
談

林

派

の

寓

言

説

と

芭

蕉
…

広

田

二

B良

談
林
派

の
寓
言
説

と
芭
蕉

と
の
関
係
に
っ
い
て
は
、
私
は
か
つ
て

「
芭
蕉

の
思
想
作
風

の
展
開
と
荘
子
-

延
宝

・
天
和
時
代
ー

」
と
題
す
る

小
論

の
中

で
言
及

し
た

こ
と
が
あ

っ
た
が

(
小

樽
商

大

「
人
文

研
究
」
第

+
三
輯
、

昭
和

三
十

一
年
十

二
月
)
、

そ
れ

は
甚

だ
粗

略

な
も

の
で
あ
り
、

か

つ
補
訂

を
要
す

る

と

こ
ろ
も
少

な
く

な
い
の
で
、

こ
の
問

題

を
芭
蕉

と

『
荘
子
』

と
の
か

か
わ

り

の
出
発

点

に
置

い
て
、

も
う

一
度

考
察

し
て
み

よ
う

と
思
う

。

欄

談林派の寓言説 と芭蕉

江
戸
出
府
後
、
延
宝
三
年

か
ら
六
年

の
終

り
頃
ま

で
、
芭
蕉

は
宗

因

の
俳
譜
観

や
方
法
論

に
全
く
心
酔

し
、
傾
倒

し
き

っ
て
い
る
。

こ

の
期
間
は
い
わ
ゆ

る
談
林
調
が
全
国
的

に
隆
盛

を
極

め
た
時
期

で
あ
り
、
芭

蕉

の
談
林
調
作

品
も
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

こ
の
間

に
作
ら
れ

て
い
る
。
芭
蕉

は
延
宝
三
年

の
夏
、
東
下
し
た
宗
因
を
迎
え

て
碓
画
亭

に
お

い
て
催
さ
れ

た
百
韻
興
行

に

一
座

し
た
。

こ
の
時

ま

で
に
宗

因
は
す

で
に

『
西
翁
十
百
韻
』

(
延
宝
元
年
刊
、

た
だ
し
旧
作
を
集
め
た
も
の
)
・
『
蚊
柱
百
韻
』
(
延
宝
元
年
成
、
同
二
年
ご
ろ
刊
)
・
『
西
山
宗
因

釈
教

百
韻
』
(
延
宝
二
年
刊
)
・
『
宗
因
五
百
韻

』
(延
宝
二
年
刊
)
等

の
作
品
を
発
表

し
て
お
り
、
そ

の
清
新
軽
妙
な
作
風

は
貞
門

の
古
風

に

736

飽
き

は
て
て
い
た
世

人

に
目
を
み
は
ら

せ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
宗
因

に
直
接
ま
み
え
、
そ

の
俳
譜
観
を

口
ず

か
ら
聞

か
さ
れ
、
そ

の
指



導

に
じ
か
に
接
し
て
、
芭

蕉
は
新
風

の
い
か
な
る
も

の
で
あ
る
か
に

つ
い
て
体
認
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
延
宝

二
年

の
夏

に

『
し
ぶ
団
』
(『
蚊
柱
百
韻
』
に
対
す
る
批
判
)
に
応
え
て
反
駁

の
筆

を
と
り
、
俳
譜
を

「
和
歌

の
寓
言
、
連
歌

の
狂
言
」

で
あ
る
と
論

じ
て
い

る
宗
因

は
、

こ
の
縦
画
亭

で
の
興
行

に
際
し
て
も
、

一
座

の
連
衆

に
新
風

の
理
論

的
根
拠

で
あ
る
俳
諾
寓
言
説

に

つ
い
て
説
く
と

こ
ろ
が

あ

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
俳
譜
寓
言
説

に
接

し
た

の
は
、
芭
蕉

に
と

っ
て

こ
の
時
が
最
初
で
あ

っ
た
か
も

し
れ
な

い
。

と
も

か
く
も

東
下
し

た
宗
因
が

江
戸
俳
壇

に
俳
譜
寓
言

説
を
説

い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
は
疑

い
を
い
れ
な
い
。

こ
の
宗
因

の
東
下

に

一
大
衝
撃
を

受
け

て
、
江
戸
俳
壇

が

一
斉

に
宗
因
流

(
談
林
調
)

へ
と
立
ち
上
が

っ
た

の
で
あ
る
か
ら
。
も

っ
と
も
、

本
質
論
を
聞
き
、
方
法
論

を
授

け

ら
れ

た
か
ら
と
い

っ
て
、
そ
れ

で
急

に
作
風
が
転
換
し
、
作
句
力
が
上
昇
す

る
と
い
う
も

の
で
も
な

い
。
碓
画
亭

で
巻

か
れ

た

「
法

の

水

百
韻

」
を
見

て
み
る
と
、
芭
蕉
を
は
じ

め
、
江
戸

の
俳
人
達

の
句

は
依
然
と
し
て
貞
門
風

か
ら
脱
け
き

れ
ず
、
無
心
所
着

の
寓
言

に
あ

そ
ぶ
談
林
風

を
発
揮
し
て
い
る

の
は
、
当
然

の
こ
と
な
が

ら
宗
因

一
人
だ
け

で
あ

る
。

い
ま
、
第

二
十
三
句
か
ら
第
三
十
三
句
ま
で
を
掲

げ

て
考
察
を
加
え

て
み
よ
う
。

時歌蛸今

夏 も 八 に 明 の 新 を

得

た

り

法

印

法

筆

な

れ

ど

あ

た

こ

と

世

上

に

眼

石

の

浦

は

蟹

も

其

入

道

の

名

ハ

日

く

は

見

か

も

例

を

た

が

花

や

つ

玉

じ

へ

ぬ 兄 有 も 局 ひ 橋

仏 し そ し ふ い 其

生 か し く 外

会 堂 し る て ば も
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会

ふ

ら
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あ

の

山

の

風

を

も

が

な

と

窓

明

て

少

才

月

の

前

な

る

雲

無

心

な

り

幽

山

露

時

雨

ふ

る

借

銭

の

其

上

に

宗

因

(談
林
俳
譜
)

こ
こ
で
は
、

「
句

の
仕

立
は
正
躰

を
立

て
、

本
心
を
備

へ
」

(
五
条
之
百
句
)
と

い
う
貞
徳
流

の
句
作
り

の
最
も
基
本
的
な
立
場
を
江
戸

俳
人

の
誰
も
が
ま
だ
依
然
と
し
て
守

っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
付
け
は

こ
び

は
貞
門
流

の
作
品

よ
り

は
る
か
に
軽
妙

に
な

っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
貞
門
俳
諾

の
代
表
的
作
品

『
紅
梅
千
句
』
に
比

べ
て
み
れ
ば
、
そ

の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ギ

γ

コ
ウ

長

頭

麿

船 堤 紅

か 頭 よ つ 翠 多梅
リ

り に む く や
の

は そ や 春 か

の 帳 の鷹
の 河

日 銀
に 名 辺

≧;と 公
て を

の 記キ見 の

カ

ら

こ

ろ

ゆ

る

か

き

つ

け

道

ゆ

き

と

へ

ば

都

ば

つ

と

と

青ぶ 鳥 の て も

柳歌跡

可 安 季 正 友

仙章吟静頼

(
第

】
、

梅
)

し
か
し
、
宗
因

の

『
蚊
柱
百
韻
』
と
比
べ
て
み
る
と
、
連
想

の
自

由
な
飛
躍
と
軽
妙
な
付
け
方

に
お
い
て

「
法

の
水
百
韻
」

は
は
る
か

談林派の寓言説 と芭蕉

に
及
ば

な

い
。四

五

い

た

い

け

ざ

か

り

は

な

す

N

き

ま

玉

く

は

ふ

と

や

む

し

も

な

く

ら

む

野

あ

そ

び

に

か

け

り

ま

は

り

て

は

又

し

て

は

あ

の

や

ま

ざ

く

ら

こ

エ

の

か

し

こ

の

756



く

ち

ぐ

に

お

の

く

春

や

お

し

む

ら

ん

766

大

手

か

ら

め

て

か

へ

る

か

り

が

ね

献

立

に

の

す

る

た

れ

か

れ

か

う

の

も

の

貞

光

す

ゑ

た

け

ま

つ

た

け

の

山

(
蚊
柱
百
韻
)

こ
の
よ
う

に
、
宗
因
を
迎
え

た
江
戸
俳
壇

の
連
衆

は
、

ま
だ
宗
因
流

の
作
風
が
ど
ん
な
も

の
か
よ
く
わ
か

っ
て
い
ず
、
直
接
そ

の
所
説

に
接
し
、

一
句

一
句
の
付
け
は

こ
び

に

つ
い
て
指
導

を
受
け

て
さ
え
、
な
お
新
風

の
入

口
に
と
ま
ど

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗

因

の
東
下

の
影
響

は
大
き

か

っ
た
。
そ

の
衝
撃

に
よ

っ
て
江
戸
俳
壇

は

一
斉

に
新
風
運
動

に
立
上
り
、

そ
れ

は
物

の
響

に
応
ず

る
よ
う

に

急
速

に
全
国

へ
波

及
し

た
。
芭
蕉

や
彼

の
属

し
た
上
方
俳
人
系
グ

ル
ー
プ
は
、
次
第

に
江
戸

に
お
け

る
新
風
運
動

の
最
大

の
中

心
勢
力
に

成
長
し
て
い

っ
た
。
芭
蕉
自
身

に

つ
い
て
い
え
ば
、
宗
因

に
接

し
て
か
ら
半
年
を
経
過

し
た
延
宝
四
年

に
は
、
完
全

に
貞
門
風

か
ら
脱
皮

し
き

っ
て
談
林
調

に
な

り
き

っ
て
い
る
。
延
宝

四
年
初
春

に
興
行

し
た

『
奉
納

弐
百
韻
』
(
江
戸
両
吟
集
)

の

「
初
音
百
韻
」
第

三
十
九
句

か
ら
第
四
十
八
句

ま
で
見

て
み
よ
う
。

フ
レ

ナ
ガ

谷花鍔呉一

の

戸

を

た

エ

き

起

し

て

触

流

諸

鳥

の

小

頭

う

ぐ

ひ

す

の

を

ふ

ん

で

す

め

ハ

千

の

歩

行

の

上

野

下

屋

の

竹

の

は

る

目

貫

朝

の

霜

に

く

ち

は

て

ヨ
ロ
イ

鎧

ハ

毛

ぎ

れ

む

し

ハ

音

を

と

あ

ら

ば

や

せ

た

れ

ど

あ

の

花

薄 いXか 衆 こ し

ゑぜれ

信 桃

青 章 青 章 青 章 青



談林派の寓言説 と芭蕉

も

瓦

と

せ

の

餓

鬼

も

人

数

の

月

章

ム

ジ

ソ

大

無

尽

世

尊

を

親

に

取

た

て

N

青

公

儀

の

掟

ハ

の

が

れ

給

は

ず

章

こ
こ
に
連
ね
ら
れ
て
い
る
付
句

は
、

ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
無

心
所
着

の
俳
譜
躰
を
奉
ず

る
宗
因
流

の
仕
立

て
方

で
作
ら
れ

て
い
る
。

た
、

「
謡
を
た

黛
ち
に
取

る
」

と
い
う
宗
因
流

の
ゆ
き
方

は
、

も

も

も

た

で

諸

鳥

の

小

頭

う

ぐ

ひ

す

の

こ

ゑ

章

ミ

も

も

も

へ

花

を

ふ

ん

で

す

ゴ

め

ハ

千

の

歩

行

の

衆

青

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
鶯

の
花

ふ
み
ち

ら
す
細
脛

を

花
月
)

ヨ

ロ
イ

鎧

'

毛

ぎ

れ

む

し

'

音

を

し

れ

も

も

も

ね

も

も

ヘ

カ

も

も

こ

と

あ

ら

ば

や

せ

た

れ

ど

あ

の

花

薄

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
こ
れ

は
只
今

に
て
も
あ
れ
、
鎌

倉

に
御

大
事

あ
ら
ぽ

…
…
痩

せ

た
り

と
も
あ

の
馬

に
乗
り
、

ム

ジ
ソ

大

無

尽

世

尊

を

親

に

取

た

て

X

公

儀

の

掟

ハ

の

が

れ

給

は

ず

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
末
世

一
代
教
主

の
如
来
〈
世
尊

〉
も
生
死

の
掟
を
ば
遁
れ
給
は
ず
ー

熊
野
)

章青一
番

に
馳

せ
参

じ
ー

-
鉢
木
)

青章

ま

等

に
見

ら
れ

る

よ

う

に
甚

だ
多

い
。

次

に

『
粒
俳

諸
風

躰

抄

』
(
惟
中
)

に
談

林

の
風

躰

と

し
て
掲

げ

る

と

こ

ろ

の

「
も

の
語

・
草

子

の

詞

に
取

た
る

一
躰

」
、

「
古
詩

文
章

の
詞

を

ふ
ま

へ
て
仕

立

た

る
句

」
、

「
本
歌

を
取

た

る

一
躰

」

等

に

つ
い

て

み

る

と
、

(『
親
俳
諸
風
躰

抄
』

は
延
宝
七
年
成
。
刊
行
は
延
宝
八
年
で
あ

る
が
、

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
談
林
調

の
風
躰
は
、

そ
の
発
生

の
初
期
か
ら
の
型
を
整
理
分
類
し
た
も

776

の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
延
宝
四
年
の

『
奉
納
弐
百
韻
』

の
風
躰

に

つ
い
て
考
え
る
準
拠
と
し
て
も
さ
し

つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。)



ぬ

し

た

も

し

花

を

ふ

ん

で

す

壁

め

ハ

千

の

歩

行

の

衆

青

78

ね

お

6

上

野

下

屋

の

竹

の

は

る

か

ぜ

章

も

も

も

も

セ

も

は
、

「
花

ヲ
踏

ソ
デ

同

ジ

ク
惜

シ

ム
少

年

ノ
春

」

(『
和
漢
朗
詠
集
』
白
楽
天
)

に
依
拠

し

て
、

「
古

詩

文
章

の
詞

を

ふ
ま

へ
て
仕

立

た

る
旬
」

に
当

た
り
、

谷

の

戸

を

た

Σ

き

起

し

て

触

流

し

青

し

も

も

も

を

し

も

諸

鳥

の

小

頭

う

ぐ

ひ

す

の

こ

ゑ

章

も

も

も

ね

も

も

も

も

は
、
「
う

ぐ

ひ
す

の
谷

よ
り
出

つ

る

こ
ゑ

な
く

は
春

く

る

こ

と
を

た
れ

か
知

ら

ま

し
」
(『
古
今
集
』

大
江
千
里
)

を

ふ
ま

え

て
、
「
本

歌

を
取

た

る

一
躰
」

に
当

た

る
。

「
も

の
語

・
草

子

の
詞

に
取

た

る

一
躰

」

は
右

に
掲

げ

た
第

三
十

九

句

か

ら
第

四

十

八
句

ま

で

に
は
見

ら
れ

な

い
が

、

こ

の
百
韻

中

に
は
四
個

所

見

ら

れ

る
。

そ

の

一
例

と

し

て

「
伊
勢

物

語
」

の
詞

に
取

っ
た
第

五
、

六

句

の
付

合

を
掲

げ

よ
う
。

し

し

も

も

も

コ

ね

も

摺

鉢

を

若

紫

の

す

り

ご

ろ

も

青

も

も

も

も

も

も

ね

む

か

し

働

の

お

と

こ

あ

り

け

り

章

さ
ら
に
技
法

面
か
ら
見

る
と
、
「
縁
」
、
「
詞
続
き
」

に
よ
る
付
合
が
大
部
分
で
、

貞
門
風

な

「
取
成
し
」
、
「
言
掛
け
」

は
全
く
見
ら
れ

な
く
な

っ
て
い
る
。

ま
た
談
林
特
有

の

「
ぬ
け
が
ら
」

の
技
法
も
見
ら
れ
る
。

こ

と

あ

ら

ば

や

せ

た

れ

ど

あ

の

花

薄

青

は
、
謡
曲

「
鉢
木
」

に
よ
る

「
馬
」

の
ぬ
け
た
付
合
で
あ

る
。

以
上
見

て
き

た
と

こ
ろ

で
も
そ

の

一
斑
が

わ
か
る
よ
う

に
、
『
奉
納
弐

百
韻
』

に
は
、

宗
因
流

の
俳
諸
観
、

方
法
論
が
全
面
的

に
と
り

い
れ
ら
れ
、
縦

横
無
尽

に
使

い
こ
な
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ

は
全
く
驚
く

べ
き
作
風

の
脱
皮
変
貌

で
あ

る
。

こ
こ
に
は
宗
因

に
対
す

る
盲

目

的

と
も
称
す

べ
き

心
酔
傾
倒
ぶ
り
が
示
さ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
宗
因

に
対
す

る
傾
倒

は
、
周
知

の
よ
う

に
芭
蕉
自
身

の
こ
と
ば

で
も
明
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白

に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
「
初
音

百
韻
」

の
発
句
、

此

梅

に

牛

も

初

音

と

鳴

つ

べ

し

桃

青

の
梅
は
、

こ
の
作
品

の
奉
納
さ
れ

た
天
満
天
神

の
社
前

に
咲
く
梅

で
あ
る
と
同
時

に
梅
翁
宗
因
を
象

徴
し

て
い
る
。

「
此
梅

に
」
ー

「
牛

も
」

と

い

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を

は
じ
め
と
し
て
天
下

に
梅
翁

の
流
儀

に
な
び
き
従

わ
な

い
も

の
は
な

い
と
賛
え

て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た

同

じ

『
奉
納
弐
百
韻
』

の

「
梅

の
風
百
韻
」

で
は
、

こ
れ
も

よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う

に
、

梅

の

風

俳

譜

国

に

さ

か

む

な

り

信

章

こ

ち

と

う

つ

れ

も

此

時

の

春

桃

青

と
、
梅
翁
流

の
隆

盛
を
た
た
え
、
両
人
と
も

に
こ
れ

に
心
酔

し
き

っ
て

い
る
さ
ま
を
う
た

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
梅
翁
宗
因

に
心
酔
傾
倒
し
き

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
芭
蕉

は
自
分
自
身
を
談
林

の
新
風

へ
完
全

に
脱
皮

さ
せ
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ

に
は
、
す
で

に
述

べ
た
よ
う

に
、
延
宝
三
年
夏

に
お
け

る
宗

因

と
の
出
合

い
が
最

も
重
要

な
契
機

と
な

っ
て

い
る

の
で
あ
る
が

ま
た
宗
因
東
下

と
相
前
後

し
て
惟
中

の

『
俳
譜
蒙
求
』
が
刊
行

さ
れ
、

さ
ら
そ
れ

に
引
続

い
て
『
し
ぶ
団
返
答
』
が
同
年

九
月

に
刊
行
さ
れ

た

こ
と
も
与

っ
て
力
が
あ

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ

る
。

一
時
軒
惟
中

の
著

に
な
る
こ
の
両
書

は
、
宗
因

の
俳
譜
寓
言
説

に
基
づ
き
、
俳

諾

の
本

質
、
方
法

に
つ
き
論
述
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
も

の
で
あ

る
が
、
単

に
師

説
を
祖
述
す

る
だ
け

で
な
く
、
寓
言
説
を

一
層
徹
底
さ
せ
た
も

の

で
あ

.
た
。
延
宝
四
年
に
は

暴

納
弐
嘉

』
興
行
よ
り
は
後
の
刊
行
に
な
る
が
、
晶

耀

雛

+
百
韻
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は

宗

因
自
身

の
筆

に
な
る
俳
譜
本
質
論

(
荘
子
像
賛
)

が
載

っ
て
い
た
。

こ
の
三
書

を
俳
諸
寓
言
説
学

習

の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
得

る

こ
と
に

よ

っ
て
、
宗
因
東
下

で
受
け
た
衝
撃

を
増
幅

し
、
芭
蕉

を
は
じ
め
全
江
戸
俳
壇

は
俳
譜

の
新

風

に
眼

を
見
開
く

こ
と
が

で
き
た
。

そ

の
こ

と
は
、
宗
因

の
東
下
中

に
は
、
ま
だ
貞
門
風

か
ら
脱
け
き
れ
な
か

っ
た
江
戸
俳
壇
が
そ

の
後

急
激

に
談
林
調
化

し
て
い

っ
た
跡
を
見
れ
ば

79

明

ら

か

で

あ

ろ

う

。
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芭
蕉

は

こ
の
よ
う
に
宗
因

の
俳
譜
寓
言
説

の
影
響

を
受
け
て
、
急
激

か

つ
全
面
的

に

こ
れ

に
心
酔

し
傾
倒

し
て
い

っ
た
。
そ
う

し
て
、

『
奉
納
弐
百
韻

』

で
示
さ
れ

た
新
風
化

は
、
延
宝

五
、

六
年

の

『
江
戸
三
吟
』

に
よ

っ
て
そ

の
頂
点

に
達
し
た
。
『
江
戸
三
吟
』

の
成

っ
た

延
宝

五
、
六
年

は
、
芭
蕉
が
も

っ
と
も
談
林
調

に
徹

し
た
時

期
で
、
宗

因
流
儀
を
完
全

に
駆
使

し
て
い
る
ば

か
り
か
、
そ

の
作

品
は
技
巧

(1

)

の
う

ま

さ
と
芸

術

的
香

気

か

ら

い
え
ば

、

む

し
ろ
宗

因

・
西
鶴

に
ま

さ

る
も

の

が

あ

る
と

い
わ

れ

る
。

と

こ
ろ

で
、

宗

因
流

儀

と

い
え

ば

、

そ

の
俳

諸

寓

言

説

の
根

拠

を

『
荘

子
』

に
持

っ
て

い
る

の
で
あ

る
が

、

延

宝

三
～

六
年
間

に
お

け

る
芭
蕉

は
、

彼

み
ず

か
ら

『
荘

子

』

原
典

を

読

み
、

そ

の
上

に
立

っ
て
宗

因

の
俳

譜
寓

言

説

に
賛

同

し
た

の
で

は
な

か

っ
た

。

こ

の
間

の
芭

蕉

に
は
、

『
老
子

』
・
『
荘

子
』

を

読

ん
だ

形
跡

は
全

く
認

め
ら
れ

な

い
。
『
奉

納

弐

百
韻

』

「
梅

の
風

百
韻

」

の
付
合

、

夕

陽

に

牛

ひ

き

帰

る

遠

の

雲

桃

青

老

子

の

す

が

た

山

の

端

が

く

れ

信

章

は
、

老

子
出

関

図

の
画

題

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
て
、
『
老

子

』

原
典

を

読

ん
だ

と

こ
ろ

か
ら

出

た
も

の
で

は
な

い
で
あ

ろ

う
。

(
五
山
の
禅

(2
)

僧

の
間

で
は
老
子
を
画
題
に
し
た
道
釈
画
が
よ
く
描
か
れ
た
の
で
、

こ
う

い
う
も

の
が
延
宝
当
時
に
も
多
く
残

っ
て
い
て
、

人

々
の
目
に

も
触
れ
や
す
か

っ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。)

従

っ
て
、

こ
れ

か
ら
芭

蕉
等

が

老

荘

の
原
典

を

読

ん

だ

こ
と
を

証

し
得

な

い
。

ま
た
、

右

の
信
章

の
句

に

寓

言

の

昔

の

落

葉

か

き

す

て

x

桃

青

と
付

け

た

の
は
、

単

に
老
荘

寓

言

説

と

い
う
も

の
が

あ

る

と

い
う

こ

と

に
よ

っ
て
作

意

し

て

い
る
だ

け

で

あ

っ
て
、

そ

れ

以

上

の
何

物

で

も

な

い

で
あ

ろ
う

。
そ

の
こ

と
は
、

こ

の
時

期

の
芭

蕉

の
作

品

を
見

て
も

、

『
老

子

』
。
『
荘

子
』

に
拠

っ
た
語

句

や
表

現

を
全

く
見

出

し

得

な

い

こ
と
か
ら

で
も

い
え

る

で
あ

ろ

う
。

こ

の
時

期

の
古

典

・
故
事

と

の
か

か
わ

り
方

は
、

す

べ

て
か

な
ら
ず

原
典

の
語

句

や
表

現

の

一
部

を
借

り

て
来

て
俳

諸
化

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
な
さ

れ

て

い
た

か
ら

で
あ

る
。

そ
れ

故

、

こ

の
付

合

に
老

荘

の
影
響

が

あ

る

と
指

摘

し

(
3

)

て

い
る
山
本
平

一
郎
氏

の
説

は
肯
定

し
難

い
で
あ
ろ
う
。

680



右

の
よ
う

に
、

こ
の
時
期

の
芭
蕉

は
、
俳
譜
寓
言
説
を
全
面
的

に
信
奉

し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
彼
自
身
直
接

『
荘
子
』
や

『
老

子
』

の
原
典

に
基
づ

い
て
考
え
た
も

の
で
は
な
く
、
も

っ
ぱ
ら
宗
因

・
惟
中
等

の
所
説
を
通

し
て
の
受
け
売
り
を
し
た

の
に
す
ぎ
な
か

っ

た
。
『
荘
子
』
と
の
関
係
は
、
中
間

に
媒
介
者
を
置

い
た
間
接
的
な
も

の
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
れ
故
、

こ
の
時
期

の
芭
蕉

と

『
荘
子
』

と

の
か
か
わ
り
を
考
察
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
媒
介
者
た
る
宗
因

・
惟
中

の

『
荘
子
』

と
の
か
か
わ
り
方
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ

う
o

二

談林派の寓言説 と芭蕉

宗
因

。
惟
中

の
俳
譜
寓

言
説

と

『
荘
子
』
と

の
関
係
は
、

は
や
く
山
本
平

]
郎

氏
が

「
俳
譜

と
荘
子
が
寓
言
」

(「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和

†
二
年

一
、

二
月
号
)

に

お

い
て
詳

細

に
と
り

あ

つ
か

わ
れ

た

。

戦
後

に
至
り

、

今

栄
蔵

氏

は
、

「
談

林
俳

譜

覚

書
-

寓
言

の
源
流

と
文
学

史
的
実
態
1
-

」
(「
国
語
国
文
学
研
究
」
第
七
号
、
昭
和
二
+
八
年
七
月
)

と
い
う
論
文

で
サ
ブ

タ
イ
ト

ル
の
示
す
観
点

か
ら
精
密

な
研
究

を
示

さ

れ

た
。

そ

の
後
、

野

々
村
勝
英
氏
は
、

「
談
林
俳

譜

の
寓
言
論
を

め
ぐ

っ
て
」
(
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
+

一
年
+

一
月
号
)

に
お
い

て
、
今

氏
が
宗
因

・
惟
中

の
寓
言
説
が
源
氏
物
語
寓

言
説

か
ら
出
た
も

の
で
あ
り
、
談
林
派
も
文
学
精
神

に
お

い
て
は
結
局
教
化
的

寓
意

性
を
重
視

し
た
貞

門
と
同
じ
で
し
か
な
か

っ
た
と
説

か
れ
る

の
を
否
定

し
て
、
談
林
俳
譜

の
寓
言
論

は
林
希
逸

の

『
荘
子
慮
斎

口
義

』
か

ら
出
た
も

の
で
、
表
現

の
奇
抜

・
滑
稽

を
重
視

す
る
も

の
で
あ
る
と
論

ぜ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら

の
研
究

に
よ

っ
て
談
林
派

の
寓
言
説

の
研
究

は
著

し

い
進
展
を
見
た
。
私

の
以
下

の
論
考
も
、

こ
の
三
氏

の
業
績

に
負
う

と
こ
ろ
が
大
き

い
が
、
今

氏

の
所
説

に
も
再
考
を
要
す
る
と

こ
ろ
が
あ
り
野

々
村
氏

の
論

説

に
も
問
題
が
未
解
決

で
残
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

そ
う

し
た
点

を
考
え
な
が
ら
、
宗

因

と
惟
中

の
寓
言
説
な
ら
び

に
彼
等

と

『
荘
子
』

と
の
か
か
わ
り
方
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

宗
因

と

『
荘
子
』
と

の
関
係

は
古

い
。
『
西
翁
十

百
韻
』

の

「
伊
勢

に
て
」

と
前
書
し
た
百
韻

に
は
次

の
様

な
付
合
が
見

ら
れ
る
。

681



夢

は

蝶

く

飛

て

ど

ち

や

ら

82

荘

周

が

眼

玉

も

や

か

す

む

ら

ん

6

幾

千

里

と

も

し

れ

ぬ

南

漠

夢

に
胡
蝶

と
な
る
と
い
う

の
は
、
『
荘
子
』

の
寓
言

の
中

で
最
も
有
名

な
故
事

で
あ
り
、
「
南
漠
」

は

い
う
ま

で
も
な
く
鵬

の
図
南

の
目

的
地

で
あ
る
。

こ
の
作
品

は
寛
文
元
年

の
作

と
推
定
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
す

で
に
こ
の
頃

か
ら
宗
因
は

『
荘
子
』

に
親

し
ん
で
い
た

と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
当
時

は
ま
だ

『
荘
子
』
を
読

ん
で

い
た
だ
け
で
、

「
俳
譜
寓
言

説
」

は
考

え

つ
い
て

い
な
か

っ
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。寛

文
四
年
秋
、
宗
因
は
豊
前
小
倉

に
至
り
、
折

か
ら
留
錫
中

の
即
非
禅
師

に
謁

し
た
。

こ
こ
に
宗
因

の
禅

に
寄

せ
る
関
心

の
浅
か
ら
ざ

'

る
も

の
が
あ
る

こ
と
を
見

る

の
で

あ
る
が
、

そ
れ
か
ら
六
年
後

の
寛
文

十
年

の
二
月
十

五
日
、

彼

は
小
倉
広
寿

山
福
聚
寺

の
法
雲
禅
師

(
即
非
の
法
嗣
)

の
も

と
で
薙
髪
出
家

し
た
。
主
家

の
非
運

や
承
応
以
来

の
家
庭
的
不
幸

に
引
続
き
、
次
男
理
心
を
寛

文
六
年

に
失
な

い
、

寛
文
七
年

に
妻

に
死
な
れ

た

こ
と
な
ど
が
、
彼

に
出
家
隠
遁

の
気
持
を
深
く

さ
せ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
法

雲
に
衣
戒

を
授

か

っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
仏
法

の
中
で
も
特

に
禅

に
深
く
心
を
寄

せ
て

い
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
う

し
た
寛

文
末
年

に
お
け
る
彼

の
禅

へ
の

深

い
傾
倒
は
、
禅

と
密
接
な
関
係

を
持

っ
て
い
た

『
荘
子
』

へ
の
彼

の
関

心
を

一
層

深
め
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時

の
彼

の

『
荘
子
』

の

思
想

に
対
す
る
関

心
は
、
た

と
え
ば

『
釈
教

百
韻
』

の
自

序

の

「
西
国
行
脚

の
無

用
坊
、
無

用

の
用
あ
り
、
無
楽

の
楽
有
。
」

に
も
そ

の

一
端
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

寛

文
十

一
年
秋
頃
、
宗
因

は
九
州
旅
行

か
ら
大
阪

へ
帰

っ
た
。
そ

の
頃
、
大
阪
で
は
西
鶴
が
中
心

に
な

っ
て
、
俳
諸
革
新
運
動
を
起

し

つ
つ
あ

っ
た
。
そ

の
運
動
は
非
常

に
大
き
く
功
を
奏

し
て
短
期
間

に
大
阪
俳
壇

の
状
態
を

一
変
し
て
し
ま

っ
た
が
、
宗
因
は
そ

の
作
風

と

地
位

と
実

力
と
か
ら
運
動

の
指
導
者

の
地
位

に
押
し
上
げ
ら
れ

て
い

っ
た
。
宗
因
は
従
来
か
ら
守
武
流

の
無
心
躰

の
作

品

を

作

っ
て

い
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た
。

こ
の
傾
向
は
す

で
に
彼

の
最
初
期

の
作
品
か
ら
現
わ
れ
て
い
た
が
、
有

心
正
風
躰

を
奉
ず
る
貞
門
風

の
俳
諾

に
飽

い
た
大
阪

の
新
進

俳
人
達
が
、
守
武

・
宗
因
流

の
無

心
躰

の
作
風

に
新

し

い
魅

力
を
感
じ
て
飛
び

つ
い
た
の
で
、

こ
う

い
う
結
果

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
そ

う

し
て
、
宗
因
を
中
核

と
す
る
強
力
、

エ
ネ
ル
ギ

ッ
シ

ュ
で
戦
闘
的
な
新
結
社
を
た
ち
ま
ち

の
う
ち

に
作
り
上
げ

て
し
ま

っ
た

の
で
あ

っ

た
。

こ
の
結
社
が
作
ら
れ
た
契
機

は
、
旧
派

の
俳

人
達
が
若

い
、
新
し

い
作
者
達
を
排
斥

し
て
締
出

し
た

こ
と
に
あ

る
。
そ
れ

に
反
撹

し

て
、

西
鶴
等
新
進
俳
人
達
が
結
束

し
て
新
グ

ル
ー
プ
を
形
成

し
、

万
句

を
興
行

し
た

こ
と
に
新
運
動
が
始
ま

っ
た

の
で
あ
る

(
生
玉
万
句

序
)
。
そ
れ
故

に
、
彼
等
が
守
武
・
宗
因
流

に
拠

っ
た

の
は
、

そ
れ
が
清
新
な
魅

力
が
感
じ
ら
れ

る
と

い
う
理
由

か
ら
だ

け
で
は
な
く
、
ま
た

徹
底

し
た
反
貞
門
意
識

か
ら

で
も

あ

っ
た
。
守
武
宗
鑑

の
流
儀

は
終
始
貞
門
俳
譜

に
お
い
て
は
否
定
さ
れ

て
い
た
も

の
で
あ
る
。

こ
う

し

た
宗

因
派

の
新
運
動
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
直

ち
に
旧
派

か
ら
反
撃
を
受

け
た
。
作

品
も
ま
た
敵
意
を
も

っ
て
批
判

さ
れ
た
。

そ
の
最
も

代
表
的
な
例
が
宗
因

の

「
蚊
柱

百
韻
」

に
対
す

る
論

難
書

『
し
ぶ
団
』

の
刊
行

(
延
宝
二
年
)
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
貞
門
派

か
ら

の
非

難
攻
撃

に
対
し
て
、
革
新
派

の
統
率
者
、
指
導
者

と
し
て
宗
因
は
反
駁

の
た
め

の
理
論
体
系
を
自

ら
持

ち
、
ま
た
自
派

に
提
供

し
な
け
れ

ば

な
ら
な

か

っ
た
。
そ

の
際
、
新
文
学

の
理
論
体
系

の
拠

り
所

と
し
て
思

い

つ
か
れ
た

の
が
文
学

の
狂
言
綺
語
説
-
文
芸
即
寓
言
説

で
あ

っ
た
。
彼

の
俳
諸
寓
言
説
が
延
宝

二
年
夏

の
日
付
を
持

つ

『
し
ぶ
団
』

に
対
す

る
駁
論

(『
阿
蘭
陀
丸
二
番
船
』
所
収

「
独
吟
百
韻
」
詞
書
)

に
お

い
て
初

め
て
あ
ら
わ
れ

た
と
い
う
事
実
が

そ

の
事
を
物
語
る
。
彼
が

こ
の
俳
譜
寓
言
説
を

『
源
氏
物

語
』
即

『
荘
子
』
寓
言
説
か
ら

思

い

つ
い
た
と
い
う
今
栄
蔵
氏

の
説
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
即

『
荘
子
』
寓
言
説

は
当
時
交
学

に
た
ず
さ
わ
る

の

程

の
者

は

す
べ
て
常

識

と
し
て
熟
知

し
て
い
た

こ
と
で
あ

る
。

そ

の
詳

細

に

つ
い
て
は

今

氏
が
す

で
に
記

し
て
お
ら

れ
る

の
で

こ
こ
に
繰
り
か
え

さ
な

い
が
、

連
歌
師

と
し
て

の
学
問
修
業
を
長
年
積

ん
で
き
た
宗
因
が

こ
の

説
を
熟
知

し
て

い
た

こ
と
は

論

を
ま
た
な

い
で
あ
ろ
う
。

『
嚇
瀦
嫡
酬
飴
二
葉
集
』

に
は
、
次

の
よ
う

な
宗
因

の
付

合
が
載

っ
て

い
る
。
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と

る

年

ハ

早

五

十

年

ま

五

十

年

こ

の
付

合

は

『
荘

子

』

の
荘

周
夢

に
胡
蝶

と
な

る
条

の
郭

注
、

方

三
其
夢

爲
二
胡
蝶

一、

而

不
レ
知

レ
周
。
則

與

二
殊

死

一不
レ
異
也

。

俄

然
畳

、

則
蓮

蓮

然

周

。
自

γ
周

而
言
、

故
稔

γ
豊

耳

。

未

二

必
非

フ
夢
也
、

今

之

不

μ
知

二
胡
蝶

一、
無

レ
異

二
於
夢

不
ア
知

レ
周
也

。

而

各
適

二
一
時

之

志

一、

則

無
四
以
明

三
胡

蝶

之

不
二
夢

爲

フ
周

　

。

世
有
下
候

諫

而
夢

経

二
百
年

一者

上
、

則
無

下
以

明
三
今

之

百
年

、

非

二恨

寝

之
夢

一者

上
也

。

豊

夢

之
分

、

無

ノ
異

二
於

生

死

之

辮

一。

と
、

こ
れ

に
基
づ

く

『
河

海
抄

』

の

所

詮

作
者

の
本

意
を

推

す

に
、

此

物
語

は
始

に

い
ふ
が

如
く

、

其
趣

荘

子
寓

言

に

一
同

せ

り
。

而
彼

荘

周

は
胡

蝶

夢

に
生
死

の
変

を

あ

か

せ

り
。
是

物

化

の
謂

な

り
。

且
大
覚

而
後

知
其

大

夢

と
も

い

へ
り
。

漢

家

の
寓

言
も

百
年

の
夢

に
化

し
、

和
国

の
寓

言

も

一
期

の

夢

に
き

は

ま
る
也

。

を

ふ
ま

え

た
も

の
で
あ

る

こ
と

は
明

ら

か

で
あ

ろ

う
。

こ

の
郭

注

と

『
河

海

抄

』

の

一
節

と
が

源
泉

と
な

っ
て

『
源

氏
物

語

』
寓

言

説
が

歴

史
的

に
発

展

し
普

遍
化

し

て
来

た

の

で
あ

る
が

、
右

の
付
合

は
宗

因
が

『
源

氏

物
語

』
寓

言

説

を
熟

知

し

て

い
る
ば

か

り

で

な
く

、
そ

れ

に
よ

っ
て
作

品
も

作

っ
て

い
た

証
左

と

な

る
も

の

で
あ

ろ

う
。

も

っ
と
も

、
「
こ
て

ふ

の
夢

の
百
年

目
」
な
ど

と

い
う

諺

も

あ

っ
た

(季

吟

『
山
の
井
』
)

の
で
、
宗

因
も

直

接

に

は
む

し
ろ

こ

の
諺

な

ど

に
拠

っ
た

の
か
も

し
れ

な

い
が
、

し
か

し
連

歌
師

と

し

て
長

年
修

業

を
積

ん
だ

彼

は

『
源

氏
物

語
』
寓

言

説

が

こ

の
諺

の
背

後

に
あ

る

こ
と

を
知

っ
て

い

た

で
あ

ろ

う

し
、

ま

た
長

く

『
荘
子

』

に
親

し

ん

で

い

た

の
だ

か
ら
、

有

名

な
胡

蝶

の
夢

の
警
喩

と

と
も

に
、

林

注

は
も

ち
ろ

ん
そ

こ

の
郭

注

に
も

目

を
通

し

て

い
た

と
見

て
さ

し

つ
か
え

な

い

で

あ

ろ
う

。

こ
の
よ

う

に

『
源

氏
物

語
』
寓

言

説

に
対

す

る
基

礎

知
識

を
持

っ
て

い
た

と

こ
ろ

へ
、

延
宝

末

、
彼

の
楽

し

み
弄

ん

で

い
た
守

武
流

儀

684
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の
無

心
所
着
俳
譜

の
風
躰
が
大
阪

の
新
興
俳
人
グ

ル
ー

プ

の
間
で

流
行
し
は
じ
め
、

た
め
に
貞
門

旧
派

か
ら
批
判
攻
撃

を
受
け
、

こ
れ

に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く

な

っ
た
。

か
く

て
彼

の
無

心
所
着
躰

の

俳
譜

「
虚

を
先
と
し
て
実

を
後

と
す
」

る
風
躰

に
理
論
的
根
拠
を

与

え
る
必
要
が
起

っ
た
時
、
そ
れ
が

『
源
氏
物
語
』

は

「
虚

を
実

に
書

な
し
」

た
も

の
で
あ
る
と
い
う
連
歌
師

伝
統

の
寓
言
観

(
た
と
え

(5

)

ば
灰
屋
紹
益

『
に
ぎ
は
ひ
草
』
1
天
和
二
年
間
ー

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
)
と
結

び

つ
く

こ
と

は

必
然

で
あ

ろ
う

。
宗

因
が

連

歌
師

伝
統

の

『
源

氏

物

語

』
寓

言

説

か
ら

彼

の
俳

譜
寓

言

説

を
思

い

つ
い

た

で
あ
ろ

う

と

い
う

こ
と

は
、
彼

の
説

を
祖

述

し

た
惟

中

が

『
源

氏
物
語

』

即

『
荘

子

』

寓

言

説

を

や

は
り
く

り

か
え

し

説

い

て

い
る

こ
と
か

ら

で
も

ま
た
推

察

で
き

る

で
あ

ろ
う

。

た
と

え
ば

次

の
ご

と
く

で
あ

る
。

源

氏
も
め

が

た
り

の
う

ち
若
紫

末

つ
む

は

な
、

皆
寓

言

な
り

。

し

か
あ

れ
ば

こ
そ
、

こ

の
も

の
が

た

り

の
お
も

て
は
荘
子

が
寓

言

に

キ

ヨ
タ

ソ

シ

バ

セ

ソ

し

て
、

し

る
す

所

の
虚
誕

な
き

は
司

馬
遷

が

史
記

の
筆

法

に
よ
れ

る

な
り

と

こ
そ

。

(俳
諸
蒙
求
)

も

ろ

こ
し

の
書

に

て
は
、

荘

子

一
部

を
俳

譜

の
本

意

と

お
も

ひ
、

文
字

つ
か

ひ
言

葉

の
や
う
、

皆

俳

譜

と

し
る

べ

し
。

い
ま
、
我

国

セ
ゥ

バ
ク

グ

ウ
ゲ

ソ

に
し
て
は
、

源
氏

一
部

の
本
意
、
俳
譜
な
り
と
お
も

ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
牡

丹
花
肖
柏

の
源
氏
よ
み
給

ふ
に
、

お
も

て
は
荘
子
が
寓
言

に

シ

バ

セ

ソ

し
て
し
る
す
所

の
虚
誕
な
き

は
司
馬
遷
が
史
記

の
筆
法

に
よ
れ

る
と

の
た
ま

へ
り
。
此

一
言

に
て
明
白

な
れ
ど
も
、
賢
智

の
人
な
ら
ね

レ
ウ

ゲ

ト
ク
ド

ウ

ば

、

あ

ぢ

は
ひ

を

し
ら

れ

じ
。

こ
ま

か

に
申

て
了
解

さ

す

べ

し
。

天
台

四

門

の
得
道

と

い
ふ
事
、

源

氏

の
本

意

な

り
。
俳

譜
も

ま

た

お

テ
ン

ヘ
ソ

な

じ
事

な
り
。

…

…

こ

の
四

門
す

な

は
ち

百
韻

の
俳

譜

に
あ

た
る

な

り
。

発

句

は
四
季

の
こ
と
ば

に

し

て
、

そ

れ

よ

り
転

変

を

あ

ら

は

し
、

神
祇

・
釈

教

・
恋

・
無

常

・
述

懐

さ

ま
み
＼

を

お
も

ひ
、

口
に
あ

ら

は

し

て

い
ひ
出

る
。

是

俳

譜

の
得

道

也

。

返
み
＼

荘
子

源

氏

を

み

て
、

そ

の

玉
ち

に
汝

い

へ
く

。

(
し
ぶ
団
返
答
)

是
を
非

と
し
、
非

を
是
と
し
、
真
偽
を
混
る
言
葉

の
自
然
と
無
為

の
道

に
帰
す
る
、
是
を
荘
子
が
寓
言

と

い
ふ
な
り
。
本
朝

に
て
は

源
氏

一
部

の
大
意
、
よ
く
此

の
心

に
か
な

へ
り
。

一
条
禅

閣
兼
良
公

の
御
説

に
も
、
牡

丹
花
肖
柏

の
講
ぜ

ら
れ

し
に
も
、
お
も

て
は
荘

85
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り
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源
氏
物

語
似
三
荘
子

與
二
天
台
書

一。

(清
閑
雑
記
)

宗
因
が
俳
諸
寓

言
説
を

『
源
氏
物
語
』
寓
言
説

か
ら
思

い

つ
い
た
と
い
う
今
氏

の
説
を
否
定
し
て
野

々
村
勝
英

氏
は
い
う
。

「
法
華
経

二
云
ク
諸

ノ
所
二
言
読

一皆
實

ニ
シ
テ
不
γ
虚
」
(
湖
月
抄
)
と
い
う

源
氏
物
語
寓
言
説

の
世
界
は
滑
稽

の
世
界

と
は

全
く
次
元

を
別

に
し
て

い
る
。

こ
N
か
ら

は

「
是

を
非
と
し
非
を
是

と
し
」
(俳
諸
蒙
求
)
、
「
か

い
て
ま
は
る
程

の
大
う
そ

を

つ
く
」
(
同
上
)
お
か

し
み
は
絶
対

に
生
れ
な

い
。

一
方
、
林
注

は
寓

言
↓
滑
稽

の
推
移

を
鮮

か
に
示
し
て
い
る
。
…
…
談
林

の
寓
言
説

は
原
荘
子
か
ら
で
は

な
く

林
希

逸

「
荘

子

慮
斎

口
義

」

か
ら
出

た
も

の
で
あ

っ
た
。

(「
談
林
俳
諸

の
寓
言
論
を
め
ぐ

っ
て
」ー

「
国
語
と
国
交
学
」
昭
和
三
+

一
年

+

一
月
号
i

)

し
か
し
、
宗
因
が

『
源
氏
物
語
』
寓
言
説

か
ら
俳
譜
寓
言

説
を
思

い

つ
く

に
至

っ
た
条
件

は
、
さ
き

に
見

た
通

り
明
ら
か
で
あ
り
、
そ

の
条
件

の
中

で
の
言
説
も
惟
中

の
祖
述
を
通

し
て
う
か
が

い
得
る
。

こ
と
に
、
「
是
を
非

と
し
非

を
是
と
」
す

る

『
荘
子
』

の
寓
言

に
「
源

氏

一
部

の
大
意
、
よ
く
此

の
心
に
か
な

へ
り
」

(俳
譜
或
問
)
と

い

っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
思
考

の
パ

タ
ー

ン
は
伝
統
的
な

『
源
氏
物

語
』
寓
言
説

か
ら
出

た
も

の
で
あ
る

こ
と
は
動

か
せ
な

い
。
従

っ
て
俳
諸
寓
言
説

の
源
流

に
つ
い
て

の
今

氏

の
説

は
支
持
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
野

々
村

氏

の
い
わ
れ

る
俳
譜
寓
言

説

の
内
容
は
別

に
考

え
る
べ
き

問
題

で
あ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
寓
言
説

は
、
文
芸
方
便
説

で
あ
り
、
郭
注

『
荘
子
』

に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
か
ら
、

そ

こ
か
ら
は
、

野

々
村

氏
が
指
摘

さ
れ
る
よ
う

に
俳
譜
が
あ
そ
び

で
あ

り
、
滑
稽

の
文
芸

で
あ
る
と

い
う
考
え
方

は
直
接

に
は
出
て
来
な

い
。

こ
れ
を
導
き
出
し
た
も

の
は

(
6

)

同
氏
が
明
ら

か
に
さ
れ

た
よ
う

に
、
林
希
逸

の

『
荘
子
慮
斎

口
義
』

で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う

し
て
宗
因

の
俳
譜
寓

言

説
が

『
源
氏
物

語
』
寓
言
説

(郭
注
的
立
場
)

か
ら
出
な
が
ら
林
注
的

立
場

へ
脱
皮
変
貌
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

野

々
村
氏
は
、

近
世
初

期

に
お
け
る
知
識
人
達

の
林
注

『
荘
子
』
享
受
と

の
関
連

に
お

い
て
宗

因

の
林
注

『
荘
子
』
享
受
を
考

え
、

宗
因

・
惟
中

の
寓
言

は
、
表
現

の
奇
抜
さ
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
り
、
寓
言

H
奇
抜
さ
と
い
う

一
般

の
風
潮

と
全
く
同
じ
も

の
で
あ
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り
、

こ

x
に
羅
山
以
下

の
知
識
人

を
媒
介

と
し
て
、
談
林

の
寓
言
論

が
林
註

の
影
響
を
受

け

た
も

の
で
あ
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(7

)

と
い

っ
て
お
ら
れ
る
。

た
し
か

に
そ

の
通
り
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ

の
論

理
か
ら
い
え
ば
、
藤

原
怪
窩
と
血
縁

に

つ
な
が
り
、
林
羅
山

を
友
人

に
持

ち
、
松
永
尺
五
を
長
子

に
持
ち
、
木
下

順
庵
を
門
下

に
持
ち
、
そ

の
他
近
世
儒
学

界

の
名
士
達

と
親
密

な
交
遊
関
係

を
持
ち

漢
学
的
素
養

・
宋
学
的
知
識

に
お
い
て
も
宗
因
と
比
較

に
な
ら
ぬ
広
さ
深
さ

を
持

っ
て
い
た
は
ず

の
貞
徳
も

同
じ
く
林
注

に
よ

っ
て
寓
言

説
を
説

い
て
よ
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
宗
因
よ
り
も
、
よ
り

一
層
宋
学
的
色
彩

の
濃

い
世
界

に
生
き

て
い
た
貞
徳
が
ど
う

し
て
郭
注
的
立

場

を
固
執

し
続
け
、
林
注

に
背

を
向
け
通
し
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う

か
。
貞
徳
も

『
荘
子
』
を
読
む

の
に
や
は
り

「
羅

山
以
下

の
知
識
人

を
媒
介
と
し
て
」
林
注

に
拠

っ
た
と
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
貞

門

の
俳
論

を
み
る
と
随
所

に
林
注

の
影
響
を
指
摘

し
得

る
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
事

実
が
あ
る

に
か
か
わ
ら
ず
、
貞
徳

は
林
注
を
受
け

つ
け
ず
、
そ
れ

は

「
文
芸

を
し
て
政
治

の
手
段

の

]
つ
と
考
え

た
貞
門
俳
人

の
実
利
主
義
」

か
ら
出

た
の
だ

と
い
う

の
は
、
や
や
速
断

に
す
ぎ
は
し
な
い
だ

ろ
う

か
。

こ
う
し
て
近
世

一
般

の
風
潮

か
ら

宗
因

の
寓
言

H
遊
び

け
俳
譜

と
い
う
考
え
方
が
生
じ
て
来

た
と
い
う
野

々
村
氏
説
で
は
、
貞
徳

の
寓
言
説

に
対

し
て
と

っ
た
立
場
に

つ
い

も

も

て

の
説
明

に
矛
盾

が
生
じ

て
く

る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ

な
ら
ば
何
故

に
そ
う

し
た

一
般
的
風
潮

の
中

で
宗
因
が
特

に
そ

の
風
潮

と
俳
譜
文

芸

を
結
び
付
け
る
よ
う

に
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問

い
は
明
確

な
事
実

に
よ

っ
て
答

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
宗
因
が
連
歌
師

で
あ

っ

た
か
ら
で
あ

る
。
貞
徳

の
場
合

と
対
比
し
て
み
る
と
、
そ

の
こ
と
は

一
層
明
ら

か
に
な
る
。
貞
徳

は
二
十
数
歳

に
し
て
連
歌
師

で
あ

る
こ

(
8

)

と
を
や
め
た
。
そ
れ
以
後
、
彼
は
全
く
連
歌
を
作
ら

な
か

っ
た
。
し
か
る
に
、
初

め
は
余
技

と
し
て
た
の
し
ん
で
い
た
俳
譜
が
近
世

の
文

学

の
史
的
展
開

に
つ
れ
て
次
第

に
そ

の
主
流
的
位
置

を
占

め
る
よ
う

に
な

っ
て
く

る
と
、
そ
う

し
た
史
的
展
開

の
必
然

の
中

に
あ

っ
て
彼

は
俳
譜
を
も

っ
て
連
歌

に
替

る
べ
き
文
芸
と
し
て
、

こ
れ

に

「
俳
言

を
賦
し

た
る
連
歌
」

と
い
う
価
値
を
与
え
、
自
己

の
生
涯
を
か
け
る

第

一
芸
術

と
す

る
と
い
う
事
態

に
立
ち
至

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
こ
ろ
み

に
彼

の
晩
年

の
作

品
で
あ
る

『
紅
梅
千
句
』
を
見

て
み
よ
う
。
そ

87

こ

に
賦

せ

ら
れ

た
俳

言

を
連
歌

用
語

と
置

き

替

え

た
ら
、
そ
れ

は
そ

の
ま
ま
連

歌

と
な

る

こ
と

を
発

見

す

る

で
あ

ろ
う

。

(
六
七
五
頁
参
照
)
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こ
う
し
た
貞
徳

の
俳
譜

は
有

心
躰

を
奉
ず

る
連
歌

の
伝
統
を
受
け

て
、
「
正
躰

を
立
て
、
本
心
を
備

へ
」
(
五
条
之
百
句
)
た
も

の
で
な
け
れ

ば

な
ら
ず
、
そ

こ
に
は
文
章

の
奇
抜
を
愛
す
る
林
注
的
な
寓
言
観

の
入
り

こ
む
余
地
は
全
く
な

い
。

と
こ
ろ
が
宗
因
は
貞
徳
と
は
違

っ
て

生
涯
歴

と
し
た
連
歌
師

で
あ

っ
た
。
寛

文
十
年

(
七
+
歳
)
頃
、
大
阪
天
満
宮
連
歌
所
宗
匠

の
職
を

一
子
宗
春

に
譲

っ
た
が
、
そ

の
後
も
連

歌
師

で
あ
る
こ
と
を
止
め
ず
、

ま
た
当
流
俳
譜

の
総
帥

と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
か
ら
も
、
連
歌
師

と
し
て

の
活
動
を
続
け
、

死

に
至
る
ま
で
連
歌
か
ら
離
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
。
彼

の
連
歌

の
代
表
的
作

品
に
挙
げ

ら
れ

る

「
明
石
人
丸
社
法
楽
独
吟

百
韻
」

は
延

宝

二
年
、
『
浜
宮
千
句
』
は
同
六
年
、
『
延
宝
千
句
』

は
同
七
年

に
作
ら
れ

た
も

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
生
涯
を
通
じ
て
徹
頭
徹
尾
連
歌

師
あ

っ
た
宗
因

は
、
余
技
と
し
て
、
遊
び
と
し
て
、
俳
譜

を
作
り
、

ま
た
他

の
指
導
も

し

た
。
そ

の
余
技
、
遊

び

の
気

持

に

一
層
余
裕

を

持

た
し
め
た
の
が
、
寛

文
十
年

に
天
満
宮
連
歌
所
宗
匠

の
職

を
宗
春

に
譲
り
、
薙
髪
出
家

し
た

こ
と
で
あ

っ
た
。
連
歌
師

で
は
あ

っ
て
も

宗
匠

の
地
位

か
ら
く
る
責
任

は
な
く
、

か

つ
俗
世

の
繋
縛

か
ら
も
自
由

に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
自
由
な
、
脱
俗

の
境
地

か
ら
、
俳
譜

を
単

な
る
余
技

・
遊
戯

・
息

抜
き

と
考
え
れ
ば
、

そ
れ
は
何
物

に
も
拘
束
さ
れ
る

こ
と

の
な

い
瓢
逸
、
風

狂
な
即
興
的
表
現
を
楽

し
ん
で
も
何

ら
支
障

は
な
く
な
る
。

こ
う

い
う
俳
諾
が
私
的

な
文
辞
愛
好

の
世
界
で
受
容
さ
れ
て
い
た
林
注

『
荘
子
』
寓
言
説
と
結
び

つ
く

の
は
極
め

て
自
然

で
あ
り
、
容
易

で
あ

る
。

い
わ
ん
や
宗
因

の
出
家

は
禅
を
通
し
て
な
さ
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
中
世
以
来
禅

と
な
じ
む

こ
と
の
深

い
林
注

は
、

よ
り
内
面
的
な
必
然
さ
を
も

っ
て
彼

に
受

け
容
れ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
が
俳
譜

を

「
連
歌

の
寓
言
」

と
い

っ
た
の
は
、

ま

さ

し
く
文
字
通
り

「
連
歌

の
寓
言

旺
連
歌

の
余
技
」

と
考
え

て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
宗
因

の
俳
諸

の
背
後

に
は
、

い

つ
で
も

必
ず
専

門
と

も

ぬ

し

て

の
連

歌

が
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

で
あ

る

か
ら
、

ど

ん

な

に
俳

譜

で

は

め
を
外

し

て
も

、

逸

狂

を

た

の
し

ん

で
も

、

そ

こ

に
は

そ

れ
だ

け

の
理
由

は

ち

ゃ
ん
と

立

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

れ

は
、

い
わ
ば

精

神

の
無

礼

講

で
あ

っ
た
。

そ

の
点

に
、

当

時

す

で

に
い
ち

は

や
く

着

目

し

て
、
季

吟

は
、

「
連

歌
師

の
俳

諸

は
大

方

な
げ

や

り

な
る
所

あ

り

て
、

放

堵

の
事

お

ほ
し

。」

(
俳
諸
用
意
風
躰
)

と
評

し

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
し

て
、

宗
因

の
俳

譜

寓
言

説

が
、

『
源

氏

物

語
』

寓
言

説

か
ら

出

な

が

ら
、

そ

の
郭

注

的

立

場

か
ら

林
注

的
立

場

に

メ

タ
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モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ

し
た
こ
と
に
は
、
彼

自
身

に
お
け
る
主
体
的
条
件

と
内
面
的
必
然
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
俳
譜
寓
言
説
は
ま
た

一

面
か
ら
い
え
ば
寛

文
末

か
ら
延
宝
初

へ
か
け

て
の
俳
壇
状
勢

と
む
す
び

つ
い
て
形
成
変
貌

さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
俳
譜
寓
言
説
は
宗
因

の
個
人
的
な
俳
譜
観
や
技
法
論

で
あ

る
と
同
時

に
、

そ
れ
を
超
え

た

一
般
的
、
文
学
史
的
な
意
義

を
持

っ
て
現
わ
れ

た
の
で
あ

っ
た
。
原

初

は
主
観
的
事
実
と
し
て
は
た
し
か
に
宗
因
個
人

の
所
懐

と
し
て
現
わ
れ

た
も

の
で
あ

っ
た
。

し
か
し

一
度
現
わ
れ

る
や
、
歴
史
的
条
件

か
ら
個
人

の
見
解
と
し
て
あ
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
超

え
た

一
般
的
文
学
史
的
意
味
を
も

っ
て
、
現
実

に
お
い
て
激
動

し

つ
つ
あ
る

談
林
派

の
新
風
運
動

の
理
論
体
系

と
し
て

の
意
味
を
同
時

に
荷

な
う
も

の
た
ら
し
め
ら
れ

た
。
か
く
し
て
客
観
的

な
存
在
物

と
な

っ
た
こ

の
理
論

は
、
そ

こ
に
新

し
い
性
格

を
生
じ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
俳
譜
寓
言
説
は
、
も

は
や
宗

因
個
人

の
も

の
で
は
な
く
、
談
林
派

の
理

論

と
し
て
、
独
立
し
て
そ
れ
自
身

の
存
在

理
由

を
主
張

し
始

め
、
そ
れ
自
体
と
し
て
運
動
を
起

こ
し
、
談
林
派

の
実
際
運
動
と
む
す
び

つ

き

、
際
限
も

な
く
拡

大
し
て
ゆ
き
、
そ

の
自
発
自
展

の
結
果

は
、
宗
因

。
惟
中
も
予
期
も
し
な
か

っ
た
延
宝
末
期

の
寓
言
説

の
末
期
症
状

に
陥

り
、
そ
れ
自
身

の
内
部

に
持

つ
矛
盾
契
機

を
増
大
し
、

か

つ
て
の
首
唱
者

の
手

に
も

お
え
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
以
上
、
俳
譜
寓
言

説

の
宗
因

に
お
け

る
発
生

・
変
貌
と
、
談
林
派
理
論

と
し
て
発
展
展
開

し
た
過
程

を
考
え

た
が
、

こ
こ
で
宗
因
自
身

の
寓
言
論

に
た
ち
も

ど

ろ
う
。

宗
因

の
寓
言
説

と
し

て
書

か
れ

た
最
初

の
も

の
は
周
知

の
ご
と
く
、

『
阿
蘭
陀
丸

二
番
船
』

に
載
せ
ら
れ

た
独
吟

百
韻

の
詞
書

で
あ
る
。

い
ま
、
必
要

な
部
分
を
抜

い
て
示
せ
ば
次

の
如
く

で
あ
る
。

キ

ョ

グ

ゥ
ゲ

ン

モ
ト

ワ

ス

コ

テ

ソ

抑
俳
譜

の
道
、
虚

を
先

と
し
て
実
を
後

と
す
。

和
歌

の
寓
言

・
連
歌

の
狂
言
也
。
連
歌
を
本
と
し
て
、
連
歌
を
忘

る
る
べ
し
と
古
賢

キ

ク
ナ
ラ

ク

ナ

ユ
ガ

シ

ヒ

の
庭
訓
な
る
よ
し
。
予
道

に
遊
ぶ
事
既
年
あ
り
。
聞
道
も

ろ

こ
し
の
何
某
、
五
十

に
し
て
四
十
九
年

の
非

を
知
と
。

い
は
ん
や
七
十

に

ミ
ヅ
カ
ラ

ケ
ソ
グ

ヒ
ソ
プ
ク

リ
チ
ギ

及

で
他

の
見

る
ほ
ど

の

自

の
非
を
知
ま
じ
き

や
。
非
を
好

に
理
あ
る
を
し
れ
ば
也
。
但
世

に
賢
愚
貧
福

あ
り
。
律
気
不
律
気
、
上
戸

ウ
デ

ア
カ

エ

ボ

ス
ミ
ヅ

キ
ソ

ダ

テ

ウ
ス
ギ

ゥ
ッ
ハ
モ
ノ

下
戸
、
武
家

の
町
風
、
法
師

の
腕
だ

て
、
赤
烏
帽
子
、
角
頭
巾
、
伊
達

の
薄
着
、

六
方

の
意
気
、

を
の
く

其

器

に
し
た
が
ふ
。
其

689



ゼ

ワ
キ

マ

へ

心

に
あ
ら
ざ
れ
ば

し
ら
ず
。
古
風
当
風
中
昔
、
上
手

ハ
上
手
、
下
手

ハ
下
手
、

い
つ
れ
を
是

と

辮

ず
。
す

い
た
事
し
て
あ
そ
ぶ

に

ハ

90

ユ
メ
マ
ボ

ロ
シ

ケ

ゲ
ソ

6

し
か
じ
。
夢

幻

の
戯
言
也
。

こ
の
俳
諸
寓
言
説
が
世

に
発
表
さ
れ
た

の
は
、
延
宝
八
年
秋
刊
行

の

『
阿
蘭
陀
丸
二
番
船
』
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
文
末

に

「
延
宝

二
年
夏

の
比
よ
し
な
き
筆
を
そ
む
る
所

也
」

と
あ
る

の
に
よ

っ
て
、

そ

の
執
筆
年
代

を
知
る

こ
と
が

で
き

る
。

か

つ
、

こ
れ

は

宗
因

の

「
蚊
柱
百
韻
」
(
延
宝
元
年
作
)

に
対
す

る
論
難
書

『
し
ぶ

団
』

(
延
宝
二
年
刊
)

に
対
す

る
駁
論

と
し
て
書

か
れ

た
も

の
で
あ
り
、

ま
た
、

『
俳
諸
蒙
求
』
(
延
宝
三
年
刊
)
所
引

の
宗
因
書
簡

に

「
実

を
偽

に
し
、

偽

を
ま

こ
と

に
い
ひ
な
す

を
俳
諾

の
本
意

と
承
り
置
候
」

と
あ
る

の
と
内
容
的

に
対
応
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
延
宝
初
年

の
宗
因

の
寓
言
説
を
考
察
す
る
資
料

と
す
る

に
足
る
も

の
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が

で
き

る
。

シ
ブ

ウ

チ

ハ

ワ
ヵ

こ

の

一
文

は
、

「
渋
団

の
返

答

、

心

に

つ
ら

ね
給

ひ
け

れ
ど

も

、
若

と

の
ば

ら

と
あ

ら

そ

ふ

や
う

な

る
も

お
と

な
げ

な

し

と

に
や
」
(『
阿

蘭
陀
丸
二
番
船
』
木
原
宗
円
)
未

発
表

の
ま

ま
筐
底

に
蔵

さ

れ

た
が
、

し

か

し
、

そ

こ
で

ま
と

ま

っ
た
寓

言

説

そ

の
も

の
は
、

口
頭

や
書

簡

を

通

じ
門

弟

知
友

に
教

え
説

か

れ

た

こ
と

で

あ

ろ
う
。

そ

れ

は
、
『
俳

譜

蒙

求
』

所

引

の
宗

因

書
簡

か
ら

も

推
知

で
き

る

し
、

ま

た
惟

中

の

『
俳

譜

蒙
求

』

(
延
宝
三
年
孟
夏
刊
)
、『
し
ぶ

団
返

答

』
(
延
宝
三
年
九
月
刊
)

が

さ

っ
そ

く
現

れ

た

こ
と
も

、

ま
さ

し
く

そ

う

し

た
師

説

の

影

響

で
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

こ
で
、

つ
ぎ

に
延

宝

初

期

の
宗

因

の
寓

言

説

の
思

想

に

つ
い
て
考

え

て

み

よ
う
。

ま
ず

、

抑

俳

譜

の
道

、
虚

を
先

と

し
実

を
後

と
す

。

和
歌

の
寓

言

、
連

歌

の
狂
言

也
。

と

い
う

の
は
、

俳

譜

の
性
格

お

よ
び

文

芸

上

の
位
置

を
定

め

た
定

義

で
あ

る
。

こ

こ

に
宗

因

は
俳

譜

を

そ

の
表

現

の
性
格

上
、

正
統

な

る

文

学

た
る
和
歌

・
連
歌

の
余

技

と

し

て
、

一
段

と
低

い
価

値

に

お

い
て
認

め
、

そ

れ
だ

け

に
責

任

の
な

い
自

由

な

ジ

ャ

ソ
ル
と

み
な
す

態

(
9

)

度

を
は

っ
き
り
と
示
す
。

こ
こ
の
論

理

の
は

こ
び
方

に
は
、
今

氏

の
指
摘

さ
れ

る
よ
う

に
、
伝
統
的
な

『
源
氏
物
語
』
寓
言
説

の
影
響

の
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痕

跡
を
示

し
て

い
る
。
同
時

に
こ
の
表
現
は
、
俳
譜

が
和
歌

・
連
歌

の
余
技

で
あ
る
と
い

っ
て
も

、
そ
れ
は
連
歌
師
宗
因

の
個

人
的

な
立

場
か
ら

い
う
も

の
で
あ
る
と
い
う
意
味

を
語

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
続

い
て

予
道

に
遊
ぶ
事

既
年
あ
り
。

と
い

っ
て
、
彼
個
人

と
し
て
、
そ

の
寓
言

の
俳
譜

に
遊
ぶ

こ
と
が
久
し
い
と
述

べ
そ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

『
し
ぶ
団
』

は
彼
が
寓
言

の
俳
譜

に
あ
そ
ぶ

こ
と
を
非

と
し
て
論
難
す
る
が
、
宗
因
自
身
も

そ

の
作
品
が
正
統
的
な
即
ち
貞
門
的
な
俳
譜
と
は
異

っ
て
い
る

こ
と
は

う

し

カ

も

齢
七
十
歳

に
及
ぶ
ほ
ど

の
身

と
し
て
ち

ゃ
ん
と
知

っ
て
い
る
Q
し
か
し
、
非
す
な
わ
ち
寓
言

の
俳
譜

を
好
む

の
は
、
そ

こ
に
は
そ
れ
だ
け

の
理
が
あ
る

の
を
知

っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
と
い
う
。
正
統

派
を
も

っ
て
自
ら
任

じ
て
い
る
連
中

は
、
わ
が
無
心
躰

の
俳
譜

を
と
や

か
く

難

じ
あ
げ

つ
ら
う
が
、
そ
う
し
た
是
非

の
論
争

は
、

い
ず
れ

の
言

い
分
も
是
と

い
え
ば
是
、
非

と

い
え
ば
非

で
、
そ
れ

は
世
間

一
般

の
是

非

の
論
争

が
す

べ
て
相
対
的

で
あ

る
の
と
同
様

に
、
相
対
的
な
価
値
観

の
次
元

で
非
難
し
あ

っ
て

い
る

の
に
す
ぎ

な

い
。
自
分

は
そ
う
し

た
相
対
的

な
価
値
論
争

に
は
か
か
わ
ら
な

い
ー

い
ず
れ
を
是
と
弁
ず
ー

。
そ
う

い
う

こ
と
を
超
越

し
て

「
す

い
た
事
」
す

な
わ

ち
守

武
流

の
無

心
躰

の
俳
譜

に
あ
そ
ぶ

に
し
く
事

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上

の
如
く

で
あ
る
か
ら
、
結
論

を
い
え
ば
、
自
分

の
俳
諸

は
、

万
物

斉
同

の
立
場

に
立
ち
、
生
死
夢
幻

の
異
な
る

こ
と
な
き

を
見
通
し
た
上
で

の
余
技

・
遊
戯

の
文
芸

で
あ
る
と
述

べ
て
、

こ
の
論

は
完
結
す

る
。

こ
の
よ
う

に
宗
因
は
、
文
芸
寓
言
説
か
ら
始

ま
り
、
敵

対
者

の
非
難

に
答
え
て
価
値
相
対
論

を
説
き
、

そ
れ

に
基
づ

い
て
正
統

派

に

対
す

る
異
端
派

の
伝
統
も

ま
た

レ
ー
ゾ

ソ
ー
デ

ー
ト

ル
を
有
す
る

こ
と
を
述
べ
、
そ
れ

に
よ

っ
て
自

己

の
俳
諮

を
無
心

異

躰

に

遊

ぶ

余

技

・
遊
戯

の
文
芸

と
定
位
す

る
。

右

の
文
が
草

せ
ら
れ

た
翌

々
年

(
延
宝
四
年
)

宗

因
は

『
酷
晒
雛
鯨
桝
十
百
韻
』

の
巻
頭

に
左

の
荘
子
像
賛

の
句
文

を
与
え
た
。

そ

こ
に

は
以
前

の
所
説

を
十
分

に
発
展

さ
せ
、
完
成

し
た
宗

因

の
寓
言
論
が
提

示
さ
れ

て
い
る
。
そ

の
点

を
検
討
し
、
彼

の
寓
言
説

の
い
か
な
る

916
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。



抑
俳
譜

は
雑
躰

の
そ

の
ひ
と

つ
に
し
て
、
連
歌

の
寓
言

な
ら
し
。
荘
周
が
文
章

に
な
ら
ひ
、
守
武
が
余
風

を
仰
が
ざ
ら

ん
や
。
今

こ

蹴

の
画
図

に
向

へ
ば
、
栩

々
然

と
し
て
花

に
た
は
ぶ
れ
、
遽

々
然
と
し
て
枕
を
そ
ば
だ

て
、
夢
う

つ
玉
の
間

に
あ

り
。
世

は
み
な
ま

つ
か

う
、
遊

ん
だ
が

ま
し
ぢ
や
。

世

中

よ

蝶

々

と

ま

れ

か

く

も

あ

れ

こ
の
句
文
は
、
宗
因

の
俳
諸
寓
言
説

で
刊
行
発
表
さ
れ

た
最
初

の
も

の
と
し
て
注
目

に
値
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
と
書
中

の
判
詞

に

よ

っ
て
、
彼

の
寓
言
説
は
よ
り
広
く
全
国
的

に
普
及
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ

を

『
阿
蘭
陀
丸
二
番
船
』
所
収

の

「
独
吟
百
韻
」

の
詞

書

に
い
う
と

こ
ろ
と
比

べ
て
み
る
と
、

こ
れ

は
後
者

に
述
べ
た
所
を
要
約
し

た
形

に
な

っ
て
い
る
。

し
か

し
、
単

に
要
約

し
た
だ
け
で
は

な
く
三

ヵ
年

に
わ

た
る
談
林
派

の
文
学
革

新
運
動
の
状
勢

を
反
映
し
て
、

以
前

の
説
を
さ
ら

に
徹
底
さ

せ
、
明
確

に
し
て
来

て
い
る

こ
と

が
う

か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
冒
頭

に
同
じ
く
寓
言
と

い
い
な
が
ら
、
俳
詣

は
和
歌

文
学

の

「
雑
躰
」

の

]
と
し
て
独

立
し
た
文
芸
ジ

ャ

ソ
ル
の

一
な
る

こ
と
を
宣
言

し
て
い
る
。

つ
い
で
、

こ
の
ジ

ャ

ソ
ル
は
、
表
現

に
お

い
て

『
荘
子
』

の
文
体

に
な
ら
な

い
、
作
風

に
お
い

て
守
武

の
伝
統

を
継
承
す

る
と
、
は

っ
き

り
宗
因
流

の
作
風

・
表
現

の
志
向
す

る
と

こ
ろ
を
示
す
。
そ
う
し
て
、
人
生
は
生
死
夢
幻
が
異

る
と
こ
ろ
な
き
も

の
で
あ
り
、
そ

こ
に
設
定

さ
れ
て
い
る
価
値

は
す
べ

て
相
対
的
な
も

の
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
と
ま
れ

か
く
ま

れ
、
寓
言

の
俳
譜
i
守
武
流

の
無

心
躰

の
俳
諾

に
遊
ぶ

の
が

ま
し
で
あ
る
、

と
宗
因
流

の
考
え
方
を
明
確

に
掲
げ
述
べ
て
結

ん
で
い
る
。

以
前

の
所
説

の
う
ち
、

あ
い
ま

い
な
点

は
は
ら

い
去
り
、
明
ら
か

に
す
べ
き
点
を
よ
り
明
確

に
し
、
宗
因
個
人

の
俳
譜
観
と
し
て
で
は
な

く
、
宗
因
流

の
俳
譜
論

と
し
て

の
理
論
体
系

を
確
立
し
、
そ

の
主
張
を
積
極
的

に
お
し
出
し

て
い
る
。
守
武
流

の
表
現

・
作
風
を
高
く
標

榜

す
る
宗
因

の
俳
諸
寓
言
説

は
こ
こ
に
完
成

し
た
の
で
あ

る
。

こ
の
二
篇

の
俳
諸
寓
言
論

を
通

じ
て
考

え
て
み
る
と
、
宗
因

の
寓
言
論
が

『
荘
子
』

の
思
想

の
影
響

を
著

し
く
受
け

て
い
る
こ
と
を
見

出

す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ

の
中
心
と
な
る
も

の
は
、
斉
物
論
的
、
道
遥
遊
的
思
想

で
あ
る
。
世

の
中

の
価
値

や
価
値
観

は
さ
ま
ざ

ま
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で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
相
対
的

な
も

の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
は
、

ま
さ

し
く

「
斉
物
論
」

の
思
想

に
拠

る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ

ワ
キ

マ

へ

故

に
、
「
い
つ
れ
を
是

と
辮
ず
」
1

す

な
わ
ち
是
非
を
争
う
次
元

か
ら
超
越
す

べ
き

で
あ
る
と

い
う

の
も

ま
た

「
斉
物
論

」

に
説
く
と

こ

ろ

に
拠

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

ま

た
、

「
夢

幻

の
戯

言

也

」
と

い
う

の
は
、

そ

の
背

後

に

「
斉

物

論

」

の
胡

蝶

の
磐

喩

を

ふ

ま
え

て

い
る
。

こ
う

し
て
、
無

心
異
躰

の
俳

譜

に
あ

そ
ぶ

に
し

か
ず

と

い
う

思
想

は
、

す

べ

て

「
斉

物

論

」
の
万

物

斉

同

の
論

理
、
相

対
的

価

値

観

超
越

の

哲
学

を
基

盤

と
し

て
い
る

の
で
あ

る
。

か
く

の
ご

と
く
、

是

非

争
論

の
次

元

を
超

越

す

る

と

こ
ろ

か
ら
、

無

心
躰

の
俳

譜

を
楽

し
む

こ
と

も

へ

も

を

、

宗
因

は

「
あ

そ

ぶ

」

と
言

い
、

そ

の

「
あ

そ
び

」

に
身

を
ゆ
だ

ね

る

こ

と
を
繰

り
返

し

力

説

し

て

い
る
。

「
予

道

に
あ

そ
ぶ

事

既
年

も

ヘ

ヘ

へ

も

へ

あ
り
。
」
「
す

い
た
事

し
て
あ
そ
ぶ

に

ハ
し
か
じ
。
」
「
遊
ん
だ
が
ま
し
ぢ
や
。
」
等
。

こ
の
あ
そ
び

は

「
斉
物
論
」

の
思
想

の
上

に
立

つ
も

の

で
あ
る
か
ら
、
す

な
わ
ち

「
道
遥
遊
」

の
あ
そ
び
に
通
ず

る
も

の
で
あ
り
、
従

っ
て

「
心

の
天
遊
」
、
「
変
化
自
然

の
大
自
在
底
」

に
己
を

ま
か
す

こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
宗
因

の
俳
譜

に
あ
そ
ぶ

の
説
は
迫
遥
遊

の
思
想

を
根
拠
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

宗
因

の
俳

譜
寓
言
説
が

『
荘
子
』

の

「
斉
物
論
」
、
「
迫
遥
遊
」

に
拠
る
と

こ
ろ
深
く
大

な
る
も

の
が
あ
る

こ
と
は
以
上

に
見

た
通

り
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
は
宗
因

の

『
荘

子
』
観

は
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う

か
。
「
荘
子
像
賛
」

に

「
荘

周
が
文
章

に
な
ら

ひ
、

守
武

が
余
風
を
仰
が
ざ

ら
ん
や
。」

と

『
荘
子
』

の
文
体
と
守
武

の
無

心
躰

を
共
通

の
性
格

を
持

つ
も

の
と
し

て
対
置
し
、
惟
中
宛
書
簡

に
「
実

を
偽

に
し
、
偽
を
ま
こ
と
に
い
ひ
な
す
を
俳
諸

の
本
意
」
と
思
う
と

い

っ
て

い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
彼

は

『
荘
子
』
を
も

っ
て
奇
異

の
文
体

を

鼓
舞

し
て
寓
言

に
あ
そ
ぶ
も

の
と
す
る
林
希
逸
的
荘
子
観

を
持

っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
時
代

の
風
潮
と
彼

(
10

)

の
主
体
的
条
件

に
制
約
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る

こ
と
は
、
野

々
村

氏
が
解
明
さ
れ

た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
こ
で
明
ら
か

に
見
ら
れ
る

こ

と
は
、
宗
因

は

『
荘
子
』

の
思
想
内
容

に
も
深

い
関

心
を
持

っ
て
い
た
が
、
そ
れ

に
も

ま
し
て

『
荘
託

の
文
体

の
奇
抜

さ
、
自
由
さ
を

愛

し

て

い
た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

鰯

文
体

の
奇
抜
、
表
現

の
自
由
を
愛
す

る
林
希
逸
的
荘
子
観

は
、
俳
譜
を
連
歌

の
余
技
と
み
な
し
、
奇
抜
、
軽
妙
、
瓢
逸

な
表
現
を
た

の



し
む
あ
そ
び
と
す

る
俳
譜
観
と
表
裏

一
体
を
な
す
も

の
で
あ
る
。

『
荘
子
』
は
近
世

に
お
い
て
、

公
的
な
学
問

の
世
界
で
は
容
認
さ
れ
な

か

っ
た
が
、
私
的
な
文
学
享
受

の
世
界

で
は
肯
定
さ
れ
、
非
功
利
的
な
表

現

の
奇
抜
、
自
在
性
が
高
く
評
価
さ
れ

た

(野

々
村
氏
)
。

し
か

し
て
、
そ

の
よ
う

な

『
荘
子
』

に
対
す

る
態
度

は
、
林
註

に
よ
る
解
釈

に
立

つ
と

こ
ろ
か
ら
来

る
も

の
で
あ
る
が
故

に
、

一
面

に
お
い
て

は
禅

的
な
超
脱

の
境

地
と
交
流
す

る
も

の
を
持

っ
て

い
た
。

こ
れ
は
近
世
初
期

の
学
者

・
思
想
家
等

の

『
荘
子
』

に
対
す
る
批
評

の
文
に

お
い
て
明
ら
か

に
認

め
ら
れ
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
宗
因
も

『
荘
子
』
を
表
現
面

に
お
い
て
享
受

し
た
が
、
そ

の
根

に
思
想
的
、
宗
教
的

な

立
場
を
持

っ
て
の
上
で
あ

っ
た

こ
と
は
、
彼

の
二
篇

の
寓
言
論

に
お
い
て
見
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
門
弟

の
惟
中

は
、

こ
う

し
た
宗
因

の
思
考

の
在
り
方

を

「
活

心
活
機
」

と
言

い
、

「
禅

心
活
機
」

と
も
考
え

て
い
る

(俳
譜
蒙
求
)
。

こ
う

し
た
思
想
的
、
宗
教
的

立
場
を
し

っ
か
り
持

っ
て
い
る

こ
と
が
、
宗
因

の
俳
譜
観

に
お
け

る
無

欲
逸
狂

の
高
踏
性

の
内
面

か
ら

の
支
え

と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
正
真

の

俳

譜

の
伝
統
は
、
守
武
流

の
無

心
所
着

の
風
躰

に
お

い
て
こ
そ
見
出
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
と

こ
ろ

に
宗
因

の
俳
譜
寓
言
説

の
真
義
が
存

す
る

の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
彼

の

『
荘
子
』
観
と
同

一
次
元

に
立
ち
、
共
通

の
性
格

を
持

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故

に
、

無

欲

逸

狂
、
政
治
的

ア
パ

シ
ー

(「
世
は
み
な
ま
つ
か
う
、
あ
そ
ん
だ
が
ま
し
ぢ
や
」
)

と
い
う
態
度

は
、
彼

の
寓
言
説
を
根
本
的

に
性
格
づ
け
る
。

し

(
11

)

か
る
に
政
治
的

ア
パ

シ
ー

こ
そ
、
町
人

の
世

界
観
、
処
世
観

の
基
盤

を
な
す
も

の
で
あ
る
。
宗
因

の
俳

譜
寓
言
論

は
、
近
世
町
人

に
全
幅

的
共
感
を
も

っ
て
歓

迎
さ
れ
る
性
格

を
、
そ
れ
自
身

に
内
在
さ

せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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岡
西
惟
中
は
寛

文
九
年

に
宗

因

の
門
下

に
入

っ
た
が
、
時
あ

た
か
も
宗

因
が
談
林
派

の
総
帥
と
し
て
俳

諾
寓
言
説
を
ひ

っ
さ
げ

て
立
ち

上
が
り

つ
つ
あ
る
時

で
あ

っ
た
。
元
来
漢
学
的
知
識

を
有

っ
て
お
り
、
か

つ
論
客

と
し
て

の
素
質

を
そ

な
え
て
お

っ
た
惟
中
は
、
宗
因

の

寓

言
論

に
接
す
る
や

い
ち
は
や
く

こ
れ

に
追
随

し
、
祖
述

し
始

め
た
。
実
作

の
面

に
お
い
て
も
著

し
い
談
林
化
を
と
げ

た

こ
と
は
、
延
宝

`



ノ
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三
年
刊

の

『
俳
譜
蒙
求
』

に
収

め
ら
れ

た
彼
自
身

お
よ
び
備
前
系

の
俳

人

の
作
品
を
見
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
延
宝
三
年

に

は

『
俳
譜
蒙
求
』

に

つ
い
で

『
渋
団
返
答
』
を
刊
行

し
、
さ
ら

に
引
続

い
て
延
宝
年
間

に

『
酪
晒
雛
琳
糊
十
百
韻
』
(
延
宝
四
年
刊
)

・
『
俳
諾

三
部
抄

』
(同
五
年
刊
)
・
『
獅
嚇
軒

三
百
韻

』

(
同
六
年
刊
)

・
『
近
来
俳
譜
風
躰
抄
』

(
同
七
年
成
、
同
八
年
刊
)
・
『
破
邪
顕
正
返
答

』
(同
七
年

刊
)
・
『
破
邪
顕
正
評
判
返
答
』
(
同
八
年
刊
)
・
『
続
無
名
抄
』
(同
八
年
刊
)
等

を
著

し
、

は
な
ぱ

な
し
い
俳
壇
活
動
を
通
じ
て
師
説
を
祖

述

し
、
普
及

し
、
徹
底
さ
せ
た
。
宗
因

の
俳

譜
寓
言
説
が
談
林
派

の
理
論
と
し
て
広
く
全
国
的

に
波
及
し
て
い

っ
た
の
は
、
惟
中

の
啓
蒙
宣

伝
が
与

っ
て
力
あ

っ
た
も

の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う

に

急
激

に
広
汎

に
惟
中

の
祖
述
が
波
及

し
て

い

っ
た
こ
と
は

彼

の
理
論
が
爆

発

的
、
衝
撃
的

に
広

ま

っ
た
無

心
所
着

な
守
武

・
宗
因
流

の
理
論
的
根
拠

た
る
俳

諸
寓
言
説
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
、
新
流
行

の
風
躰

に

具
体
的

な
論
拠
を
与
え

た
か
ら

で
あ

っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
守
武
流
儀

そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
す

で
に
広
く
大
衆

に
知
悉
さ
れ

て

い
た
。

そ
れ

に
向

か

っ
て
大
衆

が
お
し
寄

せ
た
時
、
背
後

か
ら

こ
れ
を
合

理
化
し
、

ア
ジ

テ
ー
ト
し
、
元
気
づ
け
る
論
理
が

必
要

と
な

っ
た
。

そ

の
必
要

を
満

た
し
た
の
が
惟
中

の
寓
言
論

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
惟
中

の
俳
譜
寓
言
論

の
う
ち
で
最
初

の
も

の
で
あ
り
、
体
系
的

な
記
述
形
態

を
持

ち
、

か

つ
談
林

の
新
風

運

動

の
上
昇
期

に
指
導
的
役
割

を
果
し
た
も

の
は

『
俳
諸
蒙
求
』

で
あ
る
。
芭
蕉
も
惟
中
か
ら
受

け
る
べ
き
も

の
は
、
す

で
に
こ
の
書

で
受

け

っ
く

し
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
そ
れ
故
に
、
同
書

を
中

心
と
し
て
芭
蕉

に
影
響
を
与
え

た
惟
中

の
理
論

の
考
察

を
進

め
て

ゆ
く

こ
と
に
す
る
。

(
惟
中
自
身
の
寓
言
論
の
発
展
展
開
と
終
末
は
、
別
に
あ
つ
か
う
べ
き
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。)
『
俳
譜

蒙
求
』

の
寓
言
論

は
、
貞
門

の
古
風

に
反
携

し
て
立
ち
上

っ
た
宗
因
流

の
新
風

の
激

し
い
運

動
を
背
負

っ
て
、
新
風

宣
揚

の
理
論

と
し
て

形
成
さ
れ

た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
徹
頭
徹
尾
反
貞
門
的
意
識

の
上

に
構
築

さ
れ
て

い
る
。
す

な
わ
ち
、

一
、
俳
譜

は

『
荘
子
』
と
ひ
と
し
く
、
奇
抜
、
滑
稽

な
寓
言

を
そ

の
根
本
的
性
格

と
す
る
と

い
う
。

95

イ

マ

6

『
荘

子

』

一
部

の
本

意

、

こ
れ
俳

譜

に
あ

ら
ず

と

い
ふ
事

な

し
。

適

遥
遊

の
篇
、

林

希

逸

が

註

に
、

不

レ
知

是

.
滑
稽

.
庭
、

如

今

.
人

.



ハ

ニ

ジ

ツ

所

謂

ル
臨

頭

.
話

也

、
と

あ

り
。

ま

た
、

そ

の
下

の
注

に
、

讃

二
荘

子

一、

其

實

皆
寓

言

也

と
も

み

え

た
り
。

(
俳
諾
蒙
求
)

鰯

(
以
下
、

惟

中

の
寓
言
論

の
考
察

に
お

い
て
、

同
書
引
用

の
場

合

に
は
出

典
を

し

る
す

こ
と
は
省

略
す

る
。

な
お
、

句
読

濁
点

は
筆
老
、

ふ

り
が

な

は
も

と

の
ま
ま
。)

こ
れ

は

「
荘
子

の
本
意

"
俳
譜
」
と

い
う
公
式
を
提
示

し
て

い
る
の
で
あ

る
が
、

こ
の
逆

「
俳

譜

闘
荘
子

の
本
意
」
も

成
立
す
る

こ
と

は
、
『
俳
譜
蒙
求
』
全
巻

を
通
じ

て
惟
中
が
力
説

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

こ
の
公
式

の
提
示
は
、

正
風
躰

の
伝
統
を
奉
ず
る
貞
門

の

立
場

を
否
定

し
て
、
荘
子
寓
言

目
俳
諸
滑
稽

と
い
う
旗
じ

る
し

の
も

と

に
、
無
心
所
着
、
異
躰

の
守
武
流

の
伝
統

を
継
承
す
る
と
い
う
談

林

派

の
立
場

を
宣
言
す
る
も

の
で
あ

る
。

二
、
『
荘
子
』

の
寓
言

に
な
ら
な

い
、
無
心
所
着
を
俳
譜

の
根
本

と
す

る
故

に
、

そ
う
し
た
性
格

の
句

な
ら
ば
、

俳
言
が
な
く

て
も
容

認
す
る
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

旬

に
よ
り
て
俳
言
は
あ
ら
ね
ど
も
、
そ

の
心
を
か
ん
が

ふ
れ
ば
、
よ
き
寓
言

の
俳
諸
も

あ
る
も

の
也
。

こ
う
し
て
、
「
俳
諾
は
俳
言

を
賦

し
た
る
連
歌
」

で
あ
る
と
す

る
貞
門
俳
諸

の
基
本
的
命
題

を
崩
壊

に
導

こ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。

三
、

ま
た
無
心
所
着

の
異
躰

を
継
承
す
る
故

に
、
虚

を
実

に
し
、
無

を
有

と
す

る
表
現

を
よ
し
と
す

る
。

こ
の
表
現
方
法

の
代
表
的
な

も

の
と
し
て
擬
人
法
が
あ
る
。

グ

ハ
イ

ブ

ツ

ヘ
ソ

フ

ギ

ヨ

も

の
い
は
ぬ
鴬
時
鳥

に
も

の
を

い
は
せ

た
る
作
、
則
荘
子
が
寓
言

な
り
。
さ
れ
ば
荘
子

の
外
物
篇

に
ひ
と

つ
の
鮒
魚

に
も

の
を

い
は

せ
た
る
事

あ
り
。

こ
れ
古
今

の
俳
譜
歌

と
お
な
じ
き
也

。

談
林
派
が

こ
の
考
え
を
忠
実

に
信
奉

し
た

こ
と
は
彼
等

の
作

品
を
見

れ
ば

一
目
瞭
然

た
る
も

の
が
あ
る
。
動
植
物
等

の
自
然
物
を
扱
う

場
合

に
、
擬

人
法

に
よ
ら
な

い
表
現
を
と

っ
て
い
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
見
あ

た
ら
な
い
。

四
、

ま
た
、
貞
門

の
固
定
化
し
た
物
付
け
を
否
定
す
る
故

に
、

こ
う
し

た
も

の
に
拘
束
さ
れ
ぬ
新
奇
、
意
想
外

な
取
合
せ
を
よ
し
と
す
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る
。
彼

は
宗

因

の
書
簡

に
、

「
紙

子

に

に
し
き

の
ゑ

り

さ

し

た
る

や
う

に

一
興

あ

る

を
俳

譜

と
申

と

か

や
。
」

と
あ

る

の
を
引

用

し

た
り
、

「
貞
光

す

ゑ

た
け

ま

つ
た
け

の
山
」

の
句

の

「
す

ゑ

た
け
松

た
け

と

か
さ

ね

ら
れ

た
る

一
句

、

近

比

め
づ
ら

し
き

と
り

あ

は

せ
也

。
例

の

寓

言

と

し

る
べ

し
。
」

(渋
団
返
答
)

と

い

っ
た
り
、

月

も

知

れ

源

氏

の

な

が

れ

の

女

也

青

暖

簾

の

き

り

つ

ぼ

の

う

ち

き

り

つ
ぼ

と

い

ふ
所

に
、

ざ

っ
と

し

た
青

ぞ

め

の
暖

簾

か
け

ら
れ

し
作

意

、
寓

言

の
手

本

也

。

(
渋
団
返
答
)

と
説

い
た
り

し

て

い
る
。

ま
た
、

こ

の
貞

門

風

物
付

け

を
否
定

す

る
立
場

か
ら
、

「
古
事

、

も

の
が

た
り

を
あ

ら

ぬ

こ
と

に
引

た
が

へ
て

ホ

ソ
ア

ン

翻

案

す

る
」

こ
と

を
俳

譜

の

「
本

意

と
し

る

べ
し
」

と
説
く

。

そ

こ

に

『
荘

子
』

寓

言

の
方
法

の
基

本

的

な

る
も

の
と
通

じ

る
も

の
が

あ

る

と
思

っ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
立

場

か
ら
、

宗

因
流

の

「
縁

」
・
「
詞

つ
ゴ
き

」

に
よ

る
付

句

の
技

法
が

案

出

さ

れ
、
貞

門
伝

統

の

「
取

な

し
」
・
「
言

掛

け
」

の
技

法

は
否
定

さ
れ

て
ゆ

く

の
で
あ

る
。

五
、
貞

門

の
古

風

を

否
定

す

る
も

の
で
あ

る
か
ら

、
惟

中

は
当

然

「
新

し

さ
」

を

当
流

の
必

須

の
要

件

と
す

る
。

新

し
く

一
句

つ
ぶ

や
き

た

る

は
興
あ

る
俳

譜

也

。

…

…

か

N
る
新

し
き

作

意

を

ゆ

る

さ
れ

た
る

西
翁

の
活

心
活
機

、

あ

x
こ
れ

な

ん

ら

の
人

そ

や
。

ヘ

ヘ

へ

と

も

し

㌔

エ
ィ

フ
ソ

コ
ツ

人

の
い
ま
だ

詠

ぜ

ぬ
躰

を

よ

み
出

す

こ
そ

、
そ

の
人

の
粉

骨
も

あ
ら

は
れ
、

き

く

人
も

感

心

を
う

こ

か
す

事

に

こ
そ

侍

れ
。

と
も

述

べ

て

い
る
。

そ

れ

は
、

も

の
ご

と

に
時

代

と

い
ふ
も

の
あ

り
。

餅

と
い
う
時
代
感
覚

の
鋭
さ
か
ら
来

て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ

の

「
新
し
さ
」

こ
そ
当
風

の
俳
諾

の
志
向
す
べ
き
方
向

で
あ

る
と

い
う

こ



と
を
示

し
た
も

の
は

「
西
翁

の
活
心
活
機
」

で
あ

る
と
し

て
、

こ
こ
に
も
や

は
り
宗
因
を
媒
介

と
し

て
自
説
と

『
荘
子
』
寓
言

と
を
結
び

脇

つ
け

る

こ
と

を
惟

中

は
忘

れ

な

い
。

六
、
寓

言

の
俳

譜

と
い
う
も

の
は
、
右

に
述

べ

た
よ
う

な
諸

特

質

を
持

つ
も

の

で
あ

る
か

ら
、

貞

門

で
否
定

さ
れ

た
用
付

、

噂

付

を
守

武

・
宗

鑑

の
伝

統

に
立

ち

か
え

っ
て
積

極
的

に
容

認
す

る
。

宗

鑑

・
守

武

・
西
翁

の
三
先

生

を

手
本

と
し

て
、

お

か
し
く

興

あ

る
用

付

、

う

は
さ
付

用
ゆ

べ
き

な

り
。

同

じ

理
由

か

ら
、

指
合

、
去

嫌

の
制
約

を
貞

門

派

の
よ
う

に
き

び

し
く

い
わ
な

い
。

惟
中

は
宗

因
書

簡

を
引

い
て
自

説

の
拠

り
ど

こ
ろ

と
す

る
。

俳

譜

の
さ

し
合

は
、
京

田
舎

更

に
定

り

た
る
事

な
く

、

と
り
み
＼

に
み

え

た
り
。

ワ

カ
ソ

ま
た
、
さ
ら

に
貞
徳

の
式
目
歌

「
俳
譜

は
式
目
ぞ
な
き
大
方
は
和
漢

の
ご

と
く
去
嫌

ふ
べ
し
」

と
、
季
吟

の

舳
俳
諾

は
連
歌

の
ご
と
く

サ
リ
キ

ラ
イ

去
嫌
も

あ
な
が

ち
な
ら
ず
。
」

と
い
う

こ
と
ば
を
自
説

に
都
合

の
い
い
形

で
断
章

取
義
的

に
引
用

し
て
い
る
。

七
、
貞
門

で
は
連
歌

の
伝
統

を
継
承
し
よ
う

と
し
た

こ
と
か
ら
、
文
芸

の
功
利
的
価
値
を
肯
定

し
、
も

っ
て
封
建
社
会

に
そ

の
位
置

を

築

こ
う
と
し
た
。
惟
中
は
貞
門
派

の
こ
う
し

た
功
利
説
、

政
治
性
を
否
定
し

て
い
う
。

ヵ

ク
ベ

ツ

ミ
ギ

歌

の
道

の
政

の
助
と
な
れ
る
事

は
古
今

の
序

に
貫
之
が
書
る
な
り
。
さ
れ
ど
も
俳
譜

の
本
意

は
格
別

の
事
也
。

こ
x
が
右

に
あ
ま
た

キ
ヨ
ブ

申
侍

る
荘
子
が
寓
言
、
老
子

の
虚
無
底
、
俳
譜

に
あ
る
所

な
り
。

…
…
宗
鑑

は
さ
し
も

ほ
ま
れ
有
俳

譜
師

に
て
、

よ
く
く

俳

か
い

の

サ
ト

寓
言

を
悟
り
得

た
れ
ば

こ
そ
、

い
ぬ

つ
く
葉

の
集
、
句

み
な
く

寓
言

な
り
。

こ
う
し
た
政
治
的

ア
パ

シ
ー
は
、

ま
た
反
体
制
的
な
態
度

に

つ
ら
な
り
、
そ

こ
か
ら
社
会
的
な
人
間
関
係
ー
礼
法

を
無
視
す
る

の
が

俳
諸

の
根
本

で
あ
る
と

い
う
考
え
方

を
あ
え
て
主
張
し

て
は
ば
か
ら
な
い
。

礼
法

の
外

に
ほ
し
ゐ
ま

x
な
る
が
俳
譜

の
根
本
な
り

と
し
る
べ
し
。
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と
宣

言

し
、

俳

諸

は
常

を

や
ぶ

り
、
俗

を

み
だ

る

の

こ
と
葉

と
も

い
う

。

何
故

に
か
く

の
ご

と
く

極
端

な

主
張

を

あ

え

て
す

る

の
か
と

い
え

ば

、

か

x
る

心

を
さ

と

ら

ぬ

は
、
連

歌

に

ひ
と

し
く

て
、

い

つ
ま

で
も
俳

譜

と

い

ふ
も

の
に
は

な

ら

ぬ
也

。

と

い
う

理
由

が
あ

る
か

ら

で
あ

る
。

つ
ま
り
連

歌

的

な
貞

門
風

か

ら
脱

却

し
、
寓

言

の
俳

譜

に
人

間

を
解

放

す

る

に
は
、

反
体

制

的

態
度

ー

西
鶴

の

こ
と
ば

を
借

り

て

い
え
ば

、

「
自

由

に
も

と

つ
く

」
(
大
矢
数
賊
)

こ
と
が

前

提

に
な

る

と

い
う

の

で
あ

る
。

今

氏

は
、

惟

中

の

「
親

一
門

の
中

に
と

り
出

し

て

よ

ま
れ

ぬ

ほ
ど

の
句
躰

な

ら
ば

い
み
さ

く

べ

し
。
」

と

い

い
、

「
源

氏
も

の
が

た
り
、

い
せ
も

の
語

の
た
ぐ

ひ
を

ひ
ら
詞

に

い
は

ゴ
、
父

子

兄
弟

の
前

に

て
は
、

よ
む
事
も

か

た
か

る
べ

し
、

や

さ

し
く
も

書

つ
ら

ね

し

こ
そ
、

和
歌

の
大

徳

に
て
侍

れ

。
俳

譜
も

用
捨

の
心

を
加

へ
て
、

さ

な
が

ら
連

歌

に
な

ら

ぬ
や

う

に
よ
き

位

を

は
か

る

べ

し
。
」

(俳
譜
蒙
求
)

と

い

っ
た

こ

と
ば

を
引

き

、

彼

が

「
お
も

ふ
ま

x

に
大
言

を

な

し
、

か

い
て
ま

は

る
ほ

ど

の
偽

を

い
ひ

つ

ゴ
く

、
」

と

い

い
、
宗

因

が

「
遊

ん
だ
が

ま

し

ぢ
や

。
」

と

い
う

の
は
、
彼

等

が
俳

譜

に
面

を
向

け

る
時

の
虚

勢

に
す
ぎ

な

い
と
断

じ
、

寓

言

説

と

い
ふ
新

し

い
支
柱

や
作

品

の
外

貌

の
い
ち

じ
る

し

い
相

違

に
も

拘

ら

ず
、

こ
れ

を
支

へ
て

ゐ

た
文
学

精

神

は

(貞
門

と
)

全
然

同

じ
も

の
で
し

か

な

か

っ
た

こ
と
を

考

へ
な
く

て
は
な

ら

な

い

。
(談
林
俳
譜
覚
書
)

と

い

っ
て

お
ら
れ

る
が
、

こ

の
相
矛

盾

す

る
言

説

の
ど

ち
ら

に
絶

対

的

な
重

点

が

か

か

っ
て

い
る

か

は
、
両

言

説

を
含

む

寓
言

論

全
体

の

体
系

の
中

で
比
較

さ

れ

な
け

れ
ば

な

ら
ず

、

ま

た

こ
の
言

説

が

唱
導

さ

れ

た
時

点

に
お

け

る
談

林

派

の
作

品

に
よ

っ
て
実

証
さ

れ

な
け

れ

ば

な
ら

な

い

で
あ

ろ
う

。
そ

う

し

た
手

順

に
立

っ
て
検

証
す

れ
ば

、

今

氏

の
説

は
や

は

り
再

考

を
要

す

る
も

の
と
思

わ

れ

る
。

実
際

、

延

宝

初

年

に
お

け

る
談

林

派

は
文
芸

的

な
要

求

の
上

に
燃

え
立

っ
て

い

た

の
で
、

そ

こ

に
は
功

利

的

な
原

理

は

ほ

と
ん

ど
意

識

さ

れ

て

い
な

㎜

か

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し

た
文
学
史
的

な
情
勢

の
中

で
形
成

さ
れ
、
支
持
さ
れ

た
理
論
が
、
貞
門
的
な
功
利
主
義

を
ほ
と
ん
ど
忘
れ
、



封
建
的

イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
か
ら
遊
離

し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

以
上
見

て
き

た
と

こ
ろ
で

『
俳
譜
蒙
求
』
を
中
心
と
す

る
惟
中

の
寓
言
論

の
理
論
体
系
は
明

ら
か
に
な

っ
た
が
、
そ

の
理
論

に
立

っ
て

惟
中

は
俳
諸

の
本
質
論
、
技
法
論
、
価
値
論

の
す
べ
て
に
わ

た

っ
て
、
貞
門

と
正
反
対

の
主
張
を
述
べ
、
新
風

の
性
格
、
特
徴
を
具
体
的

に
説

い
て
い
る
。
そ

の
各
項
目
は
す

べ
て

『
荘
子
』
寓
言

説
と
関
連
づ
け

て
説

か
れ
て
い
る
。
演
繹
あ
り
、
拡
張
解
釈
あ
り
、

こ
じ

つ
け

あ
り

で
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
談
林
派

の
俳
諸
観

・
技
法
論

の
す
べ
て
に
わ
た

っ
て

『
荘
子
』
寓
言
説

と
の
結
び

つ
き

を
作

っ
て
い
る
。

そ

の
上
、
論
敵

か
ら
理
論
体
系

の
未
整
理
点
や
矛
盾
を
衝

か
れ
そ
う
な
と

こ
ろ
も
、

ぬ
け
め
な
く

「
寓
言
」

の
煙
幕

を
は

っ
て
、
攻
撃
を

か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
よ
う

に
何
も

か
も
寓
言
寓
言

と
利
用
し
た
と

こ
ろ
か
ら
宗
因
派
自
体

の
内
部

に
お
い
て
も
寓
言

説
に
理
解

の
混
乱
を
来

た
し
、

ま
た
他
派
か
ら

の
批
判

に
対
す
る
言
訳
や
逃
げ

口
上

に
も
寓
言

説
を
用

い
る
結
果

に
陥

っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

こ

こ
に
見

た
よ
う

に
、
惟
中

の
俳
諸
論

と

『
荘
子
』
寓
言
説
と

の
結
び

つ
き

は
非
常

に
深

い
の
で
あ
る
が
、
次

に
は

こ
の
結
び

つ
き

の

根
底

に
あ

る
惟
中

の

『
荘
子
』
観
を
考
察
し
、
そ
れ
と
俳
譜
観

と
の
関
係

に

つ
い
て
見

て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
さ
き

に
も
引
用
し
た

イ

ヤ

荘

子

一
部

の
本

意
、

こ
れ
俳

諸

に
あ

ら
ず

と

い
ふ
事

な

し
。

遣
遥

遊

の
篇

、

林

希

逸

が
註

に
、

不
レ
知

是

.滑
稽

.
庭

、

如

今

人
.
所

ハ

ニ

ジ
ツ

謂

ル
断

頭

.
話

也

と
あ

り
、

ま

た
そ

の
下

の
註

に
、

讃

二
荘

子

一其

實
皆

寓

言
也

と
も

み
え

た

り
。

は
、

惟

中

の

『
荘

子

』
観

を
も

っ
と
も

よ
く
現

わ
す

こ
と
ば

で
あ

る
。

『
荘
子

』

は
滑
稽

寓

言

の
書

で
あ

る
と
す

る

こ

の
総

論

に
続

い

て

彼

は
論

じ

て

い
う

。

コ
ソ

先

荘

子

が

心

は
、
た

と

へ
ば

北

の
う

み

に
鯉

と

い
ふ
魚

あ

り
。

そ

の
魚

の
お

ほ
い
さ
、

い
く
ば

く

千

里

と

い
ふ
事

を

し
ら

ず

。
そ

の

ヘ
ン

ホ
ウ

魚

変

じ

て
鵬

と

い

ふ
鳥

と
な

り
、

そ

の
せ

な

か
幾

千

里

と

い
ふ
事

を

し
ら

ず

。

こ

の
鳥
、

海

の
動
く

時

、

北

よ

り
南

の
う

み

へ
う

つ
ら

テ
イ

ん

と
す

。
水

に
は
う

つ
事

三
千

里
、
風

に
の
り

て

の
ぼ

る
事

九
万

里

と
書

り
。

こ
れ

則

心

の
天
遊
、

変

化

自

然

の
大
自

在

底

也

。

し

か

ア

ラ

バ
レ

シ

ユ
カ
ウ

れ
ば

い
ま
す
る
俳
譜
も
、
方
寸

の
胸
中
よ
り

顕

出

て
、
天
地

の
外

に
う

ち
む
か
ひ
、
自
由
変
化

の
趣
向

を
お
も

ひ
め
ぐ

ら
し
、
あ

る

700
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事

な

い
事

と
り

あ

は

せ

て
、

活

法
自

在

を

ま

こ
と

の
俳

譜

と

し

る

べ
し
。

山

に
か
け

り
野

に
あ

そ
び

て
、

は

な
を

め

で
、
紅

葉

に
あ

こ

セ
ウ

ヨ
ウ

ユ
ウ

が

る

x
折

ふ

し
、

こ
と

に

こ

の

こ

x
ろ

を
も

て
作
す

る
事
、

こ
れ
俳

諸

の
道

遥
遊

な

ら
ず

や
。

セ
イ

ロ

タ
イ
ザ

ソ

シ
ゥ
ガ
ウ

ま
た

、
斉
魯

に
ま

た
が
れ

る
泰

山

、

五
嶽

の
長

た

る
を

、

い
た

り
て
す

こ
し
き

な

り

と

し
、
秋
毫

の
い
た

り

て
ほ
そ

き

を

お

ほ

ひ
な

ホ
ウ
ソ

ジ

ユ
ヨ
ウ

り

と

し
、

ま

た
蕩

子

を

い
の
ち

な
が

し
と

し
、

彰
祖

が
七

百
歳

を

み
じ

か

し

と
す

る
、

是

か

の
大

小

を
み
だ

り
、
寿

天

を
た
が

へ
、

虚

ジ
ツ

キ

コ

ゼ

コ

マ
ツ
タ

を
実

に
し
、

実

を
虚

に
し
、
是

な

る

を
非

と

し
、
非

な

る
を
是

と
す

る
荘

子

が
寓

言

、

こ
れ

の
み

に

か
ぎ

ら
ず

、

全
く
俳

譜

の
俳

譜

た

コ
ツ
ス

る

な

り
。

し

か
あ

れ
ば

、

お
も

ふ

ま

N
に
大
言

を

な

し
、

か

い
て

ま
は

る

ほ
ど

の
偽

を

い
ひ

つ
黛
く

る
を

こ

の
道

の
骨

子

と

お
も

ふ

べ

し

。

惟

中

の

『
荘

子

』
観

の
全

貌

は

こ
こ

に
述

べ
尽

さ
れ

て

い
る
観

が

あ

る
。

総
論

を
承

け

て
前
節

で

は

『
荘

子

』
の
思

想

の
根

本

は
道

遥

遊

に
あ
る

こ
と
を
観

鵬

の
讐
喩
か
ら
説
き
起

こ
し
、

こ
の
広
大
な
る
知
見

に
基
づ
く
讐
喩

を
通

っ
て
道
遥
遊

の
境
地
ー

心

の
天
遊
、
変
化

自

然

の
大
自
在
底
t

に
達
す
る

こ
と
が

で
き

る
と
述
べ
る
。
そ
う
し
て
、
文
体

の
奇
抜
が
精
神

の
解
放
を
も

た
ら
す

の
で
あ
る
か
ら
、

「
し
か
れ

ば

い
ま
す

る
俳

諾

も

、
方

寸

の
胸
中

よ

り
顕
出

て
天

地

の
外

に
う

ち
む

か

ひ
、

自

由

変

化

の
趣

向

を

お
も

ひ

め
ぐ

ら

し
、

あ

る

事

な

い
事

と
り

あ

は

せ

て
、
活

法
自

在

を

ま

こ
と

の
俳

諸

と

し

る
べ

し
。
」

と

『
荘

子

』

に
俳

譜

を
結

び

つ
け

て
教

示
す

る
。
後

節

で
は

、

「
斉

物
論

」

の

「
天

下

莫

レ
大

二
於
秋

毫

之
末

↓

而
大

山
爲

レ
小

、

莫

レ
寿

二
乎

蕩

子

一、

而

彰

祖
爲

レ
天

。
」

の
論

理

を

『
荘

子
』

の
寓

言

の
例

と

し

て
挙

げ

て
、

「
大
小

を

み
だ

り
、
寿

天

を

た
が

へ
、

虚

を
実

に
し
、
実

を
虚

に
し
、

是

な

る
を
非

と
し
、

非

な

る

を
是

と
す

る
」

も

の
で
あ

る

と
解

説
す

る
。

す

な
わ

ち
虚

斜

実

と

い
う

図
式

に
お

い

て

『
荘

子
』

の
寓

言

を

考

え

る

の
で
あ

る
。

さ
ら

に

「
荘
子

が
寓

言

、

こ
れ

の
み

に
か
ぎ

ら
ず

、

全
く
俳

譜

の
俳

譜

た
る

な
り

。
」

と
ま

で
彼

は

い
う

。

こ

こ

に
挙

げ

た

例

の
ほ

か

に
も

、
『
荘

子

』

に
記

す

る

と

こ

ろ
は
す

べ
て

全
く
寓

言

で
あ

る

と
見

る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

惟

中

は
虚

を
偽

り
、

実

を
真

実

と

い
う

の
と
同

じ

に
考

え

て

い
た

よ

(
21

)

017

う

で
あ

る

か
ら
、

そ

こ
で
、
「
し

か
あ

れ
ば

、

お
も

ふ

ま

N
に
大

言

を

な

し
、

か

い
て

ま

は

る
ほ
ど

の
偽

を

い
ひ

つ
ゴ
く

る
を
、
こ

の
道

の



骨

子
と
お
も
ふ
べ
し
。
L
と
い
う
結
論
が
出

て
く

る
の
で
あ

る
。
寓
言
と

い
う
も

の
は
、

虚
得
実

と

い
う
図
式

で
表

わ
さ
れ
、

そ
れ
は
活

法
自
在

の
大
言
、
真
偽

を
裏
返

し
に
し
た
滑
稽
奇
抜

な
表
現

と
も
言

い
換

え
ら
れ
る
、

と
考
え
る

の
が
惟
中

の
寓
言
観

で
あ

る
。

以
上

の
惟
中

の

『
荘
子
』
観

は
、
要

約
す
れ
ば

、

「
荘
子

は
滑
稽
寓
言

の
書

で
あ

り
、

そ

の
思
想

の
根
本

は
広
大

な
る
知
見

を
も

っ
て

道
遥
遊
ー

心

の
天
遊
、
変
化
自
然

の
大
自
在
底
ー

を
得

る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
広
大

な
る
知
見

は
寓
言

に
よ

っ
て
表
現
さ
れ

る
が
、

そ
れ

は
虚

斜
実

と

い
う
表

現

方
式

を
持

つ
も

の
で
あ

る
。
」

と

い
う

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う
。

こ

の

『
荘

子
』

観

は
林

希

逸

の

『
荘

子
』

観

に
全

面
的

に
依
拠

し

て

い
る
。

ま
ず

、

荘

子

H
滑
稽

寓

言

と

い
う
見

方

は
、
「
道

遥

遊

」
篇

尭

治

二
天

下

之

民

一、

平

二
海

内

之
政

一、

往

見

二
四

子
貌

姑

射

之

山

司
扮

水

之
陽

、

窩

然
喪

二
其
天

下

一焉

。

(
13

)

の
林

註

の
次

の
部

分

に
基

づ

い
て

い
る
。

四
子

既
無

レ
名

、
或

以
爲

二
許

由

・
超

敏

・
王
侃

・
被

衣

一。

或

日
、

山

海

経

云
、
貌

姑
射

、

在

二
簑
海

外

一。
扮

陽

、

発
都

也

。

…
…

一
員

本
、

;

　
、
三
非

レ
本

非

レ
　

、

四
非

レ
非

二
本
　

一也

。

如

7
此

推

尋

シ
テ
、
轄

.
タ
見

ニ
ル
迂

誕

一ナ
ル
,
、
ヲ
。

不
レ
知

此

.
正

。荘

子

滑
稽

.庭

如

今

ノ
人

.
所

謂
断

頭
話

ナリ
。

正

。
要

ス學

者

如
レ
此
掃

摸

セ
ソ
,ト
.
。

前
後

.
解

者

、

正

。落

ッ
ニ
其

.
圏

績

.
中

㌦
.。

何
ゾ
足

ソ
三
以
讃

ニ
ム
。
荘

子

}.
。

其

實

ハ皆
寓

言

也

。

つ
ぎ

に
広

大

な

る
知
見

に
よ

っ
て
遣

遥
遊

の
世

界

に
至

り
得

る
と

い
う
論

理

は
、
鰻

鵬

の
讐

喩

に

つ
い
て
林

希

逸

の
説
く

と

こ
ろ

に
拠

っ
て

い
る
。
林

註

で
は

い
う

。

此
段

、

只
是

.
形
二
容
胸

中
廣

大

之
樂

一、
却

設

二
此
警

喩

一。

其

.
意

蓋

謂

ハ.
、
人
之

所

レ
見

者

小

、
故

有

二
世

俗
紛

紛

之

孚

一。
若

シ
知
三
天

地

之
外

、
有

二
如

γ許

世
界

一、

自

覗
二
其

身

一、

錐
二
太
倉

之

一
粒

一、

不

レ
足

二
以
喩

フ
之

。

ま

た
、

道

遥
遊

を
も

っ
て

「
心

の
天
遊

、

変

化
自

然

の
大

自

在
底

」

と
す

る

の
も

、

や

は
り
林

注

の

「
道

遥

遊
篇

」

の
冒

頭

に
説

く

と

こ
ろ

に
従

っ
て

い

る
。
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遊
者

,
イ
ブ
ハ、

心
有

二
天
遊

一也

。
遣

遥

、

言

ハ優

游
自

在

ナ
ル
也

。

最
後

に
、
寓

言

は
虚

鴛

実

と

い
う
表

現

構

造

を
持

ち
、

お
も

う

ま
ま

に
大
言

を

な

し
、

か

い
て

ま
わ

る

ほ
ど

の
偽

り

を

い
う

も

の
で
あ

る

と

い
う

考

え
方

は
、

初

に
引

い
た
林

注

の

一
。
ハ本

、

二
　

、

三
非

レ
本

非
レ
　

、

四
非

レ
非

二
本
　

一也

。

如
レ
此

推

尋
、

韓

≧
見

二
迂
誕

一。

不
レ
知

此

正
荘

子

滑
稽
庭

、

…
…

其

實

ハ

皆
寓

言

也

Q

に
拠

っ
て

い
る
。

い
う

ま

で
も

な

い
こ
と

で
あ

る
が

、

林
注

に

い
う

「
迂

誕

」

と

は

ま
わ
り

遠

い
大
言

を

は

い
て
偽

り

を

い
う

こ
と

で
あ

(
14

)

る
。
惟
中

の

「
お
も

ふ
ま

X
に
大
言
を
な
し
、
か

い
て
ま
は
る
ほ
ど

の
偽
を
い
ひ

つ
黛
く

る
を
、

こ
の
道

の
骨
子

と
思

ふ
べ
し
。
」
と

い
旗

こ
と
ば
は
、
通
例

こ
の
部
分
だ
け
を
抜
き
出
さ
れ
、
彼
が
た
だ

で
た
ら
め
に
出

ま
か
せ

の
う

そ
を

つ
く

こ
と
を
俳
諸

の
方
法

と
恣
意
的

に

考

え
て
い
た
と
批
判

さ
れ

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼

の
こ
の
考
え
方

は
林
希
逸

の
説
を
忠
実

に
祖
述

し
た
も

の
で
あ

り
、
迂
誕

ロ

寓
言

と
い
う
林
注

の
考
え
方
か
ら

一
歩
も
外
れ

た
も

の
で
は
な

い
。
確
実

に
拠
り
所

を
有
す

る
寓
言
説

の

一
表
現
で
あ
り
、
出

ま
か
せ

の

で
た
ら

め
と

い
う
も

の
と
は
正

に
反
対

の
も

の
で
あ
る
。

惟
中

の

『
荘
子
』
観

と
俳
諮
観
、

お
よ
び

こ
の
両
者

の
関
係
は
以
上
見
て
き

た
ご
と
く

で
あ
る
が
、

彼

の
考
え
方
、

見
方
が

『
荘
子
』

原
典

よ
り
林
注

に
多
く
拠

っ
て
い
る
こ
と
は
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
惟
中

は
道
遥
遊

の
思
想

に

つ
い
て
も
深

い
関

心
を
持

っ
て

い
る
ポ

ー
ズ
は
示
し

て
は
い
る
が
、
そ
う
し
た
思
想
内
容
よ
り
も
、
表
現

の
奇
抜
、
滑
稽

に
重
点

を
置

く
傾
向

は
避
け
ら
れ
な

い
。
林

注

の

『
荘
子
』
観
自
体
が
思
想
内
容

よ
り
も
表
現
面

に
重
点

を
置
く
も

の
で
あ

る
か
ら
で
あ

る
。

こ
う
し
て
惟
中

の
俳
譜
寓
言
論

は
表
現
面

に
偏

り
、
思
想
性
を
疎
外
す
る
性
格

の
も

の
と
な
ら
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。
宗
因

の
場
合

は
、
林
註

を
媒
介
と
は
し
た
が

『
荘

子
』
原
典

を
読

み
、
「
斉
物
論
」
、
「
道
遥
遊
」

の
思
想
を
自
己

の
も

の
と
し
、
「
知
三
天
地
之
外
、
有
二
如
レ
許
世
界

一」
(林
註
)
の
上

で
、
俳
譜

の
寓

言

b

、

、

、

03

に
あ

そ

ん

だ

の

で

あ

っ
た

。

(
そ

の

こ
と
は
、

す

で
に
見

て
き

た

よ
う

に
、

彼

の
荘
子
像

賛

と
百
韻

の
詞
書

か
ら
推
知

す

る

こ
と
が

で
き

る
。)
彼

の

作

7



品

の
軽
妙

酒
脱
さ
、
高
踏
性

の
秘
密

は
そ

こ
に
あ

る
。

し
か
る

に
惟
中
は

『
荘
子
』
を
読

み
な
が
ら
も
、
本
文

よ
り
も
林
注

の
解
釈

に
と

ら

わ
れ

て
い

っ
た
。
そ

の
結
果

『
荘
子
』

の
思
想

か
ら
離
れ
が
ち
に
な
り
、
表
現

の
お
も
し
ろ
さ
、
奇
抜

さ
ば

か
り

に
注
意
を
引

か
れ

て

い

っ
た
。
ま
た
、
彼

は

『
荘
子
』
を
道
遥
遊
篇
以
外

は
あ

ま
り
読
ん
で
い
な

い
。
そ
れ
は
彼

の
俳
論

と
作
品
と
に
徴

し
て
明
白
で
あ
る
。

こ
う

し
た
彼

の
俳
諾
寓
言
論
が
、
宗
因

の
到
達

し
た

「
道
遥
遊
」
「
斉
物
論

」
の
思
想
水
準

に
つ
い
て
ゆ
け
ず
、

表
現
面

に
関
す
る
論
点
ば

か
り
を
強
調
し
、
師
説

の
脱
俗
性
、
高
踏
性
を
稀
薄

に
し
て
い

っ
た

の
は
、

や
む
を
得

な
い

こ
と

で
あ

っ
た
。
詳
細

に
論
ず
れ
ば
論
ず
る

ほ
ど
、
真
義

か
ら
遠
ざ

か
る
の
が

『
荘
子
』

の
思
想

の
性
格

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

は
ま
た
必
然

の
こ
と
で
も
あ

っ
た
。

し
か
し
、
宗
因

に

お

い
て
は
甚
だ
抽
象
的

に
大
本

の
み
し
か
語
ら
れ

な
か

っ
た
寓
言
説
を
談
林

の
俳
譜
観

・
技
法
論

の
す
べ

て
に
わ
た

っ
て
結

び

つ
け

て

一

つ
の
理
論
体
系

を
作
り
上
げ
た

の
は
惟
中

で
あ

っ
た
。

か
く

し
て
彼

は
師

説

の
祖
述
に
精
力
的

に
尽

し
、
俳
譜
寓
言

説
を
全
国
的

に
普
及

徹
底
さ

せ
た
。

し
か
し
、
そ

の
啓
蒙

宣
伝
は
、
師
説
を
拡
張
解
釈
し
、
歪
曲
し
、
末
梢
化

し
、
浅
薄
化
す
る

こ
と
を
免
れ
得
な
か

っ
た
。

も

っ
と
も
、
そ

の
た
め
に
寓
言
説
を

一
般
大
衆

の
手

に
入
り
や
す
く

し
た
。
宗
因

の
寓
言
説

は

一
派

の
教
祖

に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ

の
大
本

を
示
し
て
い
る
が
、
『
荘
子
』
を
読

ま
な
い
者

に
は
所
説

の
真
義
が
解

し
が

た

い
。

と

こ
ろ
が
惟
中

の
俳
譜
寓
言
論

は

『
荘
子
』

を
読
ま

な
く

て
も

、
ま
た
読
ん
で
わ
か
ら
な
く

て
も

、
俳
譜
寓
言

説
と
い
う
も

の
の
お
も

し
ろ
さ
、

新
し
さ

(貞
門
古
風
に
対
し
て
と
い
う
意
味
で
)

が

よ
く
わ
か
る
。
そ

こ
に
彼

の
啓
蒙

宣
伝
活
動
が
大
き

な
影
響
を
与
え
た
秘
密
が
あ
る

の
で
あ
る
。
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四

延
宝

四
ー

六
年
間

の
芭
蕉

は
、
宗
因

の
寓
言

説
を
新
風

の
高

い
理
念

と
仰
ぎ

つ
つ
、
実
作
面

に
お
い
て
は
む
し
ろ
惟
中

の
祖
述
し
た
寓

言
論

と
、
そ
れ

に
よ

っ
て
作

り
出
さ
れ
た
時
代

の
風
潮

に
よ

っ
て
動
か
さ
れ

て
い
た
。
芭
蕉
が

こ
の
期
間

に

『
荘
子
』
を
読

ん
だ
形
跡

は

見
当

ら
な
い
。
さ
き
に
も
述

べ
た
よ
う

に
宗
因

の
寓
言
説
を
そ

の
高

さ
に
お
い
て
承
け
継
ぐ

に
は
、
ど
う

し
て
も

『
荘
子
』
を
読
ん
で
理
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解

し

て

い
な
け

れ
ば

無

理

で
あ

る
。

し

か

る

に
惟

中

の
寓

言

論

は

『
荘

子

』

を
読

ん
で

い
な
く

て
も

わ

か
る
。

こ
の
点

か
ら
も

芭

蕉

が

惟

中

の
説

に
よ

り
多

く

動

か

さ
れ

て

い
た

こ
と
が

考

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

ま

た
宗

因

の
寓

言

説

(「
荘
子
像
賛
」
が

一
般
に
読
ま
れ
た
で
あ
ろ

う
。
『
阿
蘭
陀
丸
二
番
船
』
の
独
吟
百
韻
の
詞
書
は
延
宝
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
い
わ
ゆ
る
談
林
時
代
が
す
ぎ
去
り

つ
つ
あ

っ
た
時

に
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。)
は
、

そ

の
大

本

を

一
般

論

の
形

で

示
す
だ

け

で
あ

る

か
ら

、
具

体

的

な
制
作

活

動

の
指

針

と
は

な

り
難

い
。

そ

こ

は

ど

う

し
て
も

惟
中

の
よ
う

な
祖

述
者

の
平

俗

化
、

実

際

化

し
た
解

説

に
仰

が

な
け

れ
ば

な
ら

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。
も

っ
と
も

、

芭

蕉

は

延

宝

三
年

の
夏
、

宗

因

に
面

接

し
、

そ

の
所

説

を
聞
き

、

直
接

に
指

導

を
受

け

て

い
る

の
で
あ

る

か
ら

、
寓

言

説

の
最

初

の
衝

撃

は
宗

因

自

身

に
よ

っ
て
与

え

ら

れ
、

新

作
風

へ
の
開

眼

も

こ
の
出

合

い

に
よ

っ
て
な

さ
れ

た

こ
と

は
論

を
ま

た

な

い
で
あ

ろ

う
。

し
か

し
、

そ

の

時

の
作

品
が

い
か

な
る
も

の
で
あ

っ
た

か

は
、

さ

き

に
考

察

し
た

と

こ
ろ

で
あ

る
。
芭

蕉

が

実

際

に
完

全

に
宗

因
風

に
化

す

る

の
は

『
俳

譜

蒙

求

』
。
『
渋
団

返
答

』

が

出

て
か

ら
後

の

こ
と

で
あ

る
。

の
み

な
ら

ず
、

芭

蕉

や
そ

の

一
派

な

ら
び

に
彼

の
門

下
が

『
俳
譜

蒙

求

』

を

読

ん
だ

形

跡

は
彼
等

の
作

品

に

お

い
て

こ
れ

を
指

摘

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

ー

や
き

豆
腐

仁

明

天
皇

の
御

宇

か

と

よ

常
仲

(俳
譜
蒙
求
)

ー

大
裏

雛

人

形

天
皇

の
御

宇

と

か

や

芭
蕉

(
江
戸
広
小
路
)

ー

高

さ

こ

の
松

茸

の
精

あ

ら

は
れ

て

定
国

(俳
譜
蒙
求
)

～1
大
根

の
精

た

ち

か
く

れ

け

り

芭
蕉

(
奉
納
弐
百
韻
、
梅

の
風
百
韻
)

ー
衆

生

さ

い
ど

の
験

す

く

は
む

一
花

(俳
諸
蒙
求
)

ー

衆

生

の
銭

を
す

く

ひ
と
ら

る

Σ

芭
蕉

(
江
戸
三
吟
、
ふ
く

と
汁
百
韻
)

ー

都

合

そ

の
勢

百

八

の
数

珠

風
蜘

(俳
譜
蒙
求
)

05

1

都

合

そ

の
勢

万

日

ま
ゐ

り

信
徳

(
江
戸
三
吟
、

ふ
く
と
汁
百
韻
)

7



ー

お
も

ふ

ま

x
に
大

言

を

な

し
、

1

三

十

六

句
う

そ

つ
き

の
春

読

二
荘

子

一

-

彼

。
是

は
嵐

雪

の
偽

花

の
う

そ

か

い

て
ま

は

る

ほ
ど

の
偽

を

い
ひ

つ

讐
く

る

を

こ
の
道

の
骨

子

と
す

べ

し

067

惟
中

(俳
譜
蒙
求
)

杉
風

(独
吟
二
十
歌
仙
)

其
角

(
東
日
記
)

も

ち
ろ
ん
、
謡
曲

の
語
句
表
現

を
取

っ
た
作
品
は
各

々
別
個

に
無
関
係

に
作
ら
れ
、
結
果
的

に
類
似
し

て
い
る

に
す
ぎ
な

い
と
い

っ
た

場
合
も
少
な
く

な

い
で
あ
ろ
う
が
、
右

に
掲
げ
た
例
は
発
想

の
内
容

に
お

い
て
も

共
通

の
も

の
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
各
例

の

前
後

の
間

に
影
響
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
し
て
芭
蕉

は
惟
中

の
俳
論

か
ら
影
響
を
受
け

る
ば

か
り
で
な
く

作
品

の
実
例
か
ら
も
影
響
を
受
け

て
い
た

の
で
あ
る
。

な
お
、
巧
拙
は
別

と
し
て
、

こ
の
期
間

に
お
け
る
宗
因

・
惟
中

一
派

と
芭
蕉

の
作

品
を
較

べ
て
み
る
と
、

芭
蕉

は
作
風

に
お
い
て
宗
因

よ
り
も
惟
中

一
派

に
近

い
こ
と
が
判

明
す
る
で
あ

ろ
う
。

(本
稿
に
引
用
し
た
諸
作
品

を
比
較
し
て
み
て
も
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。)

談
林
時
代

の
芭
蕉

の
俳
譜
観

と
表
現
方
法
論

は
、
宗
因

・
惟
中

の
説

に
全
面
的

に
依
拠

し
、

こ
と

に
実
際
的

な
制
作
活
動

の
面

に
お
い

て
惟
中

の
説

に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き

か

っ
た
か
ら
、
当
然
技
巧
面
を
重

ん
じ
、
滑
稽
性

・
諸
誰
性

・
奇
抜
性
を
俳
譜
性

の
中
心
と
考
え
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
俳
譜
観

の
上

に
立

っ
て
、

は
じ
め
て
古
風

を
脱
却

し
、
あ

の
新
風
意
識

の
横

溢
し
た
自
由

な
作
風

の
作
品
を

続

々
と
作

り
出

し
得
た

の
で
あ
ろ
う
。
自
由
な
無

心
躰

こ
そ
が
真

の
俳
諸
躰

で
あ

り
、
新

し
い
時
代

の
新
し
い
作
風

で
あ

る
と

い
う
確
た

る
意
識

の
目
ざ

め
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
彼

の
作
品

に
み
る
よ
う
な
自
由
溌
渕

た
る
談
林
調

は
出

て
来

よ
う
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
点

で
談
林

の
寓
言
説

は
芭
蕉

に
と

っ
て
も
大
き

な
意
味
を
持

っ
て
い
る
。
芭
蕉
自
身
も
後
年
常

に

「
上

に
宗
因
な
く

ん
ば
我
く

が
俳

譜
今

以
て
貞
徳

の
誕
を
ね
ぶ
る
べ
し
。
宗
因
は
此
道

の
中
興
開
山
也
。
」

と
い

っ
た

と
い
う

(
去
来
抄
)
。

談
林
調
時
代

に
お
け
る
彼

の
俳
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論

や
俳

諾
観
を
述
べ
た

こ
と
ば
は
残

っ
て
い
な

い
が
、
多
く
作

ら
れ
た
作

品
が
彼

の
俳

諾
観

と
方
法
論
と
を
あ

ま
す
と

こ
ろ
な
く
物
語

っ

て

い
る
。

彼

の
俳

譜
観
が

こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
か
ら
、
談
林
的
技
法

の
あ
ら
ゆ

る
も

の
を
駆
使

し
、
滑
稽

・
譜
誰

・
奇
抜
な
表

現

に
あ
そ

ん

で
い
る
か
ぎ

り
で
は
、
宗
因

・
惟
中

の
寓
言
論

で
理
論
面

の
要
求

は
十
分
間

に
あ

い
、
俳

譜

の
理
念

・
本
質

・
技
法

に
関
し

て
み
ず

か

ら
思
考

し
、
探
究
す
る
必
要

は
な
か

っ
た
。

こ
う

し
た
問
題

に
対
す

る
批
判

・
反
省

の
意
識
、
探
究

の
態
度

が
生

じ
て
、

は
じ

め
て
そ

の

問
題

の
根
本

に

つ
な
が

る
思
想

に
も
探
求

の
眼
が
そ
そ
が
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
ゆ
く

の
で
あ

る
が
、
延
宝
三
!

六
年
間

の
芭
蕉

は
、
宗
因

流

の
俳
諸

に
酔
い
し
れ

て
い
て
、
俳
諾

の
本
質

や
技
法

に
関
す
る
問
題
意
識

は
持

つ
に
至

っ
て
い
な
か

っ
た
。
そ

の
か
ぎ

り
で
は
、
俳
譜

寓
言
説

は
信
奉

し
て
も
、
『
荘
子
』
原
典

を
読

む
必
要
が
な
か

っ
た
。
従

っ
て
、

こ
の
時
期

の
芭
蕉

は
、
み
ず

か
ら

『
荘
子
』
を
読
む

こ
と

を
せ
ず
、
宗

因

・
惟
中

を
通
じ

て
、

林
註
的
荘
子
観
す
な
わ
ち

『
荘
子
』
は
滑
稽
奇
抜

な
表

現

に
満

ち
て
い
て

「
意

又
奥
妙
」

(
林
註
)

な
書

で
あ
る
と
い
う
見
方

を
常
識
的

に
知
る

に
と
ど

ま

っ
て
い
た
。
そ

の
書

に
は

(惟
中
流

に
い
え
ば
)

心
の
天
遊
が
語
ら
れ

て
お
り
、

変
化
自
然

の
大
自
在
底

、
活
法
自
在

の
哲
学
が
あ

る
が
、
そ
れ

は
常

に
寓
言
す
な
わ

ち
虚
得
実

と
い
う
表
現
様
式
で
し
る
さ
れ

て
い
る
。

そ

こ
に
、
他

の
い
か
な
る
書

を
も

っ
て
し
て
も
代

え
が
た

い
お
も

し
ろ
さ
が
あ

る
。
そ

の
寓
言

の
お
も

し
ろ
さ
が
近
世

の
学
者

・
知
識
人

に
よ
ろ

こ
ば
れ
た

の
で
あ

っ
た
が
、

こ
の
点
を
守
武
流

の
俳
譜

の
反
貞
門
性
格

と
結

び

つ
け

て
宗
因

・
惟
中

は
俳
諸

H
荘
子
寓
言

と
説

い

た
。
談
林
時
代

の
芭
蕉

は
そ
れ

を
承
け
継

い
だ
だ

け
で
あ

っ
た

の
で
、
彼

の
こ
の
時
期

に
お
け
る

『
荘
子
』
観

は
原
書
を
読

ま
な
い
間
接

的
な
も

の
で
あ
る
上

に
、
表
現

に

つ
い
て
の
イ

ソ
タ
レ
ス
ト
に
重

心
が
偏

っ
て
し
ま
い
、

『
荘
子
』

の
思
想

の
根
本

に
直
接
触
れ
る
ま
で

に
は
至
り
得
な
か

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

(
1
)

能
勢

朝
次
博

士
、
『
連
句

芸
術

の
性

格
』

(
2
)

芳
賀
幸

四
郎

博

士
、
『
中

世
禅
林

の
学
問

お

よ
び
文
学

に
関

す

る
研
究
』
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山
本
平

一
郎
氏
、

「
俳
譜

と
荘
子

が
寓
言
」

(
「
国
語

と
国
文
学

」
昭

和
十

二
年

一
、

二
月
号

)

今
栄
蔵
氏
、
「
談
林
俳
譜
覚
書
」
1

寓
言
説
の
源
流
と
文
学
史
的
実
態
1

(「
国
語
国
文
研
究
」
、
第
七
号
、

今
栄

蔵
氏
、

同
上
論
文
。

野

々
村
勝
英
氏
、
「
談
林
俳
諸

の
寓
言
論

を

め
ぐ

っ
て
」

(
「
国
語

と
国
文
学

」

昭
和

三
十

一
年

十

一
月
号
)

野

々
村
氏
、

同

上
論
文
。

小
高
敏

郎
氏
、

『
松
永
貞

徳
研

究
』

今
氏
、

同
上
論
文
。

野

々
村

氏
、

同

上
論

文
。

家

永

三
郎

氏
、

『
日
本
道

徳
思
想

史
』

尾
形

彷

氏
、
「
貞

門
談
林

俳
論
」

(
明
治

書
院

『
俳

句
講

座
』

5
)

野

々
村
氏
、

同
上
論
文
。

諸

橋
轍

次
博

士
、

『
大
漢

和
辞
典
』

昭
和

二
'十

八
年

七
月
)
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