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一　
本
論
の
目
的
と
方
法

文
芸
の
範
疇
外
の
領
域
を
も
美
的
感
覚
の
内
に
取
り
込
ん
だ
。
古
典
的
な
雅
の
美

意
識
を
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
に
俳
諸
味
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
、
新
興
階
級
が
台
頭

し
つ
つ
あ
る
近
世
と
い
う
時
代
性
を
も
内
包
し
て
い
た
。
近
世
初
頭
の
俳
壇
に
お

い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
貞
門
俳
譜
は
、
掛
詞
・
縁
語
。
見
立
て
。古
典
の
パ
ロ
デ
イ

等
な
ど
を
駆
使
し
、
言
語
遊
戯
的
で
技
巧
を
凝
ら
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
談
林

俳
譜
も
そ
の
傾
向
を
継
承
し
つ
つ
、
よ
り
即
興
性
、
機
知
の
斬
新
性
を
求
め
た
。
十巴

蕉
は
、
こ
う
し
た
流
れ
を
源
泉
と
し
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
脱
却
し
、
情
調
や
余
情

に
重
き
を
置
く
独
自
の
俳
風
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が

「蕉
風
俳
譜
」
の

誕
生
で
あ
る
。
雲
英
末
雄
が
、
蕉
風
の
確
立
は

「自
己
を
凝
視
し
そ
れ
を
俳
譜
の

中
に
詠
み
こ
む
人
生
的
な
態
度
等
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、自

然

へ
の
自
己
投
影

。
自
己
照
射
、
物
我

一
如
の
境
地

へ
の
到
達
を
目
指
し
た
点
に

蕉
風
の
革
新
性
が
あ
る
。

平
成
十
二
年
十
月
十
三
日
受
理

＊
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
・
非
常
勤
講
師

芭
蕉
は
、
寛
永
二
十

一
年
、
伊
賀
上
野
赤
坂
町
に
郷
子
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

そ
の
後
、
俳
譜
師
と
し
て
立
つ
こ
と
を
目
的
に
江
戸

へ
出
て
、
貞
門

・
談
林
門
下

で
め
き
め
き
と
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
俳
諸
宗
匠
と
し
て
独
立
す
る
。
延
宝
八
年
の

冬
、
深
川
の
草
庵
に
居
を
移
し
、
翌
年
、
門
人
か
ら
贈
ら
れ
た
芭
蕉
の
株
が
庵
周

辺
に
繁
茂
し
た
こ
と
か
ら

「芭
蕉
庵
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
ら
も
芭
蕉

号
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。
芭
蕉
は
、
こ
の
深
川
移
住
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ

ま
で
の
職
業
俳
人
か
ら

一
転
し
て
、
隠
遁
者
の
生
活
に
入
る
。
宗
匠
と
い
う
格
式

と
収
入
源
を
絶
ち
、
あ
え
て
貧
困
の
境
遇
に
身
を
落
と
す
こ
と
で
、
生
涯
を
俳
諸

に
投
げ
打
ち
漂
泊
を
住
処
と
す
る
風
狂
詩
人

へ
の
転
生
を
図

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
同
時
に
、
当
時
の
江
戸
俳
壇
に
お
け
る
新
風

へ
の
歩
み
の
始
ま
り
で
も
あ
っ

た
。中

世
末
、
運
歌
か
ら
独
立
し
た
俳
諸
は
、
和
歌

・
連
歌

・
漠
詩
と
い
っ
た
伝
統

―-208-―

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

https://core.ac.uk/display/268248796?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


9)八戸工業大学紀要 第 20巻

本
論
で
は
、
蕉
風
俳
諮
の
代
表
作
を
集
め
た
俳
諧
七
部
集
の
中
で
も
、
蕉
風
円

熟
期
の
作
と
さ
れ
る

『猿
衰
』
巻
五
を
中
心
に
、
蕉
風
連
句
作
品
を
取
り
上
げ
る
。

『猿
蓑
』
は
、
去
来
。凡
兆
の
共
撰
に
よ
る
俳
諸
撰
集
で
あ
る
。
去
来
は
、
貞
享

の
頃
に
入
門
し
て
以
来
蕉
門
重
鎮
と
し
て
活
躍
、
温
厚
篤
実
な
人
柄
が
芭
蕉
か
ら

特
に
愛
さ
れ
た
。
凡
兆
は
加
賀
の
人
で
元
禄
始
め
頃
よ
り
芭
蕉
に
師
事
し
、
『猿
蓑
』

撰
者
に
選
ば
れ
名
を
馳
せ
た
。
と
も
に
実
力
の
備
わ
っ
た
二
人
の
手
に
よ
る
こ
の

俳
諸
撰
集
は
、
半
紙
本
二
冊
、
元
禄
四
年

（
一
六
九

一
年
）
七
月
二
日
刊
、
井
筒

屋
庄
兵
衛
板
、
俳
諸
七
部
集
の
『冬
の
日
』
、
『春
の
日
』
、
『崚
野
』
、
『
ひ
さ
ご
』
に

次
ぐ
第
五
集
に
数
え
ら
れ
る
。
乾
坤
二
冊
を
二
巻
に
分
け
、
乾
に
は
巻

一
か
ら
巻

四
ま
で
、
坤
に
は
巻
五

・
巻
六
を
当
て
て
い
る
。
巻

一
か
ら
巻
四
ま
で
は
、
京

・

大
津
。伊
賀
を
中
心
と
し
た
蕉
門
作
者
百
八
名
の
発
句
三
百
八
十
二
句
を
載
せ
、
う

ち
、
巻

一
に
は
冬
の
旬
九
十
四
旬
、
巻
二
に
は
夏
の
句
九
十
四
句
、
巻
三
に
は
秋

の
句
七
十
六
旬
、
巻
四
に
は
春
の
句
百
十
八
句
を
収
録
し
、
巻
五
に
歌
仙
四
巻
を

収
め
、
巻
六
に
は
芭
蕉
の
俳
文

『幻
住
庵
記
』
、
去
来
の
兄
、
震
軒
の
そ
の
後
文
、

『凡
右
日
記
』
と
し
て
幻
住
庵
訪
客
や
文
通
に
よ
る
諸
家
の
発
句
二
十
五
旬
を
収

め
、
最
後
に
丈
草
の
政
文
を
添
え
て
い
る
。
構
成
の
概
要
は
以
上
で
あ
る
。

『猿
蓑
』
の
書
名
の
由
来
は
、
巻

一
巻
頭
に
置
か
れ
た
芭
蕉
の
「初
し
ぐ
れ
猿
も

小
衰
を
ほ
し
げ
也
」
の
発
旬
に
因
ん
で
い
る
。
「初
し
ぐ
れ
」
に
濡
れ
そ
ば
る
猿
を

擬
人
化
し
旅
人
に
仮
託
、
旅
に
誘
わ
れ
る
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
自
身
の
衝
動
を
表
現

し
た
も
の
で
あ
る
。
巻

一
の
巻
頭
は
先
の
発
句
を
含
め
時
雨
十
二
旬
で
飾
ら
れ
、
巻

五
の
巻
頭
歌
仙
の
発
旬
も

「
は
つ
し
ぐ
れ
」
を
詠
み
こ
ん
で
お
り
、
「
し
ぐ
れ
」
は

「旅
」
と
関
わ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『猿
蓑
』
発
旬
集
の
巻

一

か
ら
巻
四
ま
で
は
冬
夏
秋
春
の
順
で
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
運
句
集

も
四
歌
仙
が
冬
夏
秋
春
の
順
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ．
れ
は

一
般
撰
集
と
異
な
る
配

列
の
仕
方
で
あ
り
、
本
集
の
特
徴
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
て
よ
い
。

連
句
は
、　
一
句
で
完
結
す
る
発
句
に
対
し
て
、
長
句

（五

・
七

・
五
）
と
短
句

（七
・七
）
の
連
鎖
で
も
っ
て
成
り
立
つ
。
連
句
の
第

一
句
目
と
し
て
最
も
格
式
高

い
も
の
と
さ
れ
た
発
句
が
、
短
詩
と
し
て
独
立
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
広

義
の
俳
諸
の
中
で
連
句
と
発
句
は
並
立
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
連
句
興

行
は
、　
一
同
に
会
し
た
連
衆
の
内
、
作
者
が
ま
ず
口
頭
で
自
句
を
発
表
し
、
そ
れ

を
執
筆
者
が

一
度
吟
じ
て
か
ら
懐
紙
に
書
き
付
け
、
更
に
も
う

一
度
吟
じ
る
の
を

聞
き
つ
つ
次
の
作
者
が
付
句
を
作
る
と
い
う
流
れ
を
持
つ
。
ウ」
の
た
め
運
旬
は
、
当

座
に
お
け
る
連
衆
ど
う
し
の
対
話
と
、
書
き
残
さ
れ
た
作
品
を
通
し
て
の
読
者
と

の
対
話
と
い
う
、
二
つ
の
要
素
を
持
ち
得
る
こ
と
に
な
る
。
尾
形
例
は
、
論
稿
「作

品
と
座
」
に
お
い
て
、

そ
も
そ
も
連
旬
文
芸
に
は
、
連
衆
が
寄
り
集
ま
っ
て
創
作
と
享
受
を
共
に
し
、

一
座
の
興
を
楽
し
む

「座
の
文
芸
」
と
し
て
の
性
格
と
、
で
き
あ
が

っ
た

一

巻
の
作
品
を
懐
紙
に
浄
書
し
、
も
し
く
は
撰
集
に
載
せ
て
鑑
賞
し
批
評
す
る

「書
か
れ
た
文
芸
」
と
し
て
の
性
格
と
の
、
一
一元
的
な
性
格
が
付
随
し
て
い
る
。

と
指
摘
す
る
。
連
旬
作
品
を
見
て
い
く
上
で
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
、
つ
ま
り
、
二

元
的
性
格
は
、
解
釈
す
る
側
に
対
し
て
迷
路
を
作
り
出
す
。
す
な
わ
ち
、
「座
」
と

い
う
も
の
を

「書
か
れ
た
文
芸
」
と
し
て
外
側
か
ら
の
み
見
る
我
々
は
、
い
っ
た

い
同
席
で
き
ぬ

「座
」
を
正
し
く
解
釈
で
き
る
も
の
か
と
い
う
迷
い
に
誘
い
込
ま

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
迷
路
か
ら
脱
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
歌
仙

の
解
釈
か
ら
始
め
る
。
数
多
の
注
釈
が
あ
る
中
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
つ
つ
具
体

的
か
つ
包
括
的
な
鑑
賞
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
個
々
の
句
ど
う
し
の
付
合

（前

旬
と
付
句
の
つ
な
が
り
）
の
面
白
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
、
巻
全
体
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
句
展
開
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
追
究
し
て
い
く
。
ま
た
、
連
旬
興
行
の
場

に
お
け
る
芭
蕉
の
役
割
を
検
討
し
、
最
終
的
に
は
、
連
句
の
文
芸
的
価
値
を
明
ら

か
に
す
る
意
図
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

連
旬
の
形
態
は
、　
一
巻
百
旬
の
百
韻
が
連
歌
以
来
の
基
本
形
式
で
あ
る
が
、
蕉
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風
に
お
い
て
は
、　
一
巻
の
完
成
度
が
操
作
し
や
す
く
、
か
つ
、
「座
」
の
盛
り
上
が

り
を
持
続
さ
せ
得
る
適
度
な
長
さ
で
あ
る
と
い
う
点
で
、　
一
巻
三
十
六
句
の
歌
仙

形
式
が
最
も
好
ま
れ
た
。　
一
巻
の
構
成
は
、
初
折
表
六
句
、
初
折
裏
十
二
旬
、
名

残
折
表
十
二
旬
、
名
残
折
裏
六
旬
か
ら
成
り
、
横
二
つ
折
に
し
た
二
枚
の
懐
紙
を

綴
じ
合
せ
た
も
の
を
使
用
し
た
。　
一
巻
の
主
た
る
約
束
事
と
し
て
、
「月
・花
の
定

座
」
と

「恋
の
句
」
の
設
定
が
あ
る
。
前
者
の

「月

・
花
」
は
、
春
秋
の
自
然
美

の
代
表
、
風
雅
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、　
一
巻
で
出
す
場
と
数
が

決
め
ら
れ
て
い
る
。
歌
仙
の
「月
の
定
座
」
は
、
初
折
表
五
句
目
、
同
裏
八
旬
日
、

名
残
折
表
十

一
旬
目
、
「花
の
定
座
」
は
、
初
折
裏
十

一
句
日
、
名
残
折
裏
五
句
目

で
あ
る
。
月
の
旬

・
花
の
旬
を
、
定
座
よ
り
前
に
詠
む
こ
と
を

「引
き
上
げ
る
」
、

そ
の
反
対
を

「
こ
ぼ
す
」
と
い
う
。
後
者
の

「恋
」
は
、
人
情
の
機
微
を
切
り
取

る
貴
重
な
題
材
で
あ
り
、　
一
巻
二
箇
所
ほ
ど
設
け
る
の
が
適
当
と
さ
れ
、
数
旬
続

け
て
山
場
を
作
る
。
以
上
が
簡
単
な
連
旬
の
形
式
で
あ
る
。

二
　
『猿
蓑
』
四
歌
仙
の
構
成
と
解
釈

１
　
鳶
の
羽
も
の
巻

本
歌
仙
は
、
『猿
蓑
』
巻
五
巻
頭
の
歌
仙
で
、
芭
蕉

・
去
来

・
凡
兆

。
史
邦
の
メ

ン
バ
ー
で
成
立
し
た
。
去
来
。凡
兆
は

『猿
蓑
』
の
撰
者
、
史
邦
は
京
住
の
俳
人
で

あ
る
。
通
説
で
は
、
元
禄
三
年
冬
、
京
都
に
お
い
て
興
行
し
た
作
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
元
禄
三
年
の
芭
蕉
の
足
跡
を
追

っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
四
月
に

入
っ
た
大
津
国
分
山
の
幻
住
庵
を
七
月
二
十
二
日
に
引
き
払
い
、
湖
南
木
曽
塚
を

転
々
と
し
た
後
、
九
月
末
に
は
伊
賀
に
帰
郷
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
十
二
月
末
に

は
大
津
の
乙
州
の
新
宅
に
て
越
年
し
て
い
る
。
伊
賀
に
あ
る
期
間
滞
在
し
て
い
た

こ
と
は
分
か
る
が
、
い
つ
上
洛
し
た
の
か
時
期
が
今
ひ
と
つ
明
ら
か
で
は
な
い
。
安

東
次
男
は
、
『猿
蓑
』
で
本
歌
仙
を
巻
首
に
据
え
て
い
る
点
、
同
集
発
旬
の
部
を
「初

し
ぐ
れ
」
の
旬
に
始
め
て
い
る
点
を
入
れ
て
、　
歌
仙
成
立
が
九
月
二
十
七
日
乃
至

は
そ
れ
以
前
で
あ
る
と
し
、
本
巻
を
、
伊
賀

へ
出
立
す
る
芭
蕉

へ
の
、
京
都
の
連

衆
た
ち
に
よ
る
送
別
の
歌
仙
と
す
る
見
方
を
示
し
て
」
純
。
こ
の
説
は
、
歌
仙
成

立
の
背
景
を
考
え
る
際
非
常
に
興
味
深
い
が
、
裏
付
け
と
な
る
記
録
が
な
く
、
発

旬
の
季
題

「
は
つ
し
ぐ
れ
」
は
初
冬
の
季
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
趣
に
沿

っ

て
こ
こ
で
は
十
月
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
。
で
は
、
解
釈
に
移
る
。

鳶
の
羽
も
刷
ぬ
は
つ
し
ぐ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
来

寂
色
の
支
配
す
る
初
冬
の
景
を
、
濡
れ
そ
ば
っ
た
鳶
の
姿
に
凝
縮
さ
せ
た
。
他

動
詞

「刷
ぬ
」
の
こ
こ
で
の
特
殊
な
用
法
に
よ
り
、
「鳶
も
羽
を
刷
ぬ
」
と
す
る
説

と

「鳶
の
羽
も
刷
は
れ
ぬ
」
と
す
る
説
と
で
対
立
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
毛

羽
立

っ
た
質
感
を
持

つ
鳶
の
羽
が
、
「
は
つ
し
ぐ
れ
」
の
ウ
ェ
ッ
ト
な
句
世
界
の
気

配
を
受
け
て
、
し
っ
と
り
と
落
ち
着
く
様
子
と
解
釈
し
た
い
。　
一
幅
の
墨
絵
の
ご

と
き
、
静
寂
な
空
間
に
あ

っ
て
択
高
を
保
つ
一
羽
の
鳶
の
構
図
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一

一
ぶ
き
風
の
木
の
葉
し
づ
ま
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十巴
蕉

　

２０６

発
旬
と
と
も
に
初
冬
の
景
を
詠
ん
だ
脇
旬
で
あ
る
。
コ

ふ
き
風
」
に
躍
動
し
た
　
　
一

落
ち
葉
が

「
し
づ
ま
る
」
瞬
間
に
、
前
旬
の
余
情
が
あ
る
。　
一
ぶ
き
風
が
止
ん
で

時
雨
が
降
る
と
い
っ
た
時
間
的
推
移
と
捉
え
る
解
釈
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し

ろ
、
「静
」
の

一
瞬
に
凝
っ
た
世
界
に
発
旬
も
脇
句
も
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
解
釈

し
た
方
が
、
時
間
軸
を

一
に
し
た
空
間
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
去
来
が
示
し

た
世
界
観
に
芭
蕉
が
見
事
に
呼
応
し
た
脇
句
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
。
服
部
上
芳

の
俳
論
書
冨
一冊
子
』
に
、
「猿
衰
に
脇
三
つ
を
三
体
に
仕
わ
け
て
な
し
置
き
た
り
。

心
付
け
て
見
る
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
を
含
め
、
『猿
蓑
』
巻
五
の
最
後

の
巻
を
除
く
三
歌
仙
に
お
い
て
芭
蕉
が
付
け
た
第
二
旬
目
は
、
「脇
三
体
」
と
し
て

脇
旬
の
手
本
と
さ
れ
た
。
発
句
の
句
世
界
に
添
う
付
け
ぶ
り
は
、
実
践
の
場
に
お

い
て
他
を
圧
倒
し
た
に
違
い
な
い
。

股
引
の
朝
か
ら
ぬ
る
る
川
こ
え
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
兆

第
二
旬
の
原
則
通
り
、
発
旬
脇
句
の
形
成
し
た
世
界
か
ら
軽
や
か
に
転
じ
て
見
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せ
た
。
人
事
に
移
し
、
朝
早
く
股
引
を
ぬ
ら
し
な
が
ら
川
を
渡
る
人
を
描
い
た
。
一削

句
の
寒
々
と
し
た
初
冬
の
冷
気
を
受
け
止
め
て
、
早
朝
の
気
分
を
出
し
た
。
滑
稽

味
の
中
に
も
、
「
ぬ
る
る
を
厭
ふ
趣
あ
り
」
と
古
注
に
あ
る
よ
う
に
、
今
後
の
道
中

を
気
遣
う
不
安
げ
な
心
持
ち
が
漂

っ
て
い
る
。

た
ぬ
き
を
お
ど
す
篠
張
の
弓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
邦

狸
お
ど
し
の

「篠
張
の
弓
」
は
、
前
旬
の
人
が
旅
路
を
急
ぐ
途
中
、
通
り
す
が

り
に
ぶ
と
目
を
留
め
た
も
の
と
も
い
え
る
し
、
あ
る
い
は
、
近
く
の
里
に
住
む
百

姓
が
川
を
渡

っ
て
畑
を
見
回
り
に
き
た
時
の

一
点
景
と
も
と
れ
る
。
郡
の
さ
び
れ

た
景

へ
の

一
寸
の
ユ
ー
モ
ア
の
添
加
は
、
前
句
と
同
じ
趣
向
と
い
え
る
。

ま
い
ら
戸
に
蔦
這
か
か
る
宵
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

月
の
定
座
で
あ
る
。
玄
関
先
の
板
戸
に
蔦
が
絡
ま
る
化
び
し
げ
な
件
い
に
、
宵

月
が
薄
々
と
静
か
な
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
情
景
で
あ
る
。
前
旬
の
場
面
に
、
人

里
離
れ
た
廃
屋
を
配
置
し
、
二
句
で
も
っ
て
寂
蓼
感
漂
う
空
間
を
完
成
さ
せ
て
い

之Ｏ
。

人
に
も
く
れ
ず
名
物
の
梨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
句
を
住
ま
い
と
す
る
偏
屈
者
の
所
作
で
あ
ろ
う
。
名
物
を
人
に
や
ら
ず
に
独

り
占
め
す
る
様
子
に
こ
の
人
の
奇
人
ぶ
り
が
伺
え
る
が
、
梨
ご
と
き
に
固
執
す
る

点
が
、
む
し
ろ
愛
す
べ
き
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
感
じ
ら
れ
て
好
ま
し
い
。
体
言
止
め

の
座
り
の
よ
さ
に
よ
っ
て
、
打
越

０
副
々
句
）
か
ら
の
句
流
れ
が
滑
ら
か
で
あ
る
。

か
き
な
ぐ
る
墨
絵
お
か
し
く
秋
暮
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦

前
旬
か
ら
周
囲
と
の
交
流
を
自
ら
断

っ
て
い
る
隠
逸
の
人
を
想
定
し
、
余
技
と

し
て
独
り
気
ま
ま
に
趣
の
あ
る
塁
絵
を
次
々
と
し
た
た
め
て
い
く
様
子
を
付
け

た
。
「
か
き
な
ぐ
る
」
に
風
流
で
奔
放
な
人
柄
や
暮
ら
し
ぶ
り
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

は
き
ご
こ
ろ
よ
き
め
り
や
す
の
足
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

「
め
り
や
す
」
と
い
う
当
時
珍
し
い
舶
来
品
を
身
に
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
富

裕
で
悠
々
自
適
な
数
寄
者
で
あ
ろ
う
。
前
旬
の
束
縛
を
嫌
う
伸
び
や
か
さ
を
受
け

て
い
る
。
「塁
絵
」
か
ら

「
め
り
や
す
の
足
袋
」
に
通
じ
る
異
国
趣
味
は
、
新
し
み

を
求
め
る
俳
譜
の
志
向
に
通
じ
る
。
レぢ
こ
一旬
は
人
物
の
見
替
え
で
転
じ
て
い
る
。

何
事
も
無
言
の
内
は
し
づ
か
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
旬
の
充
足
感
に
満
ち
た
人
の
つ
ぶ
や
き
か
、
「何
も
言
わ
な
け
れ
ば
平
安
で
あ

る
」
と
い
う
、
い
や
に
落
ち
払

っ
た
物
言
い
で
あ
る
。
「
は
き
ご
こ
ろ
よ
き
」
と
い

う
身
体
感
覚
か
ら
、
人
生
全
般
を
観
相
す
る
か
の
よ
う
な
境
地

へ
の
展
開
に
は
意

外
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
表
六
句
か
ら
こ
の
初
裏
三
旬
ま
で
楽
隠
居
の
世
界
が
展

開
し
て
お
り
、
同
趣
向
が
数
旬
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
る
。

里
見
え
初
て
年
の
貝
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
を
峰
入
の
山
伏
の
無
言
の
行
に
大
胆
に
見
替
え
て
、
旬
の
背
景
を
ガ
ラ
リ

と
変
え
た
。
「山
伏
」
と
い
う
特
殊
性
に
留
ま
ら
ず
、
「里
」
の
語
を
挿
入
し
俗
世

間
と
も
接
触
を
残
し
た
の
は
、
次
の
旬

へ
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

ほ
つ
れ
た
る
去
年
の
ね
ご
ざ
の
し
た
た
る
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
旬
の
下
山
の
山
伏
に
添
え
て
、
「午
」
か
ら
山
里
の
昼
飯
時
を
連
想
し
、
薄
汚
　
　
一

れ
た
敷
物
に
そ
の
生
活
の
実
感
を
想
い
寄
せ
て
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
「
し
た
た
る
　

２０５

く
」
は
、
「汚
れ
垢
付
く
」
の
意
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

芙
蓉
の
は
な
の
は
ら
は
ら
と
ち
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦

前
句
の
農
家
の
情
景
と
は
対
照
的
な
蓮
の
花
の
艶
な
る
雰
囲
気

へ
の
鮮
や
か
な

転
換
で
あ
る
。
田
家
の
前
の
蓮
田
と
見
れ
ば
、
田
合
の

一
点
景
と
し
て
適
当
か
。

吸
物
は
先
出
来
さ
れ
し
す
い
ぜ
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
の
蓮
の
咲
く
場
と
し
て
、
土寸
院
の
庭
園
で
の
蓮
花
鑑
賞
の
宴
を
設
け
た
。
熊

本
に
あ
る

「す
い
ぜ
ん
じ
」
は
水
前
寺
海
苔
で
も
有
名
で
、
そ
の
淡
白
な
味
わ
い

が
、
吸
物
と
も
水
辺
に
清
涼
な
香
気
を
漂
わ
す
蓮
の
花
と
も
よ
く
調
和
し
て
い
る
。

ま
た
、
吸
物
が
出
る
頃
合
か
ら
終
宴
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
前
句
の

落
花
の
気
分
と
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
。

三
里
あ
ま
り
の
道
か
か
え
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
旬
と
同
人
物
の
心
境
で
、
三
里
あ
ま
り
の
道
程
を
控
え
て
い
る
の
で
と
出
立

を
急
ぐ
様
で
あ
る
。
人
事
に
転
じ
て
は
い
る
が
、
前
旬
の
そ
の
後
を
詠
ん
だ
と
い
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う
点
で
、
緩
い
展
開
と
い
え
る
。

こ
の
春
も
慮
同
が
男
居
な
り
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦

慮
同
は
唐
代
の
詩
人
・茶
人
で
、
そ
の
よ
う
な
風
流
人
の
家
の
下
男
に
つ
い
て
、

三
里
あ
ま
り
控
え
て
い
る
忠
実
悟
勤
な
さ
ま
を
表
し
た
。

さ
し
木
つ
き
た
る
月
の
朧
夜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

初
裏
の
月
の
定
座
で
、
二
句
こ
ば
し
て
い
る
。
前
句
の
風
流
人
の
庭
景
で
、
「
さ

し
木
」
は
下
男
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。
「月
の
朧
夜
」
が
仄
か
な
ぬ
く
も
り
に
も
似
た

余
韻
を
放

っ
て
い
る
。

苔
な
が
ら
花
に
も
並
ぶ
る
手
水
鉢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
の
風
景
に
お
け
る
視
点
の
拡
大
が
あ
る
。
閑
居
ゆ
え
の
庭
い
じ
り
か
、
風

流
な
趣
が
深
ま
っ
た
。
花
の
定
座
で
あ
る
が
「花
」
を
主
と
し
て
い
な
い
の
は
、
前

旬
の
月
と
肩
を
並
べ
て
い
る
こ
と
、
す
ぐ
近
く
に

「芙
蓉
の
は
な
」
が
あ
る
こ
と

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
レぢ
」
で
は
軽
く
花
を
添
え
置
こ
う
と
い
う
意
図
が
見
え
る
。

ひ
と
り
直
し
今
朝
の
腹
だ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
旬
に
園
芸
好
き
の
老
人
の
気
性
を
見
取

っ
て
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
人
物
像
を
描

き
出
し
て
い
る
。

い
ち
ど
き
に
二
日
の
物
も
喰
て
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
句
か
ら
我
侭
な
独
り
者
を
想
定
し
て
、
二
日
分
の
食
糧
を

一
度
に
腹
に
納
め

よ
う
と
す
る
風
変
わ
り
な
生
活
ぶ
り
を
出
し
た
。

雪
け
に
さ
む
き
嶋
の
北
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦

前
句
の
異
常
な
食
生
活
を
、
食
糧
難
ゆ
え
の
食
い
だ
め
と
見
替
え
た
こ
と
に
よ

り
、

ュ
ー
モ
ラ
ス
な
気
分
が
百
八
十
度
転
回
し
、
秋
島
の
厳
し
さ
、
貧
し
さ
が
切

実
な
ま
で
に
迫

っ
て
き
た
。
季
節
も
冬
と
な
り
、
大
き
な
旬
境
転
換
が
図
ら
れ
た
。

火
と
も
し
に
暮
れ
ば
登
る
峯
の
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

厳
寒
の
閉
鎖
的
な
環
境
に
お
け
る
心
細
さ
を
前
旬
か
ら
読
み
取

っ
て
、
「峯
の

上芝

に
灯
明
を
灯
す
を
日
課
と
す
る
島
守
の
、
幽
寂
孤
独
の
生
活
を
表
現
し
た
。
夕

間
に
沈
み
つ
つ
あ
る
島
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
美
し
く
浮
か
び
上
が
り
、
小
さ
な
灯
り

を
携
え
た
島
守
の
悲
哀
が
際
立
つ
。
島
に
流
さ
れ
た
何
人
か
の
悌
を
思
わ
せ
る
。

ほ
と
と
ぎ
す
皆
鳴
仕
舞
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
旬
の
人
が
、
山
に
全
る
日
々
の
習
慣
的
行
動
か
ら
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
鳴
く

時
節
が
過
ぎ
た
こ
と
に
気
付
き
、
感
慨
を
抱
い
て
い
る
様
子
と
し
た
。
夕
暮
れ
と

晩
夏
、
両
者
に
共
通
す
る

「暮
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
淋
し
げ
な
雰
囲
気
と
よ
く

照
応
し
て
い
る
。
前
旬
を
貴
種
流
離
の

一
場
面
と
す
れ
ば
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
い

う
和
歌
的
発
想
が

一
層
雅
や
か
な
彩
り
を
帯
び
て
く
る
。

痩
骨
の
ま
だ
起
直
る
力
な
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦

前
旬
の
音
声
に
よ
る
季
変
わ
り
の
発
見
を
、
病
床
に
伏
せ
る
人
の
も
の
と
し
た
。

「
ま
だ
～
な
き
」
と
長
患
い
を
嘆
く
様
を
描
き
、
時
間
の
推
移
に
対
す
る
鋭
利
な
感

覚
を
に
じ
ま
せ
た
。
凋
落
の
秋
の
訪
れ
と
疾
病
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
て
い

′
Ｏ

。

隣
を
か
り
て
車
引
こ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆
　
　
一

前
句
の
人
を
見
舞
う
た
め
に
、
隣
家
の
敷
地
を
借
り
て
牛
草
を
引
き
入
れ
て
い
　

２０４

る
。
高
貴
な
人
物
を
全
場
さ
せ
、
場
面
は

一
気
に
王
朝
気
分
に
彩
ら
れ
る
。
古
注
　
　
一

で
は
、
『源
氏
物
語
』
夕
顔
の
巻
、
源
氏
が
大
弐
の
乳
母
を
見
舞
う
場
面
の
悌
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
句
が
引
き
込
ん
だ
王
朝
気
分
は
、
次
の
恋
旬
の
呼
び
出
し
と
し

て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

う
き
人
を
標
殻
垣
よ
り
く
ぐ
ら
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

い
よ
い
よ
恋
の
定
座
で
あ
る
。
そ
れ
も
芭
蕉
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
座
は
俄
然
盛
り
上
が
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
恋
人
の
久
々
の
訪
れ
、
そ
の
つ

れ
な
さ
の
代
償
と
し
て
、
刺
の
多
い

「
か
ら
た
ち
」
の
垣
根
を
潜
ら
せ
よ
う
と
い

う
激
し
い
恋
情
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
や
別
の
刀
さ
し
出
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

恋
の
場
面
に
、
「
刀
」
に
よ
っ
て
尋
常
な
ら
ざ
る
緊
張
感
が
加
わ
り
、
時
代
も

一

変
し
た
。
「
い
ま
や
」
と
い
う
語
感
か
ら
、
逢
瀬
に
限
り
が
あ
る
人
目
を
忍
ぶ
関
係

や
、
戦
い
に
赴
く
男
を
見
送
る
場
面
、
危
機
が
間
近
に
迫
る
男
を
密
に
逃
が
す
場
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面
な
ど
、
劇
的
な
別
れ
が
さ
ま
ざ
ま
に
運
想
さ
れ
る
。

せ
は
し
げ
に
櫛
で
か
し
ら
を
か
き
ち
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

苛
立
た
し
く
杭

っ
て
い
る
女
の
様
子
に
は
、内
面
の
や
る
せ
な
さ
や
空
虚
を
、
不

覚
に
も
露
わ
に
し
て
し
ま
っ
た
見
苦
し
さ
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
二
句
は
す
べ
て

女
性
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
が
、
恋
の
駆
け
引
き
に
生
き
る
王
朝
の
姫
君
、
切
迫
し

た
状
況
下
で
も
冷
静
さ
を
保
と
う
と
す
る
気
丈
な
女
、
激
情
に
翻
弄
さ
れ
る
卑
し

い
女
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
気
性
や
品
性
が
全
く
異
な
っ
て
い
饗
。
そ
ろ
そ
ろ
恋
離
れ

で
あ
る
。

お
も
ひ
切
た
る
死
ぐ
る
ひ
見
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦

こ
こ
数
旬
に
恋
に
ま
つ
わ
る
切
迫
感
が
継
続
し
て
い
る
が
、
こ
の
句
で
、
戦
場

に
お
け
る
勇
士
の
決
死
の
覚
悟
の
姿

へ
と
変
換
し
た
。
三
句
続
い
た
女
を
男
に
見

替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
る
展
開
を
開
い
た
。

青
天
に
有
明
月
の
朝
ば
ら
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

名
残
折
表
の
月
の
句
で
あ
る
。
明
け
方
の
空
に
か
か
る
清
澄
な
残
月
こ
そ
、
前

旬
の
戦
場
の
張
り
詰
め
た
空
気
と
武
者
の
潔
さ
と
を
よ
く
映
す
景
で
あ
る
。
人
事

旬
に
よ
り
高
ま
っ
た
波
を
静
め
、
浄
化
し
、
場
面
の
拡
大
と
余
韻
を
狙

っ
た
。

湖
水
の
秋
の
比
良
の
は
つ
霜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
旬
と
合
わ
せ
て
、
深
ま
る
秋
の
湖
辺
の
壮
大
な
景
を
詠
み
こ
み
、　
一
首
の
和

歌
の
ご
と
き
格
調
高
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
巻
全
体
の
山
場
と
見
て
よ
か

ろ
う
。
歌
仙
の
終
焉

へ
向
け
て
芭
蕉
の
力
量
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

柴
の
戸
や
蕎
麦
ぬ
す
ま
れ
て
歌
を
よ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦

前
句
の
雅
味
あ
ふ
れ
る
天
壌
無
窮
の
空
間
を
、
一
転
、
卑
俗
な
人
事
に
転
じ
た
。

隠
遁
の
人
の
、
蕎
麦
を
盗
ま
れ
て
も
歌
を
詠
ん
で
瓢
々
と
し
て
い
る
風
狂
ぶ
り
を
、

可
笑
し
み
を
ま
じ
え
て
描
い
て
い
る
。
盗
人
に
会

っ
て
歌
を
詠
む
話
は
古
典
の
中

に
も
多
く
、
こ
こ
で
は
前
句
の
和
歌
的
世
界
か
ら
俗

へ
の
転
換
と
し
て
利
用
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
古
注
で
は
、
『古
今
著
聞
集
』
巻
十
二
の
澄
恵
僧
都
の
悌
と
見
て

い
る
。

ぬ
の
こ
着
習
ふ
風
の
夕
ぐ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
句
の

雲
回麦
」
を
晩
秋
と
見
て
冬
季
に
移
ら
せ
た
。
「
ぬ
の
こ
」
は
木
綿
の
綿

入
れ
で
子
供
や
老
人
の
着
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
布
子
を
着
な
れ

る
老
境
に
至

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
慨
を
詠
ん
で
い
る
。

押
合
て
寝
て
は
又
立
つ
か
り
ま
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
の

「着
習
ぶ
」
か
ら
日
々
の
連
鎖
を
思
い
起
こ
し
、
日
常
生
活
を
旅

へ
と

転
じ
て
、
安
宿
に
身
を
横
た
え
て
は
翌
朝
早
々
に
出
立
す
る
、
旅
の
仮
寝
の
所
在

無
さ
を
描
い
た
。
漂
泊
の
旅
に
身
を
置
く
は
か
な
さ
や
、
人
生
の
哀
感
ま
で
も
が

こ
の
句
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

た
た
ら
の
雲
の
ま
だ
赤
き
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

「
た
た
ら
」
は
、
ふ
い
ご
の
こ
と
で
あ
る
。
旅
立
ち
の
暁
天
に
、
鋳
物
師
の
踏
む

ふ
い
ご
の
煙
が
赤
赤
と
見
え
る
様
を
趣
向
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
み
じ
み
と
し
た

旅
情
、
旅
愁
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
構
靴
つ
く
る
窓
の
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

　

２０３

名
残
折
の
花
の
定
座
で
あ
る
。
町
外
れ
の
、
馬
具
を
造

っ
て
い
る
粗
末
な
家
に
　
　
一

生
彩
を
加
え
る
の
が

「窓
の
は
な
」
で
あ
り
、
化
し
さ
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
し
た

美
し
さ
を
添
え
て
い
る
。

枇
杷
の
古
葉
に
木
芽
∫
え
た
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦

「枇
杷
の
古
葉
」
、
「木
芽
」
の
緑
色
の
濃
淡
と
、
前
旬
の
窓
辺
の
花
と
の
色
彩
対

照
が
印
象
的
で
、
写
実
的
な
淡
々
と
し
た
描
写
の
中
に
、
生
命
力
豊
か
な
春
の
余

情
を
折
り
込
ん
で
巻
の
終
わ
り
と
し
た
。

『猿
蓑
』
巻
五
巻
頭
を
飾
る
歌
仙
で
あ
る
。
ウ」
の
巻
で
は
、
発
旬
に
墨
絵
の
イ
メ
ー

ジ
が
登
場
し
、
脇
句
で
そ
の
寂
々
と
し
た
世
界
が
強
め
ら
れ
て
か
ら
、
叙
景
句
、
な

い
し
は
、
そ
れ
に
類
す
る
旬
を
中
心
と
し
た
自
然
で
枯
淡
な
情
調
が
、
長
く
こ
の

巻
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
の
表
れ
と
し
て
、
人
情
の
生
々
し
さ
を
扱
う
恋
旬
と
い

う
山
場
が
な
か
な
か
登
場
せ
ず
、
初
折
裏
六
句
目
、
名
残
折
表
七
句
目
ま
で
待
た



蕉風連旬の一考察 (川 守田)(り

れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
発
句

・
脇
句
を
始
め
と
し
て
、
初
折
表
四

・
五
句
目
、
初
折
表
十

・

十

一
句
目
、
名
残
折
表
三

・
四
句
日
、
名
残
折
表
十

一
。
十
二
旬
目
な
ど
、
二
句

で
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
世
界
に
は
、
古
典
に
裏
付
け
ら
れ
た
美
意
識
が
脈
脈
と
流

れ
て
お
り
、
伝
統
美
に
匹
敵
す
る
奥
深
さ
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
旬
を
見

て
く
る
と
、
蕉
風
連
旬
の
特
徴
が
、
言
葉
や
意
味
の
連
関
で
は
な
く
、
前
句
の
持

つ
言
外
の
情
趣
を
鋭
敏
に
感
じ
取
り
、
そ
れ
に
照
応
し
た
句
を
付
け
る
点
に
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
い
ず
れ
の
付
句
も
芭
蕉
の
よ
る
も
の
で
、
前
旬
の
余
情
を
確
実

に
読
み
取
り
発
展

・
深
化
さ
せ
得
る
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
、
古
典
的
素
養
の
確
か
さ
を

証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
旬
が
、
旬
流
れ
を
刺
激
的
に
転
じ
て
い
く
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
、
沈
静

・
静
誰

へ
の
指
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
歌
仙
全
体
の
構

成
を
見
る
上
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

歌
仙

一
巻
の
構
成
は

「序

・
破

。
急
」
に
喩
え
ら
れ
、
初
折
表
を

「序
」
と
し

穏
や
か
に
始
め
、
名
残
折
表
前
半
ま
で
波
瀾
曲
折
を
尽
く
す
「破
」
、
盛
り
上
げ
た

も
の
を
巻
終
わ
り
に
向
け
て
収
束
さ
せ
て
い
く
「急
」
、
そ
し
て
挙
旬
に
て
緩
や
か

に
終
わ
る
。
こ
の
巻
は
、
構
成
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
、
句
境
の
転
じ
を
果
た
す
句

の
配
置
も
巻
全
体
の
流
れ
を
意
識
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。初
折
裏
四
旬
目
、
名

残
折
表
二
句
目
、
名
残
折
表
十
旬
目
は
、
前
旬
の
人
物

・
場
面
を
全
く
別
趣
の
も

の
に
塗
り
替
え
る
こ
と
で
、
打
越
句
を
切
り
離
し
、
次
句
展
開
の
可
能
性
を
大
き

く
開
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
句
が
ほ
ぼ
定
間
隔
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
初
折
裏
が
ら
名
残
折
に
か
け
て
の
展
開
の
リ
ズ
ム
を
十
分
に

計
算
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
。

２
　
市
中
は
の
巻

芭
蕉
は
、
一死
禄
三
年
四
月
初
め
に
幻
住
庵
に
入
り
、
六
月
上
旬
に
上
洛
滞
在
し
、

同
月
十
九
日
に
は
幻
住
庵
に
帰

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
在
京
中
は
凡

兆
宅
を
定
宿
と
し
て
お
り
、
本
歌
仙
は
お
そ
ら
く
こ
の
間
に
成
立
し
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
安
東
次
男
は
、
こ
の
時
期
の
消
息
を
考
慮
し
つ
つ
、

出
京
中
に
巻
か
れ
た
か
ど
う
か
は
確
か
め
が
た
い
と
し
、
あ
る
い
は
、
六
月
、
凡

兆
宅
を
訪
問
し
た
際
の
芭
蕉
の
挨
拶
旬
を
発
句
と
し
て
取
り
置
き
、
後
日
、
凡
兆
・

去
来
打
ち
連
れ
て
幻
住
庵
を
訪
問
し
た
時
に
改
め
て
興
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
し
て
い
る
。
記
録
に
よ
る
確
証
が
得
ら
れ
な
い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
発

句

・
脇
旬
に
見
ら
れ
る
暑
い
市
中
の
様
子
か
ら
、
こ
こ
で
は
京
都
市
中
に
お
け
る

興
行
と
見
て
お
く
。

こ
の
巻
は
、
『猿
衰
』
の
撰
者
で
あ
る
凡
兆
。去
来
と
芭
蕉
と
の
三
吟
歌
仙
と
い

う
こ
と
で
、
三
者
の
息
の
合

っ
た
付
け
ぶ
り
か
ら
、
ク
オ
リ
テ
ィ
の
点
に
お
い
て

も
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
の

『猿
衰
』
撰
集
の
企
画
も
、
こ
の
時
に
な
さ

れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
も
踏
ま
え
て
、　
一
巻
全
体
を
見
て
い
こ
う
。

市
中
は
物
の
に
ほ
ひ
や
夏
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
兆
　
　
一

こ
れ
は
暑
い
京
の
街

へ
出
向
い
た
芭
蕉

へ
の
挨
拶
句
で
あ
る
。
こ
の
句
の

「夏

　

２０２

の
月
」
の
本
性
は
、
真
夏
の
街
中
に
立
ち
込
め
る
熱
気
や
生
活
の
匂
い
と
は
対
照
　
　
一

的
な
涼
感
で
あ
る
。
こ
の
聖
俗
の
対
照
が
美
し
く
、
夏
の
夜
の
実
感
が
、
嗅
覚

・

視
覚
の
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴

っ
て
印
象
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

あ
つ
し
あ
つ
し
と
門
々
の
声
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十巴
蕉

前
旬
の
景
と
合
わ
せ
て
、
月
を
仰
ざ
見
な
が
ら
の
夕
涼
み
の
図
と
い
え
る
。
日

が
落
ち
て
尚
お
さ
ま
ら
な
い
暑
さ
を
、
国
々
に
言
い
合
う
こ
と
で
し
の
い
で
い
る
。

開
放
的
な
庶
民
の
様
子
が
、
夏
の
市
中
の
景
と
し
て
似
つ
か
わ
し
い
。
客
と
し
て

の
芭
蕉
の
応
答
で
あ
る
。

二
番
車
取
り
も
果
さ
ず
穂
に
出
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
来

「あ
つ
し
あ
つ
し
」
を
農
家
の
人
々
の
会
話
に
見
替
え
た
巧
み
な
旬
で
あ
る
。
暑

さ
ゆ
え
の
稲
の
早
穂
を
趣
向
と
し
た
。
繁
忙
極
ま
る
慌
た
だ
し
さ
の
中
に
も
、
豊

穣
を
確
信
す
る
喜
び
が
あ
り
、
生
き
生
き
と
し
た
生
命
力
を
感
じ
さ
せ
る
。

灰
う
ち
た
た
く
う
る
め

一
枚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆
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前
句
の

「草
取
り
」
作
業
に
農
家
の
忙
し
さ
を
見
取

っ
て
、
農
繁
期
の
食
事
の
ｏ

有
様
を
描
い
た
。
ズ
穂
に
）
出
て
」
、
「う
ち
た
た
く
」
の
語
気
に
、
貧
し
く
と
も

自
然
の
サ
イ
ク
ル
と
と
も
に
力
強
く
生
き
る
人
々
の
活
気
が
伺
え
る
。

此
筋
は
銀
も
見
し
ら
ず
不
自
由
さ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
と
背
景
は
同
じ
だ
が
、
人
物
が
都
会
か
ら
き
た
旅
人
に
変
わ
っ
た
。
昼
食

代
に
銀
貨
を
差
し
出
し
た
が
通
用
し
な
い
不
便
さ
を
、
田
舎
の
辺
部
さ
の
象
徴
と

難
じ
て
い
る
図
で
あ
る
。

た
だ
と
ひ
や
う
し
に
長
き
脇
指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
旬
の
田
舎
を
軽
蔑
し
た
態
度
に
こ
の
旅
人
の
横
柄
な
性
質
を
感
じ
取
り
、
そ

れ
に
見
合
う
風
体
を
付
け
た
。
長
い
脇
指
は
到
底
実
用
的
と
は
思
わ
れ
ず
、
自
分

の
力
を
不
必
要
に
顕
示
し
よ
う
と
す
る
人
物
と
い
え
る
。

草
村
に
蛙
こ
は
が
る
夕
ま
ぐ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

臆
病
に
も
蛙
に
驚
く
間
の
抜
け
た
男
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
前
句
の
長
脇
指

を
差
し
た
男
に
、
強
が
っ
て
は
い
る
も
の
の
実
は
全
く
意
気
地
が
な
い
と
い
う
性

格
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
と
ひ
や
う
し
に
」
と
い
う
強
調
と

「
こ
は
が
る
」

の
落
差
に
滑
稽
味
が
あ
る
。

蕗
の
芽
と
り
に
行
燈
ゆ
り
け
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
を
、
飩
の
た
め
に
蕗
を
取
り
に
行
く
女
性
の
か
弱
げ
な
所
作
と
見
替
え
た

も
の
と
す
る
解
釈
が
多
い
。
し
か
し
、
同
人
物
の
行
動
を
描
く
こ
と
に
よ
り
前
句

に
付
き
す
ぎ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
「蛙
こ
は
が
る
」
の
結
果
が
「行
燈
ゆ
り
け
す
」

で
あ
る
と
す
る
と
、
二
句
が
因
果
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
句
同
士
の
距
離
が
極

端
に
接
近
す
る
。
む
し
ろ
、
女
性
の
た
お
や
か
さ
を
中
心
に
据
え
て
、
具
体
的
な

別
の
場
面
を
想
定
し
た
と
い
う
の
が
芭
蕉
の
意
図
で
あ
ろ
う
。

道
心
の
お
こ
り
は
花
の
つ
ば
む
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

通
常
の
定
座
よ
り
も
早
い
引
上
げ
の
花
で
あ
る
。
「行
燈
ゆ
り
け
す
」
と
い
う
突

然
の
出
来
事
か
ら
生
命
の
は
か
な
さ
を
感
じ
取
り
、
発
心
を
連
想
し
た
。
女
性
の

出
家
だ
け
に
、
そ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
に
切
々
た
る
も
の
が
予
想
さ
れ
、
無
常
観

と
よ
く
響
く
。
前
句
と
と
も
に
女
性
的
な
気
分
が
続
く
。

能
登
の
七
尾
の
冬
は
住
う
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

季
移
り
と
と
も
に
、
女
か
ら
男

へ
と
主
人
公
が
変
わ
り
、
句
世
界
が
大
胆
に
転

じ
ら
れ
た
。
修
行
者
の
の
回
想
と
し
て
、
北
陸
の
冬
の
厳
し
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
。

古
注
で
は
、
『撰
集
抄
』
見
仏
上
人

（西
行
法
師
）
の
悌
の
付
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

芭
蕉
の
西
行

へ
の
傾
倒
は
つ
と
に
有
名
で
あ
り
、
連
衆
に
も
共
通
理
解
さ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。

魚
の
骨
し
は
ぶ
る
迄
の
老
を
見
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

北
国
の
漁
場
で
生
き
長
ら
え
て
、
魚
の
骨
を
し
ゃ
ぶ
り
つ
つ
冬
を
住
み
わ
び
る

老
人
の
述
懐
で
あ
る
。
西
行
の
悌
に
添
う
の
で
は
な
く
、
名
も
な
い
人
間
を
見
込

ん
で
の
付
で
あ
る
。

待
人
入
し
小
御
門
の
鈴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
句
の
老
人
を
門
守
の
翁
と
見
替
え
た
付
で
あ
る
。
「待
人
」
、
「小
御
門
」
か
ら
　
　
一

王
朝
の
恋
を
匂
わ
せ
た
。
恋
の
句
を
迎
え
て
、
老
い
か
ら
恋
に
大
き
く
飛
躍
さ
せ
　

２０．

た
手
腕
が
評
価
で
き
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

立
か
か
り
屏
風
を
倒
す
女
子
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

訪
れ
た
貴
人
を

一
日
見
よ
う
と
詰
め
掛
け
る
、
物
見
高
い
女
中
衆
の
は
し
た
な

い
行
動
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
旬
で
提
示
し
た
古
典
的
情
趣
を
非
常
に
卑

俗
な
も
の
へ
と

一
気
に
転
じ
、
滑
稽
味
を
加
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

湯
殿
は
竹
の
費
子
化
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
旬
の

「屏
風
」
を
宿
場
の
風
呂
場
を
囲
む
も
の
に
転
じ
、
場
面
を

一
変
さ
せ

た
。
前
句
が
騒
然
と
し
て
い
る
分
、
旅
宿
の
人
気
の
な
い
情
景
が
対
照
的
に
し
み

じ
み
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
前
句
で
浮
き
立

っ
た
気
分
が
こ
の
旬
で
落
ち
着
い
た
。

菌
香
の
実
を
吹
落
す
夕
嵐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

夕
暮
れ
時
の
化
し
さ
が
満
ち
る
庭
の
景
色
で
あ
る
。
前
句
の
余
情
と
と
も
に
、

「夕
嵐
」
の
も
た
ら
す
秋
の
冷
気
が
、
こ
の
後
の
旬
流
れ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

僧
や
や
さ
む
く
寺
に
か
へ
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆
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寒
々
し
げ
な
秋
の
夕
嵐
の
中
を
、
と
ば
と
ば
と
帰
山
す
る
僧
の
姿
に
、
そ
こ
は

か
と
な
い
寂
蓼
感
を
感
じ
る
。

さ
る
引
の
猿
と
世
を
経
る
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

月
の
句
を
芭
蕉
が
担
当
し
て
い
る
。
阿
部
正
美
が

「
そ
の
間
に
人
生
の
あ
は
れ

の
匂
ひ
合
ふ
も
の
が
あ
り
」
と
評
す
る
よ
う
、
こ
の
二
句
は
直
接
的
な
共
通
点
の

な
い
背
景
や
人
物
を
配
し
て
い
る
が
、
同
じ
世
間
の
中
で
慎
ま
し
く
生
き
る
庶
民

の
姿
が
互
い
に
照
射
し
合
い
、
個
の
旬
世
界
を
普
遍
化
し
て
い
る
。

年
に
一
斗
の
地
子
は
か
る
な
り

さ
る
引
の
貧
し
さ
が
い
か
ば
か
り
か
を
具
体
的
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
「
な

り
」
と
い
う
断
定
的
な
語
調
に

一
種
の
潔
さ
が
あ
り
、
貧
し
く
と
も
年
貢
は
納
め

ん
と
す
る
庶
民
の
プ
ラ
イ
ド
と
律
義
さ
が
感
じ
ら
れ
、
い
じ
ら
し
く
も
あ
る
。

五
六
本
生
木
つ
け
た
る
瀦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
旬
の
生
活
ぶ
り
か
ら
連
想
さ
れ
た
山
村
風
景
で
あ
る
。
伐
採
さ
れ
た
材
木
が

無
造
作
に
水
に
浸
か
っ
て
い
る
様
を
写
実
的
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

足
袋
ふ
み
よ
ご
す
黒
ば
こ
の
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

ぬ
か
る
み
で
遭
遇
し
た
難
儀
な
出
来
事
と
い
う
身
近
な
場
面
を
添
え
た
軽
い
付

で
あ
る
。
前
旬
の
田
舎
道
で
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
か
。

追
た
て
て
早
き
御
馬
の
刀
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

「
ふ
み
よ
ご
す
」
人
を
、
早
馬
に
遅
れ
ま
い
と
金
力
疾
走
す
る

「
刀
持
」
と
し
た

旬
で
あ
る
。

で
つ
ち
が
荷
ふ
水
こ
ば
し
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
句
の
早
馬
の
勢
い
に
圧
倒
さ
れ
て
水
を
こ
ば
し
た
も
の
と
す
る
と
、
前
旬
の

結
果
を
付
け
た
こ
と
と
な
る
。
連
旬
に
お
い
て
は
、
打
越
と
同
趣
と
な
る
こ
と
を

一扉
付
と
い
っ
て
嫌
う
。
こ
こ
で
は
、
と
も
に
下
働
き
を
す
る
者
ど
う
し
の
別
所
で

の
所
作
と
し
て
捉
え
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
打
越
か
ら
三
旬
続
い
て

「水
」
の

共
通
頂
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
句
同
士
の
密
着
度
が
非
常
に
高
く
、
旬
世
界
の

停
滞
が
感
じ
ら
れ
る
。

一戸
障
子
も
む
し
ろ
が
こ
ひ
の
売
屋
敷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
旬
の
丁
稚
の
い
る
場
を
設
定
し
、
売
屋
敷
の
古
井
戸
に
て
水
汲
み
し
て
い
る

と
こ
ろ
と
し
た
。
荒
れ
果
て
た
場
所
に
か
つ
て
存
在
し
た
栄
華
の
残
り
香
が
、　
空

虚
な
情
景
の
中
に
時
間
的
な
二
重
性
を
持
た
せ
、無
常
観
を
立
ち
上
ら
せ
て
い
る
。

て
ん
じ
や
う
ま
も
り
い
つ
か
色
づ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

秋
の
季
節
感
と
と
も
に
前
旬
か
ら
の
凋
落
の
余
情
を
受
け
、
唐
幸
子
の
赤
く
色

づ
く
様
に
具
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
旬
に
わ
た
っ
て
、
時
の
推
移
に
対
す
る

感
慨
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。

こ
そ
こ
そ
と
草
軽
を
作
る
月
夜
さ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

秋
の
夜
長
、
独
り
夜
な
べ
仕
事
を
す
る
様
で
あ
る
。
前
旬
か
ら
更
け
ゆ
く
秋
の

気
分
を
受
け
た
。

蚤
を
ふ
る
ひ
に
起
し
初
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
と
と
も
に
農
家
の
夜
の
情
景
を
切
り
取

っ
た
。
俗
事
を
扱
い
な
が
ら
も
落
　
　
一

ち
着
い
た
秋
の
情
趣
を
句
世
界
に
閉
じ
込
め
た
。
庶
民
の
暮
し
を
見
詰
め
る
視
線

　

２００

の
中
に
、
温
か
み
が
感
じ
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

そ
の
ま
ま
に
こ
ろ
び
落
た
る
舛
落
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
句
の
人
が

「
ぶ
る
ひ
に
起
し
」
と
同
時
に
、
鼠
取
り
に
仕
掛
け
た
舛
が
不
意

に
転
げ
落
ち
た
音
を
聞
き
と
が
め
た
。
夜
更
け
に
響
い
た
舛
の
音
に
、
こ
の
人
は

か
え
っ
て
真
の
静
け
さ
を
感
知
し
た
。
フ
⊆
ろ
び
落
た
る
」
と
い
う
表
現
に
滑
稽
味

が
感
じ
ら
れ
る
。

ゆ
が
み
て
蓋
の
あ
は
ぬ
半
櫃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

生
活
臭
の
強
い
道
具
を
持
ち
出
し
、
前
旬
の
鼠
の
買
を
仕
掛
け
た
納
戸

。
物
置

な
ど
の
場
所
に
添
え
た
。
こ
こ
数
旬
に
わ
た
っ
て
、
秋
の
化
び
し
げ
な
気
分
と
生

活
者
の
リ
ア
ル
な
描
写
が
打
ち
続
い
て
い
る
。

草
庵
に
暫
く
居
て
は
打
や
ぶ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

名
残
折
表
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
こ
の
句
で
芭
蕉
は
大
き
な
転
換
を
狙
い
、
こ

れ
ま
で
の
庶
民
を

一
所
不
在
の
人
に
転
じ
た
。
一剛
旬
の
、
ふ
と
目
に
留
ま
っ
た
「
ゆ



(10)八戸工業大学紀要 第 20巻

が
み
」
は
、
貧
し
さ
へ
の
自
嘲
的
な
笑
い
を
含
み
つ
つ
不
調
和

・
不
安
定
を
誘

っ

て
い
る
。
転
々
と
住
居
を
替
え
る
こ
の
人
の
生
き
方
は
、
そ
の
ま
ま
芭
蕉
に
置
き

換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
の
ち
嬉
し
き
撰
集
の
さ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
旬
の
風
流
人
を
、
歌
道
に
打
ち
込
み
勅
撰
集
編
纂
の
便
り
に
喜
ぶ
人
と
見
た
。

西
行

・
能
因
の
悌
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
に
品
か
は
り
た
る
恋
を
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
句
の
歌
人
が
、
こ
れ
ま
で
の
恋
の
遍
歴
を
述
懐
し
て
い
る
様
で
あ
ろ
う
。　
一

巻
も
あ
と
六
句
と
な
り
、
恋
の
句
を
迎
え
て
座
の
盛
り
上
が
り
に
さ
し
か
か
る
。

浮
世
の
果
は
皆
小
町
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
に
付
け
て
恋
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
甘
さ
は
消
え
去
り
、
誰
で
も
人
生
の

流
転
の
果
て
に
は
小
町
の
よ
う
に
老
衰
し
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
無
常

観
を
、
「
な
り
」
に
よ
っ
て
言
い
切
っ
た
。

な
に
故
ぞ
粥
す
す
る
に
も
涙
ぐ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

粥
を
施
し
慰
め
る
人
と
、
涙
を
こ
ば
し
粥
を
す
す
る
零
落
し
た
人
と
を
向
か
い

合
わ
せ
た
。

御
留
主
と
な
れ
ば
広
き
板
敷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

「広
き
」
に
よ
っ
て
、
主
人
の
不
在
感
が
強
調
さ
れ
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
空
間
が

広
が
っ
た
。

手
の
ひ
ら
に
風
這
は
す
る
花
の
か
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
旬
の
淋
し
み
を
、
歌
仙
最
後
の
花
の
定
座
で
、
の
ん
び
り
と
し
た
解
放
感
に

転
じ
た
。
花
見
の
季
節
、
蚤
を
手
の
ひ
ら
に
這
わ
せ
て
興
じ
て
い
る
様
で
あ
る
。
空

然
の
古
注
に
、
「風
姿
洒
落
の
場
、
余
人
の
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
所
」
と
あ
り
、
芭
蕉

の
懐
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
付
で
あ
る
。

か
す
み
う
ご
か
ぬ
昼
の
ね
む
た
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
句
の
、
春
ら
し
い
長
閑
な
余
情
を
受
け
て
、
春
光
の
中
で
う
た
た
寝
す
る
悦

惚
感
を
詠
み
、
夢
か
現
か
判
じ
が
た
い
時
空
に
漂
う
浮
遊
感
を
も
っ
て
、
こ
の
巻

を
締
め
く
く

っ
た
。

本
歌
仙
は
、
人
事
句
が
多
く
、
「鳶
の
羽
も
」
の
巻
と
比
べ
る
と
転
じ
方
が
細
や

か
で
あ
る
。
中
で
も
、
名
残
折
表
の
四
句
目
か
ら
九
句
目
に
か
け
て
な
ど
は
、
句

の
転
じ
方

（句
世
界
の
変
化
の
度
合
い
）
は
む
し
ろ
緩
慢
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
安
東
次
男
も
、

緊
密
な
匂
付
に
よ
っ
て
詩
情
は
む
し
ろ
深
ま
っ
て
い
る
の
に
、
句
姿

・
句
材

は
閉
鎖
的

・
微
視
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、　
一
見
旬
境
の
停
滞
と
見
え
る
と
こ
ろ
は
、
あ
る
共

通
し
た
情
調
が
旬
姿
を
変
え
な
が
ら
次
第
に
深
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
構
成
上

決
し
て
非
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
い
っ
た
句
距
離
の
密
接
さ

，
転
じ
　
　
一

の
凪
に
よ
っ
て
転
じ
の
鮮
や
か
さ
が
活
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
表
出

　

・９９

し
た
情
調
に
こ
そ
、
蕉
風
の
中
心
的
な
美
的
感
覚
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
一

さ
て
、
芭
蕉
と

『猿
衰
』
の
撰
者
二
人
に
よ
る
こ
の
二
吟
歌
仙
は
、
こ
の
時
期

の
蕉
風
俳
諸
の
代
表
作
品
と
評
さ
れ
て
い
る
。
『猿
蓑
』
巻
五
で
は
、
二
つ
目
の
歌

仙
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『猿
衰
』
所
収
四
歌
仙
の
中
で
興
行
時
期
と
し
て

一
番
早
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
二
人
が
芭
蕉
の
求
め
る
も
の
を
ど
れ
だ
け

理
解
し
て
い
た
か
が
、
こ
の
巻
で
問
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
巻
全
体
を

見
る
と
、
他
の
二
人
を
常
に
リ
ー
ド
し
て
い
く
芭
蕉
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
例

え
ば
、
名
残
折
表
二
句
目
か
ら
の
人
物
の
見
替
え
を
、
同
折
表
五
旬
目
で
景
に
転

じ
、
前
段
落
で
指
摘
し
た
蕉
風
独
特
の
情
調

へ
の
深
化
に
導
い
た
の
も
、
同
表
十

旬
日
で

「旅
」
の
導
入
に
よ
っ
て
逆
に
そ
の
情
調
の
流
れ
に
風
穴
を
開
け
た
の
も

芭
蕉
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
初
折
裏
八
旬
目
や
名
残
折
裏
十
二
句
目
の
よ
う
に
、
最

大
の
山
場
と
し
て
登
場
す
る
恋
句
に
無
常
観
を
添
え
、恋
の
熱
気
を
瞬
間
冷
却
し
、

場
の
急
展
開
を
促
し
て
い
る
点
も
注
目
し
て
よ
い
。
特
に
、
「浮
世
の
果
は
」
の
句
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は
、
「我
々
の
人
生
も
ま
た
然
り
」
と
納
得
さ
せ
る
説
得
力
を
も

っ
て
主
張
し
て
き
、

連
旬
も
ま
た
人
生
の
流
転
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
そ
し

て
、
移
ろ
い
の
果
て
に
は
、
「永
遠
な
る
も
の
」
、
「無
為
」
な
る
境
地

へ
の
到
達
が

希
わ
れ
、
そ
う
し
た
願
い
が
挙
句
に
向
か
っ
て
凝
縮
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

３
　
灰
汁
桶
の
の
巻

『猿
蓑
』
の
中
心
人
物
で
あ
る
芭
蕉
・凡
兆
。去
来
に
、
名
古
屋
の
野
水
が
加
わ
っ

て
成

っ
た
歌
仙
で
あ
る
。
成
立
時
期
は
、
発
句
が
秋
季
で
あ
る
こ
と
と
、
元
禄
三

年
の
芭
蕉
の
動
き
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
八
月
下
旬
か
ら
九
月
中
旬
の
間
と
考
え

ら
れ
る
。
三
年
の
新
春
を
膳
所
で
迎
え
る
と
、
芭
蕉
は
伊
賀
に
帰
郷
し
、
四
月
に

入
っ
た
幻
住
庵
を
七
月
に
は
引
き
払
い
、
九
月
末
に
伊
賀
に
再
び
戻
る
ま
で
、
湖

南
木
曽
塚
に
逗
留
し
て
い
程
。
四
月
に
野
水
が
上
洛
し
て
加
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

野
水
は
、
『冬
の
日
』
の

「
こ
が
ら
し
の
」
の
巻
や

「霜
月
や
」
の
巻
で
、
お
お
い

に
活
躍
し
た
蕉
門
古
参
で
あ
る
。

灰
汁
桶
の
雫
や
み
け
り
き
り
ぎ
り
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
兆

農
家
の
秋
夜
の
静
か
さ
を
二
つ
の
音
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。
雫

の
音
が
い
つ
の
ま
に
か
止
ん
だ
せ
い
か
、
き
り
ぎ
り
す
の
鳴
き
声
が
際
立

っ
て
聞

こ
え
て
く
る
と
い
う
、
時
間
的
経
過
を
含
ん
だ
句
で
あ
る
。
音
に
対
す
る
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
感
覚
の
存
在
に
よ
っ
て
、
闇
深
き
夜
の
世
界
に
緊
張
感
が
漂
う
。
「
や
み

け
り
」
の
言
い
切
り
が
効
果
的
で
あ
る
。

あ
ぶ
ら
か
す
り
て
宵
寝
す
る
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十巴
蕉

前
旬
の
秋
の
夜
長
の
情
景
と
し
て
、
行
燈
の
油
が
切
れ
て
早
寝
す
る
人
を
付
け

た
。
阿
部
正
美
は
、
こ
の
人
を

「芭
蕉
の
よ
う
な
草
庵
独
棲
の
人
」
と
想
定
し
て

い
る
。
化
し
さ

・
淋
し
さ
の
余
情
が
あ
る
。

新
畳
敷
な
ら
し
た
る
月
か
げ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
水

前
旬
の
宵
寝
す
る
人
の
背
景
が
、
月
光
さ
す
広
々
と
し
た
広
間
に
変
わ
っ
た
こ

と
で
、
化
び
し
い
農
家
か
ら
富
裕
な
屋
敷
に
転
じ
、
全
く
異
な
る
趣

へ
と
導
い
た
。

引
上
げ
の
月
の
句
で
あ
る
。

な
ら
べ
て
嬉
し
十
の
さ
か
づ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
来

前
旬
の

「新
畳
」
か
ら
、
祝
辞
の
饗
宴
を
想
い
寄
せ
、
晴
れ
晴
れ
し
い
め
で
た

さ
を
表
現
し
た
。
集

っ
た
連
衆
に
対
す
る
喜
び
を
も
こ
こ
に
読
み
と
れ
る
。

千
代
経
べ
き
物
を
様
々
子
日
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
旬
の
賑
や
か
で
華
や
い
だ
気
分
を
受
け
た
。
子
の
日
の
宴
と
は
、
正
月
初
子

の
日
に
長
寿
を
祈
り
野
に
出
て
小
松
を
引
く
と
い
う
雅
や
か
な
行
事
で
、
近
世
期

に
は

一
般
的
な
習
俗
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

鶯
の
音
に
だ
び
ら
雪
降
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

「だ
び
ら
雪
」
は
、
ひ
ら
ひ
ら
と
薄
い
大
片
の
雪
の
こ
と
で
、
子
の
日
頃
の
野
外

の
景
で
あ
る
。
『山
家
集
』
の
本
歌
取
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「だ
び
ら
雪
」
と

い
う
語
感
に
俳
譜
味
が
あ
り
、
早
春
に
淡
雪
が
舞
う
情
景
も
新
鮮
で
あ
る
。

　
　
　
　
一

乗
出
し
て
肱
に
余
る
春
の
駒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

　

‐９８

春
の
気
分
に
旺
盛
な
生
命
力
を
見
出
し
、
御
し
か
ね
る
春
駒
の
勢
い
あ
ふ
れ
る
　
　
一

動
的
世
界
に
転
じ
た
。
自
分
の
力
が
及
ば
ぬ
対
象
に
素
直
に
驚
嘆
す
る
気
持
ち
が

初
々
し
く
、
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

摩
耶
が
高
根
に
雲
の
か
か
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水

馬
上
の
武
者
が
臨
む
雄
大
な
景
色
で
あ
ろ
う
。
前
旬
の
勢
い
が
、
そ
び
え
た
つ

「摩
耶
が
高
根
」
の
壮
大
さ
と
よ
く
呼
応
し
合

っ
て
い
る
。

ゆ
ぶ
め
し
に
か
ま
す
ご
喰

へ
ば
風
薫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
旬
の
情
景
に
、
夏
の
清
々
し
さ
を
感
じ
取

っ
て
、
こ
こ
で
は
開
放
的
で
庶
民

的
な
場
面
を
打
ち
出
し
た
。
貧
し
い
な
が
ら
も
幸
福
感
が
満
ち
て
い
る
。
春
か
ら

夏

へ
の
季
の
移
り
変
わ
り
が
気
分
に
変
化
を
与
え
て
い
る
。

蛭
の
回
処
を
か
き
て
気
味
よ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

一
日
の
農
作
業
を
終
え
、
く
つ
ろ
い
だ
雰
囲
気
の
中
、
蛭
に
食
わ
れ
た
跡
を
掻

く
様
で
あ
る
。
前
句
の
爽
涼
感
に
、
力
行
音
の
重
な
り
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
響
く
。
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も
の
お
も
ひ
け
ぶ
は
忘
れ
て
休
む
日
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水

前
旬
の
気
楽
な
日
常
を
送

っ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
気
苦
労
の
多
い
対
照
的
な

立
場
の
人
を
付
け
た
。
日
頃
の
胸
の
重
た
さ
は
恋
煩
い
で
あ
ろ
う
か
、
「
も
の
お
も

ひ
」
に
暮
れ
る
王
朝
の
恋
を
取
り
入
れ
、
気
分
が
ま
た

一
転
し
て
い
る
。

迎
せ
は
し
き
殿
よ
り
の
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

里
下
り
し
た
が
、
帰
り
を
催
促
す
る
文
が
も
う
届
い
た
と
の
意
で
あ
る
。

金
鍔
と
人
に
よ
ば
る
る
身
の
や
す
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

恋
離
れ
の
旬
で
あ
る
。
「金
鍔
」
は
金
細
工
の
刀
の
鍔
の
こ
と
で
か
な
り
の
贅
沢

品
で
あ
る
。
当
時
の
伊
達
風
俗
の
一
つ
だ
が
、
主
君
の
信
任
厚
い
人
の
異
名
で
も

あ
る
。
雅
の
世
界
か
ら
俗

へ
、
恋
の
悩
む
女
か
ら
武
家
の
侍

へ
転
じ
て
い
る
。

あ
つ
風
呂
ず
き
の
宵
々
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
旬
を
裕
福
な
楽
隠
居
と
見
定
め
て
、
毎
晩
熱
風
呂
に
入
る
老
人
の
仰
ぐ
月
を

あ
し
ら
っ
た
。

町
内
の
秋
も
更
行
明
や
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
旬
か
ら
、　
暮
れ
ゆ
く
町
内
の
寂
し
げ
な
雰
囲
気
と
、
一
日

一
日
更
け
ゆ
く
秋

の
季
節
感
を
感
じ
取

っ
た
。
宵
の
月
と
廃
屋
の
組
み
合
わ
せ
の
旬
作
は
多
く
、
秋

の
風
情
に
適
し
た
取
り
合
わ
せ
と
い
え
る
。

何
を
見
る
の
も
露
ば
か
り
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水

前
句
の
荒
れ
果
て
た
邸
内
に
お
け
る

「露
」
は
、
は
か
な
き
も
の
へ
の
涙
の
比

喩
で
あ
る
。

花
と
ち
る
身
は
西
念
が
衣
着
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
を
人
生
観
相
に
よ
る
独
白
と
し
、
こ
れ
を
出
家
の
動
機
と
し
て
、
架
空
の

人
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
西
念
の
よ
う
に
法
衣
を
ま
と
う
遁
世
者
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
人
を
設
定
し
た
。
初
折
裏
の
花
の
定
座
で
あ
る
。

木
曽
の
酢
茎
に
春
も
く
れ
つ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
句
を
諸
国
行
脚
の
人
と
見
て
、
木
曽
の
山
村
に
お
け
る
惜
春
の
情
を
詠
み
こ

ん
だ
。
山
家
の

「酢
茎
」
の
素
朴
な
味
わ
い
が
詩
情
に
奥
行
き
を
与
え
て
い
る
。

か
へ
る
や
ら
山
陰
伝
ぶ
四
十
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水

巣
に
帰

っ
て
ゆ
く
鳥
に
、
山
中
に
て
感
慨
を
催
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
旅
人
の

望
郷
の
念
か
。

柴
さ
す
家
の
む
ね
を
か
ら
げ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

山
深
き
山
家
の
景
を
付
け
た
。
屋
根
繕
い
に
の
ど
か
な
春
の
気
分
が
漂
う
。

冬
空
の
あ
れ
に
成
た
る
北
嵐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

季
が
変
わ
り
、
前
旬
は
冬
支
度
の
作
業

へ
と

一
変
し
た
。
天
候
を
心
配
す
る
心

持
ち
に
、
穏
や
か
な
ら
ぬ
気
運
も
の
ぞ
く
。

旅
の
馳
走
に
有
明
し
を
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
の
気
遣
い
を
旅
人
の
も
の
と
し
た
。
旅
路
を
想
い
不
安
な
旅
人
に
と
っ
て
、

常
夜
燈
を
灯
し
て
お
い
て
く
れ
た
宿
の
心
遣
い
は
あ
り
が
た
く
慰
め
と
な
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
の
人
情
味
の
付
加
に
よ
っ
て
、
前
旬
の
暗
さ
が
中
和
さ
れ
し
み
じ

み
し
た
趣
を
呈
し
て
く
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

す
さ
ま
じ
き
女
の
智
恵
も
は
か
な
く
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

　

・９７

前
句
を
、
想
い
を
か
け
た
男
の
た
め
の
所
作
と
し
た
。
『徒
然
草
』
百
七
段
、
『枕
　
　
一

草
子
』
二
十
五
段
か
ら
の
連
想
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
湧
。
前
旬
の
味
わ
い
と

は
全
く
対
照
的
な
女
の
浅
は
か
さ
を
描
い
た
。

何
お
も
ひ
草
狼
の
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水

恋
の
孤
独
で
空
虚
な
心
持
ち
を
、
荒
野
の
狼
と
い
っ
た
凝

っ
た
題
材
で
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
。

夕
月
夜
岡
の
萱
ね
の
御
廟
守
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

名
残
折
表
の
月
の
句
で
あ
る
。
山
陵
守
の
孤
独
な
生
活
の
心
細
さ
が
狼
の
遠
吠

え
の
余
韻
と
響
き
合
う
。

人
も
わ
す
れ
し
あ
か
そ
ぶ
の
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

さ
び
れ
た
墓
場
の
そ
ば
の
井
戸
は
、
今
は
汲
む
人
も
な
く
赤
渋
が
浮
い
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
訪
う
人
も
な
い
哀
感
を
込
め
た
。

う
そ
つ
き
に
自
慢
い
は
せ
て
遊
ぶ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
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前
句
の
井
戸
に
ま
つ
わ
る
怪
異
講
を
う
そ
つ
き
が
得
意
げ
に
語
る
の
を
退
屈
凌

ぎ
に
聞
く
人
を
出
し
て
き
た
。
滑
稽
味
を
持
た
せ
た
軽
い
付
に
よ
っ
て
、
こ
こ
数

旬
の
や
や
重
い
流
れ
を
転
じ
た
。

又
も
大
事
の
絆
を
取
出
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
旬
の
う
そ
つ
き
と
対
座
す
る
人
が
、
も
て
な
し
と
し
て
取

っ
て
置
き
の
締
を

出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
オ
ー
プ
ン
な
人
柄
を
思
わ
せ
る
軽
妙
な
付
で
あ
る
。

堤
よ
り
田
の
青
や
ぎ
て
い
さ
ぎ
よ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

青
田
を
臨
む
見
晴
ら
し
の
よ
い
場
で
、
締
を
肴
に
小
宴
を
開
い
て
い
る
様
で
あ

る
。
夏
の
景
色
と
鮮
の
風
味
の
爽
や
か
さ
に
浮
き
立
つ
気
分
が
表
れ
て
い
る
。

加
茂
の
や
し
ろ
は
能
き
社
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
旬
の
田
園
風
景
を
背
景
に
、
賀
茂
神
社
の
清
楚
な
た
た
ず
ま
い
を
表
し
た
。
非

常
に
素
直
な
付
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
潔
い
す
が
す
が
し
い
情
迦
が
際
立

っ
て
く
る
。

物
う
り
の
尻
声
高
く
名
乗
す
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

前
句
近
辺
の
町
中
の
活
気
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
生
活
感
が
よ
く
出
て
い
る
。

雨
の
や
ど
り
の
無
常
迅
速
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水

名
残
折
裏
に
入
っ
て
、
最
後
の
山
場
を
思
わ
せ
る
勢
い
を
持

っ
た
旬
で
あ
る
。
つ

か
の
間
の
雨
宿
り
に
、
人
生
の
「無
常
迅
速
」
を
見
る
と
い
う
観
相
の
付
で
あ
る
。

打
越
あ
た
り
か
ら
、
座
の
リ
ズ
ム
に
急
速
な
力
が
加
わ
り
、
巻
の
終
わ
り
を
意
識

し
た
昂
揚
感
が
伺
え
る
。

昼
ね
ぶ
る
青
鷺
の
身
の
た
ふ
と
さ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

悠
然
と
眠
る
鷺
の
姿
に
、
「無
常
迅
速
」
な
世
界
に
お
け
る

「無
為
の
境
地
」
を

打
ち
出
し
て
き
た
。
高
雅
な
付
で
あ
る
。

し
よ
ろ
し
よ
ろ
水
に
商
の
そ
よ
ぐ
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

前
句
に
水
辺
の
具
体
的
な
景
を
付
け
、
清
浄
感
を
水
音
と
青
々
と
し
た
商
で
加

え
た
。糸

桜
腹
い
つ
ぱ
い
に
咲
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

糸
桜
満
開
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
優
美
な
春
の
日
に
、
そ
れ
を
「腹
い
つ
ぱ
い
に
」

満
喫
し
て
い
る
と
表
現
す
る
と
こ
ろ
が
俳
諸
味
で
あ
る
。
色
彩
対
照
も
美
し
い
。

春
は
二
月
曙
の
そ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水

前
旬
の
華
や
か
な
背
景
に
春
の
曙
の
明
け
ゆ
く
様
を
付
け
、　
一
巻
の
終
わ
り
と

し
た
。
め
で
た
さ
に
包
ま
れ
つ
つ
、
何
か
の
始
ま
り
を
予
感
さ
せ
る
挙
旬
で
あ
る
。

本
歌
仙
は
、
先
に
解
釈
し
た
二
歌
仙
に
比
し
て
、
非
常
に
波
の
激
し
い
大
胆
さ

を
持

っ
た
作
品
で
あ
る
。
二
、
三
旬
で
趣
向
が
次
々
と
変
化
し
て
い
き
、
選
ぶ
題

材
も
派
手
で
あ
る
。
初
折
に
お
い
て
拡
が
る
旬
境
に
は
、
勢
い
や
新
鮮
味
が
あ
ぶ

れ
、
読
む
者
を
圧
倒
す
る
。

た
だ
、
名
残
折
表
の
恋
旬
の
あ
た
り
か
ら
、
迩
向
に
凝
り
す
ぎ
て
滑
ら
か
な
転

じ
方
を
逸
し
、
句
運
び
に
難
点
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
後
半
部
分
で
連
衆
の
足
並

み
の
乱
れ
が
目
立
ち
、
巻
全
体
の
作
品
的
価
値
を
減
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
名
残
表
十
二
旬
か
ら
す
っ
き
り
と
し
た
句
作
を
回
復
し
、
同
裏
二
句

目
か
ら
四
句
目
で
は
実
景
を
凌
ぐ
観
相
的
な
句
が
並
び
、
巻
の
格
を
上
げ
て
い
る
。

４
　
梅
若
菜
の
巻

『猿
衰
』
最
後
の
歌
仙
は
、
元
禄
四
年

一
月
上
旬
大
津
に
て
乙
州
の
江
戸
下
向
餞

別
に
興
行
し
た
作
で
あ
る
。
二
十
句
目
ま
で
近
江
で
興
行
し
、
次
に
伊
賀
で
そ
の

地
の
連
衆
が
巻
き
継
ぎ
、
更
に
名
残
折
の
四
旬
を
京
で
継
い
で
満
尾
し
て
い
る
。

梅
若
菜
ま
り
こ
の
宿
の
と
ろ
ろ
汁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十巴
蕉

旅
の
時
節
と
道
中
の
名
物
を
並
べ
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
旅
を
思
い
や
っ
た

芭
蕉
の
発
旬
で
あ
る
。
名
詞
を
重
ね
た
だ
け
と
い
う
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
「
と
ろ
ろ

汁
」
に
俳
諧
味
が
あ
る
。

か
さ
あ
た
ら
し
き
春
の
曙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乙
州

芭
蕉
の
挨
拶
に
、
旅
立

っ
て
い
く
自
ら
の
姿
を
も
っ
て
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
か
さ
あ
た
ら
し
き
」
に
今
後
の
長
き
旅
に
対
す
る
気
の
張
り
が
見
え
る
。

―-196-―
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雲
雀
な
く
小
田
に
土
持
比
な
れ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珍
碩

田
に
土
入
れ
を
す
る
早
春
の
田
園
風
景
で
あ
る
。
前
旬
の

「
か
さ
」
は
、
旅
人

の
も
の
と
も
、
田
野
に
働
く
農
夫
の
も
の
と
も
取
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
春
の
旅

立
ち
の
開
放
的
で
晴
れ
晴
れ
し
い
気
分
を
表
し
て
い
る
。

し
と
ぎ
祝
ふ
て
下
さ
れ
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
男

農
家
の
仕
事
始
め
の
祝
い
行
事
で
、
貧
し
い
百
姓
が
あ
り
が
た
く
祝
い
の
餅
を

頂
戴
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。

片
隅
に
虫
歯
か
か
え
て
暮
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

前
句
の

「
し
と
ぎ
」
が
虫
歯
の
た
め
に
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
、
囚
果
関
係
を

説
明
し
た
付
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

三
階
の
客
は
た
た
れ
た
る
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

前
句
の
も
の
淋
し
い
余
情
を
と
っ
て
、
客
の
立
ち
去

っ
た
宿
の
ひ
っ
そ
り
と
し

た
雰
囲
気
を
表
し
た
。

放
や
る
う
づ
ら
の
跡
は
見
え
も
せ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男

出
立
の
後
の
空
虚
と
、
飼

っ
て
い
た

「う
づ
ら
」
を
逃
し
て
や
る
時
の
淋
し
さ

と
が
通
い
合
う
。

稲
の
葉
延
の
力
な
き
か
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碩

鶉
の
飛
ん
で
行

っ
た
先
の
情
景
を
付
け
た
も
の
か
。
前
旬
に
場
を
与
え
た
付
で

あ
る
。ほ

つ
し
ん
の
初
に
こ
ゆ
る
鈴
鹿
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕉

『山
家
集
』
の
伊
勢

へ
の
下
向
途
上
鈴
鹿
山
に
さ
し
か
か
る
場
面
で
、
西
行
の
悌

付
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
型
。
前
句
の
は
か
な
げ
な
気
分
に
寄
る
辺
の
無
い
身
の
上

を
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
。

内
蔵
頭
か
と
呼
声
は
た
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

心
細
い
山
中
で
、
不
意
に
呼
び
止
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
誰
か
の
佛
と
い

え
そ
う
で
あ
る
。

卯
の
刻
の
箕
手
に
並
ぶ
小
西
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碩

幸
田
露
伴
は
、
前
旬
の
誰
何
し
て
い
る
様
を

「関
ヶ
原
の
如
き
大
戦
の
未
だ
発

せ
ざ
る
と
こ
型
」
で
の
出
来
事
と
解
釈
し
て
い
る
。
「小
西
方
」
か
ら
も
殺
伐
と
し

た
戦
場
が
連
想
さ
れ
、
場
面
が

一
気
に
転
換
さ
れ
た
。

す
み
き
る
松
の
し
づ
か
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男

前
句
の
軍
陣
の
緊
迫
感
に
松
の
存
在
感
を
対
峙
さ
せ
た
。

萩
の
札
す
す
き
の
札
に
よ
み
な
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外

山
深
い
草
庵
に
住
む
人
が
、
萩
、
す
す
き
に
因
ん
で
和
歌
を
書
き
付
け
て
い
る

様
を
描
い
た
。

雀
か
た
よ
る
百
舌
鳥
の

一
声
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
智
月

前
旬
の
人
の
耳
に
届
い
た
音
で
あ
る
。
秋
の
風
情
を

一
層
深
め
る
が
如
く
百
舌

鳥
の
鳴
き
声
が
冷
た
く
響
く
。

懐
に
手
を
あ
た
た
む
る
秋
の
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
兆

前
旬
の
冷
気
を
受
け
て
、
寒
さ
身
に
染
む
晩
秋
の
早
朝
の
様
を
描
い
た
。
　
　
　
　
一

杜
妙
ぃ
確
渫
』
珈
脚
向
珈
市
中

の
人
を
「海
士
や
船
人
の
天
気
を
窺
ふ
様
（型

」到

　

判

見
て
付
け
た
と
す
る
。
海
の
荒
れ
た
る
様
子
を
不
安
げ
に
見
遣
る
様
で
あ
る
。

鑓
の
柄
に
立
す
が
り
た
る
花
の
く
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
来

曲
斎
の
古
注
に

「戦
労
た
る
武
士
の
舟
を
招
く
」
様
と
あ
る
。
疲
労
感

・
不
安

感
を
戦
士
の
も
の
と
し
た
と
こ
ろ
に
転
じ
が
あ
る
。

灰
ま
き
ち
ら
す
か
ら
し
な
の
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兆

春
の
野
外
に
て
、
前
句
と
同
じ
人
物
が
、
畑
地
の
地
搾
え
を
眺
め
て
い
る
と
い

う
長
閑
さ
に
転
じ
た
。

春
の
日
に
仕
舞
て
か
へ
る
経
机
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
秀

前
旬
は
寺
男
の
所
作
で
あ
ろ
う
か
、
同
じ
春
の
気
分
を
引
き
継
ぎ
、
春
の
法
会

を
終
え
て
帰
る
僧
を
詠
ん
だ
。

店
屋
物
く
ふ
供
の
手
が
は
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来

大
寺
の
門
前
町
の
賑
わ
い
を
想
い
寄
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
が
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近
江
に
て
興
行
さ
れ
、
次
の
旬
か
ら
十
二
句
は
伊
賀
連
衆
の
付
合
で
あ
る
。

汗
ぬ
ぐ
ひ
端
の
し
る
し
の
紺
の
糸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
残

前
旬
の
混
雑
ぶ
り
を
受
け
、
汗
を
拭
う
手
拭
い
に
失
く
さ
ぬ
よ
う
に
印
を
付
け

る
人
を
出
し
た
。

わ
か
れ
せ
は
し
き
鶏
の
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
芳

前
旬
の
「紺
の
糸
」
を
縫
い
付
け
た
の
を
女
性
の
所
作
と
見
た
恋
の
旬
で
あ
る
。

一
番
鶏
の
鳴
き
声
に
慌
た
だ
し
く
逢
瀬
を
終
え
る
様
で
あ
る
。

大
胆
の
お
も
ひ
く
づ
れ
ぬ
恋
を
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残

前
旬
に
続
き
人
目
も
忍
ば
ぬ
激
し
い
恋
愛
を
描
い
た
。

身
は
ぬ
れ
紙
の
取
所
な
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芳

一
途
な
女
性
の
、
恋
に
破
れ
た
際
の
深
い
嘆
き
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
恋
句

が
続
い
て
い
る
。

子
刀
の
蛤
剋
な
る
細
工
ば
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残

前
句
を
細
工
職
人
の
身
の
上
と
逝
向
し
た
。

棚
に
火
と
も
す
大
年
の
夜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
園
風

職
人
の
家
の
大
晦
日
の
儀
式
に
よ
り
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
生
活
の
け
じ
め
を
大

切
に
す
る
庶
民
の
姿
を
描
い
た
。

こ
こ
も
と
は
お
も
ふ
便
も
須
磨
の
浦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猿
雖

『源
氏
物
語
』
須
磨
の
巻
か
ら
左
遷
の
人
を
想
像
さ
せ
る
。
思
う
よ
う
に
便
り
も

届
か
な
い
不
如
意
さ
か
ら
、
秋
独
で
寂
し
げ
な
雰
囲
気
が
漂
う
。

む
ね
打
合
せ
着
た
る
か
た
ぎ
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残

前
句
の
何
か
と
不
自
由
な
田
舎
暮
し
に
困
惑
す
る
様
か
ら
、
零
落
し
た
貴
人
の

姿
を
連
想
し
た
。
思
う
に
な
ら
な
い
身
の
不
運
を
か
こ
つ
気
分
を
受
け
継
ぐ
。

此
夏
も
か
な
め
を
く
く
る
破
扇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
風

質
素
な
暮
し
ぶ
り
を

「破
扇
」
で
表
し
た
。

醤
油
ね
か
せ
て
し
ば
し
月
見
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雖

醤
油
を
仕
込
ん
で
見
上
げ
た
夏
の
月
で
あ
る
。

咳
声
の
隣
は
ち
か
き
縁
づ
た
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芳

静
か
な
夜
の
し
じ
ま
、
前
旬
の
月
見
る
人
に
聞
こ
え
て
き
た
咳
声
で
あ
る
。

添

へ
ば
そ
ふ
ほ
ど
こ
く
め
ん
な
顔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
風

前
句
の
咳
声
の
主
を
篤
実
な
老
爺
と
し
た
。

形
な
き
絵
を
習
ひ
た
る
会
津
盆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嵐
蘭

こ
こ
か
ら
四
旬
は
江
戸
で
継
が
れ
て
い
る
。
前
旬
の
人
を

「会
津
盆
」
の
砒
人

と
見
替
え
た
も
の
で
あ
る
。

う
す
雪
か
か
る
竹
の
割
下
駄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
邦

前
句
か
ら
風
流
な
情
趣
を
感
じ
取

っ
て
、
庭
下
駄
に
雪
が
降
り
か
か
っ
て
い
る

と
い
う
趣
あ
る
情
景
を
描
い
た
。
前
旬
を
茶
人

・
俳
人
な
ど
と
見
る
こ
と
が
で
き

ク０
。

花
に
又
こ
と
し
の
つ
れ
も
定
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
水

花
見
の
同
行
者
が
見
つ
か
ら
な
い
と
嘆
く
様
か
ら
毎
年
花
見
を
楽
し
み
に
し
て

い
る
風
流
人
が
想
定
さ
れ
る
。

雛
の
袂
を
染
る
は
る
か
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羽
紅

春
風
が
仄
か
に
匂
う
か
の
よ
う
な
雛
祭
り
の
長
閑
な
情
景
で
も
っ
て
挙
句
と
し

た
。本

歌
仙
は
、
別
地
で
巻
き
継
が
れ
て

一
巻
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
時
間

・
空
間
を
隔
て
て
い
る
と
い
う
点
で
、

所
々
で
旬
流
れ
が
不
当
に
寸
断
さ
れ
て
お
り
、
巻
全
体
を
覆
う
情
調
の
リ
ズ
ム
の

形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
「猿
蓑
の
中
に
芭
蕉
の
心
に
叶
は
ぬ
巻
あ
り
」
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
巻
が
該
当
の
巻
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
そ

う
し
た
作
品
を

『猿
衰
』
に
所
収
し
た
編
者
の
意
図
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
作

品
自
体
の
レ
ベ
ル
と
は
別
の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

の
歌
仙
の
旬
運
び
や
転
じ
方
の
ぎ
こ
ち
な
さ

・
拙
さ
は
、
逆
に
、　
一
同
が

一
つ
の

場
所
に
会
し
て
興
行
す
る
も
の
だ
と
い
う
運
旬
の
本
質
を
呈
示
し
て
い
る
。

―-194-―
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荷 野 芭
今 水 蕉

一
一　
蕉
風
連
句
の
志
向

前
章
に
て
、
『猿
蓑
』
所
収
の
四
歌
仙
の
具
体
的
な
解
釈
を
試
み
た
。
本
章
で
は
、

歌
仙
の
付
合
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

「座
」
に
お
け
る
芭
蕉
の
役
割
を
考
察
し
て
み
る
。

『猿
蓑
』
所
収
の
四
歌
仙
の
付
合
の
あ
り
方
を
見
て
く
る
と
、
あ
る
種
閉
塞
的
な

「座
」
と
い
う
空
間
に
あ

っ
て
、
多
義
性
を
有
す
る
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
句
境
の
よ
り
多
様
な
展
開
を
図
ろ
う
と
す
る
工
夫
が
見
て
取
れ
る
。
言
葉
の

持

つ
イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
を
駆
使
し
て
、
前
旬
と
ず
ら
し
つ
つ
離
れ
る
と
い
う
絶
妙

な
距
離
感
覚
を
も
っ
て
、
旬
境
の
展
開
の
自
由
さ
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
傾
向
は
、
芭
蕉
七
部
集
の
第

一
撰
集
と
呼
べ
る

『冬
の
日
』
所
収

の
歌
仙
と
比
較
し
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。

狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉

た
そ
や
と
ば
し
る
か
さ
の
山
茶
花

有
明
の
主
水
に
酒
屋
つ
く
ら
せ
て

以
上
、
『冬
の
日
』
所
収
歌
仙
の

フ
」
が
ら
し
の
」
の
巻
の
初
折
表
三
句
目
ま
で
を

挙
げ
て
み
た
。
野
水

・
荷
今
と
も
に
名
古
屋
の
人
で
、
荷
今
は

『冬
の
日
』
の
撰

者
で
も
あ
る
。
長
い
旅
路
を
経
た
こ
の
身
は
風
狂
の
士
竹
斎
に
似
て
い
る
と
す
る

芭
蕉
に
対
し
て
、
傘
に
飛
び
散
る
山
茶
花
の
花
を
も
っ
て
迎
え
、
風
流
な
人
物
と

し
て
新
た
に
「有
明
の
主
水
」
と
い
う
架
空
の
人
を
登
場
さ
せ
た
。
題
材
と
い
い
、

語
感
の
響
き
と
い
い
、
各
旬
の
個
性
が
前

へ
前

へ
と
主
張
し
て
く
る
。
こ
の
後
に

続
く
句
も
、
「乳
を
し
ば
り
す
て
」
、
「
き
え
ぬ
そ
と
ば
」
、
「
ひ
ん
に
た
え
し
虚
家
」
、

「恨
み
の
矢
」
、
「人
の
骨
」
等
、
素
材
や
趣
向
の
選
び
方
の
点
で
よ
り
複
雑
で
奇
を

て
ら
っ
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
歌
仙
の
展
開
は
劇
的
で
緊
張
感
の
あ
る

も
の
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
か
え
っ
て
句
世
界
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

気
が
し
て
な
ら
な
い
。
起
伏
に
富
ん
だ
展
開
を
狙
い
す
ぎ
て
か
、　
一
旬
ご
と
の
波

が
激
し
く
、
歌
仙
全
体
に
通
じ
る
情
調
の
大
き
な
う
ね
り
の
生
成
に
は
マ
イ
ナ
ス

の
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
句
を
印
象
的
に
立
ち
上
げ
る
た
め
の
題
材
の

選
定
に
連
衆
の
興
が
集
中
し
て
し
ま
っ
て
、
一
種
挑
戦
的
な
ム
ー
ド
が
漂
い
、
「座
」

の
バ
ラ
ン
ス
ヘ
の
集
中
力
に
乱
れ
が
生
じ
て
い
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
付
合
に
お
い
て
「軽
く
付
け
る
」
と
い
う
こ
と
、
っ
ま
り
、
平

明
な
言
葉
と
そ
の
幅
広
い
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力
の
重
要
性
が

『猿
蓑
』
歌
仙
の
特

徴
と
し
て
際
立

っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
力
を
駆
使
し
た
結
果
の
、
転
じ
の

妙
と
停
滞
に
お
け
る
深
み
と
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
歌
仙
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
最
も
本
質

的
な
も
の
と
い
え
る
。
停
滞
部
分
は
、
主
た
る
情
調
を
繰
り
返
し
提
示
す
る
こ
と

で
、
そ
の
巻
に
一
貫
性
を
底
流
さ
せ
る
。
転
じ
の
箇
所
は
、
そ
こ
か
ら
軽
や
か
に

反
転

。
跳
躍
し
て
見
せ
る
こ
と
で
、
新
た
な
句
世
界
を
芽
生
え
さ
せ
る
。
こ
の
よ

う
な
歌
仙
全
体
を
通
し
て
初
め
て
理
解
で
き
る
大
き
な
う
ね
り
は
、
前
章
で
解
釈

を
試
み
た

「鳶
の
羽
も
」
の
巻
、
「市
中
は
」
の
巻
で
顕
著
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
そ
　
　
一

う
し
た
傾
向
を

「座
」
に
も
た
ら
す
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
芭
蕉
で
　

‐９３

あ

っ
た
こ
と
も
既
に
触
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

連
旬
の
最
小
単
位
は
、
発
句

・
脇
句

。
第
二
の
三
旬
で
あ
る
。
発
句
に
脇
旬
を

付
け
る
こ
と
で

一
つ
の
句
世
界

・
詩
情
を
完
結
し
た
か
に
見
え
る
が
、
第
二
で
は

そ
の
安
定
し
た
世
界
を
破
壊
し
、
脇
旬
と
と
も
に
新
た
な
句
境
を
形
成
す
る
。
そ

の
時
、
発
句
（第
二
か
ら
見
る
と
打
越
）
で
提
示
さ
れ
た
世
界
は
遠
く
に
去
り
、
余

情
の
み
が
漸
層
的
に
重
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
連
旬
に
お
い
て
は
、　
一
旬
自

体
は
突
出
す
る
こ
と
な
く
、
前
句
に
付
け
ら
れ
て
初
め
て
生
命
を
勝
ち
得
る
の
で

あ
る
が
、
常
に
、
壊
さ
れ
、
ず
ら
さ
れ
、
裏
返
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。

こ
の
展
開
の
原
動
力
を
付
合
の
遠
心
力
と
呼
び
た
い
。
こ
の
遠
心
力
の
最
大
効

力
を
生
む
も
の
は
、
前
旬
か
ら
放
わ
れ
る
距
離
の
長
さ
、
す
な
わ
ち
、
淡
々
と
付

け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
相
関
関
係
を
最
も
刺
激
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
ら
相
互
の
責
め
ぎ
あ
い
が
最
も
顕
在
化
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
点
に
、
運
旬
の
独
自
性
と
文
芸
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
外

へ
と
拡
大
し
て
い
く
遠
心
力
を
生
命
と

す
る
連
旬
作
品
に
、
歌
仙
と
し
て
の
統

一
性
を
持
た
せ
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
歌
仙
の
式
目
や
興
行
の
時
間
的

。
空
間
的
制
約
は
、
確
か
に
作
品

の
枠
組
み
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
芭
蕉
を
頂
点
と
し
た
連

衆
ら
共
通
の
ベ
ク
ト
ル
の
存
在
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「座
」
を

一
つ

の
集
合
体
と
し
て
ま
と
め
る
と
と
も
に
、　
一
巻
を
構
成
し

「書
か
れ
た
文
芸
」
と

し
て
成
立
さ
せ
る
求
心
力
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

尾
形
拘
は
、
論
稿

「日
本
文
学
と
座
」
に
お
い
て
、

歌
仙

一
巻
の
作
品
と
し
て
の
価
値
は
、
座
の
連
衆
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
そ
れ

ぞ
れ
の
資
質
を
発
揮
し
な
が
ら
、
前
句
と
の
交
響
を
と
げ
、
ま
た
新
た
な
交

響
を
呼
び
お
こ
し
て
ゆ
く
、
そ
の
交
響
の
総
和
と
し
て
の
諸
調
の
豊
か
さ
に

あ
る

と
説
明
し
、
「座
に
お
け
る
個
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
連
旬
に
お
け

る
「個
」
は
決
し
て
全
体
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

「資
質
」
を
正
当

に
発
揮
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「座
と
し
て
の
意
義
」
は
、　
一

個
体
で
は
成
り
立
ち
得
な
い

「交
響
の
総
和
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
「交
響
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
、
連
衆
が
付
合
に
お
い
て
確
か
め
合

う
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
互
い
の
文
学
的
情
報
量
に
支
え
ら
れ
た
詩
心
で
あ

ろ
う
。
こ
の

「詩
心
」
こ
そ
が

「座
」
の
求
心
力
の
本
体
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

連
衆
の
共
同
制
作
に
よ
る
連
句
の
、
あ
る
い
は
蕉
風
俳
譜
の
根
本
を
担
う
も
の
と

考
え
て
よ
い
。
冨
一冊
子
』
に
は
、

「高
く
心
を
悟
り
て
、
俗
に
帰
る
べ
し
」
と
の
教
な
り
。
「
つ
ね
に
風
雅
の
誠

を
責
め
悟
り
て
今
な
す
所
俳
諧
に
か
へ
る
べ
し
」
と
い
へ
る
な
卿

と
い
う
芭
蕉
の
教
え
が
記
さ
れ
て
お
り
、
「風
雅
の
ま
こ
と
を
責
め
る
七
」
と
が
蕉

風
俳
諸
の
中
核
で
あ
り
、
芭
蕉
自
身
が
求
め
た

「詩
心
」
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。

「風
雅
の
ま
こ
と
を
責
め
る
」実
際
的
方
法
と
し
て
、
芭
蕉
は
生
涯
生
き
た
「旅
」

を
選
ん
だ
。
本
論
で
は
、
『猿
蓑
』
を
中
心
に
据
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
集
成
立

に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
、
元
禄
二
年
の

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
を
取
り

上
げ
る
。
芭
蕉
は
、
こ
の
旅
で
、
肉
体
的
圧
迫
に
よ
り
厳
し
い
苦
行
を
強
い
ら
れ

た
。
か
つ
て
漂
泊
の
旅
に
さ
す
ら
っ
た
古
人
の
姿
を
胸
に
抱
き
な
が
ら
、
そ
の
風

雅
な
る
心
を
、
肉
体
を
極
限
に
さ
ら
し
て
ま
で
も
自
ら
の
体
験
と
し
て
悟
ろ
う
と

し
た
。
こ
こ
ま
で
し
て
獲
得
し
た
か
っ
た
の
が

「風
雅
の
ま
こ
と
」
で
あ

っ
た
の

だ
。
体
力
の
減
退
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
は
、
肉
体
的
電
機
に
絶
え
ず
さ
ら
さ
れ
て
き

た
。
大
自
然
の
脅
威
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
芭
蕉
は
、
次
第
に
人
生

へ
の
洞
察

を
深
め
て
い
く
。
高
橋
秀
夫
は
、
口
＼
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
松
尾
芭
蕉
に
向
か
っ
て
』
の

中
で
、い

さ
さ
か
も
軽
く
は
な
い
も
の
、
む
し
ろ
し
た
た
か
に
重
い
も
の
、
堪
え
が

た
い
ま
で
に
屈
曲
し
、
ね
じ
く
れ
、
反
転
し
、
交
錯
し
て
い
る
も
の
を
芭
蕉

は
風
雅
と
い
う

一
本
の
灯
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
し
、
そ
れ
を
生
命
の
「軽
み
」

に
昇
華
さ
せ
た
の
溜
。

と
述
べ
る
。
芭
蕉
に
と
っ
て
「重
く
れ
」
か
ら
の
脱
却
と
、
「軽
み
」
へ
の
志
向
は
、

す
で
に
こ
の
時
期
に
萌
芽
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

『猿
蓑
』
に
お
い
て
試

み
よ
う
と
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

芭
蕉
に
は
、
「旅
」
を
通
し
て
研
ざ
澄
ま
さ
れ
て
い
っ
た

軍
討
心
」
を
、
先
達
と

し
て
門
人
に
開
示
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
連
衆

た
ち
も
蕉
風
門
下
の
自
負
を
持

っ
て
、
こ
れ
を
共
通
認
識
と
し
て
我
が
身
に
取
り

込
も
う
と
す
る
意
識
が
連
旬
興
行
時
に
遍
在
し
て
い
る
。
芭
蕉
と
運
衆
と
の
対
話
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と
、

と
も

に

一
つ
の
芸
境
を
志
向

し

て

い
く
総
合
力

こ
そ
が

『猿
衰
』
歌
仙

の
グ

岬
　
　
イ
ナ
ミ
ズ

ム
生
成

へ
と

つ
な
が

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

四
　
ま
と
め

『坂
蓑
』
歌
仙
の
特
徴
は
、
平
明
な
言
葉
と
そ
の
背
後
に
あ
る
豊
穣
な
イ
メ
ー
ジ

の
作
用
を
連
句
の
付
合
に
導
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
付
合
の
可
能
性
を
最
大

限
に
拡
大
す
る
連
旬
と
し
て
の
強
力
な
遠
心
力
を
、
ア」
れ
に
よ
っ
て
獲
得
し
得
た
。

ま
た
、
芭
蕉
が
指
導
的
な
力
を
発
揮
し
、
連
衆
と
と
も
に
、
蕉
風
俳
諧
の
練
磨
と

い
う
大
事
業
を
実
践
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
歌
仙
で
あ

っ
た
。

連
旬
の
興
行
は
、
『猿
蓑
』
に
お
い
て
京

・
近
江
・
伊
賀
と
各
地
で
行
わ
れ
て
き

た
。
「座
」
が
と
も
す
る
と
閉
塞
的
な
傾
向
を
強
め
る
の
を
避
け
て
、
地
方
の
門
人

た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
地
方

門
人

へ
の
実
作
指
導
と
い
う
役
割
の
他
に
、
予
測
不
可
能
な

「交
響
」
の
産
物
を

期
待
す
る
飽
く
な
き
フ
ロ
ン
テ
イ
ア
精
神
も
垣
間
見
え
る
。

新
し
い

「座
」
を
求
め
て
地
方

へ
積
極
的
に
赴
い
た
芭
蕉
は
、
「座
」
そ
の
も
の

の
遠
心
的
な
拡
大
を
も
目
論
ん
だ
の
だ
。
そ
れ
を
支
え
る
核
と
な
っ
た
の
は
、
も

ち
ろ
ん
芭
蕉
自
身
と
、
詩
情
の
普
遍
性
を
執
拗
な
ま
で
に
追
求
し
て
い
こ
う
と
す

る
詩
心
で
あ
る
。
こ
の
磁
力
に
よ
っ
て
、
蕉
風
連
旬
作
品
は
、
「座
の
文
芸
」
と
し

て
、
「書
か
れ
た
文
芸
」
と
し
て
の
価
値
と
魅
力
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。

江ヽ

テ
キ
ス
ト
は
、
宮
本
二
郎
校
注

『校
本
芭
蕉
全
集
第
四
巻
』
（角
川
書
店
）
に
よ
っ
た
。

引
用

・
参
考
文
献

雲
英
末
雄
「芭
蕉
は
い
か
な
る
俳
壇
地
図
の
な
か
に
生
き
た
の
か
」
令
國
文
字
十

一
月

号
』
學
燈
社
　
平
成
二
年
十

一
月
）
六
七
頁

岡
本
勝

・
雲
英
末
雄

『近
世
文
学
研
究
事
典
』
（桜
楓
社
　
昭
和
六

一
年
四
月
）

大
谷
篤
蔵

。
中
村
俊
定

『日
本
古
典
文
学
大
系
　
一巴
束
句
集
』
（岩
波
書
店
　
昭
和
三

七
年
六
月
）

一
九
九
頁

尾
形
例

「作
品
と
座
」
３
座
の
文
学
』
角
川
書
店
　
昭
和
四
八
年
九
月
）
二
四
頁

金
子
金
治
郎

・
暉
峻
康
隆

・
中
村
俊
定

『日
本
古
典
文
学
全
集
　
連
歌
俳
諸
集
』
（小

学
館
　
昭
和
四
五
年
　
ニハ
月
）
四
四
六
頁

櫻
井
武
次
郎

「芭
蕉
年
譜
」
３
別
冊
図
文
學

芭
蕉
必
携
』
撃
燈
社
　
昭
和
五
五
年
十

二
月
）

安
東
次
男

『芭
蕉
七
部
集
評
釈
』
（集
英
社
　
昭
和
五
三
年
）
三

一
六
頁

金
子
金
治
郎
・
暉
峻
康
隆
。
中
村
俊
定

『日
本
古
典
文
学
全
集
連
歌
俳
諧
集
』
四
四
八

頁服
部
土
芳

「三
冊
子
』
（栗
山
理

一
［日
本
古
典
文
学
全
集
　
俳
論
集
』
小
学
館
　
昭

和
四
九
年
七
月
）
五
五
七
頁

服
部
土
芳

『三
冊
子
』
（栗
山
理

一
『日
本
古
典
文
学
全
集
　
俳
論
集
し

五
九
八
頁

葛
松
子
遅
日
庵
杜
哉
『俳
諧
古
集
之
弁
』
釜
言英
末
雄
軍
巴
蕉
連
旬
古
注
集
猿
蓑
篇
』
汲

古
書
院
　
昭
和
六
二
年
　
十
二
月
）
十

一
頁

也
足
亭
岸
韮

『去
来
文
』
釜
玄英
末
雄

『芭
蕉
連
句
古
注
集
猿
蓑
篇
し

五
九
頁

阿
部
正
美

『芭
蕉
連
句
抄
　
第
八
篇
』
（明
治
書
院
　
昭
和
五
八
年
十

一
月
）
四
二
五

頁曲
斎

『七
部
婆
心
録
』
釜
云
英
末
雄

『芭
蕉
連
句
古
注
集
猿
蓑
篇
し

櫻
井
武
次
郎

「芭
蕉
年
譜
」
３
別
冊
園
文
寧
　
十巴
蕉
必
携
し

安
東
次
男

『芭
蕉
七
部
集
評
釈
』

柳
津
魚
潜

『猿
蓑
附
合
考
』
釜
本英
末
雄

『芭
蕉
連
句
古
注
集
猿
蓑
篇
し

テ
キ
ス
ト
二
四
四
頁
頭
注

阿
部
正
美

『芭
蕉
連
句
抄
　
第
八
篇
』
二
三
二
頁
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蕉風連旬の一考察 (川守田)(19)

（２０
）

何
坊
空
然

『猿
み
の
さ
が
し
』
釜
蚕英
末
雄

『芭
蕉
連
句
古
注
集
猿
蓑
篇
し

一
七
六
頁

（２‐
）

安
東
次
男

『芭
蕉
七
部
集
評
釈
』
二
四
一
頁

（２２
）

櫻
井
武
次
郎

「芭
蕉
年
譜
」
３
別
冊
國
文
學
　
一巴
蕉
必
携
し

（２３
）

阿
部
正
美

「芭
蕉
連
句
抄
　
第
八
篇
』
三
二
十
頁

（２４
）

金
子
金
治
郎
・
暉
峻
康
隆
。
中
村
俊
定

『日
本
古
典
文
学
全
集
　
連
歌
俳
諧
集
』
四
七

八
頁
頭
注

（２５
）

金
子
金
治
郎

・
暉
峻
康
隆

・
中
村
俊
定

『日
本
古
典
文
学
全
集

連
歌
俳
諸
集
』
四
八

四
頁
頭
注

（２６
）

幸
田
露
伴

『評
釈
猿
蓑
』
二
三
八
頁

（２７
）

幸
田
露
伴

『評
釈
猿
蓑
』
二
四
十
頁

（２８
）

葛
松
子
遅
口
庵
杜
哉

『俳
諸
古
集
之
弁
』
＄
≡英
末
雄

『芭
蕉
連
句
古
注
集
猿
衰
篇
し

九
九
頁

（２９
）

曲
斎

『七
部
婆
心
録
』
釜
バ英
末
雄

『芭
蕉
連
旬
古
注
集
猿
蓑
篇
し
　
一
一
一百

一
頁

（３０
）

幸
田
露
伴

『評
釈
猿
蓑
』
二
五

一
頁

（３．
）

大
谷
篤
蔵

・
中
村
俊
定

『日
本
古
典
文
学
大
系
　
一巴
蕉
句
集
』
二
九
六
頁

（３２
）

尾
形
例

「
日
本
文
学
と
座
」
３
座
の
文
学
し

〓
一九
頁

（３３
）

服
部
土
芳

『三
冊
子
』
（栗
山
理

一
『日
本
古
典
文
学
全
集
　
俳
論
集
し

五
四
六
頁

（３４
）

高
橋
秀
夫

『ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
松
尾
芭
蕉
に
向
か
っ
て
』
（講
談
社
　
昭
和
六
四
年
五

月
）
二
三
二
頁
。
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