
嘗
て
「
新
古
今
と
芭
蕉
」
と
題
し
た
小
論
に
お
い
て
、
芭
蕉
を
生

活
と
芸
術
・
現
実
と
理
想
を
、
み
ご
と
に
提
携
抱
合
さ
せ
た
偉
大
な

（
註
１
）

作
家
で
あ
る
と
論
じ
た
時
、
短
歌
の
歴
史
に
あ
っ
て
、
芭
蕉
と
比
肩

し
得
る
偉
業
を
完
成
し
た
作
家
は
、
近
代
の
歌
人
斎
藤
茂
吉
で
あ
ろ

う
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
勿
論
本
筋
か
ら
離
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
印
象
批

評
的
な
附
言
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
今
も
こ
の
言
葉
を
間
違
い
で
は

な
い
と
信
じ
て
い
る
。

両
者
は
確
か
に
、
そ
の
資
質
、
古
典
観
、
創
作
態
度
其
の
他
あ
ら

ゆ
る
面
に
お
い
て
、
著
し
い
類
似
点
を
持
っ
た
作
家
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
小
論
は
茂
吉
に
お
け
る
芭
蕉
の
投
影
を
探
る
と
共
に
、
そ

の
古
典
摂
取
の
態
度
を
中
心
と
し
て
、
両
者
の
芸
術
創
作
態
度
の
親

近
性
を
窺
っ
て
見
た
い
。

○

茂
吉
と
芭
蕉
の
連
関
性
を
主
題
と
し
て
論
じ
た
研
究
は
管
見
に
触

れ
な
い
が
、
両
者
の
芸
術
の
親
近
性
を
暗
示
し
た
言
説
は
、
諾
先
人

茂
吉
と
芭
蕉

茂
吉
さ
芭
蕉

ｌ
そ
の
古
典
摂
取
の
態
度
を
中
心
に
し
て
の
序
説
Ｉ

の
茂
吉
論
中
に
し
ば
し
ば
表
わ
れ
て
い
る
。

茂
吉
の
讃
美
者
で
あ
る
詩
人
佐
藤
春
夫
氏
は
、
茂
吉
を
評
し
て
、

こ
と
ば
を
愛
し
、
「
舌
頭
に
千
転
し
て
」
作
歌
す
る
「
天
衣
無
縫
の
技

巧
家
」
で
あ
り
、
芸
術
派
の
作
家
で
あ
る
と
し
、

茂
吉
は
古
心
を
得
た
近
代
人
が
古
代
の
詩
形
を
愛
用
し
て
ゐ
る

や
う
な
と
で
も
言
へ
ば
よ
か
ら
う
か
。
。
：
…
努
め
て
古
心
に
達
し

た
と
こ
ろ
が
好
も
し
い
と
も
言
は
う
か
。
こ
の
点
茂
吉
は
芭
蕉
に

（
註
２
）

似
て
ゐ
る
。

と
、
・
両
者
の
類
似
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
風
巻
景
次
郎
氏
も
、
茂
吉

の
資
質
に
潜
在
し
た
「
仏
教
的
諦
念
と
、
汎
神
論
的
世
界
観
に
お
い

て
も
、
宋
元
の
芸
術
や
、
芭
蕉
の
心
境
な
ど
と
比
肩
し
得
る
と
こ
ろ

ま
で
行
っ
た
・
・
…
．
。
」
と
論
じ
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
写
生

論
」
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
が
、
「
万
葉
」
風
の
素
朴
な
現
実
主
義
ｌ
日
本
風
の
古
典
的

世
界
ｌ
に
近
い
か
、
「
新
古
今
」
の
感
傷
を
通
過
し
、
宋
学
の
唯
心

一
七
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、

論
的
形
而
上
学
の
影
響
を
も
受
け
た
ら
し
い
芭
蕉
あ
た
り
の
象
徴

（
註
３
）

主
義
に
近
い
か
…
…

と
、
重
大
な
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〃

な
お
、
こ
の
仏
教
的
諦
念
に
関
し
て
、
加
藤
将
之
氏
は
、

そ
の
歌
に
現
は
れ
た
る
無
常
観
は
、
仏
典
や
梁
塵
秘
抄
や
芭
蕉

．
（
註
イ
士
）

俳
譜
な
ど
に
よ
っ
て
も
培
は
れ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
両
者
の
関
連
を
よ
り
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
。

以
上
、
茂
吉
と
芭
蕉
の
親
近
性
に
触
れ
た
二
、
三
の
代
表
的
所
説

を
挙
げ
た
が
、
こ
の
他
、
俳
句
に
お
い
て
生
涯
芭
蕉
を
礼
讃
し
て
や

ま
な
か
っ
た
芥
川
龍
之
介
が
、
短
歌
に
あ
っ
て
は
茂
吉
一
人
に
心
酔

、
‐
）
、
‘

私
の
近
代
短
歌
に
つ
い
て
の
開
眼
は
、
誰
の
手
に
よ
っ
て
で
も

（
註
５
）

な
い
。
斎
藤
茂
吉
の
手
に
よ
っ
て
施
し
て
貰
っ
た
の
で
あ
る
。

と
語
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
或
は
、
子
規
の
流
れ
を
汲
む
ホ
ト

ト
ギ
ス
派
俳
人
達
の
、
↓
茂
吉
短
歌
に
示
す
深
い
理
解
と
共
鳴
等
も
、

茂
吉
短
歌
と
芭
蕉
俳
譜
の
同
質
性
を
暗
示
す
る
力
強
い
事
実
で
あ
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

両
者
の
生
涯
を
一
孵
し
て
も
ｌ
勿
論
、
元
禄
と
近
代
の
生
活
の
差

は
否
み
難
い
が
ｌ
お
の
が
俳
譜
を
夏
炉
冬
扇
と
観
じ
つ
つ
、
尚
こ
の

一
筋
に
つ
な
が
っ
て
一
生
を
終
り
悔
い
な
か
っ
た
芭
蕉
と
、
「
微
か
な

（
註
６
）

る
我
が
歌
よ
、
…
欠
伸
の
如
か
れ
」
と
自
認
し
つ
つ
、
尚
こ
の
伝
来

の
短
歌
形
式
に
執
し
、
「
無
常
の
世
の
短
き
生
涯
に
、
願
は
く
は
ま
こ

鷹

（
註
Ｔ
）

と
の
己
の
一
部
を
残
し
た
い
。
」
と
い
う
悲
願
の
も
と
に
、
死
に
至
る

ま
で
歩
兵
の
如
く
歩
み
つ
づ
け
た
茂
吉
と
の
親
近
性
は
何
人
も
否
定

出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。

期
せ
ず
し
て
、
両
者
の
詩
歌
史
的
位
置
に
関
す
る
評
価
も
叉
す
こ

ぶ
↑
る
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
の
俳
譜
は
「
和
歌
の
伝
統
と
中
国
の
詩
風
と
を
結
合
し
、
日

本
詩
歌
に
一
つ
の
帰
着
点
を
与
へ
た
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
短
歌

の
地
位
を
う
ば
っ
て
、
「
日
本
詩
歌
の
正
系
を
継
承
し
」
大
成
し
た
と

（
註
８
）

す
る
岡
崎
義
恵
氏
等
の
説
は
、
既
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
て
、
茂
吉
の
短
歌
に
対
し
て
も
、
「
古
来
の
純
粋
な
民
族

的
杼
情
詩
の
な
か
に
舶
来
の
近
代
の
心
理
（
そ
れ
も
家
常
茶
飯
の
刻

女
の
心
理
の
流
）
を
具
体
的
に
捕
捉
し
た
も
の
を
、
電
流
の
や
う
に

三
十
一
文
字
の
な
か
に
導
入
し
た
」
も
の
で
、
「
古
来
の
歌
の
完
成
」

（
註
９
）

と
見
る
佐
藤
春
夫
氏
の
提
言
は
、
氏
の
謙
遜
に
も
拘
わ
ら
ず
、
や
が
・

て
定
説
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
よ
う
に
、
両
者
を
共
に
詩
歌
の
伝
統
に
立
脚
し
た
古
典
美
の
大

成
者
と
し
て
賞
讃
す
る
反
面
、
そ
の
現
実
性
に
対
す
る
非
難
が
両
者

の
芸
術
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
点
も
、
亦
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

芭
蕉
に
対
し
て
、
近
藤
忠
義
氏
は
、

そ
の
文
学
活
動
の
他
の
一
端
に
於
て
、
蕉
川
は
一
歩
後
退
し
た
。

そ
れ
は
「
古
典
へ
の
迎
合
」
で
あ
る
。
…
談
林
の
俳
譜
が
、
少
く

と
も
そ
の
題
材
の
上
で
、
既
に
頼
も
し
く
試
み
つ
上
あ
っ
た
近
世

八



町
人
生
活
の
尖
鋭
な
取
り
上
げ
を
、
芭
蕉
に
至
っ
て
遂
に
放
棄
し

た
の
で
あ
る
。
右
の
や
う
な
点
に
、
蕉
風
俳
譜
の
消
極
性
が
あ
り
、

（
註
叩
）

そ
の
近
世
現
実
主
義
に
対
す
る
否
定
的
態
度
が
見
ら
れ
る
。

と
言
い
、
臼
井
吉
見
氏
も
、
折
口
信
夫
氏
の
「
猿
蓑
」
の
古
典
主
義

か
ら
「
炭
俵
」
の
自
然
主
義
へ
と
い
う
鋭
い
芭
蕉
論
に
讃
意
を
表
し

乍
ら
、「

炭
俵
」
の
境
地
に
出
た
芭
蕪
に
と
っ
て
も
、
事
実
尊
重
の
素
朴
な

（
帥
ｕ
）

リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
所
詮
無
縁
だ
っ
た
こ
と
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

と
、
否
定
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

茂
吉
に
対
し
て
も
同
様
で
、
臼
井
氏
嶢
茂
吉
の
写
生
論
の
本
質

が
「
客
観
的
現
実
把
握
の
正
確
さ
よ
り
は
、
『
実
相
に
観
入
』
す
る

『
歌
ど
こ
ろ
の
衝
迫
』
」
に
あ
る
事
を
指
摘
し
、
従
っ
て
彼
に
お
い
て

弓
観
入
』
す
る
『
実
相
』
の
内
容
実
質
、
『
歌
ど
こ
ろ
』
そ
の
も
の
の

内
容
実
質
は
問
題
と
な
る
余
地
が
な
い
。
」
と
論
断
し
、

狭
い
短
歌
、
俳
句
の
世
界
を
越
え
て
文
学
全
般
に
及
ん
で
ゐ
た

子
規
の
明
確
な
現
実
的
批
判
的
精
神
は
茂
吉
に
至
っ
て
著
し
く
稀

．
（
註
哩
一

薄
化
し
た
。

と
慨
嘆
し
、
杉
浦
明
平
氏
は
、
万
葉
調
・
短
歌
形
式
と
い
う
二
面
か

（
註
略
）

ら
「
茂
吉
の
近
代
と
そ
の
敗
北
」
を
語
り
、
佐
藤
春
夫
は
、
茂
吉
の

素
性
の
面
か
ら
、

そ
の
生
活
感
情
の
近
代
性
は
或
は
逼
空
に
及
ば
ず
時
点
空
疎
な

（
註
皿
）

観
念
に
絡
る
も
の
を
見
る
。

茂
吉
と
芭
蕉

、

と
、
惜
し
ん
で
い
る
。

上
来
、
や
上
煩
わ
し
い
ま
で
、
芭
蕉
と
茂
吉
の
芸
術
の
親
近
性
を

示
す
先
人
の
所
説
を
引
用
し
て
来
た
。
さ
て
、
近
代
と
元
祗
、
短
歌

と
俳
譜
と
い
う
、
時
代
、
ジ
ャ
ン
ル
の
相
違
を
越
え
て
、
そ
の
芸
術

の
根
抵
に
見
出
さ
れ
る
類
似
性
は
、
果
し
て
両
者
の
資
質
に
基
い
て
、

何
等
の
影
秒
関
係
な
く
無
縁
に
育
苣
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
如
く
、
茂
吉
は
子
塊
に
よ
っ
て
作
歌
に
出
発
し
、
万
葉
調

に
開
眼
し
た
。
子
規
は
、
万
葉
精
神
を
近
代
に
呼
び
も
ど
す
と
共
に
、

他
面
芭
蕉
を
も
復
活
さ
せ
た
多
力
者
で
あ
る
。
子
規
に
お
い
て
、
万

葉
と
対
塒
し
て
存
在
し
た
芭
蕉
が
、
茂
吉
の
創
作
精
神
に
根
強
い
影

響
を
持
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な

る
ま
い
。

茂
吉
は
、
短
歌
を
「
生
」
の
あ
ら
わ
れ
と
観
、
現
実
に
触
発
さ
れ

た
感
動
を
あ
く
ま
で
も
重
視
し
よ
う
と
す
る
、
純
真
素
朴
な
創
作
の

根
本
精
神
を
万
葉
に
学
び
、
同
時
に
そ
の
感
動
を
生
の
ま
ま
の
吐
露

に
終
ら
せ
ず
、
無
限
を
は
ら
ん
だ
芸
術
美
の
極
致
に
抱
合
昇
華
さ
せ

る
象
徴
的
方
法
を
ひ
そ
か
に
、
芭
蕉
の
俳
譜
に
学
ん
だ
の
は
あ
る
ま

い
か
。
。

以
下
少
し
く
、
茂
吉
に
お
け
る
芭
蕉
の
投
影
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

○

茂
吉
の
芭
蕉
尊
重
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

一
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正
岡
子
規
は
専
門
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
芭
蕉
を
読
み
、
芭
蕉
を

尊
敬
し
た
こ
と
は
論
を
須
ゐ
な
い
が
、
歌
人
と
し
て
も
、
伊
藤
左

千
夫
と
か
長
塚
節
な
ど
は
、
子
規
の
門
人
で
あ
る
か
ら
、
随
分
昔

か
ら
芭
蕉
の
こ
と
を
云
女
し
て
ゐ
た
。
長
塚
節
の
も
の
に
芭
蕉
の

影
響
の
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
僕
ら
が
芭
蕉
を
尊
敬
す
る

（
註
脂
）

に
至
っ
た
の
は
、
さ
う
い
ふ
先
輩
の
教
に
本
づ
い
て
ゐ
る
：
．
…

右
の
文
に
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
茂
吉
の
芭
蕉
へ
の
開
眼
は
、

彼
が
短
歌
創
作
に
志
し
た
明
治
三
十
八
、
九
年
の
頃
に
一
初
ま
り
、
子

規
や
彼
の
師
左
千
夫
、
先
輩
節
な
ど
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
彼
が
芭
蕉
に
強
い
関
心
を
示
し
た
こ
と
は
、
芭
蕉
の

（
註
氾
）

句
集
や
俳
論
を
愛
読
し
て
い
る
事
実
が
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

芭
蕉
な
ど
の
社
会
上
の
位
置
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
。

佐
友
博
士
の
説
に
拠
る
と
極
め
て
地
味
な
寂
し
い
も
の
で
あ
っ
た

ら
し
い
。
お
れ
の
目
か
ら
涙
が
湧
い
て
く
る
。
勿
体
な
い
と
恩
ふ

（
註
７
）

の
で
あ
る
。

と
ま
で
の
、
深
い
尊
敬
の
念
を
捧
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
品
の
面
で
も
、
芭
蕉
の
何
の
影
響
を
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
相

当
数
あ
る
。
今
、
｜
初
期
の
作
で
、
茂
吉
自
身
が
影
響
を
認
め
て
い
る

も
の
を
挙
げ
れ
ば
、

蚕
の
部
屋
に
放
ち
し
ほ
た
る
あ
か
ね
さ
す
昼
な
か
り
し
か
ば
首
は

赤
し
も
（
赤
光
）

昼
見
れ
ば
首
筋
あ
か
き
螢
か
な
（
初
版
一
‐
赤
光
１
｜
よ
り
引
用
）

・
二
○

や
な
か
り

よ
ひ
よ
ひ
の
露
ひ
え
ま
さ
る
こ
の
原
に
病
雁
お
ち
て
し
ば
し
だ
に

居
よ
（
た
か
は
ら
）

ぴ
や
う
が
ん

病
雁
の
夜
寒
に
お
ち
て
旅
寝
か
な
（
猿
蓑
）

の
よ
う
に
、
用
語
の
み
で
な
く
、
着
想
の
点
ま
で
類
似
し
た
も
の
を

は
じ
め
、

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

か
が
や
け
る
ひ
と
す
ぢ
の
道
遥
け
く
て
か
う
か
う
と
風
は
吹
き
ゆ

き
に
け
り
（
ぁ
ら
た
ま
）

Ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ

目
を
と
ぢ
て
二
人
さ
び
し
く
か
う
か
う
と
行
く
松
風
の
音
を
こ
そ

聞
け
（
同
）

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ

Ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ

か
う
か
う
と
西
吹
き
あ
げ
て
海
雀
あ
な
た
ふ
と
空
に
澄
み
ゐ
て
飛

ば
ず
（
同
）

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

か
う
か
う
と
（
か
ら
か
ら
と
）
折
ふ
し
喪
し
竹
の
し
も
（
芭
蕉
句
選
拾
遺
）

Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ

あ
ら
た
ふ
と
青
葉
若
葉
の
日
の
光
（
奥
の
細
道
）

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

ち
ひ
さ
け
ど
命
ふ
た
つ
の
光
ら
め
と
を
さ
な
ど
も
照
る
磯
に
著
き

た
り
（
あ
ら
た
ま
）

０
０
０
．

命
ふ
た
つ
中
に
活
た
る
桜
か
な
（
甲
子
吟
行
）

等
が
あ
る
。

其
の
他
、
彼
が
お
蔭
を
豪
っ
た
と
明
記
し
て
い
な
く
て
も
、

Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ

あ
か
あ
か
と
一
本
の
道
と
ほ
り
た
り
た
ま
き
は
る
我
が
命
な
り
け

り
（
あ
ら
た
ま
）

Ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ

あ
か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風
（
奥
の
細
道
）

命
た
え
し
祖
母
の
か
う
べ
剃
り
た
ま
ふ
父
を
囲
み
し
う
か
ら
の



1

○
○
○
０
Ｃ

目
の
な
み
だ
（
あ
ら
た
ま
）

ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ

ゆ
く
春
や
烏
な
き
魚
の
目
は
な
み
だ
（
奥
の
細
道
）
・

程
度
の
部
分
的
な
用
語
の
投
影
を
見
う
る
も
の
、
な
い
し
、
一
首
の

情
調
に
お
い
て
、
芭
蕉
の
句
の
影
響
を
受
け
た
も
の
は
、
恐
ら
く
相

当
数
に
上
る
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
茂
吉
の
短
歌
は
、
万
葉
を
筆
頭
と
し
て
、
焔
大
な
古
典
の

枇
界
を
背
負
っ
て
お
り
、
以
上
の
よ
う
な
芭
蕉
の
何
の
投
影
は
、
と

り
立
て
Ａ
言
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
蝉
こ
こ
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
古
典
摂
取
の
根
本
的
態

度
方
法
に
お
い
て
、
茂
吉
が
示
し
た
芭
蕉
へ
の
共
鳴
で
あ
る
。

芭
蕉
が
日
本
中
世
の
和
歌
連
歌
や
、
中
国
の
杜
子
美
を
深
く
深
仰

し
、
そ
れ
ら
を
自
己
の
俳
詰
の
中
に
摂
取
し
、
生
か
し
て
い
る
事
は

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
に
は
そ
の
取
り
方
が
相
当
露
骨

極
端
な
も
の
も
あ
り
、
批
評
家
の
非
難
を
受
け
て
い
る
程
で
あ
る
。

例
え
ば
、
彼
の
代
表
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
あ
か
あ
か
‐
と
日
は

っ
、
れ
な
く
も
秋
の
風
」
（
奥
の
細
道
道
中
の
吟
）
は
「
は
い
か
い
袋
」

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ
皿
○
○
○

に
よ
る
と
、
「
須
磨
は
暮
れ
明
石
の
方
は
あ
か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な

Ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ

く
も
秋
風
ぞ
吹
く
」
（
作
者
出
典
不
明
）
を
と
っ
た
も
の
だ
と
し
て
い

る
。
こ
の
古
歌
の
出
所
が
分
ら
ぬ
の
で
、
果
し
て
芭
蕉
の
句
が
こ
れ

に
基
づ
く
か
否
か
は
問
題
だ
が
、
も
し
仮
に
こ
の
古
歌
に
と
っ
た
と

す
れ
ば
、
極
め
て
極
端
な
摂
取
と
言
う
外
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
子
規
が
こ
の
句
を
、

茂
吉
と
芭
蕉

芭
蕉
は
之
（
前
掲
の
古
歌
）
を
判
索
し
た
る
に
過
ぎ
ず
し
て
、

（
註
鴫
）

一
文
の
価
値
を
も
有
せ
ざ
る
こ
と
勿
論
な
り

と
酷
評
し
た
の
に
対
し
、
茂
吉
は
反
対
し
て
、

寧
ろ
梅
丸
の
「
た
だ
彼
妙
此
妙
自
然
の
吻
合
を
し
ら
し
む
る
の

（
註
珀
）

み
な
り
。
」
に
従
は
う
。

と
言
い
、若

し
今
こ
の
古
歌
の
存
在
を
仮
定
し
て
論
ず
る
場
合
に
、
芭
蕉

の
何
は
単
に
剰
穎
模
倣
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
予
は
否
定
す

る
の
で
あ
る
。

と
、
こ
の
句
の
価
値
を
認
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
芭
蕉
の
古
典
摂
取
に
対
す
る
理
解
と
共
鳴
は
随
所
に
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
共
鳴
の
根
元
が
、
芭
蕉
の
古
典
摂
取
の
態

度
が
、
単
な
る
用
語
の
形
骸
の
模
倣
に
終
ら
ず
、
「
少
く
と
も
現
実
の

（
註
帥
）

相
か
ら
導
き
入
れ
た
手
法
で
あ
り
「
深
甚
の
性
命
の
交
通
が
あ
っ
て
」

し
か
る
後
の
採
用
に
よ
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。
少
し
く
長
女
で
煩

わ
し
い
が
、
芭
蕉
の
古
典
摂
取
の
態
度
を
賞
讃
し
た
茂
吉
の
言
を
掲

げ
よ
う
。芭

蕉
は
何
も
読
ん
で
ゐ
な
い
や
う
な
顔
付
は
し
て
ゐ
て
も
、
兎

に
角
文
学
の
専
門
家
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
俳
句
に
は
、
実
に
い

ろ
い
ろ
な
も
の
を
採
入
れ
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
採
用
の
為

方
は
、
表
面
的
で
な
い
か
ら
一
寸
見
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
実
は

体
得
し
て
の
採
用
で
あ
る
と
お
も
ふ
。
新
古
今
時
代
の
幽
玄
の
歌
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渦
を
採
入
れ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
が
全
く
変
っ
た
も
の
の
や
う
に
見

え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
・
・
・
…
ひ
そ
か
に
お
も
ふ
に
、
芭
蕉
は
旅
を
し

て
、
実
際
を
観
る
こ
と
あ
れ
ほ
ど
深
か
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
程

度
に
や
は
り
読
書
の
方
に
も
勉
強
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
芭

蕉
が
元
禄
七
年
花
屋
で
蛭
し
た
時
も
、
遺
物
の
中
に
、
孟
浩
然
詩

集
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
、
芭
蕉
は
旅
中
で
も
さ
う
い
ふ
書
物
を
読
ん

だ
こ
と
が
分
か
る
。
た
野
そ
の
通
が
、
馬
琴
な
ど
の
ご
と
く
、
。
ヘ

グ
ン
テ
リ
ー
に
見
え
な
い
か
ら
、
露
骨
で
は
な
い
が
、
読
書
を
す

、
る
に
も
静
か
に
読
書
し
、
一
女
自
分
の
経
験
と
ひ
き
較
べ
て
、
た

埒
の
知
識
と
し
て
で
な
し
に
、
南
ち
に
、
俳
句
力
量
上
の
観
入
と

（
註
訓
）

表
現
と
の
潜
勢
と
し
て
採
入
れ
た
も
の
で
な
か
ら
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
芭
蕉
の
古
典
摂
取
の
態
度
方
法
は
、
と
り
も
直
さ

ず
茂
吉
自
身
の
そ
れ
を
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
茂
吉
は
太
田
水

穗
に
模
倣
剰
籟
と
の
の
し
ら
れ
た
、
前
掲
の
「
病
雁
」
の
歌
の
弁
で
、

古
人
も
病
雁
を
燐
み
、
杜
甫
も
「
弧
雁
不
二
飲
啄
一
飛
鳥
声
念
し

群
」
の
何
が
あ
り
、
芭
蕉
な
ど
も
病
雁
を
歌
っ
て
ゐ
る
が
、
僕
も

自
分
の
感
慨
を
あ
ら
は
し
た
い
と
思
っ
て
「
病
脈
お
ち
て
し
ば
し

だ
に
ゐ
よ
」
と
い
ふ
一
つ
の
歌
を
作
っ
た
。
。
…
：
僕
は
今
健
康
を

害
し
て
ゐ
る
。
そ
の
寂
蓼
の
気
持
が
こ
の
歌
を
成
さ
し
め
た
の
で

（
註
型
）

は
あ
る
ま
い
か
。
．

と
説
い
て
、
彼
の
病
唯
の
歌
が
単
な
る
形
骸
の
模
倣
に
終
る
も
の
で

は
な
く
、
紅
血
を
古
語
に
交
通
さ
せ
た
、
彼
自
身
の
真
実
の
表
現
で

あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
藤
春
夫
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
茂
吉
は
確
か
に
先
天
的
な
伝

統
詩
人
で
あ
る
。

吾
等
が
血
脈
の
中
に
は
祖
先
の
血
が
リ
ヅ
ム
を
打
っ
て
流
れ
て

ゐ
る
。
祖
先
が
想
に
堪
へ
ず
し
て
吐
露
し
た
訶
害
が
、
祖
先
の
分

（
註
泌
）

身
た
る
吾
等
に
親
し
く
な
い
と
は
吾
等
に
と
っ
て
虚
偽
で
あ
る
。

と
い
う
宿
命
的
な
儒
念
に
立
脚
し
て
、
古
人
の
榊
神
を
尊
び
、
そ
の

精
神
を
宿
し
た
古
語
の
声
調
を
、
摂
取
し
、
体
得
し
、
そ
の
中
に
近

代
人
茂
吉
の
紅
血
を
通
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

元
脈
の
庶
民
生
恭
を
古
典
美
の
祉
界
に
引
き
上
げ
た
芭
蕉
の
俳
譜

も
、
近
代
の
現
実
を
古
典
美
へ
昇
華
せ
し
め
た
茂
吉
の
短
歌
も
、
共

に
如
上
の
古
典
摂
取
の
根
本
態
度
か
ら
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

茂
吉
は
自
己
の
短
歌
に
古
語
を
採
肘
す
る
こ
と
を
論
じ
た
条
で
「

赤
草
紙
所
載
の
蕉
翁
句
作
の
有
様
を
読
む
と
、
決
し
て
我
等
の
態
度

（
註
型
）

の
邪
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
が
彼
の
「
短

歌
写
生
の
説
」
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
当
る
こ
と
を
思
う
時
、

と
り
わ
け
大
き
く
苗
蕪
が
茂
吉
の
芸
術
の
方
向
を
決
定
す
る
押
在
と

な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
。

○

以
上
、
芭
蕉
と
茂
吉
の
関
連
を
述
べ
た
が
、
噸
み
て
、
引
川
文
の

多
い
ま
と
ま
り
の
な
い
文
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
両
者
の
関
係
を

見
る
上
で
、
宗
教
の
問
題
ｌ
茂
吉
が
十
五
才
の
頃
、
僧
侶
に
な
ろ
う

二二



と
し
た
事
や
、
芭
蕉
と
仏
頂
和
尚
と
の
関
係
に
比
す
べ
き
、
茂
吉
と

佐
原
震
応
和
尚
と
の
関
係
ｌ
、
芭
蕉
俳
諭
と
茂
吉
の
写
生
説
の
類
似

点
、
改
作
・
虚
構
等
に
対
す
る
両
者
の
態
度
、
其
の
他
、
触
れ
た
い

問
題
が
多
女
あ
っ
た
が
、
想
を
ま
と
め
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。

／
た
だ
こ
こ
で
は
、
万
葉
と
な
ら
ん
で
芭
蕉
俳
譜
が
茂
吉
の
短
歌
の

方
向
を
決
定
づ
け
る
大
き
な
力
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い

う
試
論
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
。
〃
（
一
九
五
六
、
二
、
九
）

註
１
立
命
館
女
学
一
九
五
二
、
第
九
○
、
九
一
合
併
号

註
２
「
茂
吉
小
論
」
（
藤
森
明
夫
編
「
斎
藤
茂
吉
の
人
間
と
芸
術
‐
｜
所
収
）

註
３
「
近
代
詩
人
と
し
て
の
斎
藤
茂
吉
」
（
交
学
一
九
五
三
年
七
月
号
）

註
４
中
野
重
治
著
「
斎
藤
茂
吉
ノ
オ
ト
」
十
一
「
宗
教
的
と
い
ふ
こ
と
」
よ

註 註註
131211

二P三F＝＝合二P二F

i了土il士同土・日土両ﾆヒ

1 09876

言士
n－L
fｰ

0

「
芭
蕪
に
お
け
る
虚
麟
の
意
味
」
（
文
学
一
九
五
二
年
二
月
号
）

「
茂
吉
の
問
題
」
（
短
歌
誌
一
‐
八
雲
」
二
十
三
年
新
年
号
）

「
茂
吉
の
近
代
と
そ
の
敗
北
」
（
文
学
一
九
五
二
年
二
月
号
）

茂
吉
と
芭
蕉

中
村
草
田
男
氏
の
「
俳
人
の
眼
に
映
ず
る
茂
吉
先
生
」
（
茂
吉
全
集

月
報
３
）
よ
り
引
用

童
馬
漫
語
羽
偶
語
（
全
集
十
四
巻
四
九
頁
）

同
右
。
幅
作
歌
の
態
度
（
同
右
二
八
頁
）

「
芭
蕉
の
史
歌
史
的
地
位
」
（
解
釈
と
鑑
賞
・
二
八
年
十
月
号
）

「
斎
藤
茂
吉
の
人
及
び
文
学
」
（
雑
誌
「
短
歌
」
二
九
年
三
月
号
）

「
日
本
文
学
原
諭
」
第
五
章
町
人
文
学
論
第
三
節
近
壯
リ
ァ

リ
ズ
ム
参
照

り
引
用

附
記
ｌ
本
稿
校
正
途
中
柴
生
田
稔
氏
が
「
茂
吉
と
俳
句
」
と
い
う
一
文
を
雑

誌
「
俳
句
」
（
角
川
書
店
刊
）
六
月
号
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
茂
吉
と
芭

蕉
の
関
係
に
つ
い
て
種
々
説
い
て
い
ら
れ
る
。
参
考
の
た
め
こ
こ
に
附
記

す
る
。
（
一
九
五
六
、
五
、
三
一
）

註註註註註註註註
2423222120191817

註註註
161514

「
茂
吉
小
論
」
（
前
出
）

自
作
「
病
雁
」
の
歌
の
弁
（
全
集
十
八
巻
二
三
六
頁
）

童
馬
漫
語
だ
、
師
、
や
「
万
葉
尊
重
、
詞
の
吟
味
に
就
て
‐
’
（
全
集

十
四
巻
二
七
八
頁
）
其
の
他
参
照
。

童
馬
漫
語
粥
短
歌
作
者
（
全
集
十
四
巻
一
三
五
頁
）

子
規
－
１
芭
蕉
雑
談
」

「
万
葉
の
諏
重
、
詞
の
吟
味
に
就
て
」
（
全
集
十
四
巻
三
○
○
頁
）

同
右
（
二
九
八
頁
）
・

「
炳
雁
」
と
い
ふ
語
に
就
て
（
全
集
十
八
巻
二
○
三
頁
）

自
作
一
病
雁
」
の
歌
の
弁
（
全
集
十
八
巻
一
二
九
頁
）

童
馬
漫
語
肥
歌
こ
と
ば
（
全
集
十
四
巻
三
○
頁
）

「
こ
と
ば
の
吟
味
に
つ
い
て
」
（
全
集
十
四
巻
二
七
八
頁
）

L

三
二二


