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蕉
風
俳
講
美

の
理
念
に

つ
い
て
の

一
考
察

　
さ

び

・
し

を

リ

・
細

み

に

つ

い
て
　

田

尻

龍

正

い
は
ゆ
る
蕉

風
の
俳
譜

美
の
理
念
と
さ
れ
る

「
さ
び

・
し
ほ
り

・
ほ
そ
み
」

は

、

い
か
な
る
性
格

ω
も

の
で
あ
り
何
故

に
要
請
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
の

実
体

は
、

ど

こ
に
と
の
や
う

な
様
態

で
存

す

る
も

の
な

の
か
、

そ

の
表

現

に

は
、

い
か
な
る
手
法
が
要
請

さ
れ
て
ゐ
る
か
、
又
そ

の
性
格
様
態
手
法
は
、
蕉

風
俳
諧

の
根

本
理
念
で
あ
る

「
風
雅

の
誠
」
と

い
か
な
る
関
係

に
あ
る
か
。

こ

れ
ら

の
こ
と
を
明
ら

か
に
す

る
こ
と
は
、
同
時

に
蕉

風
俳
詣

の
特
質
究
明

の
足

が
が

り
と

も
な
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ

ら

さ

び

・
し

を
り

・
ほ
そ

み

に

つ

い
て

の

芭
蕉

目
身

の

こ

と

は
は

、

よ

く
引

か
れ
る
や
う

に
、
去
来
抄
修
業
教

に
伝

へ
る

「先

師
日
、
寂
色
よ
く
顕
れ

悦

べ
る
と
也
」

「
此
句
し
ほ
り

あ
り

」

「
此
句
細

み
あ
り
」
と

「
評
し
給
ふ
」

た
と
い
ふ
点

の
み
で
あ
る
。

そ

れ
で
は
去
来

は
、
ど

の
や
う
に
聞
き

且
つ
解

し
て
ゐ
た
か
と

い
ふ
と
、
右

の
去
来
抄
修
業
教

で
野
明

の
問

に
答

へ
て

ゐ
る
部
分

と
、
こ
れ
も
・
伍
く
知
ら
れ

て
ゐ
る
俳
階

問
答

に
載
る
も

の
と
が
あ
る
。

野
明
日
、

句

の
さ
び
は
い
か

な
る
も

の
に
や
。

去
来
口
、

さ

び
は
旬
の
色

也
。
閑
寂
な
る
を

い
ふ
に
あ
ら
ず
。

た
と

へ
ば
老
人

の
甲
冑
を
帯
し
、
戦
場

に

働

さ
、
錦
繍
を
か
ざ
り
御

宴
に
侍
り

て
も
老

の
姿
有
る
が

ご
と
し
。
賑
か
な
る

句

に
も
、
静
な
る
句

に
も
あ
る
も

の
也
。
今

一
句
を

あ
ぐ
。

花

守
や
白
き
頭

を
つ
き
合

せ

去
来



先

師

目
、
寂
色
よ
く
顕

は
れ
、
悦

べ
る
と
也
。

野
明

日
、
句

の
し
を
り

・
細

み
と
は

い
か
な
る
も

の
に
や
。
去
来
日
、
し
を

り
は
.憐
な
る

旬
に
あ
ら
ず

。
細
み
は
便
り
な
き
句
に
非
ず

。
そ

の
し
を
り

は
句

の
姿

に
有
り
。
細

み
は
句

意

に
有

り
。
是

又
証
句
を
あ
げ
て
弁
ず
。

鳥
ど
も
も
寝

入
て
居
る
か
余

吾

の
海

路
通

先

師
口
、
此
句
細

み
有
と
評
し
給

ひ
し
也
。

十
団
.丁
も
小
粒

に
な
り

ぬ
秋

の
風

許
六

先
師

=
、
此
句
し
ほ
り
有

三
詳
し
給

ひ
し
と
也
。
惣
じ

て
句

の
寂

び

・
位

・

細

げ
・
し
ぽ
り

の
事
は

、
言

語
筆
頭
に
応

し
が
た
し
。
只
先

師

の
評
有
る
句
を

上

げ
て
語
り
侍

る
の
み
、
他
は

お
し
て
し
ら
る

べ
し
。

(
去
来
抄
修
業

教
)

お
よ
そ
さ
び

･
し
ほ
り

・
風
推

の
大
切

に
し
て
、

わ
す
る

べ
か
ら
ぎ

る
も

の

な
り
。

し
か
れ
ど
も
随
分

の
作
者
も
、
句

ζ
さ
び

・
し
ほ
り

、
を
得
が

た
か
ら

ん
、
た

ズ
先
師

の
み
こ
れ
あ
り
。
今
日
わ
れ
ら
の

ご
と
き
作
者

な
ん
ぞ
さ
び

し

ほ
ウ
の
な
き
句
を

い
と
ひ
す

て
ん
や
。
…
…
中

略
…
…
。
し
ほ
り

・
さ

び
は

趣

向

・
こ
と
は

・
器

の
閑
斉
な
る
を
言

ふ
に
あ
ら
ず

。
さ
び
と
、
さ

び
し
き
句
は

異
な
り
。
し
ほ
り

と

い
ふ
は
趣
向

・
詞

器
の
哀
憐

な
る
を
言

ふ
べ
か
ら
ず
。

し

ほ
り
と
、
憐

な
る
句
は
別
な
り

。
た
ゞ
う
ち

に
根
ぎ

し
て
、
外

に
あ
ら
は
る
る

も
の
也
、
言

語
筆
頭
を
も

っ
て
わ
か
ち
が
た
か
ら
ん
。

強
て
こ
れ
を

い
は

ゞ
、

さ
び
は
句

の
い
う

に
あ
り
。

し
ほ
り
は
句

の
蝕

情

に
あ
り
。

し
か
れ
ど
も
趣
向

も
こ
と

は
も

器
も
、
又
ゑ
ら

は
ず
ん

ば
あ
る

べ
か
ら
ず
。

(
俳
諧

問
答
答
許
子

問
難
弁

)

去

来
に
従

へ
ば
、

「
さ
び

」
は

「
老
人

の
甲
冑
を
帯

し
戦
場

に
働

き
錦
繍

を

が

ぎ
り
御
宴

に
侍
」

っ
て
も
そ

の

「
老
」
の
姿

は
ど

こ
と
な
く
寂

し
さ
を
句

の

う
ち

に
た

ゞ
よ
は
せ
「句

の
色
」
と
し
て
感
じ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る

と

し

て

ゐ

る
。
け
れ
ど

も
理
念
内
包

に
つ
い
て
は
去
来
抄

・
俳
譜

閤
答

い
つ
れ
も
さ
び

・

し
を
り

は
言
語
筆
頭

に
説
き
が

た

い
と
し

て
理

念
そ

の
も
の
は
説

い
て
ゐ
な

い
。
し
か
し
そ

の
い
は
ん
と
す
る
所
は
正
し
く
受
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の

文
面

に
於

て

「
さ

び

・
し
を
り

」

に
つ
い
て

重
要

な
点
は

「
さ
び
は
句

の
色

に
」

「
し
を
り
は
句

の
余
情

に
」

あ
る
と

い
ふ
事

で
こ
れ
を
解
く
鍵

は

「
う
ち

に
根
ざ

し
て
外

に
あ
ら
は
る
る
も
の
」
で

「
趣
向
詞
器

の
閑
斉
哀
憐

な
る
」
も

の
で
な

い
と

い
ぶ
所

に
あ
る
と
思

は
れ

る
。

そ
し
て
こ
の
文

面
は
去
来
が
芭
蕉
死
後

の
同
門

の
誤
ま

っ
た
さ
び

・
し
を

り
、

構
成
観

の
是

正
の
上

に
た

っ
て
、
さ
び

・
し
を
り

は
な
ん
ら
趣
向
用
語
用

旦
ハ
の
そ

れ
ぞ
れ
が
閑
寂
哀
憐

な
も

の
で
は
な

い
。

「
う
ち
に
根
ざ
し

て
外

に
あ

ら
は

一
れ
る
も

の
で
あ
る
。
と
そ

の
存
在
様
相

に

つ
い
て
説

い
て

い
る

の
で
あ

る
が
、

こ
の

「
外

に
あ
ら
は
れ
る
」
の

「
外

」
は
右

の
文
面
か
ら
し

て
趣
向

・

詞
器
等
句

の
外
形

に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か

へ
っ
て
単
な
る
外
形
を
否
定

し
た
も

の
で
あ
り
、
た

ゞ
あ
ら
は
れ
る
こ
と
に
即

し
て
い

へ
ば
外
な

の
で
、
内

な
る
も

の
の

存
在

を
示

す
だ

け
の
意
味

の

「
外

に
あ
ら
は
れ

る
も

の
」
で
あ

る
。

あ
ら

は
れ
る
と

い
ふ
こ
と
が
厳
然

と
し
た
事
実

と
な

っ
て
は
じ

め
て
外
と

な
る
も

の
で
あ
り
、

い
は

は
内
に
し
て
外

な
る
も
の
で
あ

る
。
か
く

の
如
き
う

ち

に
し
て
外
な
る
も
の
と

い
ふ
表
現
論
理

に
従

へ
は
そ
れ
は
発
想
契
機
、
表

現

過
程

の
内
部

に
形
な
ら
ざ

る
も

の
と
し
て
宿

っ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
り
、
い
は

ゞ

句

の
心

に
宿
り
根

ざ
す
も
の
で
あ
る
、
し
た
が

っ
て
こ
れ
は
又
表
現
手

法
の
観

点
か
ら
考

へ
て
見

る
こ
と
が
出
来

る
。

そ

の
観
方

に
立
て

ば
こ
こ
の
所

は
趣
向
詞
器
等

の
外
形
的
閑
斉
哀
憐

に
頼
ら

な
い
か
ら
自
ら
句

に
内
部

的
閑
寂
哀
憐
即

さ
び

・
し
を
り
が
生

れ
て
く
る
の
で

あ
る
と
い
ふ
、
さ
び

・
し
を
り

の
表
現

に

つ
い
て
基
本
的

に
理
解

す
べ
き

こ
と



を
示

し
て
ゐ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
事

は

「
た

ゞ
う
ち

に
根
ざ
し
て
外

に
あ
ら

は
る

る
も

の
也
。
」
と

い
ふ

「
う
ち
」
即

「
旬

の
心
」

(
内
部
)

と

い

ふ
も

の
を
考

へ
て
見
る
所

に
お
の
つ
か
ら
明
ら

か
に
さ

れ
る
。
句

の
心
は
同
時

に
作

者

の
心
で
あ
る
が

、
作
者
が
何
ら

か
の
感
を
呼
び

お
こ
さ
れ
た
そ
の
心
を
表
現

す
る
に
、
そ

の
心
を
説
明
す

る
こ
と
ば
で

は
す
で

に

「
心
」
と
し
て
は
感
じ
ら

れ

な

い
。
旬

の
内
部

に
宿

る

「
心
」
と
は

な
ら

な
い
。
去
来
が

い
ふ
如

く
単
な

る
趣

回
や
詞
器
と

い

っ
た
外
形
的
な
低

次

の
こ
と

ば
の
は
か
ら
ひ
で
は
表
現

に

・い
ゼ
宿
ら

せ
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
表

現
は
内

二
蔵

し
て
こ
と

ぱ
と

し
て
は
出

さ
な

い
と
こ

ろ
に
そ

の
実
体

で
あ
る
心
が
宿
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
か

へ
っ
て

作
者
が
秘

め
・怯
う
と
す
る
所

に
、
お
さ

へ
て
あ
ら

は
に
す

ま

い
と
す
る
所

に
受

取
る
側

で
そ

の
心
、

こ
こ
に
い
ふ

「
う

ち
」
を
感
得
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の

や
う
に
考

へ
て
く
る
と
去
来
が

「
し
ほ
り

・
さ
び
は
趣
同
詞
器
」
の

「
哀
憐
閑

斉

(寂

)

=
昼
の
を
言

ふ
の
で
は
な

い
。
た
だ

「
う
ち

に
根
ざ

し
て
外

に
あ
ら

は
る
る
も

の
」
だ
と

い
ふ
の
も
さ
び

・
し
を
り

に
共

通
な

こ
の
や
う
な

「
心

の

表
現

と

か

「
表
現

の
内
部
性
」

の
理
解

に
立

っ
て
発
想
契
機

で
あ
る

「
心
」

を
表
現

の
底

託
沈

め
て
詞
器
趣
向

の
外
形
表
層

に
は
出
さ
な

い
も
の
で
あ
る
と

い
ふ
さ
び
し

ぜ
り

の
表

現
手
法
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
去
来
が
さ
び

・

し

を
り
は
趣

同
用
語
用
具

の
そ
れ
ぞ
れ
が
開
寂
哀
憐
な
る
も

の
で
は
な
い

「
う

ち

に
最
さ

し
て
外

に
あ
ら
は
一

れ
る
も

の
だ
と
そ
の
存
在
表
出

の
様
相

に
つ
い

て
説

く
表
に

は
感

甥
と
か
心
と
か
の
発
想
契
機
を
表
現

の
底

に
沈

め
て
詞
器

趣

向

「'外

呂
表
層

に
は
出
さ
な

い
こ
と
に
よ

っ
て
始

め
て
内
部
的
世
界
が
句

に
宿

る
、
旬
の

「
う
ち

」
が

出
来
る
も

の
だ

と
い
ふ
表
現
手
法

の
諒

得
が
あ

っ
た
の

で
あ
る

.
こ
れ

を
裏

づ
け
る

や
う
な
芭
蕉

の

こ
と
ば
が

土
芳

の

「
く
ろ
ぎ
う

し
」

(
三

髄
子
)
に
あ
る
。

師

の
い
は
く
或
人

の
句
は
艶
を

い
は
ん
と
す

る
に
よ

っ
て
句
艶

に
あ
ら
ず
。

艶

は
艶

い
ふ
に
あ
ら
ず

。
又
或

人
の
句

は
し
ほ
り
な

し
。
し
ほ
ら
ん
ず

る
が
故

に
し
ほ
り
な
し
。

き
伝

へ
ら
れ
て

ゐ
る
。
し
を
り
は
し
を
り
め
か
さ
う
と
す

る
趣
向

や
こ
と
ば

の
ぽ
か
ら
ひ
を
構

へ
て

の
句
作
り

で
は
出
て

こ
な

い
と

い
ふ
の
で

あ
る
。

「
艶
,

を

い
は
ん
と
す
る
、

し
ほ
ら
ん
ず
る
旬
」
と

い
ふ
の
は
例

へ
は
去
来

の
い
ふ
趣

向

詞
、
器
、
に
よ

っ
て
作

っ
た

「
き
び

し
き
句

」

、縣

な
る
毎

」
と

い
ふ
て

い
の
も

の
で
あ
ら
う
。

そ
う

い
う
外
形
的
な
こ
と

は
の
は
か
ら

ひ
を
加

へ
よ
う

と

す
る
と
内
部
的
実
在
性
が

な
く
な
る
と

い
ふ
の
で
あ

る
。

「
う
ち

に
根
ぎ

し

て
」

と

い
ふ

「
う
ち

」
が
生
れ
て
来
な

い
と

い
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
去
来

に
従

っ
て
さ
び

・
し
を
り

に

つ
い
て
、
そ

の
存
在
表

出
様
相

、
表

現
手
法

の
面
か
ら

み
て
来
た
が
、
そ

れ
で
は

「
う
ち

に
根

ざ
す
」
さ
び
し
を
り

は
ど

の
や
う

に
し
て

「外

に
あ
ら

は
れ
」

て
く
る

の
か
。

形
な
ら
ざ

る
内
な
る

も

の
が
外

に
あ
ら
は
れ
る

の
に
は
何
ら

か
の
契
機

的
な
も
の
を
介
さ
な

く
て
は

な
ら
な
い
。
勿
論
当
時

こ
の
や
う
な
論

理
思
老
形
式
は
な
か

っ
た

で
あ
ら
う
。

た

ゞ
去
来

は
冷
暖
自
知

の
間

に
諒
得
し
て

ゐ
た
。
そ

こ
で

「
さ

び
し
を
り
」
の

こ
の
や
う
な
存
在
表
出

の
契
機
を
説
か
う
と
し
た
。

そ
し
て
こ
と

ば
の
障
壁

に

ぶ

っ
つ
か

っ
た
。
且

つ
さ
び

・
し
を
り

そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
と

こ
ろ
も
あ
り
一
律

に
の

べ
が
た

い
、
た

ゞ
そ
れ
ら

に
通
じ
て
い

へ
る

こ
と
は

「
う
ち
に
根
ざ

し
て

外

に
あ
ら
は
る
る
も

の
也
。
」
と

い
ふ
点

の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
困
難

を

一

気

に
乗
り

こ
え
よ
う
と
、
こ
の

「
外
」

に
あ
ら
は
れ
る

に
あ
た

っ
て
の
契
機

雨

な
も

の
の
徴
表
的
差
異
を
端

的
に

「
強

て
こ
れ
を

い
は

ゞ
」

「
さ
び

は
句

の
色

に
あ
り
。

し
ほ
り
は
句

の
余
情

に
あ
り
」
と

の
べ
た
の
で
あ
る
。

さ
き

に
見

て
来

た

「
心
の
表
現

」

「
表
現

に
宿

ろ
内
部
性
」

に
つ
い
て

の
考

、



察
　

進

め
れ

ば

「
心
」
を
表

現

す
る

に
、
趣

向

、
詞
、
器

の
こ
と
ば
の
は
か
ら

む
で

の
句
作
り
で
は
す
で
に

「
心

賢
と
し
て
は
感
じ
ら
れ
ず

、
句

の
内
部

に
宿

る
心
と
は

な
ら

な

い
。

し
た
が

っ
て
他

の
も

の
を
以
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

心

の
表
現

と
は
そ

の
や
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。

「
心

」
は
感
動

で
あ
り
、

動
き

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「動

き
し
の
表
現

即
ち
、
対
象
に
ひ
か
れ
る
動

き

自
体

と
か
動

き
の
姿
態
と
か
、
色
合

と
か
を
介

し
て
動
き
そ
の
も

の
の
存
在
が

示
さ
れ
る
。
即
ち
、
心

の
宿

っ
た
内
部
性

の
あ
る
表
現

に
な
る
。
そ

れ
で
は
じ

め
て

「
心
」
が
句

に
生

れ
存
在

す
る
。

な
ほ
、

「
う
ち

に
根
ざ

し
て
…
…

」
の

「
う
ち

」
は
表
現
さ
れ
た
句

の
心
で

あ

る
と
共

に
、
表
現

に
宿

る
、
即
ち
内
部

に
蔵
さ
れ

た
発
想
契
機
と
し
て

「
作

者

の
心
」
で
も

あ
る
が
、

こ
の

「
句

の
心
」
と

「
作
者

の
心
」
と

の
関
係

に
更

に
付
け
加

へ
る
べ
き
事
は
、
芭
蕉
は
勿
論
去
来

や
土
芳

の
ご
と
く
私
意

に
基
づ

く
趣

向

詞

、
器
を
排

し
、
対
象

の
本
意
本
情

に
従

ふ
べ
き
だ
、
と
し
て

「
風

雅

の
誠

」
を
根
本
理
念
と
す

る
者

に
と

っ
て
は

「
句

の
心
」
と
は
「
作
者

の
心
」

で
あ

る

と

同

時

に
対
象

の
心
で
も
あ
る
。
或
は
そ

の
二
つ
の

「
融

け
合

っ
た

心
」
と
も

い
ふ
べ
き
も

の

「
対
象
と
我
と

の
深
層

に
お
け
る
感
合

の
心
」
と
も

い
ふ
べ
き
も

の
で
あ
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
後
述
す

る
や
う

に
芭
蕉

に
お

い

て
ば
私
意
を
は
さ
ま

ぬ
対
象
と

の
感
合

こ
そ
が
発
想
契
機

と
さ

る

べ
き
も

の
で

あ

っ
た
。

,

こ
こ

に
さ
び

・
し
を
り

に

つ
い
て
、
内

に
根
ぎ

し
て
外

に
あ
ら
は
れ
る
為

の

契

機
的
な
も

の
と
内

な
る
実
質
と
、

考

察
の
対
象

は

二
っ
の

問
題

に
分

れ
る

'

が
、
し
か
し
又
さ
び

・
し
を
り
を
余
情
と
見
る
時
こ
の

二
つ
は
統
合
さ

れ
て

一

つ
の
問
題

に
還
元
さ
れ

る
。

し
を
り
、

に
関
し
て
は
諸
書

に
よ
り
若
干

の
相
違
が
あ

る
。

し
か
し
伝

へ
或

は
説

い
て

ゐ
る
の
は

い
つ
れ
も
去
来

で
あ
り
、

か

へ
っ
て
参
考

に
な
る
。
即
ち

俳
譜

問
答
で
は

「
し
ほ
り

は
句

の
余
勢

(情
)

に
あ
り
」

と
し
去
来
抄
で
は

「
し
を
り

は
句

の
姿

に
あ
り
」
と
し
、
又
同
じ
く
去
来
抄

で

「
先
師

は
門
人

に

教

へ
給

ふ
に
、
そ

の
詞

極
り
な
し
。
…
…
凡
兆

に
は
…
…
俳
詣

も
流

石

に
和
歌

の

一
体
也
。

一
句

に
し

ほ
り

の
有

様

に
作
す
べ
し
と
也

。
」
と

の

べ
て
ゐ
る
が

旅
寝
論

で
は

「
俳
譜
と

い

へ
共
風
雅

の

一
筋
な
れ

ば
、
姿
か
た
ち

い
や
し
く
作

(注
一)

り
な
す

べ
か
ら
ず

」
と
説

い
た
こ
と
に
な

っ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
を
通
し

て
、
し

を
り
は
、
句

の
姿

の
と
と

の
ひ
を
介
し

て
余
情

と
し
て
あ
ら
は
れ
る
も

の
で
あ

る

こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
び
は
去
来

抄
、
誹
譜

問
答
と
も

「
句

の
色
」
な
る

こ
と
を

い
っ
て
を
り
、

細

み

に
つ
い
て
は
去
来
抄

に

「
細
み
は
句
意

に
有
り

」
と
あ

っ
た
。
従

っ
て
こ

れ
ら
句

の
色
、
姿

(余
情
)
意
は
内
な
る
も
の
が

あ
ら
は
れ
る
為

の
契
機
的
な

も

の
の
名
目
で
あ
る
。

所

で
さ
び
、
し
を
り

は

(細

み
も

同
様

で
あ

る
が
)
う
ち

に
根
ざ
し
て
外

に

あ
ら
は
れ

る
も
の
と
し
て
余
情

で
あ
る
。
句
が

「
う
ち
」
即
ち
内
部

性
を
も

っ

た
表
現

に
な

っ
て

ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
句
が
内
部
的
な
情
感
の
ひ
ろ
が
り
、

情
感
の
内
部

的
世
界

を
持

っ
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
う
ち

に
根
ざ

し
て
趣

向
、
詞

、
器

な
ら
ざ

る
外

に
あ
ら
は
れ
る
と

い
ふ
こ
と
も

な
い
。

こ
こ

に
い
ふ

「余

情
」
の
性
格
を
規
定
し

て
お
く
な
ら

は
、
右
の
如
き
情
感

の
内
部

的
世
界

に
お

い
て
、
相
異

る
多
元
的
な
情
感
因

子
が
、
そ

れ
ぞ
れ
陰
甥
を
も

っ

て
統

一
を
求

め
て
融
け

あ
は
う
と
す
る
微
動

あ
る
揺
曳
作

用
の
名

で
あ
る
。

し



た
が

っ
て
さ
び
・

し
を
り

の
根
本
的
な
説
き
難
さ
は
、
さ

び
、

し
を
り

の
構
造

が
余
情
と

し
て
多
元
的

な
契
機
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と

に
あ
る
、
と

い
っ
て
よ

い

で
あ
ら
う
。
さ

び
、

し
を
り

の
余
情

の
構
造
を
、

こ
の
や
う
な
多
元

的
内
部
情

感
因
子

の
揺
曳

と
見

る
考

へ
方

を
傍
証
す

る
も

の
に
、
蕉
門

の
取

合

せ

の

論

(行

き
て
帰
る
心
の
昧

)
が

あ
る
。
手

法
の
論

で
あ
る
が
そ

の
手
法
を
通
し
て

芦
蕉

達
が
何

を
求
め
て
ゐ
た
か
、
他

の
蕉
門

の
遣
語
を
参
照
す
る

こ
と
に
よ

っ

て
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

発
句

の
事
は
行

て
帰
る
心

の
味
也
。
た
と

へ
ば
、
山

里
は
万
歳

お
そ
し
梅

の

花
、
と

い
ふ
類
な
り
。
山
里
は
万
歳
お
そ
し
と

い
ひ
は
な
し
て

む
め
は
咲
る

と

い
ふ
心

の
ご
と
く
に
、
行

き
て
帰
る
の
心
、
発
句
也

。
山
里

は
万
歳

の
遅
と

い
ふ
計

の
ひ
と

へ
は
平
句

の
位

な
り
。
先
師

も
発
句

は
取
合
も

の
と
知
る

べ
し

と
云
る
よ
し
、

あ
る
俳
書

に
も

侍

る
也
。

題

の
中
よ

り
出
る
事
は
す
く
な
き

也

。
も

し
出

て
も
大
様

ふ
る
し
と
也
。

(
三
冊
子
、
く

ろ
さ
う
し
)

先
師
口
、
発
句

は
物
を
合
す
れ

ば
出
来
る

な
り
。
其
能
取
合
す
る
を
七
手
と

云
、
悪
敷
を
下
手
と
云
也
。
許
六
日
、
発
句
は
と
り
合
物

也
。
先
師
日

、
是
程

し
よ
き
事

の
有
を
人
は
不
知
也
。
去
来
日
、
と
り
合

せ
て
作
す
る
時
は
句
多
吟

速
也

。
初
学

の
人
是

を
思

ふ
べ
し
。

功
者

に
成
る

に
及
ん
で
は
取
り
合
不

二
取

合

}
の
論

に
あ
ら
ず
。

(去
来
抄
修
行

教
)

と

い

っ
て
ゐ
る
。
取
合

に
つ
い
て
は
そ

の
他

「
宇
多
法
師

」

「
篇

突
」

に
も

同
旨

の
も

の
が
あ
る
。

発
句

に
お

い
て
は
例

へ
ば

「
山
里

は
万
歳

お
そ
し
」
と
い
ふ
だ
け

の
単

一
の

詠

嘆
で
は
な
ら

ぬ

の
で
あ
り
、

よ
く
取
合

せ
て
よ
む

べ
き
な

の
で
あ
り

「
行

き

て

帰
る
心
の
味
」
即
ち
多
元
的

な
情
感
が
流
動

し
て
そ

の
交
流
融
合

に
何

ら
か

の
統

一
的
情
調
が
宿

っ
て

ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
自

然

人
事

別
種

の
も

の
で
あ
ら
う
と
彼

此
相
映

発

し
て
内
部

に
通
ひ
あ
ふ
気
分
が

生

じ
句

に
統

一
あ
る
情
感
が
醸
さ
れ
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
取
合

せ
た

も
の
が

「
行
き

て
帰

る
心
の
味
」

に
高
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
、

単
な
る
物

と
物

と
の
取
合

せ
で
は
な

い
。
そ
の
こ
と
は
右

の
修
行
教

の
文

の
前

に「
先
師
日
、
発
句
は
頭
よ
り

す
ら
　

と

い
び
下
し
来
る
を
上
品

と
す
。
先
師

洒
堂

に
教

へ
て
日
、
発
句

は
汝

が
ご
と
く

二
ツ
三

ッ
取

集

メ

す

る

も

の

に
あ

ら
ず
。
金
を
打

延
た
る
如

く
成

る
べ
し
と
也
」
(
旅
寝
論
も
同
旨

)
と
あ
る
通
り

で
あ
る
。

「
し
を
ら

ん
ず

る
が
故

に
し
を
り

な
し
」
と
同
様

に
も
の

ゝ
こ
と
は

の
取
合

せ
の
意
識
が

表
面

に
出

て
ゐ
て
手
法
が
先

に

立

つ
や
う

で
は

「
去
来

日
、
他
流

と
蕉
門
と
第

一
案
じ
所

に
違
ひ
有
り

と
見

ゆ
。
蕉
門

は
気
情

と
も

に

其
有
所
を
吟
ず
。
他
流
は
心
中

に
巧

ま
る

ゝ
と

み

へ
た
り

。
…
…
中
略

…
…
髪

皆
細
工

せ
ら
る

ゝ
也
」

(
修
行
教
)

と

い

っ
て

ゐ
る
や
う

に
駄
目
な

の
で
あ

る
。こ

の
や
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
の

「
行

き
て
帰

る
心

の
味

」
は

「
う
ち

に
根

ぎ
し
て
」

の

「
う
ち
」
の
内
容

実
質

を
な
す
も

の
で
あ
る
事
、
さ
び
、
し
を
り

が
多

元
的
情
感
因
子
の
交
流
融
合
を
契
機

と
す
る
余
情
な
る
こ
と
を
首
肯

ぜ
し

め
る
の
で
あ
る
。

表
現

に
お
け
る
姿

の
と
と

の
ひ
、
俳

意
、
風
狂
の
境
位
等
も

、
句

の
価
値
を

高

め
る
た

め
勿
論

必
要

な
条
件

で
は
あ
る
が

、
そ
れ
だ
け

で
は
ま
だ
実
質

の
問

題

に
ふ
れ
て
こ
な

い
。
そ
こ
で
そ

の
実
質

の
問
題
を
考
察
す
る

に
、
元
禄

.二
年

頃
芭
蕉

に

「
日

の
道
や
葵
か
た

ぶ
く
五
月
雨
」

の
句
が
あ
る
。
と
り

わ
け
て
さ

え
た
句
で
は
な
い
が

、
と

に
か
く
対
象

の
本
質

を
把

へ
た
所
謂
真
実
感
合

の
句



で
あ
る
。

五
月
雨

の
中

に
葵

の
花
が

一
方

に
傾

い
て
ゐ
る
。
き

っ
と

雨

雲

の

彼
方

そ
の
方
角

に
太
陽

の
渡
る
道
が
あ
る

の
だ
、

と
五
月
雨

の

中

に

葵

の

日

に
傾

く
あ
は
れ
を
よ

み
、
葵

の
あ
は
れ
に
感
合

し
て
ゐ
る
所

に
、

こ
の
句

に
生

命

を
付
与
し

て
ゐ
る
。
芭
蕉
が
、

こ
の
対

象

の
本
質
、
生
命

と
の
深
層

に
お
け

る
感
合
を
発
想
契
機
と
し
、
表
現

の
内
部
に
蔵

し
出

し
た

の
は
、
概
ね
野
晒

の

旅
以
降
貞
享
三
、
閃
年
に
か
け
て
の
頃

で

「
痩

せ
な
が
ら
わ
り
な
き
菊

の
菌
か

な
」

(
貞
享
四
年
秋
)
等

も
右
と
同

じ
く
対
象

と
の
感
合

を
う
ち

に
蔵
し
た
句

で
あ
る
。
こ
の
対
象

と
の
感
合
が
実
質

な
の
で
あ
る
。
芭
蕉

の

「
日
の
道

や
」

「
痩

せ
な
が
ら
」
の
句

と
並

べ
て
去
来

の
「
卯

の
花

の
た
え
間
叩
か
ん
悶

の
門
」

を
見
る
と
、
闇

の
夜

卯

の
花
の
ほ
の
白
さ

を
た

よ
り

に
、
閑

棲

の
人
の
門
を
知

る
、
と

い
ふ
の
で
あ
り
、
日

の
道
を
葵

の
傾

き
で
知
る
、
と
い
ふ
の
と
同
工
異

曲
的
な
見
方

が
出

来
る
か
も

し
れ
な

い
が
、
去
来
抄

に
一

野
明
日
、
句

の
位
と
は

い
か
な
る
物

に
や
。
去
来
日
、

一
句
を
あ
ぐ
。

卯

の
花

の
た
え
闘
た

ゝ
か

ん
闇

の
門

ド

去
来

先
師

日
、
句

位
よ
の

つ
ね

な
ら
ず

と
也
。
去
来
日
、
此
句
只
位
尋
常

な
ら
ぎ

(位

力
)

る

の
ゐ
也
。
高

意
の
句

と
は
い
ひ
が
た
し
。
必
寛
格

の
高
き
所
有
り
。
掬
、
句

中

に
理
屈
を
言

ひ
或

は
物

凄を
た

く
ら

べ
、
或
は
あ
た
り
合

た
る
発
句

は
、
大
か

た
位
く
だ
れ
る
物

也
。

と
い

っ
て

ゐ
る
や
う

に
、
去
来

の
句

に
は
掬
す

べ
き
風
狂

の
境
位
、
閑
寂

の

境

へ
の
共
感

は
あ
る
が
、
卯

の
花
の
本
質

、
閑
寂

の
境
涯

の
太
質

に
感
合
す
る

と

い
ふ
所

に
ま
で
は
至

っ
て
ゐ
な
い
。
芭

黙
の
や
う
に
今

一
歩
踏
み
こ
ん
だ
所

が

な
い
。
そ

こ
に
誹
譜

問
答
に

去

来
日
、

…
中
略

…
師

の
句

を
う
か
が
ふ
に
、
厳

な
る
も

の
あ
り
、

や
さ
し

訣
も
の
あ
り
、
狂
賢

な
る
も
の
あ
り
、
深
遠

な
る
あ
り
、
平
為
成
る

あ
り
、
健

成

る
あ
り
、

あ
わ
れ

な
る
も

の
有
、

ふ
つ
・.
か
な

る
物
有
り
、

潤
し
き
物

あ

り

。
な
ほ
千
姿
万
躰
有
り
と
言

へ
ど
も
、
さ
び
し
ほ
り

あ
ら
ぎ
る
句
ほ
な
し
。

雅
兄
先
師

の
句

を
も

っ
て
か
ん
が
み
た
ま

へ
。
こ
の
趣

回
、
詞
、
器

の
さ
び
し

き
と
、
憐

に
よ
ら
ざ
る
誇

也
。

と

い
ふ
所
以
が
あ
る
。
真
摯

な
去
来

は
、
右

の
風
狂

の
境
位
に
た

つ
句

を
、

対
象

の
本
質

に
迫
り
、
今

一
歩

ふ
み
こ
ん
で
、
行
さ
.・て
帰
る
心
の
味
を
把

へ
た

「
さ

び
」

の
句

に
ま
で
高

め
よ

う

と

す

る
努

力
を
、
先
師

の
死
後
も
続
け
て

ゐ
た

こ
と
が
、

「
応
ー

と

い
へ
ど
た
た
く
や
雪
の
か
ど
」

の
有
在
で

う
が
が

は
れ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
が
、
果
し
て
彼
自
身
そ
の
事
を
許
六
宛
書
簡
で
語

っ
て

註
二

ゐ
る
。

芭
蕉

は
、

い
か

に
よ
む
か
と

い
ふ
句
作
り

の
趣
向
、
道
具
だ
て

に
手

を
こ
め

る
こ
と
を
排
し
て
、
刻
象
の
表

層
で
は
な
く
本
質

に
入

っ
て
、

対
象
の
生
命

を

感

じ
る
所
か
ら
自
ら

に
生

じ
て
く
る
も

の
を
、

こ
と

ば
の
は
か
ら
ひ
を
な
さ
ず

純
粋

に
素
直

に
よ
め
、

と

い
つ
て
ゐ
る
。
又
い
か

に
よ
む
か
け
何
を
よ
む
か
と

い
ふ

「
何
を
」
を
深

め
る
、
即
ち
対
象

め
深
層

の
生
命
大
質

に
心
ぶ
れ
感
合
す

る
心

の
深
ま
り

で
解
決
す
る
問
題
と
し
て
ゐ
る
。
あ
か
さ
う
し
に

常

風
雅
に

い
る
も

の
は
、
思

ふ
心

の
色

、
物

と
な
り

て
、
句
盗
定
る
も

の
な

れ

は
、
取
物

自
然

に
し

て
子
細

な
し
。
心

の
い
ろ
う
る

は
し
か
ら
ぎ
れ

は
外
に

詞
を
た
く
む
。
是
則
常

に
誠

を
勤
ざ
る
心

の
俗
也
。

と
土
芳
が
伝

へ
る
所

は
そ
れ
を
語

っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
又

(あ
)

松

の
事
は
松

に
習

へ
、
竹

の
事
は
竹

に
習

へ
と
、
師

の
詞
の
お
り

し
も
私
意

を

は
な
れ
よ
と
い
ふ
事
也
。

…
…
中
略
…
…
習

へ
と
云
は
、
物

に
入

て
そ

の
微

の
顕
れ
て
情
感

る
や
、
句
と
な
る
所
也
。
…
…

と
同
じ
く
所
謂

「
風
雅

の
誠
」
に

つ
い
て
語

っ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
。
即
ち



芭
蕉

に
お

い
て
は
、
対

象
深
奥

と
の
感
合

こ
そ
が

「
心

の
味
」
従

っ
て

「句

の

う
ち
」
な

の
で
、
表
現
手

法
は
単

な
る
手
法
で

は
な
く
風
雅
の
誠

の
理
念
に
基

つ
い
て
心
法
に
ま
で
高

め
ら
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
そ

こ
に
さ

び
、

し
を
り
、

細

み
が
単
な
る
取
合

せ
の
手
法
に
終

る
も
の
で
な
く
、
蕉
風
俳
譜
美

の
理
念

と

ー
、て
の
高
さ
を
か
ち
と
る
所

以
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
芭

蕉
の
句

に
は
対
象

の

心
を
も

っ
て
我

の
心
を
語
り
、
景

を
以
て
情

、
心
象

を
語

っ
て
ゐ
る
も

の
が
あ

ス
。
彼
が
音
を

い
ふ
時
は
心
の
音

で
あ
り
、
静
か
さ
を

い
ふ
時
は
天
地

の
静
か

占
で
あ
り
、
生

き
も

の
の
心
、
草
木

の
姿
を

い
ふ
時
は
彼

の
心
、
天

地

の
心
と

し
て
で
あ
る
場
合
が
多

い
。
こ
れ

は
作
者

の
心
が
対
象

の
心
を
通
し
て
更

に
自

然

の
心
に

一
す
ぢ

に
感
合
し
て

ゐ
る
場
合
で
あ
る
。

芭

蕉
は
物

の
見
え
る
所

に
俳
譜
が
あ
る
、
と

い
ふ
こ
と
を

い
っ
て
ゐ
た

や
う

で

「
く
ろ
さ
う

し
」

に

師

あ
る
方

に
客

に
行
て
、
食

の
後

、
蝋

燭
を
は
や
取

べ
し
と
い

へ
り
。
夜

の

炉

る
事
眼
に
見

へ
て
心
巳
は
し
き
と
也
。
か
く
物

の
見
ゆ
る
所
、

そ
の
自

心
の

紳
俳
譜
也
。

つ
ゞ
い
て

い
は
く
、

い
の
ち
も
▽
〈か
く

の
ご
と

し
と
也

。
無
常

の

智
、
猶
亡
師

の
心
な
り

、

と
伝

へ
て
を
り

、
又

「
あ
か
さ
う
し
」

に

師

の
日
、
乾
坤

の
変
は
風
邪
の
た
ね
也

と
い

へ
り

。
静

な
る
も

の

は

不

変

の

姿

也
。
動

る
も

の
は
変
也
。
時

と
し
て
と

め
ぎ
れ

ば
と

ゞ
ま
ら
ず

。
止
る
と
い

ふ
は
見
と
め
聞
と
む
る
也
。
飛
花
落
葉

の
散
乱
る
も
、
そ

の
中

に
し

て
見
と
め

聞

と
め
ぎ
れ

ば
、

お
さ
ま
る

こ
と
な
し
。
…
…
山
略

…
…
叉
句
作
り

に
師

の
詞

有
。
物

の
見

へ
た
る
ひ
か
り
、

い
ま
だ

心
に
き
え
ざ
る
中

に
い
ひ
と
む
べ
し
。

又

趣
向
を
句

の

ふ
り

に
振
出
す

と

い
ふ
こ
と
あ
り
。
是

そ
の
境

に
入
て
物

の
さ

あ
ざ
る
う
ち

に
取

て
姿
を
究
る
教

也
。
:
:
:
後
略

:
:
:
。

(
傍
点
筆
者
)

と
伝

へ
て
ゐ
る
。

こ
の
も

の
、

こ
と

の
太
情

、
太
質

を
看
取
り
、
聴
取
る
所

に
対
象
と
感
合
し
た
心

の
味
が

あ
り
、
そ
れ
が

「
い
ひ
と
め
」
ら
れ
た
時
..
或

は

「
さ
め
ぎ
る
う
ち

に
」

「
姿

」
に
と
と

の

へ
ら
れ

「
そ
の
心
の
色

」
句
と
な

っ
て
、

一
句

の
表

現
内
部

に
宿
さ
れ
た
時
、
句
の

「
心
の
味

」
と
な
る

の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
多

元
的
な
場
合
、

更

に
そ
れ

ら
が
交
流
融
合

し

あ
ふ
の
が

「
み
と
め
、

聞

と
め
」
ら

れ

て
始

め
て
姿
、

色

と
し
て

「
い
ひ
と
め
」
ら

れ

「
行

き
て
か

へ
る

心
の
味
」

に
昇
華
す

る
の
で
あ
ら
う
。

こ
れ
を
芭
蕉
自

身
の

句

に
見
る

と
、

か
ら
鮭
も
空
也

の
痩
も
寒

の
内

病
雁

の
夜
さ
む
に
落

て
旅

ね
哉

塩
鯛

の
歯
ぐ
き
も
寒

し
魚

の
棚

下
京
や
雪

つ
む
上
の
夜

の
雨

此
秋
は
何
で
年
よ
る
雲

に
鳥

元
禄

二

・
三
年

久
、

元
禄

三
年
秋

元
禄

五
年
冬

凡

兆

(
初
五
の
み
芭
蕉
)

元
禄

七
年

九

・
ニ
六

こ
れ
ら

の
句

に
腸

を
断

つ
苦
吟

推
敲

を
し
た

こ
と
は
諸
書
に
伝

へ
ら

れ
よ

く
知
ら
れ
て

ゐ
る
所

で
あ
る
。
例

へ
ば

「
が
ら
鮭
も
」

の
句
に

つ
い
て
ほ
三
冊

子

に
、

こ
の
句
師

の
い
は
く
、

心

の
味

を
云

と
ら
ん
と
、
数

日
は
ら
わ
た
を
し
ぼ
る

と
也
。

ほ
ね
折

た
る
句

と
見

え
侍

る
也
。

と
伝

へ
て
を
り
、
や
は
り

そ
れ
ぞ
れ

「
気
惰

と
も

に
紘
有
所
」
即
ら
内
部

に

通

ひ
あ

ふ
気
八刀
、
即
ち

一
種

の
行

き
て
帰
る
心
の
味
を

い
ひ
と
ら
ん
と
し
た
も

の
の
や
う
で

あ
る
。
以
て
取

合
せ
の
論

の
真
意

は
、
対
象
相
互

の
感
合
を
求

め
、

多

元
的
情

感
の
交
流
融
合
、

即
ち
行
羨

て
帰
る
心

の
味

を
云

ひ

と

り
、
そ

れ

を
句

の
内

に
宿

ら
せ
る

と
こ
ろ

に
あ

っ
た
、
と
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

「
行
き

て
か

へ
る
心

の
味
」
は
そ

の
点
連
句

に
お
け
る
「

に
ほ
ひ
の
付
味
」

に
あ
た
る

も

の
と

い
へ
よ
う
。
さ
び
、
し
を
り
が
概
ね
諸
家

に
よ

っ
て
連
句

の
そ
れ

に
あ



た
る
も

の
と
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
右

の
如

き

「
行

キ
て
か

へ
る

心
の
昧
」
と
し
て

の
把
握

は
そ
れ
を
裏
づ
け
る
も

の
で
あ
ら
う
。

こ
れ
ま

で
み
て
来
た
所

で
既
に
明

ら
か
な
や
う
に

「
趣
向
、
詞
、
器
に
よ
ら

ぎ

る
、
内

に
根
ざ
し
て
外
に
あ
ら
は
れ
る
も
の
」
と
い
ひ
、

「
多

元
的
情
感

因

子

の
交
流
融
合
作
用
と
」
)て

の
余
情
」
と

い
ひ
、

「
風
雅

の
誠

に
お
け
る
対
象

(
相
互

)

と
の
深
層

に
お
け
る
感
合

」

「
行

き
て

帰
る

心
の
味

を
得

る
取
合

せ
」
と

い
ひ
、
名
目
こ
そ
変
れ
そ
の
内
容
実
体

は

一
つ
な
の
で
、
さ
び
、
し
を

り
、
細

み
を
そ

の
表
出
様
相

、
実
質

と
し
て
の
余
情

の
性
格
、
蕉
風
俳

譜
理
念

に
基
づ
く
実
質
、
実
質
を
宿
す

表
現
手
法
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
問
題

と

し
て
み
た
時

に
得
ら
れ
る
諸
相

な
の
で
あ
る
。
そ

し
て

こ
の
感
合

に
根
ぎ

し

て
交
流
融
合
す
る
、
行
き
て
か

へ
る
心
の
味

こ
そ
が

「
内
」
な
る
実
質

で
、
そ

れ
が
内
部

に
宿
る
表

現
に
な

っ
て
ゐ
る

の
で
そ
れ
を

「
内
に
根
ぎ

し
て
外

に
あ

ら
は
」
れ
る
と

い
ふ
の
で
あ
り
、
従

っ
て
契
機
と
し
て
の
色
、
姿
、
意
と

い
ふ

の
も
、
こ
の

「
感
合

し
た
心

の
味
」

の
色
、
姿

、
意

な
の
で
あ
る
。

所

で
さ

び
、
し
を
り
、
細

み
は
、

い
つ
れ
も

「
う
ち

に
根
ぎ
し

て
外

に
あ
ら

は
」
れ
る
も
の
と
し
て
共
通
性
が

あ

っ
た
。
そ
れ
を
更

に
昌・口
ひ
分
け
る

こ
と
が

難

し

い
の
で
、

去
来

は

「
強

て
こ
れ
を

い
は

ゞ
」

一,さ

び
は
句

の
色
に
」

「
し

ほ
り

は
句

の
姿

に
あ
り
」
と
か

「
細

み
は
句
意

に
」
あ
る
と
か
そ
の
徴
表

的
差

異

に

つ
い
て
い

っ
て
ゐ
る

の
だ
か
ら
、
そ
の
限
り

に
お
い
て
は
、
概
ね
相
対
的

比
較
的

な
も

の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ら
う

。
即
ち
さ

び
は
、
し
を
り
、
細

み
に

比

べ
て
色
調

(
情
調
)
的

で
、
し
を
り

は
、
さ
び
、
細

み
に
比

べ
て
姿

態
的
形
象

的
な

の
で
、
細

み
は
、
前

二
者

に
比

べ
て
意
が
感
じ
ら
れ
て
そ
れ
と
把

へ
や
す

い
、
と

い
ふ
性
格

を
持

っ
て
ゐ
る

の
で
あ
り
、
又
意
、
姿
、
色
は
、
う
ち

に
蔵

す
る
情
感

の
多

元
性

の
度
合

、
次
元

に
応

じ
て
表
現
様
相
を
そ
れ
ぞ
れ
異
に
す

る

も

の
と

考

へ
る

べ
き

で

あ
ら

う

。

以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
証
句
を
通
じ
て
、
具
体
的

に
性
格
、
様
相

、
理
念
内
包

を

み
る

こ
と

に
す

る

。

三

 

路
通

の

「
鳥
ど
も
も
寝
入
て
居

る
か
余
吾

の
海
」

の
句
に

つ
い
て

先
師
が

「
此
句
細

み
有
」
と
評
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
余
吾
の
海

の
夜

の
し
じ
ま

を
湖

の
鳥

の
や
す
ら
か
な
眠
り

に
思

ひ
を
や
る
繊
細

な
心
に
托

し
て
詠

ん
で
ゐ

る
。
寝
入

て
ゐ
る
か
、
と

い
ふ
所

に
、
作
者

の
心
が
細
く

一
筋

に
夜

の
湖

の
し

ゞ
ま
を
渡

っ
て
鳥
の
上
に
と
ど
い
て
ゐ
て

㎝
細
ゐ
は
句
意

に
有
り

」
と

い

っ
て

ゐ
た

こ
と
も
う
な
つ
か
れ
る

の
で
あ
る
。
心
、
細

い
が
故

に
湖
が
静
か

で
、
静

か
故
又
心
、
細

い
の
で
あ
り
、
細

い
故

に
こ
こ
ろ
を
感
じ
う
る

の
で
あ
る
。

こ

の
や
う
に
句

の
内
部
的
な
静

か
さ
、
即
ち
寝

に
入
る
鳥
と
夜

の
湖
と
内
部
的
に

融
合
交
流

し
よ
う
と
す
る

「
行
き
て
帰
る
心
の
味
」
を
、
鳥

の
上

に
と
ど
く

一

筋

の
心
の
細
さ
が
、
基
本
的
に
性
格

。つ
け
て
ゐ
る
。

し
た
が

っ
て
対
象

(
鳥
)

の
上
に
と
ど
く
心

の
繊
細

さ
、

ひ
そ
か

な
愛
情

の

さ
さ
や

か
な
表
現
に

「
細

み
」

の
基
本
的
性
格
が
あ
る
も
の
と
思

は
れ
る
。
文
芸
に
お
い
て
は
、
繊
細
な

こ
ま

や
か
な
表
現

、
さ
さ
や
か
で
ひ
そ
か
な
も

の
に

「
こ

こ
ろ
」
を
感
じ
る
も

の
で
あ
る
。

「細

み
」
は
従

っ
て
対
象

の
上

に
と
ど
く
心
の
繊
細
さ

、
ひ
そ
が

さ

一
般
、

に
感
じ

ら

れ
る

「
こ
こ
ろ
」
と
し
て
受
取
ら
れ
る
表

現
美

で
あ
る
。

次

に

「
し
を
り
」

に
つ
い
て
許
六
の

「
十
団
子
も
小

粒
に
な
り

ぬ
秋

の
風
」

を

み
る
と
、

こ
の
句
で
は

「
小
粒

に
な
り

ぬ
」
が
眼
目
で
、
歳
月

の
推
移

の
う

ち

に
俗
世

の
世
智
辛
さ
が
山
里

に
も
及
ん
で
ゐ
る
こ
と
だ
、
と

い
ふ
社
会
事
象



と
し
て
の
わ
び
し
さ

と
、
秋

の
風
と

い
ふ
自
然

現
象
と
し
て
の
わ

び
し
さ
と
が

句
の
内
部

で
通

ひ
あ

っ
て
ゐ
る
。
小

粒

に
な

っ
て

ゐ
る
の
で
秋

の
風
も

一
入
わ

び
し
く
、
秋
風
吹
く
故

に
十
団
子
の
小

粒
が
、
更

に
は
世
情

の
変
遷

が
わ
び
し

い
の
で
あ
る
。

「
十
団

子
も
小
粒

に

な
り

ぬ
」
と

「
秋

の
風
」
と

の
取
合
せ

に
、
交
流
融
合
す
る
、
万
象

に
宿
る
わ
び
し
さ

一
般

、
と
い
ふ

「
行
き
て
帰
る

心

の
味

」
が

あ
る
が
、
そ

の
心

の
味
は

一
に

「
小
粒

に
な
り

ぬ
」

と
い
ふ
世
情

の
変
遷

の
、
卑
近

な

「
す
が
た
」
を
暗
示
す
る
表

現

に
が
か

っ
て
を
り
、
そ

こ

か
ら
万
象

の

「
わ
び

し
さ

の
す
が
た
」
が
感

じ
ら

れ
、
そ

の
心
の
味
は

「
す
が

た
」

と
し
て

感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

即
ち
自
然

人
事

と
い
ふ
多
元
的
な
場

を
、
情
感
世
界

の

「
す
が
た
」
で
統

一
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ

の
や
う
な
姿

で
把

へ
ら

れ
る
万
象
普
遍

の
わ
び
し
さ
が

「
し
を
り
」
な

の
で
、
蕉
風
に
お
け

る

「
し
を
り
」
は
、
わ
び
し

い
心
象

一
般

、
万
象
普
遍

の
わ
び
し
さ
の
姿
態
的

表
現
美
で
あ
る
と
し
て
よ

い
で
あ
ら

う
。

つ
い
で

に
付
言

す
る
と
、
対
象

へ
の
詠
嘆

は
あ
る
が
、
作
者

の
心
は
憐

に

「

し
を
れ
し
て

ゐ
る
の
で
は
な
く
、
詠
嘆
を
姿

に
と

と
の
へ
内

に
こ
め
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
即
ち
心
し
を
れ
て
詠
嘆
す
る
の
で
は
な
く
詠
嘆

の
宿
る

「す
が
た
」

で
表
現
し

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

「
し
を
れ
」

で
は
な
く
他
動
詞

的
用
法

で

「
し

を
り
」
な
る
所

以
は
、
そ
の
や
う
に
解
す

べ
き
で
あ
ら
う
。
し
を
り

は
憐
な
る

句

で
は
な

い
と
い
ふ
所
以

は
こ
こ
に
も
あ
る

と
思

は
れ
る
。

「
細

み
」
に
は
交
流
融
合

の
契
機

と
し
て

「
意
」
が
看
取

さ
れ
た
。
こ
こ
ろ
と

し
て
把

へ
う
る
点
情

感
因

子
の
多
元
性
と

い
ふ
こ
と
、
従

っ
て
内
部
的
情
感
世

界

も
割

に
単
純

で
あ
り
、
詠
嘆
が
直
接
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

「
し
を
り
」

に
お
い
て
は
詠
嘆
が
今

一
歩
内

に
こ
も

っ
て
を
り
、
感
合

の
契
機
が

「
姿
」
と

し

て
感
じ
ら
れ
る
点
、
内
部

的
情
感

の
む
う
が
り
が
細

み
に
比

べ
て
広

い
と

い

ふ
性
格
が

あ
る

こ
と

に
な
る
で
あ
ら
う

。

次

に
芭

蕉
が

一
寂
色
よ
く
顕
は
れ
」
て
ゐ
る

と
評
し
た
と

い
ふ
去
来
の

「
花

守

や
白
き
頭
を

つ
き
合

せ
」

の
句

に
よ

っ
て
、
さ
び
に

つ
い
て
考

へ
る
に
、
燗

漫

と
美

し
い
桜

の
花

の
か
げ

に
白
頭

を
寄

せ
'02
ふ
老
花
守
は
、
く
る
年

々
の
春

の
行
楽

も
眺

め
つ
く
し
、
花

の
盛
り

の
短
か
さ
も
歓
楽
過
ぎ
て
至
る
哀
愁

も

つ

ぶ
さ

に
見

て
来

て
を
り
、
そ
の
身
自

身
今

は
自

き
頭
を

つ
き
合

せ
、
人
生

の
余

爆

を
さ

び
さ
び
と
花

の
か
げ

に
あ
は
く
も
暖
め
あ

っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
寄
り

あ

ふ
自
頭

の
老
花

守

の
姿
を
焦
点
と
し
て
、
そ

の
や
う

な
心
象
風
景

は
い

く

つ

も
重

な
り
あ

っ
て
広

が
り
を
も

っ
て
ゐ
る

。
そ
し
て
花

や
か
な
人
と
自
然

と
が

や
が
て
寂
し

い
も

の
に
移
り
行

く
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、
花
守
自
身

わ
が
事

と

し
て
眺
め
あ

っ
て
ゐ
る

。
そ
れ
を
作
者
は
詠
ん
で

ゐ
る
の
で
あ
る
。
老
花
守

は

眺

め
な
が
ら
同
じ
も
の
と
し
て
眺

め
ら
れ
て

ゐ
る
。

白
き
頭
を

寄

せ
合

っ

た
老
花
守
故
、

花

の
美
は
単
な
る

花

や
か
さ
で
は
な

く
、
流
転
し
て
行

く
も
の

へ
の
愛
情

と
か
追
憶

の
美

感
を
揺
曳
さ

せ
、
花

の
陰

に
寄
り
あ

ふ
故
、
自
頭
は
単

な
る
悲

哀
、
寂
蓼

で
な
く

「
落
ち

つ
い
た
諦
観
的

境
地
」

の
情
調

(
即
さ
び
)
を
生

み
出

し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
春

の
桜

の
は
な

や
か
さ
と
人
生

の
た
そ
が
れ

の
さ
び
し
さ
と

い
ふ
対

蹴
的
多
元

的
情
感

は
、
人

生
自
然

に
通
ず
る
普

遍
世
界

で
流
転

の
相

に
お
い
て
把

へ
る
こ
と
に
よ

っ
て
止

揚
融
合
さ

れ
、
境

涯
的
詠
嘆

と
な

っ
て
ゐ
る
。

こ
の
境
涯

的
詠
嘆
が
表
現

の
深

層

に
あ

っ
て
全
体
を
微
妙

に
融
合
さ

せ
陰
署

あ
る
情
調
を
生
み
出

し
て
ゐ
る

の

、で
あ
る
。

句

の
内
部

に
春

の
桜

の
は
な
や
か
さ
、
は
な
や
い
だ
気
分
、
白
き
頭
の
悲
哀

寂
蓼

、
寄
り

あ

ふ
哀
憐
、

人
生
自
然

の

流
転

の
は
か
な
さ
、

又
愛
情
追

憶
の

情

、
落
ち

つ
い
た
安
ら
ぎ
、
さ
び
さ
び
と
し
た
境
地
、
こ
れ
ら
相
異

る
情
感
因



子

の
融
合
を
倍
音
と
し
た
諦
観
的
情
調
が

あ
る

。
こ
の
句

に
あ

っ
て
は
右
の
や

う
に
多
元
的
情
感
因
子
は
複
雑
で
且
対

照
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
故

に

「
行

き
て
帰
る
心

の
味

」
即
多

元
的
情
感

の
融
合
が

「
細

み
、
し
を
り
」
よ
り

も

一

層
渾
然

と
し
て
を
り

、
に
じ

み
出

て
く
る
さ
び
さ
び
と
し
た
味
が

「
意
」

と
か

「硲

」
と
し
て
よ
り
も
情
調
的
、
色
合
的
な
も
の
と
し
て
受
取

ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ

こ
に

「
寂

色
よ
く
顕

は
れ
」
て

ゐ
る
と

い
ひ

「
さ
び
は
句

の
色
也
」
と

い
は
れ
る
所
以

が
あ
る

の
で
あ
ら

う
。

こ
の

「
行

き
て
帰

る
心
の
味
」
か
ら

に

じ
み
出
て
く
る
情
調
が

「
う
ち

に
根
ざ

し
て
外

に
あ
ら

は
」
れ
る

「句

の
色

]

だ

、
た
の
で
あ
る
。

「
さ
び
」

は
、
こ
れ
ま
で
み
て
来
た
所
か
ら
も
わ
か
る
や
う
に
、

単

な

る

取

(註
三
)

合
疑

の
手
法
的

詠
出

法
を
示
す
術
語
的
性
格

な
る
も

の
に
と

ゞ
ま
る
も
の
で
は

な

い
。
た
と

へ
ば

「
老
人

の
甲
冑
を
帯
し
、
戦
場

に
は
た
ら
き
、
錦
繍
を
か
ざ

h
御
宴

に
侍
り
て
も
老

の
姿
有

る
が

ご
と
」
く
、
対

縢
的
多

元
的
情
感
因
子

は

あ
ろ

て
も
、
そ
れ
ら
を
統

】
す
る
境
涯
的
詠
嘆
、
諦
観
的
情
調

が
あ
る
。
そ

う

い
ふ
諦

観
的
安
ら

ぎ
の
境
地

の
理
会
、
情
調
世
界

が
作
者

の
心
に
な
く
て
は
多

元

的
情

感
を

ふ
さ
は
し
く
取
合

せ
る

こ
と
も
、
統

一
を
与

へ
る

こ
と
も
出

来
な

い
。
「
さ
び
」
は

一
応
表
現
内
部

の
問
題
で
あ
る
が
、
そ

の

「
う
ち
」
な
る
意
味

は

「
句
の
内
」
で
あ
る
と
同
時

に
万
象
及

び
作
者

の

「
心
の
内

賊
で
あ

っ
た
。

「
さ
び
」
は
、
右
の
如

き
対
照
的
多
元
的
情
感
が
、
自
然
人
事
万
象
普
遍

の
場

(相

)

に
お

い
て
、
境
涯
的
詠
嘆

に
よ

っ
て
融
合
さ
れ
た
、
さ
び
さ
び
と
し
た

諦
観
的
情

調
の
美

と
し
て
よ

い
で
あ
ら
う
。

結
び

「
細
み
」

に
お

い
て
は
、
行
き

て
帰
る
心

の
味
が

「
繊
細

な
心

の
ひ
そ
か
な
指

向
∴
を
基
本
的
性
格

と
し
て
ゐ
る

こ
と

に
即
し
て

「
句
意

に
有
り
」
と

い
び
、

'

そ

の
こ
こ
ろ

の
性
格

が
細

く
、
表
現
が

こ
ま

や
か
な

の
に
即
し
て
「細

み
」
と
い

は
れ
た

も
の
と
思

は
れ
、

「
し
を
り
」

に
お
い
て
は
、
万
象
普

遍
の
わ
び
し
さ

と

い
ふ
行
き
て
帰
る
心
の
味
が
主
と
し
て
姿
態
的
表
現

に
よ

っ
て
統

一
さ

れ
て

ゐ
る

の
に
即
し
て

「
句

の
姿

に
有
り
」
と
さ
れ
、
そ
の
わ
び

し
い
姿

の
表
現

に

即
し
て

「
し
を
り
」
と

い
は
れ
た
も

の
で
あ
ら
う
。

「
さ
び

」
に
あ

っ
て
は
、

行

き
て
帰

る

心
の
味
が

諦
観
的
情

調
と
し
て
感

じ
ら

れ
る

の
で
、

そ

の
情

調

(色
調

)
に
即

し
て

「
句

の
色

」
と
さ
れ
、
そ

の
情
調

の
さ
び
さ
び
と
し
た
境

涯
的
諦
観
的
な

の
に
即
し
て

「
さ
び

」
と
称

へ
ら

れ
た

も
の
で
あ
ら
う
。
そ

れ

ら
又
和
歌
、
連
歌
、
能
楽
等
中

世
芸
道
に
」
お
け
る
美

の
理
念

の
伝
統
と

そ
の
名

目
を
受
け

つ
い
だ
も
の
で
あ

っ
た
。

「
し
を
り
」
は

「細

み
」

に
お
け
る

「
意
」
を
包
摂
し
て
居
り

「
さ
び
」
は

「
細

み
、
し
を
り

」
に
お
け
る
意
、
姿

及
び
両
者

の
情
感

内
容
を
も
包
摂
し
て

ゐ
る
も
の
と
思

は
れ
、
そ

の
点
そ
れ
ぞ
れ
の
美
的
理
念

の
理
念
構
造
は
次
元
を

異

に
し
、
高

さ
を
加

へ
て
ゐ
る
も

の
と
し
て
よ

い
で
あ
ら

う
。

註

一

し
を
り

に
関
す
る

「
去
来
抄
修
行

教
」
と

「
旅
寝
論
」
と

の
文
面

の

,

関
聯

に

つ

い
て
は
、

既

に
小

宮
豊
隆
氏

「
芭
蕉

の
研
究

」
所

収

「
さ

び

・
し
を
り

に
就

い
て
」

が
あ
る
。

註

二

こ
の
許
六
宛
書

簡

は
創
元

社

の
芭
蕉
講
座

「
さ
び

・
し
を
り

・
細

み
」

の
項

に
井
本
農

一
氏
が
新
見
資
料
と
し
て
引

い
て
お
ら
れ
る
。

註
三

井
本
農

一
氏

は
右

の

「
さ
び

・
し
を
り

・
細

み
」

で

「
術
語
的
性
質

の
も
の
と
解
す

べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
さ

れ
て
ゐ
る
。

去

来
抄

・
旅
寝
論

・
三
冊
子
か
ら
の
引
用
交

は
岩
波
文
庫
本

に
、
そ

の
他
は

俳
書
大
系

に
よ

っ
た
。

右
は
昭
和
三
十

四
年
五
月
十
七
日

・
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会

で
発
表
し
た

も
の

に
補
訂
を
加

へ
た
も
の
で
あ
る
。

(
三
四
・
七
・
五
)
ー
宮
崎
大
学
講
師
ー


