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〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
の
曲
趣
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
は
同
じ
く
草
木
の
精
を
シ
テ
と
す
る
三
番
目
物
と
し
て
現
行
曲
に
残
っ

て
い
る
作
品
で
あ
る
。
二
作
品
の
間
に
は
、
形
式
、
内
容
、
そ
し
て
曲
趣
に
お
い
て
密
接
的
な
関
連

性
あ
る
い
は
影
響
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
一
方
、
二
曲
に
お
け
る
異
な
る
部
分
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ

る
超
克
的
関
係
も
見
ら
れ
る
。

〈
西
行
桜
〉
の
作
者
に
関
し
て
は
、
世
阿
弥
作
説
と
禅
竹
作
説
と
の
両
説
が
あ
る
が
、
現
行
曲
は

ど
ち
ら
に
な
る
か
は
定
か
で
な
い
。
古
注
で
は
『
自
家
伝
抄
』
は
世
阿
弥
作
と
し
て
い
る
が
、『
能

本
作
者
注
文
』、『
歌
謡
作
者
考
』、『
い
ろ
は
作
者
注
文
』、
な
ど
は
禅
竹
作
と
し
て
い
る
。
近
年
で

は
〈
西
行
桜
〉
を
世
阿
弥
の
作
品
に
し
た
理
由
は
主
に
以
下
の
四
点
で
あ
る

）
1

（
注

。

①
世
阿
弥
の
『
五
音
』（
下
）
に
西
行
歌
の
条
に
、「【
指
声
】
ソ
レ
春
ノ
花
ハ
上
求
本
来
ノ
梢
ニ

現
ハ
レ
、
秋
ノ
月
ハ
下
化
冥
闇
ノ
水
ニ
宿
レ
リ
。【
下
】
タ
レ
カ
知
ル
行
水
ニ
三
伏
ノ
夏
モ
ナ

ク
、
澗
底
ノ
松
ノ
風
、
一
声
ノ
秋
ヲ
催
ス
コ
ト
、
草
木
国
土
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
、
見
仏
聞
法
ノ
結
縁

タ
リ
。」

）
2

（
注

と
あ
る
。
こ
の
部
分
は
現
行
〈
西
行
桜
〉
に
お
い
て
ワ
キ
登
場
後
の
﹇
サ
シ
﹈
の
部

分
と
同
じ
で
あ
る
。

②
世
阿
弥
の
芸
談
を
子
息
の
元
能
が
整
理
し
た
と
さ
れ
る
『
申
楽
談
義
』
に
、「
西
行
・
阿
古
屋

の
松
、
大
か
た
似
た
る
能
な
り
」、「
西
行
の
能
、
の
ち
は
そ
と
有
。
昔
の
か
ゝ
り
也
」
と
の
記

述
が
あ
る
。

③
禅
竹
の
『
歌
舞
髄
脳
記
』
の
老
体
の
条
に
、「
西
行
桜
・
閑
花
風
面
影
残
り
、
物
〔
は
か
な
く
〕、

や
さ
し
き
体
。」
と
あ
る
。
自
分
自
身
の
作
品
を
ほ
と
ん
ど
芸
論
に
取
り
上
げ
な
い
と
言
わ
れ

て
い
る
禅
竹
に
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
の
は
世
阿
弥
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
の
見
方
が
強
い
。

④〈
西
行
桜
〉
は
老
体
の
舞
物
と
し
て
、
名
所
尽
く
し
の
舞
グ
セ
、
待
謡
以
後
の
構
成
な
ど
が
〈
阿

	

人
文
科
学
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日
本
文
学
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博
士
後
期
課
程
二
年　

周　
　

重　

雷

古
屋
松
〉
と
共
通
し
て
い
る
た
め
、
右
の
『
申
楽
談
義
』
の
記
述
に
一
致
し
て
い
る
。

し
か
し
『
申
楽
談
義
』
に
見
え
る
「
西
行
の
能
」
は
音
阿
弥
の
〈
実
方
〉
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
と
の
見
方
も
あ
る
。
ま
た
現
行
〈
西
行
桜
〉
は
、〈
阿
古
屋
松
〉
の
前
後
場
の
構
成
や
序
の
舞
の

長
さ
な
ど
演
出
に
お
い
て
異
な
る
部
分
が
あ
る
一
方
、〈
高
砂
〉
と
の
近
似
性
を
持
つ
脇
能
の
〈
阿

古
屋
松
〉
の
曲
趣
に
も
距
離
が
感
じ
ら
れ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
両
曲
は
さ
ほ
ど
「
大
か
た
似
た
る

能
」
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
故
、
現
行
〈
西
行
桜
〉
は
禅
竹
の
改
作
で
あ
る
可
能
性
も
ま

だ
残
っ
て
い
る
以
上
、
作
者
の
確
定
ま
で
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は

〈
西
行
桜
〉
の
作
者
考
に
踏
み
込
ま
ず
に
、
作
者
に
関
す
る
両
説
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
、
両
曲

の
曲
趣
上
の
異
同
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
方
、〈
芭
蕉
〉
が
禅
竹
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。「
能
本
作
者
注

文
」、「
能
謡
作
者
考
」、「
自
家
伝
抄
」
な
ど
の
資
料
は
い
ず
れ
も
禅
竹
作
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に

『
禅
鳳
雑
談
』
に
「
芭
蕉
は
禅
竹
若
き
時
書
き
候
ひ
て
、
観
世
へ
遣
は
さ
れ
候
ふ
能
に
て
候
」

）
3

（
注

と
記

し
て
い
る
。
禅
竹
の
「
若
き
時
」
に
つ
い
て
は
異
論

）
4

（
注

が
あ
る
が
、〈
芭
蕉
〉
が
禅
竹
の
作
品
で
あ
る

こ
と
に
は
問
題
は
な
か
ろ
う
。
本
稿
で
は
、〈
芭
蕉
〉
を
禅
竹
の
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
、〈
西
行

桜
〉
と
の
関
連
性
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
の
独
特
な
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
の
共
通
点

〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
は
同
じ
草
木
の
精
を
シ
テ
と
す
る
精
物
で
あ
り
、
舞
を
中
心
と
す
る
三

番
目
物
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
作
品
の
形
式
お
よ
び
内
容
に
お
い
て
共
通
点
が
あ
る
の
は
極
自
然
な

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
行
曲
の
中
で
、
草
木
の
精
物
を
シ
テ
と
す
る
三
番
目
物
は
、
右
の
二
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曲
に
典
拠
を
提
供
し
て
い
る
。
二
曲
の
こ
の
説
明
的
部
分
は
、
後
に
シ
テ
が
草
木
成
仏
を
説
く
時
の

伏
線
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

シ
テ
の
造
型
こ
そ
違
う
も
の
の
、
二
曲
の
舞
に
お
け
る
共
通
点
も
認
め
ら
れ
る
。
静
か
な
舞
グ
セ

の
後
、﹇
ワ
カ
﹈・﹇
序
の
舞
﹈・﹇
ワ
カ
﹈
を
展
開
す
る
の
は
一
つ
の
定
型
で
あ
る
。﹇
序
の
舞
﹈
と
は
、

能
の
舞
の
中
で
最
も
重
要
視
さ
れ
る
舞
で
あ
り
、
白
拍
子
舞
の
物
真
似
か
ら
由
来
す
る
、
呂
中
干
舞

を
付
加
さ
せ
た
幅
の
広
い
体
系
を
持
つ
舞
事
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
禅
鳳
時
代
に
お
い
て
、
囃

子
事
の
平
調
返
の
中
で
「
本
の
序
」、「
真
の
序
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
は
女
性
舞
に
深
い
つ
な
が
り
が

あ
り
、
実
際
に
も
三
番
目
物
に
多
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。〈
芭
蕉
〉
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

）
6

（
注

一
方

〈
西
行
桜
〉
の
﹇
序
の
舞
﹈
も
、
大
和
猿
楽
の
翁
の
舞
の
伝
統
を
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
脇
能
と
し

て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
脇
能
の
﹇
真
の
序
の
舞
﹈
と
は
一
線
を
画

し
、
む
し
ろ
〈
芭
蕉
〉
と
同
じ
系
統
に
属
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
〈
西
行
桜
〉
の
鬘
物
と

さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
世
阿
弥
時
代
の
〈
西
行
桜
〉
は
脇
能
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
現
行
〈
西
行
桜
〉
は
や
は
り
脇
能
の
〈
阿
古
屋
松
〉
と
は
、「
大
か
た
似
た
る
能
」

で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
か
ろ
う
。

二
曲
は
詞
章
に
お
い
て
も
共
に
修
辞
に
凝
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
大
量
と
も
い
え
る
和
歌
、
漢

詩
（
特
に
白
居
易
の
詩
）
が
引
用
さ
れ
、
美
し
さ
と
含
蓄
の
深
さ
を
持
つ
修
辞
に
よ
っ
て
情
趣
溢
れ

る
風
景
描
写
が
連
ね
て
い
る
。
夢
幻
能
に
お
け
る
草
木
の
精
物
の
双
璧
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か

ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
性
格
は
言
っ
て
み
れ
ば
三
番
目
物
全
体
の
特
徴
で
も
あ
る
。〈
西
行
桜
〉

と
〈
芭
蕉
〉
は
、
ほ
か
の
作
品
と
区
別
し
得
る
共
通
点
は
、
や
は
り
作
品
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
止

観
的
態
度
、
閑
寂
的
美
意
識
、
そ
し
て
隠
者
的
風
雅
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、［
ク
セ
］
に
見
る
〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
の
曲
趣
に
お
け
る
分
岐

〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
は
多
く
の
共
通
的
要
素
を
持
つ
作
品
で
あ
る
も
の
の
、
曲
趣
の
面
で
は

必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
位
相
を
示
し
て
い
な
い
点
は
興
味
深
い
。
と
り
わ
け
一
曲
の
眼
目
と
な
る

﹇
ク
セ
﹈
の
部
分
に
お
い
て
、
二
曲
は
異
な
る
曲
趣
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
西
行
桜
〉
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

）
7

（
注

。

﹇
ク
リ
﹈
地
そ
れ
朝
に
落
花
を
踏
ん
で
相
伴
な
つ
て
出
づ
、
夕
べ
に
は
飛
鳥
に
随
つ
て
一
時
に

帰
る
。

﹇
サ
シ
﹈
シ
テ
九
重
に
咲
け
ど
も
花
の
八
重
桜
、
地
い
く
代
の
春
を
重
ぬ
ら
ん
、
シ
テ
し
か
る
に
花

の
名
高
き
は
、
地
ま
づ
初
花
を
急
ぐ
な
る
、
近
衛
殿
の
糸
桜
。

﹇
ク
セ
﹈
地
見
渡
せ
ば
、
柳
桜
を
こ
き
交
ぜ
て
、
都
は
春
の
錦
、
粲
爛
た
り
、
千
本
の
桜
を
植

ゑ
置
き
、
そ
の
色
を
所
の
名
に
見
す
る
、
千
本
の
花
盛
り
、
雲
路
や
雪
に
残
る
ら
ん
。
毘
沙
門

堂
の
花
盛
り
、
四
天
王
の
栄
華
も
、
こ
れ
は
い
か
で
勝
る
べ
き
、
上
な
る
黒
谷
下
河
原
、
昔
遍

昭
僧
正
の
。
シ
テ
憂
き
世
を
厭
ひ
し
華
頂
山
、
地
鷲
の
御
山
の
花
の
色
、
枯
れ
に
し
鶴
の
林
ま

で
、
思
ひ
知
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
、
清
水
寺
の
地
主
の
花
、
松
吹
く
風
の
音
羽
山
、
こ
こ
は
ま

た
嵐
山
、
戸
無
瀬
に
落
つ
る
、
滝
つ
波
ま
で
も
、
花
は
大
堰
川
、
堰
塞
き
に
雪
や
掛
か
る
ら
ん
。

い
わ
ゆ
る
「
桜
尽
く
し
」
の
見
せ
場
で
あ
る
。﹇
ク
リ
﹈
に
お
い
て
は
白
居
易
の
詩
「
朝
踏
落
花

相
伴
出
、
暮
随
飛
鳥
一
時
還
」
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
対
句
は
〈
枕
慈
童
〉、〈
松
虫
〉
な
ど
多
く
の

曲
に
も
見
え
、
隠
棲
の
風
雅
を
思
わ
せ
る
一
方
遊
楽
的
な
要
素
も
持
つ
文
言
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
﹇
サ
シ
﹈
で
の
「
花
の
名
高
き
」
場
所
に
触
れ
る
契
機
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
叙
景
的
な
詞
章
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。﹇
サ
シ
﹈
の
「
近

衛
の
糸
桜
」
か
ら
始
ま
り
、
千
本
通
り
、
毘
沙
門
堂
、
四
天
王
、
黒
谷
、
下
河
原
、
華
頂
山
、
双
林

寺
、
清
水
寺
、
音
羽
山
、
嵐
山
、
戸
無
瀬
、
大
堰
川
な
ど
数
々
の
桜
の
名
所
を
、
華
や
か
な
文
言
で

テ
ン
ポ
良
く
連
ね
て
い
る
。
そ
の
詞
章
に
は
脇
能
に
よ
く
現
わ
れ
る
祝
福
的
な
意
味
も
薄
く
、
ま
た

心
情
描
写
も
「
憂
き
世
を
厭
ひ
し
」
お
よ
び
「
思
ひ
知
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
程
度
で
、
隠

棲
し
て
い
る
も
の
が
自
然
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
時
の
心
情
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
詞
章
に
お
け

る
優
美
な
部
分
、
す
な
わ
ち
「
幽
玄
」
と
い
う
性
格
だ
け
が
目
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
方
〈
芭
蕉
〉
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

﹇
ク
リ
﹈
地
そ
れ
非
情
草
木
と
い
つ
ぱ
ま
こ
と
は
無
相
真
如
の
体
、
一
塵
法
界
の
心
地
の
上
に
、

雨
露
霜
雪
の
形
を
見
す
。

﹇
サ
シ
﹈
シ
テ
し
か
れ
ば
一
枝
の
花
を
捧
げ
、
地
み
法
の
色
を
現
は
す
や
、
一
花
開
け
て
四
方
の

春
、
の
ど
け
き
空
の
日
影
を
得
て
、
楊
梅
桃
李
数
々
の
、
シ
テ
色
香
に
染
め
る
心
ま
で
、
地
諸
法

実
相
隔
て
も
な
し
。

﹇
ク
セ
﹈
地
水
に
近
き
楼
台
は
、
ま
づ
月
を
得
る
な
り
、
陽
に
向
か
へ
る
花
木
は
ま
た
、
春
に

逢
ふ
こ
と
易
き
な
る
、
そ
の
理
も
さ
ま
ざ
ま
の
、
げ
に
目
の
前
に
面
白
や
な
、
春
過
ぎ
夏
闌
け
、

秋
来
る
風
の
音
づ
れ
は
、
庭
の
荻
原
ま
づ
そ
よ
ぎ
、
そ
よ
か
か
る
秋
と
知
ら
す
な
り
。
身
は
古

寺
の
軒
の
草
、
忍
ぶ
と
す
れ
ど
い
に
し
へ
も
、
花
は
嵐
の
音
に
の
み
、
芭
蕉
葉
の
、
脆
く
も
落

つ
る
露
の
身
は
、
置
き
所
な
き
虫
の
音
の
、
蓬
が
も
と
の
心
の
、
秋
と
て
も
な
ど
か
変
は
ら
ん
。

曲
の
ほ
か
、〈
西
行
桜
〉
か
ら
翻
案
し
た
と
言
わ
れ
る
信
光
の
〈
遊
行
柳
〉
お
よ
び
禅
竹
の
〈
杜
若
〉

く
ら
い
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
四
曲
に
共
通
し
て
い
る
点
、
例
え
ば
夢
の
中
に
植
物
の
精
が
現

わ
れ
て
幻
惑
的
な
舞
を
舞
う
こ
と
や
、
草
木
成
仏
の
文
句
を
言
う
こ
と
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、〈
遊

行
柳
〉
や
〈
杜
若
〉
よ
り
、
同
じ
く
草
庵
を
舞
台
と
す
る
〈
芭
蕉
〉
と
〈
西
行
桜
〉
は
、
よ
り
内
的

関
連
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
二
曲
の
類
似
性
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

〈
西
行
桜
〉
の
構
成
お
よ
び
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

）
5

（
注

。

1

ワ
キ
・
ア
イ
の
応
対
、
ア
イ
の
触
レ
西
行
（
ワ
キ
）
が
能
力
（
ア
イ
）
を
呼
ん
で
庵
室

の
花
見
禁
制
を
告
げ
、
能
力
は
そ
の
旨
を
触
れ
る
。

2

ワ
キ
連
の
登
場
下
京
辺
の
男
（
ワ
キ
連
）
が
、
同
行
者
（
立
衆
）
と
共
に
西
行
の
庵
室

へ
花
見
に
赴
く
。

3

ワ
キ
連
・
ア
イ
の
応
対
男
は
庵
室
の
花
見
を
乞
い
、
能
力
は
禁
制
な
が
ら
も
機
嫌
を
見

計
ら
っ
て
取
次
ご
う
と
言
う
。

4

ワ
キ
の
詠
嘆
西
行
の
桜
に
寄
せ
る
見
仏
聞
法
の
詠
嘆
。

5

ア
イ
・
ワ
キ
・
ワ
キ
連
の
応
対
能
力
は
花
見
の
希
望
を
取
次
ぎ
、
西
行
の
許
し
を
得
て

一
行
を
案
内
す
る
。

6

ワ
キ
連
・
ワ
キ
の
詠
嘆
男
達
は
花
見
に
興
じ
、
西
行
は
花
に
よ
っ
て
隠
棲
の
地
も
憂
き

世
と
な
る
こ
と
を
詠
嘆
。

7

ワ
キ
の
詠
嘆
西
行
は
、
人
の
群
れ
来
る
桜
の
咎
を
歌
に
詠
じ
、
花
の
下
に
寝
る
。

8

シ
テ
の
登
場
夢
中
に
老
桜
の
精
（
シ
テ
）
が
現
わ
れ
、
西
行
の
詠
歌
を
反
芻
す
る
。

9

ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
西
行
は
詠
歌
の
心
を
陳
べ
、
老
桜
の
精
は
花
に
咎
な
き
こ
と
を
弁

じ
て
草
木
成
仏
を
説
く
。

10

シ
テ
の
語
り
舞
洛
中
洛
外
の
花
の
名
所
尽
く
し
。

11

シ
テ
の
舞
事
花
の
下
の
夜
遊
。

12

結
末
花
の
下
の
暁
の
目
覚
め
。

〈
芭
蕉
〉
の
構
成
お
よ
び
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

1

ワ
キ
の
登
場
山
居
の
僧
（
ワ
キ
）
が
庵
室
を
訪
れ
る
者
を
待
っ
て
読
経
。

2

シ
テ
の
登
場
女
（
シ
テ
）
が
法
華
経
結
縁
を
願
い
つ
つ
年
経
た
こ
と
を
詠
嘆
。

3

ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
女
は
、
女
人
の
身
な
が
ら
法
華
経
結
縁
の
た
め
に
庵
の
内
へ
入
れ

て
ほ
し
い
と
頼
む
。

4

ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
薬
草
喩
品
の
読
誦
、
草
木
成
仏
の
功
徳
。

5

シ
テ
の
中
入
り
女
は
芭
蕉
の
身
を
ほ
の
め
か
し
て
消
え
る
。

6

ア
イ
の
物
語
り
所
の
男
（
ア
イ
）
が
僧
を
訪
れ
て
、
芭
蕉
の
故
事
を
語
る
。

7

ワ
キ
の
待
受
け
僧
の
月
下
の
法
事
。

8

後
ジ
テ
の
登
場
芭
蕉
の
精
（
後
ジ
テ
）
の
出
現
、
受
法
の
喜
び
。

9

ワ
キ
・
シ
テ
の
応
対
不
審
す
る
僧
に
、
芭
蕉
の
精
の
女
体
の
謂
わ
れ
を
説
く
。

10

シ
テ
の
物
語
り
非
情
の
草
木
の
成
仏
を
説
い
て
、
諸
法
実
相
を
詠
嘆
。

11

シ
テ
の
舞
事

12

結
末
風
の
前
の
芭
蕉
の
姿
を
示
し
て
、
夢
と
消
え
る
。

ま
ず
二
曲
の
舞
台
は
と
も
に
草
庵
で
あ
り
、
ワ
キ
登
場
の
定
型
の
一
つ
で
あ
る
「
旅
」（
旅
僧
や

勅
使
が
謂
れ
の
あ
る
場
所
に
辿
り
つ
く
場
面
）
を
用
い
な
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。〈
西
行
桜
〉

の
こ
の
部
分
を
、
シ
テ
が
ワ
キ
の
居
場
所
に
訪
れ
る
パ
タ
ー
ン
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
精
確

に
い
え
ば
こ
こ
で
は
シ
テ
の
「
旅
」
も
ワ
キ
と
同
様
に
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ワ
キ
や
シ

テ
の
旅
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
曲
は
、
ほ
か
に
〈
経
正
〉、〈
三
輪
〉、〈
檜
垣
〉、〈
身
延
〉
と
い
っ

た
作
品
く
ら
い
で
、
能
に
お
い
て
は
異
色
と
も
い
え
る
。
し
か
も
右
の
四
曲
で
は
わ
ず
か
で
あ
り
な

が
ら
、
ワ
キ
も
し
く
は
シ
テ
の
空
間
移
動
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
に
お
け

る
空
間
移
動
の
不
在
は
一
層
際
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
に
閉
鎖
感
と
内
向
性
が
顕
わ
れ
、

ワ
キ
の
草
庵
隠
棲
と
い
う
場
面
設
定
に
相
応
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

構
成
の
面
に
お
い
て
は
、〈
西
行
桜
〉
は
一
段
構
成
で
、〈
芭
蕉
〉
の
二
段
構
成
と
は
異
な
る
が
、

〈
西
行
桜
〉
に
お
け
る
ワ
キ
と
ア
イ
の
応
対
、
そ
し
て
ワ
キ
連
の
登
場
な
ど
、
中
入
り
の
ア
イ
狂
言

に
似
通
う
所
が
あ
る
。
た
だ
一
般
的
な
ア
イ
狂
言
よ
り
作
品
に
お
け
る
重
要
性
が
大
い
に
違
っ
て
く

る
。
右
の
小
段
1
か
ら
小
段
5
ま
で
は
、
直
接
に
作
品
の
後
半
に
、
桜
の
精
が
出
現
す
る
た
め
の

き
っ
か
け
を
与
え
て
い
る
。
一
方
〈
芭
蕉
〉
の
ア
イ
狂
言
に
お
い
て
も
、
芭
蕉
の
故
事
な
ど
を
語
る

こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
内
容
に
補
う
所
が
特
殊
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
天
正
狂
言
本
、
貞
享
松

井
本
、
大
蔵
虎
明
本
お
よ
び
和
泉
流
狂
言
な
ど
諸
本
の
間
で
は
多
少
の
差
が
あ
る
け
れ
ど
、
芭
蕉
の

故
事
を
並
べ
る
の
は
大
ま
か
に
共
通
し
て
い
る
。
総
じ
て
挙
げ
れ
ば
、
①
王
維
の
「
雪
中
芭
蕉
図
」、

②
奏
者
草
と
の
異
名
、
③
『
列
子
』「
蕉
鹿
の
夢
」、
④
禅
林
詩
「
芭
蕉
無
耳
聞
雷
開
、
葵
花
無
眼
随

日
転
」、
⑤
唐
代
銭
珝
『
未
展
芭
蕉
詩
』「
冷
燭
無
煙
緑
涙
乾
、
芳
心
猶
巻
怯
春
寒
」、
⑥
唐
代
竇
鞏

『
訪
隠
者
不
遇
』「
欲
題
名
字
知
相
訪
、
復
恐
芭
蕉
不
耐
秋
」、
⑦
『
無
門
関
』
の
芭
蕉
和
尚
、
が
謡

Hosei University Repository



���

曲
に
典
拠
を
提
供
し
て
い
る
。
二
曲
の
こ
の
説
明
的
部
分
は
、
後
に
シ
テ
が
草
木
成
仏
を
説
く
時
の

伏
線
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

シ
テ
の
造
型
こ
そ
違
う
も
の
の
、
二
曲
の
舞
に
お
け
る
共
通
点
も
認
め
ら
れ
る
。
静
か
な
舞
グ
セ

の
後
、﹇
ワ
カ
﹈・﹇
序
の
舞
﹈・﹇
ワ
カ
﹈
を
展
開
す
る
の
は
一
つ
の
定
型
で
あ
る
。﹇
序
の
舞
﹈
と
は
、

能
の
舞
の
中
で
最
も
重
要
視
さ
れ
る
舞
で
あ
り
、
白
拍
子
舞
の
物
真
似
か
ら
由
来
す
る
、
呂
中
干
舞

を
付
加
さ
せ
た
幅
の
広
い
体
系
を
持
つ
舞
事
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
禅
鳳
時
代
に
お
い
て
、
囃

子
事
の
平
調
返
の
中
で
「
本
の
序
」、「
真
の
序
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
は
女
性
舞
に
深
い
つ
な
が
り
が

あ
り
、
実
際
に
も
三
番
目
物
に
多
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。〈
芭
蕉
〉
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

）
6

（
注

一
方

〈
西
行
桜
〉
の
﹇
序
の
舞
﹈
も
、
大
和
猿
楽
の
翁
の
舞
の
伝
統
を
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
脇
能
と
し

て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
脇
能
の
﹇
真
の
序
の
舞
﹈
と
は
一
線
を
画

し
、
む
し
ろ
〈
芭
蕉
〉
と
同
じ
系
統
に
属
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
〈
西
行
桜
〉
の
鬘
物
と

さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
世
阿
弥
時
代
の
〈
西
行
桜
〉
は
脇
能
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
現
行
〈
西
行
桜
〉
は
や
は
り
脇
能
の
〈
阿
古
屋
松
〉
と
は
、「
大
か
た
似
た
る
能
」

で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
か
ろ
う
。

二
曲
は
詞
章
に
お
い
て
も
共
に
修
辞
に
凝
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
大
量
と
も
い
え
る
和
歌
、
漢

詩
（
特
に
白
居
易
の
詩
）
が
引
用
さ
れ
、
美
し
さ
と
含
蓄
の
深
さ
を
持
つ
修
辞
に
よ
っ
て
情
趣
溢
れ

る
風
景
描
写
が
連
ね
て
い
る
。
夢
幻
能
に
お
け
る
草
木
の
精
物
の
双
璧
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か

ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
性
格
は
言
っ
て
み
れ
ば
三
番
目
物
全
体
の
特
徴
で
も
あ
る
。〈
西
行
桜
〉

と
〈
芭
蕉
〉
は
、
ほ
か
の
作
品
と
区
別
し
得
る
共
通
点
は
、
や
は
り
作
品
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
止

観
的
態
度
、
閑
寂
的
美
意
識
、
そ
し
て
隠
者
的
風
雅
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、［
ク
セ
］
に
見
る
〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
の
曲
趣
に
お
け
る
分
岐

〈
西
行
桜
〉
と
〈
芭
蕉
〉
は
多
く
の
共
通
的
要
素
を
持
つ
作
品
で
あ
る
も
の
の
、
曲
趣
の
面
で
は

必
ず
し
も
同
じ
よ
う
な
位
相
を
示
し
て
い
な
い
点
は
興
味
深
い
。
と
り
わ
け
一
曲
の
眼
目
と
な
る

﹇
ク
セ
﹈
の
部
分
に
お
い
て
、
二
曲
は
異
な
る
曲
趣
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
西
行
桜
〉
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

）
7

（
注

。

﹇
ク
リ
﹈
地
そ
れ
朝
に
落
花
を
踏
ん
で
相
伴
な
つ
て
出
づ
、
夕
べ
に
は
飛
鳥
に
随
つ
て
一
時
に

帰
る
。

﹇
サ
シ
﹈
シ
テ
九
重
に
咲
け
ど
も
花
の
八
重
桜
、
地
い
く
代
の
春
を
重
ぬ
ら
ん
、
シ
テ
し
か
る
に
花

の
名
高
き
は
、
地
ま
づ
初
花
を
急
ぐ
な
る
、
近
衛
殿
の
糸
桜
。

﹇
ク
セ
﹈
地
見
渡
せ
ば
、
柳
桜
を
こ
き
交
ぜ
て
、
都
は
春
の
錦
、
粲
爛
た
り
、
千
本
の
桜
を
植

ゑ
置
き
、
そ
の
色
を
所
の
名
に
見
す
る
、
千
本
の
花
盛
り
、
雲
路
や
雪
に
残
る
ら
ん
。
毘
沙
門

堂
の
花
盛
り
、
四
天
王
の
栄
華
も
、
こ
れ
は
い
か
で
勝
る
べ
き
、
上
な
る
黒
谷
下
河
原
、
昔
遍

昭
僧
正
の
。
シ
テ
憂
き
世
を
厭
ひ
し
華
頂
山
、
地
鷲
の
御
山
の
花
の
色
、
枯
れ
に
し
鶴
の
林
ま

で
、
思
ひ
知
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
、
清
水
寺
の
地
主
の
花
、
松
吹
く
風
の
音
羽
山
、
こ
こ
は
ま

た
嵐
山
、
戸
無
瀬
に
落
つ
る
、
滝
つ
波
ま
で
も
、
花
は
大
堰
川
、
堰
塞
き
に
雪
や
掛
か
る
ら
ん
。

い
わ
ゆ
る
「
桜
尽
く
し
」
の
見
せ
場
で
あ
る
。﹇
ク
リ
﹈
に
お
い
て
は
白
居
易
の
詩
「
朝
踏
落
花

相
伴
出
、
暮
随
飛
鳥
一
時
還
」
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
対
句
は
〈
枕
慈
童
〉、〈
松
虫
〉
な
ど
多
く
の

曲
に
も
見
え
、
隠
棲
の
風
雅
を
思
わ
せ
る
一
方
遊
楽
的
な
要
素
も
持
つ
文
言
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
﹇
サ
シ
﹈
で
の
「
花
の
名
高
き
」
場
所
に
触
れ
る
契
機
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
叙
景
的
な
詞
章
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。﹇
サ
シ
﹈
の
「
近

衛
の
糸
桜
」
か
ら
始
ま
り
、
千
本
通
り
、
毘
沙
門
堂
、
四
天
王
、
黒
谷
、
下
河
原
、
華
頂
山
、
双
林

寺
、
清
水
寺
、
音
羽
山
、
嵐
山
、
戸
無
瀬
、
大
堰
川
な
ど
数
々
の
桜
の
名
所
を
、
華
や
か
な
文
言
で

テ
ン
ポ
良
く
連
ね
て
い
る
。
そ
の
詞
章
に
は
脇
能
に
よ
く
現
わ
れ
る
祝
福
的
な
意
味
も
薄
く
、
ま
た

心
情
描
写
も
「
憂
き
世
を
厭
ひ
し
」
お
よ
び
「
思
ひ
知
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
程
度
で
、
隠

棲
し
て
い
る
も
の
が
自
然
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
時
の
心
情
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
詞
章
に
お
け

る
優
美
な
部
分
、
す
な
わ
ち
「
幽
玄
」
と
い
う
性
格
だ
け
が
目
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
方
〈
芭
蕉
〉
の
﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

﹇
ク
リ
﹈
地
そ
れ
非
情
草
木
と
い
つ
ぱ
ま
こ
と
は
無
相
真
如
の
体
、
一
塵
法
界
の
心
地
の
上
に
、

雨
露
霜
雪
の
形
を
見
す
。

﹇
サ
シ
﹈
シ
テ
し
か
れ
ば
一
枝
の
花
を
捧
げ
、
地
み
法
の
色
を
現
は
す
や
、
一
花
開
け
て
四
方
の

春
、
の
ど
け
き
空
の
日
影
を
得
て
、
楊
梅
桃
李
数
々
の
、
シ
テ
色
香
に
染
め
る
心
ま
で
、
地
諸
法

実
相
隔
て
も
な
し
。

﹇
ク
セ
﹈
地
水
に
近
き
楼
台
は
、
ま
づ
月
を
得
る
な
り
、
陽
に
向
か
へ
る
花
木
は
ま
た
、
春
に

逢
ふ
こ
と
易
き
な
る
、
そ
の
理
も
さ
ま
ざ
ま
の
、
げ
に
目
の
前
に
面
白
や
な
、
春
過
ぎ
夏
闌
け
、

秋
来
る
風
の
音
づ
れ
は
、
庭
の
荻
原
ま
づ
そ
よ
ぎ
、
そ
よ
か
か
る
秋
と
知
ら
す
な
り
。
身
は
古

寺
の
軒
の
草
、
忍
ぶ
と
す
れ
ど
い
に
し
へ
も
、
花
は
嵐
の
音
に
の
み
、
芭
蕉
葉
の
、
脆
く
も
落

つ
る
露
の
身
は
、
置
き
所
な
き
虫
の
音
の
、
蓬
が
も
と
の
心
の
、
秋
と
て
も
な
ど
か
変
は
ら
ん
。
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蔵
す
る
「
歌
舞
幽
玄
の
根
源
」
を
「
随
縁
流
動
」
さ
せ
て
、
自
己
の
円
鏡
に
「
万
像
を
治
」
め
、

己
が
個
は
絶
対
普
遍
の
個
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
舞
い
納
め
、
再
び
原
点
に
復
帰
し
て
結
ば

れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
劇
は
再
び
こ
こ
か
ら
始
ま
り
得
る
と
い
う
、
完
全
で
あ
る
と

同
時
に
未
完
で
あ
る
円
環
構
造
と
で
も
よ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式
が
確
認
さ
れ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
完
全
で
あ
る
と
同
時
に
未
完
で
あ
る
円
環
構
造
」
の
特
性
は
、

ほ
か
の
能
作
者
の
作
品
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
禅
竹
作
品
の
中
で
も
、〈
芭
蕉
〉
以
上
に
完
成
し
た

形
を
示
し
て
い
る
も
の
は
な
い
と
い
え
る
。

〈
芭
蕉
〉
は
、
山
木
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
曲
趣
上
に
お
い
て
原
点
か
ら
一
周
し
て
ま
た
原

点
に
戻
る
と
い
う
美
的
構
造
が
特
徴
的
で
あ
る
。
一
方
曲
の
構
成
上
も
同
じ
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て

い
る
。
曲
の
始
ま
り
即
ち
「
入
口
」
は
僧
の
草
庵
の
庭
で
、
そ
の
「
出
口
」
も
ま
た
同
じ
場
所
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
「
出
入
口
」
と
い
う
言
葉
が
、〈
芭
蕉
〉
の
「
円
環
構
造
」
の
完
全
さ
を
表
わ
す

の
に
相
応
し
い
表
現
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
考
え
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

〈
芭
蕉
〉
の
舞
台
と
な
る
僧
の
草
庵
は
完
全
に
密
閉
さ
れ
る
世
界
で
、
外
部
世
界
と
の
関
連
性
が
遮

断
さ
れ
、
内
部
世
界
の
み
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
現
象
と
し
て
、
前
に
も
言
及
し

た
よ
う
に
、〈
芭
蕉
〉
の
中
に
人
物
の
空
間
的
移
動
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
の

で
あ
る
。

能
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
の
空
間
的
移
動
が
劇
の
展
開
に
と
っ
て
大
切
な
要
素
で
あ
る
。
ま
ず

ワ
キ
が
旅
の
僧
で
あ
る
こ
と
は
一
つ
の
定
型
で
あ
ろ
う
。
旅
僧
が
旅
の
途
中
で
謂
れ
の
あ
る
場
所
に

着
き
、
そ
こ
で
霊
魂
と
出
会
っ
て
そ
の
執
心
を
解
く
と
い
う
の
は
夢
幻
能
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
現

在
能
も
然
り
、
人
と
人
と
の
出
会
い
か
ら
物
語
が
生
ま
れ
る
の
は
常
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
芭
蕉
〉
に
お
い
て
は
人
物
の
空
間
的
移
動
が
欠
如
し
て
い
る
。
隠
居
の
僧
も
、

芭
蕉
の
精
も
、
そ
も
そ
も
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
も
知
れ
ず
、
ま
た
草
庵
と
い
う
固
定
の
場
所
か

ら
ど
こ
に
も
行
か
な
い
。
事
の
始
ま
り
に
は
「
執
心
」
と
い
う
も
の
も
な
け
れ
ば
、
劇
の
終
わ
り
に

は
何
か
の
解
決
も
見
ら
れ
な
い
。
芭
蕉
の
精
は
恐
ら
く
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
草
庵
の
庭
に
あ
り
、
ま
た

い
つ
か
理
由
も
な
く
僧
の
前
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
設
定
は
か
な
り
特
殊
な
も
の

と
し
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。〈
芭
蕉
〉
に
比
べ
る
と
、〈
西
行
桜
〉
は
近
い
形

を
持
っ
て
い
る
が
、
物
語
の
発
端
は
下
京
辺
の
人
た
ち
（
ワ
キ
ツ
レ
）
が
花
見
に
や
っ
て
き
た
の
に

あ
る
た
め
、そ
の
移
動
は
劇
の
展
開
に
お
け
る
重
要
な
装
置
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ほ
か
に
〈
三
輪
〉、

〈
檜
垣
〉、〈
経
正
〉、〈
身
延
〉
な
ど
数
曲
に
も
、
何
ら
か
の
空
間
的
移
動
が
仄
め
か
さ
れ
、
ど
の
作

品
も
〈
芭
蕉
〉
の
よ
う
な
静
止
の
世
界
、
内
部
だ
け
の
世
界
を
演
出
し
て
い
な
い
。〈
芭
蕉
〉
と
い

う
作
品
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
無
相
の
劇
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
ほ
と
ん
ど
の
能
作
品
に
は
地
名
、
ま
た
は
人
名
が
は
っ
き
り
と
表
記
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
、
世
阿
弥
は
『
三
道
』
の
「
能
作
書
条
々
」
の
中
で
作
能
に
お
け
る
心
得
を
こ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

た
と
え
ば
、
物
ま
ね
の
人
体
の
品
々
、
天
女
・
神
女
・
乙
女
、
是
、
神
楽
の
舞
歌
也
。
男
体

に
は
、
業
平
・
黒
主
・
源
氏
、
如
此
遊
士
、
女
体
に
は
、
伊
勢
・
小
町
・
祇
王
・
祇
女
・
静
・

百
万
、
如
此
遊
女
、
是
は
み
な
、
其
人
体
い
づ
れ
も
舞
歌
遊
風
の
名
望
の
人
な
れ
ば
、
こ
れ
ら

を
能
の
根
本
体
に
作
な
し
た
ら
ん
は
、
を
の
づ
か
ら
遊
楽
の
見
風
の
大
切
あ
る
べ
し
・
・
・

ま
た
、
作
能
と
て
、
さ
ら
に
本
説
も
な
き
事
を
新
作
に
し
て
、
名
所
・
旧
跡
の
縁
に
作
な
し
て
、

一
座
見
風
の
曲
感
を
な
す
こ
と
あ
り
。
是
は
、
極
め
た
る
達
人
の
才
学
の
（
態
）
な
り
。

つ
ま
り
能
の
創
作
に
お
い
て
は
、
曲
趣
み
相
応
し
い
人
物
設
定
、
そ
し
て
名
所
・
旧
跡
の
場
所
設

定
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
架
空
の
創
作
で
あ
っ
て
も
、
名
所
・
旧
跡
に
関
係
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。

実
際
に
多
く
の
能
作
品
に
お
い
て
、
シ
テ
は
歴
史
上
の
人
物
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
由
緒
の
あ
る

神
霊
精
怪
の
類
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ワ
キ
も
名
僧
で
あ
っ
た
り
、
シ
テ
と
縁
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た

り
す
る
。
人
物
と
土
地
と
に
ま
つ
わ
る
謂
れ
が
、
一
曲
の
話
を
展
開
さ
せ
る
契
機
と
な
る
の
は
も
の

よ
り
、
世
阿
弥
が
目
指
し
て
い
た
幽
玄
の
風
体
の
根
拠
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
〈
芭
蕉
〉
で
は
、
地
名
と
人
名
の
表
記
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
劇
の
舞
台
は
「
唐
土

楚
国
の
し
ょ
う
す
い
」
と
い
う
場
所
で
あ
る
が
、「
楚
国
」
中
国
長
江
中
流
の
南
方
の
広
大
な
地
域

を
指
す
言
葉
で
あ
る
。「
し
ょ
う
す
い
」
も
ま
た
、「
小
水
」、「
瀟
水
」、「
湘
水
」
な
ど
諸
説
が
あ
り
、

お
お
よ
そ
名
所
旧
跡
と
言
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う

）
11

（
注

。
人
物
設
定
も
『
三
道
』
か
ら
大
き
く
離
れ

て
い
る
。
ワ
キ
は
西
行
で
も
玄
賓
で
も
な
く
無
名
の
僧
で
あ
る
。
他
方
に
シ
テ
は
名
も
な
き
芭
蕉
の

精
で
あ
り
、
同
じ
精
物
の
〈
杜
若
〉
に
見
え
る
業
平
と
縁
が
あ
っ
た
杜
若
の
性
の
よ
う
な
、
現
実

と
深
く
つ
な
が
り
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、〈
芭
蕉
〉
に
お
い
て
は
、
舞
台
と
人
物
の
設

定
の
現
実
性
が
極
め
て
薄
く
、「
物
語
」
と
し
て
人
を
感
動
さ
せ
る
要
素
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

曲
全
体
を
見
れ
ば
、
作
品
は
終
始
、
一
種
の
瞑
想
に
よ
っ
て
成
立
し
た
非
現
実
の
世
界
の
雰
囲
気
が

漂
い
、
い
わ
ば
観
念
的
な
世
界
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
意
図
を
探
る
の
に

は
、
表
面
上
の
物
語
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
内
部―

―

「
心
」
の
領
域
で
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う

）
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（
注

。

シ
テ
よ
し
や
思
へ
ば
定
め
な
き
、
地
世
は
芭
蕉
葉
の
夢
の
う
ち
に
、
男
鹿
の
鳴
く
音
は
聞
き
な
が

ら
、
驚
き
あ
へ
ぬ
人
心
、
思
ひ
入
る
さ
の
山
は
あ
れ
ど
、
た
だ
月
ひ
と
り
伴
な
ひ
、
慣
れ
ぬ
る

秋
の
風
の
音
、
憂
き
節
繁
き
小
笹
原
、
し
の
に
物
思
ひ
立
ち
舞
ふ
、
袖
暫
し
い
ざ
や
返
さ
ん
。

﹇
ク
リ
﹈
の
と
こ
ろ
か
ら
、
草
木
の
存
在
と
い
う
表
面
的
現
象
の
裏
に
無
相
真
如
と
い
う
超
越
的

な
真
理
が
あ
る
こ
と
と
、
一
微
塵
の
中
に
も
宇
宙
が
包
含
さ
れ
る
と
い
う
空
間
意
識
と
雨
露
霜
雪
の

形
が
絶
え
ず
変
化
す
る
と
い
う
時
間
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
い
き
な
り
究
理
的
に
語
り
出
す
の
は

い
か
に
も
禅
竹
ら
し
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
の
﹇
サ
シ
﹈、﹇
ク
セ
﹈
は
そ
の
内
な
る

精
神
世
界
を
象
徴
的
に
解
釈
し
て
い
る
。

ま
ず
﹇
サ
シ
﹈
で
は
仏
法
の
実
相
を
「
一
枝
の
花
」
に
喩
え
、
そ
れ
が
四
方
の
春
と
な
っ
て
、

「
色
香
に
染
め
る
心
ま
で
」
世
界
を
広
げ
、「
諸
法
実
相
隔
て
な
し
」
の
理
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の

自
然
の
実
相
は
﹇
ク
セ
﹈
に
お
い
て
一
転
し
て
、
無
常
に
対
す
る
詠
嘆
に
変
わ
っ
て
い
く
。
は
じ
め

に
蘇
軾
の
「
近
水
楼
台
先
得
月
、
向
陽
花
木
易
逢
春
」
の
引
用
が
あ
る
。
そ
の
理
は
目
の
前
に
見
え

る
春
か
ら
夏
、
さ
ら
に
秋
へ
の
変
化
に
現
わ
れ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
荻
原
や
軒
の
草
や
花
な
ど
が
芭

蕉
葉
と
と
も
に
枯
れ
て
い
く
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
、
枯
々
の
秋
の
情
緒
が
醸
し
出
さ
れ
、
や
が
っ

て
そ
れ
ら
の
風
景
は
「
心
の
秋
」
と
化
し
、「
定
め
な
き
世
は
芭
蕉
葉
の
夢
の
う
ち
」
や
「
驚
き
あ

へ
ぬ
人
心
」
な
ど
心
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
禅
竹
作
と
言
わ
れ
て
い
る
作
品
の
﹇
ク
リ
﹈

﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
の
部
分
に
お
い
て
は
、
水
・
色
・
心
と
い
う
表
現
形
式
を
用
い
る
の
は
共
通
的
特

徴
で
も
あ
る

）
8

（
注

。〈
芭
蕉
〉
も
例
外
で
は
な
い
。「
水
」、「
雨
露
霜
雪
」、「
露
」
な
ど
の
水
、「
み
法
の

色
」、「
色
香
に
染
め
る
」
な
ど
の
色
、「
心
地
」、「
心
」、「
驚
き
あ
へ
ぬ
人
心
」、「
忍
ぶ
」、「
憂
き
」、

「
思
ひ
入
る
」、「
物
思
ひ
」
な
ど
の
心
、
こ
う
い
っ
た
表
現
が
、
掛
詞
、
縁
語
、
対
句
、
比
喩
、
連

韻
な
ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
間
断
な
く
詞
章
に
連
ね
、
連
続
性
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
呈
し
て
い

る
。
し
か
し
﹇
サ
シ
﹈
の
「
色
香
」
か
ら
﹇
ク
セ
﹈
に
移
る
の
に
従
っ
て
、
色
が
消
え
、
代
わ
り
に

枯
々
の
風
景
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
〈
芭
蕉
〉
の
こ
の
部
分
は
「
枯
淡
」
の
極
み

で
あ
ろ
う
。

同
じ
草
木
の
精
物
の
作
品
と
し
て
、〈
西
行
桜
〉
の
「
幽
玄
」
に
対
し
、〈
芭
蕉
〉
は
「
枯
淡
」
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
二
曲
の
影
響
関
係
が
見
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
曲
趣
の
転
換
は
禅
竹
に
よ
っ
て
意

識
的
に
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
隠
者
的
な
も
の
へ
の
関
心
の
程
度
に
お
け
る
深
化

で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
も
そ
も
芭
蕉
と
い
う
植
物
は
古
く
か
ら
「
無
常
」
の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
隠
者
文
学

に
よ
く
登
場
す
る
隠
遁
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
そ
の
た
め
桜
に
比
べ
る
と
よ
り
多
く
わ
び
や
枯
淡
の

性
格
を
持
っ
て
い
る

）
9

（
注

。

ま
た
、
二
曲
は
同
じ
隠
者
生
活
を
謳
歌
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
隠
者
生
活
の
内
部
構
造
に
基
づ

く
部
分
に
お
い
て
は
や
は
り
差
が
あ
る
。
そ
の
内
部
構
造
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
説
が
あ
る

）
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（
注

。

即
ち
隠
者
思
想
の
底
に
は
、
無
常
観
と
孤
独
と
自
然
が
あ
り
、
そ
の
到
達
と
し
て
は
、
閑
寂
的
生
活
、

さ
び
系
の
美
的
把
握
、
そ
し
て
信
仰
と
美
と
の
統
一
が
成
就
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。〈
西
行
桜
〉

も
、
自
然
観
照
や
閑
寂
的
生
活
お
よ
び
さ
び
系
の
美
的
把
握
と
い
う
点
で
は
、
隠
者
思
想
が
顕
著
で

あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
芭
蕉
と
い
う
植
物
に
現
わ
れ
る
無
常
観
、
密
閉
的
場
所
設
定
な
ど
に
よ
る

秋
枯
れ
の
中
の
孤
独
感
、
そ
し
て
華
麗
な
詞
章
に
随
所
見
ら
れ
る
和
歌
や
漢
詩
と
法
華
経
讃
美
と

の
融
合
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、〈
芭
蕉
〉
の
ほ
う
は
よ
り
隠
者
生
活
の
内
部
構
造
に
沿
う
形
を

取
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

三
、	〈
芭
蕉
〉
の
特
殊
性

〈
西
行
桜
〉
と
の
差
異
だ
け
で
な
く
、〈
芭
蕉
〉
に
は
ほ
か
の
能
作
品
と
区
別
し
得
る
い
く
つ
か
の

特
性
が
あ
る
。

禅
竹
作
品
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
曲
の
終
末
が
再
び
最
初
の
状
態
に
戻
る
と
い
う
「
円
環
構

造
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
木
ユ
リ
氏
は
「『
荒
れ
た
る
美
』
と
そ
の
演
劇
的
成
立
」（『
日
本
文
学
』

二
十
六
号
一
九
七
七
年
）
の
中
で
、〈
芭
蕉
〉
を
「
そ
の
（
円
環
構
造
の
）
特
色
が
露
骨
な
ま
で
に

現
れ
て
い
る
」
作
品
と
し
て
、〈
芭
蕉
〉
全
体
の
構
成
と
詞
章
と
を
分
析
し
た
う
え
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
禅
竹
は
非
情
を
「
種
」
に
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
間
も
人
間
も
捨
て
去

り
、
す
べ
て
の
劇
的
葛
藤
を
排
除
し
た
「
無
相
の
劇
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
革
命
的
な
能
を
創
造

し
、
彼
の
努
力
腐
心
し
た
「
新
風
」
を
樹
立
し
た
が
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
演
劇
形
態
も
ま
た
、

き
わ
め
て
独
自
な
構
造
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
曲
の
起
点
で
あ
り
、
美
の
原
点
で
あ

る
〈
松
風
に
吹
か
れ
て
破
れ
た
芭
蕉
〉
は
、
終
曲
、
僧
の
夢
が
破
れ
、
女
姿
が
消
え
た
時
「
失

せ
に
け
り
」
と
い
う
夢
幻
能
的
結
末
で
は
な
く
、
再
び
松
風
に
吹
か
れ
て
破
れ
た
芭
蕉
が
残
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
曲
の
出
口
は
入
口
と
強
く
連
結
し
、
円
環
と
し
て
連
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
円
環
の
相
は
、
禅
竹
に
お
い
て
は
、
一
曲
の
演
劇
的
展

開
の
中
で
主
人
公
が
長
生
深
化
し
昇
華
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
螺
旋
状
的
円
環
を
取
る
の
で

は
な
く
、
主
人
公
は
す
で
に
完
全
な
劇
的
理
想
像
と
し
て
入
口
立
ち
あ
ら
わ
れ
、
自
己
に
内
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蔵
す
る
「
歌
舞
幽
玄
の
根
源
」
を
「
随
縁
流
動
」
さ
せ
て
、
自
己
の
円
鏡
に
「
万
像
を
治
」
め
、

己
が
個
は
絶
対
普
遍
の
個
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
舞
い
納
め
、
再
び
原
点
に
復
帰
し
て
結
ば

れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
劇
は
再
び
こ
こ
か
ら
始
ま
り
得
る
と
い
う
、
完
全
で
あ
る
と

同
時
に
未
完
で
あ
る
円
環
構
造
と
で
も
よ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
式
が
確
認
さ
れ
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
完
全
で
あ
る
と
同
時
に
未
完
で
あ
る
円
環
構
造
」
の
特
性
は
、

ほ
か
の
能
作
者
の
作
品
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
禅
竹
作
品
の
中
で
も
、〈
芭
蕉
〉
以
上
に
完
成
し
た

形
を
示
し
て
い
る
も
の
は
な
い
と
い
え
る
。

〈
芭
蕉
〉
は
、
山
木
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
曲
趣
上
に
お
い
て
原
点
か
ら
一
周
し
て
ま
た
原

点
に
戻
る
と
い
う
美
的
構
造
が
特
徴
的
で
あ
る
。
一
方
曲
の
構
成
上
も
同
じ
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て

い
る
。
曲
の
始
ま
り
即
ち
「
入
口
」
は
僧
の
草
庵
の
庭
で
、
そ
の
「
出
口
」
も
ま
た
同
じ
場
所
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
「
出
入
口
」
と
い
う
言
葉
が
、〈
芭
蕉
〉
の
「
円
環
構
造
」
の
完
全
さ
を
表
わ
す

の
に
相
応
し
い
表
現
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
考
え
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

〈
芭
蕉
〉
の
舞
台
と
な
る
僧
の
草
庵
は
完
全
に
密
閉
さ
れ
る
世
界
で
、
外
部
世
界
と
の
関
連
性
が
遮

断
さ
れ
、
内
部
世
界
の
み
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
現
象
と
し
て
、
前
に
も
言
及
し

た
よ
う
に
、〈
芭
蕉
〉
の
中
に
人
物
の
空
間
的
移
動
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
の

で
あ
る
。

能
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
の
空
間
的
移
動
が
劇
の
展
開
に
と
っ
て
大
切
な
要
素
で
あ
る
。
ま
ず

ワ
キ
が
旅
の
僧
で
あ
る
こ
と
は
一
つ
の
定
型
で
あ
ろ
う
。
旅
僧
が
旅
の
途
中
で
謂
れ
の
あ
る
場
所
に

着
き
、
そ
こ
で
霊
魂
と
出
会
っ
て
そ
の
執
心
を
解
く
と
い
う
の
は
夢
幻
能
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
現

在
能
も
然
り
、
人
と
人
と
の
出
会
い
か
ら
物
語
が
生
ま
れ
る
の
は
常
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
芭
蕉
〉
に
お
い
て
は
人
物
の
空
間
的
移
動
が
欠
如
し
て
い
る
。
隠
居
の
僧
も
、

芭
蕉
の
精
も
、
そ
も
そ
も
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
も
知
れ
ず
、
ま
た
草
庵
と
い
う
固
定
の
場
所
か

ら
ど
こ
に
も
行
か
な
い
。
事
の
始
ま
り
に
は
「
執
心
」
と
い
う
も
の
も
な
け
れ
ば
、
劇
の
終
わ
り
に

は
何
か
の
解
決
も
見
ら
れ
な
い
。
芭
蕉
の
精
は
恐
ら
く
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
草
庵
の
庭
に
あ
り
、
ま
た

い
つ
か
理
由
も
な
く
僧
の
前
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
設
定
は
か
な
り
特
殊
な
も
の

と
し
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。〈
芭
蕉
〉
に
比
べ
る
と
、〈
西
行
桜
〉
は
近
い
形

を
持
っ
て
い
る
が
、
物
語
の
発
端
は
下
京
辺
の
人
た
ち
（
ワ
キ
ツ
レ
）
が
花
見
に
や
っ
て
き
た
の
に

あ
る
た
め
、そ
の
移
動
は
劇
の
展
開
に
お
け
る
重
要
な
装
置
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ほ
か
に
〈
三
輪
〉、

〈
檜
垣
〉、〈
経
正
〉、〈
身
延
〉
な
ど
数
曲
に
も
、
何
ら
か
の
空
間
的
移
動
が
仄
め
か
さ
れ
、
ど
の
作

品
も
〈
芭
蕉
〉
の
よ
う
な
静
止
の
世
界
、
内
部
だ
け
の
世
界
を
演
出
し
て
い
な
い
。〈
芭
蕉
〉
と
い

う
作
品
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
無
相
の
劇
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
ほ
と
ん
ど
の
能
作
品
に
は
地
名
、
ま
た
は
人
名
が
は
っ
き
り
と
表
記
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
、
世
阿
弥
は
『
三
道
』
の
「
能
作
書
条
々
」
の
中
で
作
能
に
お
け
る
心
得
を
こ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

た
と
え
ば
、
物
ま
ね
の
人
体
の
品
々
、
天
女
・
神
女
・
乙
女
、
是
、
神
楽
の
舞
歌
也
。
男
体

に
は
、
業
平
・
黒
主
・
源
氏
、
如
此
遊
士
、
女
体
に
は
、
伊
勢
・
小
町
・
祇
王
・
祇
女
・
静
・

百
万
、
如
此
遊
女
、
是
は
み
な
、
其
人
体
い
づ
れ
も
舞
歌
遊
風
の
名
望
の
人
な
れ
ば
、
こ
れ
ら

を
能
の
根
本
体
に
作
な
し
た
ら
ん
は
、
を
の
づ
か
ら
遊
楽
の
見
風
の
大
切
あ
る
べ
し
・
・
・

ま
た
、
作
能
と
て
、
さ
ら
に
本
説
も
な
き
事
を
新
作
に
し
て
、
名
所
・
旧
跡
の
縁
に
作
な
し
て
、

一
座
見
風
の
曲
感
を
な
す
こ
と
あ
り
。
是
は
、
極
め
た
る
達
人
の
才
学
の
（
態
）
な
り
。

つ
ま
り
能
の
創
作
に
お
い
て
は
、
曲
趣
み
相
応
し
い
人
物
設
定
、
そ
し
て
名
所
・
旧
跡
の
場
所
設

定
が
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
架
空
の
創
作
で
あ
っ
て
も
、
名
所
・
旧
跡
に
関
係
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。

実
際
に
多
く
の
能
作
品
に
お
い
て
、
シ
テ
は
歴
史
上
の
人
物
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
由
緒
の
あ
る

神
霊
精
怪
の
類
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ワ
キ
も
名
僧
で
あ
っ
た
り
、
シ
テ
と
縁
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た

り
す
る
。
人
物
と
土
地
と
に
ま
つ
わ
る
謂
れ
が
、
一
曲
の
話
を
展
開
さ
せ
る
契
機
と
な
る
の
は
も
の

よ
り
、
世
阿
弥
が
目
指
し
て
い
た
幽
玄
の
風
体
の
根
拠
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
〈
芭
蕉
〉
で
は
、
地
名
と
人
名
の
表
記
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
劇
の
舞
台
は
「
唐
土

楚
国
の
し
ょ
う
す
い
」
と
い
う
場
所
で
あ
る
が
、「
楚
国
」
中
国
長
江
中
流
の
南
方
の
広
大
な
地
域

を
指
す
言
葉
で
あ
る
。「
し
ょ
う
す
い
」
も
ま
た
、「
小
水
」、「
瀟
水
」、「
湘
水
」
な
ど
諸
説
が
あ
り
、

お
お
よ
そ
名
所
旧
跡
と
言
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う

）
11

（
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。
人
物
設
定
も
『
三
道
』
か
ら
大
き
く
離
れ

て
い
る
。
ワ
キ
は
西
行
で
も
玄
賓
で
も
な
く
無
名
の
僧
で
あ
る
。
他
方
に
シ
テ
は
名
も
な
き
芭
蕉
の

精
で
あ
り
、
同
じ
精
物
の
〈
杜
若
〉
に
見
え
る
業
平
と
縁
が
あ
っ
た
杜
若
の
性
の
よ
う
な
、
現
実

と
深
く
つ
な
が
り
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、〈
芭
蕉
〉
に
お
い
て
は
、
舞
台
と
人
物
の
設

定
の
現
実
性
が
極
め
て
薄
く
、「
物
語
」
と
し
て
人
を
感
動
さ
せ
る
要
素
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

曲
全
体
を
見
れ
ば
、
作
品
は
終
始
、
一
種
の
瞑
想
に
よ
っ
て
成
立
し
た
非
現
実
の
世
界
の
雰
囲
気
が

漂
い
、
い
わ
ば
観
念
的
な
世
界
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
意
図
を
探
る
の
に

は
、
表
面
上
の
物
語
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
内
部―

―

「
心
」
の
領
域
で
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う

）
12

（
注

。
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阿
弥
歿
年
を
嘉
吉
三
年
と
考
え
る
と
禅
竹
は
三
十
九
歳
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
と
音
阿
弥
の
関

係
を
勘
案
す
れ
ば
、
多
分
そ
れ
以
後
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。」
と
あ
る
。

注
5

二
作
品
の
構
成
お
よ
び
梗
概
は
、
新
潮
日
本
古
典
全
集
『
謡
曲
集
』
に
従
っ
て
い
る
。

注
6

山
中
玲
子
氏
「〈
序
ノ
舞
〉
の
祖
型
」（『
国
語
国
文
学
』
昭
和
五
十
九
年
六
月
号
を
参
照
し

て
い
る
。

注
7

二
作
品
の
詞
章
の
引
用
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
を
参
照
し
て
い
る
。
な

お
「
水
」、「
色
」、「
心
」
関
係
の
表
現
に
傍
線
を
付
し
て
い
る
。

注
8

拙
稿
「
水―

色―

心
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性―

―

﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
見
る
禅

竹
作
の
特
色―

―

」（『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
六
十
二
号
二
〇
〇
九
年
三
月
）

注
9

拙
稿
「
禅
竹
作
品
に
お
け
る
隠
者
思
想―

―

〈
芭
蕉
〉、〈
雨
月
〉
を
中
心
に
」（
法
政
大
学

大
学
院
日
本
文
学
専
攻
二
〇
〇
七
年
度
修
士
論
文
）

注
10

石
田
吉
貞
氏
『
隠
者
の
文
学―

―

苦
悶
す
る
美
』（
講
談
社
学
術
文
庫
二
〇
〇
一
年
）
を
参

考
に
し
て
い
る
。

注
11

前
掲
し
た
伊
藤
正
義
氏
の
作
品
研
究
「
芭
蕉
」
お
よ
び
荒
井
と
み
よ
氏
「
謡
曲
〈
芭
蕉
〉
の

女
を
め
ぐ
っ
て
」（『
観
世
』
平
成
十
三
年
十
二
月
号
）
に
「
し
ょ
う
す
い
」
に
関
す
る
記
述

が
あ
る
。

注
12

三
宅
晶
子
氏『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』（
ペ
リ
カ
ン
社
二
〇
〇
一
年
）を
参
考
に
し
て
い
る
。

注
13

西
野
春
雄
氏
「
金
春
禅
竹
・
上　

奇
特
の
上
手―

―

金
春
禅
竹
の
生
涯
」、「
金
春
禅
竹
・
中

心
の
象
徴
劇―

―

金
春
禅
竹
の
作
品
」、「
金
春
禅
竹
・
下　

完
全
な
る
静
寂―

―

金
春
禅
竹

の
作
風
」（『
国
立
能
楽
堂
』
一
九
八
六
年
十
〜
十
二
号
）
よ
り
。

注
14

芳
賀
幸
四
郎
氏
『
東
山
文
化
の
研
究
』（
思
文
閣
昭
和
二
十
年
）

禅
竹
の
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
象
徴
性
お
よ
び
心
象
風
景
の
多
用
と
い
う
特
徴
が
注
目
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
の
心
象
風
景
の
概
念
は
、
お
お
よ
そ
一
般
的
に
近
代
文
学
の
分
野
で
い
う
心
象
風
景

と
違
っ
て
、
能
の
主
人
公
の
心
情
を
暗
示
す
る
ま
た
は
象
徴
す
る
風
景
描
写
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

し
〈
芭
蕉
〉
に
お
い
て
は
、﹇
ク
セ
﹈
を
中
心
と
す
る
風
景
描
写
は
、
芭
蕉
の
精
の
心
情
を
表
わ
す

部
分
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
大
量
に
援
用
さ
れ
る
和
歌
や
漢
詩
の
象
徴
性
を
、

身
の
上
の
物
語
す
ら
知
れ
な
い
非
情
草
木
の
芭
蕉
の
精
に
用
い
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。〈
芭

蕉
〉
の
主
人
公
な
は
心
象
風
景
が
見
ら
れ
な
く
、
い
わ
ば
「
無
心
」
の
存
在
で
あ
る
。
も
し
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
ワ
キ
に
お
け
る
心
象
風
景
で
あ
る
と
い
う
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
ワ
キ
の

人
物
造
型
は
、
明
ら
か
に
隠
遁
者
で
あ
る
。
彼
は
山
中
の
草
庵
に
籠
り
、
毎
日
法
華
経
を
読
誦
す
る

遁
世
の
僧
で
、
作
中
の
風
景
は
彼
の
目
に
映
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
風
景
は
、
法
華

経
の
妙
法
の
象
徴
で
も
あ
り
、
ま
た
和
歌
や
漢
詩
に
表
現
さ
れ
る
閑
寂
的
美
お
よ
び
隠
者
的
志
向
の

象
徴
で
も
あ
る
。
芭
蕉
の
精
は
、
即
ち
そ
れ
ら
の
象
徴
の
具
現
化
と
し
て
僧
の
前
に
現
わ
れ
て
い
る
、

い
わ
ば
瞑
想
の
産
物
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
注
ぐ
僧
の
目
線
は
、
隠
者
が
自
身
の
心
に
対
す
る
凝

視
で
あ
り
、
あ
る
い
は
作
者
お
よ
び
そ
れ
を
見
る
観
客
た
ち
の
目
線
で
も
あ
ろ
う
。

無
常
感
と
寂
寥
感
溢
れ
る
風
景
に
潜
ん
で
い
る
閑
寂
の
美
そ
し
て
隠
者
の
志
向
は
、
言
っ
て
み
れ

ば
、
中
世
の
文
化
人
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
美
意
識
で
あ
り
、
ま
た
禅
竹
自
身
に
お
け
る
美
的
観
念

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
心
象
風
景
の
手
法
は
、
案
外
近
代
的
な
概
念
に
近
く
、
当
時
に

し
て
は
飛
躍
的
な
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

右
の
よ
う
に
、
禅
竹
は
〈
芭
蕉
〉
に
お
い
て
、
空
間
的
移
動
を
用
い
ず
、
完
全
な
閉
鎖
的
且
つ

静
止
的
な
世
界
を
作
り
上
げ
、
人
名
・
地
名
の
具
体
性
を
排
除
し
、
そ
の
う
え
大
量
の
風
景
描
写
を

行
い
な
が
ら
そ
れ
を
シ
テ
の
心
象
風
景
と
し
な
い
。
詞
章
か
ら
言
葉
を
借
り
れ
ば
、〈
芭
蕉
〉
の
世

界
は
、
ま
さ
に
「
無
相
真
如
」
と
い
う
、
外
観
や
実
在
を
超
え
た
美
的
観
念
の
み
が
存
在
し
て
い
る

「
心
の
象
徴
劇
」

）
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で
あ
る
。
一
曲
の
主
題
は
、『
法
華
経
』
の
説
法
だ
け
で
な
く
、
絶
え
ず
自
然
と
向

き
合
い
つ
づ
け
る
隠
者
の
心
を
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
名
付
け
る
こ
と
に
す
れ
ば
、〈
芭
蕉
〉

は
ま
さ
に
「
隠
者
能
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
稿
は
〈
西
行
桜
〉
の
作
者
考
に
踏
み
込
も
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
世

阿
弥
作
説
と
禅
竹
作
説
の
並
存
を
と
り
わ
け
問
題
視
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
単
純
に
い
う
と
、
現
行

〈
西
行
桜
〉
は
、「
西
行
・
阿
古
屋
の
松
、
大
か
た
似
た
る
能
な
り
」
の
「
西
行
」
と
同
一
も
の
で
あ

る
か
否
か
は
ま
だ
結
論
が
出
な
い
で
あ
ろ
う
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
頃
世
阿
弥
作
説
は
確
か
に
有

力
で
は
あ
る
が
、
禅
竹
作
説
も
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
か
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
二
曲
の
間
に
緊
密
的
な
影
響
関
係
が
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
は
禅
竹
に
よ
る
〈
西

行
桜
〉
に
対
す
る
継
承
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
曲
趣
の
面
に
お
い
て
、〈
芭
蕉
〉
に
は

明
ら
か
に
〈
西
行
桜
〉
と
異
な
る
志
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
本
稿
の
い
う
「
幽
玄
」
と
「
枯

淡
」
と
の
作
風
の
相
違
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
曲
趣
上
に
お
け
る
変
化
の
理
由
は
、
日
本
文
化
が
大
成
し
繁
栄
し
た
中
世
と
い
う
時

代
の
特
性
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
室
町
期
の
文
化
現
象
と
し
て
、
義
満
時
代
に
お
け

る
幽
玄
余
情
主
義
の
北
山
文
化
と
、
義
政
時
代
に
お
け
る
枯
淡
閑
寂
重
視
の
東
山
文
化
と
が
あ
っ
た

）
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。

〈
西
行
桜
〉
の
「
幽
玄
」
か
ら
〈
芭
蕉
〉
の
「
枯
淡
」
へ
の
移
行
も
、
そ
の
時
代
背
景
を
反
映
す
る

文
化
現
象
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
能
の
世
界
に
お
い
て
、
世
阿
弥
が
唱

え
た
「
歌
舞
幽
玄
」
を
継
承
し
つ
つ
も
、
よ
り
内
向
的
な
も
の
を
追
及
し
つ
づ
け
る
の
は
ほ
か
な
ら

ず
禅
竹
で
あ
る
。
二
人
が
活
躍
し
た
時
期
も
そ
れ
ぞ
れ
に
北
山
文
化
と
東
山
文
化
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、〈
西
行
桜
〉
を
世
阿
弥
作
と
し
、
禅
竹
作
の
〈
芭
蕉
〉
と
の
曲

趣
上
に
お
け
る
影
響
関
係
を
論
じ
る
の
は
一
見
筋
が
通
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は

あ
ま
り
に
も
図
式
的
で
単
純
で
あ
る
た
め
、
本
稿
は
敢
え
て
構
想
に
入
れ
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
。な

お
、
能
作
品
の
比
較
研
究
に
お
い
て
は
、
作
品
の
歴
史
的
変
遷
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
本
稿
で
挙
げ
た
二
曲
に
関
し
て
は
、
断
片
的
な
演
出
資
料
を
以
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作
風
の
変
化

を
検
討
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
た
め
、
作
品
の
詞
章
に
現
れ
た
曲
趣
だ
け
に
重
点
を
置
い
た
わ

け
で
あ
る
。
今
後
は
二
曲
の
演
出
の
関
連
性
を
含
め
て
更
な
る
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

註注
1
〈
西
行
桜
〉
を
世
阿
弥
作
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
四
種
類
の
解
釈
は
、
①
か
ら
③
ま
で
は
雑

誌『
観
世
』の
特
集（
昭
和
四
十
五
年
三
月
号
）に
見
え
る
後
藤
淑
氏
が
作
品
研
究「
西
行
桜
」

に
お
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
④
は
同
雑
誌
平
成
六
年
五
月
号
の
特
集
に
見
え
る
三
宅

晶
子
氏
の
作
品
研
究
「
西
行
桜
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

注
2

本
稿
が
用
い
た
世
阿
弥
と
禅
竹
の
伝
書
の
引
用
は
、
岩
波
日
本
思
想
大
系
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』

（
一
九
九
四
年
）
を
参
照
し
て
い
る
。

注
3

表
章
・
伊
藤
正
義
校
注
『
金
春
古
伝
書
集
成
』
わ
ん
や
書
店
昭
和
四
十
四
年

注
4

伊
藤
正
義
氏
の
作
品
研
究
「
芭
蕉
」（『
観
世
』
昭
和
五
十
七
年
七
月
号
）
に
、「
・
・
・
世
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阿
弥
歿
年
を
嘉
吉
三
年
と
考
え
る
と
禅
竹
は
三
十
九
歳
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
と
音
阿
弥
の
関

係
を
勘
案
す
れ
ば
、
多
分
そ
れ
以
後
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。」
と
あ
る
。

注
5

二
作
品
の
構
成
お
よ
び
梗
概
は
、
新
潮
日
本
古
典
全
集
『
謡
曲
集
』
に
従
っ
て
い
る
。

注
6

山
中
玲
子
氏
「〈
序
ノ
舞
〉
の
祖
型
」（『
国
語
国
文
学
』
昭
和
五
十
九
年
六
月
号
を
参
照
し

て
い
る
。

注
7

二
作
品
の
詞
章
の
引
用
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
を
参
照
し
て
い
る
。
な

お
「
水
」、「
色
」、「
心
」
関
係
の
表
現
に
傍
線
を
付
し
て
い
る
。

注
8

拙
稿
「
水―

色―

心
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
性―

―

﹇
ク
リ
﹈﹇
サ
シ
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
見
る
禅

竹
作
の
特
色―

―

」（『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
六
十
二
号
二
〇
〇
九
年
三
月
）

注
9

拙
稿
「
禅
竹
作
品
に
お
け
る
隠
者
思
想―

―

〈
芭
蕉
〉、〈
雨
月
〉
を
中
心
に
」（
法
政
大
学

大
学
院
日
本
文
学
専
攻
二
〇
〇
七
年
度
修
士
論
文
）

注
10

石
田
吉
貞
氏
『
隠
者
の
文
学―

―

苦
悶
す
る
美
』（
講
談
社
学
術
文
庫
二
〇
〇
一
年
）
を
参

考
に
し
て
い
る
。

注
11

前
掲
し
た
伊
藤
正
義
氏
の
作
品
研
究
「
芭
蕉
」
お
よ
び
荒
井
と
み
よ
氏
「
謡
曲
〈
芭
蕉
〉
の

女
を
め
ぐ
っ
て
」（『
観
世
』
平
成
十
三
年
十
二
月
号
）
に
「
し
ょ
う
す
い
」
に
関
す
る
記
述

が
あ
る
。

注
12

三
宅
晶
子
氏『
歌
舞
能
の
確
立
と
展
開
』（
ペ
リ
カ
ン
社
二
〇
〇
一
年
）を
参
考
に
し
て
い
る
。

注
13

西
野
春
雄
氏
「
金
春
禅
竹
・
上　

奇
特
の
上
手―
―

金
春
禅
竹
の
生
涯
」、「
金
春
禅
竹
・
中

心
の
象
徴
劇―

―

金
春
禅
竹
の
作
品
」、「
金
春
禅
竹
・
下　

完
全
な
る
静
寂―

―

金
春
禅
竹

の
作
風
」（『
国
立
能
楽
堂
』
一
九
八
六
年
十
〜
十
二
号
）
よ
り
。

注
14

芳
賀
幸
四
郎
氏
『
東
山
文
化
の
研
究
』（
思
文
閣
昭
和
二
十
年
）
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