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松
尾
芭
蕉
に
比
し
て
、
そ
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
西
山
宗
因

は
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
年
、
生
誕
四
百
年

を
期
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
西
山
宗
因
全
集⑴
』
に
よ
り
、
宗
因
の
優
れ
た
芸
術
的

素
質
が
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
未
だ
、
宗
因
は
芭
蕉
に
至
る
ま

で
の
過
渡
的
な
意
義
だ
と
す
る
捉
え
方
が
主
流
で
あ
り
、
宗
因
自
身
が
も
つ
優

れ
た
詩
性
、
思
想
に
つ
い
て
は
、
芭
蕉
の
陰
に
隠
さ
れ
て
し
ま
い
、
日
の
目
を

見
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
宗
因
か
ら
芭
蕉
へ
」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
の
企
画
展
示
が
「
自
然
」
と
行
わ
れ
る
ほ
ど
、
宗
因
は
芭
蕉
の
「
踏
み

台
」
と
し
て
消
極
的
に
語
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
そ
の
見
方
か
ら
一
度
距
離
を
置
き
、
宗
因
と
芭
蕉
の
本
質
に
つ
い

て
論
じ
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
宗
因
と
芭
蕉
に
お
け
る
人
生
観
や
思
想
、

特
に
『
荘
子
』
受
容
の
方
法
や
そ
の
捉
え
方
、
ま
た
、
両
者
の
出
自
や
人
物
像
、

文
芸
活
動
へ
の
態
度
を
整
理
す
る
。
そ
こ
か
ら
顕
在
化
し
た
両
者
の
相
違
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
、
従
来
の
先
行
研
究
と
は
異
な
る
、
新
た
な
宗
因
と
芭
蕉
の

本
質
に
迫
り
た
い
。

１　

宗
因
と
芭
蕉
の
『
荘
子
』
受
容

先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
日
本
に
お
け
る
『
荘
子
』
受
容
を
概
観
す
る
。『
荘
子
』

は
近
世
以
前
か
ら
郭
象
と
成
玄
英
の
注
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
い
た
が
、
儒
学
と

対
極
に
あ
る
と
さ
れ
、
排
斥
さ
れ
た
。
し
か
し
、
室
町
期
に
入
っ
た
林
希
逸
注

『
荘
子
鬳
斉
口
義
』
を
契
機
に
、
儒
学
を
助
け
る
協
調
性
を
『
荘
子
』
が
持
つ
。

特
に
、
儒
学
を
中
心
と
す
る
近
世
期
の
教
学
体
制
に
お
い
て
積
極
的
に
学
ば
れ
、

安
定
し
た
地
位
を
得
て
い
っ
た
。
林
注
が
他
の
注
と
比
較
に
な
ら
な
い
程
、
解

り
易
か
っ
た
こ
と
も
流
行
の
一
因
で
あ
る
。

『
荘
子
』
が
日
本
の
文
学
史
上
画
期
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
談
林
派
の

寓
言
論
で
あ
ろ
う
。
談
林
派
は
、
俳
諧
の
本
質
を
い
う
た
め
の
拠
り
所
と
し
て

『
荘
子
』
の
寓
言
を
掲
げ
、
寓
言
論
を
唱
え
る
。
し
か
し
、『
荘
子
』
の
思
想
の

本
質
に
迫
れ
ず
表
面
的
な
受
容
だ
っ
た
（『
荘
子
』
の
寓
言
だ
け
を
利
用
し
て
、

そ
の
寓
意
を
切
り
捨
て
た
）
為
、
次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
と
い
う
見
解
が
多

い⑵
。
で
は
、
宗
因
に
お
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

宗
因
は
『
阿
蘭
陀
丸
二
番
船
』（
延
宝
二
年
）
独
吟
百
韻
に
お
い
て
、『
荘
子
』

の
万
物
斉
同
の
立
場
で
俳
諧
の
価
値
相
対
論
を
説
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
正

統
派
に
対
す
る
異
端
派
の
伝
統
も
ま
た
存
在
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
述
べ
、
自

身
の
俳
諧
を
、「
あ
そ
び
」
の
文
芸
で
あ
る
と
し
た
。
翌
々
年
（
延
宝
四
年
）

の
宗
因
に
よ
る
荘
子
像
賛
の
句
に
も
、
同
様
の
思
想
が
窺
え
る
。
そ
の
中
心
と

な
る
『
荘
子
』
の
思
想
は
、「
斉
物
論
」
と
「
逍
遥
遊
」
で
あ
り
、
詞
書
に
あ

芭
蕉
と
宗
因

―
『
荘
子
』
受
容
を
め
ぐ
っ
て

―
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る
「
夢
幻
の
戯
言
」
の
語
や
荘
子
像
賛
の
句
は
、「
斉
物
論
」
の
胡
蝶
の
寓
言

を
ふ
ま
え
る
。
宗
因
の
い
う
「
あ
そ
び
」
は
「
斉
物
論
」
の
思
想
の
上
に
立
つ

も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
逍
遥
遊
」
の
「
あ
そ
び
」
に
も
通
じ
て
い
る
と
い

え
る
。
ま
た
、
野
々
村
勝
英
氏⑶
は
、
宗
因
の
寓
言
論
に
禅
の
投
影
を
指
摘
す
る
。

氏
は
、
宗
因
の
寓
言
論
が
現
れ
る
直
前
（
寛
文
末
年
）
に
、
宗
因
が
禅
に
傾
倒

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
禅
の
世
界
へ
の
深
ま
り
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
唱
え

ら
れ
た
寓
言
が
、
単
な
る
表
現
の
面
白
さ
よ
り
も
飄
逸
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ

る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
広
田
二
郎
氏⑷
は
、
禅
が
『
荘
子
』
と
相
関
わ
る
と

こ
ろ
が
深
く
、
禅
林
に
お
い
て
は
『
荘
子
』
は
も
っ
と
も
よ
く
読
ま
れ
た
外
典

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
宗
因
に
は
『
荘
子
』
に
対
す
る
相
当
に
深
い
受
容

が
期
待
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
宗
因
の
参
禅
を
通
じ
て
得
た
宗
教
観
は
、『
荘

子
』
の
理
解
を
助
け
、
改
め
て
宗
因
自
身
の
俳
諧
精
神
を
深
化
さ
せ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

宗
因
が
『
荘
子
』
か
ら
発
し
た
思
想
は
、
も
と
も
と
宗
因
の
個
人
的
な
思
想

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
岡
西
惟
中
の
手
に
よ
っ
て
宗
因
個
人
の
思
想
か
ら
逸
脱

し
て
い
く
。
惟
中
は
談
林
俳
諧
が
従
属
的
な
も
の
で
な
く
、
一
つ
の
文
芸
と
し

て
の
正
当
性
を
有
し
、
和
歌
や
連
歌
と
は
異
な
る
次
元
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
た
め
、
文
芸
性
を
支
え
る
独
自
の
基
盤
と
し
て
、
宗
因
の
思
想
の
礎

と
な
っ
た
『
荘
子
』
を
用
い
た
。　

こ
う
し
て
、
談
林
派
の
寓
言
論
は
生
ま
れ
、
こ
の
動
き
に
当
時
の
林
注
『
荘

子
』
の
流
行
と
い
う
条
件
も
加
わ
っ
て
加
速
、
喧
伝
さ
れ
る
に
い
た
る
。
あ
く

ま
で
も
宗
因
の
個
人
的
な
見
解
で
あ
っ
た
「
宗
因
的
」
荘
子
観
が
、
談
林
派
の

理
論
体
系
を
担
う
も
の
と
さ
れ
、
新
た
な
文
学
的
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

惟
中
は
、『
俳
諧
蒙
求
』（
延
宝
三
年
）
に
お
い
て
、

荘
子
一
部
の
本
意
こ
れ
俳
諧
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
逍
遥
遊
の
篇
、

林
希
逸
が
註
に
不
知
是
滑
稽
処
如
今
人
所
謂
断
頭
話
也
と
あ
り
。
ま
た
そ

の
下
の
註
に
、
読
荘
子
其
実
皆
寓
言
也
と
も
み
え
た
り
。
俳
諧
は
な
ん
ぞ
。

荘
周
が
い
へ
ら
く
、
滑
稽
な
り
。
と
は
な
ん
ぞ
、
是
な
る
を
非
と
し
、
非

な
る
を
是
と
し
、
実
を
虚
に
な
し
、
虚
を
実
に
な
せ
る
、
一
時
の
寓
言
、

と
い
ふ
な
ら
ん
か
し
。

と
し
、『
荘
子
』
の
寓
言
を
特
に
林
注
に
依
拠
し
な
が
ら
、
俳
諧
の
滑
稽
と
の

関
連
で
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
既
に
、
宗
因
の
思
想
が
惟
中
に
正

し
く
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
宗
因
の
場
合
は
、
原
典
を
読
み
、
林

注
の
『
荘
子
』
も
ふ
ま
え
、
禅
の
思
想
も
交
え
つ
つ
、『
荘
子
』
を
自
己
の
も

の
と
し
、
俳
諧
の
寓
言
に
あ
そ
ん
で
い
る
。
対
し
て
、
惟
中
の
い
う
寓
言
論
は

林
注
の
み
に
頼
っ
て
お
り
、
表
現
面
に
偏
り
が
み
ら
れ
、
表
現
の
奇
絶
・
滑
稽

に
ば
か
り
重
点
を
置
い
て
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
た
め
、
そ
の
思
想
性
は
疎
外

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
芭
蕉
に
お
け
る
『
荘
子
』
受
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
広
田
二
郎
氏⑸
は
、
伊
賀
上
野
の
農
人
の
子
弟
と
し
て
育
っ
た
芭
蕉
に

は
、
漢
学
の
教
養
の
貧
し
さ
が
窺
え
る
と
す
る
。
ま
た
、
延
宝
時
代
に
至
っ
て

も
、
漢
籍
を
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
る
形
跡
は
見
ら
れ
ず
、
作
品
中
に
引
用
し
て

い
る
漢
詩
句
も
謡
曲
、
朗
詠
、『
歌
林
良
材
集
』『
連
集
良
材
』『
撰
集
抄
』『
類

船
集
』
等
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
大
方

は
孫
引
き
だ
っ
た
と
結
論
付
け
る
。
す
な
わ
ち
、
延
宝
三
年
か
ら
延
宝
六
年
間

に
お
け
る
芭
蕉
は
、
自
ら
『
荘
子
』
原
典
を
読
み
、
そ
の
上
で
宗
因
や
惟
中
の

い
う
寓
言
論
に
賛
同
し
た
訳
で
は
無
く
、
所
説
の
受
け
売
り
に
よ
る
、
間
接
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

宗
因
と
の
出
会
い
（
延
宝
三
年
）
が
契
機
と
な
り
、
芭
蕉
が
『
荘
子
』
に
興



― ―133

味
を
抱
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
芭
蕉
の
作
風
に
惟
中
一

派
に
近
い
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
芭
蕉
の
理
解
は
、「
宗
因
的
」
荘

子
観
の
理
解
に
ま
で
達
し
て
お
ら
ず
、
談
林
派
に
お
け
る
、
林
注
を
基
と
す
る

表
面
的
な
荘
子
観
の
理
解
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

表
面
的
と
は
言
っ
て
も
、『
田
舎
の
句
合
』
の
序
に
嵐
雪
は
「
梅
翁
、
栩
々

斎
に
ゐ
ま
し
て
」
と
書
き
、
巻
末
に
は
芭
蕉
自
身
が
「
栩
々
斎
主
桃
青
」
と
署

名
し
て
い
る
。
こ
れ
は
勿
論
、『
荘
子
』
の
「
挧
挧
然
胡
蝶
也
」
に
よ
る
号
で

あ
る
。
生
活
の
在
り
方
に
ま
で
い
か
に
芭
蕉
が
『
荘
子
』
に
か
ぶ
れ
て
い
た
か

が
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
芭
蕉
の
作
品
に
お
け
る
漢
籍
の
引
用
も
、『
荘
子
』

が
抜
群
に
多
く⑹
、
芭
蕉
が
特
に
『
荘
子
』
を
好
ん
で
い
た
こ
と
は
、
動
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
嵐
雪
は
『
右
の
句
合
』
の
序
に
お
い
て
、「
仍

以
是
に
翁
の
判
を
得
た
り
。
判
詞
、
荘
周
が
腹
中
を
呑
で
、
希
逸
が
弁
も
口
に

ふ
た
す
。」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
序
文
か
ら
も
、
芭
蕉
が
林
注
『
荘
子
鬳
斉

口
義
』
に
親
し
み
、
芭
蕉
の
『
荘
子
』
解
釈
に
お
い
て
は
、
林
希
逸
よ
り
は
る

か
に
す
ぐ
れ
て
い
た
と
門
弟
に
言
わ
し
め
る
ほ
ど
深
く
読
み
こ
ん
で
い
た
こ
と

が
窺
え
る
。

先
述
し
た
通
り
、
宗
因
の
出
家
は
禅
を
通
し
て
な
さ
れ
た
。
中
世
以
来
、
禅

と
な
じ
む
こ
と
の
深
い
『
荘
子
』
が
関
係
し
て
、
必
然
的
に
禅
が
宗
因
の
内
面

へ
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

宗
因
と
同
様
、
芭
蕉
も
ま
た
参
禅
し
、『
荘
子
』
と
禅
を
結
び
つ
け
た
。
し

か
し
、
宗
因
と
は
異
な
る
形
で
こ
れ
を
捉
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
高
橋
庄
次
氏⑺
は
、
仏
教
で
説
く
「
無
為
」
と

「
楽
」（
寂
滅
為
楽
）、『
荘
子
』
の
言
う
「
無
為
」
と
「
楽
」（
無
為
誠
楽
）
の

二
つ
を
挙
げ
、
仏
教
と
荘
子
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、

『
荘
子
』
に
あ
っ
て
禅
に
無
い
思
想
も
あ
り
、
芭
蕉
は
そ
れ
を
漢
詩
文
の
イ
メ
ー

ジ
で
補
い
、
西
行
と
自
身
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
荘
子
と
西
行
の
合
体
の
型
を

と
る
こ
と
で
、
乞
食
の
擬
態
を
生
み
出
し
た
と
結
論
付
け
る
。
氏
に
従
う
な
ら
、

芭
蕉
は
、
様
々
な
思
想
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、「
こ
う
で
あ
り
た
い
」
と
す

る
理
想
的
な
「
芭
蕉
像
」
を
求
め
、
そ
の
「
芭
蕉
像
」
に
す
り
合
わ
せ
て
い
く

形
で
自
身
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

ま
た
、
野
々
村
氏⑻
は
、
芭
蕉
が
そ
の
人
生
態
度
に
『
荘
子
』
の
境
地
を
よ
し
と

し
た
の
は
、
当
時
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
傾
向
を
合
わ
せ
た
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の

精
神
に
お
い
て
は
聖
人
に
近
づ
こ
う
と
し
た
志
向
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

教
導
的
な
儒
仏
老
荘
の
言
葉
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
こ
と
で
、
人
々
に
俳
諧
と

い
う
も
の
を
教
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

許
坤
氏⑼
に
よ
れ
ば
、『
荘
子
』
の
各
場
面
は
、
身
近
な
日
常
生
活
に
設
定
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
思
想
を
抵
抗
感
な
く
受
け
入
れ
さ
せ
る
意
図
が
あ
る
と
す
る
。

こ
れ
は
、
実
生
活
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
も
の
に
変
え
、

自
分
の
思
想
を
よ
り
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
い
う
働
き
を
内
包
し
て
い
る
と
い
え
る
。

芭
蕉
も
同
様
に
、『
荘
子
』
を
模
倣
し
、
俳
諧
を
教
化
す
る
た
め
、
人
々
が
想

像
し
や
す
い
自
身
の
「
芭
蕉
像
」
を
創
り
上
げ
、
哲
学
的
な
も
の
を
付
し
、
そ

の
像
に
合
わ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
近
世
期
の
人
々
に
広
く
流
布
し
て
い
た

林
注
『
荘
子
』
に
芭
蕉
が
親
し
ん
だ
の
は
、
勿
論
、
教
養
不
足
も
あ
っ
て
の
こ

と
だ
ろ
う
が
、
自
身
の
俳
諧
観
を
広
め
る
に
あ
た
っ
て
、
よ
り
一
層
、
世
間
に

受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
し
よ
う
と
す
る
芭
蕉
の
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

宗
因
は
『
荘
子
』
受
容
か
ら
、
あ
く
ま
で
自
身
の
個
人
的
・
主
観
的
な
俳
諧

観
を
得
た
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
人
々
を
先
導
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
な
い
。

対
し
て
、
芭
蕉
の
『
荘
子
』
受
容
に
は
惟
中
と
同
様
、
自
身
の
俳
諧
観
を
広
め

よ
う
と
す
る
客
観
的
な
意
図
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
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の
で
あ
る
。２　

宗
因
と
芭
蕉
の
内
に
飛
ぶ
「
蝶
」

蝶
（
胡
蝶
）↔

夢

↔

荘
子
と
い
う
の
は
固
定
化
し
た
連
想
の
パ
タ
ー
ン
で
あ

り
、
無
論
、『
荘
子
』「
斉
物
論
」
の
「
胡
蝶
之
夢
」
が
そ
の
連
想
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
。『
俳
諧
類
船
集
』
に
お
け
る
、「
胡
蝶
」
の
条
に
「
夢
」
は
附
合
と
し

て
挙
げ
ら
れ
、「
百
と
せ
は
花
に
あ
そ
び
て
す
ご
し
て
き
此
世
は
て
ふ
の
夢
に

こ
そ
有
り
け
る
と
は
荘
周
が
心
と
也
」
と
の
説
明
が
あ
る
。
ま
た
、
謡
曲
に
も

「
胡
蝶
と
夢
」
の
取
り
合
わ
せ
は
み
ら
れ
、「
こ
て
ふ
の
夢
の
百
年
目
」
と
い
う

諺
（『
山
の
井
』）
も
あ
る
。
貞
門
・
談
林
の
俳
人
は
勿
論
、
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
も
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
決
し
て
珍
し
い
取
り
合
わ
せ
で
は
な
く
、
作
品
に
も

多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
宗
因
と
芭
蕉
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

ま
た
、
芭
蕉
に
お
い
て
は
、
自
分
の
住
家
を
「
挧
々
斎
」
と
名
付
け
て
、
夢

で
胡
蝶
と
な
っ
た
主
人
公
を
し
き
り
に
気
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
も
、
芭
蕉
は
「
胡
蝶
之
夢
」
の
蝶
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
芭
蕉
が
背
負
っ
た
階
級
、
す
な
わ
ち
、
士
に
し

て
士
に
あ
ら
ず
、
農
に
し
て
農
に
あ
ら
ぬ
無
足
人
の
階
級
の
持
つ
両
義
性
も

「
胡
蝶
之
夢
」
を
芭
蕉
の
内
部
で
彷
彿
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
宗
因
と
芭
蕉
の
詠
ん
だ
蝶
を
俎
上
に
挙
げ
る
こ
と
で
、
如
上
の
両

者
の
意
識
の
違
い
を
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
宗
因
に
お
け
る
「
蝶
」
の
句
を
挙
げ
、
そ
の
後
に
先
行
研
究⑽
も
ふ
ま

え
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

①
『
西
山
宗
因
千
句
』
上
巻
三
巻
「
と
へ
ば
匂
ふ
」

　
　

吹
風
に
異
香
く
ん
ず
る
花
の
比

　
　
　

舞
た
は
ぶ
れ
て
遊
ぶ
蝶
〳
〵

　
　
　

暖
か
な
日
な
た
に
猫
の
打
ね
ぶ
り

②
同
、
下
巻
第
一
巻
「
世
の
中
の
」

　
　

お
児
も
里
へ
か
へ
る
う
ぐ
ひ
す

　
　
　

夕
日
影
一
さ
し
舞
を
ま
ふ
胡
蝶

③
同
、
下
巻
第
三
巻
「
や
く
わ
ん
や
も
」

　
　

制
礼
に
花
も
枝
葉
や
栄
ふ
ら
ん

　
　
　

気
ま
ま
に
遊
ぶ
胡
蝶
う
ぐ
ひ
す

④
同
、
下
巻
第
四
巻
「
つ
ぶ
り
を
も
」　　

　
　

花
も
ち
ら
〳
〵
み
だ
れ
酒
盛

　
　
　

折
に
あ
ふ
あ
げ
羽
蝶
の
幕
を
張

⑤
『
西
翁
十
百
韻
』「
伊
勢
に
て
」

　
　

痩
猫
の
命
の
う
ち
に
花
ち
り
て

　
　
　

夢
は
蝶
〳
〵
飛
て
ど
ち
や
ら

　
　

荘
周
が
眼
玉
も
や
か
す
む
ら
ん

　
　
　

幾
千
里
と
も
し
れ
ぬ
南
凕

⑥
『
俳
諧
新
附
合
物
種
集
追
加　

二
葉
集
』

　
　

親
ハ
〳
〵
の
小
蝶
と
ふ
也

　
　
　

う
つ
け
と
も
夢
と
も
あ
れ
か
見
え
ぬ
け
な　

　
　

覚
る
と
思
へ
ば
又
春
の
夢

　
　
　

と
る
年
ハ
早
五
十
年
ま
五
十
年

⑦
『
岳
西
惟
中
吟
西
山
梅
翁
判　

十
百
韻
』
荘
子
像
賛
（
延
宝
四
年
）

抑
俳
諧
は
雑
躰
の
そ
の
ひ
と
つ
に
し
て
、
連
歌
の
寓
言
な
ら
し
。
荘
周

が
文
章
に
な
ら
ひ
、
守
武
が
余
風
を
仰
が
ざ
ら
ん
や
。
今
こ
の
画
図
に

向
へ
ば
、
栩
々
然
と
し
て
花
に
た
は
ぶ
れ
、
遽
々
然
と
し
て
枕
を
そ
ば

だ
て
、
夢
う
つ
の
間
に
あ
り
。
世
は
み
な
ま
つ
か
う
、
遊
ん
だ
が
ま
し
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ぢ
や
。

　
　

世
中
よ
蝶
々
と
ま
れ
か
く
も
あ
れ 

⑧
『
物
種
集
』（
延
宝
六
年
）

　
　

書
院
床
ま
で
か
よ
ふ
春
風　

　
　
　

蝶
々
の
夢
路
や
だ
う
に
迷
ふ
ら
ん　

⑨
『
阿
蘭
陀
丸
二
番
船
』
独
吟
百
韻
「
今
筑
波
や
」

　
　

地
に
あ
ら
ば
胡
蝶
と
成
て
ね
も
し
な
ん

　
　
　

百
年
の
歓
会
一
夜
の
床
入

①
の
「
吹
風
に
異
香
く
ん
ず
る
」
は
、
謡
曲
「
嵐
山
」
の
「
異
香
薫
じ
て
瑞

雲
た
な
び
き
」
を
ふ
ま
え
る
。
ま
た
、
付
句
の
「
舞
ひ
た
は
ぶ
れ
て
」
は
、
概

念
的
な
句
で
あ
る
が
、
次
の
「
暖
な
」
の
語
に
よ
っ
て
顕
現
化
、
同
時
に
世
俗

化
さ
れ
て
い
る
。
榎
本
智
子
氏⑾
は
、「
こ
の
よ
う
な
句
に
宗
因
の
楽
天
的
な
享

楽
精
神
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
」
と
し
て
い
る
。
③
の
「
鶯
」
と
「
蝶
」

の
取
り
合
わ
せ
は
、
古
く
『
懐
風
藻
』
の
「
吹
台
哢
鶯
始　

桂
庭
舞
蝶
新
」
に

見
る
こ
と
が
で
き 

、『
懐
風
藻
』
以
来
の
古
い
伝
統
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

④
の
「
み
だ
れ
酒
盛
」
や
「
折
に
あ
ふ
あ
げ
羽
の
蝶
の
幕
」
は
、
時
世
粧
を
詠

ん
で
い
る
。
そ
の
場
面
は
春
の
宴
で
あ
る
。
⑤
の
「
南
溟
」
は
い
う
ま
で
も
な

く
『
荘
子
』「
逍
遥
遊
」
に
お
い
て
鵬
の
図
南
の
目
的
地
で
あ
る
。
⑥
に
お
け

る
後
の
付
合
は
、『
堀
川
百
首
』
の
大
江
正
房
の
歌
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

延
宝
五
年
刊
『
俳
諧
類
船
集
』「
胡
蝶
」
の
条⑿
に
、「
百
と
せ
は
花
に
あ
そ
び
て

す
ご
し
て
き
此
世
は
て
ふ
の
夢
に
こ
そ
有
り
け
る
と
は
荘
周
が
心
と
也
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
胡
蝶
之
夢
の
故
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
⑧
の
「
だ
う
に
迷
ふ

ら
ん
」
に
つ
い
て
、
丘
培
培
氏⒀
は
、「
こ
の
「
だ
う
」
は
「
道
」」
で
あ
り
、
老

荘
思
想
が
最
上
の
理
念
と
す
る
「
道
の
思
想
を
意
図
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。『
荘
子
』
へ
の
深
い
理
解
が
あ
っ
た
宗
因
が
こ
れ
を
意
識
し
て
い
た
の

は
明
白
で
あ
ろ
う
。「
だ
う
」
を
「
道
」
と
捉
え
る
こ
と
で
、「
道
に
迷
ふ
ら
ん
」

は
「
成
仏
で
き
な
い
」
と
い
う
禅
的
な
表
現
と
も
い
え
る
。
宗
因
は
既
に
こ
の

頃
か
ら
、
禅
の
思
想
に
通
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
⑨

は
、
大
江
匡
房
や
季
吟⒁
の
「
こ
て
ふ
の
夢
の
百
年
目
」
を
ふ
ま
え
て
「
百
年
」

と
詠
ま
れ
て
い
る
。
榎
本
氏⒂
は
、「
そ
こ
に
は
文
学
論
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
官
能
的
な
面
宗
因
の
享
楽
的
人
生
観
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
」
と
言

及
し
て
い
る
。

で
は
次
に
、
芭
蕉
に
お
け
る
「
蝶
」
の
句
を
挙
げ
る
。

⑩
『
江
戸
十
歌
仙
』

　
　

天
も
花
に
毒
の
酔
狂
月
に
影

　
　
　

鰒
の
こ
て
ふ
の
春
に
な
り
行

⑪
『
虚
栗
』

　
　

椹
や
花
な
き
蝶
の
世
捨
て
酒

⑫
『
真
蹟
自
書
賛
』

　
　

蝶
よ
〳
〵
唐
土
の
は
い
か
い
問
む

⑬
『
稿
本
野
晒
紀
行
』
花
の
咲
（
附
合
）

　
　

花
の
咲
み
な
が
ら
草
の
翁
か
な　
　
　
　

勝
延

　
　
　

秋
に
し
ほ
る
ゝ
蝶
の
く
づ
を
れ　
　
　

蕉

⑭
『
笈
日
記
』　　

菊
花
ノ
蝶

　
　

秋
を
へ
て
蝶
も
な
め
る
や
菊
の
露

⑮
『
冬
の
日
』
の
二
句　

こ
が
ら
し
歌
仙

　
　

二
の
尼
に
近
衛
の
花
の
さ
か
り
き
く　
　

野
水

　
　

蝶
は
む
ぐ
ら
に
と
ば
か
り
鼻
か
む　
　
　

芭
蕉

⑯
『
は
つ
雪
歌
仙
』　　
　
　

　
　

霜
に
ま
だ
見
ぬ
蕣
の
食　
　
　
　
　
　
　

杜
国
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野
菊
ま
で
た
づ
ぬ
る
蝶
の
羽
お
れ
て　
　

芭
蕉

⑰
『
甲
子
吟
行
』

　
　

白
げ
し
に
は
ね
も
ぐ
蝶
の
形
見
哉

⑱
『
芭
蕉
庵
小
文
庫
』

　
　

穐
を
経
て
蝶
も
な
め
る
や
菊
の
露　
　
　

は
せ
を

⑲
已
が
光

　
　

起
よ
ゝ
我
友
に
せ
ん
ゐ
る
胡
蝶　
　
　
　

翁

⑳
怒
誰
宛
書
簡
（
元
禄
三
、
四
年
頃
）

　
　

君
や
て
ふ
我
や
荘
子
が
夢
心

�
『
都
曲
』（
元
禄
三
年
）

　
　

物
好
や
匂
は
ぬ
草
に
と
ま
る
蝶　
　
　
　

京
芭
蕉

�
乍
木
亭
に
於
い
て

　
　

て
ふ
の
羽
の
幾
度
越
る
塀
の
や
ね

�
土
芳
『
蕉
翁
句
集
』「
雲
竹
像
讃
」

洛
の
桑
門
雲
竹
、
自
の
像
に
や
あ
ら
む
、
あ
な
た
の
方
に
顔
ふ
り
む
け

た
る
法
し
を　

画
て
、
是
に
讃
せ
よ
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
君
ハ
、
六
十

年
余
り
、
予
ハ
既
に
五
十
年
に
近
し
。
と
も
に
夢
中
ニ
し
て
夢
の
か
た

ち
を
顕
ス
。
是
に
く
ハ
ふ
る
に
又
寝
言
ヲ
以
ス
。

　
　

こ
ち
ら
む
け
我
も
さ
び
し
き
秋
の
暮

�
『
嵯
峨
日
記
』

夢
に
杜
国
が
こ
と
を
い
ひ
出
し
て
涕
泣
し
て
覚
ム
。
神
心
相
交
時
ハ
夢

を
な
す
。
…
…
睡
枕
記
・
槐
安
国
・
荘
周
蝶
夢
・
皆
其
理
有
テ
妙
を
つ

く
さ
ず
。

�
『
ひ
さ
ご
』「
汁
膾
歌
仙
」

　
　

巡
礼
死
ぬ
る
道
の
か
げ
ろ
ふ　
　
　
　
　

曲
水

　
　
　

何
よ
り
も
蝶
の
現
ぞ
あ
は
れ
な
る　
　

翁

�
同
、「
春
の
草
歌
仙
」

　
　

い
ろ
〳
〵
の
名
も
む
つ
か
し
や
春
の
草　

珍
碩

　
　

う
た
れ
て
蝶
の
夢
は
さ
め
ぬ
る　
　
　
　

翁

⑭
に
は
自
身
を
蝶
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
す
る
芭
蕉
の
意
識
が
窺
え
、
ま
た

『
荘
子
』
の
「
物
化
」
の
哲
学
も
匂
わ
せ
る
。
⑮
の
「
蝶
は
む
ぐ
ら
に
」
を
、

露
伴
は
、「
よ
く
〳
〵
此
句
を
味
は
へ
ば
、
あ
は
れ
さ
と
を
か
し
さ
と
の
絡
み

あ
ひ
て
、
春
晝
の
老
尼
舊
夢
を
お
も
ふ
無
限
の
情
景
湧
き
出
で
ゝ
盡
き
ざ
る
を

お
ぼ
ゆ
」
と
注
釈
し
て
い
る⒃
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
蝶
」
は
「
夢
」
を

余
情
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑯
「
野
菊
ま
で
た
づ
ぬ
る
蝶
の
羽
お
れ
て
」
は
、

意
識
の
上
で
、
先
程
の
「
秋
に
し
ほ
る
ゝ
蝶
の
く
づ
を
れ
」
と
一
致
す
る
。
�

は
『
虚
栗
』
の
「
椹
や
花
な
き
蝶
の
世
捨
て
酒
」
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

�
の
「
と
も
に
夢
中
ニ
し
て
夢
の
か
た
ち
を
顕
ス
」
は
、
人
生
は
全
て
夢
で
あ

る
と
い
う
『
荘
子
』
の
思
想
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
�
は
杜
甫
の
夢
を
み
て
、「
斉

物
論
」
の
故
事
も
思
い
出
し
た
と
い
う
意
で
あ
る
。
�
の
「
何
よ
り
も
蝶
の
現

ぞ
あ
は
れ
な
る
」
か
ら
は
、
芭
蕉
は
「
胡
蝶
の
夢
」
の
条
を
、「
あ
は
れ
な
る
」

と
解
釈
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
、
宗
因
と
芭
蕉
そ
れ
ぞ
れ
の
「
蝶
」
の
句
を
挙
げ
て
き
た
。
宗
因
と
芭

蕉
の
「
蝶
」
の
句
を
比
較
す
る
と
、
榎
本
氏⒄
が
述
べ
る
よ
う
に
、
宗
因
の
蝶
は
、

ど
こ
か
明
る
く
、
春
に
舞
い
遊
ぶ
蝶
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
。
対
し
て
、
芭
蕉
の

蝶
は
、
蝶
の
持
つ
は
か
な
さ
、
脆
さ
、
弱
さ
が
前
面
に
顕
れ
、
無
常
観
あ
ふ
れ

る
「
秋
の
蝶
」
が
連
想
で
き
る
。
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
氏
は
こ
こ

か
ら
、
宗
因
の
句
に
は
「
享
楽
的
な
「
遊
び
」
の
境
地
」
が
前
面
に
出
て
お
り
、

「
そ
れ
以
上
、
俳
諧
や
思
想
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
論
を
展
開

さ
せ
る
。
ま
た
、
芭
蕉
は
「『
荘
子
』
の
思
想
に
の
み
浸
る
事
は
な
く
」、「
常
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に
新
し
さ
を
求
め
、
そ
の
主
体
的
体
験
（
旅
や
生
活
）
を
通
じ
て
独
自
の
イ

メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
」、
そ
の
中
で
「『
荘
子
』
と
融
合
す
る
面
を
も
っ
た
」
と

し
、
宗
因
を
越
え
て
い
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
（
引
用
文
括
弧
は
筆
者
）。

こ
の
榎
本
氏
の
見
解
に
は
同
意
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
論
争
の
次
元
を
超
え
、

俳
譜
を
楽
し
む
こ
と
を
第
一
と
し
て
、
宗
因
は
「
あ
そ
び
」
と
言
っ
た
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
娯
楽
・
享
楽
的
な
「
遊
び
」
と
解
釈
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
蝶
」
の
句
に
み
ら
れ
る
自
由
な
姿
は
、
そ
う
い
っ

た
宗
因
の
俳
諧
を
楽
し
む
精
神
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
享
楽
的
で

は
な
い
。
こ
れ
は
、「
斉
物
論
」
や
「
逍
遥
遊
」
の
自
然
無
為
の
思
想
に
も
通

じ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
思
想
的
に
、
宗

因
が
芭
蕉
に
劣
っ
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
主
体
的
体
験
は
、

自
身
の
俳
諧
観
を
も
っ
と
も
ら
し
く
広
め
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
や

は
り
芭
蕉
が
意
図
的
に
仕
組
ん
だ
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
宗
因

で
は
な
く
、
惟
中
な
ど
の
談
林
派
の
考
え
に
近
し
い
も
の
が
あ
る
。

松
本
倫
枝
氏⒅
は
、「
荘
子
」
か
ら
「
蝶
」
の
語
句
を
取
り
入
れ
て
い
る
謡
曲

を
検
討
し
、

「
あ
は
れ
胡
蝶
の
…
」
と
続
く
の
も
、「
面
白
や
」
と
な
る
も
の
も
あ
り
、

胡
蝶
の
夢
は
そ
の
折
々
の
感
じ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。（
略
）
そ
の
折
の

情
趣
が
時
に
は
執
心
の
さ
か
い
で
「
あ
は
れ
」
で
あ
っ
て
も
時
に
は
悟
り

澄
ま
し
て
「
面
白
や
」
と
謡
い
舞
う
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
宗
因
は
、
連
歌
師
と
し
て
当
然
承

知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
宗
因
の
句
に
は
、「
あ
は
れ
」
と
「
面
白
や
」
の
二

面
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
む
し
ろ
、「
胡
蝶
之
夢
」

を
「
あ
は
れ
な
る
」
の
一
面
で
解
釈
し
て
い
た
（
�
の
句
等
）
芭
蕉
の
方
が
、

そ
の
文
芸
面
に
お
い
て
宗
因
に
及
ば
な
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
宗
因
と
芭
蕉
で
は
、
同
じ
『
荘
子
』
を
受
容
す
る
上
で
も
そ
の
ス

タ
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
、
宗
因
は
超
然

と
し
た
表
現
者
で
あ
り
、
孤
高
の
存
在
と
し
て
「
蝶
」
を
取
り
入
れ
た
。
し
か

し
、
芭
蕉
に
は
ど
こ
と
な
く
世
俗
的
な
部
分
が
消
え
ず
、
夢
で
胡
蝶
と
な
っ
た

主
人
公
に
自
身
を
見
立
て
る
な
ど
、
他
者
の
客
観
的
な
視
点
を
気
に
し
、
意
図

的
で
あ
る
。
宗
因
は
、
和
歌
連
歌
の
正
統
意
識
を
多
少
持
ち
得
な
が
ら
も
、
自

由
な
発
想
で
連
歌
と
俳
諧
を
使
い
分
け
し
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
宗
因
の
二
面

性
も
、『
荘
子
』「
斉
物
論
」
の
思
想
（「
胡
蝶
之
夢
」
の
条
）
で
説
明
が
可
能

と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

３　

宗
因
と
芭
蕉
の
違
い

芭
蕉
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
先
学⒆
に
よ
っ
て
、
封
建
四
民
の
中

の
農
人
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
芭
蕉
は
、
郷

里
（
伊
賀
上
野
赤
坂
町
）
に
お
い
て
、
農
人
階
級
で
あ
り
な
が
ら
、
稀
に
み
る

苗
字
持
ち
で
あ
り
、
事
実
上
裕
福
で
な
く
と
も
、
地
域
に
お
け
る
社
会
的
ス

テ
ー
タ
ス
は
高
か
っ
た
こ
と
が
推
断
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
の
ど
こ
か
堂
々
た
る

対
人
態
度
は
、
こ
の
人
間
形
成
期
に
お
け
る
郷
里
で
の
生
活
環
境
が
一
つ
の
要

因
と
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
井
本
農
一
氏⒇
は
、「
芭
蕉
は
後
年
、
自
己
の
生
涯
を
振
り
返
り
、「
あ

る
時
は
仕
官
懸
命
の
地
を
う
ら
や
み
」（『
幻
住
庵
記
』）
と
述
懐
」
し
て
お
り
、

「
仕
官
で
は
な
く
、
武
家
奉
公
人
級
の
身
分
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
ふ
さ
わ
し

い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
芭
蕉
は
、
奉
公
先
で
身
近
に
家
臣
た
ち
と
接
触
し
、
い

つ
か
は
あ
の
よ
う
な
身
分
に
な
り
た
い
と
い
う
世
俗
的
立
身
の
野
望
に
燃
え
た

だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
高
い
意
識
は
、
芭
蕉
が
平
凡
な
身
分
の
農
人
の
子
で
は

な
く
、
農
人
の
中
で
も
僅
か
に
高
い
ス
テ
ー
タ
ス
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
き
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て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

対
し
て
、
宗
因
は
も
と
も
と
武
士
階
級
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
時

第
一
流
の
連
歌
師
、
里
村
昌
琢
の
門
で
修
学
の
機
会
を
持
つ
。「
家
の
連
歌
し

は
、
先
五
、
六
歳
の
比
よ
り
も
り
千
句
を
覚
え
、
九
代
集
の
歌
諳
ず
る
事
な
り
。

祖
白
も
九
歳
の
と
き
九
代
集
を
す
き
と
お
ぼ
え
ら
れ
し
と
ぞ
」（『
一
時
随
筆
』

天
和
三
年
刊
）
と
惟
中
が
伝
え
る
よ
う
に
、
宗
因
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
い
わ
ば

英
才
教
育
を
受
け
て
そ
の
教
養
を
高
め
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
宗
因
は
連

歌
師
と
な
る
素
養
を
十
分
に
備
え
て
い
た
。

板
坂
元
氏�
は
、
人
間
の
評
価
や
批
判
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
家
格
や
経
歴
が
重

要
な
基
準
と
さ
れ
る
の
は
、
近
代
ま
で
残
存
し
た
習
慣
で
あ
り
、
宗
因
の
時
代

に
そ
れ
が
如
何
に
強
力
で
あ
り
、
決
定
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、
中
村
幸
彦
氏�
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

文
学
に
よ
っ
て
生
活
す
る
こ
と
を
考
え
る
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
座
標

が
あ
る
の
に
気
づ
く
。（
略
）
近
世
に
お
い
て
は
、
な
お
封
建
的
社
会
で

あ
っ
て
、
身
分
、
階
級
、
教
養
、
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
位
層
的
で
多
面
的

で
あ
っ
た
。

両
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
近
世
期
は
、
人
間
の
評
価
と
し
て
家
柄
や
経
歴
が

大
き
く
重
視
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
恵
ま
れ
た
環
境
が
生
ま
れ
な
が
ら

に
宗
因
に
は
備
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
対
し
て
、
芭
蕉
は
武
士
階
級
に
憧
れ

を
抱
く
農
人
階
級
で
あ
っ
た
。『
笈
の
小
文
』
の
冒
頭
や
『
幻
住
庵
記
』
の
一

節
に
お
け
る
述
懐
か
ら
も
、
立
身
出
世
へ
の
道
を
目
指
す
も
、
う
ま
く
い
か
ず
、

夢
に
破
れ
て
も
な
お
、
そ
の
憧
れ
を
な
か
な
か
捨
て
き
れ
ず
に
悶
々
と
し
た

日
々
を
送
っ
て
い
る
芭
蕉
の
姿
を
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
、
宗
因
と
芭
蕉
は
そ
の
出
自
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
、
そ
の
人
格
形
成

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
文
芸
的
な
面
で
見
れ
ば
、

そ
の
教
養
の
差
は
勿
論
の
こ
と
、
文
芸
活
動
に
対
す
る
意
識
に
も
大
き
な
差
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

芭
蕉
は
、
そ
の
立
身
出
世
の
道
を
文
芸
活
動
に
求
め
た
。
他
な
ら
ぬ
そ
の
俳

諧
に
一
生
を
賭
け
よ
う
と
し
た
芭
蕉
の
気
持
ち
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

中
村
氏�
は
、「
中
世
の
封
建
社
会
に
於
て
、
権
威
を
上
に
い
た
だ
く
事
を
、
秩

序
が
立
っ
て
整
っ
た
も
の
と
感
じ
、
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
」
と
し
、「
中
世

文
学
に
は
仏
典
や
経
籍
か
ら
色
々
の
語
を
得
て
、
作
品
の
思
想
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
も
一
種
の
権
威
主
義
」
で
あ
る
と
す
る
。
芭
蕉
は
こ
の
中
村
氏
の
い
う
中

世
的
な
「
権
威
主
義
」
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、
自
身
の
俳
諧
を
一
つ
の
文
芸
と
し
て
世
に
確
立
す
る
た
め
に
、
権
威
あ

る
古
人
の
思
想
や
生
き
方
を
真
似
、
そ
こ
に
価
値
観
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
教
養
の
無
い
芭
蕉
は
、
古
典
籍
の
読
書
に
励
み
、
世
間
が
よ
し
と
す
る

要
素
を
多
種
多
様
に
取
り
入
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
無
論
、
宗
因
そ
の
人
や
、

談
林
派
「
寓
言
論
」
に
関
連
す
る
『
荘
子
』
や
、『
荘
子
』
受
容
の
流
れ
か
ら

派
生
し
た
禅
の
思
想
も
含
ま
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
芭
蕉
は
、
模
倣
か
ら
出
発
し

て
、
古
人
に
倣
い
つ
つ
、
誰
よ
り
も
徹
底
的
に
テ
ー
マ
を
追
求
し
、「
芭
蕉
」

と
い
う
カ
リ
ス
マ
性
を
有
し
た
像
を
自
力
で
造
り
上
げ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

自
身
で
造
り
上
げ
た
理
想
像
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
そ
の
人
生
を
寄
せ
て
い
き

（
旅
、
擬
制
の
隠
遁
生
活
・
乞
食
生
活
等
）、
そ
の
不
断
の
努
力
の
末
に
人
々
に

受
け
入
れ
ら
れ
、
後
に
神
格
化
す
る
、「
芭
蕉
」
と
し
て
仰
が
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
芭
蕉
の
作
品
に
存
す
る
思
想
や
人
生
の
覆
い
か
ぶ
さ
っ

た
よ
う
な
も
の
に
、
中
世
的
な
雰
囲
気
を
感
じ
て
い
た
た
め
か
、
斎
藤
彦
麿

『
酔
中
五
論
』、
上
田
秋
成
『
去
年
の
枝
折
』、
高
田
与
清
『
俳
諧
歌
論
』
に
お

い
て
、
非
難
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
当
時
、
秋
成
ら
が
抱
い
た
芭
蕉
に
対
す
る

嫌
悪
感
は
、
芭
蕉
の
本
質
へ
の
気
付
き
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



― ―139

こ
の
よ
う
に
、
優
れ
た
芸
術
的
素
質
を
持
ち
、
大
胆
で
自
由
な
発
想
の
も
と
、

俳
諧
や
連
歌
に
あ
そ
び
、
己
の
天
性
を
最
も
純
粋
に
発
揮
す
る
こ
と
を
理
想
と

し
た
表
現
者
宗
因
と
、
立
身
出
世
を
目
的
と
し
、
社
会
的
な
成
功
を
得
た
い
が

た
め
に
文
芸
に
取
り
組
み
、
権
威
あ
る
も
の
を
模
倣
し
な
が
ら
自
身
を
演
出
し

て
い
っ
た
、
演
出
者
芭
蕉
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
隔

た
り
は
、
両
者
の
生
い
立
ち
の
違
い
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。従

来
、「
宗
因
か
ら
芭
蕉
へ
」
と
い
う
一
元
的
な
一
本
の
矢
印
で
宗
因
と
芭

蕉
を
結
び
付
け
、
宗
因
は
芭
蕉
に
至
る
ま
で
の
過
渡
的
な
意
義
と
し
て
、
そ
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
宗
因
は
芭
蕉
の
、
所
謂
「
踏

み
台
」
的
な
存
在
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
芭
蕉
に
ば
か
り
光
が
当
て
ら
れ
が
ち

で
あ
る
。
芭
蕉
が
宗
因
に
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
議
論
の

余
地
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
俳
壇
史
に
お
け
る
流
れ
か
ら
、
宗
因
と
芭
蕉
を
安

易
に
一
本
の
矢
印
で
結
び
付
け
、
宗
因
の
反
省
を
乗
り
越
え
て
、
芭
蕉
が
一
つ

の
文
芸
と
し
て
俳
諧
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
解
釈
を
付
し
て
し
ま
う
の
は
、

両
者
の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
、
大
き
な
妨
げ
と
な
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
評
価
に
お
い
て
、
そ
の
家
柄
や
経
歴
が
重
視
さ
れ
る
時
代
、
武
士
階

級
に
生
ま
れ
た
宗
因
は
、
恵
ま
れ
た
環
境
の
も
と
で
文
芸
の
素
養
を
積
み
、
文

芸
に
あ
そ
ん
だ
。
宗
因
は
、『
荘
子
』
を
踏
ま
え
た
主
観
的
な
人
生
哲
学
の
も
と
、

周
囲
の
動
き
な
ど
、
別
段
意
に
介
さ
ず
、
自
由
な
表
現
活
動
を
行
っ
て
い
く
。

連
歌
師
と
し
て
の
名
声
か
ら
、
談
林
俳
諧
の
祖
と
し
て
談
林
派
の
俳
人
た
ち
に

担
が
れ
る
も
、
宗
因
は
一
派
を
率
い
て
、
俳
諧
革
新
へ
向
か
お
う
と
い
う
気
持

ち
は
無
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
門
人
た
ち
の
そ
う
い
っ
た
動
き
に
よ
っ
て
、
表
現

活
動
が
疎
外
さ
れ
る
の
を
煩
わ
し
く
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

榎
本
智
子
氏�
は
『
荘
子
』
受
容
に
お
い
て
、
宗
因
が
享
楽
的
な
「
遊
び
」
に

走
り
、
本
質
を
得
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
芭
蕉
は
享
楽
よ
り
も
高
い
境
地
で
、

思
想
を
越
え
た
「
主
体
的
体
験
」
を
通
じ
、
受
容
し
た
と
さ
れ
る
が
、
い
か
が

で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
芭
蕉
の
方
が
、
そ
の
理
解
に
お
い
て
宗
因
に
劣
り
、
主

体
的
体
験
は
、
芭
蕉
が
自
身
を
取
り
繕
う
た
め
、
作
為
的
に
仕
組
ん
だ
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
、「
主
体
的
体
験
」
と
い
う
名
の
、
芭
蕉
の
試

行
錯
誤
的
な
文
学
的
営
為
（
擬
制
の
乞
食
生
活
等
）
は
、
周
囲
の
人
々
の
関
心

を
引
き
、
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
芭
蕉
の
思
考
を
超
え
た
新
た
な
哲
学
的
解
釈

が
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
現
に
、
芭
蕉
は
俳
論
を
述
べ
る
際
、
抽
象
的
な
概
念

の
言
葉
で
し
か
語
ら
な
い
。『
荘
子
』
の
言
葉
を
用
い
て
大
々
的
に
人
々
を
牽

引
し
て
き
た
芭
蕉
で
あ
る
が
、
芭
蕉
は
『
荘
子
』
を
真
に
理
解
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
一
方
、
宗
因
は
そ
の
言
葉
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

『
荘
子
』
の
精
神
そ
の
も
の
を
受
け
継
い
で
お
り
、
真
の
理
解
者
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
は
、
農
民
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
身
出
世
を
夢
見
る
も
叶
わ

ず
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
そ
の
夢
を
文
芸
世
界
に
見
い
だ
し
て
い
っ
た
。
文
芸

世
界
に
お
い
て
、
社
会
的
な
成
功
を
お
さ
め
、
名
を
残
そ
う
と
し
た
芭
蕉
は
、

中
世
的
な
権
威
主
義
の
考
え
方
を
用
い
て
、
自
身
の
俳
諧
を
一
つ
の
文
芸
形
態

と
し
て
世
に
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
も
、
芭
蕉
は
、
た
だ
ひ
た
す

ら
に
教
養
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
、
権
威
あ
る
古
人
の
思
想
や
生
き
方
を
真
似

て
い
く
。
ま
た
、
模
倣
か
ら
作
り
上
げ
た
自
身
の
理
想
像
に
合
わ
せ
て
、
実
生

活
を
変
化
さ
せ
て
い
く
程
の
演
出
を
し
、
自
ら
の
人
生
観
や
俳
諧
観
に
哲
学
的
、

思
想
的
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
勿
論
、
宗
因
か
ら
も
そ
の
人
生
観
や
俳
諧

観
を
学
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
宗
因
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
よ
っ

て
、
宗
因
の
内
部
で
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
芭
蕉
が
こ
れ
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を
完
全
に
模
倣
で
き
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

宗
因
俳
諧
の
魅
力
は
、
連
歌
師
の
余
技
と
し
て
の
気
楽
さ
か
ら
く
る
自
由
さ

に
あ
り
、
そ
の
遊
戯
三
昧
の
精
神
は
、
豊
か
な
人
生
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
表
現
活
動
に
お
い
て
、
表
現
と
は
何
た
る
か
を
深
く
理
解
し

て
い
る
の
に
、
敢
え
て
外
し
て
自
由
に
あ
そ
ん
だ
の
が
「
表
現
者
」
宗
因
で
あ

る
。
対
し
て
、
先
人
た
ち
の
模
倣
か
ら
、
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
て

自
身
を
演
出
し
、
創
り
上
げ
た
理
想
像
に
自
ら
を
当
て
嵌
め
た
の
が
、「
演
出

者
」
芭
蕉
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
宗
因
と
芭
蕉
は
、
そ
の
出
自
の
違
い
か
ら
、

全
く
異
な
る
本
質
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
因
は
表
現
者
と
し
て
、
芭
蕉

は
演
出
者
と
し
て
互
い
に
天
才
で
あ
り
、
魅
力
的
な
人
物
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
宗
因
は
天
性
の
天
才
詩
人
で
あ
り
、
ま
た
、『
荘
子
』
の
思
想
を

念
頭
に
お
き
な
が
ら
連
俳
に
あ
そ
ぶ
プ
ロ
の
表
現
者
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
芭

蕉
は
努
力
型
の
天
才
詩
人
で
あ
り
、
俳
諧
に
一
生
を
賭
け
た
先
見
の
明
と
、
模

倣
か
ら
人
間
的
魅
力
を
擁
し
、
カ
リ
ス
マ
性
を
身
に
付
け
た
、
プ
ロ
の
演
出
者

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
新
た
な
両
者
の
本
質
が
み
え
て
き
た
今
、
今
後
必
要
と
な
っ

て
く
る
の
は
、
こ
の
両
者
の
本
質
を
踏
ま
え
て
の
、
宗
因
と
芭
蕉
の
そ
の
「
次
」

を
探
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
て
掲
げ
、
結
び
と
し
た
い
。

注
⑴　
『
西
山
宗
因
全
集
』
全
六
巻
（
八
木
書
店
、
平
成
十
六
年
～
）

⑵　

広
田
二
郎
氏
「
談
林
派
の
寓
言
論
と
芭
蕉
」（『
小
樽
商
科
大
学
人
文
研
究
』
十
三

号
、
昭
和
三
十
六
年
八
月
）、
田
中
善
信
氏
「
俳
諧
に
お
け
る
寓
言
論
の
発
生
に
つ

い
て
」（『
国
文
学
研
究
』
四
十
九
号 

早
稲
田
大
学
国
文
学
会
、
昭
和
四
十
八
年
七

月
）、
許
坤
氏
「
芭
蕉
と
漢
詩
文
―
荘
子
と
の
思
想
的
影
響
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
六
十
三
巻
五
号 

至
文
堂
、
平
成
十
年
五
月
）
な
ど
。

⑶　

野
々
村
勝
英
氏
「
談
林
俳
諧
の
寓
言
論
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和

三
十
一
年
十
一
月
）

⑷　

廣
田
二
郎
氏
「
宗
因
と
『
荘
子
』
と
の
か
か
わ
り
」（『
芭
蕉
の
芸
術
―
そ
の
展
開

と
背
景
―
』
有
精
堂
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
）

⑸　

広
田
二
郎
氏
「
芭
蕉
の
読
書
経
歴
―
和
書
と
漢
籍
」（『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』

四
十
一
巻
三
号 

至
文
堂
、
昭
和
五
十
一
年
三
月
）

⑹　

尾
形
仂
氏
『
別
冊
国
文
学　

芭
蕉
必
携
』「
表
現
辞
典
・
典
拠
篇
」
に
よ
る
と
、

荘
子
の
引
用
は
三
十
四
条
、
林
注
を
合
わ
せ
る
と
四
十
条
に
及
ぶ
。
対
し
て
、
杜
甫

は
二
十
七
条
で
あ
る
。

⑺　

高
橋
庄
次
氏
「
荘
子
と
禅
の
合
体
―
文
芸
の
場
と
し
て
の
芭
蕉
庵
―
」（『
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
十
四
巻
十
三
号 

學
燈
社
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
）

⑻　

野
々
村
勝
英
氏
「
芭
蕉
と
荘
子
と
宋
学
」（『
連
歌
俳
諧
研
究
』
十
五
、
昭
和
三
十

二
年
）

⑼　

許
坤
氏
前
掲
⑵
論
文
。

⑽　

広
田
二
郎
氏
「
談
林
派
の
寓
言
論
と
芭
蕉
」（『
小
樽
商
科
大
学
人
文
研
究
』
十
三

号
、
昭
和
三
十
六
年
八
月
）、
榎
本
智
子
氏
「
宗
因
か
ら
芭
蕉
へ
―
蝶
の
句
を
め
ぐ
っ

て
―
」（『
国
文
鶴
見
』
十
四
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
）、
丘
培
培
氏
「
な
ぜ
荘
子
の

胡
蝶
は
俳
諧
の
世
界
に
飛
ぶ
の
か
―
詩
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
典
故
―
」（『
日
本
研

究
』
二
十
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
平
成
十
二
年
二
月
）

⑾　

榎
本
智
子
氏
前
掲
⑽
論
文
。

⑿　

蝶　

夢　

荘
子

百
と
せ
は
花
に
あ
そ
び
て
過
し
て
き
此
世
は
て
ふ
の
夢
に
ぞ
あ
り
け
る

胡
蝶　

夢

百
と
せ
は
花
に
あ
そ
び
て
す
こ
し
て
き
此
世
は
て
ふ
の
夢
に
そ
有
り
け
る
、
と

は
荘
周
が
心
と
也
。

夢　

胡
蝶
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⒀　

丘
培
培
氏
前
掲
⑽
論
文
。

⒁　

季
吟
『
山
の
井
』（
正
保
五
年
刊
）

て
ふ
〳
〵
は
菜
の
花
に
と
ま
り
、
花
に
宿
り
て
余
念
な
げ
成
ひ
る
ね
の
け
し
き
、

羽
衣
の
た
も
と
を
ひ
る
が
へ
し
、
雪
を
め
ぐ
ら
し
つ
つ
舞
た
る
あ
り
さ
ま
、
猶

荘
周
が
夢
を
よ
せ
て
、
こ
て
ふ
の
夢
の
百
年
め
な
ど
い
へ
り

⒂　

⑾
に
同
じ
。

⒃　
『
露
伴
全
集
』
第
二
十
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
四
年
）

⒄　

⑾
に
同
じ
。

⒅　

松
本
倫
枝
氏
「
謡
曲
の
「
胡
蝶
の
夢
」」（『
実
践
国
文
学
』
六
号
、
昭
和
四
十
九

年
七
月
）

⒆　

乾
裕
幸
氏
「
そ
の
生
涯　

冬
の
日
ま
で
」（『
芭
蕉
講
座
第
一
巻　

生
涯
と
門
弟
』

有
精
堂
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
）

⒇　

井
本
農
一
氏
『
芭
蕉
の
世
界
』（
小
峯
書
店
、
昭
和
四
十
三
年
）

�　

板
坂
元
氏
「
西
山
宗
因
研
究
―
延
宝
三
年
の
東
下
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
語
と
国

文
学
』
三
十
巻
三
号 

至
文
堂
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
）

�　

中
村
幸
彦
氏
「
俳
諧
の
客
観
性
」（『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
二
巻
、
中
央
公
論
社
、

昭
和
五
十
七
年
）

�　

中
村
幸
彦
氏
「
作
家
環
境　

文
人
と
宗
匠
」（『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
三
巻
、
中

央
公
論
社
、
昭
和
五
十
八
年
）

�　

⑾
に
同
じ
。

受　

贈　

雑　

誌
（
六
）

帝
京
大
学
文
学
部
紀
要 

帝
京
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科

東
海
学
園
言
語
・
文
学
・
文
化 

東
海
学
園
大
学
日
本
文
化
学
会

東
京
女
子
大
学
日
本
文
学 

東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
研
究
室

東
京
大
学
国
文
学
論
集 

東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室

同
志
社
國
文
学 

同
志
社
大
学
国
文
学
会

同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学 

同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会

同
朋
文
化 

同
朋
大
学
日
本
文
学
会

東
北
文
学
の
世
界 

盛
岡
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科

都
大
論
究 

東
京
都
立
大
学
国
語
国
文
学
会

名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学 

名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会

奈
良
大
学
紀
要 

奈
良
大
学
文
学
部
国
文
学
科

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科
論
集 

南
山
大
学
日
本
文
化
学
科

二
松 

二
松
学
舎
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢 

二
松
学
舎
大
学
人
文
学
会

日
本
漢
文
学
研
究 

二
松
学
舎
大
学
日
本
漢
文
教
育
研
究

 

プ
ロ
グ
ラ
ム

日
本
近
代
文
学
館
年
誌 

日
本
近
代
文
学
館

日
本
研
究 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

日
本
語
学
論
集 

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究

 

科
国
語
研
究
室


