
芭
蕉
自
筆
巻
子
本
『
野
ざ
ら
し
』
随
想

宇
都
宮

譲

１

本
書
の
特
徴

本
書
（『
芭
蕉
紀
行
文
集
』
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
１０
所
収
）
が
、
い
わ

ゆ
る
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
初
稿
で
あ
る
こ
と
は
学
界
の
定
説
で
あ
る
。
鯉

屋
伝
来
品
で
巻
子
本
の
体
裁
を
持
つ
。
宮
本
三
郎
氏
は
、
善
本
叢
書
の
解
題

で
「
一
種
構
え
た
ポ
ー
ズ
さ
え
見
ら
れ
る
そ
の
謹
直
な
筆
致
と
言
い
、
華
麗

な
巻
子
仕
立
て
と
言
い
、
決
し
て
草
稿
本
の
類
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
人
に

贈
る
べ
く
執
筆
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
感
想
を
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
宮
本
氏
は
言
及
を
避
け
ら
れ
て
い
る
が
、
鯉
屋
に
伝
来
し
た
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
既
に
諸
家
の
指
摘
も
あ
る
通
り
、
芭
蕉
は
パ
ト
ロ
ン
で

も
あ
る
杉
風
に
贈
呈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
特
徴
と
し
て
、
巻
子
仕
立
て
の
贈
呈
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
他

に
、
仮
名
表
記
が
多
い
こ
と
、「
酬
和
の
句
」
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
仮
名
表
記
が
多
い
こ
と
は
、
す
で
に
弥
吉
菅
一
氏
が
『
野
ざ
ら
し

紀
行
の
研
究
』（
桜
楓
社
）
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
特
徴
を
以
て
「
最

も
初
稿
に
近
い
も
の
と
見
て
、
あ
や
ま
り
で
は
あ
る
ま
い
」
と
さ
れ
た
。
し

か
し
、
仮
名
表
記
が
多
い
こ
と
に
は
以
下
の
二
点
の
要
因
も
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
巻
子
本
仕
立
て
の
贈
呈
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
に
は
本
書

を
古
典
め
か
せ
て
作
成
す
る
と
い
う
意
図
が
お
そ
ら
く
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

あ
え
て
仮
名
表
記
を
多
用
し
た
の
で
あ
ろ（
１
）う。

第
二
に
、
芭
蕉
の
書
簡
を
読
ん
で
み
る
と
、
女
性
宛
の
書
簡
は
仮
名
表
記

で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
つ
ま
り
送
り
先
に
よ
っ
て
表
記
を
変
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
杉
風
は
妻
と
の
間
に
二
女
を
儲
け
て
い
た
（
石
川
真
弘

氏
『
蕉
門
俳
人
年
譜
集
』
前
田
国
文
選
書
３
）。
ま
た
、
存
疑
の
部
に
属
す

る
が
、「
連
衆
は
杉
風
一
家
の
人
々
か
」（『
校
本
芭
蕉
全
集

第
三
巻
』
富

士
見
書
房
）
と
さ
れ
る
「
さ
さ
げ
た
り
（
表
八
句
）」
が
残
さ
れ
て
お
り
、

杉
風
・
仙
風
・
亀
・
惣
代
・
而
巳
・
執
筆
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
う
ち

「
亀
」
は
女
性
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
杉
風
家
は
女
性
を
含
め
た
一
家
で

俳
諧
に
手
を
染
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
書
の

場
合
も
、
杉
風
家
の
女
性
を
も
視
野
に
入
れ
た
執
筆
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
の
ご
と
く
、
私
は
、
本
書
は
、
杉
風
家
に
贈
呈
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
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「
褻
」
の
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
巻
子
本
仕
立
て
で
、

仮
名
表
記
の
多
用
と
い
う
特
徴
が
必
然
的
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
仮
名
表
記

の
多
用
は
、
単
に
推
敲
と
い
う
視
点
だ
け
で
は
解
明
で
き
な
い
。

さ
て
、次
の
特
徴
の
「
酬
和
の
句
」
に
つ
い
て
。「
酬
和
の
句
」
に
は
、『
野

ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
中
に
諸
家
と
唱
和
し
た
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
コ
斎

の
「
頭
巾
着
て
」
発
句
、
秋
風
の
「
家
す
る
つ
ち
を
」
付
句
、
任
口
の
「
人

を
あ
だ
に
」
発
句
以
外
は
、
合
計
２１
の
芭
蕉
の
付
句
で
あ
る
。

付
句
の
詳
細
は
後
章
で
述
べ
る
と
し
て
、
芭
蕉
が
こ
れ
ら
の
付
句
を
杉
風

家
に
披
露
し
た
の
は
、『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
中
に
創
意
工
夫
し
た
付
合

を
示
す
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
付
句
の
中
に
は

『
冬
の
日
』
所
収
の
句
が
一
切
な
い
。『
冬
の
日
』
は
貞
享
二
年
に
は
公
刊

さ
れ
、
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
収
め
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。『

野
ざ
ら
し
紀
行
』
は
、
芭
蕉
自
画
自
筆
巻
子
『
甲
子
吟
行
画
巻
』、
あ

る
い
は
定
稿
と
さ
れ
る
濁
子
画
『
甲
子
吟
行
絵
巻
』
を
本
文
と
し
て
研
究
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
芭
蕉
自
筆
巻
子
本
『
野
ざ
ら
し
』
を
対
象
と
し
た
研
究

は
少
な
い
。
前
二
書
は
「
酬
和
の
句
」
が
省
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
野

ざ
ら
し
紀
行
』
は
、
文
章
の
多
い
前
半
と
、
発
句
中
心
の
後
半
と
で
分
裂
し

て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
芭
蕉
自
筆
巻
子
本
『
野
ざ
ら
し
』
を
素
直
に
読
む
限
り
、
本
書

は
「
紀
行
の
部
」「
発
句
の
部
」「
付
句
の
部
」
の
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、「
紀
行
の
部
」
で
紀
行
文
の
体
裁
を
取
り
つ
つ
主
人

公
の
文
学
的
成
長
を
語
り
、「
発
句
の
部
」「
付
句
の
部
」
で
そ
の
成
果
を
披

露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
濁
子
画
『
甲
子
吟
行
絵
巻
』（『
俳
人
真
蹟
全
集
３
』
所
収
）

は
「
木
因
へ
贈
る
こ
と
を
一
つ
の
動
機
と
し
て
筆
を
と
っ
た
」（
米
谷
巌
氏

「『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
お
け
る
芭
蕉
―
大
垣
以
前
と
以
後
―
」『
日
本
文
学

研
究
資
料
叢
書

芭
蕉
』
有
精
堂
、
所
収
）
と
考
え
ら
れ
る
。
本
作
品
も
、

木
因
に
与
え
ら
れ
た
「
褻
」
の
作
品
な
の
で
あ
る
。

自
筆
巻
子
本
に
比
し
て
、
漢
字
表
記
が
圧
倒
的
に
増
え
て
い
る
の
が
本
作

品
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
絵
が
付
加
さ
れ
て
文
字
を
書
く
場
所

が
狭
く
な
っ
た
と
い
う
現
実
的
な
理
由
も
あ
ろ
う
が
、
送
り
先
が
、
男
性
で

教
養
の
あ
る
木
因
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
漢
字
表
記
の
多
さ
も
ま

た
単
な
る
推
敲
と
し
て
だ
け
で
は
処
理
で
き
な
い
。

濁
子
画
絵
巻
に
は
、
芭
蕉
の
次
の
奥
書
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

此
一
巻
は
、
必
記
行
の
式
に
も
あ
ら
ず
。
た
ゞ
山
橋
野
店
の
風
景
、
一

念
一
動
を
し
る
す
の
み
。

爰
に
中
川
濁
子
丹
青
を
し
て
、
其
形
容
を
補
し
む
。
他
見
可
恥
も
の
也
。

芭
蕉
散
翁
書

た
び
ね
し
て
我
句
を
し
れ
や
秋
の
風

こ
の
奥
書
の
「
記
行
の
式
に
も
あ
ら
ず
」
や
「
一
念
一
動
を
し
る
す
」
に

対
す
る
諸
家
の
言
及
は
枚
挙
に
い
と
ま
は
な
い
の
で
省
く
。
句
意
は
、「
秋

の
風
は
し
み
じ
み
と
物
の
あ
わ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な

情
趣
は
、
旅
寝
を
し
て
は
じ
め
て
分
る
も
の
だ
、
読
者
よ
、
ど
う
か
自
ら
旅

を
し
た
上
で
私
の
句
の
趣
を
知
っ
て
頂
き
た
い
」（
阿
部
正
美
氏
『
芭
蕉
発

句
全
講
Ⅰ
』
明
治
書
院
）
で
、
諸
説
ほ
ぼ
同
じ
。

し
か
し
、木
因
に
贈
呈
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、句
意
は
異
な
っ

て
く
る
。『
桜
花
文
集
』（
森
川
昭
氏
『
谷
木
因
全
集
』
和
泉
書
院
、
所
収
）

を
一
見
す
る
と
、『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
後
半
で
、
芭
蕉
は
木
因
と
同
道
し

て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
句
は
、「
旅
を
共
に
し
た
風
狂
人
の
あ
な
た
だ
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か
ら
こ
そ
、『
秋
の
風
』
の
句
に
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
私
の
句
の
本
意
が

わ
か
っ
て
も
ら
え
る
の
で
す
」
と
い
う
意
味
を
込
め
た
、
最
大
級
の
挨
拶
の

句
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
他
見
可
恥
も
の
也
」
と
い
う
文
言
も
、
天
和
期
に
、

戯
文
を
応
酬
し
、
お
互
い
の
実
力
を
知
り
、
気
心
も
分
か
り
合
っ
た
木
因
に

対
す
る
、
秘
伝
め
か
せ
た
洒
落
で
あ
る
。

濁
子
画
絵
巻
で
「
酬
和
の
句
」
が
省
か
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
水
戸
純
子

氏
は
「『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
酬
和
の
句
の
研
究
」（「
解
釈
」
昭
６１
・
１０
）
で

「
不
統
一
な
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
結
局
、
整
理
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
」
っ
た
結
果
だ
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
私
は
、
旅
を
同
道
す
る
な
か
で
木

因
に
こ
れ
ら
の
付
句
を
見
せ
、指
導
す
る
機
会
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。

事
実
、
付
句
の
半
数
以
上
は
、
大
垣
と
熱
田
と
い
う
木
因
の
テ
リ
ト
リ
ー
内

で
詠
ま
れ
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
本
作
品
に
掲
載
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
と
同
時
に
、
付
合
は
、
二
つ
の
世
界
の
結
合
で
あ
る
か
ら
絵
に
表
現

し
に
く
く
、
絵
巻
物
と
い
う
体
裁
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
絵
巻
物
を
木
因
に

贈
ろ
う
と
思
い
つ
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、「
酬
和
の
句
」
は
省
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
紀
行
の
部
」「
発

句
の
部
」
そ
し
て
「
絵
」
と
い
う
構
成
を
持
っ
た
、
初
稿
と
は
性
格
の
異
な

る
（
別
作
品
と
い
っ
て
い
い
）
本
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。さ

て
、
私
は
、
以
上
の
ご
と
く
、
芭
蕉
自
筆
巻
子
本
『
野
ざ
ら
し
』
を
、

「
紀
行
の
部
」「
発
句
の
部
」「
付
句
の
部
」
と
い
う
三
部
構
成
を
持
っ
た
、

ま
と
ま
っ
た
贈
呈
品
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
の
章
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に

つ
い
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
コ
メ
ン
ト
し
て
い
き
た
い
。

２

紀
行
の
部

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
が
西
行
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

井
上
敏
幸
氏
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
（『
貞
享
期
芭
蕉
論
考
』
第
一
章
、
臨

川
書
院
）。
す
な
わ
ち
、
井
上
氏
は
、「
紀
行
の
部
」
に
お
い
て
、「
旅
立
ち

に
関
す
る
部
分
」「
富
士
川
の
段
」「
小
夜
の
中
山
の
段
」「
伊
勢
の
段
」「
当

麻
寺
の
段
」「
吉
野
の
段
」、「
発
句
の
部
」
で
は
「
年
暮
ぬ
」「
誰
が
聟
ぞ
」

に
西
行
の
影
響
を
看
取
し
、「
そ
う
し
た
西
行
の
影
響
が
、（
中
略
）
長
嘯
子

の
西
行
観
を
媒
介
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
自
己
の
俳
諧
革
新
の
一
つ
の
バ
ネ

と
し
て
十
分
論
理
化
さ
れ
、し
か
も
実
践
に
移
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
論
理
と
実
践
行
に
よ
っ
て
体
験
的
感
動
の
『
実
』
を

中
核
に
す
え
た
詩
歌
俳
等
価
論
が
達
成
さ
れ
た
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。

私
も
、
本
書
が
、
西
行
の
「
ま
こ
と
」
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
う
ご
指
摘

に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
で
は
、
西
行
の
「
ま
こ
と
」
と
は
一
体
何
だ
っ

た
の
か
、
そ
れ
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

井
上
氏
も
引
用
な
さ
れ
て
い
る
が
、
木
下
長
嘯
子
は
、
西
行
を
、「
世
の

人
の
よ
む
哥
は
、
偽
よ
り
い
で
ゝ
上
手
の
名
あ
り
。
西
行
が
哥
は
、
あ
ま
ね

く
修
行
し
め
ぐ
り
、遥
の
海
山
を
へ
て
、み
る
所
の
ま
こ
と
よ
り
い
づ
」（『
挙

白
集
』「
山
家
記
」、
古
典
文
庫
『
長
嘯
子
全
集
第
二
巻
』
所
収
）
と
評
価
し

て
い
た
。
芭
蕉
も
ま
た
、「
た
ゞ
釈
阿
・
西
行
の
こ
と
ば
の
み
、
か
り
そ
め

に
云
ち
ら
さ
れ
し
あ
だ
な
る
た
は
ぶ
れ
ご
と
も
、
あ
は
れ
な
る
所
多
し
。
後

鳥
羽
院
の
か
ゝ
せ
給
ひ
し
も
の
に
も
、『
こ
れ
ら
は
歌
に
実
あ
り
て
、
し
か

も
悲
し
び
を
そ
ふ
る
』
と
の
た
ま
ひ
侍
り
し
と
か
や
」（「
許
六
離
別
詞
」、

『
芭
蕉
全
図
譜
』
所
収
）
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
「
ま
こ
と
」
と
は
、「
真
言
」
あ
る
い
は
「
真
事
」
と
記
さ
れ
、

言
霊
思
想
の
影
響
下
に
あ
る
観
念
で
あ
る
（
相
良
亨
氏
『
誠
実
と
日
本
人
』

ぺ
り
か
ん
社
、
豊
田
国
夫
氏
『
日
本
人
の
言
霊
思
想
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

川
村
湊
氏
『
言
霊
と
他
界
』
講
談
社
学
術
文
庫
な
ど
）。
す
な
わ
ち
「
ま
こ

と
」
と
は
、
心
に
思
う
こ
と
を
偽
ら
ず
口
に
出
し
て
語
れ
ば
（
真
言
）、
そ

の
言
葉
の
内
容
が
現
実
化
す
る
（
真
事
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の

「
ま
こ
と
」
の
観
念
は
、
古
来
よ
り
日
本
人
の
心
の
支
柱
と
し
て
連
綿
と
受

け
継
が
れ
て
き
て
い
る
。

代
々
の
優
れ
た
歌
人
た
ち
は
、
こ
の
「
ま
こ
と
」
の
う
ち
で
、
特
に
「
真

言
」
つ
ま
り
心
に
思
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
言
葉
に
す
る
と
い
う
こ
と

に
苦
心
し
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
大
伴
家
持
、
京
極
為
兼
、
長
嘯
子
な
ど

は
そ
れ
を
強
く
意
識
し
て
い
た
歌
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
歌
論
は
、
要
す

る
に
日
本
古
来
の
「
ま
こ
と
」
の
思
想
を
、
外
来
思
想
で
あ
る
密
教
や
唯
識

思
想
で
理
論
武
装
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
江
戸
時
代
の
歌
人
た
ち
の
歌
論
も
、

新
思
想
で
あ
る
朱
子
学
に
よ
っ
て
「
ま
こ
と
」
を
裏
付
け
た
も
の
が
多
い
。

そ
し
て
真
言
僧
で
も
あ
っ
た
西
行
の
み
が
、
見
た
り
、
思
っ
た
り
し
た
こ

と
を
そ
の
ま
ま
歌
に
出
来
た
、
す
な
わ
ち
「
真
言
」
を
表
現
で
き
た
歌
人
で

あ
っ
た
と
賞
賛
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
上
記
の
長
嘯
子
や
後
鳥
羽
院
の
発

言
は
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
西
行
は
、
歌
と
し
て
言
葉
に
出
し
た
こ
と
が
現
実
化
し
た
、
つ

ま
り
「
真
事
」
化
し
た
こ
と
で
、同
時
代
の
藤
原
定
家
な
ど
を
驚
嘆
さ
せ
た
。

「
願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
ん
そ
の
如
月
の
望
月
の
頃
」
と
詠
ん
だ
歌

通
り
に
、
西
行
は
文
治
六
（
一
一
九
〇
）
年
二
月
十
六
日
に
没
し
た
の
で

あ
っ
た
。

芭
蕉
も
ま
た
そ
う
い
う
西
行
を
慕
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
今
回
の
旅
で
は
、

西
行
が
訪
れ
て
歌
を
詠
ん
だ
各
地
を
自
分
も
ま
た
実
際
に
訪
問
し
、
そ
の
地

を
自
分
の
目
で
確
か
め
つ
つ
、
な
お
か
つ
そ
の
場
で
発
句
を
詠
む
と
い
う
修

行
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
践
を
通
し
て
、
芭
蕉
は
西
行
の
詠
歌

方
法
を
身
に
つ
け
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
素
堂
が
「
此
翁
年
ご
ろ
山

家
集
を
し
た
ひ
て
、
お
の
づ
か
ら
粉
骨
も
さ
も
似
た
る
」（
波
静
本
『
甲
子

吟
行
』
序
、
岩
波
文
庫
『
芭
蕉
紀
行
文
集
』
所
収
）
と
指
摘
し
た
の
は
、
芭

蕉
の
真
意
を
理
解
し
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
芭
蕉
の
発
句
に

自
然
に
対
す
る
命
令
表
現
が
多
い
の
も
、
こ
の
「
ま
こ
と
」
に
関
連
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

芭
蕉
の
西
行
へ
の
傾
倒
を
以
上
の
よ
う
に
見
極
め
て
、
そ
れ
が
本
書
に
ど

う
現
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
と
り
あ
え
ず
は
『
西
行
物
語
』

の
影
響
が
あ
る
箇
所
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
が
、紙
数
の
都
合
上
、

「
旅
立
ち
」
の
段
の
み
を
考
察
す
る
。

井
上
氏
は
別
の
角
度
か
ら
西
行
の
影
響
を
看
取
し
て
い
る
が
、
本
書
と

『
西
行
物
語
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
を
併
記
し
て
み
よ
う
。

千
里
に
旅
立
て
、
み
ち
粮
を
つ
ゝ
ま
ず
、
三
更
月
下
無
何
に
入
と
云
け

む
、
む
か
し
の
人
の
杖
に
す
が
り
て
、
貞
享
き
の
え
ね
秋
八
月
江
上
の

破
屋
を
出
る
ほ
ど
、
風
の
こ
ゑ
そ
ゞ
ろ
寒
気
な
り
。

野
ざ
ら
し
を
こ
ゝ
ろ
に
風
の
し
む
み
か
な

志
浅
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
朝
や
き
た
ら
ざ
り
け
む
、
何
と
な
き

わ
ざ
ど
も
に
障
へ
ら
れ
て
、
空
し
く
馳
せ
過
ぎ
ぬ
。
同
じ
秋
の
頃
思
ひ

立
ち
た
り
し
に
、
風
の
声
さ
へ
物
哀
れ
に
、
月
の
光
も
く
ま
な
か
り
し

か
ば
、

お
し
な
べ
て
物
を
思
は
ぬ
人
に
さ
へ
心
を
付
く
る
秋
の
初
風
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後
者
の
『
西
行
物
語
』
は
西
行
が
出
家
を
思
い
立
っ
た
場
面
で
あ
る
。「
千

里
に
旅
立
て
」
と
「
秋
の
頃
思
ひ
た
ち
た
り
し
に
」、「
三
更
月
下
」
と
「
月

の
光
も
く
ま
な
か
り
し
か
ば
」、「
風
の
こ
ゑ
そ
ゞ
ろ
寒
気
な
り
」
と
「
風
の

声
さ
へ
物
哀
れ
に
」、「
こ
ゝ
ろ
に
風
の
し
む
み
か
な
」
と
「
心
を
付
く
る
秋

の
初
風
」、
以
上
の
表
現
の
類
似
は
明
ら
か
で
あ
り
、
文
の
構
成
も
ほ
ぼ
等

し
い
。
明
ら
か
に
芭
蕉
は
『
西
行
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、「
千
里
に
旅
立
て
、
み
ち
粮
を
つ
ゝ
ま
ず
、
三
更
月
下
無
何

に
入
」
に
は
典
拠
が
あ
る
。
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
荘
子
』「
逍
遥
遊
」

と
『
江
湖
風
月
集
』「
褙
語
録
」
で
あ
る
。
赤
羽
学
氏
「
野
ざ
ら
し
紀
行
と

江
湖
風
月
集
」（『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

芭
蕉
』
有
精
堂
、
所
収
）、

尾
形
仂
氏
『
野
ざ
ら
し
紀
行
評
釈
』（
角
川
選
書
）
に
詳
細
な
解
説
が
あ
り
、

楠
元
六
男
氏
『
芭
蕉
、
そ
の
後
』（
竹
林
舎
）
に
明
快
な
解
説
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
文
章
の
な
か
の
「
無
何
」
に
い
さ
さ
か
こ
だ
わ
っ
て
み

た
い
。「
無
何
」
は
「『
荘
子
』
逍
遥
遊
に
い
わ
ゆ
る
『
無
何
有
之
郷
・
広
漠

之
野
』
を
さ
し
、（
中
略
）
何
も
あ
る
こ
と
な
き
、
無
為
自
然
の
理
想
郷
を

言
っ
た
も
の
」（
尾
形
氏
、
前
掲
書
）。
そ
こ
で
は
、
相
対
的
判
断
な
ど
は
意

味
を
な
さ
ず
、
生
・
死
で
さ
え
も
隔
た
り
が
な
い
。
結
局
、
芭
蕉
も
、「
む

か
し
の
人
の
杖
」
に
す
が
っ
て
、
そ
の
「
無
何
有
之
郷
」
に
入
ろ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
芭
蕉
は
『
あ
ら
野
』
序
で
、
編
者
荷

兮
が
同
書
を
編
集
し
た
理
由
を
「
姫
ゆ
り
の
何
に
も
つ
か
ず
、
雲
雀
の
大
空

を
は
な
れ
て
、
無
景
の
き
は
ま
り
な
き
道
芝
の
み
ち
し
る
べ
せ
ん
と
、
此
野

の
は
ら
の
野
守
と
は
な
れ
る
べ
し
」（
岩
波
文
庫
『
芭
蕉
七
部
集
』）
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
の
表
現
に
も
「
無
何
」
の
影
響
が
あ
る
。

発
句
の
「
野
ざ
ら
し
」
に
関
し
て
は
、
尾
形
氏
は
『
荘
子
』「
至
楽
」
の

髑
髏
の
説
話
の
影
響
を
看
取
し
て
い
る
。
堀
信
夫
氏
は
「
蕉
風
表
現
論
の
成

立
―
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
〈
風
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
国
語
と
国
文
学
」

昭
６１
・
５
）
で
「『
荘
子
』
斉
物
論
編
の
天
籟
思
想
を
下
敷
き
に
し
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
」
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
楠
元
氏
が
前
掲
書
で
同

時
代
の
用
例
を
検
討
し
、「
野
外
で
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
」
の
意
を
採

択
す
べ
き
だ
と
し
、「
髑
髏
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
に
せ
よ
、
死
と
い
う
否
定

的
な
も
の
で
は
な
く
、「
悟
り
を
開
い
た
人
の
到
達
点
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
担
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

私
は
、
前
文
の
「
無
何
」
か
ら
の
流
れ
と
し
て
、「
野
ざ
ら
し
」
の
語
の

裏
面
に
は
、
尾
形
氏
の
指
摘
す
る
『
荘
子
』
の
説
話
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え

る
。
同
説
話
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
要
す
る
に
、
生
と
死
を
差
別
し
、
生
を
尊

し
と
す
る
世
俗
的
な
考
え
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。「
至
楽
」
に
は
、
列

子
が
髑
髏
へ
語
り
か
け
る
説
話
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
の
考
え
方
を
示
し

て
い
る
。

さ
て
、『
西
行
物
語
』
の
該
当
箇
所
と
『
荘
子
』「
至
楽
」
を
参
考
に
し
て
、

「
旅
立
ち
」
の
段
を
読
み
直
す
と
、
従
来
の
諸
説
と
は
異
な
る
読
み
が
可
能

と
な
る
。

従
来
の
説
に
関
し
て
は
、
楠
元
氏
が
前
掲
書
で
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て

お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

①

死
を
決
意
し
て
の
旅
立
ち
を
想
定
す
る
解
釈

②

飄
然
と
出
山
な
い
し
は
旅
に
出
た
と
す
る
解
釈

③

観
念
の
世
界
（
死
を
覚
悟
）
と
感
覚
の
世
界
（
心
身
に
感
ず
る
寒
さ
）

の
屈
折
を
看
取
す
る
解
釈

以
上
の
三
つ
に
大
き
く
分
か
れ
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
楠
元
氏
が
、

④

野
外
で
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
極
致
と
い
う
べ
き

髑
髏
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
の
旅
立
ち
で
あ
り
、実
際
に
旅
立
つ
と
「
秋
風
」
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の
伝
統
的
な
詩
情
と
旅
へ
の
不
安
・
躊
躇
と
に
心
が
揺
ら
め
く
と
す
る

解
釈

を
提
示
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
私
は
、
こ
の
「
旅
立
ち
」
の
段
を
以
下
の
よ
う
に
読

む
。『

野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
主
人
公
は
、
一
切
の
相
対
的
差
別
の
な
い
「
無
何

に
入
」
こ
と
を
目
指
し
て
旅
立
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
旅
立
っ
て
み

る
と
「
風
の
こ
ゑ
そ
ゞ
ろ
寒
気
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
野
ざ
ら
し
」
に

な
る
こ
と
を
「
こ
ゝ
ろ
に
」
決
意
し
た
、
す
な
わ
ち
『
荘
子
』
の
髑
髏
説
話

を
再
び
思
い
描
き
、
死
と
生
、
寒
い
と
か
寒
く
な
い
、
な
ど
の
相
対
的
判
断

を
超
え
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
「
そ
ゞ
ろ
寒
気
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
秋
風
に

「
し
み
じ
み
と
し
た
あ
わ
れ
」
と
い
う
伝
統
的
本
意
本
情
を
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
思
い
起
こ
せ
ば
、
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
西
行
が
出
家
を
思

い
立
ち
、
一
切
を
放
下
す
る
覚
悟
が
で
き
た
際
に
、「
秋
の
初
風
」
が
「
物

を
思
は
ぬ
人
に
さ
へ
心
を
付
」
け
、
そ
の
「
風
の
声
さ
へ
物
哀
れ
」
に
感
じ

さ
せ
た
、
と
い
う
状
況
に
似
て
い
る
で
は
な
い
か
。

芭
蕉
は
、
相
対
的
判
断
を
捨
て
「
無
何
」
の
世
界
に
入
ろ
う
と
し
た
。
そ

れ
は
、
対
象
と
心
、
心
と
言
葉
を
一
致
さ
せ
る
た
め
に
必
要
だ
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。「
無
何
」
の
世
界
か
ら
眺
め
れ
ば
、
卑
近
で
「
そ
ゞ
ろ
寒
気
」

な
風
も
伝
統
的
な
詩
情
を
担
い
こ
ん
で
い
る
「
秋
風
」
も
「
斉
物
」
で
あ

る
。
こ
の
観
点
に
立
ち
、
物
と
心
と
言
葉
を
見
つ
め
直
し
、
物
・
心
・
言
葉

の
一
致
を
目
指
す
。
先
行
者
と
し
て
は
西
行
が
い
る
。
そ
の
西
行
の
足
跡
を

辿
り
、「
ま
こ
と
」
を
目
指
し
た
旅
、
そ
れ
が
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
で
あ
っ

た
。
芭
蕉
は
、『
虚
栗
』「
跋
」
で
「
侘
び
と
風
雅
の
そ
の
生
に
あ
ら
ぬ
は
、

西
行
の
山
家
を
た
づ
ね
て
、
人
の
拾
は
ぬ
蝕
栗
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ

で
芭
蕉
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
、「
風
雅
」
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
世
俗

的
な
判
断
を
超
え
た
西
行
の
『
山
家
集
』
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
西
行
に
『
荘
子
』
的
な
世
界
を
看
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
前
引

の
『
あ
ら
野
』
序
の
「
姫
ゆ
り
の
何
に
も
つ
か
ず
、
雲
雀
の
大
空
を
は
な
れ

て
」
は
西
行
歌
を
踏
ま
え
て
お
り
、や
は
り
芭
蕉
は
、西
行
の
「
野
」
と
「
無

何
」
を
結
び
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、「
野
ざ
ら
し
」
の
句
に
心
身
の
屈
折
を
看
取
す
る
こ
と
は
妥

当
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
逆
に
、「
野
ざ
ら
し
」
を
「
こ
ゝ
ろ
」
に
覚
悟
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
こ
ゝ
ろ
」
に
「
身
」
が
寄
り
添
い
、「
寒
さ
」

か
ら
「
詩
情
」
へ
と
心
身
が
一
体
に
な
っ
た
境
地
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
と
考

え
る
。

「
野
ざ
ら
し
」
の
句
を
以
上
の
よ
う
に
読
む
と
、「
紀
行
の
部
」
の
結
び

の
句
で
あ
る
「
死
に
も
せ
ぬ
た
び
寐
の
果
よ
秋
の
暮
」
の
「
死
に
も
せ
ぬ
」

の
解
釈
も
、
そ
れ
に
照
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
要
す
る
に
、「『
無
何
』
に

入
り
、
相
対
的
な
差
別
を
超
え
て
物
・
心
・
言
葉
を
見
直
し
、
そ
れ
ら
の
一

致
を
目
指
し
て
旅
を
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
結
局
は
満
足
の
い
く
成
果
を
得

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
謙
退
と
自
嘲
が
入
り
混
じ
っ
た
句
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
「
旅
立
ち
」
の
段
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
芭
蕉
は
西
行
を
慕
い
旅
に

出
た
。「
紀
行
の
部
」
は
そ
の
足
跡
を
、
架
空
の
登
場
人
物
を
通
し
て
描
い

た
も
の
で
あ
っ
た
。

３

発
句
の
部

「
発
句
の
部
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
全
句
を
、
前
文
を
省
略
し
て
次
に
掲
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げ
る
。

１

冬
ぼ
た
む
ち
ど
り
よ
雪
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す

２

し
の
ぶ
さ
へ
か
れ
て
も
ち
か
ふ
や
ど
り
か
な

３

狂
句
こ
が
ら
し
の
み
は
竹
斎
に
ゝ
た
る
哉

４

く
さ
枕
い
ぬ
も
し
ぐ
る
ゝ
か
よ
る
の
声

５

市
人
よ
此
傘
う
ら
ふ
ゆ
き
の
か
さ

６

馬
を
さ
へ
な
が
む
る
雪
の
あ
し
た
か
な

７

う
み
く
れ
て
か
も
の
こ
ゑ
ほ
の
か
に
白
し

８

と
し
く
れ
ぬ
笠
き
て
草
鞋
は
き
な
が
ら

９

た
が
む
こ
ぞ
し
だ
に
餅
負
牛
の
年

１０

は
る
な
れ
や
名
も
な
き
山
の
朝
が
す
ミ

１１

水
と
り
や
氷
の
僧
の
沓
の
お
と

１２

む
め
し
ろ
し
き
の
ふ
や
靍
を
ぬ
す
ま
れ
し

１３

か
し
の
木
の
花
に
か
ま
は
ぬ
姿
か
な

１４

我
が
き
ぬ
に
ふ
し
み
の
も
ゝ
の
雫
せ
よ

１５

や
ま
じ
き
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草

１６

辛
崎
の
松
は
花
よ
り
お
ぼ
ろ
に
て

１７

い
の
ち
ふ
た
つ
の
な
か
に
い
き
た
る
桜
か
な

１８

い
ざ
共
に
穂
麦
く
ら
は
む
く
さ
ま
く
ら

１９

梅
恋
て
卯
の
花
拝
む
な
み
だ
か
な

２０

し
ら
げ
し
に
は
ね
も
ぐ
て
ふ
の
形
見
哉

２１

ぼ
た
ん
し
べ
ふ
か
く
わ
け
出
る
蜂
の
余
波
哉

２２

ゆ
く
駒
の
麦
に
な
ぐ
さ
む
や
ど
り
か
な

２３

夏
衣
い
ま
だ
し
ら
み
を
と
り
つ
く
さ
ず

こ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
一
読
し
て
み
る
と
、
屈
折
の
な
い
平
板
な
句
が
多

く
、
見
た
通
り
を
あ
る
が
ま
ま
に
、
あ
る
い
は
心
の
中
の
つ
ぶ
や
き
を
そ
の

ま
ま
に
表
現
し
た
句
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
。
後
年
の
象
徴
化
し
た
句
は
見

ら
れ
な
い
。
２
・
９
・
１０
・
１３
・
１５
・
１６
・
２２
な
ど
は
見
た
ま
ま
を
句
に
し

て
お
り
、
３
・
５
・
６
・
８
・
１２
・
１４
・
１８
・
１９
・
２３
な
ど
は
、
心
に
思
っ

た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
句
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
み
る
所
の
ま
こ
と
よ

り
い
づ
」（「
山
家
記
」
前
掲
）、「
か
り
そ
め
に
云
ち
ら
さ
れ
し
あ
だ
な
る
た

は
ぶ
れ
ご
と
も
、
あ
は
れ
な
る
所
多
し
」（「
許
六
離
別
詞
」
前
掲
）
を
目
指

し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
平
明
な
句
と
い
っ
て
も
、
挨
拶
、
比
喩
、

典
拠
を
担
い
こ
み
、
句
意
は
実
は
重
層
化
し
て
お
り
、
そ
れ
を
分
か
り
や
す

い
言
葉
で
率
直
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
芭
蕉
の

苦
心
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

４
で
は
、
時
雨
の
音
と
犬
の
鳴
き
声
を
「
よ
る
の
声
」
と
表
現
し
、
７
で

は
、
鴨
の
声
を
「
ほ
の
か
に
白
し
」
と
表
現
し
、
１１
で
は
、
お
水
取
の
際
の

音
を
、「
氷
の
僧
の
沓
の
音
」
と
畳
み
掛
け
て
表
現
し
、
１７
で
は
、
向
か
い

合
う
二
人
の
人
間
を
「
い
の
ち
ふ
た
つ
」
と
表
現
し
、
２０
・
２１
で
は
、
杜
国

と
桐
葉
と
の
別
れ
を
鮮
烈
な
比
喩
で
表
現
し
て
お
り
、
そ
こ
に
「
心
の
色
」

を
表
現
す
る
た
め
の
努
力
の
跡
が
看
取
で
き
る
。

３
は
も
ち
ろ
ん
『
竹
斎
』
を
典
拠
と
す
る
。
と
同
時
に
『
西
行
物
語
』
の

影
響
も
看
過
で
き
な
い
。
同
書
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

足
柄
山
に
か
か
り
て
、（
中
略
）「
白
霧
山
深
く
し
て
鳥
一
声
」
と
い
ひ

し
人
の
事
ど
も
、
思
ひ
出
さ
る
る
折
ふ
し
、
木
枯
の
風
身
に
し
む
ば
か

り
な
り
け
れ
ば
、

山
里
は
秋
の
末
に
ぞ
思
ひ
し
る
悲
し
か
り
け
り
木
枯
の
風

こ
の
記
述
か
ら
、
西
行
も
ま
た
、
木
枯
し
の
吹
き
す
さ
ぶ
中
を
旅
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
、
芭
蕉
は
、「
木
枯
し
」
と
い
え
ば
、
ま
ず
西
行
を
思
い
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浮
か
べ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
次
章
に
掲
載
す
る
が
、「
付
句
の
部
」
に

霜
の
宿
の
旅
寐
に
蚊
帳
を
き
せ
申

同
所
（
み
の
大
垣
）

如
行

古
人
か
や
う
の
夜
の
こ
が
ら
し

蕉

と
い
う
付
合
が
あ
る
。こ
の
付
句
の
「
古
人
」
は
西
行
を
面
影
に
し
て
い
る
。

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
「
紀
行
の
部
」
で
西
行
の
色
濃
い
影
響
を
観
察
し

て
き
た
読
者
も
ま
た
『
西
行
物
語
』
の
こ
の
記
述
を
知
っ
て
お
り
、
木
枯
し

と
西
行
を
結
び
つ
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
箇
所
は
、『
野

ざ
ら
し
紀
行
』
の
「
箱
根
」
の
段
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。と

す
れ
ば
、
読
者
は
、
３
の
「
狂
句
木
枯
し
の
み
は
」
ま
で
読
ん
だ
時
点

で
、
次
に
来
る
の
が
「
西
行
」
で
あ
る
と
仮
定
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
肩

す
か
し
す
る
か
の
よ
う
に
「
竹
斎
」
を
持
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
強
烈
な
俳

意
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。句
頭
の
「
狂
句
」
は
、尾
形
仂
氏
が
『
野

ざ
ら
し
紀
行
評
釈
』（
前
掲
）
で
「
時
の
敗
者
竹
斎
の
唯
一
の
生
き
が
い
で

あ
っ
た
『
狂
歌
』
を
意
識
に
お
い
た
語
」
で
あ
り
、
そ
の
竹
斎
の
生
き
様
に

共
感
し
た
芭
蕉
が
、
木
因
と
旅
を
同
行
す
る
中
で
、「
木
因
の
句
文
（
筆
者

注
、『
桜
花
文
集
』）」
の
「
措
辞
に
和
し
た
も
の
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
確

か
に
ご
指
摘
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
な
お
か
つ
こ
の
言
葉
に
は
、「
私
ご
と

き
が
そ
し
て
こ
の
太
平
の
時
代
に
、
西
行
の
真
似
を
す
る
こ
と
自
体
が
狂
で

あ
り
、
そ
の
姿
が
自
分
と
ダ
ブ
っ
て
い
る
な
ど
と
詠
む
の
は
狂
句
を
詠
む
こ

と
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
も
し
似
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
あ
の
狂
歌

を
詠
み
歩
い
た
竹
斎
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
芭
蕉

の
真
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
解
し
て
こ
そ
「
狂
」
の

字
が
生
き
る
。

と
同
時
に
、『
冬
の
日
』
の
巻
頭
歌
仙
の
発
句
と
し
て
は
、
同
集
の
中
心

人
物
で
あ
り
、「
医
を
業
と
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
」（『
俳
文
学
大
辞
典
』

角
川
書
店
）
荷
兮
に
対
す
る
、「
私
は
医
者
だ
と
す
れ
ば
、
あ
な
た
と
違
い

竹
斎
と
同
様
の
藪
医
者
で
す
。
同
じ
よ
う
に
俳
諧
師
と
し
て
も
狂
句
を
作
る

程
度
の
ま
っ
と
う
な
俳
諧
師
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
あ
な
た
の
テ

リ
ト
リ
ー
を
侵
す
つ
も
り
は
毛
頭
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
う
か
ご
安
心
を
」
と

い
っ
た
芭
蕉
の
配
慮
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
複
雑
な
心
の
内
を
、
ま
る
で
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
、
平

明
な
日
常
語
で
あ
っ
さ
り
と
述
べ
た
と
こ
ろ
が
、
３
の
最
大
の
特
徴
で
あ
っ

た
。１６

の
「
に
て
」
留
は
、
他
門
の
批
判
と
蕉
門
の
擁
護
に
対
し
て
、「
た
だ

眼
前
な
る
は
」（『
雑
談
集
』）、「
お
も
し
ろ
か
り
し
の
み
」（『
去
来
抄
』）
と

答
え
た
芭
蕉
の
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
見
た
通
り
の
興
趣
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
結
果
の
措
辞
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、「
花
よ
り
」
の
「
よ
り
」
は
、
通
常
、
比
較
の
助
詞
と
理
解

さ
れ
て
お
り
、「
花
よ
り
」
も
一
層
「
お
ぼ
ろ
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
古
注
で
は
、「
花
よ
り
は
花
の
頃
よ
り
也
」（『
師
走
嚢
』、
岩
田
九

郎
『
諸
注
評
釈
芭
蕉
俳
句
大
成
』
明
治
書
院
か
ら
引
用
、
以
下
古
注
の
引
用

は
同
じ
。
な
お
、
三
木
慰
子
氏
『『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
古
注
集
成
』
和
泉
書

院
に
も
古
注
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）、「
花
よ
り
見
れ
ば
松
は
朧
」（『
過
去

種
』）
な
ど
と
、
比
較
の
「
よ
り
」
と
解
し
て
い
な
い
も
の
が
散
見
す
る
。

ま
た
、『
芭
蕉
翁
句
解
大
成
』
が
後
鳥
羽
院
の
御
製
と
し
て
「
か
ら
さ
き
の

松
の
み
ど
り
も
お
ぼ
ろ
に
て
花
よ
り
つ
ゞ
く
春
の
あ
け
ぼ
の
」
を
引
用
し
て

い
る
。
こ
れ
は
出
典
未
詳
で
偽
作
の
疑
い
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
何
丸
は

「
よ
り
」
を
比
較
と
捉
え
て
い
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
古
注

の
説
も
捨
て
が
た
い
と
考
え
る
。
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管
見
の
範
囲
で
は
あ
る
が
、
和
歌
の
世
界
で
、
花
を
朧
と
す
る
慣
習
は
な

い
。『
俳
諧
類
船
集
』（
近
世
文
芸
叢
刊
）
の
立
項
が
示
す
よ
う
に
、
朧
と
い

え
ば
「
朧
月
」「
朧
月
夜
」
で
あ
る
。『
俳
諧
御
傘
』（
赤
羽
学
氏
『
校
注
俳

諧
御
傘
』
福
武
書
店
）
に
は
「
朧
と
い
ふ
詞
、
春
に
あ
ら
ず
、
雑
な
り
。
月

を
結
び
て
は
春
た
る
べ
し
」
と
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、「
朧
」
の
比
較
の
対
象

と
し
て
「
花
」
を
持
ち
出
す
の
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１６
は
、
周
囲
の
満
開
の
花
か
ら
松
ま
で
が
朧
に
霞
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る

景
色
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
幻
住
庵
記
」
の
「
日
枝
の
山
、

比
良
の
高
根
よ
り
、
辛
崎
の
松
は
霞
を
こ
め
て
」（
引
用
は
『
芭
蕉
俳
文
集
』

岩
波
文
庫
）
と
い
う
眺
望
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

２３
の
「
夏
衣
」
は
、
尾
形
氏
の
『
野
ざ
ら
し
紀
行
評
釈
』（
前
掲
）
に
よ

れ
ば
、「
雅
語
的
な
言
い
か
た
」
で
あ
り
、「『
虱
』
を
配
し
た
の
が
お
も
し

ろ
」
く
、
中
国
の
脱
俗
の
士
の
着
る
「
寛
衣
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
」

い
る
。

「
夏
衣
」
は
、「
う
す
し
」「
ひ
と
へ
」「
た
つ
」「
す
そ
」「
お
り
」「
か
と

り
」「
は
る
」「
き
」「
う
つ
」「
ひ
も
」
な
ど
に
か
か
る
枕
詞
で
も
あ
る

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
）。「
蝉
の
こ
ゑ
き
け
ば
か
な
し
な
夏
衣
う

す
く
や
人
の
な
ら
ん
と
思
へ
ば

と
も
の
り
」（『
古
今
集
』、『
合
本
八
代
集
』

三
弥
井
書
店
、
所
収
、
以
下
和
歌
の
引
用
は
同
じ
）、「
か
さ
ね
て
も
す
ゞ
し

か
り
け
り
夏
衣
う
す
き
袂
に
や
ど
る
月
か
げ

摂
政
太
政
大
臣
」（『
新
古
今

集
』）
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
が
、「
恋
」
あ
る
い
は
「
涼
し
さ
」
を
関
連

さ
せ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
２３
は
、
こ
う
し
た
和
歌
的
文
脈
を
完
全
に

断
ち
切
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
俳
意
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
趣
向
を
、「
漢

文
訓
読
調
」（
尾
形
氏
、
前
掲
書
）、
さ
ら
に
言
え
ば
、
人
に
語
り
か
け
る
よ

う
な
書
簡
体
の
文
体
で
表
現
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
発
句
群
は
、
西
行
に
倣
っ
て
、
見
た
ま
ま
、

思
っ
た
ま
ま
を
、
素
直
に
平
明
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
こ
そ
が
、
こ
の
当
時
、
芭
蕉
が
目
指
し
て
い
た
俳
風
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

４

付
句
の
部

芭
蕉
の
全
付
句
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

１
ば
せ
を
野
分
其
句
に
草
鞋
か
へ
よ
か
し

李
下

月
と
も
み
じ
を
酒
の
乞
食

蕉

２
宿
ま
い
ら
せ
む
さ
い
ぎ
ょ
う
な
ら
バ
秋
暮

い
せ
山
田

雷
枝

ば
せ
を
と
こ
た
ふ
風
の
破
が
さ

蕉

３
花
の
咲
み
な
が
ら
草
の
翁
か
な

同

勝
延

秋
に
し
ほ
る
ゝ
蝶
の
く
づ
を
れ

蕉

４
師
の
桜
む
か
し
拾
ン
こ
の
葉
か
な

み
の
大
垣

�
山

薄
の
霜
の
髭
四
十
一

蕉

５
霜
の
宿
の
旅
寐
に
蚊
帳
を
き
せ
申

同
所

如
行

古
人
か
や
う
の
夜
の
こ
が
ら
し

蕉

６
わ
れ
も
さ
び
よ
梅
よ
り
お
く
の
藪
椿

伊
賀

雅
良

ち
ゃ
の
ゆ
に
残
る
雪
と
ひ
よ
鳥

蕉

７
我
桜
あ
ゆ
さ
く
枇
杷
の
広
葉
哉

京

秋
風

筧
に
う
ご
く
や
ま
藤
の
花

蕉

８
梅
た
え
て
日
永
し
桜
い
ま
三
日

湖
春

東
の
窻
の
虫
く
ハ
に
つ
く

蕉

巣
の
中
に
つ
ば
め
の
顔
の
な
ら
び
ゐ
て

〃

９
つ
く
〴
〵
と
榎
木
の
花
の
袖
に
ち
る

あ
つ
た

桐
葉
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独
り
ち
ゃ
を
摘
や
ぶ
の
一
ツ
屋

蕉

１０
夏
草
よ
吾
妻
路
ま
ど
へ
五
三
日

鳴
海

若
照

か
さ
も
て
は
や
す
宿
の
卯
の
花

蕉

１１

独
書
を
み
る
草
の
戸
の
中

二
町
程
西
に
碪
の
き
こ
ゆ
也

１２

侘
お
も
し
ろ
く
と
ち
の
か
ゆ
煮
る

さ
ら
し
な
の
里
の
碪
を
う
ち
に
ゆ
き

１３

榎
木
の
風
の
豆
が
ら
を
ふ
く

寒
き
炉
に
住
持
は
独
柿
む
き
て

１４

小
僧
ふ
た
り
ぞ
か
し
こ
ま
り
け
る

朝
鮮
の
ゑ
か
き
に
な
ら
の
酒
を
く
み

１５

我
恋
は
色
紙
を
も
て
る
笑
よ
り

宮
司
が
妻
に
ほ
れ
ら
れ
て
佗

１６

美
人
を
拝
む
か
げ
ろ
ふ
の
お
く

ゑ
ぞ
の
聟
声
な
き
蝶
と
身
を
泣
て

１７

う
ち
被
前
垂
の
香
の
な
つ
か
し
く

君
に
も
た
れ
て
酒
か
ひ
に
行
ク

１８

木
の
間
〳
〵
に
星
み
ゆ
る
か
げ

宮
守
が
油
さ
げ
行
花
の
お
く

１９

一
リ
ン
咲
る
ま
ど
の
し
ゃ
く
や
く

碁
の
工
夫
二
日
と
ぢ
た
る
目
を
明
て

２０

薄
を
き
り
て
蓬
に
ふ
き
け
り

琵
琶
負
て
鹿
聞
に
入
篠
の
く
ま

１
〜
１０
ま
で
が
短
句
の
付
句
で
作
者
名
を
記
し
、
１１
〜
２０
ま
で
が
長
句
の

付
句
で
、
作
者
名
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
短
句
、
長
句
の
数
が
揃
え
ら
れ
て

い
る
の
で
、
芭
蕉
に
編
集
意
識
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
８

に
は
芭
蕉
の
付
句
が
二
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
正
確
な
数
で
言
え
ば
長

句
が
一
つ
多
い
こ
と
に
な
る
）。

こ
れ
ら
の
付
句
の
本
書
以
外
の
出
典
を
『
新
編
芭
蕉
大
成
』（
三
省
堂
）

を
参
考
に
し
て
以
下
に
掲
示
し
て
お
く
。
な
お
、
孤
屋
写
『
野
ざ
ら
し
の
紀

行
』
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
は
掲
げ
な
か
っ
た
。

１
〜
３
１５

春
と
秋

（
付
合
の
み
）

４

元
禄
風
韵
・
春
と
秋
・
未
来
種
・
奥
の
枝
折

（
歌
仙
の
発
句
と
脇
句
）

５

後
の
旅
・
笈
日
記
・
三
冊
子
・
春
と
秋

（
付
合
の
み
）

６
１３
１４

春
と
秋

（
付
合
の
み
）

７

真
蹟
懐
紙
・
貞
享
二
年
三
月
二
六
日
付
木
因
宛
書
簡
・
熱
田
三
歌
仙
・

春
と
秋

（
三
つ
物
）

８

真
蹟
懐
紙
・
熱
田
三
歌
仙
・
春
と
秋

（
三
つ
物
）

９
１７
１８

熱
田
三
歌
仙
・
春
と
秋
・
八
橋
集
・
蓬
萊
嶋
・
幽
蘭
集
・
俳
諧
一

葉
集

（
歌
仙
の
一
部
）

１０

千
鳥
掛
・
春
と
秋

（
付
合
の
み
）

１１
２０

貞
享
二
年
七
月
一
八
日
付
千
那
・
尚
白
・
青
鴉
宛
書
簡
・
春
と
秋

（
付
合
の
み
）

１２

三
冊
子
・
春
と
秋

（
付
合
の
み
）

１６
１９

熱
田
皺
筥
物
語
・
熱
田
三
歌
仙
・
春
と
秋
・
蓬
萊
嶋
・
幽
蘭
集
・
俳

諧
一
葉
集

（
歌
仙
の
一
部
）

こ
れ
ら
の
出
典
で
、
芭
蕉
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
芭
蕉
は
、

公
刊
の
予
定
が
な
い
好
作
品
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
の
が
忍
び
な
く
、
記
録
と

し
て
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
大
垣
や
熱
田
の
連
衆
と
の
酬
和
は
、
同
連

衆
と
巻
い
た
歌
仙
の
一
部
を
抜
き
出
し
た
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
連
句
作
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品
は
、
芭
蕉
の
中
で
、『
冬
の
日
』
と
同
様
の
評
価
が
下
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。
な
お
、『
春
と
秋
』
が
１１
〜
２０
の
付
句
の
作
者
を
「
翁
」
と
し

て
い
る
。

作
風
は
一
見
し
て
、
心
付
あ
る
い
は
景
気
付
の
句
が
多
く
、
前
句
に
寄
り

添
う
よ
う
に
ぴ
た
り
と
付
け
て
お
り
、
後
年
の
匂
い
・
響
き
・
移
り
と
い
っ

た
疎
句
は
見
当
た
ら
な
い
。
表
現
は
平
明
で
、
句
意
も
分
か
り
や
す
い
。
前

句
の
世
界
と
一
体
化
す
る
よ
う
に
、
平
明
な
言
葉
で
付
け
る
、
こ
れ
が
芭
蕉

の
目
指
し
た
方
向
で
あ
っ
た
。

６
、
７
、
１３
、
１４
、
２０
は
、
前
句
に
ふ
さ
わ
し
い
景
を
目
に
見
え
る
よ
う

に
あ
っ
さ
り
と
付
け
て
い
る
。

１
〜
５
・
１０
は
、
芭
蕉
自
身
の
姿
、
境
遇
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
詠
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
付
句
に
自
分
自
身
の
こ
と
を
詠
み
込
む
の
も
、
一
種
の
新
風
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

９
は
『
熱
田
三
歌
仙
』
に
よ
れ
ば
、
熱
田
の
連
衆
と
巻
い
た
歌
仙
の
発
句

と
脇
句
。
こ
の
歌
仙
は
、
自
筆
巻
子
本
の
掲
載
順
か
ら
い
え
ば
、
芭
蕉
が
二

度
目
に
来
訪
し
た
際
に
巻
か
れ
た
。
前
年
冬
に
は
尾
張
で
『
冬
の
日
』
五
歌

仙
が
巻
か
れ
て
お
り
、
９
の
桐
葉
の
発
句
に
は
、
そ
の
巻
頭
歌
仙
の
野
水
の

脇
句
「
た
そ
や
と
ば
し
る
か
の
山
茶
花
」
の
影
響
が
看
取
で
き
る
。
発
句
の

句
意
は
、「
名
古
屋
で
笠
に
山
茶
花
を
降
ら
せ
て
颯
爽
と
登
場
し
た
あ
な
た

は
、
こ
こ
熱
田
で
は
、
袖
に
榎
の
木
の
花
を
散
ら
せ
て
再
登
場
な
さ
い
ま
し

た
」
と
な
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
付
句
で
芭
蕉
は
、「
い
え
い
え
、
榎
木

の
花
を
袖
に
散
ら
し
て
い
る
の
は
私
で
は
な
く
、
閑
寂
な
茶
室
を
持
つ
あ
な

た
で
す
よ
」
と
返
し
て
い
る
。

１７
は
９
と
同
じ
歌
仙
の
名
残
の
折
の
初
句
と
二
句
。『
熱
田
三
歌
仙
』
で

は
「
う
ち
か
づ
く
前
だ
れ
の
香
を
な
つ
か
し
く
」「
た
は
れ
て
君
と
酒
買
に

ゆ
く
」
と
な
っ
て
お
り
、
異
同
が
あ
る
。
阿
部
正
美
氏
『
芭
蕉
連
句
抄
』（
明

治
書
院
）
に
よ
れ
ば
、『
熱
田
三
歌
仙
』
が
前
案
。
芭
蕉
の
付
句
は
、
改
案

の
方
が
よ
り
具
体
的
な
動
作
が
描
か
れ
て
お
り
、
酔
っ
て
前
垂
を
ふ
ざ
け
て

被
っ
た
人
物
が
君
に
も
た
れ
な
が
ら
酒
を
買
い
に
行
く
様
が
彷
彿
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
付
句
の
部
」
の
付
合
は
、『
類
船
集
』
等
の
付
合
語
に

よ
る
付
け
も
ほ
と
ん
と
確
認
で
き
ず
、
前
句
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、
心
あ
る

い
は
景
を
、
平
明
な
言
葉
で
付
け
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

５

結
語

芭
蕉
自
筆
巻
子
本
『
野
ざ
ら
し
』
は
、
杉
風
家
に
贈
呈
さ
れ
た
、
初
稿
で

あ
り
な
が
ら
完
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。「
紀
行
の
部
」「
発
句
の
部
」「
付

句
の
部
」
の
三
部
構
成
を
取
り
、「
紀
行
の
部
」
で
は
西
行
の
「
ま
こ
と
」

を
実
践
す
る
旅
人
が
描
か
れ
、「
発
句
の
部
」「
付
句
の
部
」
で
は
そ
の
成
果

と
し
て
の
作
品
が
披
露
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
言
う
「
ま
こ
と
」
と
は
、
日

本
古
来
の
言
霊
信
仰
を
基
盤
と
し
た
、
心
・
対
象
・
言
葉
の
一
致
を
目
指
す

理
念
で
あ
る
。
そ
の
「
ま
こ
と
」
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
、
芭
蕉
は
『
荘

子
』
の
斉
物
の
理
論
を
利
用
し
た
。

本
稿
で
は
、
各
部
に
対
す
る
詳
細
な
読
み
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
部
の
若
干
の
箇
所
に
つ
い
て
私
な
り
の
見
解
を
示
し
て
お
い
た
。

そ
れ
ら
以
外
に
も
気
付
い
た
点
は
多
く
、
機
会
が
あ
れ
ば
別
稿
で
公
表
し
た

い
。

注

（
１
）
田
中
善
信
氏
は
『
芭
蕉
の
学
力
』（
新
典
社
選
書
４９
）
で
、
初
稿
本
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『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
「
特
徴
と
し
て
、
漢
字
が
少
な
く
仮
名
文
字
が
多
い

と
い
う
こ
と
」
を
あ
げ
、「
芭
蕉
が
上
代
様
の
書
風
を
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
と

心
が
け
て
い
た
」
結
果
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

（
う
つ
の
み
や
ゆ
ず
る

本
学
大
学
院
修
了
生
）
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