
病
中
吟
 
 

旅
に
病
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
 
翁
 
 
（
『
笈
日
記
』
）
 
 

日
本
人
が
残
し
た
数
多
く
の
辞
世
の
中
で
も
、
こ
の
句
は
一
個
の
生
 
 

涯
を
鮮
や
か
に
逆
照
射
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

芭
蕉
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
こ
の
句
か
ら
枯
野
の
旅
人
と
い
う
イ
メ
ー
 
 

ジ
が
導
か
れ
、
死
に
臨
ん
で
も
な
お
執
着
を
み
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
熱
 
 

心
な
俳
諮
の
求
道
者
た
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
よ
 
 

う
な
鑑
賞
の
他
に
、
芭
蕉
の
も
っ
て
い
た
別
な
側
面
を
読
み
と
る
こ
と
 
 

も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
「
旅
に
病
で
」
 
の
句
の
各
語
句
に
 
 

つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
 
 

考
え
よ
う
と
思
う
。
 
 

一
、
序
 
 

芭
蕉
発
句
考
 
 
 

，
重
 「
旅
に
病
で
」
の
句
を
め
ぐ
っ
て
－
－
・
 
 

芭
蕉
の
辞
世
句
は
読
者
の
多
様
な
鑑
賞
を
許
容
し
う
る
名
句
だ
が
、
 
 

解
釈
そ
の
も
の
は
従
来
は
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
 
 
 

Ⅲ
旅
中
病
に
た
お
れ
、
う
と
う
と
眠
る
夜
々
の
夢
は
、
あ
ち
ら
の
枯
 
 

野
、
こ
ち
ら
の
枯
野
と
、
寒
々
と
し
た
枯
野
を
か
け
回
る
夢
で
あ
 
 

丁
一
）
 
 

る
。
 
 
 

②
旅
に
病
み
、
夢
う
つ
つ
の
中
で
、
彼
は
枯
野
を
さ
ま
よ
い
歩
い
て
 
 

い
る
自
分
の
姿
を
見
た
。
五
十
年
の
生
涯
も
、
言
わ
ば
枯
野
の
旅
 
 

の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
夢
に
お
い
て
さ
え
、
何
か
を
求
 
 

め
、
歩
き
つ
づ
け
て
い
る
、
自
分
の
妄
執
の
深
さ
を
見
る
。
何
か
 
 

知
ら
な
い
が
、
目
茶
苦
茶
に
駈
け
め
ぐ
っ
て
い
る
、
思
い
つ
め
た
 
 

自
分
の
姿
で
あ
る
。
死
を
間
近
に
予
期
し
た
彼
は
、
枯
野
の
旅
人
 
 

；
†
 
 

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
、
象
徴
的
表
現
を
見
出
す
。
 
 
 

㈲
旅
先
で
死
の
床
に
臥
し
な
が
ら
も
、
見
る
夢
は
た
だ
、
あ
の
野
こ
 
 

（
3
）
 
 

の
野
と
知
ら
ぬ
枯
野
を
駈
け
回
る
夢
だ
。
 
 
 

槻
旅
の
途
中
に
病
み
臥
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
夢
の
中
で
は
な
お
枯
 
 

西
 
原
 
大
 
輔
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野
を
か
け
め
ぐ
る
こ
と
で
あ
璽
 
 

現
在
の
代
表
的
な
注
釈
書
に
み
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
 
 
 

㈱
「
旅
に
病
で
」
を
状
況
説
明
の
言
葉
と
と
ら
え
つ
つ
、
そ
れ
を
芭
 
 

蕉
に
と
っ
て
障
害
と
な
る
マ
イ
ナ
ス
の
状
況
と
み
な
し
て
い
る
こ
 
 

と
。
 
 
 

㈲
「
夢
は
」
を
、
実
際
に
芭
蕉
が
そ
の
よ
う
な
夢
を
見
た
か
ど
う
か
 
 

は
別
に
し
て
も
、
睡
眠
中
二
見
ル
夢
ノ
中
デ
と
把
握
し
て
い
る
こ
 
 

と
。
 
 
 

l
C
）
「
枯
野
を
」
の
枯
野
に
、
旅
の
風
景
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
 
 

と
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

胸
「
か
け
廻
る
」
を
、
ア
チ
コ
チ
走
リ
マ
ワ
ル
と
い
う
現
象
表
現
と
 
 

解
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

こ
の
四
点
に
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
鑑
賞
及
び
評
 
 

価
は
こ
の
四
点
に
立
脚
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
以
下
㈲
 
 

～
鋤
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

二
、
「
旅
に
病
で
」
 
 

刷
の
「
旅
に
病
で
」
だ
が
、
ま
ず
旅
に
病
む
こ
と
が
芭
蕉
に
と
っ
て
 
 

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
 
 

は
、
旅
を
中
途
で
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
念
さ
を
強
調
す
る
立
 
 

場
が
あ
り
、
頴
原
退
蔵
は
 
 

お  

西
は
不
知
火
筑
紫
の
果
て
ま
で
も
と
思
ひ
立
っ
た
旅
路
が
、
ま
だ
 
 

半
ば
に
も
達
し
な
い
中
に
、
空
し
く
客
舎
に
病
臥
し
な
け
れ
ば
な
 
 

お  

ら
な
く
な
っ
た
芭
蕉
の
吟
魂
は
、
誠
に
夢
裡
に
も
枯
野
を
か
け
め
 
 
 

ぐ
つ
た
事
で
あ
ら
（
零
 
 

と
、
旅
に
病
む
こ
と
を
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
に
解
釈
し
て
い
る
。
加
藤
轍
 
 

都
民
に
も
こ
れ
を
受
け
継
い
だ
考
え
方
が
み
ら
れ
る
。
 
 

こ
の
終
の
旅
は
、
西
国
の
果
を
志
し
、
長
崎
ま
で
と
心
に
か
け
て
 
 

ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
思
は
ぎ
る
泄
痢
の
浸
す
と
こ
ろ
と
な
 
 

っ
て
、
旅
中
客
舎
に
た
ふ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
芭
蕉
は
、
夢
の
 
 

中
に
な
は
旅
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
夢
は
育
 
 

（
8
）
 
 
 
條
た
る
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
の
で
あ
る
。
 
 

旅
に
病
む
こ
と
ば
旅
を
中
断
さ
せ
る
の
で
、
風
雅
に
と
っ
て
妨
げ
に
な
 
 

っ
た
と
み
る
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
こ
の
句
の
別
案
に
よ
っ
て
さ
ら
に
 
 

補
強
さ
れ
る
。
『
笈
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
は
支
考
に
対
し
て
「
な
 
 
 

を
か
け
廻
る
夢
心
」
と
い
う
別
案
を
示
し
た
と
い
う
。
そ
の
初
句
は
不
 
 
 

明
だ
が
、
「
な
を
」
に
着
目
す
れ
ば
、
 
 

0
0
0
0
0
0
 
 

「
な
ほ
か
け
め
ぐ
る
」
と
い
う
形
は
、
病
ん
で
も
な
お
、
と
い
う
 
 

心
を
強
く
い
い
現
し
た
い
と
こ
ろ
か
ら
試
み
ら
れ
た
推
敲
で
あ
ろ
 
 

（
7
）
 
 う

。
 
 

と
い
う
意
見
が
導
か
れ
る
の
も
も
っ
と
も
だ
ろ
う
。
 
 
 

芭
蕉
の
死
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
演
繹
す
る
こ
れ
ら
の
解
釈
に
対
⊥
、
 
 

一
方
で
句
を
生
涯
の
旅
の
終
着
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
旅
に
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病
む
こ
と
の
意
味
は
別
な
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
芭
蕉
の
旅
が
、
西
行
 
 

を
筆
頭
と
す
る
古
人
を
慕
い
そ
の
旧
蹟
を
訪
れ
る
と
い
う
面
を
も
っ
て
 
 

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
遥
か
遠
く
の
古
人
に
あ
こ
が
れ
る
姿
 
 

勢
は
芭
蕉
の
紀
行
文
学
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
て
、
旅
立
の
動
機
に
は
多
 
 

か
れ
少
な
か
れ
古
人
の
影
が
揺
曳
し
て
い
る
。
こ
の
古
人
追
随
の
姿
勢
 
 

が
象
徴
的
に
現
わ
れ
て
い
る
句
文
を
年
代
順
に
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
 
 

貞
享
元
年
 
 

0
0
0
 
 

い
も
あ
ら
ふ
女
西
行
な
ら
ば
歌
よ
ま
ん
 
 

（
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
）
 
 

貞
享
四
年
 
 

0
0
0
0
 
 

旅
人
と
我
名
よ
ば
れ
ん
初
し
ぐ
れ
 
 

（
『
笈
の
小
文
』
）
 
 

元
禄
二
年
 
 

0
0
 
 

盲
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。
予
も
 
 

（
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
）
 
 

貞
享
元
年
の
「
西
行
な
ら
ば
」
と
い
う
表
現
に
は
西
行
へ
の
憧
憤
と
仮
 
 

託
が
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
古
人
と
芭
蕉
の
距
離
は
ま
だ
遠
い
の
だ
が
、
 
 

貞
享
四
年
に
な
る
と
距
離
は
や
や
縮
ま
っ
て
く
る
。
「
旅
人
と
我
名
よ
 
 

ば
れ
ん
」
と
い
う
願
望
に
は
、
古
人
と
同
じ
く
旅
人
と
呼
ば
れ
る
こ
と
 
 

の
晴
れ
が
ま
し
さ
が
あ
る
。
し
か
し
ま
だ
外
面
的
な
同
一
化
で
あ
ろ
う
。
 
 

そ
れ
が
元
禄
二
年
に
な
る
と
、
「
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
」
と
 
 

い
う
強
い
断
定
と
、
「
予
も
」
と
い
う
明
確
な
意
志
が
生
じ
て
お
り
、
 
 

古
人
追
随
の
姿
勢
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
な
 
 

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
帰
着
点
と
し
て
、
 
 

元
禄
七
年
 
 

0
0
0
0
 
 

旅
に
病
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
 
 

を
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
「
旅
に
病
で
」
は
そ
れ
ま
で
の
古
人
追
随
の
 
 

姿
勢
を
再
確
認
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
盲
人
追
随
の
努
力
は
、
 
 

旅
に
た
お
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
た
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
「
旅
 
 

に
病
で
」
と
は
、
病
気
に
よ
っ
て
旅
が
中
断
さ
れ
る
無
念
さ
と
い
う
よ
 
 

り
、
寧
ろ
盲
人
追
随
の
旅
を
し
て
き
た
自
己
の
再
確
認
な
の
で
は
な
い
 
 

か
。
「
旅
に
病
で
」
が
字
余
り
で
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
で
切
字
と
な
 
 

っ
て
い
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
破
調
の
字
余
り
に
続
い
 
 

て
切
字
が
く
る
こ
と
に
よ
り
、
初
句
は
句
全
体
の
中
で
独
立
性
を
も
つ
。
 
 

そ
の
「
旅
に
病
で
」
と
は
、
静
か
に
過
去
を
ふ
り
か
え
る
内
面
の
言
葉
 
 

で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
病
中
吟
」
と
い
う
前
書
を
付
し
っ
つ
も
、
再
び
 
 

「
旅
に
病
で
」
と
繰
り
返
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
単
な
る
事
実
の
叙
 
 

述
や
状
況
説
明
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
今
ま
で
私
は
、
遠
く
遥
か
な
古
 
 

人
を
追
っ
て
旅
を
し
て
き
た
の
だ
」
と
い
う
過
去
確
認
こ
そ
が
、
初
句
 
 

の
も
っ
て
い
る
意
味
な
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
「
夢
は
」
 
「
か
け
廻
る
」
 
 

次
い
で
㈱
の
「
夢
は
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
言
葉
通
り
に
読
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む
な
ら
ば
、
夢
ガ
枯
野
ヲ
カ
ケ
廻
ッ
タ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
夢
が
動
 
 

雁
主
体
と
な
っ
て
枯
野
を
走
り
回
る
と
い
う
の
は
意
味
を
な
さ
な
い
た
 
 

め
、
前
述
の
如
く
従
来
は
睡
眠
中
ノ
夢
ノ
中
デ
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
 
 

か
し
次
の
例
を
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
 
 

り
得
な
い
こ
と
が
直
観
で
き
よ
馨
 
 

故
郷
 
 

兎
追
い
し
か
の
山
 
小
鮒
釣
り
し
か
の
川
 
 

0
0
0
0
0
0
0
0
 
 

夢
は
今
も
め
ぐ
り
て
 
忘
れ
が
た
き
故
郷
 
 

（
文
部
省
唱
歌
、
高
野
辰
之
詞
）
 
 

こ
の
場
合
、
主
人
公
が
故
郷
の
夢
を
見
た
と
い
う
よ
り
、
「
夢
は
今
も
 
 

め
ぐ
り
て
」
が
「
忘
れ
が
た
き
」
を
言
い
換
え
た
文
学
的
表
現
に
な
っ
 
 

て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
芭
蕉
の
発
句
も
同
様
で
は
な
い
 
 

か
。
即
ち
、
心
ガ
枯
野
に
執
着
シ
テ
ィ
ル
を
文
学
的
に
具
象
化
し
て
表
 
 

現
す
る
と
「
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
発
想
の
表
現
手
法
を
芭
蕉
は
漢
詩
か
ら
手
に
入
れ
た
と
 
 

思
わ
れ
る
。
『
芭
蕉
句
選
年
考
』
 
（
石
河
積
翠
著
、
寛
政
年
間
成
）
は
 
 

次
の
よ
う
な
蘇
東
披
の
漢
詩
を
引
い
て
い
る
。
 
 
 

我
帰
…
自
”
南
山
一
山
翠
猶
ホ
在
り
目
二
 
 
 

心
ハ
随
一
首
雲
妄
り
夢
ハ
遠
”
山
之
麓
」
 
 

（
『
蘇
東
披
詩
集
』
巻
五
）
 
 

（
9
）
 
 

上
野
洋
三
氏
は
「
枯
野
考
」
 
の
中
で
さ
ら
に
、
 
 
 

心
ハ
艶
碧
舟
‥
－
去
り
夢
ハ
遠
￥
山
翼
 
 

後
夜
一
県
宥
ヲ
還
り
 
夢
ハ
浣
ル
湖
追
ノ
路
 
 

（
『
蘇
東
披
詩
集
』
巻
三
十
五
）
 
 
 

夢
ハ
薦
″
呉
山
ノ
卯
月
廊
 
白
梅
虚
橘
翼
猶
ホ
香
づ
亨
 
 

（
『
蘇
東
披
詩
集
』
巻
三
十
六
）
 
 

東
披
詩
以
外
で
は
、
 
 
 

夢
魂
和
好
■
l
轟
音
輿
 
漢
帥
門
落
毛
馬
亀
力
尋
告
 
 

（
『
真
山
谷
詩
集
』
巻
八
）
 
 
 

親
藩
ヲ
艶
－
琶
ノ
炎
復
葺
 
夢
魂
戦
旗
″
古
梁
州
 
 

（
『
陸
放
翁
詩
砂
』
）
 
 
 

壮
心
自
ラ
笑
フ
何
レ
嘩
■
密
刀
ラ
ン
ト
夢
ハ
遠
″
都
連
ノ
古
戦
場
 
 

（
『
陸
放
翁
詩
砂
』
）
 
 

ま
た
李
白
の
有
名
な
「
太
原
早
秋
」
に
ほ
、
 
 
 

夢
ハ
簾
ル
遠
城
ノ
月
 
心
ハ
穐
ノ
故
国
ノ
模
 
 

（
『
李
太
白
詩
集
』
巻
二
十
一
）
 
 

（
『
蘇
東
披
詩
集
』
巻
七
）
 
 

を
提
出
し
て
い
る
。
類
似
の
表
現
は
他
に
も
あ
り
、
 
 

困
二
暇
レ
バ
ー
楊
ぺ
香
ハ
凝
り
帳
■
－
 
 （

 
 

夢
ハ
鏡
⊇
茶
山
」
心
ハ
似
誌
エ
 
 

（
 
 

十
年
江
海
寄
諾
こ
彗
 
 

（
 
 

夢
ハ
鶉
ヂ
巌
霹
遥
…
身
■
－
 
 

『
蘇
東
披
詩
集
』
巻
十
）
 
 
 

魂
ハ
翼
窟
火
－
有
知
日
難
ノ
 
 

『
蘇
東
披
詩
集
』
巻
十
九
）
 
 
 

夢
ハ
漠
ル
江
南
ノ
黄
葦
林
 
 

『
蘇
東
披
詩
集
』
巻
二
十
九
）
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と
あ
る
よ
う
に
、
「
夢
ハ
遠
ル
」
 
「
夢
ハ
撰
ル
」
と
い
う
表
現
は
漢
詩
 
 

に
お
い
て
頻
出
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
夢
ノ
中
デ
ド
コ
ソ
コ
ノ
 
 

風
景
ヲ
見
夕
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
心
ガ
ド
コ
ソ
コ
ヲ
離
レ
ナ
イ
と
 
 

解
釈
で
き
る
。
芭
蕉
が
こ
れ
ら
の
表
現
を
意
識
的
に
借
用
し
た
か
ど
う
 
 

か
、
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
。
し
か
し
和
漢
の
古
典
に
 
 

精
通
し
て
い
た
芭
蕉
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
発
想
の
源
泉
が
漢
詩
に
あ
 
 

っ
た
こ
と
は
十
分
想
像
し
う
る
。
こ
れ
ら
の
漢
籍
に
平
行
し
た
表
現
を
 
 

用
い
た
の
が
芭
蕉
の
辞
世
句
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
 

め
ぐ
 
 
 

こ
こ
で
さ
ら
に
、
仰
の
 
「
か
け
廻
る
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
従
 
 

め
ぐ
 
 

来
「
か
け
廻
る
」
は
達
リ
マ
ワ
ル
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
は
た
し
て
 
 

ま
わ
 
 

適
切
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
か
け
廻
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
 
 

当
時
走
リ
マ
ワ
ル
と
い
う
意
で
使
わ
れ
て
い
た
。
 
 
 

世
界
を
い
だ
て
ん
の
か
か
憩
か
ど
と
く
 
 

（
振
り
仮
名
は
原
本
通
り
）
 
 

（
『
世
間
胸
算
用
』
巻
三
、
二
）
 
 

芭
蕉
の
書
簡
に
も
、
 
 

0
0
0
0
0
 
 
 

方
々
か
け
ま
わ
り
申
候
は
ヾ
、
又
′
＼
美
濃
筋
へ
出
刃
 
 
 

申
候
間
、
其
節
万
々
市
場
Ⅶ
蓄
蔵
。
 
 

（
元
禄
二
年
九
月
十
五
日
付
、
木
因
宛
）
 
 

な
ど
と
あ
る
。
し
か
し
、
志
田
義
秀
著
『
問
題
の
点
を
違
と
し
た
る
芭
 
 

蕉
伝
記
の
研
究
』
で
考
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
句
の
場
合
あ
く
 
め
ぐ
ま
わ
 
 

ま
で
「
か
け
廻
る
」
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
「
か
け
廻
る
」
と
 
 

め
ぐ
 
同
列
に
論
じ
る
こ
と
ば
で
き
な
い
。
ま
た
、
芭
蕉
全
作
品
中
「
か
け
廻
 
 

る
」
が
使
わ
れ
て
一
い
る
の
は
こ
の
句
の
み
で
あ
り
、
芭
蕉
独
自
の
使
い
 
 

方
を
論
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
「
か
け
廻
る
」
が
二
つ
の
動
詞
を
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
 
 

る
複
合
動
詞
で
あ
り
、
一
方
の
「
廻
る
」
と
い
う
言
葉
ほ
謡
曲
に
よ
っ
 
 

0
 
 

て
深
化
さ
れ
た
歴
史
を
も
つ
語
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
謡
曲
に
 
 

お
い
て
あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
廻
る
」
は
、
次
の
よ
 
 

う
な
形
で
現
れ
て
い
る
。
 
 

0
0
0
0
0
0
0
0
 

Ⅲ
身
は
な
ほ
牛
の
小
車
の
、
め
ぐ
り
め
ぐ
り
来
て
い
つ
ま
で
ぞ
、
妄
 
 

執
を
晴
ら
し
給
へ
や
、
妄
執
を
晴
ら
し
給
へ
や
 
（
『
野
宮
』
）
 
 

0
0
0
0
0
0
 
 
 

㈲
因
果
の
小
車
の
、
火
宅
の
門
を
出
で
ざ
れ
ば
、
廻
り
廻
れ
ど
も
、
 
 

0
0
0
0
0
 
 

生
死
の
海
は
離
る
ま
じ
や
、
あ
ぢ
き
な
の
憂
き
世
や
（
『
砧
』
）
 
 
 

㈲
春
は
梢
に
、
咲
く
か
と
待
ち
し
、
花
を
尋
ね
て
、
山
廻
り
。
秋
は
 
 

さ
や
け
き
、
影
を
尋
ね
て
、
月
見
る
方
に
と
山
廻
り
。
冬
は
冴
え
 
 

0
0
0
0
0
 
 

行
く
、
時
雨
の
雲
の
、
雪
を
誘
ひ
て
、
山
廻
り
。
廻
り
廻
り
て
輪
 
 

0
0
0
0
0
 
 

（
『
山
姥
』
）
 
 

廻
を
離
れ
ぬ
、
妄
執
の
雲
の
、
塵
積
っ
て
、
 
 

0
0
0
0
0
0
0
 
 
 

0
0
 
 
 

㈲
そ
の
執
心
の
修
羅
の
道
、
め
ぐ
り
め
ぐ
り
て
ま
た
こ
こ
に
 
 

（
『
実
盛
』
）
 
 

0
0
0
0
0
0
 
 
 

㈲
捨
て
て
も
廻
る
世
の
中
は
、
捨
て
て
も
廻
る
世
の
中
は
、
心
の
隔
 
 

て
な
り
け
り
 
 

（
『
梅
枝
』
）
 
 

謡
曲
で
の
こ
れ
ら
の
用
法
が
、
単
に
ま
わ
り
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
る
と
い
 
 

う
現
象
を
指
示
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
は
内
面
的
な
意
味
が
付
 
 

0  

28   



与
さ
れ
て
い
る
。
Ⅲ
・
㈲
で
は
「
妄
執
」
、
㈲
で
は
「
執
心
」
と
い
う
 
 

言
葉
で
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
廻
る
」
は
、
離
れ
た
く
て
 
 

も
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
精
神
の
状
態
を
現
象
面
に
お
い
て
具
体
化
し
 
 

た
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
の
輪
廻
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
 
 

0
0
0
0
 
 

と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
「
生
死
の
海
は
離
る
ま
じ
」
と
な
 
 

0
0
0
0
 
 

る
の
で
あ
り
、
「
捨
て
て
も
廻
る
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
廻
る
」
 
 

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
い
、
離
れ
る
こ
 
 

と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
芭
蕉
も
「
廻
る
」
と
い
う
 
 

語
を
使
っ
て
お
り
、
 
 

松
風
や
軒
を
め
ぐ
っ
て
秋
暮
ぬ
 
 

名
月
や
池
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら
 
 

長
噴
の
基
も
め
ぐ
る
か
鉢
た
た
き
 
 

以
上
三
句
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
も
の
に
魅
か
れ
る
精
神
状
態
を
、
具
 
 

体
的
・
現
象
的
な
言
葉
に
置
き
換
え
た
の
が
「
め
ぐ
る
」
で
あ
ろ
う
。
 
 

「
旅
に
病
で
」
の
句
に
も
ど
れ
ば
、
後
半
部
は
「
心
が
枯
野
に
と
ど
ま
 
 

っ
て
し
ま
い
、
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
程
の
意
味
だ
と
考
 
 

え
ら
れ
る
。
 
 

四
、
「
枯
野
を
」
 
 

芭
蕉
は
、
心
が
離
れ
な
か
っ
た
の
が
l
C
）
の
「
枯
野
」
だ
と
言
う
の
だ
 
 

が
、
こ
の
句
に
お
い
て
「
枯
野
」
は
季
語
と
な
っ
て
お
り
、
句
全
体
の
 
 

内
容
を
規
定
す
る
大
切
な
一
語
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
論
文
も
、
「
枯
 
 

野
」
を
考
証
の
中
心
に
お
く
こ
と
に
な
る
。
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
 
 

枯
野
は
旅
を
象
徴
す
る
風
景
と
さ
れ
て
き
た
。
山
本
健
吉
の
 
「
五
十
年
 
 

（
1
0
）
 
 

の
生
涯
も
、
言
わ
ば
「
枯
野
の
旅
」
 
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
 
 

発
言
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
考
え
は
、
現
在
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
 
 

が
、
な
ぜ
枯
野
が
旅
を
象
徴
し
う
る
の
か
を
考
察
し
た
人
は
み
あ
た
ら
 
 

な
い
。
芭
蕉
の
も
っ
て
い
た
枯
野
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
り
た
い
の
だ
が
、
 
 

芭
蕉
は
そ
の
全
作
品
中
僅
か
二
度
し
か
枯
野
と
い
う
語
を
用
い
て
い
な
 
 

い
。
他
の
一
例
は
『
続
の
原
』
 
の
判
詞
に
あ
り
、
 
 

四
番
 
枯
野
 
 

左
勝
 
 

杉
苗
も
枯
野
に
冒
だ
つ
あ
ら
し
哉
 
棋
風
 
 

右
 
 

石
橋
を
か
れ
野
に
渡
す
入
日
か
な
 
全
峯
 
 

左
の
句
、
木
枯
の
吹
姦
し
て
苗
杉
の
そ
よ
／
＼
と
動
た
る
、
風
の
 
 

や
ど
り
目
に
た
つ
べ
き
も
の
也
。
寸
松
虹
梁
の
姿
を
ふ
く
み
て
一
 
 

〇
〇
 
 

句
の
丈
高
し
。
右
も
又
、
枯
野
の
風
景
見
捨
が
た
く
侍
ら
ん
。
 
 

（
『
日
本
俳
書
大
系
』
に
よ
る
）
 
 

と
あ
る
が
、
旅
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
結
び
付
か
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
視
野
を
広
げ
て
日
本
文
学
の
伝
統
の
中
で
枯
野
に
付
与
さ
れ
 
 

て
き
た
イ
メ
ー
ジ
を
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
別
な
枯
野
の
姿
が
明
ら
 
 

か
に
な
る
。
以
下
、
枯
野
の
文
学
史
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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枯
野
ほ
平
安
時
代
に
お
い
て
、
主
に
嚢
の
色
目
の
名
と
し
て
使
わ
れ
た
。
 
 

し
か
し
、
冬
枯
れ
の
野
原
を
さ
す
枯
野
の
用
法
が
文
学
作
品
に
現
れ
る
 
 

の
は
、
十
二
世
紀
初
頭
の
『
堀
河
百
首
』
以
後
で
あ
る
。
 
 

秋
風
に
な
び
き
／
＼
て
花
す
ゝ
き
 
 

0
0
 
 
 
枯
野
に
な
ら
ん
こ
と
を
し
ぞ
恩
ふ
 
永
縁
 
 

ま
こ
と
に
や
冬
は
来
に
け
り
む
べ
し
こ
そ
 
 

0
0
 
 

枯
野
の
虫
の
声
絶
え
に
け
れ
 
 

基
俊
 
 

と
あ
る
の
を
噂
矢
と
し
、
勅
撰
和
歌
集
で
は
『
千
載
集
』
に
、
前
書
を
 
 

付
し
て
、
 
 

0
0
0
 
 

秋
は
つ
る
か
れ
の
の
む
し
の
こ
ゑ
た
え
ば
 
 

、
〓
－
 
 
 
あ
り
や
な
し
や
を
人
の
と
へ
か
し
 
 

と
あ
る
の
が
最
初
で
、
次
い
で
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
芭
蕉
が
敬
 
 

慕
し
て
や
ま
な
か
っ
た
西
行
の
 
 

み
ち
の
国
へ
ま
か
れ
り
け
る
野
中
に
、
め
に
た
つ
さ
ま
な
る
つ
 
 

か
の
侍
り
け
る
を
、
問
は
せ
侍
り
け
れ
ば
、
こ
れ
な
ん
中
将
の
 
 

つ
か
と
申
す
と
こ
た
へ
け
れ
ば
、
中
将
と
は
い
づ
れ
の
人
ぞ
と
 
 

と
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
実
力
朝
臣
の
こ
と
と
な
む
申
し
け
る
に
、
 
 

冬
の
こ
と
に
て
し
も
が
れ
の
す
す
き
ほ
の
ぼ
の
見
え
わ
た
り
て
、
 
 

を
り
ふ
し
物
が
な
し
う
お
ぼ
え
侍
り
け
れ
ば
 
西
行
法
師
 
 

く
ち
も
せ
ぬ
そ
の
名
ば
か
り
を
と
ど
め
お
き
て
 
 

0
0
 
 

枯
野
の
薄
か
た
み
に
ぞ
み
る
 
 

（
1
2
）
 
 

（
巻
第
八
哀
傷
歌
七
九
三
）
 
 

が
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
中
唯
一
の
用
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
 
 

く
る
と
、
和
歌
の
中
で
枯
野
が
用
い
ら
れ
る
の
が
意
外
に
少
な
い
こ
と
 
 

に
気
付
く
。
そ
し
て
こ
の
枯
野
を
好
ん
で
使
い
始
め
た
の
は
、
実
に
芭
 
 

蕉
の
尊
敬
す
る
西
行
で
あ
っ
た
。
 
 

生
ひ
か
は
る
は
る
の
わ
か
く
さ
ま
ち
わ
び
て
 
 

0
0
0
 
 
 
ほ
ら
の
か
れ
野
に
き
ぎ
す
な
く
な
り
 
 

（
『
山
家
集
』
上
・
春
）
 
 

0
0
0
 
 

霜
か
づ
く
か
れ
の
の
草
の
さ
び
し
き
に
 
 

い
つ
か
ほ
人
の
こ
こ
ろ
と
む
ら
む
 
 

（
『
山
家
集
』
上
・
冬
）
 
 

は
な
に
お
く
つ
ゆ
に
や
ど
り
し
か
げ
よ
り
も
 
 

0
0
 
 

枯
野
の
月
は
あ
は
れ
な
り
け
り
 
 

（
『
山
家
集
』
上
・
冬
）
 
 

0
0
0
 
 

秋
の
色
は
か
れ
野
な
が
ら
も
あ
る
も
の
を
 
 
 

．
よ
の
は
か
な
さ
や
あ
さ
ち
ふ
の
つ
ゆ
 
 

（
『
山
家
集
』
中
・
雑
）
 
 

0
0
 
 

枯
野
う
づ
む
雪
に
心
を
ま
か
す
れ
ば
 
 

あ
た
り
の
原
に
雉
子
な
く
な
り
 
 

（
『
西
行
和
歌
拾
遺
』
）
 
 

さ
び
し
さ
は
秋
み
し
頓
に
か
へ
り
け
り
 
 

0
0
 
 

枯
野
を
て
ら
す
有
明
の
月
 
 

（
『
西
行
和
歌
拾
遺
』
）
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見
れ
ば
げ
に
心
も
そ
れ
に
な
り
ぞ
ゆ
く
 
 

0
0
へ
1
3
）
 
 
 （

『
西
行
和
歌
拾
遺
』
）
 
 

先
に
あ
げ
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
例
を
含
め
て
八
例
、
他
に
二
例
の
 
 

詞
書
、
計
十
例
の
枯
野
を
西
行
ほ
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
旅
と
直
接
結
 
 

び
つ
い
た
用
法
は
な
く
、
寧
ろ
さ
び
し
さ
・
は
か
な
さ
と
い
っ
た
心
情
 
 

の
中
で
存
在
し
て
い
る
。
枯
野
は
西
行
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
 
 

歌
語
だ
と
言
え
よ
う
。
西
行
な
き
あ
と
『
夫
木
和
歌
抄
』
で
は
枯
野
が
 
 

類
題
と
し
て
登
場
し
、
歌
語
と
し
て
の
定
着
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
連
 
 

歌
か
ら
俳
論
へ
と
流
れ
て
い
く
の
だ
が
、
詳
細
は
『
芭
蕉
と
古
典
－
元
 
 

禄
時
代
裏
に
ゆ
だ
ね
た
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
和
歌
・
連
歌
の
世
界
で
さ
び
し
さ
・
は
か
な
さ
と
結
び
 
 

つ
い
た
枯
野
は
、
仏
教
説
話
の
中
に
お
い
て
、
無
常
観
に
と
り
こ
ま
れ
 
 

て
ゆ
く
。
十
三
世
紀
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
仏
教
説
話
集
『
撰
集
抄
』
 
 

に
も
、
枯
野
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
事
だ
 
 

が
、
『
撰
集
抄
』
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
西
行
の
編
著
と
信
じ
ら
れ
、
 
 

五
首
年
来
昔
、
西
行
の
撰
集
抄
に
多
く
の
乞
食
を
あ
げ
ら
れ
候
。
 

愚
眼
故
能
人
見
付
ざ
る
悲
し
さ
に
二
た
び
西
上
人
を
お
も
ひ
か
へ
 
 

し
た
る
迄
二
御
坐
候
。
 
 

（
元
禄
三
年
四
月
十
日
附
 
此
筋
・
千
川
宛
書
簡
）
 
 

撰
集
抄
の
昔
を
お
も
ひ
出
候
ま
ヽ
如
レ
此
申
候
。
 
 

（
元
禄
三
年
正
月
二
日
附
、
荷
今
宛
書
簡
）
 
 

と
あ
る
と
お
り
、
芭
蕉
の
根
幹
に
抜
き
さ
し
な
ら
な
い
影
響
を
与
え
た
 
 

書
物
で
あ
る
。
こ
の
『
撰
集
抄
』
に
登
場
す
る
枯
野
は
、
お
お
よ
そ
あ
 
 

る
一
定
の
文
脈
の
中
で
し
か
現
れ
る
て
と
が
な
く
、
使
わ
れ
方
が
実
に
 
 

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
『
撰
集
抄
』
 
の
中
の
枯
野
は
、
 
 

以
上
七
話
の
中
に
各
一
例
ず
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
撰
集
抄
』
に
含
 
 

ま
れ
て
い
る
説
話
の
多
く
は
、
発
心
澤
を
は
．
じ
め
と
す
る
仏
教
説
話
で
 
 

あ
り
、
作
品
中
に
お
い
て
こ
の
世
を
無
常
な
も
の
と
捉
え
、
極
楽
浄
土
 
 

へ
の
あ
こ
が
れ
を
も
ち
つ
つ
僧
の
言
行
を
記
す
こ
と
に
特
徴
が
あ
卑
。
 
 

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
申
で
、
枯
野
は
現
世
の
無
常
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
 
 

い
る
。
 
 

悲
し
き
哉
、
昨
日
あ
り
し
人
、
け
ふ
は
な
し
。
朝
に
世
路
に
誇
る
 
 

た
ぐ
ひ
、
夕
べ
に
は
白
骨
と
な
り
、
月
を
な
が
む
る
友
、
た
．
ち
ま
 
 
 

ち
に
零
落
し
、
花
に
た
づ
さ
ふ
る
族
、
む
な
し
く
風
に
さ
そ
は
れ
 

て
、
跡
な
く
な
り
ぬ
る
世
の
中
に
、
お
ろ
か
に
恩
ひ
を
と
ヾ
め
て
、
 
 

い
た
づ
ら
に
我
身
に
つ
も
る
年
月
の
、
首
は
露
の
霜
に
か
ほ
り
て
、
 
 
 

闇
巻
第
二
 
八
 
 

㈲
巻
第
二
、
五
 
 

㈲
巻
第
三
、
九
 
 

㈲
巻
第
四
、
六
 
 

㈲
巻
第
四
、
七
 
 

㈲
巻
第
六
、
二
 
 

冊
巻
第
六
、
七
 
 

行
賀
僧
都
耳
を
切
る
事
 
 

雲
林
院
の
説
法
を
聴
聞
ふ
窟
心
音
事
 
 

葛
木
の
僧
の
事
 
 

慶
疲
得
業
の
事
 
 

明
雲
僧
正
の
事
 
 

人
々
天
亡
の
事
 
 

恵
心
僧
都
の
事
 
 



0
0
 
 
 

長
月
の
末
野
の
原
の
枯
野
の
単
に
た
ぐ
へ
て
、
跡
な
く
な
り
は
て
 
 
 

ん
と
す
る
こ
と
を
も
恩
は
ず
、
心
の
あ
る
に
ま
か
せ
て
、
秋
の
な
 
 
 

が
き
よ
す
が
ら
、
そ
の
事
と
な
く
ね
ぶ
り
て
、
は
か
な
き
夢
を
の
 
 
 

み
見
て
、
む
な
し
く
月
日
を
過
ご
さ
ん
、
げ
に
も
心
う
き
わ
ざ
な
 
 
 

（
挙
三
五
）
 
 
 

る
べ
璧
 
 

比
は
神
無
月
の
十
日
あ
ま
り
の
事
に
侍
れ
ば
、
月
は
か
げ
す
る
木
 
 
 

木
の
な
け
れ
ど
も
、
は
れ
く
も
る
ひ
か
り
は
一
方
な
ら
ず
物
あ
は
 
 

0
0
0
 
 

れ
な
る
を
、
木
の
葉
が
く
れ
に
行
く
嵐
の
、
か
れ
野
の
す
ヽ
き
に
 
 

よ
わ
り
て
、
そ
よ
め
き
わ
た
り
、
世
を
秋
風
の
は
げ
し
く
て
、
涙
に
 
 

そ
む
る
紅
葉
の
も
ろ
く
ち
る
さ
ま
な
ん
ど
に
も
、
無
常
思
ひ
し
ら
 
 

（
巻
三
、
九
）
 
 

れ
て
、
あ
は
れ
な
る
ぞ
や
。
 
 

な
ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
生
命
力
の
潤
渇
し
た
枯
野
の
風
景
 
 

は
、
人
間
の
死
な
ど
と
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
無
常
観
と
 
 

深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
他
に
も
、
 
 
 

飛
鳥
川
、
淵
は
瀬
に
成
り
、
瀬
は
又
淵
と
成
り
、
木
筆
お
な
じ
く
、
 
 

0
0
 
 
枯
野
の
原
に
な
り
、
山
も
か
れ
海
も
あ
せ
ぬ
る
世
の
中
に
 
 

（
巻
四
、
七
）
 
 

す
で
に
月
日
の
つ
も
り
て
、
夜
寒
に
秋
の
末
に
の
ぞ
み
、
霜
さ
え
 
 

0
0
 
 

て
、
枯
野
の
薄
あ
と
も
な
く
、
木
々
の
紅
葉
散
り
は
て
～
、
枝
に
 
 

は
雪
の
ふ
り
か
は
り
、
雪
だ
に
消
え
侍
り
し
有
様
、
盛
衰
の
姿
、
 
 

無
常
転
変
の
か
な
し
み
侍
り
。
 
 

（
巻
六
、
二
）
 
 

0
0
 
 
枯
野
の
草
の
原
、
露
の
や
ど
り
し
げ
か
ら
ん
と
覚
え
て
、
何
と
な
 
 

く
あ
は
れ
な
る
に
つ
け
て
も
世
の
さ
だ
め
な
き
事
の
思
わ
れ
て
、
 
 

（
巻
六
、
七
）
 
 

と
、
同
様
な
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
枯
野
の
イ
メ
ー
ジ
 
 

が
、
中
世
仏
教
説
話
の
理
想
郷
た
る
浄
土
と
正
反
対
の
位
置
に
あ
る
こ
 
 

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
枯
野
と
い
う
語
が
、
芭
蕉
の
敬
慕
し
た
西
行
と
 
 

密
切
な
関
係
に
あ
る
以
上
、
「
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
の
枯
野
も
ま
 
 

た
、
彼
岸
の
浄
土
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
此
岸
の
現
世
に
属
す
る
も
の
で
 
 

は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
『
撰
集
抄
』
に
み
ら
れ
る
枯
野
の
残
る
二
例
は
、
 
 

0
0
0
 
 

筆
の
た
ち
所
も
、
枯
れ
野
に
さ
せ
る
さ
～
が
に
の
、
い
と
か
き
み
 
 

だ
し
 
 

（
巻
二
 
七
）
 
 

0
0
 
 

霜
を
か
さ
ぬ
る
雪
の
上
に
、
枯
野
の
原
を
草
枕
と
し
て
ふ
し
給
ひ
 
 

け
ん
 
 

（
巻
四
、
六
）
 
 

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
和
歌
・
説
話
の
他
、
謡
曲
に
お
い
て
も
枯
野
 
 

は
散
見
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
の
中
で
あ
ま
り
大
き
な
意
 
 

味
を
も
っ
て
い
な
い
。
 
 

0
0
 
 

声
も
枯
野
の
虫
の
音
の
、
乱
る
る
草
の
花
心
 
 

と
い
う
『
砧
』
の
用
例
の
如
く
、
芭
蕉
の
枯
野
と
特
殊
な
か
か
わ
り
を
 
 

（
1
6
）
 
 

も
つ
も
の
で
は
な
い
。
他
の
謡
曲
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
や
は
り
、
 
 

芭
蕉
の
枯
野
は
西
行
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
言
え
る
。
西
行
を
慕
 
 

っ
て
旅
を
し
て
き
た
生
涯
、
そ
の
終
着
点
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
句
が
 
 

詠
ま
れ
た
の
ほ
、
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
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五
、
宗
教
と
文
学
 
 

こ
れ
ま
で
や
や
文
献
的
に
考
証
し
て
き
た
が
、
で
は
こ
の
よ
う
な
句
 
 

中
の
各
語
句
は
い
っ
た
い
何
を
物
語
る
の
か
。
ま
ず
西
行
の
辞
世
を
み
 
 

て
み
た
い
。
 
 

願
は
く
は
花
の
し
た
に
て
春
死
な
ん
 
 

そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
頃
 
 

（
『
山
家
集
』
春
・
上
）
 
 

既
成
の
知
識
を
確
認
す
れ
ば
、
二
月
十
五
日
は
釈
迦
入
滅
の
日
で
あ
り
、
 
 

一
首
は
浄
土
へ
の
願
望
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
 
 

芭
蕉
の
辞
世
句
は
ど
う
な
の
か
。
あ
た
か
も
『
撰
集
抄
』
に
お
い
て
枯
 
 

野
が
浄
土
の
対
極
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
枯
野
の
句
に
は
西
行
の
如
き
宗
 
 

教
的
世
界
へ
の
願
望
は
み
ら
れ
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
心
が
枯
野
を
離
 
 

れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
芭
蕉
の
内
面
に
お
い
て
宗
教
は
ど
の
よ
う
 
 

に
解
決
さ
れ
て
い
た
の
か
。
 
 
 

支
考
の
『
笈
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
句
を
詠
ん
だ
あ
と
で
芭
蕉
は
次
の
 
 

よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
。
 
 

み
づ
か
ら
申
さ
れ
け
る
は
、
は
た
生
死
の
転
変
を
前
に
を
き
な
が
 
 

ら
、
は
つ
句
す
べ
き
わ
ざ
に
も
あ
ら
ね
ど
、
よ
の
つ
ね
此
道
を
心
に
 
 
 

籠
て
、
年
も
や
ヽ
半
百
に
過
た
れ
ば
、
い
ね
て
は
朝
雲
暮
姻
の
間
 
 

を
か
け
り
、
さ
め
て
は
山
水
野
鳥
の
声
に
お
ど
ろ
く
。
是
を
仏
の
 
 

妄
執
と
い
ま
し
め
給
へ
る
、
た
ヾ
ち
は
今
の
身
の
上
に
お
ぼ
え
侍
 
 

る
也
。
此
後
は
た
ヾ
生
前
の
俳
譜
を
わ
す
れ
む
と
の
み
お
も
ふ
は
 
 

と
、
か
へ
す
ぐ
く
や
み
申
さ
れ
し
也
。
 
 

仏
教
の
教
義
に
照
ら
せ
ば
俳
譜
は
狂
言
緒
語
で
あ
る
か
ら
、
も
う
俳
讃
 
 

を
忘
れ
た
い
と
芭
蕉
は
言
う
。
こ
の
言
葉
を
支
え
て
い
る
の
は
仏
教
の
 
 

論
理
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
辞
世
の
句
に
ほ
静
か
な
仏
心
こ
そ
ふ
さ
 
 

わ
し
い
。
し
か
し
翌
日
、
芭
蕉
は
以
前
に
詠
ん
だ
 
 

大
井
川
浪
に
塵
な
し
夏
の
月
 
 

の
句
を
 
 

清
瀧
や
波
に
ち
り
込
青
松
糞
 
翁
 
 

に
推
敲
し
な
お
し
て
お
り
、
決
し
て
俳
語
を
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
 
 

た
。
こ
れ
は
宗
教
と
い
う
も
の
が
、
芭
蕉
に
と
っ
て
魂
を
揺
る
が
す
ほ
 
 

ど
の
大
問
題
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
 
 

時
に
、
芭
蕉
が
宗
教
の
呪
縛
か
ら
自
由
で
な
か
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
 
 

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
枯
野
の
句
に
あ
え
て
「
病
中
吟
」
と
前
書
を
付
 
 

し
、
決
し
て
辞
世
と
は
認
め
な
か
っ
た
の
も
、
辞
世
は
悟
り
の
心
境
を
 
 

表
現
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
仏
教
的
価
値
観
に
束
縛
さ
れ
て
の
こ
と
 
 

だ
と
言
え
る
。
俳
譜
は
「
妄
執
」
だ
か
ら
も
う
忘
れ
て
し
ま
い
た
い
と
 
 

い
う
発
言
と
は
う
ら
は
ら
に
、
芭
蕉
は
あ
く
ま
で
俳
讃
に
こ
だ
わ
っ
た
。
 
 

宗
教
の
論
理
を
ふ
り
か
ざ
し
つ
つ
文
学
に
帰
し
て
ゆ
く
姿
は
、
宗
教
者
 
 

西
行
を
慕
っ
て
き
た
自
己
の
旅
を
確
認
し
っ
つ
も
、
結
局
現
世
の
枯
野
 
 

を
離
れ
な
い
と
い
う
辞
世
句
そ
の
も
の
の
姿
と
重
な
っ
て
く
る
。
「
旅
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に
病
で
」
の
句
は
、
芭
蕉
の
内
面
に
お
け
る
宗
教
と
文
学
の
相
剋
を
象
 
 

徴
し
 

各
語
句
よ
り
自
ず
か
ら
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
 

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
「
旅
に
病
で
」
の
句
は
次
の
よ
う
な
 
 

解
釈
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
 
 

仏
道
修
行
の
旅
に
死
ん
だ
西
行
と
同
じ
く
、
私
も
旅
の
途
上
で
病
 
 
 

を
得
た
。
し
か
し
私
の
偽
わ
ら
な
い
正
直
な
心
は
、
西
行
が
理
想
 
 
 

と
し
た
浄
土
へ
と
は
向
か
わ
ず
、
却
っ
て
こ
の
世
の
無
常
の
象
徴
 
 

で
あ
る
枯
野
に
と
ど
ま
っ
て
、
決
し
て
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
 
 

六
、
結
 
 

線
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
論
文
で
私
が
主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
 
 
 

刷
西
行
を
筆
頭
と
す
る
古
人
を
追
っ
て
旅
を
し
て
き
た
、
そ
の
よ
う
 
 

な
自
己
を
再
確
認
す
る
言
葉
が
「
旅
に
病
で
」
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

㈲
「
夢
は
」
と
い
う
表
現
は
、
夢
ノ
中
デ
芭
蕉
ガ
と
解
釈
す
る
よ
り
 
 

も
、
漢
詩
に
発
想
を
得
た
修
辞
で
あ
る
と
み
な
す
の
が
、
よ
り
適
 
 

切
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

旧
「
枯
野
を
」
の
枯
野
は
、
現
世
の
無
常
と
結
び
つ
い
た
言
葉
と
し
 
 

て
浄
土
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
想
に
は
西
行
が
か
 
 

か
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

㈱
「
か
け
廻
る
」
と
は
、
走
リ
マ
ワ
ル
と
い
う
現
象
的
表
現
で
あ
る
 
 

が
、
離
レ
ル
コ
ト
ガ
デ
ヰ
ナ
イ
と
い
う
内
面
的
意
味
を
含
ん
で
い
 
 

る
こ
と
。
 
 

以
上
の
四
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
、
芭
蕉
が
宗
教
 
 

的
彼
岸
た
る
浄
土
で
は
な
く
、
枯
野
と
い
う
現
世
の
風
景
に
強
く
魅
か
 
 

れ
て
い
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
文
学
と
い
う
も
の
は
、
悟
り
切
っ
た
宗
教
的
境
地
か
ら
は
 
 

生
ま
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
漱
石
が
円
覚
寺
に
参
禅
し
っ
つ
 
 

も
『
門
』
の
中
に
救
い
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
芥
川
 
 

が
キ
リ
ス
ト
教
に
引
か
れ
な
が
ら
も
、
結
局
『
西
方
の
人
』
の
列
に
加
 
 

わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
芭
蕉
も
ま
た
、
浄
土
で
は
な
く
無
常
の
枯
野
 
 

に
帰
っ
て
い
っ
た
。
宗
教
が
濃
厚
な
力
を
も
っ
て
い
た
の
が
中
世
で
あ
 
 

り
、
そ
の
代
表
と
も
言
え
る
の
が
西
行
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
が
し
だ
い
 
 

に
影
響
力
を
失
っ
て
い
く
の
が
、
近
世
と
い
う
芭
蕉
の
生
き
た
時
代
の
 
 

姿
で
も
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
自
ら
を
諸
国
を
め
ぐ
る
行
脚
僧
に
な
ぞ
ら
え
 
 

て
い
た
の
だ
が
、
実
際
に
彼
が
や
っ
て
い
た
こ
と
は
文
学
の
浮
か
れ
歩
 
 

き
だ
っ
た
。
宗
教
者
の
装
い
を
し
つ
つ
、
結
局
芭
蕉
は
俳
語
師
な
の
で
 
 

あ
る
。
「
旅
に
病
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
と
い
う
辞
世
旬
ほ
、
そ
 
 

の
よ
う
な
文
学
者
と
し
て
の
芭
蕉
の
あ
り
方
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
 
 

思
わ
れ
る
。
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（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

／ 、    （     （     （     （  

13121110 9  ）     ）     ）     ）     ）   

注  
井
本
農
一
訳
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
松
尾
芭
蕉
集
』
昭
和
四
十
七
年
、
 
 

小
学
館
 
 
 

山
本
健
吉
著
、
日
本
古
典
文
庫
『
芭
蕉
名
句
集
』
昭
和
五
十
二
年
、
河
 
 

出
書
房
新
社
 
 
 

今
栄
蔵
訳
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
芭
蕉
句
集
』
昭
和
五
十
七
年
、
新
 
 

潮
社
 
 
 

谷
地
快
一
訳
、
『
芭
蕉
講
座
』
巻
四
巻
 
昭
和
五
十
八
年
、
有
精
望
 
 
 

頴
原
退
蔵
著
、
『
俳
著
名
作
集
』
昭
和
十
年
、
講
談
社
 
 
 

加
藤
漱
邸
評
、
『
芭
蕉
講
座
』
第
三
巻
発
句
篇
冊
 
昭
和
二
十
三
年
、
 
 

三
省
堂
 
 
 

須
藤
松
雄
著
『
芭
蕉
の
自
然
』
昭
和
五
十
七
年
、
明
治
書
院
 
 
 

「
夢
は
1
か
け
廻
る
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
三
浦
俊
彦
氏
の
「
風
 
 

雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
芭
蕉
－
 
「
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
も
の
の
考
察
－
」
 
 

（
比
較
文
学
・
文
化
論
集
第
六
号
）
に
興
味
深
い
論
が
あ
る
。
三
浦
氏
は
、
 
 

夢
ニ
オ
イ
テ
芭
蕉
ガ
枯
野
ヲ
カ
ケ
廻
ッ
タ
ど
す
る
従
来
の
解
釈
に
対
し
、
「
か
 
 

け
廻
る
」
の
主
語
は
あ
く
ま
で
も
「
夢
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
 
 

れ
て
い
る
。
 
 
 

上
野
洋
三
著
『
芭
蕉
論
』
所
収
、
昭
和
六
十
一
年
、
筑
摩
書
房
 
 
 

山
本
健
吉
著
『
芭
蕉
そ
の
鑑
賞
と
批
評
 
』
昭
和
三
十
二
年
、
新
潮
社
 
 
 

『
千
載
集
』
巻
第
十
七
、
雑
歌
中
、
一
〇
九
三
 
藤
原
基
俊
 
 
 

前
書
を
含
め
、
ば
ば
同
内
容
の
も
の
が
『
山
家
集
』
に
も
み
ら
れ
る
。
 
 
 

『
さ
さ
め
ど
と
』
に
お
い
て
心
敬
は
、
こ
の
和
歌
の
下
の
句
を
「
さ
び
」
 
 

と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。
～
枯
野
を
「
さ
び
」
の
風
景
と
す
る
の
は
故
な
 
 

し
と
し
な
い
。
詳
細
は
復
本
l
郎
著
『
さ
び
－
俊
成
よ
り
芭
蕉
へ
の
展
開
－
』
 
 
 

昭
和
五
十
八
年
、
塙
書
房
参
輿
。
 
 

（
1
4
）
 
広
田
二
郎
著
、
昭
和
六
十
二
年
、
明
治
書
院
 
 

（
1
5
）
 
本
文
は
小
島
孝
之
・
浅
見
和
彦
編
『
撰
集
抄
』
昭
和
六
十
年
、
桜
楓
社
 
 

に
よ
っ
た
。
以
下
同
じ
。
 
 

（
1
6
）
 
『
項
羽
』
、
『
三
笑
』
、
『
源
氏
供
養
』
、
『
草
薙
』
、
『
小
鍛
冶
』
な
ど
に
み
 
 

ら
れ
る
。
 
 
 




