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俳
諧
に
お
け
る
驢
馬

―
旅
す
る
詩
人
の
肖
像
―

中　

村　

真　

理

一　
「
驢
馬
」
と
い
う
動
物

　

延
宝
・
天
和
の
頃
、
江
戸
俳
壇
で
は
、
後
に
「
虚
栗
調
」
と
も
呼
ば
れ

る
漢
詩
文
調
、
そ
れ
に
伴
う
中
国
趣
味
の
句
作
り
が
流
行
し
て
い
た
。
徐
々

に
門
流
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
芭
蕉
、
ま
た
其
角
ら
古
参
の
弟
子
た
ち
も
、

漢
詩
文
調
に
傾
倒
し
、
そ
の
潮
流
は
、
こ
の
時
代
を
象
徴
す
る
俳
諧
撰
集

『
虚
栗
』（
其
角
編
、
天
和
三
年
刊
）
に
結
実
し
て
い
く
。

　

そ
の
三
年
前
、
延
宝
八
年
に
『
田
舎
の
句
合
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
其
角
の
句
を
農
夫
・
野
人
の
名
で
左
右
に
分
け
て
歌
合
わ
せ
風

に
構
成
し
、
芭
蕉
が
判
詞
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
十
五
番
に
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　

左
持　

農
夫

　
　

眺
メ
送
る
函
谷
や
け
ふ
驢
馬
迎

　
　
　
　

右　
　

野
人

　
　

霧
汐
煙
行
徳
か
け
て
須
磨
の
浦

函
谷
関
の
驢
馬
、
行
徳
の
汐
焼
、
眺
望
い
づ
れ
も
珍
重
な
る
べ
し
。

 

（
其
角
句
・
芭
蕉
判
『
田
舎
の
句
合
』（
延
宝
八
年
刊
）
第
十
五）

1
（

）

　

こ
の
二
句
は
そ
れ
ぞ
れ
、
和
歌
で
詠
ま
れ
る
「
逢
坂
の
関
の
駒
迎
」「
須

磨
の
浦
の
塩
焼
」
と
い
う
景
色
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
芭
蕉
が
判
詞

で
「
眺
望
い
づ
れ
も
珍
重
」
と
褒
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名
所
の
も
じ
り

が
両
句
の
主
眼
な
の
だ
ろ
う
。
季
語
は
右
の
句
は
「
霧
」
で
秋
、
左
は
一

見
無
季
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
駒
迎
」
が
秋
な
の
で
、「
驢
馬
迎
」
で
秋

と
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　

右
は
と
も
か
く
、
左
の
句
は
た
い
へ
ん
風
変
わ
り
な
句
に
見
え
る
が
、

「
眺
メ
送
る
」
と
途
中
に
片
仮
名
で
漢
文
訓
読
風
の
送
り
仮
名
を
付
け
る
こ

と
、
函
谷
関
と
い
う
中
国
趣
味
の
題
材
を
用
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
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漢
詩
文
調
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
句
作
り
で
あ
る
。
ま
た
「
驢
馬
迎
」
は
「
駒

迎
」
を
も
と
に
し
た
其
角
の
造
語
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
造
語
も

『
虚
栗
』
な
ど
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
手
法
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
驢
馬
」
と
い
う
動
物
は
、
日
本
文
学
で
は
た
い
へ

ん
珍
し
い
動
物
で
あ
る
。
現
代
で
こ
そ
動
物
園
で
飼
育
さ
れ
、
童
話
な
ど

で
も
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
近
世
以
前
の
日
本
で
は
、
一
般
の
人
々
は
ま

ず
生
き
た
姿
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
の
中
国
で
は
、
驢
馬
は
身
近
な
家
畜
と
し
て
、
古
来
よ
り
広
く
飼

育
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
記
録
も
残
っ
て
い
る
が
、

一
般
に
普
及
は
せ
ず
、「
珍
し
い
動
物
」
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る）

2
（

。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
瑞
渓
周
鳳
の
「
画
驢
賛
并
跋
」

（『
臥
雲
藁
』
所
収
、
文
明
三
年
）
の
一
部
で
あ
る
。

右
細
川
典（
政
国
）厩

源
公
、
近
得
一
驢
子
而
養
之
、
前
年
遣
唐
使
舟
、
多
載

方
物
来
、
此
其
一
也
、
辛（

文
明
三
年
）

卯
孟
春
、
公
一
日
命

人
牽
来
、
到
北
山

下
、
蓋
要
令
予
見
未
見
者
、
副
以
厥
図
、
因
求
拙
賛
、
賛
則
未
聞
命
、

謾
書
小
詩
、
以
酬
来
意
耳）

3
（

、

右
、
細
川
典
厩
源
公
、
近
ご
ろ
一
驢
子
を
得
て
之
を
養
ふ
。
前
年

の
遣
唐
使
舟
、
方
物
を
多
載
し
来
た
り
。
此
其
の
一
也
。
辛
卯
孟

春
、
公
、
一
日

人
に
命
じ
て
牽
来
し
、
北
山
の
下
に
到
ら
し
む
。

蓋
し
、
予
を
し
て
未
だ
見
ざ
る
者
に
見
せ
し
め
ん
こ
と
を
要も

と

む
。

副
ふ
る
に
厥
の
図
を
以
て
す
。
因
つ
て
拙
賛
を
求
む
。
賛
し
て
則

ち
未
だ
命
を
聞
か
ざ
る
に
、
謾み

だ
りに

小
詩
を
書
き
、
以
て
来
意
に
酬

ゆ
る
の
み
。

　

文
明
三
年
、
細
川
典
厩
家
の
当
主
で
あ
っ
た
細
川
政
国
が
、
遣
明
使
の

船
が
持
ち
帰
っ
た
驢
馬
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
描
い
た
絵
画
の
画
賛
を
瑞

渓
に
求
め
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
瑞
渓
は
、「
蓋
し
、
予
を
し
て

未
だ
見
ざ
る
者
に
見
せ
し
め
ん
こ
と
を
要
む
」
と
、
今
ま
で
驢
馬
を
見
た

こ
と
が
な
か
っ
た
人
々
に
も
驢
馬
の
姿
を
見
せ
よ
う
と
い
う
、
政
国
の
意

図
に
触
れ
て
い
る
。

　

政
国
も
、
た
だ
絵
を
見
せ
る
だ
け
で
な
く
、
驢
馬
自
体
を
わ
ざ
わ
ざ
瑞

渓
の
も
と
へ
連
れ
て
行
く
ほ
ど
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
珍
し
く
貴
重
な
動
物
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
驢
馬
は
、
遣
明
使
な
ど
が
持
ち
帰
る
中
国
の
情

報
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
特
別
な
環
境
や
地
位
に
い
る

人
物
か
、
そ
の
関
係
者
で
も
な
け
れ
ば
、
姿
を
見
る
機
会
は
ま
ず
あ
り
得

な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
生
き
た
驢
馬
の
姿
を
見
た
可
能
性
が
限
り
な
く
低
い
一
般

の
武
士
や
町
人
、
農
民
を
主
な
作
者
層
と
す
る
近
世
の
俳
諧
の
中
に
は
、

先
に
挙
げ
た
其
角
の
「
眺
メ
送
る
函
谷
や
け
ふ
驢
馬
迎
」
を
は
じ
め
と
し

て
、「
驢
馬
」
を
詠
み
込
ん
だ
句
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
「
驢

馬
」
を
用
い
た
表
現
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
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あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
日
本
に
は
い
な
い
動
物
が
俳
諧
に
用
い
ら
れ
る

こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
で
は
、
ま
ず
は
俳
諧
で
「
驢
馬
」
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
土

壌
と
し
て
、
近
世
以
前
の
日
本
人
が
「
驢
馬
」
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し

て
受
け
止
め
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
形
で
文
学
に
用
い
て
い
た
の
か

を
、
先
行
研
究
を
交
え
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た

上
で
、
近
世
俳
諧
の
作
者
た
ち
が
、
こ
の
動
物
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た

の
か
を
考
察
し
た
い
。

　

な
お
、
こ
の
動
物
は
、
中
国
で
は
「
驢ロ

」
と
い
う
名
前
で
あ
り
、
漢
詩

文
で
は
こ
の
一
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
こ
の
漢
字
に
「
う
さ

ぎ
う
ま
」
と
い
う
訓
（『
日
本
書
紀
』
ほ
か
）
が
上
代
か
ら
当
て
ら
れ
て
い
る

が
、
本
論
で
は
俳
諧
の
用
例
に
従
い
「
驢
馬）

4
（

」
と
い
う
呼
称
を
用
い
た
。

二　

中
国
の
「
驢
馬
」

　

ま
ず
は
、
日
本
人
の
「
驢
馬
」
に
対
す
る
理
解
の
手
が
か
り
と
し
て
、

驢
馬
が
家
畜
と
し
て
普
及
し
て
い
る
中
国
で
の
表
現
を
探
り
た
い
。
こ
の

動
物
は
ご
く
日
常
的
に
、
中
国
文
学
の
中
に
登
場
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

日
本
で
も
愛
さ
れ
た
『
古
文
真
宝
前
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
杜
甫
の
詩

の
一
節
が
あ
る
。

　
　

此
意
竟
蕭
條　
　

此
の
意　

竟つ
ひ

に
蕭
条
た
り　

　
　

行
歌
非
隠
淪　
　

行
歌　

隠
淪
に
非
ず

　
　

騎
驢
三
十
載　
　

驢
に
騎
る　

三
十
載

　
　

旅
食
京
華
春　
　

旅
食
す　

京
華
の
春

 

（
杜
甫
「
贈
韋
左
丞
（
韋
左
丞
に
贈
る）

5
（

）」）

　

出
世
の
志
は
虚
し
い
も
の
と
終
わ
り
、
隠
者
で
も
な
い
の
に
歩
き
回
り

詩
を
う
た
う
日
々
を
過
ご
す
。
三
十
年
も
驢
馬
に
ま
た
が
り
旅
の
中
に
暮

ら
し
て
い
る
と
い
う
、
自
ら
の
不
遇
を
う
た
っ
た
一
節
で
あ
る
。
こ
の
中

に
「
騎
驢
」
す
な
わ
ち
驢
馬
に
乗
る
と
い
う
描
写
が
あ
る
。

　

こ
の
詩
に
限
ら
ず
、
李
白
や
杜
甫
、
白
居
易
な
ど
様
々
な
詩
人
に
「
驢
」

を
詠
み
込
ん
だ
漢
詩
の
作
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
詩
に
限
ら
ず
『
史

記
』
な
ど
の
史
書
、『
遊
仙
窟
』
の
よ
う
な
小
説
の
類
に
至
る
ま
で
、
驢
馬

は
中
国
文
学
に
幅
広
く
登
場
す
る
。

　

中
国
と
朝
鮮
、
そ
し
て
日
本
の
漢
文
学
に
お
け
る
驢
馬
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、
張
伯
偉
氏
の
「
東
亞
文
化
意
象
的
形
成
與
變
遷
―
以
文
學
與

繪
畫
中
的
騎
驢
與
騎
牛
爲
例）

6
（

」
に
詳
し
い
。
こ
こ
か
ら
二
章
に
わ
た
り
、

張
氏
の
論
を
道
し
る
べ
に
中
国
と
日
本
に
お
け
る
「
驢
馬
」
の
表
現
を
整

理
し
て
い
き
た
い
。

　

張
氏
に
よ
れ
ば
、
中
国
文
学
に
お
け
る
「
驢
」
は
、「
馬
」
に
劣
る
も
の

と
し
て
対
比
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
動
物
で
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、『
世
説
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新
語
』
排
調
第
二
十
五
に
、
諸
葛
令
と
王
相
丞
が
互
い
の
家
柄
の
優
劣
を

競
う
中
で
、
二
者
を
「
葛
王
」
と
言
わ
ず
に
「
王
葛
」
と
言
う
こ
と
を
「
譬

言
驢
馬
不
言
馬
驢
、
驢
寧
勝
馬
邪
。（
譬
へ
ば
驢
・
馬
と
言
ひ
て
馬
・
驢
と

言
は
ざ
る
が
ご
と
し
。
驢
、
寧
ぞ
馬
に
勝
ら
ん
や）

7
（

。）」
と
、「
驢
と
馬
」
の

関
係
に
な
ぞ
ら
え
た
く
だ
り
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
馬
と
驢
馬
に
は
歴

然
と
し
た
優
劣
が
あ
り
、
魏
晋
以
来
、
馬
は
高
官
が
乗
る
も
の
と
さ
れ
、

驢
馬
は
低
級
官
吏
あ
る
い
は
庶
民
が
乗
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二
者
に
は
痩

と
肥
、
在
野
と
在
朝
、
貧
困
と
富
貴
と
い
っ
た
対
立
が
あ
り
、
中
国
文
学

に
お
け
る
「
驢
」
と
「
馬
」
の
対
立
に
は
政
治
性
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る

（
た
だ
し
、
日
本
で
は
そ
れ
が
解
消
さ
れ
る
）。
騎
乗
人
物
が
置
か
れ
た
政

治
的
な
地
位
や
属
性
を
「
馬
」
と
「
驢
」
が
表
す
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、

功
名
や
富
貴
に
与
し
な
い
、
詩
人
ら
し
さ
の
象
徴
と
し
て
、「
驢
」
は
多
く

の
詩
に
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
前
掲
論
文
の
主
旨
で
あ
る
。

　

先
に
挙
げ
た
杜
甫
の
「
贈
韋
左
丞
」
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
が
、
中
国

の
詩
人
は
不
遇
の
中
で
驢
馬
に
乗
る
自
身
を
た
び
た
び
描
写
し
て
い
る
。

「
馬
」
で
は
な
く
「
驢
」
に
乗
る
と
い
う
こ
と
が
、
仕
官
で
き
な
い
、
あ
る

い
は
出
世
で
き
な
い
自
身
の
境
遇
を
示
す
モ
チ
ー
フ
と
し
て
機
能
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

　

驢
馬
が
持
つ
こ
の
特
質
は
、
文
学
の
み
な
ら
ず
中
国
絵
画
に
も
現
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
実
際
の
絵
画
の
作
例
で
は
な
い
が
、『
古
文
真
宝
前

集
』
所
収
の
蘇
軾
「
贈
写
真
何
秀
才
」（
写
真
の
何
秀
才
に
贈
る
）
に
は
、

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

君
不
見
潞
州
別
駕
眼
如
電

　
　

君
見
ず
や　

潞
州
の
別
駕　

眼
電
の
如
く

左
手
挂
弓
横
撚
箭

　
　

左
手
に
弓
を
挂
け
て
横
ざ
ま
に
箭や

を
撚
る
を

又
不
見
雪
中
騎
驢
孟
浩
然

　
　

又
見
ず
や　

雪
中
驢
に
騎
る
孟
浩
然

皺
眉
吟
詩
肩
聳
山

　
　

眉
に
皺
よ
せ
詩
を
吟
じ
て　

肩
は
山
を
聳
か
す
を

　

こ
の
詩
は
、
蘇
軾
が
自
分
の
肖
像
画
を
描
い
た
何
充
と
い
う
画
家
に
贈

っ
た
詩
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
、
古
来
の
名
画
に
つ
い
て
述
べ
る
中
で
、
孟

浩
然
の
肖
像
に
言
及
す
る
部
分
が
あ
る
。
雪
の
中
を
驢
馬
に
乗
り
、
寒
さ

の
た
め
眉
に
皺
を
よ
せ
詩
を
吟
じ
る
孟
浩
然
、
痩
せ
た
肩
は
山
の
よ
う
に

聳
え
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
乗
り
物
と
し
て
「
驢
」
が
登
場
し
て
い
る
。

　

驢
馬
に
乗
る
孟
浩
然
は
、
弓
を
引
く
玄
宗
皇
帝
の
対
偶
と
し
て
登
場
す

る
。
国
の
頂
点
に
立
つ
勇
ま
し
い
皇
帝
像
に
対
し
て
、
痩
せ
細
り
、
貧
困

の
中
で
旅
を
し
な
が
ら
吟
じ
る
詩
人
像
と
い
う
対
比
は
、
張
氏
の
述
べ
る

通
り
の
姿
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
「
驢
馬
」
は
、
高
官
の
乗
り
物
で
あ
る
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「
馬
」
に
対
し
、
清
貧
の
詩
人
が
乗
る
も
の
と
し
て
、
詩
や
絵
画
で
用
い
ら

れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
詩
や
絵
画
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
海
を

渡
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
日
本
の
漢
詩
文
や
絵
画
に
も
、
そ

の
影
響
と
思
わ
れ
る
作
例
は
多
い
。
漢
詩
文
で
は
、
早
く
は
『
菅
家
文
草
』

や
『
新
撰
万
葉
集
』
に
驢
馬
の
登
場
す
る
詩
が
収
め
ら
れ
、
中
世
の
五
山

詩
や
近
世
の
漢
詩
に
も
驢
馬
は
よ
く
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、

中
国
に
お
け
る
驢
馬
と
馬
の
立
場
の
違
い
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
も
の

も
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
動
物
に
対
す
る
認
識
が
、
あ
く
ま
で
中
国

の
漢
詩
文
に
基
づ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

張
氏
の
論
は
そ
う
し
た
作
例
を
数
多
く
示
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
で

き
る
だ
け
重
複
を
避
け
、
氏
の
紹
介
し
て
い
な
い
資
料
を
い
く
つ
か
挙
げ

た
い
。
た
と
え
ば
【
図
一）

8
（

】「
杜
甫
騎
驢
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
室

町
時
代
）
で
あ
る
。
日
本
絵
画
に
お
い
て
驢
馬
は
、
馬
と
よ
く
似
た
姿
で

描
か
れ
る
が
、「
う
さ
ぎ
う
ま
」
の
別
名
の
通
り
、
耳
が
ウ
サ
ギ
の
よ
う
に

長
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。【
図
一
】
は
、
そ
の
驢
馬
に
、
中
国
風
の
装
束
を
着

た
人
物
が
乗
っ
て
い
る
構
図
で
、
一
休
宗
純
の
讃
が
伴
う
（
こ
の
讃
は
左
か

ら
右
に
読
む
）。
こ
の
詩
は
『
狂
雲
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

漠
々
蜀
江
風
色
癯　
　

漠
々
た
る
蜀
江　

風
色
癯や

す

不
騎
官
馬
只
騎
驢　
　

官
馬
に
騎
ら
ず
し
て　

只
だ
驢
に
騎
る

残
生
七
十
吟
髭
雪　
　

残
生
七
十　

吟
髭
の
雪

日
短
乾
坤
一
腐
儒　
　

日
は
短
し　

乾
坤　

一
腐
儒

　

果
て
し
な
い
蜀
江
、
風
景
は
痩
せ
た
よ
う
に
冬
枯
れ
し
、
馬
で
は
な
く

た
だ
驢
馬
に
乗
っ
て
進
む
。
老
い
先
の
短
い
詩
人
の
髭
は
白
い
。
日
は
短

く
、
こ
の
役
に
立
た
な
い
儒
者
が
一
人
、
と
い
う
詩
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
驢
馬
は
、「
官
馬
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
一
休
は
、
済
世
の
志

を
持
ち
な
が
ら
官
途
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
杜
甫
の
生
涯
を
踏
ま
え
、「
官

用
の
馬
」
す
な
わ
ち
朝
廷
や
国
が
持
つ
馬
、
ま
た
は
役
人
の
乗
る
公
用
の

馬
で
は
な
く
、「
驢
馬
」
に
乗
っ
て
い
る
と
表
現
し
て
い
る
。
中
国
に
お
け

る
「
馬
」
と
「
驢
馬
」
の
対
立
と
、
詩
に
お
い
て
「
驢
馬
」
が
持
つ
意
味

を
理
解
し
た
上
で
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

中
世
、
五
山
の
漢
詩
や
絵
画
で
、「
驢
馬
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
特
に
愛

さ
れ
た
よ
う
で
、【
図
一
】
の
よ
う
に
、
驢
馬
に
乗
る
詩
人
を
描
い
た
画
題

「
騎
驢
図
」
の
作
例
は
多
く
、
画
賛
を
伴
う
作
品
も
珍
し
く
な
い
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
「
騎
驢
図
」
に
描
か
れ
る
人
物
は
、
杜
甫
だ
け
で
は
な
い
。

狩
野
一
渓
の
画
論
『
後
素
集
』（
元
和
九
年
成
立
）
で
は
、
中
国
の
詩
人
た【図一】
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ち
を
題
材
に
し
た
人
物
画
「
騒
客
」
の
項
に
、
い
く
つ
も
の
「
騎
驢
図
」

の
名
が
並
ん
で
い
る
。

李
白
騎
驢
図　

李
白
字
太
白
、
唐
人
、
騎
レ
驢
花
山
に
行
。

子
美
騎
驢
図　

 
杜
子
美
騎
レ
驢
あ
り
く
な
り
、
自
然
郭
公
な
ど
飛
時
、

蜀
の
望
帝
の
魂
な
れ
ば
王
孫
な
り
と
云
て
、
驢
よ
り

お
り
て
拝
す
る
と
な
り
。

孟
浩
雪
中
騎
驢
図　

孟
浩
然
唐
世
人
、
騎
レ
驢
雪
中
に
あ
り
く
。

山
谷
騎
驢
図　

山
谷
ろ
ば
に
の
り
て
花
山
に
行
。

和
靖
騎
驢
図　

林
和
靖
驢
に
乗
て
雪
中
を
あ
り
く）

9
（

。

　

ま
た
島
尾
新
氏
は
、
雪
舟
の
弟
子
で
あ
る
等
春
の
「
騎
驢
図
」（
根
津
美

術
館
蔵
）
の
解
説）
10
（

で
、
典
型
的
な
「
騎
驢
図
」
の
示
す
意
味
を
「
騎
驢
人

物
の
属
性
は
、
詩
人
で
あ
る
こ
と
と
脱
俗
性
で
、
窮
士
の
乗
り
物
で
あ
る

驢
馬
に
跨
る
と
い
う
行
為
は
そ
の
俗
塵
を
離
れ
た
清
貧
な
る
生
活
を
象
徴

す
る
。」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
後
素
集
』
に
立
項
さ
れ
て
い
た
詩

人
た
ち
の
共
通
項
と
も
言
え
る
よ
う
な
性
格
で
も
あ
る
。
ま
た
、
張
氏
の

言
う
中
国
に
お
け
る
驢
馬
と
馬
と
の
対
立
構
造
、
馬
は
役
人
の
乗
り
物
で

あ
り
驢
馬
は
貧
し
い
詩
人
の
乗
り
物
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
も
通
う
も
の

だ
ろ
う
。

　

そ
の
上
で
島
尾
氏
は
、「
騎
驢
図
」
の
実
態
と
し
て
「
当
初
か
ら
何
ら
か

の
画
題
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
賛
者
に
よ
っ
て
特
定
の
詩
人
に
見
立

て
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
固
有
名
詞
を
も
た
な
い
単
な
る
騎
驢
人
物

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
日
本
に
お

い
て
は
、
杜
甫
の
よ
う
な
特
定
の
人
物
を
題
に
指
定
し
な
く
と
も
、「
驢
馬

に
乗
る
」
と
い
う
構
図
だ
け
で
「
俗
を
離
れ
て
清
貧
の
生
活
を
送
る
詩
人
」

を
描
い
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
ほ
ど
、
驢
馬
と
隠
逸
詩
人
の
結
び
つ
き
が

顕
著
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

な
お
、【
図
一
】
に
は
頭
巾
姿
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
が
、【
図
二）
11
（

】

狩
野
山
雪
「
雪
中
騎
驢
図
」（
江
戸
時
代
初
期
）
の
よ
う
に
、
笠
を
か
ぶ
る

姿
で
描
か
れ
る
「
騎
驢
図
」
の
類
型
も
あ
る
。
こ
の
「
雪
中
騎
驢
」
と
い

う
構
図
も
日
本
で
よ
く
愛
さ
れ
て
い
た
。『
後
素
集
』
で
は
孟
浩
然
が
そ
の

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
蘇
軾
の
「
贈
写
真

何
秀
才
」
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
も
う
一
つ
、「
雪
中
騎
驢
」
の
典

拠
と
し
て
は
、
張
氏
論
文
に
も
紹
介
が
あ
る
が
、
鄭
綮
と
い
う
唐
代
詩
人

の
逸
話
が
日
本
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

【図二】
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鄭
綮
詩
思
在
灞
橋
風
雪
中
驢
子
上
。

　
　
（
鄭
綮
が
詩
思
は
、
灞
橋
風
雪
の
中
、
驢
子
の
上
に
在
り
。）

　

引
用
は
『
詩
人
玉
屑
』
巻
十
「
詩
思
」
に
拠
る
。
灞
橋
と
は
長
安
の
東
、

灞
水
に
か
か
る
橋
で
、
唐
の
時
代
は
都
を
出
る
人
の
送
別
の
場
で
あ
っ
た
。

風
雪
吹
き
す
さ
ぶ
中
、
都
に
別
れ
を
告
げ
灞
橋
を
渡
る
驢
馬
の
背
の
上
、

そ
の
厳
し
く
さ
び
し
い
境
遇
こ
そ
が
、
詩
を
案
じ
る
の
に
適
し
た
場
で
あ

る
と
、
鄭
綮
は
言
う
の
で
あ
る
。
驢
馬
の
上
と
い
う
こ
と
は
、
無
官
の
詩

人
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
前
掲
の
杜
甫
の
詩
の
よ
う
に
、
仕
官
の
夢
が
破

れ
て
さ
ま
よ
う
身
の
上
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
逸
話
は
『
古
文
真
宝
前
集
』
の
蘇
軾
「
贈
写
真
何
秀
才
」
詩
注
に

も
引
か
れ
て
お
り）

12
（

、
日
本
に
お
い
て
は
先
の
杜
甫
・
蘇
軾
の
詩
と
並
ん
で

広
く
「
驢
」
の
典
拠
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
右
の

故
事
を
別
に
す
れ
ば
、
鄭
綮
の
知
名
度
は
日
本
で
は
大
変
低
く
、
鄭
綮
像

と
し
て
絵
画
に
描
か
れ
た
例
も
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
、
中
国
の
詩
人
像
の
一
典
型
と
し
て
「
騎
驢
図
」
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
類
型
か
ら
外
れ
、「
騎
驢

図
」
以
外
の
画
題
で
も
驢
馬
を
描
く
こ
と
が
日
本
絵
画
で
は
珍
し
く
な
い
。

　
【
図
三）
13
（

】
は
伝
雪
舟
筆
「
琴
棋
書
画
図
屏
風
」（
永
青
文
庫
蔵
、
室
町
時

代
、
部
分
）
で
あ
る
。
一
場
面
と
し
て
驢
馬
を
引
い
て
歩
く
人
物
が
描
か

れ
て
い
る
。

　
「
琴
棋
書
画
図
」
は
中
国
の
文
人
た
ち
が
遊
ぶ
光
景
を
描
く
画
題
で
あ

り
、
ま
た
雪
舟
は
渡
明
の
経
験
が
あ
る
た
め
、【
図
三
】
も
実
際
の
驢
馬
を

見
た
記
憶
に
基
づ
い
て
描
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
同
じ
よ

う
な
構
図
の
驢
馬
は
、
雪
村
の
よ
う
に
中
国
に
渡
っ
た
こ
と
の
な
い
画
家

も
描
い
て
い
る
。
他
に
も
狩
野
派
の
絵
師
や
長
谷
川
等
伯
な
ど
戦
国
期
の

画
人
た
ち
、
近
世
中
期
で
は
池
大
雅
や
曾
我
蕭
白
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い

画
家
の
作
品
に
見
ら
れ
、
画
題
も
瀟
湘
八
景
図
、
商
山
四
皓
図
、
四
季
耕

作
図
な
ど
、
中
国
の
風
景
を
扱
っ
た
も
の
に
お
い
て
、
驢
馬
は
頻
繁
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
の
画
家
た
ち
に
と
っ
て
の
「
驢
馬
」
と
は
、
人
物
画
や
風
景
画
を

通
じ
て
、
全
般
に
「
中
国
」
を
表
現
す
る
重
要
な
要
素
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
描
き
手
に
限
ら
ず
、
そ
の
絵
画
を
見
る
日
本
人
た
ち
に
と

っ
て
も
、
驢
馬
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
が
中
国
の
風
景
で
あ
る
と
承
知

す
る
よ
う
な
、
一
種
の
記
号
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

日
本
に
お
け
る
「
驢
馬
」
と
い
う
動
物
は
、
文
学
と
絵
画
の
双
方
に
お

【図三】
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い
て
、
日
本
人
が
実
際
に
は
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
中
国
の
詩
人
の

姿
、
ま
た
中
国
の
風
景
を
想
像
す
る
た
め
の
、
象
徴
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

三　
「
驢
馬
」
と
「
馬
」

　

前
章
で
は
、
中
国
に
お
け
る
「
驢
馬
」
の
立
場
、
並
び
に
そ
れ
が
日
本

で
受
容
さ
れ
た
例
を
取
り
上
げ
た
。
詩
や
絵
画
の
例
は
、
あ
く
ま
で
中
国

の
風
景
、
中
国
の
人
物
を
描
写
し
た
表
現
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
五
山

詩
の
中
に
は
、
こ
の
範
疇
を
超
え
、
驢
馬
の
い
な
い
日
本
に
生
き
る
身
で

あ
り
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
「
驢
馬
に
乗
る
人
物
」
と
し
て
描
い
て
し
ま

う
表
現
が
見
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
室
町
時
代
中
期
の
禅
僧
、
万
里
集
九
に
次
の
よ
う
な
詩
が
あ

る
。

田
子
浦　
同
日 

就
蒲
原
之
齋
藤
借
痩
馬

馬
足
有
病
雖
加
鞭
不
進

「
田
子
浦
」
同
日
。 

蒲か
ん
ば
ら原

の
斎
藤
に
就
い
て
痩
馬
を
借
る
。
馬
の

足
、
病
む
有
り
。
鞭
を
加
ふ
と
雖
も
進
ま
ず
。

蹇
驢
聊
借
土
人
鞍　
　

蹇
驢　

聊
か
借
る　

土
人
の
鞍

疑
雨
洒
松
田
子
瀾　
　

雨
の
松
に
洒そ
そ

ぐ
か
と
疑
ふ　

田
子
の
瀾

自
咲
白
鬚
詩
醜
愈　
　

自
ら
咲わ

ら

ふ　

白
鬚　

詩　

愈
よ
醜
に
し
て

前
題
更
換
数
聯
安　
　

前
題　

更
に
換
へ
て　

数
聯
安
き
を）

14
（

 

（『
梅
花
無
尽
蔵
』
巻
二
、
永
正
三
年
成
立）

15
（

）

　

土
地
の
人
に
驢
馬
を
借
り
旅
を
す
る
。
田
子
の
浦
の
波
が
松
に
か
か
っ

て
い
る
の
が
、
ま
る
で
雨
が
降
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
年
老
い
て
ま

す
ま
す
下
手
な
詩
し
か
作
れ
な
い
こ
と
を
自
嘲
す
る
。
以
前
作
っ
た
詩
を

少
々
手
入
れ
し
て
、
数
聯
の
詩
は
な
ん
と
か
落
ち
着
い
た
も
の
に
な
っ
た
、

と
い
う
詩
で
、
題
名
や
詩
中
の
「
田
子
」
と
い
う
地
名
か
ら
明
ら
か
な
よ

う
に
、
日
本
の
風
景
の
中
を
旅
す
る
日
本
人
の
万
里
が
、
自
身
の
姿
を
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
あ
る
「
蹇
驢
」
と
い
う
言
葉
は
、「
足
を
引
き
ず
る
ロ
バ
」
を
意

味
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、『
伊
呂
波
字
類
抄
』（
鎌
倉
時
代
成
立
）
に
「
蹇

驢 

ウ
サ
キ
ム
マ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
驢
馬
そ
の
も
の
を
指
す
言
葉
で
あ

る
。
漢
詩
文
で
は
、
中
国
で
も
日
本
で
も
驢
馬
を
「
蹇
驢
」
の
語
で
表
現

す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
詩
で
も
、
単
に
驢
馬
を
示
す
語
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
前
書
き
に
「
痩
馬
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

「
蹇
驢
」
と
は
実
際
に
は
馬
の
こ
と
で
あ
る
。
万
里
は
、
自
ら
が
乗
る
馬
を

「
驢
馬
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
章
で
も
そ
の
論
を
引
用
し
た
張
伯
偉
氏
は
、
五
山
詩
に
お
け
る
驢
馬

の
表
現
を
「
典
拠
」「
画
題
」「
自
己
描
写
」
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類

し
て
い
る
。「
典
拠
」「
画
題
」
は
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
「
自
己
描
写
」
の
表
現
と
は
、
五
山
僧
が
自
分
自
身
を
「
驢
馬
に

乗
る
」
と
し
て
詩
に
描
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
然
な
が
ら
、
現
実
の
彼
ら
が
驢
馬
に
乗
る
は
ず
は
な
い
。
彼
ら
が
乗

る
の
は
馬
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
五
山
詩
で
は
「
驢
馬
と
馬
は
互
い
に

交
換
可
能
」（
張
氏
）
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
万
里
の
詩
は
、
作
者
の
自
注
と
あ
わ
せ
て
ま
さ
に
そ
の
好
例
と
言

う
べ
き
作
品
で
あ
る
（
た
だ
し
張
氏
論
文
で
は
言
及
さ
れ
な
い
）。
前
章
で

述
べ
た
と
お
り
、
張
氏
に
よ
れ
ば
、
中
国
や
朝
鮮
で
は
「
騎
驢
」
と
「
騎

馬
」
に
は
、
在
野
の
詩
人
と
在
朝
の
官
人
と
い
う
政
治
的
な
対
立
構
造
が

あ
り
、
日
本
で
は
そ
れ
が
解
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
氏
は
、

平
安
時
代
は
詩
そ
の
も
の
が
貴
族
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
五
山
の
詩

人
は
政
治
の
外
の
世
界
に
生
き
る
世
捨
て
人
で
あ
っ
た
た
め
、
文
学
が
政

治
性
を
欠
い
て
お
り
、
驢
馬
と
馬
を
対
立
さ
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
論

じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
日
本
に
驢
馬
が
い
な
い
た
め
に
、
驢
馬

と
馬
を
区
別
す
る
必
要
が
な
く
、「
驢
馬
と
馬
の
対
立
」
そ
の
も
の
が
、
初

め
か
ら
象
徴
的
な
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
る

方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
日
本
で
は
、
漢
詩
以
外
で
も

し
ば
し
ば
「
驢
馬
」
と
「
馬
」
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　

例
え
ば
、【
図
四
】『
文
明
本
節
用
集
』
や
【
図
五）
16
（

】『
易
林
本
節
用
集
』

の
「
驢
馬
」
の
項
に
は
、「
蹇
ア
シ
ナ
ヘ
ム
マ
馬
」
と
い
う
注
が
書
か
れ
て
い
る
。「
蹇
」

は
足
が
悪
い
こ
と
な
の
で
、「
蹇
馬
」
と
は
「
足
を
悪
く
し
て
遅
く
歩
く

馬
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
ま
た
『
文
明
本
節
用
集
』
で
は
、
左
傍
に

「
驢
」
の
古
訓
で
あ
る
「
ウ
サ
ギ
ム
マ
」
と
並
ん
で
「
ム
マ
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
こ
の
書
き
方
は
、
現
実
の
驢
馬
を
知
ら
な
い
日
本
人
が
、
中
国
の

書
物
に
出
て
く
る
「
驢
」
と
い
う
動
物
の
こ
と
を
、
身
近
な
「
馬
」
の
一

種
と
し
て
理
解
し
、
時
に
は
同
一
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

更
に
は
、【
図
六）
17
（

】
近
世
初
期
無
刊
期
本
『
遊
仙
窟
』
の
よ
う
に
、「
驢
」

に
直
接
「
ム
マ
」
と
い
う
訓
を
あ
て
た
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世

か
ら
近
世
初
頭
の
日
本
に
お
い
て
は
、
驢
馬
は
馬
の
一
種
に
過
ぎ
ず
、
馬
と

【図四】

【図五】

【図六】
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の
違
い
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
五
山
の
詩
人
は
、
何
故
自
己
描
写
に
わ
ざ
わ
ざ
「
驢
」
を
用
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
中
国
の
漢
詩
に
お
い
て
驢
馬
が
詩
人
の
象

徴
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
張
氏
も
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

〔
引
用
者
注　

五
山
詩
の
な
か
で
〕
比
較
的
多
く
杜
甫
に
つ
い
て
言
及

さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
が
五
山
文
化
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
た
典
範
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
に
関
係
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
〔
五
山
僧
〕
に
お
い

て
特
に
顕
著
な
騎
驢
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
往
々
に
し
て
「
風
流
」
な
一

面
を
内
包
し
て
い
る
。（
拙
訳
）

　

日
本
の
詩
人
た
ち
が
、
杜
甫
な
ど
中
国
の
詩
人
に
大
い
な
る
憧
憬
を
抱

い
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
杜
甫
や
蘇
軾
と
い
っ
た
、
驢
馬
に

ま
た
が
る
姿
で
描
か
れ
、
ま
た
「
騎
驢
」
の
詩
を
多
く
残
し
た
典
範
に
、

自
分
自
身
の
姿
を
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
も
ま
た
詩
人
で
あ

る
と
表
現
し
よ
う
と
し
た
結
果
が
、
こ
の
「
馬
」
と
「
驢
」
の
置
き
換
え

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

中
国
文
学
に
お
い
て
驢
馬
は
「
詩
人
ら
し
さ
の
象
徴
」
と
し
て
用
い
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
「
驢
馬
」
は
、
貧
困
や
無
官
と
い
っ
た

政
治
的
な
属
性
を
欠
く
代
わ
り
に
、「
詩
人
の
象
徴
」
と
い
う
属
性
が
強
調

さ
れ
た
上
で
、
日
本
独
自
の
解
釈
で
あ
る
「
馬
に
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
」

と
し
て
、
詩
人
の
間
に
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
日
本
に
お
い
て
驢
馬
と
馬
と
が
完
全
に
同
一
視
さ
れ
て
い
た

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
こ
と
に
は
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。『
韻
府

群
玉
』
の
抄
物
『
玉
塵
抄
』（
永
禄
六
年
成
立
）
の
、「
蹇
驢
嘶
」
と
い
う

項
に
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
る
。

蹇ケ
ン

ハ
ア
シ
ナ
エ
タ
リ
ト
ヨ
ム
ゾ
。
ワ
ル
イ
馬
、
足
モ
ナ
エ
テ
、
ハ
ヤ

ウ
エ
ア
ル
カ
ヌ
馬
ゾ
。
驢
ハ
馬
ノ
類
デ
ア
レ
ド
モ
、
本
ノ
馬
ノ
ヤ
ウ

ニ
ハ
ナ
イ
ゾ
。
ボ
ク
〳
〵
ト
ア
エ
ウ
デ
ヲ
ソ
イ
ゾ
。
コ
ト
ニ
ア
シ
ガ

ナ
エ
テ
ハ
一
向
ノ
事
ゾ
。
詩
人
老
人
ガ
驢
ニ
ノ
ル
事
ハ
ヨ
イ
。
足
ノ

ハ
ヤ
イ
馬
ニ
ノ
レ
バ
、
ヲ
ツ
ル
事
ア
リ
。
ワ
ル
イ
カ
ケ
ゾ
。
ワ
デ
ヲ

チ
テ
ハ
身
ヲ
失
ゾ
。
サ
テ
驢
ニ
ノ
ル
ゾ
。
又
驢
ハ
ヲ
ン
ビ
ン
デ
、
シ

ヅ
カ
ニ
コ
チ
ノ
ア
ユ
マ
セ
タ
イ
ヤ
ウ
ニ
ヤ
ル
ゾ
。
馬
上
デ
山
ヲ
ミ
面

白
処
ヲ
ナ
ガ
メ
テ
、
詩
ヲ
案
ジ
作
ニ
、
ヨ
イ
ホ
ド
ニ
ノ
ル
事
ゾ
。

　

こ
こ
で
は
、「
蹇
」
は
足
が
悪
い
た
め
に
速
く
歩
け
な
い
意
で
あ
り
、

「
驢
」
は
馬
の
仲
間
で
あ
る
が
本
当
の
馬
の
よ
う
に
速
く
は
な
い
と
し
て
い

る
。
前
掲
の
万
里
集
九
「
田
子
浦
」
の
前
書
き
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
り
、

こ
れ
ら
か
ら
は
、「
驢
馬
と
は
、
馬
に
似
て
い
る
が
、
足
を
病
ん
で
い
る
か

の
よ
う
に
遅
い
動
物
」
と
い
う
認
識
が
浮
か
び
上
が
る
。
日
本
人
が
考
え

る
「
驢
馬
」
と
は
、
さ
し
ず
め
「
遅
い
馬
」
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
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あ
ろ
う
。
詩
人
が
乗
る
に
は
、「
速
い
馬
」
よ
り
も
、
静
か
に
景
色
を
眺
め

な
が
ら
進
む
こ
と
が
で
き
る
「
遅
い
馬
」
す
な
わ
ち
「
驢
馬
」
の
方
が
、

む
し
ろ
似
つ
か
わ
し
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
人
の
解
釈
の
上
で
も
、
驢
馬
は
や
は
り
「
詩
人
の
乗
り
物
」
で
あ

る
が
、
中
国
の
そ
れ
と
異
な
り
、
貧
富
や
階
級
と
い
っ
た
政
治
性
を
帯
び

た
理
由
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
っ
く
り
と
歩
ま
せ
る
こ
と
で
風
景

を
楽
し
み
、
そ
こ
か
ら
詩
を
作
り
出
す
と
い
う
、「
遅
い
馬
」
と
い
う
性
質

が
詩
作
に
適
し
た
乗
り
物
で
あ
る
と
い
う
、
独
自
の
考
え
方
が
そ
こ
に
あ

る
。
ま
さ
に
鄭
綮
の
故
事
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
驢
馬
は
「
詩
思
」

を
生
み
出
す
た
め
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
鄭
綮
の
逸
話
が

好
ま
れ
た
の
は
、
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
現
実
の
驢

馬
が
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
驢
馬
を
馬
の
一
種
と
見
立
て
る
こ
と
で
、
日
本

の
漢
詩
は
独
自
に
、
詩
人
と
よ
り
密
接
な
関
係
と
な
っ
た
「
驢
馬
」
観
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

俳
諧
に
お
け
る
「
驢
馬
」
の
表
現

　

で
は
、
俳
諧
に
お
い
て
、「
驢
馬
」
と
い
う
動
物
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
先
行
研
究
と
し
て
拠
っ
た
張
氏
の
論

文
で
は
、
漢
詩
文
以
外
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、

俳
諧
に
も
「
驢
馬
」
の
用
例
は
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
一
章
で
も
挙
げ
た
『
田
舎
の
句
合
』
の
其
角
の
句
「
眺
メ
送

る
函
谷
や
け
ふ
驢
馬
迎
」
を
、
も
う
一
度
考
察
し
て
み
た
い
。

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
和
歌
で
詠
ま
れ
る
「
逢
坂
の
関
と
駒
迎
」
の
組
み

合
わ
せ
を
「
函
谷
関
と
驢
馬
迎
」
に
取
り
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
句
で

は
、「
逢
坂
の
関
」
が
中
国
の
名
所
「
函
谷
関
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

　

や
や
も
す
る
と
行
き
過
ぎ
た
よ
う
な
漢
詩
文
調
や
中
国
趣
味
が
流
行
し

た
時
代
、
其
角
も
そ
の
主
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
句
も
ま
た
、
中

国
趣
味
を
表
現
す
る
た
め
に
「
函
谷
関
」
を
題
材
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
中
国
の
名
所
に
「
驢
馬
」
を
取
り
合
わ
せ
た
の
は
、
其
角

が
驢
馬
を
「
中
国
の
風
景
の
象
徴
」
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
発
想
は
、
中
国
を
象
徴
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
風
景
画
の
中
に
驢
馬

を
描
い
た
、
日
本
の
絵
師
た
ち
の
手
法
と
同
様
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
驢
馬
迎
」
と
は
其
角
の
造
語
で
あ
る
が
、「
駒
」
す
な
わ
ち
馬

を
「
驢
馬
」
に
取
り
替
え
、「
駒
迎
」
な
ら
ぬ
「
驢
馬
迎
」
と
い
う
表
現
を

生
み
出
し
た
発
想
は
、
前
章
で
触
れ
た
「
馬
を
驢
馬
に
置
き
換
え
る
」
と

い
う
五
山
詩
の
考
え
方
を
前
提
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
函
谷
関

に
驢
馬
が
い
る
」
と
い
う
中
国
の
風
景
を
た
だ
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、

日
本
の
「
駒
迎
」
と
い
う
伝
統
行
事
に
な
ぞ
ら
え
、
和
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
の

よ
う
に
仕
立
て
た
と
こ
ろ
は
、
漢
詩
に
は
な
い
、
俳
諧
な
ら
で
は
の
表
現



268

だ
と
言
え
る
。

　

な
お
、
判
詞
に
も
「
函
谷
関
の
驢
馬
」
と
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
芭

蕉
も
同
様
の
認
識
を
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
其
角
と
芭
蕉
に
は
、
次
の
よ
う
な
連
句
の
例
も
あ
る
。

飛
雨
台
ノ
跡
ハ
霞
ニ
空
シ
キ
ゾ　
　

桃
青

驢
馬
ノ
進
マ
ザ
ル
体
キ
ラ
キ
ラ
シ　
　

其
角

大
根
の
葉
越
の
関
の
こ
な
た
よ
り　

揚
水

 
（「
世
に
有
て
」
歌
仙
（
天
和
元
年
））

　

芭
蕉
の
前
句
の
「
飛
雨
台
」
は
、
曹
操
の
銅
雀
台
な
ど
に
擬
し
た
架
空

の
楼
閣
の
名
前
と
言
わ
れ
て
い
る
。
栄
華
の
象
徴
で
あ
っ
た
楼
閣
は
跡
形

も
な
く
、
た
だ
霞
が
立
ち
こ
め
る
ば
か
り
と
い
う
句
で
あ
る
。
抄
物
特
有

の
ゾ
体
を
用
い
た
句
作
り
は
明
ら
か
に
漢
詩
文
の
世
界
を
意
識
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
中
国
趣
味
の
前
句
に
合
わ
せ
、
其
角
は
驢
馬
が
の
ろ
の
ろ
と

遅
く
進
ま
な
い
と
付
け
、
そ
の
様
子
が
「
キ
ラ
キ
ラ
シ
」
と
か
え
っ
て
堂
々

と
し
て
立
派
で
あ
る
と
し
て
い
る）
18
（

。『
田
舎
の
句
合
』
と
同
様
に
、
其
角
は

意
図
的
に
「
中
国
の
風
景
の
象
徴
」
と
し
て
「
驢
馬
」
と
い
う
素
材
を
用

い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
歌
仙
は
才
丸
・
揚
水
と
の
四
吟
で
あ
る
た
め
、
驢
馬
に
関
す
る
理

解
は
、
決
し
て
芭
蕉
・
其
角
の
師
弟
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
わ

か
る
。
揚
水
の
付
句
に
あ
る
「
葉
越
の
関
」
も
架
空
の
名
所
で
あ
る
が
、

枕
詞
の
よ
う
に
「
大
根
の
葉
」
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
大
根
を
運
ぶ
「
大

根
馬
」
と
い
う
冬
の
季
語
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
連
想
し
た
付
け
で
あ
る
と

す
る
と
、
揚
水
は
前
句
の
「
驢
馬
」
を
「
馬
」
に
取
り
な
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
五
山
詩
の
「
馬
と
驢
馬
は
置
き
換
え
ら
れ
る
」
と
い
う
発
想
は
、

江
戸
時
代
の
俳
諧
作
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
別
段
奇
異
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

俳
諧
師
の
文
章
で
は
、
支
考
の
句
文
集
『
笈
日
記
』
に
も
同
様
の
認
識

を
示
し
た
例
が
あ
る
。
彦
根
藩
士
で
狩
野
派
に
絵
画
を
学
ん
だ
森
川
許
六

を
訪
ね
た
際
の
逸
話
で
あ
る
。

　

卯
月
十
八
日
許
六
亭
に
寄
宿
す
。
物
語
の
序
に
、
み
づ
か
ら
絵
か

き
た
る
色
紙
数
多
取
出
し
給
へ
る
に
、
人
々
の
筆
に
て
、
そ
の
人
の

ほ
つ
句
か
か
せ
を
き
け
る
が
、
巻
頭
は
先
師
ば
せ
を
庵
の
四
季
の
句

に
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
く
り
か
へ
し
た
る
中
に
、
梨
の
花
の
白
妙
に

咲
て
、
そ
の
陰
に
唐
め
き
ぬ
る
人
の
驢
馬
の
頭
引
た
て
背
む
き
に
乗

た
る
絵
の
侍
り
。
是
は
支
考
が
東
路
に
て
、
〽
馬
の
耳
す
ぼ
め
て
寒

し
梨
の
花
と
申
侍
し
ほ
つ
句
か
か
せ
む
と
思
へ
る
な
る
べ
し
。

　

さ
れ
ば
此
句
の
か
ら
め
き
て
、
詩
に
似
た
り
と
見
給
へ
る
眼
は
、

絵
を
得
て
俳
諧
を
さ
と
り
、
俳
諧
を
え
て
絵
に
う
つ
し
玉
へ
る
な
ら

ん
。
み
づ
か
ら
な
し
を
き
た
る
事
の
此
さ
か
ひ
に
い
た
ら
ざ
る
は
、
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絵
に
つ
た
な
き
ゆ
へ
な
ら
ん
と
、
い
と
ど
う
ら
や
ま
し
か
り
し
。

 

（『
笈
日
記
』
元
禄
八
年
序
）

　

彦
根
の
許
六
を
訪
ね
た
支
考
に
、
許
六
は
、
芭
蕉
を
は
じ
め
と
す
る
蕉

門
の
人
々
の
発
句
を
も
と
に
色
紙
に
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
句
の
作
者
に
発
句

を
揮
毫
し
て
も
ら
っ
た
も
の
を
見
せ
た
。
そ
の
色
紙
の
中
に
、
支
考
が
江

戸
で
詠
ん
だ
「
馬
の
耳
す
ぼ
め
て
寒
し
梨
の
花
」
と
い
う
句
を
題
材
に
し

た
絵
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
構
図
は
、
白
い
梨
の
花
の
蔭
に
、
支
考
の

句
に
あ
る
馬
で
は
な
く
、
驢
馬
に
乗
っ
た
人
の
後
ろ
姿
を
描
い
た
も
の
だ

っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
、
支
考
は
「
此
句
の
か
ら
め
き
て
、
詩
に
似
た
り
」

と
、
中
国
的
な
風
情
に
言
及
し
て
い
る
。
支
考
の
句
に
季
語
と
し
て
使
わ

れ
た
梨
の
花
は
、『
枕
草
子
』
に
も
記
さ
れ
る
と
お
り
、
和
歌
に
は
詠
ま
れ

ず
、
漢
詩
に
頻
出
す
る
中
国
趣
味
の
花
で
あ
る
。

　

ま
た
、
支
考
は
「
絵
を
得
て
俳
諧
を
さ
と
り
、
俳
諧
を
え
て
絵
に
う
つ

し
玉
へ
る
な
ら
ん
」
と
、
許
六
の
表
現
を
評
価
し
て
い
る
。
許
六
が
絵
画

の
素
養
が
あ
る
上
で
俳
諧
に
も
通
じ
、
双
方
の
知
識
を
も
と
に
し
て
絵
に

写
し
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
発
想
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
の
は
、
中

国
の
故
事
に
由
来
す
る
画
題
に
「
驢
馬
」
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
よ
く
用
い

ら
れ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
記
述
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
『
笈
日
記
』
の
逸
話
か
ら
は
、
支
考
と
許
六
も
、
芭
蕉
や
其
角
と

同
様
に
、
驢
馬
を
「
中
国
を
象
徴
す
る
動
物
」
か
つ
「
馬
と
置
き
換
え
ら

れ
る
動
物
」
と
、
中
世
以
来
の
概
念
に
従
っ
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
な
お
、「
唐
め
き
ぬ
る
人
の
驢
馬
の
頭
引
た
て
背
む
き
に
乗
た

る
」
と
い
う
構
図
は
、
詩
人
の
姿
を
描
く
「
騎
驢
図
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る

が
、
こ
の
文
章
か
ら
は
「
詩
人
の
象
徴
」
と
し
て
驢
馬
を
用
い
る
と
い
う

意
識
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
「
馬
」
を
「
驢
馬
」
に
置
き
換
え
る
こ
と

で
中
国
趣
味
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
歌
枕
の
パ
ロ
デ
ィ
や
漢
詩
文
調
、

そ
し
て
俳
画
と
、
い
ず
れ
も
俳
諧
な
ら
で
は
の
特
性
を
持
つ
が
、
そ
の
発

想
自
体
は
、
中
世
の
五
山
詩
で
用
い
ら
れ
た
驢
馬
の
解
釈
を
超
え
る
も
の

で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
驢
馬
が
直
接
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
芭
蕉
に

「
馬
ぼ
く
〳
〵
我
を
絵
に
見
る
夏
野
哉
」（
天
和
三
年
）
と
い
う
「
遅
い
馬
」

を
詠
ん
だ
句
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
句
に
つ
い
て
、「
騎
驢
図
」
の
影
響

を
指
摘
す
る
井
本
農
一
氏
の
先
行
研
究
が
あ
る
。

「
夏
馬
の
遅
行
」
は
措
辞
が
生
硬
で
ぎ
こ
ち
な
い
と
い
う
批
評
が
多

い
。
な
る
ほ
ど
表
現
と
し
て
は
、「
ぼ
く
〳
〵
」
ほ
ど
熟
し
た
も
の
に

な
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
言
葉
も
、
一
句
の
モ
チ
ー
フ
を

教
え
る
指
標
と
し
て
相
応
の
働
き
を
し
て
お
り
、
う
か
つ
に
看
過
せ

な
い
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
句
の
発
想
の
背
景
に
は
、
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中
世
の
禅
林
で
愛
好
さ
れ
た
杜
甫
騎
驢
図
、
杜
牧
騎
驢
図
、
蘇
軾
騎

驢
図
な
ど
、
中
国
文
人
の
騎
驢
図
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
夏
馬
の
遅
行
」
と
い
う
佶
屈
な
表
現
は
、
実
は
こ
の
発
想
の
ル
ー
ツ

を
暗
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
句
は

笠
き
て
馬
に
乗
っ
た
騎
馬
図
の
画
賛
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。（
中

略
）
と
ま
れ
、
深
川
の
泊
船
堂
の
生
活
ぶ
り
が
、
杜
甫
や
王
維
や
蘇

軾
ら
の
草
堂
生
活
に
あ
や
か
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
の
旅
に

関
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
中
国
の
詩
人
・
文
人
の
旅
姿
を
な
ぞ
る
よ
う
な

仕
方
で
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
注
目
さ

れ
て
い
い
こ
と
で
あ
ろ
う）
19
（

。

　

井
本
氏
が
問
題
と
し
て
い
る
「
夏か

馬ば

の
遅ち

行か
う

」
と
は
、『
一
葉
集
』（
湖

中
編
、
文
政
十
年
刊
）
所
収
の
別
案
「
夏
馬
の
遅
行
我
を
絵
に
見
る
心
か

な
」
の
こ
と
で
、
天
和
三
年
の
夏
、
甲
斐
の
国
で
作
ら
れ
た
初
案
に
近
い

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
句
形
で
あ
る）
20
（

。
先
述
の
漢
詩
文
調
が
流
行
し
て

い
た
頃
の
作
で
あ
り
、
こ
の
佶
屈
た
る
表
現
は
、
芭
蕉
も
傾
倒
し
て
い
た

中
国
趣
味
の
句
作
り
を
思
わ
せ
る
。

　

こ
の
句
形
に
お
い
て
、
芭
蕉
は
「
遅
行
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
「
馬
の

足
が
遅
い
」
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
前
章
で
『
玉
塵
抄
』
を
引
用
し
た

よ
う
に
、
日
本
人
の
驢
馬
の
理
解
は
「
足
モ
ナ
エ
テ
、
ハ
ヤ
ウ
エ
ア
ル
カ

ヌ
馬
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
芭
蕉
の
言
う
「
遅
行
」
は
こ
の
特
性
と
一

致
す
る
。
ま
た
、
井
本
説
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
改
作
を
経
て
も
変

化
の
な
い
中
七
「
我
を
絵
に
見
る
」
の
「
絵
」
と
い
う
言
葉
は
、
馬
に
乗

っ
た
人
物
の
姿
を
描
く
何
ら
か
の
画
題
を
想
像
さ
せ
る
。
馬
に
よ
く
似
た

驢
馬
を
描
く
「
騎
驢
図
」
も
当
然
、
連
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
隠
逸
を
志
し

て
い
た
芭
蕉
が
、
自
分
を
重
ね
る
対
象
と
し
て
、
俗
を
離
れ
て
生
き
る
中

国
の
詩
人
を
描
い
た
「
騎
驢
図
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
し
て
も
不
自

然
で
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
馬
は
、「
早
馬
」
な
ど
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
先
を

急
ぐ
た
め
に
用
い
る
乗
り
物
で
あ
る
。
し
か
し
隠
者
の
旅
は
、
特
に
急
ぐ

必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
『
玉
塵
抄
』
に
「
馬
上
デ
山
ヲ
ミ
面
白
処
ヲ
ナ
ガ

メ
テ
、
詩
ヲ
案
ジ
作
ニ
、
ヨ
イ
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
遅
い
方
が
都
合
が

良
い
の
で
あ
る
。

　

芭
蕉
は
「
自
分
が
馬
に
乗
る
の
は
決
し
て
急
ぐ
た
め
で
は
な
い
。
む
し

ろ
ゆ
っ
く
り
と
歩
ま
せ
る
こ
と
で
、
風
景
を
眺
め
句
を
案
じ
て
い
る
の
だ
」

と
示
す
た
め
に
、
当
初
は
「
遅
行
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
句
中
か
ら
「
遅
」
の
語
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
驢
馬
は
「
遅

い
馬
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一
般
に
存
在
す
る
の
で
、
騎
驢
図
を
連
想

さ
せ
る
中
七
「
我
を
絵
に
見
る
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
乗
る
馬
が
遅
い
と

い
う
こ
と
を
表
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
炎
天
下
の
夏
野
、
歩
ま
せ
る
馬
の

足
は
驢
馬
の
よ
う
に
遅
い
が
、
そ
の
遅
さ
が
む
し
ろ
詩
興
を
か
き
た
て
る
。
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馬
上
の
自
分
の
姿
は
、
ま
る
で
中
国
の
詩
人
を
描
い
た
「
騎
驢
図
」
の
よ

う
だ
と
い
う
の
が
、
こ
の
句
の
意
図
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
四
年
後
、
弟
子
の
乙
州
が「
草
あ
た
た
か
に
蹇

あ
し
な
へ

馬
の

夏
野
か
な
」（『
孤
松
』尚
白
編
、貞
享
四
年
刊
）と
い
う
句
を
詠
ん
で
い
る
。

「
夏
野
を
行
く
馬
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
芭
蕉
の
句
の
そ
れ
と
共
通
す

る
。
句
中
の「
蹇
馬
」と
は
、
前
章
の『
文
明
本
節
用
集
』『
易
林
本
節
用
集
』

に
も
あ
っ
た
驢
馬
の
別
名
で
、「
遅
い
馬
」
の
意
味
を
持
つ
。
乙
州
は
、
夏

の
暑
さ
に
足
取
り
の
重
く
な
る
馬
を
、
驢
馬
と
重
ね
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
芭
蕉
句
の
「
馬
ぼ
く
〳
〵
」
の
馬
が
「
騎
驢
図
」
を
背
景
に
持
つ

も
の
と
解
釈
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
こ
の
句
を
詠
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

芭
蕉
が「
馬
ぼ
く
〳
〵
」の
背
景
に
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
画
題「
騎
驢
図
」

に
描
か
れ
た
詩
人
た
ち
は
、
漢
詩
人
の
み
な
ら
ず
、
俳
諧
作
者
た
ち
も
偉
大

な
古
人
と
し
て
仰
ぎ
、
大
き
な
影
響
を
受
け
た
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
芭
蕉

の
場
合
、描
か
れ
た「
詩
人
」と
、現
実
の
日
本
で
馬
に
乗
っ
て
い
る「
我
」、

す
な
わ
ち
俳
諧
師
た
ち
の
姿
は
、
俗
を
離
れ
て
詩
歌
の
世
界
に
身
を
置
い

て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
旅
を
す
る
人
物
」
と
い
う
点
で
も
共
通
す
る
。

　

中
世
五
山
の
詩
僧
た
ち
は
、
自
ら
の
乗
る
馬
を
驢
馬
に
置
き
換
え
る
こ

と
で
、
杜
甫
な
ど
中
国
の
詩
人
に
自
分
を
な
ぞ
ら
え
る
描
写
を
し
て
い
た
。

芭
蕉
の
「
馬
」
を
「
驢
馬
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
中
国
の
詩
人
と
自
分

自
身
を
重
ね
る
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
は
、
五
山
詩
の
発
想
を
超
え
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
芭
蕉
の
句
は
、「
馬
を
驢
馬
に
見
立
て
る
」
と
い
う

漢
詩
の
手
法
を
更
に
反
転
さ
せ
て
、
騎
驢
図
の
「
驢
馬
」
を
思
わ
せ
つ
つ

も
、
現
実
の
通
り
「
馬
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
自
分
と
古
人
を

詩
歌
の
世
界
に
生
き
る
と
い
う
点
で
同
一
視
し
た
上
で
、「
驢
馬
」「
詩
人
」

を
、
あ
り
の
ま
ま
の
「
馬
」
と
「
我
」
に
取
り
な
す
と
い
う
逆
転
の
お
か

し
み
こ
そ
が
、
漢
詩
と
は
異
な
る
、
俗
文
芸
で
あ
る
俳
諧
ら
し
い
表
現
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五　
「
旅
す
る
詩
人
」
の
肖
像

　

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
通
覧
し
て
き
た
「
驢
馬
」
を
め
ぐ
る
表
現
が
後
世

に
与
え
た
影
響
を
、
芭
蕉
を
描

い
た
絵
画
か
ら
考
察
し
た
い
。

　

芭
蕉
の
旅
に
し
ば
し
ば
馬
が

使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
お
く

の
ほ
そ
道
」
な
ど
紀
行
文
に
も

言
及
が
あ
る
。
ま
た
、
芭
蕉
は

先
述
の
「
馬
ぼ
く
〳
〵
」
の
句

の
他
に
も
、
馬
に
乗
る
句
を
多

く
残
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

【図七】
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が
「
騎
驢
図
」
の
定
型
を
意
図
的
に
模
倣
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
【
図
九）

23
（

】（
夢
望
庵
文
庫
蔵
）
は
騎
馬
像
で
は
な
い
が
、
芭
蕉
没
後
か
ら

五
十
年
ほ
ど
後
に
活
動
し
た
彭
城
百
川
の
「
芭
蕉
像
自
画
賛
」
で
あ
る
。

宗
匠
頭
巾
を
か
ぶ
ら
な
い
姿
は
、
芭
蕉
座
像
と
し
て
は
珍
し
い
形
式
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
賛
文
に
注
目
し
た
い
。

此
翁
は
伊
賀
の
国
の
素
生
に
し
て
壮
年
に
は
拾
穂
庵

（
北
村
季
吟
）の

門
に
あ
そ
び

て
松
尾
宗
房
と
い
へ
り
。
官
を
辞
し
て
武
陵
深
川
に
寓
舎
を
か
ま
え
、

「
た
ら
ひ
に
雨
を
聞
夜
か
な
」
と
吟
ぜ
し
よ
り
世
の
人
芭
蕉
の
翁
と
は

称
し
侍
る
。
動
け
ば
杜
子
美
が
驢
に
跨
り
、
静
な
れ
ば
達
磨
の
草
座

に
屈
す
。
物
に
始
終
の
二
つ
を
悟
り
て
俳
諧
は
古
人
な
き
事
を
自
得

し
てふ

る
池
や
蛙
飛
込
む
水
の
音

此
句
を
正
風
の
亀
鑑
に
伝
ふ
。
ま
こ
と
に
俳
諧
元
祖
と
抑
揚
す

べ
き
事
な
り
。

　

賛
の
前
半
は
芭
蕉
の
生
い
立
ち
と
俳
号
に
つ
い
て
の
記
述
だ
が
、「
動
け

芭
蕉
の
騎
馬
姿
を
示
す
資
料
は
、
言
葉
の
上
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
門

人
た
ち
や
後
世
の
人
々
の
手
に
よ
る
芭
蕉
の
肖
像
画
の
中
に
は
、
馬
に
ま

た
が
る
姿
を
描
い
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　

例
え
ば
、【
図
七）
21
（

】（
天
理
図
書
館
蔵
）
は
芭
蕉
の
門
人
、
杉
風
が
描
い

た
芭
蕉
の
騎
馬
像
で
あ
る
。
画
賛
に
は
先
述
の
「
馬
ぼ
く
〳
〵
」
の
句
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、【
図
八）
22
（

】（
出
光
美
術
館
蔵
）
は
許
六
の
描
い

た
騎
馬
像
で
、「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
「
野
を
よ
こ
に
馬
引
き
む
け
よ
ほ
と

と
ぎ
す
」
の
発
句
切
れ
が
添
え
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
句
は
、
蕪
村
な
ど
も

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
題
材
と
し
た
絵
画
に
よ
く
用
い
て
い
る
）。
他
の
句

を
用
い
た
作
例
も
あ
り
、
こ
う
し
た
芭
蕉
自
身
の
馬
の
句
を
踏
ま
え
た
騎

馬
姿
の
肖
像
が
、
芭
蕉
像
の
一
典
型
と
し
て
、
没
後
間
も
な
く
か
ら
定
着

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、【
図
八
】
の
許
六
の
描
き
方
、
笠
と
蓑
を
身
に
つ
け
て
馬
に
跨
が

る
と
い
う
構
図
は
、
三
章
で
挙
げ
た
【
図
四
】
狩
野
山
雪
の
「
騎
驢
図
」

な
ど
の
典
型
と
通
う
も
の
が
あ
る
。
絵
に
描
か
れ
た
動
物
の
耳
は
短
く
、

驢
馬
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
狩
野
派
に
学
ん
だ
画
人
で
も
あ
る
許
六【図八】

【図九】
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ば
杜
子
美
が
驢
に
跨
り
、
静
な
れ
ば
達
磨
の
草
座
に
屈
す
」
と
、
芭
蕉
の

人
物
像
に
「
驢
馬
に
乗
る
杜
甫
」
と
「
座
禅
す
る
達
磨
」
を
重
ね
合
わ
せ

た
一
節
が
あ
る
。
前
者
は
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
な
ど
の
旅
の
様
子
、
後
者

は
「
幻
住
庵
記
」
な
ど
に
描
か
れ
た
庵
住
生
活
と
い
う
、
後
期
の
芭
蕉
に

典
型
的
な
二
つ
の
姿
を
示
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
百
川
は
、
庵
に
座
し
て
俳

諧
一
筋
に
生
き
よ
う
と
し
た
芭
蕉
を
達
磨
に
見
立
て
、
そ
の
対
句
と
し
て
、

旅
姿
を
「
驢
馬
に
乗
る
中
国
の
詩
人
」
に
た
ぐ
え
て
表
現
し
て
い
る
の
だ
。

　
「
騎
驢
人
物
」
と
い
う
造
形
が
、
杜
甫
に
限
ら
ず
隠
逸
・
清
貧
の
中
国
の

詩
人
と
結
び
つ
く
定
番
の
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。
そ
う
し
た
表
現
へ
の
言
及
を
芭
蕉
像
の
賛
に
用
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
当
然
、
芭
蕉
像
の
類
型
に
騎
馬
像
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
の

こ
と
だ
ろ
う
。
更
に
、
芭
蕉
を
慕
う
人
々
が
思
い
描
く
「
芭
蕉
の
騎
馬
像
」

の
源
流
が
、
馬
と
驢
馬
の
違
い
は
あ
れ
ど
も
、
中
国
の
詩
人
の
「
騎
驢
図
」

に
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
賛
文
か
ら
は
う
か
が
え
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
修
辞
は
、
芭
蕉
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
の
が
初

め
て
で
は
な
い
。
宗
祇
の
伝
記
資
料
と
し
て
知
ら
れ
る
景
徐
周
麟
「
種
玉

宗
祇
庵
主
肖
像
賛
」（『
翰
林
葫
蘆
集
』
所
収
）
に
も
、「
出
遊
名
区
賈
吟
仏

跨
驢
背
（
名
区
に
出
遊
す
る
こ
と
、
賈
吟
仏
の
驢
背
に
跨
る
が
ご
と
し
）」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
祇
を
驢
馬
に
乗
る
賈
島
に
た
と
え
て
い
る
。

　

宗
祇
も
ま
た
、
芭
蕉
が
慕
っ
た
古
人
の
一
人
で
あ
る
。「
騎
驢
図
」
と
は

構
図
が
異
な
り
、
武
将
の
出
陣
影
の
形
式
を
流
用
し
た
も
の
と
も
言
わ
れ

る
作
品
だ
が
、【
図
十）

24
（

】
狩
野
元
信
「
宗
祇
騎
馬
像
」（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

蔵
）
も
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
祇
『
筑
紫
道
記）

25
（

』
な
ど
中
世
の
連
歌
師

た
ち
の
紀
行
文
に
も
、
芭
蕉
の
そ
れ
と
同
様
に
馬
に
乗
る
場
面
が
見
ら
れ
、

連
歌
師
の
旅
の
実
態
も
こ
の
造
形
に
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
【
図
十
】
の
よ
う
な
「
宗
祇
騎
馬
像
」
に
も
、
そ
の
中
国

風
の
笠
な
ど
か
ら
、
戴
笠
の
形
式
を
有
す
る
「
騎
驢
図
」
と
の
関
連
を
指

摘
す
る
先
行
研
究
が
あ
る）
26
（

。
日
本
に
お
い
て「
騎
馬
の
旅
人
」を
描
く
画
題

に
は
、
業
平
の
「
東
下
り
図
」
や
定
家
の
「
佐
野
の
渡
り
図
」
も
あ
る
が
、

ど
ち
ら
も
烏
帽
子
姿
の
公
家
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
漂
泊
の
旅
人
の
先
例

と
し
て
は
西
行
が
い
る
が
、
近
世
期
に
広
く
読
ま
れ
た
『
西
行
物
語
』
に

馬
に
乗
る
場
面
は
見
ら
れ
ず
、「
富
士
見
西
行
」
な
ど
の
画
題
は
徒
歩
姿
で

あ
る
。
や
は
り
、
平
安
歌
人
の
業
平
、
定
家
、
西
行
ら
よ
り
は
、
中
国
の

【図十】
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詩
人
の
「
騎
驢
図
」
の
方
が
、
芭
蕉
や
宗
祇
の
騎
馬
戴
笠
図
と
重
な
る
部

分
が
大
き
い
。

　

す
で
に
室
町
時
代
当
時
、
連
歌
師
の
旅
の
実
態
や
、
紀
行
文
、
絵
画
な

ど
か
ら
、
宗
祇
に
「
馬
に
乗
っ
て
旅
を
す
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
成

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
、
先
例
と
し
て
「
馬
に
乗
る
芭
蕉
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、

「
馬
に
乗
る
宗
祇
」
の
姿
を
中
国
の
「
驢
馬
に
乗
る
詩
人
」
と
結
び
つ
け
る

考
え
方
も
、「
種
玉
宗
祇
庵
主
肖
像
賛
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
芭
蕉
の
騎
馬
像
に
引
き
継
が

れ
、【
図
七
】
や
【
図
八
】
の
よ
う
に
「
騎
驢
図
」
に
倣
っ
た
肖
像
や
、【
図

九
】
の
賛
の
よ
う
な
修
辞
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
中
国
で
は
、
驢
馬
と
馬
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
動
物
で
あ

っ
た
。
二
章
で
挙
げ
た
一
休
詩
の
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば
役
人
の
馬
に
対

比
さ
れ
る
隠
者
の
乗
り
物
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
そ
の
違
い
は
知
ら
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
本
論
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
実
の
日
本
に
驢

馬
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、「
詩
人
ら
し
さ
を
示
す
乗
り
物
」
と
い
う
側

面
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
中
国
文
学
で
は
そ
の
表
現
の
礎
と
な
っ
て

い
た
「
驢
馬
と
馬
と
の
象
徴
的
意
味
の
対
立
」
と
い
う
部
分
は
、
受
容
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
驢
馬
は
「
詩
思
に
適
し
た
」
特
性
を
持
つ
「
遅
い
馬
」

と
理
解
さ
れ
、
時
に
は
馬
と
混
同
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
馬
の
背
に
連
歌
師
や
俳
諧
師
が
乗
っ
た
場
合
、
馬
を
驢
馬
に
見
立
て
る

想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
で
、
馬
上
の
人
物
は
中
国
の
詩
人
た
ち
に
重
ね

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
混
濁
の
様
相
を
背
景
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
「
馬
に
乗
り

漂
泊
の
旅
を
す
る
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
中
国
の
詩
人
の
「
騎
驢
図
」

を
な
ぞ
っ
た
騎
馬
像
が
浸
透
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
騎
馬
像
は
、
日
本
独
自
の
「
驢
馬
」
観
を
背
景
に
、
武
者
絵
や
公
家

の
騎
馬
像
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　

芭
蕉
は
『
笈
の
小
文
』
で
、
自
ら
の
旅
の
有
様
を
見
つ
め
な
が
ら
、「
と

ま
る
べ
き
道
に
か
ぎ
り
な
く
、
立
つ
べ
き
朝
に
時
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

芭
蕉
の
旅
に
は
、
今
日
は
ど
こ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ど
こ
で

泊
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
朝
何
時
に
出
発
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
っ
た
制
約
は
な
い
。
心
の
赴
く
ま
ま
、
ゆ
っ
く
り
と
歩
み
を
進
め
、
句

を
吟
じ
な
が
ら
旅
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
勢
は
、
徒
歩
で
あ
っ
て
も

馬
に
乗
っ
て
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
騎
馬
の
芭
蕉
像
は
、
先
を
急
ぐ
た
め

に
馬
に
乗
る
芭
蕉
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
歩
む
馬
の
背
に
揺
ら
れ
な
が

ら
景
色
を
眺
め
句
を
吟
じ
る
芭
蕉
を
描
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
こ
に
は
、「
驢
馬
す
な
わ
ち
遅
い
馬
」
と
い
う
日
本
特
有
の
認
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識
の
も
と
、
芭
蕉
が
心
酔
し
て
い
た
中
国
の
詩
人
た
ち
を
描
い
た
「
騎
驢

図
」
が
透
け
て
見
え
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

芭
蕉
の
肖
像
の
一
典
型
と
し
て
、
騎
馬
像
と
い
う
形
式
が
人
々
の
間
に
広

ま
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
一
日
に
群
馬
県
立
女
子
大
学

に
て
行
わ
れ
た
、
第
三
十
三
回
和
漢
比
較
文
学
会
大
会
に
お
け
る
研
究
発

表
の
内
容
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
席
上
で
賜
り
ま
し
た
数
々
の

貴
重
な
御
教
示
に
、
心
よ
り
深
謝
い
た
し
ま
す
。

注
（
1
）　

以
降
、
俳
諧
の
用
例
は
、「
日
本
文
学W
eb

図
書
館 
和
歌
＆
俳
諧

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
社
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
2
）　

加
茂
儀
一
『
家
畜
文
化
史
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
昭
和
四
十
八

年
）

（
3
）　

本
文
は
『
五
山
文
学
新
集
五
』（
玉
村
竹
二
編
、
東
京
大
学
出
版

会
、
昭
和
五
十
二
年
）
に
拠
り
、
私
に
読
み
下
し
た
。

（
4
）　

中
国
で
は
「
ロ
バ
と
ウ
マ
」
と
い
う
意
味
の
語
に
な
る
が
、
日
本

で
は
「
ロ
バ
」
そ
の
も
の
を
指
す
。
室
町
頃
の
辞
書
類
に
用
例
が
見
ら

れ
る
言
葉
で
あ
る
。

（
5
）　

以
下
『
古
文
真
宝
前
集
』
の
本
文
は
、『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文

真
宝
』（
弘
化
四
年
刊
、
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
に
拠
り
、
訓
点
に
従
っ

て
私
に
読
み
下
し
た
。

（
6
）　
『
作
爲
方
法
的
漢
文
化
圏
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
）
所
収

（
7
）　

こ
の
文
中
の
「
驢
馬
」
と
は
「
ロ
バ
と
ウ
マ
」
を
意
味
す
る
言
葉

で
あ
る
。

（
8
）　

画
像
は
同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
引
用
し
た
。

（
9
）　

本
文
は
『
日
本
絵
画
論
大
系
二
』（
名
著
普
及
会
、
昭
和
五
十
五

年
）
に
拠
っ
た
。

（
10
）　
『
禅
林
画
賛 

中
世
水
墨
画
を
読
む
』（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
六
十
二

年
）

（
11
）　

画
像
は
『
日
本
の
水
墨
画
』（
東
京
国
立
博
物
館
、
平
成
二
年
）
か

ら
引
用
し
た
。

（
12
）　

張
伯
偉
氏
は
鄭
綮
の
逸
話
の
日
本
に
お
け
る
流
布
を
「
十
雪
詩
」

の
流
行
に
拠
る
も
の
と
類
推
さ
れ
て
い
る
が
、『
古
文
真
宝
』
原
注
（「
或

問
鄭
綮
詩
思
。
対
曰
。
詩
思
在
灞
橋
雪
中
、
驢
子
上
（
或
ひ
と
鄭
綮
に

詩
思
を
問
ふ
。
対
へ
て
曰
く
。
詩
思
は
灞
橋
の
雪
中
、
驢
子
の
上
に
在

り
）」）
や
作
法
書
類
の
引
用
の
影
響
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
13
）　

画
像
は
『
雪
舟　

没
後
500
年
特
別
展
』（
東
京
国
立
博
物
館
、
平
成

十
四
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
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（
14
）　

本
文
は
市
木
武
雄
『
梅
花
無
尽
蔵
全
注
釈
二
』（
続
群
書
類
従
完
成

会
、
平
成
五
年
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
訓
読
・
解
釈
は
一
部
市
木
氏
と

異
な
る
。

（
15
）　

こ
の
詩
自
体
は
文
明
十
七
年
の
項
に
入
る
。

（
16
）　

図
四
・
図
五
と
も
に
画
像
は
『
古
辞
書
大
系
』（
勉
誠
社
、
昭
和
五

十
四
年
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
17
）　

画
像
は
『
江
戸
初
期

無
刊
期
本
遊
仙
窟　

本
文
と
索
引
』（
和
泉
書
院
、
昭
和
五

十
四
年
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
18
）　

連
句
の
解
釈
は
阿
部
正
美
『
芭
蕉
連
句
抄 

三
』（
明
治
書
院
、
昭

和
四
十
年
）
に
拠
っ
た
。

（
19
）　

井
本
農
一
『
鑑
賞
日
本
の
古
典
14 

芭
蕉
集
』（
小
学
館
、
昭
和
五

十
七
年
）

（
20
）　

こ
の
句
に
は
様
々
な
別
案
が
残
さ
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
は
次
の

通
り
。

　
　
　
　
　
　

画
賛

か
さ
着
て
馬
に
乗
た
る
坊
主
は
、
い
づ
れ
の
境
よ
り
出
て
、
何

を
む
さ
ぼ
り
あ
り
く
に
や
。
こ
の
ぬ
し
の
い
へ
る
、
是
は
予
が

旅
の
す
が
た
を
写
せ
り
と
か
や
。
さ
れ
ば
こ
そ
三
界
流
浪
の
も
ゝ

尻
、
お
ち
て
あ
や
ま
ち
す
る
こ
と
な
か
れ
。

 

1　

馬
ぼ
く
〳
〵
我
を
ゑ
に
見
る
夏
野
哉　
　
　
（
水
の
友
）

 

2　

馬
ぼ
く
〳
〵
我
を
絵
に
み
ん
夏
野
哉　
　
　
（
真
蹟
短
冊
）

 

　
　
　

甲
斐
の
郡
内
と
い
ふ
処
に
到
る
途
中
の
苦
吟

 

3　

夏
馬
ぼ
く
〳
〵
我
を
絵
に
見
る
こ
こ
ろ
哉　
（
一
葉
集
）

 

4　

夏
馬
の
遅
行
我
を
絵
に
見
る
心
か
な　
　
　
（
一
葉
集
）

 

（
中
村
俊
定
校
訂
『
芭
蕉
俳
句
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
））

（
21
）
画
像
は
『
蕉
影
余
韻
』（
伊
藤
松
宇
編
、
昭
和
五
年
）
か
ら
引
用
し

た
。

（
22
）
画
像
は
『
芭
蕉
―
広
が
る
世
界
、
深
ま
る
心
―
』（
名
古
屋
市
博

物
館
、
平
成
二
十
四
年
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
23
）
画
像
は
乾
憲
雄
『
芭
蕉
翁
の
肖
像
百
影
』（
光
琳
社
出
版
、
昭
和
五

十
九
年
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
24
）
画
像
は
島
津
忠
夫
『
宗
祇
の
顔
』（
和
泉
書
院
、
平
成
二
十
三
年
）

か
ら
引
用
し
た
。

（
25
）「
賤
屋
の
内
に
駒
引
隠
し
」「
駒
打
早
め
」
な
ど
、
騎
乗
の
描
写
が
随

所
に
見
ら
れ
る
。

（
26
）
志
賀
太
郎
「
室
町
時
代
に
於
け
る
狩
野
派
肖
像
画
の
基
礎
的
研
究

―
騎
馬
の
宗
祇
像
を
中
心
に
」（「
鹿
島
美
術
財
団
年
報
」
二
十
号
、
平

成
十
四
年
）

（
な
か
む
ら　

ま
り
／
本
学
大
学
院
生
）


