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與
謝
蕪
村
の
手
紙

に
つ
い
て
は
、
以
前

か
ら
ゆ

つ
く
り
讀
ん
で
み
た
い
と
思

つ
て
ゐ
た
。
私
が
初
め
て
蕪
村

の
手
紙
を
眼

に
し
た
の
は
、
今
か
ら
三
十
數
年

前
、
修
士
論
文
で
蕪
村
の
繪
畫
を
取
り
上
げ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
頃
は

あ
く
ま
で
も
蕪
村
繪
畫

の
參
考
資
料
と
い
ふ
こ
と
で
、
蕪
村
の
手
紙
そ
の
も
の

に
興
味
を
い
だ
く
こ
と
は
な
か
つ
た
。
そ

の
後
私
は
奈
良

の
美
術
館
に
就
職
し

た
の
で
あ

つ
た
が
、
や
が
て
そ
こ
で
蕪
村
歿
後
二
百
年
を
記
念
し
て
特
別
展
を

開
催
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
企
畫
と
準
備
に
參
加
す
る
好
運
を
得
た
の
で
あ

つ
た
。
そ
の
折
に
圖
録

の
文
献
資
料
篇
の
た
め
に
改
め
て
集
英
社
版

「蕪
村

集
」
の
書
簡
篇
を
通
讀
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
初
め
て
蕪
村
と
い
ふ
人
は

何
と
面
白

い
手
紙
を
書
く
人
か
と
思

つ
た

の
で
あ

つ
た
。
し
か
し
そ
の
時
は
圖

録

の
參
考
資
料
作
り
を
優
先
し
、
そ
の
面
白
さ
の
探
究
は
後
囘
し
に
し
て
し
ま

つ
た
。
い
ま
思
ふ
と
、
そ
の
頃
の
私
に
は
蕪
村
の
手
紙
の
意
味
合
が
ま
だ
判
然

と
し
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
も
蕪
村

の
繪
畫
や
俳
諧

の
魅
力
を
追
ひ
か
け
る
内
に
、
そ
の
魅
力

の
秘
密
が
蕪
村
の
手
紙

の
内
に
秘
め

ら
れ
て
ゐ
る
や
う

に
思

へ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
度
は
繪
畫
や
俳
諧
の

資
料
と
し
て
で
は
な
く
、
蕪
村
と
い
ふ
精
神

の
生
き
た
姿
と
し
て
、
手
紙
そ
の

も
の
を
味
讀
し
て
み
た
い
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

傳
存
す
る
蕪
村

の
手
紙
の
數
は
多
く
、
集
英
社
版
の

「蕪
村
集
」

に
は
三
百

五
十
七
通
が
集
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
後
も
二
十
數
通
が
發
見
さ
れ
、
今

で
も

時
を
り
未
公
表
の
手
紙
を
骨
董
屋
や
京
都
近
邊

の
舊
家
で
見
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
か
ら
、
現
在
編
輯
中
の
講
談
社
版

「蕪
村
全
集
」
の
書
簡
篇
に
は
、
四
百

通
前
後
の
手
紙
が
集
録
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
明
和

七
年
(
一
七
七
〇
)、
蕪
村
五
十
五
歳
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
明
和
七
年

は
蕪
村

や
は

ん

て
い

は

じ

ん

が
俳
諧
の
師
夜
半
亭
巴
人
の
跡
を
繼

い
で
、
京
都

で
夜
半
亭
二
世
を
襲
名
し
た

年
で
あ
る
。
手
紙
の
當
先
は
ほ
と
ん
ど
が
俳
諧
の
門
人
あ
る
い
は
そ
の
知
人
で

あ
り
、
そ
の
數
は
八
十
餘
名

に
の
ぼ
る
。
手
紙
の
内
容
は
、
そ
の
多
く
が
普
段
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の
用
事
や
句
會
の
添
削

の
應
答
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
蕪
村
の
俳
論
や
畫
論
、
ま

た
特
別
な
主
張
を
期
待
し
て
も
無
駄
で
あ

る
。
蕪
村
の
手
紙

の
魅
力
は
、
そ
の

何
氣
な
い
文
面
と
自
在
な
書
き
ぶ
り
の
内

に
、
蕪
村
そ
の
人
の
如
實
な
面
影
と

蕪
村
の
生
き
た
精
神

の
姿
を
讀
み
取
る
作
業

の
内

に
生
ま
れ
て
く
る
や
う
に
思

は
れ
る
。
そ
れ
が
蕪
村
が
半
ぼ
意
識
し
て
自
ら
の
手
紙
に
お
い
て
試
み
た
こ
と

で
は
な
か

つ
た
か
。
さ
う
い
ふ
豫
感
の
も

と
に
、
蕪
村
の
手
紙
を
讀
ん
で
み
た

い
と
思
ふ
。

○

さ
て
早
速
蕪
村

の
手
紙
に
入
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
ど
こ
か
ら
入
つ
て
ゆ
く

べ
き
か
、
迷
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
年
代
順
、
相
手
別
、
事
柄
別
と
い
つ
た
方
法

が
考

へ
ら
れ
る
が
、
蕪
村
の
手
紙
の
魅
力

の
特
質
を
思
ふ
な
ら
ば
、
さ
う
し
た

整
理
さ
れ
た
方
法
は
こ
の
際
採
り
得
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
ど
う
展
開
す
る

か
判
ら
な

い
が
、
先
づ
は
私
が
最
初
に
面
白

い
と
思

つ
た
手
紙
か
ら
讀
み
は
じ

め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
手
紙
と
は
次

の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

ほ
か

お
つ
か
ひ
こ
と

御
使
殊

の
外
ま
た
せ
申
候
。
其
ゆ
ゑ
は
娘
そ
れ
が
し
に
む
か
ひ
過
言

い
た

さ
て

し
、
扨

々
に
く
き
者
と
存
候

へ
ど
も
、
骨
肉

の
愛
情
ゆ
ゑ
異
見
眞
最
中
、

ひ
ま
い
り

ゑ

ま
う
す
べ
く

そ
れ
に
て
使
隙
入
此
譯

に
候
。
畫
は

明
日
中

に
し

た
〉
め
可
レ申

候
。

お
こ
の
み

御
好

の
琴
の
圖
、
大
方
こ
ん
な
も
の
に
て
よ
き
や
。

(琴
の
略
圖
あ
り
)

發
句
は

こ
と

し
ぐ
る
〉
や
鼠
の
わ
た
る
琴
の
う

へ

し
か
る
べ
く

此
句
可
レ然
候
。
但
し

ひ
を

け
む
げ

ん

き
ん

な
で

桐
火
桶
無
絃

の
琴
の
撫
ご

〉
うか

き
つ
か
は

し
や
ほ
う

節
季
ち
か
く
候

へ
ば
、
何

に
て
も
書
遣
し
可
レ申
候
。
さ
だ
め
し
謝
寶
、

く

だ

さ

れ

車
馬
に
て
御
お
く
り
被
レ下
候
は
ん
と
た
の
し
み
申
候
。

　　
　

先
日
御
約
束

の
奈
良
茶
め
し
、
い
か
ゴ
く

。
老
人
の
も
の
わ
す
れ
は
さ

き

し

ち
か
ご
ろ

る
こ
と
な
れ
ど
も
、
貴
子
の
如
き
若
き
人
の
も
の
わ
す
れ
、
近
比
き
こ
え

い
ひ
お
き

ぬ
事
に
候
。
禮
は
先
日
た
ん
と
言
置
た
る
事
に
候
。
禮
を
と
り
か

へ
さ
ん

ば
ん
ば
ん

や
。

い
か
ゴ
く

萬
々
。
已
上

二
月
廿
八
日

じ
よ
し
つ

如
瑟
樣

蕪
村

何
と
も
愉
快
な
手
紙
で
は
な
い
か
。
受
け
取

つ
た
如
瑟
も

一
讀
思
は
ず
笑
み

を
覺
え
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
如
瑟
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
蕪
村
晩
年
の
俳
諧

の
門
人
で
、
京
都
の
人
と
い
ふ
く
ら
ゐ
し
か
分
か
つ
て
ゐ
な

い
が
、
文
面
か
ら

察
す
る
に
か
な
り
若
年
の
門
人
で
あ
り
、
ま
た
師

に
琴
の
畫
を
依
頼
し
奈
良
茶

飯
で
も
馳
走
し
よ
う
と
い
ふ
か
ら
は
、
そ
れ
相
應

の
有
得
の
人
で
あ

つ
た
と
思

は
れ
る
。

如
瑟

の
使
ひ
の
者
が
や

つ
て
來
た
時
、
蕪
村
は
娘
く
の
と
口
論
の
真

つ
最
中

だ

つ
た
。
し
か
も
使
ひ
の
者
を
待
た
せ
て
の

「
異
見
」
と
あ
る
か
ら
、
蕪
村
も

か
な
り
本
氣
だ

つ
た
や
う
で
あ
る
。
書
中
の

「桐
火
桶
」

の
句

の
初
見
が
天
明

二
年

(
一
七
八
二
)暮
れ
の
手
紙

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
手
紙
は
天
明
三
年
二
月
の
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蕪村の手紙(序 論)

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
時
に
蕪
村
六
十
八
歳
、
娘
く
の
は
二
十
歳
を
二
つ
三

つ

　

　

越
え
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
。
く
の
は
蕪
村

に
と
つ
て

一
人
娘

で
あ
り
、
七
年
前

み

つ

ゐ

に
三
井
の
料
理
人
の
家

に
嫁
が
せ
た
も
の
の
、
半
年

で
蕪
村
自
ら
離
縁
さ
せ
た

娘
で
あ
る
。
そ
の
顛
末
に

つ
い
て
は
後

に
記
す
こ
と
に
な
ら
う
が
、
こ
こ
で
は

そ
の

一
人
娘
に
對
す
る
蕪
村

の
對
應

ぶ
り

に
注
目
し
た
い
。
「扨
々
に
く
き
者

と
存
じ
候

へ
ど
も
、
骨
肉

の
愛
情
ゆ
ゑ
の
異
見
」
と
い
ふ
蕪
村

の
書
き
ぶ
り
か

ら
み
て
、
く

の
の
過
言
は
單
な
る
子
供

の
口
應

へ
の
類
で
は
な
か
つ
た
と
思
は

れ
る
。
そ
れ
は
娘
を
脱
し
た
女
の
抗
辯

の
類
で
は
な
か

つ
た
か
。
内
容
は
ど
う

で
あ
れ
、
く

の
の
口
吻
に
は

一
人
前
の
女

と
し
て
の
體
臭
の
如
き
も
の
が
漂

つ

て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
お
そ
ら
く
蕪
村
は
そ
れ
を
い
ち
早
く
嗅
ぎ
と
り
、

そ
れ
が
蕪
村
を
向
き
に
さ
せ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
ほ
、
蕪
村

　

　

に
と
つ
て
く
の
が
自
分
の
娘
で
あ
る
こ
と
に
變
は
り
は
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
の
言
ひ
爭
ひ
で
あ

つ
た
。
こ
の
や
う
に
わ
が
家
の
實
情
や
不
躰
裁
を
ぶ
ち
明

け
た
文
面
は
、
蕪
村

の
手
紙
の
中
で
は
あ

ち
こ
ち
で
お
目
に
か
か
る
。
そ
れ
を

俳
人
の
曝
露
趣
味
と
見
做
す
向
き
も
あ
る
が
、
蕪
村
の
こ
の
書
き
つ
ぷ
り
に
は
、

俳
人
を
氣
取

つ
た
洒
落

つ
氣
な
ぞ
感
じ
ら

れ
な
い
だ
ら
う
。
實
は
か
う
し
た
書

お
の
れ

き
ぶ
り
こ
そ
、
常

に
己
の
實
情

に
沿
ふ
こ
と
を
心
掛
け
た
蕪
村
の
表
現
法
な
の

で
あ
る
。

返
書
が
手
問
ど

つ
た
事
情
を
記
し
た
後
、
蕪
村
は
い
ま
だ
昂
奮
さ
め
や
ら
ぬ

勢
ひ
で
用
件
に
對
す
る
返
事
を

一
氣

に
記
す
。
如
瑟
は
頼
ん
で
お
い
た
琴

の
畫

の
進
み
旦
ハ合
を
問
ひ
合
は
せ
て
來
た
の
で
あ
る
。
彼
が
琴
の
畫
を
依
頼
し
た
の

は
、
自
ら

の
俳
號

「如
瑟
」

に
因
ん
で

の
こ
と
だ

つ
た

ら
う
。
「瑟
」
と
は

お
ほ
ご
と

き
ん
し
つ

大
琴
の
意

で
あ
り
、
夫
婦
相
和
の
譬

へ
と
し
て

「琴
瑟
相
和
す
」
と
い
ふ
成
句

と
し
て
熟
し
て
ゐ
た
。
そ
の
琴
の
畫

の
讃
に
、
蕪
村
が

「
し
ぐ
る

〉
や
」
の
句

を
撰
ん
だ

に
つ
い
て
は
、
さ
し
て
深

い
配
慮
が
あ
つ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
こ

の
句
は
十
二
年
前
、
蕪
村
五
十
六
歳

の
時

の
も
の
で
あ
る
。
手
控

へ
の

「自
筆

句
帳
」
か
ら
適
當

に
琴
の
句
を
撰
ん
だ
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
。
と
こ
ろ
が

「此
句

然
る
べ
く
候
」
と
書
い
た
時
點
で
、
蕪
村
は
ふ
と
我

に
返
り
、
近
作
の
句

「桐

火
桶
無
絃
の
琴

の
撫
ご

〉
ろ
」
を
思
ひ
出
し
た
。
さ
う
い
ふ
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
句

に
つ
い
て
は
、
蕪
村
は
次

の
や
う
な

一
文
を
遺
し
て
ゐ
る
。

き
り

ひ
を

け

き
ん

な
で

桐
火
桶
無
絃

の
琴
の
撫
ご

〉
う

せ
う
び
き
ん

焦
尾
琴

か
ま
ど

此
古
事
は
も
ろ
こ
し
に
て
竈

の
下
よ
り
燒
殘
り
た
る
桐
を
と
り
得

て
、
琴

に
つ
く
り
け
る
に
、
其
音
あ
や
し
く
妙
な
り
け
る
と
そ
。
琴
の
う
し
ろ
の

こ
げ

た
う
ゑ
ん
め
い

ぶ

か
た
焦
た
る
ゆ
ゑ
名
附
た
る
と
な
り
。
陶
淵
明
常
に
無
絃
の
琴
を
撫
し
て

た
の
し
び
け
る
と
そ
。

右

ニ
ツ
の
古
事
を
お
も
ひ
合
せ
て
書
た
る
句
也
。

即
ち
こ
の
句

に
は
琴
に
ま

つ
は
る
二
つ
の
故
事
、
「焦
尾
琴
」
と
陶
淵
明

の

「無
絃
琴
」

へ
の
思
ひ
を
重
ね
合
は
せ
て
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
「焦
尾
琴
」

さ

い
よ
う

と
は
後
漢
時
代
の
儒
者
蔡
畠
に
ま
つ
は
る
話
で
、
あ
る
人
が
炊
事
の
た
め
に
竃
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圖一 松村月溪筆 「蕪村翁圖」

 

に
桐
の
木
を
燒

べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
は
ぜ

る
音
を
聞

い
た
蔡
畠
が
そ
の
良
材
で

あ
る
こ
と
を
感
知
し
、
す
ぐ
さ
ま
竃
の
下

か
ら
そ
の
桐
を
讓
り
受
け
、
そ
れ
で

琴
を
作

つ
た
と
こ
ろ
、
豫
期
し
た
と
ほ
り
そ
の
琴
が
妙
な
る
音
を
發
し
た
故
、

焦
尾
琴
と
名
付
け
た
と
い
ふ
故
事
で
あ
る
。

一
方

「無
絃
琴
」

の
故
事
と
は
、

東
晋
の
詩
人
陶
淵
明
は
音
律
が
不
得
手

で
あ

つ
た
が
、
絃
の
張

つ
て
な

い
琴
を

常
に
側

に
置
き
、
酒
を
飲
む
際
は
そ
の
琴
を
撫
で
な
が
ら
、
心
の
耳
で
琴
中

の

意
趣
を
樂
し
ん
だ
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
共
に
い
か
に
も
文
人
好
み
の
話

で
あ

る
。
陶
淵
明
は
蕪
村
が
生
涯
敬
愛
し
た
人
物
で
あ
り
、
蕪
村
と
い
ふ
俳
號
も
陶

淵
明
の

「歸
去
來
辭
」
に
由
來
す
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
な
ら
ぼ

こ
の

「桐
火
桶
」
の
句
は
、
桐
の
火
桶
か
ら
焦
尾
琴
を
聯
想
し

つ
つ
、
そ
の
胴

を
撫
で
て
ゐ
る
う
ち
に
無
絃
の
琴
を
愛
撫
す
る
陶
淵
明
の
心
境
に
思
ひ
が
至

つ

た
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
か
。

さ
て
桐
火
桶
と
い
へ
ば
、
私
は
松
村
月
溪
が
描

い
た
師
蕪
村
の
肖
像
畫
を
思

ひ
出
す
(圖

一
)。
そ
こ
に
は
小
ぶ
り
の
木
臼
の
や
う
な
火
桶

に
兩
手
を
か
ざ
し

な
が
ら
、
畳
の
上
に
開
い
た
本
に
目
を
や
る
蕪
村
の
姿
が
寫
さ
れ
て
ゐ
る
。
蕪

村
晩
年

の
日
常
を
描
き
と
め
た
圖
柄
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
あ
の
火
桶
が
こ
の
句

の
桐
火
桶
な
の
だ
ら
う
。

實
は
琴
も
ま
た
、
蕪
村
に
と
つ
て
は
馴
染

み
深

い
器
物

で
あ

つ
た
。
そ
れ
は

娘

の
く
の
が
少
時
か
ら
熱
心
に
稽
古
し
て
ゐ
た
樂
器
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
か

う
し
た
實
状
を
重
ね
合
は
せ
な
が
ら
こ
の
句
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、

一
人
默
然
と

火
桶
に
手
を
か
ざ
す
蕪
村
の
裡

に
、
樣
ざ
ま
な
日
常

の

「實
情
」
と

「故
事
」

の
觀
念
が
交
錯
す
る
幻
影
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
だ
ら
う
か
。

き
ん
し
ん

な
つ

と
こ
ろ
で
こ
の
句
に
は
、
「琴
心
も
あ
り
や
と
撫
る
桐
火
桶
」
と
い
ふ
別
案

が
あ
る
。
こ
の
別
案
の
句
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
蕪
村
は
桐
火
桶
の
胴
を
撫

で
な
が
ら
、
陶
淵
明
の
心
境
を
確
か
に
感
得
し
て
ゐ
た
と
は
思

へ
な
い
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
ふ
な
ら
ば
、
陶
淵
明
が
無
絃
の
琴
を
撫
で
て
琴
心
を
得
た
と
い

424



蕪村の手紙(序 論)

ふ
故
實
さ

へ
、
蕪
村
は
本
氣
で
は
信
じ
て
ゐ
な
か

つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

蕪
村
に
と

つ
て
確
か
な
こ
と
は
、
桐
火
桶
を
撫

で
る
掌
の
感
觸
だ
け
だ
つ
た
に

違
ひ
な
く
、
そ
れ
だ
け
が
無
絃

の
琴
を
愛

し
た
陶
淵
明
に
通
じ
る
確
か
な
感
覺

だ

つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
浮
か
び
上
が

つ
て
く
る
の
は
、

尤
も
ら
し
い
故
事
を
介
し
た
觀
念
的
な
陶
淵
明
像
を
信
じ
る
蕪
村
で
は
な
く
、

彼
我

の
ど
う
し
や
う
も
な

い
隔
た
り
を
自
覺
し

つ
つ
も
、
ど
う
に
か
自
ら
の
實

感
に
基
づ
い
た
脈
絡
を
得
よ
う
と
す
る
孤

獨
な
精
神
の
姿

で
あ
る
。

そ
ん
な
意
味
深
長
な
句
を
示
し
た
直
後

、
蕪
村
は
手
紙

の
調
子
を

一
變
さ
せ
、

な

本
音

と
冗
談
が
綯

ひ
交
ま
ぜ

に
な

つ
た
語

り
口
に
な
る
。
「節
季
ち
か
く
候

へ

ば
、
何

に
て
も
書
き
遣
は
し
申
す
べ
く
候

」
と
は
、
當
時
の
京
都

で
は
各
節
句

前

に
諸
般
の
支
払
ひ
を
ま
と
め
て
す
る
慣

習
が
あ

つ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
三
月

三
日
の
雛
の
節
句
を
さ
し
、
そ
の
節
季
拂

ひ
の
た
め
な
ら
何
で
も
描
き
ま
す
よ
、

と
言

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
次
の

「謝
寶

」
と
は
謝
金
、
こ
こ
で
は
琴
の
畫

に

對
す
る
謝
金

の
こ
と
。
そ
れ
を

「車
馬
に
て
御
お
く
り
下
さ
れ
候
は
ん
と
た
の

し
み
申
し
候
」
と

い
ふ
の
は
、
無
論
若
い
門
人
に
對
す
る
蕪
村
獨
特
の
洒
落
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の

一
節
を
讀
ん
だ
如
瑟
は
、
悦
ん
で

一
枚
餘
計
に
送
る
氣

持
に
な

つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
の
手
紙
を
讀
ん
で
ゐ
る
と
、
兩
者
の
間
に
は

そ
れ
だ
け
の
關
係
が
成
り
立

つ
て
ゐ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
如
瑟
が

節
句
前
に
畫
を
依
頼
し
て
き
た
の
も
、
節
季
の
迫

つ
た
蕪
村
家
の
窮
状
を
察
し

て
の
こ
と
で
あ

つ
た
ら
う
。
如
瑟
の
さ
う
し
た
無
言
の
配
慮
も
、
蕪
村
は
よ
く

承
知
し
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。

若

い
門
人
の
そ
ん
な
氣
遣
ひ
に
變
な
遠
慮
を
す
る
や
う
な
蕪
村
で
は
な
い
。

手
紙

の
最
後
に
は

「約
束
の
奈
良
茶
飯
」
の
件
を
持
ち
出
し
、
如
瑟
を
面
白
を

か
し
く
か
ら
か
ひ
な
が
ら
、
繰
り
返
し
念
を
押
し
て
手
紙
を
終

へ
る
。
最
後
の

「
い
か
が
く

萬
々
」
と
は
、
「決
し
て
決
し
て
忘
れ
て
く
れ
る
な
」
と
い
ふ
念

押
し
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
蕪
村
が
こ
だ
は
つ
た

「奈
良
茶
飯
」
と
い
ふ
の
は
、

せ
ん

い

東
大
寺
や
興
福
寺

の
僧
舎
で
工
夫
さ
れ
た
變
は
り
飯
で
、
茶
の
煎
じ
汁
に
煎
り

黒
豆

・
小
豆

・
燒
栗
な
ど
を
加

へ
て
炊
き
あ
げ
た
飯

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が

市
中
で
食
さ
れ
る
や
う
に
な

つ
た
の
は
、
『本
朝
食
鑑
』
に
よ
る
と
、
明
暦
の

大
火
(
一
六
五
七
)
の
後
、
淺
草
金
龍
山
門
前
の
茶
店
で
豆
腐
汁

・
煮
豆
な
ど
を

添

へ
て
出
し
た
の
が
始
ま
り
と
い
ふ
。
や
が
て
そ
れ
が
江
戸
で
流
行
し
、
そ
の

後
京
坂
に
擴
ま

つ
た
も
の
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
當
時

の
都
會
人
に
と

つ
て
は
、

一
種
の
も
の
珍
し
い
喰
ひ
物
だ

つ
た
の
だ
ら
う
。

そ
れ
に
し
て
も
蕪
村
の
執
拗
な
ま
で
の
念
の
押
し
や
う
は
尋
常

で
は
な

い
。

い
や

み

し
か
し
そ
こ
に
少
し
の
嫌
味
も
感
じ
ら
れ
な

い
。
そ
れ
は
そ
の
語
り
口
が
誠

に

輕
妙
で
を
か
し
味
を
含
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、
行
間
に
奈
良
茶
飯
に
對
す
る

無
邪
氣
な
嗜
好
と
如
瑟

に
對
す
る
立
場
を
越
え
た
信
頼
感
が
溢
れ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
如
瑟
は
頬
笑
み
な
が
ら
早
速
奈
良
茶
飯

の
手
配
を
し
た
こ

と
で
あ
ら
う
。
如
瑟
に
し
て
み
れ
ば
、
師
か
ら
こ
ん
な
手
紙
を
受
け
取
る
の
も

秘
か
な
樂
し
み
だ

つ
た
に
違
ひ
な
い
。
こ
の
や
う
に
遠
慮
の
な
い
愉
快
な
手
紙

が
書
け
た
の
は
、
無
論
蕪
村
の
人
徳

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ら
う
が
、

そ
れ
を
理
解
し
て
樂
し
む
こ
と
の
で
き
る
資
質
が
若
い
如
瑟
の
内
に
備
は
つ
て
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ゐ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

○

如
瑟
が
常
に
師

の
生
活
を
慮

つ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
如
瑟
當

の
別
の
手
紙
に
よ

は
う

つ
て
も
知
ら
れ
る
。
五
月
五
日
の
節
句
前

に
は

「あ
や
め
の
御
祝
儀
と
し
て
方

き
ん

お
た
つ
ね

金

一
封
」
を
、
ま
た
夏
の
土
用
に
は

「暑
中
御
尋
と
し
て
見
事
之
鮎
」
を
贈

つ

た
り
し
て
ゐ
る
。
鮎
と
い
へ
ば
、
こ
れ
ま

た
傑
作
な
手
紙
が
遺

つ
て
ゐ
る
。

追

啓　　
　
　

酒

一
樽

い
な
河
の
小
魚

か
た
じ
け
な
く

右
両
品
共
に
六
月
六
日
夕
が
た
京
着
い
た
し
候
。
神
事
之
間
に
合

忝

　　
　
　

存
候
。
し
か
し

い
な
河
の
魚

ハ
腐
れ
た
ゴ
れ
候
而
、
臭
氣
甚
し
く
、

一
向

　　
　

や
く
に
立
ず
、
四
ツ
辻

へ
す
て
さ
せ
申
候
。
捨

て
に
行
者
鼻
を
ふ
さ
ぎ
、

か
ほ

そ
む

も
ち
い
だ
し

皃
を
背
け
候
而
持

出

候
。
飛
脚
屋
よ

り
持
參
り
候
男
も
、
道
く

く
さ

さ
ま

し
よ
せ
ん

き
に
こ
ま
り
候
よ
し
小
言
を
申
候
。

い
か
樣
炎
熱
之
時
節
、
所
詮
京
迄
は

き
や
う
こ
う

(魚
)

な

ら

れ

持
が
た
く
候
。
向

後
暑
中

に
河
う
を

な
ど
御
登
せ
被
レ成
候
義
、
御
無
用

せ

つ
か
く

に
御
坐
候
。
切
角
御
親
切
に
ご

〉
ろ
を
御

つ
く
し
被
レ成
候
而
も
、
用

に

ま
う

さ
ず

つ
ひ
え

む

や

く

立
不
レ申
候
。
其
上
駄
賃
の
費
、
彼
是
以
無
益
之
事
に
御
坐
候
。
御
存
意

ま
う
し
し
ん
じ

の
ほ
ど
は
甚
か
た
じ
け
な
く
候
。
右

之
義
申

進

候
事

い
か
ゴ
に
存
候

へ

共
、
向
後
御
心
得
の
た
め
に
御
座
候

故
、
無
二遠
慮

一申
進
候
。
以
上

六
月
十
九
日

と
う
ぐ
わ

東
瓦
樣

蕪
村

こ
れ
も
ま
た
何
と
も
率
直
か
つ
愉
快
な
文
面
で
は
な
い
か
。
相
手

の
東
瓦
は

ら
う
き
つ
せ
い

せ
い
よ
う
し
や

や
は
り
俳
諧
の
門
人
で
、
老
橘
井

・
清
容
舎
な
ど
の
別
號
を
持
ち
、
安
永
六
年

し

こ

あ
ん

(
一
七
七
七
)
に
は
師

か
ら
紫
狐
庵

の
號
を
譲
ら
れ
て
ゐ
る
。
氏
は
山
本
、
通
稱

を
木
綿
屋
庄
左
衛
門
と
い
ひ
、
當
時
坂
上

・
小
西
に
つ
づ
く
伊
丹
の
大
酒
造
家

で
あ

つ
た
。
「
酒

一
樽
」
と
あ
る
の
は
お
そ
ら
く
自
家

の
清
酒
で
あ
り
、
「
い
な

河
の
小
魚
」
と
は
時
節
柄
猪
名
川
名
産
の
鮎
で
あ

つ
た
ら
う
。
彼
も
ま
た
如
瑟

同
様
有
得

の
門
人
で
あ
つ
た
。

伊
丹
か
ら

の
飛
脚
が
京
都

に
着

い
た
の
は
六
月
六
日
の
夕
方
、
「神
事
の
間

に
合
ひ
か
た
じ
け
な
く
存
じ
候
」
と
あ
る
か
ら
、

こ
の
酒
と
鮎
は
祗
園
祭
を
配

慮
し
て
の
品
だ

つ
た
と
思
は
れ
る
。
當
時
の
祗
園
祭
は
六
月
六
日
の
夕
方
か
ら

宵
宮
飾
が
行
は
れ
、
翌
七
日
が
山
鉾
巡
行
と
御
輿
神
行
の
日
に
あ
た

つ
て
ゐ
た
。

そ
し
て
蕪
村
は
そ
の
祗
園
祭

の
中
心
地

で
あ
る
四
條
室
町
の
す
ぐ
南
、
鳥
丸
佛

光
寺
西
入
町
に
住
ん
で
ゐ
た
の
で
あ

つ
た
。
當
時
は
八
日
か
ら
十
四
日
ま
で
を

後
の
祭
と
し
、
十
四
日
に
再
び
山
鉾
と
御
輿
の
巡
行
を
行
ひ
、
十
八
日
の
御
輿

洗
で
祭
の
幕
を
閉
ぢ
た
と
い
ふ
。
手
紙

の
日
付
が
十
九
日
に
な
つ
て
ゐ
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
身
邊
の
祭

の
騷
が
し
さ
が
や
う
や
く
鎭
ま
り
、
蕪
村
自
身
の
氣

し

た
た

分
も
靜
ま
る
の
を
待

つ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
さ
す
が
の
蕪
村
も

「腐
れ
た
魚
」

に
つ
い
て
は
ど
う
書

い

た
も
の
か
困
惑
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

い
く
ら
氣
が
置
け
な
い
門
人
と
は
い

へ
、

相
手
は
名
立
た
る
酒
造
家
の
主
人
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
何
よ
り
、
自
分
に
是
非
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と
も
食

べ
さ
せ
た
い
と
い
ふ
東
瓦
の
氣
持

が
、
蕪
村

に
は
手
に
と
る
や
う
に
理

解

で
き
た
に
違

ひ
な

い
。
思
案
の
す
ゑ
、
蕪
村
が
記
し
た
文
が
こ
の
追
申
で
あ

る
。
そ
の
書
き
ぶ
り
は
實

に
率
直
か
つ
意
を
盡
く
し
た
も
の
で
、
し
か
も
俳
諧

的
表
現
を
駆
使
し
て
讀
む
者

に
笑
ひ
さ

へ
催
さ
せ
る
。

最
初

に
祝
儀

の
品
が
祭
に
間
に
合

つ
た
禮
を
述

べ
る
と
す
ぐ
、
「
し
か
し

い

な
河
の
魚
は
腐
れ
た

ゴ
れ
候
て
、
臭
氣
甚
し
く
、

一
向
役
に
立
た
ず
、
四
ツ
辻

へ
す
て
さ
せ
申
し
候
」
と
、
言
ひ
に
く
い
事
を
言

ひ
立
て
て
ゐ
る
。
單
に
事
實

の
報
告
な
ら
ば

「腐
れ
て
ゐ
た
」
で
す
む
と
こ
ろ
を
、
「臭
氣
甚
し
く
」
コ

向

役
に
立
た
ず
」
と
た
た
み
掛
け
、
「四
ツ
辻

へ
捨
て
さ
せ
」
と
ま
で
言

ひ
つ
の

る
。
無
論
こ
れ
は
東
瓦

へ
の
當
付
け
で
は
な
く
、
表
に
負
を
重
ね
て
裏
に
正
を

得
ん
と
す
る
、
俳
諧
的
表
現
法
の

一
つ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
四
ツ
辻

へ
捨
て
に
行
く

「家
人
」
を
呼
び
出
し
て

「鼻
を
ふ
さ
ぎ

顔
を
背
け
」
さ
せ
、

つ
い
で
に

「
飛
脚
屋

の
男
」
も
登
場
さ
せ
て

「小
言
」
ま

な

で
言
は
せ
て
ゐ
る
。
こ
の
た
た
み
掛
け
に
は
蕪
村
の
率
直
さ
と
俳
趣
が
綯

ひ
交

ぜ
に
な
つ
て
を
り
、
實
際
の
情
景
を
竝
べ
立
て
て
ゐ
る
だ
け
の
や
う
に
見
え
て
、

そ
の
描
寫
と
口
調

に
は
そ
こ
は
か
と
な
い
滑
稽
味
が
漂

つ
て
ゐ
る
。
こ
の

一
節

を
讀
ん
で
、
當
の
東
瓦
も
餘
計
な
恐
縮
感
を
覺
え
ず
に
す
ん
だ
こ
と
で
あ
ら
う
。

そ
の
後
蕪
村
の
書
き
ぶ
り
は

一
轉
し
、
委
曲
を
盡
く
し
て

「今
後
暑
中
に
河

魚
な
ど
送
る
こ
と
御
無
用
」
と
説
く
。
そ

し
て
最
後
に

「右
の
義
申
し
進
じ
候

事

い
か
ゴ
に
存
じ
候

へ
共
、
向
後
御
心
得

の
た
め
に
御
座
候
故
、
遠
慮
な
く
申

し
進
じ
候
」
と
誤
解

の
な

い
こ
と
を
願

つ
て
手
紙
を
結
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
文
面

を
讀
ん
だ
東
瓦
に
誤
解
す
る
餘
地
な
ど
な
か
つ
た
ら
う
。
さ
う
し
て
こ
の

「追

し
ん

め
ん
も
く

啓
」
に
こ
そ
、
蕪
村
の
眞
面
目
が
如
實

に
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
悟

つ
た
に
違
ひ
な

い
。
と
い
ふ
の
も
、
こ
の
手
紙
の
本
文
は
削
ら
れ
て
ゐ
て
、
こ
の

「追
啓
」

の

み
が

一
幅
に
爲
立
て
ら
れ
て
傳
は
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
鮎
と
は
何
と
難
し
い
魚
で
あ
る
こ
と
か
。
蕪
村
に
は
、

す
ぎ
ゆ
く

よ

は

か
ど

鮎
く
れ
て
よ
ら
で
過
行
夜
半
の
門

と
い
ふ
句
が
あ
る
が
、

こ
れ
な
ど
も
鮎
の
は
か
な
い
鮮
度
に
つ
い
て
の
了
解
が

あ

つ
て
初
め
て
味
は

へ
る
句
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
鯉
や
鮒
な
ら

「寄
ら
で
過
ぎ

行
く
」
と
は
な
る
ま
い
。
今
な
ら
す
ぐ
に
冷
蔵
庫

に
と
い
ふ
と
こ
ろ
だ
が
、
當

時
は
ど
う
し
た
の
だ
ら
う
か
。
こ
の
句
が
實
際
を
詠
ん
だ
も
の
な
ら
、
蕪
村
の

こ
と
で
あ
る
、
夜
更
け
に
も
か
か
は
ら
ず
早
速
燒
か
せ
て

一
杯
や

つ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

私
の
住
む
嵯
峨
の
大
堰
川
は
古
來
鮎
を
名
産
と
し
て
き
た
が
、
江
戸
時
代
に

は
毎
年
御
所
に
數
千
尾
を
納
め
て
ゐ
た
こ
と
が
記
録
に
見
え
る
。
そ
れ
は
獻
納

で
は
な
く
お
買
上
げ

で
あ

つ
た
が
、
天
保
十
四
年
(
一
八
四
三
)
に
漁
師
仲
間
か

ま
か
な
ひ
ど
こ
ろ

ゆ
み
は
り
ち
や
う
ち
ん

ら
御
所

賄

所

へ
差
し
出
し
た
口
上
書

に
は
、
「御
用
弓
張

提

燈

壹
張
」
を

頂
戴
し
た
い
と
の

一
條
が
見
え
る
。
そ
の
日
に
捕

つ
た
鮎
は
そ
の
夜

の
内

に
と

い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
夏
の
夜
、
御
用
提
燈
を
先
頭
に
嵯
峨
野
を
御
所

へ
急
ぐ

漁
師

一
行
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
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蕪
村
と
川
魚
と
い
へ
ば
、
蕪
村
畫

の
中

の
あ
る
圖
柄
を
思
ひ
起
こ
す
。
そ
れ

は
數
あ
る
蕪
村
畫
の
中

で
も
有
名
な

「
四
季
山
水
圖
」
四
幅
對
の
内
の
夏
景
圖

や
ま
か
げ

(圖
二
)
で
、

一
見
す
る
と
山
陰
の
溪
流
の
傍
ら

に
た

つ
隱
士

の
茅
屋
を
描

い
た

ゆ
か

典
型
的
な
文
人
畫
風
の
山
水
圖
で
あ
る
。
主
の
隱
士
は
溪
流
に
架
け
た
床
で
涼

は

を
と

つ
て
ゐ
る
。
虚
空

に
薄
墨
が
斜
め
に
刷
か
れ
て
を
り
、
突
風
を
伴

つ
て
驟

雨
が
や

つ
て
來
た
こ
と
を
表
し
て
ゐ
る
。
驟
雨
は
崖

の
岩
肌
を
濡
ら
し
、
突
風

は
岸
の
柳
絲
を
吹
き
上
げ

て
ゐ
る
。
そ
し

て
叮
嚀

に
も
、
突
風

に
驚
い
て
柳

の

枝
か
ら
飛
び
出
し
た
鴉
ま
で
描
い
て
あ
る
。
さ
て
こ
こ
ま
で
は
夏
景
山
水
圖
と

し
て
は
あ
り
得
る
圖
柄
で
あ
る
。

ち
よ

つ
と
み

と
こ
ろ
が
こ
の
山
水
圖
に
は
、

一
寸
見

に
は
何
氣
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

よ
く
見
る
と
不
可
解
な
描
寫
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
網
を
手
に

し
て
溪
流
の
中
の
岩

に
立

つ
童
僕

の
姿
で
あ
る
(圖
三
)。
文
人
隱
士
に
童
僕
が

圖二 與謝蕪村筆 「四季山水四巾副紂」の内
「夏景圖」

圖三 同 「夏景圖」部分

 

付
き
添
ふ
圖
柄
は
不
思
議
で
も
何

で
も
な

い
。
ま
た
山
水
畫

に
漁
師
が
漁
を
す

る
圖
柄
や
高
士
が
釣
り
絲
を
埀
れ
る
圖
柄
も
珍
し
く
は
な
い
。
私
が
こ
こ
で
違

和
感
を
覺
え
た
の
は
、
童
僕
が
溪
流
の
中
に
入
つ
て
網
で
魚
を
捕
ら
う
と
し
て

ゐ
る
姿
で
あ
る
。
こ
の
圖
柄
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
端
的

に
言

つ
て
し
ま

へ

ば
、
床
か
ら
童
僕
を
見
や

つ
て
ゐ
る
文
人
隱
士
が
命
じ
た
に
違

ひ
な

い
の
で
あ

る
(圖
四
)。
肩
ま
で
袖
を
ま
く
り
上
げ
、
胸
も
は
だ
け
て
く

つ
ろ
ぐ
そ
の
姿
を

見
て
ゐ
る
と
、
手
元
に
描
か
れ
て
ゐ
る
器
が
酒
器

に
見
え
て
く
る
。

つ
ま
り
暑

氣
拂
ひ
に

一
杯
や

つ
て
ゐ
る
姿
で
あ
る
。
さ
う
思

つ
て
隱
士
の
目
元
を
見
る
と
、

う

つ
す
ら
と
赤

い
代
赭
が
施
さ
れ
て
ゐ
る
で
は
な

い
か
(圖
五
)
。
こ
の
圖
柄
を
、

文
人
隱
士
が
暑
氣
拂
ひ
の
酒

の
肴
を
童
僕

に
命
じ
て
捕
ら
せ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
と

見
る
な
ら
ば
、
隱
士
の
清
雅
な
樣
子
を
主
題
と
す
る
傳
統
的
な
文
人
畫
と
し
て

は
、
誠

に
珍
し

い
趣
向
と
言
は
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
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蕪村の手紙(序 論)

圖四 同 「夏景圖」部分

右
の
畫
の
内

に
文
人
の
食

へ
の
志
向
を
讀
み
取
る
こ
と
が
讀
み
過
ぎ
と
い
ふ

向
き
に
は
、
次

の
畫
(圖
六
)
を
見
て
い
た
だ
き
た

い
。
本
圖
も
や
は
り
山
陰

の

隱
士
の
茅
屋
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
焦
點
は
畫
面
中
ほ
ど
の
童
僕
と

漁
師
の
對
面
場
面
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
小
舟
に
乗

つ
た
漁
師
が
川
魚
を
載
せ
た

笊
を
差
し
出
し
、
川
邊
の
窗
に
立

つ
童
僕
が
そ
れ
を
指
さ
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

童
僕
が
漁
師
か
ら
川
魚
を
買
ひ
求
め
て
ゐ
る
場
面

に
相
違
な

い
。
無
論
そ
れ
は

圖五 同 「夏景圖」部分
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こ
の
童
僕
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
畫
中

に
は
描
か
れ
て
ゐ
な
い
が
、
こ
の

茅
屋
の
主
で
あ
る
隱
士
の
食
膳
に
上
せ
る
た
め
の
魚
に
相
違
な

い
。
本
圖
を
描

い
た
蕪
村
の
狙
ひ
が
、
隱
士

の
清
雅
な
暮

ら
し
ぶ
り
を
描
く
こ
と
に
あ

つ
た
の

で
は
な
く
、
日
常

の
食
事
に
ま

つ
は
る
情
景
を
描
く
こ
と
に
あ

つ
た
こ
と
は
、

漁
師
が
差
し
出
す
笊
の
上
の
川
魚
が
、
本

圖
に
あ

つ
て
最
も
緻
密
な
筆
致
で
描

か
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
(圖
七
)。
か
う
し
た
描
寫

の
裡

に
は
、

雅
俗

の
間
に
生
き
る
文
人
隱
士
の
姿
こ
そ
、
眞
の
人
間

の
生
き
る
姿

で
あ
る
と

い
ふ
、
蕪
村
の
文
人
觀
が
表
明
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
數
あ
る
蕪
村

畫
の
細
部
を
見
て
い
く
と
、
か
う
し
た
蕪
村

の
信
念
に
基
づ
い
た
描
寫
が
あ
ち

こ
ち
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
東
瓦
に
當

て
た
他
の
手
紙
に
目
を
通
し
て
ゐ
る
と
、
し
ば
し
ば
酒
の
禮

を
述

べ
た

一
節
に
お
目
に
か
か
る
。
そ
し

て
そ
の
禮
の
述

べ
方
が
ま
た
如
何
に

も
蕪
村
ら
し
い
の
で
あ
る
。

圖六 與謝蕪村筆 「春溪茅屋圖」

美
酒

一
樽
、
毎
々
か
た
じ
け
な
く
候
。
樽
此
た
び
返
却

い
た
し
申
候
。

ね
が
ふ
と
こ
ろ
に

又
々
御
め
ぐ
み
所
レ希
に
候
。

(安
永
四
年
七
月
四
日
付
)

く

だ

さ
れ

美
酒

一
樽
、
御
お
く
り
被
レ下
か
た
じ
け
な
く
、
ち
よ
こ
く

御
め
ぐ
み

い

ら

い

 被
レ下
候
樣

に
と
、
已
來
た
の
し
ミ
申
事
に
御
坐
候
。
樽
此
た
び
御
返
却

い
た
し
申
候
。

(安
永
六
年
十

一
月
廿
八
日
付
)

禮
を
述

べ
る
に
止
ま
ら
ず
、
次
の
催
促
を
忘
れ
な
い
と
こ
ろ
な
ど
、
如
何
に

も
蕪
村
ら
し
い
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
か
う
し
た
書
き
ぶ
り
を
見
て
ゐ
る
と
、
蕪

村
と
東
瓦
の
問

で
は
、
世
間
的
な
遠
慮
な
ど
ま

つ
た
く
不
用
で
あ

つ
た
こ
と
が

判
る
。
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蕪村の手紙(序 論)

圖七 同 「春溪茅屋圖」部分

○

蕪
村
の
手
紙
で
最
も
多

い
の
は
、
門
人
と
の
間
で
交
は
さ
れ
た
俳
諧
に
關
す

る
も
の
で
あ
る
。
門
人
に
封
す
る
句
評
な
ど
は
、
本
來
率
直
で
あ
る
べ
き
だ
ら

う
が
、
蕪
村
の
句
評
の
中
に
は
次
の
や
う
な
ま
こ
と
に
風
變
は
り
な
手
紙
が
遺

つ
て
ゐ
る
。

か
た
じ
け
な
く

此
間
は
御
光
來

辱

奉
レ存
候
。
十
六
日
句
會
、
ず

い
ぶ
ん
早
く
出
席

つ
か
ま
つ
る
べ
く

可

レ
仕

候

。

一
、

御

句

ど

も

あ

ま

り

は

ね

不

レ
申

候

。

ち
く
ご
ぐ
み

△
竹
護
組
出
て
日

や
い
、
そ
こ
な
あ
ん
だ
ら
め
。
上
手
と
云
ふ
も
の

じ
や
う
ち
ゆ
う

ば
か
り

ハ
常

住
お
も
し
ろ
い
事
斗
は
せ
ぬ
も
の
ち
や
。

せ
ん
だ
つ
て
か

や

り

び

な
な
く
わ
ん
の
ん

(院
)

此
人
の
先
達
蚊
遣
火
七
觀
音
の
狂
言
に
河
原
の
ゐ
ん
の
當
り
は
眼
玉

か

に
入

ら

ぬ

歟

。

と
う
ど
り

(喧

嘩
)

お

ひ

と

△
頭
取
日

こ
〉
は
け
ん
く
わ
の
場
所
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
此
御
人

　　
　

の
又
々
案
じ
直
し
て
出
ら
る
〉
句
を
御
ら
う
じ
て
評
判
な
さ
れ
ま
せ
。

(下
略
)

五
月
十
四
日

し
ゆ
ん
で
い

春
泥
樣

蕪
村

こ
の
手
紙
は
春
泥
が
句
會
に
先
立

つ
て
提
出
豫
定
の
句
を
書
き
送

つ
て
き
た

の
に
對
し
て
、
蕪
村
が
そ
の
句
評
と
し
て
返
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

一
讀
し
た
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だ
け
で
は
不
可
解
な
文
面
で
あ
る
。
そ
れ

は
こ
の
句
評
が
芝
居

の
役
者
評
判
記

風
に
爲
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
つ
當
名

の
春
泥
で
あ
る
が
、
彼
は
京
都
の
人
で
黒
柳
氏
、
少
壮
の
頃
江
戸

は
つ
と
り
な
ん
く
わ
く

に
出
て
古
文
辭
學
の
第

一
人
者
服
部
南
郭
に
漢
學
を
學
ん
で
漢
詩
に
長
じ
、

り
ゆ
う
こ

う

び

り
う
く
わ
う

歸
京
後
、
龍

公
美
の
幽
蘭
社
に
属
し
て
漢
詩
人
柳

宏
と
し
て
活
躍
し
た
人
物

で
あ
る
。
明
和
五
年

(
一
七
六
八
)版

の

『平
安
人
物
志
』
に
は
柳
宏

の
名
で
學

者

の
部
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
。
實
は
蕪
村
も
江
戸

に
ゐ
た
青
年
期
に
南
郭
の
講

せ
う

は

義

に
列
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
ら
し
い
。
春
泥
は
俳
號
で
あ
り
、
別
に
召
波
と
も

き

け

い

號
し
た
。
俳
諧
の
手
解
き
は
几
圭
か
ら
受

け
た
が
、
几
圭
は
蕪
村
が
江
戸
で
師

は
じ

ん

事
し
た
夜
半
亭
巴
人
の
京
都
の
門
人
で
あ

つ
た
。
當
初
は
文
人
の
餘
技
と
し
て

俳
諧
を
嗜
む
程
度
で
あ
つ
た
が
、
蕪
村
が
明
和
三
年

に
京
都
で
俳
諧
結
社
三
菓

社
を
結
ぶ
や
初
會
か
ら
熱
心
に
參
加
し
、
後
年
は
北
野
天
満
宮

の
西
、
等
持
院

の
近
く
に
閑
居
し
て
俳
諧
に
没
頭
し
た
。
春
泥
は
蕪
村
よ
り
十

一
歳
年
下
で
あ

つ
た
が
、
蕪
村
は
平
生
か
ら

「平
安

に
め
づ
ら
し
き
高
邁

の
風
流
家
」
と
公
言

よ

し
て
は
ば
か
ら
ず
、
彼
が
四
十
五
歳

に
し

て
歿
し
た
際

に
は
、
「餘
三
た
び
泣

わ
が

は
ん
ぴ

そ

て
日
。
我
俳
諧
西
せ
り
、
我
俳
諧
西
せ
り
」
と
嘆
き
、
「愚
老
半
臂
を
殺
が
れ

つ
か
ま
つ
り

し
心

仕

候
」
と
洩
ら
し
た
の
で
あ

つ
た
(『春
泥
句
集
』
序
)
。
そ
れ
ほ
ど
蕪

村
は
春
泥
に
篤
い
信
頼
を
寄
せ
て
ゐ
た
。

さ
う
し
た
春
泥

へ
の
句
評
と
し
て
こ

の
手
紙
を
讀
む
と
、
單
に
役
者
評
判
記
見
立
て
の
風
變
は
り
な
句
評
と
い
ふ
だ

け
で
な
く
、
何
か
特
異
な
意
味
合
が
感
じ
ら
れ
て
來
る
。

春
泥
の
書
き
寄
越
し
た
句
は
こ
の
手
紙

か
ら
は
分
か
ら
な
い
が
、
蕪
村
は
最

初

に

「御
句
ど
も
あ
ま
り
は
ね
申
さ
ず
候
」
と
直
言

す
る
。
「は
ね
る
」
と
は

芝
居
用
語
で

「當
た
り
を
取
る
、
成
功
す
る
」
と
い
ふ
意
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で

思
は
ず
芝
居
評
語
を
用
ゐ
た
こ
と
に
よ

つ
て
、
蕪
村
は
役
者
評
判
記
爲
立
て
の

句
評
を
思
ひ
立

つ
た
の
で
は
な

い
か
。
最
初
の

「
△
竹
護
組
出

て
日
」
と
い
ふ

け
な
し

ひ

い

き

形
式
が
ま
さ
し
く
役
者
評
判
記
の
常
套

で
あ
り
、
次
に

「
貶
と
贔
屓
」
が
登
場

す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
つ

「竹
護
組
」
の
竹
護
で
あ
る
が
、
竹
護
と
は
東
武

の
人
で
、
當
時
京
都

に
上
り
嵯
峨
の
地
に
寄
寓
し
な
が
ら
し
ば
し
ば
夜
半
亭
の
句
會

に
顔
を
出
し
て

か
し
ら

ゐ
た
俳
人
で
あ
る
。
そ
の
竹
護
を
頭

に
し
た
竹
護
組
を
仮
想
し
て
貶
役
と
贔
屓

あ
く

役
を
割
り
當
て
、

い
き
な
り
貶
役

に

「や
い
、
そ
こ
な
あ
ん
だ
ら
め
」
と
惡
た

れ

口
を
き
か
せ
て
ゐ
る
。
「そ
こ
な
」
は

「そ

こ
の
」
と
い
ふ
意
。
「あ
ん
だ

ら
」
と
は
京
阪
地
方
で
今
も
言
ふ

「あ
ほ
ん
だ
ら
」
の
縮
約
語
で
、
愚
か
者
の

意
。
そ
し
て
す
か
さ
ず

「上
手
と
い
ふ
も
の
は
常
住
お
も
し
ろ
い
事
ば
か
り
は

せ
ぬ
も
の
ち
や
」
と
貶
す
。
無
論
こ
の
評
言
は
蕪
村
の
評
で
あ
り
、
な
か
な
か

う
が穿

つ
た
も
の
の
見
方
を
含
ん
で
ゐ
る
。
常
識
的

に
は
面
白
く
て
何
が
惡
い
と
い

ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
蕪
村
は
こ
こ
で
上
手
な
役
者
の
演
技
を
思
ひ

浮
か
べ
て
ゐ
た
に
違

ひ
な

い
。
役
者
が
い
つ
も
い
つ
も
觀
客
の
目
を
奪
ふ
や
う

な
藝
を
し
た
な
ら
、
い
か
な
贔
屓
の
客
で
も
し
ま
ひ
に
は
麻
痺
す
る
で
あ
ら
う
。

い
く
ら
人
目
を
ひ
く
藝
が
で
き
る
か
ら
と
い
つ
て
も
、
上
手
は
そ
れ
を
連
發
す

べ
き
で
は
な

い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
蕪
村
は
役
者
と
俳
人
、
芝
居
と
俳

諧
を
同
樣
な
も
の
と
見
て
ゐ
る
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
蕪
村

に
と
つ
て
俳
諧
と
は
、
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一
句

一
句
單
獨
の
も
の
で
は
な
く
、
人
生

の
流
れ
の
内
に
刻
ま
れ
る

一
連
の
律

動

の
如

き
も
の
だ

つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
か
。

そ
こ
で
贔
屓
が
出
て
來
て
反
論
す
る
。

「此
人
」
と
は
無
論
春
泥
の
こ
と
。

「先
達
蚊
遣
火
七
觀
音
の
狂
言
」
と
い
ふ
科
白
は
、
先
月
四
月
十

八
日
に
八
坂

か
や

り

の

「七
觀
音
院
」
で
催
さ
れ
た
月
例
句
會

の
兼
題

「蚊
遣
」
に
對
す
る
春
泥
の

げ
だ

い

句
を
、
芝
居

の
外
題
風

に
も
ち

つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
句
會

に
は
蕪
村
を
は

　　
　

じ
め
、
春
泥

・
竹
護

・
太
祗
ら
が
出
席
し

て
ゐ
た
。
「河
原

の
ゐ
ん
の
當
り
」

か
な

と
は
、
當
日
の
春
泥
の
句

「世
や
移
り
河
原
の
院

の
蚊
遣
哉
」
が
句
會
で
評
判

に
な

つ
た
こ
と
を

い
ふ
。
「河
原

の
院
」

と
は
無
論
、
平
安
初
期

に
賀
茂
川

の

み
な
も
と
と
ほ
る

六
條
河
原
に
あ

つ
た
と
い
ふ
源

融

の
邸
宅
の
こ
と
。
源
融
は
嵯
峨
天
皇
の
皇

子
で
あ
り
な
が
ら
、
初
め
て
源
姓
を
賜
は

つ
て
廷
臣
と
な
つ
た
人
で
、
天
皇

の

寵
愛
を

一
身

に
受
け
て
華
麗
な
生
涯
を
送

つ
た
と
言
は
れ
、
河
原
の
院
は
そ
の

象
徴
と
さ
れ
て
世
に
河
原
左
大
臣
と
も
稱

せ
ら
れ
た
。
河
原
の
院
に
は
松
島

の

鹽
竈
の
景
に
擬
し
た
庭
を
造
り
、
毎
日
難
波
か
ら
鹽
水
を
運
ば
せ
、
鹽
を
燒

い

て
煙
を
立
た
せ
た
と
い
ふ
。
春
泥
は
そ
の
贅
澤
な
鹽
燒
の
煙
を
侘
し

い
蚊
遣

の

煙
に
轉
じ
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
句

は
句
會

で
評
判
を
得
た
が
、
確
か
に

人
目
を
ひ
く
や
う
な

「
お
も
し
ろ
い
句
」

で
は
な
い
。
言
ふ
な
ら
ば
、
蕪
村
が

推
獎
し
た
蕉
翁
の

「
さ
び

・
し
を
り
」
を
漂
は
せ
る
句
柄
と
い
つ
て
い
い
。
蕪

村
は
か
う
し
た
句
調
を
春
泥
に
期
待
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

貶
と
贔
屓

の
遣
り
取
り
の
後
、
「頭
取

」
が
出
て
き
て
判
定
す
る
。
こ
れ
も

評
判
記
の
常
套
で
あ
る
。
頭
取
と
は
芝
居

の
興
行
を
統
轄
す
る
人
の
こ
と
で
、

こ
こ
で
は
蕪
村
自
身
が
そ
の
役
を
引
き
受
け
て
仲
裁
に
入
る
。
そ
の
言
に
難
解

な
と
こ
ろ
は
な
い
。
要
は
十
六
日
の
句
會
に
は
別
案
を
用
意
し
て
出
席
す
る
や

う
、
暗
に
要
請
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

蕪
村

の
評
を
平
語
で
言
ふ
な
ら
ば
、
「今
度
の
句

は
ど
れ
も
あ
ま
り
感
心
し

な
い
よ
。

い
つ
も

い
つ
も
こ
れ
見
よ
が
し
な
句
作
り
で
は
い
け
な
い
。
君
に
は

こ
の
前
の
河
原
の
院

の
や
う
な
句
も
作
れ
る
で
は
な
い
か
。
も
う

一
度
案
じ
直

し
て
み
て
は
ど
う
か
ね
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
か
。
蕪
村
は

「高
邁
な
る

風
流
家
」
春
泥
の
才
氣
と
技
倆
を
十
分
認
め
な
が
ら
も
、
常

に
人
目
を
ひ
か
ん

い
ま
し

と
す
る
句
作
り
を
誠
め
、
俳
諧
の
奥
儀
を
早
く
悟

つ
て
欲
し
か

つ
た
に
違

ひ
な

い
。
そ
こ
で
生
眞
面
目
な
春
泥
の
氣
質
を
配
慮
し
て
、
蕪
村
は
敢

へ
て
役
者
評

判
記
と
い
ふ
滑
稽
な
躰
裁
に
託
し
て
忠
告
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
の
は
明
和
八
年

(
一
七
七

一
)五
月

の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
年

の
暮
十
二
月
七
日
に
春
泥
は
忽
然
と
し
て
こ
の
世
を
去

つ
た
。
そ
の
時

の
蕪
村

の
嘆
き
の
程
は
先
に
記
し
た
。
時
に
春
泥
四
十
五
歳
、
蕪
村
は
五
十
六

歳
で
あ

つ
た
。
ひ
よ
つ
と
し
て
こ
の
時
、
蕪
村
は
春
泥
の
餘
命
を
直
感
し
て
ゐ

た
の
か
も
知
れ
な

い
。

○

た

の

む

ら

ち
く
で
ん

と

せ

き

さ

さ

ろ
く

蕪
村
の
芝
居
好
き
に

つ
い
て
は
、
田
能
村
竹
田

の

『屠
赤
瑣
瑣
録
』

(文
政

二
年

・
一
八
一
九
年
刊
)
に
た
い

へ
ん
面
白

い
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
。

し
よ
か
う

嵎

蕪
村
の
畫
の
門
人
に
田
原
慶
作
と
云
ふ
者
あ
り
。

一
夜
初
更
後

に
蕪
村
を



お
と
な

訪
ひ
し
に
戸
を
固
く
さ
し
た
り
。
慶
作
の
意

に
、
こ
れ
は
例
よ
り
は
格
別

に
早
く
寐
に
就
か
れ
た
り
と
思
ひ
伺

ひ
居
た
る
に
、
内

に
て
は
ば
た
く

あ
や

と
物
音
し
て
何
や
ら
叫
ぶ
聲
し
け
れ
ば
、
此
は
恠
し
き
事
な
れ
ば
、
と
く

　　
　

と
聞
か
ん
と
て
戸
を
ほ
と
ほ
と
と
叩
き
け
れ
ば
、
先
生

の
聲
に
て
い
ら

へ

し
て
戸
を
開
き
た
り
。
入
り
て
見
れ
ぼ
、
家
内

に

一
人
も
見
え
ず
。
奥

の

は
う
き

間
に
箒
ご
み
打
の
類
取
散
ら
し
た
り
。
先
生

に
い
か
に
と
問

へ
ば
、
蕪
村

こ
た

い
ふ
、
今
宵
は
妻
は
娘
及
び
奴
婢
を
旦
ハし
て
親
里
に
行
き
た
り
と
對
ふ
。

扨
て
今

の
は
た
く

と
音
の
せ
し
は

い
か
に
と
問

へ
ば
、
此
内
芝
居
を
見

し

か

う

(巧
)

し
に
、
芝
耕
と

い
へ
る
好
者
の
藝

い
か
に
も
感
心
せ
し
故
、
今
宵
は
幸
ひ

に

一
人
故
、
門
を
さ
し
て
其
ま
ね
す
る
な
り
。
さ
れ
ど
も
何
分
に
も
似
ざ

し
や
ら
く

る
故
、
幾
度
も
試
み
た
り
と
答
ふ
。
か
か
る
洒
落

の
人
物
な
り
し
と
也
。

月
峰
上
人
の
話
な
り
。

芝
居
の
眞
似
事
を
し
て
ゐ
る
蕪
村

の
姿
を
想
像
す
る
と
、
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
感
じ
さ

へ
覺
え
る
。
℃

か
も
單
に
お
遊
び
で
や

つ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
く
、

「何
分
に
も
似
ざ
る
故
、
幾
度
も
試
み
た
り
」
と
い
ふ
や
う
に
、
あ
く
ま
で
も

本
氣
だ

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
逸
話

の
勘
所
は
こ
こ
に
あ
る
。

つ
ま
り
蕪
村
と

い
ふ
人
は
單
に
頭
や
眼
の
人
で
は
な
く
、
自
ら

の
體
を
以
つ
て
感
じ
取
る
人
だ

つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
蕪
村
の
芝
居
好
き
は
周
圍
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
た
が
、

き

と

ナつ

次
の
手
紙
は
安
永

八
年

(
一
七
七
九
)
の
正
月
興
行
を
觀
た
蕪
村
が
、
門
人
几
董

に
當
て
た
と
推
定
さ
れ
る
役
者
評
で
あ
る
。
何
も
知
ら
ず
に
讀
め
ば
、
芝
居
好

き
の
粹
が
り
の
放
言
の
や
う
に
も
讀
め
る
が
、
右

の
や
う
な
蕪
村
の
芝
居

へ
の

打
ち
込
み
や
う
を
知

つ
て
讀
む
な
ら
ば
、
そ
の
讀
み
方
も
變
は
つ
て
く
る
で
あ

ら
う
。
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田
原
慶
作
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
蕪

村
の
畫
の
門
人
と
あ
る
が
不
明
で
あ

げ

つ
ぼ
う

さ
う
り
ん
じ

る
。

一
方
、
田
原
慶
作
の
話
を
傳

へ
た
月
峰
上
人
は
東
山
の
雙
林
寺

の
僧
で
、

い
け
の
た
い
が

池
大
雅
の
門
人
と
な

つ
た
畫
僧

で
あ
る
。

蕪
村
歿
年

に
は
二
十
四
歳
と
な

つ
て

ゐ
た
か
ら
、
蕪
村
と
は
直
接

の
交
流
は
な
か

つ
た
に
し
て
も
、
そ
の
人
柄
に
つ

い
て
の
風
評
を
耳
に
す
る
こ
と
は
十
分
あ

つ
た
で
あ
ら
う
。

こ
わ

月
峰

の
話
は
い
か
に
も
蕪
村
ら
し
い
逸

話
で
あ
る
。
芝
居
好
き
が
役
者
の
聲

い
う

し

よ

さ

 色
や
所
作
を
眞
似

て
樂
し
む
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
ら
う
。
し
か
し
家
人
の

留
守
を
幸
ひ
に
、
箒
や
は
た
き
を
持
ち
出

し
て
、
行
燈

の
明
か
り
の
中
で

一
人

お
ん
も
の
ど
ほ

此
問
は
御
物
遠

に
候
。
春
暖

に
て
こ
こ
ろ
よ
く
候
。
さ
て
此
間
南
側
(南

さ

ん

ぎ

お

く

に

座
)見
物

い
た
し
候
。
山
三
狂
言
(出
雲
阿
國
と
名
古
屋
山
三
の
演
目
)
の
取

組
近
年
の
作
に
て
、
よ
し
男
(中
山
文
七
)
も
又
是
迄
之
出
來

(こ
れ
迄
で
最

こ

れ
な

く

高
の
出
來
)
と
存
候
。
さ
り
と
は
前
後

の
狂
言
大
く
そ
に
て
、
見
所
無
レ
之

た
き

候
。
お
し
き
事
に
候
。
前
後
を
添
削

い
た
し
候

て
見
申
度
も

の
に
候
。

お
く
や
ま

た
だ

奥
山
(淺
尾
爲
十
郎
)例

の
ご
と
く
さ
し
て
お
も
し
ろ
き
事
も
無
レ之
、
只

し
や
り
う

い

は

ち

見
え

一
通
り
也
。
舎
柳

(中
山
來
助
)
は
甚
あ
し
く
候
。
伊
八
(中
山
猪
八
)

き

た

ふ

り

ん

き

大
て
い
に
い
た
し
候
。
其
答

(澤
村
國
太
郎
)
む
す
め
悋
氣
之
段
、
は
じ
め
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よ
く

は
な
は
だ

じ
ん
き
ち

は
能
候
。
後
に
至
り
て
は

甚

む
さ
く
候
。
甚
吉

(山
科
甚
吉
)さ
ま
で
の

こ
う
ざ
ん

見
所
な
く
候
。

口
山
(淺
尾
豐
藏
)
は
例

の
小
芝
居
、

一
向
取
る
に
足
ら
ず

た
ざ
う

こ
と
の
ほ
か
あ
か
べ

た

候
。
多
藏

(中
山
多
藏
)殊

外
赤
下
手

に
て
候
。
先
つ
よ
し
男

一
人
外
に
見

か
は
り

る
も
の
は
無
レ之
候
。
し
か
し
何

に
も
せ
よ
花
や
か
に
て
、
ニ
ノ
替

(正

月
興
行
)
光
景

に
て
候
。
と
か
く
近
年

狂
言
作
者
大
赤
下
手

に
て
、
下
手

て

ん
と

り
く

の
は
い
か
い
師

の
點
取
句
を
見
る
樣

に
て
候
。
何
事
も
貴
面
御
も
の
が
た

り
と
書
留
候
。
(下
略
)

正
月
廿
五
日

夜

半

役
者

一
人

一
人
に
對
し
て
實

に
直
截
か

つ
直
感
的
な
評
を
下
し
て
ゐ
る
が
、

そ
こ
に
芝
居
好
き
の
粹
が
り
な
ど
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
口
振
り
に
は

芝
居
と

一
體
化
し
た
者
の
肉
感
的
と
も

い
ふ
べ
き
實
感
が
籠
も

つ
て
ゐ
る
。
そ

し
て
最
後
に
、
「
と
か
く
近
年
狂
言
作
者
大
赤
下
手

に
て
、
下
手
の
俳
諧
師

の

點
取
句
を
見
る
樣
に
て
候
」
と
述

べ
て
ゐ
る
や
う
に
、
蕪
村
に
と
つ
て
芝
居
も

俳
諧
も
同
斷
だ

つ
た
の
で
あ
る
。
手
紙

の
中
の
評
言
を
拾

つ
て
み
て
も
、
「見

所
な
し
」
「見
え

一
通
り
也
」
「小
芝
居
」

と
い
つ
た
や
う
に
、
ど
れ
も
そ
の
ま

ま
發
句

の
評
言
と
し
て
も
十
分
通
じ
る
。

で
は
、
蕪
村
の
言
ふ

「見
所
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
奇
し
く
も
右
の
手

紙
で

「甚
あ
し
く
候
」
と
評
し
た
舎
柳
に

つ
い
て
、
三
年
後

の
天
明
二
年
十

一

月
の
手
紙

(几
董
當
)
で
次
の
や
う
に
再
評
價

し
て
ゐ
る
。
そ
の
評
言
が
蕪
村
の

言
ふ

「見
所
」

の
勘
所
を
よ
く
示
し
て
ゐ
る
。か

た
う

も
よ
ほ
し

顔
見
せ
御
見
物
の
よ
し
、
愚
老
も
昨
日
佳
棠

(若
い
門
人
)催

に
て
見
申

し
や
り
う

　を
　

い
ろ
ご
と
し

候
。
今
舎
柳
甚
お
か
し
く
、
さ
り
と
は
色
事
師

の
い
や
み
を
す
て
候
て
、

か
た
ん

さ
く
く

と
い
た
し
候
所
、
甚
荷
擔

に
候
。

こ
せ
つ
き
や
う
す
ゑ
ひ
ろ
け
い
つ

こ
の
時
舎
柳
は

「五
説
經
末
廣
系
圖
」

の
小
栗
判
官
役
を
勤
め
た
の
で
あ
る

が
、
蕪
村
が
今
囘

の
藝
を
評
價
し

「荷
擔
」
し
た
の
は
、
「色
事
師

の
い
や
み

を
す
て
候
て
、
さ
く
く

と
い
た
し
」
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
は
ち
蕪
村
は
色

事
を
得
意
と
す
る
役
者
の
こ
れ
見
よ
が
し
の
聲
音
や
所
作
を
嫌
ひ
、
雪
を
踏
む

や
う
な
小
氣
味

の
よ

い
藝
を
評
價
す
る
の
で
あ
る
。
「見
所
」
と
は
難
し
い
も

の
で
、
見
て
ほ
し
い
處
を
強
調
す
れ
ば

「嫌
味
」
に
な
る
し
、
「さ
く
く

と

い
た
し
」
て
ば
か
り
だ
と

「見
え

一
通
り
」
に
な

つ
て
し
ま
ふ
。
蕪
村
は

「
や

じ
ろ
べ
ゑ
」
の
や
う
な
バ
ラ
ン
ス
感
覺
を
要
求
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
舎
柳
を
褒
め
た
後
、
こ
の
手
紙
で
も
蕪
村
は
次
次
と
役
者
を
俎
上
に
載

せ
て
ゆ
く
。

さ
て
ま
た

　
を
　

扨
又
國
五
郎
(淺
尾
國
五
郎
)毒
水
が
あ
た
り
て
の
身
ぶ
り
お
か
し
く
候
。

く

だ

い
ふ

東
藏
(中
村
歌
右
衛
門
)
は
始
終
九
太
夫

(「假
名
手
本
忠
臣
藏
」
の
斧
九
太
夫
、

さ
ん
せ
う
だ

い
ふ

輕
い
適
役
)
に
て
、
横
山
或
は
三
庄
太
夫
(極
惡
の
適
役
)と
申
も
の
に
て
無
レ

お
ほ

い

し

う
ち

之
候
。
三
庄
太
夫
な
ど
は
同
じ
お
や
ぢ

で
も
大

に
仕
内
(演
技
)有
レ之
物
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に

て

、

に

て
、

申

候

。

み
ん
し

威
儀
も
無
レ之
候

て
は
あ
し
く
候
。
眠
獅

(嵐
雛
助
)
は
さ
ん
ぐ

を
り

筒
井
半

二
(狂
言
作
者
)
に
も
逢
申
候
所
、
不
出
來
狂
言
く
や
み
居

け
な
し

次
次
に
發
せ
ら
れ
る
貶
は
、
先
の
役
者
評
判
記

の
そ
れ
と
同
じ
種
類
の
も
の

と
み
て
い
い
。
こ
の
手
紙
を
受
け
取

つ
た
几
董
も
、

お
そ
ら
く
蕪
村
の
俳
諧
觀

を
聞
く
思
ひ
で
讀
ん
だ
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ほ
ど
蕪
村
の
役
者
評
は
句
評
と

通
じ
る
と
こ
ろ
が
多

い
。

け
な
し

さ
て
、
こ
の
や
う
に
散
散
役
者
の
貶
を
述

べ
立
て
た
後
で
、
蕪
村
は
當
日
の

芝
居
小
屋
の
樣
子
を
次

の
や
う
に
報
告
し

て
ゐ
る
。

さ

じ

き

や
う
や
く

し
か
し
け
し
か
ら
ぬ
大
入
、
昨

日
の
棧
敷
も
漸

向

ノ
正
面
に
て
、
小

雛
・小
絲
・石
松

(い
つ
れ
も
蕪
村
馴
染
み
の
藝
妓
)な
ど
に
て
見
申
候
。
佳
棠

は
用
事

に
付
七
ツ
(夕
方
四
時
)過

に
見

え
候
て
、
そ
れ
ま
で
は
愚
老
山

の

た

い

ろ

大
將
、
大
見
え
に
て
大
魯
(門
人
で
遊
興
好
き
)が
胸
中

(大
盡
氣
分
)
に
て
見

(階
)

た
か
し
な

物

い
た
し
候
。
高
し
の
太
夫
(御
典
醫
高
階
太
夫
)な
ど
も
見
え
候
。
是
等

を
り

な
る

も
東
ノ
十
四
五
間
め
に
て
見
て
居
申
候
。
し
か
し
花
や
か
成
事
共
、
ま
こ

し
ゆ
ん
ば

と
都
の
風
流
、
田
舎

に
は
又
夢
に
も

見
ら
れ
ぬ
光
景

に
て
候
。
春
坡
子

お

い
で

(
几
董

門
、

「
大

丸

」

の
祖

)
な

ど

も

御

出

被

レ
成

候

よ

し

、

と

て

も

の

事

に

　ス
　

同
日
な
ら
ば

一
し
ほ
の
佳
興
と
殘
念

に
候
。

こ
こ
に
は
當
時
の
芝
居
の
盛
況
ぶ
り
と
と
も
に
、
そ
の
中
で
無
邪
氣
に
心
彈

ま
せ
、
そ
の
雰
圍
氣
を
心
か
ら
樂
し
む
蕪
村
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
窺

へ
る
。
天

明
二
年
と
い
へ
ば
蕪
村
六
十
七
歳
、
翌
三
年
の
初
冬

に
は
す
で
に
臨
終
の
床

に

つ
い
て
ゐ
た
か
ら
、
こ
れ
が
最
後
の
顔
見
世
見
物
と
な

つ
た
。

○

右
に
紹
介
し
て
き
た
手
紙
に
は
、

い
つ
れ
も
蕪
村
獨
特
の
を
か
し
味
が
漂

つ

て
ゐ
る
。
蕪
村
獨
特
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
を
か
し
味
が
單
な
る
洒
落
や
冗
談
で

は
な
く
、
蕪
村
の
實
生
活
の
實
感
に
根
差
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
娘

く
の
と
の
口
論
や
奈
良
茶
飯
の
催
促

に
し
ろ
、
鮎

に
ま

つ
は
る
忠
告
や
役
者
評

判
記
爲
立

て
の
句
評

に
し
ろ
、
そ
こ
に
は
蕪
村

の
生
活
と
嗜
好
が
色
濃
く
塗
り

こ
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
蕪
村
の
を
か
し
味
に
は
さ
う
し
た
蕪
村
自
身
の
に
ほ
ひ
が

裏
打
ち
さ
れ
て
ゐ
る
と
言

つ
て
い
い
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
蕪
村
は
自
分
自
身
を

笑
ひ
得
た
人
で
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
。

良
質

の
笑
ひ
や
を
か
し
さ
と
い
ふ
も
の
に
は
、
ど
こ
か
に
話
者
自
身

の
體
臭

が
匂
ふ
も
の
で
あ
る
。
蕪
村
の
手
紙

の
を
か
し
味
と
は
ま
さ
に
さ
う
し
た
性
質

の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
書
き
ぶ
り
を
眺
め
て
ゐ
る
と
、
自
ら
の
所
行
を
笑

つ
て

見

つ
め
る
も
う

一
人
の
蕪
村
が
、
そ
の
背
後
か
ら
こ
ち
ら
を
眺
め
て
ゐ
る
や
う

に
思

へ
て
來
る
。
そ
れ
が
蕪
村
の
手
紙
の
文
體

で
あ
り
、
蕪
村
の
生
き
た
精
神

の
姿
で
は
あ
る
ま
い
か
。

436


	10704@423@nike_035_hon_016_423
	10705@424@nike_035_hon_016_424
	10706@425@nike_035_hon_016_425
	10707@426@nike_035_hon_016_426
	10708@427@nike_035_hon_016_427
	10709@428@nike_035_hon_016_428
	10710@429@nike_035_hon_016_429
	10711@430@nike_035_hon_016_430
	10712@431@nike_035_hon_016_431
	10713@432@nike_035_hon_016_432
	10714@433@nike_035_hon_016_433
	10715@434@nike_035_hon_016_434
	10716@435@nike_035_hon_016_435
	10717@436@nike_035_hon_016_436
	10718@437@nike_035_hon_016_437
	10719@438@nike_035_hon_016_438

