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は
じ
め
に

　

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
九
月
、
芭
蕉
は
心
な
ら
ず
も
大
坂
に
老
体
を

運
ん
で
、
挙
句
の
果
て
に
翌
月
人
生
の
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

当
初
の
予
定
ど
お
り
に
、
ふ
た
た
び
江
戸
に
も
ど
っ
て
い
れ
ば
、
芭
蕉
の

人
生
の
み
な
ら
ず
、
俳
諧
世
界
に
ど
ん
な
展
開
が
あ
り
得
た
か
と
夢
想
す

る
と
、
徒あ

だ

事ご
と

と
は
い
え
、
無
念
の
想
い
が
過よ

ぎ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
予
定

外
の
浪
花
行
は
、
芭
蕉
本
人
に
と
っ
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
文
学

に
と
っ
て
も
大
き
な
悲
運
で
あ
り
、ま
た
計
り
知
れ
な
い
損
失
と
な
っ
た
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
一
か
月
余
の
大
坂
滞
在
が
、
芭
蕉
の
文
学
や

日
本
の
俳
諧
に
と
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
、
崇
遠
な
る
遺
産
を
の
こ
し

た
事
実
も
ま
た
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
来
坂
直
後
か
ら
の
体
調
不
良
の

な
か
に
あ
っ
て
、
と
き
に
応
じ
て
俳
席
を
か
さ
ね
つ
つ
詠
じ
ら
れ
た
句
の

な
か
に
は
、
軽
々
し
く
す
ば
ら
し
い
な
ど
と
い
う
語
で
済
ま
す
に
は
余
り

あ
る
、
深
淵
さ
や
尊
厳
さ
を
秘
め
た
作
が
存
す
る
こ
と
を
軽
視
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
一
読
胸
を
う
つ
名
句
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
俳
諧
ひ

と
筋
に
生
き
た
芭
蕉
の
人
生
そ
の
も
の
と
引
き
あ
う
重
み
を
も
つ
ほ
ど
の

作
品
す
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
句
も
、
そ
れ
だ
け
の
深
意
を
そ
な

え
た
発
句
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

所　

思

　
　

此
道
や
行
人
な
し
に
秋
の
暮

　

こ
の
掲
出
は
、
泥
足
編
『
其
便
』（
元
禄
七
年
刊
）
に
よ
っ
た
も
の
で
、

半
歌
仙
の
発
句
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
以
外

に
も
、
各
句
に
小
異
を
有
す
る
句
形
が
知
ら
れ
て
お
り
、
前
書
に
つ
い
て

俳
諧
”ひ
と
り
“
考

藤　

田　

真　

一
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も
、
有
無
を
含
め
て
多
様
な
か
た
ち
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、

日
付
の
明
確
な
資
料
と
し
て
は
、
九
月
二
十
三
日
付
の
意
専
・
土
芳
に
あ

て
た
書
簡
中
の
も
の
で
、「
秋
暮
」
と
い
う
前
書
と
と
も
に
、「
こ
の
道
を

行
人
な
し
に
秋
の
暮
」
と
詠
じ
ら
れ
た
句
形
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
九

月
二
十
五
日
付
の
曲
翠
宛
書
簡
で
は
、
同
句
形
を
し
る
し
た
あ
と
に
、「
人

声
や
此
道
か
へ
る
共と

も

句く

作づ
く
り

申
候
」
と
、
小
異
と
は
い
い
が
た
い
別
案
が

存
在
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

　

ま
た
芭
蕉
没
後
の
元
禄
八
年
八
月
に
出
さ
れ
た
支
考
編
『
笈
日
記
』
に

は
、
九
月
二
十
六
日
の
日
付
と
と
も
に
、
さ
ら
に
詳
し
い
経
緯
が
し
る
さ

れ
て
い
る
。

　
　
　
　

 

廿
六
日
は
清
水（

1
（

の
茶
店
に
遊
吟
し
て
、泥
足
が
集
の
俳
諧
あ
り
。

連
衆
十
二
人
。

　
　

人
声
や
此
道
か
へ
る
秋
の
く
れ

　
　

此
道
や
行
人
な
し
に
穐あ

き

の
暮

　
　
　

 

此
二
句
の
間
い
づ
れ
を
か
と
申
さ
れ
し
に
、「
こ
の
道
や
行
ひ
と

な
し
に
」
と
独
歩
し
た
る
所
、
誰
か
そ
の
後
に
し
た
が
ひ
候

そ
う
ら

半は
ん

と

て
、
そ
こ
に
「
所
思
」
と
い
ふ
題
を
つ
け
て
、
半
哥
仙
侍
り
。

　

こ
の
証
言
は
、
日
付
が
前
出
の
書
簡
と
は
明
ら
か
に
齟
齬
を
来
し
て
お

り
、前
書
も
見
過
ご
し
に
は
で
き
な
い
相
違
が
あ
る
の
で
、信
憑
性
を
疑
っ

て
み
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
編
者
の
支
考
も
こ
の
歌

仙
に
一
座
し
て
お
り
、
異
形
句
の
あ
り
様よ

う

も
不
審
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
た

だ
日
付
だ
け
が
事
実
を
疑
わ
せ
る
仕
儀
と
な
っ
て
い
る
。
か
り
に
日
付
を

支
考
の
記
憶
違
い
と
し
て
免
ず
れ
ば
、
不
審
は
い
ち
お
う
解
消
さ
れ
る
だ

ろ
う
。

　

そ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
前
書
で
あ
る
。
門
人
に
あ
て
た
手
紙
で

は
「
秋
暮
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
前
書
の
も
と
に
発
句
を
み
る
な
ら
、

と
り
あ
え
ず
は
、
人
っ
子
一
人
い
な
い
暮
秋
の
夕
暮
れ
時
の
、
寂
然
た
る

風
景
を
詠
じ
た
句
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
世
の
中
の
無
常
や
人
生
の
侘

び
め
い
た
息
吹
を
察
知
す
る
の
は
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
り
た
て

て
高
邁
な
文
学
性
を
導
く
と
ま
で
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
推
敲
に
あ
た
っ
て
、
前
出
の
前
書
「
所
思
」
を
置
い
て
解
し

て
み
る
と
、
た
ん
な
る
秋
暮
の
一
景
で
は
す
ま
な
く
な
る
。
所
感
、
思
念
、

想
念
な
ど
と
い
っ
た
、
人
生
観
や
思
想
性
に
比
肩
す
る
よ
う
な
観
念
が
交

錯
し
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
初
唐
・
宋
之
問
の
「
下
山
歌
」
の
初
句
「
下

嵩
山
兮
多
所
思

0

0

」（
嵩す

う

山ざ
ん

を
下
れ
ば
思
ふ
所
多
し
）
の
よ
う
に
、
文
学
的

情
意
を
い
う
こ
と
も
あ
る
。
芭
蕉
の
初
志
は
、
と
り
あ
え
ず
秋
景
の
一
様

相
を
と
ら
え
た
も
の
だ
っ
た
と
し
て
よ
い
が
、
心
の
知
れ
た
連
衆
と
座
を

く
む
う
ち
に
、
た
ん
な
る
一
景
で
は
す
ま
な
い
深
意
が
浮
揚
し
て
き
た
の
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か
も
し
れ
な
い
。
と
な
る
と
、
も
は
や
芭
蕉
個
人
の
一
存
で
は
す
ま
な
い

こ
と
に
な
り
、
本
句
に
ひ
そ
む
奥
深
い
内
意
を
浮
き
彫
り
に
し
つ
つ
味
わ

う
べ
き
一
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
本
句
を
見
な
お
す
な
ら
ば
、
こ
こ
ま
で
ひ
た
む
き
に
歩
ん
で

き
た
俳
諧
五
十
年
の
人
生
が
あ
り
、
多
く
の
仲
間
や
門
弟
た
ち
と
た
し
な

ん
で
き
た
俳
諧
文
芸
の
人
生
だ
っ
た
が
、
ふ
と
気
づ
く
と
、
こ
の
道
を
歩

む
の
は
わ
が
身
た
だ
一
人
し
か
い
な
い
風
景
が
眼
前
に
広
が
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
、
と
な
ら
な
い
か
。
そ
う
な
る
と
、
た
っ
た
”ひ

と
り
“
の
、
吾

の
み
の
俳
諧
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
を
致
す
ば
か
り
と
な
る
。

　

ほ
ん
の
い
ま
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
芭
蕉
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
は

最
晩
年
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
折
に
つ
け
明
滅
す
る
お

も
い
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
”ひ

と
り
“
と
い
う
一
点
を
見
す
え
つ
つ
、

「
行
人
な
し
に
」
と
感
慨
を
こ
め
た
芭
蕉
の
俳
諧
を
な
が
め
よ
う
と
試
み

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
”ひ

と
り
“
へ
の
視
点
が
、
俳
諧
と
い
う
文
芸
を

ふ
く
よ
か
に
培
っ
て
き
た
さ
ま
を
一
顧
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

一　

同
伴
の
よ
す
が

　
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
弥
次
郎
兵
衛
と
喜
多
八
を
待
た
ず
と
も
、
戦

闘
が
途
絶
え
、
道
路
網
や
航
路
が
整
備
さ
れ
た
江
戸
時
代
に
は
、
遠
路
に

連
れ
を
伴
う
こ
と
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
旅
姿
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
こ
と

も
な
げ
に
旅
を
繰
り
返
し
た
俳
人
た
ち
は
、
同
伴
に
せ
よ
、
付
き
添
い
に

せ
よ
、
随
身
・
下
男
に
せ
よ
、
関
係
は
各
様
で
あ
り
つ
つ
、
旅
は
二
人
以

上
連
れ
添
っ
て
な
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た（

2
（

。

　

俳
人
の
旅
行
記
と
い
え
ば
、
何
を
お
い
て
も
『
奥
の
細
道
』
が
ま
っ
さ

き
に
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
現
代
か
ら
振
り
返
っ
て
、
最
高
の
俳
諧
紀
行

文
学
で
あ
る
の
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
お
そ
ら
く
元
禄
以
後
の
俳
人
に
と
っ

て
、
ま
ず
も
っ
て
範
と
す
べ
き
、
味
わ
い
深
い
作
品
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
み
ち
の
く
紀
行
は
あ
こ
が
れ
の
旅
路
と
な
り
、
ひ
と
た
び
俳

句
作
者
を
志
し
た
か
ぎ
り
は
、
奥
州
は
生
涯
に
一
度
は
訪
ね
て
み
た
い
地

域
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
さ
ら
に
は
、
俳
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
べ

き
キ
ャ
リ
ア
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
「
奥
の
細
道
」
の
旅
も
、
け
っ
し
て
芭
蕉
の
一
人
旅
だ
っ
た
の

で
は
な
く
、
つ
ね
に
だ
れ
か
連
れ
添
う
人
物
が
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ

の
作
品
に
親
し
ん
だ
者
な
ら
す
で
に
周
知
の
こ
と
だ
が
、
出
発
の
江
戸
か

ら
、
奥
州
・
北
陸
を
経
由
し
て
、
終
着
の
大
垣
ま
で
、
ず
っ
と
同
一
人
物

が
芭
蕉
と
同
伴
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
同
行
者
に
焦
点
を
あ

て
て
、
改
め
て
旅
を
た
ど
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
『
奥
の
細
道
』
の
出
だ
し
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
月
日
は
百
代
の
過

客
に
し
て
、
行
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
」
と
、
人
生
を
旅
に
な
ぞ
ら
え
る
モ
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チ
ー
フ
の
こ
と
ば
で
始
ま
る
。
そ
し
て
住
み
な
れ
た
庵
を
離
れ
て
、
い
っ

た
ん
借
宅
に
移
り
、
い
ざ
旅
立
ち
と
い
う
前
夜
に
は
知
友
・
仲
間
や
門
人

が
送
別
会
を
催
し
て
く
れ
た
。そ
の
翌
朝
、別
れ
を
惜
し
み
つ
つ
船
に
の
っ

て
出
発
と
い
う
段
取
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、「
こ
と
し
元
禄
二

と
せ
に
や
、
奥
羽
長
途
の
行
脚
、
只
か
り
そ
め
に
思
ひ
た
ち
て
」
云
々
と
、

こ
の
大
旅
行
を
思
い
立
っ
た
い
わ
れ
を
吐
露
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
至
っ

て
も
な
お
同
行
者
の
存
在
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
単
身
旅
行
と
し
か
み
え

な
い
よ
う
に
つ
づ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
か
な
り
行こ

う

を
進
め
て
か
ら
、
よ

う
や
く
こ
の
文
言
に
逢
着
す
る
。

　
　

室
の
八
島
に
詣け

い

す
。
同
行
曾
良
が
曰い

は
く。

　

そ
う
、
同
行
者
が
あ
っ
た
の
だ
。
単
独
行
で
は
な
く
、
門
弟
の
曾
良
が

い
っ
し
ょ
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
曾
良
の
口
を
借
り
て
、
室
の
八
島
に
祀
ら

れ
る
大お

お

神み
わ

神
社
の
謂
わ
れ
が
述
べ
ら
れ
る
。
案
内
役
と
し
て
は
、
吉
川
惟

足
に
神
道
を
学
ん
だ
曾
良
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
の
場
で
の
登

場
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
室
の
八
島
と
い
え
ば
下
野
の
国
（
栃
木
県
）
に
あ
る

名
所
で
あ
る
、
江
戸
か
ら
は
す
で
に
か
な
り
の
距
離
を
行
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。「
弥
生
も
末
の
七
日
」（
曾
良
の
『
旅
日
記
』
に
よ
る
と
、
三
月

二
十
日
）
に
江
戸
を
出
て
、
室
の
八
島
に
至
る
の
は
三
月
二
十
九
日
、
翌

日
は
日
光
山
の
麓
に
宿
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
曾
良
に
室
の
八
島
の
神
社

を
紹
介
さ
せ
る
の
は
、
い
か
に
も
所
を
得
た
処
遇
と
言
え
る
が
、
そ
れ
に

し
て
も
、
出
発
か
ら
は
時
も
所
も
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
む
ろ
ん
そ
れ
が
作
者
芭
蕉
の
文
学
的
趣
向
と
い
え
ば
言
え
な
く
も
な

い
。
あ
る
い
は
、
同
行
者
の
存
在
は
、
言
わ
ず
と
も
知
れ
た
事
実
だ
っ
た

故
と
い
う
、
暗
黙
の
了
解
を
前
提
と
し
た
描
き
方
と
も
解
さ
れ
る
。

　

と
も
か
く
、
こ
の
旅
行
は
芭
蕉
と
曾
良
の
二
人
旅
だ
っ
た
こ
と
が
、
こ

こ
で
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
奥
州
一
円
を
経
て

北
陸
を
旅
す
る
あ
い
だ
、
ず
っ
と
続
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
（
越
後
路
で

一
日
、
別
行
動
が
あ
る
）。
曾
良
の
名
前
は
紀
行
文
の
折
に
つ
け
て
記
載

さ
れ
、
ま
た
時
に
応
じ
て
曾
良
作
の
発
句
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
や
が
て
、
こ
の
ペ
ア
が
崩
れ
る
と
き
が
や
っ
て
く
る
。
金
沢

を
過
ぎ
て
、
山
中
温
泉
に
た
ど
り
着
い
た
と
き
で
あ
る
。
曾
良
が
体
調
に

異
変
を
来
す
事
態
に
見
舞
わ
れ
た
。

　
　

 

曾
良
は
腹
を
病
て
、
伊
勢
の
長
島
と
云
所
に
ゆ
か
り
あ
れ
ば
、
先
立

て
行
に
、

　
　
　
　

行
〳
〵
て
た
ふ
れ
伏
と
も
萩
の
原　
　
　

曾
良
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こ
う
な
る
と
、
以
後
は
芭
蕉
の
ひ
と
り
旅
に
な
る
か
と
思
い
き
や
、
そ

う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
丸
岡
の
天
竜
寺
の
場
面
に
は
、「
金
沢
の
北
枝
と

い
ふ
も
の
、か
り
そ
め
に
見
送
り
て
此
処
ま
で
し
た
ひ
来
る
」
と
あ
っ
て
、

別
人
が
ち
ゃ
ん
と
芭
蕉
に
付
き
添
っ
て
旅
は
継
続
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
（
じ

つ
は
竹
意
も
同
行
）。
た
だ
し
丸
岡
か
ら
永
平
寺
を
経
て
福
井
に
至
る
ま

で
、
わ
ず
か
の
距
離
な
が
ら
、『
奥
の
細
道
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、
同
行
者

の
確
認
が
で
き
ず
、
芭
蕉
ひ
と
り
の
歩
行
だ
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
福
井
に
到
着
す
る
や
、
か
ね
て
顔
見
知
り
の
等
栽
と
い
う
「
隠

士
」
の
家
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
の
と
き
は
留
守
だ
っ
た
も
の
の
、
出
先
を

訪
ね
て
出
逢
い
、
久
闊
を
叙
す
る
こ
と
に
な
る
。
福
井
か
ら
敦
賀
の
津
ま

で
は
、
こ
の
等
栽
が
道
案
内
を
す
る
か
の
よ
う
に
同
行
す
る
。
敦
賀
で
は

ふ
つ
う
の
宿
に
泊
っ
た
よ
う
だ
が
、
種い

ろ

の
浜
へ
と
舟
遊
び
を
し
た
の
ち
、

い
よ
い
よ
大
垣
へ
向
か
お
う
と
す
る
と
き
、
芭
蕉
の
動
静
を
見
越
し
た
よ

う
に
、
弟
子
の
露
通
（
路
通
）
が
迎
え
に
来
て
い
た
。
そ
し
て
、
馬
ま
で

用
意
し
て
あ
り
、「
駒
に
た
す
け
ら
れ
て
大
垣
の
庄
に
入
」
と
い
っ
て
、

奥
州
・
北
陸
旅
行
を
終
焉
さ
せ
る
。
大
垣
に
つ
く
と
、
大
勢
の
門
人
ら
が

芭
蕉
の
到
着
を
出
迎
え
て
、
こ
の
大
旅
行
の
成
就
を
こ
と
ほ
ぎ
つ
つ
、「
奥

の
細
道
」
の
旅
も
と
り
あ
え
ず
一
段
落
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
全
行
程
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
江
戸
出
発
か
ら
大
垣
到
着
ま

で
の
旅
程
の
ほ
と
ん
ど
は
、
だ
れ
か
が
芭
蕉
に
連
れ
添
っ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。
わ
ず
か
に
丸
岡
か
ら
福
井
の
あ
い
だ
の
み
、
ひ
ょ
っ
と
し
て

ひ
と
り
き
り
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
れ
は
曾
良
の
体
の
変
調

が
も
た
ら
し
た
予
期
せ
ぬ
事
態
で
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
全
行
程
を
曾
良
が

と
も
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
は
、
曾

良
の
不
在
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
各
地
の
俳
人
た
ち
が
代
替
を
務
め
て
く

れ
た
。

　

こ
れ
が
芭
蕉
の
奥
州
旅
行
の
実
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

あ
え
て
最
長
の
「
奥
の
細
道
」
を
取
り
上
げ
た
の
だ
が
、
だ
れ
か
が
芭

蕉
と
旅
を
と
も
に
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は

な
か
っ
た
。
紀
行
文
と
し
て
残
さ
れ
た
作
品
を
中
心
に
、
数
あ
る
芭
蕉
の

旅
を
ざ
っ
と
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、『
野
ざ
ら
し
紀
行
』（『
甲
子
吟
行
』）
で
あ
る
。
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）
八
月
に
江
戸
を
発
足
し
て
、
故
郷
伊
賀
で
新
年
を
迎
え
、

畿
内
を
め
ぐ
っ
て
、
四
月
の
末
に
は
江
戸
に
も
ど
る
、
と
い
う
旅
で
あ
っ

た
。
こ
の
作
品
で
は
、冒
頭
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で
、「
何な

に

某が
し

ち
り
と
云
け
る
は
、

此
た
び
み
ち
の
た
す
け
と
な
り
て
、
万
い
た
は
り
心
を
尽
し
侍
る
。
常
に

莫
逆
の
交
ふ
か
く
、
朋
友
信
有
哉
此
人
」
と
紹
介
が
な
さ
れ
る
、
千
里
と

い
う
人
物
と
同
道
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
芭
蕉
の
も
と
で
俳
諧
を
や
っ
て

い
た
俳
人
だ
が
、
芭
蕉
の
帰
省
に
あ
わ
せ
て
い
っ
し
ょ
に
帰
る
こ
と
に

な
っ
た
よ
う
だ
。
実
家
は
大
和
の
国
竹
内
村
で
、
伊
賀
へ
の
行
路
と
ほ
ぼ
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重
な
る
旅
程
で
あ
っ
た
。

　

芭
蕉
は
前
年
に
没
し
た
亡
母
の
菩
提
を
弔
っ
た
の
ち
、
そ
の
ま
ま
千
里

の
帰
省
に
伴
い
、
竹
内
村
に
し
ば
ら
く
足
を
と
ど
め
た
あ
と
、
千
里
と
は

別
れ
て
さ
ら
な
る
旅
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
直
後
に
吉
野
を
訪
れ
る

そ
の
冒
頭
に
、「
独ひ

と
りよ

し
野
ゝ
お
く
に
た
ど
り
け
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、

ひ
と
ま
ず
は
単
独
旅
行
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
、
同
行

者
ら
し
き
人
物
は
描
か
れ
ず
、
ひ
と
り
旅
を
続
け
た
か
に
み
ら
れ
る
。
そ

し
て
大
垣
の
木
因
亭
に
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
句
を
し
た
た

め
る
。

　
　

死
に
も
せ
ぬ
旅
寝
の
果
よ
秋
の
暮

　

緊
張
感
す
ら
た
だ
よ
わ
せ
る
句
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
同
行
者
は
な
く
、

ず
っ
と
単
身
紀
行
だ
っ
た
か
に
み
え
る
。
た
だ
し
、
畿
内
を
ひ
と
め
ぐ
り

し
て
大
垣
の
木
因
亭
に
た
ど
り
着
い
た
と
こ
ろ
で
、右
の
一
句
を
よ
ん
で
、

旅
は
一
段
落
と
な
る
。
ふ
た
た
び
腰
を
上
げ
て
発
足
す
る
に
際
し
て
、
木

因
も
同
道
し
て
、
か
の
「
歌
物
狂
二
人
木
が
ら
し
姿
か
な
」（
木
因
『
桜

下
文
集
』）
の
詠
と
と
も
に
、
桑
名
ま
で
行
を
と
も
に
す
る
。
こ
こ
で
行0

脚
狂
い
の
同
志

0

0

0

0

0

0

が
連
れ
添
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

芭
蕉
は
そ
の
足
で
名
古
屋
に
至
る
や
、『
冬
の
日
』
五
歌
仙
を
な
し
と

げ
る
ほ
ど
の
連
衆
に
恵
ま
れ
る
が
、
年
末
に
は
ひ
と
り
故
郷
伊
賀
へ
と
再

度
の
帰
省
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
新
年
を
過
ご
し
た
翌
春
、
故
郷
を
た
っ

て
、
奈
良
か
ら
京
・
近
江
を
め
ぐ
り
、
い
よ
い
よ
江
戸
を
め
ざ
し
て
東
海

道
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
帰
途
が
開
始
さ
れ
た
直
後
、
感
激
的
な
出
会

い
を
な
す
事
件

0

0

に
遭
遇
す
る
。

　
　
　
　

水み
な

口く
ち

に
て
二
十
年
を
経
て
、
故
人
に
逢
ふ

　
　

命
二

ツ
の
中
に
生い

き

た
る
桜
哉

　
「
故
人
」
と
は
昔
馴
染
み
、
こ
こ
で
は
伊
賀
の
知
友
土
芳
（
服
部
氏
）

を
さ
す
。
二
十
年
ぶ
り
の
再
会
だ
っ
た
と
い
う
。「
命
二

ツ
の
中
」
と
は
、

た
ん
に
久
し
ぶ
り
に
出
会
っ
た
ふ
た
り
、
な
ど
と
い
っ
た
型
ど
お
り
の
物

言
い
で
は
す
ま
な
い
重
み
を
有
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
や
は
り
ひ
と
り

旅
の
な
か
で
の
再
会
と
な
れ
ば
、
感
激
ひ
と
し
お
の
響
き
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
ま
い
。

か
く
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
後
半
は
、
ほ
と
ん
ど
単
独
旅
行
で
あ
り

つ
つ
、
風
雅
の
同
心
者
の
許
を
訪
ね
て
回
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
こ
う
し

た
劇
的
な
対
面
を
果
た
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

さ
て
、「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
上
方
旅
行
か
ら
江
戸
に
帰
っ
て
三
年
後
、

常
陸
の
国
鹿
島
へ
と
小
旅
行
に
出
か
け
る
。
こ
の
と
き
の
連
れ
合
い
は
一
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人
で
は
な
か
っ
た
。「
と
も
な
ふ
人
ふ
た
り
、
浪
客
の
士
ひ
と
り
、

ひ〳
と
り〵

は
水
雲
の
僧
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
浪
客
の
士
と
は
曾
良
を
さ
し
、
水

雲
の
僧
と
は
深
川
の
芭
蕉
庵
の
と
な
り
に
住
ん
で
い
た
宗
波
の
こ
と
で
あ

る
。
旧
知
の
間
柄
だ
っ
た
鹿
島
・
根
本
寺
の
仏
頂
和
尚
を
訪
ね
て
、
月
見

を
と
も
に
す
る
旅
と
な
っ
た
。

　

同
じ
貞
享
四
年
の
初
冬
に
は
、
ふ
た
た
び
帰
省
を
か
ね
た
上
方
旅
行
を

実
施
し
た
。
こ
の
と
き
の
こ
と
を
し
る
し
た
紀
行
文
が
、『
笈
の
小
文
』

と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
一
筋
縄
で
は
い
か

な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
、
第
二
・
第
三
章
で
改
め
て
取
り
上
げ

る
こ
と
に
す
る
。

　

た
だ
し
そ
の
帰
路
は
、
名
古
屋
か
ら
美
濃
を
経
由
、
信
州
を
ま
わ
っ
て

帰
江
す
る
と
い
う
旅
と
な
り
、
別
途
い
わ
ゆ
る
『
更
科
紀
行
』
と
い
う
作

品
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
笈
の
小
文
」
と
切
り
離
し
て
独
立

し
た
旅
行
と
考
え
て
み
る
と
、
同
行
者
は
以
下
の
文
章
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

と
も
に
風
雲
の
情
を
く
る
は
す
も
の
又
ひ
と
り
、
越
人
と
云
。
木
曽

路
は
山
深
く
道
さ
が
し
く
、
旅
寐
の
事
も
心
も
と
な
し
と
、
荷
兮
子

が
奴
僕
を
し
て
お
く
ら
す
。

　

こ
こ
で
は
、
門
人
の
越
人
に
加
え
て
、
旅
の
助
け
と
し
て
、
荷
兮
の
下

男
が
付
き
添
っ
て
く
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
同
伴
者
は
風
雅

を
と
も
に
す
る
旅
客
の
み
な
ら
ず
、
時
に
よ
っ
て
は
、
足
も
と
や
身
の
周

り
を
世
話
す
る
下
働
き
の
者
の
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
あ
と
の
旅
と
な
る
と
、
す
で
に
一
覧
し
た
「
奥
の
細
道
」
の
旅
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
奥
州
旅
行
の
あ
と
は
、
し
ば
ら
く
上
方
近
辺
を

遊
歴
し
た
の
ち
、
元
禄
四
年
九
月
末
に
ふ
た
た
び
江
戸
に
向
か
っ
て
旅
立

つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
描
い
た
紀
行
作
品
は
な
い
の
だ
が
、
血
縁
の
あ

る
門
人
の
桃
隣
が
同
行
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
芭
蕉
最

後
の
旅
と
な
る
、
元
禄
七
年
五
月
に
江
戸
を
た
つ
際
に
は
、
二
郎
兵
衛
が

連
れ
添
っ
て
東
海
道
を
帰
省
の
途
に
つ
く
。

　

以
上
の
ご
と
く
、
わ
か
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
遠
路
に
お
も
む
く
芭

蕉
の
旅
に
は
、
ほ
ぼ
つ
ね
に
誰
か
が
付
き
添
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

単
身
旅
行
は
よ
ほ
ど
例
外
的
だ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二　
「
旅
は
道
づ
れ
」

　

連
れ
合
い
を
伴
っ
て
旅
に
出
る
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん
芭
蕉
ば
か
り
で

は
な
い
。
四
十
そ
こ
そ
こ
で
「
翁
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、

早
く
か
ら
芭
蕉
が
年
寄
り
じ
み
て
、
同
伴
者
の
介
添
え
が
必
要
だ
っ
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
蕉
門
撰
集
な
ど
の
俳
書
の
そ
こ
こ
こ
に
旅
を
テ
ー
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マ
に
し
た
句
文
が
見
ら
れ
る
が
、
単
身
の
旅
で
は
な
く
、
複
数
で
旅
す
る

場
面
を
詠
じ
る
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
発
句
に

か
ぎ
っ
て
い
く
つ
か
を
掲
出
し
て
み
よ
う（

3
（

。

　
　
　
　

さ
ら
し
な
に
行
人
々
に
む
か
ひ
て

　
　

更
級
の
月
は
二
人（

4
（

に
見
ら
れ
け
り　
　
　
　

荷
兮
（『
あ
ら
野
』）

　
　
　
　

 

越
の
新
潟
と
云
所
よ
り
、
し
れ
る
人
の
お
く
り
け
る
に
別
る
ゝ

と
て

　
　

馬
駕
に
わ
か
れ
て
ふ
た
り
秋
の
く
れ　
　
　

千
那
（『
鎌
倉
海
道
』）

　
　

む
か
し
と
や
二
人
行
脚
の
盆
せ
し
が　
　
　

曾
良
（『
続
別
座
敷
』）

　
　
　
　

行
脚
の
僧
と
つ
れ
だ
ち
て

　
　

い
ざ
我
も
鉢
の
供
せ
ん
け
し
の
花　
　
　
　

露
川
（『
男
風
流
』）

　

最
初
の
荷
兮
の
句
は
、芭
蕉
と
越
人
の
更
科
月
見
行
の
送
別
吟
で
あ
る
。

二
句
め
は
、
ど
う
い
う
旅
か
知
れ
な
い
が
、
旅
立
つ
者
が
詠
む
留
別
の
句

で
あ
る
。
あ
と
の
二
句
は
そ
れ
ぞ
れ
、旅
中
に
詠
ま
れ
た
作
と
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
二
人
連
れ
の
旅
の
句
は
、
撰
集
を
ひ
も
と
く
と
頻
繁
に
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
露
川
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
ん
な
作
も
見
い

だ
せ
る
。

　
　

誰
も
い
ふ
旅
は
道
づ
れ
老
の
坂　
　
　
　
　

露
川
（『
幾
人
水
主
』）

　

こ
の
句
は
、
い
わ
ゆ
る
「
旅
は
道
連
れ
世
は
情
け
」
の
慣
用
語
を
援
用

し
な
が
ら
、
手
を
携
え
て
老
齢
の
坂
道
を
這
い
の
ぼ
る
さ
ま
が
詠
ま
れ
て

い
る
。
人
生
を
旅
に
な
ず
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
老
来
、
助
け
合
っ
て
生

き
抜
こ
う
と
い
う
句
作
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
そ
の
露
川
の
紀
行
文
『
宝
永
己
丑
美
濃
吟
行
』
の
冒
頭
は
、
こ
ん

な
か
た
ち
で
始
ま
る
。

　
　

宝
永
六
の
華
、
漸
納
ま
る
比
、
呑ど

ん

水す
い

子
を
伴
ひ
て
、
東
の
美
濃
路
に

趣
け
る
。
其
日
雨
そ
ぼ
降
け
れ
ば
、

　
　
　
　

春
雨
の
美
濃
路
を
茶
の
み
行
脚
哉

　

ま
さ
に
茶
飲
み
友
だ
ち
ど
う
し
の
、二
人
連
れ
行
脚
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

許
六
編
『
本
朝
文
選
』
所
収
の
「
旅

ノ
賦
」
に
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一

節
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

道
づ
れ
の
上
を
い
は
ゞ
、
船
―
頭
の
胸
づ
く
し
を
と
り
、
駕
籠
廻

し
を
た
ゝ
き
、
馬
さ
し
と
つ
か
み
合
、
一
―
僕
の
跡
に
さ
が
る
を

ね
め
ま
は
し
、
鶏
の
な
か
ぬ
に
つ
れ
の
男
を
起
し
、
挑
灯
と
ぼ
し
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て
夜
―
道
を
行
を
手
柄
と
し
、
入
―
湯
の
一
―
番
に
入
り
た
が
る
は

何
の
為
ぞ
や
。

　

こ
こ
で
は
、道
連
れ
の
旅
姿
を
や
や
皮
肉
め
い
た
口
調
で
描
い
て
い
る
。

湖
水
河
川
を
運
ぶ
船
頭
の
姿
を
み
れ
ば
胸
倉
を
つ
か
み
も
し
、
宿
駅
で
荷

物
の
差
配
を
す
る
馬
差
し
の
役
人
と
は
と
っ
組
み
合
い
も
す
る
、
下
男
面

の
男
に
は
後
ろ
か
ら
に
ら
み
つ
け
る
か
と
思
え
ば
、
鶏
が
鳴
く
前
の
真
っ

暗
な
道
を
行
く
の
を
手
柄
顔
で
威
張
っ
て
見
せ
、
宿
に
着
け
ば
一
番
風
呂

に
入
り
た
が
る
、
こ
ん
な
不
届
き
者
で
も
道
連
れ
に
は
違
い
な
い
の
だ
と

い
う
。
か
な
り
極
道
ぶ
っ
た
、
目
を
そ
む
け
た
く
な
る
よ
う
な
手
合
い
で

は
あ
る
が
、
現
実
に
は
こ
う
い
っ
た
同
行
者
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　
『
本
朝
文
選
』
に
は
ま
た
別
に
、
こ
ん
な
道
連
れ
の
出
立
ち
も
描
か
れ

て
い
る
。

　
　

笠
は
あ
る
に
ま
か
せ
、
雨
を
し
の
ぐ
物
に
菅
―
蓑
は
あ
れ
ど
、
今

―
様
は
合
―
羽
で
仕
廻
ふ
。
銭
を
入

レ
た
る
は
草
―
鞋
一
―
足
に
て
、

天あ
っ
ぱ
れ

―
晴
旅
―
人
の
出
―
立
は
出
来
た
り
。

　

こ
れ
は
「
南
行

ノ
紀
」
と
題
さ
れ
た
文
章
で
、
李
由
と
許
六
の
合
作
と

な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
両
名
同
行
の
旅
姿
を
面
白
お

か
し
く
描
い
て
見
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
旅
中
で
も
、「
布
―

引
―
山
の
山
―
中
に
、道
づ
れ
せ
ば
や
と
見
れ
ば
、見
し
れ
る
聖
な
り
け
り
」

と
、
偶
然
に
も
知
り
合
い
の
僧
侶
に
出
会
っ
て
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
て
ゆ
く
と
、
同
行
者
が
二
人
、
三
人
と
複
数
で
旅
を
す
る

の
は
、
江
戸
の
時
代
に
す
で
に
ご
く
ふ
つ
う
の
あ
り
よ
う
で
、
芭
蕉
が
同

伴
者
と
も
ど
も
旅
す
る
と
い
う
の
が
特
異
な
例
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。
こ
の
現
象
は
元
禄
期
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
い
ち

い
ち
文
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
中
興
期
で
も
た
と
え
ば
、
也
有

の
俳
文
集
『
鶉
衣
』
や
、
蝶
夢
の
数
々
の
紀
行
文
に
お
い
て
も
、
旅
に
で

る
と
な
る
と
、
な
に
が
し
か
の
人
物
が
連
れ
添
っ
て
い
る
さ
ま
が
見
て
取

れ
る
。
こ
れ
が
四
国
八
十
八
箇
所
廻
り
と
も
な
る
と
、
ま
る
で
現
代
の
ツ

ア
ー
に
も
等
し
い
団
体
旅
行
と
な
る
。

　

と
な
る
と
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
貞
享
四
年
の
「
笈
の
小
文
」
の
と
き
も
、

と
も
に
旅
を
す
る
連
れ
が
あ
っ
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

と
き
は
、
江
戸
出
発
に
先
立
っ
て
、
盛
大
な
送
別
会
が
催
さ
れ
た
も
の
の
、

同
伴
者
の
存
在
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
ま
た
ま
な
の
か
、
あ
る

い
は
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
、
ま
っ
た
く
不
明
な
が
ら
、

江
戸
出
発
は
芭
蕉
ひ
と
り
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
途
中
か
ら
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そ
の
様
相
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
『
笈
の
小
文
』
に
描
か
れ
る
旅
立
ち
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

草
庵
に
酒し

ゅ

肴か
う

携
へ
来
り
て
行
衛
を
祝
し
、
名
残
を
お
し
み
な
ど
す
る

こ
そ
、
ゆ
へ
あ
る
人
の
首か

ど
で途

す
る
に
も
似
た
り
と
、
い
と
物
め
か
し

く
覚
え
ら
れ
け
れ
。

　

自
分
じ
し
ん
の
出
発
が
、
ま
る
で
高
い
身
分
や
由
緒
正
し
き
人
物
を
送

る
と
き
に
も
似
た
物
々
し
い
祝
賀
で
あ
っ
た
と
、
や
や
自
嘲
気
味
な
物
言

い
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
祝
宴
の
よ
う
す
は
、『
句
餞
別（

5
（

』
の
な
か
に
く

わ
し
く
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
句
友
と
も
い
う
べ
き
素
堂
は
、
以
下
の
よ
う

に
物
め
か
し
て
序
し
て
い
る
。

　
　
　
　

芭
蕉
庵
主
、
し
ば
ら
く
故
国
に
か
へ
り
な
ん
と
す
。
と
め
る
人

は
た
か
ら
を
送
り
、
才
あ
る
人
は
こ
と
ば
を
送
る
べ
き
に
、
我

此
二
ツ
に
あ
づ
か
ら
ず
。
む
か
し
も
ろ
こ
し
の
さ
か
ひ
に
か
よ

ひ
け
る
こ
ろ
、
一
ツ
の
烏
巾
を
得
た
り
。
こ
れ
を
あ
た
へ
て
、

た
か
ら
と
才
に
か
ふ
る
も
の
な
ら
し
。

　
　

も
ろ
こ
し
の
よ
し
の
ゝ
奥
の
頭
巾
か
な　
　
　

素
堂
山
子

　

芭
蕉
の
旅
立
ち
に
あ
た
っ
て
、
相
応
の
金
銭
の
な
け
れ
ば
、
気
の
き
い

た
句
文
の
才
能
も
な
い
お
の
れ
は
、
た
だ
最
近
手
に
入
れ
た
ま
っ
黒
の
頭

巾
を
差
し
上
げ
る
能
し
か
あ
り
ま
せ
ん
、
と
卑
下
め
か
し
た
送
別
吟
を
託

し
た
。
い
か
に
も
俳
士
の
送
別
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
発
句
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
頭
巾
が
芭
蕉
に
お
似
合
い
だ
と
い
う
賛
美
を
こ
め
て
詠
ん
だ

の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

そ
の
場
に
は
、
奥
州
磐
城
平
藩
主
内
藤
家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
て
、

俳
人
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
、
所え

に
し縁

深
き
露
沾
も
同
席
し
て
い
た
。
そ

ん
な
人
物
が
、
こ
の
一
句
を
詠
じ
て
芭
蕉
の
旅
立
ち
を
賀
し
た
。

　
　

時
は
秋
吉
野
を
こ
め
し
旅
の
つ
と　
　
　
　
　

露
沾

　

そ
し
て
こ
の
句
に
芭
蕉
は
、「
雁
を
と
も
ね
に
雲
風
の
月
」
と
脇
を
付

け
た
。
以
下
付
句
を
重
ね
て
、
六
吟
の
歌
仙
を
成
就
さ
せ
て
い
る
。
露
沾

発
句
に
は
、「
旅
泊
に
年
を
越
て
、よ
し
の
ゝ
花
に
こ
ゝ
ろ
せ
ん
事
を
申
す
」

と
前
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
発
句
の
中
七
「
吉
野
を
こ
め
し
」
に

映
発
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
笈
の
小
文
』
で
は
、
前
書
は
省
か
れ
て
い
て
、
発
句
の
み

と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
歌
仙
も
『
笈
の
小
文
』
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、「
は
な
む
け
の
初
と
し
て
、
旧
友
・
親
疎
・
門
人
等
、
あ
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る
は
詩
歌
文
章
を
も
て
訪
ひ
、
或
は
草
鞋
の
料
を
包
て
志
を
見
す
」
と
、

『
句
餞
別
』で
餞
別
の
賀
宴
の
に
ぎ
わ
い
ぶ
り
を
叙
し
て
あ
る
文
章
が
、「
詩

歌
文
章
を
も
て
訪
」
れ
た
さ
ま
と
し
て
丹
念
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。『
句

餞
別
』
で
は
ま
さ
し
く
漢
詩
・
和
歌
・
発
句
、
そ
れ
に
連
句
と
、
盛
り
沢

山
の
送
別
詩
句
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
乞こ

つ

食じ
き

ご
と
き
隠
者
俳
人
と

自
他
共
に
許
し
て
い
た
は
ず
の
芭
蕉
に
は
、
ま
る
で
不
相
応
な
送
別
会
の

に
ぎ
に
ぎ
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

送
別
会
の
雰
囲
気
に
は
、
言
い
古
さ
れ
た
わ
び

0

0

・
さ
び

0

0

の
観
念
を
捨
て

去
っ
た
か
の
よ
う
に
、
久
し
ぶ
り
の
故
郷
帰
り
と
あ
っ
て
、
旅
行
の
成
果

に
た
い
す
る
期
待
が
こ
め
ら
れ
た
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。
あ
た
か
も
ま
っ

た
く
芭
蕉
ら
し
く
な
い
と
は
い
え
、
あ
る
意
味
で
は
、「
俳
隠
」
の
隠
れ

蓑
を
脱
ぎ
去
っ
た
芭
蕉
本
然
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
高
揚
を
背
景
に
し
た
旅
立
ち
だ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
旅
に
何
某
か
の
同
行
者
の
存
在
は
気
配
す
ら
み
ら
れ
な

い
。
紀
行
文
『
笈
の
小
文
』
で
は
、
首
途
に
異
例
な
物
め
か
し
さ
を
示
し

た
直
後
、「
抑
道
の
日
記
と
い
ふ
も
の
は
」
で
始
ま
る
、
周
知
の
紀
行
文

論
を
展
開
、
そ
れ
が
一
段
落
す
る
や
、
一
気
に
尾
張
の
鳴
海
ま
で
飛
ん
で

し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
発
足
の
具
体
的
な
叙
述
も
な
け
れ
ば
、『
野

ざ
ら
し
紀
行
』
に
お
け
る
ご
と
き
東
海
道
の
景
も
描
か
れ
な
い
。
も
ち
ろ

ん
同
行
者
の
有
無
に
は
い
っ
さ
い
触
れ
な
い
ま
ま
に
、
鳴
海
ま
で
来
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
事
実
と
し
て
は
、
鳴
海
か
ら
保
美
ま
で
越
人

が
同
行
し
て
い
る
が
、
紀
行
文
に
は
い
っ
さ
い
し
る
さ
れ
な
い
。
故
意
に

伏
せ
た
の
か
、
も
し
く
は
テ
キ
ス
ト
の
問
題
か
、
た
だ
ち
に
は
判
断
で
き

な
い
。三　

「
ひ
と
り
」
か
ら
「
ふ
た
り
」
へ

　

こ
う
し
て
見
て
ゆ
く
と
、
こ
の
種
の
慣
れ
た
上
方
旅
行
は
お
よ
そ
単
独

行
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
ま
た
ち
が
っ
て
い
る
。
鳴
海
を
過
ぎ
た

と
こ
ろ
で
、「
京
ま
で
は
ま
だ
半
空
や
雪
の
雲
」
の
句
を
書
き
つ
け
た
か

と
お
も
う
と
、
つ
ぎ
に
は
い
き
な
り
こ
ん
な
文
章
が
や
っ
て
く
る
。

　
　

三
川（

河
（の

国
保
美
と
い
ふ
処
に
、
杜
国
が
し
の
び
て
有
け
る
を
と
ぶ
ら

は
む
と
、
ま
づ
越
人
に
消
息
し
て
、
鳴
海
よ
り
跡
ざ
ま
に
二
十
五
里

尋
か
へ
り
て
、
其
夜
吉
田
に
泊
る
。

　

杜
国
と
い
え
ば
、
先
年
の
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
途
次
、
名
古
屋
で
五

巻
の
歌
仙
を
巻
い
た
と
き
の
連
衆
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
一
連
衆
と
い
う
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
旅
を
終
え
る
に
際
し
て
、
名
古
屋
連
衆
の
う
ち
杜
国
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に
だ
け
、「
白
げ
し
に
は
ね
も
ぐ
蝶
の
形
見
哉
」
の
句
を
送
っ
た
と
い
う

ほ
ど
に
、
目
を
か
け
た
人
物
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
日
、
商
売
上
の
罪
に

座
し
て
、渥
美
半
島
の
三
保
に
流
罪
に
あ
う
と
い
う
悲
運
に
見
舞
わ
れ
た
。

事
件
は
旅
中
、
お
そ
ら
く
名
古
屋
近
く
で
知
っ
た
の
だ
ろ
う
、
芭
蕉
は
杜

国
に
逢
う
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
道
を
引
き
返
す
決
意
を
示
し
た
。
越
人
が
同

行
し
、
途
中
の
吉
田
で
一
夜
を
と
も
に
し
て
、
こ
の
一
句
書
き
残
し
た
。

　
　

寒
け
れ
ど
二
人
寐
る
夜
ぞ
頼
も
し
き

　

路
程
を
わ
ざ
わ
ざ
反
転
す
る
芭
蕉
の
行
動
、
そ
し
て
罪
科
に
見
舞
わ
れ

て
異
郷
に
あ
る
か
の
ひ
と
と
の
再
会
を
め
ざ
す
、
こ
う
し
た
切
実
な
思
い

が
み
ご
と
に
表
出
さ
れ
た
一
句
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
七
の
「
二
人
」

の
文
字
が
、
両
者
支
え
あ
う
切
実
な
思
い
を
如
実
に
し
め
し
て
い
る
。
久

闊
を
叙
す
と
い
っ
た
相
応
の
期
待
感
と
、
こ
の
人
物
へ
の
特
別
の
情
感
が

交
差
し
て
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
温
か
み
が
か
も
し
だ
さ
れ
る
。
ひ
ょ
っ

と
し
て
、
杜
国
の
身
柄
の
危
う
さ
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
ま
で
旅
を
し
て
き

た
芭
蕉
の
独
り
身
の
心
情
が
、
た
え
ず
奥
底
に
た
ゆ
た
っ
て
い
た
か
ら
こ

そ
の
安
堵
感
を
汲
み
と
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
そ
の
直
後
、こ
の
土
地
柄
に
関
し
て
、渡
り
鳥
と
し
て
の
鷹
が
渡
っ

て
く
る
場
所
で
、
そ
れ
を
「
い
ら
ご
鷹
」
と
紹
介
す
る
。
そ
し
て
こ
の
一

句
を
書
き
付
け
る
の
で
あ
る
。

　

鷹
一
つ
見
付
て
う
れ
し
い
ら
ご
崎

　

こ
の
続
き
具
合
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
前
の
杜
国
と
の
再
会
を
め
ざ
す

気
配
は
ど
こ
に
も
な
く
て
、
杜
国
の
影
は
あ
っ
さ
り
と
消
え
失
せ
、
ま
っ

た
く
別
の
話
題
に
移
っ
て
い
る
か
に
み
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
句
が
西
行

の
あ
る
和
歌
に
寄
り
そ
っ
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
な
ら
、
た

ん
に
大
空
を
舞
う
一
羽
の
鷹
の
姿
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
、
前
の
杜
国
と
の
出
会
い
と
浅
か
ら
ぬ
所ゆ

か
り縁

の

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
西
行
の
和
歌
と
は
、『
山
家
集
』
中
の
こ
の
一
首

で
あ
る
（
前
書
と
も
岩
波
文
庫
『
西
行
全
歌
集
』
に
よ
る
。
以
下
同
）。

　
　
　
　

二
つ
あ
り
け
る
鷹
の
、
伊
良
湖
渡
り
を
す
る
と
申
け
る
が
、
一

つ
の
鷹
は
止
ま
り
て
、
木
の
末
に
懸
り
て
侍
と
申
け
る
を
聞
き

て
、

巣
鷹
渡
る
伊
良
湖
が
崎
を
疑
ひ
て
な
ほ
木
に
帰
る
山
帰
り
か
な

　

芭
蕉
が
見
か
け
た
同
じ
鷹
を
詠
ん
で
い
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
鷹

の
舞
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
同
じ
伊
良
湖
の
岬
だ
っ
た
。西
行
の
和
歌
で
は
、
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は
じ
め
二
羽
が
連
れ
添
っ
て
飛
ん
で
い
た
の
が
、
一
羽
が
離
れ
て
木
の
上

に
止
ま
っ
た
姿
を
み
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
樹
上
に
作
ら
れ
た
巣
に
い
る
鷹

は
、
人
間
に
捕
え
ら
れ
て
人
工
的
に
飼
育
さ
れ
て
い
る
鳥
で
、
大
空
を
飛

ぶ
自
由
の
鷹
と
は
異
な
る
の
だ
が
、
そ
の
疑
念
が
あ
っ
て
も
、
巣
の
あ
る

木
に
戻
ろ
う
と
す
る
鷹
の
す
が
た
に
こ
と
よ
せ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
二
羽
の
一
体
感
を
以
て
、
芭
蕉
は
独
り
残
さ
れ
た
杜
国
と
の
結
び
つ
き

を
痛
切
に
感
じ
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
想
い
が「
鷹
一
つ
」

の
句
と
な
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、
三
保
の
地
に
い
る
杜
国
と
の
精
神
的
紐

帯
の
つ
よ
さ
を
詠
ん
で
み
せ
た
と
も
解
さ
れ
る
。

　

二
人
の
「
二
」
と
一
人
の
「
一
」
は
こ
こ
に
き
て
、
芭
蕉
と
杜
国
の
一

心
同
体
な
ら
ん
と
す
る
組
み
合
わ
せ
に
な
り
お
お
せ
た
。そ
の
た
め
に
は
、

西
行
の
和
歌
に
芭
蕉
の
発
句
を
重
ね
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。

　

二
人
は
、
再
会
の
折
に
あ
る
約
束
を
か
わ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
来
春
に

は
伊
勢
で
ふ
た
た
び
出
会
っ
て
、
二
人
し
て
吉
野
の
桜
を
見
に
行
こ
う
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
二
月
中
旬
こ
ろ
の
杉
風

宛
書
簡
の
な
か
で
、
芭
蕉
は
「
尾
張
の
杜
国
も
よ
し
野
へ
行
脚
せ
ん
と
伊

勢
迄
来
候
而
、只
今
一
所
に
居
候
」
と
報
じ
て
い
る
。
ま
た
『
笈
の
小
文
』

の
な
か
で
は
、「
い
せ
に
て
出
む
か
ひ
、
と
も
に
旅
寐
の
あ
は
れ
を
も
見
、

且
は
我
為
に
童
子
と
な
り
て
、
道
の
便

リ
に
も
な
ら
ん
と
、
自

み
づ
か
ら

万
菊
丸

と
名
を
い
ふ
」
と
、
二
人
と
も
ふ
ざ
け
気
味
に
戯
れ
合
っ
て
吉
野
花
見
に

出
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
吉
野
の
山
に
分
け
行
っ
て
、
双
方
と
も

ど
も
念
願
の
花
見
を
満
喫
し
た
。

　

両
者
は
そ
れ
で
別
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
以
後
し
ば
ら
く
行
を
共
に
し

て
、
二に

人に
ん

行
脚
を
味
わ
っ
た
。
吉
野
の
処し

ょ

々し
ょ

を
め
ぐ
っ
た
あ
と
は
、
高
野

か
ら
和
歌
山
、
初
瀬
か
ら
奈
良
へ
出
て
、
さ
ら
に
須
磨
・
明
石
ま
で
脚
を

の
ば
し
た
。
ど
こ
で
別
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
芭
蕉
の
足
跡
を
重
ね
て

考
え
れ
ば
、
名
古
屋
ま
で
同
行
し
た
の
で
は
と
お
も
い
た
く
も
な
る
が
、

た
だ
杜
国
の
立
場
を
考
慮
す
る
と
、
名
古
屋
に
は
い
っ
し
ょ
に
入
り
よ
う

が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

杜
国
は
こ
の
二
年
後
に
、流
寓
の
地
で
三
十
年
余
の
短
い
命
を
終
え
た
。

そ
れ
だ
け
に
、杜
国
に
と
っ
て
は
生
涯
忘
れ
得
な
い
旅
と
な
っ
た
よ
う
で
、

越
人
編
の
『
鵲
尾
冠
』（
享
保
二
年
成
）
に
寄
せ
た
句
文
に
は
、
伊
良
湖

へ
帰
っ
た
の
ち
、「
な
す
業
も
な
く
旅
行
の
吟
」
を
つ
ぶ
や
い
て
い
た
と

い
う
。
そ
の
な
か
の
一
句
、「
年
の
夜
や
吉
野
見
て
来
た
檜
笠
」を
見
る
と
、

芭
蕉
と
の
吉
野
花
見
は
終
生
忘
れ
が
た
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
さ
れ
る
。

　

旅
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
限
ら
ず
、ど
ん
な
境
遇
で
あ
っ
て
も
、

我
ひ
と
り

0

0

0

の
存
在
と
い
う
の
は
、
孤
独
や
寂
寞
、
あ
る
い
は
悲
壮
や
緊
張

と
い
っ
た
人
間
存
在
の
究
極
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ

ま
な
人
び
と
と
と
も
に
生
き
て
ゆ
く
、ご
く
ふ
つ
う
の
人
生
は
も
ち
ろ
ん
、
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仲
間
や
門
人
た
ち
と
句
会
や
吟
行
を
共
に
す
る
俳
諧
と
い
う
文
芸
に
お
い

て
も
、
非
常
の
事
態
と
わ
き
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
俳
諧
で
は
と
き
に
そ

う
し
た
環
境
を
詠
じ
た
句
が
み
ら
れ
る
。
七
部
集
か
ら
い
く
つ
か
を
拾
っ

て
み
よ
う
。

　
　

独
り
寐
や
泣
た
る
㒵
に
ま
ど
の
月　
　
　
　

野
水
（『
あ
ら
野
』）

　
　

独
いマ

マ

て
留
守
も
の
す
ご
し
稲
の
殿　
　
　
　

一
東
（『
炭
俵
』）

　
　
　
　

其
角
に
わ
か
る
ゝ
と
き

　
　

あ
ゝ
た
つ
た
ひ
と
り
た
つ
た
る
冬
の
宿　
　

荷
兮
（『
あ
ら
野
』）

　

孤
独
の
相
が
は
っ
き
り
打
ち
出
さ
れ
て
、
泣
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
淋
し

さ
に
お
の
の
く
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
友
人
と
の
別
れ
に
、
孤
独
を
ひ
し
と

感
じ
る
と
い
っ
た
心
中
が
よ
ま
れ
て
い
る
句
も
あ
る
。
同
様
の
句
ぶ
り
の

作
を
『
蕉
門
名
家
句
集
』
上
・
下
（
古
典
俳
文
学
大
系
）
か
ら
拾
い
上
げ

て
み
る
と
、「
昼
㒵
の
ひ
と
り
露
け
き
袂
か
な
」（
越
人
）、「
秋
ひ
と
り
琴

柱
は
づ
れ
て
寐
ぬ
夜
か
な
」（
荷
兮
）、「
う
ら
風
に
松
は
ひ
と
り
の
さ
む

さ
か
な
」（
智
月
）
な
ど
、
い
く
つ
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し

か
に
自
己
の
孤
独
の
相
を
見
つ
め
て
、
寂
寥
の
思
い
を
発
句
に
す
る
の
は

つ
ら
い
と
は
い
え
、
こ
れ
も
ま
た
人
間
が
営
む
文
芸
の
宿
命
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
孤
独
を
自
覚
し
た
う
え
で
、
お
な
じ
人

間
ど
う
し
の
友
愛
や
、
自
然
の
情
景
に
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
こ
と
も
ま
た
真

実
で
あ
り
、
そ
う
し
た
情
を
感
じ
せ
し
め
る
句
も
珍
し
く
は
な
い
。

　
　

独
来
て
友
選
び
け
り
花
の
や
ま　
　
　
　

冬
松
（『
あ
ら
野
』）

　
　

岩
は
な
や
こ
ゝ
に
も
ひ
と
り
月
の
客　
　

去
来
（『
笈
日
記
』）

　
　

な
つ
か
し
や
身
ひ
と
り
に
降
山
桜　
　
　

琴
風（『
其
角
十
七
回
忌
』）

　
　

月
に
来
て
我
も
ひ
と
り
の
雁
の
代　
　
　

土
芳
（『
蓑
虫
庵
集
』）

　

こ
う
い
っ
た
発
句
を
目
に
す
る
と
、
寂
然
の
思
い
よ
り
も
、
寄
り
そ
う

何
者
か
、
ま
た
何
事
か
を
思
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ひ
と
り
」
に
発

す
る
福
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
。そ
し
て
、「
ひ
と
り
」

が
「
ふ
た
り
」
に
な
っ
た
と
き
は
、
さ
ら
に
人
と
し
て
の
温
も
り
が
か
も

し
だ
さ
れ
て
く
る
。

　
　

更
級
の
月
は
二
人
に
見
ら
れ
け
り　
　
　
　

荷
兮
（『
あ
ら
野
』）

　
　

淋
し
さ
も
ふ
た
り
に
成
り
ぬ
と
し
の
暮　
　

土
芳
（『
蓑
虫
庵
集
』）

　
　

ひ
と
り
さ
へ
花
に
二
人
の
別
か
な　
　
　
　

野
紅（
自
筆
本『
若
艸
』）

　
『
笈
の
小
文
』
で
、
当
初
は
単
身
の
旅
だ
っ
た
芭
蕉
が
、
途
中
で
悲
劇

に
見
舞
わ
れ
た
杜
国
と
合
流
し
て
ふ
た
り
の
旅
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
旅
の
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興
趣
だ
け
に
終
わ
ら
な
い
、連
れ
合
い
の
悦
び
を
伴
っ
た
旅
に
変
容
す
る
。

「
一
」
と
「
二
」
は
、
数
と
し
て
み
る
と
わ
ず
か
の
違
い
で
し
か
な
い
が
、

そ
の
一
方
で
決
定
的
な
懸
隔
を
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
、「
一
」

と
「
二
」
の
心
情
が
、た
ち
ま
ち
に
し
て
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
る
。「
独

と
二
」
は
微
妙
な
小
差
で
あ
る
と
同
時
に
、
二
倍
、
三
倍
と
あ
っ
と
い
う

間
に
大
差
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
逆
に
ま
た
、「
孤
」
の
詩
心
へ
と
凝
縮

せ
し
め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
連
衆
な
ら
で
は
の
同
心
と
緊
張
の
精
神
を
導

く
導
線
に
も
な
る
。
座
を
本
分
と
す
る
俳
諧
文
芸
の
な
か
で
、「
孤
」
に

徹
す
る
意
思
を
も
つ
、
俳
諧
の
力
と
い
う
も
の
を
見
直
す
べ
き
だ
ろ
う
。

四　
「
独
」
の
俳
諧
性

　

と
こ
ろ
で
、
貞
享
初
年
の
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
で
あ
る
が
、
江
戸

を
出
発
し
た
と
き
は
千
里
と
い
う
弟
子
と
共
連
れ
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
大

和
の
竹
内
村
で
千
里
と
別
れ
て
か
ら
は
ど
う
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
一
章
で
も
わ
ず
か
に
ふ
れ
た
が
、
そ
の
直
後
、
作
品
の
な
か
で
は

以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

独0

よ
し
野
ゝ
お
く
に
た
ど
り
け
る
に
、
ま
こ
と
に
山
ふ
か
く
、
白
雲

峯
に
重
り
、
烟
雨
谷
を
埋

ン
で
、
山や

ま

賤が
つ

の
家
処
々
に
ち
い
さ
く
、
西

に
木
を
伐き

る

音
東
に
ひ
ゞ
き
、
院
々
の
鐘
の
声
は
心
の
底
に
こ
た
ふ
。

む
か
し
よ
り
こ
の
山
に
入
て
世
を
忘
た
る
人
の
、
お
ほ
く
は
詩
に
の

が
れ
、
歌
に
か
く
る
。

　

吉
野
山
を
か
く
も
簡
潔
明
瞭
に
描
き
き
っ
て
、
ま
こ
と
に
名
文
と
い
う

に
ふ
さ
わ
し
い
一
節
と
い
え
る
。
深
山
幽
谷
の
景
を
自
然
の
た
た
ず
ま
い

の
な
か
で
描
く
か
と
お
も
え
ば
、
そ
ん
な
山
中
で
ひ
っ
そ
り
と
生
活
を
営

む
人
々
の
活
動
ぶ
り
や
、
ま
た
由
緒
あ
る
寺
院
の
鐘
の
音
に
心
を
奪
わ
れ

る
さ
ま
を
か
た
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
光
景
を
、
そ
れ
と
意
識
さ
せ
な
い

か
た
ち
で
対
句
表
現
を
用
い
て
、
文
章
と
し
て
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
に
引
き

こ
ん
で
、
ま
さ
し
く
陶
酔
さ
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
叙
景
の
み
ご
と
さ
の
う
え
に
、
世
間
か
ら
離
れ
て
吉
野
の
山
奥
に

隠
れ
棲
み
、
詩
歌
に
身
も
心
も
預
け
る
人
間
の
い
る
こ
と
を
つ
づ
っ
て
い

る
。
は
か
ら
ず
も
吉
野
が
芭
蕉
の
あ
こ
が
れ
の
地
で
あ
る
こ
と
を
述
懐
し

つ
つ
、み
ず
か
ら
の
足
で
こ
の
地
を
た
ど
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
芭
蕉
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
吉
野
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
は
な

く
、
こ
れ
が
初
体
験
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
千
里
と
竹
内
村
ま
で
同
行

し
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
促
し
た
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

た
だ
、
季
節
は
晩
秋
、
と
な
る
と
、
吉
野
最
上
の
見
も
の
で
あ
る
べ
き

桜
の
花
に
は
、
ま
っ
た
く
季
節
は
ず
れ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
か
っ
た
。
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そ
の
花
の
こ
と
は
い
っ
さ
い
口
に
出
さ
ず
、
か
わ
っ
て
、
閑
静
そ
の
も
の

の
山
奥
の
た
た
ず
ま
い
に
加
え
て
、
い
に
し
え
よ
り
詩
歌
を
詠
じ
る
者
に

と
っ
て
憧
憬
の
地
で
あ
る
こ
と
を
語
る
こ
と
に
徹
し
た
。

　

さ
て
そ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
冒
頭
の
「
独
」
の
文
字
で
あ
る
。
単
純

に
考
え
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
行
を
共
に
し
て
き
た
千
里
と
離
別
し
て
、
単
独

行
に
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
吉
野

山
が
、
あ
り
き
た
り
の
詩
歌
の
名
所
（
歌
枕
）
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

芭
蕉
個
人
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
芭
蕉
文
学
に
と
っ
て
、
な
ん
と
し
て
も

足
を
向
け
ず
に
は
お
れ
な
い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
り
に
独
行
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
度
は
是
が
非
で
も

行
く
の
だ
と
い
う
つ
よ
い
思
い
が
、「
独
」
の
一
字
に
こ
め
ら
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
れ
を
促
し
た
の
は
、
極
論
す
れ
ば
「
西
行
」
を
お
い
て
ほ
か
に
あ
り

え
な
い
。
西
行
は
年
々
歳
々
吉
野
に
入
っ
て
は
花
を
愛
で
、
あ
る
い
は
庵

を
結
ん
で
は
庵
住
の
と
き
を
過
ご
し
た
。『
山
家
集
』
を
繰
っ
て
ゆ
く
と
、

そ
う
し
た
西
行
の
姿
を
詠
じ
た
歌
が
陸
続
と
見
出
さ
れ
る
。

　
　

吉
野
山
雲
を
は
か
り
に
尋
ね
入
り
て
心
に
か
け
し
花
を
見
る
か
な

　
　

吉
野
山
梢
の
花
を
見
し
日
よ
り
心
は
身
に
も
添
は
ず
成
に
き

　
　

木こ

の
本
に
旅
寝
を
す
れ
ば
吉
野
山
花
の
ふ
す
ま
を
着
す
る
春
風

吉
野
を
う
た
っ
た
類
似
の
和
歌
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
こ
う
し

た
吉
野
の
花
の
歌
が
数
限
り
な
く
見
ら
れ
る
一
方
、
世
に
そ
む
く
隠
遁
の

思
い
を
詠
じ
た
歌
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
目
に
つ
く
。

　
　

世
の
中
を
そ
む
き
は
て
ぬ
と
い
ひ
お
か
ん
思
ひ
知
る
べ
き
人
は
な
く

と
も

　
　

世
を
捨
て
て
谷
底
に
住
む
人
見
よ
と
峰
の
木
の
間
を
分
る
月
影

　
　

ひ
と
り
住
む
庵
に
月
の
さ
し
来
ず
は
何
か
山
辺
の
友
に
な
ら
ま
し

　

こ
れ
ら
三
首
は
必
ず
し
も
吉
野
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
る
意

味
で
は
、
俗
世
を
捨
て
た
西
行
の
本
源
的
な
精
神
か
ら
で
た
和
歌
と
も
い

え
る
。
そ
し
て
、
西
行
の
吉
野
と
い
え
ば
、
こ
の
歌
に
と
ど
め
を
さ
す
。

　
　

吉
野
山
や
が
て
出
で
じ
と
思
ふ
身
を
花
散
り
な
ば
と
人
や
待
つ
ら
ん

　

花
の
咲
い
て
い
る
あ
い
だ
は
吉
野
に
籠
る
の
も
や
む
を
得
な
い
と
し

て
、
花
が
散
っ
て
し
ま
え
ば
、
た
だ
ち
に
山
か
ら
降
り
て
く
る
は
ず
だ
と

人
び
と
は
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
歌
な
の
だ
が
、
豈
は
か
ら
ん
や
、

花
が
な
く
な
っ
て
も
た
だ
ち
に
山
を
で
る
わ
け
で
は
な
い
よ
、
と
い
う
本
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心
が
裏
に
透
け
て
み
え
る
で
は
な
い
か
。
吉
野
の
花
の
魅
力
は
尽
き
せ
ぬ

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
吉
野
に
籠
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
心
身

を
研
ぎ
澄
ま
し
て
、
人
生
や
死
後
へ
の
思
い
を
突
き
詰
め
る
場
と
し
て
、

西
行
に
と
っ
て
吉
野
は
最
高
の
地
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
ま

た
独
り

0

0

に
な
り
き
っ
て
こ
そ
維
持
で
き
る
精
神
性
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。
し
ば
し
ば
西
行
は
世
を
捨
て
た
は
ず
の
人
間
な
の
に
、
あ
れ
ほ
ど

花
に
執
着
す
る
の
は
矛
盾
だ
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
花
だ
け
に
捉
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
矛
盾
な
ど
と
批
判

が
ま
し
く
言
わ
ず
と
も
よ
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

芭
蕉
が
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
お
い
て
、
吉
野
行
き
の
直
前
に
「
独
」

の
文
字
を
す
え
た
の
は
、
単
独
行
と
い
う
表
面
的
な
旅
姿
を
越
え
て
、
西

行
の
思
念
に
心
を
寄
せ
て
あ
え
て
書
き
付
け
た
と
す
る
な
ら
ば
、
軽
々
し

く
見
過
ご
す
べ
き
文
字
で
は
な
く
な
る
。
た
だ
し
芭
蕉
が
吉
野
へ
行
く
に

際
し
て
、「
独
り
」
に
こ
だ
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
三
年
後
の

杜
国
と
の
吉
野
花
見
行
を
み
れ
ば
納
得
で
き
る
。
こ
の
と
き
は
、「
独
り
」

を
脇
に
お
い
て
、
三
年
前
に
は
果
た
せ
な
か
っ
た
吉
野
の
花
を
第
一
の
目

標
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
落
魄
の
境
地
に
あ
る
愛
弟
子
杜
国
と
連

れ
だ
っ
て
花
見
を
満
喫
す
る
こ
と
を
、
何
よ
り
の
喜
び
と
し
た
。
そ
の
思

い
を
く
み
取
っ
た
杜
国
は
、
あ
え
て
「
万
菊
丸
」
と
童わ

ら
べら

し
き
名
に
わ
が

身
を
仮
託
し
て
付
き
添
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
連
れ
の
杜
国
の
い
で
た
ち
の

う
ち
に
も
、「
一
」
と
「
二
」
の
あ
り
よ
う
を
思
い
知
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
独
」
の
文
字
を
、
芭
蕉
と
は
べ
つ
の
意
味
で
駆
使

し
て
み
せ
た
の
が
、
蕪
村
で
あ
っ
た
。
蕪
村
は
芭
蕉
の
よ
う
に
旅
の
人
生

を
送
り
、
紀
行
文
を
書
き
残
そ
う
と
し
た
ひ
と
で
は
な
い
が
、
京
の
市
中

に
住
ま
い
し
つ
つ
も
、と
き
に
郊
外
に
吟
行
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

そ
ん
な
な
か
で
、
吟
行
の
経
験
を
つ
づ
っ
た
、
こ
ん
な
句
文
が
あ
る
。

　
　
　
　

ひ
と
り

0

0

0

大
原
野
ゝ
ほ
と
り
吟
行
し
け
る
に
、
田で

ん

疇ち
う

荒く
わ
う

蕪ぶ

し
て
、

千
ぐ
さ
の
下
葉
霜
を
し
の
ぎ
、
つ
れ
な
き
あ
き
の
日
影
を
た
の

み
て
、
は
つ
か
に
花
の
咲
出
た
る
な
ど
、
こ
と
に
あ
は
れ
深
し
。

　
　

水
か
れ
〴
〵
蓼
歟か

あ
ら
ぬ
歟
蕎
麦
歟
否
歟

　

右
に
掲
げ
た
句
文
は
『
蕪
村
句
集
』
所
載
の
も
の
だ
が
、
制
作
年
次
は

不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
大
原
野
」
は
、
比
叡
山
麓
に
あ
る

地
域
（
大
原
）
で
は
な
く
、
都
の
西
南
、
現
在
の
京
都
市
西
京
区
の
丘
陵

地
帯
を
さ
す
。
東
北
方
面
の
大
原
と
は
ち
ょ
う
ど
、
京
都
市
域
を
は
さ
ん

で
対
角
線
上
に
位
置
す
る
。
い
ず
れ
も
古
く
か
ら
の
歌
枕
と
し
て
、
和
歌

に
詠
じ
ら
れ
て
き
た
名
所
で
あ
る
。

あ
る
日
蕪
村
は
晩
秋
の
情
趣
を
味
わ
お
う
と
、
ひ
と
り
で
吟
行
に
出

か
け
る
こ
と
に
し
た
。
蕪
村
の
住
ま
い
は
、
四
条
烏
丸
の
や
や
西
南
、
烏
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丸
仏
光
寺
西
入
付
近
で
あ
っ
た
。
自
宅
か
ら
大
原
野
ま
で
は
か
な
り
の
距

離
が
あ
り
、
徒
歩
だ
っ
た
と
す
る
と
、
行
く
だ
け
で
も
数
時
間
を
要
す
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
も
た
っ
た
ひ
と
り
で
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
思
い
が
け

ぬ
興
趣
が
わ
い
た
の
か
、
よ
ほ
ど
ヒ
マ
が
あ
っ
た
の
か
、
な
ん
ら
か
の
ツ

イ
デ
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
事
情
は
皆
目
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
行
っ
て

み
る
と
、晩
秋
の
日
影
に
わ
ず
か
な
が
ら
咲
き
残
る
花
ば
な
の
よ
う
す
は
、

ま
こ
と
に
情
趣
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
詠
ま
れ
た
の
が
、「
水

か
れ
〴
〵
」
の
一
句
だ
っ
た
。

　

一
読
、
発
句
と
し
て
か
な
り
異
例
の
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。五
七
五
の
調
子
か
ら
は
ま
る
き
り
は
ず
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

「
歟
」
と
い
う
、
選
択
を
促
す
疑
問
詞
が
立
て
続
け
に
四
度
も
重
ね
ら
れ

て
い
る
。「
歟
」
の
重
層
的
語
法
は
、
菅
原
道
真
の
こ
の
歌
に
よ
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
（『
古
今
和
歌
集
』）。

秋
風
の
吹
き
あ
げ
に
立
て
る
白
菊
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
波
の
よ
す
る
か

道
真
が
三
度
も
重
ね
た
疑
問
詞
「
か
」
の
語
法
を
そ
っ
く
り
ま
ね
て
、

蕪
村
は
そ
れ
以
上
に
し
つ
こ
く
四
度
ま
で
繰
り
返
し
て
み
せ
た
。
意
味
と

し
て
は
、
水
枯
れ
の
田で

ん

畠ば
た

の
な
か
に
か
ろ
う
じ
て
見
せ
る
花
は
、
蓼
な
の

か
、
い
や
そ
う
で
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
蕎
麦
の
花
な
の
か
、
そ
れ
も
違

う
の
か
、
と
い
っ
た
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
い
う
、
い
わ

ば
ぐ
ず
ぐ
ず
と
煮
え
切
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

う
た
い
方
を
し
て
み
せ
た
。
と
て
も
蕪
村

調
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
俳
句
の
テ
イ
す
ら
な

し
て
い
な
い
と
難
じ
ざ
る
を
え
な
い
代
物
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
没
後
一

周
忌
を
期
し
て
発
刊
さ
れ
た
、『
蕪
村
句
集
』に
収
録
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、

そ
れ
な
り
の
わ
け
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
冒
頭
の
「
ひ
と
り
」
の
な
に
げ
な
い
一
語
で

あ
る
。
こ
の
吟
行
は
単
身
で
、門
人
や
仲
間
な
ど
同
行
者
が
い
な
か
っ
た
。

も
し
し
か
る
べ
き
同
行
者
が
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
疑
問
の
植
物
に
つ
い
て

問
い
た
だ
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
お
の
れ
独
り
と
い

う
状
況
で
は
、
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
。
そ
こ
で
不
審
は
不
審
の
ま
ま
で
、

そ
の
ま
ま
一
句
に
ほ
う
り
こ
む
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。
自
己
完
結
型
の
発

句
に
お
い
て
、
か
か
る
迷
妄
に
く
ね
る
、
自
問
自
答
の
形
式
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
吾
ひ
と
り
の
つ
ぶ
や
き
そ
の
も
の
が
、
発
句
と
し
て
定
着
し
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
経
験
は
余
人
に
は
共
有
し
が
た
い
も
の
で
、
蕪
村
本
人

に
も
よ
ほ
ど
得
難
い
経
験
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
れ
ば
こ
そ
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
発
句
と
し
て
残
し
て
お
こ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
。

　

も
し
こ
う
し
た
理
解
が
妥
当
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な

る
の
が
「
ひ
と
り
」
の
語
で
あ
る
。
こ
と
ば
と
し
て
は
な
ん
で
も
な
い
も

の
が
、
こ
の
稀
に
み
る
経
験
、
そ
し
て
本
作
成
立
に
と
っ
て
必
須
の
一
語
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と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
ひ
と
り
」
は
、
寂
寥
感
と
は
ま
っ
た

く
無
縁
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
ん
な
用
法
も
あ
り
得
た
の
だ
と
す
る
と
、

か
け
が
え
の
な
い
一
句
と
評
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
独
特
の
「
ひ
と
り
」
の
効
用
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
蕪
村
と

て
つ
ね
に
こ
ん
な
特
殊
技
能
ば
か
り
や
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
つ
ぎ
の

よ
う
な
ひ
と
り
句

0

0

0

0

も
、
蕪
村
は
つ
く
っ
て
い
る
。

　
　

人
ひ
と
り
梨
の
木
の
も
と
の
月
見
哉

　
　

凩
や
碑

い
し
ぶ
みを

よ
む
僧
一
人

　
　

木
曽
路
行
て
い
ざ
年
寄よ

ら

ん
秋
独
り

　
　

秋
さ
れ
や
我
身
ひ
と
つ
の
鳴
子
引

　

こ
れ
ら
の
句
に
は
あ
き
ら
か
に
、「
ひ
と
り
」
の
わ
び
し
さ
や
孤
高
の

思
い
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
と
に
「
木
曽
路
行
て
」
の
句
な
ど
は
、
空
想

な
が
ら
、
旅
す
る
芭
蕉
に
寄
り
添
お
う
と
い
う
意
識
す
ら
見
て
と
れ
る
。

か
と
思
え
ば
、
ま
た
こ
ん
な
作
品
も
見
ら
れ
る
。

　
　

な
か
〳
〵
に
ひ
と
り
あ
れ
ば
ぞ
月
を
友

　
　

泊
る
気
で
ひ
と
り
来
ま
せ
り
十
三
夜

　
　

ひ
と
り
来
て
一
人
を
訪
ふ
や
秋
の
く
れ

　

す
べ
て
表
向
き
は
「
ひ
と
り
」
の
語
を
詠
み
こ
み
な
が
ら
、「
ふ
た
り
」

に
な
っ
て
こ
そ
の
頼
も
し
さ
や
風
雅
を
願
っ
て
い
る
句
ぶ
り
で
あ
る
と
い

え
る
。
夜
中
の
月
が
友
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
独
り
者
ど
う
し

0

0

0

0

0

0

の
訪
問

や
交
友
を
悦
び
あ
う
こ
と
も
あ
る
。「
頭
巾
二
つ
ひ
と
つ
は
人
に
参
ら
せ

む
」
と
い
っ
た
句
も
、同
行
者
へ
の
気
遣
い
を
秘
め
た
句
と
な
っ
て
い
る
。

　

芭
蕉
の
旅
が
ほ
と
ん
ど
同
行
者
と
連
れ
だ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た

と
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
一
方
で
芭
蕉
は
ま
た
こ
ん
な
文
章
も
残
し
て
い

る
（『
嵯
峨
日
記
』）。

　
　

廿
二
日　

朝
の
間
雨
降
。
け
ふ
は
人
も
な
く
、
さ
び
し
き
ま
ゝ
に
む

だ
書
し
て
あ
そ
ぶ
。

　

元
禄
四
年
四
月
二
十
二
日
、嵯
峨
に
あ
っ
た
去
来
の
別
業「
落
柿
舎
」で
、

芭
蕉
が
ひ
と
り
き
り
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い

う
「
む
だ
書
」
の
一
部
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
あ
と
さ
ら
に
こ
ん
な
文
章
が

つ
づ
ら
れ
る
。

　
　
「
さ
び
し
さ
な
く
は
う
か
ら
ま
し（

6
（

」
と
西
上
人
の
よ
み
侍
る
は
、
さ

び
し
さ
を
あ
る
じ
な
る
べ
し
。
又
よ
め
る
、
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山
里
に
こ
は
又
誰
を
よ
ぶ
こ
鳥
独
す
ま
む
と
お
も
ひ
し
も
の
を

　
　

独
ひ
と
り

住す
む

ほ
ど
お
も
し
ろ
き
は
な
し
。
長
嘯
隠
子
の
曰
、「
客
は
半は

ん
じ
つ日

の

閑
を
得
れ
ば
、
あ
る
じ
は
半
日
の
閑
を
失
ふ
」
と
。
素
堂
此
言
葉
を

常
に
あ
は
れ
ぶ
。
予
も
又
、

　
　
　
　

う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
り

　
　

と
は
あ
る
寺
に
独ひ

と
り居

て
云
し
句
な
り
。

　

独
居
へ
の
思
い
を
詠
じ
た
西
行
の
和
歌
を
引
い
た
の
は
、
直
後
の
「
独

住
ほ
ど
お
も
し
ろ
き
は
な
し
」
を
み
ち
び
く
た
め
だ
っ
た
。
閑
居
の
む
な

し
さ
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
よ
ろ
こ
び
・
面
白
味
を
称
揚

し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
そ
の
半
面
、
い
つ
な
ん
ど
き
で
も
来
訪
者
と

俳
諧
の
や
り
と
り
を
し
、
と
き
に
旅
に
で
よ
う
と
す
れ
ば
、
同
行
者
を
求

め
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
芭
蕉
で
あ
っ
た
。

　
「
ひ
と
り
」
で
い
る
境
涯
を
満
喫
す
る
か
と
お
も
え
ば
、他
人
と
出
会
っ

て
俳
諧
や
旅
の
楽
し
み
を
分
か
ち
合
う
、
こ
の
精
神
の
転
換
こ
そ
俳
諧
に

な
く
て
は
な
ら
ぬ
境
地
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

【
注
】

（
１
）　

現
大
阪
市
天
王
寺
区
の
新
清
水
寺
。

（
２
）　

上
野
洋
三
著『
芭
蕉
、旅
へ
』（
岩
波
新
書
）の
な
か
で
、芭
蕉
の「
旅

路
の
画
巻
」
の
第
一
図
に
つ
い
て
、「
ひ
と
り
旅
」
の
画
像
を
「
旅
だ
ち
」

の
姿
と
解
す
る
可
能
性
と
い
う
見
解
が
書
か
れ
て
い
る
（
二
〇
頁
）
が
、

近
世
期
の
旅
の
一
般
的
あ
り
方
や
、
芭
蕉
そ
の
ひ
と
の
旅
姿
で
あ
る
と

は
断
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
旅
の
一
般
性
と
す
る
よ
り
も
、
画
者
芭
蕉

の
想
念
も
し
く
は
宿
望
と
し
て
の
旅
姿
と
解
す
る
の
が
妥
当
か
。「
旅

路
の
画
巻
」
の
描
写
を
、
現
実
そ
の
も
の
の
芭
蕉
像
と
考
え
な
い
ほ
う

が
よ
い
。

（
３
）　

こ
こ
で
は
蕉
門
七
部
集
と
古
典
俳
文
学
大
系
『
蕉
門
名
家
句
集
』

上
・
下
に
収
録
さ
れ
る
範
囲
の
作
に
限
定
す
る
。

（
４
）　

芭
蕉
と
越
人
の
「
更
科
紀
行
」
の
月
見
行
を
送
別
す
る
意
を
あ
ら

わ
す
。

（
５
）　

安
永
期
の
版
本
で
は
、『
伊
賀
餞
別
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
。

（
６
）　
「
訪
ふ
人
も
思
ひ
絶
え
た
る
山
里
の
さ
び
し
さ
な
く
は
住
み
憂
か

ら
ま
し
」（『
山
家
集
』）。

 

　
（
ふ
じ
た　

し
ん
い
ち
／
本
学
教
授
）


