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其
角
『
花
摘
』
の
舞
台

―
亡
母
追
善
句
日
記
か
ら
蕉
門
撰
集
へ
―

藤　

田　

真　

一

は
じ
め
に

　

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
九
月
十
二
日
、
芭
蕉
は
近
江
の
義
仲
寺
か
ら

江
戸
に
い
る
曾
良
に
宛
て
て
、
か
な
り
長
文
の
手
紙
を
し
た
た
め
た
。
そ

の
な
か
で
、
こ
ん
な
一
節
が
目
に
留
ま
る
。

其
角
、
花
摘
出
板
の
よ
し
、
是
は
前
々
よ
り
段
々
委
細
に
申
聞
か
せ

候
。
定さ
だ
め
て而

面
白
か
る
べ
く
と
待
か
ね
候
。

　

其
角
が
江
戸
で
『
花
摘
』
を
刊
行
し
た
と
い
う
話
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
以
前
か
ら
少
し
ず
つ
具
体
的
に
内
容
を
言
っ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
か

ら
察
す
る
に
、
き
っ
と
面
白
い
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
文
面
で
あ
る
。
同

書
簡
中
に
、「
其
角
は
度
々
書
状
さ
し
越こ
し

、
又
人
々
の
便
に
も
さ
た
承
候
」

と
告
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、『
花
摘
』
の
企
画
や
上
梓
に
つ
い

て
、
其
角
本
人
か
ら
な
ん
ど
も
連
絡
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
関

係
者
か
ら
も
う
わ
さ
や
評
判
が
伝
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
芭
蕉
の
期
待
感

が
膨
ら
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。

　
『
花
摘
』
の
記
事
は
、
元
禄
三
年
の
四
月
八
日
に
始
ま
り
、
七
月
十
九
日

で
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
山
田
筍
深
に
よ
る
跋
文
の
あ
と
の
奥
書
に
は
、

元
禄
三
年
の
「
上
秋
下
旬
」、
す
な
わ
ち
七
月
の
二
十
日
過
ぎ
の
日
付
が
認

め
ら
れ
る
。
初
版
本
の
版
元
は
「
江
府
書
林
西
村
唄
風
」
と
あ
り
、
翌
八

月
こ
ろ
に
江
戸
で
上
梓
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
時
代
、
原
稿
全
文
の
完
成
の
の
ち
、
版
下
か
ら
版
木
の
制
作
、
さ

ら
に
校
正
作
業
を
経
て
、
印
刷
・
製
本
を
実
施
し
て
配
本
さ
れ
る
ま
で
、

ど
れ
く
ら
い
の
時
日
を
要
す
る
の
か
精
確
に
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
芭

蕉
は
、
手
紙
を
書
い
た
九
月
十
二
日
に
は
も
う
発
刊
済
み
で
、
そ
ろ
そ
ろ
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手
許
に
届
い
て
も
よ
さ
そ
う
だ
と
了
解
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

其
角
の
側
か
ら
発
刊
の
時
期
を
示
唆
し
て
い
た
か
も
し
れ
ず
、
な
に
よ
り

芭
蕉
じ
し
ん
の
切
望
す
る
心
象
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

元
禄
二
年
の
晩
春
に
江
戸
を
離
れ
て
、
み
ち
の
く
の
大
旅
行
を
果
た
し

た
の
ち
、
京
・
大
津
な
ど
の
上
方
、
も
し
く
は
故
郷
の
伊
賀
周
辺
を
転
々

と
し
て
い
た
芭
蕉
は
、
江
戸
の
仲
間
や
門
人
た
ち
の
情
報
や
成
果
を
鶴
首

す
る
熱
い
思
い
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
上
方
蕉
門
に
身
を
置
い
て
く

り
広
げ
る
俳
諧
活
動
と
並
行
し
て
、
奥
州
旅
行
以
後
の
蕉
門
俳
諧
を
言
挙

げ
せ
ん
と
策
を
練
っ
て
い
る
芭
蕉
に
と
っ
て
、
江
戸
蕉
門
の
よ
う
す
が
気

に
な
ら
な
い
わ
け
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

其
角
と
は
相
当
緊
密
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
報
じ
る
同
じ
書
通
の
筆

先
に
、
江
戸
蕉
門
の
両
輪
の
も
う
一
方
と
目
さ
れ
る
嵐
雪
に
関
し
て
も
言

及
を
欠
か
さ
な
い
。

嵐
雪
無
事
に
居
候
哉や

。
随
分
無
沙
汰
も
の
に
て
、
し
み
〴
〵
し
た
る

状
一
通
も
こ
し
不
申
候
。
定
而
俳
諧
に
取
込
候
而
の
事
と
存
候
。
集

あ
み
候
由
、
こ
れ
に
も
何
事
を
何
に
い
た
し
候
や
ら
、
く
わ
し
く
承

ず
候
。

　

其
角
か
ら
は
度
々
書
状
が
届
く
と
し
る
し
た
直
前
の
文
面
で
、
お
な
じ

一ひ
と

つ
書が

き

の
な
か
の
一
節
で
あ
る
。
行
間
か
ら
は
、
其
角
・
嵐
雪
と
併
称
す

る
意
識
が
、
芭
蕉
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
に
じ
ま
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
其
角
の
『
花
摘
』
と
競
い
あ
う
か
の
よ
う
に
、
嵐
雪
も
「
集
」（
撰

集
）
を
編
ん
で
い
る
こ
と
を
芭
蕉
は
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
其
袋
』

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
当
年
六
月
の
自
序
、
版
元
は
京

の
か
の
井
筒
屋
庄
兵
衛
で
あ
る
。
七
月
跋
の
江
戸
出
版
の
『
花
摘
』
が
上

方
の
芭
蕉
の
も
と
に
届
い
て
も
い
い
は
ず
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
よ
り
早
く

京
都
版
の
『
其
袋
』
が
す
で
に
出
来
あ
が
り
、
疾と

う
に
芭
蕉
の
手
許
に
到

来
し
て
い
て
ふ
し
ぎ
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
の
書
面
に
よ
る
と
、

入
手
ど
こ
ろ
か
、
撰
集
の
よ
う
す
す
ら
伝
わ
っ
て
こ
ず
、
ど
こ
か
い
ら
だ

ち
さ
え
感
じ
ら
れ
る
（
み
ち
の
く
旅
行
を
共
に
し
た
曾
良
相
手
だ
か
ら
、

書
中
に
本
心
を
畳
み
こ
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
）。

　

江
戸
の
動
向
を
気
に
す
る
一
方
で
、
芭
蕉
は
上
方
の
諸
方
に
身
を
置
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
の
俳
友
や
弟
子
た
ち
と
交
渉
を
重
ね
る
か
た
わ
ら
、
本
腰

を
入
れ
た
撰
集
の
準
備
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、
翌
元
禄
四
年

の
初
秋
に
刊
行
さ
れ
る
『
猿
蓑
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
俳
諧
史
上
画
期
的

と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
撰
集
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
東
西
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
蕉
門
は
相
前
後
し

て
、
活
動
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
俳
諧
撰
集
の
編
集
・
出
版
を
目
ざ
し

て
い
た
の
だ
。
二
十
一
世
紀
の
よ
う
に
電
話
も
メ
ー
ル
も
な
い
時
代
、
上
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方
・
関
東
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
を
巻
き
込
ん
だ
撰
集
の
実
現
を
す
る
の

は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
次
つ
ぎ
に
や
っ
て
み
せ

よ
う
と
し
て
い
る
、
そ
れ
が
こ
の
こ
ろ
の
高
揚
し
た
蕉
門
の
実
勢
だ
っ
た

と
も
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
東
西
を
包
み
込
ん
だ
蕉
門
の
趨
勢
を
確
認

し
な
が
ら
、
こ
れ
を
実
現
し
た
芭
蕉
を
中
心
と
す
る
一
門
の
息
づ
か
い
を

感
じ
取
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

一　

撰
集
『
花
摘
』
の
相
貌

　

み
ち
の
く
旅
行
を
終
え
た
芭
蕉
が
上
方
に
あ
っ
て
、
其
角
が
江
戸
で
試

み
て
い
た
撰
集
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、

あ
ら
た
め
て
概
観
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
書
名
で
あ
る
。
一
般
に
「
花
摘
」
と
す
る
が
、
題
簽
（
中
央
）
は
、

上
巻
を
「
花
摘
」、
下
巻
を
「
華
つ
み
」
と
し
、
ま
た
内
題
は
上
巻
「
花
つ

み
」、
下
巻
「
華
摘
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
い
さ
さ
か
表
記
を
異
に
す
る
も
の

の
、
実
質
的
な
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
（
本
稿
で
は
「
花
摘
」
と
す
る
）。

半
紙
本
上
下
二
冊
、
丁
数
は
上
巻
が
二
十
五
、
下
巻
が
三
十
九
、
行
数
は

半
丁
八
行
で
、
い
ず
れ
も
俳
諧
撰
集
と
し
て
平
均
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

版
元
は
、「
江
府
書
林　

西
村
唄
風
版
行
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
京
で
は

な
く
、
江
戸
で
の
出
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
序
文
署
名
は
「
一
燈
礼　

其

角
述
」、
漢
文
に
よ
る
跋
文
は
「
山
田
筍
深
跋
」。
跋
文
の
あ
と
、
つ
ま
り

奥
書
に
「
元
禄
庚
午
歳
上
秋
下
旬
／
宝
井
其
角
撰
」
と
あ
っ
て
、
元
禄
三

年
七
月
二
十
日
過
ぎ
に
其
角
の
手
に
よ
っ
て
編
集
が
完
結
し
た
こ
と
を
し

る
し
て
い
る
。

　

こ
の
撰
集
を
立
ち
上
げ
る
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
、
其
角
み
ず
か
ら
が

序
文
の
冒
頭
に
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

元
禄
三
年
の
事
に
や
。
母
の
寺
に
詣ま
う
でま

か
り
し
に
、
四
年
過
つ
る
春

秋
も
悲
し
び
を
も
よ
ほ
す
か
た
多
か
り
け
れ
ば
、
思
ひ

0

0

を
是
に
よ
せ

て
、
心
ざ
し
を
手
向
侍
り
し
よ
り
、
彼か

の

祇
公
の
一
と
せ
の
日ひ

次な
み

を
発

句
つ
か
う
ま
つ
れ
り
し
海
山
の
情
、
雲
水
の
あ
は
れ
を
も
、
転
法
輪

讃
仏
乗
の
道
に
入
と
の
み
お
も
ひ
な
し
給
ひ
け
ん
。

　

其
角
の
母
妙
務
尼
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
四
月
八
日
に
亡
く
な

っ
て
い
る
（
行
年
五
十
七
）。
没
後
四
年
に
あ
た
る
元
禄
三
年
（
一
六
八

〇
）
の
命
日
に
、
其
角
は
墓
所
の
上
行
寺
に
詣
で
た
。
そ
の
と
き
の
一
句

が
こ
れ
で
あ
る
。

灌
仏
や
墓
に
む
か
へ
る
独
言
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こ
の
「
独
言
」
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
湧
き
あ
が
っ
た
亡
母
へ
の
「
思
ひ
」
の
な
か
に
、
撰
集
『
花
摘
』

に
関
わ
る
発
意
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
思
い
の
み
が

『
花
摘
』
の
編
集
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

一
点
は
、「
祇
公
の
一
と
せ
の
日
次
を
発
句
」
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
宗
祇
に
は
日
記
体
の
発
句
集
が
あ
っ
た
。『
俳
文
学
大
辞
典
』
で
は
、

「
宗
祇
日
発
句
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
古
活
字
版
と
整
版
本
で
出
版

さ
れ
た
ほ
か
、
べ
つ
に
写
本
も
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
宗
祇
作

と
さ
れ
る
が
確
証
は
な
い
」
と
も
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
ど
の
テ
キ
ス
ト

に
接
し
て
い
た
の
か
も
不
明
だ
が
、
其
角
と
し
て
は
宗
祇
に
範
を
取
っ
て
、

そ
れ
な
り
に
由
緒
を
求
め
た
試
行
の
心
づ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の

志
し
が
取
っ
て
つ
け
た
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
、
六
月
五
日
の
条
に
、「
祇

公
日
次
の
題
を
と
り
あ
は
せ
て）

1
（

」
と
前
書
し
た
う
え
で
、「
河か

は

簀す

垣が
き

徳
利
も

ひ
た
す
流
哉
」
と
い
う
句
を
詠
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。

　

た
だ
し
、
宗
祇
の
句
日
記
は
追
悼
に
関
わ
る
課
業
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

亡
母
追
慕
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
書
と
し
て
成
就
に
至
る
ま
で

に
は
、
さ
ら
な
る
曲
折
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

い
ざ
我
心
、
朝
夕
の
人
の
す
く
な
き
折
〳
〵
、
聊
い
さ
さ
かも

の
に
か
き
つ
く
。

一い
ち

夏げ

百
句
に
み
ち
た
れ
ば
、
花
摘
と
名
付
侍
る
也
。

　

毎
日
少
し
ず
つ
発
句
を
書
き
と
め
て
い
る
う
ち
に
、
ち
ょ
う
ど
百
句
に

到
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
へ
「
花
摘
」
と
名
を
施
し
た
と
い
う
の
だ
。

こ
う
し
て
区
切
り
（「
結
縁
」）
が
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
日
々
に
見
聞
し
た

作
を
加
え
て
公
刊
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
と
い
う
。

　
「
一
夏
百
句
」
と
い
う
追
悼
営
為
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
に
浸
透
・
普
及
し
て

い
た
の
か
、
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
の
だ
が
、
古
く
か
ら
「
夏げ

安あ
ん

居ご

」、

も
し
く
は
「
一
夏
安
居
」
と
呼
ば
れ
る
夏
の
仏
事
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

四
月
十
五
日
か
ら
七
月
十
五
日
ま
で
の
九
十
日
間
に
、
一
定
の
場
所
に
籠

っ
て
行
な
う
仏
道
修
行
（
夏
籠
）
の
こ
と
を
い
っ
た
。
ま
た
九
十
日
を
百

日
に
延
ば
し
て
、
同
様
の
夏
籠
を
「
夏
百
日
」「
夏
百
日
行
」
と
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
俳
諧
で
夏
の
季
語
に
も
な
っ
て
い
て
、『
俳
諧
を
だ
ま

き
』（
元
禄
四
年
刊
）
な
ど
に
登
録
さ
れ
、
た
と
え
ば
蕪
村
も
「
夏
百
日
墨

も
ゆ
が
ま
ぬ
こ
ゝ
ろ
か
な
」（
蕪
村
句
集
）
な
ど
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
う
し

た
夏
行
を
詠
句
に
転
じ
た
の
が
、
其
角
の
こ
の
試
み
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
亡
母
追
善
と
い
う
誠
信
の
行
と
、
一
日
一
句
と
い
う
作
句
活
動

と
が
結
合
し
て
な
っ
た
成
果
だ
と
す
る
な
ら
、
俳
人
其
角
の
人
と
な
り
を

打
ち
出
す
の
に
う
っ
て
つ
け
の
営
為
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
没
後
四
年
め
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た

の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

開
始
が
四
月
八
日
だ
っ
た
の
は
、
母
の
命
日
に
よ
る
の
は
言
う
ま
で
も
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な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
日
が
釈
迦
の
誕
生
日
に
あ
た
る
こ
と
と

も
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
夏
安
居
の
行
の
ひ
と
つ
に
、
仏
教
の
経

文
や
仏
名
を
書
写
す
る
こ
と
が
あ
る
。
夏げ
　
が
き書
と
い
う
。『
日
次
紀
事
』
の
四

月
八
日
「
灌
仏
会
」
の
記
事
の
な
か
に
、「
男
女
一
夏
九
旬
之
間
、
毎
日
筆

法
を
習
ひ
、
又
或
は
信
ず
る
所
の
神
仏
の
名
号
を
記
す
、
是
を
夏
書
と
謂

ふ
」（
原
文
は
漢
文
）
と
あ
る
。
こ
の
変
形
と
し
て
、
夏
百
日
の
あ
い
だ
、

一
日
一
句
ず
つ
詠
じ
続
け
る
と
「
一
夏
百
句
」
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

古
く
か
ら
あ
る
仏
事
の
夏
行
を
俳
諧
に
組
み
入
れ
て
、
俳
人
の
腕
の
見
せ

所
に
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

さ
ら
に
、
比
叡
山
の
戒
壇
院
で
は
、
ふ
だ
ん
は
女
人
禁
制
な
が
ら
、
こ

の
四
月
八
日
の
仏
生
会
に
限
っ
て
女
性
の
登
山
を
許
し
、
坂
本
の
花
摘
の

社
に
参
詣
さ
せ
た
と
さ
れ
る
。
同
様
の
行
事
が
東
寺
で
も
お
こ
な
わ
れ
た

と
い
う
（『
日
次
紀
事
』）。
ま
た
『
和
訓
栞
』
に
は
、
京
都
の
人
が
四
月
に

比
叡
山
に
入
っ
て
、
草
花
を
摘
ん
で
持
参
し
た
と
も
し
る
さ
れ
て
い
る
。

其
角
は
そ
う
し
た
風
習
を
承
知
の
う
え
で
、「
花
摘
」
の
標
題
を
案
じ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

其
角
の
『
花
摘
』
で
は
、
四
月
八
日
に
開
始
し
て
、
七
月
十
九
日
に
百

句
を
よ
み
上
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
六
月
二
十
四
・
二
十
五
日
の
両
日
、

お
よ
び
七
月
四
・
五
日
の
両
日
、
計
四
日
に
発
句
の
記
録
は
な
い
。
前
者

の
ば
あ
い
は
、
六
月
二
十
六
日
に
一
気
に
三
句
を
詠
じ
て
補
填
し
て
い
る

も
の
の
、
後
者
で
は
そ
う
し
た
処
置
は
は
か
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
発

句
ば
か
り
と
は
限
ら
ず
、
例
外
的
事
例
で
は
あ
る
が
、
付
句
も
一
句
と
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
よ
う
だ
（
七
月
一
日
）。

　

母
の
菩
提
を
弔
う
こ
と
を
も
っ
て
始
動
し
た
企
画
で
あ
る
か
ら
、
仏
教

が
ら
み
の
句
作
や
記
事
が
散
見
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
四
月
八
日
ば
か

り
で
は
な
く
、
五
月
、
六
月
、
七
月
の
各
八
日
に
も
、
月
命
日
に
あ
た
る
と

こ
ろ
か
ら
、
当
日
の
句
は
母
を
思
い
や
る
句
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

六
月
八
日
は
「
母
の
日
や
又
泣
出
す
ま
く
は
瓜
」、
七
月
八
日
は
「
文
月
や

産
ま
る
ゝ
文
字
も
母
の
恩
」
な
ど
と
母
に
手
向
け
る
句
を
詠
じ
て
い
る
。

　

直
接
的
な
追
慕
の
句
で
な
く
と
も
、
寺
社
参
詣
の
折
の
句
や
、
仏
僧
が

詠
じ
た
作
が
い
さ
さ
か
目
立
つ
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
四
月
十
二
日
は
寛

永
寺
詣
で
の
句
、
四
月
二
十
五
日
は
天
神
社
へ
奉
納
、
六
月
一
日
に
は
自

作
で
は
な
い
が
、
済
海
寺
に
遊
行
し
た
沾
徳
の
句
、
な
ど
と
、
心
な
し
か

宗
教
性
の
あ
る
記
事
が
目
に
つ
く
。

　

こ
う
し
た
作
品
の
掲
載
は
、
本
書
の
発
意
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、

編
者
其
角
の
個
人
的
心
性
の
表
出
と
し
て
納
得
の
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
作
品
ば
か
り
で
一
集
を
埋
め
尽
く
し
た
と
な
る
と
、

と
て
も
俳
諧
撰
集
と
し
て
公
刊
に
及
ぶ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
あ

く
ま
で
も
其
角
個
人
の
内
意
に
と
ど
め
お
く
性
質
の
も
の
で
、
江
戸
ば
か

り
か
、
上
方
あ
る
い
は
日
本
中
の
不
特
定
の
読
者
の
目
に
さ
ら
す
べ
き
も
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の
に
は
至
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
俳
壇
的
性
格
を
も
有
す
る
俳
諧
撰

集
と
し
て
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
く
ら
切
実
な
思
い
が

こ
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
た
ん
に
其
角
の
母
を
思
う
気
持
ち
だ
け
で
は
、

上
方
に
い
る
芭
蕉
も
期
待
し
よ
う
が
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

母
の
追
慕
と
い
う
私
的
営
為
が
、
撰
集
と
い
う
拡
が
り
の
あ
る
社
会
的

共
有
性
に
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
其
角
個
人
の
想
念
を
越
え
て
、
文
学
的

な
普
遍
性
を
獲
得
す
る
仕
組
み
と
内
容
が
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
た
、
日
記
と
い
う
ご
く
個
人
的
・
内
向
き
の
作
業
が
、
撰
集
の
有
す
る

公
的
特
性
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
と
も
い
え
る
。

そ
の
あ
り
よ
う
へ
の
解
明
に
近
づ
く
に
は
、
句
日
記
と
い
う
体
裁
に
深
く

切
り
込
ん
で
、
俳
諧
撰
集
と
し
て
い
か
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
か

を
読
み
解
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

二　

日
録
の
諸
相

　

個
人
の
生
活
に
即
し
た
日
記
と
い
う
形
態
と
、
一
門
あ
る
い
は
広
域
の

俳
諧
活
動
の
集
成
で
あ
る
撰
集
と
い
う
成
果
と
は
、
本
来
逆
方
向
を
向
き

合
っ
て
い
る
と
評
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
が
一
書
に
共
存
す

る
た
め
に
ど
ん
な
計
ら
い
が
な
さ
れ
る
の
か
。

　

一
日
ご
と
の
句
は
、
ま
っ
さ
き
に
其
角
の
自
作
が
あ
げ
ら
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
た
ん
に
〈
日
記
〉
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
日
々
の
出
来
事
を

事
実
に
即
し
て
記
録
し
、
と
き
に
感
想
や
コ
メ
ン
ト
を
添
え
る
と
い
う
も

の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
〈
俳
句
日
記
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
出

来
事
の
記
述
に
の
せ
て
、
自
句
を
加
え
る
か
、
一
日
を
過
ご
し
た
心
情
吐

露
を
自
作
の
俳
句
に
譲
れ
ば
相
応
の
か
た
ち
に
な
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
単

純
に
自
作
の
句
文
を
書
き
な
ら
べ
て
事
足
れ
り
と
す
る
其
角
で
は
あ
る
ま

い
。『
花
摘
』
の
内
実
に
分
け
入
っ
て
、
其
角
周
辺
の
句
作
や
動
向
、
さ
ら

に
上
方
を
は
じ
め
、
全
国
に
ち
ら
ば
る
俳
人
た
ち
と
の
応
答
の
よ
う
す
を

瞥
見
し
な
が
ら
、
撰
集
と
し
て
の
あ
り
様
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
句
日
記
の
典
型
を
確
認
し
て
お
く
。
先
述
の
と
お
り
、
各
日
付

の
冒
頭
に
其
角
作
が
一
句
し
る
さ
れ
る
。
発
句
の
み
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、

と
き
に
前
書
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
母
の
墓
参
だ
っ
た
り
、
寛
永

寺
参
詣
だ
っ
た
り
、
ま
た
浅
草
川
逍
遥
で
あ
っ
た
り
と
、
其
角
個
人
の
動

静
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
詠
じ
ら
れ
る
の
は
、
至
極
当
た
り
前
の
書
き
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
と
き
に
は
、
事
情
は
不
詳
な
が
ら
、
先
人
の
和
歌
や
発
句

に
思
い
を
寄
せ
て
句
作
し
て
み
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

必
ず
し
も
一
律
で
は
な
い
日
録
の
な
か
か
ら
、
其
角
み
ず
か
ら
の
日
常
が

う
か
が
え
る
よ
う
な
、
注
目
に
値
す
る
若
干
の
記
事
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

最
初
に
あ
げ
る
の
は
、
六
月
四
日
で
あ
る
。
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遊
女
小
む
ら
さ
き
を
か
ゝ
せ
て
、
讃
こ
の
ま
れ
し
に
、

藻
の
花
や
絵
に
書か

き

わ
け
て
さ
そ
ふ
水　
　
　

角

　

小
紫
と
は
、
明
暦
こ
ろ
に
名
声
を
上
げ
た
江
戸
・
京
町
の
三
浦
屋
抱
え

の
名
女
郎
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
。
其
角
が
つ
く
っ
た
『
吉
原
源
氏
五

十
四
君
』（
貞
享
四
年
刊
）
に
も
、「
他
の
小
女
郎
と
は
見
え
ぬ
風
俗
、
さ

す
が
に
名
あ
る
べ
し
」
と
讃
え
ら
れ
て
い
る
人
物
の
こ
と
だ
ろ
う
。
女
郎

を
描
い
た
画
者
は
不
明
だ
が
、
賛
句
を
其
角
に
求
め
た
と
こ
ろ
が
注
目
さ

れ
る
。

　

六
月
十
六
日
の
条
は
、
後
の
ち
ま
で
話
題
に
な
っ
た
発
句
が
し
め
さ
れ

る
。　

　

怖
ヲ
ソ
ロ
シ
キ夢

を
見
て
、

切
ラ
レ
た
る
夢
は
誠
か
蚤
の
跡

　

こ
の
句
が
ひ
ろ
く
周
知
さ
れ
る
の
は
、『
去
来
抄
』「
先
師
評
」
中
の
芭

蕉
・
去
来
の
対
話
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
去
来
は
、
本
句
を
掲
げ
て
、「
其
角

は
誠
に
作
者
に
て
侍
る
。
わ
づ
か
に
の
み
の
喰
つ
き
た
る
事
、
た
れ
か
か

く
は
謂い
ひ

つ
く
さ
ん
」
と
、
其
角
独
特
の
発
想
と
表
現
を
讃
え
た
。
そ
れ
に

応
え
て
、
芭
蕉
は
、「
し
か
り
。
か
れ
は
定
家
の
卿
也
。
さ
し
て
も
な
き
事

を
、
こ
と
〴
〵
し
く
い
ひ
つ
ら
ね
侍
る
、
と
き
こ
へ
し
評
に
似
た
り
」
と

述
べ
た
と
い
う
。
句
意
や
句
評
は
こ
れ
で
全
う
し
て
い
る
と
し
て
、
留
意

さ
れ
る
べ
き
は
、
芭
蕉
・
去
来
両
者
の
対
話
が
な
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で

あ
る
（
後
述
）。

　

つ
ぎ
は
七
月
一
日
を
見
て
み
る
。
や
や
長
文
の
前
書
に
よ
る
と
、「
父
の

煩
は
し
き
を
、
心
も
と
な
く
ま
も
り
ゐ
た
る
に
、
い
な
み
が
た
き
会
に
よ

び
た
て
ら
れ
て
」、
ど
う
し
て
も
断
り
切
れ
ず
に
出
か
け
た
と
い
う
。
父
と

は
医
師
で
あ
り
つ
つ
、
俳
諧
に
も
手
を
染
め
て
、
俳
号
を
東
順
と
名
乗
っ

た
人
物
で
あ
る
。
芭
蕉
と
も
交
渉
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
芭
蕉
「
東
順

伝
」）。
そ
の
体
調
が
思
わ
し
く
な
く
、
子
息
の
其
角
が
看
病
に
あ
た
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
き
事
情
で
句
会
に
臨
ん
だ
と
い
う
の
だ
。

そ
こ
で
「
秋
と
い
ふ
風
は
身
に
し
む
薬
哉
」
と
い
う
発
句
を
提
出
し
、
一

折
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
解
放
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

　
『
花
摘
』
の
刊
行
は
、
元
禄
三
年
八
月
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
は

上
方
の
芭
蕉
や
去
来
の
手
許
に
い
つ
届
い
た
か
で
あ
る
。
元
禄
三
年
秋
の

芭
蕉
は
、
七
月
二
十
三
日
に
幻
住
庵
を
引
き
払
っ
て
、
い
っ
た
ん
大
津
に

う
つ
る
。
大
津
か
ら
怒
誰
に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
八
月
は
湖
南
に
あ
っ
て

名
月
を
楽
し
み
た
い
と
予
告
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
、
大

津
か
膳
所
（
義
仲
寺
）
に
身
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
九
月
二
十
七
日
に

は
、
堅
田
か
ら
上
洛
し
た
が
、
こ
れ
は
日
帰
り
の
強
行
軍
だ
っ
た
の
で
、
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両
者
が
対
面
し
て
じ
っ
く
り
話
し
合
う
と
い
う
暇
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
の
後
芭
蕉
は
故
郷
伊
賀
へ
赴
き
、
十
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
再
度
京
都

に
や
っ
て
く
る
。
そ
の
直
後
に
な
さ
れ
た
の
が
、『
猿
蓑
』
に
所
収
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
「
鳶
の
羽
も
」
の
四
吟
歌
仙
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
去
来
も
参

加
し
て
い
る
。
十
二
月
ま
で
ほ
ぼ
京
に
滞
在
し
て
い
る
の
で
、
其
角
へ
の

句
評
は
そ
の
こ
ろ
の
対
話
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

八
月
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
『
花
摘
』
が
上
方
ま
で
搬
送
さ
れ
て
、
芭

蕉
や
去
来
に
届
く
に
は
、
そ
れ
な
り
の
日
数
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を

読
み
こ
み
、
味
わ
う
に
は
、
さ
ら
に
相
応
の
時
日
を
考
慮
し
な
い
と
い
け

な
い
。
元
禄
三
年
の
冬
期
の
会
話
だ
と
す
る
と
、
十
分
な
日
取
り
を
か
け

た
結
果
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
か
り
に
去
来
の
発
話
だ
と
す
る

と
、
芭
蕉
の
上
洛
を
手
ぐ
す
ね
を
引
い
て
待
っ
て
い
た
と
も
み
な
せ
る
。

ま
た
、
翌
年
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
猿
蓑
』
の
編
集
も
始
ま
っ
て
い

た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、『
花
摘
』
に
よ
り
、
江
戸
蕉
門
の
大
立
者
其
角
の

手
腕
や
存
在
感
を
意
識
し
た
う
え
で
、
去
来
の
発
言
が
芭
蕉
に
向
け
て
発

せ
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
其
角
の
動
静
や
句
風
を
如
実
に
あ
ら
わ
す
記
事
が
あ
る
一
方
、

其
角
以
外
の
作
者
の
作
品
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、

芭
蕉
奥
州
紀
行
時
の
発
句
や
歌
仙
が
見
ら
れ
た
り
、
京
の
去
来
の
俳
文
が

紹
介
さ
れ
た
り
も
す
る
。
あ
る
い
は
句
日
記
の
日
付
が
ほ
ぼ
初
夏
か
ら
初

秋
に
か
か
る
、
お
よ
そ
三
カ
月
の
期
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
季

に
ま
た
が
る
句
々
が
入
集
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
態
は
、『
花
摘
』
が
句
日
記

と
い
う
個
人
的
営
為
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
時
期
全
国
に
広
が
ろ
う
と
す

る
蕉
門
撰
集
と
し
て
の
体
裁
と
意
義
を
有
す
る
に
至
る
眼
目
に
も
関
わ
っ

て
く
る
。
そ
こ
で
、
右
の
事
柄
に
つ
い
て
は
次
章
で
考
察
す
る
こ
と
に
し

て
、
こ
こ
で
は
其
角
の
身
辺
に
限
っ
た
と
こ
ろ
で
考
え
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
其
角
周
辺
と
の
接
触
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
作
品
を
読
む
際
、
ち

ょ
っ
と
し
た
注
意
が
必
要
と
な
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
た
ん
に
発
句
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
だ
け
の
も
の
は
、
一
句
と
し
て
読
み
解
け
ば
よ
い
の
だ
が
、

前
書
の
添
え
て
あ
る
と
き
は
、
あ
る
種
の
判
断
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

と
り
あ
え
ず
五
月
十
一
日
の
一
節
を
掲
げ
て
み
る
。

　
　

回
郷
の
比こ
ろ

、
お
も
ひ
立
て
大
和
め
ぐ
り
せ
し
に
、

春
日　

和
ら
ぐ
や
杉
の
林
も
日
の
光　
　
　

か
し
く

　

以
下
「
在
原
寺
」「
大
五
輪
寺
」「
多
武
峯
」
な
ど
と
大
和
の
名
所
を
あ

げ
て
、
一
句
ず
つ
よ
み
あ
げ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
書
は
作
者

「
か
し
く
」
の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
。
多
く
の
ば
あ
い
は
、
こ
れ
と
同
様

と
み
て
よ
い
。
当
の
発
句
を
案
じ
た
場
面
や
発
意
を
明
示
す
る
の
が
前
書

の
役
目
だ
と
す
る
と
、
常
識
的
な
あ
り
よ
う
と
い
っ
て
よ
い
。
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と
こ
ろ
が
、
ま
た
別
の
ケ
ー
ス
も
見
か
け
ら
れ
る
。
発
句
の
作
者
と
は

異
な
る
立
場
で
添
え
ら
れ
て
い
る
と
し
か
見
な
せ
な
い
前
書
で
あ
る
。
た

と
え
ば
開
始
二
日
目
の
四
月
九
日
の
条
に
、
こ
ん
な
前
書
を
伴
っ
た
作
が

あ
る
。

　
　

僧
釣て

う
せ
つ雪

が
か
た
り
け
る
に
、

此こ
の

里
に
后き

さ
きま

す
べ
し
桐
の
花　
　
　
　
　
羽
黒
露
丸

　

一
見
す
る
と
理
解
し
に
く
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
う
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
釣
雪
は
京
の
僧
侶
で
、
芭
蕉
・
曾
良
が
羽
黒
山
で
歌
仙
を

巻
い
た
と
き
に
一
座
し
た
人
物
で
あ
る）

2
（

。
露
丸
は
呂
丸
と
も
書
き
、『
奥
の

細
道
』
で
は
図
司
左
吉
と
し
て
登
場
す
る
。

　

さ
て
、
本
句
の
作
者
露
丸
は
羽
黒
に
あ
っ
て
、
釣
雪
に
自
作
を
託
し
た

か
、
預
け
た
か
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
江
戸
に
や
っ
て
き
た
釣
雪
が
其

角
に
出
会
っ
た
際
、
露
丸
の
句
が
其
角
に
手
渡
さ
れ
、
た
だ
ち
に
入
集
し

た
、
そ
れ
が
本
句
な
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
と
、
前
書
は
本
来
こ
の
句

に
備
わ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
其
角
に
伝
え
ら
れ
た
事
情
を
説
明
す
る
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る）

3
（

。
す
な
わ
ち
、
編
者
其
角
の
露
丸
発
句
入
手
の
い

き
さ
つ
を
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

四
月
二
十
三
日
に
あ
げ
ら
れ
る
つ
ぎ
の
句
も
、
似
た
よ
う
な
事
例
と
み

ら
れ
る
。

　
　

伊
勢
よ
り
も
た
れ
た
る
み
や
げ
に
か
ゝ
れ
た
り
、

我わ
が
つ
ま妻

の
汗
に
成
た
る
も
め
ん
か
な　
　
　
　
久
居
柴さ

い

雫だ

　

伊
勢
か
ら
の
土
産
と
い
う
の
を
誰
が
も
た
ら
し
た
の
か
は
書
か
れ
て
い

な
い
。
作
者
の
柴
雫
本
人
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
書
き
方
か
ら
す
る

と
第
三
者
か
ら
渡
さ
れ
た
と
み
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
の
前
書
も
発
句
に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
伊
勢

土
産
に
添
え
ら
れ
た
発
句
で
あ
っ
た
事
情
を
、
編
集
に
当
っ
て
其
角
が
書

き
添
え
た
と
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

前
書
の
多
く
は
詠
じ
ら
れ
た
場
所
や
モ
ノ
、
と
き
に
季
題
を
書
き
つ
け

た
だ
け
の
単
純
な
も
の
で
、
基
本
的
に
発
句
に
即
し
た
も
の
と
み
て
よ
い

が
、
と
き
に
は
右
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
、
編
者
が
作
品
を
手
に
し
た
場

面
を
思
わ
せ
る
事
態
が
見
受
け
ら
れ
る
。
其
角
と
い
う
個
人
に
寄
り
か
か

っ
た
視
点
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
花
摘
』
は
こ
う

し
た
多
面
的
な
様
相
に
彩
ら
れ
た
句
々
を
集
成
し
た
撰
集
と
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
式
の
撰
集
と
し
て
は
、
や
や
異
例
な
か
た
ち
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
公
私
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
あ

る
意
味
で
は
、
そ
れ
が
『
花
摘
』
の
特
性
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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三　

蕉
門
の
東
西
交
流

　

近
世
期
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
現
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
に
せ
よ
、

相
当
に
交
通
網
が
整
備
さ
れ
、
想
像
以
上
に
ひ
と
の
往
来
が
盛
ん
な
時
代

だ
っ
た
。
五
街
道
を
は
じ
め
と
す
る
街
道
筋
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
瀬
戸

内
や
西
回
り
・
東
回
り
な
ど
の
航
路
も
充
実
、
さ
ら
に
は
飛
脚
に
よ
る
郵

送
も
広
く
展
開
・
発
達
し
、
人
間
の
往
き
来
の
み
な
ら
ず
、
通
信
の
便
も

か
な
り
自
在
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ヒ
ト
や
モ
ノ
の
往
来
が
あ

っ
て
こ
そ
、『
花
摘
』
と
い
う
撰
集
が
成
立
し
え
た
と
見
て
と
る
必
要
が
あ

る
。
本
章
で
は
、
そ
の
如
実
な
い
く
つ
か
の
実
態
を
拾
い
あ
げ
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

　

は
じ
め
に
、
近
江
・
膳
所
藩
の
重
臣
で
あ
っ
た
曲
水
（
曲
翠
）
に
関
す

る
記
事
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
六
月
五
日
の
条
に
曲
水
の
発
句
が
二
句
紹

介
さ
れ
る
。
一
句
の
み
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
（
前
書
は
な
い
）。

夏
山
や
庵
を
見
か
け
て
二
曲
リ　

　
　
　

曲
水

　

句
の
意
味
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ど
う
い
う
か
た
ち
で
其
角
の
許
に
伝

え
ら
れ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
前
後
の
曲
水
の
動

き
を
見
定
め
る
の
は
、
か
な
り
慎
重
を
要
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
一

説
に
、
前
年
の
冬
は
、
江
戸
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
は
「
芭

蕉
が
湖
南
滞
在
中
、
曲
翠
邸
を
訪
れ
て
」
親
し
く
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る

（『
俳
文
学
大
辞
典
』「
曲
翠
」）。
翌
元
禄
三
年
の
三
月
に
は
、
芭
蕉
の
「
木

の
も
と
に
汁
も
鱠
も
桜
か
な
」
を
立
句
と
す
る
三
吟
歌
仙
に
曲
水
も
一
座

し
て
お
り
（『
ひ
さ
ご
』）、
と
な
る
と
膳
所
の
地
に
あ
っ
た
の
は
ま
ち
が
い

な
い
。
そ
の
後
、
曲
水
は
伯
父
菅
沼
定
知
の
旧
庵
を
改
装
し
て
、
芭
蕉
に

住
ま
わ
せ
る
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
し
ば
ら
く
は
近
江

に
居
続
け
た
と
み
て
よ
い
。
芭
蕉
が
そ
の
庵
「
幻
住
庵
」
に
入
る
の
は
、

四
月
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
、
曲
水
は
江
戸
へ
向
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
同
年
四
月
の
執
筆
と
さ
れ
る
曲
水
宛
（
推
定
）
書
簡
の
な
か
に
、
隠

桂
と
い
う
人
物
か
ら
幻
住
庵
へ
の
同
居
を
し
つ
こ
く
迫
ら
れ
て
、
芭
蕉
は

困
惑
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
の
文
面
に
、「
高
橋
殿
と
内
談
仕
つ
か
ま
つ
り、

貴
様
御
留
守

0

0

0

0

0

之
内
、
彼か

れ
こ
れ是

山
庵
（
幻
住
庵
）
人
多
き
も
遠
慮
が
ま
し
く
候

間
、
御
無
用
被な

さ
れ
た
ま
は

成
給
り
候
へ
と
断
」
っ
た
と
い
う
文
面
が
見
ら
れ
る
。
高

橋
殿
は
曲
水
実
弟
の
怒
誰
の
こ
と
で
あ
り
、
曲
水
に
断
り
も
な
く
他
人
の

同
居
を
許
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
相
談
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、「
受
信
者
が
江
戸
在
住
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
」（
田

中
善
信
『
全
釈
芭
蕉
書
簡
集
』）
と
さ
れ
る
。
し
か
も
四
月
八
日
と
い
う
き

わ
め
て
近
い
時
期
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
曲
水
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は
芭
蕉
入
庵
か
ら
ほ
ど
な
く
江
戸
に
赴
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。『
花
摘
』
の

発
句
作
者
に
曲
水
の
名
が
掲
げ
ら
れ
る
際
、「
近
江
」
や
「
膳
所
」
と
い
っ

た
所
書
が
添
え
ら
れ
て
い
な
い
の
も
、
江
戸
に
現
住
す
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
み
ら
れ
る
一
端
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
六
月
三
十
日
付
の
曲
水
宛
書
簡
の
な
か
で
芭
蕉
は
、
あ
な
た

が
江
戸
へ
出
発
さ
れ
て
以
後
、
し
ば
ら
く
大
津
に
滞
在
し
、
そ
の
あ
い
だ

に
幻
住
庵
の
損
傷
を
繕
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
な
ど
と
報
告
し
て
い
る
。
文

面
か
ら
し
て
、
近
隣
の
ひ
と
へ
宛
て
た
も
の
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
な

ら
ば
、
こ
の
時
点
で
も
曲
水
は
な
お
在
江
戸
を
続
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
な
る
と
、
前
出
の
発
句
は
、
江
戸
滞
在
中
の
曲
水
が
手
ず
か
ら
持
参

し
た
か
、
だ
れ
か
に
届
け
さ
せ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
四
月
中
に
す

で
に
来
府
し
て
い
た
と
す
る
と
、
遅
き
に
失
し
た
と
す
ら
い
え
よ
う
。
あ

る
い
は
江
戸
に
来
た
直
後
は
公
務
に
多
忙
を
極
め
て
、
俳
諧
の
旧
知
を
訪

ね
る
な
ど
叶
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
曲
水
の
動
向
を
考
慮
し
つ
つ
「
夏
山
や
」
の
句
を
読

ん
で
み
る
と
、
こ
の
「
庵
」
と
は
幻
住
庵
を
さ
す
と
い
う
想
定
に
心
が
動

く
。
芭
蕉
が
身
を
寄
せ
る
幻
住
庵
を
訪
ね
て
い
く
途
中
、
ま
だ
二
曲
が
り

も
先
の
と
こ
ろ
に
庵
が
目
に
入
る
と
、
は
や
く
会
い
た
く
て
気
が
急
か
れ

る
と
い
っ
た
意
味
が
読
み
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
出
発
前
に
一
目
会
っ

て
お
き
た
い
と
訪
ね
た
、
曲
水
の
本
心
が
う
か
が
わ
れ
る
で
は
な
い
か
。
も

ち
ろ
ん
、
芭
蕉
の
近
況
を
其
角
に
報
じ
る
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

曲
水
関
係
の
記
事
は
、
六
月
十
日
に
も
み
ら
れ
る
。

　
　

曲
水
の
旅
宿
に
訪
て
、
湖
水
を
お
も
ひ
出い

で

し
に
、

漣さ
ざ
な
みや

あ
ふ
み
表
を
た
か
む
し
ろ　
　
　
　

角

　

先
日
の
曲
水
来
訪
（
も
し
く
は
来
簡
）
の
お
返
し
に
、
こ
ん
ど
は
其
角

が
相
手
の
滞
在
先
を
訪
ね
た
と
き
の
一
句
で
あ
る
。
そ
こ
で
詠
じ
た
の
は
、

其
角
が
か
つ
て
遊
ん
だ
琵
琶
湖
を
懐
か
し
く
思
い
だ
し
た
作
で
あ
っ
た
。

当
然
な
が
ら
、
故
郷
を
離
れ
て
い
る
曲
水
の
心
情
を
思
い
や
っ
た
句
と
も

い
え
る
。

　

つ
ぎ
に
見
え
る
曲
水
登
場
の
記
事
は
六
月
二
十
日
の
も
の
だ
が
、
こ
れ

は
い
さ
さ
か
よ
う
す
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
　

路
通
、
つ
る
が
へ
お
も
ひ
立
け
る
餞
別
に
、

剃そ
り

立た
て

の
つ
む
り
哀
や
秋
の
風　
　
　
　

曲
水

　

こ
れ
は
『
奥
の
細
道
』
に
お
い
て
、
芭
蕉
が
敦
賀
か
ら
大
垣
へ
と
向
か

う
場
面
、「
露
（
路
）
通
も
此
み
な
と
（
敦
賀
）
ま
で
出
む
か
ひ
て
、
み

の
ゝ
国
へ
と
伴
ふ
」
に
つ
な
が
る
一
句
と
み
ら
れ
る
。
路
通
と
い
う
人
物
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は
人
と
な
り
に
問
題
を
抱
え
て
い
て
、
師
の
芭
蕉
か
ら
怒
り
を
買
う
こ
と

も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
元
禄
二
年
秋
の
時
点
で
は
、
単
独
旅
行
に
な
る
芭

蕉
に
付
き
添
う
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
見
送
る
に
あ
た
っ

て
、
頭
髪
を
剃
り
上
げ
た
路
通
の
姿
に
哀
愁
を
覚
え
た
と
い
う
の
だ
。

　

一
句
の
意
義
は
そ
れ
な
り
に
あ
る
と
し
て
、『
花
摘
』
の
こ
の
個
所
に
ど

う
し
て
記
録
さ
れ
た
の
か
が
不
可
解
で
あ
る
。
同
日
の
次
句
が
路
通
な
の

で
、
そ
の
関
係
か
と
も
思
わ
れ
る
も
の
の
、
句
は
「
床
し
さ
は
い
く
つ
角つ
の

出
ス
浜
の
芦
」
で
、「
秋
の
風
」（
秋
）
と
「
芦
の
角
」（
春
）
と
い
う
季
語

を
含
め
て
、
内
容
的
に
は
関
連
性
を
見
出
し
が
た
い
。

　

七
月
七
日
は
、
其
角
・
曲
水
を
併
せ
て
、
計
八
名
の
七
夕
・
星
祭
・
星

合
の
発
句
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
其
角
亭
で
七
夕
の
会
が
催
さ

れ
て
、
曲
水
も
参
加
し
た
か
と
み
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
翌
日
、
ま
た
も
や
曲
水
が
登
場
す
る
。

　
　

幻
住
庵
山
上

啄き
つ
つ
き木

の
柱
を
つ
ゝ
く
住
居
か
な　
　
　

曲
水

　

直
前
に
、
同
じ
膳
所
藩
士
の
里
東
が
「
仏
餉
（
仏
飯
）」
を
も
っ
て
、
幻

住
庵
の
芭
蕉
を
訪
ね
た
折
の
句
、「
い
つ
た
き
て
蕗
の
葉
盛
の
御ヲ

ブ

ク
仏
餉
ぞ

も
」
が
掲
出
さ
れ
た
の
に
ち
な
ん
で
、
こ
の
曲
水
発
句
が
出
さ
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
も
し
く
は
、
曲
水
が
里
東
の
作
を
伴
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
七
月
八
日
と
い
う
初
秋
の
日
付
に
、
其
角
本
人
の
句
以
外

は
す
べ
て
夏
の
十
一
句
を
出
し
て
見
せ
て
お
り
、
曲
水
や
里
東
の
句
が
不

調
和
な
く
配
列
さ
れ
て
い
る
と
し
て
よ
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
曲
水
が
其

角
亭
を
訪
れ
て
こ
う
し
た
発
句
を
媒
介
に
し
つ
つ
、
懐
か
し
い
芭
蕉
の
前

年
の
動
静
を
こ
こ
で
話
題
に
し
た
と
も
想
像
さ
れ
る
。

　

折
か
ら
江
戸
に
在
勤
す
る
曲
水
と
の
や
り
と
り
を
記
録
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
曲
水
と
い
う
人
物
が
、
上
方
と
江
戸
を
つ
な
ぐ
役
目
を
に
な
う
ば

か
り
か
、
過
去
の
事
象
を
現
前
さ
せ
る
キ
ー
マ
ン
に
も
な
り
お
お
せ
て
い

る
。
な
に
よ
り
、
江
戸
を
離
れ
て
久
し
い
「
翁
」
の
消
息
を
伝
え
て
も
く

れ
る
の
だ
。
そ
う
な
る
と
、
本
書
が
た
ん
に
其
角
個
人
の
日
常
を
述
べ
る

私
的
日
記
に
と
ど
ま
ら
ず
、
蕉
門
全
体
の
耳
目
を
あ
つ
め
る
一
書
と
期
待

さ
れ
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

東
西
の
交
流
と
い
う
点
で
は
、
去
来
登
場
の
仕
方
も
看
過
で
き
な
い
。

最
初
に
顔
を
出
す
の
は
、
五
月
朔
日
に
見
ら
れ
る
、「
鶏
の
お
か
し
が
る
ら

ん
雉
の
ひ
な
」
の
発
句
で
あ
る
。
こ
の
直
前
に
、
芭
蕉
の
「
へ
び

く
ふ
と
き

け
ば
お
そ
ろ
し
雉
の
声
」
が
あ
っ
て
、
お
な
じ
雉
の
句
が
続
く
か
た
ち
で

掲
載
さ
れ
る
。
次
句
も
秋
色
の
「
雉
の
尾
も
や
さ
し
く
さ
は
る
菫
哉
」
と

い
う
お
な
じ
雉
の
句
が
来
て
お
り
、
こ
の
並
び
は
と
り
た
て
て
問
題
に
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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目
を
見
張
ら
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
に
続
く
作
品
の
掲
出
で
あ
る
。「
鼠

説
」
と
題
さ
れ
、「
洛
下
／
落
柿
舎
去
来
稿
」
と
い
う
署
名
の
あ
る
俳
文
で

あ
る
。
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
刊
の
許
六
編
『
本
朝
文
選
』
に
、「
鼠
ノ

賦
」
と
し
て
収
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
去
来
の
本
格
的
俳
文
の
初
稿
に

あ
た
る
も
の
で
あ
る
。「
鼠
ノ
賦
」
と
比
べ
る
と
か
な
り
の
異
同
は
あ
る
も

の
の
、
内
容
も
文
章
も
、
さ
ら
に
は
趣
向
も
そ
れ
な
り
に
出
来
上
が
っ
た

作
品
に
な
り
お
お
せ
て
い
る
。

　

周
知
の
ご
と
く
、
翌
年
刊
の
『
猿
蓑
』
は
当
初
文
章
編
〈
猿
蓑
文
集
〉

を
設
け
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、
そ
れ
な
り
の
準
備
が
進
ん
で
い
た
と
さ

れ
る
。
そ
の
企
画
が
い
つ
か
ら
緒
に
就
い
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

こ
こ
に
初
稿
と
は
い
え
、
丸
ご
と
掲
出
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
去
来
は

も
と
よ
り
、
芭
蕉
の
周
辺
で
は
〈
猿
蓑
文
集
〉
実
現
に
向
け
て
始
動
し
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
江
戸
の
其
角
に
披
露
し
て
み
せ
た
と
い
う

の
は
、
そ
れ
な
り
の
手
ご
た
え
と
自
信
を
感
じ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
こ
に
全
文
が
提
示
さ
れ
た
意
味
は
小
さ

い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
内
容
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
が
、「
鼠
説
」
と
い
う
標
題
の
直
下

に
、「
卯
月
十
八
日
の
文
の
中
に
聞
ゆ
」
と
其
角
が
書
き
添
え
て
い
る
こ
と

も
疎
か
に
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
去
来
が
江
戸
の
其
角
に
宛
て
て
、
こ

れ
ら
の
自
作
を
送
付
し
た
日
付
の
明
示
だ
か
ら
で
あ
る
。
四
月
十
八
日
に

発
送
し
て
、
五
月
一
日
に
其
角
の
手
許
に
到
着
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
京
・

江
戸
間
で
十
二
日
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
（
四
月
は
小
の
月
）。
こ
れ
に
よ

る
な
ら
、
東
海
道
を
二
週
間
弱
で
届
い
た
と
み
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、『
花
摘
』
を
も
う
す
こ
し
た
ど
る
と
、
俳
人
去
来
を
評
す
る
に
あ

た
っ
て
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
こ
と
に
な

る
。
五
月
四
日
の
条
に
一
括
掲
載
四
十
句
中
の
、
こ
の
一
句
で
あ
る）

4
（

。

一ヲ
ト
ヽ
ヒ昨

は
あ
の
山
越
ツ
花
盛
リ　

　
　
　

去
来

　
『
去
来
抄
』
の
な
か
に
、
こ
の
句
に
つ
い
て
、
芭
蕉
と
去
来
と
の
対
話
が

収
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
が
よ
ま
れ
た
の
は
、「
さ
る
み
の
二
、
三

年
前
」
の
こ
と
だ
と
す
る
。
で
き
た
当
初
は
、
こ
の
句
を
た
だ
ち
に
理
解

し
て
く
れ
る
ひ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
一
、
二
年
待
た
な
い
と
い
け
な

い
と
言
い
、
そ
の
後
、
杜
国
と
吉
野
行
脚
し
た
折
、
こ
の
句
を
毎
日
吟
じ

な
が
ら
歩
い
た
も
の
だ
と
い
う
芭
蕉
談
話
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か

ら
次
第
に
一
般
の
人
び
と
も
理
解
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と

い
う
。
去
来
じ
し
ん
は
、
芭
蕉
の
先
見
の
明
に
驚
い
た
と
白
状
し
て
い
る
。

　

其
角
が
こ
う
し
た
経
緯
を
知
っ
た
う
え
で
、
自
編
の
『
花
摘
』
に
出
し

た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
句
の
並
び
か
ら
み
て
、
ご
く
直
近
に
其

角
の
耳
に
達
し
た
作
で
は
な
く
、
か
な
り
前
か
ら
温
存
し
て
い
た
一
群
の
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発
句
の
ひ
と
つ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
制
作
直
後
に
は
無
理
だ
と
し
て
も
、

数
年
後
に
は
共
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
と
予
言
し
た
、
ま
さ
に
そ
の
タ

イ
ミ
ン
グ
で
『
花
摘
』
に
披
露
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
京
・
江
戸
の
あ
い

だ
で
、
ま
る
で
阿
吽
の
呼
吸
が
通
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
事

象
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
『
花
摘
』
か
ら
透
け
て
見
え
る
、
其
角
を
中
心
と
し
た
蕉
門

の
あ
い
だ
の
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
と
り
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
つ
ぎ
に
、
蕉

門
の
真
髄
た
る
芭
蕉
の
動
向
と
作
品
が
、
本
集
に
ど
う
生
か
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
本
筋
に
立
ち
入
る
べ
き
と
き
が
き
た
。

四　

芭
蕉
と
〈
奥
の
細
道
〉

　

江
戸
に
あ
っ
た
其
角
が
多
様
な
手
段
を
通
じ
て
、
関
西
を
は
じ
め
と
す

る
諸
国
の
俳
人
と
連
絡
を
取
り
合
い
、
そ
れ
が
『
花
摘
』
に
反
映
し
て
い

る
一
端
を
見
て
き
た
。
と
は
い
え
、
こ
こ
ま
で
の
記
述
の
な
か
で
、
肝
心

の
人
物
の
動
向
に
ほ
と
ん
ど
目
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
言
う
ま

で
も
な
く
、〈
芭
蕉
〉
そ
の
ひ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
を
め
ぐ
る
周
辺
の
動
き
に

つ
い
て
は
、
垣
間
見
程
度
に
探
っ
て
き
た
が
、
当
の
本
人
が
本
書
に
ど
の

よ
う
な
場
を
占
め
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
其
角
を
は

じ
め
と
し
て
、
江
戸
を
こ
え
て
、
全
国
に
ち
ら
ば
る
蕉
門
の
人
び
と
に
と

っ
て
、
い
ち
ば
ん
の
関
心
事
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
と
に
元
禄
二
年
秋

に
深
川
の
庵
を
畳
ん
で
大
旅
行
に
出
た
き
り
の
芭
蕉
が
、
ど
こ
に
い
て
ど

ん
な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
、
知
り
た
い
と
渇
望
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ

る
。
こ
の
章
で
は
、『
花
摘
』
か
ら
く
み
取
れ
る
芭
蕉
の
消
息
を
中
心
に
見

て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　

最
初
の
登
場
は
、
四
月
二
十
七
日
の
こ
の
句
で
あ
る
。

　
　

膳
所
へ
ゆ
く
と
て
、

　
　

獺
か
は
う
その

祭
見
て
来
よ
瀬
田
の
お
く　
　
　

翁

　

其
角
は
み
ず
か
ら
の
撰
集
に
お
い
て
、
芭
蕉
を
「
翁
」
と
称
す
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
元
禄
三
年
四
月
刊
の
『
い
つ
を
昔
』
あ
た
り
か
ら
の
よ
う

で
あ
る
。
一
般
的
に
「
翁
」
の
号
は
、
尊
称
・
自
称
（
卑
称
）
の
両
用
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
芭
蕉
へ
の
尊
敬
も
し
く
は
敬
愛
の
念
を
こ

め
た
表
記
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う）

5
（

。

　

さ
て
、
本
句
の
解
釈
や
意
図
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
交
わ
さ
れ

て
い
て
、
定
論
に
達
し
て
い
な
い
感
が
あ
る
（『
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』、
二

〇
一
四
年
明
治
書
院
刊
）。
詳
説
に
及
ぶ
こ
と
は
さ
し
控
え
る
が
、
こ
こ
で

は
『
花
摘
』
か
ら
読
み
と
れ
る
範
囲
で
解
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

四
月
二
十
七
日
は
、
其
角
の
「
短
夜
や
朝
日
待ま
つ

間ま

の
納
屋
の
声
」
の
す



243

ぐ
あ
と
に
、
本
句
が
前
書
と
と
も
に
掲
出
さ
れ
て
お
り
、
当
日
は
こ
の
二

句
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
其
角
の
句
と
の
関
連
性
は
認
め
が
た
い
。
ま
た
、

こ
の
句
は
「
獺
の
祭
」（
獺だ

っ

祭さ
い

）
が
季
題
と
な
っ
て
い
る
。『
滑
稽
雑ぞ
う
だ
ん談
』

（
正
徳
三
年
序
）
に
よ
る
と
、「
獺
祭
レ
魚
」
の
項
目
に
お
い
て
、『
礼
記
』

の
月
令
を
引
い
て
「
孟
春
之
月
」
と
し
た
う
え
で
、
獺
の
習
性
が
も
と
に

な
っ
た
季
題
で
あ
る
こ
と
を
解
説
す
る
。
さ
ら
に
和
文
の
説
明
文
で
も
、

「
初
春
の
季
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
月
の
季
語
と
し
て
い
る
。

　

元
禄
三
年
の
元
旦
を
膳
所
で
迎
え
た
直
後
、
芭
蕉
は
三
日
に
故
郷
の
伊

賀
上
野
に
赴
き
、
三
月
中
旬
こ
ろ
ま
で
滞
在
す
る
。
と
な
る
と
、
帰
郷
し

て
か
ら
あ
ま
り
間
を
置
か
な
い
と
き
の
作
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な

れ
ば
、
季
題
の
時
節
と
も
齟
齬
は
き
た
さ
な
い
。
た
だ
し
、「
膳
所
へ
ゆ
く

と
て
」
の
前
書
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
分
明
で
な
い
。
命
令
口
調
の
句
柄

か
ら
み
て
も
、
膳
所
へ
行
く
の
は
芭
蕉
じ
し
ん
で
は
あ
り
え
な
い
。
と
な

る
と
、
だ
れ
か
の
膳
所
行
き
を
送
別
す
る
際
の
作
と
も
推
測
さ
れ
る）

6
（

。

　

こ
の
よ
う
に
発
句
制
作
の
状
況
に
不
審
な
点
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い

な
が
ら
、
故
郷
伊
賀
に
身
を
置
き
つ
つ
、
膳
所
と
い
う
町
を
し
き
り
に
気

づ
か
っ
て
い
る
芭
蕉
の
心
情
が
う
か
が
え
る
一
句
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の

句
が
、『
花
摘
』
四
月
二
十
七
日
の
条
に
出
さ
れ
た
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。

い
つ
、
ど
う
し
た
経
緯
で
其
角
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
か
、
制
作
事

情
を
承
知
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
日
記
の
こ
の
日
付
で
掲
載
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
不
可
解
さ
は
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

芭
蕉
が
関
わ
る
俳
諧
作
品
の
掲
出
に
当
た
っ
て
は
、
比
較
に
な
ら
な
い

ほ
ど
重
要
で
あ
り
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
理
解
し
づ
ら
い
記
事
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
先
述
の
句
の
翌
四
月
二
十
八
日
、
其
角
の
句
に
続
け
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
し
る
さ
れ
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

此
日
閑か

ん

に
飽ア

キ

て
、
翁
行
脚
の
折
ふ
し
、
羽
黒
山
於
本
坊
興
行
の
哥
仙

を
ひ
ら
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
禄
二
年
六
月
に
や
。

　

そ
の
あ
と
、「
有
難
や
雪
を
め
ぐ
ら
す
風
の
音
」
の
芭
蕉
発
句
に
始
ま
っ

て
、
以
下
八
吟
歌
仙
全
巻
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
七
年
成
立
の
『
奥

の
細
道
』
本
文
に
は
発
句
の
み
で
、
歌
仙
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の

歌
仙
は
一
般
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
曾
良
書
留
」
の
記
録
で
知
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
曾
良
書
留
」
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
些
少

の
異
同
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
違
い
は
見
ら
れ
な
い
（
表
記
・
仮
名
遣
い

は
考
慮
外
）。
一
座
す
る
メ
ン
バ
ー
も
同
一
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
目
に
つ
く
異
同
は
発
句
に
認
め
ら
れ
る
。
本
書
で
は
中
七
・

下
五
の
「
雪
を
め
ぐ
ら
す

0

0

0

0

風
の
音
」
が
、「
書
留
」
で
は
「
雪
を
か
ほ
ら
す

0

0

0

0

風
の
音
」
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
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『
奥
の
細
道
』
所
載
の
発
句
で
は
「
雪
を
か
ほ
ら
す
南
谷
」
と
な
っ
て
い

て
、
一
概
に
本
書
の
句
形
が
間
違
い
と
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い）

7
（

。

　

歌
仙
の
あ
と
、
さ
ら
に
羽
黒
山
で
の
芭
蕉
発
句
が
掲
載
さ
れ
る
。

　
　

湯
殿

語
ら
れ
ぬ
ゆ
ど
の
に
ぬ
る
ゝ
袂
哉　
　

翁

　
　

月
山

雲
の
峯
い
く
つ
崩
れ
て
月
の
山　
　
　

同

　

こ
の
二
句
は
、『
奥
の
細
道
』
で
も
こ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
其
角
は
こ
れ
ら
の
作
品
に
い
か
に
接
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
が
、
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
疑
問
と
な
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、

芭
蕉
あ
る
い
は
同
行
の
曾
良
か
ら
報
じ
ら
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
じ
つ
は
、
ま
さ
に
こ
の
四
月
に
上
梓
し
た
ば
か
り
の
『
い
つ
を

昔
』
で
も
、
み
ち
の
く
道
中
の
芭
蕉
作
を
す
で
に
紹
介
し
て
い
た
。
金
沢

で
よ
ん
だ
「
わ
せ
の
香
や
分
入
ル
右
は
あ
り
そ
う
み
」
の
句
で
あ
る
。
こ

の
と
き
の
入
手
方
法
も
不
明
な
の
だ
が）

8
（

、
も
し
奥
州
旅
行
で
詠
ん
だ
芭
蕉

の
全
作
を
知
り
得
て
い
た
の
だ
と
す
る
と
、
元
禄
三
年
四
月
刊
の
『
い
つ

を
昔
』
の
時
点
で
出
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ま
た
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
釣
雪
の
存
在
で
あ
る
。
じ
つ
は
先

掲
の
「
雲
の
峯
」
の
句
の
続
き
に
、
以
下
の
記
事
が
来
て
い
る
の
だ
。

　
　

同
じ
山
行

鶯
の
声
賤
し
さ
よ
夏
の
雪　
　
　
観
修
坊
釣
雪

　

四
月
九
日
に
露
丸
の
発
句
を
江
戸
に
届
け
た
か
と
目
さ
れ
る
釣
雪
の
再

登
場
で
あ
る
。
こ
の
前
書
は
、
芭
蕉
発
句
の
「
月
山
」
を
受
け
て
い
る
の

は
ま
ち
が
い
な
い
。
芭
蕉
翁
が
三
山
に
登
っ
て
、
こ
の
句
を
詠
じ
ら
れ
た

と
き
、
わ
た
し
も
ご
一
緒
し
た
の
で
す
、
と
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

釣
雪
の
句
は
「
曾
良
書
留
」
で
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
確
証
は
な
い
の

だ
が
、
お
そ
ら
く
元
禄
二
年
六
月
時
点
の
作
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
羽
黒

山
で
の
「
有
難
や
」
歌
仙
で
も
釣
雪
は
一
座
し
て
お
り
、
発
句
の
み
な
ら

ず
、
歌
仙
を
其
角
に
報
じ
ら
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
り
、
其
角
に
情
報
提
供
で
き
そ
う
な
人
物
と
し
て
、
芭
蕉
の

旅
に
同
行
し
た
曾
良
が
考
え
ら
れ
る
。
曾
良
は
元
禄
二
年
十
一
月
に
は
江

戸
に
来
て
お
り
、
元
禄
四
年
三
月
こ
ろ
ま
で
滞
在
し
て
い
る
（
石
川
真
弘

『
蕉
門
俳
人
年
譜
集
』「
河
合
曾
良
年
譜
」）。
そ
し
て
『
い
つ
を
昔
』
に
も

一
句
入
集
さ
せ
て
お
り
、
其
角
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
。
と
こ
ろ
が
、
つ
ぎ
の
『
花
摘
』
に
は
曾
良
の
名
前
は
ど
こ
に
も
見
出
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す
こ
と
が
で
き
ず
、
奥
州
紀
行
情
報
の
直
接
提
供
者
と
は
考
え
に
く
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
推
測
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
其
角
が
二
十
日
ほ
ど
以

前
に
釣
雪
か
ら
手
渡
さ
れ
て
い
た
芭
蕉
ら
の
吟
詠
を
必
要
に
応
じ
て
ひ
も

と
き
、
こ
こ
で
披
露
し
て
み
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
元
禄
二
年
六
月

に
や

0

0

」
と
い
う
心
も
と
な
い
書
き
方
に
な
っ
た
の
も
、
釣
雪
か
ら
聞
か
さ

れ
て
い
た
時
日
を
か
ろ
う
じ
て
思
い
だ
し
た
と
い
っ
た
テ
イ
に
も
み
ら
れ

る
。
其
角
に
と
っ
て
は
、
芭
蕉
と
別
れ
て
一
年
以
上
に
も
な
る
翁
の
貴
重

な
俳
諧
に
親
近
す
る
、
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
其
角
一

人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
江
戸
の
仲
間
た
ち
に
と
っ
て
も
垂
涎
の
的
と
な
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。

　

芭
蕉
に
限
ら
ず
、
多
彩
な
俳
人
の
作
品
や
動
向
情
報
を
手
に
入
れ
な
が

ら
、
必
ず
し
も
当
日
に
記
載
す
る
こ
と
な
く
、
幾
分
か
間
を
置
い
た
と
こ

ろ
で
報
告
し
て
み
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
機
運
の
見
定
め
に
必
然
性
が
あ

る
よ
う
に
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
あ
え
て
当
日
性
を
無
視
す
る
と
こ
ろ

に
、
か
え
っ
て
周
辺
の
臨
場
感
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
発
揮
す
る
の
に
寄

与
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
俳
諧
撰
集
と
し
て
は
異
例

な
か
た
ち
の
『
花
摘
』
の
最
大
の
特
色
が
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

基
本
的
に
日
記
と
い
う
体
裁
を
も
っ
た
『
花
摘
』
は
、
撰
集
と
し
て
は

き
わ
め
て
特
異
な
す
が
た
を
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
全
国
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
蕉
門
を
包
み
込
む
ほ
ど
の
懐
の
深

さ
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
世
間
に
向

け
て
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
余
人
を
以
て
替
え
が
た
い
其
角
の

器
量
・
才
覚
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
全
体
像
を
凝
縮
し
た
一
節
が
、
五
月
四
日
の
と
こ
ろ
に
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
雨
ふ
り
て
人
の
来
た
り
け
る
日
書か
き
つ
ぐ次

」
と
し
た

う
え
で
、
計
四
十
句
が
列
挙
さ
れ
る
。
春
夏
秋
冬
の
各
季
節
そ
れ
ぞ
れ
十

句
ず
つ
と
い
う
入
集
ぶ
り
で
あ
る
。
七
句
も
の
芭
蕉
発
句
が
見
ら
れ
る
の

も
驚
き
で
あ
る
が
、
去
来
・
尚
白
・
加
生
（
凡
兆
）・
路
通
・
珍
夕
な
ど
と

い
っ
た
各
地
の
蕉
門
俳
人
が
顔
を
見
せ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

芭
蕉
発
句
で
い
う
と
、
貞
享
四
年
か
ら
当
年
ま
で
の
作
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分
に
限
っ
て
い
う
と
、
日
記
の
体
裁
を
棄
て
て
、
い
わ
ば
撰
集
の

ミ
ニ
版
と
い
っ
た
様
相
を
見
せ
て
い
る
。

　

末
尾
に
は
こ
ん
な
添
え
書
き
が
見
ら
れ
る
。

右
四
十
句
、
誹
番
匠
之
墨
糟
也
。
仍
テ
駈
二
入
競

－

馬
之
埒
一
ニ
畢
。
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「
誹
番
匠
」
は
、
四
月
に
上
梓
し
た
ば
か
り
の
『
い
つ
を
昔
』
を
さ
し
て

い
る
。
そ
こ
へ
入
集
す
る
は
ず
の
句
を
、
何
ら
か
の
事
情
で
入
れ
損
ね
た

と
い
う
こ
と
な
の
か
。
後
半
は
、
六
月
四
日
に
よ
ん
だ
其
角
の
発
句
「
競
く
ら
べ

馬う
ま

埒ら
ち

に
入
身
の
い
さ
み
哉
」
に
ひ
っ
か
け
て
、
こ
の
日
の
枠
に
収
め
る
こ

と
に
し
た
、
と
い
っ
た
意
味
だ
ろ
う
。『
い
つ
を
昔
』
も
定
型
の
四
季
類
題

集
の
形
態
を
と
ら
な
い
が）

9
（

、『
花
摘
』
と
も
ま
っ
た
く
趣
向
を
異
に
し
て
い

る
。
む
し
ろ
和
歌
の
撰
集
方
式
を
踏
襲
す
る
か
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て

い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
や
は
り
斬
新
な
俳
諧
撰
集
を
ね
ら
っ
た
一
集
と

い
っ
て
よ
い
。
各
集
の
独
自
性
を
備
え
つ
つ
も
、
ま
た
同
時
に
双
方
の
関

連
性
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
。
一
集
ご
と
の
新
様
式
と
撰
集
の
普
遍

的
俳
諧
性
と
い
う
、
両
様
を
模
索
し
て
い
る
か
と
も
お
も
わ
れ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、『
花
摘
』
の
出
来
映
え
に
つ
い
て
、

前
集
の
『
い
つ
を
昔
』
以
上
に
、
芭
蕉
は
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
確
信
に
ち
か
い
手
ご
た
え
を
懐
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
期
待
感
は
、
つ
ぎ
に
上
方
で
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
撰
集

へ
の
手
が
か
り
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
翌
年
の
『
猿
蓑
』

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
去
来
の
俳
文
「
鼠
説
」
の
試
作
の
収
録
や
、
諸
国
に

ま
た
が
る
蕉
門
俳
人
へ
の
目
配
り
な
ど
、
其
角
の
編
集
手
腕
は
一
目
を
置

か
れ
て
も
よ
い
も
の
だ
っ
た
。
俳
諧
の
歴
史
上
最
高
峰
と
目
さ
れ
る
『
猿

蓑
』
を
分
析
・
評
価
す
る
う
え
で
も
、『
花
摘
』
は
無
視
で
き
な
い
撰
集
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
1
）　
『
宗
祇
日
次
発
句
』（
綿
屋
文
庫
。
れ
3.2

－

5
）
の
こ
の
日
の
条
に
、

「
水
無
月
／
名
に
し
あ
ふ
水
な
し
月
の
雨
も
な
し
」（
異
文
の
掲
出
あ
る

も
略
す
）
の
句
が
あ
が
る
。
其
角
の
「
河
簀
垣
」
の
句
が
無
季
で
あ
る

と
こ
ろ
、
宗
祇
の
当
該
句
を
も
っ
て
「
水
無
月
」
の
季
を
あ
て
が
う
意

図
が
あ
っ
た
か
。

（
2
）　

芭
蕉
の
「
有
難
や
雪
を
か
ほ
ら
す
風
の
音
」
を
立
句
と
す
る
歌
仙

に
釣
雪
も
一
座
、
そ
の
全
巻
が
『
花
摘
』
に
収
録
。
第
四
章
参
照
。

（
3
）　

こ
の
推
測
が
妥
当
と
す
る
な
ら
ば
、
陰
暦
四
月
の
花
と
さ
れ
る
桐

の
花
の
当
句
は
、
よ
ほ
ど
手
早
く
詠
じ
ら
れ
、
ま
た
其
角
へ
伝
え
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
。

（
4
）　

こ
れ
も
四
月
十
八
日
付
の
通
信
に
同
封
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

（
5
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
に
、「
老
人
を
親
し
み
呼
ぶ
語
。
と

く
に
、
俳
諧
の
世
界
で
は
、
松
尾
芭
蕉
を
さ
し
て
い
う
」
と
あ
る
が
、

む
し
ろ
「
敬
っ
て
呼
ぶ
語
」
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

（
6
）　
『
泊
船
集
』
に
「
洒
堂
餞
別
」
の
書
入
が
あ
る
が
、
疑
問
視
さ
れ
て

い
る
。
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（
7
）　

初
折
裏
の
五
句
目
「
歌
よ
み
の
跡
し
た
ひ
行
家
な
く
て
」（
釣
雪
）

の
下
五
が
、「
書
留
」
で
は
「
宿
な
く
て
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
8
）　

嵐
雪
の
『
其
袋
』
に
も
、
越
後
か
ら
敦
賀
に
か
け
て
の
北
陸
で
よ

ん
だ
、
い
く
つ
か
の
芭
蕉
発
句
が
所
載
さ
れ
る
が
、
入
手
ル
ー
ト
は
お

な
じ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
9
）　

撰
集
『
い
つ
を
昔
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
其
角
『
い
つ
を
昔
』

の
舞
台
裏
」（
大
阪
俳
文
学
研
究
会
会
報
『
俳
文
学
報
』
第
47
号
参
照
。

（
ふ
じ
た　

し
ん
い
ち
／
本
学
教
授
）


