
八
教
材
解
釈
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
∨

芭
蕉
発
句
　
「
丈
六
に
陽
炎
高
し
石
の
上
」
　
に
つ
い
て

米
　
谷

巌

H
貞
享
五
年
の
春
、
伊
賀
上
野
の
近
郊
に
あ
る
新
大
仏
寺
を
訪
ね
て
得
た
句

で
あ
る
が
、
ま
ず
参
詣
の
時
期
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
芭
蕉
は
こ

の
春
、
陰
暦
二
月
四
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
伊
勢
に
滞
在
し
て
い
た

こ
と
が
当
時
の
事
箇
等
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
三
月
十
九
日
に
は
、

郷
里
を
立
っ
て
吉
野
に
向
か
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
寺
参
り
を
し
た
の
は
、

正
月
以
降
吉
野
へ
出
発
す
る
以
前
で
、
か
つ
伊
勢
逗
留
の
期
間
を
除
く
問
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
「
陽
炎
高
し
」
の
句
の
印
象
か
ら
推
し
て
、
伊
勢
か

ら
帰
郷
儀
の
晩
春
、
三
月
の
こ
ろ
と
従
来
二
股
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
・

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
芭
蕉
が
伊
勢
か
ら
も
ど
っ
た
直
後
の
二
月
十
九
日
以

降
は
、
宮
野
へ
同
行
す
る
た
め
杜
国
が
伊
賀
上
野
に
来
て
逗
留
し
て
お
り
、
な

か
ん
ず
く
三
月
中
は
苔
蘇
の
瓢
竹
庵
を
倍
り
て
二
人
で
同
居
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
を
新
大
仏
寺
に
誘
っ
た
形
跡
が
な
い
の
は
不
審
で

あ
る
。
参
詣
直
後
伊
賀
で
書
い
た
と
み
ら
れ
る
俳
文
「
伊
賀
新
大
仏
之
記
」
に

は
、
「
こ
と
し
旧
里
に
年
を
越
て
、
旧
友
宗
七
、
宗
無
ひ
と
り
二
人
さ
そ
ひ
物

し
て
、
か
の
地
に
至
ル
」
　
（
燕
翁
文
集
）
と
あ
る
が
1
そ
の
他
に
同
伴
者
が
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

っ
た
様
子
は
な
い
。
そ
う
い
え
ば
、
「
こ
と
し
旧
里
に
年
を
越
て
」
と
い
う
言

い
方
も
、
越
年
し
て
数
か
月
も
経
た
時
点
で
の
行
動
な
い
し
執
筆
と
す
れ
ば
、

や
や
不
自
然
な
感
じ
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。
年
明
け
て
ま
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
れ

ば
、
「
こ
と
し
旧
里
に
年
を
越
て
」
と
こ
と
わ
る
気
持
ち
も
う
な
ず
け
よ
う
。

，
，
，
，
　
（
底
）

ま
た
前
記
俳
文
に
「
仁
王
門
・
拉
楼
の
跡
ハ
、
枯
た
る
草
の
そ
こ
に
隠
れ
て
」
一

と
あ
る
の
も
、
古
刹
の
荒
廃
ぶ
り
を
強
調
せ
ん
が
た
め
の
修
辞
的
意
図
が
考
え

ら
れ
る
も
の
の
、
晩
春
の
惜
n
露
写
と
し
て
は
や
は
り
適
切
を
欠
く
と
言
え
よ

・つe

『
斉
翁
仝
伝
付
録
』
に
は
、
「
い
せ
」
で
詠
ん
だ
発
句
九
句
と
、
そ
の
直
前

に
「
丈
六
」
の
句
右
二
紙
に
し
た
た
め
た
責
院
の
模
写
を
収
め
る
。
同
番
の
伊

勢
の
句
が
、
『
笈
の
小
文
』
の
そ
れ
と
は
配
列
を
異
に
し
、
ほ
ぼ
制
作
の
順
序

に
記
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
・
そ
れ
ら
伊
勢
の
句
群
の
前

に
記
さ
れ
て
い
る
「
丈
六
」
の
句
は
、
伊
勢
旅
行
よ
り
前
に
詠
ま
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
発
句
の
推
敲
経
過
か
ら
推
し
て

も
、
新
大
仏
寺
参
り
は
伊
勢
へ
赴
く
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

伊
勢
下
向
の
前
と
し
て
、
そ
れ
は
い
つ
か
。
新
大
仏
寺
が
上
野
と
伊
勢
の
津

を
結
ぶ
伊
賀
街
道
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
月
切
め
伊
勢
へ
向
か
う
途
中
に
立
ち

寄
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
一
応
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
後
述
す
る
よ
う

に
、
伊
勢
下
向
以
前
に
「
丈
六
」
の
句
が
伊
賀
の
門
人
に
璽
路
さ
れ
、
前
引
の

俳
文
の
初
稿
も
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
否
定
さ
れ
よ
う
。
ま
た
年
明
け

か
ら
正
月
十
日
す
ぜ
ま
で
は
、
伊
賀
の
門
人
問
の
初
句
会
等
に
度
〝
招
か
れ
て
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い
る
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
に
、
一
月
半
ば
す
ぎ
か
ら
下
旬
の
間
と
みヽ

れ
ば
、
ほ
ぼ
当
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
「
丈
六
に
陽

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

炎
高
し
」
と
は
、
芭
蒲
が
演
出
し
た
虚
構
で
あ
っ
て
、
事
実
は
余
寒
な
お
放
し

い
こ
ろ
（
こ
の
年
立
春
は
正
月
四
日
で
あ
る
。
）
、
枯
草
に
埋
も
れ
た
廃
寺
を

訪
ね
た
も
の
と
思
う
。

臼
こ
の
句
に
は
、
伝
え
ら
れ
る
句
形
に
種
々
の
異
同
が
あ
る
た
め
、
推
敵
過
程

に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
、
私
な
り
に
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
い
。

土
芳
の
『
斉
翁
句
集
草
稿
』
に
は
、
「
丈
六
」
の
句
に
付
し
て
、
「
又
、
か

（
い
ふ
）

げ
ろ
ふ
に
悌
つ
く
れ
石
の
上
、
と
云
句
有
。
人
に
も
き
か
せ
て
後
、
か
げ
ろ
ふ

（
き
ほ
ま
）

高
し
、
に
尽
ル
」
と
注
記
し
て
い
る
。
『
三
冊
子
』
　
（
赤
さ
う
し
）
に
も
、

丈
六
の
か
げ
ろ
ふ
高
し
石
の
う
へ

か
げ
ろ
ふ
に
悌
つ
く
れ
石
の
上
　
　
′

と
両
句
を
掲
げ
て
、
「
此
句
、
当
国
大
仏
の
句
也
。
人
に
も
吟
じ
開
せ
て
、
白

も
再
吟
あ
り
て
、
丈
六
の
か
た
に
定
る
也
」
　
（
拓
馬
）
と
付
記
し
て
い
る
。
ま

た
日
人
筆
写
の
『
芭
蕉
翁
全
伝
』
（
文
化
元
年
成
）
に
も
、
両
句
を
並
記
し
て
、

ほ
ぼ
同
趣
旨
の
注
記
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
土
芳
に
よ
る
と
、
「
丈
六
」
の
句

に
は
当
初
「
悌
」
の
句
の
別
案
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
竹
入
筆
の

『
芭
蕉
翁
仝
伝
』
（
宝
暦
十
二
年
成
）
だ
け
は
、
ま
ず
「
悌
」
の
句
を
挙
げ
て
、

「
此
旬
、
後
、
丈
六
に
陽
炎
高
し
、
と
改
る
」
と
付
記
し
て
、
「
悌
」
の
句
を

「
丈
六
」
の
句
に
推
敲
改
作
し
た
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
両
句
は

初
案
と
そ
の
改
案
の
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
三
冊
子
な
ど
の
文
面
に
う
か
が
え

る
ど
と
く
、
ほ
ぼ
同
時
に
浮
か
ん
だ
別
案
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
悌
つ
く
れ
」
の
句
は
、
ゆ
ら
め
く
陽
炎
の
祖
に
、
在
り
し
日
の
仏
橡
の
幻

影
を
見
よ
う
と
し
た
芭
斉
の
情
念
を
端
的
に
表
白
し
て
い
て
、
当
初
の
モ
チ
ー

ヽ

　

ヽ

フ
に
よ
り
忠
実
な
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
悌
つ
く
れ
」
は
、
「
丈

六
」
の
句
に
比
べ
て
主
観
が
あ
か
ら
さ
ま
で
形
象
性
に
劣
る
が
、
作
者
と
し
て

は
執
心
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
取
捨
を
決
め
る
に
さ
い
し
て
、
「
人
に
も
吟

じ
聞
せ
て
」
意
見
を
徹
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
「
悌
」
の
句
は
捨
て

ら
れ
、
「
丈
六
」
の
句
だ
け
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ヽ

　

　

　

　

ヽ

別
案
「
悌
」
の
句
形
に
つ
い
て
、
冒
人
の
仝
伝
は
、
「
か
げ
ろ
ふ
や
悌
つ
ゝ

れ
い
し
の
上
」
と
し
て
い
る
。
上
五
「
か
げ
ろ
ふ
や
」
の
「
や
」
は
、
眼
前
の

ゆ
ら
め
く
陽
炎
に
向
か
・
つ
て
、
あ
た
か
も
「
陽
炎
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
よ

ぅ
な
気
味
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
悌
つ
く
れ
」
と
あ
つ
ら
え
望
む
対
象
が

開
示
さ
れ
て
い
て
、
句
意
が
通
り
や
す
い
。
し
か
し
こ
の
ば
あ
い
は
、
そ
の
こ

と
が
却
っ
て
誤
伝
の
可
能
性
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
中
七
も
「
悌
つ
～
れ
」
と
し

て
い
る
が
、
句
形
の
異
同
に
慎
重
な
態
度
の
う
か
が
え
る
薫
翁
句
集
草
稿
お
よ

び
三
冊
子
の
「
悌
つ
く
れ
」
を
信
頼
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
尤
も
、
仝
伝
も
、
「
つ

ヽく
れ
」
と
強
い
て
読
め
ば
よ
め
ぬ
で
も
、
な
い
字
体
で
あ
る
）
。
仝
伝
は
、
「
丈

ヽ

六
」
の
句
に
つ
い
て
も
、
下
五
を
「
砂
の
上
」
と
誤
る
な
ど
、
事
写
恍
心
度
に
杜

ヽ

　

　

　

ヽ

瞑
な
と
こ
ろ
が
み
る
。
ま
た
竹
入
の
仝
伝
は
「
陽
炎
の
悌
つ
ゝ
れ
い
し
の
う
へ

」
と
し
て
い
る
。
特
に
上
五
が
「
陽
炎
の
」
と
な
っ
て
い
る
点
が
特
異
で
あ

る
。
し
か
し
「
丈
六
の
悌
」
と
い
う
な
ら
わ
か
る
が
、
「
陽
炎
の
悌
」
で
は
意

味
を
な
さ
な
い
。
「
偽
」
の
旬
は
早
期
に
捨
て
ら
れ
た
句
案
で
あ
り
、
こ
れ
ら

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

「
か
げ
ろ
ふ
や
」
　
「
陽
炎
の
」
　
「
梯
つ
～
れ
」
な
ど
の
異
同
は
、
芭
薫
の
推
敲

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
誤
伝
か
筆
写
の
さ
い
の
誤
り
・
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。臼

「
丈
六
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
上
五
を
「
丈
六
の
」
と
す
る
も
の
と
、

「
丈
六
に
」
と
す
る
も
の
と
が
あ
り
、
そ
の
推
願
の
先
後
が
問
題
と
な
る
。
土

芳
は
、
蕉
翁
句
集
草
稿
、
薄
命
文
集
、
三
冊
子
な
ど
で
、
一
貫
し
て
　
「
丈
六

（泊）

の
」
の
句
形
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
も
『
斉
翁
句
集
草
稿
』
で
は
、
「
自
船
に
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ハ
・
丈
六
に
、
と
有
・
の
、
也
」
と
注
し
て
、
『
泊
船
集
』
　
（
元
禄
十
一
年

ヽ

刊
）
が
「
丈
六
に
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
指
摘
し
て
、
「
丈
六
の
」

で
あ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
「
丈
六
の
」
は
誤
伝
と
さ
れ
た
こ
と
も

ヽ

　

ヽ

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
土
芳
は
、
芭
斉
か
ら
「
悌
」
と
「
丈
六
」
の
両
句
を
道
接

吟
じ
聞
か
さ
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
時
、
芭
薫
が
示
し
た

句
形
が
、
確
に
「
丈
六
の
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
『
笈
日
記
』
が
や

は
り
「
丈
六
の
」
の
句
形
で
掲
げ
て
い
る
の
は
、
支
考
が
元
禄
八
年
四
月
伊
賀

を
訪
ね
て
、
土
芳
か
ら
こ
の
句
を
取
材
し
た
た
め
で
あ
る
。

土
芳
の
『
薄
命
文
集
』
　
（
宝
永
六
年
成
）
に
は
、
や
は
り
「
丈
六
の
」
の
句

形
を
持
つ
俳
文
「
伊
賀
新
大
仏
之
記
」
を
収
め
る
が
、
そ
の
文
章
は
、
発
句
を

ヽ

「
丈
六
に
」
と
す
る
。
『
笈
の
小
文
』
の
本
文
に
比
べ
て
、
明
ら
か
に
推
敲
の

前
段
階
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
発
句
も
、
「
丈
六
の
」
　
（
斉
翁

文
集
）
が
「
丈
六
に
」
　
（
笈
の
小
文
）
よ
り
も
先
行
す
る
句
形
と
み
ら
れ
る
。

初
案
「
丈
六
の
」
が
、
再
寛
「
丈
六
に
」
と
推
敲
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て

は
、
元
禄
三
・
四
年
こ
ろ
と
す
る
見
方
も
あ
る
か
、
貞
享
五
年
の
伊
勢
下
向
中

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
斉
翁
全
伝
付
録
』
に
、
こ
の
句
を
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

阿
波
大
仏

ヽ

丈
六
に
か
げ
ろ
ふ
高
し
石
の
跡

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
句
は
も
と
、
伊
勢
滞
在
中
の
詠
革
と
合
わ
せ
て
同
一
懐

紙
に
染
筆
さ
れ
て
い
た
真
広
で
あ
る
。
そ
の
伊
勢
の
句
九
句
の
中
に
は
、
伊
勢

を
辞
去
す
る
さ
い
の
詠
吟
で
あ
る
「
裸
に
は
ま
だ
衣
更
若
の
嵐
哉
」
と
い
う
句

が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
芭
怨
は
、
伊
勢
で
詠
ん
だ
句
の
う
ち
か
ら
、
伊
勢
当
若

直
後
参
宮
時
の
「
何
の
木
の
」
の
句
と
、
辞
去
時
の
「
裸
に
は
」
の
両
句
を
並

記
し
、
両
句
に
か
か
わ
る
前
審
を
添
え
た
真
虞
を
遺
し
て
い
る
。
し
か
も
同
類

の
も
の
を
貴
点
も
書
い
た
形
跡
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
裸
に
は
」
の
句
は
、
伊

勢
旅
行
を
記
念
す
る
代
表
句
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
全
伝
付
録
所
収
の
懐
紙
が
、

伊
勢
で
得
た
句
の
ほ
と
ん
ど
を
掲
げ
な
が
ら
、
「
裸
に
は
」
の
句
を
欠
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
句
が
作
ら
れ
る
以
前
、
伊
勢
滞
在
中
に
揮
超
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
新
大
仏
寺
に
参
詣
し
て

上
野
に
戻
っ
た
当
時
は
、
土
芳
が
強
調
す
る
よ
う
に
「
丈
六
の
」
　
で
あ
っ
た

が
、
ほ
ど
な
く
伊
勢
に
下
り
、
同
地
担
留
が
お
わ
り
に
近
づ
い
た
こ
ろ
、
こ
の

懐
紙
を
し
た
た
め
、
そ
の
さ
い
に
、
薗
そ
ら
く
「
丈
六
に
」
と
改
め
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

ヽ

ま
た
そ
の
折
、
座
五
に
つ
い
て
も
再
考
し
、
試
み
に
「
石
の
跡
」
と
し
て
み
た

の
で
あ
ろ
う
。
二
か
所
に
わ
た
っ
て
改
変
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
ん
に
近
作

を
再
録
す
る
の
で
な
く
、
染
筆
の
さ
い
に
句
を
全
体
的
に
吟
味
、
推
敲
し
た
こ

と
を
思
わ
せ
る
。
「
石
の
跡
」
は
、
遺
跡
の
石
、
．
廃
墟
の
石
で
あ
る
こ
と
を
言

ヽ

お
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
と
え
ば
「
寺
の
跡
」
な
ら
と
も
か

く
、
「
石
の
跡
」
で
は
、
か
つ
て
は
堂
塔
の
礎
石
や
石
の
台
座
が
あ
っ
た
跡
と

お
ぼ
し
い
が
、
今
は
そ
の
石
す
ら
も
失
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
情
景
と
受
け
と
ら

れ
な
く
も
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
「
石
の
上
」
は
、
何
の
石
か
、
前
文
が
な
い

と
や
や
不
分
明
な
う
ら
み
な
し
と
し
な
い
が
、
「
陽
炎
高
し
」
に
も
よ
く
呼
応

し
て
い
て
、
ま
ず
は
穏
当
な
表
現
と
言
え
よ
う
。
結
局
「
石
の
上
」
に
落
ち
着

く
（
伝
責
蹟
懐
紙
・
芭
須
磨
小
文
障
・
笈
の
小
文
）
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

な
お
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
日
人
筆
写
の
『
芭
薄
命
全
伝
』
に
は
、
「
丈

六
の
陽
炎
高
し
砂
の
上
」
と
あ
る
。
「
砂
の
上
」
が
杜
撰
で
あ
り
、
「
石
の

上
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
、
前
文
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ヽ

ヽ

．

ヽ

　

　

－

函
「
丈
六
の
陽
炎
高
し
」
の
ば
あ
い
、
「
丈
六
の
」
は
「
陽
炎
」
　
に
か
か

る
。
「
丈
六
の
」
が
陽
炎
の
高
さ
を
指
す
も
の
と
す
れ
ば
、
丈
六
仏
は
ど
の
高
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さ
の
陽
炎
が
（
高
し
）
　
の
意
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
志
田
義
秀
氏
が
説

く
よ
う
に
、
「
丈
六
の
」
に
対
し
て
「
高
し
」
が
蛇
足
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

．

．

．

1

．

　

－

い
。
そ
こ
で
こ
れ
を
「
丈
六
に
陽
炎
高
L
L
と
改
め
る
と
、
「
丈
六
に
」
　
は

「
高
し
」
に
か
か
り
、
丈
六
仏
ほ
ど
に
陽
炎
が
（
高
し
）
、
の
意
と
な
る
。
そ

れ
ゆ
え
後
者
は
句
法
と
も
て
巧
み
で
あ
る
と
、
志
田
民
は
評
価
し
て
い
る

（
『
芭
茂
俳
句
の
解
釈
と
鑑
賞
』
六
四
頁
）
。

し
か
し
、
「
丈
六
」
を
陽
炎
の
寸
法
の
形
容
と
解
す
る
限
り
、
「
高
し
」
が

重
複
感
を
伴
う
こ
と
で
は
、
「
丈
六
の
」
で
も
「
丈
六
に
」
で
も
五
十
歩
百
歩

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
別
宗
「
か
げ
ろ
ふ
に
悌
つ
く
れ
」
の
句
案
を
参
看
す

る
と
、
「
丈
六
」
は
陽
炎
の
高
さ
と
い
う
よ
り
、
燃
え
さ
か
る
陽
炎
の
様
態
を

主
に
指
し
て
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
燃
え
さ
か
る
陽
炎
　
－
　
そ
れ
自
体
虚

構
で
あ
る
こ
と
は
先
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
ゆ
ら
め
く

陽
炎
の
裡
に
丈
六
仏
の
悌
を
見
た
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に

「
丈
六
の
陽
炎
高
し
」
で
は
直
接
に
は
陽
炎
の
寸
法
を
言
っ
た
も
の
と
解
さ
れ

や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
「
丈
六
に
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
丈
六

仏
の
荘
厳
さ
を
以
て
、
丈
六
仏
の
荘
厳
さ
に
、
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う

こ
と
が
理
会
し
や
す
く
な
ろ
う
。
な
お
「
高
し
」
に
、
あ
り
し
日
の
尊
像
を
誤

仰
す
る
作
者
の
心
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
ギ
ヤ
マ
ン
の
如
く
豪
華
に
陽
炎
へ
る
」
　
（
茅
舎
）
、
「
新
薬
師
寺
・
金
堂

の
く
づ
を
る
1
ご
と
か
げ
ろ
ひ
ぬ
」
　
（
か
け
い
）
な
ど
の
俳
句
を
引
く
ま
で
も

な
く
、
燃
え
盛
る
陽
炎
は
、
ま
さ
に
的
棉
豪
華
と
い
う
べ
き
趣
き
を
呈
す
る
こ

と
が
あ
る
。
新
大
仏
寺
は
、
草
深
い
田
舎
に
し
て
は
珍
し
く
規
模
の
壮
大
な
寺

院
で
あ
っ
た
。
『
お
く
の
は
そ
道
』
埼
彊
寺
の
条
の
表
現
を
倍
り
れ
ば
、
五
百

（
か
が
や
か
L
）

年
の
昔
、
重
源
創
建
の
当
時
は
「
七
堂
虫
改
り
て
、
金
壁
荘
厳
を
輿
仏
土
成

就
の
大
伽
藍
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
芭
薫
は
早
春
の
寺
跡
に
立
っ
て
、
．
枯

れ
輩
に
な
か
ば
埋
も
れ
た
大
仏
の
台
石
の
上
に
幽
か
に
動
く
陽
炎
を
倍
り
て
、

ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
白
昼
夢
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
一
句
は
、
そ
う
し
た
心
象

風
景
に
托
し
て
、
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
熱
い
懐
古
の
悟
を
詠
ん
だ
も
の
に
は
か

な
ら
な
い
。

．
．
、
．
，
．
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・
．
．
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r
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：
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．
∫
．
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′
、
．
J
ヽ
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．
㌧
．
′
．
ヽ
．
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．
，
，
′
1
．
∫
．
ヽ
／
－
三
．
ヽ
一
．
．
，
．
－
／
ヽ
∫
、
．
′
1
．
．
・
．
－
t
ノ
，
・
こ
，
＼
さ
・
．
．
′
・

嫡
璧
巴
芸
文
句
文
集

赤弥
羽富

菅
学－

・
西
村
真
砂
子

・
檀
上
正
孝

芭
蕉
の
俳
文
及
び
句
文
を
そ
の
推
粘
過
程
並
び
に
伝
来
過
程
が
把

握
で
き
る
よ
う
に
各
種
異
文
を
対
照
さ
せ
な
が
ら
収
録
し
た
も
の
。

巻
朗
に
は
「
芭
蕉
俳
文
句
文
集
概
説
」
と
「
芭
蕉
の
俳
文
句
文
伝
来

史
」
が
配
さ
れ
一
般
的
側
面
と
歴
史
的
側
面
か
ら
の
詳
細
な
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
「
芭
薫
俳
文
集
」
　
（
俳
文
一
三
五
点
）
、

「
芭
蕉
句
文
集
」
　
（
句
文
十
点
）
及
び
「
存
奴
の
部
」
　
（
五
点
）
、

「
迫
加
、
抽
足
」
　
（
五
点
）
か
ら
成
る
。
作
品
は
成
立
年
代
順
に
排

列
さ
れ
て
い
る
。
各
項
の
基
本
文
献
に
は
す
べ
て
原
典
の
影
印
（
写

裏
）
が
添
え
ら
れ
、
影
印
本
文
と
対
校
本
文
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
各
項
、
解
説
が
附
さ
れ
、
書
誌
、
伝
来
、
性
格
、
研
究
文
献
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
主
要
作
品
十
一
点
に
は
詳
細
な
成
立

伝
来
過
程
斑
が
附
ざ
れ
て
い
る
。
巻
末
に
は
「
俳
文
句
文
名
索
引
」

↓
発
句
附
句
索
引
」
　
「
和
歌
索
引
」
　
「
研
究
文
献
索
引
」
が
あ
り
、

本
番
利
用
の
便
を
は
か
っ
て
い
る
。

（
昭
和
五
二
年
三
月
、
菊
版
、
七
二
〇
ペ
ー
ジ
、
清
水
弘
文
堂
、

定
価
一
三
〇
〇
〇
円
）
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