。
一
語
な
の
か
、

に
あ
た
っ
て
の
端
緒
と
す
る
。

蕪
村
追
悼
集
「
か
ら
桧
葉
」
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お
な
じ
人
間
な
の
に
、
そ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
と
で
、
ど
う
し
て
こ
れ

ほ
ど
の
差
が
生
じ
る
の
か
。
と
り
わ
け
気
が
か
り
な
の
は
、
後
者
に
つ
い

て
、
単
刀
直
入
の
表
現
だ
け
で
な
く
、
椀
曲
的
な
言
い
回
し
が
目
立
つ
こ

と
で
あ
る
。
こ
と
の
性
質
上
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

さ
て
、
「
死
」
を
あ
ら
わ
す
用
語
で
、
意
図
的
に
右
に
あ
げ
な
か
っ
た
語

が
あ
る
。
「
終
篤
」
で
あ
る
。
歴
と
し
た
漢
字
熟
語
で
あ
り
な
が
ら
、
漢
・

日
の
彼
我
に
お
い
て
、
字
義
・
用
法
と
も
い
さ
さ
か
の
ず
れ
が
あ
る
か
の

よ
う
に
み
え
る
。
本
論
の
な
か
で
再
説
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
と
り
あ
え

ず
こ
こ
で
特
記
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
語
が
連
歌
師
や
俳
人
の
臨
終
の

さ
ま
を
記
述
す
る
さ
い
の
表
題
と
し
て
、
目
立
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
ま
つ
さ
き
に
思
い
あ
た
る
の
は
「
芭
蕉
翁
終
駕
記
」
、
つ
づ
け

て
「
夜
半
翁
終
駕
記
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
終
駕
記
」
の
命
名
法
に

な
ん
の
疑
問
を
抱
く
こ
と
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
接
し
て
き
た
。
し
か
し
、

同
種
の
文
辞
を
み
る
に
つ
け
、
い
ち
ど
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
る
必
要

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
其
角
や
凡
董
の
追
悼
文
の
あ
り
方

や
命
名
法
か
ら
議
論
を
は
じ
め
よ
う
と
お
も
う
。
以
上
、
本
論
に
は
い
る



な
る
と
、
葉
も
ま
た
有
用
か
つ
身
近
な
素
材
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

か
ら
や
父
か
ら
の
か
ら

う
え
で
、
「
か
ら
」
の
接
頭
辞
を
加
え
て
み
る
と
、
「
枯
山
」
「
枯
野
」
「
枯

も
の

か
れ

物
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
下
に
他
の
語
を
と
も
な
っ
た
と
き
、
「
枯
」
が

「
か
ら
」
と
語
頭
変
化
し
た
言
い
方
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
該
当
す
る
。

か
り
に
か
く
了
解
で
き
た
と
し
て
、
「
か
ら
桧
葉
」
の
語
が
三
要
素
か
ら

成
り
立
っ
て
い
て
、
こ
こ
ま
で
し
て
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
な
る
と
、

だ
れ
で
も
た
や
す
く
理
解
の
届
く
語
棄
と
は
申
し
が
た
い
で
は
な
い
か
。

、
、
、

ま
ず
「
桧
」
が
あ
っ
て
、
つ
ぎ
に
「
槍
の
葉
」
と
な
り
、
そ
れ
に
枯
れ
る

を
あ
ら
わ
す
「
か
ら
」
の
接
頭
辞
が
か
ざ
る
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
、
〈
枯
れ

た
桧
の
葉
っ
ぱ
〉
と
い
う
複
合
語
が
で
き
あ
が
る
。
一
語
と
し
て
の
ま
と

ま
り
感
に
欠
け
る
気
味
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
、
季
語
を
思

わ
せ
る
機
能
性
に
つ
い
て
も
疑
念
が
生
じ
る
で
は
な
い
か
。
本
句
の
ば
あ

い
は
、
下
五
の
「
霜
」
が
冬
季
を
し
め
し
て
お
り
、
「
か
ら
桧
葉
」
の
語
に

季
を
も
た
せ
な
く
と
も
よ
い
の
だ
が
、
「
か
ら
（
枯
こ
の
語
を
見
る
と
、

冬
の
気
分
の
重
複
を
否
定
し
が
た
い
と
も
い
え
る
。

さ
ら
な
る
問
題
は
凡
董
の
句
意
で
あ
る
。
「
か
ら
桧
葉
」
を
右
に
み
た
よ

う
な
意
に
解
し
た
と
す
る
と
、
枯
れ
た
桧
の
葉
が
西
の
ほ
う
へ
折
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
、
そ
の
あ
と
折
れ
た
と
き
の
音
が
、
冬
の
霜
の
上
を
遠
ざ
か

っ
て
行
く
よ
う
に
聞
こ
え
ま
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
解
釈
に
な
る
だ
ろ
う

か
。
西
は
西
方
浄
土
を
暗
示
し
、
霜
の
声
は
亡
き
師
の
足
音
で
あ
り
、
気
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そ
れ
と
も
複
合
語
な
の
か
。
た
と
え
ば
、
「
か
ら
」
と
「
桧
葉
」
を
分
け
て

み
る
と
、
「
桧
葉
」
は
桧
の
葉
っ
ぱ
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
で
も
、
そ
も
そ

も
な
ぜ
こ
の
木
を
持
ち
出
し
た
の
か
も
不
審
、
さ
ら
に
そ
の
葉
を
う
た
い
、

そ
こ
へ
「
か
ら
」
と
い
う
接
頭
辞
を
つ
け
た
語
義
も
不
明
瞭
。
こ
の
造
語

意
識
を
ど
う
み
れ
ば
よ
い
の
か
、
こ
と
は
単
純
に
は
い
か
な
い
。
ひ
と
つ

ず
つ
お
さ
え
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
み
る
。

ま
ず
、
「
桧
」
で
あ
る
。
小
学
館
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
」
（
第
二
版
）

に
は
、
「
ヒ
ノ
キ
科
の
常
緑
高
木
。
日
本
特
産
で
、
本
州
の
福
島
県
以
南
、

四
国
、
九
州
の
屋
久
島
ま
で
の
山
地
に
生
え
、
広
く
植
林
さ
れ
て
い
る
」

と
説
明
さ
れ
る
。
高
さ
は
三
十
～
四
十
メ
ー
ト
ル
に
も
な
り
、
直
径
も
一

～
二
メ
ー
ト
ル
に
成
長
す
る
と
い
う
。
ま
た
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
て
い
て
、

建
築
材
と
し
て
重
用
さ
れ
る
と
も
書
か
れ
る
。
こ
の
記
載
は
、
「
大
和
本

お
よ
そ

よ
く

草
」
の
「
凡
桧
ハ
サ
シ
テ
能
生
ズ
。
一
一
十
年
ヲ
ヘ
テ
大
木
ト
ナ
ル
。
柱
ト

シ
、
器
ト
ス
。
良
材
ナ
リ
」
と
い
う
記
述
と
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
短

文
な
が
ら
要
点
は
み
つ
つ
、
①
挿
し
木
で
た
や
す
く
根
付
く
（
植
林
に
適

し
て
い
る
）
、
②
二
十
年
で
大
木
と
な
る
（
成
長
が
は
や
い
）
、
③
有
用
な

る
良
材
で
あ
る
（
人
間
の
暮
ら
し
に
役
だ
つ
）
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

葉
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
「
角
川
古
語
大
辞
典
」
に
、
「
小
枝
は
三
、
四

回
交
互
に
分
れ
て
羽
状
を
な
し
、
緑
色
鱗
片
状
の
葉
が
密
着
す
る
」
と
あ

っ
て
、
鰻
頭
や
料
理
の
下
に
敷
く
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
と



に
倒
れ
こ
ん
だ
瞬
間
を
よ
み
こ
ん
だ
の
だ
と
す
る
と
、
な
ん
と
か
辻
棲
は

合
い
そ
う
で
あ
る
。
「
唐
槍
葉
」
、
す
な
わ
ち
蕪
村
が
、
西
方
浄
土
の
あ
る

方
向
へ
と
倒
れ
こ
む
音
が
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

蕪
村
逝
去
の
意
味
は
、
な
ん
と
か
通
じ
る
だ
ろ
う
。

句
意
の
理
解
に
こ
れ
だ
け
手
間
取
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
や
は
り
「
か

ら
桧
葉
」
の
語
に
あ
る
。
複
合
語
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
か
、
一
語
と
し

雌
な

て
解
す
べ
き
か
、
端
か
ら
戸
惑
い
が
つ
き
ま
と
う
。
「
近
世
俳
句
大
索
引
」

（
明
治
香
院
）
や
「
古
典
俳
文
学
大
系
」
の
索
引
を
ひ
い
て
も
、
「
か
ら
ひ

ば
」
を
用
い
た
句
例
を
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
理
解
を

遠
ざ
け
て
い
る
の
は
、
「
か
ら
」
と
平
仮
名
で
智
か
れ
て
い
る
点
に
も
あ

る
。
本
句
、
じ
っ
は
凡
董
句
集
「
井
華
集
」
に
も
入
集
す
る
も
の
の
、
表

記
は
ま
っ
た
く
同
一
で
、
理
解
の
み
ち
は
開
け
な
い
。
「
枯
」
な
の
か
、

「
唐
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
両
様
を
ね
ら
っ
て
の
書
き
方
な
の
か
。
解
釈
に

ユ
レ
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

表
題
に
不
確
定
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、
本
書
の
成
立
に
か
か
わ

る
外
的
条
件
に
も
遠
因
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
其
角
編
の
芭
蕉
追
悼
集
「
枯

尾
華
」
（
元
禄
七
年
冬
刊
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
書
の
命
名
は
、
芭
蕉
初

七
日
の
十
月
十
八
日
に
追
善
百
韻
を
詠
じ
る
さ
い
、
其
角
が
よ
ん
だ
こ
の

発
句
に
よ
っ
て
い
る
。

、
、
、

な
き
が
ら
を
笠
に
隠
す
や
枯
尾
花

9４

配
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
在
り
し
日
の
存
在
感
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

中
七
・
下
五
が
い
ち
お
う
了
解
さ
れ
た
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
疑
念
が

も
た
げ
る
の
は
、
上
五
で
あ
る
。
ど
う
し
て
枯
れ
た
葉
が
、
西
へ
折
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
の
か
。
そ
も
そ
も
「
葉
が
折
れ
る
」
な
ど
と
い
う
か
。
折
れ
る

と
い
う
の
は
、
木
で
あ
り
、
幹
で
あ
り
、
枝
で
あ
ろ
う
。
葉
は
色
づ
く
、

枯
れ
る
、
落
ち
る
な
ど
と
は
い
う
が
、
折
れ
る
と
は
い
わ
な
い
。
と
な
る

と
、
枯
れ
て
折
れ
た
桧
の
葉
と
い
う
と
ら
え
方
自
体
が
問
題
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
「
か
ら
桧
葉
」
の
語
義
を
再
考
す
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

か
ら
ひ
ぱ

「
日
本
国
語
大
辞
典
」
を
の
ぞ
く
と
、
「
唐
槍
葉
」
の
項
目
が
あ
っ
て
、

植
物
の
「
び
や
く
し
ん
」
の
異
名
で
あ
る
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
「
ぴ
や
く
し
ん
」
を
み
る
と
、
「
柏
槙
」
と
い
う
表
記
の
も
と
、
ひ
の
き

科
の
常
緑
樹
で
、
伊
吹
柏
槙
、
略
し
て
伊
吹
の
こ
と
と
あ
る
。
た
だ
し
異

名
が
数
多
く
あ
っ
て
、
特
定
は
容
易
で
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
本
草

綱
目
啓
蒙
」
で
は
「
柏
」
の
項
目
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
列
挙
さ
れ
る
同

類
名
の
な
か
に
、
「
柏
槙
」
も
あ
が
っ
て
い
る
。
「
角
川
古
語
大
辞
典
」
に

よ
る
と
、
「
お
も
に
幹
の
高
低
や
葉
の
鱗
片
状
か
針
状
か
に
よ
る
分
類
」
が

な
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
だ
け
の
異
名
が
称
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

こ
う
な
る
と
、
木
の
種
類
は
ひ
と
つ
に
決
し
が
た
い
。

樹
木
の
実
態
の
詮
索
を
ひ
と
ま
ず
脇
に
お
い
て
、
か
り
に
凡
董
が
「
唐

桧
葉
」
な
い
し
「
柏
槙
」
を
念
頭
に
し
つ
つ
、
こ
の
木
が
折
れ
て
霜
の
上
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凡
董
が
こ
の
方
式
に
学
ん
だ
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
其
角
の
「
か
れ
お

ば
な
」
を
意
識
し
つ
つ
、
書
名
を
「
か
ら
ひ
ば
」
に
置
き
換
え
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
由
縁
あ
る
命
名
法
と
い
っ
て
よ
い
。
先
述
の
よ
う
に
「
か

ら
」
が
「
枯
」
の
意
を
も
っ
た
接
頭
辞
と
す
る
な
ら
、
枯
れ
た
尾
花
（
薄
）

か
ら
枯
れ
た
桧
葉
へ
と
い
た
る
距
離
は
み
じ
か
い
。
こ
の
流
れ
に
の
る
と
、

「
か
ら
槍
葉
」
は
「
枯
桧
葉
」
と
と
る
の
が
し
ぜ
ん
に
み
え
る
。
し
か
し
右

に
み
た
よ
う
に
、
敬
愛
す
る
師
蕪
村
の
永
眠
と
い
う
事
態
を
よ
み
こ
ん
だ

も
の
と
し
て
、
「
枯
尾
花
」
の
音
声
的
類
縁
性
を
匂
わ
せ
つ
つ
、
「
唐
桧
葉
」

と
い
う
目
な
れ
な
い
語
句
を
盛
り
込
ん
だ
の
だ
と
ひ
と
ま
ず
理
解
し
て
お

く
。
た
だ
し
、
樹
木
と
し
て
の
実
態
の
特
定
は
、
し
ば
ら
く
不
問
に
付
す

こ
と
と
す
る
。

二
ふ
た
つ
の
終
駕
記

の
て
、
芭
蕉
と
蕪
村
そ
れ
ぞ
れ
の
追
悼
集
、
「
枯
尾
華
」
と

に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
み
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
外
形
的
に

い
う
こ
と
で
、
今
後
の
議
論
の
必
要
に
応
じ
て
、
書
誌
事
項

哩
し
て
お
く
（
た
だ
し
個
別
の
本
で
は
な
く
、
一
般
的
に
み

刊丁内題普編

こ
こ
で
改
め
て
、
芭
蕉
と
蕪
村
多

「
か
ら
桧
葉
」
に
つ
い
て
や
や
詳
し
で

把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
後
の

の
概
要
を
し
め
し
て
お
く
（
た
だ
し

ら
れ
る
書
誌
の
概
要
に
と
ど
め
る
）
。

版
併
置
し
て
み
る
と
、
書
形
の
見
た
目
か
ら
し
て
、
か
な
り
の
類
似
性
を

枯
尾
華

者
其
角
。

型
半
紙
本
、
二
巻
二
冊
。
袋
綴
じ
。
な
お
柿
術
本
は
特
装
大
本
。

叢
「
枯
尾
華
上
（
下
）
」
（
中
央
）
。

題
な
し
。
た
だ
し
巻
頭
に
「
芭
蕉
翁
終
潟
記
」
。

数
上
巻
Ⅱ
二
十
七
丁
、
下
巻
Ⅱ
二
十
六
丁
。

記
「
寺
町
二
条
上
ル
丁
井
筒
屋
庄
兵
衛
板
」
。
刊
行
時
期
の
記
赦

は
な
し
。

下
其
角
筆
。

か
ら
桧
葉

者
凡
董
。

型
半
紙
本
、
二
巻
二
冊
。
袋
綴
じ
。

策
「
か
ら
桧
葉
上
」
、
「
可
羅
比
波
下
」
（
と
も
に
中
央
）
。

題
な
し
。
た
だ
し
巻
頭
に
「
夜
半
翁
終
罵
記
」
。

数
上
巻
Ⅱ
二
十
三
丁
、
下
巻
Ⅱ
十
八
・
五
丁
。

記
な
し
。
た
だ
し
橘
仙
堂
刊
か
。
刊
行
時
期
の
記
載
も
な
し
。

下
凡
董
筆
。
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枯
尾
華

【
上
巻
】

１
、
「
芭
蕉
翁
終
駕
記
」
（
其
角
作
）
。

２
、
「
元
禄
七
年
十
月
十
八
日
於
義
仲
寺
／
追
善
之
俳
譜
」
百
韻
（
其
角

立
句
）
。

３
、
「
初
七
日
迄
」
に
届
い
た
追
悼
発
句
百
十
六
句
。

【
下
巻
】

４
、
嵐
雪
追
悼
句
文
（
芭
蕉
墓
前
）
。

５
、
江
戸
蕉
門
追
悼
の
歌
仙
四
巻
お
よ
び
発
句
四
十
九
句
。

６
、
「
十
一
月
十
二
日
初
月
忌
／
丸
山
量
阿
弥
亭
興
行
」
百
韻
（
嵐
雪
立

句
）
。

７
、
「
追
加
」
歌
仙
一
巻
と
発
句
十
九
句
他
。

細
目
は
お
い
て
、
内
容
・
構
成
面
で
は
全
体
的
に
み
て
、
か
な
り
の
共

通
性
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
巻
頭
の
「
終
駕
記
」
、
直
後
に
く

か
ら
桧
葉

【
上
巻
】

１
、
「
夜
半
翁
終
駕
記
」
（
凡
董
作
）
。

２
、
「
天
明
三
年
突
卯
十
二
月
廿
六
日
於
夜
半
亭
／
追
善
之
俳
譜
」
一
順

五
十
八
句
（
凡
董
立
句
）
。

３
、
「
初
月
忌
」
ま
で
に
届
い
た
追
悼
発
句
四
十
四
句
。

４
、
「
正
月
廿
五
日
葬
送
」
春
夜
楼
追
悼
発
句
二
十
六
句
。

５
、
そ
の
他
の
追
悼
発
句
。

６
、
道
立
の
追
悼
句
文
。

【
下
巻
】

７
、
暁
台
の
追
悼
句
文
と
一
順
歌
仙
。

８
、
月
居
の
追
悼
句
文
。

９
、
他
門
追
悼
発
句
十
一
句
。

皿
、
無
腸
（
上
田
秋
成
）
の
追
悼
句
文
。

、
、
各
地
か
ら
の
追
悼
発
句
百
二
句
。

吃
、
「
天
明
四
年
甲
辰
孟
春
」
百
池
追
悼
文
。

Ｂ
、
「
盟
弟
雨
森
章
辿
」
追
悼
文
。
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有
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
な
に
よ
り
も
、
追
悼
集
に
上
下
二
巻

を
充
て
る
と
い
う
画
期
的
な
企
画
そ
の
も
の
が
、
一
世
紀
ち
か
く
の
時
を

隔
て
て
継
承
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
表
題
の
類
似
性
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
二
巻
仕
立
て
を
目
に
し
た
だ
け
で
、
元
禄
の
追
悼
集
を
襲
お

う
と
し
た
天
明
の
も
く
ろ
み
が
透
け
て
見
え
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で

つ
ぎ
に
、
巻
頭
に
配
き
れ
た
追
悼
文
の
あ
り
よ
う
を
比
べ
て
み
よ
う
。
ま

ず
、
全
体
の
内
容
と
構
成
を
概
括
的
に
な
が
め
て
み
る
。



お
い
て
比
べ
る
と
い
っ
た
単
純
な
比
較
は
、
徒
労
に
終
わ
る
。
そ
こ
で
試

み
に
双
方
の
終
駕
記
を
段
落
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
を
順
に
列
挙

し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

「
芭
蕉
翁
終
駕
記
」
計
十
四
丁

①
老
化
、
②
芭
蕉
庵
移
住
後
の
経
緯
、
③
各
地
へ
の
旅
の
さ
ま
、
④

浪
花
病
臥
の
吟
、
⑤
本
復
を
願
う
門
人
の
発
句
、
⑥
其
角
の
来
坂
と

門
人
の
発
句
、
⑦
逝
去
と
遺
骸
の
近
江
へ
の
搬
送
、
③
義
仲
寺
葬
儀
。

「
夜
半
翁
終
駕
記
」
計
十
丁

①
生
地
に
は
じ
ま
る
略
歴
、
②
画
家
・
俳
人
と
し
て
の
蕪
村
の
あ
り

方
、
③
秋
九
月
の
宇
治
田
原
遊
楽
、
④
病
臥
中
の
文
事
、
⑤
去
来
す

る
思
い
、
⑥
末
期
の
三
句
、
⑦
逝
去
か
ら
茶
毘
、
⑧
金
福
寺
埋
葬
。

人
と
な
り
の
紹
介
に
は
じ
ま
り
、
経
歴
や
生
き
か
た
を
略
記
し
、
そ
し

て
病
臥
に
及
ん
で
、
つ
い
に
は
逝
去
の
と
き
を
迎
え
る
と
い
う
文
章
の
流

れ
、
な
い
し
組
み
立
て
は
酷
似
し
て
い
る
。
其
角
の
構
文
を
、
凡
董
が
文

章
作
り
の
指
標
と
し
た
の
は
疑
う
余
地
は
な
い
。

さ
ら
に
案
文
の
技
法
に
お
い
て
も
、
見
習
お
う
と
し
た
ふ
し
が
あ
る
。

先
雛
た
る
其
角
の
文
章
を
二
例
ば
か
り
あ
げ
て
み
る
。
「
橋
あ
り
、
舟
有
、

林
あ
り
、
塔
あ
り
、
花
の
雲
鐘
は
上
野
か
浅
草
か
と
、
眼
前
の
奇
景
も
捨

が
た
く
を
の
／
、
が
せ
め
て
お
も
ふ
も
む
つ
ま
じ
く
侍
れ
ど
…
…
」
と
、

芭
蕉
の
発
句
を
ま
る
ご
と
は
さ
み
つ
つ
、
芭
蕉
庵
か
ら
の
風
景
を
叙
述
す
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る
追
悼
連
句
、
そ
れ
に
つ
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
追
悼
の
た
め
の
連
句
に
発
句
、

さ
ら
に
は
折
お
り
挿
入
さ
れ
る
追
悼
句
文
、
と
い
っ
た
形
態
に
お
い
て
、

き
わ
め
て
近
い
相
似
性
を
み
せ
て
い
る
。
個
別
の
作
品
の
意
図
や
作
風
、

あ
る
い
は
入
集
す
る
顔
ぶ
れ
の
よ
う
す
な
ど
は
と
も
か
く
と
し
て
、
奉
じ

ら
れ
た
句
々
や
文
章
を
上
下
二
冊
に
配
す
る
と
い
う
基
本
姿
勢
に
お
い
て
、

凡
董
が
「
枯
尾
華
」
を
範
と
し
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
つ
れ
日
ご
ろ
か

ら
、
筆
跡
を
ひ
た
す
ら
其
角
流
儀
に
な
ぞ
ら
え
る
ほ
ど
の
私
淑
ぶ
り
を
み

せ
る
凡
董
と
し
て
、
敬
愛
す
る
師
を
追
慕
す
る
の
に
最
高
の
手
本
だ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

師
匠
を
追
悼
す
る
に
つ
け
て
、
「
夜
半
翁
終
駕
記
」
と
題
し
て
巻
頭
に
す

え
る
の
は
、
芭
蕉
追
悼
の
精
神
に
な
ら
う
に
う
っ
て
つ
け
の
形
態
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
読
者
に
と
っ
て
も
、
ま
つ
さ
き
に
飛
び
込
ん
で
く
る
こ
の
表

題
を
目
に
す
る
と
、
た
だ
ち
に
芭
蕉
の
追
悼
文
を
想
起
で
き
る
仕
掛
け
に

な
っ
て
い
る
。
凡
董
は
、
蕪
村
の
生
涯
や
俳
業
、
さ
ら
に
は
末
期
の
さ
ま

ま
で
、
芭
蕉
の
そ
れ
と
重
ね
て
味
わ
え
る
よ
う
に
と
い
ざ
な
う
ね
ら
い
を

隠
そ
う
と
は
し
な
い
。
其
角
の
筆
跡
を
雰
龍
と
さ
せ
る
本
文
の
見
映
え
は
、

て
き
め
ん

そ
の
心
象
を
分
厚
く
す
る
に
効
果
覗
面
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

「
終
駕
記
」
と
い
う
表
題
に
導
か
れ
て
読
み
だ
す
と
、
文
章
の
運
び
の
う

え
で
も
類
似
性
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
語
句
や
句
の
踏
襲
・

準
拠
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
類
似
性
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
両
者
を
左
右
に



芭
蕉
に
し
て
も
、
蕪
村
に
し
て
も
、
そ
の
逝
去
を
う
け
て
、
「
終
駕
記
」

と
い
う
題
の
も
と
に
堂
々
た
る
文
章
が
つ
づ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
よ
り
画
期

的
な
事
態
は
、
単
独
で
追
悼
集
の
出
版
ま
で
実
現
し
て
み
せ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
塩
崎
俊
彦
氏
の
論
考
「
貞
室
自
筆
「
貞
徳

終
駕
記
」
に
つ
い
て
」
（
「
連
歌
俳
譜
研
究
」
九
十
八
号
）
の
な
か
で
、
い

わ
ば
逆
の
方
向
か
ら
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、

元
禄
三
年
刊
の
「
詞
林
意
行
集
」
の
な
か
に
「
宗
祇
終
篤
記
」
が
収
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
芭
蕉
終
篤
記
」
を
生
む
誘
因
と
な
っ
て
、
「
貞
徳
終

駕
記
」
の
命
名
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
の
だ
（
詳
細
に
つ
い
て
は
第
四
章

で
ふ
れ
る
）
。

典
つ
ご

た
し
か
に
、
其
角
が
芭
蕉
末
期
の
よ
う
す
を
伝
え
る
文
章
を
つ
づ
り
、

追
悼
の
一
集
を
編
み
、
表
題
を
案
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
数
年
前
に
刊
行
さ

れ
た
文
集
の
な
か
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
そ
の

蓋
然
性
の
高
さ
は
、
つ
ぎ
の
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
か
ら
も
推
し
測
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
ね

も
に
、
巻
頭
に
お
い
た
追
悼
の
「
終
駕
記
」
を
誠
実
に
学
ぶ
姿
勢
を
Ｉ
し
め

し
て
い
る
。
両
者
の
つ
よ
い
紐
帯
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

三
「
終
駕
記
」
の
濫
鰯
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ひ
と
ひ

る
個
所
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
心
を
の
ど
め
て
と
思
ふ
一
日
も
な
か
ぃ
ソ

け
れ
ば
、
心
気
い
つ
し
か
に
衰
減
し
て
、
病
ム
雁
の
か
た
田
に
お
り
て
旅

ね
哉
と
、
く
る
し
み
け
ん
」
な
ど
と
、
名
唱
を
引
き
つ
つ
、
芭
蕉
の
身
心

の
衰
微
を
描
く
こ
と
も
あ
る
。

か
た
や
凡
董
の
書
い
た
文
章
で
は
、
「
宇
治
の
お
く
田
原
と
い
ふ
所
に
杖

き
い
さ
く

を
引
、
絶
壁
懸
河
奇
石
怪
岩
に
眼
を
よ
ろ
こ
ば
し
め
て
、
白
、
を
裂
琵
琶
の

流
や
秋
の
声
、
是
は
白
氏
が
四
弦
一
声
如
裂
吊
と
い
へ
る
に
お
も
ひ
よ
せ

し
と
ぞ
」
と
、
宇
治
川
探
勝
の
喜
び
を
記
述
す
る
。
か
し
」
お
も
え
ば
、
「
遺

し
よ
う
が
い

骨
は
金
福
寺
な
る
芭
蕉
庵
の
摘
外
に
と
ｈ
ソ
お
さ
め
、
か
た
の
如
き
卵
塔
を

た
て
、
永
く
蕉
翁
の
遺
魂
に
仕
へ
奉
ら
し
む
。
我
も
死
し
て
碑
に
ほ
と
り

せ
ん
枯
尾
花
、
と
か
ね
て
此
山
の
清
閑
幽
景
を
う
ら
や
ま
れ
し
か
ば
…
…
」

な
ど
と
埋
葬
の
い
わ
れ
を
説
い
て
み
せ
る
。
い
ず
れ
も
蕪
村
の
発
句
を
文

中
に
織
り
込
み
つ
つ
、
文
章
を
こ
し
ら
え
て
い
る
。
こ
の
凡
董
の
文
章
作

法
が
、
元
禄
の
其
角
に
ま
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

双
方
の
類
似
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
終
駕
記
の
文
章
を
終
え
て
し

る
さ
れ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
署
名
の
様
式
に
も
み
ら
れ
る
。

於
粟
津
義
仲
寺
牌
位
下
晋
子
書
（
「
芭
蕉
翁
終
篤
記
」
）

於
洛
東
金
福
寺
牌
下
凡
董
謹
香
（
「
夜
半
翁
終
篤
記
」
）

凡
董
が
恩
師
蕪
村
の
追
悼
書
を
編
む
に
あ
た
っ
て
、
私
淑
す
る
其
角
の

ひ
そ
み

蝿
に
習
っ
て
本
づ
く
り
を
し
た
。
一
書
全
体
の
つ
く
り
を
踏
襲
す
る
と
と



よ
》
っ
に
詳
述
さ
れ
る
。

宗
久
の
「
都
の
つ
と
」
、
二
条
良
基
の
「
を
じ
ま
の
す
さ
み
」
、
宗
長

の
「
宗
祇
終
駕
記
」
な
ど
中
世
の
紀
行
文
と
、
細
川
幽
斎
の
「
東
国

陣
道
記
」
以
下
の
近
世
人
の
紀
行
文
、
す
べ
て
三
十
三
編
を
集
め
て
、

京
都
を
中
心
に
東
西
南
北
の
方
角
別
に
配
列
し
た
も
の
。

そ
し
て
、
「
紀
行
文
を
集
成
刊
行
し
た
最
初
の
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ

る
」
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
集
成
で

あ
る
な
ら
、
芭
蕉
が
紀
行
文
の
執
筆
に
か
か
る
と
き
、
参
照
も
し
く
は
参

考
を
考
え
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
紀
行
文
を
集
め
た
書
物
の
な
か
に
、
「
終
駕
記
」

と
題
す
る
文
章
が
あ
る
の
は
、
紀
行
文
集
と
し
て
の
違
和
感
は
否
め
な
い
。

塩
崎
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
「
こ
の
作
品
を
「
道
の
記
」
の
一
体
、
す
な

わ
ち
「
宗
祇
の
最
後
の
旅
の
記
」
と
見
る
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
記
述
は
、
文
亀
元
年
（
一
五
○
二

九
月
の
越
後
に
は
じ
ま
り
、
翌
年
関
東
に
出
て
、
さ
ら
に
東
海
道
を
東
上

す
る
途
上
、
七
月
末
に
箱
根
で
息
を
引
き
取
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
費

や
さ
れ
る
筆
の
大
半
は
旅
の
よ
う
す
で
あ
り
、
死
亡
記
事
は
旅
先
の
一
事

に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
描
き
ぶ
り
で
あ
る
。

臨
終
の
場
面
は
、
少
々
錯
乱
の
気
配
が
あ
っ
た
の
ち
、
「
灯
火
の
消
ゅ
る

や
う
に
し
て
息
も
絶
え
ぬ
」
と
書
か
れ
る
の
み
で
あ
る
。
意
外
な
ほ
ど
淡
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西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、
宗
祇
の
連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟
の
絵
に
お

け
る
、
利
休
が
茶
に
お
け
る
、
其
貫
道
す
る
物
は
一
な
り
。

こ
れ
は
、
芭
蕉
「
笈
の
小
文
』
冒
頭
の
周
知
の
文
章
で
あ
る
。
か
た
ゃ

「
詞
林
意
行
集
」
の
序
文
に
は
、
こ
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

西
１
行
ガ
之
於
郡
和
Ｉ
歌
一
一
、
宗
ｌ
祇
ガ
於
ユ
連
ｌ
歌
一
一
一
、
各
く
得
ユ
其
ｌ
妙
『

と

者
、
与
一
一
司
馬
子
長
一
殊
Ｉ
域
同
１
日
ノ
之
談
ナ
リ
也
。

こ
れ
だ
け
の
相
似
性
を
目
に
し
て
、
芭
蕉
の
文
章
に
と
っ
て
無
縁
と
は

い
い
が
た
い
だ
ろ
う
。
「
笈
の
小
文
の
旅
」
そ
の
も
の
は
、
貞
享
四
年
か
ら

翌
年
に
か
け
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
文
章
化
し
よ
う
と
し
た
の

は
、
元
禄
二
年
の
奥
州
旅
行
以
後
、
か
つ
上
方
滞
在
中
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
旅
行
と
執
箪
の
合
間
に
、

京
都
で
「
詞
林
意
行
集
」
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
関
大
本
は
銭
屋

七
郎
兵
衛
・
山
形
三
郎
右
衛
門
の
相
版
）
。
在
洛
の
芭
蕉
が
い
ち
は
や
く
目

に
と
め
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
其
角
も
な
ん
ら
か
の
ツ

テ
で
同
書
を
読
み
、
集
中
の
「
宗
祇
終
罵
記
」
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
想

定
す
る
の
も
た
や
す
い
。

た
だ
し
、
不
用
意
に
断
定
す
る
に
は
い
さ
さ
か
た
め
ら
わ
れ
る
。
塩
崎

氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
詞
林
意
行
集
」
は
紀
行
文
集
で
あ
る
。
「
日
本

古
典
文
学
大
辞
典
」
（
岩
波
瞥
店
刊
）
の
解
説
（
上
野
洋
三
）
を
借
り
る

と
、
ま
ず
「
中
世
・
近
世
の
紀
行
文
集
」
と
規
定
し
て
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の



る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
内
閣
文
庫
本
の
影
印
を
収
め
て
い
る
「
駿
河
古
文

書
会
原
典
シ
リ
ー
ズ
」
４
の
解
説
で
は
、
本
作
に
は
「
宗
祇
臨
終
記
、
宗

祇
老
人
終
篤
記
、
宗
祇
道
記
、
宗
祇
族
伝
終
駕
記
、
宗
長
道
記
等
」
の
表

題
が
見
受
け
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
多
様
性
は
諸
本
の
多
さ
だ
け
に
起
因

す
る
の
で
は
な
く
、
内
容
の
と
ら
え
方
に
よ
る
面
も
無
視
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
ブ
レ
に
決
着
を
つ
け
た
の
が
、
元
禄
三
年
刊
の
「
詞
林
意
行

集
」
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
長
い
ス
パ
ン
で
そ

の
後
の
な
り
ゆ
き
を
み
る
と
、
死
者
を
悼
む
に
つ
い
て
、
こ
の
表
題
へ
と

収
散
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。
と
は
い
え
、
そ
の
流
れ
は
ゆ
っ
く

り
し
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
元
禄
六
年
刊
行
の
「
扶

桑
拾
葉
集
」
に
お
い
て
は
、
死
者
を
悼
む
文
章
が
じ
っ
に
多
数
お
さ
め
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
大
多
数
に
は
誰
そ
れ
を
「
い
た
め
る
辞
」
と
い

う
題
が
付
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
「
終
駕
記
」
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ほ

ぼ
同
時
期
な
が
ら
、
大
き
な
隔
た
り
を
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
の
経
緯
の
な
か
で
、
改
め
て
問
題
に
な
る
の
は
、
「
終
駕
」
と
い
う
語

の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
塩
崎
氏
が
す
で
に
考
察
し
て
い

る
の
を
再
度
な
ぞ
る
こ
と
に
す
る
。
「
大
漢
和
辞
典
」
で
は
、
①
「
身
が
落

ち
つ
き
安
ん
ず
る
こ
と
。
又
、
身
の
落
ち
つ
き
処
と
す
る
こ
と
」
、
②
「
き

は
ま
る
こ
と
。
窮
ま
っ
て
通
じ
な
い
こ
と
」
、
③
「
命
の
を
は
り
。
い
ま
は
。

最
期
。
臨
終
。
死
」
の
語
義
が
あ
が
る
が
、
①
②
に
は
中
国
の
用
例
を
あ

１００

白
な
叙
述
で
あ
る
と
と
も
に
、
末
期
の
一
句
や
辞
世
の
作
す
ら
記
録
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
の
あ
と
は
宗
祇
埋
葬
か
ら
、
宗
長
ら
が
駿
府
の
庵
で
月
命

日
を
い
と
な
む
よ
う
す
が
つ
づ
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
宗
祇
永
眠
を
伝

え
る
の
が
本
作
の
本
旨
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
宗
長
の
旅
行
の
な
か
に
、

宗
祇
の
死
亡
記
事
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
書
き
ぶ
り
で
あ

る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
作
品
そ
の
も
の
は
宗
長
の
旅
の
記
と
い
う
こ
と

も
で
き
、
「
詞
林
意
行
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
て
違
和
感
が
な
い
こ
と
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
あ
く
ま
で
も
宗
祇
と
と
も
に
あ
る
旅
で
あ
り
、
宗
祇
逝
去

と
い
う
大
事
件
が
生
じ
た
紀
行
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
、
紀
行
文
集
成
で
あ
る
企
画
の
う
ち
に
、
「
終
篤

記
」
な
ど
と
い
う
表
題
を
つ
け
た
の
か
。
本
作
の
末
尾
近
く
に
、
猪
苗
代

、
、

兼
載
が
「
せ
め
て
終
駕
の
地
を
だ
に
尋
ね
見
侍
ら
ん
と
や
」
と
し
て
、
箱

根
の
湯
本
ま
で
や
っ
て
き
た
と
い
う
文
章
が
か
ろ
う
じ
て
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
を
も
っ
て
命
名
の
所
以
と
す
る
に
は
、
い
か
に
も
小
事
・
些
事
に
す

ぎ
る
と
い
え
る
。

考
慮
す
べ
き
は
、
成
立
以
来
ず
っ
と
写
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

諸
本
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
表
題
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
が
底
本
と
し
た
内
閣
文
庫
本
に
は
、
「
宗
祇

、
、
、

臨
終
記
」
の
表
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
と
な
れ
ば
、
紀
行
文
と

見
立
て
た
「
詞
林
意
行
集
」
と
は
一
定
の
懸
隔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な



も
う
一
例
は
、
「
徒
然
草
」
一
四
三
段
で
あ
る
。
そ
の
前
半
を
掲
げ
て
み

る
。

人
の
終
駕
の
有
様
の
い
み
じ
か
り
し
事
な
ど
、
人
の
語
る
を
聞
く
に
、

た
だ
「
静
か
に
し
て
、
乱
れ
ず
」
と
言
は
ぱ
、
心
憎
か
る
べ
き
を
、

愚
か
な
る
人
は
、
あ
や
し
く
異
な
る
相
を
語
り
付
け
、
言
ひ
し
言
葉

も
振
る
舞
ひ
も
、
己
れ
が
好
む
方
に
誉
め
成
す
こ
そ
、
そ
の
人
の
日

頃
の
本
意
に
も
有
ら
ず
や
と
覚
ゆ
れ
。

こ
れ
も
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
臨
終
場
面
を
と
り
あ
げ
た
一
節
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
「
徒
然
草
」
は
鎌
倉
末
期
の
成
立
な
が
ら
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、

あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
版
本
に
よ
っ
て
一
気
に
普
及
し
、
読
者
層
を
急
速
に

拡
大
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
書
物
に
「
終
駕
」
の
語
が
、
な
ん
の
た
め

ら
い
も
断
り
も
な
く
、
日
本
的
用
法
そ
の
も
の
で
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
う
な
る
と
他
の
古
典
を
持
ち
出
さ
ず
と
も
、
「
徒
然
草
」
の
用
法
ひ
と
つ

で
、
こ
の
語
義
の
普
遍
性
が
保
証
さ
れ
る
と
し
て
も
よ
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
で
は
か
な
り
古
く
か
ら
、
「
終
駕
」
を
「
死

ぬ
」
の
意
に
直
結
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
師
の
亡
く
な

る
よ
う
す
を
つ
づ
る
も
の
と
し
て
、
其
角
が
「
終
罵
」
の
語
を
充
て
た
の

も
、
お
そ
ら
く
ご
く
し
ぜ
ん
な
思
い
つ
き
に
よ
る
命
名
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

か
り
に
「
詞
林
意
行
集
」
に
は
、
「
宗
祇
終
駕
記
」
が
紀
行
文
と
し
て
収
録

さ
れ
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
臨
終
記
の
意
味
で
「
終
駕
記
」
の
語
を
解

１０１

げ
て
い
る
も
の
の
、
③
に
つ
い
て
は
用
例
が
い
っ
さ
い
な
い
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
小
学
館
の
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
（
第
二
版
）
で

は
、
「
晩
年
を
送
る
こ
と
」
が
第
一
義
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
第
二
義
と
し
て

「
死
に
臨
む
こ
と
。
死
の
う
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
時
」
と
、
「
臨
終
」

に
等
し
い
意
味
が
し
る
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
し
か
る
べ
き
用
例
も
与
え

ら
れ
て
い
る
（
第
三
義
は
比
験
的
用
法
で
、
近
代
の
用
例
の
み
ゆ
え
略
す
）
。

と
こ
ろ
が
意
外
な
こ
と
に
、
こ
こ
に
は
「
大
漢
和
』
の
①
②
の
語
義
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
「
角
川
古
語
大
辞
典
」
の
「
終
駕
」
の
項

に
は
、
「
日
本
で
の
用
法
と
し
て
は
、
一
生
の
終
り
、
命
を
終
え
る
こ
と
」

と
い
う
注
目
す
べ
き
説
明
が
備
わ
っ
て
い
る
。
死
ぬ
と
い
う
意
味
は
日
本

で
の
使
い
方
だ
と
解
説
さ
れ
る
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
で
使
わ
れ

て
き
た
本
義
と
は
異
な
る
語
法
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

日
本
で
は
平
安
期
以
降
の
文
献
に
お
い
て
、
臨
終
の
意
味
で
「
終
駕
」

の
語
を
み
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
う
ち
二
例
の
み
を
こ

こ
に
書
き
出
し
て
み
る
。
ま
ず
「
平
家
物
語
」
巻
十
「
敦
盛
入
水
」
の
な

、
、

か
に
、
「
源
氏
の
先
祖
伊
予
入
道
頼
義
」
が
、
「
終
駕
の
時
、
一
念
の
菩
提

心
を
を
こ
し
し
に
よ
っ
て
、
往
生
の
素
懐
を
と
げ
た
り
と
こ
そ
う
け
給
は

れ
」
と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
。
一
読
し
て
か
の
国
で
用
い
ら
れ
て
き

た
語
義
で
は
な
く
、
ま
さ
に
本
邦
で
独
自
に
広
ま
っ
た
用
法
を
そ
っ
く
り

生
か
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。



し
た
と
こ
ろ
で
、
疑
問
の
生
じ
る
懸
念
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
芭
蕉
の
追

悼
文
が
「
宗
祇
終
篤
記
」
を
引
き
金
と
し
て
、
蕉
門
随
一
の
才
子
其
角
の

手
で
生
み
出
さ
れ
、
以
後
の
「
終
駕
記
」
の
濫
鰐
と
な
っ
た
と
し
た
ら
、

そ
の
意
義
は
け
っ
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

四
終
駕
記
の
諸
相

つ
と
も
、
本
智
が
範
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
「
文
選
」
に
も
、
弔
文
類
に
「
弔

屈
原
文
」
と
題
す
る
文
章
が
あ
る
も
の
の
、
「
諌
」
で
も
「
終
駕
記
」
で
も

、

な
い
。
日
本
で
も
流
行
し
た
「
古
文
真
宝
」
に
は
、
「
賦
類
」
に
「
弔
屈
原

賦
」
と
題
し
て
、
右
「
文
選
」
と
同
作
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
支
考
の
「
笈
日
記
」
（
元
禄
八
年
刊
）
を
う
か
が
っ
て
み
る

と
、
同
種
の
文
章
と
し
て
、
「
悼
芭
蕉
翁
」
「
悼
松
倉
嵐
蘭
」
「
祭
図
司
」
の

三
篇
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
点
目
は
、
尾
張
熱
田
の
「
連
中
」
が
芭
蕉

追
悼
発
句
を
寄
せ
る
に
あ
た
っ
て
付
さ
れ
た
文
章
で
、
比
較
的
短
文
で
あ

る
。
二
点
目
の
「
悼
松
倉
嵐
間
」
は
、
「
本
朝
文
選
」
の
芭
蕉
作
「
嵐
蘭
ガ

課
」
と
同
一
作
で
、
小
異
は
あ
る
も
の
の
、
其
角
編
「
末
若
葉
」
（
元
禄
十

年
刊
）
に
も
「
悼
嵐
蘭
詞
」
と
し
て
み
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
。
三
点
目
は
、

羽
黒
山
の
呂
丸
（
図
司
左
吉
）
が
京
都
で
客
死
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
支

考
が
「
手
向
」
け
た
文
章
で
あ
り
、
こ
れ
に
芭
蕉
ら
の
追
悼
句
が
添
え
ら

れ
て
い
る
。
支
考
は
「
笈
日
記
』
（
難
波
部
）
の
な
か
で
、
其
角
の
「
終
駕

記
」
に
言
及
が
あ
り
、
こ
の
語
へ
の
認
識
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
の
多
彩
ぶ
り
を
み
せ
て
い
る
の
だ
。

内
容
の
相
異
や
細
か
い
吟
味
は
さ
て
お
き
、
亡
き
人
を
追
悼
す
る
句
文

に
つ
い
て
、
「
悼
・
課
・
祭
」
な
ど
種
々
の
語
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

あ
い
だ
に
区
分
意
識
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
と
は
い

え
な
い
。
と
り
わ
け
嵐
蘭
追
悼
の
作
な
ど
、
同
一
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
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其
角
作
「
芭
蕉
翁
終
駕
記
」
が
、
公
刊
さ
れ
た
追
悼
集
「
枯
尾
華
」
の

巻
頭
を
か
ざ
っ
た
と
あ
れ
ば
、
そ
の
影
響
力
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た

か
。
今
か
ら
み
る
と
、
師
に
か
ぎ
ら
ず
、
逝
去
し
た
敬
愛
す
べ
き
俳
人
へ

の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
「
終
駕
記
」
が
続
出
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
案
に
相
違
し
て
、
そ
の
傾
向
は
必
ず
し
も
顕
著
と
は
な
ら
な

か
っ
た
。
蕉
門
の
代
表
的
文
集
で
あ
る
「
本
朝
文
選
」
（
宝
永
三
年
刊
）
を

ひ
も
と
い
て
も
、
「
終
罵
記
」
は
見
ら
れ
な
い
。
同
種
の
文
章
と
し
て
確
認

る
い

で
き
る
の
は
、
巻
之
六
所
収
の
「
諌
類
」
に
み
え
る
三
篇
の
作
品
で
あ
る
。

そ
れ
ら
に
は
、
芭
蕉
作
「
嵐
蘭
ガ
謙
」
、
去
来
作
「
丈
卿
ガ
謙
」
、
許
六
作

「
去
来
ガ
課
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
編
者
許
六
は
、
三
百
石
取
り
の
藩
士
で

あ
り
、
六
芸
に
通
じ
た
と
さ
れ
る
人
士
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
和
製
用
語
に

も
み
え
る
「
終
駕
記
」
の
語
は
、
あ
え
て
避
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も



と
は
、
ま
れ
な
事
例
と
は
い
え
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
流
れ
に
お
い

て
み
る
な
ら
ば
、
凡
董
の
試
み
た
「
夜
半
翁
終
駕
記
」
は
、
あ
る
い
は
先

駆
的
だ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
う
い
う
経
緯
の
な
か
で
、
改
め
て
貞
室
の
「
貞
徳
終
駕
記
」
の
伝
わ

り
か
た
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
貞
徳
が
息
を
引
き
取
っ
た
の
は
、
承
応

二
年
（
一
六
五
三
）
十
一
月
十
五
日
、
そ
れ
を
う
け
て
貞
室
が
追
悼
の
文

章
と
独
吟
歌
仙
を
も
の
し
た
の
は
、
「
承
応
弐
年
暢
月
下
涜
日
」
（
十
一
月

下
旬
）
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
当
該
の
追
悼
文
に
、
表
題
め
い
た
記

載
は
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
。

承
応
二
年
の
あ
と
、
こ
の
文
書
が
つ
ぎ
に
世
に
顔
を
み
せ
る
の
は
、
一

世
紀
以
上
の
ち
の
明
和
七
年
（
一
七
七
○
）
の
こ
と
と
な
る
。
前
年
十
月

か
ら
在
洛
し
て
い
た
江
戸
の
俳
人
泰
里
は
、
ど
こ
か
ら
か
こ
れ
を
手
に
入

れ
た
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
巻
子
の
状
態
で
入
手
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
俳
友
で
あ
っ
た
太
祇
・
蕪
村
・
輪
山
に
披
露
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
ご

一
覧
し
た
二
一
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
識
語
と
も
鑑
定
と
も
み
ら
れ
る
文
章
を
寄

せ
た
（
輔
山
は
漢
文
）
。
太
祇
の
文
辞
に
は
時
日
の
記
載
が
な
い
が
、
蕪
村

の
文
章
に
は
明
和
七
年
六
月
、
峨
山
に
は
同
年
閏
六
月
と
あ
っ
て
、
順
立

て
を
思
い
計
る
な
ら
ば
、
最
初
に
目
に
し
た
の
は
太
祇
と
想
定
で
き
る
だ

ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
太
祇
・
蕪
村
・
職
山
の
順
に
、
し
か
も
お
そ
ら
く

別
々
の
場
で
眼
福
を
得
た
と
想
定
さ
れ
る
。

lO3

「
悼
」
で
あ
っ
た
り
、
「
課
」
で
あ
っ
た
り
と
両
様
の
命
名
が
あ
っ
て
、
固

定
的
で
は
な
い
。
「
本
朝
文
選
』
の
取
材
先
が
『
笈
日
記
」
だ
っ
た
と
す
る

と
（
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
「
松
尾
芭
蕉
集
２
」
解
題
）
、
「
謙
」
の

文
字
を
冠
し
た
の
は
、
許
六
の
意
向
で
あ
り
、
「
本
朝
文
選
」
の
方
針
を
ふ

ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
な
じ
支
考
の
編
集
な
が
ら
、
後
年
の
「
和

漢
文
操
」
（
享
保
十
二
年
刊
）
の
な
か
で
は
、
「
弔
祭
類
」
に
「
浪
化
公
終

罵
ノ
記
」
と
題
す
る
長
大
な
追
悼
文
を
の
せ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
終
駕

記
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
型
に
は
ま
ら
な
い
多
様
な
も
の
と
す
る
か
、

経
年
に
よ
る
考
え
方
の
変
化
と
み
る
べ
き
か
、
単
純
に
は
見
定
め
が
た
い
。

時
代
は
く
だ
っ
て
、
横
井
也
有
の
文
集
「
鵜
衣
」
（
天
明
七
年
以
降
刊
）

で
は
、
た
と
え
ば
「
草
風
諌
」
「
悼
八
亀
辞
」
「
悼
五
条
坊
文
」
な
ど
と
、

や
は
り
一
定
は
し
て
い
な
い
。
か
と
お
も
え
ぱ
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

に
没
し
た
夢
太
を
追
悼
し
て
完
来
が
さ
さ
げ
た
追
悼
文
は
、
「
琴
太
居
士
終

駕
記
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
享
和
三
年
（
一
八
○
三
）
三
月
に
亡
く

ふ
じ
あ
人

な
っ
た
二
柳
に
つ
い
て
も
、
「
不
二
葬
終
駕
記
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

本
書
は
、
亡
き
人
の
事
跡
や
臨
終
に
つ
い
て
桃
序
（
の
ち
の
奇
淵
）
が
記

述
す
る
だ
け
で
な
く
、
本
文
を
追
う
よ
う
に
し
て
頭
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。

注
釈
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
追
悼
文
を
ま
る
で
古
典
作
品
と
し
て

み
せ
つ
け
る
か
の
よ
う
な
趣
向
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
俳
譜
の
大
立

者
の
逝
去
に
あ
た
っ
て
、
「
終
駕
記
」
と
名
づ
け
て
追
悼
文
を
公
刊
す
る
こ



が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
続
け
て
太
祇
・
蕪
村
・
噺
山
の
文
章
が
き
て
、
さ
ら

に
こ
れ
ら
を
は
さ
む
よ
う
に
し
て
、
首
と
尾
に
、
虚
子
・
青
々
・
素
石
、

お
よ
び
露
石
・
月
斗
と
い
っ
た
近
代
の
面
々
の
自
筆
句
文
が
し
た
た
め
ら

れ
て
い
る
。
時
代
的
に
は
一
六
五
○
年
代
（
承
応
期
）
、
一
七
七
○
年
（
明

和
期
）
、
一
九
一
五
年
こ
ろ
（
大
正
初
期
）
と
、
と
び
と
び
の
三
時
代
に
わ

か
れ
る
。
表
装
は
別
に
し
て
、
内
容
と
し
て
は
こ
れ
ら
以
外
に
手
は
加
わ

っ
て
い
な
い
。
と
な
る
と
、
芭
蕉
や
其
角
を
は
じ
め
、
元
禄
期
の
人
び
と

の
目
に
触
れ
る
機
会
は
、
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

肝
心
の
貞
徳
を
追
悼
す
る
貞
室
の
文
章
だ
が
、
そ
の
も
の
に
表
題
ら
し

き
も
の
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
太
祇
や
蕪
村
の
文
章
の
な
か
に
も
見
あ
た

ら
な
い
。
た
だ
、
繍
山
の
文
中
に
「
長
頭
翁
易
賛
記
」
（
「
易
賛
」
は
、
学

徳
あ
る
人
や
高
貴
の
人
の
死
）
の
文
字
が
あ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
内

容
が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、
こ
の
時
点
で
は
「
貞
徳
終

駕
記
」
の
タ
イ
ト
ル
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
「
貞
徳
終
篤
記
」
の
名
称
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
泰

里
が
江
戸
に
持
ち
帰
っ
て
以
後
の
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。
現
時
点
で
判
明

ぞ
く
み
そ
の
や

す
る
文
字
情
報
と
し
て
は
、
大
田
南
畝
「
続
一
二
十
幅
」
に
本
作
が
収
録
さ

れ
た
と
き
の
題
名
が
噴
矢
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
『
大
田
南
畝
全

集
」
（
岩
波
瞥
店
刊
）
に
は
「
続
三
十
幅
」
の
目
録
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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太
祇
の
文
章
の
な
か
に
、
「
今
五
畳
庵
に
見
る
の
さ
ち
を
よ
る
こ
ぼ
ひ

て
、
い
さ
秘
か
こ
、
に
そ
の
よ
る
こ
ば
し
き
を
い
ふ
也
」
と
い
う
一
文
が

み
ら
れ
る
。
五
条
に
由
来
す
る
五
畳
庵
に
泰
里
が
あ
っ
た
の
は
、
入
洛
直

後
の
明
和
六
年
十
月
か
ら
翌
年
の
夏
に
さ
し
か
か
る
ま
で
の
間
だ
っ
た
。

も
し
五
条
通
界
隈
で
あ
れ
ば
、
島
原
在
住
の
太
祇
に
と
っ
て
は
訪
ね
や
す

い
位
置
の
庵
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
後
、
涼
み
が
で
き
る
鴨
川
く
り

（
１
）

へ
移
っ
た
あ
と
の
小
庵
は
、
「
五
席
庵
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
何
月
何
日
か

ま
で
の
確
定
で
き
な
い
が
、
移
転
祝
い
と
し
て
蕪
村
が
贈
呈
し
た
自
画
賛

に
よ
る
と
、
明
和
七
年
の
五
月
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
蕪
村
・
輪
山
が
閲
覧
し
た
の
は
、
移
転
以
後
の
こ
と
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
噺
山
の
「
二
三
の
知
己
に
こ
れ
を
徴
す
る
の
一
言
を

請
ふ
」
（
原
漢
文
）
と
い
う
一
文
を
考
慮
す
る
と
、
ま
さ
し
く
太
祇
・
蕪

村
・
翰
山
が
「
二
三
の
知
己
」
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
こ
の
知
己
ら
こ
そ
が
、
貞
徳
を
追
悼
す
る
貞
室
自
筆
の
逸
文
に
ま

ち
が
い
な
い
と
鑑
定
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
現
在
伊
賀
市
の
芭
蕉
翁
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
る
本
点
の
全
容
に

つ
い
て
は
、
乾
憲
雄
編
の
影
印
本
「
貞
徳
翁
終
駕
記
井
百
韻
」
（
一
九
九
九

年
刊
）
、
ま
た
先
掲
の
塩
崎
論
文
「
貞
室
自
筆
「
貞
徳
終
篤
記
」
に
つ
い

て
」
な
ど
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
詳
細
は
そ
れ
ら
に
ゆ
だ
ね
る
が
、

現
存
の
巻
子
全
体
を
概
括
す
る
と
、
貞
室
筆
の
追
悼
の
文
章
と
独
吟
連
句



こ
う
し
て
蕪
村
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
「
貞
徳
終
駕
記
」
だ
が
、
じ
し

ん
逝
去
の
の
ち
、
弟
子
凡
董
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
夜
半
翁
終
駕
記
」
と

は
な
ん
ら
か
の
関
連
を
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
念
頭
に
お
く
べ
き
は
、
蕪

村
逝
去
の
天
明
三
年
時
点
に
は
、
「
貞
徳
終
罵
記
」
は
す
で
に
江
戸
に
あ
っ

て
、
京
都
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
現
実
で
あ
る
。

で
は
、
泰
里
在
洛
時
の
明
和
六
、
七
年
こ
ろ
、
凡
童
に
瞥
見
の
機
会
は

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
き
わ
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
凡
董
が
蕪
村
に
入
門
し
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
あ
た

る
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
蕪
村
が
俳
譜
宗
匠
と
な
っ
て
夜
半
亭

を
継
承
す
る
の
が
、
明
和
七
年
三
月
の
こ
と
、
そ
し
て
立
机
条
件
の
ひ
と

つ
が
、
凡
董
の
入
門
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
は
、
両
者
の
接

触
は
ほ
と
ん
ど
想
定
で
き
な
い
。
泰
里
・
凡
董
の
句
会
同
席
も
、
現
存
す

る
資
料
の
範
囲
で
い
う
と
、
泰
里
が
鴨
河
畔
に
移
転
し
た
の
ち
の
七
月
朔

日
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
太
祇
以
下
三
者
の
文
章
の
よ
う

す
か
ら
し
て
、
泰
里
と
接
点
の
な
い
凡
董
の
よ
う
な
立
場
の
若
翌
が
閲
覧

の
機
会
を
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
時
点
で
は
、
「
貞
徳
終

駕
記
」
の
名
称
は
い
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

凡
董
が
師
夜
半
亭
蕪
村
の
追
悼
文
を
執
筆
・
公
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
亀

鑑
と
し
た
の
は
、
其
角
作
「
芭
蕉
翁
終
駕
記
」
を
お
い
て
ほ
か
は
な
い
だ

ろ
う
。
宗
祇
・
貞
徳
な
ど
、
同
種
の
追
悼
文
が
す
で
に
存
在
し
た
に
せ
よ
、
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貞
徳
終
駕
記

右
貞
徳
翁
終
駕
記
一
巻
、
一
嚢
軒
貞
室
手
書
本
也
。
於
二
屋
代

氏
弘
賢
家
一
見
し
之
、
今
得
二
屋
代
氏
模
本
一
、
聯
不
レ
違
二
仮
字
一

而
写
し
之
。
寛
政
己
未
神
無
月
二
十
一
日
杏
花
園

南
畝
は
、
屋
代
弘
賢
宅
で
原
本
を
見
た
と
証
言
し
て
い
る
。
己
未
、
す

な
わ
ち
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
十
月
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
。
泰
里

が
本
書
を
た
ず
さ
え
て
京
都
か
ら
江
戸
に
戻
っ
た
の
が
、
明
和
七
年
（
一

七
七
○
）
秋
の
こ
と
、
南
畝
の
目
に
ふ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
近

く
隔
た
っ
て
い
る
。
泰
里
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
路
を
伝
っ
て
弘
賢
の
手
に

渡
っ
た
の
か
は
、
ま
っ
た
く
不
明
。
泰
里
と
弘
賢
は
二
十
歳
以
上
の
歳
の

差
が
あ
り
、
人
脈
上
の
つ
な
が
り
も
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
二
十
年
の
あ
い
だ
に
弘
賢
の
所
蔵
と
な
っ
た
も
の
を
、
南
畝
は
閲
覧
し

た
こ
と
に
な
る
。
南
畝
は
ま
た
と
な
い
貴
重
な
文
献
と
判
断
し
て
、
筆
写

に
と
り
か
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
皮
肉
と
い
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
お
か
げ

で
と
い
う
べ
き
か
、
以
来
「
貞
徳
終
駕
記
」
本
文
の
み
な
ら
ず
、
蕪
村
ら

の
文
章
も
、
「
続
三
十
幅
」
所
収
の
南
畝
写
本
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
る
。

先
年
の
「
蕪
村
全
集
」
巻
四
「
俳
詩
・
俳
文
」
（
一
九
九
四
年
刊
）
ま
で
、

ず
っ
と
こ
の
写
本
に
よ
っ
て
本
文
が
提
供
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
が
近

年
の
原
本
出
現
に
よ
り
、
よ
う
や
く
原
本
に
基
づ
く
閲
読
が
可
能
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



が
公
刊
さ
れ
る
。
俳
譜
の
世
界
で
は
、
師
と
仰
ぐ
ほ
ど
の
俳
人
に
と
ど
ま

ら
ず
、
生
前
親
し
く
交
わ
っ
た
俳
友
と
も
い
う
べ
き
故
人
に
た
い
し
て
も
、

同
種
の
句
文
を
さ
さ
げ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
く
な
る
。
そ
れ
で
も
た
だ
ち

に
「
終
駕
記
」
の
名
称
へ
と
収
散
す
る
こ
と
な
く
、
多
様
さ
を
み
せ
て
ゆ

く
が
、
や
が
て
「
終
駕
記
」
の
語
が
し
だ
い
に
定
着
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
、

奇
し
く
も
中
興
俳
譜
の
時
代
、
す
な
わ
ち
芭
蕉
お
よ
び
蕉
風
の
再
評
価
の

時
期
と
重
な
っ
た
の
だ
。
自
覚
の
い
か
ん
は
と
も
か
く
、
蕪
村
か
ら
凡
董

へ
と
つ
な
が
る
と
こ
ろ
で
、
「
終
駕
記
」
と
い
う
名
称
の
方
向
性
が
定
ま
っ

た
事
態
は
、
俳
譜
史
上
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

当
初
は
名
称
す
ら
な
か
っ
た
文
章
だ
っ
た
も
の
が
、
時
と
と
も
に
そ
れ

な
り
の
姿
容
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
や
が
て
新
し
い
か
た
ち
の
文
辞
を
生
み
出

す
契
機
と
も
な
っ
た
。
敬
愛
す
べ
き
故
人
の
顕
彰
と
な
る
こ
と
を
願
い
、

あ
の
世
へ
送
り
出
す
惜
別
の
こ
こ
ろ
が
こ
め
ら
れ
た
。
外
形
・
内
容
と
も

ま
だ
ら
模
様
の
う
ち
に
追
悼
文
が
生
み
続
け
ら
れ
、
俳
人
ど
う
し
の
紐
帯

を
つ
む
い
で
い
っ
た
。
幾
筋
も
の
線
が
つ
か
ず
離
れ
ず
し
て
、
そ
の
う
ち

に
「
終
駕
記
」
と
い
う
命
名
に
収
敵
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
連
綿
た
る

俳
譜
史
の
流
れ
と
、
そ
の
と
き
ど
き
の
時
代
の
厚
み
の
な
か
で
、
そ
う
し

た
試
み
が
続
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
互
い
の
関
連
性
の
有
無
や
濃
淡
の
模
様

は
さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う
が
、
陸
続
た
る
追
悼
記
の
試
み
こ
そ
、
〈
座
の
文
芸
〉

た
る
俳
譜
の
特
性
を
映
し
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
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凡
董
の
視
界
に
は
は
い
っ
て
い
な
か
っ
た
と
Ｉ
し
て
よ
い
。
と
な
れ
ば
、
本

稿
第
一
章
で
の
べ
た
と
こ
ろ
に
回
帰
し
た
だ
け
の
こ
と
と
な
る
。
「
貞
徳
終

駕
記
」
の
出
現
と
「
夜
半
翁
終
駕
記
」
の
執
筆
は
、
十
数
年
を
隔
て
る
の

み
で
、
環
境
的
に
は
ほ
と
ん
ど
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も
の
の
、
直

結
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
当
事
者
に
自
覚
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

両
者
は
時
代
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
素
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
、

俳
壇
・
文
壇
を
す
れ
ち
が
っ
た
と
も
い
え
る
。

特
定
の
句
文
し
か
当
事
者
凡
董
の
視
野
に
入
ら
な
か
っ
た
の
は
時
代
の

な
せ
る
こ
と
で
、
や
む
を
得
な
い
と
い
う
べ
き
だ
が
、
数
百
年
を
傭
臓
で

き
る
わ
れ
わ
れ
の
立
ち
位
置
か
ら
み
る
と
、
ず
っ
と
多
面
的
な
と
ら
え
か

た
も
可
能
と
な
る
。
か
り
に
〈
終
駕
記
の
系
譜
〉
と
い
う
節
序
を
仮
想
し

た
と
き
、
宗
祇
の
追
悼
に
は
じ
ま
り
、
貞
徳
、
芭
蕉
、
蕪
村
な
ど
と
、
長

い
歴
史
の
な
か
に
幾
多
の
俳
人
を
お
い
て
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
じ

ま
り
は
表
題
す
ら
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、
と
き
に
「
謙
・
弔
・
悼
」

な
ど
の
題
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
「
終
駕
記
」
と
称
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
追
悼
文
が
こ
れ

だ
け
連
綿
と
送
り
だ
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
は
希
有
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
文
芸
様
式
に
た
い
し
て
「
終
篤
記
」
と
命
名
す
る
き
っ
か
け

が
、
版
本
「
詞
林
意
行
集
」
だ
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
る
か
の

よ
う
に
し
て
、
数
年
後
に
は
「
芭
蕉
翁
終
篤
記
」
と
銘
打
っ
て
、
追
悼
文



（
２
）
蕪
村
周
辺
の
「
終
駕
記
」
と
し
て
は
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）

刊
の
雲
裡
坊
追
善
集
「
烏
帽
子
塚
」
に
、
「
終
駕
記
」
と
題
す
る
追
悼
文

が
掲
赦
さ
れ
る
。
本
集
に
は
蕪
村
同
座
の
追
善
歌
仙
が
見
ら
れ
る
が
、

凡
並
の
視
野
に
入
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
し
「
終
駕
記
」

と
い
う
題
名
の
普
及
に
つ
い
て
は
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

【
注
］

（
１
）
在
洛
中
の
泰
里
の
移
転
と
庵
号
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
泰

里
と
上
洛
１
点
茶
そ
し
て
煎
茶
へ
」
（
「
近
世
文
芸
」
第
八
十
号
）
、
お
よ

び
拙
著
「
蕪
村
余
響
」
（
岩
波
普
店
刊
）
所
収
「
茶
人
と
文
人
ｌ
春
の
夜

ぴ
拙
著
「
蕪
村
余
響
」
（
岩
波
普
店
刊
）
所
収
葱

や
宗
佐
の
庭
を
歩
行
け
り
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ふ
じ
た
し
ん
い
ち
／
本
学
教
授
）
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一
門
の
結
束
や
継
続
性
の
確
認
に
つ
な
が
る
だ
け
で
な
く
、
俳
諾
に
生
き

る
者
と
し
て
の
連
帯
意
識
を
か
も
し
だ
す
こ
と
に
も
な
っ
た
だ
ろ
う
。
ひ

い
て
は
、
四
百
年
の
俳
譜
史
を
つ
な
ぐ
一
助
と
な
っ
た
と
評
す
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。


