
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
お
け
る
風
狂
者
の
造
型

芭
蕉
を
野
ざ
ら
し
の
旅
に
招
請
し
た
大
垣
の
木
因
は
、
さ
ら
に
伊
勢
・
尾
張

の
知
友
に
芭
蕉
を
紹
介
す
べ
く
案
内
す
る
途
中
、
伊
勢
の
国
の
多
度
権
現
に
参

拝
し
た
が
、
そ
の
時
の
こ
と
を
周
知
の
よ
う
に
俳
文
「
句
商
人
」
（
『
桜
下
文

集
』
所
収
）
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（里）

伊
勢
の
国
多
匡
権
現
の
い
ま
す
活
き
拝
殿
の
落
書
。
武
州
深
川
の
隠

泊
船
堂
芭
蕉
翁
、
濃
州
大
垣
観
水
軒
の
あ
る
じ
谷
木
因
、
勢
尾
廻
国

の
句
商
人
、
四
季
折
々
の
句
、
召
れ
侯
へ
。

伊
勢
人
の
発
句
す
く
は
ん
落
葉
川
　
　
木
因

右
の
落
書
を
い
と
ふ
の
こ
1
ろ

宮
守
よ
わ
が
名
を
ち
ら
せ
木
葉
川
　
　
桃
再

大
垣
を
立
っ
て
以
後
の
旅
を
、
旧
風
に
な
ず
む
伊
勢
・
尾
張
の
連
衆
に
対
す
る

新
風
宣
布
の
た
め
の
巡
業
と
忠
義
づ
け
、
”
句
商
人
〟
を
標
模
し
た
の
は
、
廻

船
問
屋
木
因
の
や
や
勝
手
な
思
い
込
み
の
気
味
が
な
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
芭
蕉
は
、
木
因
の
軒
昂
た
る
意
気
込
み
に
い
さ
さ
か
困
惑
の
表
情
を
見
せ

て
い
る
。

し
か
し
、
芭
蕉
は
木
因
の
あ
ま
り
の
は
し
ゃ
ぎ
よ
う
に
僻
易
し
た
口
吻
を
示

し
て
は
い
る
が
、
木
因
の
従
小
憩
に
芭
蕉
が
乗
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
木
因

米
　
谷
　
　
　
巌

は
、
や
は
り
芭
蕉
を
同
道
し
て
桑
名
へ
向
か
う
道
中
の
様
子
を
同
じ
俳
文
で
、

佗
人
ふ
た
り
あ
り
。
や
つ
が
れ
姿
に
て
狂
句
を
商
ふ
。
（
中
略
）
紙

子
か
い
ど
り
て
、
遺
行
を
う
た
ふ
。

歌
物
狂
二
人
木
が
ら
し
姿
か
な

と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
芭
蕉
が
名
古
屋
の
運
衆
に
披
琵
し
た
挨
拶
旬
、

狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉

お
よ
び
『
冬
の
日
』
に
掲
げ
た
こ
の
句
の
前
書
「
笠
は
長
途
の
雨
に
ほ
こ
ろ
び

（揉）

紙
衣
は
と
ま
り
〈
の
あ
ら
し
に
も
め
た
り
。
佗
つ
く
し
た
る
わ
び
人
、
我
さ

へ
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
る
望
五
々
と
あ
る
の
と
、
辞
句
が
酷
似
し
て
い
る
の
は
注
目

さ
れ
る
。
尤
も
木
因
は
、
自
分
達
を
竹
嘉
と
に
ら
み
の
介
主
従
に
見
立
て
て
、

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

「
や
つ
が
れ
姿
」
な
い
し
「
木
が
ら
し
姿
」
と
、
も
っ
ぱ
ら
外
見
上
の
類
似
に

ヽ

興
じ
て
い
る
か
た
む
き
が
あ
る
の
に
比
べ
て
、
芭
蕉
は
「
こ
が
ら
し
の
身
」
と

ヽ

　

ヽ

竹
斎
と
の
境
涯
の
相
似
を
言
っ
て
、
内
面
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
点
の
違
い

は
あ
る
が
、
風
狂
的
心
情
の
横
溢
し
て
い
る
事
で
は
、
両
者
多
分
に
共
通
す
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。

二

木
因
の
「
歌
物
狂
」
の
句
は
、
芭
蕉
の
「
狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
」
の
句
に

旅
程
上
わ
ず
か
に
先
ん
じ
て
は
い
る
が
、
そ
う
し
た
木
因
の
風
狂
心
に
火
を
つ

－58－



け
た
の
も
、
実
は
芭
蕉
に
違
い
な
い
。

其
角
の
『
枯
尾
花
』
（
元
禄
七
年
刊
）
に
「
貞
事
初
め
の
と
し
の
秋
（
中
略
）
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

〝
い
か
め
し
さ
音
や
あ
ら
れ
〟
と
風
狂
し
て
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、

ヽ

い
か
め
し
さ
音
や
霞
の
桧
木
笠

（
貞
享
四
年
『
孤
松
』
）

と
い
う
芭
蕉
の
発
句
は
、
野
ざ
ら
し
の
旅
中
大
垣
で
の
句
に
「
琵
琶
行
の
夜
や

ヽ

三
味
線
の
音
散
」
（
『
後
の
旅
』
）
と
い
う
「
電
」
の
句
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
推

し
て
、
お
そ
ら
く
同
じ
く
大
垣
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
は
、
『
蕉

翁
句
集
』
に
よ
れ
ば
「
自
画
像
賛
」
と
あ
る
。
か
し
ま
し
い
音
を
立
て
て
桧
笠

に
た
ば
し
る
霞
を
、
自
分
よ
う
に
佗
び
た
旅
姿
に
は
い
か
に
も
晴
れ
が
ま
し
い
興
趣
を

添
え
る
も
の
よ
、
と
悦
び
興
じ
た
も
の
で
、
す
で
に
漂
泊
の
風
狂
者
と
し
て
の
ゆ
る

ぎ
な
い
自
覚
と
自
己
朗
示
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
「
狂
句
こ
が
ら
し
の

身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉
」
の
句
に
し
て
も
、
「
佗
つ
く
し
た
る
わ
び
人
、
我
さ

へ
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
る
」
と
、
寒
風
の
中
を
流
浪
す
る
破
れ
紙
子
の
佗
び
姿

を
殊
更
自
嘲
し
て
見
せ
て
は
い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
も
「
狂
句
」
に
憑
か
れ
た

が
ゆ
え
の
乞
食
行
脚
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
風

雅
に
狂
ず
る
あ
ま
り
の
貧
寒
漂
泊
の
境
涯
に
は
か
な
ら
な
い
と
の
自
負
が
う
か

が
え
る
。

ま
た
眼
前
の
情
景
や
現
実
を
和
漢
の
古
典
の
類
似
し
た
場
面
や
故
事
に
誓
え

て
詩
化
を
は
か
る
こ
と
は
他
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
先

行
の
作
中
人
物
な
い
し
作
者
に
自
分
を
擬
し
て
ふ
る
ま
う
性
癖
は
、
芭
蕉
に
極

め
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
紀
行
（
以
下
真
蹟
画
巻
本
に

よ
る
）
の
小
夜
の
中
山
の
条
は
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

廿
日
余
の
月
か
す
か
に
見
え
て
、
山
の
根
際
い
と
く
ら
き
に
、
馬
の

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

－

　

　

　

　

　

　

1

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

1

上
に
鞭
を
た
れ
て
、
数
里
い
ま
だ
鶏
鳴
ら
ず
、
杜
牧
が
「
早
行
」
の

残
夢
、
小
夜
の
中
山
に
至
り
て
忽
驚
く
。

ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
．
一
　
　
－
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ

馬
に
保
て
残
夢
月
遺
し
茶
の
け
ぶ
り

と
あ
る
よ
う
に
、
杜
牧
の
「
早
行
」
の
詩
句
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
形

で
描
い
て
い
る
。
そ
の
名
の
よ
う
に
夜
更
け
に
越
え
る
山
と
し
て
和
歌
に
詠
ま

れ
る
こ
と
の
多
い
”
小
夜
の
中
山
〟
越
え
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
恰
好
の
漢
詩
の
辞

句
で
も
ど
い
て
み
せ
た
詩
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
み
ず
か
ら
作
中
の
杜
牧
を
気

取
り
、
漠
詩
人
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
演
じ
た
俳
語
で
あ
る
。

伊
勢
の
西
行
谷
を
訪
ね
る
途
中
、
里
の
女
が
川
で
芋
を
洗
う
姿
を
見
か
け
て

詠
ん
だ
句
、

芋
洗
ふ
女
西
行
な
ら
ば
歌
よ
ま
む

は
、
こ
の
地
に
ゆ
か
り
の
西
行
が
も
し
こ
の
光
景
を
目
撃
し
た
ら
、
き
っ
と
女
に
向

か
っ
て
和
歌
を
詠
み
か
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
西
行
追
慕
の
心
情
か
ら
想
像
し
た

即
興
句
で
あ
る
が
、
同
時
に
芭
蕉
自
身
も
『
撰
集
抄
』
そ
の
他
に
著
聞
す
る
〝
江

口
の
遊
女
〟
に
眼
前
の
「
芋
洗
ふ
女
」
を
見
立
て
、
西
行
に
倣
っ
て
発
句
を
詠
み

か
け
た
わ
け
で
、
詠
句
の
行
為
自
体
西
行
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
演
じ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
吉
野
の
「
あ
る
坊
に
一
夜
を
か
り
て
」
詠
ん
だ
と
い
う
句
、

碓
打
て
我
に
き
か
せ
よ
や
坊
が
妻

は
、
西
行
の
「
独
聞
揖
衣
！
独
り
寝
の
夜
寒
に
な
る
に
重
ね
ぼ
や
誰
が
た
め
に

持
つ
衣
な
る
ら
ん
」
（
『
山
家
集
』
）
や
、
椎
経
の
「
み
吉
野
の
山
の
秋
風
さ
夜
ふ

け
て
古
里
寒
く
衣
打
つ
な
り
」
（
『
新
古
今
集
』
）
な
ど
、
所
柄
、
砧
の
古
歌
に
懐

旧
の
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
で
、
歌
枕
吉
野
の
旅
情
に
浸
ろ
う
と
し
た
句
で
あ
告

（打）

尤
も
本
紀
行
の
鉄
に
は
「
翁
の
心
、
き
ぬ
た
に
あ
れ
ば
、
う
た
ぬ
砧
の
ひ
ゞ
幸

（泣）

を
伝
ふ
。
昔
、
白
氏
を
な
か
せ
L
は
茶
元
が
妻
の
し
ら
ペ
な
ら
む
や
。
坊
が
妻

う
つ

の
砧
は
、
い
か
に
打
て
な
ぐ
さ
め
し
ぞ
や
。
そ
れ
は
江
の
ほ
と
り
、
こ
れ
は
ふ

（
皆
）
　
　
　
　
（
然
〉

も
と
の
坊
、
地
を
か
ゆ
と
も
ま
た
し
か
ら
ん
」
と
、
白
楽
天
の
「
王
琶
行
」
の
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詩
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
泊
船
木
以
降
の
紀
行
の

前
文
の
末
に
芭
蕉
自
身
が
「
い
で
や
唐
土
の
頗
山
と
い
は
む
も
ま
た
む
べ
な
ら
む
や
」

と
書
き
加
え
て
、
昔
か
ら
多
く
の
歌
人
が
こ
の
山
に
隠
れ
て
詩
歌
に
世
俗
を
忘
れ
よ

う
と
し
た
と
し
て
、
吉
野
を
中
国
の
原
山
に
擬
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
な
ず

け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
詩
人
な
い
し
歌
人
に
自
分

を
擬
し
て
、
古
人
の
詩
心
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

同
じ
く
吉
野
の
苔
清
水
を
訪
ね
て
詠
ん
だ
句
、

（話）

霞
と
く
く
心
み
に
浮
世
す
1
が
ぼ
や

で
も
、
伝
西
行
の
歌
「
と
く
と
く
と
落
つ
る
岩
間
の
苔
清
水
汲
み
干
す
ほ
ど
も

な
き
住
居
か
な
」
（
『
吉
野
山
独
案
内
』
他
）
を
踏
ま
え
て
、
西
行
が
幽
居
し

て
朝
夕
汲
ん
だ
と
い
う
清
水
の
し
た
た
り
で
、
な
ろ
う
こ
と
な
ら
こ
の
身
に
し

み
つ
い
た
浮
世
の
塵
を
す
す
ぎ
た
い
と
、
西
行
が
求
め
実
行
し
た
世
外
の
境
涯

に
対
す
る
熱
烈
な
憧
憬
を
表
白
し
て
い
る
。
歌
枕
の
随
所
で
、
古
歌
を
偲
ん
で

古
人
に
対
し
て
挨
拶
句
を
呈
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
し
ば
し
ば
み
ず
か
ら
そ
の

擬
態
を
演
じ
て
、
い
わ
ば
、
同
一
化
現
象
を
見
せ
る
の
も
、
行
為
を
通
し
て
「
風

椎
に
古
人
の
心
を
探
り
」
（
『
赤
さ
う
し
』
）
文
字
通
り
古
人
の
詩
魂
に
肉
迫
し

よ
う
と
す
る
強
い
希
求
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
．

紀
行
に
は
な
く
、
ま
た
歌
枕
で
も
な
い
が
、
大
垣
で
如
行
亭
に
泊
ま
っ
た
夜
、

あ
る
じ
が
「
霜
寒
き
旅
寝
に
蚊
屋
を
さ
せ
申
シ
」
と
挨
拶
し
た
の
に
対
し
て
、

芭
蕉
は
蚊
屋
の
綾
か
ら
お
そ
ら
く
宗
祇
な
ど
を
連
想
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
、

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

古
人
か
や
う
の
よ
る
の
木
が
ら
し

と
応
じ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
夜
、
座
頭
の
三
味
線
の
演
奏
を
聴
い
て
、

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

王
琶
行
の
夜
や
三
味
線
の
音
桜

と
興
じ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
（
後
の
旅
）
。

又
こ
の
年
の
暮
れ
に
は
、
い
つ
に
な
く
長
途
の
旅
寝
を
重
ね
る
う
ち
に
、
つ

い
に
旅
装
の
ま
ま
で
年
の
暮
れ
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
感
慨
を
、

年
暮
ぬ
笠
き
て
草
鞋
は
さ
な
が
ら

ヽ

　

ヽ

ヽ

と
詠
ん
で
い
る
。
一
句
は
、
西
行
の
「
常
よ
り
も
心
細
く
ぞ
恩
は
ゆ
る
旅
の
空

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
て
年
の
暮
れ
け
る
」
（
『
山
家
集
』
）
の
歌
の
発
想
を
ふ
ま
え
る
と
共
に
、
定
家

．

ヽ

ヽ

ヽ

×

×

×

×

ヽ

ヽ

ヽ

の
作
と
伝
え
る
「
旅
人
の
笠
着
て
馬
に
乗
り
な
が
ら
口
を
曳
か
れ
て
西
へ
こ
そ

行
け
」
（
『
奴
苫
物
語
』
）
の
措
辞
を
借
り
て
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

旅
申
歳
暮
の
や
る
せ
な
さ
を
ぼ
や
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
欣
然
と

し
て
。
旅
人
″
の
境
涯
に
身
を
投
じ
、
風
狂
に
耽
け
る
充
足
感
が
そ
の
表
情
に

う
か
が
え
よ
う
。

三

名
古
屋
の
抱
月
亭
に
招
か
れ
た
時
に
巻
い
た
三
つ
物
（
『
笈
日
記
』
）

市
人
に
い
で
是
う
ら
ん
笠
の
雪

酒
の
戸
た
1
く
鞭
の
枯
う
め

朝
が
ほ
に
先
だ
つ
恥
か
を
集
）
り
て

60

に
つ
い
て
、
『
三
冊
子
』
に
は
「
師
の
い
は
く
、
『
此
第
三
の
附
方
あ
ま
た
有

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

べ
か
ら
ず
。
”
鞭
に
て
酒
屋
を
た
1
く
川
と
い
ふ
事
は
、
風
狂
の
詩
人
な
ら
ず

ば
、
さ
も
有
ま
じ
。
”
枯
梅
“
の
風
流
に
思
ひ
入
て
は
、
武
者
の
外
に
此
第
三

有
ペ
か
ら
ず
』
と
也
」
と
あ
る
。
第
三
の
付
け
方
に
関
連
し
て
脇
の
人
物
竜
風

狂
の
詩
人
」
と
芭
蕉
が
語
っ
た
と
伝
え
る
が
、
支
考
の
『
笈
日
記
』
に
は
、
ほ

ぼ
同
趣
旨
の
こ
と
が
支
考
の
感
想
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
果
し
て
芭
蕉
の
言

葉
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
然
し
蕉
門
の
連
衆
に
抱
月
の
脇
句
「
酒
の

戸
た
ゝ
く
鞭
の
枯
う
め
」
が
、
「
風
狂
の
詩
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
詠
ん
だ
句
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
早
朝
馬
で
乗
り
つ
け
て
、

鞭
代
り
の
梅
の
枯
枝
で
酒
屋
の
戸
を
叩
く
人
物
が
、
発
句
に
あ
る
「
笠
の
雪
」



を
酒
代
と
し
て
さ
し
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
発
句
の
主
人
公
す
な
わ
ち

芭
蕉
そ
の
人
を
「
風
狂
の
詩
人
」
と
見
立
て
て
、
挨
拶
し
た
も
の
に
外
な
ら
な

い
。
ま
た
芭
蕉
も
、
「
笠
の
雪
」
を
売
ろ
う
と
い
う
座
興
に
か
ら
め
て
、
貧
中

風
雅
の
士
の
狂
態
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
演
し
て
見
せ
た
に
等
し
い
と
言
え
よ
う
。

ち
な
み
に
右
の
三
つ
物
と
前
後
し
て
、
同
じ
名
古
屋
の
地
で
巻
か
れ
た
「
炭
売

の
」
歌
仙
（
『
冬
の
日
』
所
収
）
に
も
、

ふ
か
　
　
　
　
　
　
か
め
　
，
ヽ
　
ヽ
　
ヽ

か
ぜ
吹
ぬ
秋
の
日
瓶
に
酒
な
き
日

（
ヱ
）
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
ふ
リ
ヽ
　
ヽ

荻
織
る
か
さ
を
市
に
挺
す
る

と
い
う
同
趣
の
付
合
が
見
え
る
。

伊
勢
山
田
で
も
、
「
芋
洗
ふ
女
西
行
な
ら
ば
歌
よ
ま
む
」
の
句
に
酬
和
し
て
、

地
元
の
雷
枝
が
「
宿
詰
）
ら
せ
む
さ
い
ぎ
ゃ
う
な
ら
バ
秋
暮
」
（
歪
『
野
ざ

ら
し
紀
行
』
）
と
挨
拶
し
て
い
る
よ
う
に
、
芭
蕉
を
迎
え
た
各
地
の
連
衆
が
、
芭
蕉

を
〝
古
人
山
の
再
来
と
し
て
過
し
、
う
つ
し
身
の
〝
風
狂
の
詩
人
朋
に
見
立
て

て
興
じ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

芭
蕉
も
、
紀
行
に

閑
人
の
茅
舎
を
と
ひ
て
、

蔦
植
て
竹
四
五
本
の
あ
ら
し
哉

と
あ
る
伊
勢
山
田
の
應
牧
や
、

綿
弓
や
琵
琶
に
慰
む
竹
の
お
く

の
句
文
を
贈
っ
た
大
和
竹
の
内
の
里
長
油
昆
喜
右
街
門
、

梅
目
し
昨
日
や
鶴
を
盗
れ
し

樫
の
木
の
花
に
か
ま
は
ぬ
姿
か
な

と
挨
拶
し
た
京
鳴
感
の
三
井
秋
風
な
ど
、
各
地
の
椎
友
を
訪
ね
て
は
、
そ
の
清

閑
な
栢
居
を
隠
士
・
高
士
の
別
乾
地
に
な
ぞ
ら
え
、
あ
る
じ
の
風
憶
の
高
逸
、

人
品
の
涼
し
さ
を
称
賛
推
賞
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
嗜
好
は
、
奥
富
野
の
西
行
遺
蹟
を
訪
ね
、
朝
夕
西
行
が
汲
ん
だ
と

い
う
苔
清
水
を
見
て
、（拭）

露
と
く
〈
心
み
に
浮
世
す
1
が
ば
や

と
強
い
調
子
で
憧
憬
を
う
た
っ
た
風
狂
者
的
姿
勢
と
も
盛
年
る
。
紀
行
に
は
、

「
西
上
人
の
草
の
庵
の
跡
は
、
奥
の
院
よ
り
右
の
方
二
町
計
わ
け
入
ほ
ど
、
柴

人
の
か
よ
ふ
道
の
み
わ
づ
か
に
有
て
、
さ
か
し
き
谷
を
へ
だ
て
た
る
、
い
と
た

か
の

ふ
と
し
。
彼
と
く
く
の
清
水
は
、
昔
に
か
は
ら
ず
と
見
え
て
、
A
「
も
と
く
〈

お
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
ら
す

と
雫
落
け
る
」
と
前
書
し
、
さ
ら
に
「
若
こ
れ
扶
桑
に
伯
夷
あ
ら
ば
必
口
を
す

ゝ
が
ん
、
も
し
是
杵
由
に
告
ば
耳
を
あ
ら
は
む
」
と
付
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
一

句
は
、
い
か
に
も
人
界
を
隔
て
た
幽
遼
な
谷
あ
い
の
質
素
な
隠
栖
跡
の
た
た
ず

ま
い
に
、
「
と
く
と
く
と
落
つ
る
岩
間
の
苔
清
水
汲
み
干
す
ほ
ど
も
な
き
住
居

か
な
」
（
『
吉
野
山
独
案
内
』
他
）
と
詠
ん
だ
と
伝
え
る
西
行
の
俗
塵
を
超
脱
一

し
た
心
境
を
見
て
と
り
、
自
分
も
そ
の
境
涯
に
あ
や
か
り
た
い
と
い
う
も
の
で
、
6
1

敬
慕
す
る
西
行
へ
の
挨
拶
で
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

そ
の
ほ
か
旅
中
の
連
句
に
も
、
『
冬
の
日
』
の
五
歌
仙
を
初
め
と
し
て
、
隠

者
・
高
士
の
傍
や
風
狂
の
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
描
い
た
付

合
が
目
立
つ
。

つ
け

し
ば
し
宗
祇
の
名
を
付
し
水

笠
ぬ
ぎ
て
無
理
に
も
ぬ
る
～
北
時
雨

日
東
の
李
白
が
坊
に
月
を
見
て

き
ん巾

に
木
種
を
は
さ
む
琵
琶
打

」

そが

：・；！一呈．！．！‥三：

の　た

日　ま

を　し

我　ひ石
も　花－
おの

琶雛

杜
国

荷
今

（
冬
の
日
、
「
木
枯
の
」
歌
仙
）

重
五

荷
今

（
同
　
右
）

荷
今

は
せ
を



（刈）

麻
か
り
と
い
ふ
歌
の
集
あ
む

す
て

江
を
近
く
独
楽
竜
と
世
を
捨
て

一
性
）

佗
お
も
し
ろ
く
と
ち
の
か
ゆ
煮
る

（行H）

さ
ら
し
な
の
里
の
桟
を
う
ち
に
ゆ
き

と
ま
　
（
茸
）

音
を
き
り
て
蓬
に
ふ
き
け
り

お
う
　
　
き
き
　
い
る
　
　
　
（
猥
）

琵
琶
負
て
鹿
閲
に
入
篠
の
く
ま

（
同
、
「
月
と
り
落
す
」
歌
仙
）

芭
蕉

重
五

（
同
、
「
霜
月
や
」
歌
仙
）

（
真
蹟
野
ざ
ら
し
紀
行
）

宮
守
が
池
さ
げ
っ
も
花
の
奥

つ
ゝ
じ
の
ふ
す
ま
着
た
る
西
行

朝
月
涼
し
霞
の
玉
ぼ
こ

の
ぞ
み
　
　
　
　
　
う
ち

歌
袋
望
な
き
身
に
打
か
け
て

（
同
　
右
）

芭
蕉

桂
棺

（
熱
田
三
歌
仙
、
「
榎
の
花
」
歌
仙
）

桐
菓

叩
端

（
夢
の
跡
、
「
牡
丹
藁
」
歌
仙
）

カ
ぶ
『
冬
の
日
』
去
歌
仙
の
末
尾
は
、
次
の
挙
句
で
結
ば
れ
て
い
る
。

す
い
か
ん
　
　
　
　
　
ひ
じ
リ

水
干
の
秀
句
の
聖
わ
か
や
か
に

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

山
茶
花
匂
ふ
笠
の
こ
が
ら
し

付
合
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
五
歌
仙
目
頭
の
発
句
と
脇
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

狂
句
こ
が
ら
し
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

た
そ
や
と
バ
し
る
か
さ
の
山
茶
花

の
挨
拶
を
ふ
ま
え
て
首
尾
照
応
さ
せ
た
も
の
で
、
遁
々
木
枯
の
中
を
来
遊
し
た

風
狂
者
の
旅
笠
に
山
茶
花
が
美
し
く
映
え
る
よ
と
、
頼
も
し
く
も
槻
爽
た
る
秀

句
の
聖
と
し
て
芭
罠
を
礼
賛
す
る
と
共
に
、
そ
の
指
導
の
も
と
に
め
で
た
く
連

句
を
溝
屈
し
お
え
た
こ
と
を
祝
し
た
も
の
で
あ
る
。
初
め
「
狂
物
語
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
麦
水
「
貞
享
正
風
句
解
伝
書
」
）

『
冬
の
日
』
の
若
や
か
な
浪
浸
的
詩
風
は
、
芭
蕉
が
実
践
し
て
み
せ
た
風
狂
の

詩
人
ぶ
り
に
魅
せ
ら
れ
、
熱
い
脱
俗
高
踏
の
詩
精
神
に
煽
ら
れ
た
名
古
屋
の
連

衆
と
の
昂
拐
し
た
詩
的
交
響
の
所
産
に
は
か
な
ら
な
い
。

四

（
芭
蕉
）
　
　
　
　
　
（
代
）

江
戸
を
立
つ
日
、
門
人
李
下
か
ら
「
は
せ
を
野
分
其
句
に
草
鞋
か
へ
よ
か
し
」

と
い
う
餞
別
旬
を
贈
ら
れ
て
、
芭
蕉
は
、

こ
つ
「
こ
丁

月
と
も
み
ぢ
を
酒
の
乞
食

（
其
蹟
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
）

と
応
え
て
い
る
が
、
紀
行
文
に
お
い
て
は
、
自
分
を
そ
う
し
た
風
雅
の
乞
食
行

脚
の
単
な
る
報
告
者
と
し
て
の
役
割
に
と
ど
め
ず
、
い
わ
ば
作
中
人
物
と
し
て

扱
い
、
風
狂
の
漂
白
者
と
し
て
の
言
動
を
よ
り
強
調
す
る
こ
と
に
意
を
用
い
て

い
る
。

あ
る
か
な

例
え
ば
、
紀
行
の
中
で
「
常
に
莫
逆
の
交
ふ
か
く
、
朋
友
信
有
裁
、
此
人
」

と
推
称
し
て
い
る
千
里
の
郷
里
竹
の
内
村
で
詠
ん
だ
句
、

綿
弓
や
琵
琶
に
慰
む
竹
の
お
くい

ふ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

を

さ

は
、
前
文
に
「
大
和
の
国
竹
内
と
云
処
に
日
比
と
ゞ
ま
り
侍
る
に
、
其
里
の
長

と
ひ
き
た
り
　
　
　
　
　
な
ぐ
さ
め
　
　
　
ま
こ
と
に

也
け
る
人
、
朝
夕
問
来
て
旅
の
愁
を
慰
け
ら
し
。
誠
そ
の
人
ハ
、
尋
常
に
あ
ら

ま

じ

は

り

　

み

ず

か

ら

に

な

ひ

ず
。
心
は
高
さ
に
遊
ん
で
、
身
ハ
葬
菟
雉
兎
の
交
を
な
し
・
自
鋤
を
荷
て
澄
明

い

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

と

め

　

　

　

う

ま

が
園
に
分
入
、
牛
を
引
て
ハ
箕
山
の
隠
士
を
伴
ふ
。
且
、
其
職
を
勤
て
職
に
借

上

ろ

こ

び

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

均

す

み

ず
。
家
は
貧
し
さ
を
悦
て
ま
ど
し
き
に
似
た
り
。
唯
是
、
市
中
に
閑
を
命
て
閑

を
得
た
ら
ん
人
は
、
此
長
な
ら
ん
ピ
と
あ
る
貢
蹟
懐
紙
に
よ
れ
ば
、
も
と
同
地

の
里
長
（
池
良
書
右
門
）
に
贈
っ
た
挨
拶
吟
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
紀
行
の
定

62



か
つ

稿
本
で
は
、
句
形
は
同
じ
で
あ
る
が
、
前
文
を
「
大
和
の
国
に
行
脚
し
て
、
葛

げ
　
こ
ほ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
か
の

下
の
郡
竹
の
内
と
云
処
は
彼
ち
り
が
旧
里
な
れ
ば
、
日
ご
ろ
と
ゞ
ま
り
て
足
を

休
む
」
と
改
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
当
初
は
、
竹
薮
に
囲
ま
れ
た
質
素
な
住
居

で
家
業
に
精
励
し
な
が
ら
も
、
清
閑
に
し
て
高
椎
な
心
操
を
保
持
す
る
村
長
を
、

竹
林
で
弾
琴
す
る
隠
士
に
な
ぞ
ら
え
て
讃
え
た
挨
拶
で
あ
っ
た
。
し
か
し
紀
行

で
は
、
場
所
を
千
里
の
家
の
こ
と
と
も
、
生
業
で
あ
る
綿
弓
を
打
つ
音
を
琵
琶

の
音
に
開
き
な
し
て
興
じ
、
旅
情
を
慰
め
る
主
体
を
芭
蕉
自
身
と
い
う
よ
り
旅

（
ル

の
風
狂
者
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
紀
行
の
初
・
再
・
三
稿
ま
で

の
諸
本
（
天
理
本
・
泊
船
木
・
孤
屋
本
）
で
は
、
前
文
の
末
尾
に
「
薮
よ
り
奥

に
家
有
」
と
い
う
一
文
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
里
長
の
家
の
位
置
を
示

そ
う
と
し
た
も
の
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
里
長
を
指
す

も
の
と
は
到
底
読
め
ま
い
。
句
に
言
う
「
竹
の
お
く
」
に
、
隠
士
の
閑
居
に
擬

し
た
千
里
の
家
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
画
巻
本
で
は
、
竹
や
ぶ

に
囲
ま
れ
た
一
軒
家
が
挿
絵
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
も
は
や
そ
う
し
た
説
明

は
不
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
薮
よ
り
奥
に
家
有
」
と
い
う
補
注
的
一
文
が
こ

の
条
の
句
文
の
ト
ー
ン
を
そ
こ
ね
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
削
除
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

尾
張
の
「
抱
月
亭
」
（
笈
日
記
）
で
催
さ
れ
た
三
つ
物
の
発
句
、

市
人
に
い
で
是
う
ら
ん
笠
の
雪

は
、
紀
行
で
は
、

（
『
笈
日
記
』
）

雪
見
に
あ
り
き
て

市
人
よ
此
笠
う
L
軒
の
傘

ヽ

と
改
め
て
い
る
。
ま
ず
初
句
が
初
め
は
「
市
人
に
」
と
説
明
的
で
あ
っ
た
の
を
、

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

l
㍉
二
∵
∵
∴
∴
二
言
∵
二
㍉

ヽ

っ
て
、
一
句
全
体
を
は
ず
ん
だ
呼
び
売
り
の
口
調
に
擬
し
た
。
下
五
も
初
め
は

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

「
笠
の
雪
」
と
し
て
雪
に
重
点
を
置
い
て
い
た
が
、
紀
行
で
は
「
雪
の
傘
」
と

改
め
、
雪
の
降
り
積
も
っ
た
笠
な
い
し
傘
に
焦
点
を
移
し
て
い
る
。
当
座
は
、

ヽ

市
人
に
向
か
っ
て
「
笠
の
雪
」
を
売
る
、
と
い
う
奇
抜
な
思
い
つ
き
に
座
興
の

ヽ

中
心
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
改
案
で
は
雪
見
に
歩
い
た
こ
の
笠
こ
そ
風
流

の
シ
ン
ボ
ル
に
は
か
な
ら
な
い
と
す
る
思
い
を
強
く
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
と

み
ら
れ
る
。
初
案
で
は
商
人
と
思
わ
れ
る
抱
月
を
風
流
を
解
す
る
人
物
と
し
て

過
し
た
話
語
的
挨
拶
句
で
あ
っ
た
が
、
紀
行
で
は
抱
月
の
名
を
伏
せ
て
一
般
化

し
、
代
り
に
「
雪
見
に
あ
り
き
て
」
と
い
う
前
文
を
置
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
雪
の

中
を
俳
御
し
た
笠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ち
な
み
に
直
接
自
画
像
を
描
い

た
句
で
は
な
い
が
、
伊
勢
山
田
の
「
應
牧
亭
」
（
『
笈
日
記
』
）
で
の
挨
拶
吟
「
蔦

植
て
竹
四
五
本
の
あ
ら
し
哉
」
を
、
紀
行
で
は
康
牧
の
名
を
伏
せ
、
「
閑
人
の

茅
舎
を
と
ひ
て
」
と
し
て
掲
出
し
て
い
る
の
も
、
句
の
趣
意
を
強
調
す
る
同
様

の
配
慮
に
出
た
前
文
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
俳
文
「
笠
の
記
」
に
「
披
翁
雪
天
の

笠
」
と
し
る
し
て
関
心
を
寄
せ
て
い
る
蘇
菓
披
の
雪
見
笠
や
、
「
笠
ハ
盛
シ
呉

天
ノ
雪
」
（
『
詩
人
玉
屑
』
）
な
ど
の
詩
句
に
見
え
る
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
換
起

す
ペ
く
”
雪
の
笠
川
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
笠
を
、
世
俗
の
営

み
に
蛸
集
す
る
人
々
に
向
か
っ
て
呼
び
売
り
を
す
る
売
り
声
に
一
句
を
仕
立
て

て
、
一
般
の
「
市
人
」
の
眼
に
は
狂
人
と
し
か
映
ら
な
い
に
ち
が
い
な
い
風
狂

者
の
形
象
化
を
は
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
は
、
全
篇
に
わ
た
っ
て
四
度
な
い
し
五
度
の
推
敲
を
経

た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
間
に
叙
上
の
よ
う
な
風
狂
者
俊
の
造
型
と
い
う
観
点
か

ら
の
工
夫
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
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例
え
ば
伊
勢
山
田
の
条
の
外
宮
参
拝
の
く
だ
り
は
、
紀
行
の
初
稿
本
と
い
わ

れ
る
真
蹟
巻
子
本
、
お
よ
び
再
稿
本
と
さ
れ
る
泊
船
本
に
お
い
て
は
、
発
句
の
後
に
補

注
的
に
置
か
れ
て
い
た
、
「
腰
間
に
寸
鉄
を
不
苗
、
襟
に
一
桑
を
か
け
て
、
手
に

（
珠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
似
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俗
）

十
八
の
た
ま
を
携
ふ
。
僧
に
1
て
ち
り
有
、
ぞ
く
に
～
て
髪
な
し
。
我
僧
に
あ

（
一
存
居
）
　
　
（
尿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る

ら
ず
と
い
へ
共
、
も
と
ゞ
り
な
き
も
の
は
ふ
と
の
ぞ
く
に
た
ぐ
へ
て
神
前
に
人

事
を
ゆ
る
さ
ず
」
（
頁
蹟
巻
子
本
）
の
文
章
を
、
三
稿
本
と
さ
れ
る
孤
屋
本
以

降
は
、
ほ
と
ん
ど
同
文
の
ま
ま
前
文
に
移
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
出
家

が
神
前
に
近
づ
く
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
は
、
「
外
に
は
沙
門
の
形
を
忌
み
、
内

に
は
仏
法
を
守
護
し
拾
」
う
大
神
宮
の
神
慮
に
よ
る
と
す
る
由
来
が
『
西
行
物

語
』
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
は
先
刻
承
知
で
あ
り
、
不
当

な
し
き
た
り
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
鹿
島
詣
』
で
も
「
僧

に
も
あ
ら
ず
俗
に
も
あ
ら
ず
、
烏
鼠
の
間
に
名
を
か
う
ぶ
り
」
と
自
嘲
め
か
し

て
自
己
紹
介
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
見
ば
か
り
で
一
向
に
内
面
が
伴
わ
ず
、

俗
塵
を
拭
い
き
れ
ぬ
自
分
の
よ
う
な
中
途
半
端
な
者
ま
で
も
僧
侶
の
扱
い
を
受

け
た
こ
と
を
、
や
は
り
自
嘲
ま
じ
h
ソ
に
む
し
ろ
謙
退
の
気
持
ち
を
こ
め
て
こ
と

わ
っ
た
一
文
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
に
は
三
の
鳥
居
の
手
前
付
近
に
特
設
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
僧
尼
の

拝
所
ま
で
進
ん
で
、
そ
こ
か
ら
礼
拝
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に

は
言
及
せ
ず
、
前
文
に
「
暮
て
外
宮
に
詣
侍
り
け
る
に
、
一
ノ
華
表
の
陰
は
の

ぐ
ら
く
、
御
焙
処
々
に
見
え
て
、
ま
た
上
も
な
き
峯
の
松
風
身
に
し
む
計
ふ
か

き
心
を
起
し
て
」
と
し
て
、
一
の
鳥
居
か
ら
迄
拝
し
た
か
の
よ
う
に
描
い
て
い

る
の
は
、
『
西
行
物
語
』
を
下
敷
に
し
た
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
と
さ

ら
夜
に
な
っ
て
参
拝
し
て
い
る
の
も
、
や
は
り
『
西
行
物
語
』
の
記
述
に
合
わ

せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
の
発
句
、だ

く

み
そ
か
月
な
し
千
と
せ
の
杉
を
抱
あ
ら
し

は
他
に
所
見
が
全
く
な
く
、
あ
る
い
は
紀
行
の
文
脈
に
即
し
て
後
日
創
作
し
て

挿
入
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
（
ち
な
み
に
、
紀
行
中
の
千
里
の

発
句
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
）
。
一
句
は
、
『
西
行
物
語
』

に
も
挙
げ
る
「
神
路
山
月
さ
や
か
な
る
誓
ひ
あ
り
て
天
が
下
を
ば
照
ら
す
な
り

け
り
」
（
『
新
古
今
集
』
・
『
御
宝
濯
歌
合
』
）
、
お
よ
び
素
堂
も
本
紀
行
の
序
文
に
引
く

「
よ
ろ
づ
代
を
山
田
の
原
の
あ
や
杉
に
風
し
き
立
て
て
声
呼
ば
ふ
な
り
」
（
『
宮

河
歌
合
』
）
の
西
行
歌
の
、
本
地
垂
述
思
想
に
基
づ
く
神
宮
讃
歌
に
対
し
て
、
共

感
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
衆
生
済
度
の
心
願
を
以
て
照
ら
す
と
い
う
月
こ

そ
見
え
な
い
も
の
の
、
千
歳
の
神
杉
を
鳴
ら
す
風
の
声
に
仏
経
の
示
現
を
見
、

森
厳
な
神
威
を
聞
き
と
っ
た
こ
と
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
芭
蕉
は
、

終
始
西
行
に
あ
や
か
っ
て
皇
大
神
の
神
慮
に
浴
し
え
た
こ
と
を
言
お
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
、
『
西
行
物
語
』
に
は
「
奴
も
大
神
宮
に
ま
う
で
侍
り
ぬ
。
み
も

す
そ
川
の
ほ
と
り
、
松
の
む
ら
だ
ち
の
な
か
に
わ
け
入
、
一
の
鳥
居
の
御
ま
へ

に
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
は
る
か
に
御
殿
を
拝
し
た
て
ま
つ
り
き
。
そ
も
〈
当
社
、

（忌）

三
宝
の
御
名
を
い
み
、
法
師
の
御
殿
近
く
参
ら
ぬ
事
は
、
む
か
し
此
国
い
ま
だ

な
か
り
け
る
時
」
云
々
と
、
西
行
参
拝
の
こ
と
に
続
け
て
、
法
師
の
参
入
を
忌

避
す
る
理
由
が
説
か
れ
た
上
、
「
深
く
入
り
て
神
路
の
奥
を
た
づ
ぬ
れ
ば
又
上

も
な
き
峯
の
松
風
」
外
一
首
の
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
西
行

物
語
』
の
叙
述
の
仕
方
に
対
応
さ
せ
て
、
「
腰
間
に
寸
鉄
を
不
帯
、
…
…
神
前

に
人
事
を
ゆ
る
さ
ず
」
の
一
文
を
前
置
さ
せ
る
こ
と
が
よ
り
妥
当
と
考
え
た
の

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
西
行
の
感
動
に
迫
り
、
そ
の
詩
心
を
追
体
験
し
よ
う
と

す
る
人
物
の
た
め
に
、
『
西
行
物
語
』
に
の
っ
と
っ
て
、
西
行
の
伊
勢
参
拝
に

で
き
る
だ
け
似
せ
た
状
況
を
描
出
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

大
井
川
の
条
に
掲
出
す
る
発
句
、

馬
上
吟
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道
の
べ
の
木
柱
は
馬
に
く
は
れ
け
h
ソ

は
、
素
堂
も
序
に
「
山
路
き
て
の
す
み
れ
、
遺
ば
た
の
む
く
げ
こ
そ
、
此
吟
行

の
秀
逸
な
る
ぺ
け
れ
」
と
、
「
山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
重
草
」
の
句
と
共
に

推
賞
し
て
い
る
佳
句
で
あ
る
が
、
実
際
に
ど
こ
で
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る
か
は
判

然
と
し
な
い
。
紀
行
で
も
、
真
蹟
巻
子
本
・
泊
船
本
・
孤
屋
本
の
諸
本
で
は
、

大
井
川
で
川
留
め
に
あ
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
千
里
の
「
秋
の
日
の
雨
江
戸
に
指

お
ら
ん
大
井
川
」
の
句
に
併
記
し
、
前
書
を
「
眼
前
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

「
眼
前
」
は
、
同
じ
旅
中
、
大
津
で
の
「
辛
崎
の
松
は
花
よ
り
脱
に
て
」
の
句

ヽ
ヽ

に
つ
い
て
、
芭
蕉
が
「
予
が
方
寸
の
上
に
分
別
な
し
。
（
中
略
）
只
眼
前
な
る

は
」
（
『
雑
談
集
』
）
と
語
っ
た
と
い
う
例
と
同
様
こ
こ
で
も
、
ま
の
あ
た
り
に
目

撃
し
た
こ
と
そ
の
ま
ま
、
の
意
と
み
ら
れ
る
。
木
橙
の
花
は
「
桂
花
一
日
の
栄
」

（
謡
曲
「
敦
盛
」
他
）
な
ど
と
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
以
来
栄
華
の
は
か
な
い
こ

と
の
誓
え
に
言
わ
れ
る
な
ど
の
こ
と
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
寓
意
的
な
観
相
の
句
と

見
ら
れ
か
ね
な
い
こ
と
を
お
も
ん
ば
か
っ
て
、
そ
う
で
は
な
く
実
景
そ
の
ま
ま

の
嘱
目
吟
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
り
、
い
わ
ば
「
予
が
方
寸
の
上
に
分
別

な
」
き
即
興
偶
感
の
句
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
眼
前
」
だ
け
で
は
、
一
句
と
し
て
の
鑑
賞
に
は
資
す
る
も
の
の
、

紀
行
中
の
句
と
し
て
は
、
地
理
上
の
場
所
や
前
後
の
状
況
、
句
主
の
位
置
な
ど

曖
昧
さ
を
免
れ
な
い
。
そ
の
点
、
画
巻
本
の
前
書
「
馬
上
吟
」
は
、
大
河
を
は

さ
ん
で
両
岸
の
風
景
を
描
い
た
挿
絵
と
あ
い
ま
っ
て
、
待
望
の
川
留
め
が
解
け

て
早
朝
宿
を
立
ち
、
勇
躍
大
井
川
を
渡
っ
て
佐
夜
の
中
山
へ
と
馬
で
向
か
う
さ

い
の
途
中
吟
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
次
条
の
「
馬
に
寝
て
」
の

句
文
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
脈
絡
を
は
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
も
木
樺
は
木
穫

垣
な
ど
庶
民
的
な
花
で
あ
る
反
面
、
「
日
東
の
李
白
が
坊
に
月
を
見
て
　
重
五
・

き

ん

　

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

う

ち

巾
に
木
柱
を
は
さ
む
琵
琶
打
　
荷
今
」
（
『
冬
の
日
』
）
の
付
合
に
も
見
ら
れ
る
よ

ぅ
に
元
来
中
国
的
季
題
で
あ
り
、
「
馬
上
吟
」
と
い
う
詩
題
ふ
う
の
前
雷
を
配

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
杜
牧
の
「
早
行
」
の
詩
の
翻
案
に
よ
っ
て
構
成
し
た
次

粂
〝
小
夜
の
中
山
．
の
前
奏
と
し
て
の
役
割
を
も
持
た
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

木
橙
の
花
が
不
意
に
馬
に
食
わ
れ
た
こ
と
に
一
瞬
禅
的
悟
得
に
も
似
た
感
興
を
お

ぼ
え
な
が
ら
旅
す
る
風
狂
の
詩
人
を
み
ず
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

六

芭
蕉
の
紀
行
作
品
は
す
べ
て
、
筆
者
が
単
な
る
旅
の
事
実
の
報
告
者
、
語
り

H
H
”
招
待
絹
轟
緑
璽
人
公
と
し
て
ふ
る
ま
い
、
抒
情

芭
蕉
は
後
年
、
許
六
に
贈
っ
た
文
章
の
中
で
、
「
古
L
へ
よ
り
風
雅
に
惜
あ

圭
∴
∴
∴
∵
十
∴
∴
∴
∴
二
十

（

吾

　

　

　

　

ま

こ

と

六
を
送
る
詞
」
）
と
述
べ
て
、
「
物
の
実
を
し
る
」
た
め
に
乞
食
行
脚
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
「
古
人
の
跡
を
も
と
め
ず
、
古
人
の
求

め
た
る
所
を
も
と
め
よ
、
と
南
山
大
師
の
筆
の
道
（
に
）
も
見
え
た
り
。
風
雅

も
又
こ
れ
に
同
じ
」
（
同
年
「
許
六
離
別
詞
」
）
と
も
説
い
て
い
る
が
、
『
野

ざ
ら
し
紀
行
』
の
主
人
公
は
、
や
や
「
古
人
の
跡
を
も
と
め
」
る
か
の
ふ
る
ま

い
が
日
立
つ
と
も
評
さ
れ
よ
う
。
然
し
そ
れ
も
あ
く
ま
で
「
古
人
の
求
め
た
る

所
を
も
と
め
」
る
煩
烈
な
願
い
の
表
れ
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
の
他
の
紀
行
作
品
は
、
「
こ
の
秋
、
鹿
島
の
山
の
月
見
ん
と
思
ひ
立
つ

こ
と
あ
り
」
（
『
鹿
島
詰
』
）
．
「
更
科
の
里
、
妖
拾
山
の
月
見
ん
こ
と
、
し
き
り

に
す
す
む
る
秋
風
の
心
に
吹
き
さ
わ
ざ
て
」
（
『
更
科
紀
行
』
）
、
「
春
立
て
る
霞

の
空
に
白
河
の
関
越
え
ん
と
、
…
…
松
島
の
月
ま
づ
心
に
か
か
り
て
」
（
『
お
く

の
は
そ
道
』
）
な
ど
、
冒
頭
に
動
機
な
い
し
目
的
地
を
明
示
し
て
い
る
は
あ
い
が
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か
て

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
紀
行
は
「
千
里
に
旅
立
て
路
粒
を
つ
ゝ
ま

い

る

い

ひ

ず
、
三
更
月
下
無
何
に
人
と
云
け
む
む
か
し
の
人
の
杖
に
す
が
り
て
」
云
々
と

あ
っ
て
、
具
体
的
な
目
的
地
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
紀
行
が
、
自
分
を
作
中

人
物
に
仕
立
て
て
、
い
わ
は
「
昔
の
人
」
の
め
ざ
し
た
”
如
何
有
の
郷
“
に
も
比

す
べ
き
、
，
風
狂
の
世
界
“
の
旅
の
物
語
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

『
文
学
誕
生
　
－
　
飢
諸
措
研
究
』

稲
賀
敬
二
著

㊥　②（∋注

尾
形
肋
「
野
ざ
ら
し
紀
行
評
釈
」
（
「
俳
句
」
昭
和
4
4
年
6
月
号
）

広
田
二
郎
『
芭
蕉
－
そ
の
詩
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
』
2
2
0
～
2
2
1
貢

右
同
、
3
5
1
～
視
頁

－
広
島
大
学
文
学
部
助
教
授
－

別
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
古
代
・
王
朝
人
の
知
的
生
活
と
物
語
生
産
シ
ス
テ

ム
」
と
あ
る
通
り
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
主
な
文
学
作
品
を
産
み
出
す
に
至
っ

た
知
的
状
況
に
つ
い
て
、
著
者
独
自
の
文
学
史
観
に
基
づ
き
、
想
像
力
を
駆
使

し
て
綴
ら
れ
た
書
で
あ
る
。
「
第
二
革
・
個
性
の
模
索
」
で
は
『
古
事
記
』
・

『
万
葉
集
』
を
、
「
罪
二
章
・
課
題
へ
の
挑
戦
」
で
は
『
古
今
集
』
・
『
伊
勢

物
語
』
・
『
枕
草
子
』
・
『
源
氏
物
語
』
な
ど
平
安
前
期
か
ら
中
期
ま
で
の
作

品
を
、
さ
ら
に
「
第
三
章
・
新
し
い
土
壌
」
で
は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
・
『
堤

中
納
言
物
語
』
と
い
っ
た
平
安
後
期
の
作
品
を
扱
う
。
ど
の
章
も
、
作
品
と
作

者
お
よ
び
そ
れ
を
と
り
ま
く
文
学
的
環
境
に
つ
い
て
、
従
来
の
文
学
史
書
に
な

い
斬
新
な
切
り
込
み
が
な
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
P
H
P
研
究
所
が
企
画
し

た
「
二
十
一
世
紀
図
書
館
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
九
冊
日
と
し
て
、
一
般
読
古
人
向

け
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
「
教
科
古
的
作
品
解
説
は
一
切
省
き
」
、
「
作
者
、

読
者
、
そ
し
て
作
者
の
才
能
を
ひ
き
出
し
た
育
成
者
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
時

代
的
雰
囲
気
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
時
代
的
要
請
の
も
と
に
こ
れ
ら
の
文
学
作

品
を
創
り
出
し
た
か
」
（
「
ま
え
が
さ
」
）
と
い
う
高
度
な
文
学
史
的
課
題
を

平
明
な
文
章
で
記
述
し
た
、
小
冊
な
が
ら
研
究
者
に
も
数
々
の
重
要
な
示
唆
を

与
え
る
一
書
で
あ
る
。

罫
書
版
、
二
二
三
ペ
ー
ジ
、
昭
和
五
八
年
三
月
、
P
H
P
研
究
所
刊
、
五
〇

〇
円
》
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