
-106

西

　

　

行

と

芭

　

　

蕉

島

管

一
両
者
の
共
通
性
と
相
違
性

本
小
論
に
お
い
て
は
'
芭
蕉
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
'
彼
が
血
脈
と
し
て
兄
い

だ
し
た
西
行
と
対
照
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
摂
取
法
に
お
よ
び
'
芭
蕉
文

学
の
本
質
に
せ
ま
-
た
い
｡

周
知
の
よ
う
に
'
芭
蕉
が
西
行
に
つ
い
て
語
っ
た
文
章
は
多
い
｡
『
虚
栗
』

政
文
を
は
じ
め
と
し
て
『
野
晒
紀
行
』
'
｢
渋
笠
ノ
銘
｣
'
『
笈
の
小
文
』
'
『
奥
の

細
道
』
'
｢
嵯
峨
日
記
｣
'
｢
許
六
離
別
詞
｣
元
禄
三
年
千
川
宛
書
簡
･
元
禄
五
年

曲
水
宛
書
簡
な
ど
'
芭
蕉
が
世
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
'
く
-
近

し
述
べ
て
い
る
｡
そ
れ
ほ
ど
'
西
行
は
芭
蕉
の
心
深
-
生
き
続
け
た
先
人
で
あ

-
､
蕉
風
樹
立
に
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡

芭
蕉
は
'
一
応
安
定
し
た
時
代
に
あ
っ
て
西
行
的
生
き
方
を
し
た
の
で
あ
る

が
'
両
者
に
は
時
代
差
を
こ
え
た
共
通
性
が
兄
い
出
さ
れ
る
｡
と
も
に
'
思
索

的
で
内
向
的
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
は
'
異
論
の
な
い
所
で
あ
ろ
う
｡

う
と
く
な
る
人
を
何
と
て
恨
む
ら
む
知
ら
れ
ず
知
ら
ぬ
折
り
も
あ
り
し
に

心
か
ら
心
に
も
の
を
愚
は
せ
て
身
を
苦
し
む
る
わ
が
身
な
-
け
り

い
ざ
心
花
を
尋
ぬ
と
い
ひ
な
し
て
吉
野
の
奥
へ
深
-
入
-
な
む

な
ど
の
西
行
の
歌
'

芭
蕉
野
分
し
て
鼠
に
雨
を
聞
-
夜
か
な

や
が
て
死
ぬ
け
し
き
も
見
え
ず
蝉
の
声

此
の
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥

な
ど
の
芭
蕉
の
句
や
｢
物
を
も
い
は
ず
'
ひ
と
り
酒
飲
み
て
心
に
問
ひ
心
に
語

る
｡
｣
　
(
｢
閑
居
の
儀
｣
)
な
ど
に
は
'
心
の
奥
深
-
真
の
自
由
人
と
な
ろ
う
と

す
る
'
し
か
も
'
軽
妙
な
味
わ
い
が
あ
る
｡

う
な
ゐ
ご
が
す
さ
み
に
鳴
ら
す
麦
笛
の
声
に
驚
-
夏
の
昼
臥
し

背
か
な
い
り
こ
か
け
と
か
せ
し
こ
と
よ
あ
こ
め
の
袖
に
玉
だ
す
き
し
て

篠
た
め
て
雀
弓
張
る
を
の
わ
ら
は
ひ
た
ひ
烏
帽
子
の
ほ
し
げ
な
る
か
な

な
ど
の
西
行
の
歌
'
ま
た
'

原
中
や
物
に
も
つ
か
ず
鳴
く
雲
雀

五
月
雨
や
鳩
の
浮
巣
を
見
に
行
か
む

三
井
寺
の
門
た
た
か
ぼ
や
け
ふ
の
月

な
ど
の
芭
蕉
の
句
を
見
れ
ば
'
そ
の
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
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-
､
西
行
と
芭
蕉
と
は
'
と
も
に
'
内
向
性
と
自
在
性
と
を
兼
備
L
t
自
ら
の

精
神
生
活
を
大
切
に
し
た
詩
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡

(
註
1
)

も
ち
ろ
ん
'
両
者
に
も
相
違
は
あ
る
｡
そ
の
相
違
は
､
時
代
差
･
健
康
状
態

･
味
わ
い
･
象
徴
性
等
に
し
ぼ
っ
て
考
え
ら
れ
る
が
､
本
小
論
で
は
'
特
に
味

わ
い
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
考
察
し
た
い
｡
両
者
の
味
わ
い
の
相
違
は
'
恋
の

部
に
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
｡

つ
れ
も
な
き
人
に
見
せ
ば
や
さ
く
ら
ば
な
か
ぜ
に
し
た
が
ふ
心
よ
わ
さ
を

ひ
と
か
た
に
み
だ
る
と
も
な
き
我
恋
や
風
さ
だ
ま
ら
ぬ
の
べ
の
か
る
か
や

ゆ
み
は
り
の
月
に
は
づ
れ
て
見
し
か
げ
の
や
さ
し
か
-
し
は
い
つ
か
忘
れ

むか
ず
な
ら
ぬ
心
の
と
が
に
な
し
は
て
て
知
ら
せ
で
こ
そ
は
身
を
も
う
ら
み

めい
つ
と
な
く
お
も
ひ
に
も
ゆ
る
我
が
身
か
な
あ
き
ま
の
け
ぶ
り
し
め
る
よ

も
な
く

西
行
の
｢
か
ず
な
ら
ぬ
身
｣
を
反
映
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
い
ず
れ
も
内
省
的

で
､
自
ら
に
言
い
き
か
せ
て
い
る
よ
う
な
や
さ
し
い
'
ま
た
一
面
恨
み
の
秘
め

ら
れ
た
歌
で
あ
る
｡
そ
の
恨
み
も
'
西
行
白
身
に
帰
っ
て
い
て
'
清
艶
と
い
う

べ
き
味
わ
い
が
あ
る
｡

つ
ぎ
に
'
『
俳
謂
七
部
集
』
か
ら
芭
蕉
の
恋
の
付
句
を
引
用
す
る
｡

き
ぬ
ぐ
･
や
あ
ま
り
か
ぼ
そ
-
あ
て
や
か
に

ほ
そ
き
筋
よ
-
恋
つ
の
-
つ
ゝ

物
お
も
ふ
身
に
も
.
の
境
へ
と
せ
つ
か
れ
て

隣
を
か
-
て
車
引
こ
む

う
き
人
を
塀
穀
垣
よ
り
く
ぐ
ら
せ
ん

上
を
さ
の
千
葉
刻
む
も
う
は
の
空

馬
に
出
ぬ
日
は
内
で
恋
す
る

芭
蕉

(
『
鴫
野
』
)

曲
水翁

(
『
ひ
さ
ご
』
)

凡
兆

芭
蕉

(
『
猿
蓑
』
)

野
披

芭
蕉

雪
の
狂
呉
の
国
の
笠
め
づ
ら
し
さ

襟
に
高
雄
が
片
袖
を
と
く

足
駄
は
か
せ
ぬ
雨
の
あ
け
ぼ
の

花
号

は
ぜ
を

(
『
冬
の
日
』
)

越
人

(
『
炭
俵
』
)

な
ど
'
西
行
の
よ
う
な
主
情
的
な
や
さ
し
さ
'
清
艶
の
味
わ
い
に
乏
し
-
､
前

の
二
句
は
官
能
的
で
'
い
ず
れ
の
句
に
も
濃
艶
の
味
わ
い
が
あ
-
'
客
観
的
で

知
的
で
あ
る
｡
芭
蕉
に
比
L
t
西
行
に
､
主
観
的
な
拝
情
が
強
い
こ
と
は
横
沢

三
郎
氏
も
述
べ
ら
れ
　
(
『
俳
詔
の
研
究
　
-
　
芭
蕉
を
中
心
に
』
所
収
　
｢
俳
句
の

性
格
｣
参
照
)
'
何
人
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
｡
芭
蕉
の
恋
の
句
に
つ
い
て
は
'

白
石
悌
三
氏
が
｢
生
活
の
恋
を
切
-
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
性
は
文
芸
の
世

界
に
艶
な
る
姿
態
を
現
し
た
｣
　
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
　
昭
和
三
十
九
年
七

月
号
所
収
｢
芭
蕉
伝
記
｣
)
　
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
体
験
に
も
ま
さ
る
想
像

力
が
庶
民
の
恋
を
如
実
に
描
き
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
芭
蕉
が
'
大
衆
芸
術

と
し
て
の
連
句
に
'
恋
の
句
を
重
視
し
た
こ
と
は
'
『
三
冊
子
』
'
『
続
五
論
』

に
見
え
'
庶
民
の
人
情
の
機
微
に
ふ
れ
た
詩
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
音
楽

的
･
夢
想
的
･
内
省
的
で
'
や
さ
し
い
心
情
の
う
か
が
え
る
西
行
の
歌
に
対
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(
註
二
)

L
t
芭
蕉
の
句
は
絵
画
的
･
現
実
的
･
官
能
的
で
あ
る
｡
両
者
に
は
'
時
代
差

の
み
な
ら
ず
'
斎
藤
清
衛
博
士
　
(
『
詩
･
歌
詞
･
俳
味
』
所
収
｢
西
行
よ
-
芭

蕉
へ
｣
参
照
)
　
や
北
住
敏
夫
博
士
(
『
和
歌
の
世
界
』
所
収
　
｢
和
歌
と
俳
句
｣

参
照
)
　
の
言
わ
れ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
相
違
や
'
構
成
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
連
句
の
性
格
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
'
西
行
の
清
艶

㌧
芭
蕉
の
濃
艶
を
味
わ
い
の
根
本
的
な
相
違
で
あ
る
と
考
え
る
時
'
芭
蕉
の
句

は
'
い
か
に
も
俳
詔
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

ま
㌢
味
わ
い
を
考
察
す
る
時
'
そ
の
作
家
が
,
い
か
な
る
対
象
に
｢
あ
は

れ
｣
と
感
じ
た
か
と
い
う
こ
と
も
観
点
と
な
る
｡
特
に
'
わ
が
国
の
古
典
'
と

-
わ
け
そ
の
詩
作
品
に
お
い
て
一
層
重
要
な
観
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で

は
'
｢
あ
は
れ
｣
と
う
た
わ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
詩
作
品
を
と
り
あ
げ
る
｡

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
-
鴫
た
つ
沢
の
秋
の
夕
暮

と
よ
ん
だ
西
行
は
'
心
ふ
か
-
哀
感
の
あ
る
中
世
的
｢
あ
は
れ
｣
を
と
ら
え
'

調
べ
の
と
お
っ
た
主
情
性
を
見
せ
た
｡
西
行
の
特
性
が
よ
-
出
て
い
る
こ
の
歌

に
対
し
'
芭
蕉
も
相
当
の
関
心
を
は
ら
っ
て
い
た
こ
と
は
'

師
の
い
は
-
'
大
方
の
露
に
は
何
の
な
-
ぬ
ら
ん
た
も
と
に
お
-
は
涙
な

り
け
り
'
此
う
た
は
鴫
立
沢
に
勝
ツ
寄
也
.
面
白
し
と
也
.
.
(
『
三
冊

子
』
)

(
註
三
)

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
俊
成
と
同
様

に
'
芭
蕉
も
'
拝
情
に
流
れ
た
よ
う
な
歌
よ
-
は
知
性
の
き
ら
め
き
が
見
え
る

歌
を
興
味
深
く
思
っ
た
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
他
'
｢
あ
は
れ
｣

と
い
う
表
現
を
持
っ
た
西
行
の
歌
を
『
山
家
集
』
か
ら
引
用
す
る
と
'

ゆ
-
春
を
と
ど
め
か
ね
つ
る
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
あ
け
ぼ
の
よ
-
も
あ
は
れ
な
り

け
･
り

ほ
と
と
ぎ
す
た
だ
一
こ
ゑ
の
し
の
ぴ
ね
を
き
-
あ
は
れ
な
る
あ
か
つ
き
の

空お
も
ふ
に
も
す
ぎ
て
あ
は
れ
に
き
こ
ゆ
る
は
荻
の
葉
み
だ
る
あ
き
の
ゆ
ふ

風よ
を
の
こ
す
ね
ぎ
め
に
聞
-
ぞ
あ
は
れ
な
る
夢
野
の
し
か
も
か
-
や
な
く

ら
む

な
ど
が
あ
り
'
去
り
ゆ
-
も
の
や
荒
涼
と
し
た
も
の
に
そ
そ
ぐ
哀
感
を
と
ら
え

た
｡

一
方
'
芭
蕉
に
お
い
て
は
'

田
家
眺
望ツ

ク

霜
月
や
鵜
の
才
々
な
ら
ぴ
ゐ
て

冬
の
朝
日
の
あ
は
れ
な
-
け
り

巡
礼
死
ぬ
る
道
の
か
げ
ろ
ふ

伺
よ
-
も
蝶
の
現
ぞ
あ
は
れ
な
る

荷
号

芭
蕉

(
『
冬
の
日
』
)

曲
水翁

(
『
ひ
き
ご
』
)

な
ど
の
付
句
や
､

昼
顔
に
米
拍
涼
む
あ
は
れ
也

梅
が
香
に
昔
の
一
字
あ
は
れ
也

と
い
っ
た
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
｢
朝
日
｣
'
｢
蝶
｣
　
な
ど

(
『
続
の
原
』
)

(
『
笈
日
記
』
)

一
見
は
な
や
か
な

素
材
を
と
ら
え
な
が
ら
'
そ
の
奥
に
深
い
悲
し
み
　
ー
　
あ
は
れ
　
-
　
を
と
ら
え

た
｡
芭
蕉
の
句
に
は
'
現
象
の
背
後
を
見
す
え
て
静
か
に
堪
え
た
悲
し
み
が
あ

る
｡
西
行
に
比
L
t
陰
影
の
濃
厚
な
作
品
を
生
ん
だ
こ
と
も
'
両
者
の
味
わ
い
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の
相
違
を
語
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
こ
と
は
'
象
徴
性
に
お
い
て
'
芭
蕉
の
ほ
う

が
秀
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
L
t
　
こ
の
こ
と
は
'
『
奥
の
細
道
』
　
の

虚
構
性
に
も
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

味
わ
い
や
象
徴
性
の
要
因
と
し
て
'
時
代
や
健
康
状
態
が
微
妙
に
関
係
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
現
実
基
盤
の
不
安
定
な
動
乱
時
代
に
あ
っ
て
､
い
よ
い

よ
自
ら
の
世
界
を
清
-
守
ろ
う
と
し
た
西
行
と
'
一
応
安
定
し
た
基
盤
と
民
衆

勢
力
の
伸
長
が
見
ら
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
'
な
お
西
行
的
生
き
方
を
し
よ
う
と

し
た
芭
蕉
と
の
差
で
あ
っ
た
｡
芭
蕉
の
句
に
'
民
衆
と
と
も
に
あ
ろ
う
と
す
る

趣
が
見
え
'
は
ば
広
さ
の
見
え
る
の
も
'
時
代
の
影
響
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い

(
註
四
)

と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
'
健
康
状
態
の
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
芭
蕉
は
'
四
十
歳
以

後
'
書
簡
に
無
常
観
を
-
-
返
し
述
べ
て
い
る
｡

草
枕
月
を
か
さ
ね
て
'
露
命
志
も
な
-
､
(
中
略
)
旅
と
い
ひ
'
無
常
と

い
ひ
'
か
な
し
さ
い
ふ
か
ぎ
り
な
-
'
折
節
の
た
よ
-
に
ま
か
せ
'
先
一

翰
投
二
机
右
1
而
巳
.
(
貞
享
二
年
四
月
五
日
付
　
其
角
宛
)

無
常
迅
速
･
～
J
V
　
(
貞
事
三
年
十
二
月
一
日
付
　
知
足
宛
)

き
れ
共
風
俗
そ
ろ
　
-
　
攻
-
候
ハ
ゞ
'
猶
露
命
し
ば
ら
-
の
形
見
共
思

召
レ
可
被
レ
下
候
｡
(
貞
享
四
年
十
一
月
二
十
四
日
付
　
知
足
宛
)

其
日
の
あ
は
れ
'
共
時
の
か
な
し
き
'
生
死
事
大
無
常
迅
速
､
君
わ
す
る

る
事
な
か
れ
｡
(
元
禄
元
年
四
月
二
十
五
日
付
　
猿
維
宛
)

互
露
命
つ
つ
が
な
-
候
は
ば
'
再
顔
眉
を
開
可
レ
申
侯
｡
(
元
禄
六
年
三

月
十
二
日
付
　
岸
本
八
郎
兵
衛
宛
)

こ
う
し
た
無
常
の
思
い
に
よ
っ
て
'
｢
文
台
引
き
お
ろ
せ
ば
即
ち
反
古
也
｣

(
『
三
冊
子
』
)
と
す
る
き
び
し
さ
を
増
し
'
重
厚
な
人
間
を
作
り
あ
げ
た
と
み

ら
れ
る
｡

西
行
の
無
常
観
が
見
え
る
歌
を
『
山
家
集
』
か
ら
引
用
す
る
と
'

い
づ
-
に
か
ね
ぷ
-
ね
ぷ
-
て
倒
れ
ふ
き
む
と
お
も
ふ
か
な
し
き
み
ち
し

ぼ
の
つ
ゆ

お
ぼ
な
み
に
ひ
か
れ
い
で
た
る
心
ち
し
て
た
す
け
ぶ
ね
な
き
沖
に
ゆ
ら
る

る死
に
て
ふ
さ
む
こ
け
の
む
し
ろ
を
思
ふ
よ
-
か
ね
て
し
ら
る
る
い
は
か
げ

の
露

な
ど
'
宗
教
的
な
彼
岸
思
想
に
裏
づ
け
ら
れ
た
悲
し
い
安
ら
ぎ
が
あ
る
｡
そ
の

こ
と
は
'
『
台
記
』
'
『
吾
妻
鏡
』
の
伝
え
る
西
行
の
強
い
健
康
状
態
に
加
え
て
I

宗
教
性
を
お
び
た
詩
人
西
行
を
努
荒
さ
せ
る
｡
以
上
述
べ
た
よ
う
な
相
違
を
持

ち
な
が
ら
'
芭
蕉
は
'
西
行
を
思
慕
し
て
や
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
'
じ
つ
は
重

(
註
五
)

要
な
の
で
あ
る
｡

二
　
芭
蕉
の
摂
取
法

芭
蕉
は
'
西
行
の
歌
を
い
か
に
摂
取
L
t
独
自
の
作
風
を
築
い
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
｡

Ⅲ
あ
き
ら
か
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
句

抑
転
用

佐
夜
の
中
山
に
て

命
な
り
わ
づ
か
の
笠
の
下
涼
み
(
延
宝
四
年
作
)

は
'
｢
年
た
け
て
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
思
ひ
さ
や
命
な
-
け
-
さ
夜
の
中
山
｣

(
『
山
家
集
』
)
を
夏
季
に
転
用
し
た
｡
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菜
畑
に
花
見
顔
な
る
雀
か
な
(
貞
事
二
年
作
)

は
'
｢
兵
菅
生
ふ
る
あ
ら
田
に
水
を
ま
か
す
れ
ば
う
れ
し
か
ほ
に
も
鳴
蛙
か
な
｣

(
『
桃
の
杖
』
)
の
｢
水
田
の
蛙
｣
を
｢
菜
畑
の
雀
｣
と
L
t
春
季
に
転
用
し
た
｡

原
中
や
物
に
も
つ
か
ず
鳴
雲
雀
(
貞
享
四
年
作
)

は
､
｢
雲
雀
た
つ
あ
ら
野
に
お
ふ
る
姫
ゆ
-
の
何
に
つ
く
と
も
な
き
心
か
な
｣

(
『
山
家
集
』
)
と
い
う
定
ま
ら
な
い
心
を
'
何
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
心

に
転
用
し
た
｡
後
年
に
な
る
に
つ
れ
て
'
内
容
的
に
独
自
性
の
み
ら
れ
る
句
の

転
用
へ
と
進
ん
で
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
｡

回
具
体
化

具
体
化
は
'
い
わ
ば
'
俳
譜
の
常
套
手
段
で
あ
る
が
'
変
遷
が
あ
-
'
抽
象

的
に
な
っ
て
-
る
｡

年
暮
ぬ
笠
き
て
章
牲
は
き
な
が
ら
(
『
野
晒
紀
行
』
畳
字
元
年
作
)

は
'
｢
常
よ
り
も
心
細
-
ぞ
思
ほ
ゆ
る
旅
の
空
に
て
年
の
暮
れ
ぬ
る
｣
　
(
『
山
家

集
』
)
と
い
う
歌
を
'
直
寂
的
･
具
体
的
に
し
て
自
ら
を
投
影
し
た
｡

雲
折
々
人
を
や
す
む
る
月
見
哉
(
貞
享
二
年
作
)

は
'
｢
な
か
-
ト
に
時
々
雲
の
か
か
る
こ
そ
月
を
も
て
な
す
か
ざ
-
な
-
け
-
｣

(
『
山
家
集
』
)
と
い
う
歌
を
'
現
実
の
人
間
に
即
し
て
｢
人
を
や
す
む
る
｣
と

具
体
化
し
た
｡

鷹
一
つ
見
付
て
う
れ
し
い
ら
ご
崎
(
『
笈
の
小
文
』
-
貞
事
四
年
作
)

は
'
｢
巣
鷹
渡
る
伊
良
胡
が
崎
を
疑
ひ
て
な
は
木
に
帰
る
山
帰
-
か
な
｣
　
(
『
山

家
集
』
)
を
ふ
ま
え
て
'
杜
国
に
あ
え
た
喜
び
を
具
体
的
に
明
言
し
た
｡

と
こ
ろ
で
'
.
㈹
何
と
も
に
貞
享
末
年
ま
で
で
'
な
か
に
は
,
｢
芋
洗
ふ
女
西

行
な
ら
ば
歌
よ
ま
ん
｣
　
(
『
野
晒
紀
行
』
)
と
い
っ
た
回
想
の
域
に
と
ど
ま
る
句

も
み
ら
れ
る
が
､
元
禄
年
間
に
は
い
る
と
'
複
雑
か
つ
隠
微
な
摂
取
法
と
な
る
｡

再
人
事
化

田
一
枚
う
へ
て
た
ち
さ
る
柳
か
な
(
『
奥
の
細
道
』
元
禄
二
年
作
)

は
､
｢
道
の
べ
に
清
水
流
る
る
柳
蔭
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
と
ま
-
け
れ
｣
(
『
山

家
集
』
)
を
ふ
ま
え
つ
つ
'
田
植
え
に
焦
点
を
あ
て
て
人
事
化
し
'
動
的
に
時

間
の
推
移
を
示
し
た
｡
ま
た
'
同
年
の
作

蛤
の
ふ
た
み
に
わ
か
れ
行
秋
ぞ

は
'
｢
今
ぞ
知
る
二
見
の
浦
の
蛤
を
貝
合
せ
と
て
覆
ふ
な
-
け
-
｣
　
(
『
山
家

集
』
)
　
と
い
う
説
明
的
な
歌
を
'
別
離
の
心
情
を
表
わ
す
挨
拶
旬
に
人
事
化
し

た
｡
西
行
の
歌
よ
-
'
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
句
と
な
っ
て
い
る
｡

珂
閑
寂
の
徹
底

う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
-
､
(
『
嵯
峨
日
記
』
元
禄
四
年
作
)

(
許
六
)

は
'
｢
山
ざ
と
へ
た
れ
を
ま
た
こ
は
よ
ぶ
こ
と
-
ひ
と
-
の
み
こ
そ
す
ま
む
と
お

も
ふ
に
｣
(
『
山
家
集
』
)
に
よ
-
つ
つ
､
呼
格
に
し
て
閑
寂
に
徹
し
よ
う
と
し
た
｡

佃
影
響
を
受
け
て
は
い
る
が
､
そ
の
か
げ
-
の
う
す
い
句
､
つ
ま
-
象
徴

詩
と
し
て
高
い
価
値
を
持
つ
句

㈹
象
徴

何
の
木
の
花
と
は
知
ら
ず
匂
ひ
哉
(
『
笈
の
小
文
』
貞
享
四
年
作
)

は
'
｢
何
事
の
お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
る
｣

(
『
西
行
法
師
家
集
』
)
　
と
い
う
感
傷
的
な
歌
を
受
け
て
'
｢
匂
ひ
｣
と
い
う
言

葉
で
象
徴
的
に
示
し
た
｡

と
こ
ろ
で
'
元
禄
六
年
初
秋
の
閉
関
後
は
､
澄
ん
だ
美
し
き
が
見
え
て
く
る
｡

伺
美
化
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汚
黍
が
櫨
南
の
こ
こ
ろ
を
い
へ
る
山
家
集
の
題
に
習
ふ

一
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
菊
の
氷
か
な
(
元
禄
六
年
作
)

は
'
｢
す
て
や
ら
で
命
を
こ
ふ
る
人
は
み
な
千
々
の
黄
金
を
持
て
か
へ
る
な
-
｣

に
よ
-
'
澄
明
美
を
出
し
た
｡

し
ら
菊
の
目
に
た
て
て
見
る
塵
も
な
し
(
元
禄
七
年
作
)

は
'
｢
曇
-
な
き
鏡
の
上
に
ゐ
る
垂
を
目
に
立
て
て
見
る
世
と
思
は
ば
や
｣
一
(
『
山

家
集
』
)
　
を
美
化
L
t
園
女
の
清
純
な
様
子
を
た
た
え
た
｡

こ
上
し
て
,
芭
蕉
は
西
行
の
影
響
を
強
-
う
け
た
の
で
あ
り
,
晩
年
の
句
に

は
'
た
ん
た
ん
と
し
た
な
か
に
深
い
味
わ
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
｡
西
行
の
影

響
を
受
け
た
句
も
'
究
極
に
は
'
深
-
澄
ん
だ
美
し
き
を
志
向
し
て
い
て
'
詩

が
つ
い
に
帰
る
地
点
を
も
示
し
て
い
る
｡
従
っ
て
'
芭
蕉
に
つ
い
て
｢
古
人
の

イ
メ
ー
ジ
が
き
え
た
晩
年
は
革
新
者
と
し
て
の
孤
独
が
あ
っ
た
｣
(
『
国
文
学
』

第
十
三
巻
第
四
号
所
収
｢
伝
統
に
対
す
る
姿
勢
｣
)
と
〔
さ
れ
る
白
石
悌
三
氏
の

説
は
'
過
言
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
と
-
わ
け
'
西
行
か
ら
の
影
響
に
関
す

る
か
ぎ
り
'
晩
年
に
至
っ
て
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

い
え
よ
う
｡
た
だ
'
影
響
を
受
け
た
形
跡
が
淡
-
な
-
､
芭
蕉
独
自
の
作
風
と

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
'
注
目
に
あ
た
い
す
る
｡
元
禄
六
年
五
月
､
門
人
の
許

六
に
｢
古
人
の
求
め
た
る
所
を
求
め
よ
｣
と
教
え
'
自
ら
も
励
ん
で
き
た
こ
と

が
'
澄
明
美
と
な
っ
て
結
晶
し
た
の
で
あ
る
｡
前
に
述
べ
た
西
行
の
清
艶
･
芭

蕉
の
濃
艶
と
い
う
味
わ
い
の
観
点
か
ら
す
る
と
'
晩
年
に
は
西
行
の
精
神
へ
は

(
註
七
)

い
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
芭
蕉
に
よ
っ
て
'
中
世
の
伝
統
的
な
美
が
'

近
世
と
い
う
時
代
の
庶
民
の
目
を
-
ぐ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
初
期

に
は
俳
詔
の
常
套
手
段
に
よ
っ
て
い
た
が
'
後
期
に
は
本
来
の
象
徴
詩
と
し
て

高
め
る
べ
き
手
段
を
う
ち
出
し
た
こ
と
が
'
以
上
で
明
ら
か
で
あ
る
C

三
　
文
学
史
上
に
お
け
る
芭
蕉

日
本
文
学
史
上
に
お
け
る
近
世
は
'
い
つ
か
ら
は
じ
ま
る
と
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
は
'
古
来
二
説
が
あ
っ
て
､
主
要
な
説
は
'

仰
明
治
維
新
か
ら
と
す
る
説

五
十
嵐
力
･
坂
井
衡
平
･
次
田
潤
･
遠
藤
佐
市
郎
･
藤
岡
作
太
郎
･

風
巻
景
次
郎
の
諸
氏

回
安
土
桃
山
時
代
か
ら
と
す
る
説

吉
田
精
一
･
久
松
潜
一
･
重
友
毅
･
市
苗
貞
次
･
守
随
憲
治
の
諸
氏

が
あ
る
｡
印
の
説
は
'
政
治
史
上
に
お
け
る
近
世
と
一
致
し
'
戦
前
は
有
力
で
あ

っ
た
.
回
の
説
は
､
久
松
潜
1
博
士
が
力
説
さ
れ
(
『
日
本
文
学
史
通
説
』
､
『
日

本
文
学
史
下
』
な
ど
参
照
)
'
中
世
に
比
し
明
る
-
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ

れ
た
｡
漸
次
に
移
行
し
て
い
く
も
の
で
'
確
と
し
た
時
代
区
分
は
不
可
能
で
あ

ろ
う
が
､
近
年
で
は
'
安
土
桃
山
時
代
か
ら
を
近
世
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
西
行
は
中
世
詩
人
と
言
わ
れ
つ
つ
'
芭
蕉
は
'
中
世
的
色
彩
を

多
分
に
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
､
た
だ
ち
に
近
世
詩
人
と
は
称
さ
れ
な
か
っ

た
｡
芭
蕉
が
､
中
世
文
学
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
'
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
｡
宮
田
成
子
氏
は
､
｢
中
世
的
な
も
の
は
芭
蕉
を
以
て
跡
を
絶
つ

に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
｣
　
(
『
短
歌
研
究
』
昭
和
十
一
年
十
月
号
所
収
｢
芭
蕉

に
於
け
る
西
行
の
影
響
｣
)
と
き
れ
た
｡
と
-
わ
け
'
西
尾
実
博
士
は
'
｢
芭
蕉

こ
そ
中
世
文
芸
に
お
け
る
創
造
主
体
と
し
て
の
完
成
者
｣
　
(
『
中
世
的
な
も
の

と
そ
の
展
開
』
所
収
｢
中
世
詩
人
と
し
て
の
芭
蕉
｣
)
　
と
さ
れ
､
芭
蕉
を
中
世

詩
人
と
見
ら
れ
て
い
る
｡
一
方
'
近
松
秋
江
氏
は
'
｢
芭
蕉
に
は
西
行
の
持
っ
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て
い
な
い
民
衆
的
な
'
平
民
的
な
'
詩
材
が
多
い
｣
　
(
『
早
稲
田
文
学
』
大
正

八
年
七
月
号
所
収
｢
西
行
と
芭
蕉
｣
)
と
さ
れ
た
｡
ま
た
'
能
勢
朝
次
博
士
は
､

｢
芭
荏
迂
西
行
や
俊
成
を
理
想
と
し
て
い
る
が
'
又
､
自
己
の
風
雅
が
そ
れ
に

劣
る
も
の
で
は
な
い
と
の
見
識
を
持
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
歌
に
な
が
む
る
所
と

俳
詔
に
に
ら
む
所
の
相
違
も
も
ち
ろ
ん
自
覚
し
て
い
る
｡
｣
　
(
三
省
堂
刊
『
芭

荏
議
座
』
第
七
巻
所
収
｢
風
雅
道
｣
)
と
さ
れ
'
広
末
保
氏
は
'
芭
蕉
を
中
世

詩
の
完
成
者
と
す
る
見
方
に
反
対
さ
れ
　
(
『
芭
蕉
と
西
鶴
』
所
収
｢
中
世
詩
と

芭
蕉
｣
参
照
)
'
｢
芭
蕉
は
民
衆
の
新
鮮
な
悲
し
み
の
心
に
ふ
れ
て
'
再
び
俳
詔

の
う
ち
に
生
き
か
え
ろ
う
と
し
て
い
る
｡
｣
　
(
『
元
禄
文
学
研
究
』
所
収
｢
風
流

と
俳
謂
性
｣
)
と
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
'
安
田
草
生
博
士
は
'
芭
蕉
の
現
実
主
義

的
な
詩
作
態
度
を
'
中
世
と
は
異
な
る
近
世
的
性
格
で
あ
る
と
さ
れ
た
(
『
藤

原
定
家
研
究
』
所
収
｢
芭
蕉
と
定
家
｣
参
照
)
0

以
上
'
二
説
に
大
別
で
き
る
が
'
最
も
近
世
的
色
彩
を
帯
び
る
の
は
江
戸
時

代
で
あ
る
こ
と
は
'
諸
説
の
一
致
を
見
る
｡
そ
こ
で
'
芭
蕉
が
生
き
た
時
代
の

性
格
と
'
同
時
代
の
作
家
西
鶴
が
芭
蕉
を
い
か
に
受
け
入
れ
た
か
を
考
察
し
た

い
｡
久
松
潜
一
博
士
が
'
｢
芭
蕉
が
活
動
し
た
時
代
は
近
世
に
於
け
る
文
芸
復

興
の
時
代
と
い
わ
れ
る
元
禄
時
代
で
あ
っ
て
'
そ
れ
は
古
代
中
世
以
来
の
伝
統

文
化
に
復
帰
L
t
再
吟
味
す
る
事
に
よ
っ
て
新
し
い
文
化
を
創
造
し
よ
う
と
し

た
時
期
で
あ
-
'
そ
の
機
運
に
応
じ
て
契
沖
や
近
松
'
西
鶴
等
が
芭
蕉
と
並
ん

で
活
躍
し
た
の
で
あ
る
｡
｣
　
(
『
国
文
学
通
論
』
　
所
収
｢
時
代
研
究
｣
)
　
と
き
れ

た
こ
と
は
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
た
め
に
､
板
坂
元
氏
の
､
江
戸
時
代

の
文
学
は
雅
俗
の
融
合
し
た
文
学
で
あ
る
と
い
う
説
(
『
岩
波
講
座
日
本
文
学

史
』
第
七
巻
所
収
｢
初
期
俳
謂
｣
参
照
)
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
い
う

時
代
の
空
気
を
吸
っ
て
'
西
鶴
同
様
芭
蕉
も
談
林
俳
詔
か
ら
生
ま
れ
出
た
｡
も

っ
と
も
へ
大
谷
篤
蔵
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
｢
お
互
い
に
相
手
に
対
し
て
関
心

を
も
ち
つ
つ
も
'
そ
の
作
品
の
体
質
的
基
盤
の
相
違
か
ら
'
相
互
に
そ
の
真
価

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
｣
　
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
十
四

年
十
月
特
集
増
大
号
所
収
｢
西
鶴
と
芭
蕉
｣
)
　
と
考
え
ら
れ
る
が
'
西
鶴
は
'

芭
蕉
を
　
｢
只
俳
譜
に
思
ひ
入
-
て
心
ざ
し
ふ
か
し
｡
｣
　
(
『
西
鶴
名
残
の
友
』
)

と
言
っ
て
'
異
な
る
方
向
へ
行
っ
た
芭
蕉
の
存
在
を
軽
視
し
て
い
な
い
｡
そ
の

こ
と
は
'
頴
原
退
蔵
博
士
の
｢
芭
蕉
と
西
鶴
と
の
個
人
的
な
立
場
は
異
な
っ
た

と
は
い
え
'
近
世
と
い
う
大
き
な
時
代
の
動
き
か
ら
見
れ
ば
'
彼
等
が
文
芸
の

上
に
成
し
遂
げ
た
所
は
､
結
局
同
じ
意
味
を
持
つ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
o
L
T
.
(
『
俳

謂
文
学
』
所
収
｢
蕉
風
の
俳
讃
｣
)
　
と
い
う
見
解
を
は
じ
め
と
し
て
'
大
谷
篤

蔵
氏
の
｢
西
鶴
も
芭
蕉
も
ひ
と
し
く
人
間
に
対
す
る
目
を
も
ち
'
人
間
を
描
い

た
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
の
近
世
的
性
格
を
も
ち
得
た
｣
　
(
『
国
語
国
文
』
　
第
二

九
七
号
所
収
｢
蕉
風
俳
譜
に
お
け
る
人
間
｣
･
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
所
収

｢
西
鶴
と
芭
蕉
｣
参
照
)
と
い
う
見
解
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

芭
蕉
に
'
中
世
的
色
彩
の
濃
厚
な
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
近
世
と
い
う
時

代
に
生
き
つ
つ
'
中
世
詩
人
西
行
を
慕
い
'
西
行
の
芭
蕉
に
及
ぼ
し
た
影
響
は

大
き
い
｡
と
こ
ろ
で
'
前
に
述
べ
た
よ
う
に
'
西
行
と
の
本
質
的
相
違
は
'
初

期
に
お
い
て
も
俳
詔
的
手
法
に
よ
っ
て
い
て
､
西
行
の
歌
か
ら
の
摂
取
も
'
後

年
に
は
独
自
の
象
徴
詩
へ
ひ
き
あ
げ
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
連
句
を
見
'
近
世
詩

人
と
見
る
諸
説
を
参
照
し
て
'
近
世
と
い
う
時
代
の
性
格
お
よ
び
西
鶴
の
受
容

に
よ
-
,
近
哲
人
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

芭
蕉
の
詩
業
は
'
俳
詔
に
'
詩
作
品
と
し
て
の
昇
華
を
は
か
る
こ
と
に
あ
っ
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た
｡
そ
の
道
は
'
先
人
と
-
わ
け
西
行
を
心
ふ
か
く
受
け
入
れ
つ
つ
'
や
が
て

脱
出
し
創
造
し
よ
う
と
し
た
過
程
で
あ
る
｡

(
注
1
)
す
で
に
'
尾
山
篤
二
郎
氏
は
'
西
行
と
芭
蕉
と
の
共
通
点
を
｢
で
ま

か
し
の
な
い
生
活
に
終
始
し
た
真
人
で
あ
っ
た
｣
と
さ
れ
'
相
違
点

に
つ
い
て
は
'
両
者
の
｢
人
格
と
時
代
｣
と
に
兄
い
出
さ
れ
て
い
る

(
博
文
館
刊
　
『
新
文
学
』
　
大
正
十
年
十
1
月
号
所
収
　
｢
西
行
と
芭

蕉

｣

参

照

)

が

'

一

歩

進

め

て

み

た

｡

　

　

　

　

亀

(
注
二
)
そ
の
こ
と
は
'
支
考
が
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
｢
吾
翁
は
耳
を
も
て

俳
譜
を
聞
-
べ
か
ら
ず
'
日
を
も
て
俳
詔
を
見
る
べ
し
と
い
へ
る
｡
｣

(
『
俳
詣
十
論
』
)
　
に
も
示
さ
れ
て
い
る
｡

(
注
三
)
御
裳
濯
河
歌
合
に
お
い
て
'
俊
成
は
'
｢
鴫
立
つ
沢
の
と
い
へ
る
'

心
幽
玄
に
姿
及
び
が
た
し
｡
但
'
左
歌
露
に
は
何
の
と
い
へ
る
詞
'

あ
さ
き
に
似
て
心
殊
に
探
し
｡
勝
と
申
す
べ
し
｡
｣
と
述
べ
た
｡

(
注
四
)
芭
蕉
の
健
康
状
態
が
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
'
書
簡
に
'

持
病
下
血
な
ど
た
び
く
'
秋
旅
四
国
･
西
国
も
け
し
か
ら
ず

と
先
お
も
ひ
と
ど
め
候
…
(
元
禄
三
年
四
月
十
日
付
如
行
宛
)

去
年
遠
路
に
つ
か
れ
候
間
'
下
血
な
ど
度
々
は
し
-
'
迷
惑
致

し
侯
て
'
遠
境
南
旅
不
レ
叶
侯
｡
　
(
元
禄
三
年
七
月
十
七
日
付

牧
童
宛
)

湖
へ
も
え
出
不
レ
申
候
｡
木
曽
塚
に
て
ふ
せ
-
な
が
ら
人
々
に

対
面
い
た
し
候
｡
(
元
禄
三
年
八
月
十
八
日
付
凡
兆
宛
)

な
ど
と
t
 
L
る
さ
れ
て
い
る
｡

(
注
五
)
　
『
三
冊
子
』
に
よ
る
と
'
元
禄
三
年
に
は
軽
み
を
志
向
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
'

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
座
候
｡
(
元
禄
三
年
四
月
十
日
付
　
千
川

宛
書
簡
)

と
言
っ
て
い
る
｡
元
禄
六
年
夏
の
芭
蕉
の
句
に
'
｢
晋
の
淵
明
を
う

ら
や
む
｣
と
い
う
詞
書
が
見
え
て
い
て
'
晩
年
に
至
る
ほ
ど
'
た
ん

た
ん
と
し
て
清
ら
か
な
無
私
の
境
地
を
志
向
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
｡
そ
の
こ
と
は
'
西
行
を
慕
い
続
け
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
｡

(
注
六
)
　
こ
の
歌
は
'
初
句
｢
山
ざ
と
に
｣
　
(
流
布
本
)
第
二
句
｢
た
れ
を
こ

は
ま
た
｣
　
(
温
古
堂
本
)
結
句
｢
す
め
-
と
お
も
ふ
に
｣
　
(
1
本
)

と
い
う
異
同
が
あ
る
が
'
文
明
社
刊
『
西
行
全
集
』
に
従
っ
た
｡

(
注
七
)
杉
浦
正
一
郎
博
士
は
'
｢
晩
年
の
芭
蕉
の
句
に
は
'
芭
蕉
の
人
間
全

体
の
重
み
が
ず
っ
し
-
と
か
か
っ
て
い
る
｡
｣
　
(
『
芭
蕉
研
究
』
所
収

｢
芭
蕉
の
発
句
｣
)
と
さ
れ
'
何
人
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
し

た
重
み
が
'
表
現
上
で
は
'
む
し
ろ
さ
ら
-
と
し
て
い
る
こ
と
は
､

/

〔
注
五
〕
と
も
参
照
し
て
'
西
行
の
精
神
に
深
-
は
い
っ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
､
摂
取
法
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
'
真
の
俳
詔
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
芭
蕉
の
内
面
的
葛
藤
は
､
西

行
を
中
心
に
展
開
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
｡

本
稿
は
'
卒
業
論
文
の
一
部
を
抜
粋
L
t
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
｡
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