
芭
蕉
俳
論

に
お
け
る
物

李

栄

九

芭蕉俳論における物

一

序

『古
今
集
』

の
序
文
に
あ
る

「や
ま
と
う
た
は
、
人

の
心
を
種
と
し
て
、
万

の

言

の
葉
に
ぞ
な
り
に
け
る
」

の
紀
貫
之

の
歌
論
以
来
、
伝
統
的
日
本
詩
歌
の
基

本
要
因

で
あ
り
、
修
業

の
対
象
と
な

っ
て
い
た
の
は

"心
"
と

"詞
"
で
あ

(1
)

っ
た
。
深
い
詩
的
感
動
と
適
切
な
表
現
、

即
ち
審
美
意
識
と
そ
れ
を
形
象
化
さ

せ
る
言
葉
の
こ
と
で
あ
る
。
時

に
は

"姿
"
が

こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
「心
姿
相
具
す
る
事

か
た
く
は
、

ま
つ
心
を
と
る
べ
し
」

(『新
撰
髄
脳
』

藤
原
公
任
)
の
よ
う
に
、
"姿
"
は

"心
"

に
次
ぐ
副
次
的
な
要
因

で
あ

っ
た
。

詩
歌
が
言
葉
に
よ
る
芸
術
で
あ
る
以
上
、
そ
の
基
礎
的
要
因
と
し
て

"詞
"

が
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
当
然

の
こ
と
な
が

ら
も
、
"心
"
だ
け
を
、
ま
た

一
つ

の
絶
対
要
因
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
詩
歌
を
貫
流
す
る
精
神
主
義
、

主
観
主
義
を
物
語

っ
て
お
り
、
特
に
中
世

以
降

の
詩
歌
の
背
景
に
は
、
仏
教

の

(
2
)

唯
識
思
想
が
大

い
に
影
響
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
京
極
為
兼

の
歌
論

に
は
、
"
心
"
に
相
応
す
る

"物
"
に
つ
い

て
の
特
別
な
思
索

の
跡
が
見
え
て
い
て
、
注
目
に
価
い
す

る
。

大
方
物
に
ふ
れ
て
こ
と
に
心
と
相
応
し
た
る
あ
は
ひ
を
能

々
心
み
ん
こ

と
の
、
必
ず
草
木
鳥
獣
ば
か
り
に
限
る
べ
か
ら
ざ
る
故

に
、
よ
う
つ

の
道

の
邪
正
も
志
と
は
い
へ
る
に
こ
そ
。
景
物
に

つ
き
て
心
ざ
し
を
あ
ら
は
さ

む
も
、
心
を
と
め
、
深
く
思
ひ
入
る
べ
き

に
こ
そ
。
「必
ず
よ
く
四
時

に

似
た
る
を
も
ち
ひ
よ
、
春
夏
秋
冬

の
気
色
、
時

に
し
た
が
ひ
て
心
を
な
し

て
、
こ
れ
を
も
ち
ひ
よ
」
と
も
侍
れ
ば
、
春
は
花

の
け
し
き
、
秋

は
秋

の

け

し

き

、

心

を

よ

く
叶

へ
て
、

心

に
へ
だ
て
ず
な
し
て
言
に
あ
ら
は
れ
ば
、

(3
)

折
節

の
ま
こ
と
も
あ
ら
は
れ
、
天
地

の
心
に
も
叶
ふ
べ
き
に
こ
そ
。
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為
兼
も
伝
統
的
な
歌
人
と
同
じ
く
、
主
観
的

"情
"

に
歌
の
基
本
を
置
い
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

"物
に
ふ
れ
て
"
、
物
と
相
応
し
た
心

を
説

い
て
い
る
こ
と
は
、
物
と
の

一
体
化

・
主
客
渾
融

の
境
地
を
強
調
し
て
い

る
と
い
え
る
。
想
像
や
作
意
を
た
て
ず

に
、
春
は
春
、
秋
は
秋

の
情
趣
に
な
り

か
え

っ
て
表
現
す
れ
ば
、
(心
を
よ
く
叶

へ
て
、
心

に

へ
だ
て
ず
な
し
て
言

に

あ
ら
は
れ
ば
)
四
季
折
々
の
真
相
が
よ
く
表
現
で
き
、
こ
れ
こ
そ
人
間

の
情

で

な
い
天
地
万
物
の
本
情

に
も
通
ず
る
と
い
う
右

の
言
葉
は
、
心
の
物

へ
の
順
応

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
詩
歌
に
お
け
る
物

の
位
相
の
認
容

へ
の

一
歩
前
進
と

も
言
え
る
の
で
あ
る
。

歌
作

に
つ
い
て
も
物
と
心

の
関
係
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

花
に
て
も
、
月
に
て
も
、
夜

の
明

け
、
日
の
暮
る

〉
け
し
き

に
て
も
、

事
に
向
き

て
は
そ
の
事

に
な
り
か

へ
り
、
そ
の
ま
こ
と
を
あ
ら
は
し
、
其

の
あ
り
さ
ま
を
思
ひ
と
め
、
そ
れ
に
向
き
て
わ
が
心
の
は
た
ら
く
や
う
を

も
、
心
に
深
く
あ
づ
け
て
、
心
に
詞

を
ま
か
す
る
に
、
有
レ興
お
も

し
ろ

き
事
、
色
を

の
み
添
ふ
る
は
、
心
を
や
る
ぼ
か
り
な
る
は
、
人
の
い
ろ
ひ
、

あ
な
が
ち
に
憎
む
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
事
也
。

こ
と
葉

に
て
心
を
よ
ま
む
と

す
る
と
、
心

の
ま

〉
に
詞

の
匂

ひ
ゆ

く
と
は
、
か
は
れ
る
所
あ
る
に
こ
そ
。

何
事
に
て
も
あ
れ
、
其

の
事

に
の
ぞ

ま
ぽ
、
そ
れ
に
な
り
か

へ
り
て
、
さ

ま
た
げ
ま
じ
は
る
事
な
く
て
、
内
外

と

〉
の
ほ
り
て
成
ず
る
事
、
義

に
て

(
4
)

な
す
と
も
、
そ
の
気
味

に
な
り
い
り

て
成
す
と
、
は
る
か
に
か
は
る
事
也
。

物
象
的
対
象
は
も
と
よ
り
、
自
然
現
象
や
事
象
相
互

の
秩
序
関
連
を
も
含

め

て
、
そ
の
も

の
自
体

に
な
り
か
え

っ
て
、
そ
の
同
化
に
よ

っ
て
事
象

の
真
相
を

顕
わ
に
さ
せ
、
真
相
の
感
得

に
よ
る
自
然
な
心
情
を
深
く
胸

に
留
め
置
き
、
感

動
が
動
く
ま
ま
に
言
葉
に
表
現
さ
せ
る
こ
と
が
為
兼

の
歌
作
の
立
場

で
あ

っ
た
。

特

に
物
に
な
り
か
え
る
こ
と
、
そ
し
て
物
と
の
相
応
を
理
論
的
に
考
・兄
る
こ
と

と
、
体
験
す
る
こ
と
と
は
大

い
に
違
う
と
い
っ
て
、
暗

に
物
我

一
如
、
主
客
相

応
の
実
践
的
側
面
を
強
調
し
て
い
る
。

為
兼

の
歌
論
に
は
、
心
と
共
に
、
心
が
そ
れ
と
の

一
体
化
と
相
応
に
よ

っ
て
、

真
の
芸
術
的
感
動
と
な
り
得
る
物

の
自
立
性

へ
の
認
識
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
伝
統
的
詩
歌

で
は
、
心
と
詞
だ
け
が
鳥

の
左
右

の
翼

に
比
喩
さ
れ
て
論

じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
為
兼

に
よ
っ
て
、
物

へ
の
自
覚
的
立
言
が
な
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

勿
論
為
兼
も
物
を
心
と
詞
と
同
位
置
に
お
い
て
歌

の
要
因
と
看
做
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
畢
竟

は
主
観
的
抒
情
に
よ

っ
て
美
感
が
与
え
ら
れ
る
物

で
は
あ

る
が
、
物
と
の

一
如
の
境
地
を
特
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
異
彩

で
あ
る
。

為
兼
以
外

の
歌
人

の
歌
論

は
勿
論

の
こ
と
、
二
条
良
基
以
後

の
連
歌
論
、
そ

し
て
俳
論

に
も
、
芭
蕉

に
至
る
ま
で
は
、
心
と
詞
が
詩
歌

の
中
心
概
念
と
な

っ

て
い
て
、
詩
歌
に
お
け
る
主
観
主
義
、
主
情
主
義

の
伝
統
は
連
綿
と
続

い
て
い

た
。
特

に
俳
諧
で
は
、
諧
謔
的
な
言
葉
の
選
択
が
、
詩
歌
作
法
の
中
心
要
因
と

な
る
こ
と
す
ら
あ

っ
た
。
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芭蕉俳論における物

つ
ま
り
、
詩
歌
は
専
ら
感
動

(心
)
の
産
物

で
あ
り
、
美
的
体
験
や
言
葉
も

詩
人

の
芸
術
的
心
象

に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
特

に
俳
諧

の
場
合
は
工
夫
に
よ
る
詞
の
遊
戯

に
陥

っ
た
時
も
あ

っ
た
。

主
観

の
抒
情

の
創
造
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
詩
歌
の
世
界
は
、
絢
爛

・
華
麗

で
あ
り
、
ま
た
優
美

・
高
雅
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。
同
時

に
創
造
力
は
想
像
性

を
伴

い
、
時
に
は
奇
抜
、
奇
想

の
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
俳
諧
の
諧
謔
性

は
、

心
情

の
自
由
自
在
な
想
像
力

に
ょ
る
も

の
で
あ
る
。

先
人
の
詩
歌

の
道
と
芸
道

の
心
得

の
上

で
軌
を
共
に
し
な
が
ら
も
、
詩
的
感

動

の
根
拠
を
心
象
に
で
は
な
く
、
物

の
側

に
あ

る
も

の
と
し
、
む
し
ろ
主
観

(私
意
)
の
排
除

に
よ

っ
て
美
的
体
験
の
可
能
性
を
見
出
し
た
の
は
芭
蕉

で
あ

っ
た
。
芭
蕉
は
芸
術
的
感
動

(情
)

の
起

生
す
る
根
源
を
、
人
間

の
主
情
や
創

造
性
に
で
は
な
く
、
物

に
お
い
て
い
る
点

で
も
、
正
に
彼
の
独
創
性
が
あ
る
の

で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
独
創
性
は
、
日
本
詩
歌
史

に
お
け
る
方
法
論
の

一
大

(
5

)

転

換

と

も

い
え

よ
う

。

二

芭
蕉

の

"
物
"

の
自

立
性

主
観

(私
意
)

に
よ
る
構
成
的
、
技
巧
的
俳
諧
を
排
し
、
主
観
に
従
属
せ
ず
、

自
立
し
て
い
て
、
し
か
も
美
的
心
情
の
源
泉
と
な
る
物

の
存
在
を
前
提
し
、
そ

の
物

へ
の
没
入
に
よ

っ
て
詩
心

(感
動
)
が
動
か
さ
れ
、
そ
れ
を
簡
明
直
截
に

言
葉

で
形
象
化
さ
せ
る
と

い
う
俳
諧
の
新

し
い
方
法
を
芭
蕉

は
樹
立
し
た
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
い
っ
て
い
る
物
と
は
、
た
だ
の
孤
絶
さ
れ
て
い
る
事
物
と
か
、
主
観

と
対
立
す
る
客
観
と
い
う
意
味
で
の
物

で
は
な
い
。
客
観
ま
た
は
対
象
と
い
っ

た
場
合
、
そ
れ
は
認
識

の
主
体
と
し
て
の
主
観

の
反
対
概
念
と
し
て
、
通
常
、

固
定
さ
れ
た
実
在
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

物
と
は
事
物
だ
け
で
な
く
、
事
物
相
互

の
秩
序
関
連
を
も
含

め
た
総
て
、
即

ち
、
主
観
と
意
識

の
か
な
た
に
あ
る
存
在

の
総
称
の
こ
と
で
も
あ
る
。
例
え
ぽ
、

花

・
鳥

・
月

・
雲
と
い
っ
た
個
々
の
名
称
を
も

つ
事
物
か
ら
、
花
に
止
ま

っ
て

い
る
鳥
だ
と
か
、
雲
間
か
ら
洩
れ
て
く
る
月

の
光
と

い
っ
た
各
事
物
相
互
の
秩

序
関
連
、
ま
た
季
節

の
移
り
変
わ
り
や
歳
月

の
流
れ
な
ど
の
自
然

の
運
行
に
つ

れ
変
化
す
る
事
物

の
諸
々
の
現
象

に
至
る
ま
で
、
芸
術

で
表
現
さ
れ
る
内
容
や

素
材

の
全
体
を
包
括
し
た
意
味

の
も
の
で
あ
る
。
日
本
語

の

"物
"
と
い
う
言

葉
は
、
西
洋
語

の

.♂
匡
昌
ひq
.;

U
冒
ひq
..
な
ど
、
単

一
性
と
対
象
性

の
意
味
を
も

つ
言
葉
に
比
べ
て
、
甚
だ
漠
然
と
し
で
は
い
る
が
、
包
括
的
な
言
葉
と
し
て
適

切

で
あ
る
。

芭
蕉
は
俳
人
で
あ

っ
て
、
思
想
家
で
は
な
か

っ
た
だ
け
に
、
厳
密
な
体
系
的

俳
論
を
展
開
さ
せ
た
と
は
い
え
な

い
。
ま
た
、
芭
蕉
直
筆
に
よ
る

一
貫
し
た
俳

論
書
も
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
か
れ
の
俳
論
は
、
俳
文
、
句

評
、
書
簡
、
旅
行
記
な
ど
に
断
片
的

に
見
ら
れ
る
が
、
殆
ん
ど
は
弟
子
達

の
俳

論
書
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

直
弟
子
の
俳
論
も
、
芭
蕉
に
仮
託
し
た
自
説

の
色
彩
が
濃

い
場
合
も
あ
る
け

れ
ど
も
、
「師
日
」
「先
師

日
」
と
い
う
前
書
き
が

つ
い
て
い
て
、
前
後

の
筋
が
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通

っ
て
い
る
の
は
、
芭
蕉

の
俳
論
と

一
応

推
定
し
て
も
よ
い
。

周
知

の
と
お
り
、
芭
蕉

の
俳
諧
は

"
ま

こ
と
の
俳
諧
"
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ

で
芭
蕉

の

"
ま
こ
と
"
も
心
と
詞

の
ま
こ
と

の
こ
と
で
あ

っ
て
、
先
ず
は
、
伝

統
的
な
日
本
詩
歌
に
お
け
る

一
貫
し
た
ま

こ
と
と

一
致
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、
心
と
詞

の
ま
こ
と

の
基
底

に
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
物

の
存
在
を

認
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
芭
蕉

の
ま
こ
と

の
独
創
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
芭
蕉

の
ま
こ
と
は
心
と
詞
と
共
に
物

の
ま
こ
と

で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　あ
　

松

の
事
は
松
に
習

へ
、
竹

の
事

は
竹
に
習

へ
と
、
師

の
詞

の
お
り
し
も
、

私
意
を
は
な
れ
よ
と
い
ふ
事
也
。

こ
の
習

へ
と
い
ふ
所
を
お
の
が
ま

》
に

と
り
て
、
終
に
習
は
ざ
る
也
。
習

へ
と
云
は
、
物
に
入
て
、
そ
の
微

の
顕

て
情
感

る
や
、
句
と
な
る
所
也
。

た
と

へ
物
あ
ら
は
に
云
出

て
も
、
そ
の

も

の
よ
り
自
然
に
出

る
情
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
物
と
我
二
つ
に
な
り
て
、
測

(
6
)

情
誠

に
い
た
ら
ず
、
私
意

の
な
す
作
意
也
。

右

の
土
芳

の

『
三
冊
子
』
に
よ
れ
ば
、
句
作

に
つ
な
が
る
美
的
感
動
と
し
て

の
ま
こ
と
の

"心
"
と
は
、
主
観

(私
意
)

の
想
像
力
や
創
意

の
こ
と
で
は
な

く
、
"物
"

の
真
相
の
真
率
な
感
得
で
あ

り
、
"物
"
か
ら

の
呼
び
か
け
に
素
直

に
応
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「松

の
事

は
松
に
習

い
、
竹

の
事
は
竹

に
習
え
」
と
い
う

の
は
、
土
芳

の
解
説

の
よ
う
に
、
私
意
を
は
な
れ
て
、
も

の
を
忠
実
に
表
現
せ
よ
と

の
単
純
な
意
味

に

一
応
は
理
解

で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
こ
の
論
理
を
推
し
進

め
て
行

く
と
、
極
端

に
言

っ
て
、
心
は
受
容
と
い
う
機
能
だ
け
の
も

の
に
な
ら
ざ
る
を

得
な

い
。
"私
意
を
捨

て
る
"
と
は
、
知
識
や
作
意
な
ど
の
主
観

の
構
成
的
志

(
7

)

向
性
や
、
創
造
的
意
志

の
よ
う
な
能
動
的
側
面
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

芭
蕉
は
主
観
と
は
独
立
し
て
い
て
、
む
し
ろ
そ
の
も
の
に
没
入
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
美
意
識
が
体
験
さ
れ
る
源
泉
と
し
て
の
物

の
自
立
性
を
前
提

し
、
そ

の
物

か
ら

の
感
動
を
句
に
詠
む
芸
術

の
方
法
論
を
自
覚
的
に
主
張
し
た
の
で
あ

る
。芭

蕉
に
よ
り
、
心

(感
動
)
が
動
く
根
拠
と
し
て
物
が
詩
歌

の
世
界
に
は
じ

め
て
新
し
い
位
相
を
得
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
鳥

の
左
右
の
翼

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
心
と
詞
の
基
底

に
物
を
見
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。

私
意
を
去
り
、
物
の
本
相
を
観
照
し
た
境
地
に
お
い
て
美
意
識
が
動
き
、
句

と
な
る
。
即
ち
、
「物

に
入
て
、
そ
の
微
の
顕

て
情
感
る
や
、
句
と
な
る
所
也
」

と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
に
よ
れ
ば
、
俳
諧
芸
術
と
は
物

の
微
が
顕
わ

に
な

っ
て
、
そ
れ
を
感
得
し
た
時
、
は
じ
め
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ

っ
た
。

特
に
、
「
た
と

へ
物
あ
ら
は
に
云
出

て
も
、
そ
の
も
の
よ
り
自
然

に
出

る
情

に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
物
と
我
二

つ
に
な
り
て
、
其
情
誠

に
い
た
ら
ず
、
私
意

の
な

す
作
意
也
」
と
い
っ
て
、
心

(情
)
と
物

の

一
体
化
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は

注
目
に
価

い
す
る
。
い
く
ら
上
手
に
句

の
形
で
表
現
し
て
い
て
も
、
物
か
ら
生

ま
れ
、
物
に
よ

っ
て
語
ら
れ
た
感
動

の
表
現
で
な
け
れ
ば
、
主

・
客

は
対
立
し
、
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そ
の
感
動
は
誠

の
感
動
で
は
な
い
。
そ
れ

は
構
成
的
主
観

(私
意
)

に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

芭
蕉
に
よ
れ
ば
、
情
の
ま
こ
と
は
、
物

と
の

一
如
、
物
と
の
相
応

に
お
い
て

可
能
な
も

の
と
な
る
。
そ
し
て
物
は
心

に
よ

っ
て
起
生

・
消
滅
す
る
も
の
で
な

く
、
心
の
か
な
た
に
厳
然
と
自
立
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
従
来
の
詩
歌

の
主
情
主
義

か
ら
物
を
独
立
さ
せ
、
物

の
観
照
に

よ

っ
て
芸
術

の
成
立
根
拠
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
芭
蕉

の
独
歩
的
意
義

の

一

つ
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

三

物

の
本
情

情

(心
)
が
動
く
源
泉
と
し
て
の
所
謂
物
と
は
ど
う

い
う
構
造
を
も

つ
の
で

(
8
)

あ
る
の
か
を
、
蕉
門
の
俳
論
を
根
拠

に
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

先
ず
、
俳
諧

の
素
材
と
な
る
物
は
、
知
覚
的
対
象
と
し
て
固
定
さ
れ
た
単
な

る
事
物

の
こ
と
で
は
な
い
。
知
覚

に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
る
客
観

は
、
物

の
自
在

の
真
相

で
は
な
く
、
主
観
の
固
定
観
念

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ

た
も

の
で
あ
る
。
人
間
の
心
情
や
感
覚
と

は
か
か
わ
り
の
な
い
、
自
在
性
と
本

来
性
を
備
え
て
い
る
の
が
、
物

の
真
相
で
あ
る
。

蕉
門

の
俳
論

で
は
、
単
に
物
と
言
わ
ず
、
「物

の
本
性
」
「物

の
本
情
」
「本

意
」
「物

の
微
」
と

い
う
特
別
な
い
い
方

を
し
ぼ
し
ば
使

っ
て
い
る
。
こ
れ
は

主
観
に
感
覚
的
刺
戟
だ
け
を
与
え
る
事
物

の
現
象
と
か
、
固
定
観
念

に
よ

っ
て

捉
え
ら
れ
た
実
在
性
と
は
違
う
、
物

の
自

己
本
来
性
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る

と
思

わ

れ

る
。

以

下

、

い

く

つ
か

の
文

例

を
挙

げ

て
、

う

。

こ
の
事
に
つ
い
て
解
明
を
し
て
み
よ

凡
そ
、
物
を
作
す
る
に
、
本
性
を
し
る
べ
し
。
し
ら
ざ
る
時
は
、
珍
物

新
詞

に
魂
を
奪
は
れ
て
、
外

の
事
に
な
れ
り
。
魂
を
奪
は
る
る
は
、
そ
の

(
9
)

物

に
著
す
る
故
な
り
。
是
を
本
意
を
失
ふ
と
い
ふ
。

去
来

の
右
の
言
葉
は
、
其
角
と
素
行

の
句
を
評
価
す
る
に
当
た

っ
て
、
去
来

(
10

)

の
意
見
を
述

べ
た
も

の
で
あ
る
。

"鶯

の
身
を
逆
に
初
音
哉
"
と

い
う
其
角
の
句

に
つ
い
て
、

「鶯
と
云
句

は
、
よ
の
つ
ね
に
成
が
た
き
題
也
。
晋
子

(其
角
〉
が
身
を
さ
か

(11

)

さ
ま
と
見
出
し
た
る
眼
こ
そ
、
天
晴
近
年
鶯

の
秀
逸
と
や
い
は
む
」
と
許
六
が

ほ
め
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
去
来
は
、

(
12

)

「角

(其
角
)
が
句
は
乗
煖
の
乱
鶯
な
り
。
幼
鶯

に
身
を
逆
に
す
る
曲
な
し
」

「た
は
ふ
れ
た
鶯
は
早
春

の
気
色
に
あ
ら
ず
。
初
音

の
鶯
は
身
を
逆

に
す
る
風

情
な
し
。
…
…
今
其
角
が
鶯
を
見
る
に
、
日
比
そ
の
姿
を
覚
え
て
句

に
望
、
意

を
用
ひ
ず
作
し
侍
り
た
り
と
見
ゆ
。
深
川

の
連
衆
、
此
句

は
画
屏
な
ん
ど
を
見

て
作
し
た
る
句
也
と
難
じ
ら
る
る
も
尤
也
。
全
鶯

の
本
意
を
忘
れ
た
る
と
は
い

(
13

)

は

ん

か
」

と

い

っ
て
厳

し

く

、

こ

の
句

を
批

評

し

て

お

り

、

ま

た
、

"
鶯

の
岩

に
す

が

り

て
初

音

か

な

"

の
素

行

の
句

に

つ

い

て
も

、
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「行

(素
行
)
が
句

は
鳴
鶯
に
あ
ら
ず
、
岩

に
す
が
る
は
、
或
は
物
に
お
そ
は

れ
て
飛
び
か
か
り
た
る
姿
、
或
は
餌
ひ
ろ
ふ
時
、
ま
た
は
こ
こ
よ
り
か
し
こ

へ

(
14
)

飛
び
う

つ
ら
ん
と
、
伝
ひ
道
に
し
た
る
さ
ま
な
り
」
と
、
そ
の
句
の
虚
偽
を
指

摘
し
て
、
先
に
引
用
し
た
と
お
り
、
「本

性
を
し
る
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
。

去
来
は
、
其
角

の
句

に
つ
い
て
、
初
春

の
頃

の
幼
い
鶯

に
は
身
を
逆

に
し
て

鳴
く
曲
芸
は
で
き
な
い
、
従

っ
て
こ
の
句

は
、
春
も
た
け
な
わ
の
頃

の
成
長
し

た
鶯

の
句
で
あ
り
、
初
音

の

"初
"
と
い
う
表
現
は
あ
て
は
ま
ら
な

い
。
お
そ

ら
く
其
角
は
、
画
屏
風
な
ど
で
見
た
鶯

の
姿
を
覚
え
て
い
て
、
そ
の
固
定
し
た

観
念
を
も

っ
て
作
句
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
所
謂
珍
物
新
詞
を
求
め
て
、

鶯

の
自
然
性
、
本
来
性
に
反
し
た
作
意
か
ら

の
句

で
あ
る
と
批
難
し
て
、
"初

(
15

V

音
か
な
"
を

"鳴
く
音

か
な
"
と
留
め
ば
首
尾
相
応
す
る
と
添
加
し
て
い
る
。

同
じ
く
素
行

の
句

に
つ
い
て
も
、
鶯
が
岩

に
す
が
り
つ
く
姿
勢
と
は
、
飛
び

立

つ
直
前
の
行
動

で
あ

っ
て
、
鳴

い
て
い
る
鶯

で
は
な
い
。
"岩

に
す
が
り
て
"

を

"
岩
に
と
ま
り
て
"
と

い
う

の
が

正

し
い
。
と
こ
ろ
で
、
其
角

の
場
合
、

「鳴
く
音
」、
素
行

の
場
合
、
「岩

に
と
ま
り
て
」
と
い
え
ぽ
、
平
凡
な
句
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
技
巧
的
に
詠
む
た
め

に

「初
音
」
「す
が
り

て
」
と
な

っ

て
い
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
鶯

の
本
性
を
忘
れ
た
こ
と
で
あ
る

(『旅
寝
論
』
)

と
い
っ
て
、
許
六
の
讃
辞
に
反
論
を
し
た

の
で
あ
る
。

本
性
と
い
う
用
語
は
、
去
来
だ
け
で
な

く
、

『三
冊
子
』
『続
五
論
』
『山
中

問
答
』
な
ど
、
他

の
蕉
門

の
俳
論
書
に
も
見
え
て
い
る
の
で
、
去
来
だ
け
の
言

葉

で
は
な
く
、
や
は
り
芭
蕉

の
教
説
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

去
来
に
よ
れ
ば
、
本
性
と
は
、
鶯

(も
の
)

の
独
自
性
、
本
来
性
、
自
然
性

の
こ
と
で
あ
る
。
技
巧
的
表
現

の
た
め
、
私
意

に
よ
り
想
像
さ
れ
、
構
成
さ
れ

る
も

の
で
は
な
い
。
其
角

の
句
も
素
行

の
句
も
、
珍
奇
な
場
面
を
想
像
し
、
そ

れ
を
奇
抜
な
言
葉
で
表
わ
そ
う
と
試
み
た
も

の
で
あ
る
が
、
鶯

の
本
来
的
自
然

性

の
あ
ら
わ
れ
か
ら
直
接
感
じ
と

っ
た
、
所
謂
実
感

で
は
な
く
、
観
念

(私

意
)

の
所
産
に
過
ぎ
な
い
。

句
作
に
お
い
て
は
、
何

よ
り
も
先
ず
も

の
自
体

の
存
在
原
理
、
即
ち
も

の
の

本
相
を
知
る
べ
き
で
あ

る
。

特

に

「魂
を
奪
は
る
る
は
、
そ
の
物

に
著
す
る
故
な
り
」

の

「物

に
著
す

る
」
と
は
、
物
を
固
定
観
念
を
も

っ
て
、

一
定
不
変
的
な
も
の
と
決
め
て
し
ま

う
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
主
観

の
執
着
や
、
物

の
対
象
化

の
意
味
で
あ
る
。

従

っ
て
物

に
著
す
れ
ば
、
も
の
の
本
来
性
は
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。俳

諧
は
新
意
を
専
と
す
と
い
へ
ど
も
、

(
16

)

物

の
本
情
を
違
ふ
べ
か
ら
ず
。

有
情
の
も

の
は
さ
ら
に
い
は
ず
。
無
情

の
草
木

・
瓦
石
よ
り
道
旦
ハ
・
表

色

に
い
た
る
ま
で
、
お
の
れ
お
の
れ
が
本
情
を
そ
な

へ
て
尤
人
情

に
か
は

(
17

)

る

べ

か
ら

ず

。

こ

こ

で

い

っ
て

い

る

"
本

情

"

と

か
前

に
引

用

し

た

"
物

の
微

"

な

ど

の
意
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味
も

"本
性
"
と
同
じ
意
味
内
容
を
も

つ
も
の
で
、
物

の
自
己
性
、
自
然
性
、

本
来
性

の
こ
と
で
あ
る
。
特

に
支
考
の

『続
五
論
』
に
お
け
る
本
情
は
、
生
物

だ
け
に
備
わ

っ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
無
情
の
も

の
に
至
る
総
て
の
存
在
者

に
共
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
個
々
の
事
物
だ
け
で
な
く
、
道
旦
ハ
・

表
色
と
い
っ
た
あ
る
条
件
や
状
態

の
関
連
相
互
の
も

の
ま
で
も
、
本
情
を
旦
ハ有

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
物

の
本
情
を
、
他
の
物
と
の
全
体
的
か
か
わ
り
の

構
造
か
ら
捉
え
る
と

い
う
意
味
と
思
わ

れ
る

(こ
の
事

に

つ
い
て
は
後
述
す

る
)
。

四

も
の
の
時
問
性

芭
蕉

は
物
を
人
間

の
主
観

に
左
右
さ
れ
な
い
自
立
の
本
相
を
も

つ
も

の
と
し

て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
物

は
ま
た
時
間
的
な
も

の
と
思
考
さ
れ
て
い
る
。

蕉
門
正
風

の
俳
道
に
志
あ
ら
ん
人

は
…
…
天
地
を
右

に
し
、
万
物
山
川

草
木
人
倫

の
本
情
を
忘
れ
ず
、
飛
花
落
葉

に
遊
ぶ
べ
し
。
其
姿
に
遊
ぶ
時

(
18

)

は
、
道
古
今

に
通
じ
、
不
易

の
理
を
失
は
ず
し
て
、
流
行
の
変
に
渡

る
。

奥

の
細
道
の
旅
中

の
芭
蕉
を
、
金
沢
か
ら
福
井
ま
で
随
行
し
て
、
芭
蕉

の
俳

論
を
書
き
留
め
た
北
枝

の
こ
の
記
録

は
、
も

の
の
本
相
を
時
間
的
な
も

の
と
説

い
て
い
る
芭
蕉

の
思
想
を
暗
示
し
て
い
る
。

山
川
草
木
人
倫
、
存
在
す
る
も
の
総
て
が
、
各
自
の
本
情
を
備
え
て
い
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
存
在
す
る
も

の
を
、
飛
花
落

葉

の
位
相
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
こ
そ
、
古
今
の
道
に
通
じ
る
こ
と
で
あ
り
、

同
時

に
不
易

・
流
行

の
俳
諧

の
真
髄
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

飛
花
落
葉
と
い
う
概
念

の
旦
ハ体
的
な
分
析
や
古
例
な
ど
の
詮
索
は
こ
こ
で
は

避
け
る
が
、

一
般
的

に
事
物

の
変
化
、
時

の
流
れ
、
四
季

の
移
り
変
わ
り
な
ど

を
意
味
し
て
い
る
。

「飛
花
落
葉
に
遊
ぶ
べ
し
」
と
は
、
人
倫
も
、
万
物
そ
の
も
の
も
、
移
り
変
わ

る
時

の
最
中
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
万
物
は
不
変

の
も

の
で
あ

っ
て
、
時
間
だ
け
が
転
変
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
万
物
そ

の
も

の
が
各
自

の
本
情
を
保
ち
な
が
ら
も
飛
花
落
葉
で
あ
る
。
人
倫
だ
け
が
時

の
流
れ
の
途
上
に
あ
る
の
で
な
く
、
存
在
す
る
も
の
総
て
が
、
本
質
的

に
動
態

と
し
て
時
間
的
に
現
成
す
る
。

つ
ま
り
物

の
本
相
は
固
定
さ
れ
た
永
遠
不
変
の

実
在
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
、
転
変

の
相
に
お
い
て
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
自

己
を
、
見
え
が
く
れ
に
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
転
変
と
し
て
の
物

の
秘

密
を
見
窮

め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
天
地
運
行

・
自
然
の
理
法

に
叶
い

(道
古
今
に
通
じ
)、
そ
し
て
不
易

・
流
行

の
対
立
概
念

の
理
解
も
可
能

に
な
る
。

木
を
例

に
と

っ
て
、
こ
の
こ
と
を
解
釈
し
て
み
る
。
木
は
他
の
何
物

で
も
な

く
木
で
あ

る
。
こ
れ
が
木
の
本
情

(各
自
性
)
で
あ
る
。
し
か
し
木
は
常

に
同

一
の
姿
や
色
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
春
は
花
を
咲
か
せ
芽
を
ふ
き
出
す
。

秋
は
紅
葉
し
落
葉
す
る
。
夏

・
冬
、
折
々
の
姿
を
呈
す
。
風
が
吹
け
ぽ
左
右
に

ゆ
れ
、
雪
が
降
れ
ぽ
そ
れ
を
載
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
も

の
は
各
自
性
と
共
に
自
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然

の
理
法

に
従

っ
て
、
他

の
も
の
と
関
連

し
な
が
ら
変
化
の
途
上
に
あ
る
。
物

を
流
転

の
相

に
お
い
て

(飛
花
落
葉

の
姿

に
遊
び
)
、
流
転
す
る
時
間
的
な
も

の
と
し
て
捉
え
る
の
が
、
芭
蕉

の
俳
諧
芸
術
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

師

の
曰
く

「乾
坤

の
変
は
風
雅
の
種
な
り
」
と
い

へ
り
。
静
か
な
る
物

は
不
変
の
姿
な
り
。
動
け
る
物
は
変
な
り
。
時
と
し
て
留

め
ざ
れ
ぽ
止
ま

ら
ず
。
止
ま
る
と
い
ふ
は
、
見
と
め
聞
き
と
む
る
な
り
。
飛
花
落
葉

の
散

り
み
だ
る
る
も
、
そ
の
中

に
し
て
見

と
め
聞
き
と
め
ざ
れ
ぽ
、
を
さ
ま
る

(
19

V

と
、
そ
の
活
き
た
る
物
だ

に
消
え
て
跡
な
し
。

『三
冊
子
』

の
中

で
、
最
も
思
想
性
の
深

い
部
分
で
あ
る
芭
蕉
の
こ
の
教
説
を
、

先
ず
解
釈
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

天
地
万
物

の
変
化
こ
そ
、
俳
諧
芸
術

の
要
素
で
あ
り
素
材
で
あ
る
。
静

と
し
て
の
物

は
、
自
己
本
来
性
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は

永
遠
不
変

で
あ
る
、
し
か
し
物
は
動

態
と
し
て
常

に
変
化

の
途
上
に
存
在

す
る
。
そ
の
変
化

の
相
は
、
そ
の
都

度
留
め
て
捉
え
な
け
れ
ば
、
次

の
変

化
に
移
り
、
留
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
物
が
変
化
の
途
上

に
お
い
て
止

る
と
い
う
こ
と
は
、

(詩
人
が
)
瞬

時
的

に
見
と
め
聞
き
止
め
る
こ
と

に

よ

っ
て
可
能
で
あ
る
。
飛
花
落
葉
が
散
り
乱
れ
る
よ
う
な
物

の
移
り
変
わ

り
も
、
そ
の
変
転

の
最
中
に
お
い
て
捉
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
動
き
が
変
わ

る
と
、
実
相
の
現
成
は
跡

か
た
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
。

芭
蕉
に
よ
れ
ば
、
天
地
万
物
は
本
性
と
し
て
時
間
的
な
も

の
で
あ
る
。
そ
れ

が
物
の
理
法

で
あ
り
、
自
然
の
法
則
で
も
あ
り
、
ま
た
造
化

の
原
理
と
も
な
る
。

俳
諧
と
い
う
風
雅
の
道
は
、
こ
の
変
化
す
る
も

の
を
か
か
る
も
の
と
し
て
、
瞬

時
的
に
捉
え
て
詠
む
こ
と
で
あ
る
。
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
を
全
体
的

に

そ
し
て
統

一
的
に
見
止

め
聞
き
と
め
る

(直
観
す
る
)
こ
と
で
あ
る
。

芭
蕉

の

"静
か
な
る
も
の
"
と
は
、
た
だ
停
止
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
客

観
的
対
象
、
い
わ
ば
主
観
の
構
成

に
よ

っ
て
作
ら
れ
る
も

の
で
な
く
、
自
得

の

存
在
原
理
を
も

つ
も

の
、
即
ち
物

の
本
性

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て

動
と
は
何

で
あ
る
の
か
、
動
と
は
運
動

の
持
続
と
か
進
行
を
意
味
す
る
の
で
は

な

い
。
ま
た
は
静

の
他
者
と
し
て
、
静
を
動
か
す
原
動
力
と
し
て
の
要
因
で
も

な

い
。
不
変
で
あ
る
静
そ

の
も
の
の
顕
れ
で
あ
り
、
乾
坤

の
自
己
開
示
の
こ
と

で
あ
る
。
天
地
万
物
が
、
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
都
度
現
成
す
る
現
在
瞬
時

の
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ぽ
物

の
存
在

の
時
間
的
現
成
で
あ
る
と
解
釈
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

不
変

(静
)

で
あ
る
物

の
本
性
は
、
し
か
し
常
に
変

(動
)
と
し
て
自
己
を

露
呈
し
て
い
る
。
不
変
が
変

に
渡
り
、
静
が
動
と
な
る
と
こ
ろ
に
造
化
の
妙
が

あ
り
、
自
然

の
理
が
成
り
立

つ
。
こ
の
妙
理
を
見
と
め
、
聞
き
止

め
る
と
こ
ろ

に
俳
諧

の
世
界
が
あ
る
。
故
に
動
は
静

の
反
対
概
念

で
な
く
、
静

の
顕
れ
で
あ

り
、
静

の
到
来
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
静
の
自
己
表
現
と
も

い
え
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る
の
で
あ
ろ
う
。

物
は
時
間
の
現
成

(動
)
に
よ

っ
て
自
己
を
開
示
す
る
。
現
在
と
は
不
在

の

こ
と
で
は
な
ぐ
、
物
が
そ
の
物
と
し
て

"現
に
あ

る
"
と
い
う
こ
と
で
、
従

っ

て
時
間
と
は
物
の
滞
留

の
こ
と
で
も
あ
る
。
故

に
物

は

「時
と
し
て
留
め
ざ
れ

ば
止
ま
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
即
ち
そ

の
都
度

の
物

の
現
成

に
お
い
て
、
"見

と
め
"
"聞
き
と
め
る
"
こ
と
に
よ

っ
て
、
物

の
本
性

(活
き
た
る
物
)
を
隠

蔽

の
状
態

か
ら
顕
わ
に
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
「物

の
見

へ
た
る

(20

)

ひ
か
り
、

い
ま
だ
心
に
き
え
ざ
る
中
に
い
ひ
と
む
べ
し
」
の
よ
う
に
、
物
は
ひ

か
り
の
よ
う

に
転
変
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
詩
人
が
み
る
も

の
で
な
く
、
物

の
側
か
ら
お
の
れ
を
光
ら
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
み
え
る
も
の
で
あ
る
。

物
が
変
化

の
途
上
に
あ
る
の
は
、
仮
象

と
し
て
で
は
な
い
。
転
変
と
い
う
時

間
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
物
の
本
性

で
あ
る
。

芭
蕉
直
筆

の

『奥

の
細
道
』

の
冒
頭

の
文
章
、
「
月
日
は
百
代

の
過
客
に
し

て
行

か
ふ
歳
も
ま
た
旅
人
也
」

の
万
物

流
転

の
思
考
や
、
『笈

の
小
文
』

の

「造
化

に
し
た
が
ひ
て
四
時
を
友
と
す
」

「造
化

に
し
た
が
ひ
造
化

に
か

へ
れ
と

な
り
」

の
造
化
随
順
説
も
、
詩
歌
と
は
、
転
変
す
る
物
を
、
変
化

の
原
理
と
自

然
の
運
行

の
か
か
わ
り
の
相
に
お
い
て
捉

え
る
こ
と
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。

五

物
と
直
観

芭
蕉
に
お
け
る
物
の
本
性
と
は
、
不
変
的
な
も

の

(静
)
と
し
て
の
自
己
本

来
性
と
、
そ
の
都
度

の
変
化

の
途
上
に
あ

る

(動
く
)
も
の
と
い
う
二
重
構
造

を
も
ち
、
そ
れ
が
自
然
の
理
法

に
基
づ
く
と
述

べ
.た
の
で
あ
る
が
、
で
は
こ
の

よ
う
に
飛
花
落
葉
と
し
て
の
物
は
、

い
か
に
し
て
詩
人
と
出
会

い
、
美
的
感
動

に
つ
な
が
り
、
そ
し
て
俳
諧
と
い
う
芸
術
形
式
に
表
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

そ

の
境

に
入

つ
て
物

の
さ
め
ざ
る
う
ち
に
取
り
て
す
が
た
を
究
む
る
教

也
。
句
作
り
に
、
成
る
と
す
る
と
有
り
。
内
を
つ
ね
に
勤
め
て
も
の
に
応

ず
れ
ぽ
、
そ
の
心
の
色
句
と
な
る
。
内
を
常
に
勉
め
ざ
る
も

の
は
、
な
ら

(
21

)

ざ

る
故
に
私
意

に
か
け
て
す
る
也
。

物

の
中

に
入
り
込
み
、
刹
那

の
光
の
よ
う

に
現
在
す
る
物
か
ら
の
感
動
を
、

さ
め
な
い
う
ち
に
句

に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
常
に
私
心
を
排
し
、
物

に
順

応
す
れ
ば
、
そ
の
感
動
が
お
の
ず
か
ら
美
意
識
と
な
り
、
句
と
し
て
詠
ま
れ
る
。

物
に
応
ず

る
時
、
句

に
な
り
、
私
意
を
も

っ
て
詠
む
場
合
は
句
作
り
を
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
か
。

私
意

(主
観
)
の
働
き

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
物
は
、
像
で
あ

っ
て
物

の
本

相

で
は
な

い
。
主
観

の
作
用
が
あ
れ
ぽ
、
我
と
物
は
相
対
し
二
つ
に
な
る
。
主

観

に
は
常
に
有
用
性
と
か
、
志
向
性
な
ど
の
原
意
識
と
共
に
、
対
象
化
す
る
構

成
機
能
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
私
意
が
働
く
限
り
、
物
は
想
像
と
思
惟

に
よ
り
固
定
化
さ
れ
、
刹
那

の
顕
わ
れ
と
し
て
の
物

の
本
相

に
は
触
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
私
意
を
去
り
、
物

へ
の
没
入
に
よ

っ
て
、
物

の
現
在
に
出
会
い
、
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お
の
ず

か
ら
芸
術
的
感
動
が
湧
く
。
そ
れ
を
飾
ら
ず

に
、
言
葉
に
表
わ
す
の
が

俳
諧
で
あ
る
。
松
の
事
は
松

に
習
い
、
竹

の
事
は
竹

に
習
う
、
即
ち
物
に
入

っ

て
、
物

の
本
相
の
顕
わ
れ
に
触
れ
る
と

(物
に
入

て
そ
の
微

の
顕

て
)
美
意
識

が
生
ま
れ
、
句

の
要
素
と
な
る

(情
感

る
や
、
句
と
な
る
)
。

故
に
心

(情
)

の
ま
こ
と
と
は
、
私
意

(主
観
)
の
側

に
あ
る
の
で
は
な
く
、

物

へ
の
没
入
と
応
答

の
こ
と
で
あ
り
、
む

し
ろ
私
意
を
捨

て
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

ま
こ
と
の
境
地
は
開
け
る
の
で
あ
る
。

(
22

)

見
る
に
有
、
聞
に
有
、
作
者
感
ず

る
や
句
と
成
所
は
則
俳
諧
の
誠
也
。

我
意
や
執
念
を
去
り
、
物
の
呼
び
か
け

に
脱
自
的
に
応
答
す
る
こ
と
、
そ
し

て
物
が
己
れ
の
本
相
を
、
そ

の
都
度
、
あ

る
様
相
の
姿
で
告
げ

て
い
る
の
を
感

じ
と
れ
ば
、
そ
こ
に
美
感
が
生
ま
れ
、
見

え
る
も
の
、
聞
こ
え
る
も

の
総

て
が

俳
諧

に
な
り
得
る
。
故
に
私
意
を
捨
て
去

る
こ
と
こ
そ
、
芭
蕉

の
俳
諧
修
業
の

課
題

で
あ

っ
た
。

常
風
雅
に
ゐ
る
も
の
は
、
思
ふ
心

の
色
物
と
な
り
て
、
句
姿
定
ま
る
も

の
な
れ
ぽ
、
取
物
自
然
に
し
て
子
細
な
し
。
心
の
色
う
る
は
し
か
ら
ざ
れ

(
23

)

ば
、
外
に
言
葉
を
工
む
。
是
す
な
は
ち
常

に
誠
を
勤
め
ざ

る
心

の
俗
な
り
。

情
と
物
が

一
体
と
な

っ
て
、
初
め
て
句

の
姿
が
定
ま
る
か
ら
、
物
は
あ
り

の

ま
ま
の
本
相
が
捉
え
ら
れ
る
。
心
が
純
粋
で
な
い
と
私
意
が
働
き
、
言
葉
を
た

く
み
に
飾

っ
た
り
、
弄
ん
だ
り
す
る
。
こ
れ
は
俳
諧

の
誠
を
求
め
な
い
俗
の
心

で
あ
る
。
即
ち
、
誠

の
俳
諧
と
は
私
意
を
捨
て
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

た
だ
、
師

の
心
を
常
に
さ
と
り
て
、
心
を
高
く
な
し
、
そ
の
足
下

に
戻

り
て
俳
諧
す
べ
し
。
師

の
心
を
わ
り
な
く
探
れ
ば
、
そ
の
色
香
わ
が
心
の

匂
ひ
と
な
り
う

つ
る
な
り
。
詮
議
せ
ざ
れ
ば
、
探
る
に
ま
た
私
意
あ
り
。

(
24
)

詮
議
穿
鑿
責
む
る
も

の
は
、
暫
く
も
私
意

に
は
な
る
る
道
あ
り
。

門
人
功
者

に
は
ま
り
て
、
た
だ
よ
き
句
せ
ん
と
私
意
を
た
て
、
分
別
門

お
の
が
習
気
を
し
ら
ず
、
心
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に

口

を

閉

ぢ

て
、

案

じ

く

た
び

る

る
な

り
。

(
25
)

 の
愚

か
な

る
所

な

り

。

或
時
は

「
大
木
倒
す
ご
と
し
、
鍔
本

に
切
り
込
む
心
得
、
西
瓜
切
る
ご

と
し
、
梨
子
喰
ふ
口
つ
き
、
三
十
六
句

み
な
遣
句
」
な
ど
と
、

い
ろ
い
ろ

(26
)

に
責
め
ら
れ
侍
る
も
、

み
な
功
者

の
私
意
を
思
ひ
破
ら
せ
ん
と
の
詞
な
り
。

土
芳

の

『三
冊
子
』
は
、
脱
私
意

の
こ
と
に
つ
い
て
特
に
多
く
触
れ
て
い
る
。

師

(芭
蕉
)
の
心
を
無
性
に
探
る
こ
と
は
、
心
を
高
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同

時
に
私
意
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
能
き
句
を
作
ろ
う
と
し
て
私
意

に
か

け
て
思
慮
分
別
を
す
れ
ば
考
え
あ
ぐ
む
だ
け
で
、
却

っ
て
句
が
で
き
な
い
。
歌
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仙
三
十
六
句
は
、
全
部
遣
句

の
よ
う
に
物

の
本
相
を
私
意
を
捨
て
て
、
あ

っ
さ

り
と
詠
む

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
意
を
去
る
こ
と
は
、
無
心

・
正
念

に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
初
心
の
純
粋
性

に
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
が

コ

字

不
通
の
田
夫
、
又
は
十
歳
以
下
の
小
児

も
時
に
よ
り

て
は
好
句
あ
り
」
(『去
来
抄
』
修
行
教
)
、
「俳
諧
は
三
尺

の
童

に

さ
せ
よ
。
初
心

の
句
こ
そ
た
の
も
し
け
れ
」

(『一二
冊
子
』
赤
)
と

い
っ
て
い
る

の
も
、
私
意
や
作
意
に
よ
る
句
作
を
排

除
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
初
心

は
志
向
的
意
識
の
な

い
無
心
、
思
無
邪

の
こ
と
で
あ
り
、
物
に
す
な
お
に
応
じ

る
情
で
あ
る
。
無
心
は
平
素
修
行
し
て
心
を
高
く
保

て
ば
得
ら
れ
る
。
考
案

に

よ

っ
て
は
句

は
生
ま
れ
な
い
。
物
に
応

じ
る
情
が
動
け
ば

一
気

に
句
に
詠
む
こ

と
で
あ
る
。
「
つ
ね
に
勤
め
て
、
心

の
位

を
得
て
、
感
ず
る
も

の
動
く
や

い
な

や
句
と
成
る
べ
し
」

(『一二
冊
子
』
赤
)
の
土
芳

の
言
葉

は
、
芭
蕉

の
脱
私
意

の

教
説
を
よ
く
汲
み
と

っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

物
に
応
ず
る
こ
と
は
、
物

の
自
得

の
原
理

に
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
物

の
自

得

の
理
は
、
私
意
が
放
下
さ
れ
た
脱
自

の
境
地

に
お
い
て
顕
わ
に
な
る
。
芭
蕉

は
俳
文

『蓑
虫

の
説

・
跋
』
で

「静
か
に
み
れ
ば
物
皆
自
得
す
」
と
い
っ
て
い

る
。
「静
観
万
物
皆
自
得
」
と

い
う
の
は
、
も
と
宋

の
程
明
道

の
言
葉

で
あ

る

が
、
そ
の
ま
ま
芭
蕉

の
思
想
と
言
葉
に
も
な
り
得
る
も

の
と
み
て
よ
い
。

静
観
と
は
脱
私
意
的
直
観

の
こ
と
で
あ
る
。
直
観
は
、
概
念
的
に
い
っ
て
思

惟
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
観
的
志
向
を
排
除
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

と
い
っ
て
事
象

の
模
写
的
反
映
と
か
、
単
な
る
受
容
と
い
う
感
性
そ
の
も
の
で

は
な
い
。
即
ち
写
真
機

の
よ
う
に
、
ま
た
は
鏡
の
よ
う

に
、
対
象

の
一
面
を
平

面
的

に
映
写
す
る
た
だ

の
感
覚

で
は
な
い
。
直
観
は
、
物

の
本
来

の
在
り
方
や

他

の
存
在
と
の
秩
序
関
連
な
ど
を
瞬
時
的

に
、
全
体
的

に
把
握
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
直
観
に
よ

っ
て
美
的
体
験
と
美
意
識
が
生
ま
れ
る
。
個
々
の

独
立
し
た
部
分
認
識
の
寄
せ
集
め
か
ら
は
美
的
体
験
は
生
ま
れ
な
い
。

美
的
感
動
は
、
物
の
自
己
性
と
同
時

に
他

の
存
在
と
の
全
体
的
か
か
わ
り

の

現
前
を
直
観
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
可
能
で
あ
る
。
例
え
ぽ
秋
の
紅
葉
を
見
て
、

美
感
が
動

い
た
と
す
る
。
ま
た
は
枯
枝

に
烏
が
止
ま

っ
て
い
る
秋

の
夕
暮

の
情

景
に
美
的
体
験
を
し
、
詩
情
が
湧
い
た
と
す
る
。
紅
葉

に
つ
い
て
の
美
感
は
紅

葉
が
与
え
る
色
と
り
ど
り
の
視
覚
的
色
彩
だ
け
か
ら
く
る
の
で
は
な
い
。
も
し

感
覚
的
対
象

で
あ
る
色
彩
だ
け
に
美
意
識
が
動
く
と
す
れ
ば
、
紅
葉
と
同
じ
赤

だ
の
黄
な
ど
の
色
彩
を
他

の
所
に
置
き
か
え
た
時
も
美
意
識
が
起

こ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
紅
葉
に
つ
い
て
の
美
的
意
識

は
、
木

の
葉

の
色
彩
だ
け
で
な
く
、
樹

木

の
本
性
と
か
、
木
々
が
立
ち
並
ぶ
山
の
姿
や
、
も
う
秋
も
終
わ
り
に
近
づ

い

て
い
る
と
い
う
歳
月

の
流
れ
、
生
命

の
神
秘
に
つ
い
て
の
情
感
な
ど
、
紅
葉
と

の
か
か
わ
り
全
体

の
同
時
的
、
根
源
的
な
認
識

に
よ

っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ

る
。

枯
枝
に
烏

の
止
ま

っ
て
い
る
情
景
も
、
木
と
鳥
、
ま
た
は
木

の
上
の
烏
と
い
う

個
別
、
ま
た
は
数
量
的
集
合
か
ら
美
意
識
が
動
く
の
で
な
く
、
枯
木
、
烏
と
い

う
各
々
の
存
在

の
本
相
と
共
に
、
晩
秋

の
夕
暮

の
寂
寥
な
ど
を
統

一
的

に
直
観

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
次
元

の
美
的
体
験
と
美
意
識
は
形
成
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
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直
観

は
概
念
的

に
で
な
く
、
無
媒
介
的

に
、
物
の
存
在

の
本
来
性
、
全
体
性
、

相
互
関
連
性
と
瞬
問
に
お
い
て
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
梅

に
鳴
く
鶯
も
、
水
に

と
び
こ
む
蛙
も
、
荒
海

に
横

た
う
銀
河
も
、
存
在

の
理
法
と
秩
序

に
従

っ
て
自

得

し
て
い
る
の
を
、
私
意
を
捨
て
直
観
し

た
時
、
芸
術
の
根
源

の
場
所
が
開
け
、

美
的
感
動
が
生
ま
れ
る
。
「見
る
処
花

に
あ
ら
ず
と

い
ふ
こ
と
な
し
、
お
も
ふ

処
月

に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
(『笈

の
小
文
』
)
の
境
地
は
、
こ
の
よ
う
な

物
と
の
出
会

い
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
本

の
木
と
同
時

に
森
全
体
を
見
る
こ
と

が

で
き
、

一
葉

の
落
葉
か
ら
秋
を
感
じ
、
庶
民
の
や
つ
れ
た
顔
に
、
人
生
の
哀

歓
を
直
観
す
る
と
こ
ろ
に
、
芭
蕉

の
高

い
悟
り
の
俳
諧
世
界
が
開
か
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

芭
蕉
俳
諧
の
ま
こ
と
と
は
、
私
意
を
排
除
し
た
物
の
直
観
的
認
識
と
、
そ
れ

に
よ

っ
て
生
じ
た
美
的
印
象
を
そ
の
ま
ま
言
葉
に
詠
む
こ
と
で
あ

っ
た
。

芭
蕉
に
よ
れ
ば
、
"成

る
句
"
と
、
"
す
る
句
"
即
ち
作

る
句

の
二
種
類
が
あ

っ
た

(注
21
参
照
)。
思
案

に
よ
り
作
る
句
が

"句
作
り
を
す

る
"
こ
と

で
あ

り
、
修
業
を
怠
ら
ず
、
我
執

・
邪
念

・
私
意
を
捨

て
、
物
と

一
体

に
な
れ
ば
、

そ
の
時

の
感
動
は
お
の
ず
と

"句

に
な

る
"
。
物
は
私
意
を
も

っ
て
見
る

の
で

は
な
く
、
私
意
を
去
れ
ぽ
見
え
る
の
で
あ

る
。
物
は
光

の
よ
う
に
、

つ
ね
に
お

の
れ
を
あ
る
姿
と
し
て
顕
わ
に
さ
せ
て
い
る
。
そ

の
光
は
瞬
時
的
に
直
観
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

句
作
り
に
師

の
詞
あ
り
。
「物

の
見

へ
た
る
光
、

い
ま
だ
心
に
消
、兄
ざ

(
27

)

る
中

に
い
ひ
と
む
べ
し
」

物

の
自
己
顕
示
の
印
象
が
ま
だ
鮮
や
か
な
時
、
こ
の
感
動
を
言
葉
で
表
現
す

る
の
が
句
で
あ
る
。

故
に

"句

に
な
る
"
こ
と
は
、
物

の
本
情
を
変
化

の
途
上

で
停
止
さ
せ
る

(
い
ひ
と
め
る
)
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
俳
諧

の
芸
術

に
物
を
形
象
化
し
、
再

現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
に
引
用
し
た
、
「
『乾
坤
の
変
は
風
雅
の
種
な
り
』

と
い
へ
り
…
…
止
ま
る
と

い
ふ
は
、
見
と
め
聞
き
と
む
る
な
り
:
…
・」

の

"見

と
め
"
"
聞
き
と
め
"

の

"止
め
る
"
も

"
い
ひ
と
め
る
"
と
同
じ
く
、
物

の

俳
諧

へ
の
形
象
化
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ぽ
、
物

の
芸
術
世
界

へ
の
滞
在
と

で
も

い
え
よ
う
。

師

の
曰
く

「学
ぶ
事
は
つ
ね
に
あ
り
。
席

に
望
ん
で
、
文
台
と
我
と
間

に
髪
を
入
れ
ず
、
思
ふ
事
速

に
い
ひ
出

で
て
、
こ
こ
に
至

り
て
迷

ふ
念

毯

・

俳
諧

の
修
業
は
怠
ら
ず
、
常
に
な
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、

一
旦
俳
席
に
臨
め

ぽ
、
間

に
髪
を
入
れ
ず
速
や
か
に
句
を
詠
む
べ
き
で
、
思
案

に
ふ
け
迷

っ
て
は

い
け
な
い
と

い
う
芭
蕉
の
言
葉
は
、
物

の
全
体
的
瞬
時
的
な
把
握
だ
け
で
な
く
、

そ
の
感
動
を
そ
の
ま
ま
句
作

に
展
開
さ
せ
よ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

"物

の
見
え
た
る
光
、
い
ま
だ
心

に
消
え
ざ

る
中

に
い
ひ
と
む
べ
し
"
と
同
じ
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芭蕉俳論における物

内
容

の
こ
と
で
、
句
作

に
お
け
る
所
謂
感
偶
即
興
の
方
法
を
説
い
て
い
る
。

ま
た
前
記
引
用

の

「
大
木
倒
す
ご
と
し
、
鍔
本

に
切
り
込
む
心
得
、
西
瓜
切

る
ご
と
し
、
梨
子
喰
ふ
口

つ
き
、
三
十
六
句
み
な
遣
句
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、

即
刻
的
で
直
観
的
な
句
作
方
法
を
強
調
し

て
い
る
。

勿
論
、
初
学

の
者
が
、
た
だ
の
心
像

に
映
る
直
観

の
内
容
を
詠
め
ば
、
総
て

が
秀
句
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
俳
人
は
た
ゆ
ま
な
い
修
業

に
よ

っ
て

は
じ
め
て
物

の
理
法
が
直
観

で
き
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
=

句
僅
か
に
十
七

字
、

一
字
も
お
ろ
そ
か
に
置
く
べ
か
ら
ず
」

(『去
来
抄
』
修
業
教
)、
「発
句

は

只
十
七
文
字

の
内

に
な
し
来
れ
ば
、

一
字

も
あ
だ
に
置
く
べ
か
ら
ず
」

(『旅
寝

論
』
)
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
言
葉

の
選
択
と
推
敲
も
重
要
な

こ
と
で
は
あ

っ
た
。
芭
蕉
の
句
も
初
案
が
あ
り
、
ま
た
何
度
も
推
敲
を
重
ね
て
定
句
に
な

っ

た
も

の
が
殆

ん
ど
で
あ

る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
言
葉

の
選
択
や
句

の

推
敲
は
、
ど
こ
ま
で
も
物

に
応
じ
た
時

の
直
観
的
感
動
を
忠
実

に
表
現
す
る
た

め
の
技
術
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
思
案
を

め
ぐ
ら
し
、
技
巧
的
な
虚
像
を
作
り

出
す
た
め
の
こ
と
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

師
の
い
は
く

「絶
景

に
む
か
ふ
時

は
、
う
ば
は
れ
て
不
叶
、
物
を
見
て

(
29
)

取
所
を
心
に
留
て
不
消
、
書
写
し
て
静

に
句
す
べ
し
。
…
…
」

物

に
没
入
し
た
時
は
、
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ぽ
絶
景

に
接
し
た
場
合
、
呆
然
と
我
を
忘
れ
、
物

に
吸
収
さ
れ
て
、
句
作
に
つ
な
が
ら

な
い
時
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
も
、
物
か
ら
受
け
た
印
象
や
感
動
を
忘
れ
ず

む

　

心
に
留
め
置
き
、
後
日
、
そ
の
感
動
を
歪
め
ず
に
句

に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
句
作
り
に
執
着
を
も
ち
へ
考
案
に
よ
る
作
句
は
誠

の
俳
諧
で
は

(30
)

な
い
。
事
実
、
芭
蕉
も
あ
れ
程
の
憧
憬

の
地
で
あ

っ
た
松
島
で
の
句
作
は

一
句

し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
土
芳
が
、
前
記
引
用
文
に
続
き

"師
、
松
嶋
に
て

句
な
し
。
大
切

の
事
也
"
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
物

の
直
観
的
把
握
を
強
調
す

る
た
め
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

物
が
見
え
、
物
と

一
如
の
境
地

へ
入
る
た
め
に
は
、
私
意
や
心
の
俗
を
払
拭

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

腹

に
戦
ふ
も

の
、

い
ま
だ
あ
り
、
…
…
是
、
師
の
思
ふ
筋

に
う
と
く
、

私
意
を
作
る
所
な
り
。
元
を
勤
め
ざ
れ
ば
成
る
と
い
ふ
事
な
く
、
た
だ
私

(
31

)

意
を
作
る
な
り
。
工
夫
し
て
私
意
を
破
る
道
あ
る
べ
し
。

"腹

に
戦
ふ
も
の
"

つ
ま
り
俗
心
や
思
案
を
捨
て
、
心

の
根
本
を
正
す

(元
を

勤

め
る
)
こ
と
は
、
風
雅

の
誠
を
責

め
悟

る
こ
と

で
あ

り
、
所
謂

"高

く
悟

る
"
方
法
で
あ
る
。
高
悟

の
境
地

で
、
物
が
あ
り
の
ま
ま
見
え
る
。
そ
れ
が
真

実

の
感
動
で
あ
り
、
美
意
識

の
端
緒

に
な
る
。
そ
し
て
見
る
所
、
思
う
所
、
す

べ
て
が
花

で
あ
り
、
月
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
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六

む
す
び

以
上
、
芭
蕉

の
俳
諧
に
お
い
て
、
感
動

(心
)
の
源
泉
と
し
て
の
物

の
位
相

と
、
自
己
同

一
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
転
変

の
様
相
で
呈
示
さ
れ
る
物

の
特
性

に

つ
い
て
、
そ
し
て
物
と
心
と
の
相
応
は
私
意
を
排
除
し
た
直
観

に
よ
り
可
能

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
芭
蕉
が

こ
の
よ
う
に

俳
論
を
体
系
化
さ
せ
て
い
た
か
ど
う
か
文

献
的
確
証
は
な
い
。
自
筆

に
よ
る

一

貫
し
た
俳
論
が
な
く
、
ま
た
蕉
門

の
俳
論

に
も
、
芸
術
の
本
質
論
的
言
及
は
、

土
芳

の

『三
冊
子
』
と
去
来

の

『去
来
抄
』
以
外
は
片
言
隻
語
し
か
語
ら
れ
て

い
な
い
。
芭
蕉

の
句
作
も
、
天
和
期
ま
で
は
貞
門
流
や
談
林
調
の
も

の
が
続

い

た
の
が
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
不
易

・
流
行
を
説
き

は
じ
め
た
の
が
奥

の
細
道

の
途
中
か

ら
の
事
と
い
わ
れ
、
ま
た
、

か
る
み
の
思

想
も
晩
年

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ふ

ま
え
、
俳
諧
の
新
し
い
境
地

へ
の
自
覚
と
、
物
に
つ
い
て
の
思
想
は
元
禄
期
に

入

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
不
易

・
流
行
、
か
る
み
、
物

の
見
方
な
ど
、
文

芸

の
本
質
に
関
す
る
理
想
は
、
互

い
に
関
連
し
合

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま

た

『三
冊
子
』
や

『去
来
抄
』

に
俳
諧

の
本
質
論
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
土

芳
や
去
来
が
そ
れ
だ
け
忠
実

に
師
の
教
説

を
叙
述
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
数
多

い
蕉
門

の
中

で
も
、
句
作

り
の
技
巧
と
共
に
、
俳
諧

の
本
質
や

方
法
に
つ
い
て
深
い
造
詣
と
教
養
を
積
ん
だ
門
人
は
そ
う
多
く
は
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。

芭
蕉
は
中
国
の
古
典

の
知
識
と
、
西
行
、
心
敬
、
宗
祗
、
利
久
、
雪
舟
な
ど

先
行
者

の
芸
術
の
伝
統
を
吸
収
し
て
、
自
己

の
風
雅
が
そ
れ
ら
と

一
貫
し
て
い

る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
独
自

の
新
し
い
俳
諧
、
所
謂
誠

の
俳
諧
を
打
ち

立
て
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
誠
と
は
、
心
と
詞
と
共
に
物

の
誠

の
こ
と
で
あ
り
、

特
に
物

に
応
じ
、
物

か
ら

の
感
動
が
心

の
ま
こ
と
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ

っ

た
。『去

来
抄
』
修
行
教
に
、

他
流
と
蕉
門
と
、
第

一
、
案
じ
所
に
違
ひ
あ
り
と
見
ゆ
。
蕉
門
は
景
情

と
も

に
、
そ
の
あ
る
所
を
吟
ず
。
他
流
は
心
中
に
巧
ま
る
る
と
見
え
た
り
。

と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
他
流
が
技
巧
的
表
現
の
た
め
に
、
心
中
で
思
案
工

夫
を
め
ぐ
ら
し
、
細
工
的
に
作
句
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
景
で
も
、
情

で
も
、

あ
り
の
ま
ま
の
こ
と
、
即
ち
物

の
側

の
そ
の
都
度

の
様
相
を
詠
む
と
こ
ろ
に
、

蕉
門
の
独
自
性
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

芸
術
的
感
動
の
源
泉
を
物
の
側
に
置
く
と

い
う
こ
と
は
、
人
間
の
主
観

(私

意
)
や
想
像
に
左
右
さ
れ
な
い
物
自
体
の
本
来
性
と
自
立
性
が
前
提
と
な
る
。

そ
れ
で
芭
蕉
は

"
も
の
の
本
情
"
"本
性
"
"微
"
と
い
う
特
殊
用
語
を
用
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
物
は
固
定
化
さ
れ
た
、
同

一
不
変

の
対
象

で
は
な
く
、
常

に
変
わ

り

つ
つ
あ
る
姿
と
し
て
存
在
す
る
。
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芭蕉俳論における物

『去
来
抄
』
修
行
教
に

「
不
易

・
流
行
、

町
が
聞

い
た
こ
と
に
対
し
て
、

そ
の
元

一
な
り
と
は
い
か
に
」
と
魯

こ
の
事
弁
じ
が

た
し
。
有
増
人
体

に
た
と

へ
て
い
は
む
。
ま
つ
不
易
は

無
為

の
、
流
行
は
坐
臥

・
行
住

・
屈
伸

・
伏
仰
の
形
同
じ
か
ら
ず
、

一
時

の
変
風
也
。
其
姿

は
時
に
替
る
と
い

へ
ど
も
、
無
為
も
事
有
る
も
元
は
同

じ
人
也
。

と
去
来
は
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
勿
論
、
不
易

・
流
行
に
つ
い
て
の
比
喩
的

問
答
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
比
喩
は
、
不
易

・
流
行

の
解
釈
だ
け
に

(
32

)

尽
き
る
の
で
な
く
、
物

の
構
造
原
理

の
理
解

に
も
あ

て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
人
体
自
体

は
不
変

の
も
の
と
し
て

の
自
立
性
を
保
ち
な
が
ら
、
常
に
あ

る
状
態
や
様
相
と
し
て
、
変
わ

っ
た
形
態

で
存
在
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る

よ
う
に
、
物
も
自
己
同

一
性
と
同
時
に
、

そ
'れ
そ
れ

の
形
態
と
し
て
常

に
変
化

の
途
上
に
在
る
。
し
か
も
そ
の
変
化
は
自
然

の
理
法
に
基
づ
き
、
造
化

の
原
理

に
し
た
が

っ
て
い
る
。
そ
れ
が

"乾
坤

の
変
"
で
あ
り
、
"
飛
花
落
葉
"
と
し

て
の
時
間
的
存
在

で
あ
り
、
"物

の
見
え
た

る
光
"

で
あ
る
。

芭
蕉

の
俳
諧
芸
術
と
は
、
物

の
本
来
性

と
そ
の
都
度

の
変
容
を
、
そ
し
て
物

の
関
連
全
体
相
を
、
私
意
を
去
り
、
同
時
的
に
直
観
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
芭
蕉

の
俳
論

は
、
あ
く
ま
で
も
理
想

で
あ

っ
て
、
芭
蕉

の
作
品
が
総

て
、
芸
術
理
論
と

一
致
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
芭
蕉

の
誠

の

俳
諧
と
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
る
か
の
問
い
に
、
「師

の
心
し
ら
ず
。
思
ふ
に

む

　

む

む

　

　

余
念
な
き
俳
諧

の
事
な
る
べ
し
。
師
も
気
に
の
ら
ざ
れ
ぽ
、
余
念
な
き
俳
諧
は

な
ら
ず
。
い
つ
ぞ
は
い
つ
ぞ
は
、
な
ど

い
は
れ
し
な
り
」
(『一二
冊
子
』
忘
水
)

と
土
芳
が
答
え
て
い
る
の
も
、
理
論
と
実
作

の
乖
離
を
物
語

っ
て
い
る
。
余
念

な
き
俳
諧
、
即
ち
物
我

一
如

の
境
地

の
俳
諧
が
誠

の
俳
諧
で
あ
る
が
、
そ
の
境

地

に
常
に
入
る
こ
と
は
難
し
く
、

い
つ
か
は
、

い
つ
か
は
と
期
待
だ
け
し
て
い

る
と
い
う
芭
蕉

の
言
葉
は
、
芸
術

の
本
質
に
関
す
る
理
想
と
、
慣
例
的
句
作

の

方
法
と
の
径
庭
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
特

に
晩
年

の
芭
蕉
は
俳
諧

の
芸
術
的
本
質

に
つ
い
て
深

く
思
索
、
吟
味
し
、
非
体
系
的

で
は
あ
る
が
、
物
と
の
脱
自
的
応
答

に
美
意
識

の
端
緒
と
根
拠
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
境
地
を
目
標

に
し
て
、
実
践
的

修
行
を
説
い
た
と
思
わ
れ
る
。

注(
1
)

和

歌
的
文

芸

と
連
句

文
芸

は
同
じ
根

を

も

っ
て

い
る
詩
歌

で
は
あ

る
が
、

美
的

理
想

や
作

法

な
ど

に
径
庭

は
あ

る
。

し

か

し
心

と
詞

が
中

心
的

要
素

で
あ

る
こ
と

は
共
通

し

て

い
る
。

(2
)

俊
成

の

『
古
来

風
躰

抄
』

の
序

文

に
、
歌

を
天

台
止

観

に
な
ぞ

ら

え

て
考

、兄
て

い
る
。
仏

教

と
歌

と

の
密

接

な
関
係

は
、

心
敬

の
仏

歌

一
体

観

に
そ

の
曲
ハ

型
が

あ

る
。

(
3
)

『
為
兼

卿
和

歌
抄

』
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(
4
)

同
書

(
5
)

芭

蕉
が

日
本

伝
統

詩
歌

と

は

コ
ペ

ル

ニ
ク

ス
的

転

回
を

し

て
、

心

を

た
だ

の
受
容

の
機
能

を

も

つ
も

の
と
看

做

し

て
い
る

と
は
断

言

で
き
な

い
か
も
知

れ

な

い
。

作
意

と
想

像

に
よ

っ
て
句

作

を
す

る
従
来

の
創

作
態
度

に
強

い
警
鐘

を

鳴

ら

す
た

め

の
比

喩

に
す
ぎ

な

い
と
す

る
解

釈
も

可
能

で
あ

ろ
う

。

し
か

し
脱

私

意

と
、
私

意

(主
観

)

の
か
な
た

に
あ

る
物

の
自
立

性

と
、
物

か

ら

の
触

発

に

よ
る
美
意

識
形

成

の
こ
と

に

つ
い
て

は
、

特

に

『
三
冊

子
』

に
多

く
書

か
れ

て
あ

り
、

心

の
誠

を
物

と

の

一
如

の
境

地

と
し

て
捉

え

て

い
る
こ
と

は
、
文

芸

の
本

質
論

か
ら

い

っ
て
大

き
な
変

化

で
あ

る
。

(
6
)

『
三
冊

子
』

赤

(
7
)

私
意

を
捨

て
る
こ

と
は
我

執

か
ら
離

れ

る
こ

と

で
あ

っ
て
、

感
覚

的

受
容

に
頼

る
と

い
う

こ
と

で
は
な

い
。

(8
)

物
我

一
如

、
脱

私
意

な
ど

、
物

と

の
か

か
わ

り

に
お

い
て
俳

諧

を
論

じ

て

い
る

の
は
、
断

然
土

芳

の

『
三
冊
子

』

に
多

い
。

(9
)

『去
来

抄

』
同

門
評

(10
)

同
様

の
こ
と
が

『旅

寝
論

』

に
も
あ

る
。

(11
)

『扁

突
』

(12
)

『去

来
抄

』
同

門
評

(31

)

『旅

寝
論

』

(
14
)

『去

来
抄

』
同

門
評

(
51
)

『旅

寝
論

』

(
16
)

『
去
来
抄

』
修

行
教

(
17
)

『
続

五
論

』

(
18
)

『
山
中

問
答

』

(
19
)

『
三

冊
子
』

赤

鈎

三

冊
子
』
赤

(22
)

『
三
冊

子
』
忘

水

(23
)
.

(
24
)

(
52
)

v
『
三
冊

子
』
赤

(
26
)

(
27
)

(
28
)
丶

(
29
)

『
三
冊

子
』
忘

水

(
30
)

『
芭
蕉

句

選
拾

遺

』

と

『蕉

翁

文

集
』

に

"
嶋

々
や
千

々

に
く

だ
け

て
夏

の
海
"

と
芭

蕉
作

の

一
句
が

載

っ
て

い
る
。

(
31
)

『
三
冊

子
』

忘
水

(
32
)

不
易

・
流

行
を

、
句

風

の
新

旧

に
関

す

る
説

に
と

め
る

べ
き

か
、

又

は
万

物

の
不
動

と
流

行
活

動

と

い
う
物

の
実

相

の
在

り
方

に

つ
い
て

の
説

と
解
釈

す

る

か

は
議

論

の
余
地

が
あ

る
。

そ

の
解

釈
如

何

に
よ

っ
て
、
不

易

・
流

行

と
、

静

と
動

の
対
応

関
係

、

ま
た
、

乾
坤

の
変

と

し

て
の
物

の
構
造

理
解

も
明
確

に

な

っ
て
く

る

の
で
あ

る
が

、
筆

者

は
不
易

・
流

行

を
、
造

化

の
原
理

と
天

地
万

物

の
変
容

と

い
う
形

而
上

的

な
立
場

か
ら
理
解

し

て

い
る
。
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