
『
春
　
の
　
日
』
の
光
苦

貞
事
二
年
（
一
六
八
五
年
）
四
月
末
、
約
九
箇
月
に
わ
た
る
甲
子
吟
行
の
旅

を
終
え
た
芭
蕉
は
、
江
戸
帰
着
と
と
も
に
、
挨
拶
に
押
し
か
け
る
門
人
達
に
忙

殺
さ
れ
た
。
そ
の
多
忙
ぶ
り
は
、
発
句
「
夏
衣
い
ま
だ
風
を
と
り
つ
く
さ
ず
」

や
、
貞
享
二
年
五
月
十
二
日
付
、
千
郡
宛
宙
筒
の
「
旧
友
久
々
嘲
共
指
つ
も
り

手
通
知
御
坐
、
貴
報
早
々
の
み
U
と
い
う
文
句
に
託
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

二

　

　

　

　

一

貞
享
二
年
秋
の
次
の
句
文
も
、
来
客
の
絶
え
な
い
芭
頚
庵
の
に
ぎ
わ
い
を
よ
く

伝
え
て
い
る
。

（
芯
）

芙
岸
嶋
に
住
け
る
人
み
た
り
、
更
て
我
草
の
戸
に
入
来
る
を
、
案
内

す
る
人
に
其
名
を
と
へ
ば
、
お
の
～
、
七
郎
兵
衛
と
な
む
申
侍
る

を
、
か
の
狗
酌
の
興
に
よ
せ
て
、
い
さ
～
か
た
は
ぶ
れ
と
な
し
け

h
ソ
。

盃
に
み
つ
の
名
を
0
む
こ
よ
ひ
哉
（
其
蹟
集
覧
）

だ
が
、
そ
の
に
ぎ
わ
い
も
そ
う
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
貞
享
二
年
師
走
の

芭
蕉
の
発
句
に
は
、
ふ
た
た
び
人
の
世
の
す
さ
ま
じ
さ
を
告
げ
渡
る
「
師
走
の

月
」
が
顔
を
出
す
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

月
白
き
師
走
は
子
路
が
寝
覚
哉

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
世
の
人
の
す
さ
ま
じ
き
こ
と
に
い
ふ
な
る
師
走
の
月
夜
」
　
（
源
氏
、
総

森
　
太
　
郎

角
）
と
い
う
名
文
句
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
「
師
走
の
月
」
は
、
世
の
人
の
す

さ
ま
じ
き
心
の
象
徴
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
一
年
前
、
折
か
ら
名
古
屋
滞
在
中
だ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

っ
た
芭
蕉
は
、
や
は
り
、
「
雪
と
雪
今
宵
師
走
の
名
月
欺
」
と
い
う
発
句
を
残

し
て
い
る
が
、
そ
の
前
古
に
は
、
「
杜
国
事
に
て
中
あ
し
き
人
の
董
取
つ
く
ろ

ひ
て
」
　
（
笈
日
記
）
と
あ
っ
た
。
「
子
路
」
は
、
そ
の
す
さ
ま
じ
き
人
の
世
に

孔
子
の
＜
志
V
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
切
り
刻
ま
れ
つ
い
に
塩
づ
け
肉
に
さ

れ
た
壮
士
で
あ
る
。
芭
蕉
は
今
、
そ
の
壮
士
の
、
世
俗
に
対
す
る
す
さ
ま
じ
い

悲
憤
を
身
近
な
も
の
と
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
何
が
起
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ

ひ
る
が
え
っ
で
、
貞
享
二
年
六
月
二
日
、
芭
蕉
の
江
戸
帰
着
後
ま
も
な
く
、

東
都
を
訪
れ
た
出
羽
の
清
風
を
迎
え
て
、
芭
蕉
・
嵐
等
・
其
角
・
才
丸
・
コ
茹

・
素
堂
と
い
う
壮
々
た
る
達
衆
の
一
座
し
た
首
領
、
「
涼
し
さ
の
」
の
巻
が
興

行
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
壮
々
た
る
達
衆
に
は
、
前
句
の
作
品
世
界
に
踏
み
込

む
あ
と
一
歩
の
気
塊
が
足
り
な
か
っ
た
。
清
風
・
才
丸
等
談
林
の
作
者
は
今

し
ば
ら
く
問
わ
ぬ
と
し
て
も
、
其
角
・
風
雪
す
ら
そ
う
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
次

の
よ
う
な
例
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。

白
　
　
う
し
ろ
見
せ
た
る
美
婦
ね
た
ま
し
き
　
清
風

薗
　
花
ち
ら
す
五
日
の
風
は
た
が
い
の
り
　
　
芭
蕉



薗
　
北
京
遠
き
丸
山
の
春
　
　
　
　
　
　
嵐
雪

白
　
三
尺
の
鯉
に
小
鮭
に
料
理
の
問
　
　
　
其
角

芭
蕉
は
、
芙
婦
の
後
姿
を
ね
た
ま
し
い
思
い
で
眺
め
て
い
る
前
句
の
作
中
人

物
に
な
り
き
り
、
そ
の
男
の
「
自
」
の
句
（
注
1
）
を
付
け
て
い
る
。
句
意

は
、
神
前
に
ぬ
か
づ
く
芙
婦
の
祈
り
が
天
に
通
じ
て
「
五
日
の
風
」
　
（
五
日
毎

に
吹
く
強
風
）
が
起
り
、
そ
の
あ
お
り
で
、
自
分
の
楽
し
み
に
し
て
い
た
桜
も

散
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
数
奇
者
の
「
ね
た
み
」
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
続
く
其
角
・
風
雪
は
、
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
数
奇
者
の
心
情

に
立
ち
入
ろ
う
と
は
し
な
い
で
、
数
奇
者
の
居
る
世
界
を
外
側
か
ら
眺
め
て
句

を
作
っ
て
い
る
。

次
の
付
合
も
同
様
で
あ
る
。

田
一
陽
を
裂
正
月
は
や
り
来
て

囚
　
　
汝
さ
く
ら
よ
か
へ
り
咲
か
ず
や

閂
　
染
殿
の
あ
る
じ
旭
を
井
む
哉

臼
　
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
踵
も
～
た
び
　
　
其
角

芭
蕉
は
、
折
か
ら
流
行
し
て
き
た
「
狼
正
月
」
に
、
桜
の
「
か
へ
り
咲
」
を

願
う
数
奇
者
の
「
自
」
の
句
を
付
け
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
場
合
も
、
其
角
・
相
雪
は
、
そ
う
し
た
数
奇
者
の
心
情
に
立
ち

入
ろ
う
と
は
し
な
い
で
、
彼
を
外
側
か
ら
眺
め
て
い
る
。

問
題
は
、
前
句
に
対
す
る
彼
ら
の
こ
う
し
た
姿
勢
に
あ
る
。
こ
の
傍
観
的
な

姿
勢
は
、
結
果
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
反
＜
匂
付
∨
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

倒
　
鬱
な
べ
て
さ
び
し
か
り
け
る
む
ら
雀
　
尭
角

．
作
中
人
物
へ
の
感
情
移
入
を
原
則
と
す
る
『
冬
の
日
』
新
風
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
（
注
2
）
、
．
嵐
雪
の
付
旬
日
に
は
、
箱
崎
の
地
を
「
露
け
く
て
」
と
捉
え

る
作
中
人
物
の
心
の
湿
り
が
匂
い
、
同
じ
く
Ⅱ
雪
の
付
旬
勘
に
は
、
不
動
尊

の
尊
さ
に
感
故
す
る
作
中
人
物
の
心
の
ほ
て
り
が
匂
う
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
新
風
の
感
情
移
入
に
無
縁
な
其
角
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
前
句
は
、
作
中
人

物
の
心
の
匂
う
表
現
と
は
映
ら
ず
、
た
だ
母
に
客
観
的
な
事
実
の
表
現
と
映

る
。
つ
ま
り
、
共
角
に
と
っ
て
、
箱
蛤
の
地
は
事
実
湿
っ
ぽ
か
っ
た
の
で
あ

り
、
不
動
尊
は
事
実
尊
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
其
角
は
、
前
句
の
作
中

人
物
の
心
の
＜
匂
V
に
、
ま
っ
た
く
無
頓
着
に
付
合
の
展
開
を
計
っ
て
し
ま
っ

た
。芭

蕉
と
其
角
と
の
断
絶
は
、
こ
の
よ
う
に
探
か
っ
た
の
で
あ
る
。

≡

さ
て
、
明
け
て
貞
享
三
年
正
月
、
ふ
た
た
び
芭
蕉
の
一
座
す
る
「
目
の
春
を

′

」
百
甑
が
溝
尾
し
た
。
参
加
し
た
運
衆
は
、
芭
蕪
・
其
角
・
文
鱗
・
机
風
・
コ

斎
・
芳
重
・
杉
風
・
仙
花
・
李
下
・
挙
自
・
先
払
・
蚊
足
・
ち
り
の
十
三
人
、

正
客
は
其
角
、
主
催
は
文
鱗
。
芭
蕉
は
一
皿
の
最
後
に
句
を
添
え
て
い
る
。
こ

の
会
は
、
お
そ
ら
く
、
俳
郡
宗
匠
と
し
て
立
机
し
た
ば
か
り
の
其
角
を
か
こ
む

新
年
の
挨
拶
の
会
を
兼
ね
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
も
気
暁
の
持
っ
た
句
作
り
だ

っ
た
。
中
で
も
、
次
の
一
連
は
、
そ
の
圧
巻
で
あ
る
。

付
合
を
生
ん
だ
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

①
臼
　
松
風
の
は
か
た
箱
崎
雷
け
く
て

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

四
　
　
酒
店
の
秋
を
障
子
あ
か
る
き

、

ヽ

　

ヽ

◎
陶
　
　
瀧
を
お
し
ま
ぬ
不
動
尊
き

出仕＝弔囲

朝
ま
だ
き
三
嶋
を
罪
む
道
な
れ
ば

念
僻
に
く
る
ふ
憎
い
づ
く
よ
り

あ
さ
ま
し
く
追
討
の
興
を
さ
ま
す
覧

敵
よ
せ
来
る
む
ら
松
の
捏

ち　蚊朱挙
り　足紋日



国
　
有
明
の
梨
打
烏
帽
子
若
た
り
け
る
　
　
　
芭
蕉

（な）

闘
　
　
う
き
世
の
露
を
宴
の
見
お
さ
め
　
　
　
筆

一
見
し
て
い
ず
れ
も
緊
密
な
付
合
だ
が
、
中
で
も
田
と
閏
と
の
付
合
は
、

は
し
ト
ッ
　
い
き
は
ひ

今
日
、
「
走
」
や
「
勢
」
の
例
句
と
し
て
つ
と
に
有
名
で
あ
る
。
『
三
m
子
』

は
、
こ
の
付
合
に
つ
い
て
、
「
前
句
の
事
を
う
け
て
、
其
句
の
勢
ひ
に
移
り
て

付
け
た
る
句
也
」
と
も
言
う
。
「
前
句
の
事
」
と
は
、
前
句
に
描
か
れ
た
事
件

で
あ
り
、
「
其
句
の
勢
ひ
」
と
は
、
前
句
の
事
件
を
目
撃
し
て
い
る
作
中
人
物

の
気
塊
の
意
味
で
あ
る
。
松
風
に
ま
が
う
ほ
ど
か
す
か
に
、
敵
の
朝
駈
け
の
輿

が
き
こ
え
る
。
そ
れ
と
察
し
た
物
見
の
兵
士
は
、
す
ば
や
く
大
将
の
陣
屋
に

走
る
。
す
る
と
ま
だ
有
明
け
時
だ
と
い
う
の
に
、
御
大
将
は
す
で
に
「
梨
打
烏

帽
子
」
を
つ
け
て
陣
頭
指
揮
に
出
立
と
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
敵
の

朝
駈
け
に
緊
張
し
た
兵
士
の
気
塊
が
、
そ
の
男
の
聴
覚
と
視
覚
と
を
通
じ
て
、

芭
燕
の
付
句
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
走
」
と
言
い
「
勢
」
と
も
言
う
そ
の
実
態
は
、
要
す

る
に
、
芭
蕪
が
物
見
の
兵
士
に
な
り
き
り
、
そ
の
場
と
そ
の
役
柄
に
ふ
さ
わ
し

い
気
塊
を
こ
め
て
、
大
将
の
勇
姿
を
描
い
た
結
果
に
は
か
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
こ
れ
こ
そ
、
『
冬
の
日
』
新
風
の
発
想
法
に
の
っ
と
っ
た
典
型
的
な
作
品

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
一
連
の
付
合
の
す
べ
て
が
、
そ
の
作
中
人
物

の
気
塊
を
表
現
し
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

ヽ

例
え
ば
、
蚊
足
の
付
句
均
の
「
さ
ま
す
焉
」
の
「
ら
ん
」
と
い
う
推
理
表

現
は
、
念
仏
僧
の
大
声
に
連
歌
の
妙
な
る
雰
囲
気
を
破
ら
れ
た
男
の
怒
を
両
棲

表
現
し
た
も
の
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
他
人
事
め
い
て
気
塊
に
欠
け
る
。
ま

た
、
執
筆
の
付
句
閑
の
「
う
き
世
の
露
」
と
い
う
も
っ
て
廻
っ
た
言
い
廻
し

も
、
例
え
ば
北
面
の
武
者
た
ち
の
別
離
の
嘆
き
や
、
静
御
前
と
今
生
の
別
を
階

む
義
経
の
嘆
き
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
文
学
的
で
あ
り
す
ぎ
る
　
（
注
3
）
。
こ

の
よ
う
に
、
「
日
の
春
を
」
百
甑
の
白
眉
と
目
さ
れ
る
こ
の
一
連
の
付
合
で
さ

え
、
こ
ま
か
く
言
え
ば
、
こ
の
程
掟
の
出
来
栄
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
の
付
合
も
同
様
で
あ
る
。
．

囲
　
に
く
ま
れ
し
宿
の
木
柱
の
散
た
び
に
　
　
文
鱗

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

魯
　
　
後
住
む
女
き
ぬ
た
う
ち
、
′
～
　
　
　
　
其
角

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
　
山
ふ
か
み
乳
を
の
む
狼
の
蛸
悲
し
　
　
′
　
コ
斎

砧
を
打
ち
な
が
ら
木
苺
の
花
に
故
人
を
忍
ぶ
女
を
、
其
角
は
、
客
観
的
な
立

場
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
「
後
住
む
女
」
と
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
コ
斉
も
、
砧
の
声

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
わ
ざ
わ
ざ
「
乳
を
の
む
猿
」
と
解
説
し
て
い
る
。

だ
が
、
実
際
問
題
と
し
て
な
ら
、
砧
を
打
ち
な
が
ら
い
ま
現
に
故
人
を
し
の

さ
な
か

ん
で
い
る
女
が
、
そ
の
悲
し
み
の
最
中
に
、
自
分
の
訴
わ
ざ
わ
ざ
「
後
住
む
女

」
と
こ
と
わ
る
わ
け
も
な
い
だ
ろ
う
。
1
ま
た
、
亡
き
子
を
し
の
ん
で
猿
の
声
を

聞
い
て
い
る
山
家
の
女
も
、
そ
の
悲
し
み
の
最
中
に
、
猿
の
声
を
わ
ざ
わ
ざ

「
乳
を
の
む
猿
」
と
限
っ
て
考
え
る
は
ず
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
登
場
人
物
の
実
際
の
感
受
性
を
軸
に
し
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
其
角
や
コ
斎
ら

の
説
明
的
表
現
は
、
い
か
に
も
不
自
然
な
の
で
あ
る
。
芭
薫
は
後
に
、
こ
う
し

た
不
自
然
な
説
明
過
剰
の
表
現
を
「
手
帳
」
と
呼
ん
で
嫌
っ
て
い
る
（
注
4
）
。

だ
が
し
か
し
、
こ
う
し
た
説
明
過
剰
の
表
現
は
、
残
念
な
が
ら
こ
の
百
斑
の

後
に
な
る
ほ
ど
多
く
な
る
。
も
と
も
と
、
共
角
を
正
客
と
し
、
そ
の
周
辺
の

文
鱗
・
蚊
足
・
棋
風
・
コ
斎
ら
が
主
催
し
た
こ
の
百
斑
の
中
で
、
皮
肉
な
事

に
彼
ら
自
身
が
も
っ
と
も
大
き
く
新
風
か
ら
逸
脱
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
連
衆
が
輿
に
入
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
作
風
が
急
速
に
新
風
か
ら
離
れ
て

ゆ
く
の
は
、
一
座
の
す
う
せ
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
こ
の
百
出
は
、
五
十
句
を
過
ぎ
る
あ
た
り
か
ら
、
揚
水
・
不
ト
・



千
春
・
峡
水
の
四
人
が
新
た
に
加
わ
り
、
正
月
初
顔
合
わ
せ
の
気
配
を
潰
く

し
た
。
そ
れ
と
1
と
も
に
、
一
座
を
包
む
気
塊
も
大
き
く
後
退
⊥
て
い
っ
た
。
芭

蕉
は
、
そ
の
勢
に
抗
し
て
か
な
り
積
極
的
に
新
風
の
句
作
り
を
開
陳
し
て
み
せ

た
（
注
5
）
が
、
そ
れ
も
一
座
の
連
衆
の
了
解
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ

た
。そ

れ
か
ら
三
箇
月
後
の
貞
享
三
年
三
月
廿
日
、
ふ
た
た
び
、
芭
査
・
清
風
・

挙
自
・
曽
良
・
コ
斎
・
其
角
・
見
雪
の
一
座
し
た
「
花
咲
て
」
歌
仙
が
興
行
さ

れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
も
結
局
「
日
の
春
を
」
首
怨
よ
り
さ
ら
に
後
退
し
た
句
作

り
に
終
始
し
た
。

㈹
　
一
夜
の
契
り
銭
か
づ
け
た
る

t

い

圭

つ

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

璃
　
松
明
に
顔
み
ん
と
い
う
君
は
た
そ

出
　
　
生
て
捨
子
の
水
に
流
る
ゝ

◎
　
影
形
チ
し
れ
ぬ
敵
を
世
に
な
げ
き
　
　
曽
良

駒
　
　
こ
と
し
の
餅
を
お
も
ふ
山
寺
　
　
　
　
コ
斎

こ
こ
に
は
、
一
句
も
ま
と
も
な
付
合
が
な
い
。
其
角
の
付
旬
の
、
「
君
は
た

そ
」
と
問
い
返
す
辻
君
（
あ
る
い
は
夜
憺
）
の
言
葉
も
御
大
層
な
ら
、
清
風
の

付
句
の
、
「
君
は
た
そ
」
と
問
い
返
す
捨
子
の
言
葉
も
、
い
か
に
も
御
立
派
で

は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
捨
子
が
た
ち
ま
ち
成
人
し
て
散
を
尋
ね
世
を
な
げ

く
曽
良
の
付
句
も
、
前
句
と
の
つ
な
が
り
が
著
し
く
稀
薄
で
あ
る
。
ま
た
、
敵

を
追
っ
て
臥
薪
嘗
胆
す
る
男
が
、
年
末
の
餅
の
心
配
を
す
る
と
い
う
コ
斎
の
付

句
も
珍
妙
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
彼
ら
に
は
、
作
中
人
物
に
感
情
移

入
し
て
、
そ
の
事
壁
展
楽
を
我
が
物
と
し
、
そ
の
心
を
も
っ
て
作
品
世
界
の
自

然
や
人
事
を
眺
め
る
つ
も
り
な
ど
さ
ら
さ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
連

句
の
展
開
が
心
理
的
に
自
然
な
滑
ら
か
さ
を
欠
く
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
要
す
る
に
、
江
戸
帰
着
後
に
巻
か
れ
た
芭
蕉
一
座
の
連
句
は
、
『
冬
の

日
』
新
風
の
成
果
を
ほ
と
ん
ど
取
入
れ
な
か
っ
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
む
ろ

ん
彼
ら
は
、
『
虚
粟
』
時
代
の
作
の
よ
う
に
、
作
品
世
界
を
外
側
か
ら
傍
観
し

て
軽
く
挿
抽
す
る
と
い
う
発
想
上
の
窓
癖
を
す
で
に
ぬ
ぐ
い
去
り
つ
つ
は
あ
っ

た
。
し
か
し
、
作
品
世
界
を
客
観
的
に
外
側
か
ら
眺
め
て
句
を
作
る
と
い
う
彼

ら
の
発
想
の
型
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
変
化
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当

時
、
江
戸
深
川
の
芭
蕉
庵
で
は
、
芭
蕪
の
ゴ
品
や
」
の
発
句
に
触
発
さ
れ
て

『
蛙
合
』
の
批
評
会
な
ど
に
ぎ
や
か
に
開
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
和
や

か
で
あ
る
べ
き
芭
蕉
と
そ
の
周
辺
と
は
、
風
狂
心
の
相
違
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、

連
句
の
手
法
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
こ
う
し
た
深
い
亀
裂
に
隔
て
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
こ
う
し
た
達
衆
を
目
の
前
に
し
て
、
新
風
の
開
拓
を

思
い
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
「
月
白
き
師
走
は
子
路
が
寝
党
哉
」
に
現

わ
れ
た
世
俗
に
対
す
る
芭
蕉
の
悲
憤
も
、
な
る
ほ
ど
と
舘
け
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
そ
の
日
で
見
れ
ば
、
同
じ
時
期
の
芭
蕉
の
発
句
、

（
飛
こ
U
）

古
池
や
蛙
飛
ン
だ
る
水
の
音
　
　
　
　
（
庵
桜
）

も
、
単
な
る
静
寂
の
義
視
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
は
、
江
戸
蕉
門
の
淀
み
に

対
す
る
芭
蕉
の
孤
独
の
表
硯
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
こ
の
貞
享
三
年
春
か
ら
年
末
に
か
け
て
芭
蕉
に
は
溝
尾

し
た
連
句
は
一
巻
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

さ
て
、
そ
の
孤
独
の
貞
享
三
年
秋
八
月
、
名
古
屋
で
『
春
の
日
』
が
上
梓
さ

れ
た
（
注
6
）
。
『
冬
の
日
』
の
栄
光
を
つ
ぐ
意
味
で
『
春
の
日
』
と
名
付
け
ら

れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
わ
ず
か
に
十
六
丁
の
小
冊
子
に
す
ぎ
な
い
。
芭
蕉

は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
小
冊
子
に
も
と
も
と
多
く
の
期
待
を
持
た
な
か
っ
た
は



ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
『
冬
の
日
』
の
内
部
で
、
荷
今
・
野
水
・
重
五
ら
は

す
で
に
新
風
か
ら
後
退
し
っ
つ
あ
っ
た
　
（
注
7
）
。
ま
た
、
ひ
と
り
新
風
の
錯

域
に
立
ち
止
っ
た
杜
国
は
、
し
か
し
貞
享
二
年
、
空
米
売
買
の
罪
で
領
国
追
放

の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
。
杜
国
の
居
な
い
『
春
の
日
』
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

そ
れ
が
、
『
冬
の
日
』
の
退
路
を
直
進
す
る
事
は
目
に
見
え
て
い
た
。

そ
し
て
事
実
、
『
春
の
日
』
を
手
に
し
た
芭
蕉
は
、
ま
ず
巻
頭
の
歌
仙
「
春

め
く
や
」
の
巻
に
深
く
失
望
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

＜
チ
チ
＞
　
　
　
　
あ
り
あ
け

園
　
傾
城
乳
を
か
く
す
長
明

助
　
霧
は
ら
ふ
鏡
に
人
の
影
移
り

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

＜

そ

つ

シ

＞

　

　

　

ヽ

拘
　
　
わ
や
1
1
－
と
の
み
神
輿
か
く
里

薗
　
鳥
居
よ
り
半
道
央
の
砂
行
て

＜
チ
ト
ナ
＞
　
＜
タ
コ
＞

閑
　
　
花
に
長
男
の
昏
鳶
あ
ぐ
る
比

昌
ま

雨
桐

重
五

昌
童

学
風

掲
　
柳
よ
き
陰
ぞ
こ
1
ら
に
掬
な
き
や
　
　
　
重
五

こ
れ
ら
は
、
初
え
ば
、
田
・
由
の
付
合
の
傾
城
や
、
由
・
由
の
付
合
の
鏡
を

取
出
す
神
官
、
ま
た
国
・
園
の
付
合
の
祭
の
見
物
人
や
、
薗
・
閑
の
付
合
の
神

社
の
参
拝
者
、
さ
ら
に
閑
・
伯
の
付
合
の
掬
に
興
ず
る
風
流
人
な
ど
、
い
ず
れ

も
作
品
世
界
の
登
場
人
物
に
感
情
移
入
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
作

中
人
物
の
視
点
か
ら
そ
の
心
情
に
即
し
て
物
を
見
、
物
を
感
ず
る
と
い
う
『
冬

の
日
』
新
風
の
方
法
は
、
こ
こ
で
は
一
応
忠
実
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え

る
。
だ
が
、
こ
ま
か
く
言
え
ば
、
重
五
の
付
句
向
は
、
鏡
に
写
っ
た
氏
子
た
ち

の
姿
を
見
て
い
る
神
官
の
物
思
い
に
し
て
は
、
い
か
に
も
よ
そ
よ
そ
し
い
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
同
じ
く
重
五
の
付
句
田
も
、
掬
を
尋
ね
て
あ
た
り
を
う
ろ

う
ろ
す
る
風
流
人
の
物
思
い
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
他
人
事
め
い
て
は
い
な

い
か
。田

　
　
は
だ
し
の
跡
も
見
え
ぬ
時
雨
ぞ

ヽ
　
　
ヽ

あ
さ
拉
ら
け

由
　
朝
　
朗
豆
腐
を
鳶
に
と
ら
れ
け
る

筒
　
　
念
仏
さ
ぶ
げ
に
秋
あ
は
れ
也

由
　
穂
蓼
生
ふ
蔵
を
住
ゐ
に
佗
な
し
て

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

兄
　
　
我
名
を
橋
の
名
に
よ
ぼ
る
月

ヽ

昌
萱
の
付
旬
日
の
「
朝
朗
」
、
荷
今
の
付
旬
筒
の
↓
名
に
呼
ぼ
る
月
」
も
、

や
は
り
作
中
人
物
の
実
際
の
心
情
に
比
べ
れ
ば
、
少
々
他
人
事
め
い
て
い
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
激
し
い
時
雨
さ
え
無
視
し
て
鳶
を
追
い
か
け
る
ほ
ど
の
男

が
、
屋
外
の
「
朝
朗
」
に
気
を
と
め
る
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、
貧
窮
の
思
い
を

噛
み
し
め
る
か
っ
て
の
富
豪
が
、
橋
の
呼
び
名
を
自
分
の
名
を
勘
ち
が
い
し
て

と
ま
ど
う
そ
の
一
瞬
の
寂
し
さ
の
最
中
に
、
夜
空
の
月
に
気
を
と
め
る
の
も
不

自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。

言
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
付
合
は
、
作
品
世
界
の
登
場
人
物
に
な
り
き

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

り
、
そ
の
視
点
か
ら
そ
の
心
情
に
即
し
て
物
を
見
、
物
を
感
ず
る
新
風
の
原
則

か
ら
少
々
逸
脱
し
て
、
そ
の
か
わ
り
に
、
客
観
視
点
か
ら
の
場
面
描
写
が
混
入

・
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
視
点
の
分
裂
と
言
っ
て
も
よ
い
。

『
春
の
日
』
の
問
題
点
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
一
句
を
一
場
面
と
し

て
絵
画
的
に
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
欲
と
前
句
の
作
中
人
物
に
感
情
移
入
し

て
、
そ
の
視
点
か
ら
そ
の
心
情
に
即
し
て
物
を
見
よ
う
と
す
る
意
欲
と
が
、
分

裂
し
た
か
た
ち
で
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
統
l
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

（
敵
寄
せ
来
る
む
ら
村
の
声

有
明
の
梨
打
烏
帽
子
着
た
り
け
り

付
様
別
条
な
し
。
前
句
軍
の
噂
に
し
て
、
又
一
句
更
に
言
立
た
り
。
梨

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

打
ゑ
ぼ
L
に
て
あ
し
ら
ひ
、
付
様
か
ろ
く
し
て
よ
し
。
一
句
の
姿
・
遺

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

異
、
眼
を
付
け
て
見
る
べ
し
。



（
初
懐
紙
評
注
）

こ
の
璽
一
口
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
l
句
は
、
絵
画
的
な
「
姿
」
を
も
つ
事
が

望
ま
し
い
。
だ
が
、
そ
の
「
婆
」
は
、
同
時
に
作
中
人
物
の
気
塊
（
「
走
」
や

「
勢
」
）
を
形
象
化
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
こ
の
芭
善
の

付
句
の
「
有
明
」
の
時
刻
も
、
「
梨
打
ゑ
ぼ
し
」
も
、
陣
屋
に
み
な
ぎ
る
兵
士
の

戦
斗
の
気
塊
を
た
く
み
に
形
象
化
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
芭
篤
は
、
こ
の

よ
う
に
し
て
一
句
の
「
姿
」
と
作
中
人
物
の
気
塊
と
の
統
一
を
説
く
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
、
先
に
見
た
と
お
り
容
易
に
実
現
さ
れ
l
な
か
っ

た
。そ

れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
の
間
題
は
、
す
で
に
『
冬
の
日
』
の
中
に
兆
し
、
そ

れ
が
『
春
の
日
』
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
『
冬
の
日
』
五
歌
仙
は
、
一
座
し
た
達
衆
が
、
そ
れ
ぞ
れ
作
中
人
物
に

な
り
き
る
演
劇
的
発
想
法
に
よ
っ
て
、
薫
風
連
句
の
面
目
を
一
新
し
た
。
だ
が
、

こ
う
し
た
画
期
的
な
方
法
に
些
つ
い
て
作
ら
れ
た
は
ず
の
実
作
は
、
ま
だ
先
の

よ
う
な
「
姿
」
と
「
気
塊
」
と
の
分
裂
と
い
う
問
題
点
を
所
々
に
は
ら
ん
で
い

た
。
作
品
世
界
を
外
側
か
ら
傍
観
す
る
古
俳
詔
の
発
想
を
運
転
さ
せ
、
作
中
人

物
に
な
り
き
る
と
い
う
事
は
、
今
日
考
え
る
ほ
ど
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
か
ろ
う
じ
て
そ
れ
が
で
き
た
作
者
た
ち
も
、
作
中
人
物
の
視
点
か
ら

次
の
展
開
を
計
る
事
に
急
な
あ
ま
り
、
作
中
人
物
自
身
の
心
理
や
性
格
な
ど
人

間
と
し
て
の
実
質
を
掘
り
下
げ
る
事
に
失
敗
し
て
い
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
彼

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ら
は
、
徹
底
し
て
作
中
人
物
に
な
り
き
り
、
そ
の
視
点
か
ら
そ
の
心
情
に
即
し

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て
物
を
見
、
物
を
感
ず
る
は
ど
深
く
新
風
を
消
化
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
状
態
が
、
そ
の
ま
ま
『
春
の
日
』
に
ま
で
持
ち

越
さ
れ
た
。

前
稿
に
も
述
べ
た
よ
う
に
（
注
6
）
、
『
冬
の
日
』
の
欠
点
を
克
服
す
る
た

め
に
は
、
彼
ら
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
徹
底
し
て
作
中
人
物
自
身
に
感
情
移
入

し
、
そ
の
上
で
そ
の
人
物
の
個
性
に
即
し
て
、
よ
り
主
相
的
に
、
よ
り
個
性
的

に
、
物
を
見
、
物
を
感
ず
る
必
要
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
ら
は
作
中
人
物
へ
の
感
情
移
入
を
曖
昧
に
し
て
、
よ
り
穏
当
に
、
よ
り

客
観
的
に
物
を
見
、
物
を
感
ず
る
句
を
作
り
始
め
た
。
そ
の
結
果
が
、
先
の

「
婆
」
と
「
気
醜
」
と
の
分
裂
し
た
句
作
り
で
あ
る
。
新
風
の
方
法
を
充
分
に

消
化
し
き
れ
な
い
作
者
が
、
よ
り
客
観
的
な
句
を
作
れ
ば
、
そ
れ
は
、
作
品
世

界
を
外
側
か
ら
た
だ
傍
観
す
る
古
俳
諸
の
句
作
に
た
ち
ま
ち
転
落
す
る
は
か
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
承
知
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
芭
薫
は
、

ね
中
人
物
に
な
り
き
り
そ
の
気
塊
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、

「
走
」
や
「
勢
」
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
江
戸
蕉
門
の
現
状
は
、
先
に
見

た
と
お
り
で
、
新
風
に
は
ま
っ
た
く
無
頓
着
だ
っ
た
。
そ
の
上
、
『
春
の
日
』

巻
頭
の
歌
仙
の
出
来
栄
え
ま
で
あ
ま
り
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
芭
蕪
が
心
中
深
く
自
ら
の
徒
労
を
嘆
い
た
事
は
疑
い
な
い
。

玉

だ
が
、
そ
の
嘆
き
は
実
は
、
す
ぐ
に
希
望
に
変
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
芭
蕉

が
『
春
の
日
』
墾
一
歌
仙
「
な
ら
坂
や
」
の
巻
ま
で
読
み
進
ん
だ
時
、
彼
は
お

そ
ら
く
ひ
と
み
を
凝
ら
し
て
一
人
の
男
を
み
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
越
智
越
人
で
あ
る
。

彼
が
『
冬
の
日
』
の
新
風
と
ど
の
よ
う
に
関
っ
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
で
は

な
い
。
あ
る
い
は
執
筆
と
し
て
懐
紙
に
名
を
留
め
た
の
か
、
ま
た
、
介
添
え
と

し
て
そ
の
場
に
臨
席
し
た
の
か
。
可
能
性
は
様
々
に
考
え
ら
れ
㌃
（
注
8
）
。

だ
が
、
と
も
か
く
彼
は
、
表
向
き
ま
っ
た
く
『
冬
の
日
』
に
そ
の
名
を
留
め
る



事
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
彼
は
『
春
の
日
』
に
忽
然
と

そ
の
姿
を
現
わ
す
。
し
か
も
、
『
冬
の
日
』
新
風
の
も
っ
と
も
正
統
な
後
継
者

と
し
て
で
あ
る
　
（
注
9
）
。

試
み
に
、
『
春
の
日
』
第
二
歌
仙
「
な
ら
坂
や
」
の
巻
か
ら
、
超
人
と
荷
今

と
の
句
を
抜
き
出
し
て
比
較
す
る
と
、
そ
れ
は
い
っ
そ
う
明
睦
に
見
え
て
く

る
。

①
日日

◎
のり

◎
約日

①
薗薗

○
　
荷
今

（
う
）

お
も
し
ろ
ふ
か
す
む
か
た
，
ぐ
の
鑓
　
野
水

春
の
旅
節
供
な
る
ら
ん
袴
着
て

＜

カ

ミ

ゾ

ラ

＞

表
町
ゆ
づ
り
て
二
人
髪
別
ん

暁
い
か
に
車
ゆ
く
す
じ

の
ど
け
L
や
筑
紫
の
挟
伊
勢
の
帯

内
侍
の
え
ら
ぶ
代
々
の
眉
の
図

も
の
ど
と
無
我
に
よ
き
隣
也

（ゑ）

朝
夕
の
若
葉
の
た
め
に
杓
相
う
へ
て

＜
カ
グ
ロ
ウ
＞

⑤
薗
　
陽
炎
の
も
え
の
こ
り
た
る
夫
婦
に
て

日
　
　
春
雨
袖
に
御
囁
い
た
ゞ
く

◎
由
　
　
高
び
く
の
み
ぞ
雪
の
山
7
1

荷
今

越
入

荷
今

池
入

荷
分

越
入

荷
分

超
人

荷
佼

…良人

皮
で
、
他
は
お
お
む
ね
客
観
的
な
「
自
」
の
句
「
他
」
の
句
で
あ
る
。

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

一
方
、
越
人
の
五
句
は
、
◎
桝
の
「
別
ん
」
・
◎
印
の
「
の
ど
け
L
や
」

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

・
①
田
の
「
よ
き
隣
也
」
・
◎
且
の
「
高
び
く
の
み
ぞ
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
作

中
人
物
の
主
観
的
な
物
の
見
方
を
よ
り
強
く
打
ち
出
し
た
「
自
」
の
句
が
圧
倒

的
に
多
い
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
名
古
屋
斉
門
の
中
で
越
人
が
い
か
に
突
出

し
た
存
在
だ
っ
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
誰
よ
り
も
放
し
く
作
中
人

物
に
な
り
き
り
、
そ
の
視
点
か
ら
そ
の
心
情
に
即
し
て
作
品
世
界
の
自
然
や
人

事
を
眺
め
か
つ
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
越
人
の
熱
気
に
惹
か
れ
て
、
荷
今
の
句
作
り
も
ま
た
、
『
春

の
日
』
の
内
部
で
微
妙
に
活
気
づ
い
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
『
春
の
日
』
第
三
歌
仙
「
蛙
の
み
」
の
巻
か
ら
荷
分
の
付
句
を
抜
琴
し
て

み
よ
う
。

薗
　
見
つ
け
た
り
廿
九
日
の
月
さ
む
き
　
　
　
荷
今

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
荷
今
の
六
句
は
、

◎
の
「
見
つ
け
た

り
」
田
と
い
う
表
現
に
作
中
人
物
の
心
情
が
や
や
強
く
表
出
さ
れ
て
い
る
程

①
日向

◎
印の

◎
㈲閑

◎
内の

⑤
田

覧
整
木
の
臭
き
宿
か
り
て

ま
じ
く
ー
人
を
み
た
る
馬
の
子

岩
の
あ
ひ
よ
り
蔵
み
ゆ
る
里

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

雨
の
日
も
瓶
焼
や
ら
ん
煙
た
つ

初
雁
の
声
に
み
づ
か
ら
火
を
打
ぬ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

別
の
月
に
な
み
だ
あ
ら
は
せ

春
ゆ
く
道
の
笠
も
む
つ
か
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

永
き
日
や
今
朝
を
昨
日
に
忘
る
ら
ん

碁
う
ち
を
送
る
き
ぬ
｛
＼
の
月

出
入

荷
今

野
水

荷
今

冬
文

荷
今

野
水

荷
今

野
水



ヽ

　

ヽ

　

ヽ

薗
　
風
の
な
き
秋
の
日
舟
に
網
入
よ

⑥
臼
　
あ
ら
ま
し
の
ざ
こ
ね
筑
厚
も
見
て
過
ぬ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

日
　
　
つ
ら
7
1
－
1
期
聾
の
名
も
な
し

⑦
宙
　
山
は
花
所
の
こ
ら
ず
遊
ぶ
日
に

向
　
く
も
ら
ず
て
ら
ず
雲
雀
鳴
也

荷
今

野
水

荷
今

冬
文

荷
今

先
の
「
な
ら
坂
や
」
の
巻
に
比
較
し
て
言
え
ば
、
こ
の
荷
今
の
七
句
は
、
◎

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

1

1

1

1

　

　

　

　

　

　

　

、

、

榊
の
「
焼
や
ら
ん
」
・
◎
閑
の
「
な
み
だ
あ
ら
は
せ
」
・
◎
駒
の
「
忘
る
ら
ん
」

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

・
⑤
菌
の
「
約
人
よ
卜
・
◎
臼
の
「
つ
ら
7
1
一
期
」
な
ど
、
明
ら
か
に
作
中

人
物
の
視
点
か
ら
の
心
情
表
出
を
強
め
て
い
る
。
荷
今
も
ま
た
、
越
人
の
若
々

し
い
気
塊
に
惹
か
れ
て
作
中
人
物
の
心
情
表
出
の
方
向
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

『
鵠
尾
冠
』
　
（
越
人
編
、
享
保
二
年
刊
）
に
、

杜
国
子
は
予
が
覇
客
た
る
を
あ
は
れ
み
、
旦
碁
懇
情
を
尽
さ
る
。
お
も
ふ

に
管
抱
が
昔
に
似
た
り
。
彼
富
り
、
我
は
貧
な
り
。
与
へ
て
報
を
不
レ
恩
。

な
き

同
志
断
金
の
情
の
不
レ
浅
。
さ
ら
に
予
が
俳
詔
の
手
を
引
、
泣
ミ
笑
み
せ

L
も
、
去
て
三
紀
に
近
し
。

と
書
く
越
人
は
、
文
芸
の
上
で
も
杜
国
の
後
継
者
の
位
置
に
あ
っ
て
、
そ
の
重

責
を
ま
っ
と
う
す
べ
く
意
気
込
ん
で
い
た
。
一
方
荷
今
は
、
『
冬
の
日
』
に
お

け
る
古
風
の
汚
名
を
返
上
せ
ん
と
発
憤
し
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
相
乗
効
果
を

生
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
野
水
の
句
作
り
は
い
く
ぶ
ん
沈
滞
気
味
だ
っ
た
。
今
、

試
み
に
『
春
の
日
』
第
三
歌
仙
「
虹
の
み
」
の
巻
か
ら
、
彼
の
付
合
を
抜
馨
し

て
み
よ
う
。

①
相川

◎
畠田

◎
田的

◎
日日

◎
畠田

磯
ぎ
は
に
施
餓
鬼
の
僧
の
集
り
て

岩
の
あ
ひ
よ
り
蔵
み
ゆ
る
里

ひ
だ
る
さ
事
も
輝
の
一
つ
に

尋
よ
る
坊
主
は
住
ま
ず
錠
お
り
て

跡
ぞ
花
四
の
官
よ
り
は
唐
輪
に
て

容
ゆ
く
道
の
笠
も
む
つ
か
し

す安
の
子
茸
生
ふ
る
五
月
雨
の
中

＜
フ
ク
ペ
＞

紹
鴎
の
瓢
は
あ
り
て
米
は
な
く

朝
毎
の
雷
あ
は
れ
さ
に
麦
作
ル

碁
う
ち
を
送
る
き
ぬ
ん
＼
l
の
月

旦
買

野
水

赴
人

野
水

旦
軍

野
水

越
人

野
水

旦
買

野
水

◎
且
　
鳥
羽
の
渡
の
お
ど
り
笑
ひ
に
　
　
　
　
冬
文

日
　
あ
ら
ま
し
の
ざ
こ
ね
筑
膵
も
見
て
過
ぬ
　
野
水

一
見
し
て
、
こ
れ
と
い
う
欠
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
前
句
の
作

中
人
物
の
視
点
か
ら
誤
り
な
く
次
の
展
開
を
計
っ
て
い
て
、
そ
の
点
だ
け
を
捉

え
れ
ば
、
む
し
ろ
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
い
付
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
句
作
り
が
平
板
で
単
調
だ
と
い
う
欠
点
は
か
く
し
ょ
う

が
な
い
。
彼
の
描
い
た
旅
人
も
隠
者
も
風
流
人
も
、
と
も
に
そ
の
人
物
個
有
の

感
情
や
性
格
の
な
い
平
板
な
人
間
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
野
水
は
、
も
P

と
徹
底
し
て
作
中
人
物
に
な
り
き
り
、
そ
の
個
性
に
即
し
て
、
も
っ
と
主
観
的

に
作
品
世
界
を
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。



だ
が
欠
点
を
あ
げ
つ
ら
う
の
は
、
こ
れ
く
ら
い
で
よ
い
だ
ろ
う
。
妻
は
、
先

の
越
人
や
荷
今
の
ど
と
く
、
徹
底
し
て
作
中
人
物
に
な
り
き
り
、
そ
の
相
性
に

即
し
て
よ
り
主
観
的
に
物
を
見
、
物
を
感
ず
る
方
法
が
、
『
冬
の
口
』
の
限
界
を

克
服
す
る
唯
一
の
突
破
口
で
あ
る
点
に
あ
る
。
そ
の
句
作
り
が
、
『
春
の
日
』

の
内
部
で
、
ま
ざ
れ
も
な
く
発
酵
し
っ
つ
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
芭
蕉
の
日
を

惹
か
な
い
は
ず
は
な
い
。
こ
と
に
、
江
戸
で
の
芭
薫
の
日
々
が
深
い
徒
労
感
に

お
お
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
（
注
1
0
）
、
こ
の
突
然
と
も
み
え
る
出
入
の
出
現

は
、
芭
蕉
に
と
っ
て
迄
か
な
希
望
と
も
力
と
も
み
え
た
は
ず
で
あ
る
。
従
来
、

『
春
の
日
』
は
『
冬
の
日
』
に
比
べ
て
と
か
く
平
板
な
句
帳
と
し
て
軽
く
見
過

さ
れ
が
ち
だ
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
か
ぎ
り
、
『
春
の
日
』
は

逆
に
芭
蕉
に
と
っ
て
造
か
に
輝
か
し
い
句
帳
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

穴

し
か
し
、
勿
論
、
こ
の
越
人
に
も
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の

方
法
は
、
確
か
に
新
風
の
原
則
に
忠
実
だ
っ
た
。
ま
た
彼
は
、
何
よ
り
も
其
撃

に
作
中
人
物
に
な
り
き
ろ
う
と
す
る
情
熱
と
杜
国
の
後
組
者
と
し
て
の
自
負
と

を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
積
極
的
な
情
熱
も
自
負
も
そ
れ
自
身
は
決
し
て
悪
く
は

な
い
。
だ
が
、
彼
の
場
合
は
、
そ
の
情
熱
や
自
負
が
、
か
え
っ
て
彼
の
句
作
り

の
成
熟
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
付
合
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。

（
「
な
ら
坂
や
」
歌
仙
）

彼
は
、
春
の
旅
人
や
隠
店
前
の
老
人
の
心
情
を
い
か
に
も
生
真
面
目
に
表
現

し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
匙
人
の
描
い
た
人
物
た
ち

は
、
い
か
に
も
旅
人
ら
し
く
、
い
か
に
も
老
人
ら
し
い
事
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て

型
に
は
ま
っ
て
虚
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
越
人
は
、
人
間
を
型
に
あ
て
は

め
て
描
こ
う
と
す
る
あ
ま
り
に
、
旅
人
や
老
人
の
生
の
感
情
や
心
理
な
ど
人
間

と
し
て
の
実
質
を
見
失
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
原
因
が
、
彼
の
観
念
的

な
人
間
理
解
に
あ
る
事
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
先
に
見
た
と
お
り
、
彼
は
確
か

に
作
中
人
物
の
感
情
を
多
く
描
い
た
が
、
そ
の
感
情
自
体
が
著
し
く
観
念
的
な

性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
彼
は
、
熱
意

や
自
負
を
お
さ
え
て
ゆ
っ
く
り
待
つ
事
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
作

中
人
物
が
、
自
分
の
隣
人
た
ち
と
同
様
に
見
え
て
く
る
の
を
で
あ
る
。

同
じ
事
は
、
『
春
の
日
』
所
収
の
彼
0
発
句
に
も
言
え
る
。

遣
れ
た
る
人
の
許
へ
行
く
と
て

①
　
見
返
れ
ば
白
壁
い
や
し
夕
霞

◎
　
花
に
埋
れ
て
夢
よ
り
す
ぐ
に
死
な
ん
か
な

③
　
藤
の
花
た
だ
う
つ
む
い
て
別
れ
哉

越　出　超
人　人　人

三
　
春
の
旅
節
供
な
る
ら
ん
袴
着
て

四
　
　
日
す
～
ぐ
べ
き
清
水
な
が
る
1

（
ぶ
）

八
・
菊
あ
る
短
に
よ
い
子
見
て
を
く

＜

カ

モ

ソ

ラ

＞

九
　
裏
町
ゆ
づ
り
て
二
人
髪
凱
ん

荷
今

吾
人

（
「
な
ら
坂
や
」
歌
仙
）

旦
買

超
人

老
椚
日
、
知
足
之
足
常
足

◎
　
夕
顔
に
雑
炊
あ
つ
き
罠
屋
出

撃
喩
品
の
三
界
無
安
猶
如
火
宅
と
い
へ
る
心
を

◎
　
六
月
の
汗
拭
ひ
居
る
翼
か
な

貧
家
の
魂
祭

◎
　
魂
祭
り
柱
に
向
か
ふ
夕
か
な

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
越
人
が
、

超
人

出
入

「
隠
遁
」
や
「
死
」
や
「
別
離
」
、
ま
た



「
知
足
」
や
「
三
界
無
安
」
や
「
貧
」
と
い
っ
た
観
念
を
具
象
化
す
る
こ
と
に

殊
に
ひ
い
で
た
手
腕
を
持
っ
て
い
た
事
が
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
長
所

が
、
同
時
に
彼
の
欠
点
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
無
い
も
の
ね
だ
り
は
し
な
い
事
に
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
実
在
に

即
し
た
人
間
理
解
が
行
わ
れ
る
時
と
は
、
す
な
わ
ち
新
風
が
大
き
く
開
花
す
る

時
な
の
だ
（
注
1
1
）
。
『
春
の
日
』
の
光
巴
を
遠
く
に
見
な
が
ら
、
芭
班
は
ひ

そ
か
に
、
そ
の
開
花
の
た
め
に
精
進
し
て
い
た
。
的
は
た
だ
一
つ
、
人
間
を
生

の
感
情
や
心
理
の
錯
綜
す
る
実
在
の
ま
ま
表
現
す
る
技
法
の
確
立
で
あ
る
。

七

以
上
、
芭
斉
が
江
戸
に
帰
着
し
た
貞
蔓
一
年
四
月
末
か
ら
、
『
春
の
日
』
の

出
版
さ
れ
た
貞
享
三
年
八
月
ま
で
の
約
一
年
六
箇
月
を
区
切
っ
て
、
芭
斉
一
門

の
連
句
を
大
槻
し
た
結
果
、
私
は
、
意
外
に
も
『
春
の
日
』
の
光
巴
を
発
見
し

た
。
江
戸
の
闇
の
中
で
そ
の
光
巴
に
出
合
っ
た
芭
薫
が
、
出
入
の
本
質
を
と
っ

さ
に
見
極
め
る
事
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
私
は
む
ろ
ん
疑
問
で
あ
る
。
だ
が
、
先

ま
わ
り
し
て
心
配
す
る
必
要
は
な
い
。
貞
享
三
年
秋
八
月
、
彼
は
ま
だ
江
戸
の

闇
に
一
瞬
の
光
巴
を
見
た
だ
け
幸
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
芭
蕉
は
い
や
お

う
な
く
越
人
の
実
在
に
突
き
あ
た
り
、
失
望
し
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
の
だ
。

注
1
　
作
者
が
作
中
人
物
に
な
り
き
り
、
そ
の
作
中
人
物
の
感
情
を
直
叙
す
る

一
人
称
的
発
想
の
句
。
『
俳
詔
大
辞
典
』
　
「
自
他
」
の
項
参
照
。

注
2
　
『
冬
の
日
』
の
新
風
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
冬
の
日
』
　
の
明
暗
」

（
『
日
本
文
学
』
昭
和
5
2
年
9
月
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

注
3
　
『
初
懐
紙
評
注
』
は
、
こ
の
句
に
つ
い
て
「
前
句
を
禁
中
に
し
て
付
た

る
句
也
。
烏
帽
子
を
着
る
と
い
ふ
に
て
却
て
世
を
拾
る
と
言
心
を
倍
た

り
」
と
言
う
。
し
か
し
こ
れ
は
苦
し
い
解
釈
で
あ
っ
て
、
梨
打
烏
帽
子

が
わ
ざ
と
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。

注
4
　
「
手
帳
」
の
実
例
と
し
て
は
、
『
去
来
抄
』
　
「
先
師
評
」
に
「
舟
に
煩

ふ
西
国
の
む
ま
彦
根
の
旬
」
を
辞
し
て
「
先
師
日
、
船
中
に
て
馬
の
煩

ふ
事
は
謂
ふ
べ
し
。
西
国
の
馬
と
ま
で
は
能
こ
し
ら
へ
た
る
物
也
」
と

あ
る
。

注
5
　
「
芭
斑
・
貞
蔓
二
年
の
春
」
　
（
山
下
一
再
『
文
学
』
昭
和
5
2
年
5
月

号
）
参
照
。

注
6
　
宮
本
三
郎
氏
は
、
『
春
の
日
』
所
収
の
巻
々
が
「
江
戸
に
い
た
芭
蕉
の

校
閲
指
導
を
経
た
ら
し
い
」
　
（
「
『
冬
の
目
』
前
後
よ
り
『
春
の
日
』

注　注　注
9　8　7

注　　注
11　　10

ま
で
」
　
（
共
立
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
1
0
号
）
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
芭
蕉
が
『
春
の
日
』
　
（
原
稿
）
を
手
に
し
た
の
は
、

夏
至
二
年
八
月
よ
り
致
ヶ
月
前
の
欝
に
な
る
。

拙
稿
（
注
2
に
同
じ
）
を
参
惜
さ
れ
た
い
。

宮
本
三
郎
「
越
智
越
人
」
　
（
『
蕉
風
俳
聖
盟
己
三
八
七
貢
）
参
紐

彼
は
生
活
面
で
も
文
芸
面
で
も
杜
国
の
一
方
な
ら
ぬ
支
援
を
受
け
て
い

た
。
論
文
（
注
7
）
参
頂
。

拙
稿
「
あ
ら
物
狂
お
し
の
翁
や
」
　
（
未
発
表
）
に
詳
し
い
の
で
今
は
省

筆
す
る
。

こ
の
時
期
、
芭
頚
連
句
の
人
間
表
現
が
い
ま
だ
類
型
描
写
の
域
を
出
て

い
な
い
事
は
、
「
薫
風
連
句
に
お
け
る
人
間
」
　
（
『
国
語
・
国
文
』
昭

和
3
4
年
5
月
号
、
大
谷
篤
蔵
）
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

10

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
米
谷
措
先
生
の
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
深
謝
す

る
。
（
一
九
七
八
・
二
一
八
）

－
　
三
重
大
学
助
教
授
－
－




