
九

求
道
の
終
着
地　
─
長
明
・
兼
好
か
ら
芭
蕉
へ
─

谷　

地　

快　

一

は
じ
め
に

　

松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
～
九
四
）
は
出
家
し
な
か
っ
た
。
臨
済
僧
の

語
録
に
学
ん
で
、
自
分
を
「
腰え
う

間か
ん

に
寸
鉄
を
帯
び
ず
、
襟
に
一い
ち

嚢な
う

を
掛

け
て
、
手
に
十
八
の
珠た
ま

を
携た
づ
さふ
。
僧
に
似
て
塵ち
り

あ
り
、
俗
に
似
て
髪
な

し
」（『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
伊
勢
）
と
形
容
し
、「
僧
に
も
あ
ら
ず
、
俗
に

も
あ
ら
ず
、
鳥て
う

鼠そ

の
間か
ん

に
名
を
か
う
ぶ
り
の
」（『
鹿
島
詣
』
冒
頭
）
と

興
じ
て
、「
鳥
」
と
も
「
鼠ね
ず
み」

と
も
い
え
な
い
「
か
う
ぶ
り
（
蝙こ
う
も
り蝠

）」

で
あ
る
と
紹
介
す
る
。
そ
れ
は
「
桑
門
の
乞
食
順
礼
ご
と
き
の
人
（『
お

く
の
ほ
そ
道
』
日
光
山
）
と
も
矛
盾
し
な
い
。
半
僧
半
俗
が
、僧
で
あ
っ

て
も
俗
人
の
風
体
を
し
て
い
る
人
を
い
う
と
す
れ
ば
、
芭
蕉
は
そ
れ
で

さ
え
な
か
っ
た
。

　

だ
が
、「
し
ば
ら
く
学
ん
で
愚
を
さ
と
ら
ん
こ
と
を
思
へ
ど
も
」（『
幻

住
庵
記
』
冒
頭
）
と
か
、「
一
た
び
は
仏ぶ
つ

籬り

祖
室
の
扉
に
入
ら
む
と
せ
し

も
」（「
幻
住
庵
記
」）
と
過
去
を
振
り
返
っ
て
い
る
か
ら
、一
度
は
仏
道

に
し
た
が
い
、
煩
悩
を
断
ち
、
悟
り
を
得
よ
う
と
し
た
こ
と
は
疑
え
な

い
。
そ
こ
で
、
芭
蕉
が
受
容
し
た
多
く
の
古
人
の
中
か
ら
、
鴨
長
明
の

生
涯
と
『
方
丈
記
』、兼
好
法
師
の
生
涯
と
『
徒
然
草
』
を
足
掛
か
り
に
、

こ
の
俳
諧
師
に
お
け
る
求
道
の
終
着
地
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、長
明
・

兼
好
と
の
差
別
化
を
は
か
り
た
い
。

　

中
世
と
近
世
と
生
き
た
時
代
は
異
な
る
が
、
こ
の
三
者
は
若
く
し
て

世
に
出
る
こ
と
を
望
ん
で
か
な
わ
ず
、
遁
世
と
い
う
方
法
で
自
己
救
済

を
試
み
た
点
で
共
通
す
る
。
と
も
に
「
求
道
の
人
」
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
た
ど
り
着
い
た
地
点
は
、
長
明
と
兼
好
が
仏
道
に



一
〇

ひ
た
す
ら
従
順
で
あ
る
の
に
対
し
、
芭
蕉
は
儒
教
・
仏
教
・
神
道
の
三

つ
を
否
定
し
、
芸
道
の
世
界
に
こ
れ
ら
を
し
の
ぐ
価
値
を
見
出
す
と
い

う
、
あ
べ
こ
べ
な
結
果
を
招
い
て
い
る
。
そ
こ
に
芭
蕉
と
そ
の
俳
諧
の

本
質
を
見
き
わ
め
て
み
た
い
。

一
、
長
明
、
阿
弥
陀
仏
を
頼
む

　

ま
ず
、
鴨
長
明
が
辿
り
つ
い
た
地
点
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
た
こ
と
を

述
べ
る
。

　

長
明
（
一
一
五
五
？
～
一
二
一
六
）
は
下
賀
茂
神
社
の
社
家
の
次
男

に
生
ま
れ
、
父
方
の
祖
母
の
家
を
継
ぐ
が
、
有
力
な
保
護
者
で
あ
る
父

の
死
が
、神
官
と
し
て
の
昇
進
の
道
を
閉
ざ
し
、妻
子
と
も
離
別
し
、頼

り
と
す
る
祖
母
の
家
を
も
出
る
境
涯
に
陥
っ
た
と
さ
れ
る
。し
か
し
、地じ

下げ

歌
人
と
し
て
の
評
価
は
高
く
、後
鳥
羽
院
（
一
一
八
〇
～
一
二
三
九
）

が
再
興
し
た
和
歌
所
（
勅
撰
集
を
つ
か
さ
ど
る
役
所
）
の
寄
人
に
抜
擢

さ
れ
、
さ
ら
に
は
こ
れ
も
後
鳥
羽
院
に
よ
っ
て
下
賀
茂
河
合
社
（
た
だ

す
の
や
し
ろ
）の
禰
宜
に
推
さ
れ
も
す
る
。
だ
が
、や
は
り
妨
害
に
あ
っ

て
実
現
せ
ず
、
つ
い
に
五
十
歳
で
出
家
遁
世
し
て
、
洛
北
大
原
（
左
京

区
北
部
）
に
隠
遁
し
た
。
世
道
と
歌
道
が
交
わ
る
自
己
実
現
の
道
は
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

四
年
後
に
日
野
（
伏
見
区
）
の
外
山
へ
と
転
じ
た
長
明
は
方
一
丈
の

草
庵
を
組
み
立
て
、そ
こ
を
最
後
の
住
み
処
と
し
た
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ

れ
ば
、
そ
の
数
年
後
に
は
、
飛
鳥
井
雅
経
（
一
一
七
〇
～
一
二
二
一
）

の
推
挙
で
鎌
倉
に
下
向
し
、
源
実
朝
（
一
一
九
二
～
一
二
一
九
）
と
の

対
面
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
、
後
鳥
羽
院
が
信
頼
す
る
歌
人
・
歌
学
者

と
し
て
の
面
目
を
保
ち
つ
つ
、
閑
居
の
気
味
に
ひ
た
る
暮
ら
し
を
続
け

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
方
丈
記
』
は
関
東
か
ら
草
庵
に
戻
っ
た
翌
年
、す
な
わ
ち
建
暦
二
年

（
一
二
一
二
）
の
晩
春
に
日
野
の
草
庵
で
擱
筆
。
そ
こ
に
、半
生
の
う
ち

に
体
験
し
た
大
火
や
竜
巻
、
ま
た
飢
饉
や
地
震
な
ど
の
不
思
議
を
通
し

て
人
の
世
の
無
常
を
説
い
た
。
そ
れ
は
仏
教
説
話
を
踏
ん
で
、「
世
に
し

た
が
へ
ば
、
身
、
く
る
し
。
し
た
が
は
ね
ば
、
狂
せ
る
に
似
た
り
。
い

づ
れ
の
所
を
占
め
て
、
い
か
な
る
わ
ざ
を
し
て
か
、
し
ば
し
も
こ
の
身

を
宿
し
、た
ま
ゆ
ら
も
心
を
休
む
べ
き
」（『
方
丈
記
』）
と
い
う
長
嘆
で

あ
っ
た
。
そ
の
最
終
章
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
一
期ご

の
月
影
か
た
ぶ
き
て
、
余よ

算さ
ん

の
山
の
端
に
近



一
一

し
。
た
ち
ま
ち
に
、
三さ
ん

途づ

の
闇
に
む
か
は
ん
と
す
。
何
の
わ
ざ
を

か
、
か
こ
た
む
と
す
る
。
仏
の
教
へ
給
ふ
お
も
む
き
は
、
事
に
ふ

れ
て
執
心
な
か
れ
と
な
り
。
今
、
草
庵
を
愛
す
る
も
、
閑か
ん

寂せ
き

に
着
ぢ
や
く

す
る
も
、
障さ
は

り
な
る
べ
し
。
い
か
が
、
要
な
き
楽
し
み
を
述
べ
て
、

あ
た
ら
時
を
過す

ぐ
さ
む
。

　

静
か
な
る
あ
か
つ
き
、
こ
の
こ
と
わ
り
を
思
ひ
つ
づ
け
て
、
み

づ
か
ら
心
に
問
ひ
て
云
は
く
、
世
を
の
が
れ
て
、
山
林
に
ま
じ
は

る
は
、心
を
修
め
て
、道
を
お
こ
な
は
む
と
な
り
。
し
か
る
を
、汝な
ん
ぢ、

姿
は
聖ひ
じ
り人

に
て
、
心
は
濁
り
に
染し

め
り
。
栖す
み
かは

す
な
は
ち
、
浄
じ
や
う

名
み
や
う

居こ

士じ

の
跡
を
け
が
せ
り
と
い
へ
ど
も
、
た
も
つ
と
こ
ろ
は
、
わ
づ

か
に
周し
ゆ

梨り

槃は
ん

特ど
く

が
行お
こ
なひ
に
だ
に
及
ば
ず
。
も
し
、
こ
れ
、
貧
賤
の

報ほ
う

の
み
づ
か
ら
悩
ま
す
か
、
は
た
ま
た
、
妄
心
の
い
た
り
て
狂
せ

る
か
。

　

そ
の
時
、
心
さ
ら
に
答
ふ
る
事
な
し
。
只
、
か
た
は
ら
に
舌
根

を
や
と
ひ
て
、
不ふ

請し
や
う

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

、
両
三
遍
申
し
て
や
み
ぬ
。

　

時
に
、
建け
ん

暦り
や
くの
二ふ
た

年と
せ

、
弥や
よ

生ひ

の
つ
ご
も
り
ご
ろ
、
桑さ
う

門も
ん

の
蓮れ
ん

胤い
ん

、

外と

山や
ま

の
庵い
ほ
りに

し
て
、こ
れ
を
し
る
す
。（
鴨
長
明
『
方
丈
記
』
大
福

光
寺
本
）

　

こ
こ
で
、
鴨
長
明
は
自
分
の
生
涯
の
終
わ
り
を
、
山
の
端
に
傾
く
月

に
た
と
え
て
語
り
は
じ
め
る
。「
余
算
」
は
残
り
の
数
を
意
味
す
る
が
、

こ
こ
で
は
余
命
、
残
生
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
途
の
川
で
生
前

の
悪あ
く

業ご
う

が
裁
か
れ
、や
が
て
冥
途
に
入
る
と
い
う
時
期
を
む
か
え
て
、い

ま
さ
ら
世よ

迷ま

い
言
を
並
べ
て
ど
う
す
る
の
だ
と
自
問
す
る
。
そ
の
回
答

は
、
仏
が
一
貫
し
て
説
く
教
え
は
万
事
に
つ
け
て
執
着
心
を
持
つ
な
と

い
う
こ
と
だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
方
丈
の
庵
を
愛
し
、
さ
ら
に
草
庵
を

つ
つ
む
閑
静
な
環
境
を
喜
ぶ
の
も
、
往
生
の
妨
げ
以
外
の
何
物
で
も
な

い
。
無
用
な
草
庵
の
楽
し
み
や
、
閑
寂
な
味
わ
い
を
書
き
綴
っ
て
、
残

生
を
無
駄
に
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
実
践
と
し
て
、
長
明
は
あ
る
日
の
静
か
な
夜
明
け
方
、「
す
べ
て

の
執
着
心
を
捨
て
よ
」
と
い
う
仏
道
の
教
え
に
つ
い
て
、
自
分
の
心
に

次
の
よ
う
に
尋
ね
て
み
た
。
お
前
が
こ
う
し
て
世
間
を
離
れ
、
山
林
に

隠
れ
た
わ
け
は
、
雑
念
を
払
い
の
け
て
仏
道
修
行
を
す
る
た
め
だ
っ
た

は
ず
。
だ
が
、
今
の
君
は
遁
世
者
の
姿
は
し
て
い
て
も
、
心
は
ま
だ
煩

悩
の
か
た
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
方
丈
の
草
庵
は
、
在
家
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
束
縛
か
ら
の
が
れ
、
在
家
の
ま
ま
で
仏
法
に
従
っ
た
維
摩
詰

（『
維
摩
経
』
の
主
人
公
。
浄
名
居
士
）
の
庵
室
を
真
似
て
は
い
る
が
、実



一
二

践
で
き
た
こ
と
は
、
釈
尊
の
弟
子
で
最
も
愚
か
と
さ
れ
た
周
梨
槃
特
の

修
行
に
す
ら
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
前
世
の
業
の
報
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ

た
、
貧
し
さ
、
賤
し
さ
の
せ
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
煩
悩
に
冒
さ

れ
て
狂
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
。

　

仏
道
と
は
、
こ
の
よ
う
に
「
問
う
こ
と
」
自
体
を
い
う
の
だ
ろ
う
が
、

納
得
で
き
る
回
答
を
得
ら
れ
な
い
長
明
は
、
最
後
に
、
思し
ゆ
い惟
認
識
に
働

く
と
い
う
六
根
の
ひ
と
つ
、
す
な
わ
ち
舌
を
動
か
し
、
阿
弥
陀
仏
の
名

を
二
、
三
度
唱
え
て
自
問
自
答
を
終
え
る
。
無
力
の
実
感
が
た
ど
り
着

い
た
の
は
、
一
切
の
衆
生
を
差
別
な
く
浄
土
に
導
く
と
い
う
無
量
光
仏

に
す
が
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
、
兼
好
、
万
事
放
下
し
て
仏
道
に
専
心

　

次
に
兼
好
法
師
の
場
合
を
考
え
る
。

　

兼
好
（
一
二
八
三
？
～
一
三
五
八
？
）
は
、
こ
れ
ま
で
京
都
吉
田
神

社
の
神
官
で
あ
る
卜う
ら

部べ

家
の
庶
流
に
生
ま
れ
て
吉
田
兼
好
の
名
を
持
つ

と
教
え
ら
れ
て
来
た
。
若
く
し
て
後
二
条
天
皇
（
在
位
、
一
三
〇
一
～

〇
八
）
に
仕
え
、
和
歌
は
二
条
為
世
（
一
二
五
〇
～
一
三
三
八
）、
す
な

わ
ち
俊
成
・
定
家
・
為
家
・
為
氏
と
続
く
御
子
左
家
嫡
流
（
為
氏
か
ら

二
条
を
称
す
）
に
学
ん
で
、
そ
の
四
天
王
の
一
人
と
評
さ
れ
た
。
三
十

歳
こ
ろ
ま
で
に
出
家
し
て
、
横
川
（
比
叡
山
）
や
修
学
院
（
左
京
区
）、

さ
ら
に
は
双
な
ら
び
が

岡お
か

（
右
京
区
）
な
ど
に
隠
栖
し
、い
わ
ゆ
る
隠
者
と
し
て

の
人
生
を
ま
っ
と
う
し
た
。

　

兼
好
は
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
儒
学
や
老
荘
思
想
な
ど
の
中
国
思
想
に

詳
し
い
一
方
で
、
有
職
故
実
に
関
す
る
見
識
を
備
え
、「
何
事
も
古
き
世

の
み
ぞ
し
た
は
し
き
」（『
徒
然
草
』
二
十
二
段
）
と
述
べ
て
、
平
安
朝

文
化
へ
の
あ
こ
が
れ
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
在
世
中
は
も
っ
ぱ
ら
歌
人
と

し
て
知
ら
れ
た
が
、
後
世
の
わ
れ
わ
れ
読
者
に
は
著
作
『
徒
然
草
』
に

よ
る
遁
世
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。

　

こ
の
『
徒
然
草
』
は
章
段
が
独
立
し
、
多
岐
に
わ
た
る
主
題
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
思
想
の
矛
盾
を
露
呈
す
る

が
、
そ
れ
を
含
め
て
愛
読
さ
れ
、
近
世
に
至
っ
て
は
、
浮
き
世
の
あ
り

さ
ま
を
軽
妙
に
観
察
す
る
粋
な
法
師
の
随
筆
と
し
て
、
空
前
の
ブ
ー
ム

を
巻
き
お
こ
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
学
校
教
育
で
教
え
ら
れ
、
あ
る

い
は
講
じ
て
き
た
兼
好
の
事
蹟
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、近
年
の
小
川
剛
生
氏
の
『
兼
好
法
師
』（
中
公
新
書
）
に

至
る
追
跡
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
通
説
に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す



一
三

な
わ
ち
、
実
名
卜
部
兼
好
の
仮け

名み
よ
う（

通
称
）
は
四
郎
太
郎
で
あ
る
こ
と
。

吉
田
兼
好
と
い
う
呼
称
は
、
京
都
の
吉
田
神
道
家
（
吉
田
兼か
ね

倶と
も

）
が
家

格
を
高
く
見
せ
る
目
的
で
、
先
祖
に
著
名
な
人
物
が
い
る
か
の
よ
う
に

装
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
捏ね
つ

造ぞ
う

で
あ
る
こ
と
。
実
は
京
都
に
居
住
す
る
侍
の

家
の
生
ま
れ
で
、
父
の
仕
事
に
従
っ
て
関
東
の
金
沢
（
横
浜
市
）
や
鎌

倉
に
居
住
し
て
い
た
事
実
が
二
十
歳
代
ま
で
確
認
で
き
る
こ
と
。
兼
好

自
身
も
幕
府
の
京
都
出
張
機
関
（
六
波
羅
探
題
）
に
属
す
る
北
条
な
に

が
し
の
従
者
で
、
実
は
公
家
（
上
達
部
）
の
地
位
に
は
な
く
、
無
位
無

官
で
あ
っ
た
こ
と
。
出
家
後
は
遁
世
者
と
し
て
堀
川
内
大
臣
家（『
徒
然

草
』
百
七
段
）
に
出
入
り
し
、
横
川
や
修
学
院
に
籠
居
し
た
ら
し
い
が
、

墓
所
と
定
め
た
双
な
ら
び
が

岡お
か

に
隠
栖
の
事
実
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か

で
は
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
研
究
の
進
展
に
は
驚
嘆
す
る
ば
か
り
だ

が
、
近
世
の
時
代
を
生
き
た
松
尾
芭
蕉
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
あ
ず
か
り

知
ら
ぬ
事
柄
ゆ
え
、
敬
意
を
払
い
つ
つ
先
を
急
ぐ
こ
と
に
す
る
。

　
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
兼
好
は
、
無
常
の
認
識
を
根
底
に
し
つ
つ
も
、

自
然
美
を
説
き
、
恋
愛
・
結
婚
・
女
性
論
を
展
開
し
、
求
道
者
と
し
て
、

ま
た
人
間
の
理
解
者
と
し
て
の
真
理
や
、
日
常
生
活
の
教
訓
を
披
露
す

る
な
ど
、
ま
こ
と
に
多
岐
に
わ
た
る
主
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
終
盤
に

至
っ
て
、
な
ぜ
か
「
一
切
の
執
着
を
捨
て
て
仏
道
に
専
心
す
る
」
こ
と

を
説
く
。

　

望も
ち

月づ
き

の
ま
ど
か
な
る
事
は
、
し
ば
ら
く
も
住
せ
ず
、
や
が
て
欠

け
ぬ
。
心
と
ど
め
ぬ
人
は
、
一ひ
と

夜よ

の
中う
ち

に
、
さ
ま
で
変
る
さ
ま
も

見
え
ぬ
に
や
あ
ら
ん
。
病や
ま
ひの
重お
も

る
も
、住ぢ
ゆ
うす
る
ひ
ま
な
く
し
て
、死し

期ご

す
で
に
近
し
。
さ
れ
ど
も
、
い
ま
だ
病
や
ま
ひ

急
な
ら
ず
、
死
に
お
も

む
か
ざ
る
程
は
、
常
じ
や
う

住ぢ
ゆ
う

平へ
い

生ぜ
い

の
念ね
ん

に
習
ひ
て
、
生し
や
うの
中
に
多
く
の

事
を
成
じ
て
後
、
閑し
づ

か
に
道
を
修
せ
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
病
を
受

け
て
死し

門も
ん

に
の
ぞ
む
時
、
所
願
一
事
も
成じ
や
うぜ

ず
。
い
ふ
か
ひ
な
く

て
、
年
月
の
懈け

怠だ
い

を
悔
い
て
、
こ
の
度
、
も
し
た
ち
な
ほ
り
て
命

を
全
く
せ
ば
、
夜よ

を
日
に
つ
ぎ
て
、
こ
の
事
か
の
事
、
怠
ら
ず
成
じ
や
う

じ
て
ん
と
、
願
ひ
を
起
す
ら
め
ど
、
や
が
て
重
り
ぬ
れ
ば
、
わ
れ

に
も
あ
ら
ず
取
り
乱
し
て
果
て
ぬ
。
こ
の
た
ぐ
ひ
の
み
こ
そ
あ
ら

め
。
こ
の
事
、
ま
づ
人
々
い
そ
ぎ
心
に
お
く
べ
し
。

　

所
願
を
成
じ
て
後
、
暇い
と
まあ
り
て
道
に
向
は
ん
と
せ
ば
、
所
願
尽

く
べ
か
ら
ず
。
如に
よ

幻げ
ん

の
生し
や
うの

中う
ち

に
、
何
事
を
か
な
さ
ん
。
す
べ
て
、

所
願
皆み
な

妄ま
う

想ざ
う

な
り
。
所
願
心
に
来
た
ら
ば
、
妄ま
う

心し
ん

迷め
い

乱ら
ん

す
と
知
り



一
四

て
、
一
事
を
も
な
す
べ
か
ら
ず
。
直
ち
に
万
事
を
放は
う

下げ

し
て
道
に

む
か
ふ
時
、
さ
は
り
な
く
、
所し
よ

作さ

な
く
て
、
心し
ん

身じ
ん

な
が
く
し
づ
か

な
り
。（
兼
好
法
師
『
徒
然
草
』
二
百
四
十
一
段
、烏
丸
光
広
奥
書

本
）

　

こ
れ
は
『
徒
然
草
』
第
二
百
四
十
一
段
、
つ
ま
り
、
全
篇
を
収
束
さ

せ
る
位
置
に
置
か
れ
た
章
段
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
視
覚
に
入
る
満
月
が

や
が
て
欠
け
て
ゆ
く
さ
ま
を
衰
え
ゆ
く
寿
命
に
見
立
て
、
人
間
の
願
望

の
す
べ
て
を
「
心
の
迷
い
」
と
断
じ
て
、
仏
道
に
よ
る
心
身
の
安
寧
を

説
く
。

　

咀
嚼
し
て
内
容
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
世
の
中
に
は
満
月
と
眺
め
た
月
が
す
ぐ
に
欠
け
始
め
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
人
と
、
そ
う
で
な
い
人
が
い
る
と
説
く
。
わ
れ
わ
れ
の

病
気
も
月
が
欠
け
て
ゆ
く
さ
ま
と
同
じ
で
、重
く
な
り
は
じ
め
る
と
、遠

か
ら
ず
死
ぬ
時
期
が
や
っ
て
く
る
。
だ
が
、
急
に
病
勢
が
進
む
と
は
思

わ
ず
、
世
間
は
永
久
不
変
で
、
相
変
わ
ら
ず
平
穏
に
暮
ら
し
て
ゆ
け
る

と
思
い
込
む
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
多
く

の
仕
事
を
仕
上
げ
て
、
仏
道
は
そ
の
後
で
よ
い
と
考
え
る
。
そ
の
結
果
、

実
際
に
病
を
受
け
て
、
死
を
目
前
に
し
た
と
き
に
、
実
は
何
事
も
成
し

遂
げ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
で
言
葉
を
失
い
、
こ
れ
ま
で
の

怠
慢
を
後
悔
し
、
も
し
こ
の
病
気
が
治
る
な
ら
ば
、
今
度
こ
そ
時
間
を

無
駄
に
せ
ず
、
あ
れ
こ
れ
努
力
し
て
仕
事
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
襟
を
正

す
が
、
時
期
す
で
に
遅
く
、
病
が
重
く
な
る
な
か
で
、
取
り
乱
し
な
が

ら
死
ん
で
し
ま
う
の
が
落
ち
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
願
い
ご
と
を
成
し

遂
げ
て
か
ら
、
ひ
ま
を
見
つ
け
て
仏
道
を
学
ぼ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
願

望
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
無
常
の
人
生
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
な

ど
、
た
か
が
知
れ
て
い
る
。
願
望
と
は
妄
想
だ
か
ら
、
そ
れ
が
自
分
を

迷
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
願
い
ご
と
を
か
な
え
る
努
力
な
ど
を
し

て
は
い
け
な
い
。
す
ぐ
に
す
べ
て
を
見
限
っ
て
、仏
道
に
専
念
せ
よ
。
そ

の
と
き
、
は
じ
め
て
何
の
障
害
も
、
煩
わ
し
い
仕
事
も
な
く
な
り
、
心

と
身
体
の
双
方
を
平
安
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。

　

兼
好
の
た
ど
り
着
い
た
境
地
は
単
純
で
迷
い
の
な
い
、
明
快
な
仏
道

信
仰
で
あ
っ
た
。

三
、
捨
て
る
べ
き
三
つ
の
欲
望

　

と
こ
し
な
へ
に
違ゐ

順じ
ゆ
んに

つ
か
は
る
る
こ
と
は
、
ひ
と
へ
に
苦く

楽ら
く



一
五

の
た
め
な
り
。
楽
と
い
ふ
は
、
こ
の
み
愛
す
る
こ
と
な
り
。
こ
れ

を
求
む
る
こ
と
止や

む
時
な
し
。
楽げ
う

欲よ
く

す
る
所
、
一
つ
に
は
名な

な
り
。

名
に
二
種
あ
り
。
行か
う

跡せ
き

と
才
芸
と
の
誉
れ
な
り
。
二
つ
に
は
色し
き

欲よ
く

、

三
つ
に
は
味
は
ひ
な
り
。
よ
ろ
づ
の
願
ひ
、
こ
の
三
つ
に
は
し
か

ず
。
こ
れ
顚て
ん

倒だ
う

の
想
よ
り
お
こ
り
て
、若そ
こ

干ば
く

の
わ
づ
ら
ひ
あ
り
。
求

め
ざ
ら
ん
に
は
し
か
じ
。（『
徒
然
草
』
二
百
四
十
二
段
）

　

続
く
二
百
四
十
二
段
は
、
名
誉
欲
・
色
欲
・
食
欲
を
求
め
る
愚
か
さ

に
言
及
。「
違
順
」
は
「
苦
し
く
、気
に
入
ら
な
い
境
遇
」
と
「
楽
し
く
、

気
に
入
っ
た
境
遇
」
の
二
つ
を
意
味
す
る
仏
教
語
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
が
恵
ま
れ
た
り
、
恵
ま
れ
な

か
っ
た
り
す
る
境
遇
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、「
苦
」
を
退
け
て
、

「
楽
」
を
手
に
し
よ
う
と
す
る
た
め
と
い
う
、ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
言

説
で
あ
る
。
こ
れ
も
咀
嚼
し
て
次
に
示
す
。

　
「
楽
」
と
は
も
の
ご
と
を
好
み
愛
す
る
こ
と
だ
が
、こ
の
「
楽
ぎ
よ
う

欲よ
く

」、と

い
う
願
望
は
際
限
が
な
い
。
そ
れ
を
数
え
て
み
る
と
、
第
一
に
名
誉
で

あ
る
。
こ
の
名
誉
に
は
、
行
状
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
、

学
問
や
芸
能
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
る
。

第
二
に
は
色
欲
で
あ
り
、
第
三
に
は
食
欲
で
、
人
の
欲
望
は
す
べ
て
こ

の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
無
常
と
い
う
現
実
を
わ

き
ま
え
な
い
と
こ
ろ
に
発
し
て
い
る
か
ら
、
多
く
の
苦
悩
を
引
き
起
こ

す
。
よ
っ
て
、「
楽
」
な
ど
求
め
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
の

だ
。

　

こ
の
絵
に
描
い
た
よ
う
な
明
快
さ
に
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
。

綿
々
と
語
り
つ
が
れ
る
仏
道
の
教
義
と
は
こ
の
よ
う
に
シ
ン
プ
ル
な
も

の
で
あ
ろ
う
が
、『
徒
然
草
』
の
各
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
文
化
論
に
う

な
ず
い
て
き
た
読
者
に
は
、
ち
ゃ
ぶ
だ
い
返
し
と
受
け
取
ら
れ
て
も
仕

方
な
い
一
節
で
あ
る
。

四
、
空
よ
り
や
降
り
け
ん
、
土
よ
り
や
湧
き
け
ん

　

八
つ
に
な
り
し
年
、
父
に
問
ひ
て
い
は
く
、「
仏
は
い
か
な
る
も

の
に
か
候
ふ
ら
ん
」
と
い
ふ
。
父
が
い
は
く
、「
仏
に
は
人
の
成な

り

た
る
な
り
」
と
。
ま
た
問
ふ
、「
人
は
何
と
し
て
仏
に
は
成
り
候
ふ

や
ら
ん
」
と
。
父
ま
た
、「
仏
の
教
へ
に
よ
り
て
成
る
な
り
」
と
答

ふ
。
ま
た
問
ふ
、「
教
へ
候
ひ
け
る
仏
を
ば
、
何
が
教
へ
候
ひ
け

る
」
と
。
ま
た
答
ふ
、「
そ
れ
も
ま
た
、
先
の
仏
の
教
へ
に
よ
り
て



一
六

成
り
給
ふ
な
り
」
と
。
ま
た
問
ふ
、「
そ
の
教
へ
は
じ
め
候
ひ
け
る

第
一
の
仏
は
、
い
か
な
る
仏
に
か
候
ひ
け
る
」
と
い
ふ
時
、
父
、

「
空
よ
り
や
降ふ

り
け
ん
、
土
よ
り
や
湧わ

き
け
ん
」
と
い
ひ
て
笑
ふ
。

「
問
ひ
つ
め
ら
れ
て
、
え
答
へ
ず
な
り
侍
り
つ
」
と
、
諸
人
に
語
り

て
興
じ
き
。（『
徒
然
草
』
二
百
四
十
三
段
）

　
『
徒
然
草
』
は
、
仏
の
本
性
に
つ
い
て
、
父
と
問
答
し
た
こ
の
思
い
出

話
で
結
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

兼
好
が
ま
だ
八
歳
の
時
に
、
父
に
「
仏
と
は
ど
ん
な
も
の
か
」
と
尋

ね
た
。
父
は「
仏
は
人
が
な
っ
て
い
る
の
だ
」と
答
え
る
。
兼
好
は「
人

は
ど
の
よ
う
に
し
て
仏
に
な
る
の
か
」
と
続
け
る
と
、
父
は
「
仏
の
教

え
に
よ
っ
て
仏
に
な
る
の
だ
」
と
答
え
た
。
重
ね
て
、
兼
好
が
「
そ
の

人
に
教
え
た
仏
を
、
い
っ
た
い
何
が
教
え
た
の
か
」
と
問
う
と
、
父
は

「
そ
の
仏
も
、そ
の
前
の
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
仏
に
な
っ
て
い
る
」
と
答

え
た
。
兼
好
は
さ
ら
に
「
で
は
、
そ
の
教
え
始
め
た
最
初
の
仏
は
、
ど

ん
な
仏
だ
っ
た
の
か
」
と
問
い
つ
め
る
。
困
り
果
て
た
父
は
「
さ
て
、天

か
ら
降
っ
て
き
た
の
や
ら
、
地
面
か
ら
わ
い
て
き
た
の
や
ら
」
と
言
っ

て
笑
う
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
父
は
人
々
に
「
ど
う
も
、
子
ど
も

に
問
い
つ
め
ら
れ
て
、
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
」
と
語
っ
て
、
お
も

し
ろ
が
っ
た
と
い
う
。

　

仏
道
は
心
身
の
安
寧
を
め
ざ
ず
。
こ
の
『
徒
然
草
』
結
び
の
章
段
は
、

そ
れ
ま
で
手
間
暇
か
け
て
無
常
を
説
い
て
き
た
兼
好
が
、
仏
な
る
も
の

が
自
己
の
外
に
求
め
て
も
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
幼
年
期

の
思
い
出
に
よ
っ
て
軽
妙
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
ど

こ
ま
で
も
仏
道
を
信
じ
る
長
明
同
様
の
修
行
者
を
見
届
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

五
、
芭
蕉
の
生
涯

　

さ
て
話
を
芭
蕉
に
移
す
に
あ
た
り
、
ま
ず
今
栄
蔵
著
『
芭
蕉
年
譜
大

成
』（
角
川
書
店
）
の
目
次
に
倣
っ
て
、そ
の
生
涯
を
全
十
一
期
に
分
け

て
概
観
す
る
。

第
一
期　
　



伊
賀
在
郷
時
代
（
正
保
元
年
～
寛
文
十
二
年
）
１
歳

～
29
歳

第
二
期　
　



江
戸
市
中
居
住
期
（
寛
文
十
二
年
～
延
宝
八
年
）
29

歳
～
37
歳



一
七

第
三
期　
　



深
川
隠
棲
初
期
（
天
和
元
年
～
三
年
）
38
歳
～
41
歳

第
四
期　
　



野
晒
行
脚
期
（
貞
享
元
年
～
二
年
四
月
）
41
歳
～
42

歳

第
五
期　
　


貞
享
庵
住
期
（
貞
享
二
年
五
月
～
四
年
十
月
）
42
歳

～
44
歳

第
六
期　
　



笈
の
小
文
行
脚
期
（
貞
享
四
年
十
月
～
元
禄
元
年
八

月
）
44
歳
～
45
歳

第
七
期　
　



元
禄
初
年
庵
住
期
（
元
禄
元
年
九
月
～
二
年
三
月
）

45
歳
～
46
歳

第
八
期　
　



奥
の
細
道
行
脚
期
（
元
禄
二
年
三
月
～
同
年
九
月
）

46
歳

第
九
期　
　



上
方
漂
泊
期
（
元
禄
二
年
九
月
～
四
年
十
月
）
46
歳

～
48
歳

第
十
期　
　



晩
年
庵
住
期
（
元
禄
四
年
十
一
月
～
七
年
五
月
）
48

歳
～
51
歳

第
十
一
期　



終
焉
の
旅
（
元
禄
七
年
五
月
～
同
年
十
月
）
51
歳

　

第
一
期
は
郷
里
に
あ
っ
て
俳
諧
を
始
め
る
時
代
で
、
こ
れ
が
「
生
涯

の
は
か
り
ご
と
」（『
笈
の
小
文
』・「
幻
住
庵
記
」）
に
な
る
こ
と
、
さ
ら

に
「
身
を
立
て
む
」（『
幻
住
庵
記
』）
と
し
て
五
千
石
の
侍
大
将
藤
堂
新

七
郎
家
に
奉
職
し
た
り
、「
仕
官
懸
命
の
地
を
う
ら
や
み
」（「
幻
住
庵

記
」）
と
い
う
心
境
を
味
わ
う
時
代
で
あ
っ
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。

　

第
二
期
は
「
こ
こ
の
と
せ
の
春
秋
、
市
中
に
住
み
侘
び
て
」（「
柴
の

戸
に
」
発
句
前
書
）
と
い
う
、
江
戸
移
住
後
の
俳
諧
師
の
時
代
で
九
年

に
及
ぶ
。
こ
こ
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
貞
門
・
談
林
調
の
流
行
に
生
き
て
活

躍
す
る
時
期
だ
が
、
同
時
に
そ
の
針
路
に
苦
悩
し
は
じ
め
る
こ
ろ
で
も

あ
る
。

　

第
三
期
は
江
戸
市
中
を
出
て
、
隅
田
川
の
外
に
住
居
を
移
し
、
芭
蕉

庵
桃
青
と
い
う
独
自
の
文
化
圏
を
形
成
し
始
め
る
時
期
。
流
行
か
ら
の

脱
皮
と
新
風
の
模
索
を
め
ざ
す
こ
ろ
で
あ
る
が
、
臨
済
禅
の
仏
頂
和
尚

（
一
六
四
三
～
一
七
一
五
）と
問
答
し
た
と
時
期
と
思
わ
れ
る
点
で
注
目

さ
れ
る
。

　

第
四
期
か
ら
第
八
期
ま
で
の
全
五
期
は
俳
諧
行
脚
（『
野
ざ
ら
し
紀

行
』『
鹿
島
詣
』『
笈
の
小
文
』『
更
科
紀
行
』『
お
く
の
ほ
そ
道
』）
と
庵

住
を
交
互
に
繰
り
返
す
時
代
で
、「
不
易
流
行
」
の
理
念
や
「
軽
み
」
と

い
う
境
地
（
生
き
方
）
を
築
き
あ
げ
る
時
期
と
し
て
重
要
で
あ
る
。



一
八

　

第
九
期
か
ら
第
十
一
期
ま
で
の
全
三
期
は
「
軽
み
」
の
境
地
を
以
て

門
人
指
導
を
徹
底
し
、
自
己
の
生
涯
を
整
理
す
る
時
期
。
第
四
期
に
開

始
し
た
行
脚
は
、
そ
の
生
涯
を
終
え
る
ま
で
十
年
の
歳
月
を
刻
む
。
こ

の
間
、
旅
に
あ
っ
た
時
間
は
四
年
と
九
ヶ
月
で
あ
っ
た
。

六
、
芭
蕉
、
禅
門
に
入
り
て
仏
道
修
行
を
望
む

　

冒
頭
に
『
笈
の
小
文
』
冒
頭
や
「
幻
住
庵
記
」
の
一
節
を
引
い
て
、芭

蕉
が
一
度
は
仏
道
に
し
た
が
い
、
煩
悩
を
断
ち
、
悟
り
を
得
よ
う
と
し

た
と
述
べ
た
。
こ
の
う
ち
、『
笈
の
小
文
』
の
旅
は
前
節
に
い
う
第
六
期

の
紀
行
文
の
体
裁
を
と
る
が
、
実
は
門
人
乙お
と

州く
に

（
生
没
年
未
詳
）
が
後

年
に
編
ん
だ
も
の
で
、
芭
蕉
は
編
纂
に
か
か
わ
っ
て
は
い
な
い
。
と
り

わ
け
生
涯
を
回
顧
し
つ
つ
、
俳
諧
観
を
吐
露
す
る
冒
頭
部
分
は
第
八
期

の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
後
の
感
慨
を
反
映
さ
せ
て
、元
禄
三
年
（
一

六
九
〇
）
成
立
の
「
幻
住
庵
記
」
に
酷
似
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は

そ
の
「
幻
住
庵
記
」
の
一
部
を
抜
き
出
し
て
、
出
家
を
望
ん
だ
過
去
が

あ
っ
た
裏
付
け
と
す
る
。

　

つ
ら
つ
ら
年
月
の
移
り
来
し
拙つ
た
なき

身
の
科と
が

を
思
ふ
に
、
あ
る
時

は
仕
官
懸
命
の
地
を
う
ら
や
み
、
一
た
び
は
仏ぶ
つ

籬り

祖
室
の
扉と
ぼ
そに

入

ら
む
と
せ
し
も
、
た
ど
り
な
き
風
雲
に
身
を
せ
め
、
花
鳥
に
情
を

労
じ
て
、
し
ば
ら
く
生
涯
の
は
か
り
ご
と
と
さ
へ
な
れ
ば
、
つ
ひ

に
無
能
無
才
に
し
て
こ
の
一
筋
に
つ
な
が
る
。
楽
天
は
五
臓
の
神し
ん

を
破
り
、老
杜
は
痩
せ
た
り
。
賢
愚
文
質
の
等
し
か
ら
ざ
る
も
、い

づ
れ
か
幻
ま
ぼ
ろ
しの
住
み
か
な
ら
ず
や
と
、
思
ひ
捨
て
て
臥
し
ぬ
。

　
　

先
づ
頼
む
椎し
ひ

の
木
も
有
り
夏
木
立



（
芭
蕉
「
幻
住
庵
記
」『
猿
蓑
』
所
収
本
）　

　

こ
れ
は「
幻
住
庵
記
」の
最
終
段
落
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
元

禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
を
終
え
た
芭
蕉
は

琵
琶
湖
畔
の
膳ぜ

所ぜ

（
滋
賀
県
大
津
市
）
義
仲
寺
の
草
庵
で
越
年
し
、
次

の
歳
旦
句
を
詠
ん
だ
。

　
　

元
禄
三
、
元
旦

　
　

都
近
き
あ
た
り
に
年
を
迎
へ
て

薦こ
も

を
着
て
誰た
れ

人び
と

い
ま
す
花
の
春

（
真
蹟
草
稿
）



一
九

　

愛
読
書
で
あ
る
『
撰
集
抄
』
の
、
乞
食
の
境
涯
と
高
僧
を
結
び
つ
け

る
説
話
を
踏
ま
え
た
句
で
、
華
や
ぐ
正
月
の
忌
み
言
葉
で
あ
る
「
薦こ
も

被か
ぶ

り
（
乞
食
）」
を
あ
え
て
用
い
る
の
は
、「
一い
つ

鉢ぱ
つ

の
境
き
や
う

界が
い

、
乞
食
の
身
こ

そ
尊
け
れ
」（
推
定
、元
禄
二
年
一
月
宗
七
宛
芭
蕉
書
簡
）
と
気
負
っ
た

『
お
く
の
ほ
そ
道
』行
脚
の
興
奮
が
ま
だ
覚
め
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
三
ヶ
月
後
の
四
月
六
日
、
芭
蕉
は
膳
所
藩
重
臣
で
門
人
の
曲
水

（
曲
翠
と
も
。
一
六
五
九
～
一
七
一
七
）が
提
供
す
る
国
分
山
の
幻
住
庵

（
大
津
市
国
分
）
に
入
り
、七
月
二
十
三
日
ま
で
の
約
四
ヶ
月
間
に
わ
た

り
静
養
し
た
。「
幻
住
庵
記
」
は
そ
の
間
に
書
か
れ
た
半
生
の
回
顧
で
、

深
い
自
省
の
念
に
満
ち
た
俳
文
で
あ
る
。

　

引
用
部
分
を
要
約
す
れ
ば
、
あ
や
ま
ち
の
多
い
過
去
を
振
り
返
っ
て
、

自
分
も
人
並
み
に
立
身
出
世
の
道
を
望
ん
だ
り
、
反
対
に
禅
門
を
叩
い

て
遁
世
を
め
ざ
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
か
な
わ
ず
、
一
時

の
つ
も
り
で
あ
っ
た
俳
諧
師
の
旅
で
一
生
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
吐
露
す
る
。
そ
し
て
、
自
分
に
は
、
詩
の
た
め
に
内
臓
を
こ

わ
し
た
白
楽
天
や
、
や
せ
細
っ
た
杜
甫
な
ど
と
比
べ
る
才
能
な
ど
な
い

が
、
仮
の
世
に
幻
の
生
を
受
け
た
だ
け
と
い
う
点
で
は
、
彼
ら
だ
っ
て

同
じ
で
あ
る
と
、
あ
き
ら
め
て
床
に
つ
い
た
と
い
う
。「
い
づ
れ
か
幻
ま
ぼ
ろ
し

の
住
み
か
な
ら
ず
や
と
、
思
ひ
捨
て
て
臥
し
ぬ
」
と
い
う
結
び
を
先
掲

の
「
そ
の
時
、
心
さ
ら
に
答
ふ
る
事
な
し
。
只
、
か
た
は
ら
に
舌
根
を

や
と
ひ
て
、
不ふ

請し
や
う

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

、
両
三
遍
申
し
て
や
み
ぬ
」（『
方
丈
記
』）

に
依
拠
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、『
方
丈
記
』
が
阿
弥
陀
仏
を
頼
む

の
に
対
し
て
、「
幻
住
庵
記
」
は
現
世
を
「
身
を
寄
せ
る
幻
住
庵
と
、
椎

の
木
を
含
む
夏
木
立
の
な
ん
と
頼
も
し
い
こ
と
よ
」
と
喜
ぶ
ば
か
り
で
、

ま
っ
た
く
思
想
を
異
に
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
生
涯
を
締
め
く
く
る
覚
悟
さ
え
読
み
と
れ
る
「
幻
住
庵
記
」

中
の
「
仏
籬
祖
室
」
が
、
仏
教
の
と
り
わ
け
禅
門
を
意
味
す
る
こ
と
か

ら
、第
三
期
（
深
川
隠
棲
初
期
）
に
参
禅
し
た
と
い
う
仏
頂
和
尚
と
、そ

の
仏
頂
の
山
居
の
跡
を
訪
ね
た
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
雲
巌
寺
の
章
を
思

い
合
わ
せ
つ
つ
、
芭
蕉
が
禅
門
に
入
っ
て
、
仏
道
に
救
い
を
求
め
よ
う

と
し
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

七
、
す
べ
て
は
命
あ
る
う
ち
の
こ
と
で
あ
る

　

と
こ
ろ
が
、
芭
蕉
に
は
遁
世
の
志
に
矛
盾
す
る
次
の
よ
う
な
言
説
が

残
っ
て
い
る
。



二
〇

　

俳
諧
の
外
は
心
頭
に
か
け
ず
、
句
の
ほ
か
は
口
に
と
な
へ
ず
、

儒
・
仏
・
神
道
の
弁べ
ん

口こ
う

、
共
に
い
た
づ
ら
事
と
閉
口
々
々
。


（
元
禄
元
年
十
二
月
五
日
付
、
其
角
宛
芭
蕉
書
簡
）　

　

其
角
は
古
参
の
江
戸
門
人
で
、
書
簡
の
日
付
は
第
七
期
の
後
半
、
つ

ま
り
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
の
四
ヶ
月
ほ
ど
前
に
あ
た
る
。
内
容
は

上
方
旅
行
を
終
え
て
江
戸
に
戻
っ
た
其
角
に
、
旅
先
か
ら
よ
こ
し
た
手

紙
の
礼
を
述
べ
、
芭
蕉
庵
に
お
け
る
略
式
の
俳
席
に
遊
ん
で
、
成
長
を

み
せ
る
門
人
路
通
の
腕
前
を
喜
ぶ
も
の
だ
が
、
そ
の
結
び
に
、
今
の
自

分
に
は
こ
の
俳
諧
の
道
し
か
念
頭
に
な
く
、
儒
教
・
仏
教
・
神
道
の
言

葉
な
ど
は
す
べ
て
口
先
だ
け
で
、
役
に
は
立
た
な
い
と
言
い
切
っ
て
い

る
。「
俳
諧
の
外
は
心
頭
に
か
け
ず
」
と
い
う
心
意
気
は
、春
を
待
っ
て

出
発
す
る
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
へ
の
覚
悟
が
に
じ
む
が
、「
儒
・
仏
・
神

道
の
弁べ
ん

口こ
う

、
共
に
い
た
づ
ら
事
」
と
は
尋
常
で
な
い
。
こ
の
行
脚
は
曽

良
を
同
行
と
す
る
が
、
は
じ
め
随
伴
を
予
定
し
て
い
た
の
は
僧
籍
に

あ
っ
た
路
通
で
あ
る
こ
と
や
、
曽
良
が
「
旅
立
つ
暁
、
髪
を
剃
り
て
墨

染
に
さ
ま
を
か
え
」（『
お
く
の
ほ
そ
道
』
日
光
山
）
た
こ
と
な
ど
と
馴

染
ま
な
い
。
む
ろ
ん
、
長
明
や
兼
好
に
み
え
る
仏
道
へ
の
信
頼
と
は
相

反
す
る
姿
勢
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
の
よ
う
な
言
説
も
あ
る
。

　

住
み
果
て
ぬ
世
の
中
、
行
く
と
こ
ろ
、
帰
る
と
こ
ろ
、
何
に
つ

な
が
れ
、何
に
も
つ
れ
む
。
江
戸
の
人
さ
へ
ま
だ
る
く
な
り
て
、又

能
因
法
師
、
西
行
上
人
の
き
び
す
の
痛
み
も
思
ひ
し
ら
ん
と
、
松

嶋
の
月
の
お
ぼ
ろ
な
る
う
ち
、
塩
竈
の
桜
散
ら
ぬ
先
に
と
、
そ
ゞ

ろ
に
い
そ
が
し
く
候
。



（
元
禄
二
年
二
月
十
六
日
付
、
宗
七
・
宗
無
宛
芭
蕉
書
簡
）　

　

宛
名
の
「
宗
七
」「
宗
無
」
は
故
郷
伊
賀
（
三
重
県
伊
賀
市
）
の
旧
友

（
田
中
善
信『
全
釈
芭
蕉
書
簡
集
』）。
い
つ
ま
で
も
生
き
ら
れ
る
世
の
中

で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
帰
ろ
う
と
、
自
由
で
あ
る
と

い
う
諦
念
に
も
、
先
便
の
「
儒
・
仏
・
神
道
」
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た

れ
た
自
由
が
読
み
と
れ
る
。
そ
の
先
達
が
歌
僧
能
因
や
西
行
で
あ
っ
た
。

両
者
は
出
家
者
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
歌
詠
み
を
捨
て
い
な
い
点
が
芭

蕉
の
心
を
と
ら
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
二
月
の
末
に
は
芭

蕉
庵
を
他
人
に
売
り
渡
し
、
三
月
の
末
に
か
ら
、
お
よ
そ
五
ヶ
月
に
及



二
一

ぶ
旅
を
し
た
。
い
わ
ゆ
る
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
行
脚
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
行
脚
の
後
も
芭
蕉
の
死
生
観
に
変
化
は
な
い
。

　

頃
日
は
乙お
と

州く
に

参
り
候
に
、
ま
た
ま
た
会
な
ど
も
少
々
御
座
候
よ

し
、
い
よ
い
よ
御
は
げ
み
な
さ
る
べ
く
候
。
世
間
と
も
に
古
び
候

に
よ
り
、
少
々
愚
案
こ
れ
有
り
候
て
、
心
を
尽
く
し
申
し
候
。
そ

の
段
ほ
ぼ
乙
州
も
心
得
申
し
候
あ
ひ
だ
、
御
話
な
さ
る
べ
く
候
。

（
略
）諸
善
諸
悪
み
な
生
涯
の
事
の
み
。
何
事
も
何
事
も
お
楽
し
み

な
さ
る
べ
く
候
。



（
元
禄
三
年
七
月
十
七
日
付
、
牧
童
宛
芭
蕉
書
簡
）　

　

宛
名
の
牧
童
（
生
没
年
未
詳
）
は
加
賀
国
金
沢
（
石
川
県
金
沢
市
）

の
俳
人
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
途
次
に
芭
蕉
に
入
門
し
、山
中
温
泉
を

経
て
、
越
前
松
岡
ま
で
芭
蕉
に
同
行
し
た
北
枝
の
兄
で
、
共
に
金
沢
藩

の
研と
ぎ

師し

。
書
簡
は
幻
住
庵
滞
在
中
の
芭
蕉
に
届
い
た
。

　

用
件
は
こ
の
年
の
三
月
に
お
き
た
金
沢
の
大
火
で
罹
災
し
た
牧
童
へ

の
見
舞
い
や
、
行
脚
後
の
近
況
の
報
知
で
あ
る
。
掲
出
部
分
は
、
大
津

の
乙
州
が
仕
事
で
金
沢
に
行
っ
た
際
に
、
句
会
で
も
て
な
し
た
こ
と
を

聞
い
て
喜
び
、
ま
す
ま
す
俳
諧
に
励
む
よ
う
伝
え
、
芭
蕉
自
身
は
古
め

か
し
く
な
っ
た
世
間
の
俳
諧
を
新
し
く
す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
と

書
い
て
い
る
。「
そ
の
段
ほ
ぼ
乙
州
も
心
得
申
し
候
あ
ひ
だ
、御
話
な
さ

る
べ
く
候
」
と
は
、
そ
の
新
風
が
ど
ん
な
も
の
か
は
乙
州
が
承
知
し
て

い
る
の
で
、
詳
し
く
は
彼
か
ら
聞
い
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
が
「
軽
み
」
の
境
地
を
さ
し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

そ
の
結
び
で
、
世
の
中
に
は
善
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
す
べ
て
生
き
て
い
る
間
だ
け
の
こ
と
だ
か
ら
、
と
も
か
く
楽
し

ん
で
く
れ
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
の
人
生
の
結
末
が
死
で
あ
る
こ
と
は
単

純
明
快
な
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
辿
り
つ
く
ま
で
が
す
べ

て
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
と
は
今
の
連
続
で
し
か
な
い
。
芭
蕉
の
説
く

「
諸
善
諸
悪
み
な
生
涯
の
事
の
み
」と
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
行
脚

後
も
「
住
み
果
て
ぬ
世
の
中
、
行
く
と
こ
ろ
、
帰
る
と
こ
ろ
、
何
に
つ

な
が
れ
、
何
に
も
つ
れ
む
」（
既
出
、
宗
七
・
宗
無
宛
）
と
い
う
観
念
は

揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
、
芭
蕉
が
長
明
や
兼
好
の
結
論
と
正
反
対
の
地
に
辿

り
つ
い
て
い
る
の
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
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八
、
世
道
俳
道
ふ
た
つ
な
き
も
の

　

年
が
改
ま
っ
て
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
二
月
二
十
二
日
、
芭
蕉

は
郷
里
の
伊
賀
か
ら
膳
所
（
滋
賀
県
大
津
市
）
に
向
け
て
、
二
通
の
書

簡
を
し
た
た
め
て
い
る
。
一
通
は
幻
住
庵
を
提
供
し
た
曲
水
（
曲
翠
）

の
実
弟
で
、
病
気
療
養
中
の
膳
所
藩
士
の
怒ど

誰す
い

（
生
没
年
未
詳
）
宛
て
、

も
う
一
通
は
同
じ
く
膳
所
藩
士
と
推
定
さ
れ
る
支し

幽ゆ
う

・
虚こ

水す
い

両
名
に
宛

て
て
、
俳
諧
の
上
達
を
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
通
は
怒
誰
を
講
師

と
し
て
『
荘
子
』
の
「
斉
物
論
」
を
学
ぶ
藩
士
仲
間
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
興
味
深
い
内
容
を
持
つ
。
こ
こ
は
支
幽
・
虚
水
に
宛
て
た
書
簡
か

ら
抜
萃
し
て
示
す
。

　

上
達
の
や
う
に
相あ
ひ

見
え
、
別
し
て
大
悦
に
存
じ
候
。
随
分
御
相

談
な
さ
れ
候
ひ
て
、下し
た

繕づ
く
ろひ

な
さ
れ
、御
待
ち
な
さ
る
べ
く
候
。
高か
う

氏
、『
南な
ん

花く
わ

斉せ
い

物ぶ
つ

』
半
ば
の
由
、
こ
れ
ま
た
幸
ひ
の
儀
に
御
座
候
間
、

御
勤
め
な
さ
れ
、
御
修
行
な
さ
る
べ
く
候
。
世
道
・
俳
道
、
こ
れ

ま
た
斉
物
に
し
て
、
二
つ
な
き
処
に
て
御
座
候
。

　

ま
ず
支
幽
・
虚
水
両
者
の
俳
諧
が
上
達
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
を
喜
び
、
芭
蕉
が
膳
所
に
出
向
い
て
俳
諧
指
導
を
す
る
ま
で
準
備

を
し
て
待
つ
よ
う
指
示
。
高か
う

氏
と
は
高
橋
怒
誰
の
苗
字
を
中
国
風
に
一

字
姓
で
呼
ぶ
も
の
で
、『
荘
子
』（「
南
花
」
は
『
荘
子
』
の
別
名
『
南
華

真
経
』
の
略
称
）。
す
な
わ
ち
、
怒
誰
の
「
斉
物
論
」（『
荘
子
』
第
二

篇
）
の
講
義
が
半
ば
ま
で
達
し
た
こ
と
を
幸
い
と
し
、
実
は
日
常
を
誠

実
に
生
き
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
俳
諧
の
達
成
で
も
あ
る
と
結
論
づ
け

て
い
る
。「
斉
物
篇
」
は
『
荘
子
』
の
中
核
を
な
す
論
と
い
わ
れ
、そ
こ

で
は
「
道
」
に
目
覚
め
、そ
の
「
道
」
と
の
一
体
化
を
勧
め
て
い
る
。
芭

蕉
は
、
人
の
守
る
べ
き
生
き
方
と
、
俳
諧
の
実
践
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

芭
蕉
は
こ
の
「
斉
物
論
」
に
学
ん
で
、
自
分
の
身
体
を
百
ひ
や
く

骸が
い

九き
ゆ
う

竅
き
よ
う

（
多
数
の
骨
と
九
つ
の
穴
）
と
把
握
し
、そ
こ
に
ひ
そ
む
「
心
（
私
意
）」

を
風
羅
坊
と
名
付
け
た
（『
笈
の
小
文
』）。
命
名
の
理
由
は
、「
わ
た
く

し
の
心
」
と
い
う
奴
は
羅
（
薄
物
、
夏
向
き
の
着
物
）
に
似
て
、
風
が

吹
く
と
破
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
弱
々
し
い
と
い
う
認
識
に
よ
る
。

　

俳
諧
は
そ
の
風
羅
坊
（
私
意
）
の
師
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
天
然

自
然
（
四
季
の
推
移
）
が
「
私
意
を
解
き
放
つ
師
」
と
な
っ
て
、
自
分
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（
百
骸
九
竅
）
を
正
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
心
（
感
情
や
考

え
）
は
誰
に
と
っ
て
も
愛
し
い
が
、
そ
れ
は
「
わ
た
く
し
」
と
い
う
人

間
の
働
き
の
一
部
で
あ
り
、
全
体
（
百
骸
九
竅
）
で
は
な
い
。
全
体
が

一
部
（
心
・
私
意
）
に
翻
弄
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
「
道
」
こ
そ
、

和
歌
で
西
行
が
、
連
歌
で
宗
祇
が
、
絵
画
で
雪
舟
が
、
茶
道
で
利
休
が

求
め
た
世
界
で
あ
る
と
芭
蕉
は
考
え
た（『
笈
の
小
文
』）。
俳
諧
に
よ
っ

て
私
意
を
制
御
し
、
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
れ
が
芭
蕉
晩
年
に
輪

郭
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
「
軽
み
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
に
は
、
例
え
ば
最
晩
年
の
発
句
を
羅
列
す
れ

ば
済
む
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
臨
終
の
前
日
に
施
し
た
芭
蕉
最
後
の
発
句

指
導
に
よ
っ
て
確
認
す
る
。

　

芭
蕉
は
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
九
月
八
日
に
、
門
人
の
支
考
と
素

牛
（
惟
然
）、実
家
の
又
右
衛
門
（
兄
の
息
子
）、そ
し
て
二
郎
兵
衛
（
内

縁
関
係
に
あ
っ
た
寿
貞
の
子
）
ら
に
付
き
添
わ
れ
て
郷
里
伊
賀
を
出
発

し
、
九
日
の
重
陽
を
奈
良
で
迎
え
て
大
坂
に
入
っ
た
。
門
人
の
不
仲
を

仲
裁
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
病
衰
を
押
し
て
の
旅
で
、
そ
の
翌
晩
か
ら

悪
寒
と
頭
痛
に
襲
わ
れ
、月
末
に
は
つ
い
に
激
し
い
下
痢
が
加
わ
り
、次

第
に
悪
化
し
て
、
十
月
十
二
日
に
臨
終
を
迎
え
て
い
る
。

　

そ
の
前
日
、
芭
蕉
は
朝
か
ら
食
を
遠
ざ
け
、
不
浄
を
清
め
、
香
を
焚

い
て
安
臥
し
た
。
そ
し
て
夜
に
至
り
、
看
護
の
門
人
た
ち
に
夜
伽
の
句

を
命
じ
た
。
す
な
わ
ち
次
の
七
句
で
、芭
蕉
は
丈
草
の
「
う
づ
く
ま
る
」

の
句
の
み
「
丈
草
出
で
来
た
り
」
と
称
賛
し
た
（「
芭
蕉
翁
終
焉
記
」『
去

来
抄
』）。
私
意
を
捨
て
、「
今
」
の
一
刻
を
誠
実
に
生
き
る
と
い
う
「
軽

み
」
に
叶
う
句
は
こ
の
一
句
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

う
づ
く
ま
る
薬
の
下
の
寒
さ
か
な　
　
　
　

丈
草

し
か
ら
れ
て
次
の
間
へ
出
る
寒
さ
か
な　
　

支
考

引
張
り
て
ふ
と
ん
ぞ
寒
き
笑
ひ
声　
　
　
　

惟
然

お
も
ひ
寄
る
夜
伽
も
し
た
し
冬
ご
も
り　
　

正
秀

鬮く
じ

と
り
て
菜
飯
焚
か
す
る
夜
伽
か
な　
　
　

木
節

病
中
の
あ
ま
り
す
す
る
や
冬
ご
も
り　
　
　

去
来

皆
子
な
り
み
の
む
し
寒
く
鳴
き
尽
く
す　
　

乙
州

　

一
句
の
完
成
度
で
い
え
ば
、
支
考
の
「
し
か
ら
れ
て
」
句
に
も
高
い

も
の
が
あ
る
が
、
正
秀
の
「
お
も
ひ
寄
る
」
や
乙
州
の
「
皆
子
な
り
」、

正
秀
の
「
お
も
ひ
寄
る
」
な
ど
と
同
じ
く
、
臨
終
の
時
宜
を
そ
れ
て
い
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る
。
看
護
す
る
者
た
ち
の
笑
い
声
を
と
ら
え
る
惟
然
や
、
木
節
の
く
じ

引
き
の
句
の
飄
逸
は
憎
め
な
い
が
、や
は
り
空
気
が
読
め
て
い
な
い
。蕉

門
随
一
の
人
格
者
と
評
さ
れ
る
古
参
去
来
で
さ
え
、
そ
の
句
は
ま
っ
た

く
夜
伽
の
緊
張
感
を
心
得
て
い
な
い
。
芭
蕉
の
求
道
の
終
着
地
は
門
人

の
理
解
さ
え
な
か
な
か
及
ば
な
い
境
地
で
あ
っ
た
。

む
す
び
に

　

夜
伽
の
句
を
命
じ
た
前
日
の
十
月
十
日
、
容
態
の
急
変
を
悟
っ
た
芭

蕉
は
、
家
郷
の
兄
松
尾
半
左
衛
門
に
宛
て
て
自
筆
の
遺
書
を
し
た
た
め

た
。「
記し
る

す
と
こ
ろ
は
、
先
立
つ
こ
と
の
挨あ
い

拶さ
つ

と
、
伊
賀
蕉
門
の
人
々
へ

の
訣け
つ

別べ
つ

だ
け
の
簡
単
な
文
で
あ
る
。
日
々
が
真
剣
勝
負
で
あ
っ
た
芭
蕉

に
は
、
辞
世
の
吟
も
無
い
」（
富
山
奏
『
芭
蕉
文
集
』）。
そ
の
一
節
に

「
こ
こ
に
至
り
て
、申
し
上
ぐ
る
こ
と
御
座
無
く
候
」
と
あ
る
。
死
期
を

迎
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
申
し
上
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
臨
済
禅
に
学
ん
で
、「
頓
悟
」
と
は
違
う
、
日
々
の

「
問
答
」
を
生
き
た
芭
蕉
の
答
え
が
あ
る
。
風
羅
坊
と
名
づ
け
た
私
意

（
心
）
を
制
御
す
る
た
め
に
、言
い
替
え
れ
ば
「
軽
み
」
に
辿
り
つ
く
た

め
に
、
俳
諧
を
そ
の
師
と
し
て
生
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
生
涯
の
第
一
期
（
伊
賀
在
郷
時
代
）
と
第
二
期
（
江
戸
市
中
居

住
期
）
は
貞
門
・
談
林
と
い
う
流
行
に
遊
ん
で
言
葉
遊
び
に
終
始
し
た

が
、
第
三
期
（
深
川
隠
棲
初
期
）
は
一
転
し
て
反
俗
・
孤
高
・
閑
寂
・

枯
淡
・
貧
寒
を
偽
装
。
し
か
し
、
無
常
迅
速
を
実
感
し
た
果
て
に
芭
蕉

が
選
ん
だ
も
の
は
、
第
四
期
（
野
晒
行
脚
期
）
以
降
の
漂
泊
と
い
う
問

答
の
か
た
ち
で
、「
月つ
き

日ひ

は
百は
く

代た
い

の
過く
わ

客か
く

に
し
て
行ゆ
き

か
ふ
年
も
又
旅
人

也
」（『
お
く
の
ほ
そ
道
』
深
川
出
庵
）
に
象
徴
さ
れ
る
「
逢
っ
て
別
れ

る
」
日
々
の
追
求
で
あ
っ
た
。

　

頭
陀
袋
と
数
珠
を
持
っ
て
修
行
僧
を
気
ど
る
。
出
家
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
半
僧
反
俗
で
す
ら
な
い
が
、
見
せ
か
け
の
剃

髪
姿
、
禅
宗
が
携
え
る
十
八
の
念
珠
を
持
ち
、
物
乞
い
の
行
脚
僧
に
身

を
や
つ
す
。
晩
年
の
門
人
惟
然
（
素
牛
）
が
増
幅
、
激
化
さ
せ
た
よ
う

に
、
こ
の
「
や
つ
し
」
と
い
う
生
き
方
も
一
種
の
「
軽
み
」
な
の
で
あ

る
。

　

芭
蕉
の
言
説
に
「
文ぶ
ん

台だ
い

引
き
下
ろ
せ
ば
、す
な
は
ち
反ほ
う
ぐ古
な
り
」（『
三

冊
子
』）
と
い
う
名
言
が
あ
る
。
俳
諧
の
座
（
会
席
）
に
着
い
た
ら
、い

ま
展
開
し
て
い
る
付つ
け

合あ
い

に
集
中
し
、
句
を
付
け
る
順
番
が
来
た
ら
、
感

じ
た
と
こ
ろ
を
す
み
や
か
に
詠
ん
で
、
あ
と
は
宗
匠
の
捌
き
（
判
定
）
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を
受
け
入
れ
れ
ば
よ
い
。
こ
う
し
て
、連
句
一
巻
が
巻
き
終
わ
れ
ば
、そ

の
記
録
は
紙
屑
に
等
し
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

　
「
軽
み
」
と
は
今
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い

う
が
、
過
去
も
未
来
も
自
分
の
手
許
に
は
な
い
。
現
在
だ
け
が
自
分
と

向
き
合
え
る
時
間
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
長
明
や
兼
好
と
の
決
定
的
な
違

い
が
あ
る
。
こ
れ
を
近
代
と
呼
ん
で
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
が
垣

間
見
え
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
「
芭
蕉
生
誕
３
７
０
年
」
を
記
念
し
、俳
文
学
会
東
京

研
究
例
会
が
協
賛
す
る
江
東
区
公
開
講
座
（
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十

一
日
、
於
深
川
江
戸
資
料
館
レ
ク
ホ
ー
ル
）
に
お
け
る
講
演
「
求
道
の

終
着
地　

─
長
明
・
兼
好
・
芭
蕉
─
」
を
論
文
の
体
裁
に
仕
立
て
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
常
に
今
栄
蔵
著
『
芭
蕉
年
譜
大
成
』（
角
川
書

店
）
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
本
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、
文
字
は
適
宜

現
行
の
も
の
に
改
め
、
送
り
仮
名
や
濁
点
を
補
い
、
漢
文
書
き
は
書
き

下
す
な
ど
、
読
解
の
便
を
心
掛
け
た
。
な
お
、
当
日
福
田
安
典
氏
（
日

本
女
子
大
学
教
授
）
よ
り
、
近
年
の
兼
好
法
師
研
究
に
関
す
る
助
言
を

い
た
だ
い
た
こ
と
書
き
添
え
、
こ
こ
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。




