
『
続
虚
粟
』
、
そ
の
人
間
の
磁
場
（
中
）

一
冊
の
俳
書
を
「
詞
林
金
玉
」
に
見
立
て
る
古
い
読
者
た
ち
が
居
た
。
今
、

そ
の
征
に
倣
え
ば
、
『
続
虚
実
』
と
い
う
一
冊
の
俳
容
も
ま
た
、
一
つ
の
俳
林

に
喩
え
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
俳
林
の
一
木
一
草
は
、
さ
な
が
ら
学
名

を
記
し
た
杭
物
園
の
樹
木
の
よ
う
に
丁
寧
に
記
銘
さ
れ
、
さ
ら
に
季
節
の
運
行

に
合
わ
せ
て
整
然
と
配
列
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
私
た
ち
が
春
の
庭
か
ら
歩
き

始
め
れ
ば
、
時
間
は
正
確
に
廻
っ
て
夏
の
庭
に
辿
り
若
く
。
し
か
し
、
進
む
の

も
止
ま
る
の
も
私
た
ち
の
自
由
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
そ
の
庭
園
を
自
在
に
廻

り
、
四
季
の
相
木
を
愛
で
な
が
ら
迫
還
し
て
、
そ
の
贅
沢
な
歩
み
を
「
読
み
」

と
言
う
。
私
の
「
読
み
」
を
気
ま
ま
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
方
も
、
今
し
ば
ら

く
初
容
赦
厩
い
た
い
。

さ
て
、
問
題
の
焦
点
は
、
『
続
虚
粟
』
の
中
か
ら
服
部
嵐
雪
周
辺
の
門
人
た

ち
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
其
角
の
編
集
方
針
に
あ
っ
た
。
其
角
は
、
内
藤
風
虎

を
筆
頭
に
彼
の
『
六
百
番
発
句
合
』
　
（
延
宝
五
年
間
成
）
に
参
加
し
た
釈
仕

口
、
伊
勢
村
意
朔
、
松
尾
芭
燕
の
四
人
を
そ
れ
ぞ
れ
四
季
の
部
の
最
初
に
配
し

て
、
言
わ
ば
、
古
き
艮
き
時
代
の
俳
詔
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
ち
を
折
彰
す
る
か

た
ち
で
『
続
虚
粟
』
を
編
集
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
内
藤
露

清
（
内
藤
風
虎
の
二
男
）
に
対
す
る
其
角
の
特
別
な
配
慮
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に

引
き
甲
乙
、
同
じ
善
門
の
兄
弟
弟
子
で
あ
る
服
部
嵐
雪
周
辺
の
俳
人
た
ち
は
、

濱
　
森
　
太
　
郎

『
続
虚
粟
』
の
中
か
ら
確
実
に
排
除
さ
れ
て
い
た
。

風
雪
周
辺
の
俳
人
た
ち
を
排
除
す
る
と
い
う
其
角
の
編
集
方
針
は
、
風
雪
自

身
の
句
の
取
り
扱
い
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
其
角
・
嵐

雪
の
贈
答
な
ど
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。

た
の
み
な
き
夢
の
み
見
け
る
に

う
た
ゝ
ね
の
ゆ
め
に
み
へ
た
る
鰹
か
な

其
角

L
も
ベ

そ
の
夢
に
戯
ル

下
部
等
に
鰹
く
は
す
る
日
や
仏
　
　
　
　
　
嵐
雪

一
見
何
事
も
な
い
贈
答
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
贈
答
は
実
は
其
角
の
母

の
死
を
弔
う
仏
事
を
背
景
に
し
た
贈
答
で
あ
る
。
其
角
は
、
貞
宇
四
年
（
豊

四
月
八
日
に
母
を
亡
く
し
て
以
来
、
繰
り
返
し
亡
き
母
の
夢
を
見
て
眠
ら
れ
ぬ

夜
を
過
し
て
い
る
。
其
角
の
句
の
詞
啓
に
言
う
「
た
の
み
な
き
夢
」
と
は
、
そ

の
亡
き
母
の
夢
を
意
味
す
る
。
そ
の
夢
の
中
に
、
夏
の
訪
れ
を
告
げ
る
脛
が
登

場
し
て
其
角
を
慌
て
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
江
戸
の
鮮
魚
商
た
ち
は
、
殊
に
五
節
の
日
に
季
節
の
魚
を
大
量
に
仕

注
1

入
れ
て
得
意
先
へ
運
ん
で
い
た
。
時
期
は
、
鰹
の
季
節
か
ら
考
え
て
五
月
五

注
0
－

日
、
輯
午
の
節
句
の
日
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
武
家
の
下
僕
た
ち
に
盛
大

に
鰹
が
振
舞
わ
れ
る
の
も
、
そ
う
い
う
節
句
の
一
日
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

注
3

日
は
、
其
角
に
と
っ
て
は
生
憎
母
の
死
を
弔
う
「
四
七
ノ
日
」
に
当
た
っ
て
い

た
。
江
戸
深
川
木
場
の
其
角
芋
で
は
、
そ
の
七
日
後
の
五
月
十
二
日
に
、
亡
母
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追
善
の
句
会
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
其
角
は
、
鼠
雪
に
母
の
仏
事
と
追

善
の
句
会
の
予
定
を
知
ら
せ
る
つ
い
で
に
、
先
の
鰹
の
旬
を
添
え
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
其
角
は
、
い
ま
だ
精
進
中
の
身
の
上
で
あ
る
。
そ
う

い
う
其
角
の
夢
の
中
に
、
生
臭
い
鰹
が
登
場
し
た
と
こ
ろ
に
人
の
心
の
俳
詔

（
滑
稽
）
が
あ
る
。
其
角
は
、
そ
れ
を
率
直
に
鼠
雪
に
伝
え
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
を
承
知
で
先
の
贈
答
を
読
む
な
ら
、
「
そ
の
夢
に
戯
ル
」
と
題
し
た

嵐
雪
の
返
し
は
、
其
角
の
心
中
を
思
い
通
る
配
慮
に
欠
け
て
い
る
と
読
め
る
の

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

も

ペ

で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
そ
の
夢
に
戯
ル
」
と
い
う
前
審
も
不
謹
慎
な
ら
、
「
下
部

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

等
に
鰹
く
は
す
る
日
や
仏
」
と
い
う
彼
の
当
惑
も
不
謹
慎
で
あ
る
。

だ
が
、
嵐
雪
の
側
か
ら
言
え
ば
、
問
題
は
む
し
ろ
『
続
虚
粟
』
の
構
成
の
仕

方
に
あ
る
。
『
続
虚
粟
』
に
収
め
ら
れ
た
其
角
の
亡
母
追
悼
の
発
句
は
、
ま
ず

其
角
自
身
の
追
悼
旬
二
句
、
続
い
て
、
芭
蕉
・
其
角
・
嵐
雪
一
座
の
追
華
二
つ

物
及
び
追
善
会
に
寄
せ
ら
れ
た
追
悼
句
十
句
、
次
に
、
先
の
其
角
・
嵐
雪
の
贈

答
各
一
句
、
そ
し
て
、
結
び
に
、
ふ
た
た
び
其
角
自
身
の
追
悼
句
一
句
が
配
さ

れ
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
図
示
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
内
、
追
善
会
④
に
追
悼
旬
を
寄
せ
た
の
は
、
霜
枯
・
租
風
・
清
穂
・
挙

自
・
嵐
雪
・
蚊
足
・
去
来
・
野
馬
・
金
峰
・
魚
児
の
十
名
で
、
そ
の
中
に
は
、

風
雪
の
名
も
見
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
う
か
つ
に
読
め
ば
、
風
雪
は
、
其
角

の
母
の
死
と
そ
れ
に
と
も
な
う
其
角
の
悲
し
み
を
承
知
の
上
で
、
其
角
の
「
た

の
み
な
き
夢
」
に
「
戯
」
れ
て
い
る
か
に
読
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く

ま
で
作
品
の
成
立
年
次
を
無
視
し
た
其
角
の
編
集
の
せ
い
で
あ
る
。

な
n
か

事
実
関
係
か
ら
言
え
ば
、
其
角
の
母
の
死
が
貞
享
四
年
四
月
八
日
、
初
七
甘

＝
ふ
た
な
ね
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
ね
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

が
四
月
十
四
日
。
二
七
日
が
四
月
二
十
一
日
。
三
七
日
が
四
日
二
十
八
日
。
四

な
ね
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
っ
な
の
か

七
日
が
五
月
五
日
。
五
七
日
は
、
五
月
十
二
日
。
芭
薫
や
風
雪
が
其
角
の
母
の

死
と
そ
れ
を
甲
っ
追
善
会
の
通
知
を
受
け
取
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
五
日
五
日

（
瑞
午
の
節
句
、
其
角
の
母
の
四
七
ノ
日
）
前
後
。
其
角
事
で
の
追
善
会
は
、

五
月
十
二
日
（
其
角
の
母
の
五
七
ノ
日
）
。
芭
蕉
と
嵐
雪
と
が
打
ち
揃
っ
て
其

角
事
を
訪
ね
、
母
の
仏
前
に
追
悼
句
を
た
む
け
た
の
も
、
こ
の
五
月
十
二
日
。

も
し
彼
等
が
、
四
月
八
日
に
其
角
の
母
の
死
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
追
悼

句
を
た
む
け
る
時
期
が
五
月
十
二
日
ま
で
遅
れ
る
事
は
、
ま
ず
無
か
っ
た
だ
ろ

う
。
「
下
郎
等
に
鰹
く
は
す
る
日
や
仏
」
と
い
う
嵐
雪
の
句
に
し
て
も
、
下
僕

た
ち
に
鰹
を
喰
わ
せ
る
端
午
の
節
句
が
事
も
あ
ろ
う
に
其
角
の
母
の
仏
事
の
日

（
四
七
の
日
）
　
に
当
っ
て
い
る
事
へ
の
驚
き
の
方
が
先
立
っ
て
い
て
、
哀
悼
の

意
を
表
現
す
る
事
に
は
疎
か
で
あ
る
。
風
雪
は
多
分
、
五
月
五
日
に
突
然
其
角

の
母
の
死
と
追
善
会
の
予
定
を
知
ら
さ
れ
、
事
の
意
外
さ
に
率
直
に
驚
い
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詞
書
に
言
う
よ
う
に
仮
り
に
嵐
雪
が
其
角
の
「
た
の

み
な
き
夢
」
に
戯
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
「
本
当
か
？
」
と
い
う
程
度
の

半
信
半
疑
の
気
持
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
其
角
は
、
そ
う
し
た
事
実
関
係
を
一
切
省
筆
し
て
、
『
続
虚
粟
』
に

い
き
な
り
、
二
人
の
贈
答
を
掲
載
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
其
角
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の
不
備
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
、
其
角
は
あ
え
て
、
そ
の
不
楯
を
犯
し
た
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
じ
事
は
、
芭
蕉
と
嵐
雪
と
の
次
の
贈
答
に
も
言
え
る
。

聴
閑

簑
虫
の
音
を
聞
き
に
来
よ
卯
の
掩

芭
蕉

聞
き
に
ゆ
き
て

い
な
、
】

何
も
音
も
な
し
稲
う
ち
く
ふ
て
姦
哉
　
　
嵐
雪

同
じ
く
二
句
一
対
の
贈
答
だ
が
、
こ
の
贈
答
に
は
何
か
肝
心
な
も
の
が
欠
け

て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
芭
蕉
が
例
の
大
き
な
鼻
を
ひ
く
つ
か
せ
て
喜
ぶ
は
ず
も

な
い
だ
ろ
う
。

問
題
は
、
二
つ
の
前
審
に
あ
る
。
勿
論
、
簑
虫
が
鳴
く
は
ず
も
な
い
か
ら
、

「
簑
虫
の
音
を
聞
き
に
来
よ
」
と
い
う
芭
蕉
の
誘
い
が
何
か
別
の
心
意
を
含
ん

で
い
る
事
は
疑
い
な
い
が
、
問
題
は
、
そ
の
心
意
が
果
た
し
て
最
初
か
ら
「
聴

閑
」
で
あ
っ
た
か
否
か
で
あ
る
。

嵐
雪
が
番
い
た
「
簑
虫
を
聞
き
に
行
辞
」
　
（
嵐
雪
文
集
）
　
に
は
、
こ
の
時
の

彼
の
心
境
が
こ
う
綴
ら
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
み
れ
ば
、
簑
虫
の
黎
鳴
す
ま
し
て
つ
く
り
と
居
給
ふ
。
お
と

ろ
へ
を
く
ら
ぶ
れ
ば
、
霜
這
い
ま
だ
壮
な
り
し
か
。
こ
と
ち
か
ら
を
論
ず

れ
ば
、
風
柳
猶
つ
よ
し
。
ふ
む
所
坐
す
る
所
音
な
し
。
か
み
子
の
古
け
れ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

ぱ
な
り
。
ゆ
へ
に
ぞ
、
か
の
聾
は
間
。
予
が
性
の
さ
は
が
し
き
に
は
、
な

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
恋
し
と
も
開
へ
ず
。
聞
事
に
も
あ
ら
じ
。
見
る
事
に
も
な
け
ん
。
か
れ

が
情
と
閑
人
の
閑
と
猶
7
1
閑
の
す
ぐ
れ
た
る
な
る
べ
し
。
虫
ヨ
翁
の
か

し
ま
し
か
ら
ん
。
鳴
そ
。
（
俳
諸
文
庫
『
風
雪
全
集
』
　
（
8
3
貢
）
所
収
。

句
読
点
・
淘
点
・
傍
点
筆
者
）

こ
の
一
文
に
よ
れ
ば
、
斑
雪
が
江
戸
深
川
の
芭
蕉
庵
に
た
ど
り
着
い
た
時
、

肝
心
の
簑
虫
は
す
で
に
鳴
き
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
し
て
風
雪
に
は
、
そ
の
上
何

を
聞
け
ば
よ
い
の
か
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
勿
論
、
芭
蕉
か
ら

届
け
ら
れ
た
簑
虫
の
句
に
「
聴
閑
」
と
い
う
前
古
が
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
嵐
雪
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
簑
虫
は
「
ち
ち
よ
ち
ち
よ
」
　
（
枕
草

子
）
と
父
を
尋
ね
て
鳴
い
て
も
よ
く
、
ま
た
か
つ
て
の
嵐
雪
自
身
の
よ
う
に

「
母
恋
し
」
　
（
「
左
月
音
に
我
簑
虫
や
母
恋
し
」
「
虚
粟
」
）
と
鳴
い
て
も
い
っ

こ
う
に
差
し
支
え
の
な
い
虫
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
彼
は
、
こ
の
「
昆
虫
」

を
、
芭
蕉
の
「
閑
」
を
何
か
と
妨
げ
る
騒
が
し
い
虫
け
ら
と
し
て
了
解
し
．
て
い

た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
簑
虫
の
句
に
「
聴
閑
」
と
い
う
前
審
が
添
え
ら
れ
た
時
、
こ
の

事
態
は
一
変
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
嵐
雪
は
、
た
ち
ま
ち
「
閑
」
を

聴
き
得
な
い
粗
忽
者
に
成
り
下
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
其
角
の
編
集
態
度

を
見
て
は
、
芭
蕉
と
言
え
ど
も
其
角
へ
の
支
援
を
た
め
ら
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
て
、
松
尾
芭
斉
は
、
い
っ
た
い
何
を
考
え
、
ど
の

よ
う
に
行
動
し
た
の
か
。
ま
ず
彼
の
心
底
を
碓
め
る
た
め
に
、
さ
ら
に
二
年
間

の
時
間
を
遡
っ
て
み
る
事
に
し
よ
う
。

二
、
蕉
風
俳
諸
道
建
立
の
夢

只
事
二
年
正
月
、
故
郷
の
伊
賀
上
野
で
新
年
を
迎
え
た
松
尾
芭
蕉
は
、
引
き

続
き
奈
良
・
京
都
・
大
津
を
巡
遊
し
て
四
月
末
に
江
戸
に
帰
着
す
る
。
い
わ
ゆ

る
甲
子
吟
行
の
旅
の
終
着
で
あ
る
。
こ
の
年
、
彼
四
十
二
歳
。
当
時
の
常
識
に

従
え
ば
、
す
で
に
初
老
の
俳
詔
師
で
あ
る
。
そ
の
初
老
の
峠
を
目
の
前
に
し
て
、

彼
も
ま
た
彼
な
り
の
人
生
の
終
着
を
思
い
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ

っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
終
着
は
、
彼
個
人
の
人
生
の
終
着
で
あ
る
以
上
に
、
煮
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凪
と
い
う
名
の
新
し
い
俳
句
運
動
の
終
着
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

点
を
抜
き
に
し
て
、
芭
蕉
の
晩
年
を
語
る
事
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
只
等

元
年
一
望
八
月
の
甲
子
吟
行
以
後
延
々
と
続
く
彼
の
旅
の
人
生
が
、
こ
の

新
し
い
俳
句
運
動
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
事
は
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。

当
時
の
彼
は
、
す
で
に
江
戸
に
住
む
一
介
の
俳
詔
師
と
し
て
安
穏
な
一
生
を

終
え
る
望
み
を
捨
て
て
い
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
後
の
彼
の
旅
の
人
生
が
証
明
し

て
い
る
。
か
と
言
っ
て
、
そ
の
彼
の
志
を
『
奥
の
細
道
』
の
主
人
公
に
な
ぞ
ら

へ
て
、
「
渋
泊
の
忠
」
と
片
付
け
る
の
で
は
曖
昧
に
す
ぎ
る
。
そ
れ
よ
り
は
む

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

し
ろ
、
「
万
世
に
俳
風
の
一
道
建
立
の
時
に
、
何
ぞ
小
節
胸
中
に
可
置
哉
」
　
（

」
井
去
来
宛
古
間
、
元
禄
七
年
正
月
二
十
九
日
付
）
と
い
う
彼
の
肉
声
の
方
が
，

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

私
に
は
遥
か
に
明
快
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
遺
建
立
の
心
に
て
、
言
葉

つ
ま
り
た
る
時
を
く
つ
ろ
げ
た
る
味
に
て
折
々
集
を
出
し
候
。
」
　
（
句
空
宛
、

元
禄
三
年
十
二
月
付
）
と
い
う
彼
の
撃
言
を
引
い
て
も
艮
い
。
薫
風
俳
諸
道
建

立
レ
た
め
の
諸
国
行
脚
と
句
集
の
発
行
。
こ
れ
は
、
ま
ざ
れ
も
な
く
一
門
を
率

い
る
実
践
的
な
統
率
者
の
言
動
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
貞
享

元
年
八
月
か
ら
始
ま
っ
た
い
わ
ゆ
る
甲
子
吟
行
は
、
名
古
屋
・
大
塩
・
伊
勢
山

田
・
伊
賀
上
野
・
近
江
大
津
に
黄
門
の
拠
点
を
作
り
上
げ
て
成
功
責
に
幕
を
閉

じ
た
と
見
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
を
地
勢
的
に
考
え
れ
ば
、

そ
の
拠
点
は
、
東
か
ら
京
都
・
奈
良
と
い
う
俳
壇
の
頂
点
を
包
囲
す
る
形
で
形

成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
無
論
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
図
版
の
上
に
、
只
事

日
生
‥
京
都
で
の
蔵
旦
帳
の
発
行
と
い
う
一
事
を
加
え
れ
ば
、
芭
蕉
の
狙
い
が

目
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
俳
壇
の
頂
点
、
貞
門
派
の
牙
城
、
京
都
へ
の
進

出
。
一
門
を
率
い
る
宗
匠
な
ら
誰
も
が
一
度
は
見
る
夢
で
あ
る
。
甲
子
吟
行

は
、
そ
の
夢
の
周
り
を
一
廻
り
す
る
か
た
ち
で
終
わ
っ
て
い
る
。

貞
写
二
年
五
月
十
二
日
、
江
戸
深
川
の
芭
蕉
臆
に
帰
督
し
た
芭
議
は
、
さ
っ

そ
く
、
近
江
大
津
の
俳
人
三
上
千
郡
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
古
き
送
っ
た
。

一
、
愚
旬
其
二
元
而
之
句

辛
蹄
の
松
ハ
花
よ
り
腔
に
て
　
と

御
党
可
レ
被
レ
下
候
。

山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
ミ
れ
草

其
外
事
二
句
も
有
レ
之
候
へ
共
、
重
而
番
付
可
レ
申
候
。

事
楠
の
主
旨
は
、
大
津
の
千
郡
宅
で
の
芭
蕉
の
発
句
が
、
「
辛
崎
の
松
ハ
花

よ
り
蟻
に
て
」
の
句
型
に
改
め
ら
れ
た
事
を
伝
え
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
加
え

て
、
甲
子
吟
行
の
収
穫
も
何
や
ら
お
ぼ
め
か
し
気
味
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
の
末
尾
に
「
其
外
五
三
句
も
有
レ
之
候
へ
共
、
重
而
む
付
可
レ
申
候
」
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
松
尾
芭
斉
は
こ
の
時
す
で
に
甲
子
吟
行
の
収
枝
の

内
か
ら
「
五
三
句
」
以
上
の
発
句
を
大
津
の
千
郡
に
書
き
与
え
る
約
束
を
し
て

い
た
事
に
な
る
。
無
論
、
こ
れ
は
、
単
な
る
サ
ー
ビ
ス
柿
神
か
ら
の
発
言
で
は

あ
る
ま
い
。

ひ
と
つ
ま
つ

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
大
津
の
千
邦
・
尚
自
等
は
、
句
集
『
孤
松
』

の
出
版
を
計
画
し
て
い
た
。
京
都
で
歳
旦
帳
を
発
行
し
、
名
古
昆
で
　
『
冬
の

日
』
を
出
版
し
、
さ
ら
に
江
戸
で
『
続
虚
実
』
、
大
津
で
『
孤
松
』
を
出
版
す

る
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
、
芭
蕉
に
と
っ
て
も
大
き
な
幸
い
で
あ
る
。
こ
と
に
、

大
津
は
、
地
勢
的
に
も
京
都
進
出
を
計
る
た
め
の
最
大
の
拠
点
で
あ
る
。
琵
琶

湖
の
水
運
の
他
に
、
東
海
道
・
中
仙
道
も
こ
こ
で
合
流
し
て
京
都
に
向
か
う
。

湖
岸
に
密
集
し
た
問
丸
は
、
単
に
荷
物
の
中
継
点
で
は
な
く
、
文
化
の
中
継
点

で
も
あ
っ
た
。
京
都
の
月
次
の
句
会
に
寄
せ
ら
れ
る
雑
俳
の
類
は
、
こ
の
問
丸

注
4

の
手
で
京
都
の
宗
匠
の
手
元
に
届
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
土
地
で
、
薫
門
の
句

集
を
発
行
す
る
事
の
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。
芭
蕉
に
も
、
そ
の
意
味
の
重
大

さ
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
勿
論
、
彼
は
、
江
戸
の
門
人
知
人
た
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ち
に
も
寄
稿
を
依
頼
す
る
た
め
の
仲
介
の
労
を
取
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
先
の

事
情
の
末
尾
近
く
に
は
、
「
其
角
へ
御
状
、
重
而
返
状
可
レ
仕
候
。
規
雪
他
国

へ
闇
候
間
、
不
レ
及
二
貿
報
一
候
」
と
い
う
千
郡
に
対
す
る
具
体
的
な
指
示
の
こ

と
ば
ま
で
古
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
千
郡
が
、
直
接
其
角
・
嵐
雪
に

寄
稿
を
依
頼
す
る
事
に
対
す
る
芭
頚
の
助
言
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
、
芭
蕉
の
仲
介
に
応
え
て
『
孤
松
』
に
発
句
を
寄
稿
し
た
の
は
、
素
堂
・

嵐
薗
・
蚊
足
・
仙
化
・
文
鱗
・
其
角
の
六
名
。
こ
の
内
、
素
堂
・
嵐
蘭
は
芭
蕉

周
辺
の
人
物
で
あ
り
、
蚊
足
・
仙
化
・
文
鱗
は
其
角
周
辺
の
人
物
で
あ
る
。
先

の
古
間
の
指
示
通
り
、
嵐
雪
の
名
は
、
こ
の
中
に
は
見
当
ら
な
い
。
彼
等
の
寄

稿
旬
の
数
は
、
素
堂
と
其
角
と
が
各
々
二
句
、
そ
の
他
の
人
々
は
一
句
。
こ
の

句
数
か
ら
も
、
彼
等
の
寄
稿
が
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
っ
た
事
が
知
れ
る
。
『
続

虚
粟
』
の
出
版
を
計
画
し
て
い
る
彼
等
に
は
、
恐
ら
く
、
全
面
的
な
肩
入
れ
の

余
力
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
一
人
芭
蕉
だ
け
は
、
十
七
句
の
発
句
を

『
孤
松
』
に
寄
稿
し
た
。
そ
の
内
訳
は
、
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
か
ら
十
一
句
、

『
春
の
日
』
か
ら
一
句
、
そ
の
他
五
旬
。
そ
の
他
の
五
旬
の
中
に
は
、
『
あ
つ
め

句
』
と
重
祖
す
る
も
の
二
句
、
『
続
虚
粟
』
と
重
視
す
る
も
の
二
句
が
含
ま
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
『
孤
松
』
の
た
め
に
急
い
で
撃
え
ら
れ
た
句

は
、
せ
い
ぜ
い
五
旬
と
考
え
て
よ
い
。
過
去
の
苗
薮
の
中
か
ら
選
り
す
ぐ
っ
た

注
5

句
が
寄
稿
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
の
『
琉
野
』
や
『
猿
統
監
に

比
べ
て
も
決
し
て
遜
色
の
な
い
芭
蕉
の
助
力
の
証
明
で
あ
る
。

芭
蕉
の
寄
稿
時
期
の
上
限
は
、
寄
稿
旬
の
最
終
成
立
年
次
が
貞
享
三
年
八
月

注
6

二
十
七
日
と
推
定
さ
れ
る
事
か
ら
み
て
、
貞
享
三
年
九
月
。
下
限
は
、
『
孤
松
』

が
刊
行
さ
れ
た
員
等
四
年
三
月
二
十
五
日
（
『
孤
松
』
の
奥
宙
に
よ
る
）
。
た

だ
し
、
下
限
に
つ
い
て
は
、
只
事
四
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
、
草
稿
の
編
集
・

版
下
の
清
書
・
版
下
の
彫
木
・
印
刷
・
製
本
等
に
必
等
な
日
数
を
差
し
引
い

て
、
お
お
む
ね
貞
享
四
年
正
月
以
前
と
推
定
す
る
事
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
そ
れ
は
、
江
戸
に
お
い
て
『
続
虚
粟
』
の
編
集
計
画
が
繰
ら
れ
て
い
る
問

の
事
で
あ
る
。
京
都
進
出
を
計
る
芭
薫
に
と
っ
て
、
こ
の
寄
稿
は
当
然
な
処
置

だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
『
続
虚
粟
』
編
集
計
画
の
中
心
に
居
た
其
角
か
ら

す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
続
虚
粟
』
の
眉
目
と
な
る
べ
き
大
切
な
旬
が
、
み
す
み
す

『
孤
松
』
に
寄
稿
さ
れ
る
の
を
座
視
し
て
い
る
事
に
な
る
。
恐
ら
く
、
其
角

は
、
複
雑
な
気
拝
で
こ
の
処
置
を
見
送
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

三
、
芭
蕉
と
江
戸
斉
門

視
点
を
ふ
た
た
び
江
戸
に
戻
し
て
み
よ
う
。
貞
享
三
年
正
月
、
江
戸
で
は
、

宗
匠
立
机
早
々
の
其
角
を
囲
ん
で
、
「
日
の
春
を
」
百
戟
一
巻
が
完
成
す
る
。

参
会
者
は
、
其
角
・
文
餅
・
租
風
・
コ
斎
・
芳
重
・
杉
凪
・
仙
化
・
李
下
・
挙

自
・
朱
絃
・
蚊
足
・
ち
り
・
芭
蕉
・
執
筆
の
十
四
名
。
句
会
は
二
日
に
渡
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
五
十
句
を
過
ぎ
る
あ
た
り
か
ら
、
揚
水
・
不
ト
・
減
水
・
千
春

の
四
名
が
新
ら
た
に
加
わ
り
、
替
り
に
、
杉
凪
・
蚊
足
・
ち
り
の
三
名
が
欠
席

し
て
い
る
。
こ
の
句
会
は
、
其
角
周
辺
の
文
鱗
・
択
風
・
蚊
足
等
に
よ
っ
て
主
催

さ
れ
、
芭
蕉
と
そ
の
周
辺
の
杉
風
・
李
下
・
ち
り
等
が
言
わ
ば
相
伴
役
で
出
席

す
る
や
や
晴
が
ま
し
い
句
会
で
あ
る
。
こ
の
時
、
越
後
の
高
田
に
あ
っ
て
や
む

な
く
欠
席
し
た
服
部
嵐
雪
は
、
こ
の
年
の
其
角
の
歳
旦
帳
に
句
を
寄
せ
て
「
正

ヒ

ジ

り

コ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

往

1

1

月
も
身
は
泥
の
う
な
ぎ
哉
」
と
僻
地
で
越
年
す
る
我
身
の
不
遇
を
嘆
い
て
い
た
。

し
か
し
、
句
会
の
盛
況
と
作
品
の
出
来
映
と
が
、
か
な
ら
ず
比
例
す
る
と
は

限
ら
な
い
。
す
で
に
貞
享
二
年
正
月
二
十
八
日
、
松
尾
芭
蕉
は
、
郷
里
の
親
友

山
岸
半
残
に
宛
て
て
「
『
み
な
し
粟
』
な
ど
も
、
さ
た
の
か
ぎ
り
な
る
句
共
多

見
え
申
傾
」
と
語
る
ほ
ど
冷
め
た
日
で
周
囲
の
門
人
達
を
見
て
い
た
。
そ
の
芭
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薫
が
宙
い
た
と
思
え
ば
、
た
と
え
ば
一
見
蟄
辞
に
溝
ち
て
い
る
『
初
懐
紙
評

註
』
に
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
読
み
方
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

今
、
試
み
に
、
そ
の
『
初
懐
紙
評
註
』
　
（
貞
辛
三
年
春
成
立
）

か
ら
其
角
の

句
に
対
す
る
芭
蕉
の
批
評
を
引
用
し
て
み
た
い
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
憎
ま
れ
し
宿
の
木
種
の
散
る
た
び
に

r
t
可
じ

後
住
女
き
ぬ
た
う
ち
く
ー

後
住
女
は
、
後
添
の
妾
と
い
は
ん
た
め
也
。

後
添
の
物
ご
と
和
せ
ざ
る
味
を
こ
め
た
り
。

文
鱗
）

其
角

、
、
、
、
　
　
　
い
ふ

「
憎
ま
れ
L
L
と
言
に
て
、

（
中
略
）
玩
味
浅
か
ら
ず
。

（
『
芭
薄
茶
』
　
（
古
典
俳
文
学
大
系
5
）
所
収
本
文
）

l
㌫
心
議
な
の
は
、
こ
の
「
憎
ま
れ
し
」
と
い
う
表
記
で
あ
る
。
『
初
懐
紙
評

註
』
で
は
確
か
に
「
憎
ま
れ
し
」
と
あ
る
が
、
其
角
自
筆
の
「
日
の
春
を
」
百

覿
（
別
名
「
丙
寅
初
懐
紙
」
）
を
得
て
そ
の
記
念
に
出
版
さ
れ
た
鶴
歩
の
『
親

し
む
ゆ
み
』
　
（
享
保
二
十
年
二
月
刊
）
　
で
は
、
こ
れ
が
「
に
く
ま
れ
し
」
と
あ

る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
芭
斉
自
身
も
、
『
初
懐
紙
評
註
』
の
こ
の
一
句
前
の
註

射
て
は
、
「
木
桟
の
は
か
な
く
し
は
り
め
く
、
我
身
の
忠
ひ
し
は
る
と
言
よ
り
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
に
く
ま
れ
し
」
と
五
文
字
置
な
り
。
」
と
昏
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
や
は
り

こ
の
部
分
は
、
芭
斉
の
手
元
の
懐
紙
で
は
「
に
く
ま
れ
し
」
と
仮
名
書
き
に
さ

れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
と
よ
り
、
事
は
単
な
る
表
記
の
問
題
で
は
な
い
。
も
し
、
こ
の
部
分
が
仮

名
古
き
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
は
、
憎
し
み
を
意
味

す
る
「
に
く
む
」
と
も
、
愛
惜
を
意
味
す
る
「
に
く
む
」
と
も
読
む
事
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。

き
ね
七

其
角
の
句
が
、
椛
の
文
学
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
、
構
を
打
ち
つ
つ
夫
を
偲
ぶ

妾
の
姿
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
事
は
疑
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
伝
統

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
照
ら
せ
ば
、
夫
を
偲
ぶ
肝
心
の
妻
が
夫
に
憎
ま
れ
、
萎
れ
て
い
た
と
い
う
の

で
は
奇
妙
で
あ
る
。
芭
蕉
の
評
註
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
に
く
む
」
を
愛

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

惜
の
意
味
と
取
っ
て
、
「
あ
の
方
は
、
こ
の
木
桟
の
花
が
散
る
た
び
に
倍
ん
で

ヽお
い
で
だ
っ
た
が
…
…
」
と
、
庭
の
木
槙
に
昔
を
偲
ぶ
妻
の
心
を
描
い
た
も
の

と
解
す
る
方
が
は
る
か
に
自
然
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
あ
ら
ざ
ら
む
後
忍

べ
と
や
袖
の
香
を
は
な
橘
に
と
ゞ
め
置
き
け
む
」
　
（
新
古
今
　
川
）
な
ど
、
古

来
、
庭
の
草
木
を
よ
す
が
と
し
て
昔
を
偲
ぶ
例
は
多
い
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
は
、
定
稿
以
前
の
句
型
を
留
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る

『
丙
寅
初
懐
紙
』
　
（
鶴
齢
堂
編
・
宝
磨
十
一
年
刊
）
以
下
の
諸
本
（
三
本
）
で

ヽ

　

ヽ

は
、
い
ず
れ
も
「
悼
ま
れ
し
」
と
あ
る
。
こ
の
「
悼
ま
れ
し
」
で
あ
れ
ば
、
解

釈
は
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
く
、
先
の
私
の
解
釈
に
落
ち
着
く
は
ず
で
あ
る
。

勿
論
、
私
は
、
実
際
に
こ
の
句
会
に
出
席
し
た
松
尾
芭
蕉
が
そ
の
程
度
の
事

を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
彼
は
、
恐
ら
く
其
角
の
句
の
推
敲

の
次
第
を
承
知
の
上
で
、
あ
え
て
表
現
を
改
め
て
ま
で
句
意
を
曲
解
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
由
は
、
夫
を
偲
ぶ
妾
の
心
情
な
ら
す
で
に
前
古
に
尽

く
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
上
さ
ら
に
夫
を
偲
ぶ
妻
の
姿
を
重
ね
る
事
は
、
結
果
と

し
て
三
句
が
ら
み
の
難
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
さ
ら
に
礎

を
打
ち
つ
つ
夫
を
偲
ぶ
女
の
姿
を
描
く
と
す
る
な
ら
、
そ
の
女
は
、
当
然
、
夫

を
琴
っ
通
常
の
女
と
は
一
味
違
っ
た
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芭
蕉
が
「
後

住
む
女
」
か
ら
強
い
て
家
風
に
な
じ
め
な
い
で
「
憎
ま
れ
る
」
後
添
の
妾
の
姿

を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
は
、
多
分
そ
の
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
は
其
角
の
句
を
評
し
て
「
翫
昧
浅
か
ら
ず
」
と
強
弁
し
て
い

る
。
い
か
に
も
苦
し
い
批
評
で
あ
る
。

次
に
、
そ
の
苦
し
い
批
評
を
も
う
一
例
だ
け
上
げ
る
。

（
よ
）
　
や
・
の
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（
え
）

駁
陰
の
有
様
、
あ
り
・
′
1
と
兄
へ
侍
る
。
し
か
も
、
句
作
り
風
情
を
ぬ

き
て
、
た
ゞ
有
の
ま
1
に
言
拾
た
る
句
続
き
、
心
を
付
べ
し
。

ヽ

　

ヽ

批
評
の
焦
点
は
、
坂
陰
の
有
様
を
「
風
情
を
ぬ
き
て
、
た
ゞ
有
の
ま
ゝ
に
」

表
塀
し
た
其
角
の
手
腕
を
質
讃
す
る
事
に
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
其
角
の
句

は
、
か
な
ら
ず
し
も
た
陰
の
有
様
を
た
だ
有
の
ま
～
に
言
い
捨
て
る
事
を
狙
っ

た
作
品
と
は
考
え
が
た
い
。
た
と
え
ば
、
「
か
ゝ
れ
と
て
」
・
「
下
手
の
懸
け

た
る
」
な
ど
、
一
読
し
て
明
ら
か
な
通
り
、
彼
の
句
の
狙
は
、
薮
陰
に
無
様
に

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

仕
懸
け
ら
れ
た
孤
わ
な
を
見
付
け
た
男
の
内
心
を
東
胡
す
る
事
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
旬
を
評
し
て
「
た
だ
有
り
の
ま
1
に
言
拾
た
る
句

続
き
、
心
を
付
べ
し
。
」
と
は
、
明
ら
か
に
芭
蕉
の
曲
言
で
あ
る
。

其
角
へ
の
心
追
い
も
、
こ
れ
で
は
何
や
ら
苦
々
し
い
が
、
そ
れ
を
言
う
な

ら
、
ま
ず
そ
の
前
に
、
意
に
溝
た
な
い
こ
の
百
出
に
日
誌
を
加
え
る
芭
斉
の
苦

々
し
さ
を
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
が
江
戸
に
帰
著
し
た
貞
享
二
年
正
月
末
か

ら
こ
の
貞
蔓
二
年
正
月
ま
で
に
溝
尾
し
た
連
句
の
数
は
、
わ
ず
か
に
二
巻
。
さ

ら
に
、
貞
蔓
二
年
二
月
か
ら
そ
の
年
の
年
末
ま
で
に
満
尾
し
た
連
句
の
数
も
二

巻
。
こ
れ
を
、
貞
享
四
年
の
一
年
間
に
活
尾
し
た
連
句
十
一
巻
と
比
較
す
れ
ば
、

そ
の
低
調
さ
が
分
か
る
だ
ろ
う
（
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

に
お
け
る
芭
薫
の
挫
挫
　
H
」
　
（
三
重
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
3
1
巻
2
号
）
。

一
方
に
、
江
戸
蕉
門
の
高
弟
宝
井
其
角
で
さ
え
芭
蕉
の
些
一
己
に
伍
す
る
句
を
作

り
得
な
い
現
実
が
あ
り
、
他
方
に
、
そ
の
其
角
を
蕉
門
の
後
継
者
と
し
て
認
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
芭
斉
の
俳
壇
枯
怨
が
あ
っ
た
。
そ
の
狭
間
の
中
で
「
日

の
春
を
」
百
組
の
日
誌
を
古
く
芭
蕉
の
肇
は
、
曲
言
に
向
か
っ
て
延
び
て
い
る
。

無
論
、
芭
蕉
の
些
l
一
ロ
に
も
限
度
は
あ
っ
た
。
貞
享
三
年
春
、
彼
は
病
気
と
称

し
こ
先
の
百
亀
自
註
を
五
十
句
ま
で
で
打
ち
切
り
、
そ
の
一
方
で
、
早
く
も
江

戸
脱
出
を
考
え
て
い
た
。
京
都
の
向
井
去
来
に
宛
て
て
は
、
「
当
秋
、
冬
、
晩

夏
之
内
上
京
」
　
（
貞
享
三
年
閏
三
月
十
日
付
）
と
昏
き
、
尾
張
鳴
海
の
夜
風
に

宛
て
て
は
「
夏
之
中
に
は
登
り
可
レ
申
供
。
」
　
（
貞
享
三
年
間
三
月
十
六
日
付
）

な
に
か
と
さ
は
ろ

と
書
き
送
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
寂
照
宛
の
宙
筒
に
は
、
「
何
角
障
事

共
心
に
ま
か
せ
ず
候
両
、
い
ま
だ
在
席
朋
有
候
。
」
と
い
う
旅
立
の
延
期
を
断

る
言
葉
が
見
え
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
早
け
れ
ば
貞
蔓
一
年
の
年
末
あ
た
り
か

ら
、
芭
蕉
は
す
で
に
江
戸
脱
出
を
考
え
、
そ
の
予
定
を
上
方
の
門
人
達
に
伝
え

て
い
た
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
貞
享
二
年
七
月
十
八
日
、
近
江
大
津
の
千
郡
に
宛

ひ
と
し
ほ

て
て
「
罷
帰
候
へ
ば
、
又
い
つ
上
り
可
レ
申
桜
に
も
無
－
動
座
叫
、
一
入
／
・
・
、
御

ゆ
か
し
さ
の
み
に
候
。
」
と
再
度
の
上
京
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
語
っ
て
い
た
は

ず
の
芭
蕪
が
、
わ
ず
か
に
六
ケ
月
で
そ
の
気
符
を
変
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
に
か
と
さ
は
る

だ
が
、
こ
の
貞
享
三
年
間
三
月
、
と
も
か
く
芭
蕉
は
「
何
角
障
事
」
の
た
め

に
一
旦
は
上
京
を
中
止
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
点
で
は
、
次
の
上
京
の
目
安

は
お
お
む
ね
貞
享
三
年
晩
夏
以
後
の
頃
と
予
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
に

は
、
『
続
虚
粟
』
の
編
集
作
業
を
も
完
了
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
お
ま
け
に
大
津
で
は
、
『
孤
松
』
の
編
集
作
業
が
着
々
と
進
展
し
、
こ
の

秋
に
は
終
盤
を
迎
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
を
睨
み
な
が
ら
、
恐
ら
く

芭
蕉
は
上
京
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
抗
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
句
集
が
東
西
で
同

時
に
出
版
さ
れ
れ
ば
、
世
間
は
い
や
応
な
く
善
門
の
力
立
に
注
目
せ
ざ
る
を
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
芭
蕉
は
是
非
と
も
京
都
に
旅
装
を
解

い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
貧
し
く
後
楯
の
乏
し
い
旅

の
俳
詣
師
の
存
在
を
京
都
の
宗
匠
達
の
胸
に
強
烈
に
焼
き
付
け
る
事
が
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
予
定
の
貞
享
三
年
秋
を
過
ぎ
て
も
、
芭
蕉
は
動
け
な
か
っ
た
。
十

月
二
十
九
日
、
芭
蕪
は
ふ
た
た
び
寂
照
に
宛
て
て
「
も
は
や
寒
気
に
移
候
故
思

ひ
留
り
、
来
年
は
か
な
ら
ず
上
り
候
摘
、
可
レ
得
二
御
意
】
候
。
」
と
断
り
の
手

37



紙
を
古
く
。
そ
し
て
ま
た
、
同
年
十
二
月
一
日
に
も
、
彼
は
三
た
び
寂
照
に
宛

な
に
か
と

て
て
「
何
角
心
中
障
る
事
共
出
来
延
引
云
〝
」
と
江
戸
出
立
の
中
止
を
書
き
送

っ
て
い
る
。
「
何
角
心
中
障
る
事
共
」
と
は
、
こ
れ
ま
た
い
か
に
も
曖
昧
な
言

い
廻
し
だ
が
、
同
じ
古
間
に
挿
入
さ
れ
た
「
此
比
ハ
発
句
も
不
レ
仕
、
人
の
も

不
レ
承
侯
」
と
い
う
芭
薫
の
一
文
か
ら
は
、
芭
薫
の
創
作
意
欲
の
琴
え
と
、
江

戸
に
お
け
る
『
続
虚
粟
』
編
集
作
業
の
遅
延
と
が
匂
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
芭
蕉

自
身
、
「
閑
居
の
岱
」
　
（
貞
蔓
二
年
冬
成
、
本
朝
文
鑑
）
に
お
い
て
、
そ
の
内

心
の
苦
悩
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

日
比
は
人
の
と
ひ
来
る
も
う
る
さ
く
、
人
に
も
ま
み
へ
じ
、
人
を
も
ま
ね

か
じ
と
、
あ
ま
た
1
び
心
に
ち
か
ふ
な
れ
ど
、
月
の
夜
、
雪
の
あ
し
た
の

み
友
の
し
た
は
る
1
も
わ
り
な
し
や
。
物
を
も
い
は
ず
、
ひ
と
り
酒
の
み

（ほ）

て
心
に
と
ひ
心
に
か
た
る
。
（
中
略
）
あ
ら
物
ぐ
る
お
し
の
翁
や
。

か
く
し
て
、
「
何
角
心
中
障
る
事
共
」
の
た
め
に
延
々
と
江
戸
出
立
を
延
期

す
る
芭
蕉
の
心
中
に
、
ま
こ
と
に
憂
欝
な
孤
立
感
が
渦
巻
い
て
い
た
事
は
明
ら

か
で
あ
る
。
大
津
で
は
『
孤
松
』
の
編
集
が
終
盤
を
迎
え
て
い
た
が
、
江
戸
の

『
続
虚
粟
』
は
生
ま
れ
そ
う
も
な
か
っ
た
。
時
の
経
過
と
共
に
芭
蕉
の
俳
壇
括

想
そ
の
も
の
が
崩
れ
て
い
た
。
大
津
の
『
孤
松
』
も
、
尚
白
等
の
手
に
ま
か
せ

て
お
い
て
は
、
純
薫
風
の
句
集
に
は
な
り
が
た
い
。
彼
の
憂
欝
は
、
門
人
達
へ

の
不
満
を
通
り
越
し
て
人
間
そ
の
も
の
を
厭
う
俺
怠
感
に
ま
で
達
し
て
い
る
。

し
か
し
、
門
人
あ
っ
て
の
薫
風
俳
詔
で
あ
る
。
無
理
に
頭
数
を
揃
え
る
必
要

は
な
い
が
、
「
月
の
夜
」
　
「
雪
の
あ
し
た
」
、
こ
よ
な
く
風
流
を
愛
す
る
知
友

が
居
な
け
れ
ば
、
薫
門
の
意
味
が
な
い
。
彼
は
、
俺
怠
感
の
底
に
居
て
、
「
物

ぐ
る
お
し
い
」
心
で
そ
の
知
友
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
心
を
、
彼
は
「
わ
り
な

し
ゃ
」
と
言
う
が
、
そ
れ
が
見
え
て
く
れ
ば
、
彼
は
、
い
や
応
な
く
動
き
始
め

る
。
こ
の
知
友
を
求
め
る
心
こ
そ
統
率
者
の
宿
命
だ
か
ら
で
あ
る
。

四
　
江
戸
の
暗
雲

明
け
て
貞
享
四
年
正
月
、
恒
例
の
歳
旦
帳
を
い
よ
い
よ
京
都
で
発
行
し
た
芭

注
8

蕉
は
、
引
き
続
き
再
度
の
上
京
を
閉
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
目
処
は
容
易

に
立
た
な
か
っ
た
。
頁
等
四
年
春
に
は
、
「
夏
中
可
レ
得
l
面
恵
－
候
」
（
寂
照
宛
）

ヽ

と
語
り
、
同
じ
く
貞
享
四
年
三
月
十
日
に
は
、
「
秋
登
り
候
は
ゞ
、
一
板
行
と

す
～
み
申
候
」
　
（
東
藤
・
桐
紫
苑
）
と
前
言
を
撤
回
す
る
仕
末
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
撤
回
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
実
際
の
旅
立
は
さ
ら
に
貞
享
四
年
十

月
二
十
五
日
ま
で
延
期
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
『
続
虚
粟
』
の
刊
行
（
十
一
月
十

三
日
）
を
直
近
に
控
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
決
し
て
手
に
す
る
事
の
な
い
寒
期
の

旅
立
で
あ
る
。

そ
の
間
、
『
続
虚
粟
』
の
編
集
を
巡
る
其
角
・
風
雪
の
確
執
が
ど
の
よ
う
に

収
拾
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
正
確
に
語
る
資
料
は
な
い
。
だ
が
、
貞
享
四
年

春
、
去
来
・
芭
蕪
・
其
角
・
嵐
雪
一
座
の
「
久
か
た
や
」
歌
仙
成
立
。
同
じ

比
、
露
清
・
其
角
・
活
穂
・
露
荷
・
嵐
雪
・
虚
谷
の
一
座
す
る
「
春
興
」
歌
仙

（
続
虚
粟
）
成
立
。
貞
享
四
年
五
月
十
二
日
、
芭
燕
・
其
角
・
嵐
雪
の
一
座
す

る
其
角
の
母
追
悼
の
三
つ
物
（
続
虚
粟
）
成
立
。
こ
う
し
た
句
会
を
重
ね
る
事

注
9

で
、
両
者
の
接
近
が
計
ら
れ
て
い
る
。
接
近
を
計
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
芭
蕉
と

注
1
0

霜
枯
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『
続
虚
粟
』
所
収
の
「
素
堂
序
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
暗
示
的

な
一
文
が
あ
る
。

来
る
人
の
い
へ
る
は
、
「
わ
れ
も
又
、
さ
る
翁
の
か
た
り
け
る
事
あ
り
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
鳩
の
浮
巣
の
時
に
う
き
、
時
に
し
づ
み
て
風
波
に
も
ま
れ
る
が
ど
と
く
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

内
に
こ
～
ろ
ざ
L
を
た
つ
べ
L
L
と
な
り
。
余
笑
ひ
て
こ
れ
を
う
け
が
ふ
。

い
ひ
っ
ゞ
く
れ
ば
も
の
さ
だ
め
に
似
た
れ
ど
、
屈
原
廷
国
を
わ
す
れ
ず
と
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か
や
。

に
は

「
鳩
の
浮
巣
」
に
た
と
え
て
＜
内
な
る
志
V
の
持
続
を
説
く
こ
の
　
「
さ
る

翁
」
が
芭
蕉
を
喧
不
し
て
い
る
ら
し
い
事
は
、
「
翁
」
と
い
う
呼
称
か
ら
も
容

易
に
推
測
す
る
事
が
で
き
る
。
だ
が
、
そ
の
も
っ
と
も
端
的
な
証
拠
は
、
貞
享

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

四
年
五
月
、
芭
蕉
か
ら
露
清
に
送
ら
れ
た
「
五
月
雨
に
鳩
の
浮
巣
を
見
に
ゆ
か

む
」
と
い
う
発
句
で
あ
る
。
こ
の
発
句
に
よ
っ
て
、
「
鳩
の
淳
巣
」
が
芭
蕉
と

露
清
と
の
了
解
事
項
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
先
の
「
素
堂
序
」
に
よ

れ
ば
、
素
堂
を
訪
ね
た
来
客
も
ま
た
、
ど
う
や
ら
、
こ
の
「
鳩
の
浮
巣
」
の
た

と
え
を
引
い
て
、
芭
蕉
か
ら
説
得
さ
れ
た
事
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
し
て
、
素
堂

も
ま
た
、
こ
の
来
客
に
向
か
っ
て
＜
内
な
る
志
V
の
持
続
を
説
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
君
堂
の
説
得
に
応
え
て
、
来
客
は
「
さ
る
翁
」
　
（
芭
蕎
）
か
ら
説
得

さ
れ
た
次
第
を
語
り
、
素
堂
の
説
得
に
同
意
す
る
。
索
堂
は
、
そ
れ
に
清
足

し
、
さ
す
が
に
屈
原
「
建
国
を
わ
す
れ
ず
と
か
や
」
と
来
客
の
志
を
賞
讃
し
て

い
る
。問

題
は
、
こ
の
屈
原
に
た
と
え
ら
れ
た
男
の
名
で
あ
る
。
当
時
の
状
況
か
ら

考
え
て
、
芭
班
や
素
堂
の
説
得
を
必
要
と
す
る
男
は
そ
う
多
く
は
な
い
だ
ろ

う
。
『
続
虚
粟
』
の
編
集
作
業
を
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
に
、
芭
斉
や
素
堂
が
是

非
説
得
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
ず
其
角
と
嵐
雪
と
で
あ
る
。

中
で
も
、
旭
雪
の
処
遇
こ
そ
『
続
虚
粟
』
の
張
点
で
あ
る
。
ま
た
、
嵐
雪
が
時

に
屈
原
を
自
称
す
る
男
で
あ
っ
た
事
は
、

＜

イ

キ

＞

鶴
さ
も
あ
れ
顔
淵
生
て
干
こ
の
春
　
　
　
　
其
角

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

身
の
正
月
ヲ
屈
原
が
酔
　
　
　
　
　
　
　
見
雪
（
虚
粟
）

と
い
う
付
合
に
よ
っ
て
責
付
け
ら
れ
る
。
芭
蕉
や
素
堂
は
、
そ
の
風
雪
の
志
に

期
待
し
、
説
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

服
部
鼠
雪
、
当
時
三
十
四
歳
。
究
文
年
間
は
、
新
庄
隠
岐
守
に
仕
え
た
が
、

延
宝
四
年
一
望
六
月
二
十
二
日
、
主
君
急
死
の
後
、
後
継
の
処
置
よ
か
ら

ず
と
の
理
由
に
よ
り
領
地
没
収
。
そ
の
後
、
土
方
河
内
守
に
召
抱
え
ら
れ
た
も

の
の
、
そ
の
土
方
河
内
守
も
延
宝
七
年
一
聖
十
二
月
二
十
七
日
、
主
君
致

仕
の
た
め
免
職
（
『
薫
門
俳
人
年
譜
集
』
　
「
服
部
嵐
雪
」
、
石
川
貴
弘
編
）
。

そ
れ
が
今
ま
た
、
井
上
相
模
守
に
従
っ
て
越
後
高
田
城
で
貞
享
三
年
の
新
春
を

迎
え
、
閏
三
月
、
江
戸
に
帰
着
し
て
薫
門
に
復
帰
す
る
。
こ
の
越
後
へ
の
随
身

も
ま
た
、
領
地
没
収
に
よ
り
主
君
を
失
な
っ
た
高
月
I
I
城
の
守
護
の
た
め
で
あ

る
。
こ
の
経
歴
を
見
る
時
、
彼
も
ま
た
、
い
や
応
な
く
時
代
の
申
し
子
で
あ
る
。

貞
享
元
年
（
聖
七
月
、
岩
槻
藩
主
土
方
雄
隆
、
領
地
没
収
。
松
崎
藩
主
有
馬

豊
祐
、
領
地
没
収
。
十
一
月
、
佐
貫
淳
主
松
平
重
治
、
領
地
没
収
。
貞
享
二
年

六
月
、
マ
カ
オ
船
、
日
本
の
凛
流
民
を
護
送
し
て
長
崎
に
来
航
。
同
じ
月
、
幕

府
は
マ
カ
オ
船
に
退
去
を
命
ず
る
。
七
月
、
生
類
憐
み
の
令
。
八
月
、
浅
草
観

音
別
当
門
前
で
の
犬
殺
傷
の
件
に
よ
り
観
音
別
当
を
奪
っ
。
こ
の
年
、
幕
府
は
、

糸
割
符
の
制
を
再
興
し
て
長
崎
に
お
け
る
海
外
貿
易
の
貿
易
額
を
定
め
る
。

対
外
的
に
は
鎖
国
先
を
徹
底
し
、
そ
の
一
方
で
、
強
権
を
用
い
て
綱
紀
を
粛

正
し
、
殺
伐
を
嫌
う
温
順
の
気
風
を
育
て
る
事
が
、
当
面
の
幕
肘
の
基
本
政
策

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
世
上
で
は
、
幕
府
の
諸
落
取
り
放

し
政
策
が
強
行
さ
れ
て
い
た
。
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
代
に
、
改
易
・
減
封
に

処
せ
ら
れ
た
大
名
四
十
六
家
、
没
収
さ
れ
た
領
地
百
六
十
一
万
石
。
ま
た
、
改

易
・
減
封
に
処
せ
ら
れ
た
旗
本
御
家
人
百
余
家
、
役
犠
罷
免
や
閉
門
に
処
せ
ら

れ
た
直
参
旗
本
の
数
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
（
辻
達
也
『

享
保
改
革
の
研
究
』
）
。
鼠
雪
の
よ
う
な
下
級
武
士
も
ま
た
、
そ
の
皮
に
失
職

し
、
離
散
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

勿
論
、
武
家
の
上
に
の
み
綱
紀
粛
正
策
が
強
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す

で
に
延
宝
八
年
一
聖
六
月
八
日
、
『
西
鶴
大
矢
数
』
　
（
延
宝
九
年
刊
）
の
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興
行
を
終
え
た
井
原
西
鶴
は
、
下
里
勘
州
に
宛
て
て
〓
日
之
内
（
中
略
）
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

一
句
も
い
や
し
き
句
も
な
し
。
又
は
天
下
に
さ
は
り
申
俣
句
も
な
し
」
と
、
一

応
断
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
彼
も
、
貞
享
元
年
四
月
及
び
九
月
に
、
慕

府
が
瓦
板
等
み
だ
り
な
昏
籍
の
出
版
を
禁
じ
て
、
「
家
主
致
二
吟
味
】
、
何
方
に

両
も
左
様
の
も
の
一
切
板
行
仕
問
敷
候
」
　
（
徳
川
禁
令
考
、
巻
四
六
）
と
ま
で

言
い
出
す
と
は
予
想
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
貞
享
二
年
、
長
崎
に
入
港

し
た
第
十
五
番
船
の
積
荷
の
中
か
ら
『
賀
有
詮
』
と
い
う
名
の
キ
リ
ス
ト
教
窓

が
発
見
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
幕
府
は
、
輸
入
書
籍
の
取
り
締
り
を
も
強
化
す

る
（
『
近
世
出
版
法
の
研
究
』
、
中
村
喜
代
三
）
。

慰
み
物
の
俳
詔
と
言
え
ど
も
、
こ
の
取
り
締
り
の
喝
外
に
あ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
逆
に
、
俳
詔
の
よ
う
な
慰
み
物
が
は
び
こ
る
事
こ
そ
か
え
っ
て
重
大

な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
御
時
勢
の
中
で
、
松
尾
芭
蕉
は
、
露
清

や
嵐
雪
に
向
か
っ
て
八
内
な
る
志
V
の
持
続
を
説
い
て
い
る
。
貞
事
二
年
九
月

十
九
日
、
藩
主
内
藤
風
虎
を
失
な
っ
た
磐
城
内
藤
藩
で
は
、
露
滝
に
番
っ
て
弟

注
1
1

の
義
孝
が
藩
主
の
座
に
つ
い
て
事
な
き
を
得
て
い
た
。
彼
等
も
ま
た
、
志
を
持

続
す
る
事
で
、
か
ろ
う
じ
て
我
身
の
平
衡
を
保
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

五
　
鳩
の
浮
巣

振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
志
の
詩
人
杜
甫
に
我
身
を
擬
す
る
事
が
芭
蕉
の
文
学

ヽ

ヽ

ヽ

的
出
発
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
貞
享
元
年
秋
に
は
「
露
と
く
／
1
心
み
に
浮
世
す

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ゝ
が
ぼ
や
」
　
（
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
）
と
我
身
の
志
を
語
り
、
さ
ら
に
貞
事
三

ヽ

ヽ

ヽ

年
正
月
に
も
「
幾
霜
に
心
ば
せ
を
の
松
か
ざ
り
」
と
語
っ
て
い
る
。
「
詩
は
志

ゆ
の
之
く
と
こ
ろ
也
」
　
（
『
詩
経
』
）
と
い
う
名
句
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
志
を

潜
抗
す
る
事
が
詩
人
の
王
道
で
あ
る
事
に
変
わ
り
は
な
い
。

注
は

慰
み
物
の
俳
請
を
敬
う
に
足
る
文
芸
道
と
し
て
大
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
是

非
と
も
そ
の
志
が
必
要
で
あ
っ
た
。
李
白
を
気
取
る
其
角
も
屈
原
を
気
取
る
嵐

雪
も
こ
の
例
外
で
は
な
い
。
彼
等
も
ま
た
小
異
を
捨
て
て
こ
の
＜
内
な
る
志
V

を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
問
題
は
、
そ
の
持
続
の
困
難
さ
で
あ
る
。
一
方
に
、
雑
俳
を
愛
好
す

る
江
戸
の
庶
民
が
居
り
、
他
方
に
、
俳
詔
的
表
現
の
自
由
を
抑
圧
す
る
将
軍
の

居
る
江
戸
の
町
で
は
、
彼
等
の
志
は
常
に
風
化
と
抑
圧
の
危
機
に
耐
え
て
い
な

そ
は

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
蕎
変
切
・
誹
詔
は
、
都
の
土
地
に
応
ぜ
ず
」
　
（
蕎

亦
切
碩
・
雲
鎗
）
と
は
、
京
都
の
文
学
風
土
を
批
評
し
た
芭
蕉
の
言
葉
だ
が
、

こ
の
言
葉
は
、
恐
ら
く
当
時
の
江
戸
の
町
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
困
難
な
文
学
風
土
の
中
で
、
彼
等
は
ど
の
よ
う
に
し
て
前
途
を
切
り
開
い
て

行
け
ば
良
か
っ
た
の
か
。

考
え
て
み
れ
ば
、
議
論
は
ふ
た
た
び
俳
詔
の
上
に
戻
っ
て
く
る
。
要
は
、
俳

謂
自
体
が
、
庶
民
や
権
力
者
の
枠
を
越
え
て
、
人
間
普
遍
の
人
情
を
盛
る
器
と

し
て
改
め
て
考
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
肝
心
の
人
間

の
方
は
、
そ
の
言
葉
使
い
か
ら
立
居
振
舞
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
身
分
の
枠
の

中
で
生
き
て
い
た
し
、
そ
の
枠
か
ら
逸
脱
す
る
者
は
、
厳
し
く
監
視
さ
れ
て
い

た
。
身
分
に
縛
ら
れ
な
い
遊
芸
人
の
類
は
、
自
由
人
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
厄

介
者
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
人
間
普
遍
の
人
情
の
領
域
を
ど
こ

に
向
か
っ
て
求
め
れ
ば
長
か
っ
た
の
か
。
例
え
ば
、
衣
・
食
・
住
の
よ
う
な
生

活
の
原
型
の
中
へ
か
。
そ
れ
と
も
、
味
覚
や
聴
覚
の
よ
う
な
人
間
共
通
の
感
覚

の
中
へ
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
エ
ゴ
や
ね
た
み
の
よ
う
な
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
感

情
の
中
へ
か
。
そ
れ
と
も
、
遊
芸
や
旅
行
の
よ
う
な
文
化
的
な
娯
楽
の
中
へ

か
。
そ
こ
に
、
芭
蕉
の
思
案
が
あ
っ
た
。
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も
し
、
彼
の
求
め
る
俳
詔
が
、
時
々
の
人
情
に
取
材
す
る
雑
俳
の
類
な
ら
、

事
は
そ
う
む
づ
か
し
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
＜
内
な
る
志
∨
を
説

注
1
3

き
、
＜
誠
V
の
俳
諸
を
勧
め
る
芭
蕉
が
求
め
て
い
る
の
は
、
そ
れ
で
は
な
い
。

俳
詔
が
、
娯
楽
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
っ
と
う
に
生
き
る
た
め
の
処
生
の
「
た

し
な
み
」
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
事
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
情
の
流

行
す
る
と
こ
ろ
に
目
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
流
行
の
底
を
君
流
す
る
人
情

の
精
髄
を
呼
び
醒
ま
し
、
人
を
し
て
、
そ
の
本
然
の
厩
い
、
す
な
わ
ち
＜
志
V

に
帰
ら
せ
る
事
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
芭
蕉
の

苦
心
が
あ
っ
た
。

今
、
試
み
に
、
生
類
憐
み
の
令
に
関
わ
る
「
犬
」
の
生
態
を
例
と
し
て
取
り

上
げ
て
み
よ
う
。
．

天
和
元
年
一
1
6
3
1
）
に
出
版
さ
れ
た
『
俳
訝
次
韻
』
に
は
、
ま
だ
、
芭
蕉
自
身

の
手
に
成
る
次
の
よ
う
な
犬
殺
し
の
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

①
　
と
ひ
や
う
仁
う
は
気
よ
り
世
を
驚
て
　
　
　
揚
水

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

犬
切
っ
て
其
声
か
な
し
く
　
　
　
　
　
桃
青
（
芭
蕉
）

（
「
春
橙
に
と
へ
」
百
出
）

さ
ら
に
、
天
和
三
年
垂
に
刊
行
さ
れ
た
『
虚
芝
で
も
、
事
情
は
似
通
っ

て
い
る
。

ヽ

ヽ

　

ヽ

◎
　
雪
の
犬
精
に
な
く
や
妨
捨
山
　
　
　
　
　
四
反

犬
釣
り
（
西
鶴
、
水
代
蔵
巻
四
の
四
）
な
ど
と
い
う
物
騒
な
職
業
が
あ
っ
た

当
時
の
事
と
て
、
犬
の
虐
待
も
当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
野
犬
狩
り
の
「
犬

わ
な
」
の
外
に
、
声
を
出
す
事
さ
え
憎
ま
れ
る
犬
、
豆
腐
を
手
に
入
れ
る
た
め

に
猟
犬
替
り
に
使
わ
れ
る
犬
、
粋
人
の
枕
に
使
わ
れ
る
犬
、
欝
で
打
た
れ
る
犬

な
ど
、
か
な
り
公
然
と
犬
を
棺
使
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
生
類
憐
み
の
令
が
公
布
さ
れ
た
月
等
二
年
一
里
を
境
に
、

こ
の
様
子
は
一
変
す
る
。
貞
享
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
孤
松
』
　
（
江
左
尚
白

編
）
や
『
続
虚
粟
』
　
（
宝
井
其
角
編
）
で
は
、
お
犬
様
は
す
で
に
厄
介
な
存
在

◎
　
も
る
に
書
ヲ
葺
閑
窓
の
夜

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

犬
わ
な
に
か
ゝ
る
は
酔
の
翁
に
て

岡
両

（
其
）
角

（
「
武
さ
し
野
を
」
歌
仙
）

と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

l

ま

と

と

ぎ

す

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

①
　
寝
党
時
鳥
明
な
ば
犬
に
礼
い
ふ
べ
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

②
　
淀
舟
や
犬
も
こ
は
が
る
は
と
1
ぎ
す

t
け
の
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ

③
　
筍
　
よ
竹
よ
り
奥
に
犬
あ
ら
ん

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

①
　
萩
原
や
一
夜
は
や
ど
せ
山
の
犬

⑤
　
　
あ
き
乗
物
の
た
て
所
か
る

カ

。

ツ

キ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

被
敷
そ
の
夜
を
犬
の
と
が
む
ら
ん

元
皿
（
孤
松
）

其
角
（
続
虚
粟
）

其
角
（
続
虚
粟
）

芭
蕉
（
競
虚
粟
）

（
野
）
馬

（
孤
）
屋
　
（
続
虚
栗
）
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、

、

ヽ

－

一

ク

ヽ

◎
　
朝
日
ハ
の
暁
花
も
る
犬
の
芦
憎
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

◎
　
犬
ひ
い
て
と
う
ふ
狩
得
た
り
里
夜
興

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

⑤
　
僕
が
雪
夜
犬
を
枕
の
は
し
寝
哉

殊
に
、
将
重
の
お
琴
元
で
編
集
さ
れ
た
『
続
虚
粟
』
で
は
、
人
間
は
、
お
犬

様
を
恐
れ
な
が
ら
戦
戦
兢
銃
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
も
う
、
人

間
は
、
犬
よ
り
も
弱
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
勿
論
隅
然
で
は
な
い
。
芭
蕉
や
其

角
は
、
権
力
の
見
え
な
い
磁
力
に
敏
感
に
反
応
し
て
、
こ
の
迷
惑
な
御
時
勢
に

当
惑
す
る
自
分
た
ち
の
姿
を
描
い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
自
分
た
ち
の
当
惑
を



描
く
こ
と
が
、
恐
ら
く
そ
の
ま
ま
権
力
者
に
対
す
る
彼
等
の
精
一
っ
ぱ
い
の
孤

独
の
表
明
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
抑
抱
を
も
っ
て
す
べ
て
が
終
了
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な

ら
ば
、
彼
等
の
俳
詔
は
川
柳
で
充
分
な
の
で
あ
る
。
彼
等
の
併
記
が
、
人
間
本

来
の
厩
い
を
盛
る
器
と
し
て
大
成
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
大
き
な
あ
る
種
の

発
明
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
発
明
が
な
け
れ
ば
、
蕪
凪
俳

詔
が
時
代
を
吸
引
す
る
強
力
な
磁
力
と
成
る
事
は
あ
り
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

貞
享
四
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
其
角
と
嵐
雪
と
の
関
係
は
、
一
応
、
修
復

さ
れ
る
。
そ
れ
を
機
会
に
、
『
院
虚
粟
』
の
編
集
作
業
は
急
速
に
は
か
ど
り
始

め
た
。
其
角
の
母
の
死
は
、
そ
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
し
て
役
立
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
一
つ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
が
、
心
の
内
で

共
通
に
原
い
な
が
ら
、
し
か
も
い
ま
だ
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
の
形
で
見
る
事
の
で

あ

ら

　

て

ん

き
な
か
っ
た
新
し
い
夢
の
発
明
で
あ
る
。
「
我
が
心
は
石
に
匪
ず
、
転
ず
べ
か

じ

し

ろ

　

　

ま

ざ
る
な
り
。
我
が
心
は
席
に
匪
ず
、
巻
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
（
『
詩
経
』
「
柏

舟
」
）
堅
く
か
つ
柔
ら
か
な
志
が
必
要
で
あ
っ
た
。

注
1
、
『
守
貞
投
稿
』
　
（
六
）
「
鮮
魚
商
」
に
「
得
意
ア
ル
魚
売
ハ
、
五
節
及
ビ

土
神
祭
祀
等
の
日
ハ
僕
両
三
人
ヲ
供
シ
テ
、
魚
籠
二
三
荷
ヲ
持
巡
ル
。
」

と
あ
る
。
『
東
都
歳
事
記
』
　
（
天
保
九
年
刊
）
　
「
四
月
」
の
末
尾
に
は

「
初
堅
魚
（
東
都
に
こ
の
魚
を
質
す
る
事
他
郡
に
す
ぐ
れ
、
相
州
よ
り
送

る
所
味
は
ひ
英
な
り
。
部
成
の
者
も
高
価
を
出
し
て
こ
れ
を
求
む
。
」
と

あ
る
。
内
藤
風
虎
編
の
『
六
百
番
発
句
合
』
　
（
延
宝
五
年
成
）
に
も
、
す

で
に
初
鰹
の
句
が
い
く
つ
か
見
え
、
夏
の
風
物
と
し
て
定
着
し
て
い
る
様

が
抗
え
る
。

注
2
、
『
守
貞
投
稿
』
　
（
六
）
　
「
鮮
魚
商
」
に
「
江
戸
ノ
魚
売
ハ
、
四
月
初
、

松
魚
売
ヲ
盛
ナ
リ
ト
ス
。
（
中
略
）
位
一
分
二
朱
、
或
ハ
二
分
パ
カ
リ

也
。
」
と
あ
る
。
比
較
町
高
価
な
魚
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
通
常
の
食
掛
で

あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
御
馳
走
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注
3
、
『
続
虚
粟
』
で
は
、
五
月
五
日
を
母
の
「
三
七
ノ
日
」
と
す
る
が
、
母

の
死
亡
し
た
四
月
八
日
か
ら
数
え
る
と
、
五
月
五
日
は
「
四
七
ノ
日
」
に

あ
た
る
。
嵐
雪
の
句
に
言
う
「
日
や
仏
」
は
、
下
僕
に
鰹
を
食
べ
さ
せ
る

事
の
で
き
た
今
日
は
、
私
も
仏
の
気
分
だ
と
い
う
意
味
の
外
に
、
そ
の
日

が
其
角
の
母
の
仏
事
の
日
（
四
七
ノ
日
）
に
当
っ
て
い
る
事
を
も
懸
け
た

表
現
だ
と
思
わ
れ
る
。
其
角
が
五
月
五
日
を
な
ぜ
「
三
七
ノ
日
」
と
古
き

誤
っ
た
か
は
、
不
明
。

注
4
、
鈴
木
勝
忠
著
『
川
柳
と
雑
俳
』
　
（
昭
和
5
4
年
、
千
人
社
刊
、
P
扉
哲

注
5
、
特
に
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
か
ら
選
ば
れ
た
十
一
句
は
、
名
吟
が
揃
っ
て

い
る
。

注
6
、
芭
蕉
の
寄
稿
句
の
中
で
は
、
「
明
行
や
二
十
七
夜
も
三
日
の
月
」
　
（
貞

享
三
年
八
月
二
十
七
日
の
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
）
が
最
終
成
立
句
で
あ

る
。

注
7
、
『
蕉
門
俳
人
年
譜
集
』
　
（
石
川
表
弘
編
、
前
田
審
店
刊
、
P
l
O
5
）
に
よ

る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
年
の
井
筒
屋
版
歳
旦
帳
『
引
付
貞
享
三
年
』
の
「

其
角
引
付
」
は
、
芭
蕉
の
歳
旦
句
「
幾
霜
に
心
ば
せ
を
の
松
か
ざ
り
」
を

収
め
、
京
都
で
出
版
さ
れ
て
い
る
（
『
校
木
芭
蕉
全
集
巻
九
』
井
本
農
一

編
、
P
1
7
0
）
。

注
8
、
「
芭
蕉
歳
旦
状
付
俳
諾
探
肪
集
1
千
代
倉
家
代
々
資
料
考
的
－
」
森

川
昭
（
『
俳
文
芸
』
四
号
）
参
照
。
ち
な
み
に
、
芭
蕉
は
、
『
京
羽
二

重
』
　
（
元
禄
四
年
刊
、
林
鴻
編
）
で
は
京
都
の
俳
詔
師
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
る
。

荏
9
、
貞
事
三
年
閻
三
月
二
十
日
成
立
の
「
花
咲
て
」
歌
仙
以
後
、
習
貞
享
四
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年
春
の
「
久
方
や
」
歌
仙
ま
で
、
芭
蕪
・
某
角
・
旭
雪
一
座
の
連
句
は
見

当
ら
な
い
。

注
1
0
、
両
者
の
交
友
関
係
か
ら
見
て
、
芭
蕉
が
風
雪
の
説
得
を
担
当
し
、
霜
枯

が
其
角
の
説
得
を
担
当
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注
1
1
、
霜
枯
は
、
天
和
二
年
二
月
以
来
、
不
行
跡
に
よ
り
退
身
の
身
の
上
で
あ

っ
た
。
弟
の
義
孝
は
、
露
店
の
子
豊
松
を
迎
え
て
継
嗣
と
し
た
（
『
俳
詔

大
辞
典
』
　
「
露
清
」
岡
田
）
。

注
㍗
当
時
の
芭
蕉
の
発
言
の
中
に
は
、
「
凡
天
下
の
俳
詔
に
て
御
坐
候
間
、

随
分
御
敬
保
て
御
は
げ
み
可
レ
被
レ
成
候
」
　
（
貞
事
三
・
四
年
三
月
十
四
日

付
、
東
藤
・
桐
葉
宛
）
と
い
う
発
言
が
あ
る
。

注
1
3
、
＜
誠
V
の
俳
詔
と
現
実
政
治
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
乾
裕
幸
『
こ

と
ば
の
内
な
る
芭
蕉
』
　
（
未
来
社
刊
）
所
収
「
も
う
一
つ
の
A
誠
Ⅴ
」
参

照
。




