
芭

蕉

,の

旅

(
一
)

ー

故
郷
回
帰
と

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』

松

隈

,
義

勇

一

西

へ

の

旅

芭
蕉
は
二
十
九
歳
で
江
戸
に
出
て
以
後
の
、
二
十
二
年
間
に
わ
た
る
俳
諧
師
と

し
て
の
生
涯
の
ほ
ぼ
半
ば
を
旅
に
過

し
て
い
る
。
そ
の
総
計
十
年
に
及
ぶ
旅
暮
し

の
内
容
を
概
括
し
て
示
す
と
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
芭

蕉

の

旅

・
要

項

一
覧

表
〕

延
宝
四

(
一
六
七
六
)

33
才

夏
、
帰
郷
。
十
数
日
伊
賀
に
滞
在
。

((初
め
の
帰
郷
の
旅
))

天
和
二

(
一
六
八
二
)

39
才

十
二
月
か
ら
甲
斐
流
寓
。

((江
戸
大
火
類
焼
避
難
))

天
和
三

(
一
六
八
三
)

如
才

五
月
に
帰
る
。

((甲
斐
流
寓

の
旅
))

貞
享

一

(
一
六
八
四
)

41
才

八
月
、
帰
郷

の
旅
に
立
つ
。
畿
内

・
尾
張

・

美
濃
歴
遊
。
郷
里
で
越
年
。

貞
享
二

(
エ
ハ
八
五
)

42
才

畿
内
を
巡

っ
て
、
四
月
帰
東
。

((『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
))

貞

享

四

(
一
六

八

七

)

44

才

八
月

、

鹿
島

へ
の
旅

。

((『
鹿

島

詣

』

の
旅

))

十

月

、

帰

郷

の
旅

に

立

つ
。

鳴

海

・
熱

田

・

名

古

屋

巡

遊

の
後

、

十

二
月

中

旬

郷

里

に
着

き

、

越

年

。

元

祿

一

(
一
六

八

八
)

45
才

春

か
ら

初

夏

に

か
け

、

伊

勢

・
吉

野

・
大

和

か
ら

須

磨

・
明

石

を

巡

遊

、

四
月

入
洛

。

((『
笈

の
小

文

』

の
旅
))

六
月

、

尾

張

に

入
り

、

八
月

、

木

曽

・
更

科

を

経

て
帰

東

。

((『
更

科

紀
行

』

の
旅

))

元

祿

二

(
一
六

八
九

)

46

才

三
月

末

か

ら

八
月

末

ま

で
、

奥

羽

・
北

陸

巡

遊
、

大

垣

に

至

る
。

((『
お

く

の

ほ
そ

道

』

の
旅
))

九

月

、
伊

勢

に
行

き

、
下

旬

、
郷

里

に

入
る

。

十

一
月

末
、

奈

良

・
京

都

を
経

て
、

膳

所

で

(sl>
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越
年
。

元
禄
三

(
一
六
九
〇
)

47
才

新
春
、
郷
里
に
帰
り
、
三
月
膳
所
に
戻
る
。

四
月
、
幻
住
庵
に
入
り
、
七
月
ま
で
在
庵
。

以
後
木
曽
塚
在
庵
。

九
月
末
、
郷
里
に
帰
る
。
冬
京
都
滞
在
。
大

津
で
越
年
。

元
禄
四

(
一
六
九

一
)

48
才

一
月
上
旬
か
ら
三
月
末
ま
で
郷
里
滞
在
。
間

に
奈
良

へ
赴
く
。

四
月
か
ら
八
月
ま
で
京
都
滞
在
。
以
後
湖
南

滞
留
。

十
月
、
江
戸
帰
着
。

((『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
後
の
旅
))

元
禄
七

(
一
六
九
四
)

51
才

五
月
、
帰
郷
の
旅
に
立
つ
。
約
二
十
日
、
在

郷
。
以
後
、
湖
南

・
京
都
な
ど
に
滞
在
。

七
月
中
旬
か
ら
再
び
在
郷
。

九
月
上
旬
、
奈
良
か
ら
大
阪
に
至
り
発
病
。

十
月
十
二
日
、
病
没
。

((終
焉
の
旅
))

こ
の
概
観
に
よ

っ
て
わ
か
る
こ
と
は
、
芭
蕉

の
旅

の
大
半
は
西
上
の
旅
で
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
と
に
大
き
な
旅
は
こ
と
ご
と
く
西

へ
向

か

っ
て

い

る
。
そ
の
西
と
は
、
す
な
わ
ち
畿
内

で
あ
り
、
少
し
範
囲
を
広
げ
れ
ば
、
東
は
尾

張

・
美
濃
ま
で
を
含
む
近
畿

一
円
で
あ
る
。
そ
の
中
心
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
伊

賀
上
野
と
湖
南
、
お
よ
び
京
都
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
と
に
郷
里
伊
賀
上
野

が
終
始
足
だ
ま
り
の
役
を
果
し
て
い
る
こ
と
は

一
見
し
て
明
白
で
あ
る
。

大
き
な
旅
の
う
ち
、

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
だ
け
が
北

へ
向
か

っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
旅
に
し
て
も
、
紀
行
文
の
素
材
と
な

っ
た
部
分
は
東
北

・
奥
羽

へ

の
旅
で
あ

っ
た
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
わ
ず
か
五
か
月
間
に
過
ぎ
な
い
。

こ

の
後
に
続
く
畿
内
滞
在
は
ー

そ
れ
を
旅
と
呼
ぶ
な
ら
ー

ま
る
ま
る
二
年
二
か

月
に
及
ん
で
い
る
。
通
説
で
は
、

こ
の
畿
内
滞
在
を
、
大
旅
行
の
疲
労
を
い
や
す

た
め
の
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

思
う
に
そ
の
関
係
は
む
し
ろ
逆
で
、
芭
蕉
は
こ
の
こ
ろ
か
な
り
激
し
く
彼
を
襲

っ
て
き
て
い
た
帰
心
に
促
さ
れ
て
、
畿
内

へ
の
旅
を
思
い
立
ち
、
そ
の
つ
い
で
に

か
ね
て
念
願
し
て
い
た
奥
羽
行
脚
の
旅
を
果
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
こ
の
旅
は
奥
羽

・
北
陸
ま
わ
り
と
い
う
大
迂
回
を
組
み
込
ん
だ
帰
郷
の
旅

で
あ

っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。
そ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
後
の
郷
里

及
び
畿
内
滞
在
の
余
り
に
長
か

っ
た
謎
は
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
。
こ
の
旅

を
奥
羽
旅
行
が
主
目
的
で
あ

っ
た
と
思
い
込
む
の
は
、
大
傑
作
の
紀
行
文

『
お
く

の
ほ
そ
道
』
の
光
耀
に
眩
惑
さ
れ
て
の
錯
覚
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い

っ
た
と
て
、
み
ち
の
く
の
旅
が
芭
蕉
に
と
っ
て
生
涯
最
大
の
旅
ら
し
い

旅
で
あ
り
、
芸
術
家
と
し
て
最
も
意
義
あ
る
旅
で
あ
り
、
か
つ
行
脚

・
漂
泊
と
称

す
る
に
か
な

っ
た
旅
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
に
目
を
瞑
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る

い
は
、
こ
の
旅
の
後
の
畿
内
の
巡
遊
が
、
旅
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
滞
在
と
い
う
語

が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
内
容
と
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
す
れ
ば

(82)



芭 蕉 の 旅 ω

元
禄
二
年
の
旅
は
、
ま
さ
し
く
大
垣
ま
で
で
終

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

郷

里

滞

在

話
を
も
と
に
戻
し
て
、
延
宝
四
年

の
帰
郷
の
旅
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
旅
に
関
し
て
ば
、

一
時
京
都
に
出
た
と
い
う

(注
-
)
こ
と

な
ど

の
ほ
か
、
多
く
を
知
る
こ
と
は
で

き

な

い

し
、
そ
の
目
的
も
明
ら
か
で
な

い
。
帰
東
に
際
し
て
猶
子
桃
印
を
伴

っ
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
だ
け
が
目
的
の
旅
だ

っ
た
の
か
ど
う
か
。
そ
の
後
の
帰
郷

の
旅
の
事
情
か
ら
推
し
て
、
帰
郷
そ
の
も
の

が
目
的
だ

っ
た
と
し
か
思
い
よ
う
が

な
い
よ
う
な
旅
で
あ

っ
た
。

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
と
な
る
と
、
と
に
か
く
こ
れ
は
明
ら
か
に
帰
郷
そ
の

も
の
を
目
的
と
す
る
旅
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
前
年
に

母
を
失

っ
た
、
そ
の
墓
参
を
果
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
副
次
的
な
目
的
と
し
て

は
、
大
垣
の
谷
木
因
訪
問
の
約
を
果
す
こ
と
も
あ

っ
た
ら
し
い
。

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
冒
頭
を
占
め
る

「野
ざ
ら
し
を
心
に
」
の
句
や
そ
の
前

文
な
ど
に
引
か
れ
て
、
こ
の
旅
の
動
機
を
俳
諧

一
筋
に
踏
み
切

っ
た
心
境
に
お
い

て
死
を
賭
け
た
悲
愴
な
決
意

の
あ
ら
わ
れ
と
見
る
の
が
従
来
の
通
説
で
あ

っ
た
。

そ
れ
を
、
何
ら
か
の
現
実
的
用
件
な

い
し
目
的
を
も

っ
た
も
の
だ
と
し
、
前
記
の

よ
う
に
亡
母
の
墓
参
と
木
因
訪
問
を
挙
げ
た
の
は
、
米
谷
巌
民
で
あ

る
。
(注
2
)

こ
の
旅
を
見
る
と
、
往
路
に
伊
勢
を
回
り
.
郷
里
伊
賀
上
野

に
数
日
を
過
し
た

後
、
畿
内
各
地
か
ら
大
垣

・
熱
田

・
名
右
屋
と
席
の
暖
ま
る
暇
も
な
い
ほ
ど
歩
き

回
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
郷
里
に
あ

る
こ
と

一
か
月
半
余
。
貞
享
二
年
の
新
春
も

こ
こ
で
迎
え
て
い
る
。
全
体
に
俳
諧
行
脚
の
趣
の
あ
る
こ
と
は
蔽
い
が
た
い
が
、

や
は
り
郷
里
を
足
だ
ま
り
と
し
、
こ
こ
に
留
ま
る
こ
と
を
旨
と
し
た
こ
と
は
疑
う

余
地
が
な
い
。
帰
郷
の
旅
と
称
し
得
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

次
の

『
笈
の
小
文
』
の
旅
も
同
じ
く
帰
郷
の
旅
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
目
的

と
す
る
と
こ
ろ
は
甚
だ
し
く
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
貞
享
五
年
二
月
に
行
な
わ
れ
る

予
定
の
亡
父
の
三
十
三
回
忌
法
要
に
参
列
す
る
心
算
が
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、

こ
れ

と
て
も
是
非
と
も
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
。
だ
い
た
い

『
笈
の
小
文
』
と

い
う
作
品
じ
た
い
ま
と
ま
り
の
な
い
、
謎
の
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
、

書
簡
そ
の
他
決
め
手
と
な
る
べ
き
適
当
な
資
料
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
米
谷

巌
氏
も
こ
の
旅
を

「
"風
狂
"
の
実
践
」
(注
3
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う

と
よ
り
ほ
か
言
い
よ
う
が
な
い
旅
で
あ
ろ
う
。

往
路
に
三
河

・
尾
張
な
ど
に
ゆ

っ
く
り
足
を
駐
め
て
お
り
、
花
盛
り
の
吉
野
に

登

っ
た
の
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
他
高
野
山

・
和
歌
浦

・
奈
良

・
須
磨

・
明
石
な

ど
を
巡
遊
、
さ
ら
に
帰
路
に
は
木
曽

・
更
科
に
遊
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

こ

の
旅
は
名
所
遊
歴
行
の
観
が
あ
る
が
、
し
か
し
郷
里
に
あ
る
こ
と
は
前
後
総
計
約

二
か
月
に
及
ん
で
い
て
、
前
回
の
旅
の
在
郷
日
数
を
上
回

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

前
に
も
触
れ
た

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
後
の
畿
内
滞
在
中
に
郷
里
に
帰

っ
た

の
は
前
後
四
回
に
及
び
、
在
郷
日
数
は
総
計
九
か
月
に
な
ん
な
ん
と
し
て
い
る
。

こ
の
事
実
に
よ

っ
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
元
禄
二
隼
か
ら
四
年
に
わ
た
る
旅
が
帰
郷

を
要
件
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
前
述
し
た
通
り
こ
の
帰
郷

が

一
種

の
内
的
衝
迫
の
よ
う
な
も
の
に
よ

っ
て
企
求
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い

つ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
当
を
失
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(83)
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し
が
も
、
郷
里
滞
在
日
数
が
初
め
の
旅
、
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
、
『
笈
の
小

文
』
の
旅
、

『
お
く
の
ぽ
そ
道
』
後

の
旅
と
、
回
を
重
ね
る
ご
と
に
増
し
て
い
る

こ
と
の
意
味
は
重
視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

終
焉
の
旅
は
、
、旅
先
で
没
し
た
の
で
、
郷
里
滞
在
の
日
数
を
統
計
的
に
示
す
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
大
阪
に
行
く
ま
で
の
間
、
湖
南
巡
歴
を
挾
ん
で
、
総
計
二
か

月
余
も
郷
里
に
足
を
駐
め
て
い
る
。
も
し
も
生
き
て
大
阪
か
ら
帰

っ
て
い
た
ら
、

前
回
σ
そ
れ
を
上
回
る
日
数
を
在
郷
に
あ
て
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

,

芭
蕉
は
、
年
齢
を
重
ね
る
に
従

っ
て
、
故
郷
に
足
が
向
き
、
故
郷
か
ら
離
れ
が

た
く
な
.っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三

江

戸

芭
蕉

の
住
居
は
疑
い
も
な
ぐ
江
戸

に
あ

っ
た
。
下
里
知
足
の
「
知
足
斎
日
々
記
」

に

「江
戸
深
川
本
番
所
森
田
惣
右
衛
門
御
屋
敷
松
尾
桃
青
芭
蕉
翁
云
々
」
と
あ
る

の
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
が
正
式
に
登
記
さ
れ
た
住
所
で
あ
ろ
う
。
住
所
不
定
者
は
無

宿
者
と
し
て
咎
め
ら
れ
る
幕
藩
体
制

下
に
お
い
て
は
、
そ
の
公
的
な
住
所
が
明
確

で
あ
る
こ
と
が
絶
対
必
要

で
あ

っ
た
。
芭
蕉

の
住
居
は
時
に
移
動
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
壮
年
期
以
後
の
最
も
主
要

な
半
生
を
、

こ
の
深
川
の
隅
田
河
畔

の
地
に

お
い
て
過
し
、
そ
し
て
そ
の
半
生
の
半
ば
は
確
か
に
こ
の
地
に
身
を
置

い
た
の
で

あ
る
し
、
芭
蕉
自
身
も
江
戸
の
住
人
と
考
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
江
戸
を
離
れ
る

こ
と
を
旅
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
伊
賀
の
郷
里
に
滞
在
す
る
こ
と

も
旅
の

一
つ
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
世
、間
的
、
常
識
的
、
外
面
上
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
芭
蕉

の
内

面
に
お
い
て
も
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ

っ
た
か
は
、
簡
単
に
結
論
は
下
せ
な
い
。

そ
の
い
わ
ゆ
る
旅
の
間
に
、
郷
里
に
足
を
駐
め
た
月
日
や
、
そ
の
旅
を
思
い
立

っ

た
そ
も
そ
も
の
動
機
を
考
え
て
み
る
と
、
芭
蕉

の
内
面
的
な
居
住
地
は
伊
賀
上
野

赤
坂
町
松
尾
半
左
衛
門
方
で
あ

っ
た
と
し
て
も
決
し
て
お
か
し
く
は
な
く
、
居
住

と
旅
と
の
関
係
は
ま
る
き
り
逆
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
芭
蕉
の
内
面
で
は
江
戸
に
在
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
仮
住
居
で

あ
り
、
旅
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
今
日
の
東
京
居
住
者
の
大
部
分

に
も
あ
て
は
ま
る
。
い
わ
ば
東
京
は
出
稼
ぎ
も
の
流
れ
者
の
仮
住
居
の
場
所
な
の

で
あ
る
。
異
郷
に
あ
る
思
い
の
ま
ま
大
都
会
の
虚
し
い
殷
賑
と
喧
騒
と
汚
濁
の
中

に
埋
没
し
つ
つ
、
生
活
の
た
め
に
日
夜
あ
え
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
と
て
も
、
生
活

の
資
を
得
、
名
を
成
す
こ
と
を
求
め
て
江
戸
に
出
て
き
た

流
れ
者
で
、
辛
苦
し
て
、
世
俗
的
に
は
と
に
か
く

一
応
ひ
と
か
ど
の
俳
諧
師
と
な

る
こ
と
が
で
き
た
後
は
、
生
活
の
場
所
と
し
て
の
江
戸
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
難

く
な

っ
て
い
た
。

外
形
的
に
は
故
郷
に
行
く
こ
と
が
旅
で
あ
り
、
内
面
的
に
は
江
戸
に
在
る
こ
と

が
旅
で
あ
る
と
し
た
ら
、
生
涯
の
す
べ
て
は
、
旅
で
あ
る
。
人
生
即
旅
と
い
う
考

え
が
育

つ
の
は
け
だ
し
当
然
で
あ
ろ
う
。

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
に
出
発
す
る
に
あ
た

っ
て
詠
ん
だ
と
い
う

と

か
へ
つ

さ
す

秋
十
と
せ
却
て
江
戸
を
指
故
郷

の
句
が
問
題
で
あ
る
。
故
郷
伊
賀
を
出
て
江
戸
に
過
す
こ
と
す
で
に
十
年
、
故
郷

に
向

っ
て
の
旅
に
出
で
立
と
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
長
く
暮
し
た
江
戸
を
さ
し
て
か

(84)
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え

っ
て
故
郷
と
言
い
た
い
思
い
が
強

い
、
と
い
う
句
意
で
あ
る
。

こ
れ
を
額
面
ど

お
り
に
受
け
取
る
な
ら
、
真
の
故
郷
伊
賀
を
否
定
し
、
江
戸
に
軍
配
を
あ
げ
た
こ

と
に
な
る
わ
け
だ
が
、

は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
十
年
も
苦
渋
の
う
ち
に
住
み
経
て
き
た
江
戸
は
、
そ
れ
な
り
に
生

活
の
根
づ
い
た
所
で
あ
り
、
切

っ
て
も
切
れ
な
い
強
い
人
間
関
係
も
で
き
て
い
る

懐
し
い
所
で
あ
る
。
第
二
の
故
郷
と

い
っ
て
も
い
い
土
地
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

嘘
は
な
い
。
嘘
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
第
二
の
故
郷
と
い
う
言
い
方
じ
た
い

ま
た
他
郷
を
第
二
の
故
郷
と
意
識
す
る
そ
の
意
識
の
し
か
た
じ
た
い
が
、
そ
の
裏

に
ま
こ
と
の
故
郷

へ
の
忘
じ
難

い
思

い
が
底
深
く
息
づ

い
て
い
る
こ
と
の
証
左
で

あ
る
。

江
戸
を
故
郷
と
考
え
る
思
念
を
内

か
ら
く
つ
が
え
し
、
伊
賀
に
む
か

っ
て
突
き

上
げ
て
く
る
思
郷
の
情
念
が
あ
る
。

そ
れ
を
、
自
分
に
は
故
郷
は
な
い
の
だ
、
伊

賀
は
故
郷
で
は
な
い
の
だ
ぞ
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、
江
戸
こ
そ
が
故
郷
だ
と

納
得
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
、
そ
の
二
律
背
反
の
苦
し
み
、
悲
し
み
を
表
白
し
た
も

の
が

「秋
十
と
せ
」

の
句
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
理
解
す
る
た
め
に
は

「却
て
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る

必
要

が

あ

る
。

「却
て
」
と
は
常
理
や
自
然
と
反
対
、で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。
江
戸
を
故
郷
と
指

す
こ
と
は
常
理

・
自
然
に
背
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
自
分
を
し

て
江
戸
を
故
郷
と
指
す
よ
う
に
さ
せ
る
原
因
は
、
江
戸

へ
の
愛
着
が
並
み
は
ず
れ

て
強

い
場
合
か
、
逆
に
故
郷

へ
の
思
慕
が
激
し
い
の
を
し
い
て
抑
え
て
江
戸

へ
振

り
向
け
よ
う
と
す
る
屈
折
し
た
心
理
に
よ
る
場
合
か
、
こ
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
で

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
が
後
者
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「秋
十
と
せ
」
の

「秋
」
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
折
り
し
も
秋

で
あ

っ
た
と
い
う
季
語
だ
け
の
働
き
で
は
あ
る
ま
い
。
江
戸
で
の
年
月
を

「
秋
」

と
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
文
に
あ
る

「
江
上
の
破
屋
を
い
つ
る
程

風
の
声
そ
ゴ
ろ
寒
げ
也
」
と
表
現
さ
れ
た

「
秋
し
な
の
で
あ
る
。
辛
酸
の
年
月
で

あ
り
、
悲
寥
の
歳
月
で
あ

っ
た
こ
と
が
顧
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

過
去
が
貼
り
付
い
て
い
る
江
戸
だ
か
ら
故
郷
と
指
し
た
い
の
だ
と
い
う
気
持
も
あ

る
だ
ろ
う
が
、

一
方
で
は
、
そ
の
よ
う
に
江
戸
を
指
し
て
故
郷
と
せ
ざ
る
を
得
な

く
さ
せ
た
、
そ
の
運
命
な
り
心
の
傷
手
な
り
も
、
風
の
声
の
そ
ぞ
ろ
寒
げ
に
身
に

泌
み
わ
た
る

「秋
」
に
よ

っ
て
、
象
徴
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

要
す
る
に

「
秋
十
と
せ
」

の
句
は
、
故
郷
か
ら
棄
て
ら
れ
た
流
浪
者
の
切
々
た

る
思
郷
の
お
も
い
の
た
け
を
、
裏
か
ら
逆
説
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
米
谷
巌
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
(こ
の
句
は
)
伊
賀
の
山
中

へ
の
帰
心
矢
の
如
き
心
に
つ
き
動
か
さ
れ
て

の
旅
立
ち
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
逆
に
裏
書
き
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
(注
4
)

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
は
、
亡
母
の
墓
参
を
主
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た

か
ら
、
こ
の
時
の
芭
蕉
の
胸
の
中
で
は
、
母
を
悲
し
む
心
が
思
郷
の
念
を
さ
ら
に

か
き
た
て
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

か
は

び
ん

し

は

何
事
も
昔
に
替
り
て
、
は
ら
か
ら
の
鬢
白
く
眉
皺
寄
て
、
只
命
有
て
と
の

み
云
て
言
葉
は
な
き
に
、
こ
の
か
み
の
守
袋
を
ほ
ど
き
て
、
母
の
白
髪
お
が

め
よ
、
浦
島
の
子
が
玉
手
箱
、
汝
が
ま
ゆ
も
や
丶
老
た
り
と
、
し
ば
ら
く
な

き
て
、
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手
に
と
ら
ば
消
ん
な
み
だ
ぞ
あ

つ
き
秋
の
霜

紀
行
文
中
の
ピ
ー
ク
を
な
す
こ
の

一
節
が
語
る
も
の
は
、
単
に
亡
き
母

へ
の
思

慕
と
の
み
で
は
過
さ
れ
な
い
、
深
刻
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四

被

棄

者

芭
蕉
が
故
郷
を
出
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
憶
測
や
見
解
が
あ
る
。

し
か
し
要
す
る
に
、
無
足
人
級
の
半
士
半
農
の
貧
乏
家
庭
の
二
男
坊
に
生
れ
た

者
の
当
然
辿
る
べ
き
道
を
辿

っ
た
ま

で
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

一
度

は
上

野
在
住
の
藩
の
侍
大
将
藤
堂
新
七
郎
家

の
嗣
子
良
忠

(蝉
吟
)
に
仕
え
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
そ
の
身
分
と
し
て
望
外

の
撓
倖
と
も
い
う
べ
き
好
運
で
あ

っ
た
ろ
う

が
、
主
人
の
夭
折
に
あ

っ
て
そ
の
好
運
も
は
か
な
い
夢
と
消
え
た
と
き
、
彼
に
残

さ
れ
た
道
は
、
郷
里
に
と
ど
ま
り
他
家

の
養
子
に
甘
ん
ず
る
か
、
他
郷
に
生
き
る

道
を
求
め
る
賭
け
に
出
る
か
の
二
者

い
ず
れ
か
を
選
ぶ
ほ
か
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

か
ん
ば
つ

芭
蕉
在
郷
当
時
の
伊
賀
が
旱
魃
に
よ
る
極
度
の
困
窮

・
疲
弊
に
あ
え
い
で
い
た

事
実
に
つ
い
て
は
、
富
山
奏
氏
の
精

細
な
報
告
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
(注
5
)

貧
乏
士
分
の
二
男
坊
が
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
ら
れ
る
状
態
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
よ

く
わ
か
る
。
そ
こ
で
あ
え
て
他
郷
に
出
る
道
を
選
ん
だ
青
年
芭
蕉
は
、
恐
ら
く
安

全
平
凡
な
養
子
に
な
る
道
を
選
ぶ
よ
う
に
と
の
肉
身
た
ち
殊
に
母
の
切
な
る
要
請

を
斥
け
る
こ
と
で
、
義
理
と
情
に
背

い
た
と
い
う
負
い
目
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
る

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
恋
愛
事
件
が
か
ら
ん
で
い
た
と
想

像
す
る
こ
と
も
無
稽
と
の
み
笑
い
捨

て
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

江
戸
に
出
る
に
あ
た

っ
て
、
彼
が
勃
々
た
る
野
心
に
燃
え
て
い
た
こ
と
は
、
出

府
直
後
、
自
撰
句
合
せ

『
貝
お
ほ
ひ
』
を
自
費
出
版
し
て
世
に
問
う
て
い
る
事
実

か
ら
も
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
野
心
も
裏
返
し
て
み
れ
ば
、
自
ら
家
郷
を

捨
て
た
と
い
う
事
実
の
も

一
つ
奥
に
あ
る
、
家
郷
か
ら
余
計
者

.
余
さ
れ
者
と
し

て
棄
て
ら
れ
、
は
じ
き
出
さ
れ
た
と
い
う
無
念
と
痛
恨
と
が
潜
ん
で
い
た
の
に
よ

る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
十
分
に
推
察
で
き
る
だ
ろ
う
。
負
け
る
も
の
か
、
石
に
か

じ
り
つ
い
て
も
ひ
と
か
ど
の
者
に
な

っ
て
み
せ
よ
う
、
と
い
う
よ
う
な
気
負
い
は

そ
の
無
念
と
痛
恨
と
に
向
け
ら
れ
た
反
撥
心
で
あ
る
。

そ
う
い
う
反
面
、
余
さ
れ
者
・被
棄
者
の
自
覚
か
ら
し
て
、
世
俗
に
背
い
て
僧
門

り

と

び
ら

に
入
ろ
う
と
考
え
た
こ
と
も
あ

っ
た
ろ
う
。
後
年
の

コ

た
び
は
仏
籬
祖
室
の
扉

に
入
ら
む
と
せ
し
も
L
(『幻
住
庵
記
』)と
い
う
述
懐
は
真
実
を
語

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

彼
が
世
外
者
た
る
俳
諧
師
を
志
し
た
理
由
も
、
嬋
吟
に
仕
え
て
い
た
と
き
嗜
ん

だ
こ
の
道
に
心
の
す
す
み
が
強
か

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
ろ
う
が
、

一
面
で

は
余
さ
れ
者

・
被
棄
者
の
劣
等
意
識

・
被
虐
意
識
か
ら
、
あ
え
て
反
秩
序
的
な
世

外
者

へ
の
道
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

現
世
の
外
に
出
よ
う
と
し
な
が
ら
、
名
を
成
そ
う
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
な
矛

盾
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
の
や
り
き
れ
ぬ

コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
が
ま
ざ
ま
ざ
と
露
呈
さ

れ
て
い
る
の
を
見
る
思
い
が
す
る
。

流
れ
者
と
し
て
入
り
込
ん
だ
江
戸
で
艱
難
辛
苦
の
末
に
よ
う
や
く
俳
諧
師
と
し

て
自
立
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
、
彼
は
そ
の
矛
盾
に
気
づ
き
始
め
る
。

延
宝
八
年

(三
十
七
歳
)
の
深
川
転
居
は
、
世
俗
的
生
活
者
と
し
て
の
挫
折
感

に
よ
る
と
も
説
か
れ
る
。
そ
し
て
、
芸
術
家
的
な
自
覚
か
ら
芸
術
即
人
生
の
立
場

(s6)



芭 蕉 の 旅(1)

を
確
立
し
よ
う
と
決
意
し
、
「
現
実
功
利
の
世
を
背
い
て
隠
遁
者
的
境
涯
」

(注
9
)

に
入
り
込
ん
で
い
く
た
め
の
ワ
ン
ス
テ

ッ
プ
を
踏
み
出
し
た
も
の
と
解

せ

ら

れ

る
。
そ
れ
ら
の
基
盤
と
し
て
唐
宋
の
詩
人
た
ち
の
反
俗
的
姿
勢
や
荘
子
ま
た
は
禅

学
か
ら
学
ん
だ
も
の
が
大
い
に
あ
ず

か

っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
見
解
は
す
べ
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
要
は
、
そ
う
し
た
彼
の

心
理
の
最
も
根
源
を
な
し
て
い
る
例

の
被
棄
者
意
識
、
劣
等
感
と
な

っ
て
彼
を
苦

あ
ぐ
ら

し
め
ぬ
い
た
こ
の
暗
い
深
層
意
識
を
、
こ
こ
で
肯
定
し
て
、
そ
こ
に
胡
坐
を
か
き

腰
を
据
え
る
方
向
に
精
神
が
深
ま

っ
て
き
た
と
き
、
彼
は
反
俗
的
隠
遁
者
た
る
こ

と
に
心
を
決
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

か
く
て
、
彼
は
こ
こ
で
根
源
的
な
矛
盾
を
截
断
す
る
挙
に
出
る
。
こ
れ
に
は
禅

学
の
影
響
が
か
な
り
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
世
俗
的
な
も
の
の

一
切
を
捨
て
て

世

外

の
隠

遁

者

と

な

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

風

雅

一
筋

の

人

と

な

ろ

う
ー

風

狂

に

徹

し

よ

う
ー

と

の
決

意

で
あ

る
。

「
風

雅

の
魔

神

」

(「栖
居
之
弁
」
)
と

い
う

内

な

る

デ
ー
モ
ン
の
存
在
に

一
切
を
委
ね
よ
う
と
考
え
始
め
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
被
棄

者
意
識
も
よ
う
や
く
こ
の
風
狂
精
神

の
中
に
摂
せ
ら
れ
て
い
く
。

深
川
退
隠
を
契
機
と
し
て
、
全
人
間
的
に
彼
は

一
転
機
を
迎
え
る
。

か
ら
ざ
け

雪
の
朝
独
リ
干
鮭
を
噛
得
タ
リ

な
ど
に
見
え
る
隠
者
的
ポ
ー
ズ
、
風
狂
的
ポ
ー
ズ

(注
7
)
も
、
こ
の
方
向
に
進
も

う
と
決
意
し
た
当
初
の
心
の
気
負
い
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。

右
の

「雪
の
朝
」
の
発
句
な
ど
か
ら

一
二
年
後
の
執
筆
と
見
ら
れ
る
次
の
文
章

は
、
深
川
退
居
後
の
芭
蕉
の
心
境
を
語
る

一
資
料
で
あ
る
。

寒
夜
ノ
辞

ほ
と

わ

び

深
川
三
ま
た
の
辺
り
に
草
庵
を
佗
て
、
遠
く
は
士
峯
の
雪
を
の
ぞ
み
、
ち
か

こ
ぎ
ゆ

く

く
は
万
里
の
船
を
う
か
ぶ
。
あ
さ
ぼ
ら
け
漕
行
船
の
あ
と
の
し
ら
浪
に
、
芦
の

む
な
し

た
る

枯
葉

の
夢
と
ふ
く
風
も
や
丶
暮
過
る
ほ
ど
、
月
に
坐
し
て
は
空
き
樽
を
か
こ
ち

う

れ

枕
に
よ
り
て
は
薄
き
ふ
す
ま
を
愁
ふ
。

(
マ
マ
)

は
ら
わ

た

艪
の
声
波
を
打
て
腸
氷
る
夜
や
涙

中
国
の
詩
文
や
わ
が
国
の
隠
者
文
学
か
ら
学
ん
だ
跡

の
明
ら
か
な
、
隠
者
的
ポ

ー
ズ
の
多

い
文
章
で
は
あ
る
が
、
声
調
に
現
れ
る
心
情
は
郷
愁

の
思
い
以
外

の
何

物
で
も
な
い
の
で
あ

っ
て
、
被
棄
者
の
悲
し
み
を
じ
か
に
聞
く
思
い
が
あ
る
。
風

狂
精
神
を
構
築
す
る
要
素

の

一
つ
に
被
棄
者

の
悲
し
み
が
あ

っ
た
こ
と
の

一
証
左

と
さ
れ
よ
う
。

五

伊

賀
上

野

と
湖
南

伊
賀
上
野
は
伊
賀
盆
地

(上
野
盆
地
)
の
中
心
を
な
す
城
下
町
で
あ
る
。
こ
の

こ
ぢ
ん
ま
り
と
整

っ
た
相
貌
を
も
ち
、
閉
鎖
的
に
感
ぜ
ら
れ
る
盆
地
の
中
心
市
邑

は
、
他
国
者
に
は
拒
否
的
な
冷
た
さ
を
見
せ
る
が
、
そ
こ
に
生
れ
育

っ
た
者
に
と

っ
て
は
、
し
み
じ
み
と
な

つ
か
レ
い
、
血
肉
の
底
の
底
ま
で
を
組
成
し
て
い
る
郷

土
た
り
得
る
風
土
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
故
郷
を
捨
て
た
者
の
、
ま
た
棄
て
ら
れ
た
者
の
悲
劇
は
筆
舌
に
尽
し

難
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

一
度
捨
て
去

っ
た
以
上
、
再
び
猫
の
よ
う
に
古
巣
に
も

ぐ
り
込
む
こ
と
を
望
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
と
い
故
郷
が
喜
ん
で
迎
え
て
く

れ
る
と
い

っ
て
も
、
こ
れ
を
甘
受
す
る
こ
と
は
胸
奥
の
声
が
拒
否
し
て
い
る
。
自

　78く
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己
に
忠
実
だ

っ
た
詩
人
芭
蕉
は
こ
の
声
に
聴
従
し
て
、
あ
く
ま
で
棄
て
ら
れ
者
の

道
を
歩
む
よ
り
ほ
か
は
な
い
と
志
を
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
年
少
に
し
て
小
身
な
が
ら
武
士
の
は
し
く

れ
で
あ

っ
た
芭
蕉
に
は
、
自
己
抑
制

を
徳
と
す
る
ス
ト
イ
ッ
ク
な

一
面
が
あ

っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
渇
く
者
の
よ
う
に
故
郷
を
慕
い
、
引
き
寄
せ
ら
れ
な
が
ら

故
郷
に
安
住
す
る
こ
と
を
否
定
し
つ
づ
け
た
理
由
の

一
つ
に
は
こ
の
こ
と
が
あ

っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

せ
っ
か
く
故
郷
に
足
を
踏
み
入
れ

て
も
、
そ
こ
に
長
く
留
ま
る
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
代
り
に
、
芭
蕉
は
あ
ち
こ
ち
と
目
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
に
歩
い
て
い
る
。
そ

の
こ
と
に
関
し
て
通
説
で
は
、
芭
蕉

は
郷
里
に
さ
え
お
ち
つ
け
な
い
ほ
ど
漂
泊
の

思
い
に
駆
ら
れ

つ
づ
け
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
漂
泊
の
詩
人
像
を
築
き
上
げ
る

に
は
お
あ
つ
ら
え
む
き
な
解
釈
で
あ
る
。

私
の
見
解
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。
彼
に
と

っ
て
は
、
気
持
の
上
で
居
づ
ら
い
伊

賀
上
野
市
内
に
い
る
よ
り
は
、
拡
大
さ
れ
た
郷
里
と
も
い
う
べ
き
畿
内
を
歩
き
回

っ
て
い
る
ほ
う
が
心
安
ま
る
も
の
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
畿
内

の
旅
は

i

芭
蕉
自
身
旅
と
呼
ん
で
は
い
る
が
1

実
は
散
策
と
で
も
い
っ
た
ほ
う
が
い

い
ほ
ど
の
趣
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
江
戸
在
住
中
の
動
静
と
比
較
す
れ
ば
よ
く

わ
か
る
。
江
戸
で
は
彼
は
ほ
と
ん
ど
出
歩
い
た
形
跡
が
な
い
。
鹿
島
詣
で
の
旅
を

除
い
て
は
、
鎌
倉

・
江
の
島
に
す
ら
行

っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
は
現
実

生
活
の
場
に
し
か
値
い
し
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
も
と
も
と
芭
蕉
は
上
方
人
で
あ

っ
た
か
ら
、
粗
暴
な
、

武
張

っ
た
江
戸
よ
り
は
、
上
方
が
ず

っ
と
肌
に
な
じ
ん
だ
。
だ
か
ら
、
商
都
大
阪

を
別
と
し
て
、
近
畿
に
あ
る
限
り
し
み
じ
み
と
楽
し
く
気
楽
で
あ
り
え
た
に
違
い

な
い
。
と
り
わ
け
て
彼
を
惹
き
付
け
、
真
の
第
二
の
故
郷
と
な
り
や
が
て
墳
墓
の

ぜ
ぜ

地
と
な

っ
た
の
は
湖
南
で
あ

っ
た
。
な
か
ん
ず
く
膳
所
は
落
着
い
た
小
城
下
町
で

ひ
と

へ

芭
蕉
を
し
て

「偏

二
膳
所
は
旧
里
の
ご
と
く
被
レ
存
申
候
」

(元
祿
四
年
、
曲
水
宛
書

簡
)
と
言
わ
し
め
た
。
さ
ら
に
木
曽
塚

(義
仲
寺
)
は
湖
面
に
臨
ん
だ
閑
雅
明
媚

な
佳
境
で
あ
る
。

(今
日
は
埋
立
工
事
の
た
め
湖
畔
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま

っ
て

い
る
が
)
。
芭
蕉
の
愛
着
の
ひ
と
し
お
深
か

っ
た
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。

因
み
に

江
戸
深
川
の
草
庵
に
し
て
も
、
隅
田
川
に
面
し
た
閑
寂
温
雅
な
佳
境
で
あ

っ
た
点

が
彼
を
惹
き
つ
け
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(今
日
で
は
滄
桑
の
変
で
、
見
る

に
耐
え
ぬ
索
漠
雑
騒
の
街
巷
と
化
し
て
い
る
が
。)
芭
蕉
が
広
や
か
な
水
の

ほ

と

り
を
愛
し
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

六

故
郷
と
の
関
わ
り

芭
蕉
と
故
郷
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
諸
家
の
文
章
の
う
ち
私
の
関
心
を
惹

い
た
も
の
を
整
理
し
て
紹
介
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
加
藤
楸
邨
氏
は
、
芭
蕉
の
旅
が

「故
郷
を
行
動
の
軸
心
に
し
て
い
る
」
点

を
指
摘
し
、
そ
の
故
郷
の
情
の
中
核
が
母
に
あ
る
こ
と
を
把
捉
し
て
い
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
、

「
故
郷
離
れ
」
と
い
う
遠
心
的
な
心
的
過
程
を
経
て
、
逆
に
故
郷

へ

の
求
心
的
な
傾
き
が
強
く
な

っ
て
い
る
と
も
言

っ
て
い
る
。

(注
8
)

こ
の
加
藤
氏
の
評
論
は
、
故
郷
の
持
つ
意
義
を
最
も
大
き
く
評
価
し
た
も
の
で

あ
り
、
私
の
こ
の
小
論
と
主
旨
を
等
し
く
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
は
喜

び
と
し
た
い
。

..



芭 蕉 の 旅(1)

次
に
時
期
的
に
は
前
に
戻
る
が
、
故
小
宮
豊
隆
氏
の
論
文
に
、

芭
蕉
に
は

「故
郷
」
が
な
か

っ
た
。
勿
論
生
れ
故
郷
の
な
い
者
は
な
い
が
、

し
か
し
絶
え
ず
懐
し
さ
を
持

っ
て
思
い
返
し
、
敗
残

の
身
で
も
そ
こ
で
な
ら
安

ん
じ
て
身
を
横
た
え
る
こ
と
の
で
き
る

q故
郷
」
が
な
か
っ
た
。

(『
芭
蕉
と
紀

行
文
』
(注
9
)

「

き

と
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
続
け
て
、
貞
享
四
年
冬
の

『
句
餞
別
』

で
素
堂
が
芭
蕉
の
こ
と
に
つ
い
て
伝

え
る

「老
人
常
謂
他
郷
即
我
郷
」
と
い
う
語

を
挙
げ
て
そ
の
証
と
し
て
い
る
。

た
だ
こ
の

「
他
郷
即
我
郷
」
か
ら
、
芭
蕉
が
故
郷
を
持
た
な
か

っ
た
と
結
論
す

る
の
は
問
題
で
あ
る
。
故
郷
と
い
う
意
識
を
本
来
持
た
ぬ
も
の
が
、
r
「弛
郷
」
と

か

「我
郷
」
と
か
言
う
は
ず
は
な
い
。

「
我
郷
」
を
愛
す
る
こ
と
異
常
に
深
く
、

し
か
も

「我
郷
」
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ

「
他

郷
即
我
郷
」
と
口
に
出
し
て
標
榜
す

る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
語
か
ら
い

え
る
こ
と
は
、
敗
残
の
身
を
も
安
ん
じ
て
横
た
え
得
る
故
郷
を
持
た
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
。
懐
し
さ
を
持

っ
て
思
い
返
す
故
郷
は
、
芭
蕉
は
心
の
奥

深
く
潜
め
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

故
阿
部
喜
三
男
氏
は
、

こ
の
小
宮

論
文
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
芭
蕉
の

「無

故
郷
性
」
と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。
(注
10
)
芭
蕉
の
意
識
に
つ
い
て
言
わ
れ

た
も
の
よ
う
に
思
わ
る
れ
が
、

い
ず

れ
に
し
て
も
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
の
多
分
に
あ

る
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
芭
蕉
の

「無
故
郷
」
に
は
複
雑
な
心
の
曲
折
が
あ
る

こ
と
を
十
分
考
え
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に

「故
郷
喪
失
者
説
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
松
田
修
氏
に
よ

っ
て

つ
げ

提
出
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
父
与
左
衛
門
の
代
に
伊
賀
の
拓
植
か
ら
上

野
に
移
住
し
た
半
士
半
農
の
松
尾
家
は
、

ム
ラ
や
マ
チ
の
共
同
体
か
ら
断
絶
し
た

ま
ぎ
れ

流
れ
者

・
よ
そ
者

・
「世
界
の
紛
者

(荻
生
徂
徠
の
語
)」
で
あ

っ
て
、
す
で
に
こ
の

一
家
が
永
遠
の
故
郷
喪
失
者
だ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
(注
11
)
従

っ
て
芭
蕉
は

二
重
の
故
郷
喪
失
者
と
な

っ
て
い
る
と
い
わ
れ
よ
う
。

こ
の
説
に
因
ん
で
贅
言
す
れ
ば
、
巷
間
に
流
布
す
る
芭
蕉
忍
者
説
は
も
ち
ろ
ん

荒
唐
無
稽
で
あ
る
が
、
少
な
く
も
忍
者
と
い
う
集
団
は
、
右
の
よ
う
に
公
共
社
会

か
ら
断
絶
さ
れ
故
郷
喪
失
者
た
る
運
命
を
負
わ
さ
れ
た

一
族
で
あ

っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
松
尾

一
家
の
何
や
ら
暗
い
あ
り
方
に
は
ど
こ
や
ら
に
伊
賀
忍
者

一
族

的
な
影
が
な
い
と
も
い
え
な
い
こ
と
だ
け
は
い
い
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
に
か
く
、
芭
蕉
が
自
分
を
流
れ
者
に
し
て
ゆ
く
精
神
の
悲
劇
的
過
程

の
中
に
は
、
未
生
の
昔
か
ら
の
故
郷
喪
失
者
の
暗

い
血
の
流
れ
が
あ

っ
た
と
い
う

松
田
説
の
指
摘
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
に
ひ
び
く
も
の
が
あ
る
。

七

捨

子

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
冒
頭
部
分
に
続
く
と
こ
ろ
に
、

ば
か
り

な

く
あ

り

富
士
川
の
ほ
と
り
を
行
に
、
三
つ
計
な
る
捨
子
の
哀
げ
に
泣
有
。

こ
の
川

ま
つ

の
早
瀬
に
か
け
て
、
う
き
世
の
波
を
し
の
ぐ
に
た
え
ず
、
露
計
の
命
待
ま
と

捨
置
け
む
、
小
萩
が
も
と
の
秋
の
風
、
こ
よ
ひ
や
ち
る
ら
ん
、
あ
す
や
し
ほ

れ
ん
と
、
袂
よ
り
喰
物
な
げ
て
と
を
る
に
、

き
く

猿
を
聞
人
捨
子
に
秋
の
風
い
か
に

(s9)



研究紀要 第16集

い
か

に
そ

や

、

汝

ち

丶
に
悪

ま

れ

た

る

か

、

母

に
う

と

ま

れ

た

る

か

。

ち

丶

は

汝

を

悪

に
あ

ら

じ

、

母

は
汝

を

う

と

む

に
あ

ら

じ

。

唯

こ
れ

天

に
し

て
、

さ
が

汝
が
性
の
つ
た
な
き
な
け
。

と
あ
る

一
節
は
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
。

芭
蕉
の
精
神
の
姿
勢
を
明
か
す
上

で
重
要
な
も
の
と
し
て
や
か
ま
し
い
論
議
の

交
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の

一
条
が
虚
構
か
ど
う
か
が
論
議
の

的
に
な

っ
て
い
る
が
、
芭
蕉
の
心
を
触
発
す
る
だ
け
の
事
実
は
何
ほ
ど
か
あ

っ
た

ろ
う
と
い
う
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で
片
づ
け
て
お
き
た
い
。

私
の
関
心
は
専
ら
、
絶
大
の
情
を
傾
け
て
捨
子
を
憐
ん
だ
芭
蕉
の
心
の
姿
勢
に

向
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

一
節
に
つ
い
て
芭
蕉
の
心
を
問
題
に
し
た
見
解
の
中
に
は
、

こ
れ
を
虚
構

と
見
る
立
場
で
、
寿
貞
を
捨
て
、
子
を
捨
て
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
自
分
の

運
命

へ
の
痛
恨
を
表
わ
し
た
と
見
る
説

(注
12
)、

あ
る
い
は
、
無
常
の
風
の
前
の

人
間
存
在
と
し
て
の
芭
蕉
自
身
の
身

の
上
を
嘆
い
た
と
見
る
説

(注
13
)
な
ど
、

い

ろ
い
ろ
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
私
の
考
え
も
芭
蕉
自
身
の
痛
恨
で
あ
り
、
嘆
き
で
あ

る
と
い
う
点
で
は
同
感
で
あ
る
が
、

そ
う
考
え
る
意
味
の
点
で
は
大
分
違

っ
て
い

る
。家

郷

・
肉
身
か
ら
棄
て
ら
れ
た
者

と
捨
子
と
、
こ
の
近
似
は
余
り
に
も
付
き
す

ぎ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
被
棄
者
た
る
天
涯
孤
独
の
己
れ
は
、
客
観
に
移
せ
ば
、
哀
れ

げ
に
泣
く
捨
子
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
捨
子
を
目
に
し
た
衝
撃
に
あ

っ
て
、
胸

奥
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
傷
手
が
ふ
と
血
を
噴
き
上
げ
、
裸
か
に
さ
れ
た
神
経

が
寒
風
の
前
に
露
出
さ
れ
た
と
い
う
感
じ
の
、
句
文
の
勢

い
に
着
目
し
た
い
。

発
句
に
続
け
て

「
い
か
に
そ
や
、
汝
ち
丶
に
悪
ま
れ
た
る
か
、
母
に
う
と
ま
れ

た
る
か
」
と
急
迫
し
て
畳
み
込
ん
で
い
く
表
現
の
異
常
な
昂
揚
ぶ
り
を
見
る
が
よ

い
。
芭
蕉

一
代
、

こ
れ
ほ
ど
の
激
越
の
調

べ
は
他
に
求
め
ら
れ
な
い
。
己
れ
自
身

を
嘆
く
思
い
の
な
い
限
り
、

い
か
に
す
ぐ
れ
た
詩
人
と
い
え
ど
も
こ
の
感
情

の
昂

ぶ
り
を
偽

っ
て
形
象
化

で
き
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

打
ち
捨
て
ら
れ
た
自
ら
を

「
父
に
悪
ま
れ
た
る
か
、
母
に
う
と
ま
れ
た
る
か
」

と
嘆
き
憤
り
は
し
て
み
る
も
の
の
、
し
か
し
思
い
返
せ
ば
、
す
べ
て
は
父
母

・
家

郷
の
罪
で
は
な
い
。
た
だ
こ
れ
不
運
な
星
の
も
と
に
生
れ
出
た
己
れ
自
ら
の
宿
業

の
つ
た
な
さ
な
の
だ
と
諦
め
る
ほ
か
は
な
い
。

「唯
こ
れ
天
に
し
て
、
汝
が
性
の

つ
た
な
き
を
泣
け
」
と
は
、
芭
蕉
自
身
に
自
ら
言

い
聞
か
す
諦
め
の
言

葉

で
あ

る
。い

ず
れ
に
せ
よ
、
発
句
の
後
の
文
章
は
、
発
句
を
出
し
た
こ
と
を
き

っ
か
け
と

し
て
、

つ
い
知
ら
ず
洩
ら
し
た
芭
蕉
の
悲
し
い
真
情
だ

っ
た
と
い
う
趣
に
受
け
取

れ
る
。
そ
し
て
そ
の

「猿
を
聞
人
」
の
句
は
、
文
芸
の
虚
の
世
界
に
生
き
よ
う
と

す
る
自
分
を
、

一
度
そ
の
生
の
被
棄
者
と
し
て
の
現
実
世
界
に
引
き
戻
し
て
、
ぎ

り
ぎ
り
の
対
決
を
迫
ろ
う
と
し
た
内
奥
の
苦
悶
の
試
み
で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。前

に
掲
げ
た

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
中
の

「
手
に
と
ら
ば
」
に
付
帯
す
る
前
文
の

中
に
あ
る

「只
命
有
て
の
み
」
の
語
に
注
目
し
た
前
出
小
宮
論
文
で
は
、

「只
命
有
て
の
み
」
と
い
う
言
葉
は
、
例
え
ば

「
失
わ
れ
た
子
」
と
し
て
自

覚
す
る
者
が
、
面
目
も
な
い
ざ
ま
で
帰

っ
て
来
た
よ
う
な
場
合
、

口
に
す
る
は

ず
の
言
葉
で
あ
る
。
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
小
宮
氏
も
注
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は
芭
蕉
が
言

っ
た
も
の
か
兄
弟
が
言

っ
た
も
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
芭
蕉

の

意
識
の
中
に
厳
存
す
る
言
葉
で
あ
る

こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
捨
子
の
条
と
あ
わ

せ
て
見
れ
ば
、
芭
蕉
の
心
事
も
事
情
も
あ
げ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
紀
行
中
美
濃
の
条
に
出
て
い
る
、
常
盤
御
前
の
墓
に
詣
で
て
詠
じ
た

義
朝
の
心
に
似
た
り
秋
の
風

の
句
の
心
も
、
父

・
兄
弟
を
わ
が
手

で
殺
し
、

い
ま
ま
た
わ
が
子
ま
で
手
に
か
け

家
郷

一
族
を
離
れ
て
逃
れ
ゆ
く
悲
運

の
武
将
の
敗
残
孤
影
の
悲
し
み
に
、
我
れ
を

よ
そ
え
た
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

八

野
ざ
ら
し
を
心

に

さ

て
、

順

序

と
し

て

は
逆

に
な

っ
た
が

、

『
野

ざ

ら

し

紀

行

』

冒

頭

の
句
、

野
ざ
ら
し
を
心
に
風

の
し
む
身
哉

の
こ
と
を
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

野
ざ
ら
し
と
は
旅
中
に
死
に
野
に
捨
て
ら
れ
た
白
骨
で
あ
る
。
旅
に
生
命
を
賭

け
た
芭
蕉
の
覚
悟
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
と
し
て
、
芭
蕉
の
旅
に
言
及
す
る
ほ
ど
の

人
は
必
ず
こ
の
句
に
触
れ
る
の
が
す

で
に
常
識
化
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
常
識
的
な
見
方
に
は
近
年
幾
人
か
の
人
か
ら
疑
問
が
提
出
さ
れ
て

き
た
。
例
え
ば
こ
の
句

の
み
な
ら
ず

こ
の
紀
行
全
体
に
関
し
て
、

「
む
し
ろ
そ
こ

に
は
多
分
に
風
狂
の
ポ
ー
ズ
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
宮
本
三
郎
氏
の

説

(注
14
)
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
も
宮
本
説
に
ほ
ぼ
同
感
を
表
す
る

立
場
を
と
る
者
で
あ
る
。

四
十

一
歳
の
芭
蕉
の
、
東
海
道
筋
の
旅
が
、
死
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ち

り

ほ
ど
の
条
件
の
も
と
に
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
も
千
里
と
い
う
旅
慣
れ

た
同
行
者
が
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
。
そ
の
上
数
年
前
に

一
度
帰
省
の

旅
を
果
し
た
経
験
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
旅
の
首
途
に
野
ざ
ら
し
に
な
る
こ

と
を
覚
悟
す
る
の
は
ど
う
考
え
て
も
大
げ
さ
す
ぎ
る
。

か
て

ま
し
て
前
文
に
あ
る

「干
里
に
旅
立
て
、
路
粮
を
つ
丶
ま
ず
、
三
更
月
下
無
何

に
入
と
云
け
む
、
む
か
し
の
人
の
杖
に
す
が
り
て
」
の
語
句
の
解
釈
に
か
か
わ

っ

て
禅
僧
の
出
山
に
も
比
す
べ
き

一
大
決
意
の
表
白
と
見
た
り

(注
15
)、

あ
る
い
は

禅
僧
の
無
為
の
至
境
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
と
見
た
り

(注
16
)
す
る
の
も
、
何
か
お

ち
つ
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
殊
に
後
の
解
は
、
野
ざ
ら
し
を
覚
悟
し
て
い
る
と

い
う
発
旬
の
悲
壮
さ
と
そ
ぐ
わ
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
首
途
の
発
句
を
真
正
面
か
ら
受
け
て
、
深
刻
に
解
し
、
悲
愴
な

決
意

の
表
明

の
よ
う
に
見
よ
う
と
す
る
の
は
、
芭
蕉
に
対
す
る
先
入
観
に
と
ら
わ

れ
た
た
め
の
気
負
い
す
ぎ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
句
は
も

っ
と
文
芸
的
な
い
し
俳
諧

的
に
解
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
句
が
、
郷
里
伊
賀
に
足
を
休
め
た

後
、
大
垣
の
木
因
亭
に
着
い
て
の
句

し
に
も
せ
ぬ
旅
寝
の
果
よ
秋
の
暮

/

と
照
応
し
て
い
る
こ
と
は
だ
れ
も
い
っ
て
い
る
が
、

こ
の
照
応
に
は
俳
諧
的
の
お

か
し
み
が
潜
め
ら
れ
て
い
る
。

「野
ざ
ら
し
を
心
に
」
な
ど
と
大
げ
さ
な
、
ひ
ど
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く
悲
壮
が

っ
た
首
途
を
し
た
の
に
、

い
ざ
旅
を
半
ば
終

っ
て

一
つ
の
目
的
地
に
着

い
て
み
る
と
、
別
段
死
に
も
せ
ず
、
風
狂
放
浪
を
続
け
た
ま
ま
、
こ
こ
に
こ
う
し

ほ
う

て
呆
け
た
よ
う
に
現
実
に
頽
落
し
て
虚
し
く
生
き
て
い
る
と
い
う
自
嘲
を
交
じ
え

て
、
イ
ロ
ー
ニ
ッ
シ

ュ
な
笑
い
を
洩
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
は
、
紀
行
の
結
び

の

し
ら
み

夏
衣
い
ま
だ
虱
を
と
り

つ
く
さ
ず

と
も
遙
か
に
照
応
し
て
、

一
編
に
統

一
を
与
え
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
俳
諧

性

・
虚
構
性

・
風
狂
性
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
紀
行
文
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
風
狂
の
心
と
全
く
同
質
で
あ

っ

て
、
例
の狂

句
木
枯
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉

の
句
な
ど
と
も
共
通
の
俳
諧
世
界
を
形
造

っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
句
は
文
芸
性

・
虚
構
性
の
強
い
俳
諧
的
作
品
と
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
こ
れ
を
旅

に
関
す
る
境
涯
表
白
の
詩
で
あ
る
と
い
う
見

方
に
立
て
ば
、
そ
れ
な
り
に
切
実
で
あ
り
、
シ
ー
リ
ア
ス
な
も
の
を
十
分
持

っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
句
が
表
わ
し
て
い
る

一
種
激
越
悲
愴
な
調
べ
な

い
し
情
感
に
は
、
文
芸
と
し
て
偽
る
べ
か
ら
ざ
る
真
実
性
が
あ
る
。
言
葉
の
意
味

の
上
で
は
ど
ん
な
偽
り
も
言
え
る
が
、
調
べ
を
欺
く
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
と
い

う
の
が
、
文
芸
の
本
性
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
激
越
悲
愴
の
調
べ
を
な
さ
し
め
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
。

こ
れ
に
は
、

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

一
所
不
住

の
風
狂
の
旅
に
生
き
よ
う
と
す
る

理
念
と
、
こ
れ
を
否
定
し
て
現
実
に
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
心
と
の
相
剋
に
、

内
的
動
機
を
と
ら
え
よ
う

と

す

る
弥
吉
菅

一
氏
の
説

(注
17
)
な
ど
が
参
考
に
な

る
。私

は
こ
の
弥
吉
説
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
旅
に
生
き
よ
う
と
の
理

念
の
も
う

一
つ
奥
に
あ
る
被
棄
者

の
切
な
い
郷
愁
を
指
摘
す
る
立
場
を
強
調
し
た

い
。
す
な
わ
ち
、

「野
ざ
ら
し
」
の
句
は
、
被
棄
者
11
棄
巣
者
巨
放
浪
者
の
、
悲

愴
凄
寥
な
心
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
出
し
た
も
の
と
い
う
見
方
を
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
全
体
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
、
風
狂
性
を
主

調
と
し
た
俳
諧
性
の
強
い
文
芸
作
品
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
反
面
、
や
む
に

や
ま
れ
ぬ
内
奥
の
衝
迫
と
し
て
の
被
棄
者
の
恨
み
や
悲
し
み
が
郷
愁
と
交
じ
り
あ

っ
て
戸
古
傷
か
ら
血
を
噴
く
よ
う
に
ふ
き
出
し
て
、

一
種
激
越
悲
愴

の
声
調
を
な

し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

野
ざ
ら
し
の
旅
を
終

っ
て
芭
蕉
が
気
づ
い
た
こ
と
は
、
旅
と
い
う
も
の
が
い
か

に
自
分
を
純
化
し
革
新
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
自
覚
で
あ

っ
た
。
深
川
退
隠
以
来

思
い
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
の
い
っ
さ
い
は
、
旅
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
就
で
き
る

と
い
う
見
通
し
で
あ
る
。

唐
宋
の
詩
人
や
西
行

・
宗
祗
等
の
隠
遁
者
の
世
界
も
、
老
荘
の
徒
や
禅
僧
の
世

界
も
、
風
雅
の
世
界
と

一
つ
に
融
け
つ
つ
、
あ
げ
て
旅
の
中
に
統

一
さ
れ
、
顕
現

さ
れ
て
く
る
。
し
か
も
被
棄
者
た
る
運
命
的
な
彼
の
生
は
、
旅
す
る
こ
と
を
本
質

的
な
必
然
に
お
い
て
求
め
る
。
つ
ま
り
、

一
所
不
住

の
行
脚
の
精
神
に
導
か
れ
た
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芭 蕉 の 旅(1)

風

狂

の
旅

こ

そ
が

、

彼

の

い

っ
さ

い
を

生

か
す

も

の

と
自

覚

さ

れ

て
き

た

の

で
あ

る

。

・

.

'
、㌧、
し

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
は
未
熟
な
作
品
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
こ
の

旅
名
終

わ

っ
た
時
点
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
芭
蕉
の
旅
に
対
す
る
姿
勢
を
語

っ

て
い
る
点
で
、
重
視
す
べ
き
も
の
た
る
を
失
わ
な
い
と
私
は
思
う
。

こ
の
紀
行
執
筆
を
頂
点
と
し
て
、
芭
蕉
の
郷
愁
の
激
情
は
し
だ
い
に
沈
静
し
て

ゆ
く
。
旅
の
意
義
を
悟
り
、
生
の
姿
勢
が
確
立
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
被
棄
者
意

識
も
深
化
し
て
、
風
狂
の
漂
泊
者
た
る
生
き
方
の
中
に
発
展
的
に
解
消
し
て
ゆ
く

の
で
あ
呑
。

(未
完
)

(
注

)
、

(
1
)

土
芳

『
芭
蕉
翁
全

伝
』

・
阿
部

正
美

『
芭
蕉
伝
記
考
説
』
な
ど

(
2
)

米

谷
巌

「『
野
ざ
ら
し
紀
行

』
に
お
け
る
芭

蕉
i
大

垣
以
前

と
以
後
ー

(『
近
世

文
芸
稿
』
第
十
号
、

昭
和
四

一
年

七
月
)

(
3
)

米

谷
巌

「
笈
の
小
文
/
更
科

紀
行
」

(
「国
文

学
」

四
四
年

一
〇
月
号
)

(
4
)

米

谷
巌

「『
野
ざ
ら
し
紀
行

』
に
お
け
る
芭

蕉
」

(前
出
)

(5
)

富

山
奏

「芭

蕉
と
郷
土
」

(『
芭
蕉

の
本

1

・
作
家

の
基
盤
』
)

(6
)

宮
本
三
郎

・
今
栄

蔵

『
松
尾
芭

蕉
』

(
7
)

井

本
農

一

「
芭
蕉
評
伝
」

(校
本
芭
蕉
全
集
第
九
巻
)
な
ど

(8
)

加

藤
楸
邨

「詩

人
の
生
涯
ー
芭
蕉

へ
の
通
路
1
」

(『
芭
蕉

の
本

2

詩
人

の
生

涯
』
)

(
9
)

小
宮
豊
隆

『
芭
蕉

と
紀
行
文
』

(『
古
典

日
本
文
学
全
集

31

・
松
尾
芭
蕉
集
下
』

所
収
)

(10
)

阿
部
喜

三
男

「芭

蕉
の
旅
」

(『
芭
蕉

の
本

6

・
漂
泊

の
魂
』
)

(
11
)

松

田
修

「芭
蕉

の
悲
劇
性
」

(『
芭
蕉

の
本

2

・
詩

人
の
生
涯
』
)

(
12
)

広
末
保

『
日
本
文
学

の
古
典
』

バ
ー3
)

堀
信
夫

コ
水
遠
の
旅

人
」

(『
芭

蕉
の
本
6

・
漂
泊

の
魂
』
)

(14
)

宮
本
三
郎

「
芭
蕉
論
の
争
点
」

(『
日
本
文
学

の
争
点

・
近
世
編
』
)

(15
)

赤
羽
学

「野

晒
紀
行

と
江
湖

風
月
集
」

(
「連
歌
俳
諧
研
究
」
第
九
号
、
昭

二
九

・
一
一
月
)

(16
)

高
橋
庄
次

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」

(
「国
文
学
」
昭

四
〇

・
一
〇
月
号
)
な
ど
。

(17
)

弥
吉
菅

一

「
野
ざ
ら
し
紀
行
論
」

(『
芭
蕉

の
本

6

・
漂
泊

の
魂
』
)

(文
芸
科
教
授
)

(93)


