
�

西
鶴
の
「
わ
び
」

　
　

「
わ
び
茶
」
と
関
連
さ
せ
て 　
　

石　

塚　
　
　

修

�50

ⅰ　

は
じ
め
に

　　

あ
る
作
家
が
何
ら
か
の
評
価
を
受
け
る
と
き
、
そ
の
生
き
た
時
代
の
持
つ
風
潮
を
巧
み
に
受
け
と
め
、
同
時
代
の
読
者
た
ち
に
共

感
を
与
え
て
支
持
さ
れ
る
場
合
と
、
同
時
代
に
は
な
く
て
も
後
の
時
代
が
持
つ
風
潮
を
い
ち
早
く
取
り
い
れ
、
後
世
の
読
者
た
ち
か

ら
そ
の
先
進
性
を
評
価
さ
れ
る
場
合
と
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

　

西
鶴
は
、
元
禄
時
代
を
代
表
す
る
流
行
作
家
と
し
て
の
成
功
と
、
近
代
以
降
の
市
民
文
学
と
し
て
の
評
価
と
の
両
面
を
持
ち
あ
わ

せ
て
い
る
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
鶴
の
こ
れ
ま
で
の
評
価
の
多
く
は
、
彼
の
作
品
が
近
代
的
な
市
民
性
や
封
建
社
会
の
権
力
へ

の
揶
揄
・
批
判
性
を
先
取
し
て
い
る
点
に
目
が
向
け
ら
れ
（
１
）

、
同
時
代
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
娯
楽
性
・
新
奇
性
と
い
っ
た
点
が

重
視
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
か
、
同
時
代
の
作
家
た
ち
が
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
共
通
の
感
性
を
西
鶴
に
認
め
る
方

向
性
で
は
あ
ま
り
論
じ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
文
学
を
自
我
の
表
出
と
し
て
見
る
近
代
的
文
学
観
か
ら
す
れ

ば
、
西
鶴
に
同
時
代
の
作
家
と
の
類
似
性
を
強
く
認
め
れ
ば
、
彼
の
個
性
が
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
江
戸
時
代
と
い
う
封

建
社
会
に
あ
っ
て
、
近
代
的
な
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
先
進
的
な
作
家
西
鶴
の
価
値
が
大
い
に
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
西
鶴
が
同
時
代
の
作
家
た
ち
と
ど
れ
だ
け
一
線
を
画
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
そ
の
探
究
こ
そ
が
作

家
西
鶴
の
価
値
を
高
か
ら
し
め
、
文
学
史
に
お
け
る
西
鶴
の
地
位
を
確
固
た
る
存
在
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
は
文

学
研
究
の
う
え
か
ら
、
け
っ
し
て
特
異
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
と
も
に
元
禄
時
代
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
西
鶴
と
芭
蕉
を
、
そ
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れ
ぞ
れ
隔
絶
し
た
価
値
観
で
評
価
し
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の
一
例
と
な
ろ
う
。
西
鶴
自
身
の
芭
蕉
評
や
芭
蕉
の
西
鶴
評
か
ら
推
測
し

て
み
て
、
個
人
的
に
相
互
に
共
感
を
持
っ
て
認
め
合
っ
て
い
た
と
言
い
難
い
点
は
た
し
か
に
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
点
を
も
っ
て
、

西
鶴
対
芭
蕉
と
い
う
二
項
対
立
関
係
で
そ
れ
ぞ
れ
を
評
価
し
て
し
ま
う
の
は
尚
早
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
鶴
も
芭
蕉
も
同
時
代
を
生

き
た
人
間
と
し
て
、
か
り
に
本
人
た
ち
が
芸
術
家
と
し
て
個
性
の
確
立
を
意
図
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
代
の
風
潮
と
隔
絶
し

た
生
活
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
ら
の
近
代
的
自
我
に
よ
っ
て
そ
の
時
代
に
絶
望
し
、
社
会

か
ら
自
ら
を
抹
消
さ
え
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
一
般
の
人
々
か
ら
比
べ
れ
ば
近
代
に
通
じ
る
よ
う
な
個
性
的
な
側
面
を
持

ち
得
て
い
た
け
れ
ど
も
、
生
活
者
と
し
て
そ
の
時
代
の
な
か
で
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
そ

の
こ
と
は
、
谷
脇
理
史
氏
が
指
摘
す
る
、
出
版
禁
令
に
た
い
す
る
西
鶴
の
深
い
配
慮
を
見
て
み
て
も
わ
か
る
（
２
）
。
こ
こ
で
は
、
元
禄
時

代
に
は
す
で
に
確
立
し
て
い
た
茶
の
湯
文
化
の
理
念
の
一
つ
で
あ
る
「
わ
び
」
が
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
西
鶴
に
も
何
ら
か
の
影
響

を
及
ぼ
し
た
可
能
性
を
、
芭
蕉
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
し
て
い
く
。

ⅱ　

芭
蕉
に
お
け
る
「
わ
び
」

　

元
禄
時
代
を
代
表
す
る
文
学
者
の
一
人
で
あ
る
芭
蕉
が
、「
わ
び
」
へ
の
格
別
の
思
い
を
抱
き
、
そ
れ
が
茶
の
湯
か
ら
の
影
響
を

受
け
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
尾
形
仂
氏
の
指
摘
か
ら
わ
か
る
。

　
　

 　

佗
び
数
寄
の
唱
道
は
、
大
名
茶
の
豪
奢
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
大
名

や
上
層
町
人
の
茶
席
を
舞
台
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
〝
わ
び
〞
の
演
出
の
域
を
出
な
い
。

茶
書
に
説
く
と
こ
ろ
も
ま
た
、「
佗
ハ
各
別
ノ
事
也
」（
茶
道
便
蒙
抄
）
と
言
っ
て
、
ま
っ
た
く
の
佗
び
人
（
貧
乏
人
）
の
ケ
ー

ス
は
区
別
し
、「
富
有
な
る
人
の
む
さ
と
佗
し
き
体
す
る
は
、
み
な
つ
く
り
事
な
れ
ば
こ
の
も
の
し
か
ら
ず
。
去
な
が
ら
、
佗

る
心
入
は
さ
も
あ
る
べ
し
」（
杉
木
普
斎
伝
書
－
『
茶
道
文
化
研
究
』
二
所
収
）
と
言
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　

 　

茶
会
記
や
茶
書
を
綴
い
て
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、そ
れ
ら
の
演
出
や
心
得
を
通
し
て
佗
び
茶
の
精
神
を
悟
得
す
る
こ
と
は
、
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実
の
と
こ
ろ
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
芭
蕉
の
天
才
的
直
観
と
求
め
る
心
と
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
可
燃
ガ
ス
の
充
満
し
た
部
屋
に
は
、
マ
ッ
チ
一
本
で
も
火
が
つ
く
。
芭
蕉
は
、
茶
書
が
説
得
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
正

真
の
佗
び
人
の
境
涯
に
徹
し
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
な
り
に
悟
得
し
た
「
佗
る
心
入
」
を
、
俳
諧
の
上
に
生
か
そ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
芭
蕉
の
〝
わ
び
〞
は
、
二
重
の
意
味
（
つ
ま
り
、
大
名
茶
と
、「
富
有
な
る
人
の
む
さ
と
佗
し
き

体
す
る
」
佗
び
数
寄
に
対
し
て
の
）
に
お
い
て
、
近
世
の
時
流
に
対
す
る
批
評
精
神
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
、
と
い
え
る
（
３
）

。

こ
の
よ
う
に
芭
蕉
が
晩
年
「
わ
び
」
へ
傾
倒
し
た
こ
と
は
、
茶
の
湯
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
尾
形
氏
は
指
摘
す
る
。

　

で
は
、同
時
代
に
生
き
た
西
鶴
は
芭
蕉
と
同
様
に「
わ
び
」へ
の
思
い
入
れ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
西
鶴
名
残
の
友
』

巻
五
の
六
「
入
れ
歯
は
花
の
昔
」
で
は
、
そ
の
「
わ
び
」
に
つ
い
て
、

　
　

 　

惣
じ
て
詫
び
た
る
事
の
よ
い
と
い
ふ
事
は
な
し
。
あ
た
ま
数
の
焼
物
、
猫
と
い
ふ
も
の
世
に
住
ば
用
心
し
て
、
替
釜
か
け
置
、

茶
の
湯
あ
り
た
き
物
ぞ
か
し

と
い
う
批
評
を
加
え
て
い
る
。
た
だ
し
、『
西
鶴
名
残
の
友
』
は
西
鶴
の
遺
稿
集
で
あ
り
、
補
筆
者
の
存
在
の
可
能
性
も
認
め
ら
れ

る
と
い
う
成
立
事
情
を
考
え
た
と
き
に
、
こ
の
批
評
を
そ
の
ま
ま
西
鶴
自
身
の
発
言
と
し
て
彼
の
「
わ
び
」
へ
の
見
方
を
語
っ
て
い

る
と
す
る
に
は
や
や
問
題
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
鶴
が
「
わ
び
」
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
の
根
拠
に
は
十
分

に
な
り
得
る
も
の
と
考
え
る
。

　

西
鶴
に
は
茶
の
湯
に
た
い
す
る
一
定
の
知
識
と
感
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
俳
諧
師
と
し
て
活
躍
す
る
う
え
で
求
め
ら
れ
た
茶

の
湯
へ
の
知
識
や
、『
好
色
一
代
男
』
や
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』・『
日
本
永
代
蔵
』・『
西
鶴
名
残
の
友
』
と
い
っ
た
作
品
へ
の
茶
の

湯
文
化
の
影
響
関
係
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
き
た
（
４
）

。
西
鶴
は
い
わ
ゆ
る
「
茶
人
」
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
茶

の
湯
に
関
し
て
無
知
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
茶
の
湯
愛
好
者
と
い
う
と
き
、
現
代
的
な
感
覚
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
流
儀
に
よ

り
稽
古
を
積
ん
で
い
る
茶
の
湯
愛
好
者
か
骨
董
蒐
集
を
趣
味
と
す
る
数
寄
者
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
現
実
に
そ
れ
以
外
の
範
疇
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に
属
す
る
茶
の
湯
愛
好
者
が
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
そ
う
規
定
す
る
の
は
い
た
し
か
た
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
西

鶴
の
時
代
の
茶
の
湯
文
化
は
そ
の
よ
う
に
閉
ざ
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
経
営
者
た

ち
の
多
く
が
ゴ
ル
フ
に
興
じ
、
そ
の
素
養
が
な
い
と
ビ
ジ
ネ
ス
界
で
の
交
際
が
広
が
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
俳
諧
や
茶
の
湯
は
元
禄

の
武
家
や
町
人
社
会
の
富
裕
層
と
交
際
す
る
に
は
必
須
の
素
養
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一

の
三
「
波
風
静
か
に
神
通
丸
」
の
「
惣
じ
て
大
坂
の
手
前
よ
ろ
し
き
人
、
代
々
つ
づ
き
し
に
は
あ
ら
ず
。
大
か
た
は
吉
蔵
・
三
助
が

な
り
あ
が
り
、
銀
持
に
な
り
、
其
時
を
え
て
、
詩
歌
・
鞠
・
楊
弓
・
琴
・
笛
・
鼓
・
香
会
・
茶
の
湯
も
お
の
づ
か
ら
に
覚
え
て
よ
き

人
付
合
い
、
む
か
し
の
片
言
も
う
さ
り
ぬ
」
の
部
分
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
俳
諧
師
と
し
て
富
裕
層
の
人
び
と
と
の
交
際
を
求
め
ら

れ
た
西
鶴
が
、
茶
の
湯
と
ま
っ
た
く
無
縁
の
文
化
環
境
に
い
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
難
し
か
っ
た
と
判
断
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
西
鶴
に
あ
る
程
度
の
茶
の
湯
知
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
の
点
か
ら
も
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

　

で
は
、
西
鶴
が
接
し
た
茶
の
湯
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
西
鶴
に
は
明
確
な
流
儀
茶
の
意
識
は
な
か
っ
た
に
せ

よ
、
彼
が
実
際
に
接
し
た
茶
の
湯
の
な
か
で
自
身
の
嗜
好
と
合
致
し
た
茶
の
湯
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
お
そ
ら
く
『
西
鶴
名
残
の
友
』
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
た
「
わ
び
茶
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
禄
三
（
１
６
９
０
）
年
に
利

休
百
回
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
社
会
的
に
も
利
休
が
提
唱
し
た
「
わ
び
茶
」
が
賞
賛
さ
れ
、
利
休
を
原
点
と
し
た
「
わ
び
茶
」
の

正
統
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
茶
の
湯
界
の
風
潮
が
、
芭
蕉
や
西
鶴
の
生
き
た
時
代
に
は
確
実
に
あ
っ
た
（
５
）

。
た
だ
し
、
流
行
作
家
西
鶴

が
そ
う
し
た
社
会
風
潮
に
敏
感
に
即
応
し
、「
わ
び
茶
」
の
話
題
を
彼
の
作
品
に
取
り
入
れ
て
た
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
て
し
ま

う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。

ⅲ　

茶
の
湯
文
化
に
お
け
る
「
わ
び
」
と
は
何
か

　

茶
の
湯
を
歴
史
的
に
見
る
と
、
一
般
的
に
は
、
将
軍
な
ど
の
正
式
な
接
待
の
た
め
に
な
さ
れ
た
茶
の
湯
と
、
千
利
休
に
代
表
さ
れ

る
「
わ
び
茶
」
と
に
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
道
具
の
う
え
か
ら
見
れ
ば
、
唐
物
荘
厳
の
茶
の
湯
（
６
）

と
わ
び

道
具
に
よ
る
茶
の
湯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
中
国
か
ら
の
舶
載
の
茶
道
具
を
中
心
に
し
て
茶
を
点
て
人
を
も
て
な
す
や
り
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方
と
、
国
焼
の
そ
れ
自
体
は
さ
ほ
ど
高
価
で
な
い
茶
道
具
で
茶
を
点
て
て
人
を
も
て
な
す
や
り
方
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
者
の

あ
り
方
が
、
名
物
道
具
を
持
ち
合
わ
せ
ら
れ
な
い
貧
し
い
人
が
実
践
し
た
茶
の
湯
と
い
う
意
味
で
「
わ
び
茶
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
茶
杓
は
象
牙
に
対
し
て
竹
で
あ
り
、
茶
を
入
れ
る
容
器
も
陶
製
の
唐
物
茶
入
に
対
し
て
木
製
の
棗
に
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
か
に
「
わ
び
茶
」
と
は
い
え
、
茶
の
湯
そ
の
も
の
が
上
流
社
会
の
趣
味
の

一
環
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
際
の
貧
困
階
層
が
そ
れ
を
中
心
と
な
っ
て
担
っ
て
い
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

　
「
わ
び
茶
」
の
「
わ
び
」
と
い
う
語
の
意
味
が
「
貧
し
い
」
に
由
来
す
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
た
だ
、そ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、

数
江
教
一
氏
が
「
実
は
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
曖
昧
な
言
葉
も
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
（
７
）

」
と
指
摘

す
る
よ
う
に
、「
わ
び
」
は
し
ば
し
ば
日
本
文
化
を
代
表
す
る
美
意
識
の
概
念
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
定
義

が
明
確
に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
理
念
な
の
で
あ
る
。
数
江
氏
は
「
わ
び
茶
の
歴
史
的
な
展
開
」
を
た
ど
る
こ
と
で
こ
の
語
の
定
義
を

試
み
、
王
朝
の
「
わ
び
」
と
中
世
の
「
わ
び
」
の
違
い
を
、

　
　

 　

お
ち
ぶ
れ
た
身
の
上
を
嘆
い
た
り
、
淋
し
い
心
境
を
か
こ
つ
王
朝
時
代
の
わ
ぶ
と
同
じ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
う
ら
ぶ
れ
た
境    

遇
に
か
え
っ
て
風
流
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
心
の
ゆ
と
り
を
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
（
８
）
。

指
摘
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
う
え
で
武
野
紹
鷗
「
紹
鷗
侘
の
文
」
の
「
侘
と
云
ふ
こ
と
葉
は
、
故
人
も
色
々
に
詠
じ
け
れ
共
、
ち
か
く

は
正
直
に
慎
し
み
深
く
お
ご
ら
ぬ
さ
ま
を
侘
と
云
ふ
」
と
い
う
一
節
を
引
用
し
て
、「
正
直
と
か
慎
し
み
と
か
、
あ
る
い
は
お
ご
ら

ぬ
態
度
と
い
う
の
は
、
誰
人
に
も
要
求
さ
れ
る
べ
き
道
徳
上
の
す
ぐ
れ
た
徳
目
（
９
）

」
だ
と
し
て
い
る
。

　

芳
賀
幸
四
郎
氏
は
、
わ
び
の
成
熟
期
を
古
代
か
ら
五
段
階
に
分
け
て
論
じ
、
最
終
的
に
は
千
利
休
で
完
成
し
た
と
し
、「
単
な
る

消
極
的
・
否
定
的
な
隠
者
の
美
で
は
な
く
し
て
、
生
命
力
の
極
度
に
充
実
し
た
潜
勢
的
な
『
無
』
の
美
で
あ
り
、
ま
た
『
す
ね
す
ね

し
さ
』
と
『
し
ほ
ら
し
さ
』、
冷
た
い
き
び
し
さ
と
暖
か
さ
と
を
統
一
し
た
永
劫
不
易
の
美
で
も
あ
っ
た）

10
（

」
と
分
析
す
る
。
渡
辺
誠

一
氏
は
、
世
阿
弥
・
禅
竹
・
正
徹
・
心
敬
・
珠
光
・
紹
鷗
・
利
休
ら
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
彼
ら
が
各
自
の
美
意
識
を
転

換
さ
せ
、
そ
の
美
的
境
地
に
到
達
し
得
た
の
は
、
す
べ
て
、
無
一
物
の
境
涯
を
目
指
す
禅
の
思
想
を
獲
得
し
た
結
果
」
だ
と
し
、「
禅
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の
導
入
が
な
か
っ
た
な
ら
、
恐
ら
く
今
日
の
『
侘
び
』
は
誕
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う）

11
（

」
と
、「
わ
び
」
と
禅
と
の
深
い
関
わ
り
を

指
摘
す
る
。

　

神
原
邦
男
氏
は
、

　
　

 　

わ
び
る
と
い
う
こ
と
が
文
芸
・
芸
道
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
言
葉
は
豪
華
な
も
の
と
の
対
比
に
お
い
て
、
当
時
あ

く
ど
い
商
法
に
よ
っ
て
富
を
蓄
財
し
た
も
の
の
精
神
性
と
、貧
し
い
が
清
ら
か
な
精
神
の
豊
か
さ
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
、

そ
の
比
較
か
ら
、
物
質
的
貧
し
さ
と
精
神
的
豊
か
さ
を
兼
ね
も
つ
も
の
と
さ
れ
、
茶
道
に
お
い
て
は
対
称
美
と
し
て
の
〝
わ
び
〞

と
い
う
具
合
に
理
念
化
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う）

12
（

。

と
述
べ
、
物
質
的
な
貧
し
さ
が
か
え
っ
て
豊
か
さ
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
当
時
の
人
び
と
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
「
わ
び
」
を
語
学
的
に
分
析
し
た
河
野
喜
雄
氏
は
、「
わ
び
」
を
「
私
た
ち
自
身
の
肉
体
の
『
長
い
も
の
を
曲
げ
て
、円
く
し
た
』『
鬱

屈
の
姿
勢
』
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
、
私
た
ち
が
物
事
の
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
、
つ
ま
り
、
そ
の
『
極
限
』
に
ま
で
追
い
詰
め

ら
れ
た
と
い
う
、『
極
限
』
の
概
念
が
窺
わ
れ
る）

13
（

」
と
し
て
い
る
。

　

中
世
文
学
と
の
関
わ
り
か
ら
「
わ
び
」
を
論
じ
た
島
津
忠
夫
氏
は
、「
わ
び
」
と
は
「
隠
者
の
生
活
の
中
か
ら
見
い
だ
さ
れ
て
き

た
自
然
質
朴
な
美
を
も
と
と
し
、
更
に
茶
道
の
展
開
と
と
も
に
確
立
さ
れ
た
美
意
識）

14
（

」
と
し
、
こ
の
理
念
が
茶
の
湯
か
ら
芭
蕉
の
俳

諧
へ
流
れ
込
ん
で
い
く
と
指
摘
す
る
。

　

こ
う
し
た
諸
説
を
ま
と
め
て
み
る
と
、「
わ
び
」
は
け
っ
し
て
現
実
社
会
に
対
し
て
消
極
的
な
生
き
方
を
推
奨
し
、
脱
俗
・
退
隠

を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
貧
し
さ
の
極
み
に
立
っ
て
生
き
る
こ
と
仮
定
し
、
そ
の
う
え
で
生
き
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
そ
れ
を
表

現
す
る
、
む
し
ろ
積
極
的
な
生
の
営
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
に
『
論
語
』
学
而
一
五
に
あ
る
「
貧
し
く
し
て
道
を
楽
し

む
」
姿
勢
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
芭
蕉
が
晩
年
に
「
わ
び
」
へ
と
傾
倒
し
た
の
は
、
ま
さ

に
そ
う
し
た
「
わ
び
」
の
持
つ
精
神
性
の
高
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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西
鶴
に
お
け
る
「
わ
び
」

　

先
の
尾
形
氏
や
島
津
氏
の
指
摘
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
晩
年
の
芭
蕉
に
は
「
わ
び
」
へ
の
傾
倒
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
で
は
、

そ
の
芭
蕉
の
「
わ
び
」
へ
の
志
向
と
通
じ
る
感
覚
が
、
同
時
代
に
生
き
た
西
鶴
に
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
談
林
の
俳
諧
師
で
あ
っ
た
西
鶴
に
、
蕉
風
に
特
有
と
さ
れ
る
「
わ
び
」
や
「
さ
び
」
と
い
っ
た
文
学
理
念
を
見
出
そ
う

と
す
る
こ
と
自
体
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
史
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
違
和
感
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
西
鶴
は
「
わ
び
」
な

ど
と
い
っ
た
感
覚
と
は
、
心
理
的
に
は
遠
く
距
離
を
お
き
、
そ
れ
を
弄
び
、
批
判
的
に
見
て
い
た
と
す
る
の
が
常
識
的
な
判
断
か
も

し
れ
な
い
。

　

野
間
光
辰
氏
は
、
元
禄
五
年
、
西
鶴
が
五
一
歳
の
正
月
の
真
蹟
懐
紙
「
花
十
八
門
松
琴
を
含
か
な
」
の
前
書
き
「
俳
諧
時
勢
を
う

と
ふ
に
、
我
年
ふ
り
て
お
か
し
。
さ
れ
ど
も
古
詞
ニ
花
十
八
名
曲
也
」
と
あ
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
、

　
　

 　

…
俳
諧
に
お
け
る
時
勢
は
、
も
は
や
談
林
に
非
ず
し
て
芭
蕉
俳
諧
に
移
つ
て
ゐ
た
。『
猿
蓑
』（
元
禄
四
年
刊
）
の
一
集
に
凝

結
し
た
芭
蕉
の
寂
び
・
し
ほ
り
が
、
俳
諧
に
遊
ぶ
人
々
の
心
を
強
く
捉
へ
て
、
芭
蕉
俳
諧
が
当
時
の
俳
壇
を
風
靡
し
て
い
た
こ

と
は
西
鶴
と
い
へ
ど
も
素
直
に
認
め
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
…
…
時
代
の
推
移
に
順
応
す
る
に
は
、
西
鶴
は
あ
ま
り
に
年
を
と

り
過
ぎ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
た
彼
の
寂
し
い
感
慨
が
、
お
の
づ
か
ら
こ
の
前
書
き
と
な
つ
て
示
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
ふ）

15
（

。

と
し
、
西
鶴
が
当
時
の
蕉
門
隆
盛
の
俳
壇
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
疎
外
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
西
鶴
は
、
当
時
全

盛
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
蕉
風
俳
諧
に
た
い
し
て
、
も
ち
ろ
ん
強
い
関
心
が
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
俳
風
に
迎
合
し
よ
う
と
し
た
形

跡
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

西
鶴
と
芭
蕉
は
実
際
に
接
す
る
機
会
は
持
て
た
は
ず
な
の
に
、
直
接
に
交
流
の
機
会
を
持
と
う
と
し
た
形
跡
が
な
い
。
た
だ
し
互

い
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
へ
の
批
評
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
西
鶴
の
芭
蕉
に
た
い
す
る
批

評
は
、『
西
鶴
名
残
の
友
』
巻
三
の
四
「
さ
り
と
て
は
後
悔
坊
」
に
、
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武
州
の
桃
青
は
、
我
宿
を
出
て
諸
国
を
執
行
、
笠
に
「
世
に
ふ
る
は
さ
ら
に
宗
祇
の
や
ど
り
か
な
」
と
書
付
、
何
心
な
く
見

え
け
る
。
こ
れ
又
世
の
人
の
沙
汰
か
ま
ふ
に
も
あ
ら
ず
、
只
俳
諧
に
思
ひ
入
て
、
心
ざ
し
ふ
か
し
。

と
あ
り
、
芭
蕉
の
西
鶴
へ
の
評
は
、『
去
来
抄
』
に
お
い
て
、

　
　

 　

先
師
曰
く
「
世
上
、
俳
諧
の
文
章
を
見
る
に
、
或
は
漢
文
を
仮
名
に
和
ら
げ
、
或
は
和
歌
の
文
章
に
漢
章
を
入
れ
、
詞
あ
し

く
賤
し
く
い
ひ
な
し
、
或
は
人
情
を
い
ふ
と
て
も
、
今
日
の
さ
か
し
き
く
ま
ぐ
ま
を
探
り
求
め
、
西
鶴
が
浅
ま
し
く
下
れ
る
姿

あ
り
。
わ
が
徒
の
文
章
は
、
慥
か
に
作
意
を
た
て
、
文
字
は
た
と
ひ
漢
章
を
か
る
と
も
、
な
だ
ら
か
に
い
ひ
つ
ゞ
け
、
事
は
鄙

俗
に
及
ぶ
と
も
、
懐
し
く
い
ひ
と
る
べ
し
」
と
な
り）

16
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
か
ら
、西
鶴
と
芭
蕉
が
お
互
い
を
見
た
眼
差
し
を
単
純
に
対
抗
意
識
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

井
上
敏
幸
氏
は
、
こ
の
西
鶴
の
芭
蕉
へ
の
批
評
を
検
討
し
、
西
鶴
は
「
芭
蕉
の
新
風
を
認
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
初
め
て
芭
蕉
の
生

き
方
そ
の
も
の
を
肯
定
」
し
、
芭
蕉
を
「
皮
肉
」
る
ど
こ
ろ
か
、「
芭
蕉
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
賛
嘆
で
あ
り
」、
そ
こ
に

は
「
西
鶴
の
『
ま
こ
と
』
を
求
め
る
素
直
な
心
の
現
れ
を
読
み
と
る
べ
き
だ）

17
（

」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

井
上
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
西
鶴
批
判
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
西
鶴
の
文
学
者
と
し
て
の
存
在
が
芭
蕉
と
は

正
反
対
で
あ
っ
た
と
は
即
断
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
西
鶴
も
、
芭
蕉
と
同
時
代
を
生
き
る
な
か
で
、「
わ
び
」
へ
の
関
心
を
持
ち
、

芭
蕉
の
よ
う
に
晩
年
に
な
っ
て
「
わ
び
」
を
志
向
し
て
い
た
可
能
性
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

　

西
鶴
は
、
晩
年
ま
で
「
元
禄
新
風
俳
諧
と
自
ら
の
接
点
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
試
み
に
満
ち
た
」

状
況
に
あ
っ
て
、
自
身
の
文
芸
の
理
念
を
模
索
し
続
け
た
こ
と
が
水
谷
隆
之
氏
の
指
摘
で
近
年
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

18
（

。
尾
形
氏
の

指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
わ
び
」
は
趣
向
で
あ
り
演
出
で
あ
っ
た
。
当
時
の
文
学
作
品
の
創
作
に
趣
向
は
不
可
欠
で
あ
り
、
文
学
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者
と
し
て
誠
実
な
創
作
を
意
図
し
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
、
西
鶴
が
「
わ
び
」
の
趣
向
を
取
り
こ
ん
で
豊
か
な
作
品
世
界
を
醸
成
し

よ
う
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
俳
諧
師
と
し
て
上
流
町
人
階
層
と
も
交
流
が
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
「
わ
び
」
を
理
解
し
、「
わ
び
」

を
趣
向
と
し
て
取
り
入
れ
、
読
者
を
巧
み
に
引
き
つ
け
よ
う
と
し
た
可
能
性
は
高
い
と
も
言
え
る
。

　

か
つ
て
小
島
吉
雄
氏
は
、「
好
色
一
代
男
な
ど
と
い
へ
ば
エ
ロ
の
総
本
山
の
や
う
に
考
へ
」
ら
れ
て
い
る
状
況
か
ら
、「
わ
た
く
し

は
西
鶴
の
作
品
に
は
、
も
つ
と
真
剣
な
も
の
が
、
も
つ
と
真
面
目
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
」
と
し
、

　
　

 　

彼
は
、
そ
の
作
品
の
中
で
、
た
だ
人
生
の
侘
び
し
さ
を
物
語
ら
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
人
物
や
筋
は
、
た
だ
こ
の
人

生
の
侘
び
し
さ
を
物
語
る
方
便
に
す
ぎ
な
い
。

と
指
摘
し
た
。
彼
は
、
さ
ら
に
山
田
宗
徧
『
茶
道
要
録
』（
元
禄
四
・
１
６
９
１
）
の
「
わ
び
」
の
定
義
を
引
用
し
て
、

　
　
　

茶
道
で
い
ふ
侘
は
、
此
の
物
事
が
意
の
如
く
な
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
人
生
逃
避
的
に
な
つ
た
哲
学
的
心
境
を
い
ふ
の

　
　

で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
の
い
ふ
西
鶴
の
侘
び
の
心
境
も
や
は
り
此
の
茶
の
湯
の
方
の
心
境
に
類
似
し
た
も
の
で
、
な
や
み
の
人

　
　

生
の
姿
を
諦
観
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
お
の
づ
か
ら
開
け
て
く
る
諦
念
の
世
界
、
そ
れ
が
侘
の
世
界
で
あ
る
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
芭
蕉
の
侘
び
と
西
鶴
の
侘
び
と
の
間
に
俳
諧
精
神
に
出
発
点
が
あ
る
こ
と
、
生
活
態
度
の
根
本
が
同
一
点
に
帰

着
す
る
こ
と
、
ど
ち
ら
も
非
人
情
の
世
界
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
三
つ
の
共
通
点
が
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三

点
に
つ
い
て
は
、
西
鶴
が
人
間
世
界
に
非
人
情
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
芭
蕉
は
自
然
界
に
そ
れ
を
求
め
た
と
指
摘
し
て
い
る）

19
（

。
こ

の
小
島
氏
の
見
解
は
、
芭
蕉
が
晩
年
に
志
向
し
た
「
わ
び
」
を
西
鶴
も
同
様
に
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す

る
も
の
で
も
あ
る
。

　

西
鶴
も
「
わ
び
」
に
た
い
し
て
は
何
ら
か
の
感
覚
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
野
毛
孝
彦
氏
の
芭
蕉
の
「
わ
び
」
へ
の
志

向
に
『
撰
集
抄
』
の
強
い
影
響
を
認
め
る
指
摘
も
参
考
に
な
る
。
野
毛
氏
は
、『
撰
集
抄
』
は
、
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と
く
に
芭
蕉
に
お
い
て
、
こ
の
説
話
集
は
、
西
行
の
理
想
像
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
乞
食
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
集
と
し
て

読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

と
し
、
芭
蕉
が
、「
乞
食
」
に
求
め
た
も
の
は
、「
遁
世
」
と
徹
底
し
た
「
名
利
否
定
」
で
あ
っ
た
と
す
る）

20
（

。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
芭

蕉
自
身
も
「
翁
み
づ
か
ら
い
ふ
。
た
ゞ
貧
也
と
」
述
べ
、「
こ
の
淡
如
と
し
た
一
言
に
、
侘
び
の
主
人
公

0

0

0

0

0

0

と
な
り
お
お
せ
た
芭
蕉
が

静
か
に
立
っ
て
い
る
」
と
の
浪
本
澤
一
氏
の
指
摘
も
あ
る）

21
（

。
芭
蕉
が
「
わ
び
」
を
見
た
と
す
る
『
撰
集
抄
』
と
西
鶴
と
が
深
く
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
は
、
貞
享
四
（
１
６
８
７
）
年
五
月
刊
行
の
『
西
行
撰
集
抄
』
に
西
鶴
が
挿
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え

る）
22
（

。
そ
の
挿
絵
を
描
く
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
内
容
に
も
理
解
が
及
ん
で
い
た
こ
と
は
十
分
に
予
想
で
き
る
。
西
鶴
の
持

つ
物
質
的
な
「
貧
し
さ
」
の
持
つ
精
神
的
な
「
豊
か
さ
」
へ
の
理
解
は
、
芭
蕉
と
同
様
に
『
撰
集
抄
』
な
ど
か
ら
も
得
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

で
は
、
実
際
に
西
鶴
の
諸
作
品
に
お
け
る
「
わ
び
」
の
語
の
用
例
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
諸
艶
大
鑑
』
巻
二
の
四
「
男
か
と
思
へ
ば
し
れ
ぬ
人
さ
ま
」

　
　

江
戸
吉
原
の
散
遊
び
に
つ
い
て
、

　
　
　

侘
び
た
る
人
の
遊
び
所
、
爰
な
る
べ
し
。

麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
氏
は
、
こ
こ
を
「
隠
居
し
た
人
の
洒
落
た
遊
び
所
は
、
こ
う
い
っ
た
場
所
で
あ
ろ
う）

23
（

」
と
し
、
こ
の
「
侘
び

た
る
人
」
を
「
隠
居
し
た
人
」
と
す
る
。
ま
た
、『
武
家
義
理
物
語
』
巻
四
の
一
「
成
ほ
ど
か
る
ひ
縁
組
」
の
な
か
で
、
備
中
松
山

の
浪
人
が
和
州
郡
山
に
昔
使
っ
て
い
た
小
者
を
頼
っ
て
い
き
、
そ
こ
で
見
つ
け
た
家
の
よ
う
す
を
描
い
た
場
面
の
、

　
　

 　

幸
い
近
所
に
、
此
程
迄
針
立
の
住
れ
し
明
家
、
南
う
け
に
菱
垣
の
き
れ
い
に
、
詫
人
に
似
合
い
た
る
宿
な
れ
ば
、
是
を
か
り
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つ
ぎ
て
、

と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、「
わ
び
住
居
の
者
に
は
誂
え
向
き
な
家
で
あ
っ
た
か
ら）

24
（

」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
見
す
る
と

西
鶴
は
「
侘
び
」
と
い
う
語
を
茶
の
湯
に
お
け
る
「
わ
び
」
に
は
特
定
し
て
用
い
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
の
例
で
も
同
様

で
あ
る
。

　
『
好
色
五
人
女
』
巻
三
の
二
「
し
て
や
ら
れ
た
枕
の
夢
」
の
、

　
　
　

侘
び
ぬ
れ
ば
身
を
浮
き
草
の
ゆ
か
り
尋
ね
て
、
今
小
町
と
い
へ
る
娘
ゆ
か
し
く
、
見
に
ま
か
り
け
る
に
、

と
あ
る
部
分
は
「
侘
び
ぬ
れ
ば
身
を
浮
き
草
の
根
を
絶
え
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
い
な
む
と
ぞ
思
ふ
」（
古
今
集
）
の
歌
に
よ
る
例
で

あ
り
、『
好
色
一
代
男
』
巻
三
の
二
「
袖
の
海
の
肴
買
」
に
あ
る
、

　
　

 　

旅
の
こ
ゝ
ろ
を
書
き
つ
ゞ
け
て
行
に
、
左
に
天
野
川
、
磯
嶋
と
い
へ
る
に
も
舟
子
の
瀬
枕
、
し
の
び
女
有
所
ぞ
か
し
。
右
の

方
に
は
西
行
「
仮
の
舎
り
」
と
詠
ま
れ
し
君
の
跡
と
て
、
榎
の
木
、
柳
が
く
れ
に
、
わ
び
し
き
一
つ
庵
の
こ
せ
り
。

が
「
世
の
中
を
い
と
ふ
ま
で
こ
そ
か
た
か
ら
め
仮
の
宿
り
を
惜
し
む
君
か
な
」（
新
古
今
集
・
山
家
集
）
と
い
う
和
歌
の
伝
統
に
依

拠
し
て
い
る
例
と
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
わ
び
」
に
つ
い
て
の
用
例
を
通
覧
す
る
と
、
と
く
に
深
い
意
味
合
い
を
込
め
て
用
い
て
い
る
よ
う
に
は
考
え
ら
れ

な
い
。
た
だ
し
、『
西
鶴
名
残
の
友
』
巻
五
の
六
「
入
歯
は
花
の
昔
」
で
は
、

　
　

 　

是
を
お
も
ふ
に
、
惣
じ
て
詫
た
る
事
の
よ
い
と
い
ふ
事
は
な
し
。
あ
た
ま
数
の
焼
き
物
、
猫
と
い
ふ
も
の
世
に
住
ば
、
用
心

し
て
、
替
釜
か
け
置
、
茶
の
湯
あ
り
た
き
物
ぞ
か
し
。
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と
、
こ
こ
で
は
「
わ
び
」
に
つ
い
て
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
む
し
ろ
「
わ
び
」
を
表
層
的
に
と
ら
え
て
理
解
し

た
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
、
こ
の
章
の
主
人
公
の
よ
う
な
似
非
「
わ
び
」
茶
人
に
対
す
る
皮
肉
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
例
は
、
た
し
か
に
遺
稿
集
と
い
う
問
題
点
は
残
る
も
の
の
、
西
鶴
が
「
わ
び
茶
」
に
は
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
匂
わ
せ
る
。

そ
の
こ
と
は
『
西
鶴
織
留
』
巻
三
の
二
「
芸
者
は
人
を
そ
し
り
の
種
」
に
、

　
　

 

茶
の
湯
は
道
具
に
た
よ
れ
ば
、
中
く
貧
者
の
成
が
た
し
。「
万
事
あ
る
に
ま
か
せ
て
侘
び
た
る
を
よ
し
」
と
い
ひ
伝
へ
り
。
是

利
休
の
言
葉
に
も
せ
よ
、
貧
家
に
て
は
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
こ
と
の
足
り
た
る
宿
に
し
て
、
物
好
き
を
さ
び
た
る
か
ま
へ
に
い

た
せ
る
事
ぞ
か
し
。
し
か
じ
世
に
住
め
る
か
ら
は
、
巧
者
の
中
程
に
居
て
、
人
並
に
呑
む
ほ
ど
の
事
は
知
る
べ
し
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
西
鶴
の
作
品
に
は
「
わ
び
」
の
語
が
直
截
的
に
な
く
て
も
「
わ
び
」
の
雰
囲
気
が
漂
う
場
面
が
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。

ア　
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
四
の
二
「
心
を
畳
込
古
筆
屏
風
」

　
　

 　

空
定
め
な
き
は
人
の
身
代
、
わ
れ
貧
家
と
な
れ
ば
、
庭
も
茂
み
の
落
葉
に
埋
も
れ
、
い
つ
と
な
く
葎
の
宿
に
し
て
、
万
の
夏

虫
野
を
内
に
な
し
、
諸
声
哀
れ
な
り
。

イ　
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
四
の
五
「
伊
勢
海
老
の
高
買
」

　
　

 　

む
か
し
連
歌
師
の
宗
祇
法
師
の
此
所
に
ま
し
く
、
歌
道
の
は
や
り
し
時
、
貧
し
き
木
薬
屋
に
好
け
る
人
有
り
て
、
各
々
を
招

き
、
二
階
座
敷
に
て
興
行
せ
ら
れ
し
に
、

ウ　
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
三
の
四
「
紫
女
」

　
　

 　

一
間
四
面
の
閑
居
を
こ
し
ら
へ
、
定
家
机
に
か
ゝ
り
、
二
十
一
代
集
、
明
暮
う
つ
し
け
る
に
、

エ　
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
五
の
一
「
灯
挑
に
朝
顔
」
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奈
良
の
都
の
ひ
が
し
町
に
、
し
ほ
ら
し
く
住
な
し
て
、
明
暮
茶
湯
に
身
を
な
し
、
興
福
寺
の
花
の
水
を
く
ま
せ
、
か
く
れ
も

　
　

な
き
楽
助
な
り
。

オ　
『
懐
硯
』
一
の
一
「
二
王
門
の
綱
」

　
　

 　

お
も
し
ろ
お
か
し
き
法
師
の
住
所
は
北
山
等
持
院
の
ほ
と
り
に
閑
居
を
極
め
、ひ
と
り
は
結
ば
ぬ
笹
の
庵
各
別
に
か
ま
へ
て
、

カ　
『
懐
硯
』
一
の
五
「
人
の
花
散
る
疱
瘡
の
山
」

　
　

 　
（
専
九
郎
が
左
馬
之
丞
を
見
そ
め
て
）
我
屋
に
か
へ
り
、
猶
し
弥
増
す
恋
の
柵
し
が
ら
み

柵
、
涙
川
ふ
か
く
ぞ
お
も
ひ
こ
み
、
侘
び

し
う
き
住
居
の
た
ち
ゐ
苦
し
く
、　

キ　
『
懐
硯
』
二
の
四
「
鼓
の
色
に
ま
よ
ふ
人
」

　
　

 　

清
見
潟
心
を
関
に
と
ゞ
め
か
ね
て
、
未
明
に
い
そ
ぐ
鐘
の
声
、
旅
宿
の
夢
を
松
寒
ふ
し
て
、
風
に
お
ど
ろ
く
三
保
が
崎
、
田

子
の
入
江
に
さ
し
か
ゝ
り
、
弓
手
に
山
気
う
と
く
、
哀
猿
叫
ん
で
物
侘
し
く
、
磯
辺
は
鵆
む
ら
だ
ち
、
猶
淋
し
さ
真
砂
地
を
行

く
に
、

　

こ
れ
ら
の
ア
か
ら
キ
の
用
例
か
ら
は
、
西
鶴
が
ど
う
や
ら
「
わ
び
」
た
風
情
を
好
意
的
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
と
、
本
来
な
ら
ば

「
わ
び
し
」
一
語
で
す
ま
せ
ら
れ
る
風
情
を
、
あ
え
て
そ
の
話
を
安
易
に
用
い
ず
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
せ
る
。

　
「
入
歯
は
花
の
昔
」
に
お
け
る
「
詫
び
」
は
、「
似
非
」
の
「
わ
び
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
ざ
わ
ざ
世
上
に
横
行
す
る
「
似

非
」
の
「
わ
び
茶
」
の
風
潮
を
取
り
あ
げ
て
西
鶴
は
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
わ
び
」
を
標
榜
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
そ

れ
と
は
ほ
ど
遠
い
も
て
な
し
方
を
し
て
失
敗
す
る
当
世
の
似
非
わ
び
茶
人
を
、「
入
歯
は
花
の
昔
」
で
は
お
も
し
ろ
お
か
し
く
批
判

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
あ
た
ま
数
の
焼
き
物
、
猫
と
い
ふ
も
の
世
に
住
ば
、
用
心
し
て
、
替
釜
か
け
置
、
茶
の
湯

あ
り
た
き
物
ぞ
か
し
」
と
茶
化
し
た
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ⅴ　
「
わ
び
茶
」
か
ら
得
た
「
わ
び
」
志
向

　
「
わ
び
茶
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
茶
書
『
山
上
宗
二
記
』（
天
正
一
六
・
１
５
８
８
年
頃
）
に
は
、

　
　

 

一　

茶
湯
者
は
無
能
な
る
が
一
能
な
り
と
、
紹
鷗
、
弟
子
ど
も
に
い
う
。
注
に
い
わ
く
、
人
間
は
六
十
定
命
と
雖
も
、
そ
の
内

盛
ん
な
る
事
は
二
十
年
な
り
。
茶
湯
に
不
断
、
身
を
染
む
る
さ
え
、
い
ず
れ
の
道
に
も
上
手
は
無
き
に
、
彼
是
に
心
懸
く
れ
ば
、

悉
く
下
手
の
名
を
取
る
べ
し
。
た
だ
し
物
を
書
く
文
字
ば
か
り
は
赦
す
べ
し
と
云
）々
25
（

。

と
あ
り
、
人
生
を
六
〇
年
と
定
め
て
考
え
た
場
合
の
茶
の
湯
へ
の
心
得
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
盛
ん
な
る
事
は
二
十
年
な
り
」
と
い

う
表
現
に
は
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
人
間
の
性
で
あ
る
「
老
い
」
に
つ
い
て
の
予
感
が
当
然
読
み
と
れ
る
。
さ
ら
に
、

　
　

 

一　

孔
子
い
わ
く
、
十
有
五
に
し
て
学
を
志
し
、
三
十
に
し
て
立
つ
、
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
、
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
。

六
十
に
し
て
耳
順
う
。
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
従
い
て
矩
を
踰
え
ず
。
注
に
い
わ
く
、
茶
湯
の
仕
様
、
十
五
か
ら
三
十

ま
で
は
万
事
を
坊
主
に
任
せ
る
な
り
。
三
十
か
ら
四
十
ま
で
は
我
が
分
別
を
出
だ
し
、
習
骨
法
普
法
度
、
数
寄
雑
談
は
坊
主
の

伝
を
仕
り
、
作
分
、
数
寄
の
仕
様
は
主
次
第
な
り
。
た
だ
し
、
十
の
物
五
つ
我
を
出
だ
す
べ
し
。
是
を
四
十
に
し
て
道
に
迷
わ

ず
と
い
う
事
な
り
。
五
十
ま
で
十
年
は
、
坊
主
の
西
と
東
と
違
え
て
す
る
な
り
。
そ
の
内
に
我
が
り
ゆ
う
出
で
て
、
上
手
の
名

取
り
を
す
る
な
り
。
一
段
茶
湯
を
若
く
す
る
な
り
。
…
…）

26
（

と
い
う
経
年
に
よ
る
茶
の
湯
修
行
の
心
得
に
は
、
桑
田
忠
親
氏
が
「
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
世
阿
弥
の
『
花
伝
書
』
の
年
来
稽
古
条
々

の
影
響
で
あ
る）

27
（

」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、芸
道
の
修
行
過
程
に
お
け
る
年
齢
層
ご
と
の
理
想
型
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
『
風
姿
花
伝
』「
年
来
稽
古
条
々
」
は
「
七
歳
」
か
ら
始
ま
り
「
五
十
有
余
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
亡
父
」
で

あ
る
観
阿
弥
が
「
五
十
二
と
申
し
し
五
月
十
九
日
に
死
去
」
し
て
い
る
か
ら
と
い
う）

28
（

。
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田
中
善
信
氏
は
、「『
み
な
し
ぐ
り
』
が
出
版
さ
れ
た
あ
と
芭
蕉
は
そ
れ
ま
で
の
俳
諧
を
一
旦
白
紙
に
戻
し
、
新
し
い
文
芸
の
確
立

に
む
け
て
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
考
え
て
誤
る
ま
い）

29
（

」
と
し
、
芭
蕉
が
晩
年
に
「
わ
び
」
へ
と
傾
倒
し
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る
。

こ
の
指
摘
や
先
の
尾
形
仂
氏
の
指
摘
、
さ
ら
に
、
芭
蕉
が
「
わ
び
」
に
よ
っ
て
「
人
生
を
整
序
し）

30
（

」
た
と
い
う
堀
信
夫
氏
の
見
解
と

も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、「
わ
び
」
と
は
芭
蕉
の
人
生
設
計
と
関
わ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
新
た
な
文
芸
の
理
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
芭
蕉
が
人
生
の
終
着
点
を
見
つ
め
、
晩
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
先
の
『
山
上
宗
二
記
』
に
あ
る
よ
う
に
「
人
間
は
六
十

定
命
」
と
想
定
し
て
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
措
定
し
た
感
覚
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
西
鶴
に
敷
衍
し
て
考
え
た
と
き
、
や
は
り
西

鶴
に
も
、
同
様
に
晩
年
に
な
る
に
あ
た
り
求
め
た
新
た
な
文
芸
の
理
念
と
い
う
も
の
の
存
在
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
に
示
し
た
水
谷
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
西
鶴
は
晩
年
に
至
っ
て
も
自
己
の
文
芸
の
理
想
の
実
現
を
目
論
ん
で
い
た
こ
と
は

ま
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

田
中
善
信
氏
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
は
深
川
に
居
を
移
し
て
点
を
付
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
決
意
し
、「
俳
諧
を
精
神
的
な
営
み
」

と
し
た
と
い
う）

31
（

。
そ
れ
が
貞
享
二
（
１
６
８
５
）
年
。
芭
蕉
の
亡
く
な
る
元
禄
七
（
１
６
９
４
）
年
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
九
年
前
、

四
二
才
の
と
き
で
あ
る
。
先
の
『
山
上
宗
二
記
』
と
照
ら
し
て
み
れ
ば
、「
五
十
ま
で
十
年
は
、坊
主
の
西
と
東
と
違
え
て
す
る
な
り
。

そ
の
内
に
我
が
り
ゆ
う
出
で
て
、
上
手
の
名
取
り
を
す
る
な
り
」
と
あ
る
年
齢
層
で
あ
る
。
芭
蕉
は
結
果
と
し
て
五
一
歳
で
世
を
去

る
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
は
他
の
理
由
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
は
か
ら
ず
も
人
生
最
後
の
約
一
〇
年
間
に
至
っ
て
、「
わ
び
」
の
生
活
に

没
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

　

で
は
、
西
鶴
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
西
鶴
が
人
生
の
終
焉
を
何
歳
と
目
し
て
い
た
か
は
、『
西
鶴
置
土
産
』
の
、

　
　
　
　

辞
世　

人
間
五
十
年
の
究
り
、
そ
れ
さ
へ

　
　
　
　
　
　

我
に
は
あ
ま
り
た
る
に
、
ま
し
て
や

　
　
　
　

浮
き
世
の
月
見
過
ご
し
に
け
り
末
二
年

と
い
う
辞
世
を
読
め
ば
、
む
し
ろ
芭
蕉
よ
り
も
明
白
と
な
ろ
う
。
作
家
西
鶴
は
『
好
色
一
代
男
』
に
よ
り
四
一
歳
で
誕
生
し
た
。
人
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生
五
〇
年
の
残
り
一
〇
年
間
を
ど
う
生
き
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
西
鶴
が
真
剣
に
考
え
、
自
分
の
文
芸
の
完
成
期
に
ふ
さ
わ
し
い
理

念
を
探
す
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

暉
峻
康
隆
氏
は
、
西
鶴
の
晩
年
に
た
ど
り
着
い
た
文
芸
理
念
に
つ
い
て
、「
教
訓
の
仮
面
を
す
て
た
戯
作
者
西
鶴
」
が
「
人
間
が

人
間
で
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
持
合
せ
て
ゐ
る
弱
さ
や
醜
さ
を
受
入
れ
よ
う
と
す
る
、
謙
虚
な
、
し
か
し
ゆ
る
ぎ
の
な
い
境
地
に
到
達
し
た

の
で
あ
る）

32
（

」
述
べ
た 

。
吉
江
久
彌
氏
は
西
鶴
晩
年
の
心
境
は
「
ま
こ
と）

33
（

」
へ
と
向
か
っ
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
こ
の
両
氏
の
見
解

は
た
し
か
に
否
定
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
残
り
の
人
生
一
〇
年
に
迫
っ
た
年
齢
に
達
し
た
西
鶴
が
芭
蕉
と
同
じ
く
「
わ
び
」
へ
の

感
覚
も
持
ち
得
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
を
そ
こ
に
加
味
し
て
み
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
俳
諧
師
の
と
き
に
培
っ
た
茶
の
湯

知
が
、
浮
世
草
子
の
創
作
を
通
し
て
「
わ
び
茶
」
と
向
き
合
っ
て
、
最
終
的
に
は
文
学
理
念
と
し
て
の
「
わ
び
」
と
結
び
つ
い
た
。

先
の
暉
峻
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な
「
謙
虚
な
、
し
か
し
ゆ
る
ぎ
の
な
い
境
地
」
は
、
そ
う
し
た
「
わ
び
」
の
感
覚
が
あ
っ
て
完
遂

し
た
と
は
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

ⅵ　

お
わ
り
に

　

西
島
孜
哉
氏
は
、「
西
鶴
の
中
期
か
ら
の
創
作
意
識
は
、
突
き
詰
め
て
い
え
ば
、
資
本
が
支
配
す
る
経
済
機
構
へ
の
、
あ
る
い
は

身
分
に
し
ば
ら
れ
た
道
徳
・
秩
序
へ
の
人
間
主
義
に
よ
る
挑
戦
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た
」
と
述
べ
、「
そ
れ
に
伴
っ
て
晩
年
の
西
鶴

の
作
者
環
境
は
、
孤
高
を
強
い
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
逆
に
西
鶴
の
人
心
へ
の
傾
斜
を
よ
り
強
め
さ
せ
て

い
た
と
も
い
え
る）

34
（

」
と
西
鶴
の
晩
年
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
西
鶴
の
晩
年
に
至
っ
た
境
地
を
「
諦
観
」
や
「
悟

道
」
に
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
西
鶴
が
最
後
ま
で
追
い
続
け
た
も
の
は
「
人
の
心
」
そ
の
も
の
だ
と
す
る
。
こ
の
指
摘
は
先
の
非

人
情
に
向
か
っ
た
と
す
る
小
島
氏
の
指
摘
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
鶴
の
「
わ
び
」
へ
の
到
達
と
は
矛
盾

し
な
い
。
そ
れ
は
、小
島
氏
の
「
わ
た
く
し
の
い
ふ
西
鶴
の
侘
び
の
心
境
も
や
は
り
此
の
茶
の
湯
の
方
の
心
境
に
類
似
し
た
も
の
で
、

な
や
み
の
人
生
の
姿
を
諦
観
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、お
の
づ
か
ら
開
け
て
く
る
諦
念
の
世
界
」
を
「
わ
び
」
と
す
る
定
義
そ
の
も
の
が
、

「
わ
び
茶
」
の
あ
り
方
を
少
し
く
曲
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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わ
び
茶
の
「
わ
び
」
と
は
、「
モ
ノ
」
中
心
に
た
い
し
て
「
ヒ
ト
」
中
心
の
感
覚
で
あ
る
。
唐
物
荘
厳
の
茶
の
湯
は
文
字
通
り
「
モ
ノ
」

で
あ
る
器
物
に
こ
そ
価
値
を
置
い
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、「
わ
び
茶
」
は
客
へ
の
も
て
な
し
、
す
な
わ
ち
「
ヒ
ト
」
に
中
心
を
お

き
、
そ
の
も
て
な
し
の
際
の
趣
向
の
心
の
あ
り
よ
う
を
「
わ
び
」
と
し
た
。
と
す
る
な
ら
は
、
西
島
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
西
鶴

の
晩
年
の
あ
く
な
き
人
間
の
心
へ
の
関
心
は
、
ま
さ
に
「
わ
び
」
と
共
有
さ
れ
る
感
覚
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
西
鶴
に
「
わ
び
」
を

認
め
る
か
否
か
、
そ
れ
は
「
わ
び
茶
」
の
「
わ
び
」
を
ど
の
よ
う
に
観
る
か
に
か
か
っ
て
く
る
。「
わ
び
茶
」
に
由
来
す
る
「
わ
び
」

の
観
点
か
ら
改
め
て
「
わ
び
」
を
見
直
し
た
と
き
、
各
々
が
そ
の
人
生
の
最
期
を
見
つ
め
、
あ
く
な
き
「
人
間
」
へ
の
関
心
を
抱
き

続
け
た
存
在
と
し
て
、
西
鶴
も
芭
蕉
に
も
「
わ
び
」
を
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。「
わ
び
茶
」
を
通
し
て
得
ら
れ
た
「
わ
び
」
の

理
念
は
、
元
禄
時
代
を
代
表
す
る
二
人
の
作
家
に
と
っ
て
、
奇
し
く
も
共
通
に
辿
り
着
い
た
晩
年
の
人
生
を
支
え
る
理
念
た
り
え
た

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

注

　
（
₁
） 　

た
と
え
ば
暉
峻
康
隆
「
西
鶴
の
存
在
意
義
」『
西
鶴　

評
論
と
研
究
』
上
（
中
央
公
論
社　

1
9
5
3　

pp.13-50

）
で
は
「
こ
と

に
地
上
的
な
人
間
の
権
威
を
打
ち
た
て
る
た
め
に
、
神
学
的
な
中
世
的
な
い
し
封
建
的
諸
権
威
に
対
し
て
た
え
ず
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
設

定
せ
ず
に
は
を
ら
れ
な
か
つ
た
西
鶴
の
革
新
的
精
神
が
、
新
し
い
人
間
の
可
能
性
を
う
た
ひ
は
じ
め
た
近
代
作
家
の
魂
に
ふ
れ
た
の
で

あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　
（
₂
） 　

谷
脇
理
史
「
西
鶴
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
諷
喩
」『
江
戸
文
学
』
₂₃　

ぺ
り
か
ん
社　

2
0
0
1　

pp.30-56

　
（
₃
） 　

尾
形
仂
「
芭
蕉
の
〝
わ
び
〞
と
そ
の
成
立
」『
続
芭
蕉
・
蕪
村
』　

花
神
社　

1
9
8
5　

pp.152-165

（
初
出
『
成
城
国
文
学
』

一1960

）

　
（
₄
） 　

拙
稿
「
西
鶴
作
品
の
茶
の
湯
知
識
の
基
層―

俳
諧
辞
書
『
類
船
集
』
を
中
心
に―

」『
文
藝
言
語
研
究
』
文
藝
篇
₅₅　

筑
波
大
学
大

学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
文
芸
・
言
語
専
攻　

2
0
0
9
・
拙
稿
「
西
鶴
の
茶
文
化―

『
西
鶴
名
残
の
友
』
巻
五
の
六
『
入
れ
歯
は

花
の
昔
』
を
中
心
と
し
て―

」『
江
戸
文
学
か
ら
の
架
橋―

茶
・
書
・
美
術
・
仏
教
』
竹
林
舎　

2
0
0
9　

な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
₅
） 　

堀
信
夫
「
芭
蕉
の
わ
び
と
茶
」『
茶
道
雑
誌
』（
河
原
書
店　

2
0
0
1 pp.32-37

）
で
は
、
芭
蕉
の
「
わ
び
」
が
こ
の
風
潮
の
影

響
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
₆
） 　

谷
端
昭
夫
『
茶
道
の
歴
史
』（
淡
交
社  

2
0
0
7
）
で
は
「
わ
び
茶
」
に
た
い
し
て
「
書
院
台
子
の
茶
」
と
い
う
語
が
構
造
的
に
造

語
さ
れ
た
と
し
、
元
来
は
「
し
つ
ら
え
」
だ
け
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
点
茶
の
作
法
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
い
と
す
る
考
え
方
が
近
年

��4
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の
考
え
方
で
あ
る
が
、
便
宜
上
こ
こ
で
は
用
い
た
。　

　
（
₇
） 　

数
江
教
一
「
わ
び
」　

塙
新
書　

1
9
7
3　

p.9
　
（
₈
） 　

₇
に
同
じ　

p.39
　
（
₉
） 　

₇
に
同
じ　

pp.130-131

　
（
₁₀
） 　

芳
賀
幸
四
郎
「
わ
び
茶
の
歴
史
と
そ
の
理
念
」『
わ
び
茶
の
研
究
』　

淡
交
社　

1
9
7
8　

p.156

　
（
₁₁
） 　

渡
辺
誠
一
「
美
意
識
の
転
換―

侘
び
の
萌
芽
」『
侘
び
の
世
界
』　

論
創
社　

2
0
0
1　

p.34

　
（
₁₂
） 　

神
原
邦
男
「
茶
道
に
お
け
る
芸
道
観
の
系
譜―

定
家
の
『
詠
歌
大
概
』
を
中
心
と
し
て―

」『
日
本
茶
道
成
立
史
演
習
』　

非
売
品　

1
9
6
7　

p.14

　
（
₁₃
） 　

河
野
喜
雄
「
侘
び
論
」『
わ
び
・
さ
び
・
し
を
り
』　

ぺ
り
か
ん
社　

1
9
8
3　

p.98

　
（
₁₄
） 　

林
屋
辰
三
郎
ほ
か
『
角
川
茶
道
大
事
典
』　

角
川
書
店　
「
侘
」
の
項　

1
9
9
0　

p.1471

　
（
₁₅
） 　

野
間
光
辰
『
刪
補
西
鶴
年
譜
考
証
』 

中
央
公
論
社　

1
9
8
3　

pp.444-445

　
（
₁₆
） 　

栗
山
理
一
校
注
訳
「
俳
論
集
」
日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集
能
楽
論
集
俳
論
集
』　

小
学
館　

1
9
8
0
（
1
9
7
3　

初
版
） 

p.486

　
（
₁₇
） 　

井
上
敏
幸
「
西
鶴
と
芭
蕉―
『
名
残
の
友
』
に
お
け
る
桃
青
評―

」『
雅
俗
』
5　

九
州
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室　

1
9
9
8　

pp. 42 - 58

　
（
₁₈
） 　

水
谷
隆
之
「『
団
袋
』
の
西
鶴―

団
水
と
の
両
吟
半
歌
仙
に
つ
い
て
」『
国
語
国
文
学
』　

東
京
大
学
国
語
国
文
学
会　

2
0
0
9　

pp.29-42 

　
（
₁₉
） 　

小
島
吉
雄
「
わ
び
の
心
境―

西
鶴
好
色
一
代
男
出
板
二
百
五
十
年
目
に
際
し
て―

」『
九
州
大
学
國
文
學
』
第
2
号　

九
州
大
学
国

文
学
研
究
会　

1
9
3
1　

pp.108-112

　
（
₂₀
）　

野
毛
孝
彦
「
芭
蕉
に
お
け
る
『
わ
び
』」『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
十
三
冊　

1
9
9
7　

pp.255-266

　
（
₂₁
）　

浪
本
澤
一
「
芭
蕉
の
『
わ
び
』
と
去
来
の
『
さ
び
』」『
俳
句
』　

角
川
書
店　

1
9
8
0
・
9　

p.67

　
（
₂₂
）　

野
間
光
辰
『
刪
補
西
鶴
年
譜
考
証
』 

中
央
公
論
社　

1
9
8
3　

pp.337-338

　
（
₂₃
）　

麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
『
諸
艶
大
鑑　

決
定
版　

対
訳
西
鶴
全
集
2
』　

明
治
書
院　

1
9
9
2　
　

p.84

　
（
₂₄
）　

麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
『
武
家
義
理
物
語　

決
定
版　

対
訳
西
鶴
全
集
8
』　

明
治
書
院 

1
9
9
2　

p.85　

　
（
₂₅
）　

熊
倉
功
夫
校
注
『
山
上
宗
二
記
』　

岩
波
文
庫　

2
0
0
6　

p.90

　
（
₂₆
）　

₂₅
に
同
じ　

p.98

　
（
₂₇
）　

桑
田
忠
親
『
山
上
宗
二
記
の
研
究
』　

河
原
書
店　

1
9
9
1
（
1
9
5
7　

初
版
）　p.208

　
（
₂₈
） 　

表
章
校
注
訳
「
風
姿
花
伝
」
日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集
能
楽
論
集
俳
論
集
』　

小
学
館　

1
9
8
0
（
1
9
7
3　

初
版
）

���
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pp.217-224 
 　

　
　

 　

な
お
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
に
も
こ
の
部
分
か
ら
の
影
響
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、拙
稿
「『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
巻
五
の
一
「
灯

挑
に
朝
顔
」
再
考
」『
文
藝
言
語
研
究　

文
藝
篇
₄₂
』
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系　

２
０
０
２　

p.76　

に
指
摘
し
た
。

　
（
₂₉
）　

田
中
善
信
『
芭
蕉
』　

中
公
新
書　

2
0
1
0　

p.146

　
（
₃₀
）　

堀
信
夫
「
芭
蕉
の
わ
び
と
茶
」『
茶
道
雑
誌
』　

河
原
書
店　

2
0
0
1　

pp.32-37

　
（
₃₁
）　

₂₉
に
同
じ　

pp.111-114

　
（
₃₂
）　

暉
峻
康
隆
『
西
鶴　

評
論
と
研
究
』
下　

中
央
公
論
社　

1
9
5
3　

p.252

　
（
₃₃
） 　

吉
江
久
彌
「
西
鶴
の
芸
道
観―

『
西
鶴
名
残
の
友
』
を
中
心
に
」『
西
鶴
論
叢
』　

中
央
公
論
社　

1
9
7
5
・『
西
鶴　

人
ご
こ
ろ

の
文
学
』　

和
泉
書
院　

1
9
8
8　

p.99

　
（
₃₄
）　

西
島
孜
哉
「
晩
年
の
活
動
」『
西
鶴
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』 

世
界
思
想
社　

1
9
9
3　

p.184
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