
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

「絶景にむかふ時はうばはれて不叶」の意味

白石, 悌三

https://doi.org/10.15017/12265

出版情報：語文研究. 19, pp.24-34, 1965-02-28. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



二
四

「
絶
景
に
む
か
ふ
時
は
う
ば
は
れ
で
不
レ叶
」

の
意

味

白

石

悌

三

本
稿

引
く
と
こ
ろ

の
ほ
と
ん
ど
は
既
に
衆
知

の
資
料
で
あ
る
。
し
か
も
説
く

と
こ
ろ
の
若
干
は
筆
者
自
身
他
で
ふ
れ
た
事

が
あ

る
。
但
し
学
界

の
雑
誌
で

は

な
か
っ
た
の
で
、
意
を

つ
く
す

こ
と
な
く
批
判
も
受
け
ず

じ
ま
い
に
な
っ
た
。

未
だ
実

証
の
段
階
で
は
な
い
が
、
与
え
ら
れ
た
機
会

に
考
え
を
整
理
し
て
、
名

所

の
旬

と

「
か
る
み
」

の
問
題
に

一
つ
の
観
点

を
提
起
し
て
お
き

た

い

と

思

・つ
。

一

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
芭
蕉
自
ら
が
完
成

を
認
め
た
唯

一
の
紀
行
文
で
あ
る
。

そ
れ
は
次

の
諸

点
を
綜
合
し

て
推
察

で
き
る
。

1
他

の
紀
行
文

は
生
前
刊
行
さ
れ
て

い
な

い
。

『
お
く
の
ほ
そ
道

』
も
刊
行

さ
れ
て

い
な

い
が
、
素
竜
に
清
書

さ
せ
で
装
頓
し
た
原
本

が
あ
る
。
刊
行

さ

れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ

の
年

芭
蕉

が
死

ん
だ
た
め
か
。

2
他

の
紀
行
文

に
は
芭
蕉

が
そ
れ
を
最
終
的
な
題
号
と
し
で
命
名
し
た
と
い

う
証
拠
が
な
く
、
そ

の
た
め
か
別
称

の
伝
わ
る
も
の
が
多

い
が
、

『
お
く

の
ほ
そ
道

』
に

は
芭
蕉

の
自
筆
題
簸

が
あ
っ
て
、
別
称

は
な

い
。

3
公
表

を
意
図
し
で
書

い
た
唯

一
の
俳
文

「
幻
住

庵
記

」
の
場
合
、

「
他

の

そ
し
り
を
ま

ぬ
か
れ
候
様

に
可

レ
被
レ
成
候

L
と
去
来
に
相
談
し
、

「
誹
文

御
存
知
な
き
と
被
レ
仰
候

へ
共
、
実
文

に
た
が
ひ
候
半
ば

無

念
之
事

に
候

間
、
御
む
つ
か
し
な
が
ら
御
加
筆
被

レ
下
候

へ
」
(
元
禄
三
年
書
簡
)
と
儒

医

で
あ

る
そ

の
兄
元
端

の
意
見

ま
で
徴
し
で

い
る
が
、
『
お
く

の
ほ
そ
道
』

の

場

合

も

「
芭

蕉

の
翁

一
生
の
紀
行
品

々
あ
る
が
中
に
、
此
紀
行

は
み

つ
か
ら
も

い
み

じ
と
思
れ
け
る
に
や

、
後
世
の
褒
既
を
も
恐
れ
で
予

が
先

師
葛
飾

の
隠
士
素
堂

へ
も
相
談

あ
り
で
文

章
を
と

ゝ
の
を
り
け
れ
ば
…
」

(
来
雪
庵
後
素
堂

『奥

の
ほ
そ
道
解
』
)
と
、
同
様

の
配
慮
が
う

か
が
わ

れ
る
。

4

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

の
場

合
一
紀
行

の
式

に
も
あ
ら
ず

L

(
野
晒
紀
行
絵

巻
蕨

)
と
、
ま
た

『
笈
の
小
文
』

の
場
合

「
道
す

が
ら

の
小
記
を
集

め
」

た
に
す
ぎ
ぬ

(
宝
永
六
年

刊
本
序
)
と
、
謙
辞

で
は
あ
ろ
う

が
共
に
他
見

を
恥
じ
で
い
る
が
、

『
お
く
の
ほ
そ
道

』
の
場
合
、
去
来
は

「
元
禄
七
ね

ん
の
水
無
月
予
が
方
に
偶
居
ま
し
ま
し
て
、
か
つ
　

ほ
の
め
か
し
給
ふ
」

(
去
来
本
奥
)
と
芭
蕉
自
讃

の
作
品
で
あ
っ
た

こ
と
を
記
し

で
い
る

。

5
死
の
床
で
ま
で
等
類

に
気
を
使

っ
た
ほ
ど
の
芭
蕉

が
、
他

の
紀
行
文

に
試

み
た
表
現
や
趣
向
を
、
公
表
し
た

「
幻
住
庵
記
」
や

『
お
く
の
ほ
そ
道
』

夢



に
繰
返
し
て

い
る
σ
註
2

し
た

が
っ
で
他

の
紀
行
文

は
、

『
お
く
の
ほ
そ
道

昌
と

い
う
唯

一
の
紀
行
文

を
成
就
す
る
た
め
に
、
芭
蕉

に
よ

っ
で

一
・
二
年

余
り

で
次

々
に
書

き
捨
で
ら

れ
た
試
筆
と

い
え
よ
う
。
た
と
え
ば

く
鹿
島
紀
行
V

こ
の
秋
鹿
島

の
山
の
月
見

む
と
、
思
ひ
立

つ
こ
と
あ
り
。
…
…

月

の
光
、
雨
の
音

、
た
ゞ
あ
は
れ
な
る
け
し

き
の
み
胸
に
み
ち
で

、
言
ふ

ベ

劃
司
の
藁
劇

U
軌は
る
　
＼
と
月
見
に
来
た
6
か
ひ
な
き
こ
そ
M奎

息
な
き
わ

ざ
な
れ

。

〈
笈

の
小
文

〉

弥
生
半
過

る
程

、
そ

ゞ
う
に
浮
き
立

心
の
花

の
、
我
を
導
枝
折
と
な
り
で
、

吉

野

の
花
に
思
ひ
立

ん
と
す
る
に
…
…

吉
野

の
花

に
三
日
と

ゴ
ま
り
て
、
曙

・
黄
昏

の
け
し
き
に
向

か
ひ
、
有

明
の

月

の
哀
な
る
さ
ま
な
ど
、
心
に
せ
ま

り
胸

に
み
ち
で
、
あ
る
は
摂
政
公

の
な
が

め
に
奪
は
れ
、
西
行
の
枝
折

に
迷
ひ
、
か

の
貞
室

が
是

は
く

と
打

な
ぐ
り

た
る
に
、
、わ
刻

言
は
ん
』劃
葉
む
,頓
ぐ
て
、
い
だ

づ
引

に
風
琶
閉
ぢ
だ

倒

、
い
　ど

口
惜
し

。
思
ひ
立
た
る
風
流

、

い
か
め
し
く
侍
れ

ど

も
、

袈

に

至

り

で

無

興
の
事

な
り

。

〈
お
く
の
ほ
そ
道

〉

股

引
の
破
を

つ
ゞ
り
、
笠
の
緒
付

か

へ
で
、
三
里
に
灸
す
ゆ
る
よ
り
、
松
島

の
月
先

心
に
か

ゝ
り
で
…
…

造
化

の
天
工
、

い
つ
れ
の
人

か
筆
を
ふ
る
ひ
、
詞
を
尽

さ
む
。

(
中
略

)

松
島
や
鶴
に
身
を
借

れ
ほ
と

ゝ
ぎ
す

曽
良

予

は
口
を
閉
ぢ
で
眠

ら
ん
と
し
で
寝
ね
ら
れ
ず

。
旧
庵
を
別

る
ゝ
時
、
素
堂

松
島

の
詩
あ
り
.
原
安
適
、
松
が
浦
島
の
和
歌
を
贈
パつ
る
、
袋
を
解
て
こ
よ

ひ

の
友
と
す
。

こ
ゝ
に
あ
る
固
定
し
た
手
法
が
あ
っ
た
と
し
で
も
、
だ

か
ら
芭
蕉
に
と
っ
て

作
品
が
類
型
的
と
い
う
非
難
は
当
ら
な
い
。
繰
返
し

の
試
筆
に
よ
っ
で
こ
そ
表

現
は
定
着
す
る
。
そ

の
定
着

の
過
程
に
芭
蕉
の
中

に
せ
め
ぎ
あ
う
も
の

ゝ
顕
れ

を
読

み
と
り
た

い
と
思
う

の
で
あ
る
。

註

、

①

「
ほ
の
め
か
す
」

の
語
意
は

「
1
ほ
の
め
く
や
う
に
す

2
ほ
の
か
に
様
子

に
あ
ら
は
す

謁
し
で
示
す

そ

ぶ
り
に
表
は
す

に
ほ
は
す
」

(
大
日
本

国
語
辞
典

・
大
辞
典
、
大

言
海
も
ほ
ぼ
同
じ
)
と
あ
る
。
2
の
場
合

、
謁
示

す
る
四
容

は
そ

の
人

に
と

っ
で
常

に
肯
定
的
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
謁

示
の
度
合

に
よ
っ
で
は
称
讃

の
意
が
表
に
出

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

。
転
じ

で

「
自
讃
す
る
、
他
讃
す
る
」

の
意

に
解

さ
れ
る
用
例
を
、
本
例

に
近

い
乏

こ
ろ
で
若
干
あ
げ
で
お
こ
う

。

他

門
の
人

に
対
し
で
当
流
を
ほ

の
め
か
し

(
去
来

.
答

許
子
問
難
弁
)

西
花
坊

に
此
な
が
め
の
賦

つ
く
り
た
り
と
ほ
の
め
か
さ
れ
て

(
去
来

・
後

麿

山
ノ
賦
く
風
俗
文
選
)

す

い
た
る
ど
ち
は
か
し
ら

つ
ど

へ
で
当
時

の
宗
匠

と
し

、
と
も

の
み
や

つ

こ
い
と
ま
あ
れ
や
と

い
ひ
ふ
ら
し
ほ

の
め
か
し
け
る

(
其
角

・
あ
け
ぼ

の

く
類
柑
文

集
)

須
磨

の
蟹

の
汐
や
く
煙
ほ

の
め
か
し
て

、
公
家
達
の
た

～
ず
ま

せ
給
ふ
御

け
し
き

(
其
角

・
家

々
の
名

所
く
類
柑
文
集
)

大
都
長
途

の
興
賞

、
わ
ず
か

の
笠
の
下
す

ゞ
み
と
聞

え
け
る
小
夜

の
中

山

の
命
も
、
廿

年
前

の
む
か
し
な
り
。
今
も
ほ

の
め
か
す

べ
き

元
句

に
は
、

夏

の
月
御
油
よ
り
出

で
赤
坂
や

(涼
石
)

わ
が
う
し
丈
芝
坊
白
居

々
士
は
、
む
か
し
翁

の
旅
の
や
ど
り

に
、
風
流

の

二
.五

、



し
れ
も

の
な
り
と
ほ
の
め
か
さ
れ
し
画

工
な

に
が
し
が
し

そ
く
な
り
と
で

(
た
ま
く
し
げ
)

②
拙
稿

『
お
く
の
ほ
そ
道

評
釈
』
解
題

二

 

志

田
義
秀
「
大
観

の
句

と
芭
蕉
」
(
『奥

の
細
道

・
芭
蕉

・
蕪
村

』所
収
)
は
こ

の
手
法

の
拠

る
と
こ
ろ
を
、

「
景

に
あ

へ
ば
諏
す
と
東
坂

の
い

へ
る
ご
と
く
言

葉
な
し
」
と
い
う

『
俳
譜
旅
の
ひ
と

つ
』
の
記
事

か
ら
蘇
東
坂
と
推
測
し
で

い

ろ

。

『
粘
徳
随
筆

昌
に

「
予
お
も

ふ
に
、
む
か
し
飛
鳥
井
雅
章
卿
の
関
東
下
向

の
頃
/
か
た
り

つ
ぎ
い
ひ

つ
ぐ
や
誰

お
よ
ぶ

ベ
ざ
ご
と

の
ば
も
な

劃
不

二
の
高

根
は
/
と

い
ふ

歌

ま

こ

と

に
し
た
は
る
ゝ
な
り
。
か
た
り

つ
ぎ

い
ひ
つ
ぐ
は

万
葉

の
詞
也

。
中
院
通
茂
卿

の
下
向
の
時
、
家

隆

の
立
も
を
よ
ば

ぬ
の
歌
を
思

ひ

で
は
富
士

に
歌
も
な
き
と
感
ら
れ
し

は
、
ま
こ
と
に
よ
み
た
る
よ
り
も
ま
さ

り
は

べ
ら
ん
鰍
」

と
和
歌

の
場
合

を
述

べ
た
記
事
も
あ
る
か
ら
、
蘇
東
坂

に
限

る

か
ど
う
か
は
措
く
と
し
で
、
先

躍
の
あ
る
典
型
約

手
法

に
は
違

い
な
い
。
志

田
博
士

の
論
文

に
は
、
芭
蕉
お
よ
び
門
人

の
関
連
し

た
言
説

が
豊
富
に
引
か
れ

で

い
る
が

、
右
の
手
法
を
理
解
す

る
た
め
に
、

『
三
冊
子
』
が
伝

え

る

芭

蕉

自

身
の
次

の
意
見
だ
け
は
ぜ
ひ
理
解
し

で
お
き
た

い
。

絶
景

に
む
か
ふ
時
は
、
う
ば
は
れ
で
不
レ
叶
。
も

の
を
見
で
、取
所
を

心
に

留
で
不
レ
消

。
書
写
し
で
静

に
句
す

ベ
し

。

う
ば
は
れ
ぬ
心
得
も
あ

る
事

也

。
其

お
も
ふ
処
し
き
り
に
し
で
、
猶

か
な
は
ざ

る
時

は
書
う

つ
す
也

。

あ
ぐ
む

ベ
か
ら
ず

。

従
来
行
わ
れ
で
い
る
こ
の
文

章
の
冒
頭
部

の
解
釈

は
、
も
う

一
度

厳
密

に
考

え
な
お
し
で
み
る
必
要
が
あ
ろ
。

二
六

著
著
土
芳

は
続
け
で

「
師

、
ま

つ
島

に
で
句

な
し

。
大

切
の

事

也
」

と

言

い
、
ま
た

『簑
虫
庵
集
』
に
も

、
さ
る
鯵
別

吟
に

「
士
峯
顔
を
改
ず
共
、
風
雅

に
時
あ
り
。
必
詠
を
心
み
た
ま

へ
。
予
も
付

で
見
ま
ほ
し
く
、
し

き
り

に
う
ら

や
ま
し
く
。
絶
景
も
の
に
心
う
ば
は
る
所
古
翁
も
常

に
慎

り
」
と
前
書
し
で

い

る
。
芭
蕉
言
う
と
こ
ろ
の

「
絶
景
」
が
、

つ
ま
り
松
島
や
冨
士

の
如
き
を
指
す

も
の
と
解
し
で

い
る
。

「
絶
景
」

の
語
の
芭
蕉

に
近

い
用
例

を
更

に
当
る
と

近
江
八
景
は
湖
水

の
絶
景
を
あ

つ
む
(
千
那

・
近
江
八
景
序
く
風
俗
文
選
)

絶
レ
景

五
月
雨
や
冨
士

の
煙

の
其

後
は

(
其
角

・
華
摘

)

松
島
宮
島

の
絶
景
を
詩

に
賦
し
で
も

(
難
波

み
や
げ

)

註
1

等

タ
い
ず

れ
も
名
所
で
あ
る
。
ま
た
、
芭
蕉
と
同
時
期

に
全
国
各
地
を
巡
歴
し

た
大
淀

三
千
風

が
、
そ

の
見
闘
録

『
日
本
行
脚
文
集
』

の
巻
頭
に
掲
げ
る
本

朝

十
二
景

は
、
体
験

に
基

い
て
当
時

の
俳
人

の
感
覚
で
選
出
し
た
絶

景

で
あ
る
か

ら
参
考

に
な
る

。

第

一
駿
河
田
子

二
奥
州
松
島

三
管
前
箱
崎

四
丹
後
橋
立

五
紀
伊
若
浦

六
近
江
錯
湖

七
安
芸
厳
島

八
出
羽
蛆
象

九
伊
勢
朝
熊

十
出
雲
松
江

十

元
播
磨
明
石

十
二
武
蔵
金
沢

富
士

と
は
言

わ
ず

に
田
子
と
い
う
な
ど
、
こ

ゝ
に
慰
あ
き
ら
か
に

一
つ
の
類

型
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芭
蕉

が
松
島
を

「
扶
桑
第

一
の
好
風
」
と
し

で

「
洞

庭

・
西
湖
に
恥
ず
」
と
言
っ
た
規
範
意
識
で
あ
る
。

『
名
所
方
角
紗
』

(
宗
紙

註
2

著

・
寛
文
十

二
年
刊
)
で
検

索
す

る
と
、
十

二
景
中

、
松
江

・
金
沢
を
除

い
た

註
3

十
景
は
す

べ
で

「
名
所
」
な

の
で
、
試

み
に
、
当
時
を
代
表
す
る
名
所

和
歌
集

か
ら
歌
数

の
多

い
順
位

に
十

二
景
を
選
ん
で
比
較
し

で
み
よ
う
。
万
葉
集

に
つ

い
て

の

『楢

山
拾
葉
』

(
石
川
清
民
編

・
寛
文
十

一
年
刊
)
、

二
十

一
代
集

に

つ
い
で

の

『
類
字
名
所
和
歌
集
』

(
昌
琢
編

・
寛
永
八
年
刊
)
を
そ
れ
に
当
で



る
と

い
う
の
は
、

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

の
旅
の
手
引
と
し
で

「
名
勝
備
忘
録
」

を
作
成
す
る
の
に
曽
良
が
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
檎
山
拾
葉

〉

吉
野
57

春
日

52

奈
良
50

難
波

40

住
吉

39

佐
保
35

以
下
略

(
数
字

は
歌
数
を
示
す

。
)

〈
類
字
名
所

棚
歌
集

〉

吉
野

謝

難
波
鵬

逢
坂

脚

住
吉

螂

若
浦

餅

春
日
㎜

龍

田
%

富
士

27

滋
賀
92

須
磨

07

元二
笠
06

宇
治

01

1
∴

-↓

-↓

■⊥

1

都
周

辺
の
名
所

に
歌
が
集
中
し
で

い
る

の
で
、
三
千
風

の
十

二
景
と
必
ず

し

も

一
致
し
な

い
が
、
そ
れ
で
も
若
浦

。
富
士

・
須
磨
明
石

。
琵
琶
湖
等
は
共
通

し

で
い
る
。
吉
野

が
前
者

に
も
れ
で
い
る
の
は
、
あ
ま
り

に
和
歌
的

で
、
漢
詩

的
な
山
水
の
あ
し

ら
い
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

。
た
し
か

に
近
世

の
旅
は
視
野
を
広
げ
、
居
な
が
ら
に
し
で
歌
わ
れ
た
言
葉
の
上
だ
け

の

名
所
、
も
は
や
自

然
の
景
観
を
保

っ
で
い
な

い
名
所

を
ふ
る

い
お
と
し
た

。
し

か
し
そ

の
上
で
、
従
来

の
和
歌
的
類
型
と

「
絶
畏
」
と
い
う
漢
語
自
体

の
も

つ

漢
詩
的
類
型
と
が
交
わ
る
地
点
を
絶
景
と
認
め
た
よ
う
で
あ

る
。

ア
ル
ピ

ニ
ズ

ム
の
発
見
し
た
風
景

の
如

き
に
対
し
で
は

い
ま
だ
感
動
す

べ
き
類
型
を
も

た
な

か
っ
た
の
で
、
芭
蕉

に
と
っ
で
八
ヶ
岳

山
麓
を
縫
う

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
帰

路
は
紀

行
文
と
は
な
ら
ず

、
立

山

・
白
山
を
踏
破
し
た
三
干
風
も
そ
れ
を
十

二

景

に
数
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り

「
絶
景
」
は

「
滝
化

の
功
」
そ
れ

自
身
と
し
で
は
存
在

し
な

い
。
風
雅

の
伝
統

の
中
で
類
型
化
す
る

こ
と

に
よ
っ

で
、
畏
を
絶
し

、
造
化

の
功

を
見

る
と

い
う
感
動

が
生
れ
る
。
絶
景
は
そ
の
感

動

の
対
象
と
し
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

「
う
ば
は
れ
で
不

レ
叶
」
の
例

と
し
で
は
、
『
お
く

の
ほ
そ
道

』
の
須
賀
川
で
等

窮
か
ら

「
白
河

の
関

い
か
に
こ
え
つ
る
や
」
と
問
わ
れ
、

「
長
途

の
く
る
し
み

身

心
つ
か
れ
、
且
は
風
景
に
魂
う
ば
は
れ
、
懐

旧
に
腸
を
断
で
、
は
か
ぐ

し

う

思
ひ

め
ぐ
ら
さ
ず
」
と
答
え
る
箇
所

が
あ
げ
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
当
時

、
白

川

の
関

に
は
往
時
を
し

の
ば

せ
る
風
景

は
既

に
な
く
、
霧
雨

の
中
を
芭
蕉

等
は

関

跡
に
つ
い
て
も
判
然
と
し
な

い
ま

ゝ
、
新
道
か
ら
旧
道
を

ま
わ
っ
で
白
河

へ

出

で
い
る
。
し
た
が
っ
で
魂
を
う
ば
つ
た
の
は
け
っ
し
で
風
景
そ

の
も

の
で
は

な
く
、
能
因

の

「
秋
風
を
耳

に
残
し
」
頼
政

の

「
紅
葉
を
佛
に
し

で
」
眺
め
た

風
景
な
の
で
あ
る
。

『笈

の
小
文
』
の
吉
野

で
芭
蕉

が

「
口
を

閉

ぢ

た
」

の

も
、

「
摂
政

公
の
な
が
め

に
奪
は
れ
」
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
引
く
ま
で
も
な

い

「
詩
歌
連
俳

は
ど
も

に
風
雅
也
。
上
三

の
も
の
に
は
余
す
所
も
有

。
そ

の
余
す

処
迄
俳
は

い
た
ら
ず
と
云
所
な
し
」
と

い
う

『
三
冊
子
』

の

二
節
で
あ
る
が
、

そ
こ
で

「
見

る
に
有

、
聞
に
有

、
作
者
感
る
や
句

と
な
る
」
創
作
過
程
を
う
ば

う

も

の

は
、

「
花

に
鳴
鶯
」

「
水

に
住

む
蛙
」
と

い
う
伝
統
的
類
型
で
あ
ウ

た
。

「
凡
物
を
作
す

る
に
、
本
性

を
し

る
べ
し
、
し
ら
ざ

る
時
は
珍
物
新
詞

に

魂
を
奪
霜

酬
q
外

の
事

に
な
れ
り

。
魂
を
奪
る

ゝ
は
其
物

に
着
す
る
故

也
。
是

を
本
意
を
失
ふ
と
云

」
と

の

『
去
来
抄
」

の
論
理
は
、
意
図

を
異

に
す
る
が
援

用

し
で
・.ひ
い
だ
ろ
う
。

「
う
ば
は
れ
で
不

レ
叶
」
は
伝
統
飽
類
型
に
執
着
す
る
故

に
眼
前

の
景

の
本
意
を

失
う
こ
と
で
あ
る
。

「
不
レ
叶
二
其

景

こ

で
あ
る
。
そ

の
時
に
は
、

「
物
を
見

で
取
所
を

心
に
留
め
で
不
レ
消

、
書
写
し
で
静
に
句
す

べ
し
」
と

い
う
の
が
芭

蕉

の
百
っ
た

「
う
ば
は
れ
ぬ
心
得
」

で
あ
っ
た
。

志

田
博
士
は
、
前
記
の
論
文
を

「
だ
か
ら
芭
蕉

は
赤
冊
子
が
伝

へ
で
ゐ
た
や

う

に
、
自
分
が
有
磯
海
を
大
観
し
た
句
や
富
士
を
大
観
し
た
句

に
つ
い
で
、
大

観

に
接
し
で
は
大
観

の
句

を
詠
む

べ
き
こ
と
を
諭
し

で
ゐ
た
の
で
あ
る
」
と

い

.

二

七



う
結
論

に
導
く
た
め
に
、

「
魂
を
奪
ふ
や
う
な
絶
景
は
、
程
度

の
差

は
あ
っ
て

も
兎

に
角
大
観

の
風
景

で
あ
る
」
と

い
う

が
、
大
観

の
字
義

に
限
定
を
与
え
な

い
限
り
、
素
朴

に
す
ぎ
る
近
代
的
解
釈

と

い
う

こ
と

に
な
ろ
う

。
誤
解

の
な
い

よ
う

に

「
赤
冊
子
」
の
そ

の
部
分
を
引

い
で

お
く
が
、

早
稲

の
香
や
わ
け
入
右
は
有
磯
海

一
を
ね
は
し
ぐ
る

ゝ
雲
か
雪

の
不

二

此
句

、
師

の
い
は
く
、

「
若

、
大
国

に
入
で
句
を

い
ふ
時
は
、
そ
の
心
得

有

。
み
や

こ
が
た
名
有

も
の
、
か
ゞ
の
国
に
行
で
、
く

ん
ぜ
川
と
か

い
ふ

雄
に
で

、
ご
り
踏
と

い
う
句
有
。
た
と
え
佳
句
と

で
も
、
そ
の
位
を
し
ら

ざ

れ
ば
也

。」
あ
り
そ
も
其

心
遣
ひ
を
み
る

べ
し
。
ま
た
不
二
の
句
も
、
山

の
す
が
た
是
程

の
け
し
き
に
も
な
く
で
は
、
異

山
と
ひ
と

つ
に
成

叉
し
。

芭
蕉

の
言
は
、

い
ま
私

に
「

」
を
付
け
た
部

分
に
限

ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
と
す
れ
ば
、
加
賀
百
万
石

に
対
す

る
挨
拶
と
し
で

「
く
ん
ぜ
川
」
で
は

位

が
あ

わ
な

い
と

い
う
こ
と
を
言

っ
た
ま
で
で
、
そ
れ
を
有
磯
海

・
富
士

の
二

句

に
適
用
し
た
の
は
土
芳

の
意
見

で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
富
士

の
句

に

つ
い
て

は
そ
う
と
る

ベ
き
で
あ
る
。

『
三
冊
子
』

に
つ
い
て
は
、
芭
蕉

の
意
見

と
土
芳

の
意
見

と
を
読

み
分
け
る
注
意
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

註

①

『
近
江
八
景
詩
』

が
当
時
版
を
重

ね
で

お
り
、

『
難
波

み
や
げ
』
の
筆
録
者

も
儒
者

で
あ

る
。

『
和
漢

三
才
図
絵
』
は
そ

の
地
理
門
の
う
ち
松
島

に
の
み

絶
景

の
語
を
与
え
て

い
る
。
い
ず
れ
も
漢
詩
文
的
用
法
で
は
あ
る
。

②
類
書

で
は

『
誹
枕
』

(
幽
山
編

・
延
宝
八
年
刊
)

に
金
沢
の
句
初
出

。

③

『俳
譜
名
目
抄

』
に

「
歌

に
詠
た
る
所
を
名
所
と

い
ふ
」
と
定
義

。

④
嵯
峨
日
記

。
本
稿

の
第
五
章

に
引
用

。

三

・二

八

大
方
題

に
名
所
を

い
だ
し
た
ら
ん
に
、
読

な
ら
は
し
た
る
所

ど
も

、
さ

ら
で
は
少
よ
せ
あ
り

ぬ
ベ
か
ら
ん
を
も
と
め
で
、
案
じ

つ
ゴ
け
で
見

る

ベ

し

。
花
さ
か
ぬ
山
に
も
花
を
さ
か
せ
、
紅
葉

を
せ
さ
せ
ん
事

、
只
今
其
所

に
望
で
歴
覧

せ
ん
に
、
花
も
紅
葉
も
あ
ら
ば
景
気

に
し
た
が
ひ
て
よ

む
べ

し

。
さ
ら
で
は
ふ
る
き
事

を

い
く
た
び
も
案
じ
つ
ゞ
く
べ
き
な
り

。
お
ほ

よ
ど

の
浦
に
も
今
は
松
な
し
。
住
吉

の
松
も
浪

か
け
ず
。
か

ゝ
れ
ど
も
な

を

い
ひ
ふ
る
し
た
る
す
ぢ
を
よ

む
べ
し
。
な
が
ら
の
は
し
な
ど
は
昔
よ
り

絶

に
し
か
ば

、
こ
と
ふ
り
に
け
り
。
水
無
瀬
川
水
あ
れ
ど
も
水
な
し
と
よ

む
べ
き
也

。

(
詠
歌

元
体
)

右

の
如
く
名
所

の
歌
は
、
実
景
を
離
れ
で
古
歌

の
世
界
を
踏
襲
し
、
題
詠
風

に
詠

み
つ
が
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
中
世
を
通
し
て

一
そ
う
増
長

さ
れ
、
連
歌

・

俳
譜

へ
も

ち
こ
さ
れ
た
。

し

か
か
る
名
所

の
句

の
伝
統
的

心
得
を
、

い
ま
紹
巴

の

『連
歌
教

訓
』
を
軸
に

し
で
整
理
す
る
と

1
壽
合
ー
名
所

の
連
歌
は
草
木

・
鳥
獣

も
其
所

に
詠

み
な
ら
は
し
た
る
も
の
を

沙
汰
す

べ
し
。

『吾
妻
問
答

』
は
更

に
詳
し
く

「
名
所

の
句
を
す
る
時

、
其

の
名

所
の
寄

せ
候
は
で
は
悪
し
く
候
。

二
句

に
詮
な
き
事

な
ど
侍
る
は
見
苦
し
く
候
。

た
と

へ
ば
、
吉
野

に
は
花

・
雪
な
ど
を
そ

へ
、
立

田
に
は
紅
葉

・
鹿
な
ど

を

い
ひ
、
弓
槻
が
嶽

に
は
雲
を
そ

へ
、
浅
間
山
に
は
煙
を
そ

へ
な
ど
す
る

事
な
り
」
と

い
う

。



2
風
詞
i
夕
立

の
降
る
山
本

、
い
さ
し
ら
川

の
関
、

い
つ
か
ま
た
あ
ふ
坂

、
と

ふ
人
も
な

に
は
、
等
風
詞

に
い
う
時
は
、
別

に
寄
合
の
沙
汰
な
き
也
。

こ
の
手
で

い
く
と

、

『
当
風
連
歌
秘
事
」

に

「
知

ら
ざ
る
名
所
を
付

る

心
持
之
事
は
、
清
見

が
関

に
は
万
物

に
き
よ
き
心
、
相
坂

に
は
又
逢
ふ
心

・
を
付

る
也
。
高
砂

に
は
高

き
心
を
付
也
」
と

い
う
居

な
が
ら

に
し
で
の
作

も
可
能
で
あ
る
。

3
景
色
ー
松
島

・
三
嶋

・
須
磨

・
明
石

・
難
波

・
住
吉
な
ど
の
面
白
き
名
所
を

ば
其
景

色
を
だ

に
も
言
ひ
立
ぬ
れ
ば
、
別

に
読

た
る
も
の
に
沙
汰
な
き
也
。

と

い
'う
こ
と
に
な
り
、
当
然
俳
譜
も
そ
れ
を
継
承
し
て

い
る
。

1
の
継
承

は
、
し
か
し
初

期
俳

譜
に
ど

ゞ
ま
る
。

『
名
所
方
角

紗
』

等

と

『
俳
譜
類
船
集
』

で
比
較
し
で
み
る
と
、
わ
ず

か
に
中
世
軍
記
物
関
係

の
故
事

と
近
世

の
名
物
等

で
範
囲
を
拡
張
し
た
だ
け
で
、
他
は
そ
の
ま

ゝ
の
継
承
と

い

っ
で
よ

い
。

2
の
風
詞
は
耳
な
れ
な

い
語
で
あ
る

が
、
地
名

へ
の
掛
詞
と
と
る
な
ら
雅
文

学

・
俗
文
学
を
通
じ
で

の
技
法
で
あ
る
。
従
っ
で
こ
の
手
法

に
よ
る
江
戸
時
代

の
連
歌

の
発
句

に
は
、
俳
譜

の
発
句

と
見
ま

が
う
も
の
さ
え
あ
る
。
ま
た
同
じ

手
法

の
パ

ロ
デ

ィ
ー
が
貞
門
時
代
に
は
流
行
す
る
。

『
竹
斉
』
の
道

行
、
立
圃

の

『
み
ち

の
き
」

の
類

、
『
東
海
道
名
所
記
』
の
狂
歌
や
狂
句

等
み
な
然
り
で
あ

る
。
『
お
く

の
ほ
そ
道
」

に
目
立

つ
地
名
詠

み
込
み
の
発
句
も
、
そ
の
流

れ
の
末

に
あ
る
が

、今
日
そ
の
評
価

は
、土
地

の
名

に
こ
め
ら
れ
た
鎮
魂
的
意

義
を
重
ん

ず

る
解
釈
と
、
言
語

遊
戯
と
し
て
軽
く
う
ち
興
じ
た
と
す
る
解
釈
が
併
立
し
た

ま

ゝ
、実

証
的

に
両
者
を
計
量
す
る
動

き
が
な

い
。
こ
の
点

に
っ
い
で
は
い
ず
れ

稿
を
改

め
る
。
こ
の
よ
う

に
雅
俗
と
も

に
地
名
を
心
と
し
で
掛
け
る
知
的
手
法

か
ら
、
地
名
自
体

の
も

つ
イ

メ
ー
ジ
を

一
句

の
匂

い
ど
し
で
生
か
す
余
情
的
手

法

へ
の
推
移
は
、
芭
蕉

の
発
句

に
お

い
で
も
連
句

に
お

い
で
も
顕
著
で
あ
る
。

3
の
景
色
を
そ
の
ま

ゝ
に
描
く
手
法
も

、
と
な
え
ら
れ
た
当
時

で
は
必
ず

し

も
写

生
を
意
味

す
る
も

の
で
は
な
く
、
伝
統
的
類
型
に
従
え
ば
机
上
の
作

で
か

ま
わ
な
か
っ
た
。
談
林

の
見
立
で
も
そ

の
類
型
を
前
程
と
し
た

パ

ロ
デ
ィ
ー
に

す
ぎ
な
い
。
芭
蕉

が
名
所

の
句

で
強
調
し
た
の
は

こ
の
3

に
つ
い

で

で

あ

っ

た
。

『旅
寝
論
』

に

「
一
と

せ
人

々
集

り
で
、
木
曽
塚
の
句
を
吟
じ
け
る
に
、

先
師

一
句
も
取
給
は
ず

。門
人

に
語
り
で
日

、都
で
物

の
讃

・
名
所
等

の
句

は
、
,

先
其
場
を

し
る
を
か
ん
や
う
と
す

。
西
行
の
讃
を
文
覚
の
絵

に
書

、
あ
か
し
の

発
句
を
松
島

に
も
用
ひ
侍
ら
ん
は
浅
ま
し
か
る
べ
し
。
句

の
善

悪
は
第

二
の
事

註
2

也
と
な
り
」
と

み
え
る
。
初
期
俳
譜
か
ら
の
脱
出

に
当
っ
で

『束

日
記
』

の
才

麿

序
は

「
…
五
月
雨

に
海
を
よ

せ
、
舞
に
は
必
色
を
染
で
、
を
の
ず

か
ら
な
る

風
景
を
し
ら
ず

。
作
を
離
れ
で
作
あ
る
処
を
見
ず

。
此
時

に
の
ぞ
む
で
は
学
者

も
な
つ
み
、
達
人
も
筆
を
す

つ
」
と
述
べ
て

い
る
が
、

「
絶
景

に

む

か

ふ

時

は
、
う
ば

は
れ
で
不

レ
叶
し

の
陣
吟
も

こ
の
実
践

に
お

い
で
生
れ
た
。

芭
蕉

の
う
ち
に
あ

っ
で
そ
の
旅
を
促
し
た
も
の
は

一
つ
に
は
歌
枕

へ
の
強

い

憧
れ
で
あ
り
、更

に
は
そ
れ
を
机

上
の

『
松
葉
集
』
で
満
た
し
え
ず

、
「
耳

に
ふ

れ
で

い
ま
だ
め
に
見

ぬ
さ
か
ひ
」
を

そ
の
足
で
踏
み
た
い
と

い
う

元
禄

の
実
証

精
神

で
あ
っ
た
。
歴
史
的

に
は
好
奇

心
と

い
う

べ
き
か
も
し
れ
な

い
が
、
少
く

と
も
近
世

の
も

つ
よ
り
近
代
的
側
面

で
あ
り
、
そ

れ
は
風
雅

の
伝
統

が
築
き
あ

げ

た
歌
枕
と

い
う
権
威
を
認
め
そ
れ
に
魅
か
れ
て
疑

い
も
な
く
句
作

り
し
よ
う

と
す

る
、
い
わ
ば
封
建
的
姿
勢
と
は
本
来
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
が

名
所
を
そ

の
足
で
踏

み
、
詠
む
事

に
よ
っ
て
自
ら
風

雅
の
伝
統

に
参

入
し
よ
う

と
す
る
時

、
そ
れ
は
真
向

か
ら
伝
統

に
対
決
す
る
事

に
な
っ
た
。二

九



註
①
拙

稿

「
立
圃
三
点
」

(
「
近
世
文
芸

・
資
料

と
考
証
」
3
所
収

)

②

『去
来
抄
』

に
も
同
様

の
記
事
が
み
え
る
。

四

'

『笈

の
小
文
』

の
場

合
を
考
え
よ
う
。

『楢
山
拾
葉
』

に
五
七
首

、

『
類
字
名

所
和
歌
集
』

に
三
八

一
首

の
重
み
を
負
う
最
大

の
名
所
吉
野

で
あ
る
。

吉
野

は
和
歌

の
名
所
、
如

意
は
誹
譜

の
名

所
と
云
は
よ
し
。
芳
野

は
は

い
か

い
の
名
所

に
あ
ら
ず

と
云

は
非
也
。
此
故

に
花
や
よ
し
野
を
詠
ぜ
ん

と
、
す
こ
し
も
和
歌

の
領
を
誹

譜
よ
り
を
し
で
作

す
る
に
あ
ら
ず

。
花

・

よ
し
の
に
も
又
は

い
か

い
の
領
有

。
古
人
其

景
情
の
和
歌

に
も
れ
で
や
む

ま
じ
き
所
有
を
以
で
、
誹
譜
は
行

れ
た
り
。
是
を
双
方

に
引
わ
け
た
る
物

の
ご
と
く

さ
た
せ
ん
は
、
却
而
古
風

に
ち
か
し
。

と

い
う

『
旅
寝
論
』
の
意
見
は
、
芭
蕉

の
意
見

で
も

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し

『
笈
の
小
文
」
の
吉
野

で
芭
蕉

は
そ

の
確
固
た
る
伝
統
的
類
型
に
奪
わ
れ
で

「

い
た

づ
ら
に
口
を
閉

ぢ
」
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
「
あ
ぐ
む
べ
か
ら
ず
」
、
そ

の

た
め
に
は
ま
ず

虚

心
に

「
物
を
見

で
取
」
ら
ね
ば

な
ら
な

い
。
松

の
事
は
松
に

習
う
の
が
芭
蕉

の
方
法
で
あ
っ
た
。
其
角

が

『句
兄
弟
』
に

景
情

の
は
な
る

ゝ
と

い
ふ
事
、
雑
談
集

に
論
ぜ
る
ご
と
く
也

。
近
く
と

い

は

ゞ
、
先
年

明
星
や
さ
く
ら
定

め
ぬ
山
か

つ
ら

と
云
し
句

、
当
座

に
は
さ

の
み
興
感

せ
ざ
り
し
を
、
芭
蕉
翁
、
吉
野

山
に

あ
そ
べ
る
時

、
山
中

の
美
景

に
け
を

さ
れ
、
古
き
歌

ど
も

の
信

を
感
ぜ
し

叙

、
明
星
の
山
か

つ
ら
に
明
残

る
け
し
き
、
此
句

の
う
ら
や
ま
し
く
覚
え

三
+

た
る
よ
し
、
文
通

に
申
さ
れ
け
る
。
是
を
み
つ
か
ら
の
面
目

に
な
し
で

お

.も
ふ
時
は
、
満
山

の
花
に
か
よ
ひ

ぬ
べ
き

一
句

の
含
は
た
し
か
也

。

註
1

と
自
讃
し
で

い
る
が
、

「
其
景
情

の
和
歌
に
も

れ
て
や
む
ま
じ
き
所
」
と
芭

註
2

蕉
も
認
め
た
の
で
あ
ろ
う

。
土
芳
は

「
松

の
事

は
松

に
習

へ
」

の

教

え

を
、

「
習

へ
と

い
ふ
は

、物

に
入
で
そ

の
微

の
顕
れ
で
情
感
る
や
句
と
成

ル
所
也
。
た

と

へ
、
も
の
あ
ら
わ

に
い
ひ
出
で
も
、
そ
の
も

の
よ
り
自
然
に
出
る
情

に
あ
ら

ざ

れ
ば

、物
我

二
っ
に
成
り

で
、
そ
の
情
誠

に
不
レ
至
。
私
意

の
な
す
作
意
也
」

と
解

し
で

い
る
。

こ
れ
は
正
論
で
あ
ろ
う

。
し
か
し

『句

兄
弟
』

の
言
及
し

た

『雑
談
集
』

の
論
は
、

「
す

べ
で
景

に
合

せ
で
は
情
負

る
ゆ

へ
、
情
を
こ
ら
し

で
籾

、
景
を
尋

ぬ
る
が
此
道

の
手
成

べ
し

。
富
士
を
見

で
は
、
発
句

の
ち

い
さ

く
成
ぬ
る
は
、
心
の
及
ぼ
ざ
る
ゆ

へ
也
」
と
手
を
あ
か
し
で

い
る
。
土
芳

の
言

に
か
ん
が
み
で
其
角

の
句

が
と
も
す
れ
ば
作
意

に
お
ち
る
所
以
で
あ
っ
た
。
作

者
と
言
わ
れ
る
其
角

に
と
っ
で
は
、
し

か
し
あ
ら
か
じ

め
情
を
こ
ら
す
事
で
伝

統
的
類
型
に
対
処
し
た
わ
け
で
あ
る
。
其
角

は
景
情
を
も

っ
と
も
対

立
的

に
と

ら
え
で
情
を
重
ん
じ

た

一
人
で
、
む
し
ろ
そ
の
情

が

一
句

の
主
題
と
し
で
強
く

出
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
同
じ
く

『雑
談
集
』

に
、

「
い
は
ゞ
情

の
う
す

き
句
は
を
の
つ
か
ら
見

あ
き
も
し
、
聞

ふ
る
さ
る
ゝ
に
や
」
と
「
情

の
厚
き
句
」

を
肯
定
す

る
論
を
吐

い
で

い
る
が
、
「
花
ざ
か
り
山
は
日
ご
ろ

の
あ
さ
ぼ
ら
け
」

と

い
う
実

は
吉
野
の
曙
を

詠
ん
だ
芭
蕉

の

一
句
な
ど
、

ま
さ
に
情

の
う

す

い

句

で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り

芭
蕉
自
身

の
意

に
も
満
た
な
か
っ
た
か
ら
、
捨
で

ゝ

口
を
閉
じ
る
こ
と

に
し
た
も

の
で
あ
ろ
う

。

同
じ

い
き
さ

つ
を

『去
来
抄
』
は
次

の
よ
う

に
伝

え
で
い
る
。

お
と

ゝ
ひ
は
あ
の
山

こ
え

つ
花
盛

去
来

此
は
猿
簑
二
三
年
前

の
吟
也
。
先
師
日
、
こ
の
句

い
ま
聞
人
有
ま
じ
。

σ

、
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一
両
年
を
待

べ
し
、
と
也

。
そ

の
後
、
杜

国
が
徒
と
吉
野
行
脚
し
た
ま
ひ

け
る
道
よ
り

の
文

に
、
或

は

「
吉
野
を
花

の
山
」
と

い
ひ
、
或

は

「
是
は

/
＼
と
ば
か
り
」
と
聞

え
し

に
魂
を
奪

は
れ
、
又
は
其
角

が

「
桜
さ
だ
め

よ
」
と

い
ひ
し
に
気
色
を
と
ら
れ
で
、
吉
野

に
発
句
も
な

か

り

き
。

只

コ

昨
日
は
あ
の
山

こ
え

つ
」
と
日

々
吟

じ
行
侍
る

の
み
、
と
也
。
そ
の

後
、
此
発
句
を

か
た
り

、
人
も
う
け
と
り
け
り

。
ムニ

両
年
早
か
る

べ
し

と
は
、

い
か
で
か
し
り
給
ひ
け
ん
。
予

は
却
で
ゆ
め
に
も
し
ら
ざ
る
事

な

り
す
り
。

以
上

の
【、句

兄
弟
』と
「
去
来
抄
』
の
引
用

か
ら
知
ら
れ
る
吉
野
か
ら

の
其
角
宛

・
去
来
宛

両
書
簡

に
合
わ

せ
で
、
同
じ
く

こ
の
旅
中
に
書

か
れ
た
四
月
二
十
五

日
付
猿
難
宛

の
書
簡
を
も
注
意
し
た

い
。
旅
中
倉

卒
の
間

の
執
筆
と
で
句
作

の

い
と
ま
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

が
、

「
布
留

の
社
に
詣

、神
杉
な
ど
拝

み
で

、

声
ば

か
り

こ
そ
昔

な
り
け
れ
、
と
詠
し
郭
公
の
比

に
さ

へ
な
り
け
れ
と
、
お
も
し

ろ
く
で
滝
山

に
昇
る
。
帝

の
御
覧

に
入
た
る
事

、
古
今
集

に
侍
れ
ば
、猶
な

つ
か

し
き
ま

ゝ
に
、
弐
拾
五
丁
分
け
登

る
。
滝
の
景
色

冒
葉
な
し
」
と
、
ま

た
須
磨

の
哀
史

を
述
べ
来

っ
で

「
須
磨
寺

の
さ
び
し
さ
、

口
を
閉
た.に
る
ば
か
り

に
候

。

蝉

折

・
高

髭
笛

・
料

虻
十

疋
見

る
ま
で
も
な
し
。
此
海
見
た
ら
ん
こ
そ
物
に
は

代

へ
ら
じ
と

、
明
石
よ
り
須
磨

に
帰
り
で
泊
る
」
と
、
繰
返
し
こ
の
筆
法
が
あ

ら
わ
れ
る
。
同
じ
須

磨
を

『
笈

の
小
文

』
で
は
、

「
か
ゝ
る
所

の
秋
な
り
け
り

と
か
や
、
此
浦

の
実

は
秋
を

む
ね
と
す
る
な
る
べ
し
。
悲
し
さ
、
寂
し
さ
、
三
.口

は
む
か
た
な
く
、
秋
な
り
せ
ば

、
い
さ

ゝ
か
心
の
は
し
を
も
言
ひ
出

べ
き
物
を

と
思
ふ
ぞ
、
我
心
匠

の
拙

な
さ
を
知

ら
ぬ
に
似
た
り
」
と
し
で

「
須
磨
土
寸
や
吹

か
ぬ
笛
聞
く
木
下
闇
」

の
句

を
掲
げ

る
が
、
こ
れ
は
其
角
流

に
情
を
こ
ら
し
で

景
を
た

つ
ね
た
故

の
作
意
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。

伝
統
と
創
造
、
創
造

に
お
け
る
景

と
情

、
ゆ
き
づ
ま
り
か
ら
く
る
こ
の

二
連

の
動
揺
を

、
仮
に
吉
野
体
験
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

蜀、笈

の
小
文
」
は
芭
蕉

の
芸

術
観

の
様

々
な
昂
揚
を
示
し
で

い
る
が
、
そ
の
中

で
最
大

の
名

所
吉
野

に
対
決

し

た
時
、
芭
蕉

は
た
ゞ

「
お
と

～
ひ
は
あ
の
山

こ
え
つ
花
盛
」
を

吟
じ
行
く
ば

か
り
で
あ
っ
た
と

い
う
。
芭
蕉

に
は
詠
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
伝

統
の

要
請
が
あ
っ
た
。
し
か
し
松

の
事
を
松

に
習
う
芭
蕉

の
方
法
は
、
名

所
ど

い
う

強
烈
な
伝
統
的
類
型
を
前
に
し
で
新
し
み
の
発
見

に
苦
渋

し
た
。

「
其

場
を
し

る
を
か
ん
や
う
」
と
す
る
名
所

の
句

の
場

合
、
特

に

『
去
来
抄
』

の
い
う

「
俳

譜
は
新
敷
趣
を
専
と
す
と

い

へ
ど
も
、物

の
本
情
を
違
う

て
い
ふ
物
に
あ
ら
ず
」

と

の
規
制
は
強

く
働

い
た
筈

で
あ
る
。
こ
の
相

互
規
制

は
と
も
す

る

と

循

環

論
に
陥

り
か
ね
な

い
。
そ

の
軋
礫
が

『鹿
島
紀
行
』
で
は

「
本
意
な
き
わ
ざ
な

れ
」

と
も

、

『
笈
の
小
文
』
で
は

「
い
と

口
惜

し
」

「
無
興

の
事

な
り
」
と
も

い
う
表
現

に
な
っ
で

い
る
。
そ
の
時

口
を

つ
い
で
出

た
去
来

の
句

の
と
ら
わ
れ

の
な
い
軽
さ
に
、
芭
蕉
は
思

い
が
け
ぬ
方
向
を
感
得

し
た
に
違

い
な
い
。
去
来

が

「
そ

の
後
、
此
発
句
を
か
た
り
、
人
も
う
け
と
り
け
り
」
と
言

っ

た

時

点

は
、
元
禄
元
年
の

「笈

の
小
文

鞠
の
旅

の
後
で
あ
る
。
元
禄

二
年
刊

の

『
あ
ら

野
」

に
お

い
で
、
許

六
は

「
か
る
み
」
の
現
わ
れ
を
指
適
し
で
お
り

、
元
禄

三

年

「
木

の
も
と
は
汁
も
鎗
も
桜

か
な
」
を
作

っ
た
時

、
芭
蕉

は

「
花
見

の
句

の

か
ゝ
り
を
少
し

心
得
で
、
軽

み
を
し
た
り
」
と
言

っ
た
と

い
う

。

「
か

ゝ
り
」

註
3

と
は

「
詞
の
音
楽
的
譜
調
」
を
指
す
。
こ
の
段
階
で

の

「
軽

み
」
と
は
、

「
汁

も
鰭
も
」
と

い
う
俗
語
に
よ
る
表
現

の
は
ず

み
を

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す

る
と
、
ジ
レ

ン
マ
の
中

で

「
お
と

ゝ
ひ
は
あ

の
山
こ
え
つ
」
と

口
ず

さ
ん
で
行

っ
た
俗
語

の
リ
ズ

ム
、
そ

の
解
放
感

が
伏
線
と
な
っ
で
、
自
覚
的
な

「
軽

み
」

の
試
作
を
導

い
た
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
軽

み

へ
の
示
唆

が
、
伝
統
的
類

一三



型
化

の
最
も
著
し

い
名
所

の
句
に
お
い
で
ま
ず
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
当
然

で
も

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

疇言笈

の
小
文

ロ
の
吉
野
体
験
を
ひ
と

つ
の
転

機
と
認

め
た

い
の
で
あ
る
。

註

①
去
来

の
用
例

の
多
く
は
景
情
と
熟

し
た
形

で
あ
る
。

す

へ
で
古
歌
古
詩
を
取
串
候
事

も
、
情
を
取
り
候

に
も
、
景

を

取

候

に

も

、

一
段
と

せ
め
上
候
而
取
申
た
る
が
よ
く
候

。

(
去
来
文
)

と

、
常
識
的
な
論
法
に
従

っ
で
対
立
的
に
い
う
場
合
も
あ
る
が
、
同
じ
文

の

続
き

に

す

べ
で
古
歌
な
ど
取
ら
ん
に
は
、

一
し
ほ
風

情
も
情
も

せ
め
上
申
し
た
き

事

に
奉

レ
存
候

。

と

、
前

者
の
景
は
風

情
の
語
で
置
き
か
え
ら

れ
で

い
る
。
し

か
し
で

『
去
来

抄
』
は
「
風
情
と
謂
来

る
を

詰
文
考
は
風

姿

・
風
情
と

二
つ
に
分

て
教
ら
る

ゝ
、

尤
さ
と
し
安
し
」
と

い
ゝ
、
当

の
」・～考

は

『俳
藷
十
論
』
に

「
姿
情

ノ
論
」

を
説
い
で
、

「
今
様
は
目

に
其
姿
を
見

で
雪
語

の
外

の
情
を
含
む

。
し
か
れ

ば

古
は
情
の
み
に
し
で
、
今
は
姿
の
論
と
し

る

べ
し
」
と
し

「其

情
は
其
姿

に
し
た
が
ひ
で
あ
れ
ど
も
な
き
が
ご
と
」
し

と
言
つ
で

い
る
。
つ
ま
り
、
去

来

に
と

っ
で
は
、
情

は
景

の
余
情
と
し
で
、
景
を
は
な
れ
て
存
在
し
な

い
。

景

は
常

に
詠
句

の
対
象
と
し
で
情
を
樽
び
で
い
る
。
其

角
の
よ
う

に
、

「
景

情

の
は
な
る

ゝ
と

い
ふ
事

」
は
あ
り
え
な

い
も

の
の
如
く
で
あ
る

。

②
唐
木
順
三

『
無
用
者
の
系
譜
』

『無
常

』
は

『
一
遍
上
人
語
録
』
に

「
自
受

用
と

い
ふ
は
、
水

が
水
を

の
み
、
火

が
火
を
焼
が
ご
と
く
、
松
は
松
、
竹
は

竹

、
其
体
を

の
れ
な
り
に
生
死
な
き
を
い
ふ
な
り
」
と
あ
る
を
掲
げ

で
、
芭

三
二

蕉

と
の
類
似
を
三.口
っ
て

い
る
が
注
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う

。

『語

録
』

に
は
尚

「
華
の
事

は
華

に
と

へ
、
紫
雲

の
事
は
紫
雲
に
と

へ
、

一
遍
は
し
ら
ず
」
と

い
っ
た
論
法
も
見
え
、
芭
蕉

が
直
接

『
語
録
』
を
読

ん
だ
可

能
性

は

な

い

が

、
時
宗
の
関
係

か
ら
耳
に
入
っ
た
と

い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
で
も
よ

い
。

③
俳
譜
大
辞
典

「
懸
」

(
金
子
)

五

『
お
く

の
ほ
そ
道
』

の
場
合
を
考

え
よ
う

。

「
方
丈
記
」
を
ふ
ま
え
で
成
っ
た

「
幻
住
庵
記
」
の
成
功

が
、
い
か
に

『
お
く

の
ほ
そ
道

』
を
し
で
試
筆

な
ら
ぬ

成
就
を
期
せ
し

め
た

か
と

い
う
事

は
、
再
び
同
じ
長
明

の

(
作
と
当
時
思
わ
れ

註
1

で
い
た
)

『東

関
紀
行
』
を
構
想
に
用

い
た
事

か
ら
も
察

せ
ら
れ
る
が
、
そ

の

着
手

の
時
期

は
元
禄

四
年

の
落
柿
舎
滞
在
中
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
滞
在

の
毎
日
を
記
し
た

「
嵯
峨
日
記
」

に
よ
れ
ば
、

芭
蕉

は

『
本
朝

一
人

一
首
』

『
松
葉
集
』
を
座
右
に
置
い
て
、
日

々
の
参
考
に
供
し

で
い
た

。
そ
し

て
、
ひ

と
日

、
次

の
よ
う
な
意
見
を

も
ら
し

て
い
る
。

一
人

一
首

、奥
州
高

館

ノ
詩

ヲ
見

ル
。高

館
讐

レ
天
星
似

レ
胃
。
衣
川
通
レ
海

月
如

レ
弓
。
其
地
風
景
聯
以
不
レ
叶
。
古
人
と

い

へ
共
不
レ
至

二
其
地

「時

は

不
レ
叶
二
其

景

一

こ
れ
は
「
絶
量

に
む
か
ふ
時

は
う
ば
は
れ
で
不
レ
叶
」
と
無
縁

の
言
と

は
思
わ

れ
な

い
。
ど
ち
ら
か
を
念
頭

に
お
い
で

一
方
の
発
言

が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、

『猿
簑
』

に
発
表
し
た

「
夏
草
や
兵
共
が
ゆ
め
の
跡
」
を

、
奪

わ
れ
る

事
な
く
高
館

の
本
意
を
掴

み
え
た
と
す
る
自
信

が
、
は
じ
め
で
伝
統
的
類
型
を

批
判
す
る
立
場

に
芭
蕉
を

立
た
せ
た
も

の
で
あ
ろ
う

。
あ
る
い
は
景

に
負

け
、

あ
る

い
は
情

に
負

け
、
あ
る

い
は

口
を

閉
じ

た
動
揺

の
末

に
、
や
っ
と
会
得
し

た

一
つ
の
境
地

で
あ
っ
た
ろ
う

。



小
西
甚

一
「
芭
蕉
句
分
折
批
評
の
試

み

・
2
」

(
文
学

・
昭
38

・
9
)
は

夏
草
や
兵

ど
も

が
夢

の
あ
と

は
、

モ
ー
ド
と
し
で
お
も

に
描
写
型
で
あ
り

、
主
題

の
「
常

住

:

流

転
」

と
い
う
思
想
は
、
思
想
の
形
で
は
叙

述
さ
れ
で

い
な

い
。
し
か
し
、
そ
の

主
題

は
、
句

の
全
体

的
な
効
果
と
し
で
あ
ざ
や
か
に
表
出

さ
れ
で
お
り
、

虚
実
相
兼

の
作
品
だ
と
い
っ
で
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
わ
け
で
い
え
ば

、上
五
の

「
夏

草
や
」

が
実
中
虚
、
あ
と

が
虚
中
実
に
相
当
す
る
け
れ
ど
、
ひ

っ
く

・

る
め
で
見

れ
ば

、
実
中
虚
に
い
く
ら

か
傾
く
か
も
し

れ
な
い
。
主
題
を
底

深
く
ひ
そ
め
た
描
写
型

の
表
現

こ
そ

、
貞
享
期
と
元
禄
期
と
を
区
別
す
る

も
う
ひ
と

つ
の
特
色
だ
と
思
わ
れ

φ
。

と
述

べ
で

い
る
が
、
杜
詩
を
背
景

に
し

た
こ
の
句

の
達
成

に
は
、

小

西

説

を

裏

付
け
る

べ
く
、
直
接

に
は
素
堂

の
影
響
な
ど
が
大

き
か

っ
た
か
と
思
う

。
貞

享
四
年
刊

『続
虚
栗
』

の
序
で
素
堂
は
、

あ
る
時
人
来
り
で
今
や
う

の
狂
句

を
か
た
り
出
し
に
、
風
雲

の
物

の
か

た
ち
あ
る
が
ご
と
く
、
水

月
の
又

の
か
げ
を
な
す
に
ゝ
た
り
。
あ
る
は
上

代

め
き
で
や
す
く
、
す
な
ほ
な
る
も
あ
れ
ど
、
た
ゞ
に
け
し
き
を
の
み
い

ひ
な
し
で
情
な
き
を
や

。
古
人

い

へ
る
事
あ
り
、
景

の
中

に
情
を
ふ
く
む

ト

シ

テ

ズ
ル

ニ

ト

シ

テ

と
。
か
ら
歌

に
で

い
は
ゴ
、
穿

レ
花
蚊

蝶
深
深
見

融

レ
水
蜻
艇
歎

歎
飛

れ
こ
で
ふ
と

か
げ
ろ
ふ
は
所
を
得

た
れ
ど
も
老
杜

は
他

の
国
に
あ
り
で
や

す
か
ら
ぬ
心
と
也

。
ま
こ
と
に
景

の
中
に
情
を
ふ
く
む
も

の
か
な
。
や
ま

と
う

た
か
く
そ
有

ベ
き
。

と

言

っ

で

い
る
。
ち

,伊
う
ど
景
気

の
句

が
俳

壇
に
は
や
り
出
し
た
頃

で
、
そ

の
初

心
に
も
ま
ね
や
す
い
安
易

な
傾
向
を
衝
い
で
、
景

の
中
に
情
を
含
む

べ
き

を
言

つ
で
い
る

。
か
よ
う
な
論

は
、た
と
え
ば

『唐
詩
訓
解
』
巻
首

の
「読

唐
詩

カ

3

畠

ヲ

ヲ

ス

評
」

に

「
曽
氏
日
、
情
中
有

レ
景

、
景
中
有
レ
情
、
以
レ
事
学
レ
意
、
以
レ
意
融

レ

ニ

ス

ノ

事

、
情
景
迭
出
、
事

意
貫
通

、
近
体
之
妙

也
」
と
引

か
れ
で
お
り
、

『
氷
川
詩

式
』
巻
末

の

「
学
詩

要
法
」

に
も

「
作

二

律
詩

一
、
情

中
有

レ
景

、
景
中
有

レ

テ

ヲ

ト

テ

ヲ

シ

ヲ

ニ

テ

ス
ル

ハ

ナ

ル

情
、
以
レ
事
為
レ
意
、
以
レ
意
融

レ
事
、
情
景
迭
出
、
事
意
貫
通
、
律
詩
之
妙

者

也
」
と
引

か
れ
で

い
で
、
詩
論
と
し
で
は
当
時

の
常
識
で
あ
っ
た

か
と
思
わ

註
2

れ
る
。
さ
て
引
用

の
杜
詩
は
、
曲
江

二
首

の

一
つ
で
、
そ

の
第

五

・
六
句

の
引

チ

ヲ

ス

ニ

用

。
貞
享

二
年
刊

の

『杜
律
集
解
』

に
よ
れ
ば

、

「
穿

レ
花
鮎

レ
水
、

物

皆
自

適
、
吾
何

独
不

レ
然
」
と
あ
る
。

そ

の
背
景

に
は
情
を
重
ん
ず

る
時
代
思
潮

が
あ
り
、
出
版
界

の
事
情
と
あ

い
ま

っ
て
杜
詩
の
流
行
を
も
た
ら
し

た
わ
け
で

あ
る
が
、
素
堂

の
意
見

は
当
然

、
蕉
門

の
諸
家

に
影
響
を
与
え
た
事
と
思
わ
れ

を

。
同
じ
く

『
猿
簑
』
撰
集

の
際
、

「
病

雁

の
夜
寒
む
に
落
ち
で
旅
寝
か
な
」

と

「
海
士

の
家
は
小

海
老

に
ま
じ
る

い
と

ど
か
な
」

の
二
句

に
つ
い
で
、
芭
蕉

が
去
来

・
凡
兆

の
意
見

を
き
い
た
こ
と
が

『
去
来
抄
』
に
み
え
る
が
、

「
病
雁

を
小
海
老

な
ど
と
同
じ
ご
と
く
論
じ
け
り
」
と
笑

っ
た
時
に
は
、
景
中
に
情
を

含
む
方
法
論
が
芭
蕉

に
は
は
っ
き
り
自
覚

さ
れ
で

い
た
も
め
と
思

わ
れ
る
。

か
く
で

『蕉
翁
文
集
』
所
収
の
松
島
詞
書
に
あ
る

「島
く

や
千
々
に
砕
け

で
夏

の
海

」
は
元
禄
七
年
ま
で
の

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
推
敲
過

程

で
削

ら

れ

た
。
素
堂

に
相
談
し
で
文

を
と

ゝ
の
え
た
と
い
う
が
、
景

に
あ
わ
せ
で
情

の
負

け
た
こ
の
句
は
、
紀
行
中
最
大

の
名
所
に
据
え
る
に
は
や
は
り
ふ
さ
わ
し
く
な

か
っ
た
。

「
詩
人

の
興
象
と

い

へ
る
も
同
事

に
で
、
た
と

へ
ば
松
島
宮
島

の
絶

景
を
詩
に
賦
し
で
も
、
打
詠

で
賞
す
る
の
情
を
も
た
ず

し
で
は
、
い
た
づ
ら
に

画
け
る
美
女
を
見

る
如
く

な
ら
ん
。
こ
の
故

に
、
交
句

は
情
を
も
と
と

す
と
心

得

ベ
し
」
な
ど
と

『
難
波

み
や
げ
』

の
発

端
を
引
き
出

す
ま
で
も
な

い
。
し
か

三
三



し
、
同
じ
く
松
島

に
句
が
な
か
っ
た
と
し
で
も
、
そ
れ
は

「
或
は
、
吉
野
を
花

の
山
と

い
ひ
、
或

は
、
是
は
ー

と
ば

か
り
と
聞
え
し
に
魂
を

奪

は

れ
」

た

吉
野

の
場
合
と
は
違

っ
で
い
た

。
そ
れ
も
出
発

の

前

に

は
、

あ

る

い

は
、

「
師

、
ま

つ
嶋
に
で
句

な
し
」
と
し
た
土
芳

が

『蕉
翁
句
集
』
に
貞
享
五
年

以
前

の
作
と
し
て

い
る
の
で
、
も

っ
と
前

か
も

し
れ
な

い
が
、

「
あ
さ
よ
さ
を
誰

ま

つ
し
ま
ぞ
片
心
」
と

あ

ふ
事
を

い
つ
し
か
と
の
み
松
嶋

の
か
は
ら
す
人
を
恋
わ
た
る
哉

陸
奥
に
あ
り
と

い
ふ
な
る
松
嶋
の
待

に
久
し
く
と
は
ぬ
君
か
な

(
類
字
名
所
和
歌
集
)

な
ど

の
伝
統
的
風

詞
を
用

い
、

「
名
所

の
み
雑

の
句
有
た
き
事
也

。
十

七
字

註
3

の
う

ち
に
季
を
入
、
歌
枕
を
用

で
、
い
さ

ゝ
か
心
ざ
し
を

の
ベ
が
た
し
」

(
桃

舐
集
)
と
、
季
を
犠
牲
に
し

で
ま

で
も
歌
枕
に
執
着
を
示
し
で

い
る
。
し

か
し
、

こ
れ
は
机
上

の
作

で
景

を
た
ず

ね
た
も

の
で
は
な
い
か
ら
、

い
た
し
方
あ
る
ま

い
。
松
島
に
至
っ
で
芭
蕉

は
古
典
的
類
型
に
奪
わ
れ
ぬ
事
を
第

一
に

心

が

け

た
。
そ

の
結
果
が
景

に
情

の
負
け
た
句
作

塊
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
景
は
掴

ん

だ

が

「
そ

の
微

の
顕
れ
で
情
感
る
」
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
か
っ
た
。

『
猿
簑
』

撰
を

へ
で

、

『
お
く

の
ほ
そ
道
』
を
執
筆
す
る
時
、
芭
蕉
は
や
は
り

「
予
は

口

を
閉

ぢ
で
」
と
試
筆
を
重
ね
た
同
じ
手
法
を
採
用
し
た
。

し
か
し
、

も

は

や

「
本
意

な
き
わ
ざ
」
と
も

「
口
惜
し
」

「
無

興
の
事

な
り
」
と
も
言

わ
な
か

っ

た
。
素
直
に

「
眠
ら
ん
と
し

」
、
又

「
い
ね
ら
れ
ず
」
鯵
別

の
詩
歌

を
と
り
出

し

で
静

か
に
鑑
賞

の
時
を
す

ご
し
で

い
る
。
こ
の
落
着
き
は
、

「
嵯
峨
日
記
」

で
高
館

の
詩
を
読

ん
だ
折

の
ゆ
と
り
に
通
う
も
の
が
あ
る
。

一
方

で
「夏

草
や
」

の
境

に
達
し
た
充
足
感

が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

古
典
的
類
型
と
の
対

決

を

超

克
し
、
景

中
に
情
を
合

め
る
句
作
り

の
次
元
で
句

を
捨
で
た

。
か
っ
で
の
吉
野

三
四

体

験
で
示
唆
を
得
た
軽

み
が
、
こ
の
推
敲

の
時
期

に
は

一
つ
の
主
張
と
な
り

、

「
か
か
り
」
か
ら
素
材

へ
と
及
ん
だ

。
名
所

の
句
を
捨
て
る
事

に
も
は
や

そ
れ

程

の
抵
抗
感

は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

証

①
拙
稿

『
お
く
の
ほ
そ
道
評
釈

』
解
題

②

『
連
歌
延
徳
抄
』

に

「
景
気

の
句

に
も

心
の
籠
り
た
る
も
侍
り
。
又
心
は
な

く
し
て
、
た
ゞ
眺
望
な
る
も
侍

ベ
し
」
と
あ
り
、
景
気
と

心
を
対
立
さ
せ
る

論
も

、
あ
る
い
は
詩
論

の
影

響
下

に
成

っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
景
情

の

用
語
を
そ
の
ま

ゝ
採
用
し
た
の
は
元
禄
期
の
俳
論

が
最
初
で
あ
っ
た
ろ
う
ゆ

元
禄
十
年
刊

『真
木
柱
』
の
朋
水

の
序

に

'

は
じ
め
を
は
り
な

に
く

の
品
を
わ
か
ち
で
ひ
き
た
る
句

、
み
な
景
情
を

 の
つ
か
ら
な
る
を
や

。
そ
の
を

の
つ
か
ら
な
る
所
に

い
た
り

で
も

、
我
句

我

心
に
え
さ
ら
ぬ
も
有

ベ
し
。
さ
る
を
、
今
此
人
を
以
で
き

で

こ

そ

そ

の
句

の
玉
は
み
が

ゝ
る
れ
。
景
中

の
情
、
情
中

の
景
、
し
る
し
ら
ぬ
の
さ

か
ひ
は

つ
か
し
や
。
(
中
略
)
さ
れ
ば

一
念
円
明
古
今
に

わ
た
る
。
唯
、
景
情

を
む
ね
と
し
で
秀
逸
を
た
し
な
む

ベ
し
と
正
路

に
手
を
ひ
く
物

な
ら
し

。

と

あ

り
、
そ

の

集
、
そ

の
人

の
性
格
か
ら
す
れ
ば

、
元
禄
末
年

に
は
俳
論

と
し
で
も

特

殊

な

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

。
其

角
が

『句
兄

弟
』
に
西
鶴

の

「
鯛
は
花
は
見

ぬ
里
も
あ
り
け
ふ
の
月
」
を
、

「
さ
れ
ば
難

波
江
に
生
れ
で
、
住
よ
し

の
く
ま
な
き
月
を
め
で
、
前

の
魚

の
あ
ざ

ら
け
き

を
釣
せ
で
、
写

レ
景
嘆

レ

時

の
お
も
ひ
、
感
レ
今
懐

レ
古
」
と
評

し

で

い
る

が
、

『
氷
川
試
式
』

の
「
学

詩
要
法
」
に
引
く
詩
の
九
法

の
う

ち

「
登

臨

之

詩
不
レ
過
下
感

レ
今
懐

レ
古
写
レ
景
歎
レ
時
思

レ
国
懐
上
レ
郷
」
に
よ
っ

た

も

の

で
、
や
は
り
景

の
中
に
時
を
歎
ず
る
情
を
含

め
る
の
論
で
あ
る
。

③

『
三
冊
子
』
に
も
同
様
の
記
事
が

み
え
る
。


