
芭
蕉
の

俳
文

「

阿
弥
陀
坊
」

の

成
立

過

程

I
 

西
行
の
『
山
家
集
』
に、

い
に
し
へ
こ
ろ、

東
山
に
あ
み
だ
房
と
申
け
る
上
人
の

巷室
に
ま
か

り
て
み
け
る
に、

哀
と
お
ぼ
し
て
よ
み
け
る。

柴
の
庵
と
き
く
は
い
や
し
き
名
な
れ
ど
も
よ
に
こ
の
も
し
き
住
ゐ
也
け

り
（
『
六
家
集
』
本
に
よ
る）

と
い
う
歌
が
あ
る。

初
め
に
こ
の
歌
を
図
き、

次
に
文
章
と
発
句
を
添
え
た

芭
蕉
の
俳
文
が、

史
邦
の
『
芭
蕉
庵
小
文
庫
』
（
元
禄
九
年
刊）
に
収
載
さ

れ
た。

以
後
こ
の
俳
文
は、
お
お
む
ね
『
小
文
庫
』
に
よ
っ
て
流
布
し
た
が、

若
干
内
容
の
違
う
も
の
が、

真
蹟
も
し
く
は
そ
の
摸
刻
と
し
て
存
在
し、
そ

れ
ら
の
間
に
推
敲
関
係
が
予
想
さ
れ
る。

そ
こ
で
本
稿
で
は、

「
阿
弥
陀
坊
J

oo
係
の
資
料
を
網
羅
し
て、

そ
の
成
立
過
程
を
跡
づ
け
る
と
共
に、

同
時
に

そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い。

ま
ず、

私
見
に
よ
っ
て、

そ
の
俳
文
を
成
立
順
と
思
わ
れ
ろ
順
序
に
従
っ

て
紹
介
し
て
ゆ
く。

第
一
は、
『
定
本
芭
蕉
大
成
』
の
口
絵
に
紹
介
さ
れ
た

其
蹟
で、

所
蔵
者
は
野
村
胡
堂
で
あ
る。

あ
み
た
坊

の
よ
み
侍
る
と
か
や
猶
そ
の

あ
ろ
し
の
こ
の
も
し
け
れ
＾

草
の
戸
の
月
ゃ
其
ま
A

こ
れ
は、

昭
和
二
十
八
年
五
月
の
芭
蕪
二
百
六
十
年
忌
記
念
展
覧
会
に、

追

加
と
し
て
出
品
さ
れ
た。

第
二
は、

道
彦
編
『
あ
み
だ
坊
』
（
寛
政
五
年
刊）
に
模
写
さ
れ
た
も
の

は
せ
を

こ
の
う
た
は
東
山
に
住
け
る

倍
を
た
つ
ね
て
西
上
人

け
ろ

し
は
の
い
ほ
と
き
け
＾

い
や
し
き
名
な
れ
と
も
よ
に

こ
の
も
し
き
も
の
に
そ
有

赤

羽

学
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ー
こ
れ
に
は、
次
の
よ
う
な
添
督
が
つ
け
ら
れ
て
い
る。

こ
の
か
な
か
き
を
う
つ
し
て
思
ふ
事
あ
り
橙
ミ
か
ん」
柚
子
伺
れ
同
し

な
か
ら
金
柑
と
い
ふ
も
の
少
し」
こ
と
な
る
と
ふ
ろ
き
人
の
申
さ
れ
し

あ
み
た
坊

し
は
の
と
の

月
や
そ
の
ま
ヽ は

せ
を

こ
の
も
し
け
れ

な
む
う
け
た
ま
は
る

そ
の
あ
ろ
し
の
僧
こ
そ

よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
と

西
上
人
の

も
の
に
そ
有
け
る

と
き
こ
へ
侍
る
は

ひ
か
し
山
に
住
け
る
僧

を
た
つ
ね
て

よ
に
こ
の
も
し
き

柴
の
陥
と
き
け
は

い
や
し
き
名
な
れ
と
も

で
あ
る。

か
斯
箪
意
の」
う
つ
ら
ぬ
も
人
か
ら
の
及
は
ぬ
ゆ
へ
か
よ
し
そ
れ
も
又

花
た
ち
は
な
の
香
に
た
＜
へ
と
そ
う
し
ひ
ら
き
し」
は
し
め
に
お
く
事

を」
巣
兆
拝
臼」

こ
れ
に
よ
れ
ば、
こ
れ
は、
巣
兆
が
芭
蕉
の
真
蹟
を
模
写
し
た
も
の
ら
し
い。

巣
兆
は、
「
筆
意
の
う
つ
ら
ぬ
も
人
が
ら
の
及
ば
ぬ
ゆ
へ
か」
と
反
省
し
て

い
る
が、
原
文
は
正
し
く
伝
え
て
い
る
と
思
う。

と
こ
ろ
が、
こ
の
『
あ
み
だ
坊
』
伝
来
の
文
に
つ
い
て、
―
つ
の
疑
問
が

介
在
す
る。
そ
れ
は、
勝
峯
晋
風
編
『
5
芭
蕉一
代
果
奴

王ご
（
昭
和
六

年
刊）
所
引
の
「
あ
み
だ
坊」
と
の
関
係
で
あ
る。
勝
峯
氏
は、
そ
の
前
の

『
日
本
俳
書
大
系
』
（
紐
穀

懇雰碑）
で
は、
「
阿
弥
陀
坊」

の
句
文
を

『
小
文
庫
』
か
ら
引
き、
俳
句
の
部
に
収
め
た
が、
『
芭
蕉一
代
集
』
に
至

っ
て
俳
文
と
し
て
独
立
さ
せ、
『
あ
み
だ
坊
』
か
ら
の
引
用
と
し
て、
次
の

文
を
掲
戟
す
る。其

二

あ
み
た
坊

柴
の
い
ほ
と
き
け
ば
い
や
し
き
名
な
れ
ど
も

よ
に
こ
の
も
し
き
も
の
に
そ
有
け
る

こ
の
う
た
は
ひ
が
し
や
ま
に
住
け
る
僧
を
た
づ
ね
て、
西
上
人
の
よ
み

侍
る
よ
し
山
家
集
に
の
せ
ら
れ
侍
ろ。
い
か
な
る
あ
ろ
じ
に
や
と
な
っ

か
し
け
れ
ば、
あ
る
草
庵
の
坊
に
つ
か
は
し
侍
る。

し
ば
の一
1
の
月
や
其
ま
ヽ
あ
み
だ
坊

あ
み
だ
坊

元
禄
四
年
作

は
せ
を
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も
し
き

よ
に
こ
の

柴
の
い
ほ
と
き
け
は

い
や
し
き
な
ヽ
れ
と
も

こ
の
文
は
、
私
が
先
に
あ
げ
た
道
彦
編
『
あ
み
だ
坊
』
所
載
の
文
と
は
違
っ

た
も
の
で、
勝
峯
氏
が
ど
う
し
て
こ
れ
を
「
『
あ
み
だ
坊
』
に
慕
刻
さ
れ
て

ゐ
る
」
も
の
と
し
て
紹
介
し
た
か
不
審
で
あ
る。
『
定
本
芭
蕉
大
成
』
『
校

本
芭
蕉
全
集
』
『
古
典
俳
文
学
大
系
』
は、
い
ず
れ
も、
勝
峯
氏
の
記
載
を

信
じ
て
校
訂
に
用
い
て
い
る
が、
道
彦
編
『
あ
み
だ
坊
』
の
も
の
と
は、
全

く
別
物
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す
ぺ
き
で
あ
る。
尚、
こ
の
文
は、
こ
れ
か
ら

私
が
推
定
す
る
推
敲
過
程
に
参
与
し
得
る
か
ど
う
か、
伝
来
に
つ
い
て
の
疑

問
と
共
に
解
明
が
必
婆
で
あ
る。

第
三
は、
文
化
十
年
に
常
陸
の
本
閥
家
が
編
ん
だ
『
鹿
島
詣
』
に
模
刻
さ

れ、
後
に
水
戸
家
に
献
上
さ
れ
た
真
蹟
で
あ
る。
こ
の
真
蹟
は、
現
存
し、

伊
薩
松
宇
編
菊
本
直
次
郎
発
行
の
『
蕉
影
余
韻
』
（
昭
和
五
年）
並
び
に
穎

井
乙
男
ら
編
『
芭
蕉
図
録
』
（
昭
和
十
八
年）
に
複
製
さ
れ
て
い
る。
こ
の

箱
告
に
は、
藤
田
東
湖
の
筆
で
「
芭
蕉
真
蹟一
幅
天
保
甲
午
七
月
小
川
村
繋

本
閻
辺
陰

所献」
と
あ
る。
昭
和
二
十
八
年
五
月
の
芭
蕉
展
に
出
品
さ
れ、

そ
の
目
録
の
記
載
に
よ
れ
ば、
大
正
十
五
年
水
戸
家
の
売
立
の
際、
本
山
竹

荘
氏
の
有
に
帰
し、
の
ち
菊
本
氏
を
経
て
紫

羊文
庫
に
入
っ
た
由
で
あ
る。

そ
の
ま
A
あ
み
た
坊

29
 

本
圃
家
の
『
鹿
品
詣
』
に
摸
刻
さ
れ
た
「
阿
弥
陀
坊」
は、
「
柴
の
い
ほj

の
歌
と、
芭
蕉
の
文
と、
発
句
と
を、
そ
れ
ぞ
れ
一
頁
ず
つ
に
配
し
て、
白

字
で
表
わ
し
て
い
る。
『
一
葉
集
』
は、
こ
の
系
統
の
本
文
で、
作
者
名
の

「
は
せ
を」
を
欠
く
だ
け
で、
他
は
真
蹟
に
一
致
す
る。

第
四
は、
『
芭
蕉
陥
小
文
ば
』
所
収
の
も
の
で
あ
ろ。

柴
の
雇
と
き
け
は
い
や
し
き
名
な
れ
と
も

よ
に
こ
の
も
し
き
物
に
そ
有
け
る

此
う
た
は
東
山
に
住
け
る
僧
を
尋
て

西
行
の
よ
ま
せ
給
ふ
よ
し
山
家
集
に

し
は
の
と
の
月
や

は
せ
を

よ
ま
せ
給
ふ
よ
し
山
家
集
に

の
せ
ら
れ
た
り
い
か
な
る
あ
る
し

に
や
と
こ
の
も
し
く
て
あ
る

草
階
の
坊
に
つ
か
は
し
け
る

こ
の
う
た
は
東
山
に
住
け
る

個
を
た
つ
ね
て
西
行
上
人
の 有

け
る

も
の
に
そ



水
戸
家
旧
蔵
真
蹟

『
芭
蕉
一

代
集
』
所
載
文

二

以
上
掲
げ
た
四
種
類
の
「
阿
弥
陀
坊
」

は、

真
蹟
も
し
く
は
そ
の
摸
写、

及
び
信
頼
で
き
る
刊
本
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
、

い
ず
れ
も
芭
栽
の
手
に
成

る
と
み
て
よ
か
ろ
う。

そ
れ
に
対
し
て
、

勝
峯
氏
が
誤
っ
て
『
あ
み
だ
坊
』

か
ら
と
し
て
引
い
た
異
文
は
ど
う
か。

こ
れ
も、

そ
の
出
所
は
不
明
で
あ
る

け
れ
ど
も、

積
極
的
に
芭
蕉
の
作
を
否
定
す
る
よ
う
な
デ
ー
タ
は
見
つ
か
ら

な
い。

従
っ
て
こ
れ
を
一

種
に
立
て
れ
ば、

都
合
五
種
類
の
「
阿
弥
陀
坊」

が
存
在
し
た
こ
と
と
な
る
。

そ
の
成
立
過
程
を、

勝
峯
氏
所
引
の
文
を
含
め

て
、

改
め
て
予
想
す
る
と、
一

応
次
の
如
く
に
な
る
。

`｀＇’
 
ー
�
1,
 

②
 

‘,＇‘
 
3
 

，
ー言

、̀‘,4
 

，
ー

野
村
家
蔵
真
韻

道
彦
の
『
あ
み
だ
坊
』
所
載
巣
兆
模
写

の
せ
ら
れ
た
り
い
か
な
る
住
居
に
や
と

先
そ
の
坊
な
つ
か
し
け
れ
ば

柴
の
戸
の
月
や
其
ま
A
あ
ミ
た
坊

こ
の
文
は
、．
芭
蕉
の
死
後、

最
も
早
く
公
に
さ
れ
た
も
の
で、

広
く
一

般
に

流
布
し
た
。

土
芳
の
『
蕉
翁
句
集
』
（
宝
永
六
年
）
、

蝶
夢
の
『
芭
蕉
翁
発

句
築
』
（
安
永
三
年
刊）

所
収
の
も
の
は、

こ
の
系
統
で
、
『
小
文
ば
』
所

収
の
も
の
と
の
間
に
、

わ
ず
か
に
相
違
を
見
せ
る
が
、

取
り
立
て
る
ほ
ど
の

こ
と
は
な
い
。

芭
蕉

に
そ
有
け
る

①
し
は
の
い
ほ
と
き
け
ハ
い
や
し
き
名
な
れ
と
も

②
柴

の
庵

と
き
け
は
い
や
し
き
名
な
れ
と
も

③
柴

の
い
ほ
と
き
け
は
い
や
し
き
な
A
れ
と
も

④
柴

の
い
ほ
と
き
け
は
い
や
し
き
名
な
れ
と
も

⑥
柴

の
陥

と
き
け
は
い
や
し
き
名
な
れ
と
も

①
よ
に
こ
の
も
し
き
も
の
に
そ
有
け
る
・
・
・
・
・

②
よ
に
こ
の
も
し
き
も
の
に
そ
有
け
る
と
き
こ
へ
侍

③
よ
に
こ
の
も
し
き
も
の
に
そ
有
け
る
．
．
．
．
．

④
よ
に
こ
の
も
し
き
も
の
に
そ
有
け
る
・
・
・
・
・

⑮
よ
に
こ
の
も
し
き
物

①
•
こ
の
う
た
は
東

山
に
住
け
る
僧
を
た
つ
ね

②
る
・
・
・
・
は
ひ
か
し
山
に
住
け
る
僧
を
た
つ
ね

③
•
こ
の
う
た
は
東

山
に
住
け
る
俯
を
た
つ
ね

④
•
こ
の
う
た
は
ひ
か
し
山
に
住
け
る
俯
を
た
つ
ね

⑮•

此

う
た
は
東

山
に
住
け
る
僧
を
尋

①
て
西
・
上
人
の
よ
み
・

侍
・
・
・
る
と
か
や
・
・

②
て
西
・
上
人
の
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
と
な
む
う
け

(5) 

『
小
文
庫
』
所
戟
文
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ふ
．
．

．

．

．

．

．

．

ふ
．

．

．

．

．

．

．

③
て
西
行
上
人
の
よ
ま
せ
給

④
て
西
・
上
人
の
よ
み
・
侍
．

．

．

 

ろ
．

．

．

．

．

伺
て
西
行
・
・
の
よ
ま
せ
給

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 
猶
．

．

．

``
.
’1
 .

.

 

'
ー，

②た
ま
は
る
．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

③·

:
•
よ
し
山
家
集
に
の
せ
ら
れ
た
り
・
い
か

④・
・
・
・
よ
し
山
家
渠
に
の
せ
ら
れ
侍
る
•
い
か

⑥・
・
・
・
よ
し
山
家
集
に
の
せ
ら
れ
た
り・
い
か

①•
•
そ
の
あ
る
し
．

．

．

．

．

 

の
•
•
•
こ
の
も

②•
•
そ
の
あ
る
し
．

．

．

．

．

 
の
催
こ
そ
こ
の
も

③
な
る
•
•
あ
る
し
に
や
と
．

．

．

．

．

．

 
こ
の
も

⑭
な
る
•
•
あ
ろ
し
に
や
と
・
・
・
・
・
・
な
つ
か

⑥
な
る
・
・
住
居・
に
や
と
先
そ
の
坊・
・
な
つ
か

①
し
け
れ
＾
．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

②
し
け
れ
．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

③
し
く
て
•
あ
る
草
屈
の
坊
に
つ
か
は
し
け
る

④
し
け
れ
は
あ
る
草
限
の
坊
に
つ
か
は
し
侍
る

⑥
し
け
れ
は
．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

の
戸
の
月
や
其

ま
A
あ
み
た
坊

ま
ヽ
あ
み
た
坊

①珀
②
し
は
の
と
の
月
や
そ
の
ま
A
あ
み
た
坊

⑱
し
は
の
と
の
月
や
そ
の
ま
A
あ
み
た
坊

④
し
は
の
戸
の
月
や
其

⑥
柴

の一
戸
の
月
や
其

ま
ヽ
ぁ`
t
た
坊

右
に
掲
げ
た
五
団
類
の
「
阿
弥
陀
坊」
の
外
に、
尚
別
の
登
科
が
存
在
す

る
か
も
し
れ
な
い。
ま
た
④
は
出
所
不
明
で
あ
ろ
か
ら、
芭
蕉
の
文
と
す
る

に
は、
い
さ
さ
か
躊
躇
さ
れ
る。

⑥
は、
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら、
編
者

の
手
が
加
わ
っ
て
い
ろ
か
も
し
れ
な
い。
色
々
な
不
安
は
あ
る
け
れ
ど
も、

現
在
知
ら
れ
る
限
り
の
資
料
か
ら、
そ
れ
ら
の
成
立
の
顕
序
に
つ
い
て、
一

つ
の
仮
説
を
樹
て
る
こ
と
は、
無
意
味
で
な
い
と
思
う。
仮
り
に
こ
れ
ら
が

全
部
芭
蕉
の
も
の
で
あ
る
と
し
て、
果
し
て
そ
の
成
立
碩
序
を
推
敲
と
い
う

意
睾
で
叙
列
化
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
か。
芭
蕉
は、
乞
わ
れ
る
ま
ま
に、
同

じ
内
容
の
も
の
を
少
し
ず
つ
違
え
て
困
い
た
ま
で
で
あ
っ
て、
そ
れ
ら
の
間

に
推
敲
の
意
識
な
ど
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る。
し
か
し、
前

の
文
と
違
え
て
世
く
場
合、
や
は
り、
少
し
で
も
ま
し
な
よ
う
に
と
顧
う
の

が
作
家
の
本
能
と
い
う
も
の
で
あ
ろ。
そ
の
中
で
も
芭
蕉
は、
特
に
文
章
の

推
敲
に
念
を
入
れ
た
作
家
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
異
文
も
広
い
意
味
で
推
敲
過

程
に
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う。

「
阿
弥
陀
坊」
の
文
の
推
敲
過
程
を
探
る
糸
口
と
な
る
の
は、
ど
れ
を
初

稿
の
位
図
に
据
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
は、
発
句
の
形
が

手掛

は
せ
を
鵞

は
せ
を

は
せ
を

は
せ
を
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こ
れ
ら
の
文
の
前
後
関
係
を
吟
味
す
る
に
は、
ま
ず

①②③
の
文
に
つ
い

り
と
な
る。

発
句
は、

①
の
み
「
草
の一
戸」
と
あ
り、

②③
が
「
し
は
の
上

④が
「
し
は
の
戸
」
、

③が
「
柴
の一
戸」
で
あ
る。

表
記
の
相
違
は
と
も
か

く
と
し
て、

①
の
み
「
草
の一
戸
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は、
そ
れ
が
「
柴
の

戸
」
に
定
着
す
る
以
前
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
示
唆
す
る。
こ
の
逆
に、

「
草

の一
戸」
を
最
終
案
と
考
え
ろ
こ
と
も
で
き
ろ
が、
四
回
も
「
柴
の
戸
」
を
用

い
た
後
に
一
回
だ
け
「
草
の一
戸」
を
用
い
る
の
は
極
め
て
不
自
然
で
あ
ろ。

同
様
な
例
と
し
て、

近
年
新
資
料
が
次
々
に
発
見
さ
れ
た
「
笠
や
ど
り」
並

び
に
「
笠
は
り」
の
発
句
に
つ
い
て
み
る
と、

日世
に
ふ
ろ
は
更
に
宗
祇
の
や
と
り
哉
（
真
策
笠
や
ど
り）

．

曾

ぽ
る
も
更
に
宗
祗
の
や
と
り
哉
（
真
蹟
笠
は
り）

冒
に
ふ
る
も
さ
ら
に
宗
祗
の
や
と
り
哉
（

虚
栗）

四
ょ
に
ふ
る
も
更
に
そ
う
き
の
ゃ
と
り
哉
（
其
蹟
か
さ
の
記）

回
世
に
ふ
る
も
更
に
宗
祗
の
や
と
り
か
な
（
秋
野
集
笠
の
記）

玲
よ
に
ふ
る
も
更
に
宗
祗
の
ゃ
と
り
哉
（
思
亭
笠
は
り）

囮
ょ
に
ふ
る
も
更
に
宗
祗
の
ゃ
と
り
哉
（
伝
真
殴
笠
は
り）

の
如
く、

日
の
み
「
世
に
ふ
る
は
」
で
あ
り、

以
下
連
続
し
て
「
世
に
ふ
ろ

も」
と
な
る。

か
く
し
て、

①
を
初
稿
と
定
め
れ
ば、

必
然
的
に

②が
そ
の
次
と
な
り、

③
が
続
く。

以
下

③④⑤
の
順
は
極
め
て
微
妙
で
あ
り、
や
や
詳
細
な
検
討

．
を
要
す
る。

て
調
ぺ
、

次
に

③④③
の
文
に
及
ぶ
と
い
う
よ
う
に、
二
段
階
に
分
け
て
考

え
る
の
が
有
効
で
あ
ろ。

①
は、

②
に
一
致
す
る
所
と、

③
に
一
致
す
ろ
所

と
が
あ
る。

①
と
②
の
一
致
す
る
所
は、

闘
西
上
人

②
西
上
人

箭
そ
の
あ
る
し
の

②
そ
の
あ
る
し
の

冒
こ
の
も
し
け
れ

②
こ
の
も
し
け
れ

の一＿一
個
所
で
あ
ろ。

そ
れ
に
対
し、

①
と

③が
一
致
す
ろ
の
は、

①
こ
の
う
た
は
東
山

③
こ
の
う
た
は
東
山

の
一
個
所
で
あ
ろ。
し
か
し、

③
は
①
に
対
し、

西
行
上
人
の
よ
ま
せ
給
ふ
よ
し
山
家
集
に
の
せ
ら
れ
た
り
い
か
な
ろ
あ

ろ
し
に
や
と

の
個
所
が
決
定
的
に
違
っ
て
お
り、
し
か
も
こ
こ
は、

fil
と
一
致
す
る
文

面
で
あ
っ
て、

③
は
①
よ
り
も

④⑤
に
近
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

そ

れ
に
対
し
て
②
は、

と
き
こ
へ
侍
る

と
い
う
独
自
の
本
文
を
持
つ
と
は
い
う
も
の
の、

省
上
人
の
よ
み
・
侍
．

．

．

 

る
と
か
や
．

．

．

．

．

．

 

②
西
上
人
の
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
ろ
と
な
む
う
け
た
ま
は
る
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よ
ま
せ
給

こ
の
所
は、

②が
⑥
へ
の
移
行
過
程
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

次
に、

⑱④⑮
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る。

ま
ず、

③
と

④が
一

致
し
て、

⑥
と
違
う
所
を
掲
げ
る。

闊
あ
る
し

④
あ
る
し

醤
ぁ
る
草
屈
の
坊
に
つ
か
は
し

④
あ
る
草
陪
の
坊
に
つ
か
は
し

こ
の
二
個
所
は、

③
と
④
の
近
さ
の
度
合
を
は
か
る
重
要
な
所
見
で
あ
ろ。

殊
に
⇔
は、

③
と
④
の
緊
密
な
関
係
を
決
定
的
に
す
る。

⑱
と
⑥
は、

日
③
よ
ま
せ
給
ふ

⑥
よ
ま
せ
給
ふ

箇
の
せ
ら
れ
た
り

③
の
せ
ら
れ
た
り

の
二
債
所
に
お
い
て
近
い
が、

何
よ
り
も
末
尾
の、

③あ
る
草
廂
の
坊
に
つ
か
は
し
け
る

の
欠
落
は
大
き
く
相
述
す
る。

④
は、

西
上
人
の
よ
み
侍
ろ

ふ
．

．

 

よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る

れ
る。

と
い
っ
た、

比
較
的
0
に
近
い
文
面
を
有
し、

③
よ
り
も
①
に
近
い
本
文
で

あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る。

し
か
し、

部
分
的
に
③
に
近
い
個
所
も
認
め
ら

の
所
が
①
に
一
致
す
る
が、
一
万
瓜
要
な
点
で
⑤
に
一

致
す
る
。

そ
れ
は

「
な
つ
か
し
」
で
あ
ろ。
こ
れ
を
①
か
ら
⑥
ま
で
並
ぺ
て
み
ろ。

①
こ
の
も
し
け
れ
ハ

②
こ
の
も
し
け
れ
・

③
こ
の
も
し
く
て
・

④
な
つ
か
し
け
れ
は

⑥
な
つ
か
し
け
れ
は

こ
れ
は、
『
山
家
集
』
に
の
せ
ら
れ
た
「
阿
弥
陀
坊」
に
対
す
る
芭
蕉
の
情

感
を
示
し
た
言
葉
で、
こ
の
種
の
主
観
語
は、

制
作
時
の
一
定
の
気
分
に
対

応
す
る。
つ
ま
り、

「
こ
の
も
し
」
と
「
な
つ
か
し
」
が
気
ま
ぐ
れ
に
交
互

に
使
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く、
あ
る
時
ま
で
は
「
こ
の
も
し
」

一33

で、
あ
る
段
階
で
「
な
つ
か
し
」
に
変
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

従
っ
て、
l

儲
を
③
以
前
に
遡
ら
せ
て、

「
こ
の
も
し
」
の
中
に
「
な
つ
か
し
」
を
割

り
込
ま
せ
る
こ
と
は、

正
し
く
な
い。

そ
う
す
る
と、

④
は、

③
の
「
こ
の

も
し
」
が
「
な
つ
か
し
」
に
変
っ
て
い
る
と
い
う
点
で、

⑤
へ
の
移
行
過
程

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。

た
だ

④は、

①
の
「
西
上
人
の
よ
み
侍
る
」
、

⑱
の
「
あ
る
し
」
、

⑤
の

「
な
つ
か
し
」
、

③
の，
「
あ
る
草
賂
の
坊
に
つ
か
は
し
」
な
ど
を
混
合
さ
せ

た
折
衷
本
文
で
あ
っ
て、

偽
作
の
疑
い
が
持
た
れ
ぬ
こ
と
も
な
い。
し
か
し、

「
阿
弥
陀
坊
J
の
本
文
が
五
栂
類
も
巣
っ
た
の
は、

最
近
の
こ
と
で
あ
っ
て、

文
献
の
投
わ
な
い
時
期
に
お
い
て、

そ
う
し
た
偽
物
を
担
造
す
ろ
こ
と
は、

不
可
能
に
近
い。

そ
れ
で、

0
に

①③伯
に
一
致
す
る
文
面
が
現
れ
る
こ
と



元
文
四
年
の
『
芭
蕉
句
選
』
は、
「
柴
の一
戸
」

の
句
の
み
を
あ
げ
ろ
が、

は、
逆
に
こ
れ
が
芭
蕉
の
文
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る。

⑮
の
末
尾
が
単
に
「
な
つ
か
し
け
れ
は」
で
終
り、
「
あ
る
草
岡
の
坊
に

つ
か
は
し
侍
ろ
」

を
省
い
た
の
は、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
は、

、
、

．

い
か
な
ろ
住
居
に
や
と
先
そ
の
坊

と
い
う
文
の
挿
入
と
か
か
わ
る。
芭
蕉
は、
「
住
居」
と
「
坊
」

を
前
に
出

す
こ
と
に
よ
っ
て、

「
あ
る
草
問
の
坊
に
つ
か
は
し
侍
ろ」
と
い
っ
た
説
明

的
な
辞
句
を
切
り
捨
て
た
の
で
あ
る。
ま
た
「
そ
の
坊
」

の
「
そ
の
」

は、

、
、

儲
の
「
そ
の
あ
る
し
の
僧」
の
「
そ
の」
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る。
こ
の

よ
う
に
み
る
と、
芭
蕉
は、
先
に
魯
い
た
文
の
下
笞
を
留
め
て
い
て、
そ
れ

ら
の
中
か
ら
必
要
な
言
業
を
拾
い、
そ
れ
ら
を
構
築
し
て、
次
第
に
満
足
の

い
く
文
章
に
作
り
替
え
て
い
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る。

四

次
に
「
柴
の一
戸」
の
句
の
伝
来
と、
成
立
年
次
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た

い。
こ
れ
が
文
と
共
に
初
め
て
世
に
現
れ
た
の
は、
元
禄
九
年
刊
『
小
文
庫』

で
あ
っ
た
こ
と
は、
前
述
し
た。
続
い
て、
元
禄
十一
年
刊
『
泊
船
集
』
に、

柴
の一
戸
の
月
や
其
ま
ヽ
あ
み
た
坊

此
句
の
は
し
か
き
小
文
庫
二
見
え
た
り

と
あ
り、
こ
れ
が
『
小
文
庫
』
の
抜
き
書
き
で
あ
ろ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い。
以
後
こ
の
影
響
が
続
く
中
で、
土
芳
の
『
葱
翁
句
集
』
と、

螺
夢
の

『
芭
蕉
翁
発
句
集
』
が、
こ
の
句
文
を
元
禄
四
年
の
条
に
挙
げ
た
の
は
示
唆

＊
的
で
あ
る。

そ
れ
に
注
し
た
石
河
積
翠
の
『
芭
蕉
句
選
年
考
』
は、

或
人
所
持
の
真
蹟
小
文
印
と
同
様
に
て、
山
家
集
に
の
せ
ら
れ
給
ふ、

い
か
な
る
あ
ろ
じ
に
や
と
ゆ
か
し
く
て
或
草
府
の
僧
に
遠
し
け
る
「
草

の
戸
の
月
や
其
儘
あ
み
だ
坊」
と
あ
り。

と、
或
人
所
持
の
真
蹟
を
伝
え
る。
こ
の
真
蹟
は、
発
句
が
「
草
の一
P」
で

あ
る
の
で、

①
（
野
村
家
蔵）
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
が、
文
章
は
全
く

違
い、

⑫
と
③
の
閻
に
入
り
そ
う
で
あ
る。
と
も
か
く
全
文
が
知
ら
れ
な
い

の
が
残
念
で
あ
る。
岡
田
利
兵
衛
氏
は、
『
芭
煤
の
筆
蹟
』
（
昭
和
四
十
三

年）
に
お
い
て、

「
阿
弥
陀
坊」
懐
紙
は
有
名
品
で
あ
っ
た
か
ら
「
に
せ
も
の
」

も
あ
る。

と
注
意
し
て
お
ら
れ
る。
こ
れ
も
「
に
せ
も
の」
の
類
で
あ
ろ
う
か。
私
の

考
え
て
い
る
推
敲
過
程
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い。

発
句
が
「
草
の
戸」
と
な
っ
て
い
ろ
真
蹟
短
冊
が、
野
村
家
蔵
真
践
祓
紙

と
は
別
に
存
在
す
る。

穎原
退
蔵
校
注
山
崎
喜
好
増
補
『
芭
蕉
句
集
』
（
日

本
古
典
全
書）
に、

草
の一
戸
の
月
や
其
ま
ヽ
あ
み
だ
坊

は
せ
を

と
あ
る
の
が、
そ
れ
で
あ
る。
紫
羊
文
庫
所
蔵
の
由、
未
見
で
あ
る。
こ
れ

に
よ
っ
て、
前
文
の
な
い
句
だ
け
の
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る。
成

立
過
程
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば、
最
も
初
期
の
も
の
と
み
ろ
ぺ
き
で
あ
ろ
う。

『
一
葉
集
』
が
水一
巳
家
旧
蔵
真
策
の
系
統
で
あ
る
の
は、
多
分、
文
化
＋

年
の
本
間
家
の
刊
本
に
従
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う。
安
政
1一
年
の
西
馬
の
『
一

翁
四
哲
集
』
は、
『
小
文
庫
』
に
よ
っ
て
い
ろ。
明
治
二
十
四
年
の
『
四
芭
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蕉
翁一
代
集
』
は、
『
小
文
庫
』
の
本
文
を、
水
戸
家
旧
蔵
真
蹟
の
本
文
に

よ
っ
て
校
訂
し
て
い
る。
以
後
勝
峯
晋
風
の
『
血
芭
蕉一
代
集
』
の、

出所

不
明
の
本
文
が
現
れ
る
ま
で、
特
に
変
っ
た
本
文
は
見
ら
れ
な
い。
水
戸
家

旧
萩
真
蹟
が
『
芭
蕉
図
録
』
に
収
め
ら
れ
た
際
の、
山
崎
喜
好
氏
執
筆
の
解

説
に、な

ほ
『
此
ま
こ
と
』
（

四）
序
に
よ
る
と、
「
む
か
し
蕉
翁
此
ほ
と

り
に
在
て、
柴
の
戸
や
月
を
其
ま
A
阿
弥
陀
坊
と
み
や
び
申
さ
れ
し
光、

四
方
を
照
ら
す。
師
猶
其
跡
を
の
こ
さ
ん
と
双
林
寺
の
籠
外
を
開
き
南

無
閤
を
造
り
芭
蕉
堂
を
営。
」
と
あ
り、

蘭更
は
こ
の
句
が
京
都

束山

の
辺
で
諒
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る。

と
み
え
る。
『
此
ま
こ
と
』
は、
双
烏
編、
芦
涯
序、
車
蓋
股、
聞
更
が
京

都
東
山
の
双
林
寺
に
芭
蕉
堂
を
作
り、
一
碑
を
建
立
し
た
折
の
記
念
巣
で
あ

る。
こ
の
『
此
ま
こ
と
』
の
伝
え
る
形
は、
他
に
所
見
が
な
く、
真
偽
の
判

定
が
困
難
で
あ
る。

成
立
年
は、
土
芳
が
元
禄
四
年
と
し
た
の
を
受
け
て、
そ
れ
に
従
う
説
が

・

多
い。
岡
田
利
兵
衛
氏
は、
『
芭
蕉
の
筆
蹟
』
に
お
い
て、
水
戸
家
旧
蔵
真

蹟
の
特
色
を、

け
全
字
が
端
正
な
ま
る
み
が
あ
っ
て、
自
由
性
に
乏
し
い
感
が
す
る。

⇔
仮
名
落
款
の
「
は
せ
を」
が
貞
享
後
期
様
式
に
ら
か
い。

曰
「
や」
は
三
例
あ
る
が、

「
月
や」
の
「
ゃ」
が
極
蟷
に
杖
が
短
い。

四
「
山」
が
元
禄
三
年
の
「
此
筋・
千
川
宛
書
翰」
の
落
款
「
山
翁」
の

「
山」
に
酷
似
し
て
い
る。

の
四
点
に
絞
り、
特
に
四
に
よ
っ
て、
元
禄
三
年
の
執
ま
と
考
え
ら
れ
た
が、

「
行
動
ア
リ
バ
イ」
の
面
か
ら、
幻
住
府
を
出
て
膳
所
に
い
た
三
年
八
月
よ

り
も、
四
年
九
月
の
帰
東
出
発
前
と
す
る
方
が
可
能
性
が
あ
る
と
述
ぺ
て
お

ら
れ
る。
こ
れ
は、
こ
の
句
文
が
京
都
東
山
辺
で
作
ら
れ
た
と
す
る
前
提
に

従
っ
た
も
の
で
あ
る。

そ
れ
に
対
し、
京
都
東
山
と
は
関
係
な
し
に、
伝
来
の
面
か
ら
成
立
を
探

ろ
う
と
す
る
説
が
あ
る。
荻
野
消・
大
谷
篤
蔵
校
注
『
校
本
芭
蕉
全
巣
第
二

巻
発
句
篇
下
』
（
昭
和
三
十
八
年）
は、
こ
の
真
蹟
が
常
陸
の
本
間
家
に
伝

わ
っ
た
こ
と
か
ら、
「
或
い
は
貞
享
四
年
秋
鹿
島
詣
の
途
次、
自
準
亭
で
成

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い」
と
さ
れ
ろ
が、
芭
蕉
が
鹿
島
詣
の
儒
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り
に
立
ち
寄
っ
た
自
準
亨
は、
本
間
家
で
は
な
く、
行
徳
の
小
西
似
春
で
あ
―

る
と
判
明
し
た
（
加
藤
定
彦
氏
「
小
西
似
春
の
研
究」
文
芸
と
批
評
三
の
四、
一

昭
和
四
十
五
年
五
月、
同
「
『
鹿
島
甜
』
の
自
準
に
つ
い
て」
同
三
の
五、

昭
和
四
十
六
年一
月）
か
ら、
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
い。
し
か
し、
ど
の

よ
う
な
経
路
で
本
問
家
に
入
っ
た
か
は、
探
索
し
て
み
ろ
必
要
が
あ
る。
最

近
で
は、
古
典
俳
文
学
大
系
『
芭
蕉
集
』
（
昭
和
四
十
五
年）
が
元
禄
五
・

六
・
七
年
の
線
を
出
し
た
が、
確
か
な
根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
ら

し
い。
更
に、
岩
波
文
庫
の
『
芭
蕉
俳
句
集
』
（
昭
和
四
十
五
年）
は
元
禄

年
間
と
し、
新
醐
日
本
古
典
渠
成
『
芭
蕉
句
集
』
（
昭
和
五
十
七
年）
は、

貞

享ー
元
禄
年
間
と
す
る。
こ
れ
ら
は、
作
品
成
立
の
契
機
を
外
的
資
料
に

仰
い
で
い
る
た
め
に、
大
雑
把
に
し
か
言
え
な
い
の
で
あ
る。
そ
こ
で、
作

品
の
内
部
か
ら
成
立
年
次
を
探
る
必
要
に
迫
ら
れ
る。



こ
の
う
た
は
東
山
に
住
け
る
値
を
た
づ
ね
て
西
行
上
人
の
よ
ま
せ
給

ふ
よ
し、
山
家
集
に
の
せ
ら
れ
た
り。
い
か
な
る
あ
る
じ
に
や
と
こ

の
も
し
く
て、
あ
る
な
府
の
坊
に
つ
か
は
し
け
る。

ぞ
有
け
る 五

俳
文・
「
阿
弥
陀
坊」
は、
芭
蕉
の
西
行
へ
の
敬
慕
の
念
か
ら
生
れ
た
作
品

で
あ
る
が、
制
作
の
動
機
は
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か。
も
し
そ
う
だ
と
す
る

と、
そ
れ
は
観
念
的
で、
い
つ
ど
こ
で
よ
ま
れ
た
か
と
い
う
歴
史
的
事
情
を

把
握
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い。
そ
れ
に
対
し
て、
芭
蕉
が、
西
行
の
京
都

東山
に
住
む
阿
弥
陀
坊
と
い
う
上
人
を
訪
れ
て
よ
ん
だ
和
歌
を
前
置
き
に
し

て
句
を
よ
ん
だ
背
景
に、
そ
の
阿
弥
陀
坊
に
比
す
ぺ
き
隠
者
が、
実
際
に
東

山
の
界
隈
に
住
ん
で
い
て、
そ
の
人
に
句
を
贈
る
と
い
う
事
情
が
介
在
し
て

い
た
と
す
れ
ば、
そ
の
句
は、
極
め
て
現
実
性
に
宮
ん
だ
も
の
と
な
る。
そ
の

辺
の
事
が
作
品
の
内
部
か
ら
引
き
出
せ
な
い
も
の
か
と
思
う。

ま
ず
①
と
②
の
段
階
で
は、
西
行
の
歌
に
よ
ま
れ
た
「
あ
ろ
じ」
が
「
こ

の
も
し」
く
て、
句
を
詠
じ
た
よ
う
に
よ
み
と
れ
る。
し
か
る
に
③
と
④
に

な
る
と、
そ
の
「
あ
る
じ
」
が
「
こ
の
も
し
」
く
て、
或
は
「
な
つ
か
し」

く
て、
「
あ
る
草
庵
の
坊
に
つ
か
は
し」
た
こ
と
に
な
る。

こ
の
場
合
の

「
あ
る
じ」
は、
西
行
の
歌
に
よ
ま
れ
た
「
あ
る
じ」
で
あ
る
と
同
時
に、

芭蕉
が
句
を
遺
し
た
草
廂
の
「
あ
る
じ」
で
も
あ
っ
た。
こ
の
二
重
の
構
造

を、

⑨
の
文
章
に
よ
っ
て、
具
体
的
に
分
析
し
て
お
く。

柴
の
い
ほ
と
き
け
ば
い
や
し
き
な
A
れ
ど
も
よ
に
こ
の
も
し
き
も
の
に

し
ば
の
と
の
月
や
そ
の
ま
ヽ
あ
み
だ
坊

こ
のr
西
行
の
歌
と
芭
蕉
の
句
に
挟
ま
れ
た
文
の
中
で、
右
に
傍
線
を
付
し

た
部
分
は、
西
行
の
歌
の
阿
弥
陀
坊
の
説
明
で
あ
る
が、
左
に
傍
線
を
付
し

た
所
か
ら、
芭
蕉
が
句
を
遺
し
た
「
立
府
の
坊」
の
あ
る
じ
へ
の
敬
愛
の
念

に
転
ず
る。
こ
れ
は
④
の
場
合
も
同
様
で
あ
る。
こ
う
し
た

③④
の
文
を
踏

ま
え
て
⑤
を
読
む
と、
そ
の
「
い
か
な
る
住
居
に
や
と
先
そ
の
坊
な
つ
か
し

け
れ
ば」
の
「
住
居」
は、
西
行
の
歌
に
よ
ま
れ
た
「
住
居」
な
の
か、
芭

蕉
が
句
を
送
ろ
う
と
す
る
人
の
「
住
居」
な
の
か、
必
ず
し
も
判
然
と
し
な

、
．こ

う
し
た
二
重
の
機
能
を
有
す
る
文
章
は、
正
確
な
意
味
の
伝
達
を
は
か

る
口
語
と
は
い
い
え
な
い。
し
か
し、
言
語
が
作
者
の
精
神
の
形
象
化
で
あ
―63

る
な
ら
ば、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
芭
蕉
の
気
持
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う。
一

西
行
の
歌
に
現
れ
る
「
阿
弥
陀
坊」
と、
芭
蕉
が
句
を
送
っ
た
「
そ
の
坊」

と
は、
芭
蕉
の
気
持
の
上
で
区
別
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る．

そ
う
し
た
西
行
の
世
界
と、
現
実
の
芭
蕉
自
身
の
気
持
と
の
一
体
化
を
は

か
ろ
う
と
す
る
意
図
は、
発
句
に
端
的
に
現
れ
て
い
る。
こ
の
句
を

構造
的

に
見
る
と、

柴
の＿
戸
の
月
は
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
坊
だ

と
い
う
見
立
て
の
関
係
に
な
る。
柴
の
戸
の
内
に
合
掌
す
る
冊
を
背
後
か
ら

照
ら
す
月
は、
阿
弥
陀
の
光
行
に
も
似
て、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
坊
な

の
だ。
西
行
の
歌
に
は
「
月」
は
な
く、
従
っ
て
雑
の
部
に
含
ま
れ
る。
そ

れ
に
対
し
て、
芭
蕉
の
「
月」
は、
そ
れ
が
当
座
の
景
物
で
あ
っ
た
こ
と
を

ば
せ
を



思
わ
せ、

成
立
年
次
推
定
の
手
掛
り
と
な
ろ。

「
そ
の
ま
ま」
は、

月
光
に

照
ら
さ
れ
だ
草
庵
が
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
坊
で
あ
ろ
こ
と
を
示
し、

現
実
の
景

色
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
が、

同
時
に
そ
れ
は、

西
行
の
歌
を
送
っ
た
阿
弥

陀
坊
そ
の
ま
ま
だ
と
い
う、

こ
れ
ま
た
二
重
の
構
造
を
取
ろ。

こ
れ
に
よ
っ

．
て、

西
行
と
芭
蕉
と
を
隔
て
る
時
間
の
懸
隔
は
一
挙
に
解
消
さ
れ
る。

芭
蕉
の
古
典
摂
取
の
態
度
は、

許
六
の
『
篇
突
』
に
よ
れ
ば、

「
直
に
し

て
作
意
な
」
＜
取
る
貞
門
の
「
む
か
し」
、

「
無
理
を
伝
て
大
に
は
た
ら
き

大
き
に
笑」
う
談
林
の
「
中
比」
に
対
し、

古
事
・
古
歌
を
其
ま
ヽ
た
て
図、

少
も
か
ら
ず、

己
が
作
意
を
な
ら
ペ

て
尽
す。

と
い
う
点
に
特
色
が
あ
ろ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ろ。
こ
の
「
阿
弥
陀
坊
」
の
構

成
を
図
示
す
る
と、

一

（
西
行
の
和
歌）

一

ロ
l

|

（
芭
蕉
の
句）

一

と
な
り、

右
の
許
六
の
説
明
は、
び
た
り
と
あ
て
は
ま
ろ。

芭
蕉
が
古
典
と
自
句
と
を
対
峙
さ
せ
て、

そ
れ
を
文
で
つ
な
ぐ
形
式
の
俳

文
を
苔
く
の
は、

既
に
天
和
元
年
に
遡
ろ。

そ
の
年
の
冬
の
執
筆
と
考
え
ら

れ
る
「
乞
食
の
翁」
は、

最
初
に
二
行
の
杜
甫
の
詩
が
殴
か
れ、

次
に
文
が

あ
り、

最
後
に
芭
蕉
の
発
句
が
四
句
並
ぶ。

そ
の
中
間
の
文
に、

「
老
杜
に

ま
さ
れ
る
物
は
独
多
病
の
み」
と
あ
り、

芭
蕉
が
自
己
の
境
涯
を
杜
甫
に
た

ぐ
え
よ
う
と
す
ろ
意
図
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
ろ。
こ
れ
は、

其
策
が
『
俳
因｝

昭
和
三
十
六
年
八
月
号
に
紹
介
さ
れ、

影
印
が
岡
田
利
兵
衛
氏
の
『
g
芭
蕉]

（
芭
蕉
の
本
別
冊、

昭
和
四
十
七
年）
に
の
っ
て
い
る。

ま
た、

元
禄
五
年
刊
『
継
尾
集
』
所
証
の
「
ゆ
ふ
ば
れ
や
」
の
句
文
は、

最
も
「
阿
弥
陀
坊
」
の
形
式
に
近
い。

西
行
桜

西
行
法
師

象
潟
の
桜
は
な
み
に
埋
れ
て

は
な
の
上
こ
ぐ
撥
の
つ
り
船

花
の
上
渭
と
よ
み
給
ひ
け
む
古
き
桜
も、
い
ま
だ
鉗
激
寺
の
し
り
へ

に
残
り
て、

陰
波
を
没
せ
ろ
夕
哨
い
と
涼
し
か
り
け
れ
ば

ゆ
ふ
ば
れ
や
桜
に
涼
む
波
の
花

芭
蕉

『
泊
船
集
』
『
三
冊
子
』
は、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
摘
記
し、
『
三
冊
子
』
は、

「
此
句
は
古
歌
を
前
帯
に
し
て、

そ
の
心
を
見
せ
る
作
意
成
ぺ
し」
と
い
う

評
を
加
え
る。
そ
れ
は、

適
切
な
扱
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

そ
れ
に
対

し、
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
第
六
巻
は、

『
継
尾
集
』
に、

こ
の
句
文
の
前
に
「
西
行
桜」
と
題
し
「
象
潟
の
桜

は
な
み
に
埋
れ
て
は
な
の
上
こ
ぐ
擾
の
つ
り
船

西
行
法
師」
の
歌
を

掲
げ、
『
泊
船
渠
』
以
下
い
ず
れ
も
こ
の
形
を
襲
っ
て
い
る
が、

「
西

行
桜」
と
あ
ろ
の
は
r
継
尾
巣
』
の
部
立
名
で、

西
行
の
詠
も
ま
た
緬

者
不
玉
が
掲
げ
た
も
の。

と
も
に
芭
蕉
文
中
の
も
の
で
は
な
い。

と
さ
れ、
『
定
本
芭
紅
大
成
』
も
同
様
の
趣
旨
を
述
ぺ
て
い
ろ
が、

果
し
て
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そ
う
て
え
ろ
う
か
C

現
に
、

土
芳
の
『
蕉

翁句
集
』
や、

大
虫
の
『
芭
蕉
翁

真
蹟
拾
遺
』
は、

西
行
の
歌
を
省
い
た
も
の
を
載
せ
ろ
が、

そ
れ
だ
と
「
花

の
上
漕
と
よ
み
給
ひ
け
む」
と
い
う
文
章
の
発
端
が
極
め
て
唐
突
で、

西
行

の
歌
を
知
ら
な
い
者
に
と
っ
て
は、

理
解
の
し
よ
う
が
な
い。
や
は
り、

西

9

行
の
歌
を

前置
き
に
し
て、

そ
の
風
情
を
眼
前
の
象
閤
の
風
景
に
求
め
た
と

み
ろ
べ
き
で
あ
ろ
う。

芭
蕉
が
象
沿
を
訪
れ
た
の
は、

西
行
死
し
て
五
百
年、

季
節
も
汗
で
は
な

く
夏
で
あ
っ
た
が、

芭
蕉
は
そ
の
懸
隔
を
一
挙
に
縮
め、

西
行
の
歌
の
風
情

を
「
桜
に
涼
む
波
の
花」
と
表
現
し
た。

「
桜
に
」
は、

勿
論
現
実
に
桜
が

咲
い
て
い
た
の
で
は
な
く、

「
波
の
花」
に
「
桜」
を
見
立
て
た
の
で
あ
る。

「
桜
に
」
の
「
に
」
は、

「

月
や
そ
の
ま
ま」
の
「

そ
の
ま
ま
」
に
等
し
く、

過
去
と
現
実
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
ぶ
肋
詞
で
あ
る。

こ
う
し
て
み
ろ
と、

芭
蕉
の
俳
文
「
阿
弥
陀
坊」
は、

西
行
の
和
歌
と
直

接
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
ろ
の
が
妥
当
で
あ
り、

そ
の
成
立
時
期
も、

芭
蕉
が

在
京
し
て
い
て、

東
山
の
坊
に
句
を
送
り
得
ろ
状
店
に
あ
っ
た
時
に
限
定
す

べ
き
で
あ
ろ
う。

名
月
の
時
期
に
芭
蕉
が
在
京
し
て
い
て、

東
山
の
坊
に
句

を
送
る
機
会
の
あ
っ
た
時
と
い
え
ば、

岡
田
氏
の
述
ぺ
ら
れ
た
よ
う
に、

元

．
禄
四
年
の
秋
の
東
下
の
前
と
み
る
の
が
最
も
妥
当
な
線
で
は
な
か
ろ
う
か。

そ
し
て
そ
の
東
山
の
草
降
は、

後
に

蘭更
が
芭
蕉
堂
を
営
ん
だ
双
林
寺
と
み

て、
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
と
思
う。

研
究
室
受
贈
屈
書
雑
註
巨
針
Il

活
水
論
文
集

第
二
十
五
号
（
大
阪
教
育
大
学）

第
二
十
七
号
（
福
岡
女
子
大
学）

第
五
号、

第
六
号
（
活
水
女

子短
期
大
学）

第
二
十
五
集

金
沢
大
学
教
養
部
論
集

人
文
科
学
篇

第
八
号

文
学
科
篇

金
沢
大
学
国
語
国
文

金
沢
大

学文
学
部
論
集

岐
阜
女
子
大
学
紀
要

第
十一
号

岐
阜
大
学
国
語
国
文
学

第
十
五
号

近
代
文
学
論
叢

谷
崎
潤一
郎
研
究
（
北
海
辺
大
学
旭
111
分
校）

群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要

第
二
号

第
五
号
（

尚絹
大
学）

言
語
学
論
叢

第一
号
（
筑
波
大
学）

言
話
文
化

18
（
一
橋
大
学）

高
知
大
国
文

第
十
二
号

甲
南
閲
文

甲
南
大
学
紀
要

文
学
篇

“

語
学
と
文
学

第
二
十
一
集
（
群
馬
大
学）

国語
学
研
究
と
資
料

第
六
号

国
語
研
究

第
九
号、

第
十
号
（
九
州
大
谷
短
期
大
学）

研
究
紀
要

活
水
日
文

否
推
潟

学
大
国
文

創
刊
号、

第
二
号

第
二
十
九
C

方
（
甲
南
女
子
大
学） 19

 

-38-




