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今
日
は
芭
蕉
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
私
の
研
究
は
西
鶴
の
小
説
論
の

よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
十
五
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、

徳
川
時
代
に
始
ま
っ
た
貨
幣
経
済
社
会
の
問
題
を
、
自
分
の
中
に
設
定
し

ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
り
善
悪
の
価
値
観
が
変
わ
り
、
商
人
が
翻
弄
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
が
江
戸
時
代
で
あ
る
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
視
点
ｌ
貨
幣
の
問

題
で
文
学
の
論
文
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

の
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
視
点
で
読
ん
で
み
ま
す
と
、
例
え
ば
、
近
松

門
左
衛
門
の
「
女
殺
抽
地
獄
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
の
作

品
は
不
条
理
劇
ｌ
要
す
る
に
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
、
道
理
の
追
求
で
き
な

い
劇
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
親
し
く
し
て
い
た
年
上
の
女
性
を
お

金
の
た
め
に
殺
す
と
い
う
作
品
な
の
で
、
与
兵
衛
の
非
道
な
人
間
性
を
非

難
す
る
と
い
う
批
評
が
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
，
貨
幣
経
済
社
会
の

問
題
を
読
み
込
み
ま
す
と
ｌ
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
が
、
遊
び
の
金
を
貸
し
、

そ
れ
を
真
綿
で
首
を
し
め
る
よ
う
に
し
て
取
り
立
て
る
人
物
が
出
て
く
る

〈
講
演
〉

芭
蕉
の
「
わ
ぶ
」
に
つ
い
て
の
考
察

ん
で
す
。
そ
の
あ
た
り
の
描
写
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
与
兵
衛
は
普
段
は

遊
び
歩
い
て
い
ま
す
が
、
義
理
の
父
親
の
真
実
の
心
を
知
っ
て
、
真
人
間

に
な
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
真
人
間
に
な
ろ
う
と
決
心
し

た
時
に
お
金
を
返
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
事
態
に
落
ち
入
っ
て
い

て
、
遊
び
歩
い
て
い
る
ま
ま
だ
っ
た
ら
、
殺
人
は
犯
さ
な
い
Ｉ
本
当
に
真

人
間
に
な
っ
て
親
孝
行
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
殺
人
を
犯
さ
ざ
る
を
え
な

い
、
そ
う
い
う
構
造
が
う
ま
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
西
鶴

と
か
、
近
松
、
上
田
秋
成
と
か
を
ず
っ
と
読
ん
で
き
ま
し
た
。
で
も
、
芭

蕉
に
関
し
て
は
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
で
い
た
ん
で
す
。
貨
幣
経
済
社

会
、
そ
の
社
会
状
況
に
対
し
て
、
芭
蕉
を
ど
う
い
う
風
に
読
ん
で
い
け
ば

い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
あ
き
ら

め
か
け
て
、
「
詩
歌
の
世
界
は
別
か
な
」
と
い
う
風
に
思
っ
て
い
た
ん
で

す
。
で
も
、
芭
蕉
の
初
期
の
俳
文
に
出
会
っ
て
、
考
え
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
延
宝
八
年
か
ら
九
年
（
天
和
元
）
の
一
年
間
に
芭
蕉
は
立

日
暮

聖

２
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芭蕉の「わぶ」についての考察

芭
蕉
略
年
譜
（
甲
子
吟
行
／
野
ざ
ら
し
紀
行
の
旅
に
出
る
ま
で
）

て
続
け
に
い
く
つ
か
の
文
章
を
書
く
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
、
「
わ
ぶ
」
と

い
う
言
葉
を
追
求
し
ま
す
。
貧
困
の
問
題
と
か
を
意
識
し
て
、
「
わ
ぶ
」

と
い
う
言
葉
を
概
念
化
し
よ
う
と
し
て
い
く
試
み
ｌ
と
言
っ
た
ら
い
い
の

か
な
、
芭
蕉
に
と
っ
て
、
俳
譜
の
中
の
非
常
に
大
事
な
概
念
と
し
て
作
り

上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
見
え
ま
す
の
で
、
今
日
は
そ
の
お
話
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
前
に
簡
単
に
、
芭
蕉
の
出
自
と
か
、
前
提
に
な
る
こ
と
と
か
を
お

話
し
よ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
プ
リ
ン
ト
の
最
初
の
と
こ
ろ
に
略
年
譜
を

上
げ
ま
し
た
。

一
六
四
四
（
正
保
元
年
）
伊
賀
上
野
に
生
ま
れ
る
。

一
六
六
二
（
寛
文
二
年
・
十
九
歳
）

藤
堂
新
七
郎
家
（
藤
堂
藩
伊
賀
付
士
大
将

・
五
千
石
）
に
召
抱
え
ら
れ
た
の
は
、
こ

の
頃
か
。

一
六
六
六
（
寛
文
六
年
・
二
十
三
歳
）

蝉
吟
（
藤
堂
良
忠
）
没
す
（
享
年
二
十
五
）
。

一
六
七
二
（
寛
文
十
二
年
．
二
十
九
歳
）

一
貝
お
ほ
ひ
』
を
携
え
て
江
戸
へ
下
る
。

一
九
七
七
（
延
宝
五
年
・
三
十
四
歳
）

こ
の
頃
ま
で
に
宗
匠
立
机
し
て
い
た
も
よ

岩
フ
。

一
六
八
○
（
延
宝
八
年
・
三
十
七
歳
）
冬
～
一
六
八
一
年
冬

四
月
「
桃
青
門
弟
独
吟
二
十
歌
仙
」
刊

芭
蕉
は
、
一
六
四
四
年
に
伊
賀
上
野
で
生
ま
れ
、
五
十
一
歳
で
亡
く
な

り
ま
し
た
。
松
尾
家
は
よ
く
無
足
人
階
級
だ
っ
た
と
出
て
く
る
の
で
す
が
、

こ
れ
は
給
料
が
な
く
、
侍
身
分
の
最
後
に
名
前
が
連
ね
ら
れ
る
と
い
う
階

層
で
す
。
藤
堂
藩
な
ど
い
く
つ
か
の
藩
で
設
け
て
い
る
身
分
で
す
が
、
無

足
人
だ
っ
た
の
は
松
尾
の
本
家
な
ん
で
、
柘
植
が
本
家
の
あ
る
地
な
の
で

す
が
、
芭
蕉
の
父
親
は
そ
の
末
流
で
し
た
。
伊
賀
上
野
と
い
う
の
は
城
下

町
で
す
の
で
、
流
浪
の
民
み
た
い
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
ん
で

す
。
食
べ
ら
れ
な
く
て
、
伊
賀
上
野
の
城
下
町
に
出
て
き
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
、
お
兄
さ
ん
は
結
局
、
半
端
仕
事

み
た
い
な
こ
と
を
し
て
い
て
、
あ
と
姉
も
い
る
し
、
妹
も
い
る
し
、
と
い

う
立
場
な
ん
で
す
が
、
芭
蕉
は
借
金
を
し
て
実
家
へ
送
っ
た
り
し
て
、
面

倒
も
見
て
い
ま
す
。

芭
蕉
は
十
九
歳
の
時
に
、
藤
堂
新
七
郎
家
に
召
抱
え
ら
れ
る
。
藤
堂
藩

ざ
ぶ
ら
い

の
伊
賀
付
士
大
将
で
す
。
同
じ
「
藤
堂
」
だ
か
ら
間
違
い
や
す
い
の
で

行
。

冬
深
川
へ
居
を
移
す
。

「
柴
の
戸
」
「
月
侘
斎
」
「
茅
舎
の
感
」
「
寒

夜
の
辞
」
「
乞
食
の
翁
」
な
ど
一
連
の
句

文
を
立
て
続
け
に
あ
ら
わ
す
。

一
六
八
三
（
天
和
三
年
・
四
十
歳
）

「
虚
栗
』
に
「
蹴
文
」
を
書
く
。

一
六
八
四
（
貞
享
元
年
・
四
十
一
歳
）

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
旅
に
出
る
。
尾
張

で
夏
へ
の
日
」
五
歌
仙
を
巻
く
。
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す
が
、
藤
堂
藩
の
藩
主
に
抱
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
藤
堂
藩
は
い
く

つ
か
の
領
地
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
伊
賀
上
野
を
任
さ
れ
て
い
る
士
大
将

に
召
抱
え
ら
れ
ま
し
た
。
「
台
所
方
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
事
務
方
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
大
変
幸
運
な
こ
と
で
、
藤
堂
良
忠
に
目
を
か

け
ら
れ
、
俳
譜
の
道
に
入
っ
て
い
く
の
で
す
。
良
忠
は
そ
の
家
の
跡
継
で

す
の
で
、
芭
蕉
も
将
来
を
約
束
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
一
六
六
六
年
、
藤
堂
良
忠
（
蝉
吟
）
が
二
十
五
歳
で
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
、
芭
蕉
は
苦
境
に
陥
る
。
芭
蕉
に
は
侍
と
し
て
暮
ら
し
て

い
け
る
可
能
性
が
な
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
芭
蕉
は
、
『
貝
お
ほ
ひ
」

ｌ
こ
れ
は
伊
賀
の
俳
人
の
発
句
合
で
、
芭
蕉
が
ど
ち
ら
が
よ
い
か
批
評
を

書
い
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
を
携
え
て
、
江
戸
に
下
り
ま
す
。
こ
れ
を
江

戸
で
出
版
し
て
、
Ｉ
こ
れ
が
処
女
出
版
な
の
で
す
が
、
中
は
、
六
方
詞
と

か
、
か
ぶ
き
者
の
言
葉
と
か
当
時
の
流
行
の
小
唄
と
か
が
と
り
こ
ま
れ
て

い
て
、
軽
快
な
、
遊
び
心
に
満
ち
た
俳
譜
集
な
ん
で
す
。
江
戸
を
意
識
し

て
、
そ
こ
で
評
判
を
と
ろ
う
と
下
っ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

一
六
七
七
年
、
三
十
四
歳
の
頃
ま
で
に
は
宗
匠
立
机
し
て
い
た
ら
し
い

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
と
し
て
俳
譜
に
点
を
付
け
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
を
付
け
て
何
文
と
い
う
風
に
、
点
料
を
も
ら
っ
て
生
活
す
る
と
い
う

形
で
す
。
そ
う
や
っ
て
俳
譜
で
食
べ
て
い
く
の
で
す
が
、
一
方
、
こ
の
頃
、

神
田
上
水
の
工
事
に
携
わ
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。

一
六
八
○
年
四
月
に
「
桃
青
門
弟
独
吟
二
十
歌
仙
』
を
刊
行
し
ま
す
。

こ
れ
は
鐸
々
た
る
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
名
を
つ
ら
ね
て
お
り
、
「
こ
れ
で

打
っ
て
出
る
ぞ
」
と
い
う
感
じ
な
の
に
、
そ
の
冬
、
芭
蕉
は
深
川
へ
隠
棲

し
て
し
ま
い
ま
す
。
深
川
へ
と
隅
田
川
を
渡
り
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に

お
い
て
は
、
深
川
は
も
う
都
会
の
中
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
、
江

戸
の
町
で
俳
譜
師
と
し
て
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
志
を
捨
て
た
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
深
川
へ
移
っ
て
か
ら
一
年
間
ぐ
ら
い
の
間
に
、
芭
蕉
は
「
柴

の
戸
」
「
月
侘
斎
」
「
茅
舎
の
感
」
「
寒
夜
の
辞
」
「
乞
食
の
翁
」
と
い
う
よ

う
な
一
連
の
句
文
を
立
て
続
け
に
書
き
ま
し
た
。

そ
れ
ら
が
今
回
見
て
い
こ
う
と
す
る
文
章
な
の
で
す
が
、
｜
年
間
に
わ

み
な
し
ぐ
り

た
っ
て
、
こ
れ
ら
を
書
い
て
き
て
、
そ
う
し
て
、
一
六
八
一
二
年
、
『
虚
栗
」

に
「
践
文
」
を
書
き
ま
す
。
こ
こ
で
一
年
に
わ
た
っ
た
「
わ
ぶ
」
と
い
う

言
葉
の
検
討
は
、
一
応
、
収
束
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
あ
と
、
一
六
八
四
年
に
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
（
甲
子
吟
行
）
の
旅

に
出
て
、
尾
張
で
『
冬
の
日
』
の
歌
仙
を
巻
き
ま
す
。
一
般
的
に
は
こ
こ

か
ら
蕉
風
が
始
ま
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
今
日
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
は
、

あ
ま
り
読
解
な
ど
さ
れ
て
い
な
い
。
本
格
的
に
蕉
風
が
始
ま
る
の
は
『
冬

の
日
」
か
ら
な
ん
だ
と
い
う
認
識
で
、
芭
蕉
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
状
態
で
す
。

で
は
、
「
柴
の
戸
」
を
見
て
下
さ
い
。

Ｉ

こ
国
の
と
せ
の
春
秋
、
市
中
に
住
侘
て
、
居
を
深
川
の
ほ
と
り
に
移

こ
が
れ

す
。
長
安
は
古
来
名
利
の
地
、
元
エ
手
に
し
て
金
な
き
も
の
は
行
路
難

い
ひ

し
と
云
け
む
人
の
か
し
こ
く
覚
へ
侍
る
は
、
こ
の
身
の
と
ぼ
し
き
故

に
や
。し
ば
の
戸
に
ち
や
を
こ
の
葉
か
く
あ
ら
し
哉
は
せ
を

柴
の
戸
（
延
宝
八
年
冬
）

４
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芭蕉の「わぶ」についての考察

「
し
ば
の
戸
」
の
句
は
難
解
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
一

応
、
「
し
ば
の
戸
に
ち
や
を
」
と
と
ら
え
て
、
「
し
ば
の
戸
」
、
隠
棲
し
た

住
ま
い
で
茶
を
飲
む
よ
う
な
生
活
と
い
う
よ
う
な
、
中
央
で
俳
譜
師
と
し

て
や
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
退
い
た
生
活
を
言
っ
た
、
と
と
ら
え
ま
す
。
だ

け
れ
ど
も
、
眼
前
に
は
、
「
こ
の
葉
」
が
「
あ
ら
し
」
で
舞
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
情
景
を
よ
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
従
来
の
注

釈
で
す
と
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
貧
居
な
が
ら
も
名
利
の
巷
を
離
れ
て

心
安
ら
か
な
た
め
、
戸
外
の
嵐
に
ま
で
親
し
み
を
感
ず
る
自
足
の
生
活
を

言
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
と
ら
え
方
を
さ
れ
る
の
で
す
。
「
わ
ぶ
」
と
い

う
こ
と
を
「
風
流
」
、
つ
ま
り
「
わ
び
」
「
さ
び
」
の
意
味
で
と
ら
え
て
し

ま
っ
て
、
そ
れ
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
読
み
方
が
あ
ま
り
さ
れ

芭
蕉
は
江
戸
に
出
て
来
て
、
九
年
間
の
春
秋
を
過
ご
し
た
の
で
す
が
、

「
市
中
に
住
侘
て
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
が
や
っ
ぱ
り
な
じ
め
な

か
っ
た
ん
で
す
ね
。
都
会
生
活
が
自
分
に
は
向
い
て
い
な
い
、
住
む
の
に

苦
労
し
て
、
嫌
々
暮
ら
し
て
い
て
、
そ
れ
で
住
ま
い
を
深
川
の
ほ
と
り
に

移
し
ま
し
た
。
「
長
安
は
～
」
の
と
こ
ろ
は
、
白
楽
天
の
「
張
山
人
ノ
嵩

陽
二
帰
ル
ヲ
送
ル
」
の
一
節
「
長
安
ハ
古
来
名
利
ノ
地
、
空
手
ニ
シ
テ
金

ナ
ク
ン
バ
行
路
難
シ
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
長
安

と
い
う
都
は
「
名
利
の
地
」
だ
、
名
誉
欲
利
欲
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
都
会

で
、
金
の
な
い
者
が
生
活
し
て
い
く
の
は
大
変
難
し
い
。
そ
う
言
っ
た
白

楽
天
の
漢
詩
を
賢
く
思
っ
た
、
芭
蕉
は
共
感
を
覚
え
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ

は
、
こ
の
身
が
貧
し
い
せ
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
非
常
に
赤
裸
々
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
ん
で
す
。
江
戸
の
生
活
が

自
分
の
身
に
は
合
わ
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
私
に
金
が
な
か
っ
た
せ
い
だ
と

い
っ
て
い
ま
す
。

も
う
「
わ
び
」
づ
く
し
で
す
。
月
を
眺
め
な
が
ら
「
わ
ぶ
」
、
自
分
の

身
の
拙
さ
、
運
命
の
拙
さ
を
「
わ
び
」
る
。
「
わ
ぶ
と
答
へ
む
と
」
す
る

け
れ
ど
も
、
自
分
に
は
問
う
て
く
れ
る
人
も
い
な
い
、
な
の
で
一
層
わ
び

わ
び
て
し
ま
っ
て
、
次
の
句
を
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
「
わ
ぶ
と
答
へ
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
す
ぐ
に
在
原
行
平
の
「
わ

く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
答
へ
よ
」

と
い
う
和
歌
が
浮
か
び
ま
す
。
こ
れ
は
、
事
に
あ
た
っ
て
須
磨
に
蟄
居
し

た
時
に
行
平
が
詠
ん
だ
も
の
で
、
京
都
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当

時
の
人
に
と
っ
て
は
大
変
な
心
痛
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
失
意
の
心
を

詠
ん
だ
和
歌
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
都
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
失
意

の
心
で
月
を
見
な
が
ら
、
自
分
の
運
命
の
拙
さ
を
わ
び
る
。
で
、
行
平
の

て
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
芭
蕉
は
「
貧
し
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
そ

れ
を
「
清
貧
な
生
活
」
だ
と
か
「
清
ら
か
な
貧
し
さ
」
だ
と
か
、
「
わ
び
」

「
さ
び
」
の
世
界
に
意
訳
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
で
も
そ
う
で
は
な
く
て
、

赤
裸
々
に
、
「
貧
し
さ
」
を
中
心
に
し
た
「
わ
ぶ
」
と
い
う
言
葉
を
概
念

化
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
と
、
私
は
考
え
ま
す
。

次
に
、
「
月
侘
斎
」
と
い
う
俳
文
を
書
き
ま
し
た
。

１
１
１

月
を
わ
び
、
身
を
わ
び
、
拙
き
を
わ
び
て
、
わ
ぶ
と
答
へ
む
と
す

れ
ど
、
問
ふ
人
も
な
し
・
な
ほ
わ
び
く
て
、

つ
き
わ
び
き
い

侘
て
す
め
月
侘
斎
が
な
ら
茶
寄

月
侘
斎
（
延
宝
九
年
秋
）
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場
合
は
「
問
う
て
く
れ
る
人
が
あ
れ
ば
、
「
こ
ん
な
風
に
し
て
い
ま
す
よ
』

と
答
え
て
下
さ
い
」
と
い
う
和
歌
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
芭
蕉
は

行
平
に
自
身
を
重
ね
て
、
自
分
も
月
を
見
て
、
「
身
を
わ
び
、
拙
き
を
わ

び
」
る
、
で
も
「
自
分
に
は
間
う
て
く
れ
る
人
も
い
な
い
」
と
、
一
層
わ

び
て
し
ま
う
と
書
き
ま
し
た
。

句
の
方
で
す
が
、
「
侘
て
す
め
」
、
こ
れ
は
謡
曲
の
「
松
風
』
に
あ
る
「
わ

ざ
と
わ
び
て
こ
そ
住
む
く
け
れ
」
ｌ
謡
曲
は
当
時
、
教
養
と
し
て
浸
透
し

て
い
ま
す
の
で
、
誰
も
が
知
っ
て
い
た
詞
章
で
す
が
、
「
わ
ざ
と
わ
び
て
生

活
し
な
さ
い
」
と
い
う
、
そ
の
言
葉
を
取
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
、
月

を
見
な
が
ら
侘
び
て
い
る
私
「
月
侘
斎
」
ｌ
こ
れ
は
芭
蕉
の
こ
と
で
、
「
な

ら
茶
寄
」
と
い
う
の
は
俳
譜
の
こ
と
で
す
が
ｌ
「
な
ら
茶
」
と
い
う
の
は
、

お
米
に
豆
を
入
れ
た
り
、
お
粥
の
よ
う
に
し
た
り
し
て
の
ば
し
て
食
べ
る

も
の
な
の
で
、
貧
し
い
食
事
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
す
。
そ
の
貧
し
い
食

事
を
し
な
が
ら
、
俳
譜
を
よ
ん
で
い
く
。
芭
蕉
は
別
の
と
こ
ろ
で
「
な
ら

茶
三
石
喰
ふ
て
後
は
じ
め
て
俳
譜
の
意
味
を
し
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
も

言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
質
素
な
食
事
を
三
石
ｌ
も
の
す
ご
く
た
く

さ
ん
質
素
な
食
事
を
し
て
、
貧
し
い
暮
ら
し
を
徹
底
的
に
し
て
、
初
め
て

俳
譜
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

老
杜
、
茅
舎
破
風
の
歌
あ
り
。
披
翁
ふ
た
、
び
此
句
を
侘
て
、
屋
漏

の
句
作
る
。
其
世
の
雨
を
は
せ
を
葉
に
き
低
て
、
独
寝
の
草
の
戸
。

茅
舎
の
感
（
天
和
元
年
冬
）

の
わ
き
た
ら
ひ

芭
蕉
野
分
し
て
盤
に
雨
た
こ
き
く
夜
哉

「
老
杜
」
と
い
う
の
は
杜
甫
の
こ
と
で
、
「
茅
舎
破
風
の
歌
」
と
い
う
の

は
、
杜
甫
の
「
茅
屋
秋
風
ノ
破
ル
所
ト
ナ
ル
歌
」
と
い
う
漢
詩
を
指
し
ま

す
。
「
彼
翁
」
は
蘇
東
波
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
蘇
東
波
の
「
連
雨
二
江
脹

ル
」
の
一
節
「
林
林
漏
ヲ
避
ク
幽
人
ノ
屋
」
を
背
景
に
し
て
い
ま
す
。
杜

甫
の
「
茅
屋
秋
風
ノ
破
ル
所
ト
ナ
ル
歌
」
の
詩
を
、
蘇
東
波
が
心
に
感
じ

て
、
こ
の
「
連
雨
二
江
脹
ル
」
の
詩
を
作
っ
た
。
こ
の
漢
詩
は
、
家
が
貧

し
く
て
雨
が
漏
っ
て
き
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
杜
甫
は
詩

の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
破
屋
が
漏
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
眠
れ
な
い
、

だ
け
れ
ど
も
、
広
い
家
を
手
に
入
れ
て
、
貧
乏
な
人
た
ち
を
そ
こ
に
覆
っ

て
あ
げ
て
、
顔
を
見
合
わ
し
た
い
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
雨
に
も
風
に
も
び
く
と
も
し
な
い
家
が
そ
び
え
た
つ
、
そ
れ
を

見
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
私
の
仮
住
ま
い
が
打
ち
崩
さ
れ
て
凍
え
て
し

ま
っ
た
っ
て
満
足
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
杜
甫
は
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
そ
の
心
を
芭
蕉
は
取
り
上
げ
た
。
さ
ら
に
、
自
分
の
住
ま
い
は

大
雨
に
雨
漏
り
が
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
よ
ん
だ
蘇
東
波
の
句
に
共

感
を
覚
え
る
。

「
芭
蕉
野
分
し
て
盤
に
雨
を
き
く
夜
哉
」
ｌ
嵐
で
芭
蕉
の
葉
が
バ
サ
バ
サ

鳴
っ
て
い
る
、
野
外
の
嵐
を
聞
き
な
が
ら
、
雨
が
ポ
タ
ポ
タ
盤
に
漏
っ
て

い
る
、
そ
の
音
を
聴
い
て
い
る
。
「
盤
に
雨
を
き
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

俳
譜
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
ま
さ
に
こ
れ
は
わ
び
た
心
ｌ
孤
独
で
つ
ら

く
て
、
独
り
寝
の
夜
、
雨
の
音
を
聴
い
て
い
る
と
い
う
句
で
す
。

６
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芭蕉の「わぶ」についての考察

「
深
川
三
ま
た
の
辺
り
に
草
庵
」
と
い
う
の
は
、
今
、
芭
蕉
庵
の
あ
る
、

川
が
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
は
月
の
名
所
で
も
あ
る
の

で
す
が
、
そ
の
草
庵
で
芭
蕉
は
わ
び
し
く
暮
ら
し
て
い
る
。
遠
く
眺
め
る

と
「
士
峯
の
雪
」
、
そ
し
て
近
く
に
は
「
万
里
の
船
」
ｌ
隅
田
川
の
船
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
杜
甫
の
漢
詩
を
そ
の
ま
ま
も
っ
て
き
て
、
隅
田
川
の
風
景

に
重
ね
て
い
る
ん
で
す
。
「
士
峯
の
雪
」
「
万
里
の
船
」
と
い
う
の
は
、
杜

甫
の
「
絶
句
四
首
其
三
」
の
「
両
箇
黄
鶴
鳴
翠
柳
／
一
行
白
鷺
上
晴
天
／

窓
含
西
嶺
千
秋
雪
／
門
泊
東
呉
万
里
船
」
を
背
景
に
し
て
い
ま
す
。
杜
甫

の
漢
詩
に
重
ね
て
、
芭
蕉
庵
か
ら
見
た
山
の
風
景
と
船
の
風
景
を
表
し
て

い
ま
す
。

「
あ
さ
ぼ
ら
け
漕
行
船
の
あ
と
の
し
ら
浪
」
と
い
う
の
は
、
背
景
に
和

歌
が
あ
り
ま
す
。
沙
弥
満
誓
の
詠
み
ま
し
た
「
世
の
中
を
何
に
た
と
へ
ん

朝
ぼ
ら
け
漕
ぎ
行
く
舟
の
あ
と
の
し
ら
波
」
（
拾
遺
和
歌
集
）
と
い
う
和

歌
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
「
無
常
」
の
代
表
歌
と
も
い
わ
れ
て
い
る

歌
で
す
。
「
和
漢
朗
詠
集
」
の
中
で
は
「
無
常
」
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
大
系
本
の
注
に
よ
れ
ば
、
源
順
が
四
歳
の
女
の
子
を
亡
く
し
、

み
つ

わ
び

深
川
一
二
ま
た
の
辺
り
に
草
庵
を
侘
て
、
遠
く
は
士
峯
の
雪
を
の
ぞ
み
、

こ
ぎ
ゆ
く

ち
か
く
は
万
里
の
船
を
う
か
ぶ
。
あ
ぺ
ご
ぼ
ら
け
漕
行
船
の
あ
と
の
し

く
れ
す
ぐ

ら
浪
に
、
芦
の
枯
葉
の
夢
と
ふ
く
風
ｊ
Ｄ
や
国
暮
過
る
ほ
ど
、
月
に
坐

む
な
し

し
て
は
空
き
樽
．
を
か
こ
ち
、
枕
に
よ
り
て
は
薄
き
ふ
す
ま
を
愁
ふ
。

」
つ
つ

櫓
の
声
波
を
打
て
腸
氷
る
夜
や
涙

寒
夜
の
辞
（
天
和
元
年
冬
）

そ
し
て
す
ぐ
五
歳
の
男
の
子
を
喪
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
無
常
の
涙
に
く

れ
て
、
和
歌
を
詠
む
の
で
す
が
、
最
初
に
沙
弥
満
誓
の
「
世
の
中
を
何
に

た
と
へ
ん
」
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
で
す
の
で
、
芭
蕉

が
そ
の
和
歌
を
取
り
上
げ
て
、
俳
文
の
背
景
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
無

常
感
を
こ
こ
に
取
り
込
む
と
い
う
意
図
で
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
「
無

常
」
イ
コ
ー
ル
「
わ
ぶ
」
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

の
心
を
子
ど
も
を
喪
っ
た
つ
ら
さ
苦
し
さ
と
か
、
そ
う
い
う
感
性
を
受
け

止
め
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
「
芦
の
枯
葉
の
夢
と
ふ
く
風
」
は
、
西
行
の
歌
が
背
景
に
あ
り

ま
す
。
「
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
蔵
の
枯
葉
に
風
わ
た
る
な
り
」

（
新
古
今
和
歌
集
）
を
背
景
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
西
行
の
和
歌

は
能
因
法
師
の
「
心
あ
ら
む
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の
難
波
わ
た
り
の
春

の
景
色
を
」
を
本
歌
取
り
し
て
い
ま
す
。
大
坂
の
難
波
で
す
が
、
春
、
満

開
の
梅
が
咲
き
誇
る
と
い
う
こ
と
で
、
能
因
法
師
は
、
難
波
の
春
、
梅
の

咲
く
春
で
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
西
行
は
、
「
能

因
が
詠
ん
だ
よ
う
な
津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
」
と

言
う
ん
で
す
。
眼
前
に
あ
る
、
「
蘆
の
枯
葉
に
風
吹
き
わ
た
る
」
と
い
う

風
景
を
詠
む
わ
け
で
す
。
枯
葉
に
風
が
吹
き
抜
け
る
と
い
う
冬
の
無
常
感
。

も
う
一
つ
、
西
行
の
和
歌
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
「
津
の
国
の
葦
の
丸

屋
の
さ
び
し
さ
は
冬
こ
そ
わ
け
て
訪
ふ
く
か
り
け
れ
」
（
山
家
集
）
と
詠

ん
で
い
て
、
春
の
難
波
の
暖
か
さ
で
は
な
く
て
、
冬
の
枯
れ
枯
れ
と
し
た
、

そ
の
詩
情
こ
そ
私
た
ち
は
追
求
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
ｌ
そ
う
い
う
感
じ
か

な
、
そ
ん
な
詩
情
の
転
換
み
た
い
な
こ
と
が
西
行
の
和
歌
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
て
、
こ
の
西
行
の
歌
を
詠
む
姿
勢
に
芭
蕉
は
共
感
し
て
い
る
、
そ
れ

で
こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
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最
後
の
「
月
に
坐
し
て
は
空
き
樽
を
か
こ
ち
」
、
こ
れ
は
李
白
の
漢
詩

か
ら
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
将
進
酒
」
の
「
金
樽
ヲ
シ
テ
空
シ
ク
月
二
対

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
」
と
い
う
、
酒
を
勧
め
る
詩
の
中
で
使
わ
れ
て
い

る
言
葉
を
そ
の
ま
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
漢
詩
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
、

「
人
生
の
完
壁
な
時
は
得
が
た
く
、
ま
た
失
い
や
す
い
」
と
か
「
君
た
ち

と
と
も
に
、
過
ぎ
行
く
命
に
対
す
る
悲
し
み
を
酒
に
よ
っ
て
消
そ
う
」
と

い
っ
た
こ
と
を
よ
ん
で
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
芭
蕉
は
共
感
し
て
い
る
。

や
は
り
無
常
感
で
す
。
人
生
、
永
遠
に
生
き
ら
れ
る
わ
け
で
な
し
、
幸
せ

な
時
と
い
う
の
は
本
当
に
わ
ず
か
で
得
が
た
い
、
失
い
や
す
い
、
だ
か
ら

こ
そ
、
は
か
な
い
無
常
の
人
生
に
対
す
る
悲
し
み
を
酒
を
飲
む
こ
と
に

よ
っ
て
通
り
過
ぎ
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
感
じ
の
漢
詩
な
ん

で
す
ね
。
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
無
常
感
を
表
す
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
李
白
の
漢
詩
が
、
「
酒
を
飲
ん
で
苦
し
み
、
悲

し
み
を
消
そ
う
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
芭
蕉
は
「
空
し
き
樽
」

と
言
っ
て
い
ま
す
の
で
、
芭
蕉
の
と
こ
ろ
で
は
酒
が
な
い
ん
で
す
ね
。
だ

か
ら
、
李
白
が
言
っ
た
お
酒
も
な
く
て
、
自
分
は
薄
い
布
団
で
寝
る
し
か

、
な
い
と
い
っ
て
ま
す
。

「
櫓
の
声
波
を
打
て
腸
氷
る
夜
や
涙
」
。
大
変
有
名
な
句
で
す
。
櫓
の
き

し
る
音
ｌ
隅
田
川
が
す
ぐ
目
の
前
で
す
の
で
ｌ
が
し
て
、
波
が
パ
チ
ャ
ン

と
船
ば
た
に
あ
た
る
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
、
そ

う
す
る
と
、
孤
独
と
い
っ
た
ら
い
い
か
Ｉ
「
わ
び
」
と
言
い
換
え
た
い
の

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
せ
い
で
、
は
ら
わ
た
も
凍
る
か
と
思
わ
れ
て
、
涙

が
出
て
く
る
と
い
う
句
で
す
。

「
わ
び
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
和
歌
の
中
で
し
ば
し
ば
詠
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
（
片
桐
洋
二
を
引
い
て
み
ま
す
と
、

「
現
代
語
の
「
わ
び
し
些
と
違
っ
て
、
孤
絶
し
た
中
に
ど
う
し
よ
う
も

な
い
つ
ら
さ
を
味
わ
っ
て
い
る
感
じ
、
つ
ら
く
悲
し
く
、
ど
う
し
よ
う
も

な
い
と
い
う
気
持
ち
」
と
あ
り
ま
す
。
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
子
供

を
喪
っ
た
と
か
、
母
親
を
喪
っ
た
時
の
悲
し
み
と
か
、
在
原
行
平
の
和
歌

に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
失
意
の
心
、
そ
れ
を
「
わ
び
し
」
と
い
う
言
葉
で

表
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
さ
ら
に
加
え
て
、
芭
蕉
は
、
貨
幣
経
済

社
会
の
中
で
経
験
し
た
「
貧
し
さ
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
味
わ
っ
た
感
慨
み

た
い
な
も
の
を
加
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。
『
古
今
和
歌
集
』
以
降
で
し
ょ

う
か
、
和
歌
の
中
で
「
貧
し
さ
」
を
詠
っ
た
も
の
は
な
い
み
た
い
な
ん
で

す
。
で
す
か
ら
「
柴
の
戸
」
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
な
、
白
楽
天
の
漢
詩
「
空

手
ニ
シ
テ
金
ナ
ク
ン
バ
行
路
難
シ
」
を
引
く
と
い
っ
た
形
で
、
漢
詩
に
寄

り
添
い
な
が
ら
、
貧
困
の
悲
哀
と
い
っ
た
も
の
を
よ
ん
で
い
こ
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

最
後
に
「
乞
食
の
翁
」
で
す
。

ま
と
に
は
ふ
く
む
せ
い
れ
い
せ
ん
し
ゆ
う
の
ゆ
き

窓
含
西
嶺
千
秋
雪

も
ん
に
は
は
く
す
と
う
か
い
ば
ん
り
の
ふ
れ

明
Ⅱ
泊
東
海
万
里
船

泊
船
堂
主
華
桃
青

わ
れ
そ

わ
び

た
の
し
ぴ

我
其
の
句
を
識
て
、
其
心
ヲ
見
ず
。
そ
の
侘
を
は
か
り
て
、
其
楽

た
だ
ら
う
と

ひ
と
り

を
し
ら
ず
。
唯
、
老
杜
に
ま
』
《
痘
肌
陥
脇
燗
隣
噛
独
多
病
の
み
。
簡
素

ば
う
し
や

茅
舎
の
芭
蕉
に
か
く
れ
て
、
ロ
ロ
乞
食
の
翁
と
よ
ぶ
。

ろ
せ
い
う
つ

「
櫓
声
波
を
打
て
は
ら
わ
た
氷
フ
Ｃ
夜
や
涙
」

乞
食
の
翁
（
天
和
元
年
末
）

８
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芭蕉の「わぶ」についての考察

「
窓
含
西
嶺
千
秋
雪
／
門
泊
東
海
万
里
船
」
、
「
泊
船
堂
主
華
桃
青
」

と
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
杜
甫
の
漢
詩
の
引
き
写
し
で
す
。

前
の
「
寒
夜
の
辞
」
と
同
じ
で
、
隅
田
川
の
風
景
を
よ
ん
だ
漢
詩
で
す
。

「
我
其
の
句
を
識
て
、
其
心
ヲ
見
ず
」
と
い
う
の
は
、
杜
甫
の
句
を
知
っ

て
は
い
る
け
れ
ど
、
心
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
言
う
ん
で
す
ね
。
「
そ

の
侘
を
は
か
り
て
」
ｌ
苦
し
く
て
つ
ら
く
て
失
意
の
心
、
そ
れ
は
わ
か
っ

て
き
た
け
れ
ど
、
「
其
楽
を
し
ら
ず
」
、
そ
れ
を
楽
し
む
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
は
至
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
杜
甫
に
は
到
底
及
ば
な
い

ま
き

ん
だ
け
ど
も
Ｉ
俳
譜
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
滑
稽
化
し
て
、
私
が
勝
っ
て

い
る
の
は
「
多
病
」
だ
け
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
ま
じ
め
な
反
論
が

あ
り
ま
し
て
、
杜
甫
は
た
く
さ
ん
の
病
気
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
で
す
。

だ
か
ら
芭
蕉
は
間
違
え
て
い
る
と
言
う
ん
で
す
が
、
「
自
分
は
す
ご
い
だ

ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
到
底
、
詩
人
と
し
て
は
杜
甫
に

は
及
ば
な
い
け
れ
ど
、
ま
あ
病
気
ぐ
ら
い
は
私
の
方
が
ま
さ
っ
て
い
る
だ

ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
感
じ
な
ん
で
す
ね
。

そ
し
て
、
「
簡
素
茅
舎
の
芭
蕉
」
ｌ
芭
蕉
が
植
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
「
芭

蕉
庵
」
と
い
う
の
で
す
が
、
「
自
乞
食
の
翁
と
よ
ぶ
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
見
て
お
き
た
い
の
は
、
「
楽
」
と
い
う
言
葉

が
出
て
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
孤
独
で
貧
し
く
て
、
そ
う
い
う
感
懐
を
抱

ひ
ん
ざ
ん
か
ま
な
る

「
貧
山
の
釜
霜
に
鴫
声
寒
、
ン
」

み
づ
を
か
ふ

買
水
え
ん
ぞ
の
ど

「
氷
に
が
く
堰
鼠
が
咽
を
う
る
ほ
．
せ
・
、
ソ
」

歳
暮

こ
だ
ま
わ
び
ね

「
暮
れ
く
れ
て
ｊ
り
ち
を
木
玉
の
侘
寝
哉
」

い
て
い
る
中
で
、
私
は
ま
だ
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
を
知
ら
な
い
と
言
っ
て

い
ま
す
。
「
乞
食
の
翁
」
、
自
分
の
こ
と
を
「
乞
食
だ
」
と
言
っ
た
の
で
す

が
ｌ
芭
蕉
は
、
有
名
な
人
で
す
か
ら
、
旅
を
し
た
り
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
で
迎
え
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
「
都
会
に
お
い

て
は
、
乞
食
行
脚
の
身
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
か
、
「
そ

れ
を
忘
れ
て
は
俳
譜
は
で
き
な
い
」
と
か
言
っ
た
り
し
て
い
る
ん
で
す
。

「
わ
び
の
心
」
、
そ
れ
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
。

「
貧
山
の
釜
霜
に
鴫
声
寒
シ
」
Ｉ
「
豊
山
之
鐘
」
と
い
う
、
中
国
の
故
事

が
あ
り
ま
す
。
豊
山
の
鐘
は
霜
が
降
り
る
と
、
誰
も
撞
か
な
く
て
も
鳴
る

か
ね

か
主

の
だ
そ
う
で
す
。
「
豊
」
を
「
貧
」
に
し
て
、
「
鐘
」
を
「
釜
」
に
変
え
て

い
る
ん
で
す
。
私
の
住
ま
い
の
「
貧
山
の
釜
」
も
、
霜
が
降
り
る
と
誰
も

撞
か
な
く
て
も
鳴
っ
て
い
る
、
あ
ま
り
の
寒
さ
に
金
属
が
キ
キ
ー
キ
キ
ー

と
鳴
る
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
鳴
る
に
し
て
も
、
貧
し
い
暮
し

の
中
で
金
属
の
釜
が
氷
っ
て
鳴
る
。
そ
の
音
に
寒
々
し
さ
が
つ
の
る
、
と

い
う
句
で
す
。

次
に
「
買
水
／
氷
に
が
く
假
鼠
が
咽
を
う
る
ほ
せ
り
」
で
す
。
元
禄
時

代
に
江
戸
は
神
田
上
水
の
水
道
が
整
っ
た
の
で
す
が
、
川
を
渡
っ
た
深
川

に
は
及
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
芭
蕉
の
時
代
は
、
井
戸
を
深
く
掘
っ
て
、

飲
み
水
に
適
当
な
水
を
汲
み
出
す
ほ
ど
技
術
が
発
達
し
て
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
、
水
を
買
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
い
か
に
も
貨
幣
経
済
社
会
の
象
徴

み
た
い
な
、
ま
る
で
現
代
に
重
な
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
お
も
し
ろ
い
な

と
思
い
ま
す
。

で
、
芭
蕉
は
買
っ
た
水
を
飲
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
水
が
ま
ず
く
、

で
も
そ
れ
で
の
ど
を
潤
す
し
か
な
い
と
い
う
句
で
す
。
こ
の
「
堰
鼠
」
に
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も
大
変
い
ろ
い
ろ
な
背
景
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
『
荘
子
」
の
中
に
出

て
く
る
許
由
の
言
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
帝
王
の
堯
が
許
由
に
「
あ
な

た
に
天
下
を
譲
り
た
い
」
と
言
う
と
、
櫃
鼠
ｌ
ど
ぶ
ね
ず
み
で
す
、
値
鼠

は
水
を
飲
む
時
も
小
さ
な
お
腹
を
満
た
す
だ
け
で
い
い
ん
だ
か
ら
、
天
下

な
ん
か
私
に
必
要
な
い
と
断
り
ま
す
。
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
芭

蕉
を
「
隠
者
の
自
足
」
と
と
ら
え
る
解
釈
も
あ
る
ん
で
す
。
で
も
、
こ
れ

は
「
満
ち
足
り
た
」
と
い
う
感
じ
の
句
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
許

由
に
は
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
し
て
、
「
天
下
を
譲
る
」
と
言
わ
れ

て
、
耳
が
汚
れ
た
と
い
う
こ
と
で
耳
を
洗
う
と
か
、
水
を
汲
む
の
に
必
要

な
瓢
さ
え
も
風
に
鳴
る
音
が
う
る
さ
い
と
捨
て
た
と
か
、
「
無
一
物
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ん
で
す
。
芭
蕉
は
、
許
由
の
よ
う
に
世
間
か
ら
離

れ
て
暮
ら
し
て
は
い
る
ん
で
す
け
ど
、
世
の
中
の
こ
と
に
無
関
心
だ
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
貧
し
さ
の
感
慨
を
受
け
止
め
て
い
る
と
い
う

風
に
読
ん
だ
方
が
い
い
と
思
う
ん
で
す
。
買
っ
た
水
が
凍
る
ほ
ど
の
寒
い

夜
、
そ
の
氷
の
一
片
で
の
ど
を
潤
す
ん
で
す
け
ど
も
、
決
し
て
美
味
で
は

な
い
、
そ
の
苦
い
水
で
の
ど
を
潤
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
日
常
を
見
定
め

た
と
い
う
句
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
似
た
よ
う
な
芭
蕉

の
句
で
、
「
瓶
割
る
る
夜
の
氷
の
寝
覚
め
哉
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。

「
歳
暮
／
暮
れ
く
れ
て
も
ち
を
木
玉
の
侘
寝
哉
」
Ｉ
「
暮
れ
」
で
す
の

で
、
大
晦
日
近
く
、
餅
を
い
ろ
ん
な
家
で
つ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ

を
寝
な
が
ら
、
こ
だ
ま
の
よ
う
に
聴
い
て
、
自
分
の
と
こ
ろ
で
は
何
も
用

意
を
し
な
い
と
い
う
句
で
す
。
江
戸
時
代
に
正
月
を
迎
え
る
た
め
に
は
ど

ん
な
に
貧
し
く
て
も
支
度
を
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
西
鶴
の
「
世
間
胸
算
用
』

な
ん
か
に
も
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
使
っ
て
い
る
帯
を
紙
の
こ
よ
り
に
替

え
て
、
そ
の
帯
を
質
屋
に
入
れ
て
、
正
月
の
用
意
を
す
る
。
そ
れ
を
芭
蕉

今
ま
で
見
て
き
ま
し
た
一
連
の
俳
文
’
一
つ
だ
け
、
礼
状
を
か
ね
た
文

章
は
は
ず
し
ま
し
た
が
ｌ
芭
蕉
が
一
年
間
に
書
い
た
俳
文
は
、
こ
れ
で
全

て
網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
芭
蕉
は
「
わ
ぶ
」

と
い
う
言
葉
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
漢
詩
や
和
歌
、

そ
れ
ら
を
背
景
に
し
て
、
自
分
も
句
を
詠
ん
で
、
「
わ
ぶ
」
と
い
う
言
葉

を
作
り
上
げ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
一
年
半
ぐ
ら
い
の
検
討
が
終
わ
っ
た
後
、
『
虚
栗
」
を
出

す
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
「
侘
び
と
風
雅
」
と
い
う
言
葉
を
掲
げ
ま
す
。

「
風
雅
」
と
い
う
の
は
文
学
、
芸
術
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら

を
二
つ
並
べ
て
出
し
て
く
る
。

そ
の
中
で
「
花
に
う
き
世
」
と
い
う
歌
仙
を
巻
い
て
い
ま
す
が
、
発
句

の
前
に
詞
書
が
つ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
「
憂
方
知
酒
聖
／
貧
始
覚
銭
神

（
憂
ヘ
テ
ハ
方
二
酒
ノ
聖
ヲ
知
り
／
貧
シ
ク
テ
ハ
始
テ
銭
ノ
神
ヲ
覚
ル
）
」

ｌ
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
て
酒
で
心
を
癒
す
、
貧
し
く
な
っ
て
初
め
て
銭
の

め
し

あ
り
が
た
み
を
覚
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
花
に
う
き
世
我
酒
白
く
食
黒
し
」

と
い
う
発
句
を
詠
み
ま
し
た
。
今
ま
で
の
句
と
い
う
の
は
、
本
当
に
寒
い

冬
の
中
で
詠
ん
で
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
で
も
、
こ
こ
で
は

花
が
咲
い
て
い
る
時
期
に
浮
か
れ
て
い
る
。
「
酒
白
く
」
と
い
う
の
は
に

ご
り
酒
、
要
す
る
に
安
価
な
酒
で
す
ｌ
江
戸
時
代
に
は
清
酒
が
で
き
て
い

は
、
世
間
で
は
最
も
活
気
付
い
て
、
正
月
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
独
り
は
ず
れ
て
、
そ
の
わ
び
し
さ
を
寝
な
が
ら
聴
い
て
い
る
と
い

う
、
そ
う
い
う
感
じ
の
句
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
わ
び
」
の
概
念
化

1０

Hosei University Repository



芭蕉の「わぶ」についての考察

ま
す
の
で
。
に
ご
り
酒
に
、
「
食
黒
し
」
、
つ
ま
り
、
あ
ま
り
精
米
さ
れ
て

い
な
い
黒
い
飯
。
で
も
、
「
貧
し
い
け
れ
ど
、
白
い
に
ご
り
酒
と
黒
い
玄

米
は
食
べ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
感
じ
の
句
で
、
こ
れ
は
か
な
り
大
き
な

転
換
を
果
た
し
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
始
め

の
年
譜
で
見
ま
し
た
よ
う
に
、
一
六
八
四
年
に
芭
蕉
は
旅
に
出
ま
し
て
、

尾
張
で
『
冬
の
日
』
の
歌
仙
を
巻
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
以
後
は
「
わ

ぶ
」
と
い
う
言
葉
は
、
頻
繁
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。
自
分

の
中
で
概
念
化
し
終
え
た
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

プ
リ
ン
ト
の
最
後
に
、
芭
蕉
が
残
し
た
言
葉
を
二
行
あ
げ
て
お
き
ま
し

わ
ぶ

し
ご
く
こ
と
わ
り

た
・
「
侘
と
い
ふ
は
至
極
也
。
理
に
尽
き
た
る
も
の
也
と
い
へ
り
」
（
わ

す
れ
み
づ
）
ｌ
芭
蕉
の
俳
論
は
全
て
聞
き
書
き
で
す
。
こ
こ
ま
で
見
て
き

ま
し
た
「
侘
ぶ
」
、
貧
し
い
と
か
悲
し
い
と
か
孤
独
で
あ
る
と
か
、
そ
う

い
う
心
で
す
ね
、
そ
れ
は
「
至
極
」
、
究
極
の
概
念
だ
と
言
っ
て
い
る
ん

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
理
に
尽
き
た
る
」
は
、
「
説
明
で
き
な
い
も

の
だ
」
。
「
侘
ぶ
」
と
い
う
の
は
究
極
の
概
念
だ
と
言
っ
て
、
蕉
風
俳
譜
に

お
け
る
「
侘
ぶ
」
の
重
要
性
を
言
葉
に
し
て
い
ま
す
。

次
の
「
侘
び
し
き
を
面
白
が
る
は
や
さ
し
き
道
に
入
り
た
る
か
ひ
（
甲

斐
）
な
り
け
ら
し
」
（
『
別
座
敷
』
「
贈
芭
里
賤
別
辞
」
）
ｌ
こ
の
言
葉
に
出

会
っ
た
と
き
私
は
、
こ
の
言
葉
は
芭
蕉
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
と
思
っ
た

ん
で
す
。
「
侘
し
い
」
と
か
「
貧
し
い
」
と
か
「
つ
ら
い
」
と
い
う
こ
と

を
面
白
い
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
ん
で
す
ね
。
悲
し
く

て
み
じ
め
で
さ
び
し
く
て
、
そ
れ
を
面
白
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

「
や
さ
し
き
道
」
ｌ
こ
れ
は
文
学
・
芸
術
と
言
い
換
え
て
い
い
と
思
う
ん
で

す
が
、
文
学
に
関
わ
っ
た
か
ら
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
学
に
関
わ

こ
の
講
演
を
詳
述
し
た
論
稿
を
「
近
世
考
’
Ｉ
西
鶴
・
近
松
・
芭
蕉
・
秋

成
』
（
影
書
房
）
に
収
め
ま
し
た
の
で
、
合
わ
せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ

ば
さ
い
わ
い
で
す
。

ら
な
け
れ
ば
、
「
侘
し
い
」
と
い
う
の
は
、
さ
び
し
く
て
つ
ら
い
こ
と
ば

か
り
な
ん
だ
け
ど
、
文
学
に
関
わ
っ
た
甲
斐
が
あ
っ
て
、
侘
し
き
を
面
白

が
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と

を
芭
蕉
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
と
い
う
風
に
受
け
止
め
ま
し
た
。
今
日
の

話
を
終
わ
り
と
い
た
し
ま
す
。

（
一
一
○
○
九
年
七
月
一
一
日
二
○
○
九
年
度
法
政
大
学
国
文
学
会
大
会
）

（
ひ
ぐ
ら
し
ま
き
・
本
学
教
授
）
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