
芭
蕉
、
杜
国
を
伊
良
湖
に
訪
ね
る

（
「
笈
の
子
文
」
よ
り
）

藪
野
直
史

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
こ
れ
は
私
の
ブ
ロ
グ
・
カ
テ
ゴ
リ
「
松
尾
芭
蕉
」
で
二
〇
一
三
年
十
二
月
十
二
日
に
公

開
し
た
も
の
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
ソ
フ
ト
に
は
性
能
限
界
が

あ
り
、一

部

の
文
字
や
文
字
列
が
横
転
し
て
し
ま
う
が
、
縦
書
の
妙
味
の
誘
惑
に
は
勝
て
な
い
。
横
転
し
て

い
て
も
読
め
ぬ
こ
と
は
な
い
。
悪
し
か
ら
ず
。
な
お
、
こ
れ
は
私
の
ブ
ロ
グ
の
六
十
三
万
ア
ク
セ
ス
突
破
記

念
と
し
て
作
成
し
た
。］

三
川
の
國
保
美

ほ

び

と
い
ふ
處
に
、
杜
國

と

こ

く

が
忍
び
て
あ
り
け
る
を
と
ぶ
ら
は
む
と
、

ま
づ
越
人

ゑ

つ

じ

ん

に
消
息

せ

う

そ

く

し
て
、
鳴
海

な

る

み

よ
り
後

あ

と

ざ
ま
に
二
十
五
里
た
づ
ね
か
へ
り
て
、
そ

の
夜
、
吉
田
に
泊
る
。

寒
け
れ
ど
二
人
寢
る
夜
ぞ
賴
も
し
き

天
津
繩
手

あ

ま

つ

な

は

て

、
田
の
中
に
細
道
あ
り
て
、
海
よ
り
吹
き
上
ぐ
る
風
い
と
寒
き
所
な

り
。

冬
の
日
や
馬
上

ば

し

や

う

に
凍
る
影
法
師

か

げ

ぼ

ふ

し

保
美
村
よ
り
伊
良
古
崎

い

ら

ご

ざ

き

へ一
里

ば
か
り
も
あ
る
べ
し
。
三
河
の
國
の
地
續
き
に

て
、
伊
勢
と
は
海
へ
だ
て
た
る
所
な
れ
ど
も
、
い
か
な
る
故
に
か
、
『
萬
葉
集
』

に
は
伊
勢
の
名
所
の
内
に
撰

え

ら

び
入
れ
ら
れ
た
り
。
こ
の
州
崎
に
て
碁
石

ご

い

し

を
拾
ふ
。

世
に
伊
良
湖
白

い

ら

ご

じ

ろ

と
い
ふ
と
か
や
。
骨
山

ほ

ね

や

ま

と
い
ふ
は
鷹
を
打
つ
處
な
り
。
南
の
海
の



は
て
に
て
、
鷹
の
は
じ
め
て
渡
る
所
と
い
へ
り
。
伊
良
湖
鷹

い

ら

ご

だ

か

な
ど
歌
に
も
詠よ

め
り

け
り
と
思
へ
ば
、
な
ほ
あ
は
れ
な
る
折
ふ
し
。

鷹
一
つ
見
付
て
う
れ
し
伊
良
湖
崎

（
以
上
は
「
笈
の
小
文
」
本
文
よ
り
。
底
本
は
「
新
潮
古
典
集
成
」
の
富
山
奏
校

注
「
芭
蕉
文
集
」
を
恣
意
的
に
正
字
化
し
て
示
し
た
。
な
お
底
本
で
は
句
の
位
置

は
二
字
下
げ
で
あ
る
）

 
 
 

＊

寒
け
れ
ど
二
人
寢
る
夜
ぞ
賴

た

の

も
し
き

 
 

（
「
笈
の
小
文
」
本
文
）

 
 

越
人
と
吉
田
の
驛
に
て

寒
け
れ
ど
二
人
旅
ね
ぞ
た
の
も
し
き

 
 

（
「
曠
野
」）

寒
け
れ
ど
二
人
旅
ね
は
た
の
も
し
き

 
 

（
「
笈
日
記
」）

 
 
 

＊

 
 

旅
宿

ご
を
燒

た

い

て
手
拭

て

ぬ

ぐ

ひ

あ
ぶ
る
寒
さ
哉

 
 
 
 

（
「
笈
日
記
」
）

ご
を
燒
て
手
拭
あ
ぶ
る
氷
か
な

 
 
 
 

（
「
如
行
集
」）



 
 
 

＊

冬
の
日
や
馬
上
に
凍
る
影
法
師

 
 
 
 

（
「
笈
の
小
文
」
本
文
）

 
 

あ
ま
つ
繩
手
を
過

す
ぐ
る

と
て

冬
の
日
の
馬
上
に
す
く
む
影
法
師

 
 
 

（
「
如
行
集
」）

 
 

あ
ま
津
な
は
て

さ
む
き
田
や
馬
上
に
す
く
む
影
法
師

 
 

（
伊
良
古
崎
紀
行
真
蹟
）

 
 

訪
杜
國
紀
行
（
杜
國
を
訪
ふ紀

行

）

す
く
み
行

ゆ

く

や
馬
上
に
氷
る
影
法
師 

 
 
 

（
「
笈
日
記
」）

 
 
 

＊

 
 

伊
良
古

い

ら

ご

に
行

ゆ

く

道
、
越
人
醉

ゑ

ひ

て
馬
に
乘
る

ゆ
き
や
砂
む
ま
よ
り
落

お

ち

よ
酒
の
醉

ゑ

ひ

 
 
 

（
伊
良
古
崎
紀
行
真
蹟
）

 
 
 

＊

鷹
一
つ
見
付

つ

け

て
う
れ
し
い
ら
ご
崎

 
 
 

（
「
笈
の
小
文
」
本
文
）

 
 
 

＊



 
 

い
ら
ご
ざ
き
ほ
ど
ち
か
け
れ
ば
、
見
に
ゆ
き
侍

は

べ

り
て

い
ら
ご
崎
に
る
物
も
な
し
鷹
の
聲

 
 
 

（
真
蹟
詠
草
）

 
 
 

＊

 
 

杜
國
が
不
幸
を
伊
良
古
崎

い

ら

ご

ざ

き

に
た
づ
ね
て
、
鷹
の
こ
ゑ
を
折
ふ
し
聞

き

き

て

夢
よ
り
も
現

う
つ
つ

の
鷹
ぞ
賴
母

た

の

も

し
き

 
 
 
 

（
越
人
編
「
鵲
尾
冠

し

や

く

び

か

ん

」
）

 
 
 

＊

 
 

人
の
い
ほ
り
を
た
づ
ね
て

さ
れ
ば
こ
そ
あ
れ
た
き
ま
ゝ
の
霜
の
宿

（
「
曠
野
」）

 
 

逢
杜
國
（
杜
國
に
逢
ふ
）

さ
れ
ば
こ
そ
逢
ひ
た
き
ま
ゝ
の
霜
の
宿

（
「
笈
日
記
」）

 
 
 

＊

 
 

畠

邑

は
た
け
む
ら

杜
國
が
閑
居
を
尋
て

麥
は
え
て
よ
き
隱
家

か

く

れ

が

や
畠
村

は
た
け
む
ら

 
 
 

（「
笈
日
記
」
）

麥
蒔

ま

き

て
隱
れ
家
や
畠
む
ら

 
 
 
 
 
 

（
「
如
行
集
」）

 
 
 

＊



 
 

此
里

こ

の

さ

と

を
ほ
び
と
い
ふ
事
は
、
む
か
し
院
の
み
か
ど
の
ほ
め
め
さ
せ
玉
ふ

地
な
る
に
よ
り
て
ほ
う
美
と
い
ふ
よ
し
、
里
人
の
か
た
り
侍
る
を
、
い

づ
れ
の
文
に
書
き
と
ゞ
め
た
る
と
も
し
ら
ず
侍
れ
ど
も
、
い
と
も
か
し

こ
く
覺
え
侍
る
ま
ゝ
に

梅
つ
ば
き
早
咲

は

や

ざ

き

ほ
め
む
保
美
の
里

 
 
 

（
真
蹟
詠
草
）

 
 
 

＊

 
 

し
ば
ら
く
か
く
れ
ゐ
け
る
人
に
申
遣

ま
う
し
つ
か
は

す

先
ま

づ

祝
へ
梅
を
心
の
冬
籠
り

 
 
 
 
 
 

（
「
曠
野
」）

［
や
ぶ
ち
ゃ
ん
注
：
貞
享
四
（一

六
八
七

）
年
、
芭
蕉
四
十
四
歳
。
同
年
十
一
月

十
日
か
ら
十
三
日
の
作
。
芭
蕉
が
越
人
を
伴
っ
て
杜
国
の
謫
居
を
伊
良
湖
崎
直
近

の
畠
村
（
畑
村
と
も
書
く
。
現
在
の
愛
知
県
渥
美
郡
田
原
市
福
江
町
内
）
に
訪
ね

た
際
の一

連

の
句
群
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
人
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
。

 
 
 

★

坪
井
杜
国
（
？
～
元
禄
三
（一

六
九
〇

）
年
）
は
、
本
名
を
坪
井
庄
兵
衛
と
い
い
、

名
古
屋
蕉
門
の
有
力
者
で
、
御
園
町
の
町
代
を
勤
め
た
富
裕
な
米
穀
商
（
屋
号
壺

屋
）
で
あ
っ
た
が
、
米
延
商
空
米
売
買

こ
め
の
べ
あ
き
な
い
か
ら
ま
い

ば
い
ば
い

（
「
空
米

く
う
ま
い

」
と
も
読
む
。
実
際
に
は
現
物

の
米
を
確
保
し
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
店
蔵
に
は
米
が
あ
る
か
の
よ
う
に
偽

っ
て
米
を
売
買
す
る
と
こ
ろ
の
、
現
在
で
い
う
先
物
取
引
の
こ
と
。
当
時
は
御
法

度
の
死
罪
相
当
の
重
罪
で
あ
っ
た
。
但
し
、
ウ
ィ
キ
の
「
帳
合
取
引
」
に
よ
れ
ば
、

こ
の
四
十
五
年
後
の
享
保
一
五
（一

七
三
〇

）
年
に
は
大
坂
の
堂
島
米
会
所
に
限

っ
て
認
め
ら
れ
、
以
後
は
大
坂
以
外
の
米
が
集
積
さ
れ
る
諸
都
市
で
も
幕
府
の
規

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B3%E5%90%88%E5%8F%96%E5%BC%95


制
に
も
拘
わ
ら
ず
空
米
取
引
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
あ
り
、
実
際
に
は
杜
国
の
生

き
た
頃
も
陰
で
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
の
罪
に
問
わ
れ
て
、

こ
の
二
年
前
、
貞
亨
二
（一

六
八
五

）
年
八
月
十
九
日
附
で
、
家
財
没
収
の
上
、

処
払
い
（
尾
張
藩
領
内
か
ら
の
追
放
）
の
身
と
な
り
、
南
彦
左
衛
門
と
改
名
し
た

上
、
こ
こ
畠
村
（
当
時
の
渥
美
半
島
の
殆
ん
ど
は
田
原
藩
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
居

た
こ
の
畠
村
は
大
垣
新
田
藩
藩
庁
が
置
か
れ
た
主
藩
で
あ
る
大
垣
藩
の
飛
地
的

存
在
で
あ
っ
た
）
に
流
刑
と
な
り
、
以
後
晩
年
ま
で
三
河
の
国
保
美

ほ

び

（
先
の
畠
村

の
直
近
で
後
に
合
併
し
て
福
江
村
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
詞
書
の
故
実
な
ど
か

ら
見
て
、
「
保
美
」
は
「
畠
村
」
を
含
む
こ
の一

帯
の
古
称
で
あ
っ
た
も
の
と
考

え
て
よ
い
。
）
に
謫
居
し
た
。一

部
参
考

に
さ
せ
て
戴
い
た
伊
藤
洋
氏
の
「
芭
蕉

Ｄ
Ｂ
」
の
「
坪
井
杜
国
」
に
は
、
尤
も
、
『
監
視
も
な
い
流
刑
の
身
の
こ
と
、
南

彦
左
衛
門
、
俳
号
野
人
ま
た
は
野
仁
と
称
し
て
芭
蕉
と
と
も
に
『
笈
の
小
文
』
の

旅
を
続
け
た
り
も
し
て
い
た
』
と
あ
り
、
さ
ら
に
『一

説

に
よ
る
と
、
杜
国
は
死

罪
に
な
っ
た
が
、
こ
の
前
に
「
蓬
莱
や
御
国
の
か
ざ
り
桧
木
山
」
と
い
う
尾
張
藩

を
讃
仰
す
る
句
を
作
っ
た
こ
と
を
、
第
二
代
尾
張
藩
主
徳
川
光
友
が
記
憶
し
て
い

て
、
罪
一
等
減
じ
て
領
国
追
放
に
な
っ
た
と
い
う
』
と
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は

か
な
り
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
杜
国
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
の
同
道
の
越
人
と

並
ん
で
、
伊
藤
氏
も
挙
げ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
芭
蕉
が
特
に
目
を
掛
け
た
門

人
の一

人

』
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
彼
等
の
師
弟
関
係
に
は
衆
道
の
匂
い
が
相
当
に

濃
厚
な
で
あ
る
（
不
審
な
方
は
次
に
掲
げ
る
「
嵯
峨
日
記
」
を
読
ま
れ
た
い
。
な

お
、
日
本
の
近
代
以
降
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
衆
道
を
ど
こ
か
で
異
常
性
愛
と
し
て

意
図
的
に
避
け
て
否
定
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
南
方
熊
楠
が
痛
烈
に
批
判
し
た

よ
う
に
、
歴
史
的
な
本
邦
の
性
愛
史
を
正
し
く
見
よ
う
と
し
な
い
非
学
問
的
立
場

で
あ
る
と
断
ず
る
も
の
で
あ
る
）
。
享
年
三
十
余
歳
と
さ
れ
る
（一

部
参
考

に
さ

http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/whoswho/tokoku.htm


せ
て
戴
い
た
伊
藤
洋
氏
の
「
芭
蕉
Ｄ
Ｂ
」
の
「
坪
井
杜
国
」
で
は
三
十
四
歳
と
す

る
。
す
る
と
生
年
は
明
暦
三
（一

六
五
七

）
年
と
な
る
）
。
現
在
、
福
江
町
に
あ

る
隣
江
山
潮
音
寺
に
墓
が
あ
る｡

因
み
に
杜
国
の
逝
去
の
翌
年
に
書
か
れ
た
「
嵯

峨
日
記
」
の
元
禄
四
（一

六
九
一

）
年
四
月
二
十
八
日
の
条
に
は
以
下
の
よ
う
に

あ
る
（
底
本
は
富
山
奏
校
注
「
芭
蕉
文
集
」
で
恣
意
的
に
正
字
化
し
た
）。

廿
八
日

夢
に
杜
國

と

こ

く

が
事
を
い
ひ
出
だ
し
て
、
涕
泣

て

い

き

ふ

し
て
覺さ

む
。

心
神

し

ん

し

ん

相
交

ま
じ
は

る
時
は
夢
を
な
す
。
陰

い

ん

盡
き
て
火
を
夢
見
、
陽

や

う

衰
へ
て
水
を
夢
見
る
。

飛
鳥

ひ

て

う

髮
を
ふ
く
む
時
は
飛
べ
る
を
夢
見
、
帶
を
敷
き
寢
に
す
る
時
は
蛇

へ

び

を
夢
見
る

と
い
へ
り
。『
枕
中
記

ち

ん

ち

ゆ

う

き

』・
槐
安
國

く
わ
い
あ
ん
こ
く

・
莊
周

さ

う

し

う

が
夢
蝶

む

て

ふ

、
皆
そ
の
こ
と
わ
り
有
り
て
妙

を
盡
さ
ず
。
わ
が
夢
は
聖
人
君
子
の
夢
に
あ
ら
ず
。
終
日
妄
想

ま

う

ざ

う

散
亂
の
氣
、
夜
陰

の
夢
ま
た
し
か
り
。
誠
に
こ
の
者
を
夢
見
る
こ
と
、
い
は
ゆ
る
念
夢
な
り
。
我
に

志
深
く
、
伊
陽
の
舊
里

ふ

る

さ

と

ま
で
慕
ひ
來
り
て
、
夜
は
床
を
同
じ
う
起
き
臥
し
、
行
脚

あ

ん

ぎ

や

の
勞
を
共
に
助
け
て
、
百
日
が
ほ
ど
影
の
ご
と
く
に
伴
ふ
。
あ
る
時
は
た
は
ぶ
れ
、

あ
る
時
は
悲
し
び
、
そ
の
志
わ
が
心
裏
に
し
み
て
、
忘
る
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
る

べ
し
。
覺
め
て
ま
た
袂

た
も
と

を
し
ぼ
る
。

こ
の
「
嵯
峨
日
記
」
に
出
る
夢
理
論
は
、
概
ね
「
烈
子
」
の
記
載
に
基
づ
く
（
以

下
、
こ
れ
に
詳
細
な
注
を
施
す
と
な
る
と
膨
大
に
な
る
の
で
禁
欲
的
に
注
し
た
）
。

・「
妙
を
盡
さ
ず
」
は
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
、
の
謂
い
。

・「
念
夢
」
と
は
常
に
深
く
心
に
執
着
し
て
思
念
し
て
い
る
た
め
に
見
る
夢
。

・「
我
に
志
深
く
…
…
」
以
下
の
部
分
は
、
「
笈
の
小
文
」
の
後
半
の
旅
を
指
す
。

こ
の
伊
良
湖
崎
訪
問
の
翌
貞
享
五
（一

六
八
八

）
年
の
三
月
、
今
度
は
杜
国
が

http://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/whoswho/tokoku.htm


伊
勢
に
渡
っ
て
芭
蕉
と
落
ち
合
い
（
こ
れ
は
こ
の
伊
良
湖
崎
訪
問
の
際
に
約
束
さ

れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
既
に
そ
の
頃
、
伊
良
湖
崎
か
ら
伊
勢
に
向

か
う
海
路
の
定
期
便
が
あ
り
、
杜
国
は
通
過
出
来
な
い
尾
張
領
内
を
廻
ら
ず
と
も

伊
勢
へ
行
け
た
）
、
同
十
九
日
に
は
、
芭
蕉
は
杜
国
に
「
万
菊
丸
」
と
い
う
稚
児

名
を
与
え
て
吉
野
の
花
を
愛
で
に
同
行
し
た
。
そ
の
時
の
「
笈
の
小
文
」
の
唱
和

吟
を
示
す
。

 
 

乾
坤
無
住
同
行
二
人

吉
野
に
て
櫻
見
せ
う
ぞ
檜
笠

吉
野
に
て
わ
れ
も
見
せ
う
ぞ
檜
笠 

 
 

万
菊
丸

こ
の
後
も
須
磨
・
明
石
各
地
を
と
も
に
吟
行
、
杜
国
は
こ
の
五
月
に
伊
良
湖
に

戻
っ
た
（
こ
の
部
分
の
注
は
杜
国
の
菩
提
寺
「
潮
音
寺
」
公
式
サ
イ
ト
の
「
杜
国

墓
碑
と
三
吟
句
碑
」
を一

部
参
考

に
さ
せ
て
戴
い
た
）
。
…
…
「
終
日
妄
想
散
亂

の
氣
、
夜
陰
の
夢
ま
た
し
か
り
。
誠
に
こ
の
」
杜
国
「
を
夢
見
る
こ
と
、
い
は
ゆ

る
念
夢
な
」
れ
ば
こ
そ
…
…
亡
き
杜
国
と
は
「
あ
る
時
は
た
は
ぶ
れ
、
あ
る
時
は

悲
し
び
、
そ
の
志
わ
が
心
裏
に
し
み
て
、
忘
る
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
る
べ
し
。
覺

め
て
ま
た
袂
を
し
ぼ
る
」
…
…
こ
れ
は
も
う
、
並
大
抵
の
愛
し
方
で
は
、
な
い
…

…最
後

に
杜
国
の
代
表
句
を
示
し
て
お
く
。
岩
波
文
庫
堀
切
実
編
注
「
蕉
門
名
歌

選
」
の
坪
井
杜
国
を
参
考
に
し
た
が
表
記
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
な
い
。

http://www8.plala.or.jp/rikan/tokoku/tokoku.htm
http://www8.plala.or.jp/rikan/tokoku/tokoku.htm


 
 

つ
ゑ
を
ひ
く
事
僅

わ
づ
か

に
十
歩

つ
ゝ
み
か
ね
て
月
と
り
落
す
霽

し
ぐ
れ

か
な

 
 
 
 

（「
冬
の
日
」
）

う
れ
し
さ
は
葉
が
く
れ
梅
の一

つ
哉

 
 
 
 
 

（「
春
の
日
」
）

馬
は
ぬ
れ
牛
は
夕
日
の
村
し
ぐ
れ

 
 
 
 
 
 

（「
春
の
日
」
）

こ
の
比

ご

ろ

の
氷
ふ
み
わ
る
名
殘

な

ご

り

か
な

 
 
 
 
 
 

（
「
春
の
日
」）

 
 

舊
里
の
人
に
云
ひ
つ
か
は
す

こ
が
ら
し
の
落
葉
に
や
ぶ
る
小
ゆ
び
哉

 
 
 
 

（「
曠
野
」）

 
 

翁
に
供

ぐ

せ

ら
れ
て
す
ま
あ
か
し
に
わ
た
り
て

似
合

に

あ

は

し
き
け
し
の一

重

や
須
广

す

ま

の
里

 
 
 
 

（
会
木
編
「
藁
人
形
」）

 
 

戴
叔
倫

た
い
し
ゆ
く
り
ん

が沅
湘

げ

ん

さ

う

東
流
ル

の
句
を
身
の
う
へ
に
吟
じ
て

行
ゆ

く

秋
も
伊
良
古

い

ら

ご

を
さ
ら
ぬ鷗

哉
 
 
 
 
 
 
 

（
「
鵲
尾
冠
」）

 
 

舊
里
を
立
去

た

ち

さ

り

て
伊
良
古
に
住
侍

す
み
は
べ
り

し
こ
ろ

春
な
が
ら
名
古
屋
に
も
似
ぬ
空
の
色 

 
 
 
 
 

（「
は
る
の
か
ほ
」
）

岩
波
文
庫
堀
切
実
編
注
の
「
蕉
門
名
歌
選
」
の
注
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
比
の
」

の
句
は
、
貞
享
元
（一

六
八
四

）
年
十
二
月
末
、
「
野
ざ
ら
し紀

行

」
の
途
次
、

暫
く
名
古
屋
に
滞
在
し
て
い
た
芭
蕉
が
熱
田
へ
向
か
っ
て
旅
立
つ
の
を
見
送
っ

た
際
の
吟
詠
で
あ
る
。「
こ
が
ら
し
の
」
以
下
は
伊
良
湖
崎
謫
居
後
の
句
。「
戴
叔



倫
が沅

湘
東
流

ル
」
は
「
三
体
詩
」
に
載
る
、
盛
唐
の
詩
人
戴
叔
倫
の
、

 
 

湘
南
即
事

盧
橘
花
開
楓
葉
衰

出
門
何
處
望
京
師

沅
湘
日
夜
東
流
去

不
爲
愁
人
住
少
時

 
 
 
 

湘
南
即
事

 
 
 

盧
橘

花
開
き
て

楓
葉
衰
ふ

 
 
 

門
を
出
で
て

何
れ
の
處
に
か
京
師

け

い

し

を
望
ま
ん

 
 
 
沅
湘

げ

ん

さ

う

日
夜

に

ち

や

東
ひ
ん
が
し

に
流
れ
去
り

 
 
 

愁
人
の
爲
に
住

と

ど

ま
る
こ
と
少
時

し

ば

ら

く
も
爲せ

ず

で
あ
る
。
こ
の
詩
は
「
徒
然
草
」
の
第
二
十
一
段
で
も
、
『
万

よ
ろ
づ

の
こ
と
は
、
月
見

る
に
こ
そ
な
ぐ
さ
む
も
の
な
れ
。
或

あ

る

人
の
、「
月
ば
か
り
面
白
き
も
の
は
あ
ら
じ
。」

と言

ひ
し
に
、
ま
た一

人

、
「
露
こ
そ
な
ほ
あ
は
れ
な
れ
」
と
あ
ら
そ
ひ
し
こ
そ

を
か
し
け
れ
。
折
に
ふ
れ
ば
、
何
か
は
あ
は
れ
な
ら
ざ
ら
ん
。
月
花
は
さ
ら
な
り
、

風
の
み
こ
そ
、
人
に
心
は
つ
く
め
れ
。
岩
に
く
だ
け
て
淸
く
流
る
る
水
の
け
し
き

こ
そ
、
時
を
も
分
か
ず
め
で
た
け
れ
。
「沅

湘

日
夜

ひ

る

よ

る

、
東
に
流
れ
去
る
。
愁
人
の

た
め
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
し
ば
ら
く
も
せ
ず
。」
と
い
へ
る
詩
を
見
侍
り
し
こ
そ
、

あ
は
れ
な
り
し
か
。嵆

康

も
、
「
山
澤

さ

ん

た

く

に
遊
び
て
魚
鳥
を
見
れ
ば
、
心
樂
し
む
。
」

と言

へ
り
。
人
遠
く
、
水
・
草
淸
き
所
に
さ
ま
よ
ひ
歩

あ

り

き
た
る
ば
か
り
、
心
慰
む

こ
と
は
あ
ら
じ
』
と
引
用
す
る
著
名
な
詩
で
あ
る
。

 
 
 

★



越
智
越
人

お

ち

え

つ

じ

ん

（
明
暦
二
（一

六
五
六

）
年
／
明
暦
元
年
と
も
～
享
保
末
（一

七
三
六

）

頃
）
は
北
越
（
越
後
か
）
生
ま
れ
で
名
古
屋
で
紺
屋
を
営
ん
で
い
た
。
蕉
門
十
哲

の一
人

。
通
称
重
蔵
・
十
蔵
。
そ
の
編
書
「
鵲
尾
冠
」
の
中
で
は
「
私
は
越
路
の

者
に
候
間
、
名
も
越
人
と
申
候
。
壯
年
に
及
ぶ
比
よ
り
故
郷
を
出
、
流
浪
仕
リ
、

貧
乏
に
て
學
文
な
ど
申
事
不
存
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
漢
詩
文
に
は
か
な
り
造
詣

が
深
か
っ
た
。
「
笈
の
小
文
」
の
後
、
元
禄
元
（一

六
八
八

）
年
八
月
に
は
芭
蕉

の
「
更
科
紀
行
」
の
旅
に
随
行
し
て
下
向
、
そ
の
ま
ま
二
ヶ
月
ほ
ど
芭
蕉
庵
に
滞

在
し
て
、
そ
の
後
に
名
古
屋
に
帰
っ
て
俳
人
と
し
て
活
躍
し
た
。
だ
が
、
元
禄
六

（一
六
九
三

）
年
に
出
た
壺
中

こ
ち
ゅ
う

編
の
「
弓
」
を
後
援
し
た
辺
り
か
ら
芭
蕉
晩
年
の

新
風
へ
の
変
化
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
次
第
に
芭
蕉
か
ら
離
れ
、

一
時
期

、
俳
壇
か
ら
姿
を
消
し
た
。
後
、
芭
蕉
没
後
二
十
一
年
目
の
正
徳
五
（一

七
一
五
）
年
頃
に
な
っ
て
再
び
俳
壇
に
復
帰
、「
鵲
尾
冠
」「
庭
竈

に
わ
か
ま
ど

集
」
な
ど
を
編

ん
で
は
、
支
考
ら
と
論
争
を
し
た
り
し
た
が
、
往
年
の
精
彩
を
欠
き
、
結
局
、
孤

独
貧
窮
の
う
ち
に
八
十
歳
ほ
ど
で
没
し
た
と
さ
れ
る
。
名
に
し
負
う
蕉
門
十
哲
の

中
で
没
年
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
珍
し
い
（
以
上
は
主
に
「
朝
日
日
本
歴
史

人
物
事
典
」
及
び
岩
波
文
庫
堀
切
実
編
注
の
「
蕉
門
名
歌
選
」
の
越
人
の
事
蹟
記

載
な
ど
を
参
照
し
た
）。
こ
の
当
時
、
彼
は
満
三
十
一
、
二
歳
で
あ
る
。

最
後

に
越
人
の
代
表
句
を
示
し
て
お
く
。
岩
波
文
庫
堀
切
実
編
注
「
蕉
門
名
歌

選
」
の
越
智
越
人
を
参
考
に
し
た
が
、
表
記
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
な
い
。

 
 

三
月
十
九
日
舟
泉

し

ふ

せ

ん

邸

山
吹
の
あ
ぶ
な
き
岨

そ

ば

の
く
づ
れ
哉

 
 
 
 

（
「
春
の
日
」）



 
 

の
が
れ
た
る
人
の
許
へ
行
く
と
て

み
か
へ
れ
ば
白
壁
い
や
し
夕
が
す
み

 
 
 

（
「
春
の
日
」
）

華
に
う
づ
も
れ
て
夢
よ
り
直

ぢ

き

に
死
な
ん
か
な

（
「
春
の
日
」）

 
 

餞
別

藤
の
花
た
ゞ
う
つ
ぶ
い
て
別
れ
哉

 
 
 
 

（
「
春
の
日
」
）

 
 

貧
家
の
玉
祭

玉
ま
つ
り
柱
に
む
か
ふ
夕
べ
か
な

 
 
 

（
「
春
の
日
」
）

行
燈

あ

ん

ど

ん

の
煤
け
ぞ
寒
き
雪
の
く
れ

 
 
 
 

（
「
春
の
日
」）

う
ら
や
ま
し
お
も
ひ
切
る
時
猫
の戀

 
 

（
「
猿
蓑
」）

秋
の
く
れ
灯
や
と
ぼ
さ
ん
と
問
ひ
に
く
る

（
「
類
題
発
句
集
」
）

「
玉
ま
つ
り
」
の
貧
窮
の
己
の
生
活
を
切
り
取
っ
た
句
の
評
釈
で堀

切
氏

は
、『
名

古
屋
流
寓
時
代
、
富
裕
な
杜
国
ら
の
援
助
を
受
け
て
い
た
こ
ろ
の
体
験
を
詠
ん
だ

も
の
で
あ
ろ
う
』（
下
線
や
ぶ
ち
ゃ
ん
）
と
あ
る
。「
笈
の
小
文
」
の
こ
の
芭
蕉
と

杜
国
の
邂
逅
を
読
む
時
、
我
々
は
バ
イ
・
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
二
人
に
縁
の
あ

る
（
そ
れ
は
秘
や
か
な
意
味
に
於
い
て
で
も
あ
る
）
越
人
の
役
柄
と
、
画
面
の
端

で
の
ト
リ
ッ
ク
・
ス
タ
ー
の
演
技
（
特
に
伊
良
湖
到
着
ま
で
の
）
を
決
し
て
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。

 
 
 

★



以
下
、
ま
ず
は
冒
頭
に
掲
げ
た
「
笈
の
小
文
」
の
本
文
パ
ー
ト
注
釈
か
ら
入
る
。

な
お
、
「
笈
の
小
文
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
個
人
の
「
艸
芳
サ
イ
ト
」
の
「
笈
の

小
文
」
の
ペ
ー
ジ
が
詳
細
を
極
め
、
本
記
述
で
も
旅
程
な
ど
、一

部
参
考

に
さ
せ

て
戴
い
た
。
必
見
の
サ
イ
ト
で
あ
る
。

 
 
 

☆

●
「
三
河
の
國
保
美
」
前
掲
の
「
坪
井
杜
国
」
の
注
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、「
艸

芳
サ
イ
ト
」
の
「
笈
の
小
文
」
の
「
保
美
（
伊
良
湖
）
」
の
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
の

地
は
『
店
に
奉
公
し
て
い
た
人
の
郷
里
の
よ
う
だ
』
と
あ
り
、
『
当
時
、
番
頭
や

手
代
の
せ
い
に
し
て
、
自
分
は
罪
を
逃
れ
る
例
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
罪
を

一
身

で
負
っ
た
杜
国
へ
の
感
謝
も
あ
』
っ
た
に
違
い
な
い
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
は最

後

の
句
「
先
祝
へ
」
句
に
関
わ
る
杜
国
の
家
僕
（
後
述
）
と
す
る
「
權

七
」
な
る
男
の
郷
里
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
し
っ
く
り
く
る
。
な
お
、
リ
ン

ク
先
で
は
艸
芳
氏
は一

般

に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
杜
国
の
弟
と
も
思
わ
れ
る
男

の
殺
人
事
件
と
刑
死
（
訪
問
の
直
近
、
貞
享
四
（一

六
八
七

）
年
四
月
に
出
来
町

の
「
坪
井
庄
八
」
な
る
者
（
も
と
は
杜
国
の
住
ん
で
い
た
名
古
屋
御
薗
町
に
住
ま

っ
て
い
た
と
す
る
）
が
、
妻
と
妻
の
付
人
を
斬
殺
し
て
下
女
に
も
傷
を
負
わ
せ
て

同
年
六
月
に
斬
首
さ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
な
ど
が
語
ら
れ
て
お
り
、
頗
る

興
味
深
い
。

●
「
鳴
海
」
東
海
道
五
十
三
次
四
十
番
目
の
鳴
海
宿
。
現
在
の
愛
知
県
名
古
屋
市

緑
区
鳴
海
町
内
。
知
多
半
島
の
根
の
部
分
に
位
置
す
る
。
芭
蕉
は
貞
亨
四
年
十
月

二
十
五
日
（
新
暦
一
六
八
七
年
十
一
月
二
十
九
日
）
に
江
戸
深
川
を
出
立
、
同
年

十
一
月
四
日
に
こ
の
鳴
海
宿
で
造
酒
屋
を
営
む
門
人
千
代
倉
屋
下
里
知
足
邸
に

泊
ま
っ
た
（
こ
の
間
の
東
海
道
南
下
延
べ
日
数
は
十
日
（
同
年
十
月
は
大
の
月
）

で
、
「
艸
芳
サ
イ
ト
」
の
「
笈
の
小
文
」
の
旅
程
表
①
を
参
考
に
計
算
す
る
と
、

http://haikai.jp/joho/oinokobumi/oi1_jobu.html
http://haikai.jp/joho/oinokobumi/oi1_jobu.html
http://haikai.jp/joho/oinokobumi/oi4_hobi.html
http://haikai.jp/joho/oinokobumi/oi3narum.html


深
川
か
ら
こ
の
日
の
鳴
海
宿
ま
で
の
移
動
距
離
は
凡
そ
三
百
四
十
六
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
難
所
で
あ
っ
た
小
田
原
か
ら
箱
根
越
え
の
十
六
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を最

短
と
し
て一

日
平

均
三

十
四

・
五
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ペ
ー
ス
を
走
破
し
て
い

る
）
。
こ
の
時
の
鳴
海
で
は
、

 
 
 
 

鳴
海
に
泊
り
て

 
 

星
崎
の
闇
を
見
よ
と
や
啼
く
千
鳥

の
知
ら
れ
た
佳
吟
と
、
江
戸
初
期
の
堂
上
派
の
歌
人
飛
鳥
井
雅
章
が
こ
の
鳴
海
宿

で
詠
じ
た
「
け
ふ
は
猶
都
も
遠
く
な
る
み
が
た
は
る
け
き
海
を
中
に
へ
だ
て
て
」

と
い
う
歌
に
興
じ
て
の
、

 
 

京
ま
で
は
半
空

な

か

ぞ

ら

や
雪
の
雲

な
ど
を
も
の
し
て
い
る
（
こ
の
二
句
は
「
笈
の
小
文
」
に
所
収
）
。
但
し
実
は
、

前
者
「
星
崎
の
」
は
七
日
に
泊
ま
っ
た
鳴
海
の
本
陣
寺
島
家
分
家
で
あ
っ
た
安
信

の
屋
敷
で
の
句
で
あ
り
（
四
日
～
六
日
は
知
足
邸
泊
）
、
後
者
「
京
ま
で
は
」
は

先
立
つ
五
日
の
鳴
海
宿
本
陣
の
寺
島菐

言

ぼ

く

げ

ん

亭
で
の
七
吟
歌
仙
の
発
句
で
芭
蕉
は

「
笈
の
小
文
」
で
は
こ
の
時
系
列
を
操
作
し
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
こ
こ
の
後
、

こ
こ
ま
で
順
調
に
向
か
っ
て
き
た
京
へ
の
踵
を
返
し
、
杜
国
を
伊
良
湖
に
訪
ね
返

さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
芭
蕉
の
主
情
を
意
識
し
た
、
則
ち
、
京
へ
の
直
線

的
な
ベ
ク
ト
ル
を一

気

に
反
転
さ
せ
る
効
果
を
句
柄
を
以
っ
て
狙
っ
た
も
の
で

あ
る
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
）。

そ
の
後
、
四
日
後
の
十
一
月
八
日
、
熱
田
の
芭
蕉
の
定
宿
で
あ
っ
た
門
人
林
七

左
衛
門
桐
葉
の
屋
敷
へ
越
人
を
迎
え
に
行
っ
て
同
行
の
上
、
東
海
道
を
返
し
て
翌



貞
亨
四
（一

六
八
七

）
年
十
一
月
九
日
に
再
び
越
人
と
と
も
に
鳴
海
の
知
足
邸
へ

戻
っ
て
再
泊
し
た
。

●
「
二
十
五
里
」
約
九
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
地
図
上
で
芭
蕉
が
戻
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
旧
東
海
道
街
道
及
び
渥
美
半
島
の
渥
美
湾
（
三
河
湾
）
西
沿
岸
沿
い
を
計

測
し
て
み
る
と
、
現
在
の
名
鉄
鳴
海
駅
か
ら
畠
村
ま
で
約
九
十
七
・
七
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
あ
り
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
極
め
て
正
確
な
数
値
で
あ
る
。

●
「
吉
田
」
東
海
道
五
十
三
次
三
十
四
番
目
の
吉
田
宿
。
現
在
の
愛
知
県
豊
橋
市

中
心
部
。
「
艸
芳
サ
イ
ト
」
の
「
笈
の
小
文
」
の
旅
程
表
②
に
よ
れ
ば
、
十
一
月

十
日
当
日
の
鳴
海
知
足
邸
―
吉
田
宿
間
の
田
原
街
道
の
移
動
距
離
は
五
十
三
・
六

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
あ
る
。

●
「
寒
け
れ
ど
二
人
寢
る
夜
ぞ
賴
も
し
き
」
直
截
的
な
俳
言
も
な
い
ス
ト
レ
ー
ト

な
恋
句
で
、
師
と
慕
う
芭
蕉
か
ら
か
く
詠
ぜ
ら
れ
た
（
と言

っ
て
も
私
は
こ
れ
を

あ
か
ら
さ
ま
な
同
衾
句
な
ん
ど
と
し
て
読
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
し
か
し
や

は
り
同
時
に
こ
の
時
の
随
行
し
た
越
人
（
凡
そ
三
十
歳
）
の
、
か
く
も
詠
ま
れ
た

際
の
稚
児
の
如
き
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
さ
ま
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。

が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
薄
い
布
団
に
く
る
ま
り
、
寒
さ
を
絶
え
な
が
ら
、

ぼ
そ
ぼ
そ
と
夜
咄
を
語
る
二
人
の
、
如
何
に
も
夜
の
清
冽
に
し
て
静
謐
な
心
映
え

が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
不
思
議
で
は
な
い
か
。
私
は
こ
の
句
が
個
人
的
に
非
常
に
好

き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
句
を
捧
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
越
人
と
い
う
存
在
を
考
え
る

と
、
後
に
芭
蕉
か
ら
足
が
遠
の
い
て
、
不
遇
孤
独
の
彼
の
晩
年
と
い
う
は
何
故
か
、

私
に
は
腑
に
落
ち
て
し
ま
う
気
が
す
る
の
だ
。
こ
の
句
の
存
在
に
よ
っ
て
越
人
は

芭
蕉
に
と
っ
て
も
彼
自
身
に
と
っ
て
も
プ
エ
ル
・
エ
テ
ル
ヌ
ス
（
永
遠
の
少
年
）
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た
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
だ
と
私
は
思
う
。
永
遠
の
少
年
は
脱
皮
し
て
丁
々

発
止
と
句
を
捻
る
よ
う
な
大
人
の
風
狂
人
と
は
な
れ
な
い
／
な
っ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

●
「
天
津
繩
手
」
現
在
の
豊
橋
市
天
津
町
。
西
南
の
田
原
ま
で
繩
を
張
っ
た
よ
う

に
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
る
田
舎
道
で
景
勝
地
で
あ
る
が
、
冬
場
は
三
河
湾
か
ら
の
身

を
凍
ら
せ
る
寒
風
が
吹
き
荒
ぶ
。
伊
藤
洋
氏
の
「
芭
蕉
Ｄ
Ｂ
」
の
本
句
の
注
に
、

『
こ
の
地
方
で
は
、「
養
子
に
行
く
か
天
津
の
縄
手
を
裸
で
飛
ぶ
」
か
と
い
わ
れ
、

共
に
辛
い
こ
と
の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
た
と
い
う
』
と
あ
る
。

●
「
冬
の
日
や
馬
上
に
凍
る
影
法
師
」
こ
の
句
と
、
後
に
掲
げ
た
真
蹟
の
「
ゆ
き

や
砂
む
ま
よ
り
落
よ
酒
の
醉
」
を
並
べ
た
時
、
そ
の
主
客
の
違
い
よ
り
も
（
前
者

は
明
ら
か
に
身
を
切
る
よ
う
な
寒
風
の
中
の
自
己
の
客
体
化
で
あ
る
の
に
対
し

て
後
者
は
酒
好
き
で
あ
っ
た
越
人
の
嘱
目
で
あ
る
）
、
絶
対
零
度
の
孤
高
な
己
の

姿
を
凍
り
つ
か
せ
る
自
己
沈
潜
を
返
す
手
で
、
酔
い
に
居
眠
り
を
し
て
と
も
す
れ

ば
落
馬
し
そ
う
な
可
愛
い
門
弟
へ
の
オ
ー
ド
に
仕
立
て
る
、
ネ
ガ
と
ポ
ジ
の
反
転

画
の
妙
手
に
舌
を
巻
く
。

し
か
も
も
う一

つ
、
こ
の
句
に
は
仕
掛
け
が
あ
る
。
「
冬
の
日
や
」
で
あ
る
。

芭
蕉
七
部
集
の
巻
頭
、
「
尾
張
五
歌
仙
」
と
も
呼
ば
れ
る
山
本
荷
兮
編
の
「
冬
の

日
」
は
、
貞
享
元
（一

六
八
四

）
年
刊
で
同
年
十
一
月
の
尾
張
国
名
古
屋
で
芭
蕉
・

野
水
・
荷
兮
・
重
五
・
杜
国
・
正
平
に
よ
る
歌
仙
五
巻
と
追
加
の
表
六
句
か
ら
成

る
。
巻
の
冒
頭
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
「
狂
句
木
枯
の
身
は
竹
齋
に
似
た
る
か
な
」
を

発
句
と
し
て
芭
蕉
の
新
風
を
表
わ
し
た
こ
の
「
冬
の
日
」
と
い
う
語
彙
の
持
つ
イ

メ
ー
ジ
は
、
芭
蕉
と
い
う
魂
の
独
立
独
歩
の
旅
立
ち
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
瞬

間
に
立
ち
会
っ
た
愛
弟
杜
国
の
面
影
を
響
か
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
と
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私
は
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
私
は
、
こ
の
二
句
が
醸
し
出
す
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
中
に
、
こ
の
実

体
、
「
形
」
と
し
て
の
「
醉
」
う
た
馬
上
に
揺
れ
る
愛
弟
子
越
人
の
後
ろ
姿
、
己

が
「
影
」
と
し
て
の
繩
手
の
先
に
待
っ
て
い
る
同
じ
く
「
少わ

か

」
き
遺
愛
の
高
弟
杜

国
の
面
影
、
そ
し
て
二
人
を
繋
い
で
い
る
、
己
が一

個

の
、
「
老
」
年
に
近
づ
い

た
芭
蕉
と
い
う
精
「
神
」
と
し
て
の
存
在
と
い
う
配
置
を
感
じ
、
陶
淵
明
の
「
形

影
神
」
の一

節

、

 
 

老
少
同
一
死

 
 

賢
愚
無
復
數

 
 

日
醉
或
能
忘

 
 

將
非
促
齡
具

 
 

老
少
同
一
死

 
 
 

老
少
同
じ
き
に一

死

し

 
 
 

賢
愚
復
た
數
ふ
る
無
し

 
 
 

日
に
醉
へ
ば
或
ひ
は
能
く
忘
れ
ん
も

 
 
 

將
た
齡
を
促
す
具
に
非
ず
や

―
―
二
度
と
は
生
き
る
こ
と
は
出
来
ぬ
賢
者
で
あ
り
愚
者
で
も
あ
る
よ
う
な
風

狂
の
「
無
用
者
」
ど
も
の
―
―
三
位
一
体
の
無
言
の
対
話
を
聴
く
よ
う
な
気
も
、

こ
れ
、
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
艸
芳
サ
イ
ト
」
の
「
笈
の
小
文
」
の
旅
程
表
②
に
よ
れ
ば
、
十
一
月

十
一
日
当
日
の
吉
田
宿
―
保
美
の
杜
国
邸
間
の
田
原
街
道
の
移
動
距
離
は
凡
そ
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三
十
五
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
あ
る
。

●
「
保
美
村
よ
り
伊
良
湖
崎
へ一

里

ば
か
り
も
あ
る
べ
し
」
や
や
実
測
的
で
な
い
。

現
在
の
保
見
町
の
南
端
部
か
ら
伊
良
湖
岬
ま
で
は
凡
そ
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
有

に
あ
り
（
後
注
参
照
）
、
実
際
、「
笈
の
小
文
」
の
旅
程
表
②
で
は
、
こ
の
十
月
十

二
日
の
保
美
の
杜
国
邸
と
伊
良
湖
岬
の
往
復
を
二
十
・一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
算
定

さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

「
『
萬
葉
集
』
に
は
伊
勢
の
名
所
の
内
に
撰
び
入
れ
ら
れ
た
り
」「
万
葉
集
」
巻
一

（
二
三
番
歌
）
に
、

 
 
 
 

麻
續
王

を
み
の
お
ほ
き
み

の
伊
勢
國
伊
良
虞

い

ら

ご

の
島
に
流
さ
え
し
時
に
、

人
の
哀
傷
し
て
作
れ
る
歌

 
 

打
つ
麻そ

を
麻
續
王
海
人

あ

ま

な
れ
や
伊
良
虞
が
島
の
玉
藻
苅
り
ま
す

（
や
ぶ
ち
ゃ
ん
現
代
語
訳
）
…
…
麻
続
王

お
み
の
お
ほ
き
み

は
海
人

あ

ま

び

と

で
あ
ら
れ
る
の
か
―
―
い
や
、

そ
う
で
は
な
い
―
―
だ
の
に
哀
し
く
も
伊
良
虞
の
島
の
藻
を
寂
し
く
刈
っ
て
お

ら
れ
る
…
…

・「
打
つ
麻
」
は
打
っ
て
や
わ
ら
か
く
し
た
麻
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
麻
續

王
」
の
序
詞
（
枕
詞
的
な
の
で
特
に
訳
さ
な
か
っ
た
）。

・「
麻
續
王
」
は
未
詳
。「
伊
良
虞
の
島
」
は
参
照
し
た
中
西
進
氏
の
講
談
社
文
庫

版
「
万
葉
集
」
の
同
歌
か
の
脚
注
で
は
、
伊
良
湖
岬
の
先
端
か
ら
三
・
五
キ
ロ
ほ

ど
先
の
神
島
（
古
く
は
、
歌
島

か

じ

ま

・
亀
島
・
甕
島
な
ど
と
呼
ば
れ
、
神
の
支
配
す
る

島
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
は
鳥
羽
藩
の
流
刑
地
で
あ
っ
た
た
め
志
摩
八

丈
と
も
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
三
島
由
紀
夫
の
「
潮
騒
」
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
）
と
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す
る
が
、
同
別
巻
「
万
葉
集
辞
典
」
の
地
名
解
説
に
は
伊
良
湖
岬
自
体
を
指
す
と

い
う
説
も
挙
げ
る
。
こ
れ
は
伊
勢
か
ら
遠
望
し
た
際
、
渥
美
半
島
自
体
が
島
に
見

え
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
も
、
芭
蕉
は
こ
こ
で
本
歌
の
島
流
し
と
さ
れ
た
麻
続
王
の
貴
種
流
離

譚
を
匂
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
香
を
流
謫
の
才
人
杜
国
の
そ
れ
に
通
わ
せ
た
と
考

え
て
間
違
い
な
い
。

●
「
洲
崎
」
岬
の
浜
辺
。
三
崎
の
東
側
、
遠
州
灘
に
面
し
た
、
島
崎
藤
村
の
「
椰

子
の
実
」（「
落
梅
集
」
所
収
）
の
詩
や
歌
で
知
ら
れ
る
恋
路
が
浜
近
く
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
（
因
み
に
知
ら
れ
た
話
で
は
あ
る
が
、
あ
の
詩
は
藤
村
の
実
体
験
で

は
な
く
、
明
治
三
一
（一

八
九
八

）
年
に
こ
こ
に
遊
ん
だ
柳
田
國
男
が
、
拾
っ
た

椰
子
の
実
の
話
を
友
人
の
藤
村
に
話
し
、
そ
れ
か
ら
創
作
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。

な
お
、
個
人
的
な
話
に
な
る
が
、
こ
こ
は
ま
た
私
の
独
身
時
代
の
数
少
な
い
独

り
旅
で
行
っ
た
忘
れ
難
い
地
で
も
あ
る
。
私
の
ブ
ロ
グ
記
事
『
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
「
朝

の
田
園
風
景
（
孤
独
な
木
）
」』
に
私
が
「
伊
良
湖
岬
恋
路
ヶ
浜
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
」

と
呼
ん
だ
、
私
の
撮
っ
た
枯
木
の
写
真
が
あ
る
。
以
下
に
も
掲
げ
て
お
く
）
。
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http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2008/07/post_dbfe.html
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●
「
碁
石
」
こ
れ
は
石
で
は
な
く
、
碁
石
貝

ご

い

し

が

い

、
即
ち
、
斧
足
綱
異
歯
亜
綱
マ
ル
ス

ダ
レ
ガ
イ
科
ハ
マ
グ
リ
亜
科
ハ
マ
グ
リM

eretrix lusoria

の
こ
と
で
あ
る
。

「
和
漢
三
才
図
会
」
の
巻
六
十
九
の
「
參
州
」
の
掉
尾
「
土
産
」
の
項
に
も
『
碁

石
』
と
あ
っ
て
直
下
の
割
注
で
『
伊
良
虞
崎
』
と
あ
る
。
こ
の
殻
か
ら
打
ち
抜
い

て
碁
石
の
白
石
が
作
ら
れ
た
現
在
で
は
純
国
産
種
のM

eretrix lusoria

の
激

減
か
ら
幻
の
高
級
品
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
今
で
は
メ
キ
シ
コ
産
な
ど
輸
入
さ
れ

た
同
属
別
種
の
殻
を
素
材
と
し
て
い
る
と
い
う
。
ウ
ィ
キ
の
「
碁
石
」
に
よ
る
）。

「
伊
良
湖
白
」
白
の
碁
石
（
碁
石
蛤
と
も言

う
）
で
は
「
常
陸
国
風
土
記
」
に
既

に
鹿
島
の
蛤
の
碁
石
が
名
産
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
キ
の
「
碁
石
」
に

よ
れ
ば
、
『
碁
石
の
材
料
と
な
る
ハ
マ
グ
リ
の
代
表
的
な
産
地
は
古
く
は
鹿
島
海

岸
や
志
摩
の
答
志
島
、
淡
路
島
、
鎌
倉
海
岸
、
三
河
な
ど
で
あ
っ
た
。
鹿
島
の
ハ

マ
グ
リ
は
殻
が
薄
く
、
明
治
期
の
落
語
の
速
記
本
に
「
せ
ん
べ
い
の
生
み
た
く
反

っ
く
り
け
え
っ
た
石
」
と
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
い
碁
石
は
』
五
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
『
以
下
の
薄
い
も
の
が
多
い
。
そ
の
後
、
文
久
年
間
に
宮
崎
県
日
向
市
付
近
の

日
向
灘
沿
岸
で
貝
が
採
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
中
期
に
は
他
の
産
地
の
衰

退

と
共
に
日
向
市
の
お
倉
が
浜
で
採
れ
る
ス
ワ
ブ
テ
蛤
』
（
地
物
のM

eretrix 
lusoria

で
あ
ろ
う
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
『
市
場
を
独
占
し
上
物
と
し
て
珍
重

さ
れ
た
。
現
在
で
は
取
り
尽
く
さ
れ
て
ほ
と
ん
ど
枯
渇
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現

在
一
般
に
出
回
っ
て
い
る
も
の
は
メ
キ
シ
コ
産
で
あ
る
。
黒
石
に
対
し
て
ハ
マ
グ

リ
製
の
白
石
は
非
常
に
値
が
張
る
。
高
級
品
は
貝
殻
の
層
（
縞
の
よ
う
に
見
え
る
）

が
目
立
た
ず
、
時
間
が
た
っ
て
も
層
が
は
が
れ
た
り
変
色
し
た
り
し
な
い
』
。
と

あ
る
。
な
お
、
黒
石
は
黒
色
の
石
を
用
い
、
「
那
智
黒
」
石
（
三
重
県
熊
野
市
産

の
黒
色
頁
岩
又
は
粘
板
岩
）
が
名
品
と
さ
れ
る
。

さ
て
も
何
故
、
こ
こ
で
「
伊
良
湖
白
」
の
碁
石
拾
い
か
と
考
え
て
み
る
と
、
思

う
に
そ
れ
は
こ
こ
に
流
さ
れ
た
孤
高
の
隠
者
た
る
と
こ
ろ
の
杜
国
と一

つ
、
と
も

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%81%E7%9F%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%81%E7%9F%B3


に
碁
を
打
と
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
芭
蕉
の
匂
付
け
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

「
骨
山
」
恋
路
が
浜
が
終
わ
る
東
の
遠
州
灘
に
突
き
出
た
鼻
の
部
分
、
現
在
の
伊

良
湖
ビ
ュ
ー
ホ
テ
ル
の
あ
る
山
（
先
の
私
の
古
い
写
真
は
ま
さ
に
そ
の
麓
西
側
直

下
の
崖
上
を
巡
る
表
浜
街
道
で
撮
っ
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ル
ワ
リ
オ
、
ゴ
ル
ゴ
ダ

と
は
、
凄
い
！

私
が
心
惹
か
れ
た
古
木
も
ま
る
で
骨
の
よ
う
で
は
な
い
か
！
）
。

痩
身
孤
高
の
隠
者
を
表
象
す
る
に
相
応
し
い
名
で
あ
る
。

「
鷹
を
打
つ
」
鷹
狩
用
の
鷹
を
捕
獲
す
る
。
民
間
経
営
の
「
伊
良
湖
観
光
ガ
イ
ド
」

公
式
サ
イ
ト
の
「
伊
良
湖
岬
の
渡
り
鳥
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
伊
良
湖
岬
は
本
邦
の

鳥
類
の
多
く
の
「
渡
り
」
の
中
継
地
と
し
て
有
名
で
、
特
に
秋
の
壮
大
な
鷹
の
「
渡

り
」
で
知
ら
れ
る
。
新
暦
の
十
月
初
旬
を
ピ
ー
ク
と
し
て一

日

に
数
千
羽
の
鷹
が

天
空
を
舞
い
、
時
に
は
上
昇
気
流
を
捉
え
て
無
数
の
タ
カ
が
飛
翔
す
る
「
鷹
柱
」

が
出
来
、
次
々
と
対
岸
の
伊
勢
・
志
摩
を
目
指
し
て
飛
ん
で
行
く
「
伊
良
湖
渡
り
」

が
見
ら
れ
る
。

●
「
伊
良
湖
鷹
な
ど
歌
に
も
詠
め
り
け
り
」
藤
原
家
隆
の
「
壬
二

み

に

集
」
に
、

 
 

ひ
き
据す

ゑ
よ
い
ら
ご
の
鷹
の
山
が
へ
り
ま
だ
日
は
高
し
心
そ
ら
な
り

と
あ
り
、
ま
た
、
芭
蕉
の
慕
っ
た
西
行
の
「
山
家
集
」
羇
旅
歌
に
は
（
「
山
家
集
」

通
し
番
号
一
三
八
九
及
び一

三
九
〇
番
歌

）
、

 
 
 
 

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

一

つ
の
鷹
は
留
ま
り
て
、
木
の
末
に
掛
り
て
侍
る
と
申
し

け
る
を
聞
き
て

http://www.irako.info/nature/wataridori.html


 
 

巣
鷹

す

だ

か

渡
る
伊
良
湖
が
崎
を
疑
ひ
て
な
ほ
木
に
か
く
る
山
歸
り
か
な

 
 

は
し
鷹
の
す
ゞ
ろ
が
さ
で
も
古
る
さ
せ
て
据
ゑ
た
る
人
の
有
難

あ

り

が

た

の
世
や

と
あ
る
の
を
受
け
る
。
但
し
、
西
行
の
歌
の
「
巣
鷹
」
と
は
雛
の
時
に
鷹
匠
が
巣

の
中
か
ら
捕
え
て
人
為
的
に
育
て
た
鷹
を言

う
の
に
対
し
、
「
山
帰
り
」
は
「
山

回
り
」
と
も言

っ
て
、
幼
鳥
が
年
を
越
え
て一

度
山
中

で
毛
変
わ
り
し
た
後
に
捕

獲
し
飼
育
し
た
鷹
を
指
す
。
詞
書
の
「一
つ
の
鷹
」
は
そ
の
「
山
帰
り
」
の
鷹
で

あ
る
。
鷹
匠
は
そ
う
し
た
育
て
た
鷹
を
こ
こ
で
渡
ら
せ
て
訓
練
し
た
も
の
ら
し
い
。

従
っ
て
こ
の
西
行
の一

首
目

の
シ
ー
ン
は
、

…
…
伊
良
湖
渡
り
を
し
よ
う
と
す
る
二
羽
の
鷹
を
見
た
―
―
で
も
「
山
帰
り
」
の

方
は
未
だ
自
信
が
な
い
も
の
か
―
―一

度

は
飛
び
立
つ
っ
た
も
の
の
、
暫
く
す
る

と
ま
た
梢
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
こ
と
だ
よ
…
…

と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
鷹
の
生
態
を
聞
き
取
っ
た
二
見
浦
で

の
体
験
を
詠
』
ん
だ
も
の
ら
し
く
、
『
成
人
し
て
か
ら
の
出
家
者
と
し
て
の
自
身

を
「
山
帰
り
」
に
重
ね
て
い
る
』（
明
治
書
院
「
和
歌
文
学
大
系
二
十
一
」
）
と
あ

る
（
二
見
で
の
体
験
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
和
歌
文
学
大
系
の
通
釈
で
は
「
伊
良

湖
渡
り
」
を
伊
勢
か
ら
伊
良
湖
に
渡
る
と
解
し
て
い
る
が
、
「
山
家
集
」
で
は
二

見
で
の
詠
の
後
に
、
伊
良
湖
に
渡
っ
た
二
首
が
挟
ま
り
、
普
通
に
読
む
な
ら
ば
こ

れ
は
伊
良
湖
の
景
と
読
め
る
。
従
っ
て
私
も
「
伊
良
湖
渡
り
」
と
訳
し
た
。
以
上

は
「
笈
の
小
文
」
底
本
の
頭
注
及
び
岩
波
古
典
文
学
大
系
版
「
山
家
集
」
の
他
、

西
行
の
和
歌
の
解
釈
・
引
用
に
つ
い
て
は
阿
部
和
雄
氏
の
「
西
行
の
京
師

第
二

部

第
１
５
回
」
を一

部
参
考
及

び
孫
引
き
を
さ
せ
て
戴
い
た
）
。
無
論
、
芭
蕉

http://sanka11.sakura.ne.jp/sankasyu4/215.html
http://sanka11.sakura.ne.jp/sankasyu4/215.html


は
確
か
に一

羽

の
鷹
を
嘱
目
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
同
時
に
こ
れ
ら

の
和
歌
と
連
動
し
、
驚
く
べ
き
自
動
作
用
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

●
「
鷹
一
つ
見
付
て
う
れ
し
伊
良
湖
崎
」言

わ
ず
も
が
な
、
こ
の
鷹
は
孤
高
流
浪

の
杜
国
を
指
し
、
し
か
し
彼
は
尾
羽
打
ち
枯
ら
し
た
、「
山
帰
り
」（
無
論
、
辺
地

に
住
ま
う
杜
国
の
そ
れ
は
ま
ず
「
山
帰
り
」
「
山
回
り
」
で
は
あ
る
が
）
流
謫
の

そ
れ
で
は
な
く
て
、
師
芭
蕉
が
「
う
れ
し
」
と
感
ず
る
ほ
ど
に
文
字
通
り
「
鷹
揚
」

と
し
た
「
直
き
心
」
を
持
っ
た
雄
々
し
い
風
狂
の
鷹
で
あ
っ
た
、
と
芭
蕉
は
詠
嘆

し
た
の
で
あ
る
。
安
東
次
男
氏
は
「
芭
蕉
百
五
十
句
」
で
、
鷹
の
博
物
学
的
考
証

を
述
べ
た
後
、
『
巣
鷹
は
人
に
馴
れ
易
く
冒
険
を
恐
れ
ぬ
が
、
山
回
は
馴
れ
に
く

く
、
逸そ

れ
易
い
』
。
し
か
し
、
先
に
掲
げ
た
二
首
目
の
『
西
行
の
詠
口

よ

み

く

ち

は
山
回
の

気
む
づ
か
し
さ
、
警
戒
心
を
む
し
ろ
頼
も
し
さ
と
眺
め
て
い
る
。
「
な
ほ
木
」
は

「
な
ほ
、
木
…
…
」
、「
直
き
」
で
あ
る
』
と
い
う
私
の
感
懐
と
同
じ
見
解
を
示
し

た
後
、
西
行
の
二
首
目
の
歌
と
の
関
連
を
語
る
。
こ
こ
で
少
し
、
西
行
の
二
首
目

に
つ
い
て
私
の
注
を
附
し
て
し
て
お
く
と
、
「
は
し
鷹
」
と
は
鷹
の一

種
、
タ
カ

目
タ
カ
科
ハ
イ
タ
カAccipiter nisus

で
、
「
す
ゞ
ろ
が
さ
で
も
」
の
「
す
ず

ろ
が
す
」
と
は
、
落
ち
着
か
ず
、
そ
わ
そ
わ
さ
せ
る
の
意
、
「
す
ず
」
に
鷹
に
つ

け
る
「
鈴
」
（
鷹
の
尾
羽
の
中
央
の
二
枚
の
羽
を
「
鈴
付
け
」
と
呼
び
、
鷹
狩
り

で
は
そ
こ
に
鈴
を
付
け
る
）
に
、「
古
る
」
も
鈴
を
「
振
る
」
に
掛
け
、
ま
た
「
据

ゑ
」
は
鳥
な
ど
を
枝
や
止
ま
り
木
・
腕
な
ど
に
止
ま
ら
せ
る
の
意
を
持
ち
、
鷹
の

縁
語
で
も
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
人
格
の
諷
喩
詩
で
、

…
…
成
長
し
た
ハ
シ
タ
カ
が
鷹
揚
と
し
て
―
―
凛
と
し
て
静
か
に
「
鈴

り

ん

」
を
鳴
ら

す
よ
う
に
泰
然
自
若
と
し
た
人
と
い
う
も
の
は
―
―
こ
れ
―
―
な
か
な
か
世
に

は
得
難
い
も
の
よ
…
…



と
い
う
感
懐
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
安
東
は
先
に
続
け
て
、『
「
は
し
た

か
（
ハ
イ
タ
カ
）
」
は
鈴
の
語
縁
で
「
す
ず
」
の
枕
に
遣
う
。
二
首
を
続
に
し
た

狙
は
、
山
回
の
ご
と
く
自
若
と
し
た
人
物
は
な
か
な
か
得
難
い
、
と
云
い
た
い
の

だ
ろ
う
』
と
訳
し
た
上
で
、
杜
国
が
『
空
米
売
買
に
連
座
の
罪
を
問
わ
れ
て
、
尾

張
領
分
を
追
放
さ
れ
た
の
は
貞
享
二
年
秋
。
四
年
冬
と
い
え
ば
、
網
掛
』
（
あ
が

け
：
飼
鷹
の一

種

で
当
年
生
ま
れ
の
野
生
の
鷹
を
捕
獲
し
た
も
の
を
「
網
掛
け
の

若
わ

か

」
。
二
歳
以
上
の
場
合
を
「
山
帰
り
」
「
山
回
り
」
と
い
う
）
『
に
た
と
え
れ
ば

ち
ょ
う
ど
両
回

と
も
が
え
り

に
当
っ
た
（
二
歳
鷹
を
片
回
、
三
歳
を
両
回
と
云
う
）
。
句
作
り

の
目
付

め

つ

け

は
こ
れ
だ
っ
た
に
違
な
い
。
浮
世
を
捨
て
二
度
の
夏
を
越
し
て
、
つ
ま
り

に
ど
の
羽
を
替
え
て
む
し
ろ
逞
し
く
な
っ
た
男
の
面
構
を
、
芭
蕉
は
西
行
の
鷹
、

い
や
、
西
行
そ
の
人
と
眺
め
た
』
と
安
藤
節
が
炸
裂
す
る
。
し
か
し
、
私
に
は
珍

し
く
安
東
の
そ
の
謂
い
が
素
直
に
す
と
ん
と
腑
に
落
ち
る
。
し
か
も
そ
の
後
、
安

東
は
私
が
好
き
で
本
句
と
の
関
連
を
漠
然
と
感
じ
て
い
た
杜
国
の
句
、

 
 

う
れ
し
さ
は
葉
が
く
れ
梅
の一

つ
哉

（
「
春
の
日
」）

を
掲
げ
、
そ
の
相
聞
歌
的
共
鳴
性
を
分
析
し
て
卓
抜
で
あ
る
（
杜
国
の
「
う
れ
し

さ
は
」
の
句
は
「
鷹
一
つ
」
に
先
行
す
る
貞
享
二
年
若
し
く
は
貞
享
三
年
で
あ
る
。

杜
国
の
句
に
つ
い
て
安
東
は
さ
ら
に
そ
の
下
地
を
さ
え
探
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

ま
た
当
該
書
を
是
非
お
読
み
に
な
る
こ
と
を
お
薦
め
す
る
）。

 
 
 

※

以
下
、
発
句
の
注
に
移
る
。

 
 
 

※

○
「
ご
を
燒
て
手
拭
あ
ぶ
る
寒
さ
哉
」
「
ご
」
は
枯
れ
落
ち
た
松
葉
の
葉
。
囲
炉

裏
の
焚
き
も
の
と
し
た
。
近
世
は
三
河
・
尾
張
の
方
言
と
し
て
残
っ
た
、
と
「
広



辞
苑
」
に
あ
る
。
吉
田
宿
で
の
吟
。

○
「
ゆ
き
や
砂
む
ま
よ
り
落
よ
酒
の
醉
」
既
に
「
冬
の
日
や
」
で
幾
つ
か
述
べ
た

の
で
そ
ち
ら
を
確
認
さ
れ
た
い
が
、
天
津
繩
手
か
ら
伊
良
湖
へ
向
か
う
田
原
街
道

の
途
中
に
は
「
江
伊
間

え

い

ま

」（「
酔
馬

え

い

ま

」
と
も
書
い
た
）
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
（
現

在
の
愛
知
県
田
原
市
江
比
間
町

ひ

え

ま

ち

ょ

う

）
が
、
こ
の
句
は
そ
の
地
名
に
掛
け
た
も
の
で
も

あ
る
。
「
む
ま
よ
り
落
よ
」
と
戯
れ
に
命
じ
て
い
る
対
象
は
無
論
、
越
人
本
人
で

は
な
く
（
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
粗
雑
な
解
を
し
て
平
然
と
し
て
い
る
評
釈
が
あ

る
が
私
は
従
え
な
い
）
、
彼
の
「
酒
の
醉
」
に
対
し
て
落
ち
よ
、
と
馬
の
洒
落
に

重
ね
て
興
じ
て
い
る
で
あ
る
。

○
「
い
ら
ご
崎
に
る
物
も
な
し
鷹
の
聲
」「
鷹
ひ
と
つ
」
の
初
案
と
も
見
ら
れ
る
。

杜
国
邸
で
の一

夜

を
明
け
た
十
一
月
十
二
日
の
挨
拶
吟
で
あ
ろ
う
。

○
「
夢
よ
り
も
現
の
鷹
ぞ
賴
母
し
き
」
知
ら
れ
た
吉
夢
の
俚
諺
「一

富
士
二
鷹
三

茄
子
」
に
掛
け
た
、
や
は
り
杜
国
邸
で
の
翌
朝
十
一
月
十
二
日
の
挨
拶
吟
で
あ
る

と
同
時
に
祝
祭
の
句
で
あ
ろ
う
が
、
杜
国
へ
の
主
情
的
な
思
い
が
前
面
に
出
て
し

ま
っ
て
比
喩
が
あ
か
ら
さ
ま
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
か
え
っ
て
興
を
殺
い
で
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

○
「
さ
れ
ば
こ
そ
あ
れ
た
き
ま
ゝ
の
霜
の
宿
」
芭
蕉
は
十
一
月
十
一
日
と
十
三
日

と
三
日
間
、
杜
国
邸
に
泊
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
そ
の
十
一
日
若
し
く
は
翌

十
二
日
の
杜
国
謫
居
で
の
詠
で
あ
る
。
杜
国
邸
到
着
の
十
一
日
深
夜
と
想
像
す
る

方
が
、
荒
涼
感
に
何
と
や
ら
ん
も
の
凄
さ
を
加
え
て
よ
い
よ
う
に
私
に
思
わ
れ
る
。

「
笈
日
記
」
の
「
さ
れ
ば
こ
そ
逢
ひ
た
き
ま
ゝ
の
霜
の
宿
」
は
面
白
い
謂
い
で
、



こ
れ
な
ら
挨
拶
句
に
な
る
と
思
う
が
、
風
国
編
「
泊
船

は

く

せ

ん

集
」
で
は
、
た
だ
の
書
き

誤
り
と
断
じ
て
い
る
。
予
期
し
て
い
た
こ
と
（
こ
の
場
合
は
不
安
）
が
ま
さ
に
的

中
し
た
際
に
発
す
る
異
様
な
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
と
い
う
感
慨
の
措
辞
に
つ
い
て
は
、

何
か
杜
国
の
内
実
に
深
く
感
じ
入
っ
た
芭
蕉
の
感
懐
が
示
さ
れ
て
あ
る
と言

え

る
。「
艸
芳
サ
イ
ト
」
の
「
笈
の
小
文
」
の
「
保
美
（
伊
良
湖
）」
の
頁
で
は
、
先

に
示
し
た
杜
国
の
弟
と
も
目
さ
れ
る
坪
井
庄
八
の
、
こ
の
訪
問
の
五
ヶ
月
前
に
起

き
た
殺
人
と
斬
首
の一

件

が
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
と
芭
蕉
に
歎
か
せ
た
告
白
で
は
な

か
っ
た
か
と
い
う
、
興
味
深
い
仮
説
（
八
木
書
店
一
九
九
七
年
刊
の
大
礒
義
雄
氏

の
「
芭
蕉
と
蕉
門
俳
人
」
に
依
拠
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
）
を
立
て
て
お
ら
れ
、
な

か
な
か
説
得
力
が
あ
る
。

○
「
麥
は
え
て
よ
き
隱
家
や
畠
村
」
こ
ち
ら
の
方
が
前
句
に
比
す
と
遙
か
に
自
然

な
挨
拶
句
で
あ
る
。
陽
光
の
景
観
か
ら
到
着
の
翌
十
二
日
若
し
く
は
十
三
日
の
句

で
あ
る
。
な
お
こ
れ
は
杜
国
邸
で
の
芭
蕉
・
杜
国
（
野
仁
）・
越
人
の
三
吟
、

 
 

麥
は
え
て
よ
き
隱
家
や
畠
村 

 
 
 
 

芭
蕉

 
 
 
 
 

冬
を
さ
か
り
に
椿
咲
く
な
り 

 

越
人

 
 

晝
の
空
蚤
か
む
犬
の
寢
か
へ
り
て 

 
 

野
仁

の
発
句
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
出
る
「
畠
村
」
は
杜
国
の
注
で
述
べ
た
通
り
、
地
名
で
あ
る
。
な
お
、

新
潮
日
本
古
典
集
成
「
芭
蕉
句
集
」
の
今
栄
蔵
氏
の
頭
注
に
は
、
畠
村
（
畑
村
）

『
は
保
美
村
の
隣
村
。
愛
知
県
渥
美
郡
渥
美
町
。
杜
国
亭
は
畑
村
と
の
村
境
に
近

く
に
あ
っ
た
』
と
あ
る
（
現
在
は
先
に
述
べ
た
通
り
、
田
原
市
に
編
入
）
。
こ
の

叙
述
か
ら
実
は
杜
国
亭
は
現
在
の
保
美
よ
り
も
も
っ
と
伊
良
湖
崎
寄
り
だ
っ
た

http://haikai.jp/joho/oinokobumi/oi4_hobi.html


の
か
も
知
れ
な
い
。「
畑
村
」「
畠
村
」
と
い
う
在
所
名
が
地
図
上
で
は
見
当
た
ら

な
い
が
、
保
美
か
ら
ず
っ
と
田
原
街
道
を
伊
良
湖
岬
方
向
に
辿
っ
て
見
る
と
、「
梅

藪
」
と
い
う
三
叉
路
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
「
山
畑
」
と
い
う
地
名
を
見
出
せ
る
。

し
か
も
こ
こ
か
ら
計
測
し
て
み
る
と
伊
良
湖
岬
突
端
ま
で
は
訳
三
・
九
キ
ロ
で
芭

蕉
が
「
笈
の
小
文
」
で言
っ
た
『一

里

ば
か
り
』
と
ぴ
っ
た
り一

致

す
る
。
杜
国

亭
の
正
確
な
位
置
に
つ
い
て
、
識
者
の
御
教
授
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、「
芭

蕉
句
集
」
の
今
栄
蔵
氏
の
頭
注
に
は
、
「
麥
蒔
て
隱
れ
家
や
畠
む
ら
」
の
真
蹟
に

は
、
「
長
安
は
も
と
よ
り
こ
れ
名
利
の
地
、
空
手
に
し
て
錢
な
き
者
は
行
路
か
た

し
、
と
い
へ
り
」
と
い
う
前
書
を
附
す
と
あ
る
。
こ
れ
は
白
楽
天
の
「
送
張
山
人

歸
山
崇
陽
」
（
張
山
人
の
嵩
陽
に
歸
る
を
送
る
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
実
は

芭
蕉
は
既
に
延
宝
八
（一

六
八
〇

）
年
の
深
川
隠
棲
―
―
世
俗
と
決
別
し
た
辞
―

―
で
こ
れ
と
全
く
同
じ
詩
の
引
用
を
発
句
の
前
書
に
用
い
て
い
る
こ
と
に
着
目

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
に
示
す
。

 
 
 
 

九
の
春
秋
、
市
中
に
住
み
侘
び
て
、
居
を
深
川
の
ほ
と
り
に
移
す
。

長
安
は
古
來
名
利
の
地
、
空
手
に
し
て
金
な
き
も
の
は
行
路
難
し

と言

ひ
け
む
人
の
賢
く
覺
え
は
べ
る
は
、
こ
の
身
の
乏
し
き
ゆ
ゑ

に
や
。

 
 

柴
の
戸
に
茶
を
木こ

の
葉
搔
く
嵐
か

こ
の
引
用
を
そ
の
ま
ま
杜
国
の
謫
居
の
挨
拶
吟
に
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
と

り
も
な
お
さ
ず
、
芭
蕉
の
杜
国
に
寄
せ
た
思
い
が
、
師
弟
の
枠
を
遙
か
に
逸
脱
し

た
尋
常
な
ら
ざ
る
共
時
性

シ
ン
ク
ロ
ニ
テ
ィ

の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



「
院
の
み
か
ど
」
ど
の
上
皇
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
折
り
な
の
か
、
諸
注
に
載
せ

な
い
。
「
歴
史
地
名
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
の
第
二
十
一
回
「
保
美

芭
蕉
・
杜
国
再
会

の
地
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
渥
美
半
島
先
端
部
で
は
中
世
に
は
伊
勢
神
宮
外
宮
の
神

領
地
で
あ
る
伊
良
胡
御
厨

い

ら

ご

み

く

り

が
成
立
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
現
在
の
渥
美
町
西
半
の

広
い
地
域
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
保
美
村
の
西
の
亀
山
村
や
畑
村

な
ど
も
後
世
、
御
厨
七
郷

み

く

り

や

し

ち

ご

う

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
美
も
ま
た
伊
良
胡
御

厨
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
と
あ
る
の
と
何
か
関
係
が
あ
る

か
。
識
者
の
御
教
授
を
乞
う
。

○
「
梅
つ
ば
き
早
咲
ほ
め
む
保
美
の
里
」
こ
れ
も
陽
射
し
と
暖
も
り
に
充
ち
た
十

二
日
若
し
く
は
十
三
日
の
、
し
か
も
な
お
依
然
と
し
て
杜
国
へ
の
挨
拶
吟
で
も
あ

り
続
け
て
い
る
。
芭
蕉
の
挨
拶
句
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
数
と
し
て
は
破
格
に

多
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
、
芭
蕉
の
杜
国
と
の
再
会
の
喜
び
が
そ
こ
か
ら
も
窺

わ
れ
る
。

○
「
先
祝
へ
梅
を
心
の
冬
籠
り
」
新
潮
日
本
古
典
集
成
「
芭
蕉
句
集
」
の
今
栄
蔵

氏
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、
太
田
巴
静

は

じ

ょ

う

撰
「
刷
毛
序

は

け

つ

い

で

」（
宝
永
三
（一

七
〇
六

）
年
刊
）

に
は
、

 
 
 
 

權
七
に
し
め
す

舊
里
を
去
て
し
ば
ら
く
田
野
に
身
を
さ
す
ら
ふ
人
あ
り
。

家
僕
何
が
し
水
木
の
た
め
身
を
く
る
し
め
、
心
を
い
た

ま
し
め
、
其
獠
奴
阿
段
が
功
を
あ
ら
そ
ひ
、
陶
侃
が
胡

奴
を
し
た
ふ
ま
こ
と
や
道
は
其
人
を
恥
べ
か
ら
ず
。
物

は
そ
の
か
た
ち
に
あ
ら
ず
。
下
位
に
有
て
も
上
智
の
ひ

http://japanknowledge.com/articles/blogjournal/howtoread/entry.html?entryid=30
http://japanknowledge.com/articles/blogjournal/howtoread/entry.html?entryid=30


と
あ
り
と
い
へ
り
。
猶
石
心
鐡
肝
た
ゆ
む
事
な
か
れ
。

主
も
其
善
の
わ
す
る
べ
か
ら
ず
。

 
 

祝

先
い
は
へ
梅
を
こ
ゝ
ろ
の
冬
籠 

 
 
 
 

芭
蕉

と
い
う
文
を
伴
っ
て
こ
の
句
が
載
る
と
あ
り
（
以
上
の
原
文
は
八
木
書
店
一
九
九

七
年
刊
の
大
礒
義
雄
氏
の
「
芭
蕉
と
蕉
門
俳
人
」
の
「
杜
国
新
考
」
に
載
る
も
の

を
参
考
に
し
つ
つ
、
恣
意
的
に
正
字
化
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
）
、
今
氏
は
、

こ
の
「
權
七
」
は
杜
国
の
下
男
ら
し
く
、
句
文
は
、
そ
の
『
隠
宅
の
杜
国
に
誠
実

に
仕
え
た
家
僕
』
権
七
『
に
与
え
た
も
の
。
お
前
の
主
人
は
今
は
不
幸
の
身
だ
が
、

や
が
て
時
が
来
る
、
と
の
前
途
を
祝
い
、
慰
め
た
意
に
な
る
』
と
あ
る
。「
水
木
」

は
「
み
づ
き
」
で
水
と
薪

た
き
ぎ

、
薪
水

し

ん

す

い

で
家
事
の
こ
と
。
「
其
獠
奴
阿
段
が
功
を
あ
ら

そ
ひ
…
…
」
以
下
は
杜
甫
の
七
言
律
詩
「
示
獠
奴
阿
段
」
に
基
づ
く
。
な
お
、「
石

心
鐡
肝
た
ゆ
む
事
な
か
れ
」
は
、
「
石
や
鉄
の
如
き
堅
固
な
志
し
を
保
っ
て
、
主

人
に
精
励
を
尽
く
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
」
と
い
う
意
、
「
主
も
其
善
の
わ
す
る
べ

か
ら
ず
」
は
「
の
」
が
や
や
不
審
で
あ
る
が
、
「
主
人
杜
国
よ
、
あ
な
た
も
そ
の

忠
僕
の
捨
身
の
善
行
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
ぞ
」
と
い
う
謂
い
で
あ
る
。

 
 
 

示
獠
奴
阿
段

 
 

山
木
蒼
蒼
落
日
曛

 
 

竹
竿裊

裊
細

泉
分

 
 

郡
人
入
夜
爭
餘
瀝

 
 

稚
子
尋
源
獨
不
聞

 
 

病
渴
三
更
回
白
首

 
 

傳
聲
一
注
濕
靑
雲



 
 

曾
驚
陶
侃
胡
奴
異

 
 

怖
爾
常
穿
虎
豹
群

 
 
 
 
 
 
獠
奴
阿
段

れ

う

ど

あ

だ

ん

に
示
す

 
 
 

山
木

蒼
蒼
と
し
て

落
日

曛

く

ん

た
り

 
 
 

竹
竿

裊
裊

で

う

で

う

と
し
て

細
泉

分
か
つ

 
 
 

郡
人

ぐ

ん

じ

ん

夜
に
入
り
て

餘
瀝
を
爭
ひ

 
 
 

稚
子

ち

し

源
を
尋
ね
て

獨
り
聞
か
ず

 
 
 
渴

え
を
病
み
て

三
更

白
首
を
回
ら
し

 
 
 

聲
を
傳
へ
て

一
注

靑
雲
を
濕
ほ
す

 
 
 

曾
て
驚
く

陶
侃

と

う

か

ん

が
胡
奴

こ

ど

の
異い

な
る
に

 
 
 

爾
を
怖

あ

や

し
む

常
に
虎
豹
の
群
れ
を
穿

う

が

て
る
を

・「獠
奴
阿
段

」
中
国
南
西
の
異
民
族
の
蔑
称
で
七
句
目
の
「
胡
奴
」
も
同
じ
。

こ
こ
は
杜
甫
が
水
の
乏
し
い
赴
任
地
虁
州
（
現
在
の
重
慶
）
で
下
僕
の
阿
段
（獠

奴
の
男
の
通
称
）
が
水
を
捜
し
得
た
こ
と
を
素
材
と
し
て
い
る
。

・「曛

」
は
落
日
の
余
光
。

・「裊
裊

」
嫋
嫋
。
細
く
し
な
や
か
、
弱
弱
し
い
さ
ま
。
こ
こ
は
、
辺
境
の
そ
の

地
で
は
井
戸
が
な
く
、
山
か
ら
滴
る
泉
の
水
を
細
い
粗
末
な
「
竹
竿
」（
竹
の
筧
）

を
以
っ
て
廻
ら
し
、
水
を
引
く
こ
と
を言

う
。

・「
餘
瀝
を
爭
ひ
」
と
は
、
そ
の
筧
に
僅
か
に
残
っ
た
水
を
争
い
呑
む
こ
と
を
い

う
。

・「
稚
子
」
私
（
杜
甫
）
の
下
僕
。

・「
獨
り
聞
か
ず
」
そ
う
し
た
水
争
い
を
余
所
に
。

・「渴

え
を
病
み
て
三
更
白
首
を
回
ら
し
／
聲
を
傳
へ
て一

注
靑
雲

を
濕
ほ
す
」



前
句
は
水
飲
の
病
い
（
糖
尿
病
）
に
あ
っ
た
主
人
た
る
私
が
深
夜
に
白
髪
を
振
り

乱
し
、
水
を
求
め
に
行
っ
た
下
僕
の
姿
を
求
め
る
さ
ま
を
謂
い
、
後
句
は
そ
の
頭

上
か
ら
、
下
僕
の獠

奴
阿
段

が
主
人
の
た
め
に
引
い
て
来
た
、
青
雲
を
液
化
さ
せ

た
か
の
よ
う
な
瑞
々
し
い
水
流
が
流
れ
落
ち
て
く
る
さ
ま
を
誇
張
的
に
描
く
。
陶

侃
（
二
五
九
年
～
三
三
四
年
）
は
西
晋
・
東
晋
の
武
将
で
陶
淵
明
は
曾
孫
と
い
わ

れ
る
。
こ
こ
は
彼
が
常
人
の
能
力
を
越
え
た
不
思
議
な
胡
奴
を一

人
持

っ
て
い
た

と
い
う
故
事
に
基
づ
き
、
次
の
句
の
虎
や
豹
の
群
れ
の
中
に
さ
え
易
々
と
分
け
入

っ
て
平
然
と
こ
と
を
成
す
と
い
う
離
れ
技
、
ひ
い
て
は
危
難
を
顧
み
ず
、
深
夜
に

巧
み
に
主
人
の
た
め
の
水
を
調
達
す
る
と
い
う
、
杜
甫
よ
り
も一

歩
踏

み
込
み
、

貴
賤
を
越
え
て
勇
敢
に
し
て
忠
実
な
る
下
僕
の
奉
仕
の
心
を
率
直
に
讃
え
て
い

る
。
（
こ
の
原
詩
及
び
語
注
は
曹
元
春
氏
の
『
芭
蕉
「
権
七
に
し
め
す
」
の
杜
甫

の
受
容
と
そ
の
展
開
』
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
）
を
主
に
参
考
に
さ
せ
て
戴
い
た
が
、
訓
読

は
私
の
よ
し
と
す
る
読
み
に
従
っ
た
。
当
該
論
文
は
大
礒
氏
の
論
考
も
参
考
に
さ

れ
た
力
作
で
、
杜
甫
の
詩
の
解
説
は
詳
述
を
極
め
、
他
に
も虁

州

と
保
美
の
あ
る

渥
美
半
島
が
孰
れ
も
乏
水
の
地
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
、
杜
国
と
権
七
の
関
係
が

芭
蕉
自
身
と
旧
主
君
藤
堂
良
忠
の
関
係
に
重
ね
合
せ
得
る
点
な
ど
を
指
摘
さ
れ
、

杜
甫
・
阿
段
・
杜
国
・
権
七
を
漂
泊
者
の
、
時
空
を
越
え
た
老
荘
的
系
譜
中
の
群

像
と
し
て
位
置
付
け
て
お
ら
れ
る
頗
る
興
味
深
い
論
考
で
あ
り
、
是
非
、
ご一

読

を
お
薦
め
す
る
）
。
而
し
て
そ
う
し
た
誠
実
な
忠
僕
を
持
っ
た
杜
国
の
さ
ら
に
大

き
な
人
柄
が言

外

に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
前
書
を
引
用
し
た
大
礒
氏
の
書
で
は
保
美
在
の
「
家
田
与
八
」
な
る
実
在

の
人
物
を
こ
の
杜
国
の
家
僕
「
權
七
」
の
有
力
な
同
定
候
補
に
比
定
さ
れ
て
お
ら

れ
、
そ
の
過
去
帳
な
ど
に
よ
る
証
左
も
頗
る
説
得
力
が
あ
る
（
但
し
、
他
の
研
究

者
に
よ
る
全
く
の
異
説
も
そ
こ
に
は
併
記
さ
れ
て
あ
る
。
因
み
に
私
は
大
礒
氏
の

書
籍
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
以
上
は
幸
い
に
し
て
グ
ー
グ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
の
画
像
で

http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN10113157/nk_09_59.pdf
http://books.google.co.jp/books?id=yw58BPqtc0QC&pg=PA362&lpg=PA362&dq=%E5%88%B7%E6%AF%9B%E5%BA%8F%E3%80%80%E5%AE%9D%E6%B0%B8&source=bl&ots=ft_gF_1d4C&sig=4VLUj8MgjqhvmFxXLVBokhdX8Dg&hl=ja&sa=X&ei=PRmnUqXhJIfQkQWk9oHQAw&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=%E5%88%B7%E6%AF%9B%E5%BA%8F%E3%80%80%E5%AE%9D%E6%B0%B8&f=false


視
認
出
来
た
範
囲
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
）
。
な
お
、
句
柄
と
こ
れ
ら
の
資
料
を

附
き
合
わ
す
な
ら
ば
、
こ
の
句
は
十
三
日
夜
か
出
立
し
た
十
四
日
の
送
別
吟
と
詠

め
よ
う
。

…
…
「
梅
」
が
散
っ
て
こ
の
四
ヶ
月
後
の
弥
生
も
半
ば
、
「
冬
籠
り
」
の
行
李
か

ら
引
き
出
さ
れ
た
「
檜
笠
」
を
被
っ
た
杜
国
は
伊
勢
に
て
芭
蕉
と
再
会
、
吉
野
を

目
指
し
て
同
行
二
人
、
遂
に
そ
の
「
檜
笠
」
を
「
桜
」
に
「
わ
れ
も
見
せ
う
ぞ
」

と
「
心
」
か
ら
「
先ま

づ

」「
祝
」
祭
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
…
…
］

芭
蕉
、
杜
国
を
伊
良
湖
に
訪
ね
る

藪
野
直
史

完


