
す
み
か

俳
諧
の
大
成
者
と
さ
れ
る
芭
蕉
は
「
旅
を
栖
と
す
」
る
ほ
ど
、
そ
の
人

生
で
多
く
の
旅
に
出
た
。
し
か
し
、
そ
の
人
生
で
九
州
の
土
を
踏
む
こ
と

は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
禄
後
期
に
は
蕉

門
俳
諧
に
親
し
む
俳
人
が
九
州
の
地
に
一
定
数
存
在
し
て
い
た
。
享
保
期

に
入
る
と
野
披
の
度
重
な
る
九
州
行
脚
も
功
を
奏
し
、
九
州
の
地
で
の
蕉

風
俳
諧
へ
の
支
持
を
取
り
付
け
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
芭
蕉
の
直
弟
子
で
あ
り
、
美
濃
派
の
祖
で
あ
る
支
考
も

九
州
に
蕉
門
俳
諧
の
種
を
植
え
、
そ
れ
を
安
楽
坊
春
波
が
地
道
に
醸
成
し

て
い
っ
た
。
美
濃
派
の
文
台
授
与
や
秘
伝
の
授
与
な
ど
巧
み
で
戦
略
的
な

経
営
に
よ
っ
て
九
州
俳
壇
の
蕉
門
化
を
盤
石
な
も
の
に
し
て
い
っ
た
こ
と

は
先
学
に
よ
っ
て
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

対
照
的
に
、
芭
蕉
生
前
の
九
州
俳
壇
は
古
風
の
貞
門
・
談
林
の
俳
風
が

根
強
く
浸
透
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
貞
門
俳
人
の
立
圃
は
筑
前
国
秋
月
藩

主
黒
田
長
興
と
風
交
が
あ
っ
た
ほ
か
、
重
頼
・
季
吟
な
ど
一
門
の
重
鎮
も

九
州
と
は
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
在
九
州
の
貞
門
俳
人
を
多
く
生
み
出
し
た
。

序
89188・89 

日
田
俳
壇
考

I

九
州
で
の
蕉
風
結
実
を
支
え
た
三
俳
人
ー

105 I 104 ・ 105 

110 I 109 ・ 110 ・ 
lll ・ 112 

オク山ニネコマタトイフ 心ノトリ、、二愚ナル事ヲ論シテ前段二次
第ル者也マタトハ物ヲヘタル名敷コ、ラニモネコノヘアカリテネコマI久保田
タニ成テトアリ猫和名集祢古麻
北ノヤカケニキエノコリタル雪イタウ
キ体也
身ヲオサメ国ヲタモタン

前段ニヒトシクエンニャサシ
1久保田

此段前後ノ余義也身安国家可保也
島内

lll I 109 ・ 110 ・ 
111 ・ 112 

116 I 114 ・ 115 ・ 
116 

1181118 ・ 119 

叫136 1135 ・ 136 

1541153 ・ 154 

158 I 158 ・ 159 ・ 
160 

ま
た
、
談
林
派
に
関
し
て
は
祖
師
宗
因
が
九
州
と
関
係
が
深
か
っ
た
こ

と
も
あ
る
が
、
延
宝
期
に
お
い
て
、
そ
の
弟
子
西
鶴
が
九
州
に
門
下
を
置

き
影
響
を
与
え
た
。
具
体
的
に
は
、
宗
因
と
も
関
係
を
持
つ
筑
前
の
西
海

や
筑
後
の
西
与
、
豊
後
日
田
の
西
国
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
生
前
の
九
州
で
は
、
貞
門
や
談
林
と
い
っ
た
古
風

俳
諧
が
広
く
親
し
ま
れ
て
お
り
、
ま
だ
蕉
風
俳
諧
に
親
し
む
俳
人
は
、
去

来
の
親
戚
筋
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
九
州
の
地
理
的
限
界
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
元
禄
七
年

（
一
六
九
四
）
の
芭
蕉
没
後
の
直
弟
子
た
ち
の
九
州
曳
杖
を
き
っ
か
け
に
九

州
俳
壇
の
蕉
風
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
く
。

豊
後
日
田
と
い
え
ば
、
芭
蕉
の
没
後
に
お
い
て
肥
前
の
長
崎
と
と
も
に

九
州
に
お
け
る
蕉
門
の
一
淵
薮
と
い
え
る
。

風
国
撰
『
初
蝉
」
（
元
禄
九
年
九
月
、
京
都
井
筒
屋
庄
兵
衛
刊
、
鳥
落
人
序
、

自
跛
）
に
は
、
こ
の
日
田
の
俳
人
か
ら
朱
拙
．
寂
芝
・
釣
壺
の
三
名
が
入

選
し
て
い
る
。
ま
た
、
北
枝
編
『
喪
の
名
残
』
（
元
禄
十
年
十
一
月
、
京
都

井
筒
屋
庄
兵
衛
・
金
沢
三
屋
五
郎
兵
衛
刊
、
半
紙
本
二
、
自
序
、
秋
の
坊
跛
）

と
い
う
芭
蕉
の
三
回
忌
の
追
善
集
が
編
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
紫
道
・

慎

杉

泰

輝
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野
紅
が
入
集
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
其
角
編
と
も
い
わ
れ
て
い
る
『
俳
諧

錦
繍
緞
』
（
元
禄
十
年
冬
、
江
上
隠
士
山
松
子
序
）
に
は
り
ん
女
が
入
集
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
九
州
で
は
い
ち
早
く
蕉
風
を
嗜
ん
で
い
た
長
崎
の
去
来

の
親
類
た
ち
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
豊
後
日
田
俳
壇
（
以
下
、
日
田
俳
壇
）

の
俳
人
た
ち
の
早
期
の
活
躍
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
芭
蕉
没
後
ニ
・
三
年
の
間
に
古
風
俳
諧
が
根
付
い
て
い
た
日
田
に

お
い
て
、
な
ぜ
蕉
風
俳
諧
が
こ
こ
ま
で
急
速
に
流
布
し
て
い
っ
た
の
か
。

そ
れ
に
は
、
朱
拙
・
野
紅
・
り
ん
女
の
三
俳
人
が
大
き
く
尽
力
し
て
い
る
。

特
に
、
り
ん
女
は
中
央
俳
人
の
受
け
入
れ
所
と
し
て
の
役
割
と
俳
人
と

し
て
作
品
を
磨
き
上
げ
て
い
っ
た
と
い
う
両
面
で
評
価
の
で
き
る
人
物
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

旧
来
の
研
究
で
は
、
大
内
初
夫
氏
（
以
下
、
大
内
氏
）
が
そ
の
大
著
『
近

世
九
州
俳
壇
史
の
研
究
」
で
、
氏
の
収
集
し
た
膨
大
で
貴
重
な
資
料
を
も

と
に
隅
々
ま
で
行
き
届
い
た
九
州
俳
壇
史
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
貴
重
な
先
行
研
究
を
も
と
に
こ
の
三
者
が
ど
の
よ
う
に
九
州
俳
壇
の
蕉

門
化
に
携
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
深
化
さ
せ
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
全
体
と
し
て
、
読
者
の
解
読
の
便
を
考
慮
し
て
表
記

を
改
め
た
り
、
フ
リ
ガ
ナ
や
傍
線
等
を
施
し
た
り
し
た
箇
所
が
あ
る
。

貞
門
に
学
び
、
談
林
に
遊
び
、
延
宝
末
期
に
既
存
の
俳
風
に
疑
念
を
抱

き
、
蕉
風
と
い
う
自
身
の
俳
風
を
生
み
出
し
、
蕉
門
と
い
う
一
大
俳
諧
集

団
を
成
し
た
松
尾
芭
蕉
は
、
元
禄
七
年
十
月
十
二
日
に
、
大
坂
南
御
堂
前

央
俳
壇
の
流
行
に
も
疎
く
、
情
報
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
た
め
に
、
惟
然
を
も
っ
て
し
て
も
宿
を
貸

し
て
く
れ
る
家
な
ど
な
く
、
苦
戦
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
、
行
脚
中

の
み
す
ぼ
ら
し
い
風
体
の
惟
然
を
歓
迎
す
る
家
な
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

日
田
に
お
い
て
は
こ
の
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
の
行
脚
俳
人
が
芭
蕉
の
高
弟
惟

然
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
地
元
俳
人
が
手
厚
く
も
て
な
し
た
と
い
う
。

当
時
、
指
導
者
不
在
で
あ
っ
た
日
田
俳
人
に
と
っ
て
惟
然
の
来
訪
は
新

し
い
指
針
を
得
る
好
機
で
あ
っ
た
。
同
時
に
惟
然
に
と
っ
て
も
ス
ム
ー
ズ

に
蕉
風
伝
播
を
行
な
う
こ
と
の
出
来
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
両
者
の
需
要
と
供
給
の
歯
車
が
見
事
に
一
致
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

惟
然
の
行
脚
に
よ
る
日
田
俳
壇
の
蕉
風
化
に
つ
い
て
大
内
氏
は
以
下
の

よ
う
に
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

指
導
者
西
国
を
失
っ
て
間
も
な
い
日
田
の
俳
人
た
ち
に
「
蕉
門
の
寂
あ

り
、
花
あ
る
事
を
勧
め
励
ま
し
」
た
の
で
、
朱
拙
・
紫
道
・
幽
泉
な
ど

の
同
地
連
中
は
談
林
と
違
っ
た
閑
寂
幽
玄
の
蕉
風
の
詩
境
に
魅
せ
ら
れ
、

急
速
に
蕉
風
化
し
て
い
っ
た
01

引
用
箇
所
の
前
半
部
分
は
、
単
純
な
事
実
だ
と
し
て
も
、
傍
線
を
付
し

た
後
半
部
分
は
い
さ
さ
か
希
望
的
観
測
に
拠
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
筆
者
の
意
見
を
以
下
に
示
し
て
い
く
。

今
し
が
た
元
禄
八
年
の
惟
然
の
日
田
行
脚
時
に
こ
の
地
域
に
は
俳
諧
の

指
導
者
が
不
在
で
あ
っ
た
と
い
う
旨
を
述
べ
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
地
域

の
俳
人
を
束
ね
て
い
た
の
は
、
談
林
派
の
西
国
（
正
保
四
＼
元
禄
八
年
）

一
、
元
禄
七
年
前
後
の
九
州
俳
壇

の
花
屋
仁
右
衛
門
貸
座
敷
で
没
し
た
。
生
前
の
芭
蕉
は
行
脚
に
行
脚
を
重

ね
、
各
地
に
自
身
の
信
奉
者
を
得
て
、
そ
れ
ら
芭
蕉
の
教
え
に
賛
同
し
俳

諧
の
腕
を
磨
い
た
者
た
ち
は
今
日
蕉
門
俳
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
芭
蕉
は
生
前
に
九
州
の
土
を
踏
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

あ
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
は
九
州
四
国
を
旅
し
て
み
た
い
と
い
う
願
望

を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
芭
蕉
の
直
弟
子
去
来
の
長
綺
在
住
の
親
戚
筋
の
者
た
ち

を
除
け
ば
、
九
州
の
蕉
門
人
口
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、

九
州
蕉
門
の
よ
う
な
俳
諧
文
化
圏
を
構
成
で
き
る
ほ
ど
の
人
数
は
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
風
国
撰
『
初
蝉
』
（
元
禄
九
年
九
月
刊
）
に
日
田
の
俳
人
の
句

が
入
集
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
少
し
ず
つ
九
州
に
去
来
の
親

戚
筋
以
外
に
蕉
風
を
嗜
む
俳
人
が
登
場
し
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
の
風
国

撰
『
初
蝉
」
で
あ
る
が
、
序
文
は
鳥
落
人
、
す
な
わ
ち
、
惟
然
が
担
当
し

て
い
る
。

惟
然
は
芭
蕉
が
没
し
た
翌
年
で
あ
る
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
秋
の
頃

に
京
を
出
立
し
仲
秋
の
名
月
頃
に
小
倉
か
ら
九
州
に
入
り
、
長
崎
街
道
を

通
っ
て
卯
七
亭
な
ど
去
来
の
縁
者
の
家
に
滞
在
し
風
交
を
重
ね
た
。
そ
し

て
、
島
原
か
ら
熊
本
に
入
り
、
大
津
・
阿
蘇
を
経
て
師
走
の
頃
に
日
田
に

入
り
し
ば
ら
く
逗
留
し
た
と
い
う
。

こ
の
時
期
の
長
崎
の
一
部
を
除
く
九
州
各
地
に
は
芭
蕉
の
「
ば
」
の
字

も
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
土
芳
「
蓑
虫
庵
集
」
に
は
、
惟
然
が
九
＇
州
を
巡
っ

て
い
た
時
に
彼
が
口
に
す
る
「
芭
蕉
」
と
い
う
の
は
女
の
名
前
か
と
聞
か

れ
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
九
州
の
片
田
舎
で
は
中

旦
い
い
い
い
，
し
い
’
'
ー
く
、
↓
，

l
・
1
,
c
孔
域
、
，
1
，

＼

註

け

涌

で
あ
っ
た
。

こ
の
西
国
は
、
西
鶴
門
で
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
上
阪
し
西
鶴
か

ら
『
俳
諧
之
口
伝
」
を
受
け
、
宗
因
ら
談
林
諸
家
は
も
ち
ろ
ん
其
角
・
桃
隣
・

乙
州
と
い
っ
た
蕉
門
俳
人
と
も
関
係
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
「
地
方
に
お

け
る
談
林
の
最
有
力
者
」
（
『
俳
文
学
大
辞
典
』
大
内
氏
執
筆
）
と
評
価
さ

れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

西
国
が
没
し
た
の
が
元
禄
八
年
の
六
月
六
日
で
、
惟
然
が
日
田
の
地
を

訪
れ
た
の
が
同
年
の
師
走
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
国
の
死
後
半
年
ほ
ど
の
、

ま
だ
、
師
の
死
の
悲
し
み
冷
め
や
ら
ぬ
中
の
中
央
俳
人
の
登
場
で
あ
っ
た
。

西
国
と
い
う
中
央
俳
壇
と
の
つ
な
が
り
を
失
っ
た
田
舎
の
俳
人
た
ち
に

と
っ
て
、
中
央
俳
壇
と
の
つ
な
が
り
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
の
大
き
な
好
機
で

あ
っ
た
。

ま
た
、
西
国
は
前
記
の
よ
う
に
、
蕉
門
の
俳
人
と
も
風
交
を
も
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
日
田
の
俳
人
た
ち
は
九
州
の
ほ
か
の
地
域
の
俳
人
の
よ
う

に
「
芭
蕉
は
女
の
名
前
か
」
と
い
う
よ
う
な
愚
か
な
発
言
を
す
る
ほ
ど
俳

壇
の
動
向
に
暗
か
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
日
田
俳
壇
の
蕉
風

化
は
蕉
門
の
詩
境
に
魅
了
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
中
央

俳
壇
と
の
太
い
パ
イ
プ
を
失
っ
た
地
方
の
俳
壇
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
談
林

だ
の
蕉
門
だ
の
地
方
俳
人
か
ら
す
れ
ば
些
末
な
こ
と
で
、
い
ち
い
ち
気
に

し
て
い
ら
れ
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
よ
り
も
、
自
分
た
ち
の
俳
諧
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
日
本
全
体
の
俳
諧

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
忘
れ
ら
れ
る
方
が
ゆ
ゆ
し
き
問
題
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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か
れ渠

は
此
筋
の
野
人
に
し
て
論
ず
る
に
た
ら
ず
と
い
え
ど
も
久
し
く
初
心

の
為
に
虚
名
を
ひ
き
て
風
俗
を
み
だ
し
剰
晩
年
に
は
好
色
の
書
を
つ
く

り
て
活
計
の
謀
と
し
た
る
罪
人

と
激
し
く
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
談
林
派
に
所
属
し
て
い
る

と
い
う
意
識
や
談
林
の
方
向
性
を
理
解
し
納
得
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く

、。し
し
た
が
っ
て
、
朱
拙
と
い
う
人
物
を
何
派
の
俳
諧
師
と
分
類
す
る
こ
と

な
ど
で
き
な
い
。
こ
の
人
物
は
一
途
に
中
央
の
俳
諧
文
化
圏
か
ら
大
き
く

後
れ
、
取
り
残
さ
れ
て
い
る
九
州
俳
壇
の
現
状
を
憂
い
、
俳
諧
修
業
の
基

本
で
あ
る
行
脚
の
形
で
九
州
各
地
を
め
ぐ
り
そ
の
土
地
そ
の
土
地
の
俳
人

た
ち
と
直
に
交
わ
り
蕉
風
を
説
き
、
実
力
の
あ
る
者
を
見
つ
け
て
は
俳
書

を
刊
行
さ
せ
て
、
九
州
に
も
蕉
門
あ
り
と
知
ら
し
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

朱
拙
に
と
っ
て
蕉
風
俳
諧
と
は
、
九
州
俳
壇
の
俳
人
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ

プ
し
て
い
く
た
め
の
道
具
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

で
は
、
朱
拙
の
九
州
各
地
へ
の
度
重
な
る
行
脚
は
何
を
生
み
出
し
た
の

か
。
以
下
に
筑
豊
地
域
（
本
稿
で
は
、
現
在
の
福
岡
県
直
方
市
、
田
川
市
、

飯
塚
市
、
嘉
麻
市
近
辺
を
指
す
。
）
へ
の
行
脚
と
熊
本
地
域
（
現
熊
本
市
）

へ
の
行
脚
に
関
す
る
史
実
を
確
認
し
て
い
く
。

筑
豊
地
域
に
内
包
さ
れ
る
、
遠
賀
川
上
流
の
嘉
穂
地
区
は
長
崎
街
道
・

秋
月
街
道
の
要
衝
地
域
で
あ
る
た
め
、
行
脚
俳
人
が
多
く
こ
の
地
を
通
過

し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
前
後
に

と
そ
の
矢
数
俳
諧
を
厳
し
く
攻
撃
し
、
さ
ら
に
は

西
国
亡
き
後
、
日
田
の
よ
う
な
山
の
中
に
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
惟
然
が
訪

れ
た
こ
と
か
ら
、
時
流
に
乗
る
形
で
、
見
か
け
の
上
で
は
蕉
門
に
転
じ
た

よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
、
ど
れ
だ
け
の
日
田
俳

人
が
蕉
風
を
わ
き
ま
え
、
芭
蕉
の
俳
諧
哲
学
を
正
し
く
理
解
し
た
の
か
は

甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
日
田
俳
壇
の
蕉
門
化
は
芭
蕉
の
俳
諧
哲
学
に
感
化
さ
れ
て

起
こ
っ
た
高
尚
な
転
向
で
は
な
く
、
地
方
の
小
さ
な
俳
諧
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
生
き
残
る
た
め
に
必
死
に
考
え
た
結
果
、
泥
臭
く
も
俳
壇
に
生
き
残
る

た
め
の
俳
風
の
転
向
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
日
田
俳
壇
の
生
き
残
り
を
か
け
た
蕉
風
化
成
功
の
功
労
者
は
朱
拙
．

野
紅
・
り
ん
女
の
三
俳
人
で
あ
る
。
ま
た
、
元
禄
八
年
師
走
の
惟
然
行
脚

以
降
の
九
州
俳
壇
の
支
柱
と
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
や
は
り
こ
の
日
田
俳

壇
で
あ
る
。

以
下
に
詳
し
く
三
者
の
功
績
を
整
理
し
て
い
く
。

二
、
朱
拙
の
功
績

朱
拙
（
承
応
一
了
~
享
保
十
八
）
は
、
豊
後
国
日
田
の
俳
諧
師
で
あ
り
、

芭
蕉
死
後
の
俳
諧
の
世
界
に
お
い
て
九
州
蕉
門
の
指
導
者
と
い
え
る
存
在

で
あ
る
。

こ
の
人
物
は
、
若
い
時
分
に
は
儒
学
の
オ
を
使
っ
て
立
身
出
世
を
試
み

る
も
の
の
夢
破
れ
て
、
そ
の
後
は
専
ら
俳
諧
に
遊
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

生
没
年
に
の
み
着

H
し
て
考
え
て
み
る
と
、
芭
蕉
（
正
保
元
＼
元
禄
七
）

や
宗
因
（
慶
長
十
＼
天
和
二
）
と
の
交
流
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、

残
念
な
が
ら
彼
ら
に
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
資
料
は
な
い
。

ま
た
彼
は
、
は
じ
め
は
談
林
を
嗜
ん
だ
も
の
の
、
後
に
日
田
を
訪
れ
た

惟
然
の
影
響
を
受
け
蕉
風
に
転
じ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
説
明
で
あ
る
。

無
論
、
こ
の
先
学
に
よ
る
説
明
を
否
定
す
る
気
は
な
い
が
、
「
談
林
を
嗜

ん
だ
」
と
い
う
よ
り
は
西
匡
と
い
う
談
林
派
の
俳
人
と
風
交
が
あ
り
、
仲

が
良
か
っ
た
が
、
惟
然
の
筑
紫
行
脚
を
期
に
芭
蕉
の
俳
諧
哲
学
に
触
れ
元

禄
八
年
当
時
の
日
田
俳
壇
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
下
か
ら
、
必
要
に
迫
ら

れ
て
蕉
風
に
転
じ
た
と
い
う
の
が
最
適
解
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

彼
の
大
き
な
功
績
は
蕉
風
を
九
州
俳
人
に
広
め
て
回
り
、
多
く
の
俳
書
出

版
の
後
見
を
行
な
い
、
地
元
俳
人
の
俳
諧
活
動
を
応
援
し
、
ひ
い
て
は
俳

諧
文
化
圏
の
活
動
を
活
性
化
し
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
し
て
、
九
州
談
林
の
有
力
者
で
あ
る
西
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
朱
拙
と
西
国
を
師
弟
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
師
弟
の
関
係

が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
二
人
は
主
従
と
か
上
下
と
い
っ
た
関

係
で
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
日
田
の
山
中
に
あ
っ
て
互
角

に
俳
諧
に
遊
ぶ
こ
と
の
出
来
る
教
養
の
持
ち
主
と
し
て
認
め
あ
っ
て
い
た

と
考
え
る
の
が
良
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
西
国
追
善
の
た
め
に
朱
拙
が
旬
を
送
る
な
ど
、
そ
の
死
後
に

お
い
て
も
朱
拙
が
西
国
を
敬
慕
し
て
い
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
が
、
一
方
で
西
国
の
師
で
あ
る
西
鶴
に
つ
い
て
は
、

難
波
の
西
鶴
と
い
ふ
も
の

‘
-
H
二
万
旬
の
ぬ
し
に
な
り
た
り
と
て
人

も
ゆ
る
さ
ゞ
る
―
一
万
翁
と
ほ
こ
り
た
る
は
も
と
よ
り
風
雅
の
瞥
者
な
れ

ば
力
な
し

朱
拙
は
こ
の
界
隈
に
遊
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
、
筑
豊
地
域
在
住
の
俳
人
で
あ
る
丹
山
・
外
川
（
在
直
方
）
や

一
定
・
如
雪
・
杉
明
・
直
水
・
友
川
（
在
頓
野
）
ら
が
朱
拙
編
『
け
ふ
の
昔
』

（
元
禄
十
二
年
刊
）
に
入
集
し
て
い
る
こ
と
や
、
紫
白
編
『
菊
の
道
』
（
元

禄
十
―
―
一
年
刊
）
に
は
、
「
朱
拙
に
別
る
」
と
記
さ
れ
た
一
定
・
外
川
の
旬
が

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
惟
然
の
日
田
逗
留
か
ら
わ
ず
か
四
・
五
年
の
う

ち
に
朱
拙
は
日
田
以
外
の
俳
人
を
巻
き
込
ん
で
風
交
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
こ
の
後
元
禄
十
四
年
春
に
も
こ
の
地
域
に
曳
杖
し
て
い
る
。
こ

の
曳
杖
時
に
は
、
こ
の
地
域
の
豪
家
で
あ
る
荒
巻
家
に
逗
留
し
、
助
然
と

交
流
を
持
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
、
筆
者
の
管
見
の
域
を
出
な
い
が
、
こ

の
助
然
は
こ
の
時
期
以
降
の
九
州
関
連
俳
書
や
歌
仙
に
そ
の
名
が
散
見
さ

れ
る
人
物
で
あ
る
。

し
か
し
、
元
禄
十
四
年
以
前
の
九
州
関
連
俳
書
に
名
前
が
見
え
な
い
と

こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
こ
の
時
に
は
ま
だ
俳
諧
初
心
者
で
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
宿
を
提
供
す
る
代
わ
り
に
朱
拙
に
俳
諧
の
手
ほ
ど
き
を

し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
、
助
然
は
『
蝶
す
が
た
」
（
朱
拙
序
、

助
然
自
跛
）
を
上
梓
し
て
い
る
。
そ
の
自
祓
に
「
蕉
門
高
達
の
句
ど
も
、
函
(II

箱
）
底
に
た
め
置
け
る
に
、
我
が
方
の
吟
句
を
と
り
ま
ぜ
、
四
ツ
時
に
わ

か
ち
、
つ
れ
介
＼
の
観
と
な
し
け
る
を
、
此
は
る
四
方
郎

(11
朱
拙
）
に

か
た
り
あ
わ
せ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
の
春
の
朱
拙
の
助
燃
亭
逗

留
の
際
に
朱
拙
と
語
り
合
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
こ
の
一
書
を
成
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
書
が
、
朱
拙
後
見
の
書
で
あ
る
こ
と
は
ポ
イ
ン
ト
お
ひ
と
つ
で
あ
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る
が
、
お
も
し
ろ
い
の
は
こ
の
書
へ
の
入
集
者
で
あ
る
。
自
跛
に
も
あ
る

よ
う
に
、
こ
の
書
の
つ
く
り
は
芭
蕉
の
高
達
の
旬
に
「
我
が
方
の
吟
旬
」

を
織
り
交
ぜ
た
も
の
で
あ
る
。

入
手
者
総
数
七
十
―
―
名
中
四
十
二
名
が
九
州
俳
人
で
、
四
十
二
名
中

三
十
一
名
が
筑
豊
界
隈
に
住
む
俳
人
た
ち
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
朱
拙
曳
杖
以
前
に
地
域
的
俳
諧
作
者
グ
ル
ー
プ
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
作
品
集
や
俳
書
を
成
す
機

会
に
恵
ま
れ
ず
自
身
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
出
来
ず
に
い
た
と
こ
ろ
に
朱
拙

が
背
中
を
押
し
、
筑
豊
の
地
に
も
俳
諧
を
嗜
む
文
化
圏
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
を
、
俳
諧
作
品
集
を
以
っ
て
示
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
朱
拙
と
肥
後
熊
本
地
方
の
俳
壇
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

晩
柳
編
『
放
烏
集
』
（
元
禄
十
四
年
刊
）
に
あ
る
こ
の
句
に
は
「
肥
州
熊

本
に
一
夜
や
ど
り
け
る
」
前
書
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
朱
拙
は
元
禄
十
四

年
以
前
に
熊
本
に
曳
杖
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
今
回
着
目
し
た
い
の
は
、
元
禄
十
五
年
十
月
の
行
脚
で
あ
る
。

同
十
二
日
、
熊
本
古
町
助
成
寺
境
内
に
芭
蕉
追
善
の
た
め
の
塚
、
茶
の
木

塚
を
建
立
し
、
住
持
使
帆
を
中
心
に
追
善
の
俳
筵
を
催
し
た
。
そ
の
座
に

朱
拙
は
参
加
し
て
い
る
。

「
あ
ら
墓
を
有
付
顔
に
し
ぐ
れ
哉
」
の
発
句
を
詠
じ
、
こ
れ
を
立
旬
と
し

て
百
韻
が
興
行
さ
れ
、
宗
匠
と
し
て
捌
き
も
朱
拙
が
行
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
元
禄
十
七
年
に
も
、
こ
の
地
の
古
老
長
水
の
七
回
忌
追
善
法
要

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
朱
拙
の
性
質
を
悪
く
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
政
治
的
感
鴬
の
持
ち
主
を
否
定
的
に
見
て
は

い
け
な
い
。

当
時
の
文
化
的
離
れ
小
島
で
あ
っ
た
九
州
の
俳
壇
を
盛
り
立
て
る
こ
と

を
考
え
た
と
き
に
必
要
か
つ
重
要
な
戦
略
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
日
田
俳
壇
は
中
央
俳
壇
と
の
つ
な
が
り
を
絶
た
れ
る
か
ど

う
か
の
瀬
戸
際
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
朱
拙
の
判
断
と
行
動
は
肯

定
さ
れ
る
べ
き
だ
。

朱
拙
の
地
道
な
九
州
各
地
へ
の
行
脚
や
地
元
俳
人
た
ち
の
俳
書
出
版
の

後
押
し
、
中
央
俳
人
と
の
い
わ
ゆ
る
「
外
交
」
に
よ
っ
て
九
州
俳
壇
を
盛

り
立
て
支
え
て
い
っ
た
こ
と
が
彼
の
大
き
な
功
績
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
彼
の
若
い
こ
ろ
か
ら
の
学
問
の
積
み
上
げ
に
よ
る
教
養

深
さ
と
、
西
国
亡
き
後
の
九
州
俳
壇
を
憂
え
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
惟
然
や
風
国
と
の
交
流
の
中
か
ら
、
九
州
俳
壇
の
時
流
に
乗
り

そ
こ
な
っ
て
い
る
実
状
を
感
じ
取
り
、
す
ぐ
に
そ
の
身
体
を
つ
か
っ
て
九

州
俳
人
を
鼓
舞
し
に
向
か
う
あ
た
り
は
、
芭
蕉
の
追
随
者
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
野
紅
の
功
績

な
お
は
る

野
紅
（
万
治
一
―
-
＼
元
文
五
年
）
は
、
本
名
を
長
野
直
玄
と
い
い
、
豊
後

国
渡
里
村
の
庄
屋
で
あ
り
、
野
披
門
の
俳
人
で
あ
る
。
妻
り
ん
女
と
と
も

に
双
白
堂
と
も
号
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
双
白
堂
は
と
も
に
白
髪

に
な
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

花
植
る
土
一
升
も
城
下
か
な
朱
拙

の
た
め
に
杖
を
曳
い
て
い
る
。
朱
拙
と
長
水
に
面
識
が
あ
っ
た
と
い
う
事

実
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
使
帆
ら
熊
本
俳
人
に
と
っ
て
は
大
事
な
先

達
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
直
接
的
な
面
識
の
な
い
相
手

の
法
要
に
も
、
顔
を
出
し
「
人
息
に
動
く
位
牌
や
初
ざ
く
ら
」
の
旬
を
残

し
て
い
く
と
い
う
朱
拙
の
行
動
は
日
田
に
軸
足
を
置
き
な
が
ら
も
、
九
州

各
地
に
強
固
な
俳
諧
文
化
圏
を
根
付
か
せ
る
た
め
の
行
為
に
も
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
朱
拙
が
戦
略
的
に
九
州
各
地
の
俳
人
た
ち
の

支
持
を
得
る
べ
く
活
動
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
時
期
が
多
少
前
後
す
る
が
、
朱
拙
の
支
考
と
の
面
会
に
つ
い

て
も
述
べ
て
お
き
た
い
。
支
考
『
臭

H
記
』
に
よ
れ
ば
、
元
禄
十
一
年
六

月
四
日
に
豊
前
大
橋
に
逗
留
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
筑
前
黒
崎
か
ら
後
を
追
っ

て
き
た
と
い
う
朱
拙
の
突
然
の
訪
問
を
受
け
て
い
る
。

そ
の
際
に
、
朱
拙
が
新
刊
で
あ
っ
た
『
続
猿
蓑
』
を
持
っ
て
い
た
こ
と

も
書
か
れ
て
い
る
。
支
考
出
立
よ
り
後
の
元
禄
十
一
年
五
月
刊
の
『
続
猿
蓑
』

を
地
方
俳
人
で
あ
る
朱
拙
が
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
支
考
は
朱
拙
の
俳

諧
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
入
れ
を
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
九
州
に
あ
り
な

が
ら
、
新
刊
を
い
ち
早
く
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
情
報
網
と
伝
手
が

朱
拙
に
あ
っ
た
こ
と
も
こ
の
出
来
事
で
証
明
で
き
る
。

こ
の
時
朱
拙
は
、
中
津
・
日
田
・
玖
珠
と
自
身
の
郷
里
近
辺
を
案
内
し

二
十
日
ほ
ど
支
考
と
一
緒
に
行
動
を
し
て
い
る
。
支
考
の
九
州
行
脚
を
知

り
、
そ
の
宿
に
押
し
か
け
た
り
、
当
時
新
刊
で
あ
っ
た
『
続
猿
蓑
』
を
ち

ら
つ
か
せ
た
り
す
る
あ
た
り
は
、
戦
略
的
に
高
名
な
俳
人
に
近
づ
こ
う
と

い
う
朱
拙
の
し
た
た
か
な
性
質
が
う
か
が
え
る
。

り
ん
女
は
野
紅
の
後
妻
で
十
四
歳
年
下
で
あ
る
。
こ
の
年
の
差
や
経
済
的

余
裕
か
ら
か
、
野
紅
は
比
較
的
自
由
に
り
ん
女
に
俳
諧
活
動
を
許
し
て
い

る
。
こ
れ
が
、
野
紅
の
功
績
の
ひ
と
つ
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
行
脚
俳
人
を

手
厚
く
も
て
な
し
俳
交
の
場
を
提
供
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

俳
諧
作
家
と
し
て
の
力
量
は
、
今
回
横
に
置
く
と
し
て
、
日
田
俳
壇
の

経
営
と
い
う
面
に
お
い
て
、
本
州
か
ら
九
州
に
入
っ
て
い
く
、
ま
た
帰
っ

て
い
く
際
の
通
過
地
点
と
し
て
の
日
田
の
立
地
を
充
分
に
理
解
し
、
三
都

を
は
じ
め
と
す
る
本
州
を
伝
っ
て
九
州
を
訪
れ
る
俳
人
を
厚
遇
し
、
自
宅

に
逗
留
さ
せ
る
こ
と
で
、
最
新
の
情
報
か
ら
遮
断
さ
れ
が
ち
な
地
方
に
お

い
て
情
報
を
収
集
し
た
り
、
大
物
宗
匠
か
ら
の
指
導
の
機
会
を
得
た
り
し

て
い
た
。
そ
の
場
の
提
供
者
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
が
野
紅
で
あ
る
。

地
方
に
限
ら
ず
、
大
御
所
の
俳
人
と
一
座
し
た
と
い
う
事
実
は
、
俳
人
た

ち
に
と
っ
て
あ
る
種
の
ス
テ
イ
タ
ス
で
あ
る
。
ま
し
て
、
地
方
に
あ
っ
て

は
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
野
披
や
支
考
と
い
っ
た
蕉
門
の
大
御
所
も
日
田
野
紅
亭
に

逗
留
し
て
い
る
。

特
に
、
野
披
の
度
重
な
る
野
紅
亭
を
訪
問
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

元
禄
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
に
も
野
披
は
野
紅
亭
を
訪
れ
て
い
る
。
そ

し
ょ
う
こ
う
じ

の
と
き
の
状
況
は
、
野
紅
編
『
小
柑
子
』
（
元
禄
十
六
年
刊
）
に
記
さ
れ
て

い
る
。廿

七
日
豊
後
の
野
紅
亭
を
た
づ
ぬ
。
其
間
十
一
里
、
海
道
を
筋
違
に
わ

た
る
。
是
只
風
雲
の
た
め
に
負
笈
櫓
登
友
を
求
る
類
ひ
に
は
あ
ら
ね
ど
、

必
と
約
せ
し
事
な
ん
あ
り
け
ら
し
。
霜
月
空
の
雪
は
な
、
宵
よ
り
ち
ら
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四
、
り
ん
女
の
功
績

（
と
お
と
し
か
け
て
、
今
朝
の
天
ま
た
雨
な
り
け
り
。
人
馬
の
か
よ

ひ
に
泥
ふ
み
こ
ね
て
、
は
た
が
へ
し
・
萩
の
尾
峠
と
い
ふ
難
所
を
、
こ
A

に
す
べ
り
、
か
し
こ
に
ま
ろ
び
、
夜
に
入
っ
て
彼
家
に
た
ぐ
り
着
く
。

十
一
里
と
い
え
ば
、
久
留
米
、
日
田
間
の
距
離
に
近
し
い
。
野
披
は
野

紅
亭
に
訪
れ
る
前
に
、
久
留
米
の
佐
越
亭
に
一
か
月
ほ
ど
逗
留
し
て
い
る
。

こ
の
佐
越
は
、
野
紅
の
妻
で
あ
る
り
ん
女
の
弟
に
あ
た
る
人
物
で
久
留
米

の
有
力
な
宗
匠
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

『
小
柑
子
』
の
引
用
箇
所
を
見
る
に
悪
天
候
の
中
を
「
必
と
約
せ
し
事
な

ん
あ
り
け
ら
し
」
と
前
も
っ
て
約
束
が
あ
っ
た
た
め
に
野
紅
亭
ま
で
足
を

延
ば
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
以
前
に
野
披
と
野

紅
の
間
に
は
何
ら
か
の
風
交
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
田
に
あ
る
野
紅
亭
が
―
つ
の
目
的
地
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
後
、
宝
永
三
年
五
月
に
再
度
野
披
は
野
紅
亭
を
訪
れ
る
。
そ
の

際
の
野
紅
夫
妻
と
の
交
流
を
記
し
た
一
文
が
あ
る
。

そ
こ
に
は

又
今
年
此
宿
に
旅
寝
す
る
に
、
或

H
、
主
夫
婦
差
寄
て
此
郷
の
五
年
以

来
の
事
ど
も
物
語
せ
ら
れ
け
る
に
、
予
も
江
戸
・
難
波
の
事
な
ど
語
り

あ
ひ
侍
る

と
あ
る
。

前
回
、
野
紅
亭
を
訪
れ
て
か
ら
の
近
況
報
告
を
お
互
い
に
述
べ
て
い
る
。

特
に
、
野
披
は
元
禄
一
六
年
の
江
戸
の
大
火
の
体
験
な
ど
も
語
り
聞
か
せ

単
に
経
済
力
が
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
短
絡
的
な
も
の
で
は
な
い
。

亭
主
で
あ
る
野
紅
自
身
が
俳
諧
に
関
す
る
見
聞
を
深
め
て
お
か
な
く
て

は
い
け
な
い
。
行
脚
し
て
き
た
俳
人
が
ど
の
く
ら
い
の
腕
の
も
の
で
あ
る

の
が
、
彼
ら
が
持
っ
て
き
た
情
報
の
真
偽
や
自
身
が
互
角
に
渡
り
合
え
る

だ
け
の
俳
諧
に
関
す
る
知
識
や
創
作
力
を
身
に
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
、

日
田
俳
壇
と
い
う
俳
諧
文
化
圏
の
中
心
と
し
て
は
い
ら
れ
ま
い
。

野
紅
の
作
品
の
多
く
は
、
私
見
で
は
り
ん
女
と
ふ
た
り
で
詠
ん
だ
も
の

で
あ
る
。

し
か
も
、
り
ん
女
の
方
が
創
作
に
積
極
的
で
上
手
い
よ
う
な
気
さ
え
す

る
。
そ
の
一
証
左
と
し
て
、
野
紅
に
は
句
集
が
な
い
が
、
り
ん
女
に
は
『
紫

藤
井
発
句
集
』
『
若
卿
」
『
歌
仙
貝
発
句
』
と
い
う
旬
集
が
存
在
す
る
。

無
論
、
未
発
見
の
俳
書
も
多
く
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
野
紅
に
旬
集
が

な
か
っ
た
と
は
断
言
し
づ
ら
い
が
、
彼
は
創
作
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
レ
ベ
ル
を
下
げ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
日
田
と
い
う

土
地
が
用
無
し
の
地
に
な
ら
な
い
よ
う
に
行
動
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
句
作
は
り
ん
女
に
任
せ
つ
つ
、
自
身
は
庄
屋
の
名
に
恥
じ

な
い
程
度
の
教
養
は
身
に
つ
け
な
が
ら
も
、
も
う
少
し
戦
略
的
に
自
身
の

持
つ
肩
書
や
固
定
資
産
を
含
め
た
財
産
を
上
手
に
利
用
し
、
こ
の
地
域
の

文
化
圏
を
守
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
文
化
人
を
も
て
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
た
ち
も
勝
る
と
も

劣
ら
な
い
く
ら
い
の
そ
の
分
野
の
知
識
を
蓄
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
大
物

俳
人
の
定
宿
と
は
な
り
得
ま
い
。
さ
ら
に
は
、
野
披
が
先
の
よ
う
な
一
文

を
成
す
ほ
ど
の
頻
繁
で
深
い
交
流
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
文
化
的
交
流
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
日
田
俳
壇
の
経
営
と

宝
水
三
年
戌
五
月
十
七
日
東
紗
帽
野
披
敬
草

た
の
だ
ろ
う
。
野
紅
夫
妻
と
野
披
の
親
し
げ
な
交
流
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
原
文
で
は
、
こ
の
後
に
り
ん
女
の
夢
解
き
の
話
が
あ
り
、
最
後

っ

）

~
ヽ

家
久
し
く
も
ろ
白
髪
に
栄
行
て
、

ん
と
ぞ
、
各
も
申
し
け
る
の
み

猶
よ
ろ
こ
び
の
か
く
な
り
来
り
侍
ら

と
あ
る
。

ひ
と
つ
前
の
引
用
箇
所
に
あ
る
「
主
夫
婦
」
は
「
も
ろ
白
髪
に
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
双
白
堂
と
名
乗
っ
た
野
紅
・
り
ん
女
夫
妻
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
り
ん
女
の
夢
の
中
に
梅
の
木
が
出
て

く
る
こ
と
か
ら
、
「
梅
は
天
神
の
御
慈
悲
の
木
な
れ
ば
（
略
）
た
の
も
し
き
筋
」

と
り
ん
女
を
励
ま
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
章
は
一
一
人
の
幸
せ
を
願
っ

て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
野
披
・
野
紅
・
り
ん
女
の
仲
の
よ
い
様
子
や
野
披

の
く
つ
ろ
ぐ
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
地
方
行
脚
中
に
確
実
に
寝
床
を
提
供

し
て
く
れ
る
知
己
の
存
在
と
い
の
は
、
体
力
気
力
を
振
り
絞
る
行
脚
中
の

旅
人
に
と
っ
て
こ
の
上
な
く
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
野
紅
の
功
績
は
そ
の
庄
屋
と
い
う
立
場
か

ら
行
脚
俳
人
を
厚
く
も
て
な
し
日
田
に
旅
人
の
休
息
所
を
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
日
田
の
俳
諧
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
風
通
し
を
良
く
し
た
と
い
う
点

に
あ
る
。
行
脚
俳
人
と
地
元
俳
人
の
俳
交
の
場
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

し
て
は
失
敗
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
野
紅
夫
妻
は
そ
の
教
養
を
も
っ
て
旅

人
を
あ
き
さ
せ
る
こ
と
な
く
も
て
な
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

り
ん
女
（
延
宝
一
一
年
＼
宝
暦
七
年
）
は
筑
前
国
秋
月
の
医
師
遠
坂
晩
柳

の
娘
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
野
紅
に
そ
の
後
妻
と
し
て
嫁
い
だ
。
さ
ら
に
、

野
披
門
の
女
流
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

川
島
つ
ゆ
氏
に
よ
れ
ば
、
り
ん
女
が
野
紅
に
嫁
い
だ
の
は
り
ん
女

十
五
、
六
歳
の
頃
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
野
紅
と
の
間
に
五
男
七
女
を
も
う
け

る
。
ま
た
、
先
妻
の
子
も
三
人
い
た
た
め
十
五
人
の
子
供
の
母
親
で
も
あ
っ

た。
そ
の
人
生
は
、
決
し
て
平
た
ん
な
も
の
で
は
な
く
、
三
男
、
三
女
、
四
女
、
＿

5
 

四
男
を
幼
く
し
て
亡
く
す
と
い
う
不
幸
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
、
舅
姑
は
長

3

生
き
を
し
て
、
長
く
り
ん
女
を
監
視
し
た
。
夫
野
紅
は
先
述
の
通
り
、
庄

屋
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
盛
ん
に
九
州
に
杖
を
曳

く
本
州
の
俳
人
た
ち
を
自
宅
で
も
て
な
し
た
。
と
は
い
え
、
実
質
的
に
心

身
を
摩
耗
さ
せ
て
俳
人
た
ち
を
も
て
な
し
た
の
は
り
ん
女
で
あ
る
。
度
重

な
る
大
き
な
不
幸
や
恒
常
的
な
緊
張
に
耐
え
な
が
ら
八
十
四
年
の
天
寿
を

全
う
し
た
り
ん
女
の
俳
諧
と
い
う
文
芸
空
間
で
あ
っ
た
。
特
別
恵
ま
れ
た

何
か
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
普
通
の
女
性
で
あ
っ
た
り
ん
女
で
あ

る
が
、
そ
の
作
品
は
野
披
を
中
心
に
蕉
門
の
大
御
所
に
認
め
ら
れ
一
二
つ
の

句
集
も
成
し
て
い
る
。
野
披
が
認
め
る
魅
力
を
持
つ
女
流
俳
人
の
日
田
俳

壇
で
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
以
下
に
考
察
す
る
。

元
禄
十
一
年
六
月
十
四
日
に
支
考
は
友
人
雲
鈴
と
と
も
に
野
紅
亭
を
訪
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梅
清
し

な
を
此
す
ゑ
の

花
と
鳥

蕉

下

野

披

ま
た
、
本
文
の
末
尾
に
は
、

世
の
露
に
か
た
ぶ
き
や
す
し
百
合
の
花

昼
が
ほ
も
ち
い
さ
き
墓
の
あ
た
り
哉

こ
の
客
人
二
人
の
句
は
、
い
ず
れ
も
幼
子
を
哀
悼
し
て
い
る
。
特
に
、

雲
鈴
旬
は
、
幼
子
が
す
で
に
墓
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

娘
が
亡
く
な
っ
た
の
が
、
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
葬
送
が
終
わ
っ

て
本
当
に
間
も
な
い
日
の
来
訪
で
あ
っ
た
。
風
雅
を
解
す
る
夫
婦
と
墓
に

眠
る
そ
の
子
供
に
対
し
て
、
発
旬
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
慰
め
、
花
を

を
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
気
遣
い
に
旅
の
俳
人
た
ち
も
癒

さ
れ
魅
了
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
感
謝
の
ベ
ク
ト
ル
は
亭
主
野
紅
で

は
な
く
、
り
ん
女
に
向
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
り
ん
女
を
俳
人
と
し
て
評
価
し
た
の
が
野
披
で
あ
る
。
彼
は

九
州
へ
の
蕉
門
伝
播
の
功
労
者
で
あ
る
。
幾
た
び
も
の
九
州
曳
杖
で
地
道

に
九
州
に
蕉
風
俳
諧
の
種
を
植
え
付
け
て
い
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
彼

が
、
り
ん
女
を
以
下
の
よ
う
に
褒
め
称
え
て
い
る
。

何
か
し
野
紅
の
妻
自
然
と
誹
風
を
蕉
門
に
う
つ
せ
り

か
れ
ハ
師
を
見
す
し
て
句
を
知
事
甚
妙
な
り

あ
ふ
い
て
雲
鳥
花
月
な
ら
ひ
俯
て
は
水
石
一
草
も
心
を
か
よ
は
し

つ
く
り
な
せ
る
旬
は
玉
を
拾
ふ
て
な
ら
へ
た
る
か
こ
と
し
（
後
略
）

こ
の
一
文
は
、
大
内
氏
が
「
野
披
翁
讃
野
紅
妻
文
」
と
し
て
翻
刻
し
発

表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
野
披
の
筆
に
よ
る
も
の
見
て
間
違
い
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。

本
文
を
見
る
と
、
「
自
然
と
誹
風
を
蕉
門
に
う
つ
せ
り
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
西
国
健
在
の
時
か
ら
俳
諧
を
嗜
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し

く
は
、
弟
佐
越
も
俳
諧
を
嗜
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
野
紅
と
結
婚
す
る
前

か
ら
晩
柳
か
ら
多
少
の
手
ほ
ど
き
が
あ
り
、
俳
諧
と
の
接
点
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
芭
蕉
と
面
識
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
よ
く
蕉
風

を
理
解
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
「
旬
は
宝
を
拾
ふ
て
な
ら
へ
た
る

か
こ
と
し
」
と
り
ん
女
は
、
そ
の
創
作
能
力
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

支
考

雲
鈴

れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
こ
と
が
、
支
考
『
巣
日
記
』
（
元
禄
十
―
一
年
刊
）

-

）

 
,
1
 此

暁
な
ら
ん
、
野
紅
の
ぬ
し
、
夢
も
お
も
ひ
か
け
ぬ
事
に
、
を
さ
な
子

う
し
な
ひ
申
さ
れ
た
し
、
そ
の
妻
も
風
雅
の
こ
こ
ろ
ざ
し
あ
り
て
世
の

あ
は
れ
も
し
れ
り
け
る
。
ふ
た
り
の
中
の
か
な
し
さ
、
露
も
置
所
な
か

ら
ん

と
あ
る
。
期
せ
ず
し
て
、
支
考
は
夫
婦
が
幼
子
を
失
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で

野
紅
亭
に
到
着
し
て
し
ま
っ
た
。
無
論
、
幼
子
を
失
っ
た
悲
痛
を
思
い
や

る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
支
考
は
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
り

ん
女
も
「
風
雅
の
こ
こ
ろ
ざ
し
」
を
持
っ
て
い
て
「
世
の
あ
は
れ
も
し
」
っ

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
俳
諧
に
手
を
染
め
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
の
あ
と
に
は
次
の
よ
う
な

支
考
・
雲
鈴
・
野
紅
・
り
ん
女
の
発
句
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

露
川

手
向
け
た
二
旬
で
あ
る
。

こ
の
次
に
並
ぶ
野
紅
・
り
ん
女
の
句
に
は
「
子
を
お
も
ふ
道
に
と
い
ヘ

る
人
の
言
葉
も
、
今
の
身
の
う
へ
に
お
も
ひ
つ
ま
さ
れ
て
」
と
い
う
前
書

き
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

十
四
日
の
月
に
闇
あ
り
ほ
と
、
ぎ
す

面
か
げ
も
籠
り
て
蓮
の
つ
ぼ
み
か
な

幼
子
を
失
っ
た
両
親
の
悲
し
み
が
表
出
し
て
い
る
。
野
紅
句
で
は
「
闇

あ
り
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
深
読
み
か
も
し
れ
な
い
が
、

感
情
を
作
品
に
吐
き
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

り
ん
女
の
句
も
特
別
優
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
も
の
の
、
逝
っ
て
し
ま
っ

た
娘
の
安
ら
か
な
眠
り
を
望
む
母
の
静
か
な
祈
り
の
旬
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

娘
を
失
っ
た
＿
―
-
日
後
に
、
客
人
を
迎
え
、
そ
の
も
て
な
し
に
心
を
砕
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
り
ん
女
を
思
う
と
や
り
き
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
俳
壇
の
大
御
所
の
来
訪
は
、
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
享
保

元
年
に
は
名
古
屋
の
露
川
が
門
下
の
燕
説
と
と
も
に
野
紅
亭
に
滞
在
し
て

い
る
。
燕
説
撰
『
西
国
曲
』
（
享
保
二
年
刊
）
に
よ
れ
ば
、

老
衰
の
頭
痛
に
ま
く
ら
お
あ
た
ら
し
く
く
、
り
て
い
た
は

ら
れ
し
り
ん
女
に
申
す

伽
に
鳴
く
跡
や
枕
の
蛙
蝉

こ
の
露
川
の
前
書
き
を
読
む
と
、
り
ん
女
が
客
人
に
細
や
か
な
気
遣
い

の
句
を
記
し
て
い
る
。
「
蕉
下
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
り
ん
女
を
、
同
じ
芭
蕉

の
教
え
下
で
旬
作
に
励
ん
で
い
る
同
志
と
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

そ
し
て
、
「
梅
清
し
」
と
い
う
季
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
元
禄
十
五

年
十
一
月
―
―
十
七
日
か
ら
翌
十
六
年
―
一
月
中
旬
ま
で
長
く
逗
留
し
た
折
に
、

長
期
間
身
辺
の
世
話
を
し
て
く
れ
た
り
ん
女
へ
の
感
謝
の
手
紙
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
行
脚
俳
人
を
手
厚
く
も

て
な
し
て
く
れ
る
主
婦
と
し
て
の
り
ん
女
に
対
す
る
評
価
と
と
も
に
、
野

披
の
よ
う
に
彼
女
の
作
品
の
魅
力
を
認
め
る
俳
人
も
い
た
こ
と
が
解
る
。

野
披
は
、
彼
女
の
作
品
に
柑
当
惚
れ
て
い
た
よ
う
で
、
『
け
ふ
の
昔
』
に

掲
載
さ
れ
た
「
い
な
づ
ま
や
い
た
り
来
り
て
夜
を
明
す
」
の
り
ん
女
旬
に

対
し
て
、
「
秀
逸
ま
：
き
こ
え
侍
る
中
に
も
、
た
ゞ
あ
と
な
く
い
ひ
な
が
し

見
る
に
ま
ば
ゆ
く
お
も
ふ
に
ふ
か
し
。
更
に
エ
み
な
せ
る
あ
と
も
覚
え
ず
、

此
旬
の
右
に
立
て
ん
事
を
恥
る
と
い
へ
ど
、
み
だ
り
に
余
情
を
の
ぶ
」
と

評
価
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
元
禄
十
五
年
の
対
面
以
前
か
ら
、
野
披
は
彼
女
に
一
目

置
い
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
先
の
一
文
か
ら
、
実
際
に
一
座
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
は
、
尚
更
、
そ
の
評
価
は
高
ま
っ
た
と
い
え
る
。

野
紅

倫
女
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の
よ
う
な
、
か
わ
い
ら
し
い
句
も
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
り
ん
女
『
歌
仙

貝
発
句
』
（
正
徳
六
年
七
月
（
奥
書
）
、
稿
本
、
横
一
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
新
歌
仙
貝
と
古
歌
仙
貝
に
わ
か
れ
て
お
り
、
新
に
は
り
ん
女

旬
を
、
古
に
は
野
紅
旬
を
三
十
六
旬
ず
つ
、
貝
に
ち
な
ん
だ
旬
を
な
ら
ベ

て
い
る
。
右
の
旬
で
は
、
彼
女
の
お
茶
目
な
一
面
も
垣
間
見
え
る
。

う
き
人
の
秋
や
あ
わ
び
の
片
お
も
ひ

て
の
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
関
す
る
実
感
を
伴
っ
た
作
品
は
、
男
性
俳
人
で
は
表
現
で
き

な
い
。
男
性
俳
人
の
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
世
界
を
り
ん
女
は
そ
の
俳
諧

作
品
の
中
に
残
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
実
力
の
あ
る
女
流
俳
人
を
育

成
す
る
こ
と
で
近
世
に
お
い
て
俳
諧
と
い
う
文
芸
の
表
現
の
守
備
範
囲
が

広
が
る
と
確
信
し
た
野
披
は
彼
女
を
大
事
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

九
州
の
片
田
舎
で
、
女
性
が
女
性
と
し
て
本
音
を
こ
と
ば
に
で
き
る
と

い
う
の
は
、
稀
有
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
女
性
の
こ
ぼ
す

日
常
の
本
音
は
、
周
囲
の
俳
人
た
ち
に
と
っ
て
も
刺
激
的
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
彼
女
の
作
品
や
俳
文
に
現
れ
る
女
性
的
な
、
母
親
的
な
、
主

婦
的
な
感
覚
と
い
う
の
は
、
近
世
俳
壇
の
視
野
を
広
げ
た
と
い
え
る
。

旧
来
あ
ま
り
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
俳
人
で
あ
る
が
、
夫
野
紅
を
支

え
た
か
い
が
い
し
い
妻
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
俳
人
り
ん
女
の
底
力
は
、

今
後
さ
ら
に
精
緻
に
分
析
す
る
に
値
す
る
。

最
後
に
、
り
ん
女
は
生
活
観
漂
う
旬
以
外
に
も
、

結

で
は
な
ぜ
、
野
披
が
こ
の
よ
う
に
り
ん
女
の
作
品
に
感
じ
入
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
女
の
作
品
の
女
性
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

以
下
に
り
ん
女
句
を
並
べ
て
み
た
い
。

お
の
づ
か
ら
恨
も
え
立
つ
砧
哉

乳
呑
子
の
耳
の
早
さ
や
雉
子
の
声

出
か
は
り
や
飽
い
た
な
が
ら
も
お
し
み
顔

は
た

櫛
入
れ
る
か
ら
巻
機
や
初
さ
く
ら

涼
し
さ
や
髪
結
ひ
直
す
朝
き
げ
ん

糸
よ
り
て
け
ふ
も
く
ら
し
つ
き
り
人
＼
＇
す

こ
の
六
句
は
男
性
の
視
点
で
は
な
か
な
か
詠
む
こ
と
の
難
し
い
情
景
で

は
な
か
ろ
う
か
。

無
論
、
俳
諧
は
虚
構
世
界
に
遊
ぶ
文
芸
で
あ
る
の
で
、
男
性
が
女
性
視

点
で
も
の
を
見
て
創
作
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
景
物
を
切
り
取

る
視
座
が
主
婦
で
あ
り
、
母
の
目
線
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
男
に
は
真
似
す

る
こ
と
の
出
来
な
い
業
で
あ
る
。

特
に
、
一
旬
目
は
、
主
婦
の
本
音
の
よ
う
な
も
の
が
漏
れ
て
い
て
面
白

い
旬
で
あ
る
。
二
旬
目
も
、
乳
呑
児
と
密
接
に
か
か
わ
る
母
親
の
視
点
が

活
き
て
い
る
。
三
か
ら
六
句
目
の
句
も
そ
れ
ぞ
れ
女
性
の
目
線
か
ら
そ
の

日
常
を
切
り
取
っ
た
旬
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
特
別
な
出
来
事
を
詠
ん
だ
り
や
奇
を
て
ら
う
よ
う
な
技
を
仕

組
ん
だ
り
し
た
旬
で
は
な
く
、
い
い
意
味
で
平
凡
で
あ
る
。

そ
の
中
に
、
人
間
の
生
活
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
男

性
作
者
が
多
い
近
世
の
俳
壇
の
中
で
、
女
性
の
目
線
で
詠
ま
れ
た
作
品
と

い
う
の
は
、
当
時
の
野
披
に
は
新
鮮
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

り
ん
女
の
女
性
と
し
て
の
本
音
は
、
そ
の
俳
文
に
も
見
て
取
る
こ
と
が

{lOl 

で
き
る
。
「
つ
ば
く
ら
の
文
」
と
呼
ば
れ
る
一
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

百
年
の
よ
ハ
ひ
も
他
人
に
ま
か
す
つ
ら
（

そ
の
は
し
め
を
か
そ
ふ
れ
ハ
た
ら
ち
め
の
ふ
と

こ
ろ
を
は
な
れ
し
よ
り
千
々
の
お
も
ひ
に

袂
を
ひ
た
し
お
き
ふ
し
の
心
ほ
そ
さ

た
れ
か
ハ
し
ら
ん
子
を
は
ら
め
る
よ
り
よ
ろ
こ
へ
る

ま
て
を
お
も
ふ
に
つ
は
く
ら
の
つ
は
さ
に
か
け
て

か
わ
ゆ
か
り
し
あ
ハ
レ
さ
も
此
鳥
な
ら
て
ハ
と

あ
と
も
む
す
ハ
ぬ
糸
の
行
末
人
に

見
す
へ
き
こ
と
の
葉
も
な
し

く
り
返
す
夏
の

つ
は
め
や

巣
こ
し
ら
へ

書
か
れ
た
時
期
は
不
詳
で
あ
る
が
、
八
十
四
歳
ま
で
生
き
た
り
ん
女
が

「
百
年
の
齢
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
後
年
の
作
で
あ
ろ
う
。
百
歳
が

見
え
て
き
た
と
き
に
半
生
を
振
り
返
っ
て
、
生
涯
を
夫
に
任
せ
る
し
か
な

い
女
性
の
生
涯
や
妊
娠
や
出
産
と
い
っ
た
女
性
に
し
か
味
わ
う
こ
と
の
で

き
な
い
人
生
の
節
目
を
燕
の
造
巣
の
姿
と
重
ね
て
振
り
返
り
、
女
性
と
し

九
州
俳
壇
へ
の
蕉
風
伝
播
を
考
え
る
上
で
、
日
田
を
避
け
て
は
通
れ
な

い
。
中
央
俳
壇
か
ら
遠
く
離
れ
た
山
奥
に
あ
り
な
が
ら
も
、
交
通
の
要
所

に
あ
っ
た
た
め
に
、
地
元
俳
人
の
努
力
と
工
夫
に
よ
っ
て
中
央
俳
壇
で
活

躍
す
る
俳
人
を
引
き
留
め
、
地
元
の
文
化
圏
の
醸
成
に
成
功
し
て
い
る
。

蕉
風
転
向
に
関
し
て
も
、
元
禄
七
年
の
芭
蕉
の
没
後
、
意
識
的
に
芭
蕉

の
高
弟
た
ち
が
九
州
に
杖
を
曳
く
の
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
日
田
在
住

の
談
林
派
俳
人
で
こ
の
地
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
西
国
が
没
し
て
い
る
。

リ
ー
ダ
ー
不
在
の

H
田
に
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
惟
然
が
来
訪
し
、
朱
拙

は
中
央
俳
壇
と
の
つ
な
が
り
を
絶
や
さ
ぬ
た
め
に
、
惟
然
を
厚
遇
し
蕉
門

に
転
じ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
転
向
は
前
向
き
な
も
の
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
九
州
に
野
披
門
を
形
成
さ
せ
、
そ
の
後
、
巧
み
な
経
営
戦
略

を
持
つ
支
考
の
美
濃
派
の
俳
諧
文
化
圏
構
築
に
も
至
っ
て
い
る
。

九
州
が
中
央
俳
壇
か
ら
断
絶
さ
れ
ず
に
、
俳
文
学
史
の
一
端
に
残
る
こ

と
が
で
き
た
の
も
、
こ
の
転
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

惟
然
来
訪
を
起
点
と
し
て
、
日
田
俳
人
、
朱
拙
・
野
紅
・
り
ん
女
は
一
―
―

者
三
様
の
活
躍
を
見
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
を
つ
か
っ
て

日
田
俳
壇
の
み
な
ら
ず
、
元
禄
後
半
以
降
の
近
祉
九
州
俳
壇
史
の
土
台
を

作
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

朱
拙
は
、
そ
の
政
治
性
を
活
か
し
中
央
俳
壇
の
俳
人
と
交
流
を
保
ち
つ

つ
、
九
州
各
地
を
行
脚
し
て
、
地
元
俳
人
と
風
交
を
重
ね
な
が
ら
、
俳
書

出
版
を
後
見
す
る
な
ど
九
州
俳
人
た
ち
の
俳
諧
活
動
の
後
押
し
を
し
た
。

そ
の
結
果
、
九
州
各
地
に
筑
豊
や
肥
後
熊
本
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
元
俳

り
ん
婦
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人
に
よ
る
俳
諧
文
化
圏
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
芭
蕉

か
ら
惟
然
た
ち
直
弟
子
が
継
承
し
た
蕉
風
俳
諧
の
種
を
九
州
日
田
で
朱
拙

が
受
け
取
り
、
九
州
各
地
に
蒔
い
て
、
筑
豊
と
熊
本
で
実
を
結
ぶ
こ
と
に

成
功
し
た
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
野
紅
は
、
庄
屋
で
あ
る
身
の
上
か
ら
中
央
俳
壇
か
ら
の
来
客
を

積
極
的
に
招
き
入
れ
、
も
て
な
し
、
そ
れ
ら
の
俳
人
と
地
元
俳
人
の
交
流

の
場
を
提
供
し
た
。
結
呆
と
し
て
、
日
田
に
行
け
ば
野
紅
亭
が
あ
る
と
い

う
日
田
の
定
宿
化
に
成
功
し
、
野
披
や
支
考
な
ど
俳
文
学
史
の
中
心
で
活

躍
す
る
俳
人
た
ち
と
日
田
俳
壇
の
風
交
の
継
続
に
つ
な
が
っ
た
。

そ
し
て
り
ん
女
は
、
長
野
家
の
主
婦
と
し
て
た
び
た
び
訪
れ
る
行
脚
俳

人
を
心
遣
い
深
く
も
て
な
し
、
俳
人
た
ち
の
謝
意
を
得
た
。

ま
た
、
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
主
婦
と
し
て
の
活
躍
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
俳
諧
作
家
と
し
て
の
評
価
も
高
い
人
物
で
あ
っ
た
。

秀
句
は
強
い
人
間
の
奥
底
か
ら
湧
き
出
る
の
か
、
十
五
・
六
で
名
家
に
嫁

ぎ
、
長
く
義
父
母
の
監
視
下
で
窮
屈
な
生
活
を
送
り
、
四
人
の
子
供
を
幼

く
し
て
亡
く
し
、
長
男
に
も
二
十
一
歳
で
先
立
た
れ
、
心
休
ま
る
日
も
あ

ま
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
り
ん
女
で
あ
る
が
、
そ
の
女
性
的
作
風
は
当
時

の
男
性
俳
人
た
ち
を
を
驚
か
せ
、
野
披
が
認
め
る
ほ
ど
の
「
軽
み
」
を
表

現
で
き
る
俳
人
で
あ
っ
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
田
に
中
央
俳
壇
の
俳
人
と
地
元
俳
人
の
交

流
の
場
を
作
っ
た
功
績
は
夫
野
紅
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
田
の
定

宿
化
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
り
ん
女
の
内
助
の
功
と
俳
壇
の
中
心
で
活
躍

す
る
俳
人
た
ち
の
典
味
を
引
く
だ
け
の
優
れ
た
創
作
力
が
あ
っ
て
の
こ
と

と
い
え
る
。し

て
地
方
俳
壇
が
運
営
さ
れ
る
と
い
う
9

日
の
解
説
を
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
元
禄
四
年
九
月
二
十
三
日
中
尾
・
浜
宛
芭
蕉
書
簡
に
「
九
州
・
四
国
の
方
一

見
残
し
置
申
候
間
、
何
と
ぞ
来
秋
中
二
も
又
々
江
戸
を
出
可
申
覚
悟
、
不
定

な
が
ら
御
待
被
成
可
被
下
候
」
と
あ
る
。

(
3
)
大
内
初
夫
『
近
世
九
州
俳
壇
史
の
研
究
」
九
州
大
学
出
版
会
一
九
八
―
―
一
年

(
4
)
3
に
よ
る
。
大
内
氏
調
べ
。

(
5
)
元
禄
十
年
春
、
朱
拙
は
上
洛
し
惟
然
・
風
国
・
泥
足
・
壺
中
ら
と
同
座
。

(
6
)
大
内
初
夫
「
り
ん
女
と
佐
越
」
『
連
歌
俳
諧
研
究
」
一
九
七
二
年
四
二
号
を

参
看
゜

(
7
)
川
島
つ
ゆ
『
女
流
俳
人
』
明
治
書
院
一
九
五
七
年
を
参
看
゜

(
8
)
大
内
初
夫
「
新
資
料
「
野
披
翁
讃
野
紅
妻
文
」
他
ー
付
．
り
ん
女
俳
文
「
つ

ば
く
ら
の
文
」
ー
」
『
国
語
国
文
薩
摩
路
』
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
国
文
学

研
究
室
一
九
九
七
年
四
十
一
号
に
よ
る
。
玉
城
司
氏
か
ら
写
真
で
大
内
氏

の
も
と
に
渡
り
、
大
内
氏
が
野
披
の
真
跡
と
判
断
し
翻
刻
さ
れ
た
旨
が
書
か

れ
て
い
る
。

(
9
)
朱
拙
『
け
ふ
の
昔
』
に
初
出
の
り
ん
女
「
い
な
づ
ま
や
」
旬
に
対
し
て
野
披

が
軽
み
の
作
風
の
秀
吟
と
絶
賛
し
、
こ
の
後
に
出
る
『
放
烏
集
」
に
は
、
野

披
の
賞
賛
の
言
葉
と
と
も
に
り
ん
女
旬
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
野
披
の
句
も

並
べ
て
収
め
て
あ
る
。

(
1
0
)
8
の
大
内
氏
の
資
料
紹
介
を
参
看
、
引
用
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
九
州
俳
壇
の
蕉
風
化
の
を
支
え
た
の
は
日
田

俳
壇
に
い
た
俳
人
た
ち
で
あ
り
、
日
田
俳
壇
を
俳
諧
活
動
の
本
質
た
る
作

句
で
支
え
た
の
は
り
ん
女
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
九
州
俳
壇
の
蕉
風
化
成
功
の
陰
に
は
、
り
ん
女
と
い
う

俳
人
の
活
躍
あ
り
と
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

元
禄
後
半
か
ら
の
九
州
俳
壇
は
古
風
俳
諧
か
ら
蕉
風
俳
諧
に
転
向
し
、

そ
の
後
は
俳
文
学
史
の
流
れ
に
乗
っ
て
、
中
央
俳
壇
の
俳
人
に
倣
い
芭
蕉

顕
彰
運
動
を
行
っ
て
い
く
。

も
し
、
元
禄
後
半
に
蕉
風
転
向
が
な
さ
れ
ず
に
古
風
の
ま
ま
で
あ
っ
た

ら
、
ま
た
違
っ
た
俳
文
学
史
が
生
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
日
本
文
学
史
の
本
流
か
ら
は
外
れ
、
今
日
特
筆
す
べ

き
事
象
は
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
逆
を
言
え
ば
、
こ
の

タ
イ
ミ
ン
グ
で
蕉
風
に
転
じ
、
芭
蕉
の
姿
を
追
っ
た
こ
と
で
九
州
俳
壇
史

は
文
学
史
的
深
み
を
得
て
、
こ
の
あ
と
の
芭
蕉
を
追
慕
す
る
文
学
運
動
の

な
が
れ
に
乗
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
日
田
三
俳
人
の
活
躍
を
整
理
す
る
こ
と
で
九
州
へ
の
蕉
風

俳
諧
伝
播
の
最
初
の
過
程
に
お
い
て
、
日
田
と
い
う
士
地
が
果
た
し
た
役

割
を
再
考
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

注(
l
)
中
森
康
之
氏
は
「
美
濃
派
の
継
承
と
断
絶
」
『
連
歌
俳
諧
研
究
』
俳
文
学
会

二
0
0
二
年
一

0
三
号
の
な
か
で
、
美
濃
派
の
俳
壇
経
営
の
方
法
は
、
文
台
・

―
―
―
顛
図
・
伝
書
の
三
点
セ
ッ
ト
を
地
方
有
力
俳
人
に
授
与
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
制
を
確
立
し
、
そ
の
有
力
俳
人
を
中
心
と
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