
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
小
夜
の
中
山
を
往
く
芭
蕉
』
　
　
　
　
　
　
　            

　
　
　
　
　 

立
松
和
宏

　　
旧
東
海
道
は
菊
川
・
日
坂
宿
の
間
に
『
小
夜
の
中
山
』
と
い
う
名
所
が
あ
る
。
古
来
よ
り
鈴
鹿
・
箱
根
と
共
に
難
所
と
し
て

知
ら
れ
、
牧
之
原
台
地
上
の
尾
根
道
を
行
く
結
構
な
坂
も
あ
る
峠
越
え
の
道
で
あ
る
。

　
地
名
の
呼
び
方
に
つ
い
て
「
さ
よ
の
中
山
」
な
の
か
「
さ
や
の
中
山
」
な
の
か
両
説
あ
る
が
、
江
戸
時
代
刊
行
の
『
東
海
道

名
所
図
会
』
の
中
で
は
、
「
宗
久
が
『
都
の
つ
と
』
と
い
う
書
に
、
さ
や
の
中
山
に
も
な
り
ぬ
。
こ
こ
を
さ
よ
の
中
山
と
い
う

両
説
あ
り
。
中
納
言
師
仲
公
、
当
国
の
任
に
て
下
り
た
ま
い
け
る
時
、
土
民
は
さ
よ
の
中
山
と
申
し
侍
り
け
る
と
て
、
中
古
の

先
達
な
ど
も
さ
よ
う
に
読
ま
れ
て
侍
る
。
ま
た
源
三
位
頼
政
は
さ
よ
の
長
山
と
ぞ
申
し
け
る
。
こ
の
た
び
老
翁
に
尋
ね
侍
り
し

か
ば
、
さ
や
の
中
山
と
答
え
侍
り
き
、
云
々
。
ま
た
あ
る
翁
が
い
わ
く
、
夜
の
こ
こ
ろ
を
読
ま
ざ
る
に
は
　
さ
や
と
い
う
、
と

か
た
り
き
。
按
る
に
、
こ
の
山
、
遠
江
国
佐
野
郡
な
り
。
さ
や
、
と
、
さ
よ
、
は
五
音
相
通
な
り
。
こ
の
例
ま
々
多
し
と
、
あ

る
。
尚
、
現
在
の
地
名
で
は
、
「
静
岡
県
掛
川
市
佐
夜
鹿
」
で
あ
る
。

　
小
夜
の
中
山
は
、
古
来
和
歌
に
多
く
詠
ま
れ
た
名
所
で
も
あ
っ
た
。
「
小
夜
の
中
山
公
園
」
に
は
、
平
安
・
鎌
倉
の
昔
か
ら

近
世
迄
詠
み
続
け
ら
れ
て
来
た
四
十
三
も
の
歌
が
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
中
で
も
紀
友
則
、
西
行
、
阿
仏
尼
な
ど
が
名
高
い
西

行
は
、
小
夜
の
中
山
で
〈
年
た
け
て
又
越
ゆ
べ
き
と
思
い
き
や
命
な
り
け
り
さ
よ
の
中
山
〉
と
京
よ
り
の
二
度
目
の
旅
の
途
上

で
詠
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
歌
を
下
敷
き
に
し
て
芭
蕉
が
詠
ん
だ
〈
命
な
り
わ
ず
か
の
笠
の
下
涼
み
〉
と
い
う
句
が
「
涼
み
松
公

園
」
に
句
碑
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
私
達
が
、
旧
東
海
道
を
徒
歩
で
歩
き
繋
ぐ
旅
の
途
次
こ
の
小
夜
の
中
山
を
訪
れ
た
の
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
一
日

の
こ
と
で
し
た
。
残
暑
厳
し
い
中
、
汗
を
か
き
つ
つ
峠
を
越
え
、
道
々
の
歌
碑
・
句
碑
に
往
事
を
偲
び
、
乏
し
い
詩
心
を
刺
激

さ
れ
俳
句
も
ど
き
を
捻
っ
て
み
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
な
か
な
か
出
来
な
い
句
作
に
苦
労
し
た
こ
と
と
、
汗
を
か
き
乍
ら
の
道

中
だ
っ
た
な
ぁ
、
と
い
う
想
い
を
小
夜
の
中
山
を
旅
し
た
芭
蕉
の
姿
に
重
ね
、
漸
く
次
の
駄
句
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
〈
桃
青
も
　
汗
滴
る
か
　
小
夜
の
中
山
〉



　
芭
蕉
と
い
う
人
は
若
い
頃
、
桃
青
と
名
乗
っ
て
い
た
、
と
微
か
に
覚
え
て
い
ま
し
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
て
　
桃
青
と

い
う
文
字
を
使
っ
て
み
た
、
と
い
う
お
恥
ず
か
し
い
句
で
す
。

　
旅
を
終
え
て
街
道
筋
を
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
実
に
沢
山
芭
蕉
の
句
碑
が
あ
っ
た
。
小
夜
の
中
山
の
あ
た
り
だ

け
で
三
本
も
あ
っ
た
し
、
資
料
に
よ
れ
ば
東
海
道
筋
だ
け
で
四
十
四
本
も
あ
る
と
判
っ
て
来
た
。
句
碑
の
由
来
も
様
々
だ
。

　
芭
蕉
の
句
碑
を
調
べ
て
ゆ
く
う
ち
に
、
（
と
こ
ろ
で
芭
蕉
は
一
体
何
度
街
道
を
行
き
来
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
い
つ
・
誰
と
・

ど
ん
な
姿
で
・
ど
ん
な
想
い
で
小
夜
の
中
山
を
越
え
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
遠
州
は
小
夜
の
中
山
峠
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
こ
を
旅

往
く
芭
蕉
を
、
芭
蕉
の
来
し
方
を
幻
視
し
て
み
た
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
文
芸
に
関
す
る
文
献
　
資
料
・
研
究
書
作
品

は
大
変
に
多
く
、
そ
の
分
野
も
多
岐
に
亘
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
如
何
せ
ん
芭
蕉
の
人
生
・
生
活
に
つ
い
て
は
書
簡
等

大
変
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
真
偽
の
程
も
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
多
い
。
真
実
に
は
迫
る
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
勝
手
気

ま
ま
に
妄
想
の
赴
く
ま
ま
、
時
空
を
超
え
、
東
海
道
は
小
夜
の
中
山
を
往
く
芭
蕉
の
姿
を
幻
視
し
て
み
た
い
。

　
　
　
【
松
尾
甚
七
郎
宗
房
　
二
十
九
歳
】

　
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
仲
春
、
こ
の
年
生
ま
れ
て
初
め
て
芭
蕉
は
小
夜
の
中
山
を
越
え
て
西
か
ら
東
へ
、
故
郷
伊
賀
上

野
か
ら
江
戸
へ
の
旅
に
出
た
。

　
彼
が
生
ま
れ
た
の
は
寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
。
戦
国
の
世
が
漸
く
納
ま
り
太
平
の
世
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
行
く
頃
で

あ
っ
た
。
藤
堂
藩
の
拠
点
、
伊
賀
上
野
城
の
城
下
赤
坂
町
で
元
無
足
人
（
郷
士
。
士
分
待
遇
）
に
し
て
農
人
与
左
衛
門
の
次
男

と
し
て
生
ま
れ
、
幼
名
金
作
。
農
人
と
は
農
作
業
は
し
な
い
農
家
で
あ
り
、
武
家
の
下
働
き
と
か
手
習
い
師
匠
と
か
を
し
て
暮

ら
し
を
立
て
た
と
い
う
、
当
然
貧
し
か
っ
た
。
母
、
梅
は
伊
予
生
ま
れ
で
藤
堂
家
の
血
筋
と
も
い
う
説
が
あ
る
。
兄
、
姉
に
妹

が
二
人
い
た
。

　
藤
堂
藩
は
近
江
出
身
の
戦
国
武
将
藤
堂
高
虎
が
藩
祖
。
生
涯
で
七
人
の
主
君
に
仕
え
る
も
最
後
は
徳
川
幕
府
に
あ
っ
て
外
様

な
が
ら
も
、
子
孫
達
は
幕
末
ま
で
生
き
抜
い
た
し
た
た
か
な
藩
で
あ
る
。
高
虎
は
築
城
の
名
手
と
し
て
も
知
ら
れ
、
今
治
、
伏

見
、
膳
所
城
等
の
他
、
江
戸
城
の
縄
張
り
を
し
た
り
上
野
の
寛
永
寺
の
造
営
等
で
も
知
ら
れ
た
武
将
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
土
木

関
係
に
は
強
か
っ
た
。
伊
賀
と
い
う
土
地
は
服
部
半
蔵
等
忍
者
で
も
知
ら
れ
る
が
、
無
足
人
は
間
者
の
よ
う
な
こ
と
も
勤
め
さ



せ
ら
れ
た
と
も
云
う
。

　
幼
少
時
に
、
伊
賀
上
野
城
の
侍
大
将
藤
堂
新
七
郎
家
に
出
仕
、
そ
の
聡
明
さ
故
か
、
嫡
子
の
良
忠
の
お
伽
衆
に
と
り
た
て
ら

れ
た
と
い
う
。
何
故
一
介
の
農
人
身
分
の
子
供
が
異
例
の
取
り
た
て
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
預
け
ら
れ
た
お
寺
の
和
尚
に

よ
る
推
挙
が
あ
っ
た
の
で
は
？
　
と
か
　
母
方
の
血
筋
故
で
は
な
い
か
と
諸
説
が
あ
る
が
定
か
で
は
な
い
。

　
藤
堂
新
七
郎
家
は
文
芸
を
尊
ぶ
風
が
あ
り
、
主
の
良
忠
も
和
歌
・
連
歌
・
俳
諧
を
嗜
み
、
俳
諧
は
北
村
季
吟
の
門
人
と
な
り

蝉
吟
と
号
し
た
。
金
作
も
元
服
し
て
忠
左
衛
門
と
な
る
が
、
文
芸
の
才
を
認
め
ら
れ
甚
七
郎
宗
房
の
名
を
貰
い
、
主
の
良
忠
と

共
に
季
吟
門
下
で
活
躍
し
始
め
た
。
が
、
宗
房
二
十
三
歳
の
時
、
主
、
良
忠
が
二
十
五
歳
の
若
さ
で
死
去
。
彼
の
人
生
で
最
初

の
挫
折
と
な
っ
た
。
旧
主
の
死
後
す
ぐ
に
は
致
仕
（
解
雇
）
と
は
な
ら
ず
良
忠
の
作
品
の
整
理
、
俳
諧
の
修
行
等
を
京
と
も
行

き
来
し
な
が
ら
暮
ら
し
た
と
い
う
。

　
戦
国
の
世
か
ら
ま
だ
遠
か
ら
ぬ
こ
の
時
代
、
幕
府
と
各
藩
の
関
係
は
い
つ
改
易
さ
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
常
に
緊

張
状
態
に
あ
り
、
情
報
収
集
・
調
略
に
よ
る
備
え
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
藤
堂
藩
は
幕
府
か
ら
の
信
頼
厚
い
と
は
言
え
外
様
で

あ
り
、
藩
祖
以
来
ぬ
か
り
が
な
か
っ
た
。
そ
の
策
の
一
つ
と
し
て
間
者
・
諜
報
員
網
の
構
築
が
あ
っ
た
。
諜
報
員
と
し
て
諸
藩

の
武
家
と
か
豪
商
達
と
連
句
の
会
を
通
じ
て
堂
々
と
交
際
で
き
る
俳
諧
師
は
実
に
適
役
で
あ
っ
た
。
諸
国
を
旅
す
る
傀
儡
師
、

旅
芸
人
、
僧
侶
、
絵
師
等
も
そ
ん
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
宗
房
は
そ
ん
な
俳
諧
師
を
養
成
す
る
と
い
う
藩
の

企
み
の
中
で
生
か
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
間
、
内
縁
の
妻
寿
貞
が
身
の
廻
り
の
世
話
を
始
め
た
と
も
。
い
づ
れ
に
し

ろ
闇
に
包
ま
れ
た
六
年
間
が
過
ぎ
た
の
だ
っ
た
。

　
寛
文
十
二
年
、
伊
賀
上
野
天
満
宮
に
発
句
合
わ
せ
『
貝
お
ほ
ひ
』
を
奉
納
。
作
風
は
師
の
季
吟
も
そ
の
流
れ
に
あ
つ
た
貞
門

風
。
そ
の
草
稿
を
懐
に
当
時
の
新
興
都
市
江
戸
で
俳
諧
師
と
し
て
身
を
立
て
る
べ
く
郷
里
を
後
に
し
た
。
季
節
は
仲
春
、
松
尾

甚
七
郎
宗
房
と
し
て
武
家
奉
公
姿
で
あ
っ
た
。
北
村
季
吟
の
門
下
生
仲
間
で
も
あ
っ
た
久
居
藤
堂
藩
江
戸
留
守
居
役
　
向
井
六

太
夫
の
息
子
八
太
夫
、
俳
号
は
〈
朴
宅
〉
の
一
行
に
同
行
。
江
戸
日
本
橋
の
町
名
主
小
澤
太
郎
兵
衛
〈
朴
石
〉
も
一
緒
で
あ
っ

た
と
も
。
江
戸
に
着
い
た
後
は
日
本
橋
小
田
原
町
に
住
み
俳
諧
師
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
こ
の
消
息
の
背
景
に
も
藤
堂

藩
に
よ
る
江
戸
に
お
け
る
情
報
収
集
・
探
索
活
動
と
い
う
大
き
な
影
が
見
え
る
。
単
に
一
旗
揚
げ
よ
う
と
い
野
心
だ
け
で
は
な

く
、
上
京
の
為
の
資
金
、
人
材
の
紹
介
等
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
り
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



　　
俳
諧
師
を
目
指
し
て
の
江
戸
下
向
後
の
暮
ら
し
に
も
、
ど
う
も
主
家
藤
堂
藩
の
姿
が
見
え
て
く
る
よ
う
だ
。
江
戸
は
諸
藩
の

藩
邸
も
集
ま
り
外
交
活
動
の
最
重
要
地
で
あ
る
。
江
戸
で
の
住
居
の
斡
旋
、
入
門
者
の
紹
介
、
箔
を
付
け
る
た
め
の
『
貝
お
ほ

ひ
』
の
発
刊
資
金
の
用
立
て
等
々
。
俳
諧
だ
け
で
は
暮
ら
し
が
立
た
な
か
っ
た
の
か
、
神
田
上
水
の
補
修
工
事
に
も
監
督
官
と

し
て
携
わ
っ
た
と
い
う
副
業
の
紹
介
に
も
藤
堂
藩
の
力
が
働
い
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
。
関
東
代
官
伊
奈
半
十
郎

家
が
お
そ
ら
く
裏
の
就
職
先
で
は
な
か
ろ
う
か
？
、
と
い
う
興
味
深
い
説
も
あ
る
。
伊
奈
家
は
江
戸
開
府
以
来
二
百
年
に
亘
っ

て
関
東
一
円
の
治
山
、
治
水
工
事
を
担
当
し
た
名
家
で
あ
り
、
本
所
・
深
川
も
そ
の
支
配
地
で
あ
り
芭
蕉
庵
が
あ
っ
た
と
こ
ろ

も
元
船
番
所
跡
で
あ
る
。
江
戸
城
の
工
事
を
担
当
し
た
藤
堂
藩
と
も
関
係
が
深
い
こ
と
も
あ
り
就
職
に
あ
た
っ
て
力
添
え
が

あ
っ
た
の
で
は
？
。

　
と
も
あ
れ
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
に
は
、
当
時
そ
の
諧
謔
性
で
人
気
の
あ
っ
た
談
林
派
と
も
交
わ
り
俳
諧
師
と
し
て
の

腕
を
上
げ
、
〈
桃
青
〉
と
名
乗
り
始
め
た
。

　
　
【
松
尾
桃
青
　
三
十
三
歳
】

　
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
盛
夏
六
月
、
伊
賀
上
野
へ
帰
郷
の
為
、
小
夜
の
中
山
を
越
え
た
。
こ
の
時
詠
ん
だ
句
が

　
　
　
　
　
　
〈
命
な
り
　
わ
ず
か
の
笠
の
　
下
凉
み
〉

　
俳
諧
師
と
し
て
実
力
も
つ
け
つ
つ
あ
り
、
三
河
の
地
赤
坂
で
は
〈
夏
の
月
御
油
よ
り
出
て
赤
坂
や
〉
の
句
を
残
し
て
い
る
。

旅
往
く
姿
も
俳
諧
師
ら
し
く
な
で
つ
け
髪
で
あ
っ
た
か
。
ま
だ
談
林
風
の
句
作
が
多
か
っ
た
。
こ
の
初
め
て
の
帰
郷
に
つ
い
て

は
、
藤
堂
藩
が
国
元
を
出
た
領
民
に
課
し
て
い
た
五
年
目
毎
の
出
頭
帰
郷
に
従
っ
て
の
こ
と
と
も
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
情

報
収
集
の
施
策
と
し
て
実
に
巧
妙
と
い
う
べ
き
か
。
又
、
同
年
の
江
戸
へ
戻
る
に
あ
た
っ
て
は
甥
、
（
姉
の
子
）
に
あ
た
る

〈
桃
印
〉
当
時
十
五
六
歳
を
自
ら
の
養
子
と
す
べ
く
連
れ
帰
り
、
七
月
に
は
江
戸
に
帰
着
し
た
。
こ
れ
が
こ
の
旅
の
大
き
な
狙

い
だ
っ
た
よ
う
だ
。
何
故
〈
桃
印
〉
を
連
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
俳
諧
師
と
し
て
も
忙
し
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
身
の
回

り
を
手
伝
わ
せ
る
為
と
か
諸
説
あ
る
が
定
か
で
は
な
い
。
又
彼
は
俳
諧
師
と
な
っ
た
訳
で
も
な
く
何
を
生
業
と
し
た
の
か
も
定



か
で
な
い
。
桃
青
は
、
江
戸
に
帰
っ
た
後
も
俳
諧
点
者
と
し
て
の
腕
も
上
げ
つ
つ
、
神
田
上
水
補
修
工
事
監
督
の
仕
事
も
こ
な

し
多
忙
を
極
め
た
。
延
宝
五
年
（
一
六
七
六
）
に
は
俳
諧
宗
匠
と
な
り
順
風
満
帆
か
に
思
え
た
。

　
と
こ
ろ
が
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
冬
、
日
本
橋
小
田
原
町
で
の
宗
匠
稼
業
を
突
然
に
止
め
て
し
ま
い
、
鄙
び
た
深
川
村
へ

隠
棲
し
て
し
ま
う
。
こ
の
時
、
内
縁
の
妻
で
あ
っ
た
寿
貞
と
そ
の
子
供
達
と
も
別
れ
、
臨
川
庵
の
〈
仏
頂
〉
師
の
元
で
出
家
し

臨
済
宗
の
僧
と
な
っ
た
。
こ
の
後
は
半
僧
半
俗
の
人
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
深
川
で
は
庵
に
暮
ら
し
、
〈
泊
船
堂

桃
青
〉
と
名
乗
っ
た
が
、
や
が
て
庵
に
は
弟
子
の
〈
李
下
〉
か
ら
贈
ら
れ
た
芭
蕉
が
植
え
ら
れ
、
そ
れ
に
因
み
〈
芭
蕉
庵
〉
と

呼
ば
れ
始
め
た
と
い
う
。

　
そ
れ
に
つ
け
て
も
こ
の
劇
的
な
人
生
の
転
換
の
背
景
に
は
一
体
何
が
あ
っ
た
の
か
？
こ
れ
に
は
諸
説
が
あ
る
。
曰
く
、
寿
貞

を
巡
っ
て
の
人
間
関
係
の
縺
れ
が
あ
っ
た
と
か
、
商
売
々
せ
ね
ば
な
ら
な
い
俳
諧
点
者
稼
業
に
嫌
気
が
差
し
て
西
行
達
に
憬
れ

て
の
疑
似
隠
遁
生
活
の
演
出
の
為
だ
か
ら
だ
、
と
か
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て
「
点
取
り
に
昼
夜
を
尽
し
、
勝
負
を
あ
ら
そ
ひ
、

道
を
見
ず
し
て
走
り
廻
る
も
の
有
り
」
と
も
書
い
て
い
る
。
し
か
し
次
の
説
に
も
頷
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
延
宝
八
年
と

い
う
年
は
幕
府
に
お
い
て
は
将
軍
が
家
綱
か
ら
綱
吉
へ
の
世
継
ぎ
問
題
が
あ
り
、
芭
蕉
の
主
筋
に
当
る
藤
堂
家
も
政
変
に
巻
き

込
ま
れ
、
伊
奈
家
も
代
替
わ
り
が
あ
り
、
芭
蕉
自
身
も
裏
の
稼
業
を
伊
奈
家
か
ら
失
職
さ
せ
ら
れ
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
か
っ

た
？
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
旧
主
良
忠
の
死
去
に
続
く
挫
折
に
合
い
、
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
　
生
き
方
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
こ
れ
に
は
若
い
頃
か
ら
学
ん
で
き
た
李
白
・
杜
甫
・
定
家
・
西
行
を
始
め
と
す
る
先
達
の

生
き
方
、
臨
済
禅
、
老
荘
哲
学
等
が
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
た
と
も
思
え
る
。
こ
の
後
も
芭
蕉
庵
が
大
火
で
類
焼
し
、
命
か

ら
が
ら
江
戸
か
ら
甲
州
へ
避
難
し
た
り
、
故
郷
の
母
の
死
去
等
も
あ
り
世
の
無
常
を
感
ず
る
こ
と
多
か
っ
た
日
々
が
続
い
た
。

　
　
【
芭
蕉
庵
桃
青
　
四
十
一
歳
】
　

　
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
初
秋
八
月
。
墨
染
め
の
衣
の
禅
僧
と
し
て
乞
食
行
脚
の
旅
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
句
を
詠
ん
だ

　
　
　
　
　
　
〈
野
ざ
ら
し
を
　
心
に
風
の
　
し
む
身
か
な
〉



　
い
わ
ゆ
る
〈
野
ざ
ら
し
紀
行
〉
の
旅
で
あ
る
。
旅
の
目
的
は
前
年
に
没
し
た
亡
母
の
墓
参
で
あ
り
、
か
ね
て
旧
知
の
大
垣
の

〈
木
因
〉
（
季
吟
の
同
門
）
を
尋
ね
る
こ
と
だ
っ
た
。
僧
で
あ
っ
て
も
俳
諧
稼
業
は
忘
れ
た
訳
で
は
な
く
、
名
古
屋
で
は
門
人

獲
得
の
句
会
に
も
励
ん
だ
。
こ
の
時
同
行
し
た
の
は
故
郷
の
大
和
へ
帰
る
門
人
の
〈
千
里
〉
で
あ
っ
た
。

　
　
小
夜
の
中
山
に
差
し
掛
か
っ
た
時
詠
ん
だ
句
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
道
の
べ
の
　
槿
は
馬
に
　
喰
わ
れ
け
り
〉

　
前
夜
に
宿
泊
し
た
と
も
思
わ
れ
る
金
谷
宿
の
長
光
寺
に
句
碑
が
あ
る
。
禅
的
な
味
わ
い
が
あ
る
と
も
、
観
念
的
で
理
屈
っ
ぽ

い
、
と
子
規
か
ら
は
駄
句
と
酷
評
さ
れ
て
も
い
る
句
で
あ
る
。
小
夜
の
中
山
あ
た
り
で
は
も
う
一
句
が
詠
ま
れ
た
。

　
　
　
〈
馬
に
寝
て
　
残
夢
月
遠
し
　
茶
の
咽
り
〉

　　
こ
の
句
碑
は
久
延
寺
境
内
他
二
箇
所
に
有
る
。
杜
牧
の
漢
詩
の
世
界
を
巧
み
に
取
り
込
ん
だ
句
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
旅
は

乞
食
行
脚
の
修
行
の
旅
と
い
い
つ
つ
も
、
ど
う
や
ら
馬
に
乗
っ
て
峠
を
越
え
た
と
思
え
る
。
故
郷
か
ら
の
帰
り
の
旅
は
　
翌
、

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
四
月
に
大
垣
、
名
古
屋
か
ら
木
曽
路
、
甲
州
路
を
経
て
戻
っ
た
と
も
東
海
道
経
由
甲
州
路
を
経
て
と

も
伝
え
ら
れ
小
夜
の
中
山
を
越
え
た
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。

　
　
【
風
羅
坊
芭
蕉
　
　
四
十
四
歳
】

　
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
晩
秋
十
月
。
こ
の
年
、
仏
頂
禅
師
よ
り
嗣
法
の
印
可
を
受
け
本
格
的
な
僧
侶
と
し
て
の
資
格
が
で

き
、
臨
済
禅
の
師
家
と
な
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
尾
張
・
三
河
に
向
け
旅
立
つ
こ
と
に
し
た
。
目
的
は
門
人
〈
杜
国
〉
と
吉
野
で

花
見
を
す
る
為
で
あ
っ
た
。
江
戸
か
ら
の
旅
立
ち
に
当
っ
て
は
、
餞
別
の
句
会
を
催
し
詠
ん
だ
の
が

　
　
　
　
　
　
　
〈
旅
人
と
　
我
が
名
呼
ば
れ
ん
　
初
し
ぐ
れ
〉

　
　



　
こ
の
旅
に
は
供
は
な
く
一
人
旅
で
あ
り
。
後
年
門
人
〈
乙
州
〉
に
よ
っ
て
〈
笈
の
小
文
〉
と
呼
ば
れ
る
作
品
に
纏
め
ら
れ
た

が
小
夜
の
中
山
の
地
で
の
句
作
は
な
い
。
但
し
、
翌
々
年
の
八
月
〈
お
く
の
細
道
〉
の
旅
で
敦
賀
の
国
は
〈
越
の
中
山
〉
木
目

峠
を
越
え
た
時
の
こ
と
、
小
夜
の
中
山
を
思
い
出
し
て
か
西
行
を
偲
ん
で
か
次
の
句
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
中
山
や
　
越
路
も
月
は
　
ま
た
命
〉

　
尾
張
ま
で
ま
ず
行
き
、
そ
こ
か
ら
名
古
屋
の
門
人
〈
越
人
〉
の
案
内
で
伊
良
湖
の
地
に
罪
人
と
し
て
逼
塞
し
て
い
た
若
く
、

美
男
の
〈
杜
国
〉
を
訪
ね
た
。
〈
杜
国
〉
と
は
細
や
か
な
交
情
も
あ
り
芭
蕉
最
愛
の
弟
子
と
も
云
う
。
世
を
は
ば
か
り
な
が
ら

も
翌
年
伊
勢
で
待
ち
合
わ
せ
、
二
人
し
て
吉
野
の
花
見
旅
を
楽
し
ん
だ
。
上
方
か
ら
の
帰
り
は
更
科
で
の
月
見
を
す
べ
く
　
今

度
は
〈
越
人
〉
を
供
に
木
曽
路
か
ら
更
科
、
中
山
道
を
経
て
八
月
下
旬
江
戸
に
戻
っ
た
。
〈
越
人
〉
は
後
、
振
ら
れ
捨
て
ら
れ

門
下
を
去
っ
た
。

　
こ
の
時
の
旅
が
〈
更
科
紀
行
〉
と
な
つ
た
の
で
あ
り
、
東
海
道
は
旅
し
て
お
ら
ず
、
小
夜
の
中
山
に
芭
蕉
の
姿
は
な
い
。

　
　

　
　
【
ば
せ
お
　
　
四
十
八
歳
】

　
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
春
三
月
か
ら
は
〈
お
く
の
細
道
〉
の
旅
に
は
当
初
予
定
の
路
通
に
変
え
て
〈
曽
良
〉
を
同
行
し
た

彼
は
、
後
に
幕
府
の
巡
見
使
と
な
っ
た
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
幕
府
の
諜
報
関
係
そ
れ
も
宗
教
事
情
が
担
当
と
い
わ
れ
る

　
〈
曽
良
〉
は
こ
の
時
伊
達
藩
に
よ
る
日
光
東
照
宮
造
営
工
事
に
伴
う
内
情
調
査
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
。
芭
蕉
は
〈
曽
良
〉
の

隠
れ
蓑
と
な
る
こ
と
で
幕
府
に
も
協
力
し
た
。
旅
費
も
公
費
が
出
た
の
で
一
石
二
鳥
だ
っ
た
。
大
垣
で
旅
を
終
え
た
後
は
上
方

に
留
ま
り
、
江
戸
に
戻
る
迄
、
伊
勢
、
京
都
、
膳
所
、
大
津
な
ど
　
関
西
方
面
で
多
く
の
門
人
達
と
交
わ
り
つ
つ
俳
諧
界
の
巨

匠
と
し
て
活
躍
、
不
易
流
行
・
わ
び
・
さ
び
の
蕉
風
を
確
立
し
て
い
っ
た
。

　
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
秋
十
月
。
〈
猿
蓑
〉
で
は
軽
み
と
い
う
新
境
地
を
提
唱
し
、
こ
の
秋
、
江
戸
へ
久
方
ぶ
り
に
戻
る

こ
と
に
な
り
大
津
の
義
仲
寺
よ
り
従
弟
の
天
野
〈
桃
隣
〉
を
伴
い
旅
立
っ
た
。
熱
田
か
ら
は
美
濃
出
身
の
若
き
門
人
〈
支
考
〉



も
加
わ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
江
戸
へ
の
下
向
の
事
情
は
、
江
戸
に
残
し
て
い
た
甥
に
し
て
養
子
の
〈
桃
印
〉
が
労
咳
に
倒
れ

て
お
り
、
そ
の
看
病
も
あ
っ
て
〈
桃
隣
〉
に
助
け
を
も
と
め
た
と
も
。
こ
の
旅
で
も
小
夜
の
中
山
で
の
句
は
な
い
が
、
大
井
川

を
越
え
た
島
田
宿
で
は

　
　
　
　
　
　
　
〈
馬
方
は
　
知
ら
じ
時
雨
の
　
大
井
川
〉

　
と
詠
ん
で
お
り
大
井
川
の
土
手
に
大
き
な
句
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
十
月
中
に
は
江
戸
に
帰
着
し
た
が
、
深
川
の
芭
蕉
庵

は
〈
お
く
の
細
道
〉
の
旅
に
出
る
に
際
し
て
売
却
し
て
い
た
。
そ
こ
で
日
本
橋
橘
町
の
彦
右
衛
門
店
の
借
家
で
年
を
越
し
、
し

ば
ら
く
し
て
〈
杉
風
〉
な
ど
門
人
達
が
建
て
て
く
れ
た
深
川
の
新
芭
蕉
庵
に
転
居
し
た
。
単
な
る
乞
食
行
脚
の
僧
侶
で
も
聖
人

で
も
な
い
、
と
も
思
え
る
の
だ
が
。

　
　
【
芭
蕉
翁
　
　
五
十
一
歳
　
終
焉
の
旅
】

　　
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
夏
五
月
。
僧
形
姿
に
頭
陀
袋
、
中
に
は
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
稿
本
が
入
っ
て
い
た
。

前
年
の
三
月
に
長
患
い
で
病
い
に
臥
せ
っ
て
い
た
〈
桃
印
〉
が
三
十
三
歳
の
若
さ
で
没
し
た
。
こ
の
死
は
芭
蕉
に
大
き
な
悲
し

み
を
与
え
、
亡
き
〈
桃
印
〉
へ
の
鎮
魂
の
想
い
か
ら
五
年
も
前
に
旅
し
た
奥
の
細
道
を
こ
の
年
七
月
に
庵
に
ひ
と
月
閉
じ
こ

も
っ
て
書
き
上
げ
て
い
た
。
こ
の
草
稿
を
、
能
書
家
で
あ
る
柏
村
素
龍
に
清
書
し
て
貰
っ
た
も
の
を
故
郷
の
兄
、
半
左
衛
門
の

元
に
持
ち
帰
り
亡
き
〈
桃
印
〉
へ
の
追
悼
と
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
者
は
〈
次
郎
兵
衛
〉
。
芭
蕉
と
寿
貞
と
の
間
に
で
き

た
子
供
で
あ
り
、
こ
の
時
十
九
歳
か
。
小
田
原
ま
で
は
あ
の
〈
曽
良
〉
も
同
行
し
た
。
江
戸
に
は
〈
ま
さ
・
お
ふ
う
〉
と
い
う

妹
が
い
た
。
妻
の
寿
貞
は
芭
蕉
の
出
家
と
共
に
在
家
の
ま
ま
出
家
し
寿
貞
尼
と
な
っ
て
い
た
が
、
桃
印
亡
き
後
、
こ
の
時
は
深

川
の
芭
蕉
庵
に
娘
達
と
移
り
住
ん
で
い
た
が
病
い
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
旅
立
ち
に
当
っ
て
は
多
く
の
門
人
達
が
見
送
り
に
出
て
別
れ
を
惜
し
ん
だ
。
持
病
に
悩
ま
さ
れ
、
体
力
も
衰
え
て
い
た
の
で

駕
篭
に
乗
り
、
川
崎
辺
り
で
駕
篭
の
中
か
ら
扇
に
句
を
し
た
た
め
て
門
人
達
に
差
し
出
し
た
。



　
　
　
　
　
　
　
〈
麦
の
穂
を
　
便
り
に
つ
か
む
　
別
れ
哉
〉

　
こ
の
句
碑
が
川
崎
市
の
八
丁
畷
に
今
も
立
つ
。
大
井
川
の
川
越
は
折
か
ら
の
梅
雨
に
た
た
ら
れ
足
止
め
が
長
引
い
た
が
、
　

島
田
宿
の
門
人
達
と
句
会
を
重
ね
商
売
も
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
さ
み
だ
れ
の
　
空
吹
き
落
と
せ
　
大
井
川
〉

　
な
ど
の
句
が
残
っ
て
お
り
、
島
田
市
内
に
は
実
に
句
碑
が
多
い
の
が
目
立
つ
。
小
夜
の
中
山
は
急
坂
で
も
あ
り
、
お
そ
ら
く

馬
か
駕
篭
の
助
け
を
借
り
た
。
気
力
も
衰
え
て
い
た
の
か
句
作
も
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。

　
こ
の
旅
で
は
故
郷
伊
賀
上
野
か
ら
上
方
へ
、
そ
し
て
門
人
去
来
の
生
地
長
崎
を
一
度
訪
ね
た
か
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
が
、
と

う
と
う
叶
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
六
月
大
津
で
寿
貞
尼
死
去
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
芭
蕉
は
、
江
戸
へ
の
手
紙
で
「
寿
貞
無
仕
合
も
の
、
ま
さ
・
お
ふ
う
同
じ
く

不
仕
合
、
と
か
く
申
し
尽
し
難
く
候
」
と
嘆
き
、
伊
賀
上
野
で
の
盂
蘭
盆
会
で
は
、

　
　
　
　
　
〈
数
な
ら
ぬ
　
身
と
な
思
ひ
そ
　
魂
祭
り
〉

と
の
哀
悼
の
句
を
捧
げ
て
い
る
。
次
郎
兵
衛
は
母
の
位
牌
を
伊
賀
上
野
へ
持
ち
帰
る
た
め
一
人
で
東
海
道
を
往
復
し
た
。

寿
貞
尼
は
故
郷
で
藤
堂
藩
縁
の
人
達
に
菩
提
を
弔
わ
れ
て
お
り
、
や
は
り
芭
蕉
の
伊
賀
上
野
時
代
か
ら
の
繋
が
り
の
女
で
あ
っ

た
と
思
い
た
い
。

　
九
月
八
日
に
は
弟
子
達
の
縄
張
り
争
い
の
仲
裁
の
為
大
坂
へ
出
掛
け
た
が
、
慢
性
の
胃
腸
病
で
弱
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
き

の
こ
汁
が
よ
く
な
か
っ
た
の
か
病
い
に
倒
れ
、
十
月
十
二
日
に
、
御
堂
筋
の
花
屋
仁
右
衛
門
方
貸
し
座
敷
で
逝
去
。

　
最
後
の
句
は
、
〈
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
〉
で
は
な
く
　
次
の
句
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
清
滝
や
　
浪
に
散
り
こ
む
　
青
松
葉
〉



　
息
子
次
郎
兵
衛
は
芭
蕉
の
死
後
、
江
戸
の
門
人
達
へ
の
遺
言
状
・
遺
品
を
届
け
る
為
下
向
し
た
。
届
け
先
は
芭
蕉
の
最
も
古

く
か
ら
の
門
人
で
あ
り
生
涯
の
パ
ト
ロ
ン
で
も
あ
っ
た
日
本
橋
の
魚
問
屋
鯉
屋
〈
杉
風
〉
。
彼
は
幕
府
御
用
達
の
商
人
で
あ
り

こ
こ
で
も
幕
府
・
藤
堂
藩
を
巡
る
情
報
網
の
影
が
見
え
て
く
る
。

　
次
郎
兵
衛
は
俳
諧
の
道
と
は
無
縁
の
人
生
を
送
っ
た
よ
う
で
〈
次
郎
兵
衛
は
何
商
い
ぞ
秋
の
風
〉
と
い
う
句
が
後
世
伝
え
ら

れ
て
お
り
、
ど
う
や
ら
市
井
の
商
人
と
な
っ
て
江
戸
の
町
に
埋
も
れ
消
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
娘
お
ふ
う
は
〈
風
〉
ま
さ

は
〈
雅
〉
で
あ
っ
た
か
。

　
芭
蕉
は
晩
年
の
門
人
〈
許
六
〉
に
「
東
海
道
の
一
筋
を
知
ら
ぬ
人
風
雅
に
覚
束
な
し
」
と
語
っ
た
と
伝
え
る
が
、
誠
に
芭
蕉

は
〈
風
雅
の
魔
人
〉
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
、
思
え
て
く
る
。
松
尾
芭
蕉
と
名
乗
っ
た
こ
と
も
、
呼
ば
れ
た
こ
と
も
生
前
は
一

度
も
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
小
夜
の
中
山
を
旅
往
く
毎
に
、
名
を
変
え
、
姿
を
変
え
、
供
を
変
え
、
作
風
を
変
え
て
い
っ
た
の

で
あ
り
、
常
に
一
つ
と
こ
ろ
に
止
ま
る
こ
と
は
な
く
、
西
行
的
隠
者
生
活
に
憬
れ
、
模
倣
し
つ
つ
、
風
雅
の
新
し
い
境
地
を
求

め
旅
を
し
続
け
て
い
っ
た
。
彼
の
思
想
・
行
動
の
根
底
に
は
「
虚
に
居
て
実
を
行
う
、
実
に
居
て
虚
を
行
う
に
は
あ
ら
ず
」
が

あ
っ
た
。
が
、
し
か
し
、
彼
の
姿
は
変
幻
に
し
て
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
。

　
あ
る
時
は
、
俳
諧
師
、
又
あ
る
時
は
禅
僧
、
又
あ
る
時
は
、
忍
者
で
は
な
い
が
、
心
な
ら
ず
も
藤
堂
藩
の
情
報
探
索
協
力
者

又
あ
る
時
は
つ
い
て
こ
れ
な
い
門
人
を
次
々
切
り
捨
て
て
い
っ
た
冷
酷
な
現
実
主
義
者
。
で
、
あ
り
な
が
ら
社
交
的
、
活
動
的

で
人
の
気
は
そ
ら
さ
な
い
気
配
り
の
人
。
衆
道
好
き
で
、
妻
子
も
顧
み
ず
旅
か
ら
旅
へ
と
芸
術
の
為
と
言
い
つ
つ
漂
泊
し
た
身

勝
手
者
。
で
あ
り
な
が
ら
、
身
内
の
不
幸
に
は
熱
き
涙
も
流
し
た
情
け
あ
ふ
れ
る
人
。
つ
い
て
行
こ
う
と
思
わ
せ
る
魅
力
を
何

か
持
っ
て
い
た
人
。
志
高
く
風
狂
の
道
を
歩
ん
だ
漂
泊
の
旅
人
、
詩
人
で
は
あ
る
が
、
実
は
相
次
ぐ
肉
親
の
不
幸
、
門
人
達
の

軋
轢
に
悩
ま
さ
れ
草
臥
れ
果
て
て
い
た
普
通
の
人
で
も
あ
っ
た
。
　

　
あ
な
た
の
残
し
た
風
雅
の
言
霊
は
、
三
百
年
以
上
の
永
き
に
亘
り
東
海
道
を
往
く
人
に
語
り
か
け
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
れ
か

ら
も
我
々
の
心
を
捕
ま
え
て
離
し
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
芭
蕉
さ
ん
、
未
だ
正
体
を
見
せ
な
い
お
ぬ
し
は
、
本
当
に
た
だ
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。



　
　

　
　
芭
蕉
を
尊
敬
し
て
止
ま
な
か
っ
た
〈
蕪
村
〉
は
こ
う
詠
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
芭
蕉
去
っ
て
　
そ
の
の
ち
　
い
ま
だ
年
暮
れ
ず
〉
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