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

死に近き芭蕉 : 芭蕉の曲翠宛新資料書簡を中心に

杉浦, 正一郎

https://doi.org/10.15017/2332910

出版情報：文學研究. 48, pp.1-28, 1954-03-15. 九州文学会
バージョン：
権利関係：



芭蕉筆曲翠宛書簡（内本浩亮氏蔵）



野披筆芭蕉像



斯
く
て
こ
れ
ら
の
門
弟
を
加
へ
て
属
々
俳
筵
が
開
か
れ
、

こ。
住
み
馴
れ
た
深
川
の
芭
蕉
庵
は
、
『
細
道
』
の
首
途
に
先
だ
っ
て
「
俗
な
る
人
」
に
譲
り
渡
し
て
ゐ
た
の
で
、
橘
町
の
彦
右
衛
門
と
云
ふ
も
の

‘‘‘ カ
『
臭
の
細
道
』
の
行
脚
を
了
へ
て
、
故
郷
．
の
伊
賀
上
野
や
湖
南
や
京
に
旅
寝
の
夢
を
重
ね
て
門
弟
逹
と
風
雅
の
交
り
を
楽
し
ん
で
ゐ
た
芭
蕉

入
門
間
も
無
い
支
考
及
び
桃
隣
を
伴
つ
て
足
掛
三
年
振
り
に
江
戸
に
帰
着
し
た
の
は
、

＼
借
家
を
仮
の
住
居
と
定
め
て
こ
4

で
翌
五
年
の
春
を
迎
へ
た
。

半
ば
に
彼
は
新
ら
し
い
草
庵
の
あ
る
じ
と
し
て
こ
4

に
入
っ
た
。
か
の
彦
根
の
許
六
が
桃
隣
の
案
内
で
、

た
の
は
仲
秋
の
頃
で
あ
り
、
九
月
に
は
膳
所
の
洒
堂
が
造
々
東
下
し
て
芭
蕉
庵
の
食
客
と
な
っ
た
。

が
江
戸
を
去
つ
て
後
、
芭
蕉
庵
は
深
い
憂
愁
に
閉
ざ
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
芭
蕉
の
「
猶
子
」
桃
印
の
大
病
で
あ
っ
た

Q

死

に

近

き

芭

蕉

や
が
て
門
弟
達
の
尽
力
で
深
川
の
旧
庵
近
く
に
芭
蕉
庵
が
再
興
さ
れ
、
五
月

『
深
川
集
』
そ
の
他
の
歌
仙
が
成
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
翌
六
年
の
一
月
に
洒
堂

（

一

） |

i
芭
蕉
の
曲
翠
宛
新
資
料
書
簡
を
中
心
に
|
|
＇

死

に

近

き

芭

蕉

桃
印
は
芭
蕉
自

こ
の
草
扉
を
敲
き
そ
の
門
人
と
な
っ

元
緑
四
年
の
神
無
月
も
晦
日
に
近
い
頃
で
あ
っ

杉

浦

正

郎



J

の
頃
の
様
を
芭
蕉
は
曲
翠
に

増
し
て
来
て
住
み
づ
ら
い
夏
の
日
が
続
き
、

暮
春
の
頃
に
は
不
帰
の
客
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

＜ ヽ

苑

に

近

き

芭

蕉

身
、
許
六
に
「
旧
里
を
出
て
十
年
余
、
二
十
年
二
及
候
て
、
老
紬
三
一
度
対
面
せ
ず
、
五
六
才
二
て
父
二
別
候
而
、

三
二
成
候
，
此
不
便
は
か
な
ぎ
事
共
お
も
ひ
捨
が
た
＜
胸
を
い
た
ま
し
め
罷
有
候
」

相
当
長
年
月
に
亘
り
手
塩
に
か
け
た
「
猶
子
」
で
あ
っ
た
。
大
病
と
一
｝
今
ふ
の
も
、
芭
蕉
が
右
書
簡
で
「
癒
性
之
事
＝
一
候
間
」
と
云
つ
て
ゐ

る
如
く
労
咳
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
六
年
に
な
っ
て
急
速
に
悪
化
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

こ
の
桃
印
の
死
は
、
芭
蕉
を
悲
歎
の
ど
ん
底
に
追
ひ
落
し
た
ら
し
く
、
荊
口
宛
書
簡
の
「
拙
者
、
当
春
猶
子
桃
印
と
申
す
も
の
三
十
余
迄
苦

労
―
一
致
候
而
病
死
致
、
此
病
中
神
魂
を
な
や
ま
せ
、

句
も
不

1

1

申
出
I

候
」

筈
で
あ
る
か
ら
、

た
の
で
あ
っ
た

Q

報
じ
て
ゐ
る
。

死
後
断
腸
之
思
難
レ
止
候
而
、

芭
蕉
は
自
身
で
も
こ
の
年
の

心
外
打
過
申
候
」
と

荊
口
に
は
又
、

か
て
4
加
へ
て
、
時
候
は
暑
さ
を

マヽ

其
後
〈
拙
者
介
放
―
―
て
三
十

而
も
神
魂
を
悩
ま
し
た
芭
蕉
の
介
掬
の
甲
斐
も
な
く
、

精
神
草
臥
、
花
の
盛
、
春
の
行
衛
も
夢
の
や
う
に
て
暮
、

（
四
月
二
十
九
日
付
）
と
い
ふ
文
面
に
よ
る
と
、
そ
の
死
後
断
腸
の
思
ひ
に
と
ら
は
れ
て
最
早
慰
め
の
風
雅
も
奪
ひ
去
ら
れ

て
‘
句
を
口
に
す
る
事
す
ら
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
産
に
芭
蕉
の
悲
哀
は
深
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
既
に
こ
の
頃
寿
貞
・
次
郎
兵
衛
。
理
兵
衛
•
ま
さ
。
お
ふ
う
の
系
累
逹
が
同
居
し
て
ゐ
た

い
ろ
／
＼
の
煩
は
し
さ
や
悩
ま
し
さ
が
芭
蕉
を
苦
し
め
た
事
と
思
は
れ
る
。
斯
く
て
初
秋
の
頃
か
ら
扉
を
閉
じ
て
客
を
辞
し

二
郎
兵
へ
（
小
料
碑
二
慰
罷
有

「
当
襄
暑
気
つ
よ
く
、

諸
緑
音
信
を
断
、

候
。
夏
中
〈
筆
も
と
ら
ず
、
書
に
む
か
は
ず
、
昼
も
打
指
寝
く
ら
し
た
る
計
二
御
座
候
」

初
秋
ふ
閉
関
、

（
十
一
月
八
日
付
）
と
書
き
送
り
、

「
羅
生
夏
中
甚
暑
―
―
痛
候
而
、
頃
日
ま
で
絶
-

l

諸
縁
1

、
初
秋
よ
り
閉
関
病
閑
保
養
に
か
＼
づ
ら
ひ
筆
を
も
と
ら
ず
候
故
、

桃
印
病
中
の
看
護
の
疲
労
、
死
後
の
落
胆
、
こ
の
夏
の
酷
暑
が
芭
蕉
の
身
体
を
衰
弱
さ
せ
て
ゐ
た
様
で
あ
り
、

（
元
緑
六
年
三
月
二
十
日
頃
書
簡
）
と
書
き
送
つ
て
ゐ
る
如



蕉
を
身
動
き
も
出
来
な
い
状
態
に
縛
り
、

身
の
衰
へ
を
感
じ
て
ゐ
た
ら
し
く
、
十
月
九
日
に
は
許
六
に
「
当
年
め
き
と
草
臥
増
り
候
」
と
云
ひ
送
っ
て
ゐ
る
桓
で
あ
る
。

芭
蕉
は
野
披
・
孤
屋
•
利
牛
そ
の
他
の
連
衆
と
『
炭
俵
』
の
俳
諧
を
興
行
し
、
四
五
年
ま
へ
か
ら
胸
裡
に
胚
胎

し
て
来
た
「
軽
み
」
の
俳
諧
へ
の
進
展
を
求
め
て
、

そ
の
俳
風
の
開
拓
に
心
を
尽
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
併
し
、
年
は
改
ま
つ
て
も
芭
蕉
の
健

「
百
と
せ
の
半
に
一
歩
を
踏
出
し
て
浅
漬
の
歯
に

正
月
二
十
日
伊
賀
の
意
専
に
宛
て
て
、

し
み
わ
た
り
、
難
煮
の
餅
の
お
も
し
ろ
く
覚
候
こ
と
、
年
の
名
残
も
近
付
候
に
や
と
こ
そ
お
も
ひ
し
ら
れ
侍
れ
」
と
書
き
送
っ
て
を
り
、

年
は
殊
に
身
の
衰
へ
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
事
は
謄
所
の
正
秀
に
も
書
き
遣
し
た
様
で
、

七
年
、
翁
の
齢
五
十
一
、
老
の
な
か
ば
の
春
を
迎
へ
、
雑
煮
の
餅
む
ま
く
覚
え
、
浅
漬
も
歯
に
し
み
わ
た
る
な
れ
ば
、

く
に
や
と
、
門
人
正
秀
が
も
と
へ
文
の
は
し
に
書
て
送
給
ふ
」
と
見
え
て
ゐ
る
。

て
も
か
さ
な
る
年
の
重
み
が
深
く
感
じ
ら
れ
る
程
に
老
衰
し
た
身
体
か
ら
の
慨
歎
の
声
で
あ
ら
う
。

I

然
る
に
芭
蕉
の
遊
意
は
、
既
に
こ
の
年
の
歳
旦
早
々
か
ら
萌
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て

く
取
重
候
」

さ
う
し
た
泄
俗
の
わ
づ
ら
は
し
さ
が
芭

「
誠
隠
閑
葎
の
中
ま
で
世
の
あ
り
さ
ま
の
が
れ
が
た
」
き
生
活
で
あ
り
、

と
こ
ろ
で
そ
の

『
去
来
抄
』
に
去
来
が
「
都
、
叉
は
古
郷
の
便
と
も
あ
ら
ず
。
伊
勢
と
侍
る
は
、
元
日
の
式
の
今
や
う
な
ら
ぬ
に
、
神
代
を
思
ひ
出
で
、
た
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
聞
ば
や
と
、
道
祖
神
の
は
や
胸
中
を
さ
は
が
し
給
ふ
か
、
と
こ
そ
承
り
侍
れ
」
と
評
し
て
ゐ
る
如
く
、

た
の
で
あ
っ
た
。
思
へ
ば
昨
元
緑
六
年
ぱ
、

（
意
専
宛
、
七
年
正
月
廿
日
書
簡
）
と
云
ふ
苦
し
い
年
で
あ
っ
た
。
市
中
に
静
閑
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
批
俗
の
絆
は
容
赦
も
な
く
彼

を
捕
へ
、
抵
路
の
波
は
草
庵
の
垣
の
隔
て
を
も
乗
り
越
へ
て
彼
に
襲
い
く
る
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
、

死
に
近
き
．
芭
蕉

康
は
必
ず
し
も
旧
に
復
し
て
は
ゐ
な
か
っ
た
様
で
、

冬
か
ら
翌
七
年
春
に
か
け
て
、

彼
の
愛
し
た
市
隠
の
境
雄
を
も
容
赦
な
く
浸
蝕
し
よ
う
と
す
る
時
、
物
に
と
ら
は
れ
る
事
を
嫌
い
、

「
何
角
心
う
き
事
共
多

行
脚
へ
と
そ
ゞ
ろ
に
心
は
動
い
て
ゐ

「
蓬
莱
に
聞
か
ば
や
伊
勢
の
初
便
」
の
歳
旦
吟
に
は
、

「
と
し
の
名
残
も
近
付
候
に
や
」
の
言
葉
は
、
新
春
を
迎
ヘ

と
し
の
名
残
も
ち
か
づ

路
通
の
『
芭
蕉
翁
行
状
記
』
に
「
元
緑

J

の



死

に

近

包

芭

蕉

自
由
を
求
め
、
行
脚
を
熱
愛
し
た
芭
蕉
の
胸
中
に
、
浮
雲
帰
烏
へ
の
思
ひ
が
自
づ
と
燃
え
上
り
、

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
れ
こ
そ
酉
行
・
宗
祇
等
の
故
人
に
つ
ら
な
る
風
流
者
の
ま
こ
と
の
心
で
も
あ
っ
た
。

が
、
そ
の
約
の
如
く
七
年
春
に
は
「
早
／
＼
東
麓
庵
の
桜
の
比
〈
と
漸
と
旅
心
も
う
か
れ
初
候
。

元
蒜
四
年
十
一
月
十
三
日
付
、
陪
所
の
曲
翠
宛
書
簡
に
よ
る
と
「
何
と
ぞ
今
来
年
江
戸
に
あ
そ
び
候
〈
ゞ
、
叉
／
＼
貴
境
と
心
構
候
間
一
云
々
」

元
蒜
四
年
江
戸
帰
着
早
々
に
、
芭
蕉
は
今
年
来
年
と
江
戸
に
滞
在
し
た
後
は
再
び
涸
南
に
杖
を
曳
く
事
を
約
束
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た

さ
れ
共
い
ま
だ
し
か
と
心
も
さ
だ
ま
ら
ず
候

京
・
湖
南
等
上
方
方
面
の
旅
を
予
定
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
併
し
「
さ
れ
共
い
ま
だ
し
か
と
心
も
さ
だ
ま
ら
ず
候
」

確
定
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
旅
へ
と
心
は
急
い
で
も
芭
蕉
に
そ
れ
を
許
さ
な
い
寿
貞
尼
の
病
気
、

の
と
思
は
れ
る
。
か
く
て
芭
蕉
が
旅
心
を
湾
足
さ
せ
る
べ
く
、
上
方
へ
と
出
発
し
た
の
は
元
蒜
七
年
も
仲
夏
の
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

芭
蕉
の
元
緑
七
年
の
上
方
行
脚
の
出
発
、
日
に
つ
い
て
は
従
来
三
つ
の
説
が
あ
る
。

日
と
す
る
路
通
の
『
行
状
記
』
の
説
、
後
の
五
月
と
す
る
支
考
の
『
笈
日
記
』
の
説
で
あ
る
。

国
に
入
っ
た
の
を
「
去
年
元
蒜
七
年
前
の
五
月
な
る
べ
し
」
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
筆
の
間
違
ひ
で
あ
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
の

は
桃
隣
と
路
通
の
二
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
路
通
の
『
行
状
記
』
が
伝
開
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
の
に
比
し
て
、

と、

（

二

）

ヘ
共
、
都
の
空
も
何
と
な
く
な
っ
か
し
く
候
間
、

し
ば
し
の
ほ
ど
成
共
上
り
候
而
、

桃
隣
は
自
身
で
見
送
つ
て
ゐ
る

支
考
の
説
は
同
書
の
尾
張
部
に
芭
蕉
の
尾
張
の

五
月
八
日
と
す
る
桃
隣
の
『
陸
臭
衛
』
の
説
、
五
月
十

そ
の
他
の
家
庭
的
な
事
情
が
あ
っ
た
も

と
云
ふ
様
に
そ
れ
は
未
だ

可
レ
懸
I

l

御
目
1

と
存
候
」
（
前
引
意
専
宛
書
簡
）
と
伊
賀
・

『
猿
蓑
』
の
「
草
庵
に
暫
く
居
て
は
打
や
ぶ
り
」
の
芭
蕉
の
付
句
は
、

そ
の
ま
＼
彼
自
身
の
心
境
の
打
記
し
で
な
け

「
旅
へ
の
誘
ひ
」
に
心
動
く
の
は
ま
こ
と
に

四



き
り
と
覗
は
れ
る
。

構
へ
の
相
違
が
理
解
さ
れ
る
や
う
で
あ
る
。

五

門
弟
塚
本
如
舟
が
川
奉
行
役
の
も
の
で
あ
り
、
対
岸
の
金
谷
に
訟

頼
り
な
い
旅
立
ち
の
心
細
さ
が
は
つ

そ
れ
た
＼
の
旅
の
首
途
に
当
つ
て
の
心

『
別
座
舗
』
等
を
参
考
に
し
て
も
八
日
説
が
正
し
い
と
す
る
の
が
定
説
に
な
っ
て
ゐ
る
。
併
し
八
日
説
に
些
か
疑
間
が
残
る
の
は
元

緑
七
年
闊
五
月
十
八
日
付
去
来
宛
芭
蕉
書
簡
の
「
拙
者
先
月
十
三
日
江
戸
を
出
歩
」
と
あ
る
記
事
を
、

で
あ
る

Q

十
三
日
出
発
は
他
の
書
簡
か
ら
考
へ
て
十
五
日
に
島
田
に
着
い
て
ゐ
る
の
で
誤
記
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、

日
の
誤
記
と
考
へ
ら
れ
て
も
八
日
の
そ
れ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
簡
は
内
容
か
ら
考
へ
て
も
真
蹟
と
思
は
れ
る
の
で
あ
っ
て
こ

『
行
状
記
』
に
よ
る
と
、
大
津
の
乙
州
が
当
時
江
戸
の
京
橋
の
ほ
と
り
に
商
用
で
滞
在
し
て
を
り
、

誘
っ
た
の
で
あ
る
が
、
乙
州
に
支
障
が
あ
り
、
止
む
な
く
次
郎
兵
衛
だ
け
を
伴
ふ
こ
と
に
な
っ
た

Q

杉
風
・
曾
良
・
子
躙
等
の
江
戸
の
親
し
い

門
弟
逹
は
品
川
・
川
崎
ま
で
、
中
で
も
曾
良
の
如
き
は
遠
く
小
田
原
迄
師
に
随
行
し
て
そ
の
前
途
を
気
遣
っ
た
。
芭
蕉
の
留
別
吟
は
「
麦
の
穂

こ
の
句
と
『
野
晒
』
の
旅
の
折
の
「
野
ざ
ら
し
を
こ
4

ろ
に
風
の
し
む
身
か
な
」
や
『
笈
の
小
文
』
の
旅
の
時
の

ん
初
し
ぐ
れ
」
や
『
奥
の
細
道
』
の
旅
の
「
行
春
や
鳥
暗
魚
の
目
は
泊
」
等
の
句
と
比
べ
て
み
る
時
、

「
麦
の
穂
を
」
の
句
に
は
衰
へ
た
心
身
を
駆
り
た
て
4

の、

「
便
に
つ
か
む
」
と
云
ふ
の
も
、
便
り
に
な
ら
な
い
心
身
の
弱
さ
の
自
ら
な
る
表
白
で
あ
っ
た
。

さ
て
そ
の
後
の
東
海
道
の
旅
の
様
子
は
荻
野
清
氏
が
ご
く
最
近
紹
介
さ
れ
た
元
緑
七
年
閏
五
月
廿
一
日
付
、

研
究
』
第
六
号
所
載
・
同
氏
論
文
）
に
よ
っ
て
詳
細
に
知
る
事
が
出
来
る

Q

そ
の
内
容
は
同
氏
の
解
説
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
簡
単
に
筆
を

す
4

め
る
こ
と
に
す
る
。
十
五
日
に
芭
蕉
は
駿
州
島
田
に
着
い
て
ゐ
る
が
、

死

に

近

き

芭

蕉

曾
良
宛
芭
蕉
書
簡
（
『
連
歌
俳
諧

を
便
に
つ
か
む
別
か
な
」
で
あ
っ
た

Q

の
点
解
決
に
苦
し
む
わ
け
で
あ
る
。

併
し
こ
れ
は
十
壱

の
だ
し
、

「
旅
人
と
わ
が
名
よ
ば
れ

芭
蕉
は
出
発
に
当
つ
て
乙
州
に
同
行
を

ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
か
と
云
ふ
こ
と



成
候
而
、
道
こ
二
三
里
、
日
に
よ
り
五
里
ば
か
り
も
養
生
の
為
歩
行
、

足
場
能
所
は
馬
に
も
乗
芳
致
候
而
、
無
レ
恙
上
着
致
候
」

明
日
は
ど
の
様
に
し
て
で
も
川
越
を
さ
せ
る
と
云
ふ
の
で
滞
在
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
夜
大
風
雨
に
な
っ
て
洪
水
の
為
川
止
め
に
逢
ひ
、
止
む
を
得
ず
こ
4

に
三
日
間
逗
留
し
た
。

門
弟
荷
分
の
と
こ
ろ
に
三
夜
滞
在
し
て
荷
分
。
野
水
・
越
人
等
の
饗
応
に
預
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ

で
こ
れ
ら
の
人
々
は
許
六
の
『
歴
代
滑
稽
伝
』
に
「
路
通
・
荷
分
・
野
水
。
越
人
・
木
因
等
は
勘
当
の
門
人
也
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
人
逹
で
あ

る
。
勘
当
と
い
ふ
の
は
些
か
許
六
の
言
ひ
過
ぎ
で
あ
ら
う
が
|
|
命
ぞ
ど
は
何
か
含
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
ー
ー
l

彼
等
は
志
田
義
秀

博
士
が
『
問
題
の
点
を
主
と
し
た
る
芭
蕉
の
伝
記
の
研
究
』
に
詳
し
く
論
究
さ
れ
た
如
く
『
瞭
野
後
集
』
に
よ
っ
て
反
芭
蕉
の
態
度
を
表
明
し

た
門
弟
達
で
あ
っ
た

Q

而
も
彼
等
の
態
度
は
こ
の
年
初
め
去
来
か
ら
芭
蕉
の
許
に
報
じ
ら
れ
て
を
り
、

に
御
申
越
、
共
仕
か
た
賤
敷
凡
情
を
顕
し
候
事
、
御
と
が
め
尤
に
被
レ
存
候
。
さ
れ
共
平
人
の
情
常
の
事
に
候
へ
ば
、

成
間
敷
候
。
萬
抵
に
俳
風
の
一
道
を
建
立
之
時
に
、
何
ぞ
小
節
胸
中
に
可
レ
蓋
哉
。
彼
等
に
似
合
敷
心
指
に
て
候
」

と
書
き
送
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
さ
う
し
た
門
弟
逹
を
芭
蕉
自
身
の
方
か
ら
訪
れ
て
行
っ
た
と
一
云
ふ
こ
と
は
ち
よ
っ
と
珪
解
出
来
難
い
事
で
あ
る
が
、

の
さ
う
し
た
態
度
を
常
の
人
の
事
と
し
て
赦
し
得
る
心
の
高
さ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

あ
の
堅
張
し
た
俳
諧
上
の
交
情
で
は
な
く
、
単
な
る
古
い
誼
み
と
し
て
の
交
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

を
志
し
、
佐
屋
の
素
覧
亭
に
泊
り
、
露
川
・
素
覧
等
と
歌
仙
一
折
を
巻
き
、
伊
勢
の
長
嶋
、

野
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。

久
居
等
に
泊
つ
て
五
月
廿
八
日
に
故
郷
の
伊
賀
上

こ
の
旅
中
の
芭
蕉
の
身
体
具
合
は
杉
風
宛
書
簡
に
「
拙
者
道
中
嶋
田
あ
た
り
ま
で
〈
つ
か
え
な
ど
も
折
々
音
づ
れ
候
得
共
、

そ
れ
か
ら
、
廿
二
日
に
名
古
屋
に
到
り
、

平
淡
路
守
が
滞
在
し
て
ゐ
る
の
で
宿
が
な
い
と
思
は
れ
る
し
、

死

に

近

き

芭

蕉

次
第
＝
一
達
者
に

と
み
え
る
の

さ
て
、
そ
れ
か
ら
佐
屋
廻
り

芭
蕉
が
彼
等
に
求
め
て
ゐ
た
も
の
は
も
は
や
貞
享
頃
の

,. 
ノ‘

芭
蕉
と
し
て
は
彼
等

少
も
御
と
ん
ち
ゃ
＜
被
レ

芭
蕉
は
そ
の
時
「
荷
分
集
之
事
、
日
々



と
あ
り
、

で
理
解
さ
れ
る
如
く
、
必
ず
し
も
良
好
で
は
な
く
旅
の
草
臥
も
ひ
ど
か
っ
た
や
う
で
、
露
川
に
「
先
い
つ
ぞ
や
佐
夜
の
泊
り
、

故
、
染
，
＼
共
不
レ
得
1

一
御
意
l

、
御
思
召
残
念
之
至
―
―
令
ど
仔
候
」
（
元
毅
七
年
八
月
二
十
日
付
害
簡
、
以
下
七
年
の
も
の
は
月
日
だ
け
を
記
す
）

ひ
送
つ
て
ゐ
る
の
で
も
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
上
り
懸
直
二
と
存
候
処
、
持
病
い
か
ゞ
と
古
老
門
下
の
者
共
逹
而
東
海
道
駕
な
ど
カ
ニ
可
レ
上
候

よ
し
故
、
京
・
大
坂
・
旧
里
を
過
候
て
、
貴
境
へ
〈
ま
は
り
会
被
レ
申
ま
じ
く
候
。
」

候
刻
、
木
曾
路
に
か
＼
り
直
貴
境
へ
御
案
内
、
許
六
方
へ
と
存
候
処
、
其
節
持
病
指
出
候
故
、
道
中
無
1

一
心
元
1

旨
門
人
共
達
而
申
―
―
付
、

東
彦
根
の
方
に
足
を
向
け
る
予
定
で
あ
っ
た
の
が
、
持
病
の
為
に
止
む
な
く
行
先
を
変
更
し
て
伊
賀
に
帰
っ
た
の
で
あ
っ
た

Q

(
-
l
_
）
 

扱
て
、
従
来
こ
の
七
年
の
行
脚
の
目
的
地
は
筑
紫
で
あ
り
、
芭
蕉
は
西
国
長
崎
迄
足
を
延
ば
す
筈
で
あ
っ
た
と
云
ふ
事
が
通
説
と
し
て
行
は

れ
て
ゐ
る
。

故
郷
の
兄
の
慰
問
、
及
び
異
国
的
な
情
緒
に
浸
る
為
に
長
崎
迄
足
を
の
ば
す
べ
く
出
発
し
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
芭
蕉
の

西
国
行
脚
に
つ
い
て
こ
の
書
以
外
に
全
く
言
及
し
て
ゐ
る
も
の
を
見
出
し
得
な
い
の
は
ど
う
し
た
事
で
あ
ら
う
。

死

に

近

き

芭

蕉

こ
れ
は
元
緑
十
年
刊
の
桃
隣
の
『
陸
奥
衡
』

七

殊
の
外
の
草
臥

濁
子
。
杉
風
・
子
珊
・
野
披

の
記
事
を
何
の
疑
問
も
な
く
そ
の
ま
4
受
入
れ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
即
ち
同
書
に
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
然
ど
も
老
た
る
こ
の
か
み
を
、
心
も
と
な
く
や
思
は
れ
け
む
、
故
郷
ゆ
か
し
く
、
叉
戌
五
月
八
日
、
此
度
は
西
国
に
わ
た
り
、
長
崎
に
し
ば
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

足
を
と
め
て
唐
土
舟
の
往
来
を
見
つ
、
聞
馴
ぬ
人
の
詞
も
聞
ん
な
ど
4
、
遠
き
末
を
ち
か
ひ
、
首
途
せ
ら
れ
け
る
を
、

各
品
川
ま
で
送
り
出
」

道
を
下
候
而
共
元
へ
遅
候
。
心
外
之
至
に
存
候
」

（
六
月
十
五
日
付
）
と
李
由
に
断
り
の
手
紙
を
出
し
て
ゐ
る
や
う
に
、

実
は
当
初
熱
田
か
ら
湖

（
同
六
月
十
五
日
付
）
と
許
六
に
遣
し
、

東
海

「
今
度
旧
里
へ
趣

と
云



」々 •
利
牛
そ
の
他
の
門
弟
逹
の
餞
別
吟
や
素
龍
の
、
「
贈
二
芭
斐
l餞
別
辞
」
を
収
め
て
、
伊
賀
の
芭
蕉
の
も
と
に
送
ら
れ
た
と
一
云
ふ
『
別
座
舗
』
に

西
国
行
き
に
関
す
る
一
行
の
文
も
一
言
の
句
も
見
出
し
得
な
い
の
は
勿
論
、
芭
蕉
歿
後
の
行
状
記
や
終
焉
記
の
類
に
も
筑
紫
行
脚
に
つ
い
て
は

ひ
と
こ
と
も
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
桃
隣
が
言
ふ
如
く
、
こ
の
行
脚
の
目
的
地
が
長
崎
で
あ
っ
た
の
な
ら
少
く
と
も
何
か
一
言
ぐ
ら
い

次
に
、
当
時
の
芭
蕉
の
健
康
状
態
か
ら
考
へ
て
、
芭
蕉
は
と
て
も
さ
う
し
た
大
そ
れ
た
望
み
を
捻
き
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
云
ふ
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
如
く
、
前
年
六
年
は
桃
印
の
大
病
の
折
の
看
病
の
疲
労
、

ん
だ
の
で
あ
っ
て
、

「
当
年
め
き
と
草
臥
増
り
候
」
と
云
ふ
租
の
疲
労
困
態
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

候
に
や
」
と
思
ふ
ほ
ど
、
芭
蕉
に
一
入
身
体
の
衰
弱
を
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
上
方
行
脚
に
の
ぼ
つ
て
も
嶋
田
あ
た
り
迄
も
体
の

調
子
が
悪
く
、
三
百
里
の
全
行
租
を
殆
ど
一
日
平
均
九
里
位
の
速
度
で
旅
し
た

く
て
も
五
里
ぐ
ら
い
歩
く
程
度
で
、
し
か
も
そ
れ
も
主
に
駕
籠
や
馬
に
よ
る
旅
で
あ
り
、

持
病
の
為
に
彦
根
へ
の
道
順
を
変
へ
て
伊
賀
へ
向
ふ

程
に
草
臥
果
て
4

ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
伊
賀
の
老
兄
の
家
に
入
っ
て
も
年
の
加
減
か
疲
れ
も
容
易
に
は
恢
復
せ
ず
、

「
い
ま
だ
草
臥
申
候
而
遠
方
不
孟
需
ピ
候
」

と
氷
固
に
書
き
送
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、

（
閏
五
月
十
日
付
雪
芝
宛
書
簡
）
と
云
ふ
如
く
持
病
も
時
々
さ
し
込
ん
で
ゐ
る
。

に
思
は
れ
て
も
上
方
巡
遊
中
は
ず
つ
と
変
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
夏
を
越
し
て
か
ら
九
月
八
日
に
離
波
に
向
つ
て
伊
賀
を
出
立
し
て

か
ら
も
、
何
れ
詳
述
す
る
ご
と
く
二
里
租
も
徒
歩
し
得
な
い
程
に
く
づ
を
れ
て
し
ま
っ
た
と
芭
蕉
を
慨
歎
せ
し
め
る
や
う
に
、

弱
の
頂
に
逹
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
其
角
の
『
枯
尾
花
』
の

こ
れ
ら
の
書
中
に
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
て
も
い
入
筈
で
あ
る
。

死
口
に
近
〗
き
芭
蕉

悶
五
月
五
日
に
な
っ
て
も

「
今
年
就
中
老
衰
な
り
と
歎
あ
へ
り
」
や
支
考
の
『
笈
日
記
』

そ
の
身
体
は
衰

斯
う
し
た
芭
蕉
の
身
体
の
衰
弱
状
態
は
一
時
的
に
は
良
好

か
て
＼
加
え
て
「
一
昨
夕
少
持
病
気
味
御
座
候
処
云

『
奥
の
細
道
』
の
時
に
比
べ
て
、
日
に
せ
い
卜
＼
二
三
里
、
多

そ
し
て
年
が
改
ま
つ
て
も
「
年
の
名
残
も
近
付

死
後
の
落
胆
、
そ
し
て
夏
の
酷
い
暑
さ
に
苦
し

八



の
「
ま
し
て
今
年
は
殊
の
外
に
よ
は
り
た
ま
へ
り
」
や
、
路
通
の
『
行
状
記
』
の

何
れ
も
芭
蕉
の
老
衰
ぶ
り
を
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
＼
思
ひ
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

る
あ
り
」
と
観
念
し
、
悲
痛
な
野
胴
を
鴬
悟
し
よ
う
と
も
、
三
百
里
の
彼
方
に
あ
る
西
国
長
崎
へ
の
旅
寝
は
所
詮
彼
に
と
つ
て
夢
想
に
も
近
い

次
に
此
度
の
行
脚
の
実
際
的
な
行
租
及
び
予
定
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
就
い
て
述
べ
よ
う
。
伊
賀
に
帰
っ
た
芭
蕉
は
老
兄
の
許
に
滞
在
し
て

半
月
の
間
身
体
の
保
養
に
つ
と
め
、

開
五
月
十
五
日
過
ぎ
、
十
六
日
に
は
大
和
加
茂
の
猪
兵
衛
の
在
所
を
尋
ね
て
一
泊
し
、
十
七
日
に
は
大
津
へ
出
、

在
し
て
ゐ
る
。
彼
が
上
野
を
去
っ
た
原
因
は
杉
風
宛
書
簡
に
「
伊
賀
同
名
方
あ
っ
く
蚊
も
多
候
へ
ば
」

し
が
悪
く
て
暑
く
、
そ
れ
に
蚤
・
蚊
が
多
く
夏
中
凌
ぎ
難
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
た

Q

そ
れ
で
芭
蕉
は
こ
の
夏
を
「
夏
中
は
膳
所
、
折
々
京
へ

出
候
而
去
来
と
か
た
り
、
若
は
嵯
峨
去
来
屋
敷
に
休
足
致
事
も
可
レ
有
＿
一
御
座
1

候
」

於
い
て
送
る
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
事
実
彼
は
こ
の
予
定
の
通
り
こ
の
両
書
簡
を
記
し
た
翌
闊
廿
二
日
に
は
多
分
去
来
に
迎
へ
ら
れ
た
の
で

死

に

近

き

芭

蕉

そ
し
て
こ
の
日
に
は
大
坂
か
ら
上
洛
し
て
来
た
洒
堂
、

あ
ろ
う
、
早
く
も
洛
酉
嵯
峨
の
落
柿
舎
に
草
畦
を
解
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

嵯
峨
の
や
し
き
ち
い
さ
く
改
候
よ
し
、

曾
良
宛
書
簡
に
「
の
ミ
・
か
お
ほ
く
夏
中
／
く
ら
し
が
た
＜
候
故
、

か
た

t＼
璽
之
や
猿
雖
等
の
土
地
の
門
弟
逹
と
俳
諧
に
興
じ
て
ゐ
る
，
彼
が
京
に
向
つ
て
記
立
し
た
の
は

も
の
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
如
ぎ
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
、

こ
の
芭
蕉
の
身
体
具
合
に
思
ひ
到
っ
た
な
ら
ば
、
如
何
に
彼
が
「
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ

ぜ
4

へ
出
申
候
」

（
同
日
付
）

九

（
同
上
杉
風
宛
書
簡
）
、
「
追
付
上
京
、
去
来
―
ー
も
逢
可
レ
申
候
。

是
能
閑
地
―
―
候
間
夏
中
〈
こ
れ
に
も
居
可
レ
申
候
」

（
同
上
曾
良
宛
書
簡
）
と
あ
る
や
う
に
賠
所
、

伊
勢
神
宮
の
長
官
の
京
見
物
の
案
内
と
し
て
洛
に
ゐ
た
支
考
、
そ
れ
に
惟
然
、
去
来

京
に

と
あ
る
如
く
伊
賀
上
野
の
兄
の
宅
が
風
通

（
閏
五
月
廿
一
日
付
）
と
見
え
、

同
じ
く

十
八
日
か
ら
暫
く
膳
所
に
滞

「
殊
に
此
秋
は
気
短
か
に
身
の
骨
も
と
か
り
ぬ
」
＇
の
記
事
が



貞
の
身
の
上
に
思
ひ
を
馳
せ
て
愁
傷
の
歎
き
を
述
べ
て
ゐ
る

Q

同
じ
く
不
仕
合
、
と
か
く
難
―
―
申
尽
云
唸

死

に

近

き

芭

蕉

集
の
「
牛
流
す
」
の
歌
仙
が
な
り
、
越
中
井
波
の
浪
化
が
去
来
の
手
引
で
芭
蕉
に
入
門
し
、

等
一
座
の
歌
仙
も
こ
の
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
落
柿
舎
滞
在
は
「
此
方
京
大
坂
貧
乏
弟
子
共
か
け
あ
つ
ま
り
、

笑
ひ
致
く
ら
し
申
候
」

そ
の
他
『
ゆ
ず
り
物
』
入
集
の
為
有
・
惟
然
・
鳳
侶
・
去
来
・
之
道

（
六
月
三
日
付
猪
兵
衛
宛
書
簡
）
と
一
云
ふ
や
う
な
久
方
振
り
の
賑
や
か
な
旅
寝
の
日
々
で
あ
っ
た
。

併
し
こ
の
楽
し
い
旅
泊
の
中
に
も
芭
蕉
は
江
戸
に
残
し
て
来
た
病
人
の
寿
貞
や
理
兵
衛
、

の
と
思
は
れ
る
。
六
月
三
日
に
は
江
戸
の
猪
兵
衛
に
宛
て
「
理
兵
へ
細
工
鉦
¢
之
時
分
せ
め
て
煩
不
レ
申
候
様
に
御
気
を
可
レ
破
レ
付
候

Q

寿
貞
―
―
も
御
申
き
か
せ
可
レ
破
レ
下
候
。
お
ふ
う
夏
か
け
て
無
事
―
―
候
哉
。
様
子
具
二
御
申
越
可
レ
披
レ
成
候
」
と
書
き
送
り
、

六
月
八
日
付
の
同
じ
く
猪
兵
衛
宛
の
書
簡
は
訃
報
を
受
け
て
、
折
返
し
筆
を
執
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

下-‘

（
中
略
）
何
事
も
／
＼
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
世
界
、

そ
の
悲
歎
の
思
ひ
は
、
前
年
の
桃
印
を
失
っ
た
折
の
落
胆
の
気
持
に
な
ほ
勝
る

も
の
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
前
年
に
は
二
十
年
来
芭
蕉
に
つ
き
従
っ
た
子
飼
ひ
の
弟
子
嵐
蘭
を
失
ひ
「
さ
て
／
＼
驚
入
た
る
事
を
被
―
―
仰

い
ま
だ
夢
現
わ
か
ち
不
レ
申
、
頃
日
さ
て
／
＼
残
念
、
愁
傷
兎
角
不
1

一
分
申
l

一云々
」

申
し
送
り
、
又
「
嵐
蘭
ノ
諫
」
を
記
し
て
深
い
悲
し
み
を
洩
し
て
ゐ
た
芭
蕉
で
あ
っ
た
。

斯
う
し
て
親
し
い
人
々
が
先
立
つ
て
行
く
気
持
、
そ
れ
は
追
る
老
の
衰
へ
と
共
に
落
莫
と
し
た
思
ひ
に
彼
を
沈
ま
せ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

人
々
の
消
息
を
求
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
書
簡
を
書
き
記
し
た
数
日
後
、

洞
尾
さ
せ
、
同
じ
く
「
葉
が
く
れ
を
」
等
の
歌
仙
も
興
行
さ
れ
て
ゐ
る
。

等
を
交
へ
て
『
市
の
庵
』
所
収
の
「
柳
小
折
」
の
歌
仙
が
巻
か
れ
た
。

（
元
緑
六
年
八
月
廿
八
日
付
）

と
そ
の
弟
文
左
衛
門
に

一
言
理
く
つ
は
無
レ
之
候
」
と
記
し
、

「
寿
貞
無
仕
合
も
の
、

こ

寿
貞
の
死
の
報
せ
が
芭
蕉
の
許
に
居
け
ら
れ
た
。

右
之
通

こ
れ
ら
芭
蕉
庵
の

ま
さ
、
お
ふ
う

不
仕
合
な
寿

ま
さ
、
お
ふ
う
等
の
こ
と
が
気
懸
り
で
あ
っ
た
も

次
い
で
大
坂
の
之
道
も
芭
蕉
を
訪
ひ
、

『
続
有
磯
海
』

『
と
な
み
山
』
収
録
の
「
鶯
に
」
の
歌
仙
を
追
加

1
0
 日

々
宿
を
唸
つ
ぶ
し
、
大

『
砂
川
集
』
入



付
参
宮
心
が
け
候
故
」

害
簡
）

死

に

近

き

芭

蕉

（
九
月
廿
三
日
付
）
と
見
え
る
。

の
行
脚
に
於
い
て
も
芭
蕉
は
人
生
の
寂
莫
孤
愁
の
思
ひ
を
愈
々
心
中
に
深
め
た
こ
と
4
思
は
れ
る
。

し
て
ゐ
た
や
う
で
、
十
六
日
に
謄
所
の
曲
翠
亭
を
訪
れ
、
曲
翠
、
臥
高
、
惟
然
、
支
考
等
と
『
続
猿
蓑
』
の

続
い
て
遊
刀
亭
、
木
節
亭
等
に
足
を
連
ん
だ
。

芭
蕉
が
故
郷
上
野
で
魂
祭
り
を
す
る
為
に
湖
南
を
去
っ
た
の
は
七
月
上
旬
で
あ
る
。

「
夏
の
夜
や
」
の
歌
仙
を
巻
き
、

そ
れ
も
「
伊
賀
二
て
同
名
屋
舗
の
内
二
庵
造
候
と
て
、

当
月
四
日
よ
り
門
人
共
普
請
初
盆
前
二
伊
賀
へ
む
か
へ
可
レ
申
段
々
申
越
候
間
、
盆
〈
旧
里
の
墓
参
な
ど
可
致
と
存
候
」
（
六
月
廿
四
日
付
、
杉
風
宛

と
云
ふ
や
う
に
、
故
郷
で
の
肉
親
の
魂
祭
り
と
伊
賀
の
門
弟
達
が
赤
坂
町
の
兄
の
邸
内
に
草
庵
を
新
築
し
て
く
れ
た
の
で
、
さ
う
し
た
門

弟
達
に
対
す
る
義
碑
合
ひ
と
か
ら
で
も
あ
っ
た

3

そ
し
て
盆
会
に
は
「
家
は
皆
杖
に
日
髪
の
墓
参
り
」
の
句
を
よ
み
、
寿
貞
の
た
め
に
は
「
数

な
ら
ぬ
身
と
な
お
も
ひ
そ
玉
祭
」
の
吟
を
手
向
け
た

3

斯
く
て
故
郷
上
野
の
新
庵
に
秋
の
日
を
消
光
し
乍
ら
、
諸
処
の
俳
席
に
列
し
て
門
弟
逹

の
指
導
に
従
っ
た
。
併
し
さ
う
し
た
新
庵
の
生
活
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た

3

推
定
露
川
宛
書
簡
に
「
拙
者
盆
か
旧
里
に
逗
留
罷
有
、

支
考
が
来
を
待
居
申
候

3

追
付
他
歩
致
、
冬
押
造
（
マ
マ
。
「
迫
」
の
誤
り
か
）
候
而
越
年
二
又
旧
里
へ
可
レ
帰
党
悟
二
御
座
候
」

述
べ
て
ゐ
る
如
く
、
八
月
の
末
に
は
支
考
の
来
遊
を
待
ち
う
け
て
、
共
に
他
郷
へ
の
吟
遊
を
決
意
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

す
る
如
く
、
大
坂
へ
の
行
脚
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉
は
大
坂
か
ら
伊
勢
参
宮
の
予
定
で
あ
り
、

つ
て
ゐ
た
。
こ
の
伊
勢
行
き
の
こ
と
は
大
坂
で
記
し
た
い
く
つ
か
の
書
簡
に
見
え
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

（
八
月
廿
日
付
）
と

そ
れ
も
九
月
の
神
事
を
拝
む
希
望
を
持

杉
風
宛
の
も
の
に
は
「
追

（
九
月
十
日
付
）
と
あ
り
、
半
左
衛
門
宛
に
は
「
長
逗
留
〈
無
益
之
様
二
奉
レ
存
候
間
、
二
三
日
中
二
は
せ
、
名
張
越
に
て

参
宮
可
レ
申
と
奉
レ
存
候
」

伊
勢
に
は
当
時
支
考
が
と
ど
ま
つ
て
ゐ
て
蕉
門
俳
壇
の
経
営
に
余
念
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
も
相
当
な
成
功
を
収
め
て
ゐ
た
。
こ
の

而
も
こ
の
希
望
は
後
述

伊
勢
か

芭
蕉
は
落
柿
舎
に
は
六
月
中
旬
ま
で
滞
在



の
句
の
後
書
に
「
李
由
申
さ
れ
し
は
、

へ
り
け
る
も
、
今
年
は
吾
草
庵
に
そ
の
魂
を
ま
ね
き
侍
る
。

りヽ

死

に

近

き

芭

蕉

こ
の
行

い
か
な
る
不
幸
に
か
侍
ら
ん
と
て
、
袂
も
ぬ
る
4
斗
き
こ
へ

風
宛
書
簡
に
「
盤
子
〈
伊
勢
山
田
を
仕
ふ
せ
候
而
小
庵
を
結
候
よ
し
云
々
」
と
あ
り
、

『
笈
日
記
』
の
「
二
佼
静
る
は
り
笠
の
霜
」
の
李
由

芭
蕉
の
別
れ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ

定
而
参
宮

こ
と
は
閏
五
月
廿
一
日
付
、
曾
良
宛
書
簡
に
「
萬
子
〈
い
せ
山
田
を
し
こ
な
し
、
庵
な
な
ど
結
候
而
一
云
々
」
と
見
え
、
同
じ
く
六
月
廿
四
日
付
、
杉

援
す
る
希
望
で
あ
っ
た
様
だ
。
こ
の
予
定
は
既
に
夏
湖
南
に
ゐ
た
頃
か
ら
芭
蕉
の
胸
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
前
引
杉
風
宛
書
簡
は
続
い
て

「
近
々
申
来
候
故
、
伊
勢
下
り
か
4
り
為
レ
申
候
へ
共
、
先
修
行
の
為
且
〈
二
郎
兵
へ
帰
り
候
迄
↑
木
曾
塚
無
名
庵
＝
―
-
所
＝
―
相
勤
申
候
、

手
柄
と
ほ
め
申
事
二
御
座
候
。
右
之
首
尾
故
山
田
へ
も
少
し
滞
留
―
―
拙
者
応
当
秋
冬
之
間
二
ま
い
ら
で
C
‘

盤
子
為
あ
し
く
候
間
、

が
て
ら
参
可
レ
申
候
」
と
見
え
、

既
に
こ
の
頃
予
定
さ
れ
て
ゐ
て
、
支
考
に
も
約
束
を
与
へ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。
『
続
猿
蓑
』
入
集
の
支
考
の
「
今

宵
賦
」
の
文
中
に
「
魂
祭
る
比
は
阿
畏
も
古
さ
と
の
方
へ
と
心
ざ
し
申
さ
れ
し
を
、
支
考
は
伊
勢
の
方
に
住
み
ど
こ
ろ
求
て
時
雨
の
比
は
む
か

へ
む
な
ど
と
お
も
ふ
な
り
」
と
あ
り
、

「
魂
祭
る
比
」
と
云
ふ
の
は
こ
の
年
秋
七
月
の
湖
南
で
の
支
考
、

「
住
み
ど
こ
ろ
求
て
」
と
云
ふ
の
は
芭
蕉
を
宇
治
山
田
に
「
時
雨
の
比
」
迎
へ
る
為
の
庵
の
用
意
の
こ
と
を
さ
す
も
の
と
思
は
れ
る
。
こ

れ
は
『
笈
日
記
』
の
支
考
の
「
松
の
葉
に
つ

4
む
心
を
蓮
の
飯
」
の
句
の
前
書
に
「
去
年
の
秋
は
阿
斐
を
ま
つ
べ
き
便
に
、
此
国
に
か
り
の
住

ど
こ
ろ
も
と
め
て
バ
秋
風
や
身
に
つ
ま
さ
れ
て
二
枚
敷
、
と
申
侍
り
し
に
、
卓
榮
不
覇
の
心
ざ
し
も
水
雲
に
あ
き
ぬ
る
か
と
、

阿
斐
の
さ
み
し
給

せ
め
て
は
そ
の
時
の
ほ
い
な
る
べ
し
」
と
あ
る
記
事
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
芭
蕉
は
山
田
返
留
後
は
こ
4

か
ら
近
江
の
方
へ
廻
る
予
定
で
あ
っ
た
様
で
あ
る
。

此
隻
の
め
で
た
く
お
は
す
な
ら
ば
、
伊
勢
の
行
脚
の
後
は
か
な
ら
ず
吾
が
月
の
沢
に
も
と
ち
ぎ
り
を
き

し
事
の
、
雨
と
な
り
雲
と
な
り
て
、
万
里
の
幽
冥
に
へ
だ
4

り
行
給
へ
る
事
の
、

侍
る
に
、
い
ざ
や
君
に
さ
き
だ
ち
て
、
い
せ
へ
と
ち
ぎ
り
を
き
し
も
の
は
、
い
か
に
な
し
侍
ら
ん
と
て
と
も
に
泣
け
る
也
」
と
あ
り
、

近
比

芭
蕉
は
伊
勢
参
宮
後
支
考
の
許
に
滞
在
し
、
支
考
を
応



死

に

近

き

芭

蕉

脚
の
こ
と
は
六
月
十
五
日
付
書
簡
に
「
秋
の
末
初
冬
比
御
尋
可
捻
空
御
意
ー
候
」
と
李
由
に
宛
て
芭
蕉
は
書
き
送
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、

勢
行
脚
の
後
に
は
江
州
月
の
沢
の
行
脚
を
李
由
に
約
束
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
尚
、
正
秀
宛
書
簡
に
は

得
-

l

御
意
ー
候
様
二
と
存
候
へ
共
、

よ
る
と
十
一
月
の
頃
に
は
湖
南
膳
所
に
足
を
運
ぶ
予
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
年
末
に
は
再
び
伊
賀
上
野
に
帰
り
こ
4
で
越
年
す
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
事
は
、
前
掲
推
定
露
川
宛
書
簡
の
「
追
付
他
歩
致
、
冬
押
造
（
マ
、
）

候
而
越
年
二
叉
旧
里
へ
可
レ
帰
鴬
悟
二
御
座
候
」
と
あ
る
の

で
明
白
で
あ
る
。
夏
に
新
春
を
迎
へ
て
か
ら
は
芭
蕉
は
上
方
を
去
つ
て
東
武
に
早
々
帰
庵
す
る
予
定
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。

の
「
今
年
若
廷
引
二
及
候
〈
ゞ
来
春
下
り
懸
二
成
共
是
非
御
尋
可
レ
仕
候
」

以
上
煩
鎖
に
述
べ
て
来
た
事
を
ま
と
め
る
と
、
九
月
大
坂
に
往
杖
を
曳
き
、
そ
れ
か
ら
九
月
の
神
事
を
拝
み
に
伊
勢
に
赴
き
、
暫
く
山
田
の

支
考
の
草
庵
に
滞
在
し
て
同
地
の
蕉
門
勢
力
の
確
立
に
力
を
注
ぎ
、
十
一
月
頃
江
州
月
の
沢
に
廻
り
譜
所
に
足
を
休
め
、

上
野
に
帰
つ
て
越
年
、
春
に
な
っ
て
東
武
に
帰
ら
う
と
云
ふ
予
定
で
あ
っ
た
。
か
う
し
た
事
か
ら
碑
解
さ
れ
る
如
く
筑
紫
引
杖
の
こ
と
は
こ
の

行
脚
中
に
一
言
も
芭
蕉
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
ゐ
ず
、
寧
ろ
長
崎
へ
赴
く
意
向
は
殆
ど
な
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

東
武
を
去
る
時
は
酉
国
に
下
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
途
中
健
康
状
態
が
思
は
し
く
な
く
で
こ
の
望
み
を
放
棄
し
た
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
懸
念
を

持
た
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
前
述
し
た
如
く
芭
蕉
の
健
康
状
態
は
六
年
頃
か
ら
既
に
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

筑
紫
旅
行
の
希
望
を
放
棄
し
た
の
で
あ
っ
た
ら
、
芭
蕉
に
は
相
当
残
念
に
思
は
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
か
ら
、

つ
い
て
門
弟
達
に
書
き
送
っ
て
ゐ
さ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
さ
う
し
た
言
葉
は
全
く
見
出
し
得
な
か
っ
た
。

り
か
け
に
湖
東
彦
根
の
方
に
足
を
連
ば
う
と
云
ふ
の
で
あ
っ
た
。

少
く
と
も
一
言
ぐ
ら
い
こ
の
事
に

J

の
事
は
或
は

「
当
年
之
内
何
五
七
日
之
内
な
り
共

年
末
に
な
っ
て
伊
賀

仮
に
若
し
途
中
で

（
同
六
月
十
五
日
付
）
の
文
面
に
覗
は
れ
る
こ
と
で
来
春
東
武
へ
下

そ
れ
は
許
六
宛

例
ノ
不
定
候
。
霜
月
之
内
―
-
〈
何
と
ぞ
心
が
け
可
レ
申
候
」
（
九
月
廿
五
日
付
）
と
見
え
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
に 伊



た
。
芭
蕉
は
八
月
九
日
に
去
来
に
「
名
月
過
先
参
宮
と
心
懸
、

交
渉
も
都
合
よ
く
行
か
ず
、

（
四
）

た
か
の
如
く
記
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
あ
の
行
脚
好
き
の
芭
蕉
を
、

死

に

近

き

芭

蕉

J

の
行
脚
の
目
的
は
あ
く
ま
で
上
方
巡
遊

さ
な
が
ら
そ
の
目
的
が
西
国
で
も
あ
っ

芭
蕉
の
門
弟
に
は
長
崎
出
身
の
去
来
が
ゐ
た
か
ら
去
来
等

以
上
の
諸
事
情
か
ら
元
緑
七
年
の
行
脚
の
目
的
地
は
九
州
長
崎
で
は
な
く
主
に
上
方
巡
遊
で
あ
り
、

俳
壇
の
育
成
と
、
門
弟
逹
に
よ
っ
て
手
を
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
伊
勢
。
大
坂
等
の
新
し
い
俳
壇
の
開
拓
と
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

然
ら
ば
桃
隣
の
『
陸
奥
衡
』
の
記
事
を
ど
う
処
理
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、

か
ら
長
崎
の
異
国
情
緒
に
つ
い
て
い
ろ
／
＼
話
を
聞
い
た
こ
と
で
あ
ら
う
し
、

で
あ
っ
た
ら
う
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
も
湖
東
。
湖
南
・
伊
賀
等
の
既
成

と
こ
ろ
で
、

又
、
長
崎
に
は
文
通
の
門
人
だ
と
一
云
ふ
去
来
の
義
嘩
の
従
弟
に

当
る
卯
七
や
去
来
の
伯
母
田
上
尼
、
去
来
の
弟
の
魯
町
・
暮
年
等
の
俳
人
逹
も
ゐ
た
の
だ
か
ら
彼
ら
の
招
き
の
書
信
な
ど
も
あ
っ
た
こ
と
4

思

は
れ
る
。
で
芭
蕉
の
遊
意
は
長
崎
に
向
つ
て
動
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
ら
う
し
、
さ
う
し
た
時
に
芭
蕉
の
口
か
ら
直
接
長
崎
行
脚
の
希
望
が
語
ら

れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
桃
隣
は
さ
う
し
た
憧
れ
に
も
似
た
希
望
を
こ
の
上
方
行
脚
に
結
び
つ
け
て
、

未
踏
の
西
国
に
結
び
つ
け
た
い
の
は
人
情
の
自
然
で
は
な
か
ら
う
か
。

再
言
す
る
が
元
緑
七
年
の
行
脚
に
於
い
て
は
出
発
当
初
か
ら
芭
蕉
に
は
西
国
行
脚
の
意
図
は
な
く
、

故
郷
上
野
の
新
庵
で
盆
会
を
過
ご
し
た
芭
蕉
は
、
仲
秋
の
月
見
の
宴
を
こ
4

で
開
き
「
名
月
に
麓
の
霧
や
田
の
く
も
り
」

や
「
名
月
や
花
か

と
見
え
て
綿
畠
」
等
の
吟
が
あ
っ
た

Q

芭
蕉
は
実
際
に
は
名
月
後
直
ち
に
大
坂
へ
出
立
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
大
坂
の
洒
掌
・
之
道
的
と
の

出
発
の
日
は
の
び
／
＼
と
な
っ
た
。
さ
う
か
う
し
て
ゐ
る
う
ち
に
八
月
二
十
日
頃
惟
然
が
伊
賀
の
芭
蕉
を
訪
れ

九
月
の
御
神
事
お
が
み
可
レ
申
と
存
候

3

素
牛
（
詰
、
惟
然
）
な
ど
い
吐
」
の
担
合

一
四



所
望
二
候
〈
ゞ
、
ひ
そ
か
に
茸
ハ
旨
心
得
ら
れ
候
様
に
御
伝
可
レ
被
レ
成
候
」
と
惟
然
宛
の
伝
言
を
依
頼
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、

を
受
け
て
直
ち
に
伊
賀
に
赴
い
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
支
考
が
斗
従
を
随
へ
て
伊
勢
か
ら
や
っ
て
来
た
の
は
九
月
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。

日
記
』
に
よ
る
と
そ
の
来
遊
は
大
坂
の
旅
寝
の
後
に
必
ず
伊
勢
に
迎
へ
ん
為
で
あ
っ
た
と
云
ふ
。

支
考
を
迎
へ
た
芭
蕉
は
出
発
迄
の
数
日
間
に
彼
と
共
に
『
読
猿
蓑
』
の
掴
に
専
心
し
た

3

芭
蕉
の
歿
後
四
年
目
の
元
緑
十
一
年
に
刊
行
さ
れ

こ
の
芭
蕉
の
撰
に
後
に
支
考
の
筆
が
加
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
兎
角
し
て
芭
蕉
が
支
考
・
椎
然
・
次
郎

兵
衛
、
そ
れ
に
叉
右
衛
門
の
四
人
を
伴
つ
て
愈
々
最
後
の
旅
に
出
発
し
た
の
は
九
月
八
日
の
こ
と
で
、

と
、
南
都
で
重
陽
の
節
句
を
迎
へ
た
い
望
み
か
ら
で
あ
っ
た
と
云
ふ
。
こ
の
日
の
こ
と
は
『
笈
日
記
』

こ
と
も
息
は
し
い
と
云
ふ
の
で
、
早
朝
朝
霧
た
ち
こ
め
る
伊
賀
盆
雌
の
城
下
町
を
出
発
し
た
。
芭
蕉
の
老
兄
半
左
衛
門
は
「
か
ね
て
引
わ
か
れ

た
る
身
の
此
後
は
あ
は
じ
／
＼
と
こ
そ
、
あ
き
ら
め
つ
る
に
、

者
に
く
れ
た
＼
も
弟
の
介
抱
の
こ
と
を
頼
み
、
後
影
の
見
え
な
く
な
る
迄
見
送
っ
た
の
で
あ
る
。

芭
蕉
逹
一
行
は
笠
馘
か
ら
河
舟
で
下
り
、
途
中
で
舟
を
上
つ
て
奈
良
に
入
り
、
猿
沢
の
池
の
ほ
と
り
に
旅
宿
を
求
め
た
。

生
玉
の
あ
た
り
で
日
が
暮
れ
て
宵
月
夜
の
明
り
に
難
波
に
入
り
、
そ
の
夜
は
洒
堂
亭
に
泊
っ
た
。

と
こ
ろ
で
伊
賀
か
ら
難
波
迄
の
行
租
を
斯
う
記
し
で
来
る
と
芭
蕉
は
事
も
な
く
足
を
早
め
た
や
う
に
思
は
れ
よ
う
。

の
こ
と
を
記
し
た
と
こ
ろ
に
「
船
を
あ
が
り
て
、

し
り
給
は
ぬ
ゆ
へ
な
る
べ
し
と
、
み
づ
か
ら
も
口
お
し
き
や
う
に
申
さ
れ
し
が
、

死

に

近

き

芭

蕉

ほ
ど
ま
ど
ろ
む
。
さ
れ
ば
曲
翠
子
の
大
和
路
の
行
に
い
ざ
な
ふ
べ
き
よ
し
、

日
は
早
朝
奈
良
見
物
し
て
後
大
坂
に
向
ひ
、

た
『
続
猿
蓑
』
は
、

. -

王．

ま
し
て
今
年
は
殊
の
外
に
よ
は
り
た
ま
へ
り
」
と
見
え
て
を

し
ゐ
て
申
さ
れ
し
が
、
か
4

る
衰
老
の
む
つ
か
し
さ
を
、
旅
に
て

『
笈
日
記
』
の
奈
良
到
着

た
が
ひ
に
お
と
ろ
へ
行
程
は
別
も
あ
さ
ま
し
う
お
ぼ
ゆ
る
」
と
云
つ
て
、
同
行

翌
九
日
の
直
陽
の

―
二
里
が
ほ
ど
に
日
を
く
ら
し
て
、
さ
る
沢
の
ほ
と
り
に
宿
を
さ
だ
む
る
に
、
は
い
入
て
宵
の

に
詳
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
送
迎
の

こ
の
日
に
定
め
た
の
は
支
考
に
よ
る

『
笈

惟
然
は
こ
の
伝
言



遊
刀
貴
墨
辱
拝
見
仕
、
伊
州
へ
も
素
牛
便
二
御
細
翰
文
章
玉
句
感
心
、

死

に

近

き

芭

蕉

か
ら
で
あ
っ
た
。
曲
翠
は
惟
然
が
八
月
に
伊
賀
を
訪
れ
た
際
、
彼
に
芭
蕉
宛
の
書
簡
を
依
頼
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

蕉
を
大
和
行
脚
に
誘
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
曲
翠
が
た
っ
て
大
和
行
脚
の
同
行
を
願
ふ
の
は
旅
で
の
自
分
の
衰
老
の
苦
し
さ
を
知
ら
な
い

か
ら
だ
と
身
の
衰
へ
を
口
惜
さ
う
に
語
っ
た
と
一
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
往
年
の
旅
馴
れ
た
芭
蕉
を
考
へ
る
と
全
く
寂
蓼
の
思
ひ

特
に
こ
の
秋
は
身
体
の
衰
弱
が
甚
だ
し
く
「
気
短
か
に
身
の
骨
も
と
が
り
ぬ
」

が
殊
更
別
離
を
惜
ん
で
介
抱
の
こ
と
な
ど
も
出
発
に
当
つ
て
く
れ
卜
＼
も
同
行
者
に
依
頼
し
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
大
坂
旅
行
の
途
中
の
芭
蕉

の
様
子
は
従
来
『
笈
日
記
』
の
前
引
の
記
事
以
外
に
明
か
で
な
か
っ
た
が
、

亮
氏
蔵
の
曲
翠
宛
芭
蕉
書
簡
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
本
書
簡
は
学
界
に
未
紹
介
の
も
の
な
の
で
、

尚
t

御
子
共
逹
御
無
事
由
目
出
度
奉
レ
存
候
。

心
仕
候
。
御
秀
作
も
少
々
拝
見
し
候
。
是
非
存
知
よ
り
可
-

l

申
上
ー
候
へ
共
、
何
角
心
い
と
も
無
1

一
御
座
l

取
重
候
間
、
暫
時
閑
暇
を
得
候
時
分
、

委
細
貴
報
可
J
I

申
上
ー
候
。
さ
て
洒
堂
一
家
衆
共
元
御
衆
、
達
而
心
す
4

め
候
―
―
付
わ
り
な
く
杖
を
曳
候
。

益
之
歩
行
悔
申
計
二
御
座
候
。
先
伊
州
＝
―
て
山
気
に
あ
た
り
、
当
着
の
明
る
日
よ
り
さ
む
き
熱
晩
／
＼
―
-
お
そ
ひ
、

罷
成
候
。
愛
元
追
付
発
足
可
レ
仕
候
。

若
〈
貴
境
へ
め
く
り
可
レ
申
哉
と
支
考
な
と
も
す
4

め
く
れ
、

が
す
る
の
で
あ
る
。

り
、
こ
れ
に
よ
る
と
芭
蕉
は
宿
に
着
く
や
否
や
、

漸
頃
日
常
の
持
病
計
ニ

先
大
寒
不
レ
至
内
＝
一
伊
勢
迄
参
候
而
共

お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
旅
寝
の
眸
、
無

且
ご
過
つ
る
む
か
し
も
お
も
ひ
被
レ
出
候
。 次

に
全
文
を
掲
げ
る
。

此
度
又
御
句
あ
ま
た
感

昨
年
十
一
月
長
崎
で
の
去
来
展
に
出
品
さ
れ
た
福
岡
市
の
内
本
浩

（
『
行
状
記
』
）
と
云
っ
た
状
態
で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
老
兄

「
這
ひ
入
っ
て
」
宵
の
内
か
ら
ま
ど
ろ
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、

．
 

二ハ

そ
の
書
簡
に
で
も
芭

そ
れ
も
甚
だ
し
い
道
中
の
疲
労



本
書
簡
に
よ
る
と
芭
蕉
は
伊
賀
に
出
る
当
時
既
に
風
邪
を
ひ
い
て
を
り
、
こ
れ
が
旅
の
草
臥
を
特
に
感
じ
さ
せ
た
原
因
で
あ
ら
う
が
、

に
し
て
も
「
中
／
＼
二
里
と
〈
つ
＼
き
か
ね
、
あ
は
れ
成
物
一
一
く
つ
を
れ
候
」
と
云
ふ
言
葉
は
『
笈
日
記
』
の
記
事
と
読
み
合
は
せ
る
時
、
こ

と
さ
ら
哀
れ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
本
書
簡
は
膳
所
の
遊
刀
が
九
月
二
十
頃
大
坂
の
旅
店
に
芭
蕉
を
尋
ね
た
折
に
、

手
紙
へ
の
返
事
と
し
て
、
廿
五
六
日
頃
の
遊
刀
の
帰
郷
に
こ
と
づ
け
て
筆
を
執
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

れ
て
ゐ
る
同
日
付
の
正
秀
宛
の
手
紙
は
本
書
~
回
と
同
時
の
も
の
で
同
じ
く
遊
刀
に
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
曲
翠
が
芭
蕉
に
あ
て
た
手

紙
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
惟
然
に
こ
と
づ
け
て
先
便
を
送
っ
て
を
り
、
そ
れ
が
『
笈
日
記
』
に
一
云
ふ
大
和
行
脚
の
誘
ひ
の
手
紙
で
は
な
か

死

に

近

き

芭

蕉

曲

翠

様

此

道

を

行

人

な

し

に

秋

秋

の

夜

を

打

崩

し

た

る

咄

の か

暮 な

成
若
法
師
め
し
つ
れ
ら
れ
し
御
事
こ
そ
可
レ
為
孟
之
竺
御
事
候
。
妥
元
愚
句
珍
し
き
事
も
得
不
レ
仕
候
。

少
々
あ
る
中
ニ

人
声
や
此
道
か
へ
る
共
句
作
申
し
候
。
京
江
戸
之
状
し
た
4

め
候
折
ふ
し
―
―
御
座
候
而
、
早
々
何
事
を
も
わ
き
ま
へ
不
レ
申
候

九
月
廿
五
日

4
き
か
ね
、
あ
は
れ
成
物
＝
―
く
つ
を
れ
候
間
、

御
同
心
必
御
無
用
―
―
可
-

I

思
成

l

候。

一
七

之
は
加
籐
遅
水
氏
蔵
と
し
て
伝
へ
ら

遊
刀
が
持
参
し
た
曲
翠
の

そ
れ

は
せ
を

書

以
上

随
分
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
事
と
御
合
点
可
レ
成
候
。

後
は
勝
手
―
―
可
仕
候

Q

伊
賀
ふ
大
坂
ま
て
十
七
八
里
所
／
＼
あ
ゆ
み
候
而
貴
様
行
脚
の
心
た
め
し
に
と
奉
存
候
へ
共
、

達
者

中
／
＼
二
里
と
〈
つ



克

に

近

き

芭

蕉

そ
の
前
書
に
「
雛
設
の
之

『
木
か
ら
し
』
入
集
の
之
道
の
「
ち
か
ら
な

津
の
国
な
る
人
に
ま
ね
か
れ
て
、

「
遊
刀
貴
墨
」
と
云
ふ
曲
翠
の
第
二
信
も
再
び
行
脚
の
こ
と
を
云
ひ
来
っ
た
、
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

脚
の
心
た
め
し
」
と
云
ふ
の
も
大
和
行
脚
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
し
、
芭
蕉
は
曲
翠
の
大
和
路
の
旅
の
誘
ひ
に
は

（
『
笈
日
記
』
）
と
困
惑
し
て
ゐ
た
様
で
あ
る
か
ら
、
行
脚
同
行
の
断
り
と
し
て
二
里

と
は
歩
き
得
な
い
稲
く
づ
を
れ
て
し
ま
っ
た
と
惨
め
な
大
坂
へ
の
遁
中
の
こ
と
を
報
じ
た
心
の
で
あ
ら
う
。
続
い
て
「
御
同
心
必
仰
焦
用
―
―
可
＝

思
成
l

候
」
と
あ
る
の
も
大
和
路
へ
の
同
道
な
ど
は
考
へ
な
い
で
下
さ
い
と
云
ふ
意
味
と
思
は
れ
る
。
尚
、
「
洒
掌
一
家
衆
其
元
御
衆
逹
而
心
す

＼
め
候
二
付
、
わ
り
な
く
杖
を
曳
候
)
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
旅
寝
の
鉢
、
無
益
之
歩
行
、
悔
申
計
二
御
座
候
」
と
云
ふ
の
は
如
何
な
る
こ
と
を
指

す
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
を
今
少
し
考
へ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
芭
蕉
の
最
後
の
旅
寝
の
様
子
が
幾
ら
か
で
も
明
瞭
に
な
る
の
で
は
な

路
通
の
『
行
状
記
』
に
は
「
菊
月
は
じ
め
つ
か
た
、
雛
波
よ
り
迎
へ
し
き
り
な
れ
ば
、
音
信
も
だ
し
が
た
し
と
て
」
と
、

と
同
様
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
を
り
、
こ
の
事
は
其
角
の
『
枯
尾
花
』
に
も
「
心
あ
ら
ん
人
に
み
せ
ば
や
と
、

愛
に
も
冬
籟
す
る
便
あ
り
と
て
、
思
ひ
立
給
ふ
も
道
祖
神
の
す
＼
ふ
め
成
べ
し
」
と
見
え
る

J

叉、

き
御
宿
申
せ
し
時
附
か
な
」
の
前
書
に
「
此
た
び
浪
華
の
下
向
を
頴
ひ
云
々
」
と
あ
っ
て
、
芭
蕉
に
舞
設
曳
杖
を
懇
誼
し
た
の
は
こ
の
之
這
と
、

同
じ
く
大
坂
の
洒
堂
等
で
あ
っ
た
。

『
蕉
翁
全
伝
』
に
よ
る
と
六
月
末
よ
り
前
の
と
こ
ろ
に
「
我
に
似
な
ふ
た
つ
に
破
れ
し
真
桑
瓜
」
の
句
が
あ
り
、

か
ら
う
か
。

（五）

の
む
つ
か
し
さ
を
、
旅
に
て
し
り
給
は
ぬ
ゆ
へ
な
る
べ
し
」

っ
た
か
と
思
は
れ
る
の
で
、

一
八

前
掲
曲
翠
宛
書
簡

「か
4

る
衰
老

「
貴
様
行



洒
堂
は
も
と
／
＼
近
江
膳
所
の
人
で
浜
田
道
夕
と
称
す
る
医
者
で
あ
る
。

ニ
居
申
候
」

か
ら
芭
蕉
が
、
行
脚
に
つ
い
て
の
書
状
を
送
つ
て
も
「
大
坂
よ
り
終
―
ー
一
左
右
無
之
、
扱
々
不
届
者
共
。

と
存
候
而
、
頃
日
自
レ
是
洒
堂
ま
で
案
内
致
候
バ
、
車
要
方
よ
り
早
、
々
待
申
な
ど
4
申
来
候

Q

と
云
ふ
如
く
不
得
要
領
な
返
書
し
か
得
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
行
脚
も
九
月
迄
の
び
ー
＼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

大
坂
蕉
門
の
人
々
が
伊
賀
や
諮
所
の
俳
人
達
の
様
に
協
力
し
て
芭
蕉
を
迎
へ
得
な
か
っ
た
の
は
、

の
間
が
面
白
く
な
い
吠
態
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
二
人
の
間
に
は
お
ほ
い
難
い
確
執
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
し
に
候
」
と
見
え
て
を
り
、

死

に

近

き

芭

蕉

或
は
こ
れ
は
晩
年
に
改
名
し
て
斯
＜
称
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
俳
号
は
初
め
珍
夕
、
後
に
珍
碩
と
称
し
、
元

（
六
月
廿
四
日
付
杉
風
宛
書
簡
）

一
九

風
律
の
『
小
ば
な
し
』
に
は
「
洒
堂
は
膳
所
に
て
高
宮
治
助
と
申

い
で
之
道
も
芭
蕉
を
尋
ね
て
上
洛
し
、
暫
く
嵯
峨
の
落
柿
舎
に
満
正
し
て
ゐ
る
。

之
道
・
洒
堂
と
一
本
ふ
大
坂
蕉
門
の
二
有
力
者

か
く
の
如
く

一
円
難
1

一
心
得
I

候
」

さ
な
が
ら
打
捨
候
も
お
と
な
し
か
ら
ず

道
訪
ら
ひ
し
時
」
と
あ
っ
て
、
闊
五
月
半
ば
以
前
に
、
之
道
が
伊
賀
に
芭
蕉
を
訪
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
』
の
之
道
の
句
の
前
書
に
結
び
つ
け
て
「
之
道
が
大
坂
へ
の
来
遊
を
願
ひ
に
来
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
事
が
想
像
さ
れ
る
が
、

客
死
の
奇
士
き
緑
が
こ
＼
に
緒
ば
れ
た
と
も
云
へ
る
の
で
あ
る
」
（
『
色
娯
の
伝
記
の
研
究
』
）
と
解
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
併
し
、
こ
の
時
に
芭
蕉
か

ら
離
波
巡
遊
の
確
答
を
之
道
が
得
た
か
ど
う
か
、
と
去
ふ
事
は
疑
間
で
あ
っ
て
、
間
五
月
中
旬
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
遊
吟
の
折
に
は
芭
蕉
は

避
け
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
ふ
し
が
あ
り
、
叉
「
大
坂
之
道
。
酒
道
両
門
人
別
々
二
墨
迄
飛
脚
音
物
指
越
、

の
文
面
か
ら
覗
は
れ
る
如
く
好
ま
し
い
状
態
で
は
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。

芭
蕉
の
大
坂

難
波
に
は
足
を
運
ん
で
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
閻
五
月
廿
二
日
、
芭
蕉
が
京
に
入
っ
た
時
に
洒
堂
は
落
柿
舎
に
芭
蕉
を
訪
れ
て
を
り
、
次

こ
の
洒
堂
・
之
道
の
上
洛
は
恐
ら
く
離
波
に
師
の
曳
杖
を
願
ふ
で
為
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
が
、
併
し
彼
等
の
仲
は
落
柿
舎
の
会
で
も
同
座
を

之
道
〈
二
上
り
参
嵯
峨
＝
―
-
所

そ
れ
で
八
月
に
伊
賀

（
八
月
九
日
付
去
来
宛
賛
簡
）

芯
田
博
士
は
こ
れ
を
『
木
が
ら

9



こ
の
点
多
数
の
門
弟
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
り
、

死

に

近

き

芭

蕉

こ
の
論
書
は
元
詠
八
九
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
ゐ

而
も
彼
は
前
引
の
「
不
玉
宛
論

緑
初
年
に
芭
蕉
の
門
に
帰
し
て
、
当
時
湖
南
に
在
っ
た
芭
蕉
に
親
灸
し
、
元
緑
―
―
一
年
に
は
早
く
も
『
ひ
さ
ご
』
の
撰
者
と
な
っ
た

3

元
緑
五
年

に
後
号
洒
堂
と
改
め
、
そ
の
秋
に
逝
々
東
武
に
芭
蕉
を
訪
れ
て
翌
六
年
一
月
ま
で
草
庵
に
同
居
し
て
親
し
く
そ
の
指
導
を
受
け
た

Q

俳
諧
を
ま
と
め
た
も
の
が
彼
の
第
二
捩
集
の
『
深
川
集
』
で
あ
る
。

『
旅
寝
論
』

た
様
で
あ
る
。
そ
し
て
支
考
の
『
葛
の
松
原
』
に
「
さ
て
は
お
の
れ
も
皮
骨
を
得
ぬ
る
を
と
、

る
如
く
、
蕉
風
俳
諧
の
理
解
も
一
通
り
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

に
至
っ
た
の
で
も
あ
っ
た
。

の
俳
諧
も
同
門
に
於
い
て
は
相
当
高
く
評
価
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
之
道
以
上
で
あ
っ
た
。

書
」
に
は
「
洒
堂
子

2
示
匠
也

3

点
ヲ
別
事
ヲ
人
ト
カ
メ
ス
e

去
々
」
と
見
え
る
が
、

i
C
 

こ
の
頃
の

洒
堂
が
大
坂
に
居
を
移
し
た
の
は
六
年
夏
の
こ
と
で
、
翌
年
に
は
『
市
の

庵
』
の
捩
が
あ
っ
た
。
彼
が
再
び
湖
南
に
帰
っ
た
の
は
何
時
の
頃
か
明
瞭
で
は
な
い
が
芭
蕉
七
回
忌
追
善
集
と
し
て
支
考
に
よ
っ
て
元
緑
十
三

年
に
編
集
さ
れ
翌
十
四
年
刊
行
に
な
っ
た
『
帰
花
』
に
は
膳
所
の
と
こ
ろ
に
彼
の
追
悼
句
が
見
え
る
の
で
既
に
こ
の
順
膳
所
に
帰
つ
て
ゐ
た
も

の
と
思
は
れ
る
。
尚
、
元
緑
十
五
年
に
正
秀
と
共
撰
で
板
行
し
た
『
白
馬
』
の
中
に
「
粟
津
の
南
の
門
ち
か
く
居
を
う
つ
し
侍
り
て
」
と
前
書

し
た
句
が
見
え
る
。
そ
の
歿
年
は
元
文
二
年
で
あ
る
が
享
年
は
不
明
で
あ
る
。
元
文
二
年
と
云
ふ
と
芭
蕉
歿
年
の
元
緑
七
年
か
ら
四
十
三
年
の

後
で
あ
る
か
ら
相
当
長
命
し
た
や
う
だ
し
、
芭
蕉
師
事
の
頃
は
相
当
若
く
二
、
三
十
代
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

『
去
来
抄
』
の
記
事
に
よ
る
と
洒
堂
は
風
雅
に
は
相
当
熱
心
で
あ
っ
た
や
う
だ
し
、
芭
蕉
も
か
な
り
関
心
を
以
つ
て
彼
を
導
い

阿
隻
も
に
く
み
申
さ
れ
し
也
」
と
記
さ
れ
て
ゐ

そ
の
故
に
七
部
集
第
四
の
『
ひ
さ
ご
』
の
撰
者
の
位
置
を
占
め
る

去
来
の
「
不
玉
宛
論
書
」
に
「
洒
堂
子
ノ
俳
諧
当
時
ノ
逹
人
同
門
之
内
多
ト
セ
ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
様
に
彼

る
も
の
で
、
既
に
大
坂
転
居
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
洒
堂
は
こ
4

で
或
ひ
は
点
者
と
し
て
点
料
に
よ
っ
て
口
を
糊
し
て
ゐ
た
も
の
と
思
は
れ
、

同
じ
立
場
に
あ
っ
た
之
道
の
勢
力
圏
を
必
然
的
に
侵
す
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。



死

に

近

き

芭

蕉

（
元
緑
十
一
年
刊
）

『
砂
川
』

で
、
彼
の
芭
蕉
入
門
は
元
蒜
三
年
で
は
あ
る
ま
い
か
。

然
る
に
『
猿
蓑
』
に

門
の
為
に
上
洛
し
て
ゐ
た
頃
の
も
の
と
見
る
と
時
節
も
夏
と
思
は
れ
る
が
、
七
年
前
の
元
蒜
二
年
の
夏
は
芭
蕉
は
『
奥
の
細
道
』
の
旅
に
あ
っ

た
の
で
こ
の
年
で
は
合
は
な
い
。
彼
の
句
が
之
道
と
し
て
俳
書
に
初
出
す
る
の
は
元
緑
三
年
刊
の
彼
自
身
の
撰
集
た
る

前
述
の
『
江
鮭
子
』
は
、
こ
の
年
の
秋
に
湖
南
に
遊
ん
だ
折
の
俳
諧
を
中
心
に
し
て
撰
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

年
夏
に
大
坂
の
車
庸
と
共
に
上
洛
し
、

湖
南
を
吟
遊
し
て
同
地
方
の
俳
士
を
尋
ね
て
ゐ
る
。
彼
の
撰
集
は
『
江
鮭
子
』
の
他
に
『
淡
路
島
』

（
元
緑
十
二
年
刊
）

『
つ
ん
ぼ
猿
』

「
は
じ
め
て
洛
に
入
て
」

湖
と
称
し
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
が
己
光
』
に
よ
る
と
元
緑
五

『
江
鮭
子
』
か
ら
な
の

一
方
之
道
は
棟
本
氏
、
大
坂
道
修
町
に
住
し
て
ゐ
た
薬
種
屋
で
伏
見
屋
久
右
衛
門
と
称
し
て
ゐ
た
。
鬼
貫
の
『
仏
兄
七
久
留
萬
』
の
「
此
す

さ
き
窓
よ
り
吹
や
秋
の
風
」
の
前
書
に
「
諷
竹
を
東
湖
と
い
ひ
し
辛
日
の
宅
に
て
筒
の
花
入
に
薄
を
入
て
壁
に
掛
た
る
を
」
と
有
り
、
前
号
を
東

ぬ
身
の
己
と
文
台
を
の
ぞ
き
し
事
七
年
、
曾
て
ば
せ
を
老
人
は
此
道
の
長
た
り
。
外
に
た
の
む
べ
き
か
た
も
な
け
れ
ば
、

よ
り
今
年
叉
六
年
の
春
秋
は
過
ぬ
」
に
よ
る
と
蕉
門
に
入
る
前
に
既
に
七
年
の
間
俳
諧
を
手
が
け
て
ゐ
た
。

「
中
の
秋
十
日
あ
ま
り
、
之
道
、
芭
蕉
翁
を
た
づ
ね
て
行
日
、
後
の
な
っ
か
し
き
を
」
と
題
し
た
鬼
貫
と
之
道
の
両
吟
表
六
句
が
収
め
ら
れ
て

六
年
の
春
秋
は
過
ぬ
」
と
あ
る
如
く
元
緑
七
年
か
ら
六
年
前
の
こ
と
で
あ
り
、

ゐ
る
が
、
多
分
そ
れ
も
鬼
貫
や
そ
の
他
難
波
の
俳
人
達
と
風
交
を
楽
し
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
が
芭
蕉
の
門
弟
と
な
っ
た
の
は
「
今
年
又

許
六
の
『
歴
代
滑
稽
伝
』
に
は
「
大
坂
之
道
疇
鱈
洛
に
て
見

ゅ
」
と
記
さ
れ
て
を
り
、
芭
蕉
対
面
の
場
所
は
京
に
於
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
前
書
し
た
之
道
の
「
雲
の
み
ね
今
の
は
比
叡
に
似
た
物
か
」
の
句
が
あ
り
、

こ
れ
を
入

『
猿
蓑
』
の
「
几
右
日
記
」
を
見
る
と
こ
の
夏
に
は
幻
住
庵
の
芭
蕉
を
尋
ね
て
ゐ
る
。

（
宝
永
四
年
刊
）
等
が
あ
る
。
後
に
之
道
が
諷
竹
と
改
号
し
た
の
は
元
緑
八
年
の

元
緑
一
一
一
年
刊
の
『
江
鮭
子
』
に
は

こ
の
す
じ
の
師
と
し
て

『
木
か
ら
し
』
の
「
ち
か
ら
な
き
」
の
句
の
前
書
に
「
た
ま
／
＼
誹
道
に
た
づ
さ
は
り
て
さ
し
合
も
し
ら



ざ
か
る
様
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

彼
等
の
仲
違
ひ
の
原
因
は
何
に
よ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、

門
俳
人
で
あ
り
乍
ら
之
道
は
一
座
し
て
ゐ
な
い
。

扱
て
洒
堂
と
之
道
の
関
係
で
あ
る
が

頃
か
ら
で
あ
る
。
尚
、
安
藤
為
章
の
「
隠
士
長
流
」
の
資
料
と
し
て
若
沖
の
聞
書
と
共
に
重
要
な
る
も
の
に
風
竹
の
手
記
が
あ
る
が
、

に
「
元
来
拙
者
晩
学
之
徒
」
と
あ
り
、

之
を
諷
竹
か
と
思
は
れ
る
が
定
か
で
な
い
と
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
説
な
の
で
参
考
迄
に
あ
げ
て
を
く
。

（ママ）

（
宝
永
五
年
刊
）
に
「
諷
竹
追
悼
」
と
し
て
「
人
は
陸
月
、

世
を
は
や
う
す
と
、
聞
よ
り
友
逹
な
り
け
る
人
の
許
に
申
つ
か
は
す
」
と
前
書
し
た
「
春
雨
の
根
取
り
や
さ
ら
に
袖
の
上
」

え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
そ
の
歿
年
は
宝
永
五
年
一
月
と
思
は
れ
る
。

座
の
歌
仙
、

『
己
が
光
』
の
「
螢
見
や
」
の
珍
碩
．
之
道
阿
座
の
歌
仙
、
．
同
集
追
加
の
「
月
代
や
」
の
車
庸
・
珍
碩
・
素
牛
。
之
道
の
四
吟
歌

仙
等
か
ら
考
へ
て
も
、
両
者
の
仲
は
元
蒜
五
年
頃
迄
は
相
当
親
密
で
あ
っ
た
様
に
思
は
れ
る
。

頃
は
洒
堂
亭
の
仲
秋
の
月
見
の
宴
に
之
道
は
出
席
し
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
翌
七
年
夏
の
洒
堂
の
『
市
ー
の
庵
』
に
は
之
道
の
発
句
が

と
題
し
て
各
地
の
蕉
門
俳
人
の
句
が
並
べ
ら
れ
て
ゐ
る
中
に
一
句
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

座
の
も
の
で
あ
り
、
特
に
「
宵
の
間
や
」

『
江
鮭
子
』
の
「
白
髭
ぬ
く
」
の
芭
蕉
。
之
道
・
珍
碩
の
三
吟
歌
仙
、

「
夏
山
や
」
の
二
巻
は
大
坂
俳
人
と
の
間
に
興
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
か
ら
考
へ
る
と
こ
の
比
は
既
に
二
人
の
仲
は
面
白
く
な
く
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

に
近
い
人
と
思
は
れ
る
の
で
、
洒
堂
が
点
者
と
し
て
こ
の
地
で
新
し
い
門
弟
を
多
く
獲
得
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
之
道
が
そ
れ
を
快
く
思
は
ず
遠

と
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
豊
後
の
長
野
馬
貞
捩
『
あ
さ
雲
雀
』

死

に

近

｀

き

芭

蕉

『
市
の
庵
』
の
大
坂
俳
人
同
座
の
歌
仙
二
巻
の
連
衆
が
洒
堂
の
門
下
、

及
び
そ
れ

同
じ
土
地
の
数
少
い
同

而
も
入
集
の
連
句
三
巻
は
何
れ
も
洒
堂
出

「
廷
立
て
」
の
珍
碩
。
之
道
同

「
贈
洒
堂
」

洒
堂
が
大
坂
に
居
を
移
し
た
元
緑
六
年
も
秋
の

の
馬
貞
の
句
が
見

梅
は
き
さ
ら
ぎ
を
ま
た
で

之
道
の
歿
年
は
従
来
不
明

長
流
晩
年
の
門
弟
に
諷
竹
な
る
も
の
が
ゐ
た
の
で
あ
る
。
森
銑
三
氏
は
そ
の
『
近
批
文
芸
史
研
究
』
に

そ
の
中



書
し
て
「
ち
か
ら
な
き
御
宿
申
せ
し
時
雨
か
な
」
の
追
悼
吟
を
寄
せ
、

七
日
後
の
十
月
十
八
日
に
は
義
仲
寺
の
芭
蕉
の
墓
に
詣
で
て
追
善
の
俳

と
前

ら
に
見
え
な
い
。
而
も
芭
蕉
歿
後
は
追
善
集

『
笈
日
記
』
に
も
洒
堂
の
名
は
さ

然
と
消
え
去
つ
て
行
く
の
は
ど
う
し
た
わ
け
で
あ
ら
う
。

元
緑
七
戌
の
十
月
十
二
日
、
痢
疾
を
う
れ
ひ
、
云
々
。
」

芭
蕉
が
大
坂
に
行
脚
の
笈
を
留
め
た
頃
の
大
坂
俳
壇
は
斯
う
云
ふ
状
態
に
あ
っ
た
。

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、

許
六
の
『
歴
代
滑
稽
伝
』
に
は
「
大
坂
珍
碩
を
助
け
、

芭
蕉
が
大
坂
に
足
を
入
れ
た
の
も
或
は
洒
堂
を
助
け
て
之

道
と
の
仲
の
解
決
を
計
ら
う
と
考
へ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
果
し
て
芭
蕉
の
仲
介
は
効
を
奏
し
た
で
あ
ら
う
か
。

九
月
十
四
日
の
畦
止
亭
、
廿
日
前
後
の
箆
柳
亭
、
廿
一
日
の
車
庸
亭
、
廿
六
日
の
清
水
の
茶
店
、
廿
七
日
の
園
女
亭
、

の
俳
席
に
は
洒
堂
も
之
道
も
出
席
同
座
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
九
月
廿
五
日
に
正
秀
に
宛
て

．
洒
堂
両
門
の
連
衆
打
込
会
相
勤
候
。
是
よ
り
外
二
拙
者
働
と
て
も
無
1

一
御
座
1

候
」
と
報
じ
て
ゐ
る
。
之
道
・
洒
堂
両
門
の
合
同
の
俳
席
で
成
つ

た
俳
諧
は
明
か
で
な
い
が
、
少
く
と
も
同
座
を
避
け
て
ゐ
た
洒
堂
。
之
道
が
斯
‘
う
し
て
芭
蕉
を
中
心
と
し
た
俳
筵
に
列
座
し
た
と
云
ふ
事
は
芭

蕉
の
大
坂
訪
問
の
成
果
と
も
云
へ
よ
う
。

廿
八
日
の
畦
止
亭
等

だ
が
良
く
考
へ
て
み
る
と
そ
れ
も
表
面
上
の
こ
と
で
両
人
の
間
に
は
心
か
ら
の
和
解
が
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
な
く
、
老
師
仲
介
の
義
理
か
ら
で
あ
っ
た
や
う
だ
。
洒
堂
が
九
月
廿
八
日
の
畦
止
亭
で
の
会
を
最
後
に
、
病
翁
芭
蕉
の
周
辺
か
ら
忽

芭
蕉
が
廿
九
日
か
ら
激
し
い
泄
痢
を
催
し
て
病
臥
し
て
後
、
之
道
は
門
弟
舎
羅
・
呑
舟
と
共
に
甲
斐
卜
＼
し
く
師
の
側
に
侍
し
て
そ
の
看
護

に
当
り
、
十
月
八
日
に
は
住
吉
の
社
に
詣
で
て
師
の
延
命
を
祈
つ
て
ゐ
る
の
に
、
洒
堂
は
芭
蕉
の
看
病
は
勿
論
の
こ
と
、
一
度
も
師
の
病
床
を
訪

れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
、
芭
蕉
の
病
床
生
活
を
伝
へ
る
に
詳
し
い
『
枯
尾
花
』
の
「
終
焉
記
」
に
も
、

『
木
が
ら
し
』
に
之
道
は
「
（
前
略
）
此
た
び
浪
華
に
下
向
を
願
ひ
あ
へ
な
く
そ
の
十
月
中
の
二

日
に
を
く
れ
侍
り
ぬ
。
か
な
し
く
な
き
が
ら
を
同
門
に
わ
た
し
て
舟
を
見
を
く
り
、
人
し
れ
ず
棺
に
む
か
ひ
て
永
き
は
な
む
け
を
さ
4
ぐ
」

死

に

近

き

芭

蕉

「
笈
元
衆
俳
諧
も
あ
ら
／
＼
承
候
。
之
道



い
ふ
者
を
見
る
に
、
俳
諧
も
乱
堕
な
り
、

の
後
の
方
に
「
路
通
・
洒
堂
ご
と
き
も
の
、

諧
興
行
に
参
加
し
て
ゐ
る
。
そ
の
後
も
三
七
日
、
三
回
忌
、
七
回
忌
等
追
善
の
句
を
諸
集
に
見
出
し
得
る
如
く
、

師
の
冥
福
を
祈
つ
て
ゐ
る
の
に
、
一
方
洒
堂
は
追
善
俳
諧
に
は
全
く
出
席
し
な
か
っ
た
の
か
そ
の
名
は
見
え
ず
、
追
善
集
の
類
に
も
七
回
忌
以
前

の
彼
の
追
悼
吟
は
見
え
な
い
。
漸
く
七
回
忌
に
な
っ
て
彼
と
正
秀
共
掴
の
『
白
馬
』
に
「
翁
の
玉
ま
つ
り
に
木
曾
塚
の
庵
へ
参
り
て
」

す
る
「
盆
の
来
て
弟
子
を
集
る
薄
の
穂
」
の
追
善
句
が
見
え
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
改
め
ら
れ
て
支
考
捩
七
回
忌
追
善
集
『
帰
花
』
の
追
善
俳
諧
の
膳
所
の
と
こ
ろ
の
発
句
と
し
て
入
集
し
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
前
述
し
た
如
く
病
床
の
芭
蕉
の
周
辺
か
ら
洒
堂
の
消
息
を
得
る
こ
と
が
記
来
な
く
な
っ
た
と
云
ふ
事
は
、
誠
に
不
可
解
な
こ
と
で

あ
り
、
或
は
洒
堂
は
何
処
か
に
旅
行
中
で
は
な
か
っ
た
か
と
一
云
ふ
ご
と
き
推
測
を
さ
へ
許
す
こ
と
に
な
る
。
併
し
師
の
来
遊
を
願
つ
た
張
本
人

が
師
の
健
康
が
す
ぐ
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
旅
に
出
ら
れ
る
も
の
だ
ら
う
か
。
仮
に
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
急
用
で
旅
に
出
た
と
し
て
も
帰
坂
後
追
善

俳
諧
に
参
加
出
来
よ
う
し
、
追
善
集
に
悼
句
を
寄
せ
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

長
旅
だ
と
し
て
も
一
周
忌
や
三
周
忌
に
は
帰
つ
て
ゐ
さ
う
な
も
の

だ
。
或
ひ
は
帰
つ
て
ゐ
ぬ
に
し
て
も
、
悼
句
位
寄
せ
て
来
さ
う
な
も
の
だ
。
然
る
に
前
述
の
如
き
状
態
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
何
か
複

雑
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
ー
斯
う
考
へ
て
来
て
思
ひ
当
る
の
は
、

許
六
は
そ
の
「
自
讃
之
論
」
中
に
俳
諧
の
道
に
叫
ふ
条
件
と
し
て
芭
蕉
の
説
を
六
ケ
条
あ
げ
て

ゐ
る
。
こ
れ
は
珍
碩
が
こ
の
六
ケ
条
の
ど
れ
か
に
鋏
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。

一
生
の
行
跡
嘩
々
乱
堕
な
ら
ん
。
是
す
こ
し
も
予
が
さ
は
り
に
成
る
事
に
あ
ら
ず
。

ら
み
法
を
正
し
た
ま
ふ
事
、
尤
至
極
な
り
。
先
生
法
を
み
だ
り
た
ま
ふ
時
は
、
末
こ
の
門
人
猶
み
だ
り
に
成
て
法
を
失
ひ
侍
る
べ
し
。

死
に
近
き
〗
芭
蕉

糊
南
の

叉
同
じ
く
「
自
讃
之
論
」

こ
の
蹄
通
と

一
ツ
と
し
て
と
る
所
な
し
。
し
か
れ
ど
も
先
生
（
註
、
去
来
）
は
急
度
路
通
・
洒
堂
ご
と
き
の
者
を
に

「
珍
碩
が
ご
と
き
人
に
あ
ら
ず
」
と
記
し
て

許
六
の
『
俳
諧
問
答
』
で
あ
る
。

こ
の
句
は
「
月
見
せ
ん
弟
子
を
集
て
薄
の
穂
」

ニ
四

と
前
臀

こ
れ
ら
の
追
善
の
句
を
捧
げ
て



は
せ
、
名
張
越
に
て
参
宮
可
レ
申
と
奉
レ
存
候
」

在
は
二
人
の
和
解
と
い
ふ
意
味
か
ら
は
、

思
は
れ
る
。
尚
、

門
人
洒
堂
を
本
の
ご
と
く
に
用
ひ
た
ま
ふ
事
、
翁
在
世
に
お
い
て
は
、
湖
南
の
衆
、

堂
を
攻
撃
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
も
、
あ
の
不
実
軽
薄
な
路
通
と
並
べ
て
槍
先
に
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
、

背
信
の
行
為
が
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
を
裏
書
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

一五

そ
れ
故
に
亦
門
人
間

「
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
旅
寝
の
鉾
、

無
益
の
歩

芭
蕉
は
病
臥
の
頃
は
之
道
亭
に
宿
泊
し
て
ゐ
た
様
で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
の
親
愛
の
情
が
大
坂
滞
在
中
に
洒
堂
よ
り
之
道
に
傾
き
、

れ
を
嫉
み
、
師
の
態
度
に
不
満
を
感
じ
て
芭
蕉
に
背
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

は
し
な
か
っ
た
の
だ

Q

七
回
忌
の
あ
の
追
悼
吟
に
し
て
も
単
に
同
門
俳
人
の
信
頼
を
再
び
回
復
し
よ
う
と
し
て
師
の
墓
前
に
捧
げ
た
も
の
と
も

一
言
す
れ
ば
洒
堂
・
之
道
は
芭
蕉
歿
後
再
び
離
反
し
反
目
し
あ
っ
て
ゐ
た
様
で
、

集
』
に
一
句
も
洒
堂
の
句
を
採
録
せ
ず
、
俳
諧
の
席
に
於
い
て
も
二
度
と
同
座
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

全
く
徒
労
に
帰
し
た
や
う
だ
。
前
掲
曲
翠
宛
書
簡
に

洒
堂
に
路
通
同
様
な
不
実

斯
う
考
へ
て
み
る
と
芭
蕉
の
大
坂
滞

行
、
悔
申
計
二
御
座
候
」
と
述
べ
て
ゐ
る
の
も
芭
蕉
自
身
が
最
も
良
く
こ
の
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

の
醜
い
争
ひ
の
中
か
ら
身
を
退
い
て
次
の
目
的
地
に
旅
立
た
う
と
考
へ
て
兄
半
左
衛
門
に
「
長
逗
留
〈
無
益
之
様
二
奉
レ
存
候
間
、
二
三
日
中
―
―

も
と
／
＼
芭
蕉
が
こ
の
大
坂
行
脚
を
面
白
か
ら
ぬ
旅
寝
と
云
ひ
、

く
、
そ
れ
に
加
ふ
る
に
彼
の
身
体
具
合
も
影
響
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。

た
り
、
当
着
の
明
る
日
よ
り
さ
む
き
熱
晩
／
＼
二
お
そ
ひ
、
漸
頃
日
常
の
持
病
計
に
罷
成
候
」
と
述
べ
て
ゐ
る
如
く
、
伊
賀
で
ひ
い
た
風
邪
の

「
大
坂
へ
参
候
而
、

は
兄
の
半
左
衛
門
宛
書
簡
に
も

熱
に
明
暮
悩
ま
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

死

に

近

き

芭

蕉

（
九
月
舟
―
―
一
日
付
）
と
一
云
ひ
送
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

無
益
の
歩
行
と
云
っ
た
の
も
上
紐
し
た
洒
堂
・
之
道
の
確
執
だ
け
で
な

大
坂
到
着
後
の
芭
蕉
は
前
掲
曲
翠
宛
書
簡
に
「
伊
州
二
て
山
気
に
あ

十
日
之
院
よ
り
ふ
る
ひ
付
申
、
毎
院

之
道
は
そ
の
捩
集
『
淡
路
島
』
『
砂
川

そ
し
て
師
の
臨
終
の
床
に
も
再
び
近
づ
か
う
と

洒
堂
は
そ

か
く
は
ち
な
み
た
ま
ふ
事
成
ま
じ
」
と
か
な
り
痛
切
に
洒



し
め
ら
れ
る
不
快
な
日
夜
、
そ
れ
は
面
白
か
ら
ぬ
日
夜
で
あ
ら
う
し
、

洒
堂
・
之
道
の
両
門
弟
の
確
執
の
中
に
身
を
翌
い
て
、

迄
見
る
べ
き
俳
諧
は
何
心
な
い
の
で
あ
る
。

の
為
途
中
か
ら
引
返
し
た
の
で
あ
る
。

で
も
本
書
簡
が
其
角
に
示
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

七
ツ
時
よ
り
夜
五
ツ
ま
で
さ
む
け
熱
、
頭
痛
参
候
而
、
も
し
〈
お
こ
り
＝
一
成
可
レ
申
か
と
薬
給
候
ヘ
バ
、
廿
日
頃
よ
り
す
き
と
や
み
申
候
」
と
さ

う
し
た
風
邪
の
熱
が
二
十
日
頃
ま
で
も
続
い
た
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

た
り
」
と
云
ふ
の
は
注
目
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
志
田
博
士
は
『
芭
蕉
の
伝
記
の
研
究
』
に
於
い
て
、

ヶ
サ
ビ
ラ
ッ
カ
エ

「
伊
賀
山
の
嵐
紙
帳
に
し
め
り
、
有
ふ
れ
し
菌
の
塊
積
に
さ
は
る
也
」
と
あ
る
の
を
第
一
近
因
、
続
い
で

り
、
水
あ
た
り
し
て
、
長
月
晦
の
夜
よ
り
床
に
た
ふ
れ
、
泄
痢
度
し
げ
く
て
、
物
い
ふ
力
な
く
、

芭
蕉
の
死
因
を
其
角
の
『
枯
尾
花
』
に

「
苦
し
げ
な
れ
ば
例
の
薬
と
い
ふ
よ

手
足
氷
り
ぬ
れ
ば
」
と
あ
る
「
水
あ
た
り
し

て
」
を
第
二
近
因
と
し
て
考
へ
て
ゐ
ら
れ
る
。
併
し
、
従
来
そ
の
死
の
原
因
を
遠
く
伊
賀
で
の
風
邪
と
す
る
の
は

て
、
他
の
資
料
に
於
い
て
は
全
く
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
共
角
が
伊
賀
で
の
風
郷
を
死
因
の
一
っ
と
し
た
の
は
『
枯
尾
花
』

に
「
九
月
二
十
五
日
、

『
枯
尾
花
』
だ
け
で
あ
っ

膳
所
の
曲
翠
子
よ
り
い
た
は
り
迎
へ
ら
れ
し
返
事
に
、
此
道
を
行
人
な
し
に
秋
の
昏
、
と
聞
え
け
る
も
、
終
の
し
を
り

を
し
ら
れ
た
る
也
」
と
記
し
て
ゐ
る
ご
と
く
「
終
焉
記
」
の
執
筆
に
当
つ
て
、
実
は
こ
の
曲
翠
宛
芭
蕉
書
簡
を
参
照
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た

9

『
枯
尾
花
』
の
「
木
が
ら
し
や
」
の
曲
翠
の
句
の
前
書
に
よ
る
と
十
月
十
六
日
に
曲
翠
は
其
角
を
幻
住
庵
に
案
内
し
て
ゐ
る
の
で
、

籾
て
、
芭
蕉
の
風
郷
熱
は
二
十
日
頃
ま
で
十
日
余
り
も
続
い
た
。
十
三
日
に
は
小
康
を
得
た
の
で
住
吉
の
市
に
出
か
け
た
も
の
4
、
矢
張
り
熱

か
う
し
た
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
十
四
日
の
畦
止
亭
で
の
歌
仙
を
除
い
て
は
廿
一
日
の
其
柳
亭
で
の
俳
筵

恐
ら
く
廿
日
頃
ま
で
は
鼠
邪
の
た
め
に
床
に
つ
き
が
ち
で
あ
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
と
こ
ろ
で

死

に

近

き

芭

蕉

二
六

こ
の
折
に

人
生
の
黄
昏
が
間
返
く
せ
ま
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
程
の
老
の
身
の
衰
へ
、
風
邪
懲
に
苦

そ
の
成
果
も
芭
蕉
が
期
待
し
て
ゐ
た
如
く
思
は
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ

J

の
曲
翠
宛
書
簡
中
の
「
伊
州
＝
一
て
山
気
に
あ



り
、
そ
れ
故
に
無
益
の
行
脚
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う

3

こ
の
や
う
な
旅
の
空
に
於
い
て
芭
蕉
の
胸
中
に
過
ぎ
行
く
秋
の
淋
し
さ
と
共
に
沈

潜
し
胚
胎
し
て
い
っ
た
句
が
「
此
道
を
行
人
な
し
に
秋
の
暮
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
句
が
最
初
に
見
え
る
の
は
前
掲
曲
象
苑
書
簡
よ
り
二
日
前
に

記
さ
れ
た
九
月
廿
竺
日
付
意
専
•
土
芳
宛
書
簡
で
「
秋
暮
」
と
前
書
し
て
同
形
で
見
え
て
ゐ
る
。

の
は
こ
の
曲
翠
鬼
書
簡
が
初
め
で
あ
る
が
、
支
考
は
『
笈
日
記
』
の
廿
六
日
の
と
こ
ろ
に
「
人
声
や
此
道
か
へ
る
秋
の
く
れ

し
に
秋
の
暮

此
二
句
の
間
い
づ
れ
を
か
と
申
さ
れ
し
に
、
こ
の
道
や
行
ひ
と
な
し
に
と
独
歩
し
た
る
所
、
誰
か
そ
の
後
に
し
た
が
ひ
候
半
と

て
、
是
に
、
所
思
と
い
ふ
題
を
つ
け
て
、
半
歌
仙
侍
り
。
簑
に
し
る
さ
ず
」
と
し
て
両
形
を
掲
げ
、

「
此
道
や
」
の
方
を
推
し
た
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
が
、
之
は
此
曲
翠
宛
書
簡
に
よ
っ
て
も
、

ゐ
た
こ
と
を
知
り
得
よ
う
。
本
来
こ
の
句
は
「
秋
暮
」
・
と
題
し
た
如
く
叙
景
的
な
句
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、

身
の
心
象
風
景
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
『
笈
日
記
』
に
云
ふ
如
く
初
五
を
「
此
道
や
」
と
改
め
て
「
所
思
」

の
方
を
強
く
打
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
秋
の
暮
は
芭
蕉
自
身
の
落
莫
た
る
人
生
の
夕
暮
を
指
す
の
で
あ
り
、
此
道
と
は
彼
の
人
生
行
路

ぞ
の
も
の
で
あ
り
、
更
に
局
限
す
れ
ば
そ
れ
は
彼
が
「
仕
官
懸
命
の
地
を
う
ら
や
み
」

に
己
れ
自
身
を
絶
え
間
な
く
鞭
打
ち
つ
ゞ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
よ
う
と
志
し
て
ゐ
た
俳
詣
の
道
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
厘
々
俳
諧
の
「
道

ら
も
今
尚
到
り
得
ぬ
道
で
あ
る
。
而
も
そ
の
道
を
辿
る
に
は
も
は
や
余
り
に
も
老
い
衰
へ
て
ゐ
る
。

の
衰
弱
、
芭
蕉
に
は
ひ
し
／
＼
と
年
の
名
残
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
己
れ
が
駄
目
だ
と
す
る
と
他
に
誰
が
ゐ
よ
う
、

併
し
己
れ
以
外
に
一
鉢
境
涯
に
甘
ん
じ
て
道
を
究
め
や
う
と
す
る
者
は
誰
も
ゐ
な
い
。
共
角
・
嵐
雪
ら
の
高
弟
で
さ
へ
「
軽
み
」
の
追
究
を
志

死

に

近

き

芭

蕉

の
建
立
」
と
云
ふ
こ
ど
を
説
い
て
ゐ
る
如
く
、

二
七

「
仏
籠
祖
呈
の
と
ぼ
そ
に
い
ら
む
」
と
し
な
が
ら
、
遂

と
題
し
た
や
う
に
後
に
は
心
象
風
景

そ
の
景
は
叉
、
芭
蕉
自

芭
蕉
が

「
此
道
や
」

此
道
や
行
人
な

の
方
を
自
ら
よ
し
と
し
て

芭
蕉
に
と
つ
て
は
そ
れ
は
終
生
の
目
的
で
あ
り
大
き
な
頸
想
で
あ
っ
た
。
絶
え
ず
自
ら
責
め
乍

一
日
二
里
も
歩
き
得
ず
く
づ
を
れ
た
老
身

門
弟
は
数
多
い
、

芭
蕉
が
ど
ち
ら
を
採
る
か
相
談
し
た
の
で

「
人
声
や
此
道
か
へ
る
」
の
異
形
を
報
じ
た



死

に

近

き

芭

蕉

す
こ
と
さ
へ
し
な
い
、
彼
等
の
多
く
は
所
詮
名
利
に
と
ら
は
れ
て
洒
堂
・
之
道
の
如
き
醜
い
争
ひ
に
精
根
を
耗
ら
す
の
が
お
ち
で
あ
る

Q

そ
れ

は
余
り
に
も
淋
し
い
こ
と
だ
、
芭
蕉
は
斯
う
し
て
人
生
の
夕
暮
の
中
に
ぼ
ん
や
り
と
仔
ん
で
、

ゐ
た
の
．
で
あ
っ
た

Q

斯
く
て
長
期
の
風
邪
患
ひ
に
よ
る
身
体
の
衰
弱
、
加
ふ
る
に
廿
日
以
後
の
度
重
な
っ
た
俳
席
の
饗
応
は
芭
蕉
の
持
病
で
あ
っ
た
茄
気
を
惹
き

起
し
、
泄
痢
を
と
も
な
ふ
に
至
り
、
行
脚
の
杖
を
曳
い
た
こ
と
を
後
悔
し
て
ゐ
た
土
池
で
芭
蕉
は
遂
に
再
び
た
つ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で

（
昭
和
廿
九
年
二
月
二
十
四
日
）

挿
入
の
芭
蕉
の
曲
翠
宛
書
簡
の
写
真
は
、
内
本
浩
亮
氏
か
ら
恵
贈
を
受
け
た
も
の
で
、
本
文
中
に
そ
の
資
料
的
価
値
を
論
じ
た
ご
と
く
、
最
晩
年
の
芭
蕉
の

心
境
を
示
す
最
も
貴
重
な
査
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
紹
介
を
許
さ
れ
た
内
本
氏
の
御
厚
意
に
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
。
野
披
筆
芭
蕉
像
の
方
は
、
九

大
医
学
部
教
授
金
関
丈
夫
博
士
が
福
岡
市
唐
人
町
の
一
古
物
商
の
店
頭
に
発
見
さ
れ
、
筆
者
に
報
じ
て
下
さ
っ
た
も
の
で
紙
本
淡
彩
の
一
軸
で
あ
る
。
芭
蕉

の
像
は
、
従
来
門
人
筆
の
も
の
で
は
、
杉
風
・
許
六
・
破
笠
・
廊
翅
（
蚊
足
の
画
号
か
）
・
百
歳
等
の
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
4

に
新
ら
た
に
野

披
筆
の
も
の
が
加
へ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
い
く
分
づ
4
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
様
だ
が
、
中
に
も
之
は
許
六
筆
の
も
の
に
似
て
ゐ
る
。
許
六
の

『
韻
塞
』
に
、
翁
の
一
周
忌
に
、
許
六
が
芭
蕉
像
を
自
ら
描
い
て
野
披
に
賠
っ
た
こ
と
が
見
え
る
が
、
そ
の
図
と
何
か
関
聯
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
野
披

は
、
芭
蕉
の
最
後
の
庵
住
時
代
最
も
翁
に
接
近
し
て
ゐ
た
門
人
だ
か
ら
、
翁
の
晩
年
の
姿
を
熟
知
し
て
ゐ
た
筈
で
、
そ
の
意
味
で
「
死
に
近
き
芭
蕉
」
の
姿

を
伝
え
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

事
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
一
軸
は
博
多
織
の
老
舗
訟
居
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
、
博
多
は
野
披
の
勢
力
の
最
も
及
ん
だ
土
地
の
一
っ
だ
か
ら
、
こ
の
地
に

伝
来
し
た
事
も
当
然
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
附
記
]

あ
る
。

「
月
は
な
や
旅
の
翁
の
筆
は
じ
め
」
の
旬
は
勿
論
、
翁
像
の
野
披
筆
な
る
事
は
画
面
の
右
下
に
野
披
の
印
が
捺
さ
れ
て
ゐ
る

行
く
人
と
て
な
い
逝
か
な
道
を
淋
し
く
眺
め
て

1

一八




