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一　

は
じ
め
に

　

芭
蕉
は
作
品
を
創
る
際
に
、
ま
ず
向
か
い
合
っ
た
対
象
か
ら
呼
び
覚
ま
さ
れ

る
古
人
の
世
界
を
思
い
浮
か
べ
、
一
度
そ
の
世
界
に
入
っ
た
後
に
、
初
め
て
自

分
の
世
界
を
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
発
想
方
法
を
採
っ
て
い
た
。
時
間
を
隔

て
た
古
人
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
詩
心
を
発
生
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
古
人
達
の
中
で
、
西
行
は
芭
蕉
に
と
っ
て
尊
敬
の
念
と
憧
憬
の
念
を
抱
い

た
先
達
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
西
行
の
草
庵
生
活
に
憧
れ
、
庵
住
生
活
を
通
し
て

西
行
の
至
っ
た
世
界
を
追
求
し
、
自
己
の
芸
術
を
究
め
て
行
っ
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
を
終
え
て
、
幻
住
庵
や
木
曽
塚
の
草
庵
生
活
を
送
っ

た
後
の
元
禄
四
年
四
月
十
八
日
か
ら
五
月
四
日
に
か
け
て
、
芭
蕉
は
洛
西
嵯
峨

の
落
柿
舎
に
入
っ
た
。
そ
れ
を
契
機
と
し
て
成
っ
た
の
が
『
嵯
峨
日
記
』
で
あ

る
。
嵯
峨
は
か
つ
て
敬
慕
す
る
西
行
が
出
家
後
草
庵
を
結
び
、
そ
の
後
も
何
度

も
滞
在
し
て
い
た
場
所
で
あ
り
、
芭
蕉
に
と
っ
て
は
西
行
を
意
識
せ
ざ
る
を
え

な
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
風
雅
の
地
と
西
行
に
敬
意
を
払
っ
て
、

詩
情
性
と
俳
諧
的
さ
び
を
兼
ね
備
え
た
、
文
学
作
品
と
し
て
の
日
記
を
書
こ
う

と
す
る
意
図
が
、
初
め
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
日
記
の
中
に
あ
る
発
句
の
連
作
は
、
西
行
の
「
た
は
ぶ
れ

歌
」
か
ら
発
想
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
作
品
に

は
関
連
性
が
あ
る
の
か
を
、『
嵯
峨
日
記
』
と
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
根
底
に
あ

る
二
人
の
姿
勢
を
探
り
な
が
ら
、
追
求
し
て
い
き
た
い
。

二　
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
と
は

　
『
聞
書
集
』
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
西
行
の
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
は
、
子
供
達

の
遊
ぶ
姿
に
対
し
て
温
か
い
ま
な
ざ
し
を
注
ぎ
つ
つ
、
老
年
に
さ
し
か
か
っ
た

作
者
が
、
そ
の
感
慨
を
軽
い
感
じ
で
詠
み
進
ん
で
い
る
連
作
の
和
歌
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
子
供
の
時
の
遊
び
を
回
想
し
て
、
昔
な
つ
か
し
い
世
界
に
誘
わ
れ

る
前
半
の
歌
と
は
違
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
最
後
の
三
首
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
そ

の
三
首
と
は
、

い
し
な
ご
の
た
ま
の
お
ち
く
る
ほ
ど
な
さ
に
す
ぐ
る
月
日
は
か
は
り
や
は

す
る�

（
一
七
五
）

い
ま
ゆ
ら
も
さ
で
に
か
か
れ
る
い
さ
さ
め
の
い
さ
又
し
ら
ず
こ
ひ
ざ
め
の

よ
や�

（
一
七
六
）

『
嵯
峨
日
記
』
と
西
行
の
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
関
連
性

河
　
　
野
　
　
良
　
　
子
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ぬ
な
は
は
ふ
い
け
に
し
づ
め
る
た
て
い
し
の
た
て
た
る
こ
と
も
な
き
み
ぎ

は
か
な�

（
一
七
七⑴
）

で
あ
る
。
何
か
過
ぎ
去
っ
た
も
の
に
対
す
る
切
な
さ
や
、
人
生
に
対
す
る
哀
感

の
よ
う
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
歌
が
「
た
は
ぶ
れ
歌
」

の
中
に
詠
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、「
嵯
峨
に
住
み
け
る
に
、
た
は
ぶ

れ
歌
と
て
人
々
よ
み
け
る
を
」
と
い
う
詞
書
に
見
え
る
「
人
々
」
と
は
ど
う
い

う
人
達
な
の
か
、
こ
の
歌
は
ど
ん
な
状
況
で
い
つ
頃
詠
ま
れ
た
の
か
、
な
ど
を

解
明
し
な
が
ら
西
行
の
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）
詠
歌
状
況

　
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
は
そ
の
詠
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
西
行
が
二
度
目
の
奥
州

へ
の
旅
か
ら
帰
っ
た
後
、
嵯
峨
野
に
住
ん
だ
時
に
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
て
き
た⑵
。
し
か
し
、
宇
津
木
言
行
氏
は
、

「
た
は
ぶ
れ
歌
」
を
生
活
実
感
に
即
し
た
詠
歌
と
み
な
す
前
提
に
立
つ
論

説
は
、
西
行
の
伝
記
的
事
実
の
考
証
ま
で
も
大
き
く
誤
ら
せ
て
き
た
わ
け

で
あ
る⑶
。

と
し
、「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
詠
作
時
期
を
、
高
野
山
を
離
れ
て
伊
勢
に
移
住
す

る
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
以
前
の
、
京
都
在
住
の
折
で
は
な
い
か
と
推
定
さ

れ
た⑷
。

　
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
は
勅
撰
集
的
な
歌
の
標
準
か
ら
は
、
は
み
出
し
た
歌
で
あ

る
。
西
行
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は
最
高
歌
人
と
扱
わ
れ
な
が
ら
、
治
承
四

年
以
前
で
は
ま
だ
一
般
に
は
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
歌
人
で
あ
る
。
西
行
歌

十
八
首
が
入
集
し
た
『
千
載
和
歌
集
』
の
撰
集
が
宣
下
さ
れ
た
の
が
一
一
八
三

年
、
西
行
六
十
六
才
の
時
で
、
完
成
が
一
一
八
七
年
、
西
行
七
〇
才
。
奥
州
の

旅
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
た
後
で
あ
る
。「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
特
異
な
面
と
新
し

い
連
作
を
創
ろ
う
と
す
る
意
欲
、
そ
し
て
最
後
の
歌
に
見
ら
れ
る
自
嘲
的
な
面

を
考
え
る
と
、
宇
津
木
氏
の
言
う
よ
う
に
詠
作
時
期
は
『
千
載
和
歌
集
』
宣
下

前
の
伊
勢
移
住
以
前
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
だ
が
…
。

　

詠
作
時
期
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
確
定
で
あ
る
が
、
同
座
し
た
人
々
は
気
心
の

知
れ
た
嵯
峨
在
住
の
隠
者
達
で
あ
っ
た
ろ
う
と
、
宇
津
木
氏
は
推
察
し
て
お
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
嵯
峨
の
草
庵
を
拠
点
と
し
て
い
た
寂
蓮
も
参
加
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
後

に
寂
蓮
が
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
最
後
に
詠
ま
れ
て
い
る
「
た
て
い
し
」
を
題
材

と
し
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
る⑸
。『
寂
蓮
法
師
集
』
に

は
「
古
池
菖
蒲
」
と
い
う
題
で
廃
園
の
池
の
様
子
を
詠
ん
だ
三
首
が
入
っ
て
い

る
。
そ
の
中
の
二
首
に
、

菖
蒲
草
け
ふ
ひ
く
跡
に
み
ゆ
る
か
な
立
て
お
く
石
も
池
の
こ
こ
ろ
も

（
三
六
四
）

あ
や
め
草
け
ふ
ひ
く
あ
と
ぞ
池
水
に
た
て
お
く
石
も
有
り
と
見
え
け
り

（
三
六
五⑹
）

（
傍
線
部
筆
者
、
以
下
全
て
傍
線
は
私
に
付
す
）

と
「
立
て
石
」
が
確
か
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
小
林
若
菜
氏
は
、

立
て
石
は
当
時
に
お
い
て
特
殊
な
歌
材
で
あ
っ
た
。
西
行
が
生
き
た
時
代

の
前
後
の
歌
集
と
し
て
（
中
略
）
立
て
石
が
詠
ま
れ
た
歌
は
二
首
し
か
見
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出
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
池
の
立
て
石
と
な
る
と
、
西
行
・
寂
蓮
以
外

に
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い⑺
。

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
寂
蓮
が
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
歌
会
に
参
加
し

て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
気
心
の
知
れ
た
人
々
の
気
楽
な
雰
囲
気
の
中
で
歌
わ
れ
た
「
た
は
ぶ

れ
歌
」
の
主
題
、
も
し
く
は
描
き
た
か
っ
た
こ
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
い
く
つ
か
の
歌
を
見
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

（
2
）
歌
の
考
察

①
う
な
ゐ
こ
が
す
さ
み
に
な
ら
す
む
ぎ
ぶ
え
の
こ
ゑ
に
お
ど
ろ
く
夏
の
ひ
る
ぶ

し�

（
一
六
五
）

　

こ
の
歌
は
子
供
が
吹
き
鳴
ら
す
麦
笛
の
音
に
、
草
庵
で
昼
寝
を
し
て
い
て
、

は
っ
と
目
を
覚
ま
し
た
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
子
供
の
遊
び
の
姿
を
描
き

な
が
ら
、
昼
寝
か
ら
覚
め
て
ま
だ
夢
心
地
で
い
る
自
分
自
身
の
姿
に
焦
点
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
。

　

宇
津
木
言
行
氏
は
、『
白
氏
文
集
』
巻
十
・
感
傷
二
に
「
晝
寢
」
と
題
し
て

夏
の
昼
寝
を
詠
じ
た
詩⑻
が
あ
り
、「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
発
想
源
の
一
つ
で
は
な

い
か
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、『
聞
書
集
』
所
収
の
法
華
経
二
十
八

品
の
う
ち
二
首
（
一
九
・
二
九
）
が
中
国
故
事
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
、
西

行
が
一
通
り
の
漢
詩
文
の
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推

察
か
ら
で
あ
る
よ
う
だ
。
宇
津
木
氏
は
、

最
初
の
歌
で
、
夏
の
日
に
主
人
公
が
昼
寝
す
る
草
庵
と
い
う
場
面
を
喚
起

力
強
く
設
定
し
て
、
連
作
を
詠
み
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
こ
と
の
ほ
か
重

要
で
あ
る
。
隠
者
の
境
遇
を
さ
な
が
ら
浮
き
彫
り
に
す
る
と
こ
ろ
に
照
準

は
定
め
ら
れ
た
。

と
論
じ
て
お
ら
れ
る⑼
。
こ
の
よ
う
に
昼
の
物
憂
げ
な
姿
を
表
す
事
に
よ
っ
て
、

隠
遁
者
を
連
想
さ
せ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

②
む
か
し
せ
し
か
く
れ
あ
そ
び
に
な
り
な
ば
や
か
た
す
み
も
と
に
よ
り
ふ
せ
り

つ
つ�

（
一
六
八
）

　

草
庵
の
外
で
子
供
達
が
か
く
れ
ん
ぼ
遊
び
を
し
て
い
る
の
を
、
草
庵
の
中
の

隠
者
が
見
て
い
る
姿
が
想
定
さ
れ
る
。「
自
分
の
現
在
の
姿
が
、
そ
の
ま
ま
自

分
が
過
去
に
し
た
隠
れ
遊
び
の
姿
に
移
行
す
る
願
望
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
稲
田
利
徳
氏
の
解
釈⑽
を
と
り
た
い
。「
な
り
な
ば
や
」
と
結
句
「
つ
ゝ
」

に
よ
っ
て
、
草
庵
の
片
隅
に
寄
り
か
か
っ
て
横
に
な
っ
て
い
る
隠
者
の
姿
が
浮

か
び
あ
が
り
、
冒
頭
歌
の
草
庵
で
昼
寝
し
て
い
る
句
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
幼
い
時
を
懐
か
し
ん
で
、
そ
の
当
時
に
戻
り
た
い
と
い
う
願
望
を

抱
き
な
が
ら
、
何
か
安
ら
か
な
感
じ
が
漂
い
、
遊
ん
で
い
る
子
供
達
に
対
す
る

や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
も
感
じ
ら
れ
る
。
田
仲
洋
己
氏
は

子
ど
も
と
老
人
と
の
間
に
厳
然
と
横
た
わ
る
人
生
の
時
間
と
経
験
の
重
み

を
歌
の
詠
み
手
は
片
時
も
忘
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る⑾
。

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
確
か
に
こ
の
歌
か
ら
は
、
自
分
の
過
ご
し
て
き
た
人

生
に
対
す
る
感
慨
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

で
は
、
子
供
の
遊
ぶ
姿
を
見
な
が
ら
、
老
人
と
な
っ
て
い
る
自
分
の
姿
に
感

傷
的
な
感
慨
を
覚
え
て
い
る
そ
の
主
人
公
を
、
隠
者
の
姿
に
置
き
か
え
た
意
味
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は
何
で
あ
ろ
う
か
。
隠
者
と
い
う
の
は
世
間
か
ら
「
隠
れ
て
い
る
」
状
態
で
あ

る
が
、
か
く
れ
ん
ぼ
と
い
う
遊
び
は
隠
れ
た
後
、
見
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
歌
に
提
示
さ
れ
た
隠
者
は
、「
人
に
見
つ
け
ら
れ

る
期
待
を
心
に
秘
め
た
像
で
あ
り
、
そ
こ
に
西
行
の
遁
世
の
実
相
が
は
し
な
く

も
露
呈
し
て
い
る⑿
」
と
、
宇
津
木
言
行
氏
は
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
故
に
、
心
通

う
友
や
隠
者
歌
人
が
集
ま
っ
た
歌
会
に
お
い
て
、
孤
独
を
経
験
し
て
真
に
友
を

求
め
合
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
西
行
が
、
自
ら
の
隠
者
の
姿
勢
を
演
じ
て
み

せ
た
の
が
、
こ
の
歌
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

③
た
け
む
ま
を
つ
ゑ
に
も
け
ふ
は
た
の
む
か
な
わ
ら
は
あ
そ
び
を
お
も
ひ
い
で

つ
つ�

（
一
六
七
）

　

こ
の
歌
は
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
最
初
の
昼
寝
の
景
を
詠
ん
だ
歌
と
同
様
、『
白

氏
文
集
』
巻
十
・
感
傷
二
に
載
っ
て
い
る
「
觀
二
兒
戲
二
」
を
題
材
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
、
宇
津
木
言
行
氏
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る⒀
。
子
供
達
の
竹

馬
の
戯
れ
を
見
な
が
ら
幼
い
頃
を
思
い
出
す
と
同
時
に
、
現
在
の
自
分
の
姿
を

あ
り
の
ま
ま
に
凝
視
し
て
い
る
。
昔
と
今
を
対
照
的
に
捉
え
て
、
現
在
の
自
分

の
姿
と
い
う
も
の
を
あ
ざ
や
か
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

田
仲
洋
己
氏
は
、

子
ど
も
の
遊
具
で
あ
る
竹
馬
と
老
人
の
必
需
品
で
あ
る
杖
と
が
、
と
も
に

竹
と
い
う
同
一
の
素
材
か
ら
出
来
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
一
人
の
人

間
の
生
涯
の
両
端
に
位
置
す
る
幼
年
時
代
と
老
年
の
時
間
を
重
ね
合
わ
せ
、

さ
り
げ
な
い
詠
み
ぶ
り
の
中
に
子
ど
も
と
老
人
と
の
同
質
性
と
異
質
性
を

さ
な
が
ら
閃
光
の
如
く
に
開
示
し
て
み
せ
る
一
首
で
あ
る⒁
。

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
さ
に
子
供
時
代
を
経
て
、
老
人
と
な
っ
た
自
ら
の

生
を
捉
え
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④
ぬ
な
は
は
ふ
い
け
に
し
づ
め
る
た
て
い
し
の
た
て
た
る
こ
と
も
な
き
み
ぎ
は

か
な�

（
一
七
七
）

　
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
最
後
の
歌
で
、「
じ
ゅ
ん
菜
が
這
う
荒
れ
た
池
を
眺
め
る
と
、

以
前
は
ち
ゃ
ん
と
立
っ
て
い
た
だ
ろ
う
に
、
今
は
池
の
底
に
沈
ん
で
い
る
石
が

見
え
る
。
志
を
立
て
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
と
い
っ
て
取
り
立
て
た
功

績
も
な
く
老
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
我
が
身
で
あ
る
こ
と
よ
。」
と
い
う
意
味

で
あ
る⒂
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、「
た
て
石
」
は
特
殊
な
歌
材
で
あ
っ
て
、
沈
淪
の
身
を

嘆
く
述
懐
の
意
を
表
す
為
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
西
行
歌
の
「
た
て
た

る
」
の
「
た
て
」
に
は
、「
石
を
立
て
た
」
と
「
誓
い
を
た
て
た
」
の
意
味
が

掛
け
ら
れ
て
お
り
、「
み
ぎ
は
」
に
は
、
池
の
「
水
際
」
と
「
身
の
際
」
が
掛

け
ら
れ
て
い
る
。
故
に
こ
の
一
首
は
、
倒
れ
て
し
ま
っ
て
人
か
ら
顧
み
ら
れ
な

い
立
て
石
の
よ
う
に
、
人
に
知
ら
れ
ず
に
我
が
身
は
無
用
に
帰
し
て
し
ま
う
の

だ
ろ
う
か
と
、
自
嘲
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
重

く
沈
ん
だ
想
い
と
い
う
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
最
初
に
子
供

の
遊
び
の
世
界
を
提
示
し
て
、
ま
る
で
昼
寝
を
し
て
ぼ
ん
や
り
過
ご
し
た
よ
う

に
老
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
人
生
を
、
澄
ん
だ
透
明
な
目
で
見
つ
め
て

い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宇
津
木
言
行
氏
は
、

連
作
を
結
ぶ
一
首
は
、
無
用
者
の
意
識
を
自
覚
し
つ
つ
、
隠
者
と
言
う
存

在
の
様
態
を
、
捨
て
置
か
れ
た
廃
園
の
池
の
た
て
石
に
比
喩
的
に
投
影
し

て
見
せ
た
歌
と
受
け
取
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
こ
の
歌
は
、
草

庵
に
身
を
横
た
え
て
昼
寝
す
る
隠
者
の
姿
態
を
写
す
第
一
首
に
円
環
的
に
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回
帰
す
る⒃
。

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
西
行
は
、
隠
者
の
像
に
自
分
の
様
態
の
一
部
を
重

ね
て
み
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
で
西
行
は
、
子
供
の
頃
の
遊
び
な

ど
を
題
材
に
取
り
入
れ
つ
つ
、
自
分
を
草
庵
に
身
を
横
た
え
る
隠
者
と
し
て
造

型
し
た
。
そ
し
て
そ
の
老
人
と
な
っ
て
い
る
隠
者
の
姿
を
感
慨
を
も
っ
て
見
つ

め
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
姿
と
し
て
、
孤
独
を
知
り
、
風
雅
を
解
し
て
い

る
気
心
の
知
れ
た
友
人
達
の
前
に
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
独
り

閑
居
し
な
が
ら
も
、「
数
奇
」
を
通
し
て
の
人
々
と
の
交
わ
り
を
求
め
て
い
る

西
行
の
姿
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

三　
『
嵯
峨
日
記
』
の
考
察

　

元
禄
四
年
に
書
か
れ
た
こ
の
日
記
に
は
、
芭
蕉
の
内
面
を
吐
露
す
る
よ
う
な

西
行
と
杜
国
へ
の
思
い
が
綴
ら
れ
、
門
人
達
と
の
飾
ら
な
い
交
流
と
そ
れ
に
心

か
ら
浸
っ
て
い
る
姿
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
が
記
さ
れ
た
の
は
、
芭

蕉
の
ど
ん
な
姿
勢
や
心
情
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
西
行
へ
の
想
い
が
吐

露
さ
れ
て
い
る
記
述
な
ど
に
ふ
れ
な
が
ら
探
っ
て
い
き
た
い
。

（
1
）
四
月
二
十
日

ま
ず
最
初
に
、
凡
兆
の
妻
で
あ
る
羽
紅
尼
と
去
来
が
訪
れ
て
く
れ
た
喜
び
が
、

簡
潔
な
文
章
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
次
に
置
か
れ
た

つ
か
み
あ
ふ
子
共
の
長た
け

や
麦
畠

（「
嵯
峨
日
記
」『
松
尾
芭
蕉
集
②
』
紀
行
・
日
記
編　

新
編
日
本
古
典
文
学
全

集　

小
学
館
一
九
九
七
年　

以
下
同
様
）

の
句
か
ら
は
、
子
ど
も
た
ち
の
元
気
な
様
子
と
青
々
と
し
た
麦
畠
の
情
景
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
世
界
に
も
通
じ

て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
句
は
去
来
の
途
中
吟
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

が
、
芭
蕉
が
こ
の
日
記
に
載
せ
た
の
は
、
明
確
な
意
図
が
あ
っ
て
の
事
と
推
察

さ
れ
る
。
麦
畑
で
は
子
供
た
ち
が
ふ
ざ
け
な
が
ら
喧
嘩
を
し
て
い
て
、
麦
の
穂

の
上
や
間
か
ら
子
供
の
頭
や
手
足
が
見
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
甲
高
い
声
や
わ
め

く
よ
う
な
声
も
明
る
い
日
差
し
の
中
か
ら
聞
え
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
青
々

と
し
た
麦
畑
で
子
供
た
ち
の
戯
れ
て
い
る
様
子
は
、
の
ど
か
で
は
つ
ら
つ
と
し

た
感
じ
を
受
け
る
。

　
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
が
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
て
、
自
分
の
子
供
時
代
の
遊
び

を
な
つ
か
し
さ
を
持
っ
て
回
想
し
て
い
る
の
と
は
趣
が
違
っ
て
い
る
が
、
芭
蕉

が
嵯
峨
の
子
供
た
ち
の
姿
を
ま
ず
映
し
出
し
た
こ
と
に
、
意
味
が
あ
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
後
の
四
月
二
十
三
日
で
、
昔
の
子
供
時
代
を
な
つ
か
し

ん
で
い
る
句
と
現
在
の
自
分
と
を
対
比
し
て
感
慨
に
ふ
け
っ
て
い
る
句
を
並
べ

て
い
る
連
作
の
発
句
を
生
か
す
た
め
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
に
は
、
芭
蕉
と
凡
兆
、
羽
紅
尼
、
去
来
と
の
一
夜
の
楽
し
げ
な
集
い

の
様
が
描
か
れ
、
芭
蕉
の
本
当
に
く
つ
ろ
い
だ
心
情
が
そ
の
記
述
か
ら
う
か
が

え
る
。
た
と
え
ば
、「
羽
紅
夫
婦
」
と
い
う
書
き
方
に
し
て
も
、
一
般
概
念
か

ら
し
た
ら
「
凡
兆
夫
婦
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
、
故
意
に
く
つ
ろ
い
だ
感
じ

を
出
す
た
め
に
反
対
に
し
て
い
る
。
ま
た
、

蚊
屋
一
は
り
に
上
下
五
人
挙こ
ぞ

り
て
臥
た
れ
バ
、
夜
も
い
ね
が
た
う
て
夜
半

過
よ
り
を
の

く
起
き
出
て
、
昼
の
菓
子
・
盃
な
ど
取
出
し
て
暁
ち
か
き

ま
で
は
な
し
明
ス
。
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の
記
述
か
ら
は
、
風
雅
を
解
し
た
人
々
と
の
心
通
う
様
子
と
、
終
夜
の
歓
談
の

様
子
が
見
て
取
れ
る
。「
去
来
兄
の
室
よ
り
菓
子
調
菜
の
物
な
ど
送
ら
る
」
と

い
う
文
章
か
ら
推
察
す
る
に
、
こ
の
四
月
二
十
日
の
会
は
、『
猿
蓑
』
が
大
体

完
成
の
め
ど
が
つ
い
て
、
そ
の
お
祝
い
と
慰
労
を
か
ね
て
宴
を
催
し
た
の
だ
ろ

う
と
、
富
山
奏
氏
は
推
察
し
て
お
ら
れ
る⒄
。
確
か
に
文
学
的
充
実
と
心
の
充
実

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
喜
び
あ
ふ
れ
た
様
子
が
表
せ
た
の
で
あ
ろ

う
。

（
2
）
四
月
二
十
二
日

　

こ
の
日
は
初
め
て
の
独
り
だ
け
の
日
で
あ
る
。
敬
慕
す
る
西
行
に
想
い
を
は

せ
、

と
ふ
人
も
お
も
ひ
た
え
た
る
山
ざ
と
の
さ
び
し
さ
な
く
ば
す
み
う
か
ら
ま

し⒅

の
和
歌
を
思
い
出
し
て
、

「
さ
び
し
さ
な
く
ば
う
か
ら
ま
し
」
と
西
上
人
の
よ
ミ
侍
る
は
、
さ
び
し

さ
を
あ
る
じ
な
る
べ
し
。

と
記
し
て
い
る
。
西
行
の
山
里
で
の
生
活
は
、「
さ
び
し
さ
」
を
あ
る
じ
と
し
て
、

そ
れ
に
身
を
寄
せ
、
対
話
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
自
分
も

孤
独
を
体
験
し
て
、
西
行
の
「
さ
び
し
さ
を
あ
る
じ
と
す
る
」
心
を
理
解
し
、

心
が
通
い
合
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
独ひ
と
り
す
む住ほ
ど
お
も
し
ろ
き
は
な
し
」
の
心
境
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、「
さ
び
し
さ
」
は
芭
蕉
の
理
想
と
す
る
境

地
で
あ
り
、
古
来
か
ら
の
隠
遁
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

尾
形
仂
氏
は
、

孤
独
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
昔
、
孤
独
の
中
に
、
も
し
く
は
閑

の
中
に
住
し
た
人
び
と
と
の
心
の
つ
な
が
り
を
回
復
す
る
。
そ
こ
に
お
も

し
ろ
さ
を
見
い
出
し
て
い
る
…
（
中
略
）
他
と
隔
絶
す
る
だ
け
で
は
、
何

の
稔
り
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
孤
独
を
介
し
て
他
と
つ
な
が
る
。
そ
こ
か

ら
真
の
意
味
の
連
衆
心
に
も
と
づ
い
た
俳
諧
が
生
ま
れ
る⒆
。

と
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
正
に
そ
の
よ
う
に
芭
蕉
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
後
、
さ
ら
に
芭
蕉
は
木
下
長ち

ょ
う
ち
ょ
う
し

嘯
子
が
『
挙
白
集
』
に
記
し
て
い
る
言
葉

を
思
い
出
し
て
、「
客
ハ
半
日
の
閑
を
得
れ
バ
、
あ
る
じ
ハ
半
日
の
閑
を
う
し

な
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
激
し
い
運
命
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
長
嘯
子
が
実
感
し

て
い
た
よ
う
に
、「
思
ふ
ど
ち
の
語
ら
ひ
は
い
か
で
む
な
し
か
ら
ん
」
と
思
っ

て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
当
に
心
の
通
い
合
っ
た
者
同
士
の
語
ら
い
は
、

充
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
想
と
す
る
「
閑
居
」
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い

と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
尾
形
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

閑
と
い
う
も
の
が
、
孤
絶
―
つ
ま
り
他
と
絶
し
た
孤
独
で
は
な
く
て
、
孤

独
者
同
士
の
共
鳴
で
あ
る⒇
。

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
西
行
が
呼
び
か
け
た
「
よ
ぶ
こ
鳥
」
が
、
芭

蕉
の
呼
び
か
け
た
「
か
ん
こ
ど
り
」
に
相
当
し
、

う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
り
（
閑
古
鳥
）

の
句
は
、
孤
独
を
自
覚
す
る
者
同
士
が
連
帯
を
求
め
合
う
呼
び
か
け
と
も
な
る

の
で
あ
る
。
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（
3
）
五
月
二
日
～
四
日

　

二
日
に
曽
良
が
訪
れ
て
、
江
戸
の
知
人
・
門
人
の
話
な
ど
を
し
て
、
一
緒
に

大
井
川
で
舟
遊
び
を
し
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る

限
り
、
芭
蕉
が
出
か
け
た
の
は
四
月
十
九
日
と
、
こ
の
日
の
二
日
だ
け
で
あ
る
。

丈
草
な
ど
の
門
人
が
訪
ね
て
来
て
は
い
る
が
、
い
つ
に
な
く
じ
っ
く
り
と
自
己

と
対
峙
す
る
時
間
を
持
て
た
の
が
、
こ
の
落
柿
舎
滞
在
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
落
柿
舎
を
出
る
時
に
名
残
を
惜
し
ん
で
、
部
屋
を
一
間
ず

つ
見
て
廻
り
、
そ
の
感
慨
を
「
五
月
雨
や
色
帋
へ
ぎ
た
る
壁
の
跡
」
と
、
句
に

詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
最
後
の
句
に
は
、
こ
の
日
記
全
体
を
締
め
括
る
あ

わ
れ
な
余
情
と
感
慨
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
『
嵯
峨
日
記
』
は
、
淡
い
色
合
い
に
包
ま
れ
た
一
幅

の
絵
の
よ
う
な
静
か
さ
を
た
た
え
な
が
ら
、
心
通
い
合
う
門
人
達
と
の
終
夜
の

歓
談
や
交
流
と
、
西
行
を
代
表
と
す
る
古
人
と
の
風
雅
を
介
し
て
の
交
わ
り
が

描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
一
方
で
は
、「
独
住
ほ
ど
お
も
し
ろ
き
は
な
し
」
と
、

西
行
の
草
庵
独
居
に
対
す
る
共
鳴
と
「
閑
居
」
に
対
す
る
気
持
ち
も
表
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
二
つ
の
心
と
姿
は
、
西
行
の
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
に
も
見
て
取
れ
た

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　
『
嵯
峨
日
記
』
の
中
の
発
句
の
連
作
と
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
関
係

　

西
行
の
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
は
、
自
分
の
生
の
時
間
を
描
き
、
自
分
を
隠
者
と

し
て
造
型
し
て
見
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
隠
者
と
い
う
も
の
が
俗
を

離
れ
な
い
も
の
で
、
風
雅
を
知
る
人
々
と
の
交
わ
り
は
求
め
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、
親
し
い
歌
人
た
ち
と
の
場
で
連
作
歌
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。

　

西
行
が
『
白
氏
文
集
』
の
「
晝
寢
」
か
ら
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
を
発
想
し
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
前
述
し
た
。『
白
氏
文
集
』
は
芭
蕉
が
携
え
持
っ
て

き
た
書
物
で
あ
り
、
深
く
読
み
込
ん
で
い
る
本
だ
と
思
わ
れ
る
。
芭
蕉
は
、
そ

の
書
物
か
ら
西
行
が
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
を
発
想
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、『
嵯
峨
日
記
』
の
中
に
、

「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
よ
う
な
発
句
の
連
作
を
試
し
て
み
よ
う
と
す
る
意
図
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
四
月
二
十
三
日

の
発
句
の
連
作
を
詳
細
に
見
な
が
ら
、「
た
は
ぶ
れ
歌
」
と
の
関
連
性
を
探
っ

て
い
き
た
い
。

（
1
）
発
句
の
考
察

①
手
を
う
て
バ
木こ
だ
ま魂
に
明あ
く

る
夏
の
月

　
「
手
を
打
つ
と
、
そ
の
響
き
も
お
さ
ま
ら
な
い
う
ち
に
夜
が
明
け
る
か
と
思

う
ほ
ど
に
、
夏
の
夜
の
短
い
こ
と
よ
。
清
ら
か
な
夏
の
月
を
な
が
め
て
い
る
時

間
が
夜
明
け
と
共
に
失
わ
れ
る
と
思
う
と
、
あ
ま
り
に
惜
し
く
て
」
と
、
夏
の

夜
の
短
い
事
を
嘆
い
て
い
る
句
で
あ
る
。
富
山
奏
校
注
の
『
嵯
峨
日
記�
』
の
頭

注
に
よ
る
と
、
二
十
三
夜
の
月
待
ち
の
折
の
吟
で
あ
る
。
月
待
ち
と
は
、
人
々

が
寄
り
合
い
、
飲
食
を
共
に
し
な
が
ら
月
の
出
を
待
ち
、
拝
す
る
行
事
で
、
そ

の
折
に
俳
席
な
ど
も
催
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
を
親
し
い
隠
者
歌
人
達
の
集
ま
っ
た
歌
会
の
場
で
詠
ま
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
よ
う
に
、
こ
の
発
句
の
連
作
も
芭
蕉
、
去
来
、

千
那
、
凡
兆
の
四
人
の
俳
席
の
中
で
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

風
情
の
あ
る
景
色
を
前
に
し
た
心
の
通
い
合
っ
た
門
人
た
ち
と
の
俳
席
は
、
く

つ
ろ
い
で
楽
し
い
雰
囲
気
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
短
い
夏
の
夜
が
一

層
惜
し
く
感
じ
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
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②
竹
の
子
や
稚
を
さ
な
き

時
の
絵
の
す
さ
み

　
「
土
の
中
か
ら
ム
ッ
ク
リ
と
頭
を
も
た
げ
て
い
る
竹
の
子
の
姿
を
見
る
と
、

子
供
の
時
に
竹
の
子
の
絵
を
描
い
て
遊
ん
だ
事
が
思
い
出
さ
れ
て
、
懐
か
し

い
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
竹
の
「
子
」
の
よ
う
に
自
分
に
も
あ
ど
け
な
い
子
供

時
代
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
し
み
じ
み
と
回
想
し
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
嵯

峨
は
竹
や
ぶ
が
多
い
所
で
、
ち
ょ
う
ど
落
柿
舎
滞
在
の
時
期
は
竹
の
子
が
出
て

い
る
時
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
西
行
が
嵯
峨
の
草
庵
で
、
子
供
達
の
遊
び
戯
れ

て
い
る
の
を
見
な
が
ら
子
供
時
代
の
事
を
な
つ
か
し
ん
で
回
想
し
て
い
た
よ
う

に
、
幼
い
時
に
竹
の
子
の
絵
を
描
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
。
子
供
の
時

か
ら
、
老
年
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
現
在
の
自
分
に
な
る
迄
の
、
過
ぎ
て
き
た

人
生
の
時
間
を
想
い
起
こ
し
て
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
は
、「
た
は
ぶ

れ
歌
」
の
中
の
、「
む
か
し
か
な
い
り
こ
か
け
と
か
せ
し
こ
と
よ
あ
こ
め
の
そ

で
に
た
ま
だ
す
き
し
て
（
一
六
六
）」
に
通
じ
る
幼
い
時
へ
の
な
つ
か
し
さ
と

人
生
に
対
す
る
感
慨
を
感
じ
さ
せ
る
。

③
一
日

く
麦
あ
か
ら
み
て
啼
雲
雀

　
「
一
日
ご
と
に
麦
は
色
づ
い
て
あ
か
ら
ん
で
い
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

刻
々
と
夏
の
気
が
深
ま
る
野
辺
で
は
、
春
の
遠
ざ
か
る
の
を
悲
し
む
か
の
よ
う

に
、
空
高
く
ヒ
バ
リ
が
啼
い
て
い
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
ヒ
バ
リ
と
い
う
鳥

に
は
、
一
心
に
鳴
き
つ
く
し
、
鳴
き
あ
か
す
と
い
う
ふ
う
に
形
容
さ
れ
る
例
が

み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
何
か
切
羽
詰
っ
た
余
裕
の
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
鳥
で
あ

る
。
こ
の
句
で
は
、
ヒ
バ
リ
が
啼
い
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
季
節
の
推
移
に
対

す
る
感
慨
と
人
生
に
対
す
る
感
慨
と
の
両
方
が
感
じ
ら
れ
る
。
四
月
二
十
日
に

記
さ
れ
た
句
「
つ
か
み
あ
ふ
子
共
の
長
や
麦
畠
」
が
、「
青
い
空
と
青
い
麦
と

元
気
な
子
供
た
ち
」
と
い
う
は
つ
ら
つ
と
し
て
明
る
い
情
景
と
若
さ
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
の
に
対
し
、
こ
の
句
は
色
づ
い
た
麦
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
し
て

成
熟
し
た
人
生
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
。
だ
が
そ
こ
に
何
か
し
ら
憂
い
が
感
じ

ら
れ
、
人
生
の
秋
を
想
わ
せ
る
淋
し
さ
が
漂
っ
て
い
る
。
感
慨
を
も
た
ら
し
て

い
る
の
が
鳴
き
つ
く
し
て
い
る
ヒ
バ
リ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
余
計
に
「
あ

は
れ
」
な
気
持
ち
が
も
た
ら
さ
れ
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

④
能
な
し
の
寝ね
む

た
し
我
を
ぎ
ゃ
う

く
し

　

連
作
最
後
の
句
。「
才
能
が
な
く
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
私
は
、
た
だ
眠

た
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
私
に
対
し
て
起
き
よ
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
ギ
ャ
ア

ギ
ャ
ア
と
鳴
き
た
て
て
じ
ゃ
ま
を
し
な
い
で
く
れ
よ
、
行
々
子
」
と
、
行
々
子

に
呼
び
か
け
て
い
る
句
で
あ
る
。

　

行
々
子
と
い
う
の
は
ヨ
シ
キ
リ
の
こ
と
で
、
ギ
ョ
、
ギ
ョ
、
シ
ー
と
鳴
く
と

こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
い
か
に
も
眠
っ
て
い
る
人

を
う
る
さ
い
声
で
起
こ
し
て
い
る
よ
う
で
、
滑
稽
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

芭
蕉
が
自
己
を
「
能
な
し
」
と
す
る
の
は
、『
笈
の
小
文
』
の
「
無
能
無
芸

に
し
て
」
や
『
幻
住
庵
記
』
の
「
無
能
無
才
に
し
て
」
の
よ
う
な
俳
文
に
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
の
「
無
能
無
才
に
し
て
」
の
表
現
は
、「
こ
の
道
し
か
な
く
、

こ
の
道
一
す
じ
に
行
く
こ
と
」
を
決
心
し
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
句
で

の
「
能
な
し
」
は
、「
俳
諧
以
外
何
の
能
力
も
な
い
自
分
」
と
い
う
よ
り
は
、

自
分
を
道
化
に
し
て
、
一
人
ぶ
つ
ぶ
つ
と
行
々
子
に
対
し
て
文
句
を
言
っ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
怒
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
余
裕

の
あ
る
境
地
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
草
庵
で
寝
て
過
ご
し
て
い
る
姿

は
、
世
俗
を
離
れ
た
境
涯
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
詩
人
の
理
想
と
す
る
姿

な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ま
だ
眠
く
て
ぼ
ん
や
り
臥
せ
っ
て
い
る
様
子
は
、「
た

は
ぶ
れ
歌
」
の
最
初
の
「
夏
の
昼
臥
し
」
の
歌
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
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れ
る
。

　
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
最
後
の
歌
は
、
池
に
沈
ん
で
い
る
た
て
石
に
自
ら
の
境
遇

を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
世
俗
的
に
は
無
用
者
と
な
っ
て
い
る
身
を
自
嘲
し
て
い

た
。
芭
蕉
は
、「
能
な
し
」「
寝
た
し
」「
ぎ
ゃ
う
ぎ
ゃ
う
し
」
と
句
を
ポ
ツ
ポ

ツ
と
切
っ
て
、
自
分
を
お
ど
け
た
無
用
者
に
し
た
て
て
は
い
る
が
、
現
在
の
自

分
の
様
態
と
今
迄
過
ご
し
て
き
た
人
生
の
時
間
を
感
慨
を
持
っ
て
眺
め
て
い
る

点
に
お
い
て
、
抱
い
て
い
る
感
慨
は
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
西
行

歌
は
複
雑
な
陰
影
を
帯
び
た
隠
者
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
芭

蕉
の
こ
の
句
は
、
何
か
滑
稽
で
、
人
に
対
し
て
心
を
開
い
て
い
る
人
物
の
存
在

を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
前
の
「
う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
り
」

で
、
閑
古
鳥
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
淋
し
さ
に
浸
っ
て
い
た
い
と
、
閑
古
鳥
に
呼

び
か
け
た
気
持
ち
と
同
じ
形
で
あ
ろ
う
し
、
西
行
が
「
よ
ぶ
こ
鳥
」
に
呼
び
か

け
た
気
持
ち
と
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
も
西
行
も
隠
遁
し
閑
居
す
る
事
を
望

み
な
が
ら
も
、
風
雅
を
解
す
る
人
々
と
の
交
わ
り
は
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

座
を
共
に
し
た
人
々
に
対
し
て
、
今
の
自
分
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
提
示
し
て
、

人
々
と
つ
な
が
ろ
う
と
し
て
い
る
態
度
は
共
通
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
た
は
ぶ
れ
歌
」
で
設
定
さ
れ
た
草
庵
の
隠
者
の

よ
う
に
、『
嵯
峨
日
記
』
四
月
二
十
三
日
の
発
句
の
連
作
に
お
い
て
、
芭
蕉
は

幼
年
時
代
、
青
年
時
代
を
経
て
、
老
年
に
さ
し
か
か
っ
た
己
の
人
生
を
振
り

返
っ
て
、
過
ぎ
去
っ
た
時
間
と
現
在
の
自
分
を
見
つ
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
西

行
へ
の
想
い
、
門
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
へ
の
想
い
も
凝
縮
さ
れ
て
い
た
。
芭

蕉
に
は
西
行
と
の
間
に
、
時
間
的
経
過
を
超
え
て
よ
り
大
き
な
深
い
結
び
つ
き

が
あ
り
、
そ
の
伝
承
の
場
に
お
い
て
は
、
新
し
い
作
品
を
創
造
す
る
と
い
う
行

為
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
芭
蕉
は
自
ら
の
「
風
雅
」
の
心

を
確
か
め
る
孤
独
の
時
間
と
、
共
同
体
的
世
界
で
あ
る
「
座
」
と
い
う
二
つ
の

時
間
と
空
間
を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
間
を
行
き
来
す
る
事
に
よ
っ
て
自
ら
の
魂

を
顧
み
、
鍛
え
、
作
品
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
西
行
の
人
々
と
の

結
び
つ
き
の
姿
勢
は
、「
座
の
芸
術
」
を
目
指
し
、
連
衆
と
の
一
期
一
会
を
大

切
に
し
て
作
品
を
創
っ
て
い
こ
う
と
す
る
芭
蕉
に
は
、
お
手
本
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
二
人
と
も
苦
し
み
や
悩
み
を
持
ち
な
が
ら
も
自
分
の
世
界
を
確
立
し

た
う
え
で
、
皆
で
集
ま
る
「
う
た
げ
の
世
界
」
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
明

ら
か
に
こ
の
発
句
の
連
作
は
、「
た
は
ぶ
れ
歌
」
に
影
響
さ
れ
て
詠
ま
れ
た
も

の
で
あ
り
、『
嵯
峨
日
記
』
自
体
も
、「
た
は
ぶ
れ
歌
」
と
西
行
と
い
う
存
在
と

そ
の
生
き
方
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
日
記
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

付
記

　
『
嵯
峨
日
記
』
は
、
芭
蕉
自
筆
本
は
伝
存
未
詳
。
諸
本
と
し
て
は
、
芭
蕉
真

蹟
を
忠
実
に
写
し
た
と
見
ら
れ
る
故
野
村
胡
堂
本
（
以
下
野
村
本
と
呼
ぶ
）
と

芭
蕉
翁
記
念
館
本
（
曽
我
忠
兵
衛
旧
蔵　

曽
我
本
）
の
二
種
が
あ
る
。
本
稿
は

野
村
本
を
底
本
と
し
た
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
七
一
を
本
文
と
し
て
採
用
し

た
。
四
月
二
十
三
日
の
発
句
の
連
作
の
解
釈
は
、
上
野
洋
三
編
『
笈
の
小
文
・

更
科
紀
行
・
嵯
峨
日
記
』（
和
泉
書
院　

二
〇
〇
八
年
）
を
参
考
に
し
た
。

注
⑴　

本
文
引
用
『
新
編
日
本
国
歌
大
観
』
第
三
巻　

角
川
書
店　

一
九
八
五
年
以
下
同

書
⑵　

窪
田
章
一
郎
『
西
行
の
研
究
』
東
京
堂
出
版　

一
九
六
一
年

⑶　

宇
津
木
言
行
「
隠
者
の
姿
勢
―
西
行
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
論
」

（『
文
学
』
六
‐
四　

二
〇
〇
五
年
七
月
）
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⑷　

宇
津
木
言
行
「
西
行
『
聞
書
集
』
の
成
立
」

（『
和
歌
文
学
研
究
』
八
七
号　

二
〇
〇
三
年
十
二
月
）

⑸　

注
⑶　

前
掲
論
文

⑹　

本
文
引
用
『
新
編
日
本
国
歌
大
観
』
第
四
巻　

角
川
書
店　

一
九
八
六
年

⑺　

小
林
若
菜
「
西
行
研
究
―
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
の
世
界
」

（
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
九
七
号
二
〇
〇
二
年
八
月
）

⑻　

岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
二
下　

新
釈
漢
文
大
系　

明
治
書
院　

二
〇
〇
七
年　

⑼　

注
⑶
前
掲
論
文

⑽　

稲
田
利
徳
「
西
行
の
「
た
は
ぶ
れ
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
西
行
の
和
歌
の
世
界
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
四
年
）

⑾　

田
仲
洋
己
「
子
ど
も
の
詠
歌
追
考
―
子
ど
も
が
詠
ん
だ
歌
と
子
ど
も
を
詠
ん
だ
歌

―
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
日
本
文
学
』
五
一
‐
七　

二
〇
〇
二
年
七
月
）

⑿　

注
⑶
前
掲
論
文

⒀　

同
前
論
文

⒁　

注
⑾
前
掲
論
文

⒂　

久
保
田
淳
『
山
家
集
』
岩
波
書
店　

一
九
八
三
年
と
注
⑺
前
掲
論
文
を
参
考

⒃　

注
⑶
前
掲
論
文

⒄　

富
山
奏
『
異
端
の
俳
諧
師　

芭
蕉
の
文
藝
境
』
所
収　

和
泉
書
院　

一
九
九
一
年

⒅　
『
山
家
集
』
本
文
は
「
陽
明
文
庫
本
」
久
保
田
淳
編
『
西
行
全
集
』
日
本
古
典
文

学
会　

一
九
八
二
年

⒆　

尾
形
仂
『
芭
蕉
の
世
界
』（「
六
、『
猿
蓑
』
の
達
成
」
よ
り
）
講
談
社　

二
〇
〇
一
年

⒇　

同
前
書

�　

富
山
奏
校
注
「
嵯
峨
日
記
」『
芭
蕉
文
集
』
新
潮
社　

一
九
七
八
年

な
お
本
稿
は
、
平
成
二
十
年
度
の
卒
業
論
文
に
よ
る
も
の
で
す
。
卒
論
指
導
は
児
玉
竜

一
先
生
に
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
東
聖
子
先
生
に
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
深
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

受　

贈　

雑　

誌
（
七
）

近
松
研
究
所
紀
要�

園
田
学
園
女
子
大
学
近
松
研
究
所

千
葉
大
学
日
本
文
化
論
叢�

千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
会

中
央
大
学
国
文�

中
央
大
学
国
文
学
会

鶴
見
大
学
紀
要�

鶴
見
大
学

鶴
見
日
本
文
学�

鶴
見
大
学
大
学
院
日
本
文
学
専
攻

帝
京
日
本
文
化
論
集�

帝
京
大
学
国
語
国
文
学
会

帝
京
大
学
文
学
部
紀
要�

帝
京
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科

帝
塚
山
学
院
日
本
文
学
研
究�

帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会

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
国
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

徳
島
大
学
国
語
国
文
学�

徳
島
大
学
国
語
国
文
学
会

常
葉
国
文�

常
葉
学
園
短
期
大
学
国
文
学
会

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

名
古
屋
平
安
文
学
研
究
会
会
報�

名
古
屋
平
安
文
学
研
究
会


