
良
寛
と
芭
蕉
　
ー
付
手
毬
考
ー

蔭
　
木
　
英
　
雄

　
表
題に
、
時
代
の
新
し
い
良
寛
を
先
に
掲
げ
た
の
は
、
芭
蕉
に
関
連
づ
け
な
が
ら
、
良
寛
の
文
学
的
精
神
的
境
涯
を
述
べ
た
い
意
図
か

ら
で
あ
る
。
大
愚
良
寛
に
、

回　
　
芭
蕉
翁

　
　是
翁
以
前
無
此
翁
　
　
是
翁
以
後
無
此
翁
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　芭
蕉
翁
　
芭
蕉
翁
　
　
使
人
千
古
仰
此
翁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
ら
ユ
　

と
い
う
作
が
あ
る
。
良
寛
は
、

　
　
た
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

回
執
か
我
が
詩
を
詩
と
謂
う
　
　
我
が
詩
は
是
れ
詩
に
非
ず
　
　
我
が
詩
の
詩
に
非
ざ
る
を
知
っ
て
　
　
始
め
て
与
に
詩
を
言
う
べ
し

　
　

（「

雑詩
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ

と
い
う
よ
う
に
、
平
灰
押
韻
な
ど
詩
律
に
燗
う
事
な
く
、
胸
奥
の
詩
情
を
そ
の
ま
ま
吐
露
す
る
詩
人
で
あ
っ
た
。
回
は
ま
さ
に
大
愚
良
寛

の
芭
蕉
景
仰
の

念を
、
二
十
七
字
に
率
直
に
表
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
又
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　嘗
謂
人
日
、
「
貧
道
不
嗜
者
三
。
日
、
詩
人
之
詩
、
書
家
之
書
、
庖
人
之
撰
是
也
」
（
蔵
雲
「
良
寛
道
人
略
伝
」
）

と
あ
る
よ
う
に
、
良
寛
は
詩
人
臭
の
あ
る
詩
を
嫌
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　と
こ
ろ
で
、
良
寛
の
「
法
華
讃
」
常
不
軽
菩
薩
品
に
、



回

斯
人
以
前
無斯
人
　
　
斯
人
以
後
無
斯
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ざ

　
　不
軽
老
今
不
軽
老
　
　
令
我
人
長
慕
淳
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

と
い
う
作
が
あ
り
、
口
と
殆
ど
同
じ
語
句
を
連
ね
て
い
る
。
”
斯
人
”
は
『
論
語
』
雍
也
篇
に
、
孔
子
が
伯
牛
を
見
舞
っ
て
、
”
命
な
る
か

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
さ
　

な
。
斯
の
人
に
し
て
斯
の
疾
有
る
や
斯
の
人
に
し
て
斯
の
病
有
る
や
”
と
歎
い
た
用
例
が
あ
り
、
斯
の
人
つ
ま
り
再
伯
牛
は
孔
門
で
は
顔

回と
共
に
徳
行
の
士
で
あ
っ
た
。
こ
の
回
に
は
細
字
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ワ

　
　讃
歎
不
軽
、
不
覚
全
身
入
草
（
常
不
軽
菩
薩
が
人
々
を
讃
歎
す
る
の
で
、
つ
い
柄
は
全
身
を
草
む
ら
〈
草
庵
〉
に
隠
し
た
）

　
　
　
あ
ぎ
よ

と
い
う
下
語
が
つ
い
て
い
る
。
日
を
あ
わ
せ
読
む
と
、
す
べ
て
の
人
に
仏
性
の
有
る
事
を
認
め
て
、
遇
う
人
ご
と
に
、
「
わ
れ
常
に
汝

を
軽
ん
ぜ
ず
」
と
自
己
を
捨
て
て
礼
拝
し
た
常
不
軽
菩
薩
と
、
俳
聖
松
尾
芭
蕉
と
の
二
人
を
、
良
寛
は
重
ね
合
わ
せ
て
景
仰
し
て
い
る
の

であ
る
。
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5

回
比
丘
は
た
だ
万
事
は
い
ら
ず
常
不
軽
菩
薩
の
行
ぞ
殊
勝
な
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

と
い
う
歌
も
あ
る
。

回　
　
芭
蕉
翁

　
　脱
落
心
身
無
人
委
　
　
千
古
秋
風
夕
陽
斜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
さ
ト

と
い
う
二
句
の
賛
が
あ
る
。
し
ば
ら
く
字
句
の
穿
馨
を
し
て
み
よ
う
。
脱
落
心
身
は
、
中
国
の
天
童
如
浄
禅
師
が
永
平
道
元
を
印
可
し
た

時
に
用
い
た
”
脱
落
身
心
”
に
拠
っ
て
い
る
。
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
坐
禅
箴
』
に
は
、

　
　
い
ん
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
悠塵
の
功
夫
を
脱
落
身
心
と
い
ふ
。
い
ま
だ
か
っ
て
坐
せ
ざ
る
も
の
に
、
こ
の
道
の
あ
る
に
あ
ら
ず
。

と
、
坐
禅
即
脱
落
身
心
が
説
か
れ
、
『
正
法
眼
蔵
現
成
公
案
』
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
仏道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
（
中
略
）
万
法
に
証
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
、
お
よ
び
他
己
の
身
心

良
寛
と
芭
蕉



良
寛
と
芭
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ヘ
　
　
　
へ

　
　を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
。

と
、
自
己
を
な
ら
う
こ
と
が
脱
落
身
心
だ
と
道
元
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
良
寛
は
［
山
で
、
悟
達
し
た
芭
蕉
翁
を
賛
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
良
寛
の
故
郷
出
雲
崎
の
隣
の
尼
瀬
出
身
で
、
年
少
の
友
の
大
忍
魯
仙
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　良
寛
老
禅
師
　
如
愚
又
如
痴
　
身
心
総
脱
落
（
「
懐
良
寛
道
人
」
）

と
、
こ
の
語
を
用
い
て
、
大
愚
良
寛
が
大
悟
し
た
事
を
懐
古
し
て
い
る
の
も
、
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
回
の
第
二

句
を
読
ん
で
筆
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　あ
か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風

　
　
　
　
ム
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
の

　
　
こ
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮

と
い
う
芭
蕉
の
句
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
句
か
ら
、
こ
ん
ど
は
回
の
、
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ユ

　
　斯
の
人
以
前
に
斯
の
人
無
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ

　
　斯
の
人
以
後
に
斯
の
人
無
し

の句
を
回
想
す
る
。
さ
ら
に
筆
者
の
連
想
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

回

いそ
の
か
み
ふ
る
の
古
道
さ
な
が
ら
に
み
草
ふ
み
わ
け
行
く
人
な
し
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

口
ま
す
ら
を
の
踏
み
け
ん
世
々
の
古
道
は
荒
れ
に
け
る
か
も
行
く
人
な
し
に

の良
寛
の
歌
へ
と
続
い
て
い
く
。
作
品
は
作
者
の
手
を
離
れ
る
と
、
作
者
の
思
い
も
し
な
か
っ
た
解
釈
が
施
さ
れ
、
独
り
あ
る
き
す
る
。

多
く
の
豊
か
な
分
析
・
解
釈
が
可
能
な
作
品
ほ
ど
文
学
的
価
値
は
高
く
な
る
‘
　
と
い
う
価
値
基
準
も
あ
る
。
多
面
的
な
分
析
と
帰
納
に

努
め
る
の
が
文
学
研
究
者
の
一
つ
の
責
務
で
あ
る
。
但
し
、
根
拠
の
な
い
分
析
は
、
主
観
的
空
想
的
評
論
に
陥
る
こ
と
を
自
戒
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
回
の
古
道
と
は
、
道
元
た
ち
“
ま
す
ら
を
”
が
開
い
た
古
仏
の
道
で
も
あ
る
．
、



　
前
述
の

「法
華
讃
」
の
余
白
に
、
良
寛
は
、

　
　う
た
が
ふ
な
汐
の
花
も
浦
の
春

と
い
う
芭
蕉
の
句
を
書
き
入
れ
て
お
り
、
芭
蕉
の
句
集
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
も
の
を
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
良
寛
と
芭
蕉

と
を
結
び
つ
け
る
接
点
は
何
処
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　ま
ず
第
一
に
中
世
の
歌
人
西
行
が
考
え
ら
れ
る
。
芭
蕉
が
西
行
の
足
跡
を
辿
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
　
上
の

・

谷中
の
花
の
梢
、
ま
た
い
つ
か
は
と
心
ぽ
そ
し
。

と
述
懐
し
て
、
奥
の
細
道
の
旅
に
出
た
こ
と
は
、
周
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
良
寛
は
万
葉
集
を
学
ん
だ
が
、
西
行
の
歌
も
よ
く
読

ん

で
いた
。
良
寛
の
、

回
　
　
西
行
法
師
の
墓
に
詣
で
て
花
を
手
向
け
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

　
　手
折
り
来
し
花
の
色
香
は
う
す
く
と
も
あ
は
れ
見
た
ま
へ
心
ば
か
り
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

と
い
う
歌
は
、
西
行
の
、

　
　
仏に
は
桜
の
花
を
奉
れ
わ
が
後
の
世
を
人
と
ぶ
ら
は
ば

を
本
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
ほ
か
、

回

乙宮
の
森
の
下
屋
の
静
け
さ
に
し
ば
し
と
て
こ
そ
杖
を
さ
し
け
れ
（
良
寛
）

　
　道
の
べ
の
清
水
流
る
る
柳
蔭
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
（
西
行
）

回
あ
し
び
き
の
岩
間
を
伝
ふ
苔
水
の
か
す
か
に
我
は
す
み
渡
る
か
も
（
良
寛
）

　
　と
く
と
く
と
落
つ
る
岩
間
の
苔
清
水
汲
み
ほ
す
程
も
な
き
す
ま
ゐ
か
な
（
西
行
）

な
ど
、
両
僧
の
類
似
す
る
歌
を
あ
げ
れ
ば
ま
だ
ま
だ
あ
る
。
後
鳥
羽
院
は
隠
岐
島
で
、

良
寛
と
芭
蕉
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ヘ
　
　
シ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
西行
は
お
も
し
ろ
く
て
、
し
か
も
心
も
殊
に
深
く
、
あ
り
が
た
く
い
で
き
が
た
き
方
も
共
に
相
兼
ね
て
見
ゆ
。
生
得
の
寄
人
と
お
ぽ

　
　ゆ
。
（
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
）

と
記
さ
れ
た
。
「
詩
人
臭
の
あ
る
詩
は
嫌
い
だ
」
と
言
っ
た
良
寛
は
、
歌
人
臭
の
な
い
生
得
の
歌
人
西
行
の
歌
を
好
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

　良
寛
・
芭
蕉
接
点
の
第
二
に
、
「
北
越
蕉
風
中
興
の
棟
梁
」
と
称
せ
ら
れ
た
父
の
山
本
以
南
が
あ
る
。

　
橘
屋山
本
家
は
代
々
越
後
出
雲
崎
の
名
主
を
務
め
て
い
た
。
良
寛
の
父
母
は
夫
婦
養
子
と
な
っ
て
山
本
家
を
つ
ぎ
、
父
は
俳
号
を
以
南

と
称
し
た
。
し
か
し
、
名
主
と
し
て
の
政
治
的
能
力
に
欠
け
、
彼
の
代
に
山
本
家
は
没
落
し
は
じ
め
る
。
そ
の
原
因
の
一
に
、
隣
町
尼
瀬

の
京
屋と
の
紛
争
が
あ
っ
た
。
山
本
以
南
は
若
く
か
ら
近
青
庵
北
浜
に
俳
譜
を
学
び
、
北
浜
の
紹
介
で
、
遠
く
名
古
屋
の
美
濃
派
の
暮
雨

　
　
ら
い
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
な
ら
び

庵
暁
台
を
訪
ね
、
暁
台
も
後
に
越
後
に
来
て
い
る
。
暁
台
社
中
の
『
竪
並
集
』
に
は
以
南
の
八
句
が
入
集
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
、

　
　
阿ら
海
も
月
の
朧
と
な
る
夜
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

　
　
ふ
の
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
ヘ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　蛋
が
子
の
牛
に
踏
ま
る
る
手
毬
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
い
う
句
が
あ
る
。
後
者
の
句
を
筆
者
流
に
深
読
み
し
て
み
る
と
、
”
蛋
が
子
の
牛
”
（
漁
師
の
子
が
ひ
く
牛
）
は
尼
瀬
に
通
じ
る
。
す
る

と
、
牛
は
尼
瀬
の
新
興
勢
力
京
屋
を
表
わ
し
、
手
毬
は
京
屋
に
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
俳
譜
の
風
雅
に
逃
避
す
る
橘
屋
山
本
以

南を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
後
述
の
良
寛
の
手
毬
を
も
連
想
さ
せ
て
興
味
深
い
句
で
あ
る
。
前
者
の
”
阿
ら
海
も
”
の
句
が
、

芭
蕉
の
”
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
う
天
の
川
”
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
以
南
は
寛
政
六
年
、
即
ち

『奥
の
細
道
』
か
ら
百
五
年
目
に
、
芭
蕉
の
足
跡
を
慕
っ
て
奥
州
に
旅
立
ち
、
旅
行
を
終
え
る
と
す
ぐ
上
洛
し
て
、
桂
川
に
身
を
投
じ
て

自
殺
し
た
。
上
洛
の
途
中
、
柏
崎
で
、

　
　荒
海
や
闇
を
な
ご
り
の
十
三
夜

と
、
又
も
や
芭
蕉
の
句
を
下
敷
に
し
て
句
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
良
寛
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
そ
み

回
い
に
し
へ
に
変
ら
ぬ
も
の
は
荒
磯
海
と
向
ひ
に
見
ゆ
る
佐
渡
の
島
な
り

回

天も
水
も
ひ
と
つ
に
見
ゆ
る
海
の
上
に
浮
か
び
て
見
ゆ
る
佐
渡
が
島
山

国
た
ら
ち
ね
の
母
が
か
た
み
と
朝
夕
に
佐
渡
の
島
べ
を
う
ち
見
つ
る
か
も

と
亡
き
母
（
佐
渡
出
身
）
を
歌
う
時
、
流
人
の
島
佐
渡
を
吟
じ
た
芭
蕉
や
、
死
出
の
上
京
の
父
の
句
を
思
い
浮
べ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に

即物
的
だ
が
、
大
愚
良
寛
と
松
尾
芭
蕉
の
第
三
の
接
点
に
、
芭
蕉
（
植
物
）
を
置
い
て
、
考
え
味
わ
っ
て
み
た
い
。

　周
知
の
如
く
、
天
和
元
年
春
、
松
尾
桃
青
は
門
人
李
下
か
ら
贈
ら
れ
た
芭
蕉
の
株
を
、
深
川
の
草
庵
に
植
え
て
芭
蕉
庵
と
称
し
た
。
良

寛も
、

回
わ
が
宿
の
軒
端
に
植
ゑ
し
芭
蕉
葉
に
月
は
ゆ
つ
り
ぬ
夜
は
ふ
け
ぬ
ら
し

と
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
、
五
合
庵
か
乙
子
社
の
庵
か
不
明
だ
が
、
軒
端
に
芭
蕉
を
植
え
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

国
窓
前
芭
蕉
樹
　
　
亭
々
払
雲
涼
　
　
読
歌
又
賦
詩
　
　
終
日
坐
其
傍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

窓
べ
の
芭
蕉
は
高
く
伸
び
、
良
寛
は
そ
の
傍
で
ひ
ね
も
す
詩
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
し
て
、

国
　
　
芭
蕉
夜
雨

　
　
昏夢
易
驚
老
朽
質
　
　
灯
火
明
滅
夜
雨
過
　
　
撫
枕
静
聞
芭
蕉
雨
　
　
与
誰
共
語
此
時
情

と
、
芭
蕉
夜
雨
の
音
に
、
さ
び
し
さ
の
極
み
を
超
え
た
詩
情
を
、
体
の
底
に
響
か
せ
て
い
る
。

回　
　
托
鉢

　
　
八月
初
一
日
　
　
托
鉢
入
市
螂
　
　
白
雲
従
高
歩
　
　
金
風
揺
玉
環
　
　
万
戸
千
門
昧
旦
開
　
　
脩
竹
芭
蕉
入
昼
看
　
　
次
第
乞
食

　
　
西
又東
　
　
酒
騨
魚
行
什
歴
論
（
後
略
）

国　
　
芭
蕉

良
寛
と
芭
蕉



良
寛
と
芭
蕉

　
　昨
夜
秋
風
破
芭
蕉
葉
　
　
宛
似
東
大
寺
和
尚
破
袈
裟

田国
は
明
ら
か
に
『
正
法
眼
蔵
画
餅
』
の
、

　
　
先
師
道
、
f
竹
芭
蕉
入
画
図
。

　
　
こ
の
道
取
は
、
長
短
を
超
越
せ
る
も
の
の
、
と
も
に
画
図
の
参
学
あ
る
道
取
な
り
。
（
中
略
）
芭
蕉
は
、
地
水
火
風
空
・
心
意
識
智

　
　
慧を
、
根
茎
・
枝
葉
・
華
果
・
光
色
と
せ
る
ゆ
ゑ
に
、
秋
風
を
帯
し
て
秋
風
に
や
ぶ
る
、
の
こ
る
一
塵
な
し
、
浄
潔
と
い
ひ
ぬ
べ
し
。

に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
長
い
竹
と
短
い
芭
蕉
と
が
、
一
幅
の
絵
画
の
中
に
納
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
天
童
如
浄
禅
師
の
言
葉
に
対

す
る
道
元
の
下
語
が
、
長
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
背
の
低
い
芭
蕉
は
浄
潔
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大愚
良
寛
と
松
尾
芭
蕉
と
を
繋
ぐ
第
四
の
接
点
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
禅
・
仏
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
回
で
既
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
蛇

足を
加
え
よ
う
。
松
尾
芭
蕉
は
三
歳
年
長
の
仏
頂
和
尚
に
参
禅
し
た
。
仏
頂
和
尚
が
住
持
し
て
い
た
瑞
甕
山
根
本
寺
（
茨
城
県
鹿
島
郡
鹿
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

島
町
）
は
、
鹿
島
神
宮
と
寺
領
の
紛
争
が
絶
え
ず
、
仏
頂
和
尚
は
延
宝
二
年
に
幕
府
に
提
訴
し
て
以
来
、
屡
々
出
府
し
て
深
川
の
臨
川
庵
　
　
　
　
一

を
宿
所
と
し
た
。
芭
蕉
の
深
川
草
庵
定
住
は
延
宝
八
年
で
、
こ
の
頃
よ
り
臨
川
庵
の
仏
頂
和
尚
に
参
禅
し
た
と
思
わ
れ
る
。
天
和
元
年
に

作
っ
た
、

　
　
枯
枝に
烏
の
と
ま
り
た
る
や
秋
の
暮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
バ
　

の句
は
、
談
林
か
ら
蕉
風
へ
の
転
機
の
句
と
言
わ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
翁
遺
品
の
中
に
、
仏
頂
禅
師
よ
り
付
与
さ
れ
た
鉄
如
意
・
紙
縷
袈
裟

があ
る
の
は
、
芭
蕉
が
仏
頂
禅
師
か
ら
印
可
さ
れ
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
仏
頂
和
尚
と
芭
蕉
は
臨
済
宗
、
良
寛
は
曹
洞
宗
に
属
し
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

宗
派
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
区
々
た
る
宗
派
に
拘
ら
ぬ
良
寛
は
、
脱
落
身
心
の
芭
蕉
を
景
仰
し
た
の
で
あ
る
。

　
「枯
枝
に
」
の
句
に
秋
の
暮
の
烏
が
吟
じ
ら
れ
る
の
で
、
甚
だ
短
絡
的
だ
が
、
良
寛
が
烏
を
詠
っ
た
「
秋
暮
」
を
読
ん
で
み
る
。

国　
　
秋
暮



　
　秋
気
何
粛
索
　
　
椅
杖
風
梢
寒
　
　
孤
村
苦
霧
裏
　
　
行
人
野
橋
辺
　
　
老
鴉
宿
故
林
　
　
斜
雁
没
遥
天
　
　
唯
有
縄
衣
僧
　
　
立

　
　
尽暮
江
前

　
　
　
秋
の

大
気
は

何と
さ
び
し
い
こ
と
よ
　
　
杖
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
と
風
が
う
す
ら
寒
い
　
　
ぽ
つ
ん
と
あ
る
村
は
深
い
霧
に
包
ま
れ

　
　
　人
影
が
野
中
の
橋
を
通
り
過
ぎ
る
　
　
老
い
た
烏
は
馴
染
の
林
の
ね
ぐ
ら
に
帰
り
　
　
斜
の
列
の
雁
は
空
の
彼
方
に
消
え
て
い
く
（
み

　
　
　
　
く
ロ
つ

　
　
　な
空
）
　
た
だ
黒
衣
の
僧
（
私
）
だ
け
が
　
　
夕
暮
れ
の
川
岸
に
た
た
ず
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

筆
者
は
頸
聯
”
老
鴉
宿
故
林
　
斜
雁
没
遥
天
”
を
、
出
生
地
の
出
雲
崎
に
住
め
な
い
佗
び
し
さ
と
解
す
る
。
”
覇
鳥
は
旧
林
を
恋
う
”

（「

帰
園
田居
」
）
は
、
望
郷
の
陶
淵
明
の
句
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

回
わ
れ
喚
て
故
郷
へ
行
く
や
夜
の
雁

　
　
そ
め
い
ろ
　
　
わ
と
ず
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

回
蘇
迷
盧
の
音
信
告
げよ
夜
の
雁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
竪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

は
故
郷
や
亡
父
を
恋
う
良
寛
の
句
で
あ
る
。
良
寛
は
国
の
老
鴉
や
斜
雁
で
、
所
払
い
と
な
っ
た
山
本
家
（
自
分
も
）
の
没
落
悲
運
を
詠
っ
　
　
　
　
一

て

いる
か
の
よ
う
で
あ
る
。
暮
れ
な
ず
む
川
岸
に
立
ち
尽
く
す
黒
衣
の
僧
は
、
あ
た
か
も
枯
枝
に
と
ま
る
烏
の
姿
に
似
て
、
坐
禅
な
ら
ぬ

立

禅
三昧
の
孤
影
で
あ
り
、

　
　
こ
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮

の句
境
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
良寛
さ
ん
が
芭
蕉
翁
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、
里
の
子
供
た
ち
と
の
遊
び
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

國
子
供
ら
と
手
毬
つ
き
つ
つ
此
さ
と
に
遊
ぶ
春
日
は
暮
れ
ず
と
も
よ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ど
ゐ
　
　
　
　
　
め
　
も

閻

風さ
そ
ふ
柳
の
も
と
に
団
居
し
て
遊
ぶ
春
日
は
心
の
ど
け
き

良
寛と
芭
蕉



良
寛
と
芭
蕉

回
　
　
雑
詩

　
　青
陽
二
月
初
　
　
物
色
梢
新
鮮
　
　
此
時
持
鉢
孟
　
　
得
々
遊
市
鄭
　
　
児
童
忽
見
我
　
　
欣
然
相
将
来
（
中
略
）
干
此
闘
百
草

　
　干
此
打
毬
子
（
後
略
）

玉島
円
通
寺
を
出
て
諸
国
行
脚
の
後
、
越
後
に
帰
国
し
た
良
寛
さ
ん
は
、
子
供
た
ち
と
無
心
に
遊
ぶ
（
出
雲
崎
町
で
は
毎
月
六
日
の
良
寛

の

命日
は
、
子
供
を
叱
ら
ぬ
日
に
し
て
い
る
と
い
う
）
。
つ
い
”
無
心
に
遊
ぶ
”
と
筆
を
す
べ
ら
せ
た
が
、
現
在
、
群
馬
県
新
田
町
木
崎
の

共同
墓
地
に
眠
る
飯
盛
女
（
墓
石
の
彫
字
を
た
ど
る
と
、
越
後
蒲
原
郡
つ
ま
り
良
寛
の
里
か
ら
売
ら
れ
た
娘
が
多
い
）
の
少
女
時
代
が
、
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
ぼ
　

寛
の

遊
び相
手
だ
っ
た
公
算
は
大
き
く
、
は
た
し
て
良
寛
さ
ん
は
無
心
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
　
　
。
し
か
し
良
寛
さ
ん
の
遊
び
は
、
「
梁

塵
秘
抄
』
巻
二
の
、

　
　
も
　
　
も

　
　
遊
びを
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
　
戯
れ

せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
遊

ぶ
子
供
の声
聞
け
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　
　
我
が身
さ
へ
こ
そ
動
が
る
れ

と
い
う
遊
び
の
底
を
つ
き
破
る
も
の
が
あ
っ
た
。
良
寛
さ
ん
の
遊
び
は
、

固　
　
聞
之
則
物
故

　
　

（前略
）
昔
与
二
三
子
　
　
翻
翔
狭
河
間
　
　
以
文
恒
会
友
　
　
優
游
云
極
年
　
　
何
況
吾
与
子
　
　
曽
遊
先
生
門
（
後
略
）

と
い
う
よ
う
に
、
家
郷
を
離
れ
て
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、

困　
　
雑
詩

　
　

（前
略
）
伊
昔
少
壮
時
　
　
飛
錫
千
里
游
　
　
頗
叩
古
老
門
　
　
周
旋
凡
幾
秋
　
　
所
期
在
弘
通
　
　
誰
惜
浮
潅
身
⌒
後
略
）



と
、
仏
法
の
弘
通
を
期
し
た
遍
歴
修
行
が
良
寛
さ
ん
の
遊
び
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
五
合
庵
や
乙
子
の
森
に
閑
居
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
も
、
同
様
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

回

世
の中
に
ま
じ
ら
ぬ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
も
ひ
と
り
遊
び
ぞ
わ
れ
は
ま
さ
れ
る

こ
の
歌
は
、
灯
下
に
読
書
す
る
自
画
像
の
賛
な
の
で
、
遊
び
は
国
の
求
道
就
学
に
通
じ
、

国
　
　
題
不
倒
翁

　
　
任
人

投今
任
人
笑
　
　
更
無
一
物
当
心
地
　
　
寄
語
人
生
若
似
君
　
　
能
遊
世
間
有
何
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
と
つ
て

　
　
　お
前
は
人
に
投
げ
ら
れ
て
も
笑
わ
れ
て
も
平
気
の
平
左
　
　
全
く
物
事
に
拘
わ
ら
な
い
　
　
言
伝
し
よ
う
「
人
生
を
君
の
よ
う
に
送
れ

　
　
　
ば

　
　
俗
世を
何
事
も
な
く
渡
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
。

た
ぶ
ん
良
寛
さ
ん
は
、
不
倒
翁
即
ち
達
磨
の
起
上
り
小
法
師
で
子
供
た
ち
と
遊
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
回
の
結
句
の
遊
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
へ

　
　
諸
仏
は
こ

の神
通
の
み
に
遊
戯
す
る
な
り
。
（
中
略
）
し
か
あ
れ
ば
、
仏
道
は
必
ず
神
通
よ
り
達
す
る
な
り
。
（
『
正
法
眼
蔵
神
通
』
）
　
　
　
　
　
一

の遊
戯
と
同
義
で
あ
る
。

　良
寛
さ
ん
は
子
供
た
ち
と
草
ず
も
う
、
お
は
じ
き
、
か
く
れ
ん
ぼ
な
ど
し
て
、
永
い
春
日
を
過
し
た
が
、
良
寛
さ
ん
と
言
え
ば
や
は
り

ま
り毬

つ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
晩
年
の
愛
弟
子
貞
心
尼
の
『
蓮
の
露
』
の
冒
頭
の
贈
答
歌
は
、

　
　
　
　
師
常
に

手
まり
を
も
て
遊
び
玉
ふ
と
き
き
て
奉
る
と
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も

　
　
こ
れ
ぞ
こ
の
ほ
と
け
の
み
ち
に
あ
そ
び
つ
つ
つ
く
や
つ
き
せ
ぬ
み
の
り
な
る
な
む

回　
　
御
か
へ
し

　
　

つき
て
み
よ
ひ
ふ
み
よ
い
む
な
こ
こ
の
と
を
と
を
と
を
さ
め
て
ま
た
は
じ
ま
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ふ
　
み
　
よ
　
い
　
む
　
な
　
や
ニ
こ
の
と
を

に
始
ま
る
。
良
寛
さ
ん
の
毬
つ
き
遊
び
は
仏
の
御
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
を
繰
り
返
し
く
り
か
え
し
し
、
上

良

寛と
芭
蕉



良
寛
と
芭
蕉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
へ

田
三
四
二
氏
の
言
葉
を
か
り
る
と
、

　
　
零
が時
間
の
尻
尾
を
呑
み
、
時
間
を
し
て
円
環
た
ら
し
め
る
。
そ
し
て
、
か
く
し
て
生
じ
る
円
環
は
ま
た
そ
れ
自
身
、
ま
ぎ
れ
も
な

　
　く
大
き
な
零
を
象
っ
て
い
る
。

と
い
う
無
限
回
帰
の
仏
道
が
、
良
寛
さ
ん
の
手
毬
遊
び
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
回
の
後
略
の
部
分
を
補
っ
て
読
み
な
お
し
て
み
る
。

国　
　
雑
詩

　
　

（前
略
）
我
打
渠
且
歌
　
　
我
歌
渠
打
之
　
　
打
去
又
打
来
　
　
不
知
時
節
移
　
　
行
人
顧
我
笑
　
　
因
何
其
如
斯
　
　
低
頭
不
応

　
　
　
伊

道
得
也
何
似

要
知
箇
中
意
元
来
只
這
是

良
寛
さ
ん
が
毬
を
つ
く
と
子
供
が
歌
い
、
良
寛
さ
ん
が
歌
う
と
子
供
が
毬
を
つ
く
。
そ
の
歌
と
は
、

　　
一
つ
火
箸
で
焼
い
た
餅
　
　
二
つ
ふ
く
ふ
く
ふ
く
れ
餅
　
　
三
つ
見
事
な
き
な
こ
餅
　
　
四
つ
よ
ご
れ
た
あ
ず
き
餅
　
　
五
つ
因
果
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

　
　な
か
ぶ
れ
餅
　
　
六
つ
む
く
む
く
こ
ぬ
か
餅
　
　
七
つ
七
草
ぞ
う
に
餅
　
　
八
つ
弥
彦
へ
あ
げ
る
餅
　
　
九
つ
こ
こ
ら
へ
く
ば
る
餅
　
　
　
　
一

　
　
十
は

殿さ
ん
あ
げ
る
餅
　
　
（
長
岡
市
大
島
町
）

　
　
　
　
　
　
　
へ
の
シ

の
よ
う
な
毬
つ
き
歌
を
唄
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
回
の
波
形
傍
線
の
、
”
打
ち
去
り
又
打
ち
来
り
　
時
節
の
移
る
を
知
ら
ず
”
が
無
限
回
帰

の
仏
道な
の
で
あ
り
、
傍
線
の
”
箇
中
の
意
”
は
そ
の
毬
つ
き
三
昧
の
意
旨
を
さ
す
。
そ
れ
は
い
く
ら
訊
ね
ら
れ
て
も
、
分
別
的
常
識
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
リ
　
　
　
　
ベ
ロ

言
語
で答
え
ら
れ
る
筈
は
な
く
、
た
だ
、
”
這
れ
是
れ
”
と
返
事
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

　
『

正
法
眼蔵
』
弁
道
話
で
、
道
元
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
仏
在
世
に
も
、
て
ま
り
に
よ
り
て
四
果
を
証
し
、
袈
裟
を
か
け
て
大
道
を
あ
き
ら
め
し
、
と
も
に
愚
暗
の
や
か
ら
、
擬
狂
の
畜
類
な

　
　り
。
た
だ
し
正
信
の
た
す
く
る
と
こ
ろ
、
ま
ど
ひ
を
は
な
る
る
み
ち
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
さ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
、
正
信
に
助
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
愚
暗
痴
狂
の
輩
で
も
、
て
ま
り
に
よ
っ
て
証
り
の
道
に
入
り
得
る
と
述
べ
て
い
る
。
大
愚
良
寛
は
ま



さ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
　児
童
相
見
共
相
語
　
　
去
年
擬
僧
今
又
来
（
「
乞
食
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　無
心
逐
流
俗
　
　
信
人
呼
擬
獣
（
「
雑
詩
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
生
涯
何所
似
　
　
従
縁
且
養
擬
（
「
雑
詩
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
、
愚
擬
を
自
認
し
て
、
子
供
た
ち
と
手
毬
を
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
親
鶯
上
人
も
”
愚
禿
親
鷲
”
と
自
称
し
て
お
ら
れ
る
。
小
愚
に

な
る
事
は
難
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
愚
・
愚
禿
に
徹
す
る
こ
と
は
易
行
道
で
あ
ろ
う
か
。
難
易
の
相
対
を
超
え
な
け
れ
ば
、
”
至
道
無

難
”
（
『
信
心
銘
』
）
の
境
に
達
し
得
な
い
。

回　
　
毬
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
た
い

　
　袖
裏
繍
毬
直
千
金
　
　
袖
裏
の
繍
毬
直
千
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

　
　
謂
言
好
手
無
等
匹
　　
謂
え
ら
く
言
は
好
手
　
等
匹
無
し
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　箇
中
意
旨
若
相
問
　
　
箇
中
の
意
旨
　
若
し
相
い
問
わ
ば

　　
一
二
三
四
五
六
七
　
　
一
二
三
四
五
六
七

　
　
　袖
の
中
の
刺
繍
し
た
毬
は
千
両
の
値
打
ち
が
あ
り
　
「
わ
し
ほ
ど
毬
つ
き
の
巧
い
者
は
お
ら
ん
ぞ
」
と
思
う
　
「
毬
つ
き
の
極
意
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
し

　
　
　だ
」
と
訊
ね
ら
れ
た
ら
　
　
柄
は
三
二
三
四
五
六
七
L
と
答
え
よ
う
。

煩雑
を
い
と
わ
ず
、
詩
句
の
用
語
例
を
穿
盤
し
て
み
よ
う
。
実
は
こ
れ
が
拙
論
の
後
半
の
山
な
の
で
、
辛
抱
し
て
目
を
通
し
て
頂
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ

　　
○
袖
裏
1
1
ω
『
正
法
眼
蔵
行
持
』
“
つ
ね
に
袖
裏
に
蒲
団
を
た
つ
さ
へ
て
、
あ
る
ひ
は
岩
下
に
坐
す
。
”
　
○
繍
毬
1
1
②
『
続
伝
灯
録
』
『
禅
苑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　蒙
求
』
に
拠
る
と
、
あ
る
僧
が
浮
山
法
遠
に
誰
の
法
を
嗣
い
だ
の
か
と
問
う
と
「
八
十
翁
々
親
繍
毬
」
と
答
え
た
。
　
o
直
千
金
1
1
③
蘇
軟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
へ

　
　

「

春夜
」
春
宵
一
刻
直
千
金
　
o
箇
中
1
1
④
陶
淵
明
「
飲
酒
」
此
中
有
真
意
　
欲
弁
已
忘
言
　
㈲
『
正
法
眼
蔵
三
昧
王
三
昧
』
外
道
魔
党
の

良
寛と
芭
蕉



良
寛
と
芭
蕉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
項顛
を
踏
翻
し
て
、
仏
祖
の
堂
奥
に
箇
中
人
な
る
こ
と
は
、
結
鋤
跣
坐
な
り
。
　
⑥
良
寛
「
雑
詩
」
不
知
箇
中
事
　
永
劫
托
苦
葦
　
川
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　寛
「
雑
詩
」
有
人
若
問
箇
中
意
箇
是
従
来
栄
蔵
生
○
問
1
1
⑧
陶
淵
明
「
飲
酒
」
（
㈲
と
同
じ
）
問
君
何
能
爾
⑨
李
白
「
山
中
答
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　人
」
問
余
何
事
栖
碧
山
　
笑
而
不
答
心
自
閑
　
⑩
良
寛
「
夢
中
問
答
」
問
我
師
胡
為
　
老
此
紅
塵
中
　
ω
良
寛
「
雑
詩
」
大
道
打
毬
百
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　春
　
前
途
有
客
若
相
問
　
我
是
昇
平
一
閑
人
　
〇
一
二
三
四
五
六
七
ー
1
⑫
『
碧
巖
録
』
二
十
一
則
”
僧
智
門
に
問
う
、
蓮
華
未
だ
水
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　出
ざ
る
時
は
如
何
。
智
門
云
く
、
蓮
華
。
僧
云
く
、
水
よ
り
出
で
し
後
如
何
。
智
門
云
く
、
荷
葉
。
”
〔
一
二
三
四
五
六
七
、
天
下
の
人
を

　
　
疑殺
す
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

道
元
は

ω
のよ
う
に
、
常
に
袖
裏
に
蒲
団
を
入
れ
て
い
て
、
岩
下
に
敷
い
て
坐
禅
し
て
い
た
。
一
方
、
良
寛
の
袖
裏
に
は
繍
毬
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ざ
ん
　
　
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ニ
ろ

故
に
、
良
寛
さ
ん
の
毬
つ
き
は
坐
禅
道
で
あ
っ
た
と
言
い
得
よ
う
。
語
注
②
の
浮
山
法
遠
（
1
　～
伽
）
の
、
「
八
十
の
翁
々
繍
毬
を
親
が

す
」
と
い
う
言
葉
は
、
誰
そ
れ
禅
師
の
法
を
嗣
い
だ
な
ど
と
拘
わ
ら
な
い
、
執
着
を
離
れ
た
浮
山
和
尚
の
境
涯
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ロ

従
っ
て
回
の
起
句
は
、
無
心
無
執
着
の
毬
つ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
、
”
春
宵
の
一
刻
は
直
千
金
　
花
に
清
香
有
り
月
に
陰
有
り
”
　
　
　
　
一

と
蘇
東
披
が
詠
う
よ
う
に
、
風
流
の
極
致
の
毬
つ
き
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　真
実
・
真
理
と
い
う
も
の
は
、
相
対
的
分
別
的
な
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
。
『
大
般
浬
磐
経
』
嬰
児
行
品
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　如
来
世
尊
は
是
れ
有
為
に
非
ず
。
是
の
故
に
説
無
し
。
又
語
無
き
は
猶
お
嬰
児
の
言
語
未
だ
了
せ
ず
、
復
た
語
有
り
と
難
も
実
に
語

　
　無
き
が
ご
と
し
。
如
来
も
亦
爾
り
。

と
あ
り
、
如
来
も
子
供
と
同
じ
く
真
理
を
説
く
言
語
が
無
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
良
寛
さ
ん
が
子
供
た
ち
と
遊
ぶ
の
は
、
こ
の
「
嬰
児

行
品
」
の
実
践
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　古
来
、
詩
人
は
語
注
⑧
⑨
の
よ
う
に
、
真
実
に
つ
い
て
作
品
の
中
で
自
問
自
答
し
た
り
、
”
箇
中
”
と
、
具
体
物
や
動
作
で
象
徴
指
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

し
た
の
だ
っ
た
。
唐
代
の
倶
脈
和
尚
は
人
か
ら
仏
法
を
問
わ
れ
る
と
、
言
語
は
用
い
ず
に
常
に
指
一
本
を
竪
て
た
と
い
う
。



　回
の
結
句
の
一
二
三
四
五
六
七
は
、
先
述
し
た
無
限
回
帰
の
毬
つ
き
な
の
で
あ
る
。
子
供
の
歌
に
合
せ
て
、
く
り
返
し
繰
り
か
え
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ん
ラ
ヴ
ロ
ニ
く
プ
び
ロ
ん
　
　
あ
ぎ
よ

く
事
が
、
即
、
仏
道
の
極
意
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
⑫
の
『
碧
巖
録
』
の
園
悟
克
勤
の
下
語
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。

　
　あ
る
僧
が
智
門
光
群
に
質
問
し
た
。
「
蓮
の
花
が
ま
だ
水
の
中
に
埋
れ
て
い
る
時
は
ど
う
で
す
か
　
　
（
釈
尊
が
ま
だ
王
城
を
出
奔
し

　
　な
い
時
は
ど
う
で
す
か
）
」
。
す
る
と
智
門
は
、
「
蓮
華
じ
ゃ
　
　
（
真
理
を
悟
っ
た
釈
尊
じ
ゃ
）
」
と
答
え
た
。
次
に
僧
が
、
「
水
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と

　
　出
な
い
前
が
蓮
華
な
ら
ば
、
水
か
ら
出
る
と
ど
う
な
る
の
で
す
か
　
　
　
（
王
城
か
ら
出
奔
し
て
修
行
し
て
証
っ
た
時
は
ど
う
で
す
か
）
」

　
　
　
　
　
　
　
は
す

　
　と
問
う
と
、
「
荷
の
葉
っ
ぱ
じ
ゃ
　
　
（
悉
達
太
子
じ
ゃ
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
こ
ん

　
　
　

「

蓮

華未
だ
水
を
出
ざ
る
時
如
何
」
（
釈
尊
出
城
以
前
は
ど
う
で
す
か
）
と
質
問
さ
れ
て
、
「
蓮
根
」
（
悉
達
太
子
じ
ゃ
）
と
答
え
た
な
ら
、

　
　
　そ
れ
は
分
別
的
常
識
的
答
弁
で
あ
る
。
智
門
光
酢
の
答
え
は
、
次
元
を
越
え
常
識
を
ぶ
ち
破
っ
た
大
宇
宙
の
真
言
（
無
位
の
真
人
の
言

　
　
　葉
）
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
7

　
　こ
の
問
答
を
聞
い
た
園
悟
克
勤
は
、
「
一
二
三
四
五
六
七
（
あ
た
り
ま
え
の
事
）
を
智
門
は
言
っ
て
、
天
下
の
人
に
疑
惑
を
抱
か
せ
て
　
　
　
　
一

　
　
いる
わ
い
」
と
批
評
し
た
。

”

天
下
の
人
を
疑
殺
す
”
は
禅
門
特
有
の
逆
説
的
表
現
で
あ
る
。
園
悟
の
一
二
三
四
五
六
七
は
、
当
り
前
の
あ
り
の
ま
ま
の
事
が
、
イ

コ

ー
ル
、
真
実
で
あ
る
事
を
示
す
語
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
七
面
倒
臭
い
分
析
を
ふ
ま
え
て
回
の
解
釈
を
し
な
お
し
て
、
拙
論
を
終
る
こ

と
に
す
る
。

　
　
わ
し
の
袖
の
中
の
繍
毬
は
、
道
元
様
の
坐
禅
蒲
団
の
よ
う
に
、
千
金
の
値
打
ち
の
あ
る
風
流
の
極
み
の
物
な
の
じ
ゃ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
し

　
　
考え
て
み
る
と
、
柄
は
毬
つ
き
の
名
人
で
、
禅
の
真
実
を
会
得
し
て
お
り
、
比
肩
す
る
者
は
い
な
い
。

　
　も
し
、
こ
の
毬
つ
き
（
仏
道
）
の
極
意
の
ぎ
り
ぎ
り
の
所
を
質
問
さ
れ
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
い
ふ
　
み
　
よ
　
い
　
む
　
な

　
　わ
し
は
、
「
は
い
、
一
二
三
四
五
六
七
と
た
だ
あ
り
の
ま
ま
の
、
コ
レ
コ
ノ
事
じ
ゃ
」
と
、
く
り
か
え
し
繰
り
返
し
毬
を
つ
く
だ
け

良
寛
と
芭
蕉



良
寛
と
芭
蕉

　
じ
や
。

「

毬子
」
は
、
良
寛
さ
ん
の
真
骨
頂
を
表
す
二
十
八
文
字
で
あ
る
の
で
あ
る
。

注
（1
）
小
稿
の
良
寛
の
作
品
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
東
郷
豊
治
編
著
『
良
寛
全
集
』
上
下
（
東
京
創
元
社
刊
）
に
よ
る
。

（2
）
大
関
文
仲
「
良
寛
禅
師
伝
」
に
、
禅
師
日
、
「
我
言
吾
志
之
所
欲
耳
。
何
声
病
之
知
。
其
有
姻
於
詩
律
者
、
即
将
為
点
窟
。
」
と
あ
る
。

（3
）
柳
田
聖
山
氏
は
、
「
法
華
讃
」
は
良
寛
作
で
は
な
く
、
”
玉
島
円
通
寺
の
大
忍
国
仙
の
作
品
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
行
間
に
細
か
く
書
き

　
　
込ま
れ
た
漢
詩
句
や
仮
名
の
コ
メ
ン
ト
が
良
寛
そ
の
人
の
も
の
で
あ
ろ
う
”
（
『
良
寛
』
十
一
号
「
良
寛
と
法
華
賛
」
）
と
述
べ
て
お
ら
れ

　　
る
。
今
後
検
討
す
べ
き
重
要
な
提
言
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（4
）
良
寛
の
「
雑
詩
」
に
、
”
仏
説
十
二
部
　
部
々
皆
淳
真
”
と
い
う
用
例
が
あ
り
、
淳
真
は
仏
の
教
え
を
讃
え
る
語
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
へ

（5
）
『
論
語
』
先
進
篇
に
、
子
日
、
従
我
於
陳
察
者
、
皆
不
及
門
也
。
徳
行
、
顔
淵
・
関
子
署
・
再
伯
牛
・
仲
弓
。
と
あ
り
、
伯
牛
は
徳
行
の

　
　
士
で
あ
っ
た
。

（6
）
木
村
家
蔵
の
は
り
ま
ぜ
屏
風
を
は
じ
め
、
良
寛
遺
墨
に
は
『
論
語
』
の
語
句
を
抄
録
し
た
も
の
が
多
く
、
主
な
も
の
は
（
1
）
の
『
良
寛
全

　
　
集
』
上
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
良
寛
は
『
論
語
』
を
相
当
読
み
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

（7
）
細
字
の
全
身
入
草
を
、
中
村
宗
一
『
良
寛
の
法
華
転
・
法
華
讃
の
喝
』
は
、
”
全
身
の
血
に
燃
え
て
こ
の
稿
を
草
す
る
”
と
解
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
三
四
〇
頁
）
が
、
私
は
と
ら
な
い
。
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
、
入
草
は
”
中
原
に
入
っ
て
く
る
つ
ま
ら
ぬ
品
物
”
と
あ
る
。
常
不
軽
菩
薩
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
遇
う
人
ご
と
に
讃
嘆
す
る
の
で
、
良
寛
は
そ
れ
に
価
せ
ぬ
つ
ま
ら
ぬ
者
と
自
卑
し
て
、
五
合
庵
な
ど
草
庵
に
隠
れ
る
　
　
と
解
し
た
方
が

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
大
愚
良
寛
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
良
寛
詩
は
も
っ
と
も
っ
と
解
釈
学
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
。



（8
）
略
法
系
を
示
し
て
お
く
。
数
字
は
日
本
曹
洞
宗
の
世
代
で
あ
る
。

　　
天
童
如
浄
ー
－
永
平
道
元
ー
2
孤
雲
懐
弊
ー
（
中
略
）
1
2
月
舟
宗
胡
1
2
徳
翁
良
高
ー
ロ
ー
2
大
忍
国
仙
　
．
．
大
愚
良
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（9
）
西
行
の
、
“
か
し
こ
ま
る
し
で
に
涙
の
か
か
る
か
な
又
い
つ
か
は
と
思
ふ
心
に
”
に
拠
る
。

（1
0
）
俳
譜
の
系
統
を
図
示
す
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
冥

松
尾
芭
蕉
↓
務
支
考
（
美
濃
派
）
ー
（
中
略
）
久
村
馴
彰
山
本
以
南

（1
1
）
『
株
番
』
に
、
小
林
一
茶
と
山
本
以
南
の
次
の
よ
う
な
贈
答
句
が
あ
る
。

　　
や
れ
う
つ
な
蝿
が
手
を
す
る
足
を
す
る
（
一
茶
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　　
そ
こ
ふ
む
な
ゆ
ふ
べ
の
螢
の
ゐ
た
あ
た
り
（
以
南
）

　　
以
南
に
も
一
茶
と
同
じ
く
、
弱
者
の
中
に
自
己
を
見
つ
め
る
句
風
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
2
9

（1
2
）
こ
の
良
寛
歌
は
『
万
葉
集
』
巻
四
の
”
松
の
葉
に
月
は
ゆ
つ
り
ぬ
も
み
ち
葉
の
過
ぐ
れ
や
君
が
あ
は
ぬ
夜
ぞ
多
き
”
（
池
辺
王
宴
論
歌
）
　
　
　
　
一

　　
に
拠
る
。

（1
3
）
『
海
録
砕
事
』
『
清
異
録
』
に
よ
る
と
、
唐
僧
懐
素
は
貧
し
く
て
紙
が
買
え
ず
、
芭
蕉
の
葉
で
書
を
習
っ
た
と
い
う
。
良
寛
は
そ
の
懐
素

　　
の
書
を
習
っ
た
の
で
あ
り
、
因
縁
を
感
じ
る
。

（1
4
）
後
述
の
『
正
法
眼
蔵
画
餅
』
に
あ
る
よ
う
に
、
芭
蕉
は
背
の
低
い
植
物
と
思
い
こ
ま
れ
て
い
た
。
従
っ
て
回
の
、
芭
蕉
の
樹
が
雲
に
届
く

　　
ほ
ど
伸
び
て
涼
し
い
、
と
い
う
の
は
、
常
識
を
超
越
し
た
境
涯
を
吟
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
る
　
　
　
エ

（1
5
）
後
述
の
『
正
法
眼
蔵
画
餅
』
に
よ
っ
て
、
入
昼
看
は
入
画
看
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
旧
漢
字
の
書
と
書
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
間

　
　違
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
他
の
作
品
に
”
宅
辺
有
苦
竹
”
”
窓
寒
脩
竹
陰
”
の
句
が
あ
る
の
で
、
良
寛
の
庵
の
そ
ば
に
は
脩
竹
も
あ
っ
た

　
　事
が
分
る
。

良
寛
と
芭
蕉



良
寛
と
芭
蕉

（1
6
）
佐
藤
圓
『
芭
蕉
と
仏
教
』
吾
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（1
7
）
禅
僧
の
良
寛
が
、
“
や
ち
ま
た
に
物
な
思
ひ
そ
弥
陀
仏
の
も
と
の
誓
に
あ
ふ
と
思
へ
ば
”
”
良
寛
に
辞
世
あ
る
か
と
ひ
と
問
は
ば
南
無
阿
弥

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　陀
仏
と
い
ふ
と
答
へ
よ
”
な
ど
、
多
く
の
浄
土
欣
求
の
歌
を
遺
し
て
い
る
こ
と
を
、
多
く
の
論
稿
が
問
題
に
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

　　
こ
れ
も
宗
派
の
垣
根
を
超
え
た
乞
食
沙
門
良
寛
の
信
仰
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
凡
知
で
大
愚
大
智
を
は
か
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（1
8
）
良
寛
の
回
は
、
桂
川
に
入
水
自
殺
し
た
父
山
本
以
南
の
辞
世
歌
”
蘇
迷
盧
の
山
を
し
る
し
に
立
て
置
け
ば
我
な
き
あ
と
は
い
つ
の
昔
ぞ
”

　　
に
拠
る
。

（1
9
）
永
岡
利
一
「
越
後
か
ら
の
上
州
飯
盛
下
女
」
（
『
良
寛
』
十
三
号
）
。
水
上
勉
『
良
寛
を
歩
く
』
四
四
頁
。

（2
0
）
上
田
三
四
二
「
零
と
夢
　
良
寛
の
時
空
補
遺
」
（
『
良
寛
』
十
号
）

（2
1
）
峰
村
辰
典
『
新
潟
の
わ
ら
べ
歌
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

（2
2
）
昭
和
六
十
三
年
十
月
七
日
か
ら
十
二
日
ま
で
開
か
れ
た
「
人
間
良
寛
・
そ
の
生
涯
と
芸
術
展
」
（
名
古
屋
三
越
デ
パ
ー
ト
∀
で
、
”
良
寛
禅
　
　
　
　
一

　　
師
所
愛
玩
自
作
手
毬
”
が
展
示
さ
れ
た
。
良
寛
さ
ん
が
原
田
正
貞
に
贈
っ
た
も
の
ら
し
く
、
紅
葉
な
ど
の
素
朴
な
刺
繍
が
し
て
あ
っ
た
。

（2
3
）
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
十
二
巻
七
二
八
頁
下
段
の
一
部
を
我
流
で
書
き
下
す
。


