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元
禄
時
代
の
俳
諧
が
蕉
風
一
辺
倒
で
は
な
く
、
数
多
の
宗
匠
・
点
者
た
ち
で
俳
壇
が
群

雄
割
拠
の
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
も
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
。
そ
れ
を
総
体
と
し

て
と
ら
え
る
た
め
の
「
元
禄
俳
諧
」
と
い
う
術
語
も
、
俳
諧
研
究
の
世
界
で
は
普
及
し
て

久
し
い
も
の
の
、
作
品
の
解
明
ま
で
が
格
段
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
状
況

へ
の
反
省
か
ら
、
未
注
釈
の
連
句
作
品
を
選
び
、
評
釈
・
分
析
し
て
い
く
こ
と
を
思
い
立
っ

た
。
そ
の
第
一
弾
と
し
て
、
今
回
は
、
無む

倫り
ん

編
『
俳諧
紙か
み

文ば
さ
み夾
』（
元
禄
十
年
秋
序
）
に
収

め
ら
れ
る
、
不
角
・
無
倫
・
里
風
・
我
笑
・
和
英
に
よ
る
五
吟
歌
仙
を
対
象
と
す
る
。
同

書
は
、
無
倫
が
一
座
し
た
歌
仙
四
巻
な
ど
を
収
め
る
江
戸
の
俳
書
で
、
連
衆
に
は
江
戸
を

代
表
す
る
調
和
・
山
夕
・
立
志
・
艶
士
・
不
角
ら
が
名
を
揃
え
る
ほ
か
、
蕉
門
の
嵐
雪
の

参
加
も
見
ら
れ
て
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
上
下
二
冊
か
ら
な
り
（
当
該
歌
仙
は
下
巻
所

収
）、
上
巻
は
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
他
蔵
、
下
巻
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
雲
英
文
庫
蔵
。

編
者
の
無
倫
は
江
戸
本
材
木
町
に
住
む
俳
諧
師
で
、
志
村
氏
。
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）

に
六
十
九
歳
で
没
す
る
の
で
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
は
そ
の
四
十
三
歳
に
当
た
る
。

当
興
行
の
主
賓
た
る
不
角
は
、
俳
諧
師
の
ほ
か
に
書
肆
も
営
む
立
羽
定
之
助
で
、
こ
の
時

【
審
査
論
文
】
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元
禄
期
の
俳
諧
の
内
実
を
探
る
た
め
に
、
蕉
風
以
外
の
未
注
釈
文
献
か
ら
興
味
深
い
連
句
作
品
を
選
び
、〔
見
込
〕〔
趣
向
〕〔
句
作
〕
の
三
段
階
分
析
の
手
法
を
用
い
て
、
各
付
合
の
あ

り
よ
う
を
分
析
す
る
。
本
稿
は
そ
の
第
一
弾
で
あ
り
、
無む

倫り
ん

編
『
俳諧
紙か
み

文ば
さ
み夾
』（
元
禄
十
年
秋
序
）
に
収
め
ら
れ
る
、
不
角
・
無
倫
・
里
風
・
我
笑
・
和
英
に
よ
る
五
吟
歌
仙
を
対
象
と
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
分
析
に
よ
り
、
当
歌
仙
で
も
心
付
（
句
意
付
）
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
な
が
ら
、
前
句
に
ふ
さ
わ
し
い
場
面
を
想
像
し
、
位
を
重
視
し
て
付
け
る
と
い
う
芭
蕉

流
の
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
ず
、
詞
の
連
想
に
頼
っ
た
側
面
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
　
俳
諧
・
元
禄
期
・
連
句
・
無
倫
・
紙
文
夾
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浦
辺
の
秋
夕
に
独
自
の
閑
寂
味
を
見
い
だ
し
た
の
に
対
し
、
自
分
の
見
る
景
観
に
は
紅
葉

が
あ
る
か
ら
、
淋
し
み
の
味
わ
い
も
半
分
に
割
り
引
か
れ
る
の
だ
と
す
る
。
と
同
時
に
、

こ
れ
は
、
片
面
だ
け
が
赤
い
「
裏
紅
葉
」
の
意
を
掛
け
た
洒
落
な
の
で
も
あ
ろ
う
。
俳
諧

に
お
け
る
「
秋
の
暮
」
は
、
秋
の
夕
暮
の
意
に
も
暮
秋
の
意
に
も
用
い
、
両
意
を
兼
ね
て

詠
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
場
合
、
定
家
歌
と
の
関
係
か
ら
、「
秋
の
夕
暮
」

の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
紅
葉
と
の
兼
ね
合
い
に
よ
り
、
時
節
が
秋
の
終
わ

り
近
く
で
あ
る
こ
と
の
含
意
も
あ
る
と
見
て
お
く
。

　
　
　

千
鳥
雁か
り

金が
ね

游お
よ

ぐ
海あ

士ま

が
子	

無
倫

　

脇　
　
　

秋
九
月
（
雁
金
）　

生
類
鳥
・
水
辺
用
・
人
倫

〔
句
意
〕
千
鳥
や
雁
と
と
も
に
、
漁
師
の
子
た
ち
も
泳
い
で
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
浦
辺
の
紅
葉
を
詠
ん
だ
こ
と
に
着
目
し
、
②
紅
葉
と
連
想
関
係
に
あ

る
雁
を
想
起
し
な
が
ら
、
そ
の
時
分
の
浦
で
見
ら
れ
そ
う
な
光
景
を
探
り
、
③
千
鳥
や
雁

が
泳
ぎ
、
海
士
の
子
も
ま
た
泳
ぐ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
千
鳥
」
は
、
チ
ド
リ
科
の
鳥
と
特
定
す
れ
ば
冬
の
季
詞
、
多
数
の
鳥
を
さ
す

一
般
語
と
見
れ
ば
雑
の
扱
い
に
な
り
、
詩
歌
に
詠
ま
れ
た
千
鳥
が
そ
の
い
ず
れ
に
な
る
か

の
分
別
は
難
し
い
。
こ
こ
は
発
句
に
合
わ
せ
て
秋
季
た
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
後

者
と
見
て
お
く
。「
雁
金
」
は
「
雁
が
音
」
に
同
じ
く
、
本
来
は
雁
の
鳴
き
声
を
さ
し
、

転
じ
て
雁
そ
の
も
の
を
さ
す
こ
と
も
多
く
、
諸
書
に
九
月
の
扱
い
。
多
く
は
マ
ガ
ン
を
さ

し
、日
本
に
は
秋
に
渡
来
し
、湖
沼
や
湾
な
ど
に
群
生
し
て
、春
に
北
方
へ
帰
る
。「
海
士
」

は
海
や
湖
で
漁
業
に
従
事
す
る
人
で
、「
浦
」
と
は
密
接
な
連
想
関
係
に
あ
る
。
そ
の
子

ど
も
で
あ
る
か
ら
、
水
の
冷
た
さ
に
は
慣
れ
て
い
て
、
秋
の
終
わ
り
こ
ろ
で
も
平
然
と
泳

ぐ
と
し
た
も
の
か
。「
紅
葉
」
と
「
雁
」
は
連
想
関
係
（『
類
船
集
』
に
「
紅
葉
→
雁
」「
雁

→
紅
葉
」）。「
海
士
」
は
「
浦
の
苫
屋
」
か
ら
の
連
想
（
そ
こ
に
は
謡
曲
「
松
風
」
の
詞

章
が
介
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）
で
あ
る
と
同
時
に
、成
語
「
天
津
雁
金
」
か
ら
「
天
」

は
三
十
六
歳
。
和
英
は
調
和
の
養
子
と
な
っ
て
そ
の
俳
系
を
継
い
だ
人
。
里
風
号
の
人
は

複
数
い
て
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
こ
こ
は
蘭
台
・
無
倫
・
艶
士
ら
の
興
行
に
た
び
た
び
参

加
す
る
里
風
と
見
て
間
違
い
な
く
、
不
角
の
撰
集
に
も
入
集
す
る
ほ
か
、
元
禄
十
七
年
・

宝
永
二
年
に
は
自
ら
歳
旦
帖
を
出
し
て
い
る
。
我
笑
号
も
複
数
の
人
が
い
る
中
、
こ
こ
は

無
倫
・
艶
士
ら
の
周
辺
に
い
た
人
と
お
ぼ
し
い
。
芭
蕉
が
没
し
て
三
年
、
不
角
・
無
倫
に

調
和
門
の
和
英
と
い
う
、
江
戸
の
非
蕉
門
系
で
は
主
力
級
の
人
々
が
顔
を
合
わ
せ
、
果
た

し
て
い
か
な
る
俳
諧
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
が
、
こ
の
歌
仙
に
対
す
る
主
た
る
関
心
事
に

な
る
。
各
付
合
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
①
作
者
は
前
句
を
ど
う
理
解
し
、
と
く
に
ど
の

点
に
着
目
し
た
か
〔
見
込
〕、
②
そ
の
見
込
に
基
づ
き
、
こ
の
句
で
は
ど
の
よ
う
な
場
面
・

情
景
・
人
物
像
な
ど
を
描
こ
う
と
考
え
た
か
〔
趣
向
〕、
③
そ
の
趣
向
に
従
い
、
ど
の
よ

う
な
素
材
・
表
現
を
選
ん
で
一
句
に
ま
と
め
た
か
〔
句
作
〕、
と
い
う
三
段
階
に
よ
る
分

析
方
法
を
用
い
る
。
底
本
に
は
『
江
戸
書
物
の
世
界
』（
笠
間
書
院　

平
成
22
年
刊
）
所

収
の
翻
刻
本
文
を
用
い
、
雲
英
文
庫
蔵
本
を
参
照
し
た
。
句
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、
原

典
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
つ
つ
、
字
体
は
通
行
の
も
の
に
統
一
し
、
濁
点
と

振
り
仮
名
（
カ
ナ
は
原
典
に
あ
る
通
り
）
を
私
に
付
し
た
。

　　
　
　
　
　

歌
仙

　
　
　

浦う
ら

紅も
み
ぢ葉
半
分
淋さ
び

し
秋
の
暮	

不
角

　

発
句　
　

秋
九
月
（
紅
葉
・
秋
の
暮
）　

水
辺
体
・
植
物
木
・
夜
分

〔
句
意
〕
秋
も
深
ま
り
ゆ
く
夕
暮
の
浦
辺
に
は
、
紅
葉
の
赤
が
き
わ
だ
っ
て
、
こ
れ
を
定

家
に
な
ぞ
ら
え
て
言
え
ば
、
半
分
だ
け
さ
び
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〔
備
考
〕「
浦
紅
葉
」
は
「
浦
の
紅
葉
」
を
縮
約
し
た
表
現
ら
し
く
、
海
（
な
い
し
湖
）

の
入
江
あ
た
り
に
見
ら
れ
る
紅
葉
と
い
う
こ
と
で
、「
紅
葉
」
は
諸
書
に
九
月
の
扱
い
。

こ
の
措
辞
は
、藤
原
定
家
「
見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
」

（『
新
古
今
集
』）
を
踏
ま
え
る
に
相
違
な
く
、定
家
が
花
も
紅
葉
も
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
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る
時
は
、
当
ら
ず
し
か
も
外
さ
ゞ
り
け
り
」
を
踏
ま
え
る
と
お
ぼ
し
く
、
こ
の
元
に
あ
る

仏
国
禅
師
の
和
歌
「
公
案
提
撕
の
心
を
／
た
て
ぬ
ま
と
ひ
か
ぬ
弓
に
て
は
な
つ
矢
は
あ
た

ら
ず
な
が
ら
は
づ
れ
ざ
り
け
り
」（『
仏
国
禅
師
集
』）
が
禅
の
公
案
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
本
来
こ
れ
は
悟
入
の
境
地
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
、
未
熟
な
腕
で
引
く
よ
り
は
引
か
な
い
方
が
ま
し
だ
と
い
う
、
一
種
の
揶
揄
め
い
た
言

と
見
た
方
が
よ
く
、
そ
れ
は
前
句
の
「
あ
ぶ
な
〳
〵
」
を
危
う
げ
な
手
つ
き
と
見
込
ん
で

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

敷し
き
し
ま島
の
国
い
よ
や
か
に
撫ぶ

民み
ん

体た
い	

和
英

　

初
オ
５　

雑

〔
句
意
〕
日
本
は
た
し
か
に
民
を
安
心
さ
せ
る
国
の
あ
り
よ
う
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
不
戦
の
教
え
を
言
っ
た
も
の
と
見
て
取
り
、
②
よ
く
治
ま
っ
て
い
さ

か
い
の
な
い
社
会
を
想
定
し
、③
日
本
国
で
民
が
安
寧
に
暮
ら
す
の
は
明
ら
か
だ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
敷
島
の
」
は
「
大
和
」
に
掛
か
る
枕
詞
で
、
転
じ
て
大
和
国
や
広
く
日
本
国

を
さ
す
。
こ
こ
で
の
「
敷
島
の
国
」
も
、
日
本
と
い
う
国
を
大
き
く
表
し
て
い
る
と
見
て

よ
か
ろ
う
。「
い
よ
や
か
」
は
樹
木
な
ど
が
高
く
そ
び
え
立
つ
さ
ま
か
ら
、
厳
か
な
あ
り

よ
う
を
表
す
語
で
、
さ
ら
に
物
事
が
明
確
な
こ
と
を
も
さ
す
。「
撫
民
」
は
為
政
者
が
国

を
し
っ
か
り
治
め
民
を
い
た
わ
る
こ
と
で
、「
…
…
体
」
は
そ
の
よ
う
な
さ
ま
で
あ
る
こ

と
。
歌
論
用
語
に
「
○
○
体
」
が
あ
り
、「
敷
島
の
道
」
が
和
歌
を
さ
す
と
い
う
知
識
も
、

一
句
の
措
辞
を
定
め
る
上
で
、
作
者
の
脳
裡
に
あ
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

楊や
う

枝じ

六
寸
尺し
や
くの
白し
ら

箸は
し	

執
筆

　

初
オ
６　

雑

〔
句
意
〕
楊
枝
は
六
寸
の
長
さ
が
あ
り
、
白
箸
も
何
尺
と
い
う
長
さ
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
国
が
よ
く
治
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、
②
そ
の
こ
と
を
何

と
の
音
通
で
導
き
出
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
。

　
　
　

あ
ま
そ
ゝ
ぎ
あ
ぶ
な
〳
〵
の
月
影
に	

里
風

　

第
三　
　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
影
）　

月
の
句　

降
物
・
天
象
・
夜
分

〔
句
意
〕
雨
だ
れ
が
落
ち
、
月
影
も
危
な
っ
か
し
い
さ
ま
で
あ
っ
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
雁
金
を
飛
翔
す
る
雁
と
見
換
え
、
②
海
士
と
同
音
の
雨
を
想
起
し
つ

つ
、
雁
に
付
き
物
の
月
を
思
い
寄
せ
、
③
雨
に
危
な
げ
な
風
情
の
月
と
雁
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
あ
ま
そ
ゝ
ぎ
」
は
「
雨
注
ぎ
」
で
、
雨
だ
れ
や
霧
雨
を
さ
し
、
和
歌
で
は
軒

端
に
落
ち
る
水
滴
を
詠
む
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
は
、
前
句
の
「
海
士
」
と
の
音
通
か
ら
導

か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
歌
題
に
「
雲
間
雁
」「
雨
中
雁
」
な
ど
が
あ
る
こ
と
も
、
こ
の

句
で
雨
を
出
す
一
因
か
も
し
れ
な
い
。「
雁
」
と
「
月
」
は
付
合
語
の
関
係
（『
類
船
集
』

に
「
雁
→
月
」）。「
あ
ぶ
な
〳
〵
」
は
形
容
詞
「
危
な
し
」
の
語
幹
を
重
ね
た
も
の
で
、

副
詞
と
し
て
お
そ
る
お
そ
る
の
意
に
な
る
一
方
、
危
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
表
現
で
も
あ

る
。
あ
る
い
は
、
分
相
応
の
意
を
も
つ
「
あ
ふ
な
あ
ふ
な
」（
両
語
は
語
源
を
等
し
く
す

る
と
も
言
わ
れ
る
）
を
掛
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
木
村
尚
志
氏
の
教
示
）。

　
　
　

弓
の
極ご
く

意い

は
引ひ
か

ず
放は
な
たず	

我
笑

　

初
オ
４　

雑

〔
句
意
〕
弓
を
射
る
際
の
奥
義
は
、弦
を
引
く
こ
と
も
矢
を
放
つ
こ
と
も
し
な
い
こ
と
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
誰
か
が
霧
中
で
お
そ
る
お
そ
る
行
動
し
て
い
る
と
見
換
え
、
②
月
か

ら
弓
を
想
起
し
、
危
な
げ
に
弓
を
射
よ
う
と
す
る
者
と
こ
れ
に
注
意
を
与
え
る
者
を
想
定

し
て
、
③
弓
の
秘
訣
は
引
か
ず
放
た
ず
だ
と
い
う
、
教
訓
的
な
言
辞
で
一
句
に
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
の
付
合
は
、「
月
」
を
「
弓
」
に
見
立
て
る
常
套
的
な
発
想
（『
類
船
集
』
に
「
月

←
弓
」）
に
多
く
を
よ
っ
て
い
よ
う
。「
極
意
」
は
学
問
や
技
芸
で
核
心
を
突
く
重
要
な
こ

と
が
ら
。「
引
ず
放
ず
」
は
、
謡
曲
「
放
下
僧
」
の
「
引
か
ぬ
弓
、
は
な
さ
ぬ
矢
に
て
射
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〔
句
意
〕
芳
順
の
家
の
節
振
舞
は
仏
様
を
迎
え
て
行
な
わ
れ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
先
代
の
死
去
に
伴
う
世
代
交
代
と
見
込
み
、
正
月
の
飾
り
を
詠
ん
だ

こ
と
に
も
着
目
し
て
、
②
新
年
の
行
事
で
評
判
に
な
っ
た
も
の
は
な
い
か
と
探
り
、
③
芳

順
家
で
は
仏
を
客
と
し
て
節
の
振
舞
が
盛
大
に
な
さ
れ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
仏
」
は
仏
陀
や
仏
像
の
ほ
か
、
死
者
・
僧
侶
・
仏
教
徒
か
ら
慈
悲
深
い
人
や

お
人
よ
し
ま
で
を
さ
す
語
。「
芳
順
」
は
吉
原
遊
廓
で
遊
女
屋
を
営
む
山
本
芳
順
（
芳
潤

と
も
）
の
こ
と
ら
し
く
、
承
応
・
明
暦
の
こ
ろ
、
太
夫
の
勝
山
が
風
呂
屋
女
か
ら
そ
の
抱

え
と
な
っ
て
全
盛
を
誇
っ
た
こ
と
は
、『
色
道
大
鏡
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
著
名
。「
節
」
は

季
節
の
変
わ
り
目
の
行
事
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
式
目
的
に
春
季
で
あ
る
べ
き
こ
と
か
ら
、

正
月
に
馳
走
を
す
る
節
振
舞
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
。「
芳
順
が
節
」
は
未
詳
な
が
ら
、
世

間
で
も
話
題
と
な
る
よ
う
な
節
の
振
舞
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
と
お
ぼ
し
く
、
そ
れ
は
亡

く
な
っ
た
先
代
な
ど
の
供
養
の
た
め
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

薄う
す

霞が
す
み

瓦く
わ

焼と
う

口ぐ
ち

か
ら
富
士
見
え
て	

我
笑

　

初
ウ
３　

三
春
（
薄
霞
）　

聳
物
・
居
所
・
山
類
・
名
所

〔
句
意
〕
火か

灯と
う

口ぐ
ち

か
ら
は
、
薄
く
霞
が
た
な
び
く
向
こ
う
に
富
士
山
が
見
え
て
い
て
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
芳
順
な
る
風
流
人
が
好
人
物
を
集
め
て
の
振
舞
と
見
換
え
、
②
気
の

よ
い
人
を
集
め
て
の
茶
会
を
想
定
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
気
持
ち
の
よ
い
景
観
は
何

か
と
探
り
、
③
薄
霞
が
た
な
び
き
、
茶
室
の
入
口
か
ら
は
富
士
も
見
え
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
瓦
焼
口
」
は
未
詳
。「
瓦
焼
」
は
瓦
を
焼
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
窯
の
燃

や
し
口
を
さ
す
と
い
う
考
え
方
も
、
一
応
は
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
前
句
と

の
つ
な
が
り
が
説
明
で
き
ず
、こ
こ
は
「
火
灯
口
（
瓦
灯
口
）」
の
こ
と
か
と
推
察
さ
れ
る
。

「
火
灯
口
」
は
家
の
壁
な
ど
に
設
け
る
火
灯
形
（
上
が
狭
く
下
が
広
が
っ
た
方
形
）
の
出

入
り
口
の
こ
と
で
、
と
く
に
茶
室
の
出
入
り
口
を
い
う
場
合
が
多
い
。

か
身
近
な
も
の
で
表
そ
う
と
考
え
、
地
獄
・
極
楽
で
の
箸
の
逸
話
を
思
い
寄
せ
て
、
③
人
々

が
使
う
楊
枝
も
箸
も
非
常
に
長
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
楊
枝
」
は
歯
の
掃
除
を
す
る
た
め
の
細
く
短
い
木
の
棒
で
、「
白
箸
」
は
木
地

の
ま
ま
漆
な
ど
を
塗
っ
て
い
な
い
白
木
の
箸
。「
六
寸
」
は
約
十
八
セ
ン
チ
、「
尺
」
は
約

三
十
セ
ン
チ
の
長
さ（
こ
こ
は「
尺
の
」で
何
尺
か
の
長
さ
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
）

で
あ
る
か
ら
、「
楊
枝
六
寸
」
も
「
尺
の
白
箸
」
も
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
は
、

極
楽
で
は
三
尺
も
の
長
箸
で
互
い
に
食
べ
さ
せ
合
う
と
さ
れ
る
民
間
伝
承
を
踏
ま
え
、
さ

ら
に
楊
枝
を
加
え
て
、
前
句
の
治
国
ぶ
り
を
強
調
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

娵よ
め

の
代よ

に
な
る
楪
ゆ
づ
り
はや
大
カ
ヾ
ミ
グ
サ根	

無
倫

　

初
ウ
１　

春
一
月
（
楪
・
大
根
）　

人
倫
・
植
物
木
・
植
物
草

〔
句
意
〕
財
産
の
譲
与
も
す
ん
で
嫁
の
代
と
な
っ
た
正
月
、楪
や
大
根
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
白
箸
を
雑
煮
箸
と
見
込
み
つ
つ
、
長
い
楊
枝
や
白
箸
を
実
用
と
は
別

の
縁
起
物
と
見
て
、
②
正
月
に
何
か
め
で
た
い
こ
と
が
重
な
っ
た
家
を
想
像
し
、
③
若
い

世
代
に
家
産
が
譲
ら
れ
た
家
で
は
、
正
月
の
飾
り
物
も
め
で
た
げ
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
こ
こ
で
の
「
娵
（
嫁
）
の
代
に
な
る
」
は
、
舅
・
姑
が
隠
居
し
て
息
子
が
家
長

と
な
り
、
そ
の
妻
が
家
計
の
実
権
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。「
楪
」
は
ト
ウ

ダ
イ
グ
サ
科
の
常
緑
高
木
で
、
新
葉
・
旧
葉
の
交
代
が
目
立
つ
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
付

い
た
と
い
う
。
こ
れ
が
新
年
や
祝
事
の
飾
り
物
に
用
い
ら
れ
る
の
も
、
交
代
（
た
と
え
ば

財
産
の
移
譲
）
と
い
う
象
徴
的
意
味
を
認
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
こ
で

も
「
楪
」
に
は
「
譲
り
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。「
か
が
み
ぐ
さ
（
鏡
草
）」
は
元
日

の
宮
中
で
鏡
餠
の
上
に
置
い
た
輪
切
り
大
根
の
こ
と
で
、
大
根
そ
の
も
の
を
も
さ
す
。

　
　
　

仏ほ
と
けを
客
に
芳は
う

順じ
ゆ
んが
節セ
チ	

不
角

　

初
ウ
２　

春
一
月
（
節
＝
節
振
舞
）　

釈
教
・
人
倫
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身
投
」
に
「
い
ま
だ
十
歳
の
う
ち
に
し
て
、
底
の
水
屑
と
な
ら
せ
給
ふ
」
と
あ
る
の
を
受

け
る
。「
綾
錦
」
は
美
し
い
衣
服
を
い
う
語
で
、
安
徳
の
着
て
い
た
美
装
を
さ
す
。

　
　
　

篝か
が
りは
炭
に
月
も
宵よ
い
や
み闇	

和
英

　

初
ウ
６　

秋
八
月
な
い
し
三
秋
（
月
）　

月
の
句　

天
象
・
夜
分

〔
句
意
〕
篝
火
の
材
は
炭
と
な
っ
て
消
え
、
月
も
ま
だ
出
な
い
宵
闇
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
安
徳
入
水
の
一
件
を
扱
っ
た
こ
と
を
受
け
と
め
、
②
そ
の
際
の
あ
た

り
の
様
相
を
想
像
し
、
平
家
の
命
運
と
同
じ
く
そ
の
夜
は
暗
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
、

③
宵
闇
に
篝
火
も
消
え
て
あ
た
り
は
暗
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
篝
」
は
鉄
製
の
籠
に
松
材
を
盛
っ
て
燃
や
す
火
の
こ
と
で
、
夜
の
照
明
に
用

い
る
。
こ
こ
は
そ
の
松
材
が
炭
に
な
り
、
灯
り
が
消
え
た
と
い
う
こ
と
。「
宵
闇
」
は
満

月
以
後
の
十
六
日
か
ら
二
十
日
こ
ろ
、
月
の
出
が
遅
い
た
め
宵
の
間
が
暗
い
こ
と
。『
類

船
集
』
に
「
篝
火
→
月
遅
き
夜
」
が
付
合
語
と
し
て
登
載
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
壇
ノ
浦

で
の
平
家
滅
亡
は
三
月
二
十
四
日
で
あ
っ
た
の
を
、こ
こ
で
は
秋
季
に
取
り
な
し
て
い
る
。

　
　
　

山
寺
の
門か

ど

田た

の
鳴な
る

子こ

筆
の
軸	

里
風

　

初
ウ
７　

秋
八
月
（
鳴
子
）　

釈
教

〔
句
意
〕
山
寺
の
門
の
近
く
に
あ
る
田
で
は
筆
の
軸
で
鳴
子
を
作
り
設
け
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
篝
を
鳥
獣
よ
け
の
た
め
と
見
換
え
、
②
収
穫
を
間
近
に
し
た
田
園
風

景
を
想
定
し
、
鳥
獣
に
荒
ら
さ
れ
な
い
た
め
の
別
の
工
夫
は
何
か
と
考
え
、
③
山
寺
の
前

の
田
で
は
鳴
子
が
筆
の
軸
で
作
っ
て
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
門
田
」
は
門
の
近
く
に
あ
る
田
。「
鳴
子
」
は
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
を

防
ぐ
た
め
の
仕
掛
で
、『
毛
吹
草
』
等
の
諸
書
に
八
月
の
扱
い
。
短
い
竹
筒
を
板
に
掛
け

連
ね
、
付
け
た
縄
や
綱
を
引
い
て
鳴
ら
す
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
筒
の
代
わ
り
に
古

い
筆
の
軸
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

鵃み
さ
ごの
か
け
る
あ
た
ら
鯐
す
ば
し
り	

里
風

　

初
ウ
４　

雑　

生
類
鳥
・
生
類
魚

〔
句
意
〕
か
わ
い
そ
う
に
、
ミ
サ
ゴ
が
ボ
ラ
の
稚
魚
を
捕
え
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
富
士
を
茶
室
か
ら
眺
め
る
遠
景
と
見
定
め
、
②
そ
の
近
景
に
は
海
が

広
が
っ
て
い
る
と
考
え
、
こ
こ
か
ら
目
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
光
景
を
探
り
、
③
鯔ぼ

ら

の
稚
魚

が
惜
し
く
も
雎み
さ
ご鳩
に
捕
ま
っ
た
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
鵃
」
は
、「
鵃
鮓
集
」
と
い
う
用
例
（
文
化
十
五
年
の
士
由
編
『
美
佐
古
鮓
』

の
内
題
）
か
ら
推
し
て
、
ワ
シ
タ
カ
科
の
鳥
で
あ
る
雎
鳩
を
さ
す
と
見
ら
れ
る
。「
か
け

る
」
に
は
獣
・
鳥
・
魚
な
ど
を
捕
え
る
意
味
が
あ
り
、
こ
こ
は
鵃
が
鯐
を
捕
獲
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
鯐
」
は
「
洲
走
」
に
同
じ
く
、出
世
魚
と
さ
れ
る
鯔
の
稚
魚
の
称
で
、

体
長
五
～
十
セ
ン
チ
程
度
の
も
の
を
さ
す
と
い
う
。「
あ
た
ら
」は
惜
し
い
こ
と
に
の
意
で
、

こ
こ
は
小
魚
が
鳥
に
捕
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
、
ま
だ
幼
い
命
な
の
に
と
大
げ
さ
に
言
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
雎
鳩
も
鯔
も
元
禄
こ
ろ
の
歳
時
記
類
に
は
登
載
が
な
い
。

　
　
　

安あ
ん
と
く徳
の
入じ
ゆ
す
い水
滓ミ
ク
ヅの
綾あ
や

錦に
し
き	

不
角

　

初
ウ
５　

雑　

人
倫
・
水
辺
用
・
衣
類

〔
句
意
〕
安
徳
天
皇
が
入
水
さ
れ
て
、
華
麗
な
衣
装
の
ま
ま
海
の
水
屑
と
な
っ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
海
辺
に
お
け
る
生
命
の
争
い
と
見
て
、
②
海
辺
で
く
り
広
げ
ら
れ
た

人
の
争
い
と
し
て
源
平
の
合
戦
を
想
起
し
た
上
で
、
平
家
終
焉
の
場
面
を
思
い
浮
か
べ
、

③
安
徳
は
綾
錦
の
ま
ま
入
水
し
て
水
屑
に
な
っ
た
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
安
徳
」
は
八
十
一
代
の
安
徳
天
皇
。
高
倉
天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ
り
、
清
盛

の
娘
徳
子
を
母
と
し
て
生
ま
れ
、
三
歳
で
即
位
し
た
も
の
の
、
平
家
の
滅
亡
と
命
運
を
と

も
に
し
、
壇
ノ
浦
の
海
に
沈
ん
で
八
年
の
生
涯
を
閉
じ
る
。「
滓
」
は
屑
・
澱
な
ど
を
さ

す
字
で
、『
書
言
字
考
節
用
集
』
等
に
は
ミ
ク
ヅ
の
読
み
が
あ
る
。「
水
屑
」
は
水
中
の
ご

み
を
さ
し
、
は
か
な
い
命
を
た
と
え
る
の
に
用
い
ら
れ
、
こ
こ
は
『
平
家
物
語
』「
先
帝
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見
ぬ
色
専イ
ト
ヾふ
か
き
勾こ
う
た
う当	

我
笑

　

初
ウ
10　

雑　

恋
（
色
…
ふ
か
き
）　

人
倫

〔
句
意
〕
相
手
の
容
姿
が
見
え
な
い
た
め
、い
っ
そ
う
色
欲
を
つ
の
ら
せ
る
勾
当
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
元
服
後
の
髪
を
さ
わ
っ
て
恋
情
を
冷
ま
し
て
い
る
も
の
と
見
定
め
、

②
そ
れ
を
若
衆
が
好
き
な
盲
人
ゆ
え
の
行
為
と
と
ら
え
、
そ
の
人
の
好
色
ぶ
り
を
描
こ
う

と
し
て
、
③
な
ま
じ
見
え
な
い
た
め
に
勾
当
は
ま
す
ま
す
情
欲
を
深
く
す
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
色
」
は
色
彩
の
ほ
か
に
容
貌
や
愛
情
な
ど
を
も
表
す
語
で
、「
色
深
し
」
に
は

色
欲
が
強
い
と
い
う
意
味
が
あ
り
、こ
こ
で
も
容
姿
と
情
欲
の
両
意
で
働
い
て
い
る
。「
専
」

は
モ
ハ
ラ
・
タ
ク
メ
な
ど
と
も
読
み
、
専
一
に
集
中
す
る
こ
と
を
表
す
字
で
、『
書
言
字

考
節
用
集
』
等
に
は
イ
ト
ド
の
音
が
あ
る
。「
い
と
ど
」
は
程
度
が
さ
ら
に
は
な
は
だ
し

い
さ
ま
を
表
す
副
詞
。「
勾
当
」
は
盲
人
の
官
職
で
、
検
校
・
別
当
の
下
で
座
頭
の
上
位

に
当
た
る
。
髪
を
握
っ
た
の
を
盲
人
ゆ
え
と
見
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
一
種
の
理
屈
が
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
五
感
の
一
が
欠
如
す
る
と
他
が
敏
感
に
な
る
と
さ
れ
、
そ
れ
が
色
情

に
も
関
連
す
る
と
の
俗
説
も
、
こ
の
付
合
を
成
り
立
た
せ
る
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

名め
い
し
よ
か
う

所
香
片か
た

座ざ

は
花
の
吉
野
方が
た	

無
倫

　

初
ウ
11　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句　

芸
能
・
名
所

〔
句
意
〕
名
所
香
の
片
側
は
吉
野
に
ち
な
む
桜
花
の
座
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
目
に
見
え
な
い
趣
を
探
る
意
と
取
り
な
し
、
②
そ
れ
は
鼻
で
当
て
る

香
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
花
の
定
座
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
つ
つ
、
組
香
の
場
を
想
像
し
て
、

③
名
所
香
の
片
座
は
花
の
吉
野
方
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
名
所
香
」
は
香
道
に
お
け
る
組
香
（
あ
る
主
題
に
沿
っ
て
複
数
の
香
木
を
た

き
、
そ
の
香
を
言
い
当
て
る
こ
と
）
の
一
つ
。
盤
上
に
桜
と
紅
葉
の
立
物
（
造
り
物
）
を

立
て
、
香
を
当
て
た
ら
そ
れ
を
動
か
し
て
勝
負
を
競
う
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
、
桜
の

名
所
で
あ
る
吉
野
と
紅
葉
の
名
所
で
あ
る
龍
田
の
争
い
を
か
た
ど
っ
て
も
い
た
。「
片
座
」

　
　
　

傘か
さ

の
庵い
ほ
りに
蔦つ
た

の
這は

ふ
迄	

無
倫

　

初
ウ
８　

秋
八
月
（
蔦
）　

居
所
・
植
物
草

〔
句
意
〕
傘
の
形
の
庵
に
蔦
が
這
い
ま
つ
わ
る
ほ
ど
、こ
こ
で
の
暮
ら
し
も
長
く
な
っ
た
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
山
奥
で
自
給
自
足
す
る
寺
と
見
込
み
、
②
住
職
は
土
地
に
根
付
い
て

ひ
っ
そ
り
暮
ら
す
と
考
え
、③
傘
の
よ
う
な
庵
に
蔦
が
這
う
ま
で
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
傘
の
」
は
傘
や
笠
の
よ
う
な
形
状
を
し
て
い
る
こ
と
（「
傘
」
と
「
笠
」
は
通

用
）
で
、
こ
こ
は
小
さ
な
庵
が
屋
根
に
す
っ
か
り
覆
わ
れ
た
恰
好
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て

い
よ
う
。
な
お
、筆
の
先
端
に
か
ぶ
せ
る
鞘
を
笠
と
も
い
い
（『
類
船
集
』
に
「
笠
→
筆
」）、

こ
の
付
合
に
は
そ
う
し
た
詞
の
連
想
が
介
在
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。「
蔦
」
は
ブ
ド
ウ

科
の
落
葉
性
つ
る
植
物
で
、『
は
な
ひ
草
』
等
の
諸
書
に
八
月
の
扱
い
。

　
　
　

元げ
ん
ぷ
く服
の
髪
を
握
ツ
て
さ
む
る
恋	

和
英

　

初
ウ
９　

雑　

恋
（
さ
む
る
恋
）

〔
句
意
〕
元
服
を
し
た
者
の
剃
っ
た
髪
を
握
っ
て
は
、
恋
も
す
っ
か
り
冷
め
て
し
ま
う
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
隠
棲
す
る
道
心
者
の
住
居
と
見
換
え
、
②
そ
う
し
た
人
に
は
性
愛
の

対
象
と
な
る
美
少
年
が
い
る
は
ず
と
考
え
、
そ
の
恋
の
終
わ
る
場
面
へ
と
想
像
を
進
め
、

③
前
髪
を
落
と
し
た
元
服
後
の
姿
に
は
恋
も
冷
め
て
し
ま
う
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
元
服
」
は
主
と
し
て
男
子
の
成
人
の
儀
式
を
い
い
、
十
五
・
六
歳
こ
ろ
に
行
な

う
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
以
後
は
前
髪
や
月
代
を
剃
り
落
と
す
の
が
習
い
。
元
服
す
る
前
の

少
年
は
広
く
若
衆
と
呼
ば
れ
る
一
方
、「
若
衆
」
は
衆
道
（
男
色
の
性
愛
）
の
対
象
と
な

る
美
少
年
を
さ
す
語
で
も
あ
り
、
前
髪
は
若
衆
の
美
の
象
徴
と
も
さ
れ
て
い
た
。「
寺
」

と
「
若
衆
」
が
付
合
語
で
あ
る
よ
う
に
（『
類
船
集
』
に
「
若
衆
→
寺
」「
寺
→
若
衆
」）、

僧
侶
と
衆
道
の
縁
は
深
く
、
こ
こ
で
も
〈
庵
住
→
道
心
者
→
衆
道
〉
と
い
う
連
想
が
働
い

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
打
越
の
「
山
寺
」（『
類
船
集
』
に
「
山
寺

→
児
」）
か
ら
三
句
が
ら
み
の
気
味
も
感
得
さ
れ
る
。



『
紙
文
夾
』「
浦
紅
葉
」
歌
仙
分
析
（
佐
藤
）

（
七
）　

248

た
衣
類
を
さ
す
。「
沙
弥
」
は
仏
門
に
入
っ
て
修
行
を
す
る
未
熟
な
僧
。「
着
初
」
は
「
着

衣
始
」
に
同
じ
く
、
正
月
三
が
日
の
吉
日
を
選
び
、
新
し
い
着
物
を
着
る
儀
式
。

　
　
　

降ふ
リ
年
告つ
ぐ

る
神
の
啼な
き
ざ
る猿	

里
風

　

名
オ
２　

雑　

神
祇
・
生
類
獣

〔
句
意
〕
猿
が
鳴
い
て
今
年
は
降
り
年
で
あ
る
と
い
う
神
の
告
げ
を
伝
え
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
身
な
り
を
潔
斎
の
一
環
と
見
て
、
②
民
の
困
窮
を
救
お
う
と
修
行
者

が
神
意
を
伺
う
場
面
を
想
定
し
、
③
神
の
使
い
で
あ
る
猿
が
鳴
い
て
、
旱
魃
を
救
う
降
り

年
に
な
る
こ
と
を
告
げ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
降
リ
年
」
は
未
詳
な
が
ら
、
雨
が
よ
く
降
る
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
啼
猿
」

は
鳴
き
声
を
上
げ
て
い
る
猿
の
こ
と
で
、
テ
イ
エ
ン
と
い
う
読
み
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
な

が
ら
、
こ
こ
は
ナ
キ
ザ
ル
と
訓
に
読
ん
で
お
き
た
い
。
そ
の
鳴
き
声
を
神
の
お
告
げ
と
見

た
の
で
あ
り
、
猿
を
神
と
し
て
あ
が
め
る
信
仰
も
古
く
か
ら
あ
る
一
方
、
比
叡
山
と
習
合

す
る
近
江
の
日
吉
大
社
や
各
地
の
日
吉
神
社
・
日
枝
神
社
で
は
猿
が
神
使
と
さ
れ
る
。

　
　
　

早さ
お
と
め

乙
女
の
早さ

う
か歌

御ぎ
よ
せ
い製
に
節ふ
し
つ
け付
て	

不
角

　

名
オ
３　

夏
五
月
（
早
乙
女
）　

人
倫
・
芸
能

〔
句
意
〕
早
乙
女
た
ち
は
御
製
歌
に
節
を
付
け
て
早
歌
に
し
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
豊
年
の
約
束
と
い
っ
た
こ
と
を
感
じ
取
り
、
②
そ
の
こ
と
を
信
じ

て
田
植
に
精
を
出
す
さ
ま
を
想
像
し
、
そ
こ
に
は
神
意
に
も
つ
な
が
る
何
か
特
殊
な
要
素

が
あ
る
は
ず
と
考
え
、
③
早
乙
女
の
早
歌
は
御
製
に
節
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
早
乙
女
」
は
田
植
え
を
す
る
少
女
ら
の
こ
と
で
、
本
来
は
田
の
神
に
奉
仕
す

る
特
定
の
女
性
を
さ
し
た
と
さ
れ
る
。「
早
歌
」
は
中
世
歌
謡
で
あ
る
宴
曲
の
別
称
で
、

少
し
速
い
拍
子
で
演
じ
た
こ
と
に
よ
る
命
名
。
こ
こ
は
テ
ン
ポ
よ
く
歌
わ
れ
る
田
植
歌
を

さ
す
と
お
ぼ
し
く
、「
早
歌
」
の
語
の
選
択
に
は
、「
早
乙
女
」
の
「
早
」
か
ら
の
連
想
も

は
片
方
の
座
と
い
う
こ
と
で
、
ヘ
ン
ザ
の
読
み
が
知
ら
れ
る
用
例
（『
海
道
記
』
等
）
は

あ
る
も
の
の
、
こ
こ
は
組
香
を
競
う
二
座
の
片
方
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
カ
タ
ザ
と

読
ん
で
よ
い
と
判
断
す
る
。「
花
の
吉
野
」
は
桜
花
の
名
所
で
あ
る
吉
野
山
と
い
う
こ
と
。

「
方
」
は
接
尾
辞
的
な
用
法
で
、
あ
る
一
方
の
側
を
さ
し
、
こ
こ
は
名
所
香
の
一
方
が
桜

の
立
物
を
使
う
こ
と
を
さ
す
。
た
だ
事
実
そ
の
ま
ま
の
一
句
で
あ
り
、
付
合
も
〈
見
ぬ
→

嗅
覚
→
香
道
〉
と
い
う
連
想
に
よ
っ
た
ま
で
で
、
ひ
ね
り
に
は
乏
し
い
。

　
　
　

屠と

そ蘇
呑の
み
ま
け負
て
水
を
罰ば
つ
ぱ
い盃	

不
角

　

初
ウ
12　

春
一
月
（
屠
蘇
）　

食
物

〔
句
意
〕
屠
蘇
酒
を
飲
む
競
争
に
負
け
て
、
水
を
罰
杯
と
し
て
飲
む
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
名
所
香
と
い
う
勝
負
を
扱
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
②
負
け
た
側
に
は

罰
が
あ
る
と
し
て
罰
杯
を
想
起
し
つ
つ
、
前
句
と
は
別
の
酒
を
飲
み
合
う
勝
負
に
連
想
が

及
び
、
③
屠
蘇
を
飲
む
勝
負
に
敗
れ
た
罰
は
水
を
飲
む
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
屠
蘇
」
は
漢
方
薬
の
屠
蘇
散
を
酒
や
味
醂
に
ひ
た
し
、
元
日
の
祝
儀
に
飲
む

薬
酒
。
一
般
的
な
「
罰
盃
」
は
、
罰
と
し
て
無
理
に
酒
を
飲
ま
せ
る
こ
と
を
い
い
、
詩
歌

を
作
る
才
な
ど
を
競
っ
て
敗
れ
た
者
に
飲
ま
せ
る
場
合
が
多
い
。

　
　
　

白し
ろ

無む

垢く

に
木
綿
を
沙し
や

弥み

の
着き
そ

初は
じ
め	

我
笑

　

名
オ
１　

春
一
月
（
着
初
）　

衣
類
・
釈
教
・
人
倫

〔
句
意
〕
真
っ
白
い
下
着
に
木
綿
物
を
身
に
付
け
る
の
が
沙
弥
の
着
衣
始
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
民
間
に
多
く
見
ら
れ
る
正
月
の
光
景
と
見
て
、
②
同
じ
時
期
に
行
な

わ
れ
る
行
事
と
し
て
着き

衣そ

始は
じ
めを
思
い
起
こ
し
つ
つ
、
一
般
と
は
別
で
修
行
に
励
む
人
の
あ

り
よ
う
を
想
像
し
、
③
沙
弥
の
着
衣
始
は
白
無
垢
に
木
綿
の
衣
を
着
る
こ
と
だ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
白
無
垢
」
は
染
め
て
い
な
い
白
の
反
物
や
そ
れ
を
使
っ
て
縫
っ
た
着
物
を
い

い
、こ
こ
は
白
い
絹
に
よ
る
下
着
。「
木
綿
」
は
「
木
綿
物
」
の
こ
と
で
、木
綿
の
糸
で
織
っ
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る
こ
と
も
含
意
す
る
。
最
初
は
二
荒
山
と
呼
ば
れ
、後
に
日
光
と
改
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、

語
呂
の
面
か
ら
も
ニ
コ
ウ
ザ
ン
と
読
ん
で
お
き
た
い
。
朝
鮮
通
信
使
の
旅
程
で
は
、
江
戸

の
後
に
日
光
に
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。「
責
る
」
は
強
く
求
め
る
の
意
が
相
当

し
よ
う
。「
面
」
に
は
音
読
符
が
あ
り
、
メ
ン
と
読
ま
せ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
も
、
意
味

上
は
、
相
手
の
厚
か
ま
し
さ
を
非
難
す
る
ツ
ラ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
看
取
す
べ
き
と
こ
ろ
。

「
や
有
」
の
係
り
結
び
も
反
語
の
意
で
、
や
は
り
非
難
を
込
め
た
表
現
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　

立た
ち

な
が
ら
図ず
ス
飛ひ

鳥ち
や
う

雲く
も
み
づ水	

無
倫

　

名
オ
６　

雑　

生
類
鳥

〔
句
意
〕
立
っ
た
ま
ま
の
姿
勢
で
飛
ぶ
鳥
や
雲
・
水
な
ど
を
描
い
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
日
光
社
参
の
際
の
出
来
事
と
見
換
え
、
②
気
ま
ま
な
要
求
を
す
る
の

は
お
付
き
の
絵
師
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
人
の
作
画
の
様
子
を
想
像
し
て
、
③
立
っ
た

ま
ま
飛
鳥
・
雲
水
を
描
い
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
徳
川
の
歴
代
将
軍
は
家
康
の
命
日
（
四
月
十
七
日
）
に
東
照
宮
を
参
拝
す
る
習

い
が
あ
り
、
そ
の
様
子
を
描
い
た
社
参
図
が
多
く
残
る
の
で
、
画
家
も
同
行
し
て
い
た
と

見
ら
れ
る
。「
図
ス
」
は
絵
に
描
く
こ
と
。「
飛
鳥
」
に
は
音
読
符
、「
雲
水
」
に
は
訓
読

符
が
あ
る
の
で
、
ヒ
チ
ョ
ウ
・
ク
モ
ミ
ズ
と
読
む
。「
飛
鳥
」
は
飛
ぶ
鳥
の
こ
と
で
、「
雲

水
」
は
雲
や
水
な
ど
。
い
ず
れ
も
自
由
な
動
き
を
本
領
と
す
る
も
の
で
あ
り
、そ
れ
ら
は
、

描
く
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
描
く
主
体
の
あ
り
よ
う
を
も
表
象
し
て
い
よ
う
。

　
　
　

雪ゆ
き

獅じ

し子
の
風
に
を
の
れ
を
吹ふ
き

破や
ぶ

リ	

和
英

　

名
オ
７　

冬
十
一
月
（
雪
獅
子
）　

降
物

〔
句
意
〕
雪
で
作
っ
た
獅
子
が
風
に
吹
か
れ
、
己
の
姿
を
崩
し
つ
つ
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
自
然
を
愛
し
て
興
の
向
く
ま
ま
に
行
動
す
る
さ
ま
を
見
て
取
り
、

②
「
雲
→
雪
」
の
連
想
を
介
し
、童
心
の
ま
ま
雪
像
を
作
っ
て
遊
ぶ
さ
ま
を
想
像
し
つ
つ
、

あ
ろ
う
。「
御
製
」
は
天
皇
が
詠
ん
だ
和
歌
や
詩
文
。

　
　
　

笠
お
う
へ
い
な
毛け

唐と
う
じ
ん人
共ど
も	

和
英

　

名
オ
４　

雑　

人
倫

〔
句
意
〕
笠
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
横
柄
な
態
度
の
外
国
人
た
ち
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
特
別
な
客
に
対
し
て
演
じ
ら
れ
る
芸
能
と
見
定
め
、
②
〈
早
乙
女
→

笠
→
唐
人
〉
と
い
う
連
想
に
よ
り
、
そ
の
客
と
し
て
外
国
人
を
思
い
寄
せ
、
ど
の
よ
う
な

態
度
で
あ
ろ
う
か
と
想
像
し
、
③
笠
も
取
ら
ず
に
無
礼
な
毛
唐
人
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
田
植
歌
」
は
田
植
の
場
に
お
け
る
労
働
歌
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
分
に
芸
能

化
し
て
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
お
う
へ
い
」
は
「
横
柄
」
で
、
奢
っ
た
態
度

を
と
り
無
礼
で
あ
る
こ
と
。「
毛
唐
人
」
は
外
国
人
を
卑
し
め
て
い
う
語
。
こ
こ
は
長
崎

の
商
館
に
居
留
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
や
朝
鮮
通
信
使
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
将
軍

へ
の
拝
謁
の
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ら
が
江
戸
に
赴
い
た
際
の
も
て
な
し
を
想
像
し
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
七
句
を
隔
て
る
と
は
い
え
、「
傘
」
と
「
笠
」
の
重
出
は
、

不
用
意
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
早
乙
女
」
も
「
唐
人
」
も
「
笠
」
と
連
想

関
係
に
あ
る
（『
類
船
集
』
に
「
笠
→
早
乙
女
・
唐
人
」）。

　
　
　

日に

光く
わ
う

山ざ
ん

た
ば
こ
を
責せ
む

る
面め

ん

や
有あ
る	

里
風

　

名
オ
５　

雑　

名
所
・
山
類

〔
句
意
〕
日
光
山
で
も
煙
草
を
ね
だ
る
と
は
、
ど
の
面つ
ら

を
下
げ
て
の
こ
と
な
の
か
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
外
国
人
を
朝
鮮
通
信
使
と
見
定
め
、
②
そ
の
横
柄
さ
の
一
端
を
具
体

的
に
描
こ
う
と
考
え
、
通
信
使
は
日
光
に
も
寄
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
③
家
康
ゆ
か

り
の
日
光
で
も
煙
草
を
ほ
し
が
る
と
は
実
に
面
の
皮
が
厚
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
日
光
山
」は
現
在
の
栃
木
県
日
光
市
に
あ
る
輪
王
寺
の
山
号
で
あ
る
と
と
も
に
、

男
体
山
を
中
心
と
す
る
山
岳
群
の
総
称
で
も
あ
り
、
家
康
を
祀
る
東
照
宮
が
あ
る
地
で
あ
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女
妙た
え

が
西
行
を
諫
め
た
故
事
（
謡
曲
「
江
口
」
等
）
は
著
名
で
あ
り
、
こ
の
付
合
の
背
景

に
も
そ
の
こ
と
が
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　

孕は
ら

む
と
尼
に
な
る
御み

影え
い

堂だ
う	

不
角

　

名
オ
10　

雑　

恋
（
孕
む
）　

人
倫
・
釈
教

〔
句
意
〕
子
を
身
ご
も
る
と
尼
の
姿
に
な
っ
て
御
影
堂
で
暮
ら
す
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
江
口
を
舞
台
に
し
た
点
に
着
目
し
、
②
こ
こ
に
暮
ら
す
遊
女
の
あ
り

よ
う
を
想
像
し
、〈
江
口
→
尼
崎
→
尼
〉
の
連
想
も
介
し
て
、そ
の
妊
娠
し
た
場
合
を
考
え
、

③
孕
ん
だ
女
は
一
時
的
に
尼
と
な
っ
て
御
影
堂
に
入
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
孕
む
と
尼
に
な
る
」
に
関
し
て
、『
落
窪
物
語
』
に
は
希
望
せ
ぬ
懐
妊
で
子
を

な
し
た
四
の
君
の
「
わ
が
身
心
憂
し
。
尼
に
な
り
な
む
」
と
嘆
く
場
面
が
あ
り
、〈
懐
妊

→
出
家
〉
と
い
う
発
想
に
は
あ
る
種
の
普
遍
性
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
は
、
望
ま
ぬ
妊
娠
を
し
て
、
身
二
つ
に
な
る
ま
で
の
間
を
尼
の
姿
で
や
り
過
ご
そ
う

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
前
句
と
の
関
係
で
解
す
れ
ば
、
そ
れ
は
江
口
の
遊
女
に
起
き
た
出

来
事
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
尼
」
の
語
は
、「
江
口
」
か
ら
近
隣
の

地
名
「
尼
崎
」
を
介
し
て
（『
類
船
集
』
に
「
江
口
→
尼
が
崎
」）
導
か
れ
た
も
の
と
見
ら

れ
る
。「
御
影
堂
」
は
寺
院
で
開
山
・
宗
祖
な
ど
の
肖
像
を
安
置
し
た
堂
の
こ
と
。

　
　
　

影
き
よ
め
月
も
こ
ぼ
る
ゝ
花は

な

石ざ
く
ろ榴	

我
笑

　

名
オ
11　

夏
五
月
（
花
石
榴
）　

月
の
句　

天
象
・
夜
分
・
植
物
木

〔
句
意
〕
月
が
清
め
よ
う
と
放
つ
光
を
受
け
、
石
榴
の
花
が
美
し
く
照
り
映
え
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
懐
妊
し
て
尼
に
な
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、
②
悪
鬼
か
ら
仏
教
の
守

護
神
と
な
っ
た
羅ら

刹せ
つ

を
想
起
し
つ
つ
、
望
ま
ぬ
妊
娠
と
い
う
罪
深
さ
を
清
め
る
景
気
句
に

し
よ
う
と
考
え
、
③
燃
え
る
よ
う
な
石
榴
の
花
を
清
ら
か
な
月
光
が
照
ら
す
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
き
よ
め
」
は
「
清
め
」
で
、「
清
影
」
は
清
ら
か
な
月
光
を
さ
す
語
。
こ
こ
は

そ
の
像
の
は
か
な
さ
も
思
い
や
り
、
③
雪
の
獅
子
が
風
に
吹
き
削
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
雪
獅
子
」
は
雪
を
固
め
て
作
る
獅
子
の
像
。
雪
ま
る
げ
・
雪
仏
・
雪
達
磨
な

ど
と
同
類
の
雪
遊
び
で
、
諸
書
に
十
一
月
の
扱
い
。「
雲
」「
雪
」「
風
」
は
相
互
に
密
接

な
関
係
（『
類
船
集
』
に
「
雪
→
雲
・
た
ゆ
む
山
風
」「
風
→
雲
」「
雲
→
雪
」）。

　
　
　

酒
の
諫い
さ
めを
生な
ま
ゑ
ひ酔
の
い
ふ	

我
笑

　

名
オ
８　

雑　

食
物

〔
句
意
〕
自
分
も
か
な
り
酔
っ
た
者
が
、
酒
で
間
違
い
を
起
こ
す
な
と
人
に
忠
告
す
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
吹
雪
の
趣
を
看
取
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
を
駄
目
に
す
る
よ
う
な

感
じ
を
も
受
け
取
っ
て
、
②
雪
か
ら
酒
の
連
想
で
、
酒
飲
み
の
失
態
と
い
う
こ
と
に
想
像

が
及
び
、
③
酒
の
諫
言
を
す
る
側
も
そ
こ
そ
こ
に
酔
っ
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
酒
の
諫
」
は
酒
に
関
す
る
忠
告
。「
生
酔
」
は
少
し
酒
に
酔
っ
た
人
を
い
う
場

合
と
、
相
当
に
酔
っ
た
人
を
い
う
場
合
が
あ
り
、
こ
こ
は
泥
酔
で
は
な
い
ま
で
も
相
応
に

酔
っ
た
者
と
見
る
の
が
よ
か
ろ
う
。「
雪
」
と
「
酒
」
は
一
般
的
な
連
想
関
係
（『
類
船
集
』

に
「
雪
→
酌
酒
」）
で
、「
酒
」
と
「
諫
」
も
同
様
（
同
じ
く
「
諫
→
酒
宴
」）。

　
　
　

世よ
の
な
か中
の
直ち
よ
くを
江
口
が
舟
の
棹	

無
倫

　

名
オ
９　

雑　

名
所
・
水
辺
体

〔
句
意
〕
世
の
中
の
直
き
こ
と
を
象
徴
し
、
江
口
を
往
来
す
る
舟
の
棹
も
危
な
げ
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
五
十
歩
百
歩
の
行
為
と
見
て
取
り
、
②
そ
の
皮
肉
な
感
じ
を
い
か
そ

う
と
考
え
つ
つ
、「
諫
」
か
ら
「
直
」、
酒
か
ら
歓
楽
街
を
思
い
寄
せ
、
③
江
口
の
遊
女
を

目
当
て
に
舟
が
ま
っ
す
ぐ
や
っ
て
来
る
の
も
、
世
間
の
正
し
さ
の
現
れ
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
直
」
は
正
し
く
ま
っ
す
ぐ
な
こ
と
で
、
こ
こ
は
チ
ョ
ク
と
読
め
ば
よ
か
ろ
う
。

「
江
口
」
は
現
在
の
大
阪
市
東
淀
川
区
の
地
名
で
、
淀
川
か
ら
神
崎
川
が
分
流
す
る
所
に

あ
り
、
西
海
と
京
を
結
ぶ
河
港
と
し
て
繁
栄
し
、
遊
女
の
多
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
た
。
遊
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き
、
③
証
拠
の
弥
陀
と
し
て
法
賀
と
や
ら
を
挙
げ
て
い
る
僧
で
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕
も
の
も
の
し
く
仏
教
め
い
た
詞
を
重
ね
た
一
句
な
が
ら
、「
法
賀
」
は
未
詳
で
、

「
証
拠
の
弥
陀
」
も
意
味
不
明
。
案
ず
る
に
、
こ
れ
は
、
生
半
可
な
理
解
の
ま
ま
に
説
法

す
る
僧
と
そ
の
聴
衆
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。「
法
賀
」
は
「
法
楽
」「
法
悦
」
な
ど
に

準
じ
、
信
仰
が
も
た
ら
す
喜
び
の
意
と
見
れ
ば
よ
く
（「
賀
」
は
冥
加
に
も
通
じ
よ
う
）、

「
証
拠
の
弥
陀
」
は
「
弥
陀
の
証
拠
」（『
往
生
要
集
』
に
は
「
念
仏
証
拠
」
と
あ
る
）
を

逆
に
し
た
も
の
で
、
阿
弥
陀
如
来
を
信
仰
し
て
念
仏
を
修
す
る
根
拠
の
意
と
見
れ
ば
足
り

る
。
わ
ざ
と
怪
し
げ
な
語
句
・
表
現
を
ひ
ね
り
出
し
て
、
理
解
の
足
り
な
い
僧
や
衆
生
の

あ
り
よ
う
を
示
し
、
前
句
の
「
土
龍
」
に
変
わ
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

幕
の
物
見
も
十じ
ふ

二に

因い
ん

縁ね
ん	

和
英

　

名
ウ
２　

雑　

釈
教

〔
句
意
〕
幕
の
物
見
穴
か
ら
覗
く
世
界
は
、
こ
れ
も
十
二
因
縁
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
大
道
説
法
で
の
こ
と
と
見
定
め
、
②
近
く
に
は
幕
を
張
っ
て
の
興
行

が
並
ぶ
と
想
定
し
、
③
十
二
因
縁
さ
な
が
ら
の
景
が
幕
の
穴
の
向
こ
う
に
あ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
幕
の
物
見
」
は
そ
の
向
こ
う
を
覗
き
見
る
た
め
に
幕
に
あ
け
た
穴
で
、『
好
色

五
人
女
』
巻
一
ノ
三
に
見
え
る
「
幕
の
人
見
」
も
同
一
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
見
世
物
興
行

の
幕
を
さ
す
と
お
ぼ
し
く
、
前
句
の
怪
し
げ
な
説
法
僧
に
、
こ
れ
も
怪
し
げ
な
興
行
（
因

果
に
よ
る
奇
形
と
称
し
た
も
の
を
見
せ
る
こ
と
が
多
い
）
を
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
十
二
因
縁
」
は
釈
尊
が
菩
提
樹
下
で
悟
っ
た
と
さ
れ
る
真
理
で
、
無
明
・
行
・
識
・
名

色
・
六
処
・
触
・
受
・
愛
・
取
・
有
・
生
・
老
死
の
十
二
を
生
存
の
構
成
要
件
と
し
て
立

て
、
こ
れ
ら
は
因
果
的
な
連
鎖
関
係
に
あ
る
と
し
た
も
の
。
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世

を
流
浪
す
る
輪
廻
の
あ
り
よ
う
も
、
こ
の
十
二
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

　
　
　

塊
か
た
ま
りの
積つ
も

る
所
が
佃
つ
く
だ

島じ
ま	

里
風

そ
の
意
も
か
す
め
な
が
ら
、「
影
き
よ
め
月
も
こ
ぼ
る
ゝ
」
で
、
月
の
光
が
花
石
榴
に
こ

ぼ
れ
か
か
っ
て
、
そ
の
花
の
姿
を
清
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、「
こ
ぼ
る
」

は
色
が
あ
ふ
れ
出
る
よ
う
に
美
し
く
照
り
映
え
る
こ
と
を
も
さ
し
、
こ
の
意
も
掛
け
ら
れ

て
い
る
。「
花
石
榴
」
は
ザ
ク
ロ
科
の
落
葉
小
高
木
で
あ
る
柘
榴
（
石
榴
）
の
花
の
こ
と

で
、
諸
書
に
五
月
の
扱
い
。
そ
の
赤
橙
色
の
花
弁
は
、
燃
え
る
よ
う
な
と
形
容
さ
れ
る
も

の
。
ま
た
、『
類
船
集
』
に
「
柘
榴
→
十
羅
刹
」
と
あ
る
の
は
、
羅
刹
が
元
は
人
の
血
肉

を
食
べ
る
悪
鬼
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
羅
刹
女
や
鬼
子
母
神
（
両
者
は
合
祀
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
江
戸
に
も
そ
う
し
た
鬼
子
母
神
堂
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
）
は
仏
に
帰

依
す
る
際
、
釈
迦
か
ら
人
を
食
べ
ず
に
柘
榴
を
食
べ
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

　
　
　

土む
ぐ
ら龍
の
沈
む
擂す
り
ば
ち鉢
の
音	

里
風

　

名
オ
12　

雑　

生
類
獣

〔
句
意
〕
擂
鉢
を
使
う
音
に
驚
き
、
モ
グ
ラ
が
地
中
に
沈
ん
で
い
く
。

〔
付
合
〕
①
前
句
か
ら
静
寂
な
夜
の
さ
ま
を
感
じ
取
り
、
②
そ
う
し
た
中
で
物
音
が
し
た

場
合
の
影
響
を
考
え
、③
擂
鉢
の
音
を
聞
い
た
モ
グ
ラ
は
あ
わ
て
て
土
に
も
ぐ
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
土
龍
」
は
モ
グ
ラ
科
に
属
す
る
哺
乳
類
の
総
称
で
、
ム
グ
ラ
・
モ
グ
ラ
・
ム

グ
ラ
モ
チ
・
ウ
グ
ロ
モ
チ
な
ど
種
々
の
呼
び
方
が
あ
る
。
地
中
で
の
生
活
を
基
本
と
す
る

た
め
、目
は
退
化
し
て
お
り
、音
や
匂
い
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
す
る
。「
擂
鉢
」
は
味
噌
・

胡
麻
な
ど
を
入
れ
擂す
り

粉こ

木ぎ

で
す
り
つ
ぶ
す
た
め
の
鉢
。

　
　
　

法ほ
ふ

賀が

と
よ
証
拠
の
弥み

だ陀
に
挙あ
ぐ

ル
僧	

不
角

　

名
ウ
１　

雑　

釈
教
・
人
倫

〔
句
意
〕
阿
弥
陀
に
帰
依
す
る
証
拠
に
僧
が
挙
げ
る
の
は
、
法
賀
と
や
ら
い
う
そ
う
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
が
モ
グ
ラ
の
勘
違
い
で
あ
っ
た
点
に
着
目
し
、
②
そ
れ
を
一
種
の
比
喩

と
見
て
、
迷
妄
の
中
を
さ
ま
よ
う
衆
生
へ
想
を
翻
し
て
、
怪
し
げ
な
説
法
の
場
を
思
い
描
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こ
れ
と
は
対
照
的
に
花
を
楽
し
む
人
々
を
描
こ
う
と
考
え
、
③
花
見
車
の
同
行
者
と
あ
ち

ら
こ
ち
ら
を
指
さ
し
て
い
る
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
此
面
彼
面
」
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
意
。
吉
井
美
弥
子
氏
の
教
示
に
よ
る
と
、『
源

氏
物
語
』
に
三
例
の
使
用
が
あ
り
、こ
こ
は
「
夕
顔
」
巻
の
冒
頭
場
面
を
踏
ま
え
た
（「
乳
」

か
ら
乳
母
を
連
想
し
た
か
）
可
能
性
が
高
く
、
挙
句
の
「
藤
」
も
そ
の
延
長
に
あ
ろ
う
か

と
の
由
。
と
す
れ
ば
、
光
源
氏
が
牛
車
か
ら
粗
末
な
家
々
を
眺
め
た
よ
う
に
、
指
を
さ
す

の
は
下
々
の
生
態
へ
の
関
心
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
相
車
」
は
誰
か
と
一
緒
に
乗
車
す

る
こ
と
。
花
見
の
人
手
を
当
て
に
乞
食
が
喜
捨
を
求
め
る
近
く
を
、
こ
の
一
行
は
通
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、
向
付
と
見
ら
れ
る
。

　
　
　

藤
の
下し

た
つ
ゆ露
鷹
に
飼
ふ
也	

我
笑	

　

挙
句　
　

春
三
月
（
藤
）　

植
物
木
・
生
類
鳥
・
降
物

〔
句
意
〕
藤
か
ら
し
た
た
る
露
を
鷹
に
飲
ま
せ
て
飼
い
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
武
士
な
ど
上
流
階
級
の
花
見
と
見
込
み
、
②
そ
う
し
た
人
の
屋
敷
に

は
藤
や
鷹
小
屋
が
あ
る
と
想
像
し
、
③
藤
の
下
露
を
与
え
て
鷹
を
飼
う
の
だ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
藤
の
下
露
」
は
藤
の
枝
葉
か
ら
し
た
た
り
落
ち
る
露
の
こ
と
で
、「
藤
」
は
諸

書
に
三
月
の
扱
い
。「
飼
ふ
」
は
動
物
に
餌
や
水
を
与
え
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
は
そ
う
し

て
飼
育
す
る
こ
と
も
意
味
す
る
語
。
前
句
を
上
級
武
士
の
行
為
と
見
て
、
鷹
狩
の
た
め
の

鷹
が
飼
育
さ
れ
る
、
そ
の
邸
内
の
様
子
を
描
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
、
前
句
の
こ
と
で
は

な
く
、
そ
こ
か
ら
想
像
さ
れ
る
場
面
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
意
味
で

は
た
し
か
に
心
付
（
句
意
付
）
が
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、そ
れ
で
も
、

詞
か
ら
詞
へ
の
連
想
が
発
想
上
の
大
き
な
部
分
を
占
め
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　

後
者
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
詞
付
が
付
合
語
や
連
想
さ
れ
る
語
句
を
組
み

　

名
ウ
３　

雑　

名
所
・
山
類

〔
句
意
〕
砂
か
何
か
の
固
ま
り
が
積
み
重
な
っ
て
で
き
た
所
が
、
佃
島
と
い
う
こ
と
だ
。

〔
付
合
〕
①
前
句
で
因
縁
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
点
に
着
目
し
、
②
何
か
奇
瑞
譚
め
か

し
た
一
句
を
出
そ
う
と
考
え
、
③
佃
島
は
塊
の
寄
り
集
ま
り
な
の
だ
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
佃
島
」
は
隅
田
川
の
河
口
に
あ
っ
た
小
島
（
現
在
は
埋
め
立
て
に
よ
り
東
京

都
中
央
区
佃
の
一
部
を
成
す
）。「
塊
の
積
る
…
…
」
は
諺
「
ち
り
つ
も
つ
て
山
」
の
も
じ

り
で
、
佃
島
は
砂
州
の
陸
化
し
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
塊
」
は
砂
の
固
ま
り
と
な

る
。そ
れ
を
奇
談
風
の
語
り
口
で
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
、作
者
の
ね
ら
い
が
あ
ろ
う
。一
方
、

「
固
ま
り
」
は
信
仰
心
に
固
ま
っ
た
集
団
を
も
さ
す
の
で
、
語
と
語
の
つ
な
が
り
と
い
う

意
味
で
は
、
こ
れ
が
前
句
の
「
十
二
因
縁
」
を
受
け
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

乞こ

食じ
き

と
し
ら
じ
乳ち

に
育
そ
だ
つ

内う
ち	

無
倫

　

名
ウ
４　

雑　

人
倫

〔
句
意
〕
乳
を
飲
ん
で
育
つ
幼
少
期
に
、自
分
が
乞
食
に
な
る
こ
と
な
ど
知
り
は
し
な
い
。

〔
付
合
〕
①
前
句
の
小
が
大
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
目
を
付
け
、
②
こ
こ
か
ら
人
間
の
成

長
と
い
う
こ
と
に
想
を
翻
し
、
子
ど
も
に
は
先
の
姿
な
ど
自
覚
で
き
な
い
こ
と
に
思
い
が

至
り
、
③
乳
児
の
身
で
自
分
が
乞
食
に
な
る
な
ど
と
知
り
は
し
な
い
と
し
た
。

〔
備
考
〕「
乳
に
育
内
」
は
乳
を
与
え
ら
れ
て
成
育
す
る
期
間
。
世
襲
を
基
本
と
す
る
世

の
中
で
あ
る
か
ら
、
育
て
て
い
る
親
も
乞
食
の
身
と
し
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

此こ
の
も面
彼か
の
も面
指
さ
す
花
の
相あ
ひ

車ぐ
る
ま	

和
英

　

名
ウ
５　

春
三
月
（
花
）　

花
の
句　

植
物
木

〔
句
意
〕
こ
っ
ち
だ
あ
っ
ち
だ
と
指
さ
し
な
が
ら
、
花
見
の
車
に
同
乗
し
て
い
る
。

〔
付
合
〕
①
前
句
を
今
は
乞
食
に
な
っ
て
い
る
者
の
感
慨
と
見
換
え
、
②
花
の
定
座
で
あ

る
こ
と
も
考
慮
し
て
、
そ
の
者
が
人
出
の
多
い
花
見
の
場
に
い
る
こ
と
を
想
像
し
つ
つ
、



和
洋
女
子
大
学
紀
要
　
第
六
十
一
集

（
一
二
）　

243

か
と
い
う
に
、
よ
く
あ
り
が
ち
な
世
事
を
観
相
風
に
表
し
、
柳
風
狂
句
の
先
蹤
と
も
言
う

べ
き
一
句
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
こ
と
な
が
ら
、
二
句
を
通
し
て
何

か
を
表
現
し
よ
う
と
い
う
意
識
ま
で
は
看
取
で
き
な
い
。
一
見
、
芭
蕉
流
の
疎
句
化
と
同

一
路
線
か
と
見
え
る
付
合
も
、
そ
の
内
実
は
、
前
句
に
付
け
る
よ
り
も
付
句
自
体
の
お
も

し
ろ
み
を
優
先
し
て
、
一
句
立
の
方
向
に
一
歩
を
踏
み
出
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
前
句
を
一
種
の
た
と
え
と
見
て
、
そ
れ
に
対
応
し
た
人
事
を
探
る
と
い
う
の
も
、
こ

の
歌
仙
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
傾
向
で
、「
土
龍
の
沈
む
擂
鉢
の
音
／
法
賀
と
よ
証
拠
の
弥

陀
に
挙
ル
僧
」（
名
オ
12
・
名
ウ
１
）
な
ど
が
そ
の
顕
著
な
例
と
な
る
。
こ
れ
も
、
た
し

か
に
親
句
で
は
な
い
も
の
の
、
二
句
に
よ
る
形
象
と
い
う
点
で
は
疑
問
の
余
地
が
あ
り
、

く
り
返
さ
れ
れ
ば
安
易
な
手
法
と
も
な
り
か
ね
な
い
付
け
方
と
言
え
る
。改
め
て
思
え
ば
、

「
前
句
は
是こ

れ

い
か
な
る
場
、
い
か
な
る
人
と
、
其そ
の

業わ
ざ

・
其
位
を
能よ
く

見
定
め
、
前
句
を
つ
き

は
な
し
て
つ
く
べ
し
」（『
去
来
抄
』）
と
い
う
、芭
蕉
が
元
禄
期
に
追
究
し
た
付
合
手
法
は
、

想
像
力
の
駆
使
と
詞
を
選
び
抜
く
努
力
を
不
可
欠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
蕉
門
内
で
も

そ
の
理
解
・
実
践
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
俳
壇
全
般
に
求
め

る
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
無
理
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

結
局
、
当
該
歌
仙
だ
け
を
俎
上
に
乗
せ
て
見
る
な
ら
ば
、
心
付
が
主
流
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
く
、
世
相
や
人
事
を
た
く
み
に
す
く
い
と
っ
て
、
興
味
深
い
内
容
を
表
し
て
い

る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
詞
の
連
想
に
頼
っ
た
面
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る

の
も
事
実
で
あ
り
、
芭
蕉
俳
諧
と
の
比
較
と
い
う
視
点
を
こ
こ
に
持
ち
込
む
と
、
前
句
に

ふ
さ
わ
し
い
場
面
を
想
像
し
、
位
を
重
視
し
て
付
け
る
と
い
う
意
識
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
敷
衍
し
て
、
芭
蕉
流
と
他
派
の
違
い
は
こ
の
点
に
あ
る
と
断

言
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

佐
藤　

勝
明
（
和
洋
女
子
大
学 

人
文
学
部 

日
本
文
学
文
化
学
科 

教
授
）

（
令
和
元
年
十
一
月
十
五
日
受
理
）

合
わ
せ
て
一
句
に
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
仙
の
場
合
、
そ
う
し
た
単
純
な
付
け
方

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
付
合
で
詞
の
縁
の
介
在
が
指
摘

で
き
る
こ
と
は
、
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
脇
や
第
三
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

〈
天
→
海
士
→
雨
〉
と
い
う
同
音
を
利
用
し
た
語
の
選
択
は
、趣
向
の
段
階
だ
け
で
な
く
、

句
作
の
段
階
に
ま
で
残
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
名
オ
10
・
11
で
「
影
」
の
字
が
重

用
さ
れ
る
の
も
、
句
想
に
あ
た
っ
て
同
字
を
積
極
的
に
使
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
。〈
江
口
→
尼
崎
→
尼
〉
と
い
う
連
想
に
よ
っ
た
名
オ
９
・
10
、〈
笠
→
早
乙
女
・
唐
人
〉

の
連
想
に
よ
る
名
オ
３
・
４
な
ど
、
発
想
が
詞
に
基
づ
く
こ
と
を
示
す
付
合
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
し
、「
篝
は
炭
に
月
も
宵
闇
」（
初
ウ
６
）
の
よ
う
に
、「
篝
火
→
月
遅
き
夜
」

（『
類
船
集
』）
の
付
合
語
を
句
作
に
そ
の
ま
ま
い
か
し
た
か
と
見
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
や

は
り
、
こ
の
連
衆
に
と
っ
て
、
付
け
る
際
の
何
よ
り
の
手
が
か
り
は
詞
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
少
し
広
げ
て
言
え
ば
、
作
者
た
ち
は
と
く
に
①
→
②
の
過
程
で
知
識
に
頼
っ
た
発

想
を
し
が
ち
な
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
②
→
③
の
過
程
で

ひ
ね
り
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
稀
少
で
、
た
だ
そ
の
発
想
に
依
拠
し
た
句
作
に
な
り
が
ち

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
に
取
材
し
た
「
安
徳
の
入
水
滓
の
綾
錦
」（
初
ウ

５
）
な
ど
が
そ
の
典
型
例
で
、
安
徳
入
水
の
件
を
思
い
つ
い
た
こ
と
に
満
足
し
、
そ
こ
に

何
ら
か
の
改
変
や
工
夫
が
入
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
故
事
そ
の
ま
ま
の
句
に
終
わ
っ
て
い

る
。
周
知
の
通
り
、
芭
蕉
晩
年
の
連
句
で
は
、
句
作
段
階
で
思
い
切
っ
た
捨
象
や
独
特
の

具
象
化
が
目
立
ち
、
故
事
・
古
歌
等
を
踏
ま
え
る
際
に
も
独
自
な
発
想
の
冴
え
が
見
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
無
倫
・
不
角
ら
と
の
懸
隔
は
こ
こ
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で

は
、
蕉
風
で
は
詞
に
頼
ら
な
い
疎
句
の
付
合
が
志
向
さ
れ
て
い
た
点
も
、
こ
の
連
衆
に
は

無
縁
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、「
雪
獅
子
の
風
に
を
の
れ
を
吹
破
リ

／
酒
の
諫
を
生
酔
の
い
ふ
」（
名
オ
７
／
８
）
の
場
合
、「
雪
→
酌
酒
」「
諫
→
酒
宴
」（『
類

船
集
』）
と
い
っ
た
連
想
語
の
介
在
は
あ
る
に
し
て
も
、
二
句
間
の
距
離
は
大
き
く
、
前

句
か
ら
離
れ
た
付
句
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
句
は
ど
う


