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芭

蕉

の
思
想

・
作

風

の
展
開

と

『荘

子
』

-

延

宝

・

天

和

時

代

ー

ー

廣

田

二

B良

「
昨
日

の
我

に
飽
く
。
」
と
折

々
門
人

に
語

つ
た
と

い
ふ
芭
蕉

は

(
『
旅
寝
論
』
)
、

ま

こ
と

に
生
涯

に
わ
た

つ
て
、
そ

の
作
風

・
思
想

を

展
開

し
続

け
て
止
む
こ
と
を
知

ら
な

い
詩
人

で
あ

つ
た

。
然
し
て
、
そ
の
作
風

・
思
想

の
展
開

の
根

源
的
な
動
因
は
、
も
ち

ろ
ん
芭
蕉

の

創
造
的
個
性

の
う
ち

に
探
求

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
さ
ら

に
、
そ
れ
が
形

成

せ
ら
れ
た
歴
史
的
社
会
的

な
条
件
も
ま
た

こ
の
探

求

を
支

ふ
べ
き
も

の
と
し
て
解
明

せ
ら

る

べ
き

で
あ
ら
う
。

し
か
し
、
そ

の
凝
滞
す

る

こ
と
を
知
ら

ぬ
創

造
的
個
性
が
、
所
与

の

歴

史
的

社
会
的
条
件

に
制
約

き
れ
な
が
ら
、
同
時

に
そ
れ

に
働
き
か
け
、
自
己

の
作
風

と
思

想

の
在
り
方

を
探
求

し
、
決
定
し
、
し
か
も

そ

こ
に
固
定

せ
ず
、
常

に
自
己
脱
皮

し

メ
タ
モ
ル

フ
ォ
ー

ゼ

(
変
貌

)
し
続

け
た
秘
密

を
解

く

の
に
は
、

そ
れ
と

「
荘
子
』

と

の
か
か
は

り
方

を
明
ら
か

に
す

る
こ
と
も
見

の
が

さ
れ
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
偉
大

な
る

「
渾
沌

」

で
あ
る
と

こ
ろ
の
芭
蕉

の
創
造
的
個
性

に

分
析
的
な
解

明

の
操
作
を
施
す

こ
と
は
、

こ
れ

に

「
七
籔

」
を
穿

つ
て
、
解
明

し
得

た
と
思

ふ
瞬
間

に
む
な
し

い
死
骸
た
ら

し
め
て
ル
ま

ふ
結
果

に
お
ち

い
る

こ
と

に
な
る
か
も

し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ

の
秘
密

を
押

へ
る

こ
と
を
忘
れ

て
、

い
か

に
彼

を
-
造
化
随
順

の
詩
人

】

な
ど
と
偶
像
化

し
て

み
て
も
、
そ
れ
は
彼

を
わ
れ
わ
れ

の
詩
人

と
し
て
そ
の
価
値

に
値
す
る
受

け

い
れ
方

を
す

る
こ
と
と
は
な
ら
な

い
。

か

の
偉
大

な
る

「
渾
沌

」
を
真

に

「
渾
沌
」
と
し
て
あ
ら

し
め
、
生
成
発
展
し
て
止
ま
な

い
宇
宙

の
何
物

か

に
冥
合

せ
し
め
た
媒
介
者

と

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』

一51一
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の
か

か

は
り

あ

ひ
を

、

そ

の
活

き
て

は

た
ら

く

相

に
お

い
て
明

ら

か

に
す

る

こ
と

は
、

か

れ

の
思

想

・
作

風

に
お
け

る
発

展
展

開

を
跡

づ

け

る

だ

け

で
な
く

、

か
れ

の
価

値

を

明

ら

か

に

し
、
文

学
史

に
お

け
る

位
地

を
意
味

づ

け

る

こ
と

に
も
な

る

で
あ

ら

う
。

こ

の
や
う
な

わ
け

で
、

芭
蕉

の
生

涯

に
わ

た

っ
て

の

『
荘
子

』

と

の

か
か

は

り
方

を
と

り

あ

げ

て

ゆ
か

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
の

で
あ

る

が

、

そ

れ

は

、
紙

幅

の
制

限

き

れ

た

こ

の
小
論

の
よ
く

果

し
得

る
と

こ
ろ

で
は

な

い
。

そ

れ

で
、

こ
こ

で
は
時
期

を
限

り

、

『
荘

子
』

と

芭
蕉

と

の
関

係

が

よ

く
問

題

と

し

て

と
り

あ
げ

ら
れ

る

延

宝

・
天

和

時

代

の
そ

れ

に

つ
い
て
考

察
す

る

こ

と

と
し

た

い
。

寛

文

時

代

延
宝
時
代

の
芭
蕉

亡

『
荘
子

」
と

の
関
係
を
考
察
す

る

に
あ
た

つ
て
は
、
ま
つ

、
そ
れ

に
先
立

つ
て
、
寛
文
年
代

に
お
け
る
彼

と

『
荘

子

」
と

の
関
係

が

一
応
言
及
き
れ
る

べ
き

で
あ
ら
う
。

寛
文
年
代

の
作
品
を
見

て

み
る
と

『
荘
子
』

に
関
係
が
あ
る
と

み
ら

れ
る
や
う
な
も

の
は
、
発
句

に
お

い
て
も
連
句

に
お

い
て
も
見
出

す

こ
と
が

で
き
な

い
。
し
か
し
、
寛
文

十

二
年

に
著
は
さ
れ
た

『
見

お
ほ
ひ
』
は
、
頽
廃

し
、
堕
落

し
、
行

き
づ
ま

つ
た
貞
門

末
流
の
俳

も

も

も

も

譜

の
俗
物

性

に
対
す

る
抵
抗
精
神

の
あ
ら
は
れ
と
し
て
、
ま
こ
と
に
若

々
し
い
、
光
彩
ま
ば

ゆ
き
編
著

で
あ

つ
た
。

に
せ
も
の
あ
る
ひ
は

へ

も

で

も

も

へ

も

へ

た

し

へ

も

ヒ

見

せ
か
け
だ
け

の
も

の
に
対
す

る

「
ほ
ん
も

の
」
の

い
か
な
る
も

の
で
あ
る
か
を
ひ
と
び
と

の
眼
前

に
た
た
き

つ
け
て

み
せ
た
作
品

で
あ

も

ヘ

へ

も

つ
た
。
処
女
作

は
そ

の
作
者

の
生
涯

の
作
品
を
示
す

も

の
だ

と

い
ふ
が

、
ま

こ
と

に

『
貝

お
ほ
ひ
』
は
宗
房

の

「
ほ
ん
も

の
」

で
あ
る
こ

と
を
証

し
立

て
て

み
せ
た
も

の
で
あ

つ
た
。
中
世
的

、
貞
門
的
な
暗

さ
に
制
約

さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
裂
き
破

り
、
そ

の
裂

け
目
か
ら

は
げ
し

い
、
ま
た
光
彩

そ

の
も

の
で
あ
る
生

の
か
ぎ
や
き

を
放
射

し
て

ゐ
る
。
柔
軟
な
、
決

し
て
化
石
化
、
固
定
化

し
な

い
真

個

の
創
造

的
個
性

の
生
命

に
ち
か

に
触
れ
さ

せ
る
も

の
を
そ
れ

は
明

ら
か

に
持

つ
て
ゐ
る
。

「
『
貝

お
ほ
ひ
』
に
お
け

る
遊
蕩
的
な

る
も

の
」
な
ど

と

ふ
見
方

の
た
め

に
、

こ

の
創
造
的
個
性

に
お
け

ゐ
生
命
的
な
る
も

の
を
見
紛

ら
は
し
て
し
ま

ふ
と

い
ふ
の
は
、
宗
房
が
実

に
こ
の
作
品

一52一
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に
お

い
て
打

破

し
、
超

克

し
よ

う

と
し

た
俗
物

性

そ

の
も

の

に
と
ら

は

れ

た
考

へ
方

に
ほ
か

な
ら

な

い
。

固
定

化

し

、
常

識

化

し

、

日
常

性

の

う
ち

に
埋

没

し
て

ゆ
く

も

の

に
対

し
、

柔
軟

に
し

て
、
絶

え
ず

流

動

し
、

拘

束

か

ら
脱

出

し

、

展
開

し

、
新

し
く
形

成

し

て

ゆ
く

生

命

的

な
る
も

の

を
表

現

し
得

て

ゐ
る

こ
の
作

品

は
、

こ

の
意
味

で
す

で

に
荘

子
的

な
性

格

を
内
在

せ

し

め
て

ゐ

る
。

た
だ

、
ま

だ
視

野

も

狭
少

で
思

索

も

十
分

に
深

化

さ

れ
て

ゐ

な

い
若
さ

か

ら

、
も

つ
ば
ら

エ
ス
プ

リ

・
ザ

ニ
モ
オ

(
動
物

精

気

)

で
押

し

ま
く

り

、
そ

の

ひ
た

む

き
な
燃

焼

に
よ

つ
て

の

み
生

命

の
在

り

方

の
証

し

を
立

て

う

よ
と

し
た

た

め

に
、
す

べ
て

を
見

尽

し

、
見

と

ほ
し

て
ゐ

る

『
荘

子

」

の

自
由

さ
か

ら

み
れ
ば

、

そ
れ

は
甚

し
く

か

け

は

な
れ

、何

ら

の
か

か

は
り

も
持

ち
合

は
さ

な

い
か

の
や

う

に
見

か
け

ら

れ

る

の

で
あ

る
が

、

反

俗

性

、

生

命

性

に
よ

つ
て
、

こ

の
両
者

の
間

に
は
、

す

で

に
共

通

し

て
持

つ
も

の
が

あ

る

こ
と

を
見

る

の

で
あ

る
。
青

春

を

徒

に
古

風

俳

譜

の
中

に
埋

没
さ

せ
て
来

て

し
ま

つ
た
か

に
見

え

た
宗

房
が

、

『
荘

子

』
と
出
合

ひ
、

こ
れ

を
受

け

い
れ

る

べ
き
成
長

を

と
げ

て
ゐ

る

事
実

を

、

こ

こ

に
わ

れ
わ

れ

は

つ
き

つ
け
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

談

林

時

代

(
延
宝
年
代
)

へ
」

)

芭
蕉

の

『
荘
子
』

に
対
す
る
目
は
、
は
じ
め
談
林
時
代

に
宗
因

に
よ

つ
て
開

か
れ
た
ら
し
く
思
は

れ
る
。
宗
因

は
荘
子

の
像

に
讃

し
て

抑

ヒ
俳

譜
は
雑
体

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
。

と

い

つ
た
。
彼

は
、
寛
文

十
年

二
月
十
五
日
、
豊
前

小
倉

の
広
寿
山
福

聚
寺

の
法
雲
禅
師

の
許

で
薙
髪
出
家
し
て
ゐ
る
し
、
ま
た
そ

の
以

前
、
寛
文

四
年

に
は
小
倉

に
至

つ
て
、
折

か
ら
そ
こ
に
留
錫
申

で
あ

つ
た
即
非
禅
師

に
謁
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
寛
文
十

一
年

五
月

二

十
日
、
即
非

禅
師
が

長
崎

で
遷
化
し
た
時

に
は
、
宗

因
も
長
崎

に
あ

つ
て

か
く

れ
け
り

い
か

に
せ
よ
と
か
五
月
や

み

.
と
哀
惜
悲
嘆

に
く
れ

る
情
を
述

べ
て
ゐ
る
。
か
く
の
如

く
で
あ
る
か
ら

、
宗
因

の
禅

に
参
す

る
こ
と
は
浅
か
ら

ぬ
も

の
が
あ

つ
た
ら
う
と

●

芭
蕉
の
思
想

.
作
風
の
展
開
直

『
荘
子
』

一 ・53一
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い
ふ
こ
と
が
首
肯

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼

の

『
荘
子

』

に
対
す

る
親
近

は
、

こ
の
禅
を
媒
介

と
し
て
な
さ
れ
た
も

の
と
見

ら
れ
よ
う
。

申
世

に
お
け
る
三
教

一
致

の
習
俗

以
上

に
、
禅

は

「
荘
子

』
と
は
そ

の
本
来

の
性
格
か
ら
し
て
相
か
か
は
る
と
こ
ろ
が
深
く
、
禅
林

に
お

い
て
は

『
荘

子
』

は
も

つ
と
略

よ
く
読

ま
れ
た
外
典
で
あ

つ
た
。
そ
れ
故
、
宗
因

に
は

『
荘
子
』

に
対

す
る
相
当

に
深

い
受
容
が
期
待
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
す
く

な
く

と
も
彼

の
所
説
や
作
品
か
ら
は
、
そ

の
や
う
に
深

い
も

の
を
見
る

こ
と
が

で
き
な

い
。
ま
つ
、
右

の
荘
子

像

の
讃

の
語
中
か
ら
、
彼

は

『
荘
子
』
を

「
寓
言
」

と
し
て
解
し

ゐ
た
こ
と
が
う
か
が
は
れ
る

。
「
寓

言

hの
意
義

に
関

し
て
は
『
荘
子
』
に

　
ニ
　

か

寓

言

十

九
、
籍

外

論

之

。

(
寓

言

、

十

に
九

は
、
外

を
籍

り

て
之

を
論

ず

る

な
り

。

)

1
ー
寓

言
第

一
一
十

七
1

-

と
あ
り
、
宗
因

の
門
人
岡
西
惟
中

は
、

寓
言
と

は
我

が
心

に
思

ふ
事
を
物

に
比

し
、
事

に
託

し
て
言
出
す
の
義
也

。

(
『
俳
譜
或

問
』
)

　
コ
じ

と
述

べ
て
ゐ
る
。
惟
中

は
宗
因

か
ら
寓
言

の
説
を
聞
く
と

こ
ろ
が

あ

つ
た

で
あ
ら

う
か
ら

(
も
ち
ろ
ん
彼
自
身
も
「
専
儒

ヲ
以

テ
業

ト
ス

」

と

い
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
自
ら

『
荘

子
』
を
読

ん

で
ゐ
た
で
あ
ら
う
が
)
右

の
惟
中

の
述

べ
る
と
こ
ろ
は
宗
因

の
解

釈

に
よ

る
も

の
と
み
て
さ
し

つ
か

へ
な

い
で
あ
ら
う
。

『
荘
子
』
は
あ
ま
ね
く
知
ら
れ

て
ゐ
る
や
う
に

『
史
記
』

の
列
伝

に

其
著
書

十
余

万
言

、
大
抵
大
率
寓
言
也
。

と
あ
り
、
宗

因
も

こ
の
や
う

な
伝
統
的
な
見
方
に
従

つ
て

『
荘
子

』
を
寓
言

の
書

と
し
た

の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
何

を
、

い
か

に
寓

意

す
る
か
に
つ
い
て
林
註

に
よ

つ
た
ら

し
い
宗
因

の
解
釈

は
か
な
ら
ず
し
も
深
く
な

か

つ
た
や
う

に
思
は

れ
る
。

さ
う

い
ふ
風

で
あ

つ
た

の

で
、
彼

は

「
俳
譜

は

・・
連
歌
の
寓

言
な

ら
し
」
と
考

へ
た
。
か
く

し
て
、
俳
譜

は
連
歌

の
寓
言
な
る
が
故

に

「
荘
周
が
文
章

に
な
ら

ひ
、

守
武

が
余
風

を
仰
」
ぐ

の
だ
、
と

い
ふ
の
で
は
、
寓
言
そ

の
も

の
に
お

い
て
道
を
示
さ

う
と
す

る

『
荘
子

』
の
本
質

を
見
失

ひ
、
寓
言

を

は
な
れ
て
、
そ

の
上

に
よ
り
高
き
道
な

い
し
は
価
値
を

み
と
め
る
こ
と
に
な

つ
て
し
ま

ふ
。
だ
か
ら
宗

因
は
、
同
じ
見
解

を

抑

ヒ
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

。

一54一



i

「
蚊
柱

や
削

ら
る

＼
な
ら

一
か
ん
な
」
の
独
吟
百
韻

の
前
書

i
i

と
も
述

べ
る
。
か
う
し
た
宗
因

の
見
方

か
ら
、
惟
中

の
次

の
ご
と
き
言
説
が
引

き
出

さ
れ
て
く

る
。

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
。
し
か
あ
れ
ば
思

ふ
ま

、
の
大
言
を
な
し
、
か

い
て
ま

は
る
程

の
偽
を
言
ひ

つ
杖
く

る
を
こ
の
道
の
骨
子
と
思

ふ
べ
し
。

(
『
俳
譜
蒙
求
』
)

こ

こ
に
至

つ
て

「
寓
言
」

は
直
ち

に
道

に
参

す

る
方
法

で
は
な
く

「
虚
」
な
る
言
語

の
描
き
出
す
怪
異
珍
奇

な
表

現
を
た

の
し
む

に
す

ケ
ゲ

ン

ぎ
な

い

「
夢
幻

の
戯
言
」

(
蚊
柱
や

の
独
吟
百
韻

の
前
書

)
と
な
り
下

つ
て
し
ま

ふ
。

「
寓
言
」
が
直
ち

に
示
す
道
-
真
宰

-
造
化
-

造

物
者

は
虚
妄

の
戯
言

に
よ

つ
て
所
在
が
く
ら
ま
さ
れ

、
絶
対

の
世
界
が
見
失

は
れ
た
あ
と

に
は
相
対

の
世
界

が
帰
趨
す
る
と

こ
ろ
を
知

ら

ざ

る
混
乱
雑
揉

の
相
を
呈

し
て
あ
ら

は
れ
て
く

る
だ
け

に
な

つ
て
し
ま

ふ
。

但
世

に
賢
愚
貧
福
あ
り

。
律

気
不
律
気
、
上
戸

下
戸
、
武
家

の
町
風
、
法
師

の
腕

だ
て
、
赤
鳥

帽
子
、
角
頭
巾
、
伊
達

の
薄
着
、

六

方

の
意
気
、
を
の
を

の
其
器

に
し
た
が

ふ

。
其

心

に
あ
ら
ざ

れ
ば

し
ら
ず

。
古
風

・
当
風

・
中
昔
、
上
手

は
上
手
、
下
手
は
下
手
、

ワ
キ

マ

い
つ
れ
を
是
と
弁

へ
ず
。
す

い
た
事
を
し
て
あ
そ

ぶ
に
し
か

じ
。

,

1

蚊
柱

や
の
百
韻

の
前
書
l
l

こ
の
や
う
な
相
対
的
な
価
値
観

に
お
ち

い
つ
て
し
ま

ふ
外

は
な
か

つ
た
の
だ
。
是
非

の
相
対
的
な
世
界
か
ら
超
脱
す
る
と

こ
ろ
に

『
荘

子

』
の
哲
学

の
根
本
が
あ

つ
た
の
だ
が
、

そ
れ
を
見
失

つ
て
し
ま

つ
て
、
あ

へ
て
相
対

の
混
雑

の
申

に
身

を
投

じ
、
以

つ
て

「
非

を
好
む

に
理
あ
る
を
し
れ
ば
也

。
」
(
蚊
柱

や
の
百
韻
前
書

)
と
宣
言
す
る
。
か
う
し
て
宗
因
は

「
斉
物

論
」

の
論
理

に
拠
り

な
が

ら

「斉
物
論

」
の

テ
ー

マ
を
見
紛
ら

は
し
、
さ
う
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
、
俳
譜
を
寓
意
的
表
現

に
よ
る
遊
戯
交
学

と
定
位
し
た

の
で
あ

つ
た
。
俳
譜

は
こ
こ

に
和
歌

・
連

歌
の
寓
言
と
し
て

「
連
歌
を
本

と
し
連

歌
を
忘
る
べ
し
。
」
(
蚊
柱

や
の
百
韻
前
書

)
と
さ
れ
、

「
夢
幻

の
戯
言
」
と

し
て
、

連
歌

の
裡
楷

か
ら
解
放

さ
れ
た

の
で
あ

つ
た
。
ま

さ
し
く
俳
譜
は
そ
の
発

展
を
は
ば
む
最
大

最
強

の
姪
桔

か
ら
解
放

さ
れ
た
、
そ

の
代
償

と

し
て
高

い
思
想
的
立
場
を
失

ふ
こ
と
に
よ

つ
て
。
宗
因

の

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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荘
子
像
讃

世

の
申

よ
蝶

々
と
ま
れ
か
く
も
あ
れ

の
句
も
彼

の
か
う
し
た
荘
子
観
v
俳
譜
観

の
表
現

に
外

な
ら

ぬ
。
申
世
的
な
る
も

の
の
徹
底
的
破
壊

に
熱
狂
し

て
ゐ
た
延
宝
時
代
人
は
、

宗
因

の
こ
の
見
方
と
方
法
論

と
に
ま
さ

に
彼

ら

の
欲
し
て
ゐ
た
も

の
を
見
出

し
π
や
よ

う
よ
ろ
こ
び

を
感

じ
た
。
相
対
観

の
世
界

に
堕

し

た

こ
と
も
、
自
由

な
る
競
争

の
全
体
的
調
和
的
発

展
を
信

じ
て
ゐ
る
楽
天
的
な
彼
等

に
は
む
し
ろ
積
極
的
な
意
味
を
持

つ
も

の
と
し
て
受

け
と
ら

れ
た
。
か
く

し
て
全
国
的
規
模

に
お

い
て
談
林

の

シ
ュ
ツ
ル
ム

・
ウ

ン
ト

・
ド
ラ

ン
ク
の
時
代
が
展
開
す

る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
も

こ

の
シ
ュ
ツ
ル

ム

・
ウ

ン
ト

・
ド
ラ

ン
ク
の
波

に
乗

つ
て
、
宗
因

へ
の
甚

し

い
傾

倒
ぶ
り
を
示
し
た
。

此
梅

に
牛
も
初

音
と
鳴

つ
べ
し

桃
青

梅

の
風
俳
譜
国

に
さ

か
む
な
り

信
章

を
そ
れ
ぞ
れ
立
句

と
す
る

『
江
戸
両
吟
集

』
の
百
韻

二
巻

(
延
宝
四
年

)
に
は
、
寓

言
的

俳
譜
観

、
寓
言
的
俳
譜
表
現
方
法
論

が
宗
因

へ

の
傾

倒

の
深
さ
を
あ
ら
は
し
て
、
あ
ま
す
と

こ
ろ
な
く
示
き
れ
て
ゐ
る
。

『
江
戸

三
吟

』
(
延
宝
五
-

六
年

)
そ

の
他

こ
の
頃

の
作

品
も

、

い
つ
れ
も

こ
の
談
林
的
な
特
質

を
よ
く
あ
ら
は
し
て
、
今

や

「
桃
青
」
と
名

の

つ
て
活
躍
す

る
芭
蕉

は
、
か

つ
て
の
寛
文

の

「宗

房
」
時

代

の
貞
門
作
風
か
ら
は
完
全

に
離
脱

し
た

こ
と
を
示

し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

こ
の
期

に
は
、
ま
だ
彼

自
身
が

『
荘
子
』
を
読

み
、
直
接

に

そ

れ
か
ら
得

る
と

こ
ろ
が
あ

つ
た
ら

う
之
思

は
れ

る
や
う
な

こ
と
を
作
品
そ

の
他

か
ら
読

み
と
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
申

に
は
次

の
や
う

な
附
合

も
見
出
さ
れ
る
が

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

寓
言

の
昔

の
落
葉

か
き
す
て

、

桃
青

(
『
江
戸

両
吟
集
』
梅

の
風
百
韻

)
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蔓

、

し
か
し
こ
こ
に
は
、
宗
因
的
寓
言
観
以
上
の
な

に
も

の
を
も
見
出
す

こ
と
が

で
き
な

い
。

つ
ま
り
、
延
宝
初
年

か
ら

六
、

七
年

に
か
け

て
は
、
談
林

の
運
動

の
渦
中

に
あ

つ
て
芭

蕉
は
宗
因

を
通

じ
、
宗
因
的
荘
子
観

を
持
ち
、

「
夢
幻

の
戯
言
」

た
る
寓
言
的
俳
譜

に
熱
狂

し

て
ゐ
た

に
す
ぎ
な
か

つ
た

こ
と
を
知

る
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
最
初

か
ら
中
世
的
樫
桔
か
ら

の
解
放

・
脱
出

を
願

ふ
の
み
に
急
な
、
破

壊

的

な
談
林

の
新
風
運
動
は

「
荘

子
』
に
お
け
る
高

い
思
想
性
を
見
失

つ
た
当
然

の
応
報
と
し
て
、
僅

か
七
、
八
年

の
う
ち

に
拾
収

の

つ
か

な

い
混
乱
放
恣

の
極

に
お
ち

い
つ
て

い

つ
た
。

「
す

い
た
事
を
し
て
あ
そ

ぶ
に
は
し
か
じ
。
」

と
い
つ
た
宗

因
自
身

、
そ

の
混
乱

に
耐

へ
き

れ
な
く
な

つ
て
、
脱
出

し
て
き
た
筈

の
申
世
的
な
連
歌

の
世
界

に
戻

ら
ぎ
る
を
得
な
く
な

つ
た
。
新

し

い
指

導
原
理

の
必
要

を
認

め
て
も

混
乱

の
極

に
お
ち

い
つ
た
俳
譜

の
う
ち

に
そ
れ
を
う
ち
立

て
る
気
力
も
体
力
も
す

で
に
老

い
た
宗
因

に
は
な
く
な

つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
混
乱
し
、
放
恣

を
極
め
た
談
林

の
末
期
症
状
そ

の
も

の
の
中
か
ら
、
新

し

い
指
導
原
理
を
う
ち
立

て
る

こ
と
が
、
次
代
を
担

は
う
と

す
る
新
進

の
作
者

に
課

せ
ら
れ
た
責
務

で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

延

宝

末

年

談

林

の
俳
譜
改
新
運
動
が
末
期

に
な

つ
て
ゆ
く

に
従

つ
て
漢
語

を
多

く
使
用

し
漢
詩
漢
文
調

の
色
彩

を
強

め
て

い
つ
た
こ
と
は
広
く
知

ら
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
俳
譜

の
作
者
享
受
者

層
の
間

に
教
養
が
高

ま
り
、
漢
籍

に
対
す
る
読
解
力
が
高
ま

つ
て
来
、
そ
れ

に
つ
れ
て

ペ
ダ

ン
テ
ィ
ツ
ク
な
新
奇

さ
を
競

ひ
て
ら

ふ
傾
向

を
激
成

し
た
た
め
と
考

へ
ら
れ
る
が

、ま
た

一
面

に
は
、
談
林

の
盛
行
時
代

の

作
品
が
主
と
し
て
和
歌
連
歌
謡
曲
等

の
わ
が
国
古
典

の
パ

ロ
デ
ィ
た
る

に
終
始

し
た

ー
1

和

歌
連
歌

の
寓
言
た
る

こ
と

に
徹

し
た
ー
ー

こ

と
が
反
動
的

に
強
く
飽

か
れ
て
来

た
と

い
ふ
こ
と
に
も

よ
る
も

の
で
あ

つ
た
ら
う
。
と
も
あ
れ

、
談
林
の
自
由
な
口
語
調

に
よ
る
古

典

の

パ

ロ
デ
ィ
化

に
対
し
て
時
代

の
動
向

は
詰
屈
な
漢
詩
漢
文
調

へ
の
転
換
を
要
請

し
始

め
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
外
な

る
形
式

(
表
現
)
の
変
化

に
従

つ
て
内
容

(
理
念

)
も
そ

の
発

展
を
要
請

さ
れ
る

に
至

つ
て

ゐ
た
。
宗
因

の
俳
譜
寓
言
観

は
改
訂
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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き
て
ゐ
た
。
彼
が
自
己

の
う
ち
立
て
た
俳
譜
国
か
ら
引
退

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く

な

つ
た
の
は
、
単

に
そ
れ
が
放
恣
乱
脈

の
極

に
お
ち

い

つ
た
か
ら
と

い
ふ
ば
か
り

で
は
な
く
、
彼

に
は
耐

へ
る
こ
と
の
で
き
な

い
俳
譜
芸
術
観

の
変

改
を
迫

る
圧
力
が
そ

の
底

に
生

じ
て
き

て
ゐ

た
か
ら

で
も
あ
る
。

変

改
を
迫
ら
れ
た
め

は

「
俳
譜
は
和

歌

・
連
歌
の
寓
言
」

で
あ

る
と

い
ふ
俳
譜
芸
術
観

、
即

ち
、
俳
譜

は
独
立

の
文
芸

で
は
な
く
、
待

つ
と
こ
ろ
あ
る
も
の

で
あ
る
と
考

へ
る
そ
の
点

に
あ

つ
た
。
俳
譜
芸
術
観

の
変
改

へ
の
要
請
は
、
は

つ
き
り
と
自
覚
的

に
考

へ
ら
れ
た
の

で
は
な
か

つ
た
。
し
か

し
、
社
会
的
経
済
的

に
独
立
的
な
地
位
を
確

立
ず

る
に
至

つ
た
町
人
階
級
が
、
自
己

の
文
芸
た

る
俳
譜

を

い
つ
ぎ

で
も
古
典
文
芸
の
従
属
的
地
位

に
置

い
て
お

い
て
満
足
を
感
じ
て
ゐ
る
わ
け
は
な
か

つ
た
。
演
劇

や
そ

の
他

の
芸
能

の
世
界

に
お

い
て
も

こ
の
新

し
い
時
代

の
新

し
い
階
級

の
意
識

に
よ

つ
て
、
次
第

に
新

し

い
、
か
れ
ら
の
芸
術
が
独
立
し

つ
つ
あ

つ
た
。
は
じ
め
は
お
そ
ら
く

単
な

る
新
奇
追
求
と
衡
学

の
た
め
の
さ
か
し
ら

に
す
ぎ
な
か

つ
た
漢
語
使
用
と
漢
詩

漢
文
調

へ
の
深
入
り
は
、
必
然
的

に
漢
籍
熱

を
高
め

そ

こ
か
ら
漢
籍

に
よ
る
詩
精
神
の
覚
醒
と
世
界
観

の
改
革
、
お
よ
び
そ

の
結
果

よ
り
す
る
自
己
の
立
場

に
立

つ
新
文
芸
観

の
確
立

を
も
た

ら
す

こ
と
に
な

つ
た
。

こ
こ
に
談
林
調

を
超
克
す

べ
き
条
件
が
徐

々
に
熟
成
し
て

い
つ
た
の
で
あ
る
。

活

々
た
る
漢
語
使
用

、
漢
詩
文
調
化

の
潮
流

の
中

に
あ
つ
て
、
依
然
と
し
て
た
だ
単
な
る
言
語
の
遊
戯

に
お
ぼ
れ

ふ
け

つ
て
ゐ
る
も
の

(
俳

譜

の
俗

化

に
徹

し

て

ゆ
く
も

の
)
-
1

わ

が
国

古

典

の
も

ち

り

を
漢

詩
文

の
も

ち

り

に
す

り
換

へ
た

に
す

ぎ

な

い
も

の

ー

1

と

、
そ

の
中

に
俳
譜

の
革
新

の
方
途
を
探
究

し
得

る

こ
と

に
気
づ

い
た
も

の
と
の
二
群

に
談
林
調
作
者
は
別
れ
て

い
つ
た
。

(
こ
の
ほ
か
、
宗
因

の

ご
と
く
連
歌

の
世
界

へ
戻

る
も

の
、
西
鶴

の
ご
と
く
浮
世
草
子

の
世
界

へ
入

つ
て

ゆ
く
も

の
な
ど
、
俳
譜

を
捨

て
る
も

の
も
あ

つ
た
。
)

俳
譜

の
革
新

を
志
す
も
の
は
、
漢
詩
が
強
烈

な
現
実

、
激
動
す

る
人
生

を
表
現
す

る

に
耐

へ
る
も

の
で
あ

る

こ
と
を
知

つ
た
。
そ
れ
が
な

ま

な
ま

し
い
社
会

の
現
象

を
広
く
う
た
ひ
上
げ
て
ゐ
る
こ
と
を
見

た
。

こ
の
こ
と
は
彼

等

の
こ
れ
か
ら
創
り
出

さ
う
と
す

る
詩

に
と

つ
て

ま

さ

に
必
要
不
可
欠

な
新
要
素

で
あ

る
こ
と

に
目
を
開
か
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
強

く
高

い
思
想
の
裏

付
け
を
支

へ
と

し
て
ゐ
る
も
の
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で
あ

る
こ
と
を
彼
等

は
発
見
し
た
。
彼
等
自
身

の
目

に
よ
る
漢
籍

の
読

み
な
ほ
し
は
彼
等

の
新
文
芸

の
建
設

に
何

が
必
要
で
あ
る
か
を
気

づ
か
せ
た

。
そ
の
証
拠

に
彼
等

は
自
分
自
体
で
漢
詩

の
み
な
ら
ず

『
荘
子
』
『列
子
』

そ

の
他

の
思
想
書

を
読

み
始

め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

詩
精
神

を
支

へ
る
高

く
深

い
思
想

の
書

と
し
て

『
荘

子
』
を
第

一
に
彼
等
が

と
り
あ
げ
だ

こ
と

は
、
彼
等

の
学

ん
だ
漢
籍
が

五
山

の
系

統
を
引
く
禅
僧
等

に
よ

つ
て
与

へ
ら
れ
た
も

の
で
あ

つ
た
ら
う
と

い
ふ
こ
と
を
推
定

さ

せ
る
。
た
と

へ
ば

『
田
舎

の
句
合

』
の
序

に
嵐
雪

は

い
ふ
。

桃
翁

、
栩
栩
斎

に
ゐ
ま
し

て
為

に
俳

譜
無

尽
経

を
と
く
。
東
披
が

風
情
、
杜
子
が
し
や
れ

、
山
谷
が
気
色

よ
り
初

て
、
其
体
幽

に
な

ど
ら
か
也

。

実
際

に

『
田
舎

の
句
合

』

『
常
盤
屋
之
句
合

』

の
判
詞
を

み
て

み
る
と

、
こ
の
ほ
か
李
自

・
白
楽

天

・
陶
淵
明
等

の
詩
人

の
作
、
『
錦
繍

段
』
所
収

の
詩
な

ど
を
随
所

に
引
用
し
、
活
用

し
て
ゐ
る

の
を
見
出
す
の
で
あ
る

。
こ

の
傾
向

は
そ

の
ま
ま
引
き
継

が
れ

て

『
虚

栗
』
に

　
ロ

　

至

つ
て
ゐ
る
。

『
虚
栗
』

に
示

さ
れ
て
ゐ
る
漢
詩
享
受

の
系
譜
が

五
山
文
化
の
伝
統

を
引
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
か

つ
て
言
及

し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
逆

に
遡
及
す
れ
ば

、

こ
の
延
宝
末
年

に
お
け
る
芭
蕉
等

の
俳
譜
革
新
派
の
作
者
群

に
通
ず
る
漢
詩
文
享
受

の
伝

統
が

五
山
以
来

の
系
譜

を

『
虚
栗
」

の
上

に
あ

つ
て
引
き
継

い
で
ゐ
る

こ
と
が
明

ら
か

に
な

る
で
あ
ら
う
。
こ

の
こ
と
は
、
後

の

『
東

日

記

」
と
関
連

し
て
ま
た
述

べ
る
こ
と

に
す

る
。

宗
因
も

『
荘
子
』

を
五
山
文
化
の
伝
統
に
お

い
て
受

け

い
れ
た

こ
と
を
先

に
述

べ
た
が
、
芭
蕉
も
ま
た
五
山

の

『
荘
子
』
受
容

の
伝
統

に
お

い
て
そ

れ
を
受

け
と
め
た
。

『
俳
譜
次
韻
』

で
は
次

の
ご
と
き
附
合

を
見

る
。

キ
ジ

ハ
ギ

鷺

の
足
鮭
脛
長
く
継
添
て

桃
青

コ
ノ這

句

以
ン
荘

子
け
可

シ
レ
見
ッ
突

其
角

禅
骨

の
力
た
は

、
に
成
ま

で

に

才

丸

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
三
輯

こ
の
附
句

に
よ

つ
て
も

『
荘
子

』

が
禅
林

に
お

い
て

い
か

に
読

ま
れ
て

き
た
か

を
見

る
こ
と
が

で
き
る
。

か
く
同

じ
経
路

を
通
じ
て

『
荘
子
』
を
継
承
し
た
が

、
芭
蕉

に
お

い
て
は
宗
因

の
場
合

と
そ

の
資
質
も
異

り
、
歴
史
的
社
会
的
条
件
も
違

つ
て
き
て

ゐ
た
。
芭
蕉
は

彼
自
身

に
よ
る

『
荘
子
』

へ
の
傾

倒

に
お

い
て
、
新

し
く

『
荘
子

」
を
再
発
見
し
た
。
彼

自
身

の
も

の
と
し
て
の

『
荘
子

』
と
相
会
す

る

こ
と
が

で
き
た
。

こ
こ
に
彼

は

『
荘
子
』
を
ほ
ぼ
そ
の
本
来

の
価
値

、
性
格

に
お

い
て
自
ら
受

け

い
れ
る
こ
と
が
で
き
た

。
そ
れ
が

い
か

も

に
運
命
的
な
も

の
で
あ
り
決
定
的

な
も

の
で
あ
り
、
従

つ
て
そ

の
出

会
ひ
以
後

に
お
け
る
彼

の

『
荘
子
』

へ
の
傾
倒

墓
り
が

い
か

に
し
烈

な
も

の
で
あ

つ
た
か
は

『
田
舎
』

『
常
盤
屋
』

の
両
句
合
が
如
実

に
示

し
て
く

れ
る
。

『
田
舎
の
句
合

」

に
よ
れ
ば
彼

は
自
分

の
船
町

の

住
家

を

「
栩
栩
斎
」

と
な

づ
け
て
ゐ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
(
序

お
よ
び
巻
末
署
名

)

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん

『
荘
子

」
の

栩
栩
然
胡
蝶
也

、

(
栩
栩
然
と

し
て
胡
蝶
な
り
。
)

ー
1

斉

物

論

ー

に
よ

つ
た
命
名

で
あ

る
。
嵐
雪
は

『
右

の
句
合

』
の
序

に
お

い
て
、
ま
た

価

以
是

に
翁

の
判

を
得

た
り
。
判

詞
、
荘
周
が
腹
申
を
呑

で
、
希
逸
が
弁
も
口

に
ふ
た
す
。

と

い
つ
て
ゐ

る
。
す
な
は
ち
、
芭
蕉
は

『
荘
子
』
の
思
想
を
完
全

に
わ
が
も

の
と

し
、
そ

の
造
詣

の
博
大
、
解
釈

の
巧
妙
精
到

ぶ
り

に
お

い
て
は
林
希
逸

(宋
代

、
福

清
の
人
。

『
荘
子

口
義

』
の
著
者

)
よ
り

は
る
か

に
す

ぐ
れ
て
ゐ
る
と

い
ふ
の
で
あ
る
。
当
時

、
林
希
逸

の

『
荘
子
』
の
解
釈

は
極

め
て
高
く
評
価
さ

れ
、
そ

の

『
慮
斎
口
義
』

は
、
わ
が
国

の
近
世

を
通
じ
て
最
も
広
く
読
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。

そ
の

「
希
逸

が
弁
も

口

に
ふ
た
す
」
と

い
ふ
の
で
あ

る
か
ら
、
芭
蕉

の

「
荘
子

の
腹
中
を
呑
」

ん
だ
深

さ

に
対
し
て
、

い
か

に
絶
大
な
尊

敬

と
信

頼
と
が
払
は
れ
て
ゐ
た
か
も
知

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も

つ
と
も
、

こ
れ
は
弟
子

の
嵐
雪
が
師
を
ほ

め
あ
げ

た
こ
と
ば

で
あ
る
か

ら
、

ほ
め
す
ぎ
が
多

分

に
あ
る
と
も
考

へ
ら
れ

よ
う
。
相
当

に
割
引

を
し
て
聞

く

べ
き

こ
と
ば
か
も
し
れ
な

い
が
、

し
か

し
、
芭
蕉

の
性

格

か
ら
し
て
、
全
く

の
根

も
な

い
作
り
話
を
序
文
と
し
て
掲
載
す

る
こ
と
を
許
し
た
筈
も

な

い
で
あ
ら
う
。

『
荘
子

』
に
も
溢
美

の
言
は

強

く
戒

め
て
あ
る
。
(
「
人
澗
世
」
)

そ
の

『
荘
子
』

に
お
け
る
芭
蕉

の
造
詣

の
深
き
を
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
両
句
合

の
判
詞

に
お

い
て

一一60一



0

見

る
こ
と

に
し

よ
う
。

両
句
合

の
句

・
文

に
お
け
る

『
荘
子
」

の
引
用

や
寓
言
的
表
現

に
関

し
て
ば
、
す

で

に

『
大
芭
蕉
全
集
』
第

八
巻
評
語

篇

の
語
釈

に
お

.
(
五

)

い
て
荻
野
清

氏
が
列

挙
し

て
示
し
て
を
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
論

考
を
進

め
る
都
合

上
、
も
う

一
度
そ
れ
を

こ
こ
に
列
挙
し
、
若
干

の
蛇
足
も
添

へ
、
老
察
を
し
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『
田

舎

の

句

合

』

第

六
番

右

鳶

に
乗

て
春

を
送

る
に
白
雲

や

こ
の
句

に
対
し
て
、
芭
蕉

は

ム

キ

ゥ

右

の
句

の
鳶

に
の

つ
て
無
窮

の
空

々
た
る
に
迫

遙
せ
ん
事
、
楽

、
猶
窮

な
か
る

べ
し

。

と
評

し
て
ゐ
る
。

こ
の
句
な
ら
び

に
判

詞
は

夫
列

子
御

風
而
行

,
冷
然
善
也

。
旬
有

五
日
而
後
反
。
彼
於
致
福
者
、
未
数
数
然
也

。
此
錐
免
乎
行

、
猶
有
所
待
者
也

。
若
夫
乗
天

地
之

正
、
而
御

六
気
之
弁
、
以
遊
無
窮
者

、
彼
且
悪
乎
待
哉

。

(「
夫

の
列

子
は
風

に
御
し
て
行
く
。
」
冷
然
と
し
て
善

し
。
旬
有

五

さ

く
さ

く

日
に
し
て
後

に
反

る
。
彼

は
福

を
致
す
者

に
於

い
て
未
だ
数

数
然

た
ら
ぎ

る

な
り
。
此
れ
行
く

を
免
る
と
錐
も
、
猶

ほ
待

つ
所

の
者

あ
り
、
若
し
夫

れ
、
天
地

の
正

に
乗

じ
、

六
気

の
弁

を
御
し

て

「
以
て
無
窮

に
遊

ぶ
も

の
は
、
彼

れ
且

つ
悪
ん
か
待

た
ん
や
。
」
)

「

i
、

迫

遙

遊

1
ー

に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
な

ほ

「
鳶

に
乗

て
」
は

且
夫
乗
物
以
遊
心
、
託
不
得

已
以
養
中

、
至
　

。
何
作
為
報
也

。

(
且
夫
れ
物

に
乗

じ
て
以

て
心
を
遊
ば
し

め
、

已
む
を
得
ぎ

る
に

託

し
て

、

以

て
申

を
養

は

団
至

れ

り

。

何

を

か
作

為

し

て
報

ぜ
ん

や

。

)

ー

ー

人

間

世

1

ー

ま

予
方
将
与
造
物
者
為
人

、
厭
則
又
乗
夫

葬
砂
之
鳥

、

以
出
六
極
之

外
、
而
遊
無
何
有
之
郷

、
以
処
墳
堰
之
野

。

(
予

は
方

き
に
将

に

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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■

人

文

研

究

第
十
三
輯

造
物
者

と
与

に
人
た
ら
ん
と
す
。
厭

へ
ば

則
ち
、
又
夫

の
葬
砂

の
鳥

に
乗

じ
て
、
以
て
六
極

の
外

に
出
で
て
、
面
し
て
無
何
有

の
郷

に
遊
び
、
以
て
墳
娘

の
野

に
処

ら
ん
と
す
。
)

・1

応

帝

王

1

の

「
乗
物
」

「
乗
夫
葬
砂
之
鳥
」

に
も

よ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
と
見
ら
れ
よ
う
。

第

九
番

左

壁

の
麦
葎
千
年

を
わ
ら

ふ
と
か
や

キ

ン

メ
イ

レ
イ

タ
イ

チ

ン

壁

に
生

ふ
る
麦

は
朝
菌

の
晦
朔

を
し
ら
ず

、
冥
霊
大
椿

を
論
ず
る

に
似
た
り
。

こ
の
句

、
判

詞
は

小
知
不
及
大
知

、
小
年
不
及
大
年
。
蘂
以
知
其
然
也

。
朝
菌
不
知
晦
朔

、
蜂
姑
不
知
春
秋
、
此
小
年
也
。
楚
之
南

、
有

冥
霊
者
、
以

五
百
歳
為
春
、

五
百
歳
為
秋

。
上
古
有
大
椿
者
、
以

八
千
歳
為
春

、

八
千
歳
為
秋
。
而
彰
祖
乃
今
以
久
特
聞

、
衆
人
匹
之

、
不
亦

悲

な

に

乎

。

(
小
知

は
大
知

に
及
ば
ず

、
小
年

は
大
年

に
及

ば
ざ

れ
ば
也

。
奨

を
以
て
其
然

る
を
知

る
や
。
朝
菌

は
晦
朔
を
知

ら
ず
。
蜷
姑

は
春
秋

を
知
ら
ず

。
此
れ
小
年

な
り

。

「
楚

の
南

に
冥
霊

な
る
者
あ
り
。

五
百
歳
を
以
て
春

と
し
、
五
百
歳

を
以
て
秋

と
す

}。
「
上

ひ
ピ

古

に
大
椿
な

る
者
あ
り
。

八
」+
歳

を
以
て
春

と
し
、

八
千
歳
を
以
て
秋

と
す
。
」
而

る

に
彰
祖

は
、
乃
ち
今
久

し
き
を
以
て
特

り
聞

な
ら

ゆ
。
衆
人
之

に
匹

は
ん
と
す
、
亦
悲
し
か
ら
ず

や
。

)

1

遣

遙

遊
1

に
よ

つ
て
ゐ
る
。

第
十
番

右

の
句

に
対
す
る
判

詞
中
の

予

は
亀

に
乗

て
遊
ば

ん
。

　
ぷ

　

は
、
第

六
番
の

「鳶

に
乗

つ
て
」

と
同
様

に

「
迫
遙
遊
」

「
人
間
世
」

「
応
帝
王
」
篇
中

の
思
想

に
拠
る
と

こ
ろ
が
あ
る
も

の
と
見
ら

れ

よ
う
。

第

十
九
番

右

の
句

に
対
す

る
判

詞

に
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さ
れ
ど
か
れ

(
註
蝸
牛

)
が
角

の
上

に
あ
ら
そ
は
ん
と
き
は

と
あ

る
の
は

有

国
於
蝸
之
左
角
者
、
日
触

氏
。
有

国
於

蝸
之
右
角
者

、
日
蛮

氏
。
時
相
与
争
地
而
戦
、
伏
屍
数
萬
、
逐
北
、
旬
有

五
日
而
後
反

。

ぜ
ヒ
リ

(

「
蝸

の
左
角

に
国

す

る
も

の
あ
り

、触

氏

と

い
ふ
。
蝸

の
右

角

に
国

す

る
も

の
あ

り

、
蛮

氏

と

い

ふ
。
時

に
相
与

に
地

を
争

う

て
而

し
て
戦

ふ
。
伏
屍
数
萬
・
撫
ぐ
る
を
逐

ふ
こ
と
旬
有
五
日

に
し
て
、
而
し

て
後
反

る
。
」
)

ー

則

陽

ー

の
寓
言

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

第

二
十
番

判
詞

に

キ

ヨ

両
句

目
ぎ

む
る
心
地
し
て
遽
々
然

た
り
。

と
あ
る
の
は

昔
者

荘
周
夢
為

胡
蝶
、
栩
栩
然

胡
蝶
也

。

自
喩
適
志
与

、
不
知
周
也

。
俄
然
覚
、
則

遽
遽
然
周
也

。
不
知
周
之
夢
為
胡
蝶
、
胡
蝶
之

夢
為
周
与
。
周
与
胡
蝶
、
則
必
有

分
　
。
此
之
謂
物
化

。
(
「
昔
者
荘
周
夢

に
胡
蝶
と
為

る
。
栩
栩
然
と
し
て
胡
蝶
な
り

。̀
自
ら
喩

ん

で
志

に
適
す
る
か
、
周

た
る
を
知

ら
ざ

る
な

り
。

「
俄
然

と
し
て
覚
む
れ
ば
則
ち
遽
遽
然

と
し
て
周

な
り
。
」
知
ら
ず

、周

の
夢

に
胡

蝶
と
為

る
か
、
胡
蝶
の
夢

に
周
と
為

る
か
。
,周

と
胡
蝶
と
は
、
則
ち
必
ず
分
あ
り
。
此
れ
を
之
れ
物
化
と

い
ふ
。
)
1

斉
物
論
ー

ヘ
ピ

サ

の

「
俄
然
覚

、
則
遽
遽
然
周
也
。
」

に
拠

つ
て
ゐ
る
。
ま
た

、蔵
接

に
語
句

の
引
用

し
た
あ
と
は
見
ら
れ
な

い
が
、
第

七
番

の
判
詞
中

の
、

「
兼

才
寺

の
入
道
前

の
関
白
」
、
第
十

六
番

の
判

詞
中

の

「大
福
山
金
福
寺

の
和
尚
」
な
ど
、
あ
る
抽
象
的
な
観
念

に
よ

つ
て
全
く
仮
托

の

人
物

を
描
き
出
す

こ
と
は

『
荘
子
』
の
寓
言

に
模

し
た
手
法
で
あ
る
と
見
ら

れ
よ
う
。
次

に

「
常
盤
屋
之
句
合
」

を
見
て

み
よ
う
。

一

『
常

盤

屋

之

句

合

』

.
63

第

三
番

の
判
詞

に

、

一

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
三
輯

コ
ツ
ぜ

ン

遙
成
む
か

ふ
の
岨
道
を
見
れ
ば
、
髭

む
さ
ー

と
生

た
る
老
人
、
早

わ
ら
び
の
杖

に
す
が

り
、
忽
然

と
し
て
来

た
り
、
芹

を
あ

な
ど

る
べ

か
ら

ず

、
ば

う

ふ
う

を
す

っ
べ
か
ら

ず

。

我

は
是

、

此
山

に
か
く

れ

住

野
老
先

生

と

い
ふ
も

の
也

と

云

て
即

う

せ

ぬ
。

　
　
　

と
あ

る
の
は
、

「
人
間
世

」
篇

に
櫟
社

の
大
樹

が
匠
石

の
夢

に
あ
ら
は
れ
て
、
そ

の
意
見

を
述

べ
る
と
こ
ろ
な
ど

に
模

し
た
全
く

の
寓
言

へ
ぬ

　

的
手
法

に
よ
る
意
見
の
表
明

で
あ
る
。
第
十
番
の
判

詞
申
の
紫
蘇
と
蓼

の
問
答
も
ま
た
同
様

に
寓

言
的

な
意
見
陳
述

で
あ

る
。

第

七
番

右

独
活

の
千
年
能
な
し
山

の
杣
木
か
な

に
対
す

る
判
詞

は
、
・ほ
と
ん
ど
全

文

『
荘
子
』

に
よ

つ
て
ゐ
る
。

右

は
ま
た
、
能
な

し
山

の
う
ど

の
大
木
、
千

と
せ
を
経
た

る
も
奇
也

。
此
山

い
つ
れ

の
所

に
や
、
山
海
経

に
も
見
え
ず
。
も
し
元
無

有
之
郷

、
広
漠

の
野

に
つ
膿
き
た
る
名
所
か
。
彼
大
樗

を
捨
て
ぎ

る

の
た

め
し
も
思

ひ
出

で
ら
れ
て
、
う
ど
の
大

木
又
愛
す
べ

し
。

コ

む
り

句

お
よ
び
判
詞

で

「
能
な

し
山
の
う
ど
の
大
木
」
が

コ
†
年
」

を
経

た
の
を
よ

し
と
す
る

の
は

「
迫
遙
遊

「
人
間
世

」に
お

い
て

「
無

用

の
用

」
が

説
か
れ
て

ゐ
る
の
に
な
ら

つ
た
も

の
で
あ
る
。
恵
子
の
大
樗

(
迫
遙
遊

)
・
櫟
社

の
大
樹

・商
丘

の
大
木

(
人
間
世
)
み
な
何

れ
も
無
用

の
故
を
も

つ
て
大
年

を
全
う

し
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
独
活

の
大
木
」
と

い
ふ
僅
諺

に
よ

つ
て
俳
譜
化
し
た
も

の
に

す
ぎ

な

い
。
そ
し
て

「
能

な
し
山
」
を
寓
言
的
表
現

と
知
悉

し
な
が
ら

「
無
何
有
之
郷
」

(
迫
遙
遊
)
・
「
広
漠

の
野
」
(
迫
遙
游
)

に
続

い
て
ゐ
る
名
所
か
と
述

べ
る
。
か
く

て
、
大
樗

(
迫

遙
遊
)
を
捨
て
ぎ

る
荘

子
を
思

ひ
出

し
て
、

こ
の

「
う
ど
の
大
木
」
を
愛
す
べ
し
と

い
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

・
・

第

十
八
番

左

だ

い
～
＼
を
蜜
柑
と
金
柑

の
笑

て
日

こ
の
左

の
句

を
勝

と
す

る
判
詞

は

ソ

ら

シ

ウ

鐙

を
蜜

柑
金

か
ん
の
論
は
、
作

の
う
ち

に
作
有

て
、
虚

の
申

に
実

を

ふ
く

め
り
。
数
句

の
中

の
透
逸
、
此
句

龍
於
て
荘
周
が
心
あ
ら

、

む

。
尤

玩
味

す

べ
し

。

(
=

)

と
あ

る
。
句

の

「
笑

て
日
」
は

「
適
遙
遊
」
の

「
蜘
与
学
鳩
笑
之
日
」
(
「
鯛

と
学
鳩

と
之
を
笑

う
て
曰
く
」
)
「
斥
鶴
笑
之
日
」

(斥
鶴
之
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也
笑
う

て
曰
く
」

に
よ

ウ
て
ゐ
る
。
句
全
体
と
し
て
ば
・
鯛
と
学
鳩

、
お
よ
び
斥
鶴
が
大
鵬

の
志

を
知
ら

ず
し
て
こ
れ

を
嘲
笑

し
た
話

(
澄

遙
遊

)
と
大
樗
等
の
無
用

の
用
を
説

い
た
寓
言

(
逡
遙
遊

・
人
間
世
)
と
を
折
衷

し
て
仕
立

て
て
あ

る
。

以

上
、
両
句
合
を
通
じ
て
み
る
と
、
発
句

に
お
い
て
は
、
其
角

、
杉
風
と
も

『
荘
子
』
の
寓
言
を
俳
譜
化
す

る
こ
と
に
と

ど
ま

つ
て
ゐ

る
。
し
か
も
そ
の
俳
譜
化

と
い
ふ
の
も
、
な

ほ
談
林
的
な
手
法

の
残
澤
を
多
分

に
有

し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
俳
譜
化

は
談
林
調

作

品

の
や
う

に
単
な
る
滑
稽

を
た

の
し
む
態
度

で
は
な
く

、
『
荘
子
』
が
寓
言

に
よ

つ
て
説
く

と
こ
ろ
の
意

を
そ
の
ま
ま
受
け

い
れ
よ
う
と
す

る
と

い
ふ
根
本
的
な
立
場

に
お

い
て
従
来
か
ら

一
変
し
て
ゐ
る
。
次

に
芭

蕉

の
判
詞

に
お

い
て
は
、
詩
美

と
と
も

に
、
そ

こ
に

「
荘
周

の

心
」
が

あ
る
か
否
か

を
も

つ
て
評
価

の
基
準
と
な
し
て
ゐ
る
。
し
か
も

『
荘
子
」

に
よ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
句

が
あ
ら
は
れ
た
場
合

、
内
容

・
表

現

の
文
学
的
価
格
価
値

を
以

つ
て
論
ぜ
ず
、
も

つ
ば
ら
そ
れ
が
持

つ
と

こ
ろ
の
思
想
内
容

に
よ
つ
て
評
価
し
、
『
荘
子
』

に
拠

つ
た
句

も

し
く
は

『
荘
子
』
的

な
も

の

に
か
か
は
り
を
附

け
ら
れ

る
句

は
す

べ
て

「
勝
」
と
定

め
て
ゐ
る
。
ま

た
、
判
詞

の
修
辞

・
文
体

に
お

い

て
は
、
発
句
と
同

じ
く
寓
言
的
手
法

を
多
く
用

ひ
、
こ
こ
に
も
談
林
的
な
余
臭

を
多

分

に
残
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
に
お
い
て
も
、

談
林
調

作
品

の
や
う

に
、
単
な
る
滑
稽

・
遊
戯

の
た
め
で
な
く
、
真
実

の
探
求

・
表
現

の
た

め
の
寓
言

へ
と
歩

を
進

め
て
き
て
ゐ
る
。
表

現
方
法
論

に
お
い
て
は
な

ほ

「寓
言
」
説
を
脱

し
き
れ
な

い
が

、

そ
れ
は
俗
見

を
否
定

し
、
絶
対
的
な

る
も

の
を
表
現
す

る
た

め
の
も

の

と
し
て
自
覚
的

に
用

ひ
ら
れ
る

に
至

つ
て
ゐ
る

こ
と
を
示
す

の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
そ

こ
に
宗
因
的

な
相
対
的
価
値
観
か
ら
絶
対
的
価
値

観

へ
と
今
や
芭
蕉
と
そ

の
門
下

と
が
転
換
し
つ

つ
あ
る

の
を
見
る

こ
と
が

で
き

る
の
で
あ

る
。

こ
こ
に
は
、
彼
等

の
価
値
観
転
換

の
た
め
の
形
而
上
的
基
盤

と
し
て

『
荘
子
』
が
そ

の
存
在

を

こ
と
さ
ら

に
あ
ら

は
に
し
て
来

て
ゐ
る

こ
と
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
談
林
時
代

に
お
け
る
ゆ
が

め
ら
れ
た
解
釈

を
全
く
打
破

り
去

つ
て
。

と
こ
ろ
で
芭
蕉
は

こ
こ
で
全

く

『
荘

ぬ

へ

子

』

に
圧

倒

さ
れ

て
し

ま

つ
て

ゐ

る
や

う

に
見

え

る

。
そ

の

な
ま

の
ま

ま

の

『
荘

子
」

の
摂

取

、

さ

う

し
た

『
荘

子

』

に
よ

る
現
実

の
解

釈

、

こ
れ

は
全
く

『
荘

子

』

に
彼

が

と
ら

は

れ

て

し
ま

つ
た

こ
と

を

示

す
も

の

で
あ

ら

う
。

だ

か
ら

、
彼

自
身

荘

子

気

ど

り

で

「栩

栩

斎

芭
蕉
の
思
想

・
作
風

の
展
開

と

『
荘
子
』
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究

第
十
三
輯

主
」
な

ど
と
称
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
文
学

は
、

か
れ
が

こ
の
時

五
山

の
伝
統
を
通

じ
て
継

承
し
た
李

・
杜

・
東
披
以
下
の
作

、

(

一
二
)

の
や
う

に
、
老
荘
的

な
思
想

の
支

へ
を
絶
対

に
持

つ
べ
き
も

の
と
思

ひ
ご
む

や
う

に
な

つ
て
い
く
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
談
林
的
作
風

の
超
克

は
ま

つ
こ
の
両
句
合

に
お

い
て
実

現

の
緒

が
開
か
れ
、

こ
れ
が

『
東

日
記

』

『
次
韻

」
に
お
け

る
新

風
展
開

の
基
礎

と
な
り

『
虚

栗
』

に
お

い
て
高

い
成
果
を
収

め
、
談
林
調

を

一
変
す

る
の
で
あ
る
。
初

は
単

に
俳
言
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た

に
す
ぎ
な

い
漢
語
が

、

漢
詩
文
調
形
成

へ
の
媒
介

を
な
し
、
そ

れ
が
自
由

に
し
て
清
新

な
、
力
強

い
格
調
と
、
広
大
新
奇
な
新
詩
美

の
探
究

へ
と
当
時

の
作
者
た
ち

の
目
を
ひ
ら
か
せ
た
。
談
林

の
日
常
的

な
限
界

を
超

え
、

よ
り
高

い
、
よ
り
力
強

い
、

よ
り
奥
深

い
詩
美

の
世
界

へ
探
り
入

る
こ
と

は
、

彼
等

に
と
つ
て
抑

へ
が

た

い
魅
力

に
感
ぜ
ら
れ
た
。

し
か
し
、

こ
の
世
界
を
確
実

に
自
己

の
も
の

に
す

る

に
は
、
詩
人
は
作
詩

し
な
け
れ

ば
な
ら

ぬ
。
ま
た
そ

の
作
品

を
う
み
出
す

に
ふ
さ
は
し

い
生
活

に
生
き

な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
李

・
杜

・
淵
明

の
詩
境

を
自
己

に
お

い
て
も

獲
得
す

る

に
は
、
お

の
れ
も
李

・
杜

・
淵
明

の
生

活
を
生

き
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
彼
等

の
超
脱
の
詩
境

を
逐

ふ
た
め
に
は
、
俗
塵

に
ま

み
れ
た
市
申
生
活
を
棄

て
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

こ
の
生

活
面

に
お
け
る
自
己
革
新

へ
の
内
的

な
う
な
が

し
を
理
論

づ
け
、
決
意
を
迫
る

も

の
は

『
荘
子
』

の
思
想

で
あ

つ
た
。
超

俗

、
無
為
、
不
拘
束

の
絶
対
的
自
由

は
煩
は

し

い
市
中

に
つ
な
が
れ
た
身

に
は
望
ま

る
べ
く
も

な

い
。
か
く

し
て
、
文
学

上
と
思
想
上
と
の
両
面

よ
り
る
す
う
な
が
し
の
た
め

に
、
芭
蕉
は

つ
ひ
に
船
町

の

「
栩
栩
斎

」
を
棄

て
、
市
井

人

と
し

て
の
生
活
を
超

脱
し
、
家
族
係
累
を
離
れ
、
延
宝

八
年

の
冬
深

川

の
草
庵

に
入

つ
て

い
つ
た
の
で
あ

る
。
思
想
と
創
作
と
生
活

の

一
致

、
実
践

に
よ
る
自
己

の
思
想

の
形
成

を
は
か
り
、
そ

こ
か
ら
作
風

の
新
展
開

を
求

め
て
彼

は
深
川

の
草
庵

の
生
活
を
選
び
と

つ
た

の

で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
だ
け
の
決
意

、
こ
れ

ほ
ど

の
実

践
を
通

し
て
も
新

し
い
作
風

は
さ
う
易
々
と
作
り
出

さ
れ
る
も

の
で
は
な
か

つ

た
。
連
句

創
作

の
上

で
は
、
延
宝

七
年
以
来
、
依
然

と
し
て
空
白

の
時
期

が
続
き
、
発
句
も
極

め
て
少

し
し
か
出
来
て

こ
な
い
。
ま
さ
し

く
彼

に
と

つ
て
生
涯

の
う
ち

に
も
何
度
も

な

い
苦

悩

の
時
期

で
あ
つ
た

。
も

つ
と
も
、

こ
の
新

風
展
開

の
た
め
の
摸
索

に
苦
し

み
、
句

作

の
で
き
な
か

つ
た

の
は
他

の
作
者

た
ち

に
も
共
通

の
苦
悩
で
あ

つ
た
。
言
水

.
才
丸

・
来
山

・
素
堂
等
、
何

れ
も

こ
の
鱒
期

に
お
サ

る
作
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ρ

6

品
は
極

め
て
少

い
。

し
か
し
、
き
う
し
た
申

で
も

、
芭
蕉

に
お
げ

る
苦
悩
が
最
も
深
酷

で
あ

つ
た
ら
う
こ
と
は
、

こ
の
期

の
こ
れ
ら
作
者

た
ち
の
作
品

を
比
較
す

る
こ

と

に
よ
つ
て
見

る
こ
と
が

で
き
る
。

か
う
し
た
苦
悩
の
あ

と
を
ま
と
め
て
示
す
撰
集
と

し
て
、
延
宝

九
年

の
六
月

に
言
水
撰

の

『
東

日
記

』
が
出

た
。

こ
こ
に
は
、
あ
と

で

作
品
等

に
よ
つ
て
示
す
や
う
に
、
新
風
展
開

を
め
ざ

し
て
刻
苦
す

る
作
者
た
ち
が
、
そ

れ
ぞ

れ
自
己
の
問
題
を
解

く
た
め
に

「
荘
子

」
と

と
り
組

ん
で
ゐ
る
の
が
見
ら

れ
る
。
そ

の
序
文

に
才
麿

は

い
つ
て
ゐ
る
。

リ

ル
ロ

ヤ

レ

ラ

ン

ヨ

レ

テ

セ
バ

コ
ト
ナ

リ
ト

コ
ウ
ノ

ミ

ラ

ン

ズ

ル
ロ

レ

ラ

ン

ヤ

有

レ
言

邪

、其

無

・
言

邪

。
其

以

為

レ
異

二

鍛

音

一
、有

レ
弁

乎

。
其

無

レ
弁
乎

。

ふ
る
き

あ

た
ら

し
き

を

い
ふ
時

は
、

真

人

を
待

て
天

侃

に
ま

か
す

べ
き
事

し

か
り

。

こ
れ

は

「斉

物
論

」
・
「
大

宗

師

」

に
よ
り

、

『
東

日
記

』

に
作

品

を

の

せ

る
作
者

た
ち

の
句

風

の
改
革

新

展
開

に
関

し

て
所

見

を

の

べ

て
ゐ

る

の

で
あ

る
。

,

『
東

日
記

」

所
収

の
芭

蕉

の
作
品

で

『
荘

子

』
覧と

か

か

は
り

を
持

つ
も

の
と

し

て
は

、
次

の

二
句
が

あ
げ

ら

れ
よ

う
。

五

月
雨

に
鶴

の
足

み

じ

か
く

な

れ
り

愚

に
暗
く

棘

を

つ
か

む

螢

か
な

「
五
月

雨

」

の
句

は

、

い
ふ
ま

で
も

な
く

「
餅
栂

篇

」

の

つ

是
故

髭
脛
錐
短

、
続
之
則
憂

。
鶴
脛
錐
長

、
断
之
則
悲
。

(
是

の
故

に
昆
脛
短

し
と
錐
も
、
之

を
続
が
ば
則
ち
憂
ひ
な

ん
。
鶴

脛
長

し

と
錐
も

、
之

を
断
た
ば
則
ち
悲
し

み
な

ん
。

)

に
拠

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
五
月
雨

に
」

の
句

は

『
荘
子
』

の
寓
言

を
知
的
興
味
本
位

に
俳
譜
化
し
た

に
と
ど
ま
b
、
む
し
ろ
談
林
的

な
余
臭

を
強

烈

に
感

じ
さ
せ
る
作
品

で
あ
る
。

こ
れ
は

『
東

日
記
』
刊
行

の
延
宝
九
年

作
で
は
な
く
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
前
年

の
八
年
あ

た
り

の
作
と
見
る
べ
き

で
は
な
か
ら
う
か
。
同

書
所
収

の
芭
蕉

の
他

の
作
品
と
比
べ
て

み
て
も

、
蕉
風
化

の
著
し
い
遅
れ
が

め
だ

つ
て
見

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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■

人

文

研

究

第
十
三
輯

え
る
。

「
愚

に
暗
く
」
の
句

は
、

こ
の
寓
言
的
表
現
が

『
荘
子
」
的
な
る
も

の
の
投
影

を
感

じ
さ
せ
る
が
、

し
か
し
こ
の
把

握
を
通

し
て

も

の
ご
と

の
真
実

に
迫
ら
う
と
す
る
態
度
が
滲
透

し
て
ゐ
て
芭
蕉

の

『
荘
子
』
同
化

の
過
程
が
う
か
が
は
れ
て
興
味
深

い
。

な

ほ

『
東

日
記
』

に
は

読
荘
子

彼

。
是
は
嵐
雪

の
偽
花

の
う
そ

其

角

バ
ク

蝶
飛
で
膜
ぎ
れ
か

～
る
気
色
哉

言

水

な
ど
の
句
が
見
ら
れ
る
。
其
角

の
句

は
、
彼
が
ま
だ

『
荘
子
』
を
、
思

ふ
ほ
ど
の

「
う
そ
」
を
書

い
て
ま

は
る
書
と
見

て
ゐ
る

こ
と
を
示

し
、
な

ほ
談
林
的
な
寓

言
観

か
ら
離
脱
し
き
れ
な

い
で
ゐ
る
状
態
を
告
げ

て
ゐ
る
。
撰
者

言
水

の
句

は
、
や
は
り
寓

言
的

な
見
立
て
を
た

の
し
む
も

の
で
あ
る
は
あ
る
が

、
蝶

の
姿

態

の
美

を
と
ら

へ
・、よ
う
と
し
て
ゐ
る
真
面
目

さ

に
お

い
て
、
談
林
的
な

る
も

の
か
ら
遠
ざ

か
ら

う
と
し
つ
つ
あ
つ
た
彼

の
す
が

た
が

み
と
め
ら

れ
よ
う
。
か
う

し
て
、

さ
き

に
も
言
及

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

『
東

日
記
』

に
お
い
て
は

延
宝
末
年

に
談
林

を
超
克

し
よ
う
と
苦
悩
し
、
新

風
摸
索

に
全
情
熱

を
投

入
し
た
作
者

た

ち
が
、
共
通
し
て

『
荘
子
』

を
そ
の
新
風
展
開

運
動

の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
た

こ
と
、
ま
た
そ
の

『
荘
子
』
は
、
唐
宋

の
詩
人

の
作
品
と
表
裏

一
体
を
な
す
も

の
と

し
て
五
山

の
伝
統

か
ら

受
け
継

が
れ
た
も

の
で
あ

つ
た
と

い
ふ
こ
と
が
見
ら
れ

る
と
思

ふ
。

『
東

日
記
』

の
作
品
が
具
体
的

に
示
す
と

こ
ろ

に
よ

つ
て
見
て

み
る
と
、

こ
の
頃

の
芭
蕉

の

『
荘
子
』
受

け
と
り
方

は
、

ま
だ

な
ほ
観
念

的

、
抽
象
的

で
あ
り
、
理
論

の
面

に
見
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
実
作

の
上

で
は
進
ん

で
ゐ
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
其
角

・
才

丸

・
言
水

に
お
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
其
角

は
こ
と
に

『
荘
子
』

を

ふ
り
ま
は
し
た
が

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
最
も
観
念

的
、
抽
象
的

で
あ
る
。

延
宝
九
年

七
月

に
、
前
月
刊
行

の

『
東

旧
記
』

に
引
続

い
て

『
俳
譜
次

韻
』
が
刊
行

さ
れ
だ
。
芭
蕉
と
門
人
其
角

・
揚
水

、
そ
れ

に
才

丸
を
加

へ
た
四
吟

二
百

五
十
韻
は
、
京

の
信
徳

の

『
七
百

五
十
韻
』

に
触
発
き
れ
、
こ
れ
を
続

い
で
十
百
韻

に
満

た
さ
う

と
し
た
も

の
で
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あ
つ
た
が

、
結
果
に
お
い
て

『
七
百

五
十
韻
』

を
は
る
か
に
し
の
ぐ
新
風
を
展
開

し
得
た
。

こ
の

『
次
韻
』

こ
そ
は

『
荘

子
』

の
影
響

を

最
も
強
く
受
け

た
も

の
と
見
ら
れ
て
来

た
も

の
で
あ
る
。

ま
つ
、
そ

の
第

一
作
品
た
る

「
鷺

の
足
五
十
韻

」
は

キ
ジ

ハ
ギ

鷺
の
足
錐
脛
長
く
継
添
て

桃

青

コ

ノ

リ
テ

テ

シ

ツ

這
句
以

二
荘
子

】可

レ
見
　

其

角

に
始

ま

つ
て
ゐ
る
。
鷺

の
足

の
句

は
、

さ
き

に
も
引

い
た

是
故
髭
脛

錐
短

、
続
之
則
憂
。
鶴
脛
錐
長
、
断
之
則
悲
。

(
是

の
故

に
髭
脛
燈

し
と
錐
も

、
之

を
続
が
ば

則
ち
憂

ひ
な
ん
。
鶴
脛
長

し
と
錐

も

、
之

を
断

た

ば

則

ち

悲

し

み
な

ん

。

)

.

1

-
腓

栂

-

i

に
拠

つ
て

『
七
百

五

十
韻

』

に

『
次

韻

』

二
百

五

十
句

を
継

ぐ

こ

と

を
述

べ
て

ゐ

る

の

で
あ

る

。
其

角

の
附

句

は

、

こ
と

は
る

ま

で
も

な

い
こ
と

を

わ
ぎ

わ
ざ

こ
と

さ
ら

に
述

べ

て
ゐ

る
感

が

あ

る
が

、

こ
れ
は

『東

日
記

』

の

「
嵐

雪

の
偽

」

の
発

句

に
、
わ
ざ

わ
ざ

「読

荘

子
」

と
前

書

を
附

け

ず

に

は
居

ら

れ
な

か

つ
た
彼

の
青

年

ら

し

い

ペ
ダ

ン
ト

リ

イ

の

な

せ
る
と

こ
ろ

で
あ

ら

う
。

そ

れ

は
と
も

か

く

と

し

て
、

こ
の

二
句

か
ら

す
る

第

一
印
象

に
よ

つ
て

、

喘、次

韻
』

は

い
か

に
も

『
荘

子
』

的

な
匂

ひ

の
す

る
作

品

の
や
う

な
感

じ

を
持

た

さ

れ

る

こ

と

に
な

る

の

で
あ
る

。

次

に

「
稲
負

鳥
百

韻

」

の

子

丑

の
番

を
寅

に
預

ヶ
て

其

角

ヌ

ヘ
ヅ
ホ
ウ

モ
ド

リ

渾
沌

翠

に
乗
て
気

に
遊

ぶ

桃

青

は

「
渾
沌

」

「
翠
に
乗

て
」

「
気

に
遊

ぶ
」
が
す

べ
て

『
荘
子
』

に
拠

つ
て
る
ゐ
。

「
渾
沌
」
は

南
海
之
帝
為
億

、
北
海
之

帝
為
忽
、
申
央
之
帝
為
渾
沌
、
傾
与
忽
、
時
相
遇
於
渾
沌
之
地
。
渾
沌
待
之
甚
善
。
億
与
忽
謀
報
渾
沌
之

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
三
輯

徳
。
日

、
人
皆
有

七
籔

、
以
視

聴
食
息

。
此
独
元
有

、
嘗
試
墾
之
。
日
墾

一
籔

、
七
日
而
渾
沌
死
。

(
南
海

の
帝
を
傾

と
為
し
、
北

海

の
帝

を
忽
と
為

し
、
中
央

の
帝

を
渾
沌

と
為
す
。
億

と
忽
と
、
時

に
相
与

に
渾
沌

の
地

に
遇

へ
り
。
渾
沌
之

を
待

つ
こ
と
、
甚

だ

善
し
。
債

と
忽
と
揮
沌

の
徳

に
報

い
ん

こ
と
を
謀

る
。
曰
く
、
人
皆

七
籔

あ
り
。
以
て
視
聴

食
息
す
。
此
れ
独
り
有

る
こ
と
無

し
。

嘗
試

み
に
之

を
盤
た
ん
と
。
日

に

一
籔

を
盤

つ
。

七
日

に
し
て
渾
渾
死
す
。
)

-ー

応

帝

王
ー

「
翠

に
乗
て
」
は

天
之
蒼
蒼
、
其
正
色
邪
。
其
遠
而
無
所
至
極
邪

。
其
視
下
也
亦
若
是
則

已
　
。
…
…
風
之
積
也
不
厚
、
則
其
負
大
翼
也
無
力
、
故

九

萬
里
、
則
風
在
下
　

。
而
後
乃
今
培
風
蝿
背
負
青
天

、
而
莫
之

天
関
者

。

(
天

の
蒼
蒼
に

る
は
其

れ
正
色
か
、
其
れ
遠
く

し
て
至
極

す

る
所

な
け
れ
ば
か
。
其

の
下
を
視

る
や
亦
是

の
若
く
な
ら
ん
の
み
。
…
…
風

の
積

む
や
厚

か
ら
ぎ
れ
ば

、
則
ち
其

の
大
翼
を
負

ふ

に
力
な
し
。
故

に
九
萬
里

に
し
て
則
ち
風
斯
に
下

に
在
り
。

而
る
後

に
乃
ち
今

風
に
培

は
れ
、
背

に
青
天

を
負

う
て
、
天
閥
す
る
者

な

し
。

)

ー

1

遣

遙

遊

1

お
よ
び

『
田
舎
の
句
合
』
第

六
番

「
鳶

に
乗

て
」

の
句

な
ら
び

に
判
詞

に

つ
い
て
引

い
た

「
夫
列

子
御

風
行
」

(迫

遙
遊

)
、
「
乗
物

以
遊

心
」
(
人
間
世
)
、
「
乗
夫
葬
砂
之
鳥

」

(
応
帝
王
)
な
ど

に
拠
る
と

こ
ろ
が

あ
ゐ
%

の
と
思
は
れ
る
。

ま
た

「
気

に
遊

ぶ
」
は

彼
方
且
与

造
物
者
為

人
、
而
遊
乎
天
地
之

一
気

。

(
彼

れ
方

に
且

に
造
物
者

と
人
た
り
。
而

し
て
天
地

の

一
気

に
遊
ば
ん

と
す
。
)

ー

大

宗

師

ー

に
拠

つ
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う

に
、

こ
の
附
句

は
部
分
的

に
す

べ
て

『
荘
子
』

に
拠

つ
て
ゐ
る
ば

か
り
で
な
く

、
ま

た
全
体

と
し
て
寓
言
的

に
仕
立

て
ら
れ
て
ゐ

る
。

最
後

に
巻
末
の
余
興

四
句
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∂

イ

ぶ

附

贅

一
つ
つ
奥

に
置

け
り
日
ク
露

揚

水

無

用
の
枝
を
立

し
犬
蘭

桃

青

夜
ル
兄

の
朝
咲
花

に
あ
ら
そ

ひ
て

其

角

デ

ン

リ

塵
裡
の
四
虫
音

を
隠

る
也

才

丸

の
う
ち
、
揚
水

、
桃
青

の

二
句

は
徹
底

し
て

『
荘
子
』

「
餅
掴
篇

」
の

餅
掴
枝
指
、
出
乎
性
乎

。
而
修
於
徳
。
附

贅
県

涜
、
出
乎
形
哉
、

而
移
於
性
。
…
…
是
故

駐
於
足
者

、
連
元
用
之
肉
也

。
枝
於
手
者

へ
ん

ぽ

き

し

ふ

ぜ
い
け
ん
い
う

あ
を

樹
元
用
之
指
也

。

(
駐
掴
枝
指
、
性

に
出

で
た

る
か
な
。
而
か
も
徳

に
修
れ
り
。
附

贅
県
涜
、
形

に
出

た
る
か
な
。
而
か
も
性

に
修

れ
り
。
…
…
是

の
故

に
足
に
腓
あ
る
者

は
無
用

の
肉

を
連

ぬ
る
な
り

。
手

に
枝
あ
る
者

は
無
用

の
指

を
樹

つ
る
な
り
。
)

に
拠

つ
て
ゐ
る
こ
と
が
見
ら

れ
る
。
第

三
の
其
角

の
句
は
、
や
は
り
右

の

「
腓
揖
篇
」

に
の

べ
て
ゐ
る
と

こ
ろ
の
意
味

の
俳
譜
化
で
あ
る

し
、
第

四

の
才
丸
の
句

に
就

い
て
も
同
様

の

こ
と
が

い
へ
よ
う
。

な
ほ

「
四
虫
」
は

『
荘
子
』

に

「往
見
四
子
貌
姑
射
之
山

、扮
水
之
陽

」

(遣

遙
遊

)
の
四
子
と
か
、
子
祀

・
子
輿

・
子
隼

・
子
来

(
大
宗
師
)
と
か
王
駝

・
申
徒
嘉

・
叔
山
無
趾

・
哀
胎
官

(
徳
充
符

)
と
か
、

あ
る
ひ
は
竜
逢

・
比
干

・
莫
弘

・
子
得

(
肱
簾

)
と
か
よ
く
四
人

と

い
ふ
数
を
挙
げ
て
あ
る

の
に
拠
り
、
四
吟

の
作
者
を
俳
譜
化

し
た

の

で
あ
ら
う
。

こ
れ
に

「
塵
裡
」
と
と
く

に
限
定
を
与

へ
た
の
は

聖
人
不

従
事
於
務

。
…
…
而
遊
乎
塵

垢
之
外

。

(
聖
人

は
務

に
従
事

せ
ず
…

-
而
し
て
塵
垢

の
外

に
遊

ぶ
。
)
!

斉

物

論

f

仮
於
異
物
、
託
於
同
体

、
忘
其
肝
胆
、
遺
其
耳

目
、
反
覆
終
始

、
不
知
端
現
、
芒
然
彷

復
乎
塵
垢
之
外
、
遣

遙
乎
無
為
業

。

(
異
物

に
仮

り
、
同
体

に
託
し
、
其
肝
胆
を
忘
れ
、
其
耳

目
を
遺
れ
、
終
始
を
反
覆

し
て
、
端
硯

を
知
ら
ず
。
芒
然
と
し
て
塵
垢

の
外

に
彷

復
し
、
無
為
の
業

に
遣

遙
す
。
)

ー

大

宗

師

i

の
逆
説
的
俳
譜
化
で
あ
り
、
ま
た

『
七
百

五
十
韻
』

に
対
す

る
謙

遜
の
辞
で
も

あ

つ
た

の
で
あ
る
。

(
第

三

・
第

四
に
就

い
て

『
荘
子
』

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
三
輯

の
俳
譜
化

で
あ

る
と
す

る
こ
と
は
聞
題
も
あ

ら
う
が
、
少
く
と
も
そ

の
内
容

に
お

い
て
は
、
四
句
と
も
、

こ
と

ご
と
く
同

一
意
味

を
の

べ

て
、
式
目
の
制

約
を
無
視

し
て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
)

ま
た

「
秋

の
野
中
百
韻
」
の

昼
夢

の
食
た
く
程

に
夕
ぐ

る

～

其

角

シ

シ
ヤ
ウ

人

死
を
待

て
生
た
は

い
な
し

桃

青

の
附
合
も

「
黄
梁

一
炊

の
夢
」

の
故
事

を
ふ
ま

へ
た
も

の
で
あ
ら

う
が
、
そ
の
根
底

に
は
荘
子
的

死
生
観

(斉

物
論

)
と

の
か
か
は
り
が

や
は
り
う
か
が

は
れ
よ

う
。

以
上

で

『
次
韻
』

に
お
け
る
芭
蕉
の
句

で

『
荘
子
』

に
よ
る
と

こ
ろ

の
あ
る
も

の

に
つ
い
て
見
、
そ
れ
と
関
連
し
て
余
興

四
句

の
他

の

三
作
者

に
句

に
つ
い
て
も
言
及
し
た
が
、

こ
の
外

『
次
韻
』

に
お
け
る
他

の
作
者

の
句

で

『
荘
子
』

に
関
係
あ
る
も

の
を
見
て

み
よ
う
。

「
鷺

の
足

五
十
韻
」
の

プ

リ

イ

サ

サ
カ

レ

師
魚

は
諫

め
鰻

は
胸
を
割
け

る

才

丸

は
、
単

に
歴
史
的

な
知
識
か
ら
来
て
ゐ
る
ば

か
り
で
な
く

き

ゑ
ぐ

び

昔
者
龍
逢
斬
、
比
干
剖
、
莫
弘
脆
、
子
脊
靡

。

(
昔
者

、
龍
逢

は
斬
ら
れ
、
比
干

は
剖
か
れ
、
農
弘

は
施

ら
れ
、
子
得
は
靡

せ
ら
る
)

ー
ー

去

筐

i

月

に
も

拠

る

と

こ
ろ
が

あ

つ
た

で

あ
ら

う

。
ま

た

「
秋

の
野
申

百
韻

」

の

ト

リ

ヒ

ョ

コ

ノ

露
鶏

の
羽
が

い
の
鍛

ひ
よ
ひ
よ
と

揚

水

に
は
、

さ
き

に
才
丸

に
よ

つ
て

『
東

日
記
』

の
序

に
引
か
れ
た

こ
う
お
み

其
未
嘗
有
言
邪
、
其
以
異
於
勲
音
、
亦
有
弁
乎
、
其
無
弁
乎
。

(其
れ
未
だ
嘗
て
言
ふ
こ
と
有
ら
ぎ
る
や
。
其
れ
以
て
豫
音
龍
異
菰
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隔

り

と

せ

ん

に
、

亦

た
弁

あ

り

や
、

其

れ
弁

な

き

や

。

)

・i

斉

物

論

t

ー

の

「
澱
音
」
が
連
想

せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

.
以
上

『
次
韻
』

の
附
句

に

つ
い
て
見

て
き
た
こ
と
を
考
察

し
て

み
る
に
、
芭
蕉

の
作
も
門
人

の
そ
れ
も

『
荘
子
』

に
拠

つ
た
句

は
す

べ

て
な
ほ
寓
意
的
表
現

の
生
硬

さ
を
あ
ら
は

に
呈
し
て
ゐ
て
、

い
ま
だ
十
分
な
詩
的
純
化

の
域

に
達
し
て
ゐ
な

い
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
れ

は
附

句
の
性
質

上
、
思
.想
的
内
容

を

一
句

の
う
ち

に
詩
的
昇
華
せ
し
め
る
こ
と

に
困
難
な
条
件

が
あ
る
こ
と

に
も
よ
る
の
で
あ
ら
う
が
、

す
で
に
早
く

『
田
舎

の
句
合

』
・
『
常
盤
屋
之
句
合
』

で
示

き
れ
た
思
想
が
、
連
句
作
品

に
お

い
て
は
、

い
ま
だ
に
寓
言
的
な
世
界

か
ら
脱

し
得

な

い
ま
ま
で
ゐ
る
事
実

を
つ
き

つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ど
う
考

へ
た
ら

い
い
で
あ
ら
う
か
。
新
作
風

の
展
開
が
、
言

ふ
べ

く
易
く
し

て
、
行

ふ
に
い
か
に
困
難
を
極

め
る
も

の
で
あ
る
か
、
ま
た
そ

の
た

め
に
芭
蕉
等
が

い
か

に
苦
し

い
摸
索

に
あ
が

い
て
ゐ
る
か

を
、
ま
ぎ

ま
ぎ

と
示

し
て
ゐ
る
と

い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
そ
の
困
難

に
よ

つ
て
傷
だ
ら
け

に
な
つ
て
ゐ
る
作
品

の
す
が

た
を
眼

前

に
見

る
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
人
死

を
待

て
」

の
附
合

の
や
う

に

『
荘
子
』
的
な
見
方
、
考

へ
方

、
感

じ
方
と
そ
れ

に
基
く
境
涯
が
詩

的
境
地
と
し
て
描
き
出
さ

れ
る
や
う

に
な

つ
て
き
て
ゐ
る
こ
と
も
見
ら
れ
、
こ
こ

に
次

の

『
虚
栗
』

へ
の
深

ま
り

を
暗
示
し

て
ゐ
る
こ
と

が
感

じ
と
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
貞
門

の
俗
物
性

を
打
破
す

る
た

め
に
宗

因

に
よ

つ
て
採

上
げ
ら

れ
た

『
荘
子
』
は
、

き
ら

に
徹
底

的

に
俗

物
化

し
た
談
林
俳
譜

(
漢
語
調
作
品
も
含

め
て
の
)

の
俗
物
性
と
抗
争
し
、

こ
れ
を
超
克
す
る
た
め
に
こ
こ
に
芭
蕉
等

に
よ

つ
て
再

び
、

そ
し
て
そ

の
本
来
的
、
根

源
的
意
味

に
お

い
て
摂
取

さ
れ
た
。
庶
民
の
文
学
が
庶
民
自
体
の
俗
物

性
と
た
た
か
つ
て
、
苦

し

い
成
長
を
と

げ
る
過
程
を

こ
の
延
宝
末
年

の
俳
譜

の
展
開

の
う
ち

に
見
る
の
で
あ
る
。

『
次
韻
』

天

和

時

代

●

に
お

い
て
は
、

そ
の
余
興

の
四
句

に
見
ら

れ
る
や
う
に
、
芭
蕉
等
は

『
七
百

五
十
韻
』

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』

に
対
し
て
は
極

め
て
謙
虚

忙

へ
り
く
だ
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人

文

研

究

第
十
三
輯

つ
た
態
度

を
と

つ
て
ゐ
る
が
、
事
実

に
お

い
て
は

『
七
百

五
十
韻
』
を

は
る
か

に
し
の
ぐ
新
風
を
展
開
し
出

し
た

の
で
あ

つ
た
ひ
そ
し
て

こ
こ
に
芭
蕉

の
創
造
力
は
摸
索
苦
悩

の
停
滞
状
態
を
脱
出

し
得

て
、
限

り
な
く
新

し

い
作
品
を
産

み
出
す
活
動
期

に
導
き
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ

つ
た
。
か
く
し
て
『
武
蔵
曲

』
・
『
虚
栗
』
等

に
収

め
ら

れ
る
作
品
が

、深

川
の
草
庵
を
創
作

の
場
と
し
て

つ
ぎ

つ
ぎ
と
作
ら
れ

て
い
つ

た
。
新

し

い
芭
蕉
庵

で
の
生

き
方

が
創
作

の
力
と
し
て

い
き

い
き
と
は
た
ら
き
出

し
た
の
だ
。
か
う
し
た
あ
り
方

に
お

い
て
、
延
宝
九
年

(天
和
元
年

)
か
ら
天
和

二
年
、
三
年

に
わ
た

つ
て
作
ら
れ
た
句

は
多
く

『
虚
栗
』

に
収

め
ら
れ
て
ゐ
る
。

『
虚
栗
』

に
示

さ
れ
た
作
風

は
、
な
ほ
蕉

風

へ
の
過
渡
期
的
な
色
彩

を
多
分

に
持

つ
て
ゐ
る
に
も
せ
よ
、
そ
れ
は
延
宝
末
年

以
来

の
新
嵐
運
動

に
対

し
て

一
時
期
を
豊

す

る
も

の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
新
風

の
お
も
む
く

べ
き
方
向
を
導
く
道
標
が
定
ま
り
示

さ
れ
た
。
か
う
し
た

『
虚
栗
』
所
収
の
作

も

も

品

の
中

で
も

、
芭
蕉
の
作
品

は
こ
と

に
む
ら
が
少
く
、
新

し
さ
を
確
実

に
体
現

し
て
来

て
ゐ
る
こ
と
が
見

ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
今

そ
の

う
ち
で

『
荘
手
』

に
関
係

あ
る
句

を
抜
き
出

し
て
見
て
ゆ
く

こ
と

に
す
る
。

フ

テ

茅

舎
買

・
水

ヱ

ン

氷
苦
く
偲
鼠
が
咽
を
う
る
ほ
せ
り

こ
の
句
は
、
い
ふ
ま
で
も

な
く

鯖
鶴
巣
於
深
林

、
不
過

一
枝

。
偲
鼠
飲
河

、
不
過
満
腹

。

(
鵜
鵬
深
林

に
巣

ふ
も

一
枝

に
過
ぎ
ず
。
偲
鼠

河
に
飲

む
も
満
腹

に
過
ぎ

ず
。
)

1

逡

遙

遊

1

に
拠

つ
て

ゐ

る
。

な

ほ

「
氷

苦
く

」

の
上

五

は

,

今

吾
朝

受
命

而
夕
飲

汰

、

我
其

内
熱

与

。

(今

、
吾

、
朝

に
命

を
受

け

て
夕

に
汰

を
飲

む

。

我
、

其

れ
内

、
熱

せ

る
か

。

)

1

人

間

世

1

あ
た
り

に
識
閾
下
で

っ
な
が

る
と

こ
ろ
が

あ
る
か
も

し
れ
な

い
。
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タ

マ

蹉
テ

・

ラ
ぐ
ひ
す

を
魂

に
ね
む
る
か
嬌
柳

(
ご
昌
)

ぱ
、

「
荘
周
夢
為
胡
蝶
」

(
斉
物
論

)
が
こ
の
表
現

の
奥

に
か
く

さ
れ
て
ゐ
る
。

花

に
う
き
世
我
酒
白
く
食
黒
し

(
嚇
囚

)

は
、
前
書

と

し
た
白
楽
天

の
詩
句

に
対

し
、
寒
山
詩
的
詩
境

の
陰

量
を
以

て
応

じ
て
ゐ
る
こ
と
が
感

じ
と
ら
れ
る

こ
と
は
か

つ
て
述

べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
根
底

に
流
れ

る
も
の
と
し
て
は

よ

吾
食
也
執
粗
而
不

蔵
、
嬰
元
欲
清
之
人
。

(
吾
が
食

や
、
粗

に
し
て
威
か
ら
ぎ

る
を
執
り
、
饗

に
清

を
欲
す

る
の
人
無

し
。
)

1

人

間

世

1

の
生
き
方
が
あ

る
も

の
と
見
ら
れ
よ
う
。

『
虚
栗
』

に
お

い
て

『
荘
子
』

と
か
か
は
り
を
持

つ
芭
蕉
自
身

の
作
品
は
右

の
三
句

で
あ
る
が

す

べ
て
こ
れ
ら

は
彼

自
身

の

『
荘
子
』

を
自
己

の
も
の
と
な
し
得
た
生
き
方
か
ち
出

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読

み
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
う

い
ふ
状
態

で
あ
つ
た
か
ら
、
彼

の
芭
蕉
庵

に
お
け

る
生
き
方

を
他
か
ら
見
た
時

に
は

タ
タ
ク

芭
蕉
あ
る
じ
の
蝶
丁
見
よ

其

角

ー

詩
あ
き
ん
ど
歌
仙

!

と
描
か
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
夢
為
胡
蝶
」
と

い
ふ
境
涯
を
生
き
、
貧
居

に
春

日
胡
蝶
と
た

は
む
れ
て
ゐ
る
彼

の
す
が
た
が
目

に
浮
ん

で
く

る
で
あ
ら

う
。

門

人
た
ち

の
句
と
し
て
は

ッ
ル

ハ

ユ

シ
テ

エ
ア
ミ

セ

タ

　

ニ

シ
テ

ク

ロ
メ

シ

鵠

日
不

浴

白

、
鳥

日

不

鷺

黒

川
鳥
自
う
を
浴

せ
ず
し
て
白

し

楓

興

コ

ン
ト

ン

不

二
に
目
鼻

混
沌

の
王
死

シ
テ
よ
り

鼓

角

ナ

マ

コ

ユ
ラ
リ

カ

タ
チ

人
何

ヲ
カ
土
肉

の
無
為

ナ
ル
貌

揚

水

芭
蕉
の
思
想

・
作
風
の
展
開
と

『
荘
子
』
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人

文

研

究

第
十
三
輯

な
ど
が
見
ら

れ
る
。
楓
興

は

「天

運
篇

」

に
よ
り
、
鼓
角

は

「
応
帝
王
」

に
よ
り
作
句
し
て

ゐ
る
。
こ
れ
ら
門
人
た
ち

の
句

は
、

な
ほ
ま

だ
全
く
寓
言
的

で
、
其
角

・
杉
風
が
か

の
両
句
合

で
到
達

し
た
と

こ
ろ
か
ら

一
歩
も
出

て
ゐ
な

い
。

し
か
し
、
そ
れ

に
し
て
も

、
こ
れ

は
芭

蕉

は
じ
め
、
指
導
的
な
立
場

に
立

つ
有

力
作
者
が
『
荘
子
』
に
深
く
傾

倒
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ

に
影
響
さ
れ
、
門
人
た
ち
も
彼

等
な
り

に

『
荘

子
』
摂
取

の
問
題
と
取
組

ん
だ
跡

を
示
す
も

の
で
あ

ら
う
。

芭
蕉

に
お

い
て
は

『
荘
子
』

は
、
こ
こ
に
至

つ
て
は
、
も
は
や
観
念
と
し
て
で
は
な
く
、
生
き
た
思
想
と

し
て
草
庵

に
お
け

る
日

々
の

生
き
方

に
よ
り
て
受

け
と

め
ら
れ
た
。

氷
苦
く
椹
鼠

が
咽

を
う
る
ほ
せ
り

に
は

『
荘
子
』

の
思
想
が
芭
蕉

の
内
的
生
命

と
融
合
同
化

し
、
彼

の
境

涯

に
あ
ら
は
れ
、
そ

の
色

あ
ひ
が
作
品
内
面

に
滲
透
し
て

ゐ
る
こ

と
を
見
る
。

こ
の
発
句
は
作
品
自
体
と
し
て
価
値

を
有

す
る
ー

寓
意

を
持

つ
故

に
で
は
な
く
1

表
現

に
ま
で
高
ま

つ
て
き

て
ゐ
る
。

い
ま
や
、
寓

意
を
は
な
れ
、
作
品
自
体
が

『
荘
子
』
か
ら
独
立

し
て
詩

的
価
値
を
荷

ひ
、
し
か
も

触
荘
子
』

に
よ

つ
て
、
そ

の
詩
精
神

の

高

適
を
支

へ
ら
れ
る

に
至

つ
た

こ
と
を
見

る

の
で
あ

る
。

『
荘
子
』
を
得

る
こ
と

に
よ

つ
て

『
荘
子
』

の
拘
束
を
脱
し
得

た
詩
精
神
は
、

物

事

の
美
を

そ
の
生
命
性

に
お

い
て
と
ら

へ
る

。

、

う
ぐ
ひ
す

を
魂

に
ね
む
る
か
嬌
柳

は
、
た
と
ひ
知

巧
に
よ
る
操
作
が
著
し

い
に
も
せ
よ
、
か

の

五
月
雨

に
鶴

の
足
短
く
な
れ
り

と

は

い
か
に
は
る
か

に
隔

つ
て
ゐ
る
か
、

い
か

に
本
質
的

に
異

る
次
元

に
到

達
し

て
ゐ
る
か
明

ら
か

で
あ
ら
う
。
『
虚
栗
』
に
至

つ
て
初

め

て
芭
蕉

は
思
想
と
作
風
を
高
次

に

一
致

せ
し
め
得

た
。

こ
れ
は
彼
が
『
荘
子
』
と
ど
こ
ま

で
も
真
摯

に
と
り
組

み
続
け
た
か
ら
で
も
あ
ら
う

が

、
ま
た

『
荘
子
』

を
そ

の
詩
境
、
表
現

の
中

に
摂
取
伺
化

し
得
て

ゐ
る
『
寒
山
詩
』
や
李

白
、
東
披
を
は
じ
め
と
す
る
唐
宋
詩
人

の
詩

に
投
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Q
入
し
た

こ
と
も
与

つ
て
力
が
あ

つ
た

で
あ
ら

う
。

か
う

し
た
も

の
を
全
体

と
し
て
芭
蕉

に
与

へ
た
も

の
は
、
さ
き
に
も
屡
々
述
べ
た

や
う

に
五
山
文
学

の
伝
統

で
あ

つ
た
が

、
そ
れ
は
、外
国
文
学

へ
の
従
属
か
ら
超
脱

し
て

、
日
本
民
族

の
個
有

の
文
学
伝
統
と
の
止
揚
綜
合

が
な

さ
る

べ
く
、
そ

こ
ま

で
相
伝
承
さ

れ
て
来
た
も

の
で
あ

つ
た
。

こ
の
任
務

に
耐

へ
得
る
、
日
本
人
と
し
て
の
性
格

を
あ
く

ま
で
も
持

す
る
、

し
か
も
柔
軟
な
弾
力

あ
る
精
神

の
持
主
と
し
て
芭
蕉
ば
、

こ
こ
に
彼
自
身
を
あ
ら
は
に
し

て
来

た
。
決
し
て
そ
れ
は
孤
絶

独
往

の
道

で
な

く
、
同
時
代

の
同
じ
道
す
ぢ
を
歩
む
人

々
と
と
も

に
切
り
拓

い
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
次
第

に
そ

の
能
力

に
よ
る
達
成

の
差
が
明
ら

か
に
な
り
出

し
て
き

て
ゐ
た
。
そ
れ
は
、
こ

の
論
考

に
お

い
て
見
来

つ
た
や
う

に
決
し
て
容
易

で
は
な

い
苦
難

に
満
ち
た
混
冥
は
て
し
な

き
道
程

で
あ

つ
た
。

し
か
し
芭
蕉

は

つ
ひ
に
こ
こ
に
到
達

し
た
。
こ

こ
に
芭
蕉

の
作
風

・
思
想

の
性
格

は
決
定
き
れ
た
。
そ

の
内
面
深
く

『
荘
子
』
は
、
活
き
た
基

盤
と
し
て
根

を
張

つ
て
ゆ
き
、
絶
え
ず
日
常
性

の
殼

を
破

り
、
俗
物

性
を
超
克
し
、
常

に
生
成

し
て
や
ま

ぬ
思

　
　
む
　

想

・
作
風
展
開

の
根

源
的
動
因
と
し
て
、
詩
人
芭
蕉

に
お

い
て
造
物
者
的
存

在
と
な

つ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
頴
原
博

士

は

「
天
和
頃

ま
で

の
芭
蕉

の
俳
譜
と
荘
子
と
は
、
む
し
ろ
単
な
る
素
材
的
の
交
渉

と
し
て
認

め
ら
れ

る
に
す
ぎ
な
か

つ
た
。
」

と
さ
れ
、
「
芭
蕉

に
於
け
る
荘

子
的

な
物

の
考

へ
方

」が

そ
の

「
新

し

い
風
雅
観

の
構

成

に
あ

つ
か
る
や
う

に
な

つ
て
来

た
」
の
は
、
貞
享
末
年

の
こ
と
で
あ
る
と
述

べ
て

居
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
極

め
て
概
括
的

に
説
か
れ
た

こ
と
で
も
あ
り
、
ま
た
、
芭
蕉

と
荘
子
と

の
関
係
を

『
笈

の
小
文
』

に
お

け
る
風
雅
観

に
重
点

を
置

い
て
見
よ
う
と
き
れ

た
た
め
、
延
宝
末
か
ら
天
和

に
か
け
て
の
芭
蕉
と

『
荘
子
』
と

の
内
面
的

な
か
か
は
り
あ

ひ
を
少
し
軽
く
見
す
ぎ
る
結
果

に
お
ち

い
ら
れ
た
も

の
で
あ
ら
う
。
談
林
調

の
超

克
、
天
和
調

の
展
開
が
、
単

に
素
材

や
語
彙

の
面

で
ば

か
り
で
は
な
く
、
新

し

い
、
よ
り
高

い
詩
精
神

の
樹
立

な
く
し
て
な
さ
れ
な
か

つ
た

こ
と
は
、

こ
こ
に
見

て
来
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

新

し
く
、

よ
り
高

い
詩
精
神

の
樹
立

こ
そ

『
荘
子
』

に
負

ふ
も

の
で
あ

つ
た

の
で
あ
る
。

註

(
一
)
穎
原
退
蔵
博
士
、

『
芭
蕉
講
座
』
第

二
巻
、
総
説
。

(
二
)

『
荘
子
』
は
原
文
の
ま
ま
の
引
用
で
は
読

み
に
く

い
こ
と
も
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
の
で
引
用
文
の
下
に
括
弧
し

て

『
国
訳
漢
文
大
成

』
の
国
訳
書

芭
蕉
の
思
想

。
作
風
の
展
開
と

『荘

子
』
。
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人

文

研

究

第

十
三
輯

踊

き
下
し
文
を
添

へ
る
こ
と
に
し

た
。

『
荘
子
』
の
解
訳
訓
読
に
関
し
て
は
私

に
老

へ
る
と
こ
ろ
が
な
く
は
な
い
が
、
芭

蕉
と
の
関
連
に
お
い
て
と

一

り
あ

つ
か
は
れ
る

『
荘
子
』
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
芭
蕉
当
時
の
解
釈
訓
読
に
よ
る
べ
き

で
あ
ら

う
と
思
は
れ
る
。
そ

こ
で
中
、
近
世
を
通
じ
て
広

く
読
ま

れ
た
林
希
逸
の

『
荘
子
口
義
』
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多

い
と
み
ら
れ
る

『
国
訳
漢
文
大
成
』
の
解
釈
訓
読
を

一
応

こ
こ
に
添

へ
る
こ
と
に
し

一

ノ

.
た
の
で
あ
る
。
な
ほ

『
荘
子
の
』
テ
キ

ス
ト
は
申
華
書
局

の

『
荘
子
集
解
』

(
王
先
謙
註
)
に
よ

つ
た
。

(
三
)

『
俳
家
大
系
図
』

(
四
)

『
虚
栗
に
』
お
け
る

『
寒
山
詩
』

(
「国
語
」
第

四
巻
第

二
巻
)

(
五
)
以
下

、
両
句
合

に

つ
い
て
引
用
す
る

『
荘
子
』
の
国
訳
書
下
し
文
に

「

」
を
施
し
た
部
分
は
、
荻
野
氏
が
両

句
合
の
語
釈
に
採
上
げ
ら
れ
た
箇

所

で
あ
る
。

(
六
)

「第

六
番
の

『
鳶
に
乗
て
』
と
同
じ
く
、
列
子
の
事
な
ど
を
下
心
に
か
う
い
つ
た
の
で
…
…
」

(
荻
野
氏
)

(七
)
こ
れ
も
荻
野
氏
が
指
摘
し

て
居
ら
れ
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

(
八
)
右
に
同
じ
。

(
九
)
右
に
同
じ
。

(
一
〇
)

こ
こ
の
と

こ
ろ
も
右
に
同
じ
。

(
一
一
)
右

に
同
じ
。

(
=

一)
小
林

一
仁
氏
論
文

「芭
蕉
の
句
合

判
詞
に

つ
い
て
。
」

(
ご
二
)
加
藤
鰍
邨
氏
、

『
芭
蕉
講
座
』
第

一
巻
。

(
一
四
)

『
虚
栗
』
に
お
け
る

『
寒
山
詩
』

(
「
国
語
」
第
四
巻
第

二
号
)

(
一
五
)
頴
原
博
士
、

『
芭
蕉
講
座
』
第

二
巻
、
総
説

。

附

記

本
稿
を
印
刷
に
ま

は
し
て
か
ら
野
々
村
勝
英
氏
の

「
談
林
俳
譜
の
寓
言
論

を
め
ぐ

つ
て
」

(
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和

三
十

一
年
十

一
月
号
)
を

見
る

こ
と
が
で
き
た
。
談
林
の
寓
言

に
つ
い
て
、
私
の
説

い
て
十
分
な
ら
ぎ
る
と

こ
ろ
を
明
快

に
論
述
し

て
居
ら
れ
、
教
示
を
受

け
る
点
も
す
く

な
く
な

い
。
ま
た
若
平
の
私
見
も
な
く
は
な

い
が
、
こ
れ
か
ら
稿
を
改

め
る
わ

け
に
も
ゆ
か
な

い
の
で
、
と
り
あ

へ
ず
以
上
の
こ
と
を
附
記
し

て

お
く
次
第

で
あ
る
。

費




