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芭
蕉
の
発
句
﹁
い
ざ
よ
ひ
の
い
づ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊
﹂

に
お
け
る
﹁
十
日
菊
﹂
考

黄

佳

慧

一

は
じ
め
に

貞
享
五
︵
一
六
八
八
︶
年
の
九
月
九
日
に
︑
芭
蕉
を
含
め
た
一
座
の
人
々

は
素
堂
亭
で
重
陽
の
宴
会
を
開
催
し
た
︒
こ
の
重
陽
宴
は
翌
日
の
十
日
に

な
っ
て
も
続
い
て
い
る
た
め
︑
芭
蕉
は
﹁
十
日
菊
﹂
を
題
と
し
て
詞
書
を
記

し
︑
一
座
の
人
々
は
そ
の
題
に
し
た
が
っ
て
俳
諧
を
興
行
し
た
︒
当
座
で
︑

芭
蕉
は
先
に
立
っ
て
︑﹁
い
ざ
よ
ひ
の
い
づ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊
﹂
と
い
う

一
句
を
詠
ん
だ
︒
先
行
研
究
は
そ
の
句
に
つ
い
て
︑﹁
六
日
の
菖
蒲
︑
十
日

の
菊
﹂
と
い
う
時
期
遅
れ
の
も
の
を
表
わ
す
喩
え
に
よ
っ
て
︑
題
﹁
十
日

菊
﹂
を
把
握
し
︑
こ
の
発
句
を
解
釈
し
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
当
座
に
参
加
し
︑
一
句
を
詠
じ
た
其
角
は
そ
の
後
に
著
し
た

﹃
花
摘
(

)
﹄
で
︑
芭
蕉
の
こ
の
発
句
を
引
用
し
て
い
る
︒
該
書
で
其
角
は
芭
蕉

1

の
﹁
い
ざ
よ
ひ
の
﹂
の
句
と
唐
末
の
詩
人
・
{
谷
の
漢
詩
﹁
十
日
菊
﹂
と
を

結
び
つ
け
て
詞
書
を
記
し
て
お
り
︑
こ
の
点
か
ら
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
が
︑

﹁
い
ざ
よ
ひ
の
﹂
の
句
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
(

)
︒﹁
十
日
菊
﹂
の
詩
題
と
さ
れ
た
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
と
は
次
の

2

よ
う
な
も
の
で
あ
る
︵
テ
キ
ス
ト
の
細
か
な
検
討
は
後
述
す
る
︶︒

節
去
蜂
愁
蝶
不
知

曉
庭
還
繞
折
残
枝

自
縁
今
日
人
心
別

未
必
秋
香
一
夜
衰

し
か
し
な
が
ら
︑
其
角
の
詞
書
を
句
の
解
釈
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
取
り
入

れ
る
と
い
う
試
み
は
未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
は
其
角
の

﹃
花
摘
﹄
に
お
け
る
記
述
を
い
ま
い
ち
ど
吟
味
す
る
こ
と
で
︑
芭
蕉
の
発
句

と
{
谷
の
詩
と
の
密
接
な
関
係
を
追
究
し
て
い
く
︒
考
察
の
手
順
と
し
て
︑

ま
ず
題
﹁
十
日
菊
﹂
の
和
歌
や
俳
諧
に
お
け
る
由
来
︑
捉
え
方
︑
さ
ら
に
表

現
の
仕
方
を
追
っ
て
い
く
︒
次
に
︑
其
角
は
﹃
花
摘
﹄
に
お
い
て
︑
芭
蕉
の

発
句
と
{
谷
の
漢
詩
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
い
る
か
︑
も
し
く
は
ど
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
︒
そ
し
て
︑
其
角
の
認
識
を
糸
口

に
し
︑
{
谷
の
漢
詩
を
通
し
て
︑
題
﹁
十
日
菊
﹂
の
意
味
を
見
出
す
︒
最
後

に
︑
芭
蕉
の
詞
書
と
照
応
す
る
上
で
︑
其
角
の
把
握
し
た
﹁
十
日
菊
﹂
を
こ

の
発
句
の
解
釈
に
取
り
入
れ
︑
解
読
す
る
こ
と
を
試
み
る
︒
以
上
の
考
察
に

よ
っ
て
︑
改
め
て
﹁
い
ざ
よ
ひ
の
﹂
の
句
を
解
釈
し
直
し
て
み
た
い
︒

二

題
﹁
十
日
菊
﹂
に
つ
い
て

前
節
に
お
い
て
提
示
し
た
よ
う
に
︑﹁
い
ざ
よ
ひ
の
い
づ
れ
か
今
朝
に
残
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る
菊
﹂
は
︑
芭
蕉
の
貞
享
五
︵
一
六
八
八
︶
年
秋
の
作
で
あ
る
(

)
︒
そ
の
後
︑

3

各
務
支
考
を
は
じ
め
と
す
る
弟
子
た
ち
が
︑
こ
の
発
句
を
﹃
�
日
記
(

)
﹄
に
収

4

録
し
︑
元
禄
八
︵
一
六
九
五
︶
年
に
刊
行
し
た
︒
当
座
は
芭
蕉
を
含
め
た
一

座
の
連
衆
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
十
日
菊
﹂
と
い
う
題
に
従
い
︑
一
句
ず
つ
詠
ん

で
い
っ
た
俳
諧
で
あ
る
︒﹃
�
日
記
﹄
に
収
め
ら
れ
た
本
文
は
次
の
通
り
で

あ
る
︒
︵
[

]で
補
っ
た
内
容
は
黄
に
よ
る
︶︒

①
素
堂
亭

②
十
日
菊
﹇
以
下
︑
芭
蕉
文
﹈

③
蓮
池
の
主
翁
︑
又
菊
を
あ
い
す
︒
き
の
ふ
は
④
竜
山
の
宴
を
ひ
ら
き
︑

け
ふ
は
そ
の
酒
の
あ
ま
り
を
す
ゝ
め
て
︑
狂
吟
の
た
は
ぶ
れ
と
な
す
︒

な
を
思
ふ
︑
⑤
明
年
誰
か
す
こ
や
か
な
ら
ん
事
を

[
以
下
︑
諸
家
発
句
]

い
ざ
よ
ひ
の
い
づ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊

ば
せ
を

残
菊
は
ま
こ
と
の
菊
の
終
り
か
な

路
通

咲
事
も
さ
の
み
い
そ
が
じ
宿
の
菊

越
人

昨
日
よ
り
朝
露
ふ
か
し
菊
畠

友
五

か
く
れ
家
や
よ
め
な
の
中
に
残
る
菊

嵐
雪

此
客
を
十
日
の
菊
の
亭
主
あ
り

其
角

⑥
さ
か
折
の
に
ゐ
は
り
の
菊
と
う
た
ハ
ば
や

素
堂

[
以
下
︑
素
堂
文
]

⑦
﹁
よ
に
は
九
の
夜
︑
日
は
十
日
﹂
と
い
へ
る
事
を
ふ
る
き
連
歌
師
の

つ
た
へ
し
を
︑
此
あ
し
た
︑
し
み
を
払
ひ
て
申
侍
る
︒
⑧
ま
た
中
比
︑

恋
に
な
ぐ
さ
む
老
の
は
か
な
さ
︑
む
か
し
せ
し
思
ひ
を
小
夜
の
枕
に
て
︑

我
︑
此
心
を
つ
ね
に
あ
は
れ
ぶ
︒
今
な
を
思
ひ
い
づ
る
ま
ゝ
に
︑

⑨
は
な
れ
じ
と
昨
日
の
菊
を
枕
か
な

同

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
素
堂
亭
︵
傍
線
部
①
︶
で
一
座
の
人
々
が

題
﹁
十
日
菊
﹂
に
し
た
が
っ
て
俳
諧
を
詠
む
た
め
︑
十
日
菊
や
亭
主
の
素
堂

を
中
心
に
表
現
し
て
い
る
の
は
︑
自
明
の
こ
と
で
あ
る
︒
さ
て
︑﹁
十
日
菊
﹂

︵
傍
線
部
②
︶
と
い
う
題
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
近
世
初
期
の
俳

書
を
参
照
す
る
と
︑
﹁
十
日
菊
﹂
が
﹁
残
菊
﹂
と
い
う
項
目
に
収
め
ら
れ
︑

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
︒

・﹁
残
菊
﹂
秋
や
九
月
十
日
よ
り
残
菊
乃
心
な
り
(

)
︵
応
其
著
﹃
無
言
抄
﹄

5

天
文
六
︵
一
五
三
七
︶
年
～
慶
長
十
三
︵
一
六
〇
八
︶
年

成
︶
︒

・﹁
残
菊
﹂
十
日
ノ

菊
︒
菊
の
枯
る
に
色
・
花
を
結
び
て
も
︑
秋
な
り
(

)
︵
北

6

村
季
吟
著
﹃
増
山
井
﹄
寛
永
元
︵
一
六
二
四
︶
年
～
宝
永

︵
一
七
〇
五
︶
年
成
︶︒

右
記
の
よ
う
に
︑
﹁
十
日
菊
﹂
と
は
重
陽
の
節
句
︵
九
月
九
日
︶
の
翌
日

︵
十
日
︶
に
残
っ
た
菊
で
あ
り
︑
﹁
残
菊
﹂
の
項
目
に
属
す
る
用
語
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
近
世
前
期
の
俳
書
を
調
査
し
た
結
果
︑
﹁
十
日
菊
﹂
の
由
来
に
関

す
る
説
明
は
見
出
せ
な
い
︒
ま
た
︑﹁
残
菊
﹂
や
﹁
十
日
菊
﹂
を
用
い
た
俳

諧
は
︑
集
英
社
﹃
日
本
古
典
俳
文
学
大
系
﹄
に
収
め
ら
れ
た
俳
書
を
調
査
す

る
と
︑﹁
残
菊
﹂
が
五
例
︑
﹁
十
日
菊
﹂
が
一
例
あ
り
(

)
︑
近
世
初
期
の
用
例
が

7

多
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
次
に
︑﹃
無
言
抄
﹄
や
﹃
増
山
井
﹄
の

記
述
に
し
た
が
っ
て
︑
﹁
十
日
菊
﹂
を
収
め
る
﹁
残
菊
﹂
が
︑
俳
諧
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
題
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
︒

近
世
初
期
の
俳
書
の
松
永
貞
徳
著
﹃
御
傘
(

)
﹄
を
参
照
す
る
と
︑
﹁
残
菊
﹂
は

8

俳
諧
で
は
秋
の
表
現
で
あ
る
が
︑
歌
題
で
は
冬
と
し
て
捉
え
る
と
解
説
し
て

い
る
︒
こ
の
﹃
御
傘
﹄
の
記
述
を
手
掛
か
り
と
し
︑
歌
題
の
﹁
残
菊
﹂
の
由

来
を
さ
ら
に
追
究
す
る
と
︑
歌
題
と
し
て
の
﹁
残
菊
﹂
が
﹁
詩
題
﹂
に
基
づ

─ 2 ─



い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︑
と
い
う
佐
藤
信
一
氏
の
指
摘
に
�
り
着
く
(

)
︒

9

し
た
が
っ
て
︑
和
歌
や
俳
諧
に
お
い
て
は
︑
題
と
し
て
﹁
十
日
菊
﹂
を
用

い
る
先
例
︑
あ
る
い
は
近
世
初
期
の
俳
諧
に
お
け
る
用
例
は
少
な
い
の
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑﹁
残
菊
﹂
に
つ
い
て
見
れ
ば
︑
和
歌
に
お
い
て
は
冬
の
歌
題

と
し
て
捉
え
ら
れ
︑
歌
題
の
﹁
残
菊
﹂
は
詩
題
に
拠
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
ゆ
え
に
︑
芭
蕉
が
﹁
十
日
菊
﹂
を
題
と
し
︑﹁
残
菊
﹂

に
よ
っ
て
発
句
を
詠
ん
だ
こ
と
は
︑
当
時
に
お
い
て
珍
し
く
︑
漢
詩
よ
り
題

材
を
と
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
察
で
き
る
︒

で
は
︑
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
題
で
あ
る
﹁
十
日
菊
﹂
を
︑
芭
蕉
は
ど
の

よ
う
に
捉
え
た
の
か
︒
発
句
の
前
に
お
け
る
詞
書
か
ら
見
る
こ
と
に
す
る
︒

冒
頭
に
お
け
る
﹁
蓮
池
の
主
翁
﹂︵
傍
線
部
③
︶
と
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く

﹁
素
堂
亭
﹂︵
傍
線
部
①
︶
の
亭
主
で
あ
る
山
口
素
堂
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の

後
に
綴
っ
た
﹁
竜
山
の
宴
﹂︵
傍
線
部
④
︶
と
は
何
か
︒
赤
羽
学
氏
の
﹁
十

日
菊
と
十
三
夜
(

)
﹂
を
参
照
す
る
と
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
︒

10

﹁
十
日
菊
﹂
冒
頭
の
芭
蕉
文
に
﹁
き
の
ふ
は
竜
山
の
宴
を
ひ
ら
き
﹂

云
々
と
あ
る
の
は
︑
九
月
九
日
に
竜
山
で
酒
宴
を
催
し
た
﹁
孟
嘉
落

帽
﹂︵
ま
た
は
﹁
竜
山
落
帽
﹂
と
も
︶
の
故
事
を
指
し
て
お
り
︑
直
接

に
は
杜
甫
の
﹁
九
日
藍
田
崔
氏
荘
﹂
の
詩
の
一
句
を
踏
ま
え
て
の
表
現

で
あ
っ
た
︒

右
記
の
よ
う
に
︑﹁
竜
山
の
宴
﹂
は
杜
甫
が
漢
詩
で
詠
ん
だ
詩
を
︑
芭
蕉
が

再
び
踏
ま
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
詞
書
に
お
い
て
芭
蕉
が
漢
詩
の
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
な
お
か
つ
︑
こ
の
詞
書
に
お
い
て
︑

芭
蕉
が
杜
甫
の
漢
詩
﹁
九
日
藍
田
崔
氏
荘
﹂
を
踏
ま
え
た
の
は
︑
も
う
一
箇

所
が
あ
る
︒
そ
れ
は
詞
書
の
最
後
の
一
文
﹁
明
年
誰
か
す
こ
や
か
な
ら
ん
事

を
﹂
︵
傍

線

部

⑤
︶
の

部

分

で

あ

る
︒
こ

の

一

文

が

杜

甫

の

詩

句

﹁
明

年

此

会

知

誰

健

メ
イ
ネ
ン
コ
ノ
ク
ワ
イ
シ
ン
ヌ
タ
レ
カ
ス
コ
ヤ
カ
ナ
ラ
ン

﹂
(

)
を
踏
ま
え
た
こ
と
は
︑
月
院
杜
何
丸
﹃
芭

11

蕉
翁
句
解
参
考
(

)
﹄︵
文
政
十
一
︵
一
八
二
八
︶
年
刊
︶
を
は
じ
め
︑
つ
と
に

12

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

杜
甫
之
詩
︑
明
年
此
会
知
誰
健
︒
か
ね
て
い
ふ
通
り
小
町
業
平
の
問
答

歌
の
奪
胎
換
骨
な
り
︒
世
上
唯
換
骨
と
の
み
い
ふ
は
片
言
な
り
︒
詩
に

も
せ
よ
歌
に
も
せ
よ
︑
古
人
の
胎
を
奪
て
骨
を
換
る
の
法
な
れ
ば
ま
た

模
写
変
態
と
は
大
に
相
違
せ
り
︒

傍
線
部
の
よ
う
に
︑
芭
蕉
が
発
句
を
詠
む
に
際
し
︑
杜
甫
の
詩
を
踏
ま
え
つ

つ
︑
新
み
を
加
え
る
手
法
︵
奪
胎
換
骨
︶
に
よ
っ
て
小
町
業
平
の
問
答
歌
と

い
う
形
式
を
借
用
し
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒
月
院
杜
何
丸
以
後
の
注
釈
者

は
︑﹁
い
ざ
よ
ひ
の
﹂
の
句
が
小
町
業
平
の
問
答
歌
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
特
に
論
じ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
詞
書
﹁
明
年
誰

か
す
こ
や
か
な
ら
ん
事
を
﹂
が
杜
甫
の
﹁
九
日
藍
田
崔
氏
荘
﹂
詩
を
踏
ま
え
︑

そ
の
詞
書
が
発
句
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
︑
と
い
う
言
説
は
肯
定
的
に
継
承

さ
れ
て
い
る
︒
芭
蕉
の
詞
書
が
重
陽
の
宴
会
を
歌
っ
た
杜
甫
の
﹁
九
日
藍
田

崔
氏
荘
﹂
詩
を
踏
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
討
す
る
と
︑
題
の

﹁
十
日
菊
﹂
も
詩
題
に
よ
る
と
い
う
可
能
性
を
︑
さ
ら
に
重
要
視
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
察
知
さ
れ
る
︒

﹁
十
日
菊
﹂
を
詩
題
と
し
た
漢
詩
と
い
え
ば
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
収
録
さ

れ
た
元
稹
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
が
想
起
さ
れ
る
︒
芭
蕉
が
元
稹
の
﹁
十
日
菊
﹂

﹁
不
ス二

是コ
レ

花
ノ

中
ニ

偏
ニ

愛
一レニ
ハ

菊
ヲ

︑
此
ノ

花
開
後
更
ニ

無
ハ
ナ
リレ

花
(

)
﹂
を
踏
ま
え
て
︑

13

﹁
菊
の
後
大
根
の
外
更
に
な
し
﹂
︵﹃
陸
奥
鵆
﹄
元
禄
年
間
︵
一
六
八
八
～
一

七
〇
二
︶
刊
︶
と
い
う
発
句
を
詠
ん
だ
こ
と
は
︑
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い

て
判
然
と
し
て
い
る
(

)
︒
し
か
し
︑
従
来
の
研
究
は
元
稹
の
﹁
十
日
菊
﹂
の
詩

14

意
に
よ
っ
て
︑
発
句
﹁
い
さ
よ
ひ
の
い
つ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊
﹂
を
解
釈
し

─ 3 ─



て
い
な
い
︒
そ
れ
の
み
か
︑
芭
蕉
の
用
い
た
﹁
十
日
菊
﹂
は
漢
詩
文
と
異
な

る
文
脈
で
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
現
代
の
注
釈
書
で
あ
る
井

本
農
一
氏
・
堀
信
夫
氏
編
注
の
﹃
松
尾
芭
蕉
集
①
全
発
句
(

)
﹄
に
お
い
て
は
︑

15

題
の
﹁
十
日
菊
﹂
を
含
め
て
次
の
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
︒

﹁
六
日
の
菖
蒲
・
十
日
の
菊
﹂
な
ど
︑
口
さ
が
な
い
人
は
言
い
く
さ
す

が
︑
十
六
夜
の
月
に
し
て
も
︑
十
日
の
菊
に
し
て
も
︑
盛
り
を
わ
ず
か

に
過
ぎ
た
だ
け
︑
そ
の
わ
ず
か
に
兆き
ざ

し
た
影
こ
そ
甲
乙
つ
け
が
た
い
両

者
の
魅
力
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
︒
重
陽
の
節
句
に
十
分
歓
を
尽
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
翌
十
日
も
続
け
て
小
宴
を
張
ろ
う
と
い
う
素
堂
の

好
意
に
感
謝
し
︑
興
ず
る
心
を
も
っ
て
報
い
て
い
る
︒
両
者
の
風ふ

情ぜ
い

の

優
劣
な
ど
︑
本
当
の
と
こ
ろ
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

右
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
現
代
の
注
釈
は
題
の
﹁
十
日
菊
﹂
を
﹁
六
日
の

菖
蒲
・
十
日
の
菊
﹂
と
い
う
時
期
が
遅
れ
た
こ
と
を
い
う
喩
え
を
用
い
て
︑

十
日
菊
が
些
か
に
萎
れ
る
と
読
み
解
き
な
が
ら
︑
こ
の
発
句
を
解
説
し
て
い

る
︒
し
か
し
︑
題
﹁
十
日
菊
﹂
を
﹁
六
日
の
菖
蒲
・
十
日
の
菊
﹂
と
し
て
把

握
し
て
︑
果
た
し
て
題
﹁
十
日
菊
﹂
の
説
明
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
芭
蕉

の
発
句
の
後
に
︑
諸
家
の
発
句
及
び
素
堂
の
詞
書
が
続
い
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑

亭
主
・
素
堂
の
﹁
十
日
菊
﹂
の
捉
え
方
を
手
が
か
り
に
し
て
︑
題
﹁
十
日

菊
﹂
の
意
味
を
う
か
が
う
こ
と
と
す
る
︒

先
行
研
究
(

)
に
よ
る
と
︑
亭
主
の
素
堂
は

16

新に
ひ

治ば
り

筑つ
く

波は

を
過
ぎ
て
幾い
く

代よ

か
寝ね

つ
る

日
本
武
尊

か
が
な
べ
て
夜よ

に
は
九こ
こ

夜の
よ

日ひ

に
は
十と
を

日か

を

秉
燭
者

︵﹃
古
事
記
﹄
中
巻
︶

と
い
う
最
初
の
連
歌
を
踏
ま
え
た
上
で
︑﹁
さ
か
折
の
に
ゐ
は
り
の
菊
と
う

た
ハ
ば
や
﹂︵
傍
線
部
⑥
︶
と
い
う
一
句
を
詠
み
︑
次
い
で
文
︵
傍
線
部
⑦

以
後
全
文
︶
を
記
し
た
と
い
う
︒
傍
線
部
⑥
と
⑦
を
参
照
す
る
と
︑
素
堂
は

九
日
の
夜
か
ら
十
日
の
朝
ま
で
続
い
た
重
陽
の
宴
会
に
対
し
て
︑
酒
折
神
社

の
新
治
筑
波
の
菊
を
歌
い
た
い
と
い
う
背
景
は
︑
以
前
連
歌
師
に
も
伝
え
て

き
た
﹁
筑
波
の
道
﹂
と
い
う
連
歌
の
濫
觴
を
想
起
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
た

と
分
か
る
︒
傍
線
部
⑦
の
後
︑
老
後
の
儚
さ
を
感
嘆
し
︑
昔
に
経
験
し
た
こ

と
を
偲
ぶ
と
詠
ん
だ
連
歌
を
︑
素
堂
は
追
想
す
る
た
び
に
哀
れ
を
感
じ
る
と

表
述
し
た
︒
今
回
の
俳
諧
興
行
に
よ
っ
て
全
て
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
︵
傍
線
部
⑧
︶
︑
と
素
堂
は
続
い
て
書
き
記
し
て
い
る
︒
離

れ
ま
い
と
懸
想
し
つ
つ
︑
十
日
菊
を
枕
も
と
に
置
い
て
眠
り
に
つ
く
こ
と
だ

︵
傍
線
部
⑨
︶
と
い
う
一
句
を
素
堂
は
詠
み
上
げ
︑
こ
の
俳
諧
興
行
を
締
め

く
く
っ
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
素
堂
は
﹁
十
日
菊
﹂
を
題
と
し
た
こ
の
宴
会
に
︑
昔
の
連
歌
や

連
歌
師
の
こ
と
が
追
懐
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
素
堂
は
こ
れ
ら
の

こ
と
を
思
い
出
さ
れ
る
と
︑
や
は
り
離
れ
が
た
く
別
れ
を
惜
し
む
た
め
︑
十

日
菊
を
枕
元
に
置
い
て
就
寝
し
た
︑
と
い
う
心
情
を
表
明
し
て
い
る
︒
こ
の

素
堂
の
表
現
を
吟
味
す
る
と
︑﹁
十
日
菊
﹂
と
は
思
い
出
を
包
容
し
て
惜
別

の
意
を
象
徴
す
る
花
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
言
外
に
滲
み
出
し
て
い
る
た

め
︑
先
行
研
究
が
指
摘
し
た
﹁
六
日
の
菖
蒲
・
十
日
の
菊
﹂
と
い
う
喩
え
の

み
で
は
︑
解
釈
し
き
れ
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
先
行
研
究
を
検
討
す
る
と
︑
芭
蕉
の
詞
書
は
主
に
杜
甫
の

﹁
九
日
藍
田
崔
氏
荘
﹂
詩
を
踏
ま
え
た
上
で
な
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と

は
確
か
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
題
の
﹁
十
日
菊
﹂
を
詩
題
と
し
て
捉
え
る
可

能
性
は
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
芭
蕉
の
発
句
と
詞
書
と
の
関

係
が
︑
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
な
お
か
つ
︑
従
来
の
研

究
は
諸
家
の
発
句
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
題
﹁
十
日
菊
﹂
を
解
読
し
て
い
な
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い
た
め
︑﹁
十
日
菊
﹂
を
﹁
六
日
の
菖
蒲
・
十
日
の
菊
﹂
に
よ
っ
て
把
握
す

る
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
る
解
釈
は
︑
ま
だ
一
考
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
︒

三

其
角
の
芭
蕉
発
句
・
�
谷
漢
詩
受
容

︵
一
︶
其
角
の
表
現
し
た
﹁
十
日
菊
﹂
及
び
芭
蕉
の
﹃
花
摘
﹄
に
対
す
る

評
価
に
つ
い
て

前
節
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
︑
亭
主
の
素
堂
の
俳
諧
を
吟
味
す
る
と
︑

題
﹁
十
日
菊
﹂
は
名
残
の
情
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
︒
し
か
し
︑

素
堂
が
座
元
と
し
て
最
後
の
俳
諧
を
書
き
綴
る
た
め
︑
惜
別
の
意
を
表
す
こ

と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
︑
素
堂
の
俳
諧
の
み
で
は
題
﹁
十
日
菊
﹂
の
意
味

を
推
定
す
る
こ
と
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
い
え
る
︒
注
目
す
べ
き
こ
と
は
︑

こ
の
宴
会
の
後
︑
当
座
に
い
た
其
角
が
﹃
花
摘
(

)
﹄
を
編
集
す
る
際
に
︑
芭
蕉

17

の
発
句
と
{
谷
︵
袁
州
宜
春
︿
江
西
省
宜
春
市
﹀
の
人
︶
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩

と
を
対
照
し
て
引
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
時
の
一
座
の
参
加
者

で
あ
る
其
角
は
︑
如
何
に
﹁
十
日
菊
﹂
を
認
識
し
︑
ま
た
は
如
何
に
芭
蕉
の

発
句
を
理
解
し
た
の
か
︒
そ
の
﹃
花
摘
﹄
に
お
け
る
記
述
は
﹁
十
日
菊
﹂
の

意
味
を
解
明
す
る
も
う
一
つ
の
証
左
と
な
る
と
考
え
る
︒
た
だ
し
︑﹃
花
摘
﹄

の
本
文
に
入
る
前
に
︑
其
角
が
素
堂
亭
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
発
句
を
詠
み
︑

次
い
で
ど
の
よ
う
に
﹁
十
日
菊
﹂
を
表
現
し
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
︒
そ
し
て
︑
芭
蕉
自
身
は
﹃
花
摘
﹄
に
対
し
て
︑
如
何
な
る
評
価
を
与
え

た
の
か
に
つ
い
て
も
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

ま
ず
︑
其
角
が
素
堂
亭
で
詠
ん
だ
発
句
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
︑
前
節
に

お
い
て
取
り
上
げ
た
俳
諧
興
行
の
本
文
に
あ
る
よ
う
に
︑
其
角
が
詠
ん
だ
の

は
﹁
此
客
を
十
日
の
菊
の
亭
主
あ
り
﹂
と
い
う
一
句
で
あ
っ
た
︒
其
角
の
詠

ん
だ
こ
の
一
句
は
︑
赤
羽
学
氏
の
﹁
十
日
菊
と
十
三
夜
(

)
﹂
に
て
提
示
さ
れ
た

18

現
代
語
訳
を
参
照
す
る
と
︑
﹁
こ
の
客
を
誰
か
と
問
う
て
く
れ
る
十
日
の
菊

を
愛
す
る
亭
主
が
あ
る
こ
と
だ
﹂
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑
当
時
亭
主
の
素
堂

が
十
日
の
菊
を
愛
で
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
︑
其
角
は
亭
主
の
素
堂
の
こ

と
も
﹁
十
日
菊
﹂
の
こ
と
も
欽
慕
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

次
い
で
︑
其
角
の
﹃
花
摘
﹄
に
対
す
る
芭
蕉
の
評
価
を
追
っ
て
い
く
こ
と

と
す
る
︒
其
角
の
﹃
花
摘
﹄
に
関
し
て
︑
芭
蕉
は
﹁
曾
良
宛
の
書
簡
(

)
﹂︵
元

19

禄
三
︵
一
六
九
〇
︶
年
九
月
十
二
日
付
︶
に
お
い
て
︑
﹁
其
角
︑
花
摘
出
板

の
よ
し
︒
是
は
前
々
よ
り
段
々
委
細
に
申ま
う
し

聞
か
せ
候
︒
定
さ
だ
め
て

而
面
白
か
る
べ

く
と
待ま
ち

か
ね
候
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
芭
蕉
が
﹃
花
摘
﹄
の

刊
行
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
前
々
よ
り
段
々
委

細
に
申ま
う
し

聞
か
せ
候
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
﹃
花
摘
﹄
の
出
版
前
か
ら
︑
其
角
は

芭
蕉
に
出
版
の
仔
細
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
︒
換
言
す
る
と
︑
芭
蕉
は
﹃
花

摘
﹄
の
刊
行
を
期
待
し
て
い
た
と
い
え
︑
其
角
の
書
い
た
﹃
花
摘
﹄
は
︑
芭

蕉
の
発
句
を
解
釈
す
る
際
︑
参
照
さ
れ
る
べ
き
資
料
で
あ
り
︑
同
書
に
よ
っ

て
芭
蕉
の
一
側
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
︒

︵
二
︶
其
角
の
﹃
花
摘
﹄
と
�
谷
の
漢
詩
に
つ
い
て

さ
て
︑
其
角
が
﹃
花
摘
﹄
に
お
い
て
芭
蕉
の
発
句
に
言
及
し
た
具
体
的
な

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

⑩
昼
顔
の
憎
き
様
な
る
旅
の
日
数
ぞ
い
と
く
る
し
︒
⑪
別
後
を
問
ば
︑

⑫
﹁
い
ま
だ
必
し
も
秋
香
一
夜
に
お
と
ろ
へ
ず
﹂
と
︑
我
翁
の
⑬
﹁
い

づ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊
﹂
と
に
あ
ら
ん
︒
か
ば
か
り
な
ら
ず
︑
⑭
忘
れ

が
た
き
事
の
み
ぞ
多
か
る
︒
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こ
の
詞
書
の
後
︑
其
角
・
粛
山
・
彫
棠
の
三
人
が
興
行
し
た
歌
仙
が
次
の
よ

う
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
︒︵
以
下
︑
括
弧
︹

︺
で
補
っ
た
俳
諧
用
語
は

黄
に
よ
る
︒︶

筆
を
さ
す
御
笠
や
か
ろ
き
下
涼

其
角
︹
発
句
︺

蟬
に
ま
か
す
る
声
の
乏ト
ボ

し
さ

粛
山
︹
脇
︺

い
た
く
酔
ほ
ど
只
顔
に
月
を
見
て

彫
棠
︹
第
三
︺︵
後
略
︶

其
角
の
詞
書
を
解
読
す
る
前
に
︑
こ
の
詞
書
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
場
面
・

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
︒
歌
仙
を
見
て
み
る
と
︑
ま
ず
詞
書
の

後
に
其
角
の
︹
発
句
︺
が
置
か
れ
︑
粛
山
の
︹
脇
︺
が
続
い
て
い
る
︒
蕉
門

の
俳
論
書
﹃
三
冊
子
(

)
﹄︵
安
永
五
︵
一
七
七
六
︶
年
刊
︶
に
拠
る
と
︑
発
句

20

は
客
が
詠
み
︑
脇
は
亭
主
が
詠
む
と
い
う
俳
諧
歌
仙
の
規
則
が
あ
り
︑
芭
蕉

も
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
と
い
う
︒
そ
こ
で
︑﹃
三
冊
子
﹄
の
説
明
に

よ
っ
て
こ
の
一
座
の
関
係
を
検
討
す
る
と
︑
其
角
は
客
の
立
場
で
挨
拶
す
る

発
句
を
詠
み
︑
粛
山
は
亭
主
と
し
て
脇
を
引
き
継
い
で
︑
其
角
の
発
句
に
応

答
し
た
と
い
え
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
其
角
の
﹁
筆
を
さ
す
御
笠
や
か
ろ
き
下

涼
﹂
と
い
う
発
句
は
︑﹃
花
摘
﹄
以
外
に
︑
自
�
句
集
﹃
五
元
集
(

)
﹄
に
も
収

21

録
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
は
﹁
餞
久
松
粛
山
﹂
と
い
う
題
が
付
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
題
が
示
す
よ
う
に
︑
其
角
の
発
句
が
旅
立
つ
粛
山
に
は
な
む
け
を
す
る

た
め
に
送
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
歌
仙
は
粛
山
が
旅
に
出
る
前
に
興
行
さ

れ
た
俳
諧
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
其
角
の
詞
書
を
読
解
す
る
と
︑
冒
頭
に
お
け
る

﹁
昼
顔
﹂︵
傍
線
部
⑩
︶
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
近
世

前
期
歳
時
記
十
三
種
本
文
集
成
並
び
に
総
合
索
引
(

)
﹄
を
参
照
し
て
も
︑﹁
昼

22

顔
﹂
は
夏
の
項
目
に
立
項
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
︑
特
に
説
明
が
行
わ
れ
て
い

な
い
︒
ま
た
︑
俳
諧
に
お
い
て
﹁
昼
顔
﹂
の
用
例
を
調
べ
て
み
て
も
︑
元
禄

三
︵
一
六
九
〇
︶
年
以
前
に
﹁
昼
顔
﹂
を
用
い
て
詠
ん
だ
俳
諧
は
少
な
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
の
よ
う
な
中
で
芭
蕉
は
天
和
年
間
︵
一
六
八
一
～
一
六
八

四
︶
に
﹁
昼
顔
剛
勇
﹂
と
い
う
句
題
に
よ
っ
て
︑﹁
雪
の
中
は
昼
顔
が
か
れ

ぬ
日
影
哉
﹂
︵﹁
真
蹟
懐
紙
﹂
︶
と
詠
ん
だ
発
句
が
見
出
せ
る
︒
こ
の
発
句
の

﹁
昼
顔
﹂
に
対
し
て
︑
先
行
研
究
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
(

)
︒

23

朝
顔
・
夕
顔
と
違
い
︑
伝
統
文
学
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
俳
諧

的
な
素
材
︒
庶
民
の
生
活
感
覚
の
中
で
は
︑
や
っ
か
い
な
ま
で
に
強
い

生
命
力
を
持
っ
た
雑
草
︒

つ
ま
り
︑
昼
顔
と
は
特
に
俳
諧
で
の
み
用
い
ら
れ
る
題
材
で
あ
り
︑
生
き
抜

く
力
の
強
い
性
質
を
持
つ
雑
草
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
花
で
あ
る
︒
そ
こ
で
先

行
研
究
で
説
か
れ
た
昼
顔
の
性
質
を
踏
ま
え
て
︑
其
角
の
詞
書
に
立
ち
返
っ

て
み
る
︒
す
る
と
︑
﹁
昼
顔
の
憎
き
様
な
る
旅
の
日
数
ぞ
い
と
く
る
し
﹂
と

は
︑
猛
暑
で
も
な
お
剛
勇
に
咲
い
て
い
る
昼
顔
が
憎
ら
し
く
思
え
る
程
︑
こ

の
旅
の
期
間
が
酷
暑
で
非
常
に
苦
痛
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
︒

次
に
︑﹁
別
後
を
問
ば
﹂
︵
傍
線
部
⑪
︶
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
前
述
し
た
と

お
り
︑
こ
の
詞
書
は
粛
山
が
旅
立
つ
前
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

﹁
問
ば
﹂
は
﹁
別
れ
た
後
を
問
い
4
ね
ら
れ
た
の
な
ら
ば
﹂
と
訳
し
て
よ
か

ろ
う
︒
其
角
は
こ
の
直
後
に
詩
句
﹁
い
ま
だ
必
し
も
秋
香
一
夜
に
お
と
ろ
へ

ず
﹂︵
傍
線
部
⑫
︶
︑
及
び
芭
蕉
の
発
句
の
一
部
﹁
い
づ
れ
か
今
朝
に
残
る

菊
﹂︵
傍
線
部
⑬
︶
を
引
用
し
た
︒
其
角
が
﹃
花
摘
﹄
に
お
い
て
引
用
し
た

{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
に
つ
い
て
︑
従
来
の
注
釈
書
は
﹃
円
機
活
法
﹄
を
出

典
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
(

)
︒
た
だ
し
︑
当
時
流
布
し
て
い
た
漢
籍
を
調
べ
る

24

と
︑
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
は
﹃
円
機
活
法
﹄
以
外
に
も
︑
﹃
冷
斎
夜
話
﹄・

﹃
詩
人
玉
³
﹄・﹃
三
体
詩
﹄・﹃
聯
珠
詩
格
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
そ
の
た

25
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め
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
を
芭
蕉
・
其
角
が
参
照
し
て
い
た
可
能
性
は
大
い
に
あ

る
︒
し
か
し
︑
其
角
が
取
り
入
れ
た
{
谷
の
漢
詩
は
︑
結
句
﹁
い
ま
だ
必
し

も
秋
香
一
夜
に
お
と
ろ
へ
ず
﹂
の
み
で
あ
っ
た
︒
各
漢
籍
を
検
討
し
た
結
果
︑

﹃
聯
珠
詩
格
﹄
所
収
の
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
に
︑
他
の
漢
籍
と
本
文
の
異

同
が
あ
る
け
れ
ど
も
︑
結
句
の
み
は
異
同
が
な
い
の
で
あ
る
(

)
︒
結
局
の
と
こ

26

ろ
︑
ど
の
漢
籍
に
拠
っ
た
と
し
て
も
︑
其
角
の
詞
書
に
お
け
る
意
味
に
︑
大

き
な
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
其
角
が
踏
ま
え
た
蓋

然
性
が
高
い
﹃
円
機
活
法
﹄
に
よ
っ
て
︑
其
角
の
引
用
し
た
{
谷
﹁
十
日

菊
﹂
詩
の
解
釈
を
進
め
た
い
︒

﹃
円
機
活
法
﹄
で
は
︑
{
谷
の
詩
が
巻
二
十
の
﹁
百
花
門
﹂
に
お
け
る

﹁
十
日
菊
﹂
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
﹁
十
日
菊
﹂
と
い
う
親
項
目

の
次
に
は
︑﹁
叙
事
﹂︑﹁
事
実
﹂︑﹁
品
題
﹂
な
ど
の
子
項
目
が
順
に
並
べ
ら

れ
て
お
り
︑
{
谷
の
漢
詩
は
﹁
蜂
愁
﹂
と
い
う
﹁
事
実
﹂︵
事
例
の
こ
と
︶

に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
(

)
︒︵
以
下
︑
太
字
︑

27

文
字
囲
は
黄
に
よ
る
︒︶

十
日ノ

菊

事
実
残
芳
薛
瑩
カ

詩
ヲ

︵
黄
注
︑
薛
瑩
の
漢
詩
を
略
す
︶
蜂
愁

フ

{
谷
ノ

詩
ニ

節
│

去
リ

蜂
愁
フ
ト
モ

蝶
不
スレ

知
︒
曉
庭
(
レ
)

還
ヲ

繞
ル二

折
リ

残
ス

枝
ヲ一

︒
自
ラ

縁
二ヨ
ル

今
日
人
心
ノ

別
一ナ
ル
ニ

︒
未
二

必
シ
モ

秋
香
一
夜
ニ

衰
ヘ一

︒

右
記
の
通
り
︑
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
の
全
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
次
に

引
用
す
る
の
は
村
上
哲
見
氏
の
訳
文
で
あ
る
(

)
︒

28

節
句
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
を
蜂
は
愁
え
て
い
る
が
︑
蝶
は
気
が
つ
か

な
い
で
︒
あ
け
方
の
庭
に
昨
日
折
り
し
だ
か
れ
た
菊
の
枝
を
な
お
も
飛

び
め
ぐ
っ
て
い
る
︒︵
菊
の
色
香
が
昨
日
と
変
っ
て
み
え
る
の
は
︶
今

日
の
人
の
心
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
︒
花
自
身
の

秋
の
香
が
一
夜
に
し
て
衰
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
︒

右
文
を
換
言
す
る
と
︑
{
谷
は
重
陽
の
節
句
が
終
わ
っ
て
愁
え
る
蜂
と
︑
そ

の
愁
い
や
節
句
の
終
わ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
蝶
と
を
見
た
︒
残
さ
れ
た
枝

を
見
て
歩
く
と
︑
十
日
に
な
っ
て
も
残
菊
の
香
り
は
決
し
て
衰
え
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
︒
菊
の
花
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
た
の
は
︑
人
の
心
が
変

わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
詩
に
は
こ
の
よ
う
な
{
谷
の
愁
い
が
表
現
さ
れ

て
い
る
︒

︵
三
︶
其
角
が
捉
え
た
﹁
十
日
菊
﹂
の
様
相

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
其
角
が
踏
ま
え
た
の
は
{
谷
の
漢
詩
の

う
ち
︑
結
句
の
﹁
い
ま
だ
必
し
も
秋
香
一
夜
に
お
と
ろ
へ
ず
﹂
の
み
で
あ
っ

た
︒
よ
っ
て
︑
其
角
が
捉
え
た
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
は
断
章
取
義
に
よ
っ

て
読
み
取
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
翌
日
に
な
っ
た
と
し
て
も
そ
の
香
り
が
衰
え

な
い
と
い
う
性
質
を
持
つ
花
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
︒

そ
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
︑
芭
蕉
の
発
句
と
関
連
付
け
た
上
で
︑
忘
れ
が
た

い
こ
と
だ
け
は
多
い
も
の
だ
な
︵
傍
線
部
⑭
︶
と
い
う
一
文
を
綴
っ
て
い
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
以
上
を
踏
ま
え
て
其
角
の
詞
書
を
探
究
す
る
と
︑
次
の
よ
う

に
解
釈
で
き
る
︒

猛
暑
に
も
か
か
わ
ら
ず
滾
る
よ
う
に
咲
く
昼
顔
が
憎
ら
し
い
と
思
え
る

程
︑
旅
の
期
間
が
酷
暑
で
甚
だ
に
難
儀
だ
︒
︵
我
々
が
︶
別
れ
た
後
の

こ
と
を
4
ね
ら
れ
た
の
な
ら
ば
︑
{
谷
が
﹁
十
日
菊
﹂
詩
で
歌
っ
た
よ

う
に
︑﹁
重
陽
の
節
句
が
終
わ
り
︑
十
日
に
な
っ
た
と
し
て
も
菊
の
香

が
決
し
て
落
ち
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
答
え
る
だ
ろ
う
︒
あ
る

い
は
︑
芭
蕉
が
発
句
で
詠
ん
だ
よ
う
に
︑﹁
重
陽
の
節
句
の
終
わ
り
︑

翌
朝
に
な
っ
て
残
っ
た
の
は
︑
十
日
の
菊
か
ど
ち
ら
な
の
か
︒
そ
れ
は
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{
谷
の
漢
詩
と
相
通
じ
る
よ
う
に
︑
翌
日
に
残
っ
た
の
は
重
陽
の
節
句

が
終
わ
っ
て
も
衰
え
な
い
十
日
菊
か
﹂︑
と
い
っ
た
よ
う
な
心
情
で
あ

ろ
う
︒
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
く
と
も
︑
忘
れ
が
た
い
事
ば
か
り
多
く
あ
る

も
の
だ
よ
︒

こ
の
よ
う
に
︑
{
谷
の
詩
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
其
角
の
解

し
た
﹁
十
日
菊
﹂
及
び
に
芭
蕉
の
発
句
の
意
味
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

す
な
わ
ち
︑
{
谷
の
漢
詩
は
十
日
に
な
っ
た
と
し
て
も
菊
の
香
り
が
変
わ
ら

な
い
こ
と
を
示
し
た
︒
そ
し
て
︑
中
秋
の
翌
日
に
お
け
る
十
六
夜
の
月
に
対

比
し
て
︑
重
陽
の
節
句
の
翌
日
に
残
っ
た
十
日
菊
を
芭
蕉
は
愛
で
た
︒
其
角

は
芭
蕉
の
発
句
を
{
谷
の
漢
詩
と
関
連
さ
せ
て
捉
え
︑﹁
い
づ
れ
か
今
朝
に

残
る
菊
﹂
の
み
踏
ま
え
た
た
め
︑
翌
日
に
残
っ
た
十
日
菊
の
ほ
う
を
Þ
味
す

る
と
い
う
よ
う
に
受
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
当
時
︑

素
堂
亭
の
俳
諧
興
行
に
お
い
て
︑
其
角
が
詠
ん
だ
一
句
﹁
此
客
を
十
日
の
菊

の
亭
主
あ
り
﹂
に
立
ち
戻
り
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
其
角
は
素
堂
亭
の
宴
会
に

お
い
て
も
﹃
花
摘
﹄
に
お
い
て
も
︑﹁
十
日
菊
﹂
の
ほ
う
を
称
揚
し
て
い
る

た
め
︑
そ
の
姿
勢
が
始
終
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

そ
れ
に
限
ら
ず
︑
こ
の
詞
書
に
お
け
る
前
後
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
︑
其
角
が
別
れ
た
後
も
忘
れ
が
た
い
思
い
出
が
多
い
と
い
う
こ
と
か
ら
︑

﹁
十
日
菊
﹂
に
思
い
出
を
織
り
込
み
︑
別
れ
を
惜
し
む
と
い
う
意
味
を
包
含

し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
素
堂
が
素
堂
亭
の
俳
諧

興
行
に
お
い
て
最
後
に
記
し
た
俳
諧
の
意
味
と
も
符
合
し
て
い
る
た
め
︑
其

角
が
理
解
し
た
﹁
十
日
菊
﹂
は
︑
有
意
義
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
﹃
花
摘
﹄
に
お
け
る
こ
の
記
述
は
︑
旅
に
出
る
粛
山
を
餞
別
す
る
た

め
に
興
行
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
其
角
は
{
谷
の
漢
詩
と
芭
蕉
の
発

句
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
粛
山
の
旅
の
健
闘
を
祈
っ
た
の
で
あ
ろ
う

と
推
測
で
き
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
其
角
が
﹁
十
日
菊
﹂
の
ほ
う
に
比
重
を
か
け
た
こ
と
ば
か

り
で
な
く
︑
{
谷
の
漢
詩
と
芭
蕉
の
発
句
を
含
め
て
全
文
を
読
み
返
す
と
︑

﹁
十
日
菊
﹂
と
は
な
お
い
っ
そ
う
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
花
で
あ
る

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

Ａ
．
翌
日
に
な
っ
た
と
し
て
も
そ
の
香
り
が
衰
え
な
い
花
︒

Ｂ
．
翌
日
に
な
っ
た
と
し
て
も
衰
え
な
い
よ
う
に
︑
旅
の
健
勝
を
祈
る
意

味
が
内
包
さ
れ
る
花
︒

Ｃ
．
忘
れ
が
た
い
こ
と
が
多
い
と
綴
っ
た
よ
う
に
︑
思
い
出
を
盛
り
込
ん

で
惜
別
の
意
を
表
す
花
︒

こ
の
よ
う
な
其
角
の
知
見
を
通
し
て
芭
蕉
の
発
句
が
ど
の
よ
う
に
読
み
直
せ

る
か
︑
次
節
で
検
討
し
た
い
︒

四

其
角
の
理
解
を
通
し
て
読
む
芭
蕉
の
発
句

前
節
に
お
い
て
︑
其
角
の
﹃
花
摘
﹄
の
記
述
か
ら
︑
芭
蕉
の
発
句
は
{
谷

の
﹁
十
日
菊
﹂
詩
の
結
句
﹁
い
ま
だ
必
し
も
秋
香
一
夜
に
お
と
ろ
へ
ず
﹂
と

趣
意
が
通
じ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
示
し
た
︒
も
っ
と
も
第
二
節
に
お
い

て
検
討
し
た
と
お
り
︑
芭
蕉
が
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
所
収
の
元
稹
﹁
十
日
菊
﹂

詩
を
踏
ま
え
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
花
摘
﹄
の
詞
書
に

よ
っ
て
︑
其
角
が
{
谷
の
漢
詩
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
そ
の
﹃
花
摘
﹄
の
記
述
か
ら
み
る
と
︑
貞
享
五
︵
一
六
八
八
︶
年
に
︑

其
角
は
そ
の
一
座
の
連
衆
と
し
て
﹁
此
客
を
十
日
の
菊
の
亭
主
あ
り
﹂
を
詠

ん
で
︑
素
堂
を
﹁
十
日
菊
﹂
の
亭
主
と
し
て
欽
慕
し
︑
そ
の
十
日
菊
の
趣
意

が
{
谷
の
漢
詩
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
量
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

そ
の
一
座
の
連
衆
が
題
﹁
十
日
菊
﹂
を
共
有
し
た
上
で
俳
諧
を
詠
ん
で
い
く
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わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
其
角
の
記
述
を
参
考
に
す
る
と
︑﹁
十
日
菊
﹂
と
い
う

題
も
{
谷
の
詩
題
に
基
く
と
い
う
可
能
性
が
高
い
と
も
い
え
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
芭
蕉
の
発
句
は
﹁
い
ざ
よ
ひ
の
い
づ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊
﹂

と
詠
ま
れ
た
よ
う
に
︑
十
日
菊
は
十
六
夜
の
月
と
比
べ
て
︑
ど
ち
ら
の
ほ
う

が
趣
意
深
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
て
い
る
︒
も
し
其
角
の
解
釈
し
た

よ
う
に
︑﹁
十
日
菊
﹂
の
ほ
う
が
十
六
夜
の
月
よ
り
勝
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
︑
十
六
夜
の
月
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
幸
い
に

し
て
︑
芭
蕉
が
﹁
十
六
夜
﹂
を
以
て
詠
ん
だ
句
は
︑
こ
の
発
句
以
外
に
も
次

の
よ
う
な
三
句
が
あ
る
(

)
︒
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
芭
蕉
が
表
現

29

し
た
﹁
十
六
夜
﹂
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
︒

6
﹁
い
ざ
よ
ひ
も
ま
だ
さ
ら
し
な
の
郡
哉
﹂︵
貞
享
五
︵
一
六
八
八
︶
年

吟
︑﹃
更
級
紀
行
﹄
収
録
︶︒

7
﹁
十
六
夜
や
海
老
ý
る
程
宵
の
闇
﹂︵
元
禄
四
︵
一
六
九
一
︶
年
吟
︑

﹃
�
日
記
﹄
収
録
︶︒

8
﹁
十
六
夜
は
わ
づ
か
に
闇
の
初
哉
﹂︵
元
禄
六
︵
一
六
九
三
︶
年
吟
︑

﹃
続
猿
蓑
﹄
収
録
︶︒

右
の
よ
う
に
︑
ま
ず
︑
発
句
6
は
十
六
夜
の
月
が
﹁
未
だ
更
級
﹂
を
﹁
未
だ

去
ら
じ
﹂
と
い
う
表
現
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
離
れ
が
た
い
余
情

を
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
発
句
7
は
︑
十
六
夜
の
月
が
出
る
ま
で
の
そ
の

�
か
な
間
に
︑
主
人
が
客
人
の
た
め
に
酒
の
肴
の
海
老
を
ý
る
様
子
を
描
き

出
し
︑
十
六
夜
の
月
を
見
る
宴
会
を
想
像
し
た
一
句
で
あ
る
︒
最
後
の
発
句

8
は
︑
十
六
夜
の
月
は
昨
日
の
名
月
と
比
べ
る
と
︑
�
か
に
欠
け
て
い
る
よ

う
で
十
六
夜
と
は
闇
の
初
め
だ
と
感
嘆
し
て
い
る
︒

以
上
の
用
例
か
ら
み
る
と
︑
芭
蕉
に
と
っ
て
十
六
夜
の
月
は
名
残
を
惜
し

む
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
十
五
夜
の
祝
事
の
続
き
で
も
あ
る
と
推
察
さ

れ
る
︒
よ
っ
て
︑
十
六
夜
は
十
日
菊
と
類
似
し
て
い
る
要
素
が
あ
り
︑
よ
り

劣
る
と
は
決
し
て
考
え
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
十
六
夜
の
月
そ
の
も
の
の
様

態
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
十
五
日
の
名
月
よ
り
欠
け
て
い
る
た
め
︑
哀
れ
や

余
韻
の
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
十
日
菊
は

翌
日
に
な
っ
て
も
そ
の
香
り
が
衰
え
る
こ
と
な
い
た
め
︑
重
陽
の
宴
会
を
閉

じ
が
た
く
︑
惜
別
の
意
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
重
陽
の

翌
日
に
ま
た
続
く
宴
会
は
︑
ま
る
で
中
秋
の
名
残
の
十
六
夜
の
よ
う
で
あ
る
︒

け
れ
ど
も
︑
十
日
菊
は
十
六
夜
の
月
と
違
っ
て
︑
翌
日
で
も
萎
れ
ず
に
依
然

と
し
て
香
り
が
よ
く
咲
い
て
い
る
た
め
︑
重
陽
の
興
を
冷
め
さ
せ
る
こ
と
が

な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
十
日
菊
が
十
六
夜
の
月
よ
り
捨
て
が
た
く
︑
名
残

惜
し
い
趣
が
あ
る
と
い
っ
て
も
︑
過
言
で
は
な
い
と
考
え
る
︒

そ
の
上
︑
芭
蕉
の
発
句
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
先
行
研
究
は
芭
蕉
の

発
句
が
詞
書
中
の
﹁
明
年
誰
か
す
こ
や
か
な
ら
ん
事
を
﹂
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
芭
蕉
の
発
句
に
お
い
て
表
現
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
単
な
る
十
六
夜
の
月
と
十
日
菊
を
比
較
す
る
こ
と
に

限
ら
ず
︑
さ
ら
に
そ
の
詞
書
に
対
す
る
応
答
が
こ
の
発
句
を
通
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
改
め
て
其
角
の
理
解
を
反
映

さ
せ
︑
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
を
取
り
入
れ
て
検
討
す
る
と
︑
芭
蕉
の
発
句
は

次
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
︒

︻
詞
書
︼
来
年
︑
こ
の
日
︑
こ
の
一
座
の
中
で
誰
が
元
気
で
無
事
に
暮
ら

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

︻
発
句
︼
中
秋
の
節
句
の
翌
朝
に
残
っ
た
の
は
︑
十
六
夜
の
月
な
の
か
︒

重
陽
の
節
句
の
翌
朝
に
残
っ
た
の
は
十
日
の
菊
な
の
か
︒
翌
日

に
残
っ
た
十
日
菊
の
香
り
は
決
し
て
衰
え
る
ま
い
と
{
谷
の
漢

詩
も
歌
っ
た
よ
う
に
︑
十
日
菊
の
趣
は
欠
け
初
め
る
十
六
夜
の
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月
よ
り
勝
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
翌
日
に
な
っ
た

と
し
て
も
十
日
菊
が
決
し
て
盛
り
を
過
ぎ
な
い
が
た
め
︑
重
陽

の
宴
会
を
締
め
が
た
く
な
っ
て
い
る
︒
ま
あ
︑
た
と
え
散
会
し

た
と
し
て
も
︑
き
っ
と
忘
れ
が
た
い
思
い
出
が
多
く
あ
り
︑
み

ん
な
は
﹁
十
日
菊
﹂
の
よ
う
に
翌
年
で
も
歳
衰
せ
ず
︑
元
気
に

再
会
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
其
角
の
理
解
に
基
づ
い
て
考
え
て
み
る
と
︑﹁
十
日
菊
﹂
は

惜
別
の
意
を
表
す
だ
け
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
翌
日
に
な
っ
て
も
衰
え
な
い
と

い
う
﹁
十
日
菊
﹂
の
含
意
を
通
し
て
︑
来
年
も
健
在
す
る
こ
と
を
祈
る
︑
と

い
う
祝
福
の
意
が
包
含
さ
れ
る
も
の
と
し
て
会
得
さ
れ
る
︒
そ
の
よ
う
な
趣

は
ま
さ
に
芭
蕉
の
詞
書
﹁
明
年
誰
か
す
こ
や
か
な
ら
ん
事
を
﹂
に
応
答
す
る

も
の
と
な
り
︑
其
角
の
理
解
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
と
︑
詞
書
と
発
句
が
一

体
と
な
っ
て
︑
お
互
い
に
照
応
す
る
よ
う
に
響
き
合
っ
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑

﹁
十
六
夜
の
月
﹂
と
い
う
風
情
は
そ
れ
は
そ
れ
で
趣
が
深
い
の
で
あ
る
が
︑

﹁
十
日
菊
﹂
は
別
れ
た
後
で
も
思
い
出
が
多
く
心
に
留
ま
り
︑
お
互
い
の
健

勝
を
祈
る
言
外
の
意
が
内
包
し
て
い
る
た
め
︑
よ
り
佳
賞
す
べ
き
と
い
え
よ

う
︒

五

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
︑
素
堂
亭
で
興
行
さ
れ
た
俳
諧
に
︑
芭

蕉
は
杜
甫
の
漢
詩
を
踏
ま
え
た
上
で
詞
書
を
記
し
た
︒
よ
っ
て
︑
俳
諧
の
題

﹁
十
日
菊
﹂
に
つ
い
て
も
︑
漢
詩
の
詩
題
に
拠
っ
た
可
能
性
が
予
想
さ
れ
る
︒

そ
し
て
当
時
︑
素
堂
亭
の
連
衆
の
一
人
で
あ
る
其
角
は
︑﹃
花
摘
﹄
に
お
い

て
{
谷
の
漢
詩
と
芭
蕉
の
発
句
を
︑
粛
山
を
餞
別
す
る
時
の
俳
諧
に
用
い
︑

別
れ
た
後
で
も
忘
れ
が
た
い
思
い
出
が
多
く
胸
に
刻
む
︑
と
い
う
文
脈
に

よ
っ
て
引
用
し
た
︒
そ
こ
で
︑
其
角
が
捉
え
た
﹁
十
日
菊
﹂
の
意
味
を
通
し

て
芭
蕉
の
発
句
を
吟
味
す
る
と
︑
別
れ
た
後
に
な
お
︑
お
互
い
の
こ
と
を
心

に
刻
み
︑
来
年
に
な
っ
た
と
し
て
も
元
気
に
再
会
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
︑
と

い
っ
た
含
意
を
さ
ら
に
9
み
取
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
意
味
は
︑

ま
さ
に
芭
蕉
の
詞
書
﹁
明
年
誰
か
す
こ
や
か
な
ら
ん
事
を
﹂
と
い
う
問
い
か

け
に
対
す
る
応
答
に
は
な
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
其
角
の
表
現
し
た
﹁
十
日
菊
﹂

に
よ
っ
て
︑
改
め
て
芭
蕉
の
発
句
に
示
唆
さ
れ
た
惜
別
と
祝
福
の
意
が
見
出

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
其
角
の
記
述
に
し
た

が
っ
て
{
谷
の
漢
詩
を
踏
ま
え
︑
題
﹁
十
日
菊
﹂
の
捉
え
方
を
解
き
明
か
し

た
︒
そ
し
て
﹁
十
日
菊
﹂
に
よ
っ
て
︑
一
座
の
健
康
を
祈
る
祝
福
の
意
が
自

然
に
答
え
と
し
て
含
意
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
芭
蕉
の
発
句
に
対
す
る
新

た
な
解
釈
を
試
み
た
︒
以
上
︑
蕉
門
の
受
容
を
検
討
す
る
と
い
う
方
法
を
通

し
て
︑
新
し
い
読
み
方
を
見
出
す
と
い
う
芭
蕉
の
俳
諧
に
つ
い
て
︑
今
後
も

い
っ
そ
う
追
究
し
て
い
き
た
い
︒

注
︵
:
︶
﹃
華
つ
み
﹄
と
も
表
記
す
る
︒
本
文
は
﹃
華
つ
み
﹄︵
元
禄
三
︵
一
六
九
〇
︶

年
刊
︶
東
京
大
学
総
合
図
書
館
・
竹
冷
文
庫
蔵
本
︵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
︶

を
参
照
し
た
︒
な
お
︑
資
料
の
引
用
に
際
し
て
︑
現
在
通
行
の
字
体
を
用
い
︑

適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
︒
そ
し
て
︑
丁
移
り
︑
改
行
は
示
さ
ず
︑
読
み
下
し

文
︑
清
濁
︑
記
号
︑
括
弧
︑
傍
線
は
黄
に
よ
る
︒
ま
た
︑
漢
詩
に
お
け
る
合

字
は
開
き
︑
漢
文
訓
読
の
返
り
点
の
う
ち
︑
欠
落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
は
括
弧
︵

︶
を
付
し
て
補
っ
た
︒
以
下
同
︒

︵
;
︶

例
え
ば
︑
仁
枝
忠
﹃
芭
蕉
に
影
響
し
た
漢
詩
文
﹄︵
教
育
セ
ン
タ
ー
出
版
︑

一
九
七
二
年
︶
や
︑
中
村
俊
定
﹃
芭
蕉
事
典
﹄
︵
春
秋
社
︑
一
九
七
八
年
︶
な
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ど
は
︑
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
の
影
響
を
受
け
た
芭
蕉
の
発
句
を
列
挙
し
た
︒

今
回
取
り
上
げ
た
こ
の
発
句
は
︑
{
谷
の
﹁
十
日
菊
﹂
の
影
響
を
受
け
た
中

の
一
句
で
あ
る
︒

︵
<
︶

岩
田
九
郎
﹃
諸
注
評
釈
芭
蕉
俳
句
大
成
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
六
六
年
︶︒

︵
=
︶

本
文
は
東
京
大
学
総
合
図
書
館
・
洒
竹
文
庫
蔵
本
︵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
︶

に
拠
っ
た
︒
芭
蕉
の
こ
の
発
句
は
︑﹃
�
日
記
﹄
以
外
に
︑
桃
隣
編
﹃
陸
奥

鵆
﹄
︵
元
禄
十
︵
一
六
九
七
︶
年
跋
︶
と
風
国
編
﹃
泊
船
集
﹄︵
元
禄
十
一

︵
一
六
九
八
︶
年
刊
︶
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

︵
>
︶

本
文
は
元
和
九
︵
一
六
二
三
︶
年
刊
本
に
よ
り
︑
本
文
は
尾
形
仂
編
﹃
近

世
前
期
歳
時
記
十
三
種
本
文
集
成
並
び
に
総
合
索
引
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
八
一

年
︶
を
参
照
し
た
︒

︵
?
︶

前
掲
注
︵
>
︶
﹃
近
世
前
期
歳
時
記
十
三
種
本
文
集
成
並
び
に
総
合
索
引
﹄

参
照
︒

︵
@
︶

芭
蕉
以
前
の
俳
諧
に
お
け
る
﹁
十
日
菊
﹂・﹁
残
菊
﹂
に
関
す
る
用
例
は
︑

例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

・﹁
残
る
菊
は
万ま
ん

歳ざ
い

楽ら
く

の
翁
か
な
﹂﹃
崑
山
集
﹄︵
慶
安
四
︵
一
六
五
一
︶
年
刊
︶

・﹁
残
菊
の
う
つ
る
は
取
も
返
さ
れ
じ
﹂﹃
俳
諧
塵
塚
﹄︵
寛
文
十
二
︵
一
六
七

二
︶
年
刊
︶

・﹁
久
し
く
残
る
菊
の
酒
部
屋
﹂﹃
大
坂
桜
千
句
﹄︵
延
宝
六
︵
一
六
七
八
︶
年

刊
︶

・﹁
十
日
の
菊
は
少
霜
い
た
み
﹂﹃
時
勢
粧
﹄︵
寛
文
十
二
︵
一
六
七
二
︶
年
跋
︶

な
お
︑
集
英
社
﹃
日
本
古
典
俳
文
学
大
系
﹄
以
外
に
︑
貞
門
の
一
派
で
あ

る
山
本
西
武
の
﹃
沙
金
袋
﹄︵
延
宝
四
︵
一
六
七
六
︶
年
奥
︶
に
お
い
て
︑

﹁
十
日
菊
﹂
を
類
題
と
さ
れ
た
俳
諧
が
見
出
せ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
俳
書
は
山

本
西
武
一
派
に
偏
っ
て
い
る
た
め
︑
一
般
に
流
布
さ
れ
て
い
な
い
と
推
量
さ

れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
芭
蕉
が
そ
れ
を
参
照
し
た
上
で
︑﹁
十
日
菊
﹂

を
類
題
に
し
た
と
想
像
し
が
た
い
︒
以
上
︑﹃
沙
金
袋
﹄
の
本
文
と
解
題
に
つ

い
て
︑
森
川
昭
氏
解
説
﹃
近
世
文
学
資
料
類
従

古
俳
諧
編
(

)﹄
︵
勉
誠
舎
︑

22

一
九
七
四
年
︶
を
参
照
し
た
︒

︵
C
︶

元
亀
二
︵
一
五
七
一
︶
年
～
承
和
二
︵
一
六
五
三
︶
年
成
︒
本
文
は
慶
安

四
︵
一
六
五
一
︶
年
初
刊
本
に
よ
り
︑
前
掲
注
︵
>
︶﹃
近
世
前
期
歳
時
記
十

三
種
本
文
集
成
並
び
に
総
合
索
引
﹄
参
照
︒

︵
D
︶

本
文
は
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
共
編
﹃
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
﹄
︵
角
川

書
店
︑
一
九
九
九
年
︶
に
拠
っ
た
︒
以
下
︑
該
当
箇
所
を
引
用
し
︑
傍
線
は

黄
に
よ
っ
た
︒

残
菊
│
︻
ざ
ん
ぎ
く
︼
│
重
陽
の
節
句
︑
陰
暦
の
九
月
九
日
を
過
ぎ
て
も

咲
き
残
っ
て
い
る
菊
︒
ま
た
︑
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
咲
い
て
い
る
菊
︒

歌
語
と
し
て
は
﹁
残
れ
る
菊
﹂﹁
残
り
の
菊
﹂
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
︒
︵
中
略
︶
歌
題
と
し
て
は
︑﹁
内
裏
歌
合
永
承
四
年
﹂﹁
六
百
番
歌
合
﹂
な

ど
に
見
え
る
︒
早
く
﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
一
に
﹁
残
菊
詩
﹂
が
あ
り
︑
詩
題
に

も
と
づ
く
歌
題
か
も
し
れ
な
い
︒
﹁
内
裏
歌
合
永
承
四
年
﹂
は
一
一
月
九
日
の

催
し
な
の
で
︑
初
冬
の
景
物
と
し
て
出
題
し
た
と
見
ら
れ
る
︒﹁
六
百
番
歌

合
﹂
で
も
冬
の
題
の
一
と
さ
れ
る
︒

︵

︶

本
文
は
弥
吉
菅
一
・
赤
羽
学
・
西
村
真
砂
子
・
壇
上
正
孝
合
著
﹃
諸
本
対

10

照
芭
蕉
俳
文
句
文
集
﹄︵
清
水
弘
文
堂
︑
一
九
九
七
年
︶
を
参
照
し
た
︒

︵

︶

本
文
は
﹃
杜
律
集
解
﹄︵
天
和
三
︵
一
六
八
三
︶
年
刊
︶︵
長
澤
規
矩
也

11
﹃
和
刻
本
漢
詩
集
成

第
二
輯
﹄
9
古
書
院
︑
一
九
七
五
年
︶
に
拠
っ
た
︒

︵

︶

本
文
は
東
京
大
学
総
合
図
書
館
・
洒
竹
文
庫
蔵
本
︵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
︶

12

に
拠
っ
た
︒

︵

︶

北
村
季
吟
﹃
和
漢
朗
詠
集
注
﹄
寛
文
十
︵
一
六
七
〇
︶
年
刊
︵
和
刻
本
︶︒

13

本
文
は
関
西
大
学
総
合
図
書
館
蔵
本
に
拠
っ
た
︒

︵

︶

芭
蕉
の
﹁
菊
の
後
大
根
の
外
更
に
な
し
﹂
と
い
う
発
句
は
︑
大
島
蓼
太
著

14
﹃
芭
蕉
句
解
﹄
︵
宝
暦
九
︵
一
七
五
九
︶
年
刊
︶
を
初
め
︑
元
稹
の
﹁
十
日
菊
﹂

を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

─ 11 ─



︵

︶

小
学
館
︑
一
九
九
五
年
︒

15
︵

︶

素
堂
の
俳
諧
に
お
け
る
典
拠
・
解
釈
は
︑
赤
羽
学
氏
の
﹃
芭
蕉
講
座
﹄
第

16

五
巻
︵
有
精
堂
︑
一
九
八
五
年
︶轄

藤
才
蔵
編
﹃
連
歌
新
式
古
注
集
﹄︵
古
典

文
庫
︑
一
九
八
八
年
︶
を
参
照
し
た
︒
ま
た
︑﹃
古
事
記
﹄
の
引
用
文
は
﹃
古

事
記
祝
辞
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
五
八
年
︶
に
拠
っ
た
︒
な
お
︑
素
堂
の
引
用

し
た
こ
の
古
歌
の
最
後
は
﹁
日
は
十
日
﹂
と
い
う
五
音
の
み
で
あ
り
︑
原
文

の
﹁
日
に
は
十
日
を
﹂
と
異
な
っ
て
い
る
が
︑﹃
連
歌
新
式
﹄﹁
心
前
注
﹂︵
天

正
十
四
︵
一
五
八
六
︶
年
成
︶
で
記
し
た
古
歌
と
一
致
し
て
い
る
︒
よ
っ
て

素
堂
は
﹃
古
事
記
﹄
の
み
な
ら
ず
︑
特
に
連
歌
書
も
目
に
し
た
と
推
測
で
き

る
︒

︵

︶

本
文
は
前
掲
注
︵
:
︶﹃
華
つ
み
﹄
参
照
︒

17
︵

︶

前
掲
注
︵

︶
﹃
芭
蕉
講
座
﹄
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

18

16

︵

︶

今
栄
蔵
﹃
芭
蕉
書
簡
大
成
﹄︵
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

19
︵

︶

服
部
土
芳
著
︒
本
文
は
﹃
古
典
俳
文
学
大
系

﹄︵
集
英
社
︑
一
九
七
〇

20

10

年
︶
に
よ
り
︑
以
下
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
︒

脇
は
亭
主
の
な
す
事
︑
む
か
し
よ
り
云い
ふ

︒
し
か
れ
ど
も
首
尾
に
も
よ
る
べ

し
︒
客
ほ
句
と
て
︑
む
か
し
は
必
ず
客
よ
り
挨
拶
第
一
に
ほ
句
を
な
す
︒
脇

も
答こ
た
ふる

ご
と
く
に
う
け
て
挨
拶
を
付つ
け

侍
る
也
︒
師
の
い
わ
く
﹁
脇
︑
亭
主
の

句
を
云い
へ

る
所
︑
即
す
な
は
ち

挨
拶
也
︒﹂

︵

︶

本
文
は
今
泉
準
一
﹃
五
元
集
の
研
究
﹄﹁
夏
の
部
﹂︵
桜
楓
社
︑
一
九
八
一

21

年
︶
を
参
照
し
た
︒

︵

︶

前
掲
注
︵
>
︶
﹃
近
世
前
期
歳
時
記
十
三
種
本
文
集
成
並
び
に
総
合
索
引
﹄

22

参
照
︒

︵

︶

芭
蕉
の
発
句
及
び
昼
顔
の
解
釈
は
﹃
松
尾
芭
蕉
集
①
全
発
句
﹄︵
小
学
館
︑

23

一
九
九
五
年
︶
を
参
照
し
た
︒

︵

︶

其
角
が
踏
ま
え
た
漢
詩
の
典
拠
に
つ
い
て
︑
野
村
一
三
﹃
其
角
連
句
全
注

24

釈
﹄
﹁
花
摘
集
﹂
︵
笠
間
書
院
︑
一
九
七
六
年
︶︑
及
び
前
掲
注
︵

︶﹃
五
元

21

集
の
研
究
﹄
を
参
照
し
た
︒

︵

︶

以
上
の
漢
籍
に
つ
い
て
︑﹃
冷
斎
夜
話
﹄
は
寛
文
六
︵
一
六
六
六
︶
年
刊

25
︵
和
刻
本
︶
で
あ
り
︑
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
本
に
拠
っ
た
︒
﹃
詩
人
玉

³
﹄
寛
永
十
六
︵
一
六
三
九
︶
年
刊
︵
和
刻
本
︶
で
あ
り
︑
長
澤
規
矩
也
編

﹃
和
刻
本
漢
籍
隨
筆
集
第
十
七
輯
﹄︵
9
古
書
院
︑
一
九
七
八
年
︶
に
拠
っ
た
︒

﹃
三
体
詩
﹄
は
天
和
四
︵
一
六
八
四
︶
年
刊
︵
和
刻
本
︶
で
あ
り
︑
大
阪
府
立

中
之
島
図
書
館
蔵
本
に
拠
っ
た
︒
﹃
聯
珠
詩
格
﹄
は
無
刊
記
︵
和
刻
本
︶
で
あ

り
︑
大
阪
府
立
図
書
館
中
之
島
蔵
本
に
拠
っ
た
︒

︵

︶
﹃
聯
珠
詩
格
﹄
は
他
の
漢
籍
と
違
っ
て
漢
字
や
訓
読
の
異
同
を
︑
傍
線
に

26

よ
っ
て
次
の
よ
う
に
示
す
こ
と
と
す
る
︒
な
お
︑
本
文
は
前
掲
注
︵

︶
﹃
聯

25

珠
詩
格
﹄
に
拠
っ
た
︒

節
去
リ

蜂
愁
テ

蝶
モ

也
知
ル

︒
曉
庭
和
レシ
テ

露
ニ

折
二

殘
枝
ヲ一

︒

袛
縁
ル二

今
日
人
心
ノ

別
一ナ
ル
ニ

︒
未
二

必
シ
モ

秋
香
ハ

一
夜
ニ

衰
一︒

︵

︶
﹃
円
機
活
法
﹄
延
宝
元
︵
一
六
七
三
︶
年
刊
︵
和
刻
本
︶︒
本
文
は
大
阪
府

27

立
中
之
島
図
書
館
蔵
本
に
拠
っ
た
︒

︵

︶
﹃
三
体
詩
﹄
︵
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
六
六
年
︶︒

28
︵

︶

本
文
解
釈
は
前
掲
注
︵

︶﹃
松
尾
芭
蕉
集
①
全
発
句
﹄
を
参
照
し
た
︒

29

23

︹
付
記
〕

本
稿
は
︑
第
二
十
二
回
神
戸
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
研
究
部
会

︵
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
一
日
於
神
戸
大
学
︶
の
口
頭
発
表
︑
原
題
﹁
芭
蕉
発
句

と
﹃
聯
珠
詩
格
﹄
│
﹁
い
さ
よ
ひ
の
い
つ
れ
か
今
朝
に
残
る
菊
﹂
に
お
け
る
﹁
余

韻
﹂﹂
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
︒
席
上
で
堀
信
夫
先
生
︑
木
越
俊
介
先
生
︑
浜
田
泰

彦
先
輩
を
は
じ
め
︑
諸
先
生
・
諸
先
輩
方
か
ら
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
︒
こ
こ
に

記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
︑
引
用
を
許
可
し
て

く
だ
さ
っ
た
関
係
諸
機
関
の
方
々
に
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
ふ
ぁ
ん
ち
ゃ
ふ
ぇ
い
／
神
戸
大
学
大
学
院
生
︶
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