
「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
目
は
氾
」

て
は
じ
め
に

芭
蕉
の
俳
句
の
一
つ
で
あ
る
「
ゆ
く
春
や
烏
な
き
魚
の
目
は
な

み
だ
」
の
解
釈
を
、
理
解
と
い
う
立
場
で
行
っ
て
み
た
。
私
の
地

元
、
岩
手
県
に
は
岩
手
山
が
あ
る
。
東
北
新
幹
線
の
感
関
駅
を
降

り
る
と
、
北
方
に
二

O
三
八
メ
ー
ト
ル
の
岩
手
山
が
見
え
る
。
こ

の
岩
手
山
は
別
名
、
山
石
鷲
山
、
ガ
ン
ジ
ュ
サ
ン
、
ま
た
は
ガ
ン

シ
ユ
ウ
ザ
ン
と
呼
ば
れ
る
。
雪
解
け
の
春
先
、
四
月
中
旬
頃
に
な

る
と
、
雪
解
け
に
伴
っ
て
、
岩
肌
に
鷲
が
羽
を
広
げ
た
形
が
見
え

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
岩
肌
に
鷲
が
羽
を
広
げ
る
形
が
「
現

れ
る
」
と
は
せ
ず
に
、
「
見
え
る
」
と
表
現
し
た
の
は
、
見
る
者

が
す
で
に
鷲
と
い
う
烏
が
羽
を
広
げ
た
形
を
知
っ
て
い
る
、
少
な

く
と
も
、
鷲
が
羽
を
広
げ
た
形
・
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
。

同
じ
よ
う
に
、
「
ゆ
く
春
や
鳥
な
き
魚
の
目
は
な
み
だ
」

の
教
材
解
釈
に
つ
い
て
の
一
試
案

大

河

原

1青

味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
知
識
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
前
提
に
し
て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
対
象
と
す
る
言
葉
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
前
提

と
な
る
知
識
と
し
て
鳥
や
魚
に
つ
い
て
の
漢
詩
に
お
け
る
意
味

を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
例
示
す
る
た
め
に
、
「
ゆ
く
春
や
鳥
な
き

魚
の

B
は
な
み
だ
」
の
解
釈
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
「
魚
の
目
」

と
繋
い
で
詠
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
魚
の
」
で
一
端
区
切
り
、

「
自
は
涙
」
と
す
る
こ
と
で
、
一
保
を
流
し
た
の
は
芭
蕉
自
身
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
。

二
、
従
来
の
解
釈
に
つ
い
て

。〉

背

「
奥
の
細
道
』
に
「
行
春
や
鳥
柿
き
魚
の
自
は
泊
」
の
匂
が
あ
る
。

芭
蕉
が
千
住
を
旅
立
つ
に
あ
た
っ
て
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
こ
の
句

の
解
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
小
学
生
向
け
、
高
校
生
向
け
、
大



学
生
向
け
、
そ
し
て
一
般
読
者
向
け
の
資
料
を
こ
こ
で
は
引
用
す

る
。
(
な
お
以
下
に
お
い
て
引
用
が
長
く
な
る
の
は
、
正
確
を
期

す
た
め
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
)
。

一
一
、
一
小
学
生
向
け
図
書
の
場
合

「
ゆ
く
春
や
鳥
な
き
魚
の
目
は
な
み
だ

春
は
、
も
う
去
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
去
っ

て
い
く
春
を
お
し
む
気
も
ち
は
、
人
間
ば
か
り
で
な
く
、
無
心
の

鳥
や
魚
だ
っ
て
お
な
じ
と
み
え
ま
す
。
ご
ら
ん
な
さ
い
。
春
と
と

も
に
、
み
な
さ
ん
が
た
と
わ
か
れ
を
つ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
た

し
た
ち
の
白
か
ら
み
れ
ば
、
烏
も
魚
も
、
春
を
お
し
ん
で
な
み
だ

を
な
が
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
よ
:
:
:
と
い
う
意
味
で
す
よ

(
小
倉
肇
一
九
八
三
少
年
少
女
伝
記
読
み
も
の
松
尾
百
蕉

一
二
八
頁
)

さ
・
え
・
ら
書
一
房

二
、
二
高
校
生
向
け
教
科
書
解
説
の
場
合

「
春
は
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
惜
し
ん
で
鳥
も

鳴
き
、
魚
の
自
に
も
一
保
が
う
る
ん
で
い
る
よ
う
だ
よ
課
題
の
解

説
に
は
課
題
と
し
て
「
『
行
く
春
や
・
・
・
』
の
匂
に
は
ど
の
よ

う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
よ
と
あ
り
、

そ
の
ヒ
ン
ト
に
は
「
前
後
の
文
章
を
参
考
に
し
、
特
に
作
者
自
身

が
吋
一
保
を
そ
そ
」
い
で
い
る
点
に
注
意
す
る
。
」
と
あ
る
。
解
答

例
で
は
「
春
を
惜
し
む
烏
や
魚
に
託
し
て
、
作
者
自
身
が
旅
立
ち

に
際
し
て
抱
い
て
い
る
、
遥
か
な
前
途
へ
の
不
安
や
、
親
し
い

人
々
と
の
別
れ
の
悲
し
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
」
(
三
省
堂
編
集

所
編
一
九
九
九
三
省
堂
版
教
科
書
学
習
高
等
学
校
古
典

I
古

文
編
(
発
行
元
三
省
堂
・
発
売
元
朋
友
出
版
)

二
三
二
貰
)

一
二
二
一
ー

ニ
、
一
一
一
大
学
生
向
け
総
合
国
語
便
覧
の
場
合

「
行
く
春
や
烏
柿
き
魚
の
目
は
涙
(
奥
の
縦
道
・
春
)

春
の
ゆ
く
こ
ろ
、
旅
立
ち
の
た
め
友
人
と
別
れ
よ
う
と
し
て
い

る
と
、
鳥
も
悲
し
げ
に
鳴
き
、
魚
の
自
も
一
保
に
う
る
ん
で
い
る
よ

う
だ
。
」
(
稲
賀
敬
二
・
竹
盛
天
雄
・
森
野
繁
夫
監
修
一
九
七
八

増

補

改

訂

新

訂

総

合

国

語

便

覧

教

育

図

書

出

版

第
一
学
習
社
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一
六
六
頁
)

二
、
西
一
般
読
者
向
け
図
書
の
場
合
(
ご

「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
目
は
沼

こ
の
句
は
、
「
行
く
春
』
が
季
題
で
あ
る
。
春
が
も
う
去
っ
て

行
こ
う
と
し
て
い
る
が
、
去
り
行
く
春
の
愁
い
は
、
人
間
ば
か
り

で
な
く
、
無
心
な
鳥
や
魚
ま
で
も
感
ず
る
と
見
え
、
鳥
は
悲
し
げ



に
な
き
、
魚
の
限
に
は
涙
が
あ
ふ
れ
で
い
る
よ
う
だ
、
と
い
う
意

味
で
、
去
り
行
く
季
節
の
あ
わ
れ
と
同
時
に
、
人
々
と
の
離
別
の

悲
し
み
が
箆
め
ら
れ
て
い
る
。
」
(
井
本
農
一
芭
蕉
日

そ
の
人
生
と
芸
術
講
談
社
現
代
新
書

一
r
ぃ一、、ー、

一J
ノ
」
/
/
/

一
四
四
頁
)

二
、
五
一
般
読
者
向
け
図
書
の
場
合
(
ニ
)

「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
自
は
沼

(
春
の
行
く
季
節
に
、
自
分
も
遠
く
旅
立
っ
て
行
く
。
行
く
人

も
送
る
人
も
、
離
別
の
悲
し
さ
は
ひ
と
し
お
だ
が
、
行
く
春
の
悲

し
さ
に
、
無
心
の
烏
も
時
き
、
魚
も
自
に
沼
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
)

-
・
・
(
引
用
者
が
途
中
を
省
略
す
る
)

千
住
は
奥
羽
街
道
の
第
一
の
宿
場
で
、
道
の
左
右
に
は
旅
亭
や
商

家
が
軒
を
並
べ
、
旅
人
の
往
来
が
絶
え
な
か
っ
た
。
毎
朝
、
近
郷

の
人
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
五
穀
や
野
菜
や
川
魚
な
ど
の
市
が

立
っ
た
。
深
川
か
ら
送
っ
て
き
た
親
し
い
人
た
ち
と
は
、
こ
こ
で

別
れ
る
の
で
あ
る
。

前
途
何
千
里
の
思
い
が
胸
に
ふ
さ
が
っ
て
、
『
幻
の
ち
ま
た
」

に
離
別
の
涙
を
そ
そ
い
で
い
た
と
、
書
い
て
い
る
。
い
ま
の
旅
行

と
ち
が
っ
て
、
た
い
へ
ん
な
決
'
一
意
で
で
か
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の

と
き
作
っ
た
人
々
へ
の
留
別
の
句
が
、
『
行
く
春
や
」
の
匂
で
あ
る
。

時
は
ち
ょ
う
ど
弥
生
の
終
わ
り
で
あ
る
か
ら
、
活
春
の
感
じ
を

詠
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
、
も
ち
ろ
ん
惜
別
の
情
が
か
さ
な
っ
て
い

る。
『
鳥
時
き
魚
の
呂
は
泊
』
と
い
う
の
は
、
激
し
い
表
現
で
あ
る
。

魚
鳥
は
、
こ
の
と
き
自
に
し
、
耳
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

魚
は
千
住
の
魚
市
で
見
た
の
だ
ろ
う
と
、
む
か
し
か
ら
説
が
あ

り
、
滝
井
孝
作
氏
は
、
舟
で
く
る
と
き
隅
田
川
で
見
た
の
だ
ろ
う

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
匂
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
生
き
た
魚
烏

で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
、
こ
の
句
の
魚
鳥
は
、
同
時
に
象

徴
的
な
芭
蕉
の
脳
裏
の
風
景
で
も
あ
る
。

行
く
春
の
別
れ
に
は
、
花
も
涙
を
そ
そ
ぎ
、
鳥
も
心
を
驚
か
す

と
、
杜
甫
は
詩
に
う
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
崇
徳
院
の
歌
に
『
花

は
根
に
烏
は
古
巣
に
帰
る
な
り
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
歌

は
『
大
菩
薩
峠
』
で
も
、
関
の
山
の
お
玉
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
哀

愁
ふ
か
く
歌
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
詩
や
歌
を
も
と
に
し
て
、
芭
蕉

は
こ
の
惜
春
の
句
を
作
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
う

い
う
伝
統
的
な
発
想
が
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
も
言
い
き
れ
な

い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
動
物
た
ち
が
時
泣
し
て
い
る
釈
尊
浬
繋
図

も
、
芭
蕉
の
意
識
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
句
の
リ
ズ
ム
の
波
の
起
伏
は
す
ば
ら

し
い
。
一
匂
の
地
色
も
、
ま
た
す
こ
ぶ
る
濃
淡
の
変
化
に
富
ん
で
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い
る
。
」
(
山
本
健
吉
(
鈴
木
勤
編
)

日
本
の
古
典
日
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
版

一
六
百
九
)

九

七

五

奥

の

料

道

/

世

界

文

化

社

一

四

l

以
上
の
通
り
、
こ
の
匂
に
つ
い
て
は
一
様
に
魚
の
自
に
涙
が
流

れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
主
流
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

ニ
、
な
ぜ
に

「
魚
の
自
は
沼
」
な
の
で
あ
ろ
う
か

「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
目
は
氾
」
に
お
け
る
「
魚
の
目
は
沼
」

に
つ
い
て
は
、
奇
抜
な
表
現
と
し
て
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
論
じ
ら

れ
て
き
た
。

「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
告
は
沼
」
の
勾
の
な
か
の
「
魚
の
自
は
沼
」

か
ら
、
魚
が
一
保
を
流
す
と
い
う
表
現
が
、
私
に
は
奇
異
に
感
じ
ら

れ
る
。
詩
人
は
魚
の
目
は
泊
を
流
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

の
で
、
違
和
感
は
少
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
私
に
は
こ
の
解
釈

が
ど
う
し
て
も
納
得
が
ゆ
か
な
い
。
多
く
の
解
釈
は
、
こ
の
匂
の

読
み
方
を
、
「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
自
は
氾
」
の
通
り
、
「
鳥

時
き
」
と
「
魚
の
自
は
泊
」
の
よ
う
に
区
切
る
こ
と
で
、
そ
の
よ

う
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

呂
、
「
魚
の
目
は
沼
」

の
整
理

に
つ
い
て
の
内
山
(
一
九
七
六
)

一
内
山
は
近
代
の
人
々
だ
け
の
説
を
次
の
通
り
整
理
し
て
い
る
。

魚
自
は
一
保
目
で
あ
る
。
(
山
口
誓
子
「
実
作
者
の
言
葉
」
)

千
住
の
魚
市
を
見
た
。
(
志
田
義
秀
「
奥
の
細
道
評
釈
」
)

魚
の
目
と
い
う
も
の
は
い
つ
も
沼
を
た
め
て
い
る
よ
う
な
う

る
ん
だ
も
の
だ
か
ら
泊
と
い
っ
た
の
は
巧
み
で
あ
る
。
(
荻

原
井
泉
水
「
奥
の
細
道
評
論
」
)

活
先
に
な
ら
べ
て
あ
る
魚
を
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
(
小

(
白
血
丘
陵
「
芭
蕉
研
究
」
)

釈
迦
浬
繋
図
に
い
ろ
ん
な
動
物
が
精
泣
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

高
浜
虚
子
が
連
想
し
て
い
る
。
(
山
本
健
吉
「
芭
蕉
」
)
(
内

山
一
也
一
九
七
六
鑑
賞
奥
の
細
道
笠
間
書
院
一
八
1

一
九
一
良
)
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こ
の
よ
う
な
整
理
を
踏
ま
え
て
、
内
山
は
「
芭
蕉
の
心
に
は
や

は
り
、
そ
の
底
に
杜
甫
や
陶
淵
間
的
の
詩
が
流
れ
て
い
て
、
そ
の
惜

別
の
情
を
魚
烏
に
託
す
る
と
い
う
穎
原
退
蔵
説
の
方
が
ま
だ
い
い

と
思
う
。
」
(
一
九
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
末
尾
に
お
い
て
も

「
穎
原
退
蔵
説
『
惜
別
の
情
を
魚
烏
に
託
す
る
』
と
い
う
と
こ
ろ

に
落
ち
つ
く
よ
う
で
あ
る
。
」
(
二

O
頁
)
と
結
ん
で
い
る
。
私
も



惜
別
の
情
を
魚
鳥
に
託
す
る
と
い
う
こ
の
内
山
氏
の
結
論
に
同
意

す
る
。五

、
問
題
意
識
と
私
な
り
の
解
釈
の
視
点
(
句
切
り
の

務
題
)

前
述
し
た
頴
原
・
内
山
説
に
同
意
す
る
こ
と
で
、
次
に
、
私
な

り
の
解
釈
の
視
点
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
私
は
こ
の
発
句
「
行

春
や
鳥
時
き
魚
の
目
は
氾
」
は
、
「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
目

は
沼
」
の
通
り
、
「
鳥
時
き
魚
の
」
と
「
白
は
沼
」
と
に
区
切
る

こ
と
の
ほ
う
が
、
意
味
を
よ
り
素
直
に
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
三
行
輩
出
き
に
表
示
す
る
こ
と

で
、
解
釈
が
よ
り
納
得
の
行
く
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
忠

、
つ
の
で
あ
る
。

刀
打
春
や

鳥
時
き
魚
の
・
・
・
(
郷
愁
の
想
い
で
芭
蕉
が
絶
句
し
た
状

態
を
一
不
す
)

自
は
沼
」

私
の
興
味
関
心
は
、
一
つ
の
句
で
さ
え
も
、
前
提
と
な
る
知
識

を
踏
ま
え
て
こ
の
匂
は
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。
前
述
し
た
穎
原
・
内
山
説
に
同
意
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ

が
芭
蕉
の
漢
詩
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
漢
詩
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
無
い
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、

そ
の
場
合
に
は
、
烏
や
魚
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
ど
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
、
漢
詩
の
影
響

前
述
の
区
切
り
か
ら
、
「
鳥
時
き
魚
の
」
は
、
単
純
に
漢
詩
に

あ
る
烏
や
魚
の
郷
愁
を
思
う
こ
と
と
と
ら
え
て
も
良
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

六
、
一
句
の
出
所

句
の
出
所
に
つ
い
て
は
内
山
(
一
九
七
六
)
は
「

1

古
詩

を
典
拠
と
す
る
と
い
う
説
。

2

典
拠
は
全
く
な
い
と
す
る
説
。

3

参
考
の
程
度
に
考
え
れ
ば
よ
い
と
す
る
説
。
」
(
一
八
頁
)
と

述
べ
て
い
る
。

ー
の
古
詩
の
場
合
に
つ
い
て
、
山
本
(
一
九
五
九
、
二
五
八
百
八
)

が
挙
げ
て
い
る
三
つ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
古
楽
府
」
の
「
十
u
魚
過
河
泣
、
何
時
復
還
入
」

社
市
の
『
春
望
』
の
詩
句
「
感
時
花
機
一
保
、
恨
別
鳥
驚
心
」

陶
淵
明
の
『
帰
国
間
居
』
の
詩
旬
、
「
鴇
鳥
山
柳
川
益
田
林
、
池
魚
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思
故
淵
」

こ
の
ほ
か
「
奥
細
道
菅
菰
抄
」

で
は

(
萩
原

一
九
七
九
、
二
ハ
七
頁
)

「
文
選
古
詩
」
の
「
王
鮪
懐
河
納
、
長
風
(
騰
ヲ
一
五
)
忠
北
林
」

を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
漢
詩
の
中
か
ら
、
私
は
陶
潟
明
の
「
田
閣
の
居
に
帰

る
」
に
依
拠
し
た
い
。
「
抑
制
(
蒋
)
鳥
は
旧
林
を
恋
い
、
池
魚
は

故
淵
を
思
う
」
で
あ
る
。
野
崎
(
一
九
七
八
)
も
「
行
く
春
や
・
・
・
」

の
匂
が
陶
淵
明
の
「
田
閣
の
居
に
帰
る
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思

わ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

私
が
陶
淵
明
の
「
田
閣
の
居
に
帰
る
」
に
依
拠
す
る
理
由
は
、

こ
の
詩
が
鳥
と
魚
の
二
つ
を
対
象
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一

羽
旅
に
出
て
、
他
郷
に
住
み
着
い
た
鳥
は
、
旅
立
っ
た
故
郷
の
林

を
思
い
出
す
。
あ
る
い
は
、
渡
り
鳥
が
故
郷
を
離
れ
、
旅
の
途
中

で
故
郷
の
林
を
思
い
出
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
池
の
な
か
の
魚

は
、
昔
泳
い
で
い
た
故
郷
の
水
を
深
く
た
た
え
た
と
こ
ろ
の
川
を

思
い
出
す
。
あ
る
い
は
川
を
渡
っ
て
き
た
魚
は
、
出
発
し
て
き
た

故
郷
の
川
を
思
い
出
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
も
詩
作
者

が
、
鳥
や
魚
に
自
己
告
身
を
投
影
し
て
、
故
郷
を
思
う
気
持
ち
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
の
「
文
選
吉
詩
』
の
「
王
鮪
壊
河
陣
、

長
風
(
鷹
ヲ
云
)
忠
北
林
」
も
向
じ
よ
う
な
気
持
ち
で
あ
ろ
う
。

4 

東
北
と
い
う
未
知
の
地
へ
の
旅
に
出
発
し
た
芭
蕉
も
、
故
郷
の

江
戸
深
川
の
町
と
そ
こ
に
居
住
す
る
多
く
の
知
人
と
人
々
を
思
い

だ
し
て
、
自
然
に
涙
が
白
か
ら
溢
れ
出
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

漢
詩
の
影
響
と
「
告
は
泊
」
か
「
自
に
沼
」

て
の
麻
生
(
一
九
六
こ
の
解
説

麻
生
(
一
九
六
こ
「
奥
の
総
道
講
読
』
の
漢
詩
の
影
響
と
「
自

は
泊
」
に
つ
い
て
の
解
説
を
、
以
下
に
引
用
す
る
。

[
勾
解
〕
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
目
は
沼

三
行
く
春
」
が
季
題
で
あ
る
。
過
ぎ
去
ろ
う
と
す
る
春
、
の
意
。

晩
春
。
『
行
く
春
や
』
の
「
や
』
は
切
字
。
詠
嘆
の
助
詞
。
お
り

か
ら
旧
暦
三
月
下
旬
で
、
春
も
暮
れ
て
逝
こ
う
と
し
て
い
る
。
春

が
去
り
行
く
の
を
惜
し
ん
で
、
鳥
は
悲
し
げ
に
陪
き
、
魚
の
目
も

一
保
で
う
る
お
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
匂
で
あ
る
。
惜

春
の
情
を
、
心
な
き
鳥
や
魚
に
ま
で
移
入
し
て
詠
み
あ
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。

『
鳥
薄
暗
き
魚
の
目
は
泊
』
と
い
う
の
は
奇
抜
な
表
現
で
あ
る
が
、

こ
の
句
に
つ
い
て
は
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
出
典
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
社
甫
の
「
春
望
」
の
詩
句
『
感
時
花
機
一
保
、
恨
加

鳥
驚
心
』
や
、
向
淵
明
の
『
帰
国
留
一
居
」
の
詩
句
、
『
抑
制
烏
恋
旧
林
、

に
つ
い
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池
魚
思
故
淵
』
や
、
「
古
今
集
』
の
読
み
人
し
ら
ず
の
歌
「
鳴
き

渡
る
慌
の
一
保
や
落
ち
つ
ら
む
物
思
ふ
宿
の
萩
の
上
の
露
』
や
、
『
述

異
記
』
の
『
南
海
中
有
鮫
入
、
室
水
居
如
魚
、
不
廃
機
織
、
其
限

能
泣
、
別
出
珠
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
句
が
、

芭
蕉
の
血
肉
と
な
っ
て
、
こ
の
匂
に
影
響
し
て
い
る
と
は
い
え
よ

う
が
、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
が
こ
の
匂
の
出
典
で
あ
る
と
き
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
。

下
五
の
「
自
は
沼
』
は
、
『
安
達
太
郎
根
』
(
潟
北
編
)
に
は
「
自

に
涙
」
と
あ
る
。
『
自
に
涙
』
で
は
、
一
雫
の
涙
を
た
た
え
て
い

る
よ
う
に
間
こ
え
て
よ
く
な
い
。
「
白
は
一
保
」
と
あ
る
の
で
、
限

一
ぱ
い
に
一
俣
の
溢
れ
る
さ
ま
が
印
象
的
に
は
っ
き
り
感
ぜ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
『
魚
の
目
は
沼
』
と
い
う
奇
抜
な
表
現
に
つ
い
て
は
、

千
住
の
魚
市
の
魚
か
ら
着
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
か
、
上
陸
の
際

に
魚
商
の
魚
を
見
た
の
で
、
こ
う
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
か
、
い

ろ
い
ろ
の
説
が
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
穿
撃
す
る
必
要
は
あ
る
ま

い
。
魚
の
自
を
見
る
と
、
実
際
泣
い
て
い
た
よ
う
に
う
る
ん
で
い

る
の
で
、
そ
の
印
象
が
芭
蕉
の
頭
に
残
っ
て
い
て
、
こ
う
い
う
表

現
を
と
ら
せ
た
と
は
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
句
は
惜
春
の
情
を
よ
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ

れ
だ
け
で
は
な
く
、
見
送
り
の
人
々
に
対
す
る
惜
別
の
情
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
。
何
丸
の
「
芭
蕉
翁
勾
解
大
成
』
(
内
題
『
芭
蕉
翁

句
解
参
考
』
天
保
元
年
自
序
)
に
引
く
一
説
、
「
一
書
に
い
ふ
、

元
禄
二
年
奥
の
細
道
留
別
の
匂
に
し
て
、
跡
に
と
ど
ま
る
も
の
を

魚
に
比
し
、
み
づ
か
ら
は
鳥
に
比
し
て
、
別
れ
の
ま
こ
と
を
つ
く

さ
れ
た
り
』
と
あ
る
。
見
送
る
人
々
を
魚
に
、
芭
蕉
を
鳥
に
比
し

た
と
い
う
よ
う
に
、
区
別
す
る
の
は
考
え
過
ぎ
で
あ
る
が
、
こ
の

匂
が
離
別
の
哀
傷
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
『
行

く
春
』
と
い
う
言
葉
に
は
、
奥
州
へ
旅
に
行
く
と
い
う
気
持
ち
が

託
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
旅
に
行
く
人

も
、
そ
れ
を
見
送
る
人
々
も
、
一
し
ょ
に
な
っ
て
涙
を
流
し
て
い

る
さ
ま
が
、
野
一
刀
境
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
か
ら
比
稔
的
な
観
念
が
存
し
て
、
そ
れ
を
一
句
に
し
た

と
い
う
の
は
、
い
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、
惜
別
の
悲
し
み
を
そ
の

ま
ま
魚
鳥
の
情
に
託
し
た
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
匂
の
モ
チ
ー

フ
は
惜
別
の
情
で
あ
っ
て
、
惜
別
の
情
を
惜
春
の
情
に
移
し
、
そ

の
浩
春
の
情
を
「
鳥
時
き
魚
の
目
は
泊
』
と
い
う
生
き
生
き
と
し

た
具
体
的
な
姿
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
常
に
こ
う
い
う

象
徴
的
な
表
現
を
得
意
と
し
て
い
る
。
」
(
麻
生
磯
次
一
九
六
一

奥
の
細
道
議
読
明
治
書
院
一
二

O
l
三
一
頁
)
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「
自
に
涙
」

に
つ
い
て

一
保
を
流
す
の
が
魚
な
ら
ば
、

と
す
る
の
が
普

「
魚
の
呂
に
一
俣
」



通
で
あ
ろ
う
。
明
ら
か
に
誤
植
と
思
わ
れ
る
資
料
と
し
て
、
角
川

書
応
編
(
二

O
O
一
)
ピ
ギ
ナ

i
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
「
お
く
の

ほ
そ
道
(
全
)
」
お
い
て
は
、
後
半
箇
所
「
蛤
の
ふ
た
み
に
別
れ

行
く
秋
で
」
の
解
説
に
お
い
て
、
で
」
の
匂
は
、
「
旅
立
ち
』
の
章

の
「
行
く
春
や
鳥
時
き
魚
の
目
に
一
保
』
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
」
(
一
二
二
ニ
頁
)
と
あ
る
通
り
、
「
自
は
涙
」
で
は
な
く
「
自

に
涙
」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
校
正
時
点
で
見
落
と
し
て
し
ま
っ

た
の
は
、
校
正
者
の
単
な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
芭
蕉
が
あ
え

て
「
は
」
と
し
た
の
は
、
推
敵
時
点
に
お
い
て
、
『
魚
の
自
に
』

で
は
な
く
、
芭
蕉
自
身
の
涙
と
し
て
「
白
は
涙
」
の
「
は
」
を
選

択
し
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

な
お
、
山
本
(
一
九
五
九
)
は
二
安
達
太
郎
根
」
に
は
『
自

に
涙
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
匂
の
リ
ズ
ム
が
弱
ま
り
、
説
明
的

に
な
る
。
誓
子
は
音
訴
の
上
か
ら
、
『
や
』
と
『
は
』
が
こ
こ
で

は
「
激
し
く
競
合
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
私
は
そ
う
は
感
じ

な
い
。
」
(
二
六
二
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。

資
料
の
「
安
達
太
郎
根
』
に
つ
い
て
は
岩
手
大
学
的
属
図
書
館

の
相
互
貸
借
で
も
現
在
入
手
困
難
な
た
め
に
、
「
に
」
と
「
は
」

の
違
い
に
つ
い
て
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
(
東
京
大

学
竹
冷
文
庫
の
板
本
に
あ
る
)
。
あ
る
い
は
芭
蕉
の
原
文
を
弟
子

が
転
記
す
る
際
に
、
間
違
え
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

七
、
執
筆
時
期
の
問
題
点
(
旅
先
の
執
筆
時
ま
た
は
帰

郷
後
の
推
蔽
時
と
い
っ
た
作
句
時
期
の
問
題
点
)

芭
蕉
は
元
禄
二
(
一
六
八
九
)
年
三
月
下
旬
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
旅
に
立
ち
、
約
五
カ
月
の
問
、
奥
羽
・
北
陸
を
旅
行
し
、
八
月

二
十
一
日
頃
大
垣
に
到
着
し
た
(
井
本
一
九
六
八
、
二
三
九
頁
)
。

こ
の
勾
は
、
出
発
地
の
千
住
で
詠
ん
だ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
千
住
を
遠
く
離
れ
た
東
北
の
旅
の
途
中
に
、
ま
た
は
帰
郷
後
、

『
奥
の
細
道
』
の
執
筆
と
推
蔽
時
に
練
ら
れ
た
匂
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
。

執
筆
時
期
の
問
題
、
つ
ま
り
芭
蕉
が
出
発
地
の
千
住
で
読
ん
だ

と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
過
ぎ
行
く

春
に
、
鳥
の
鳴
き
声
に
は
っ
と
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
魚
が
そ
の
故

淵
を
思
い
出
す
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
芭
蕉
は
漢
詩
に
あ
る
鳥
や

魚
で
さ
え
故
郷
を
思
う
気
持
ち
を
思
い
出
し
て
、
い
わ
ば
自
身
の

郷
愁
の
思
い
に
は
っ
と
気
づ
い
て
・
・
・
ま
さ
に
絶
句
状
態
に

な
っ
て
、
芭
蕉
自
身
の
呂
か
ら
涙
が
留
め
な
く
溢
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
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そ
こ
で
は
、
陶
潟
明
の
漢
詩
を
芭
蕉
が
思
い
浮
か
べ

た
と
想
像
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
こ
の
句
は
、
千
住
と
い
う
地
で

と
い
う
よ
り
も
、
千
住
か
ら
、
だ
い
ぶ
離
れ
た
地
、
あ
る
い
は
奥



の
細
道
の
旅
を
終
え
て
、
芭
蕉
の
旅
の
出
発
時
を
し
み
じ
み
と
振

返
っ
て
詠
ん
だ
も
の
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
と
、
故
郷
の
江
戸
深
川
を
遠
隔
地
で
思
い
出
し

て
、
つ
ま
り
出
立
し
て
き
た
第
二
の
故
郷
で
あ
る
江
戸
を
思
う
気

持
ち
に
打
た
れ
、
芭
蕉
自
身
が
一
保
を
流
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
解

釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

井
本
(
一
九
六
八
)
は
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
完
成
時
期
に

つ
い
て
、
以
下
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

「
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
い
つ
執
筆
し
た
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら

な
い
が
、
草
稿
を
曾
良
が
筆
写
し
た
曾
良
本
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
成
っ
た
の
が
元
禄
五
年
六
月
以
後
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
恐
ら
く
元
禄
六
年
の
後
半
に
、
あ
る
程
度
ま
で
の
推
敵
が
進

め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
(
拙
稿
「
曾
良
本
お
く
の
ほ
そ
道
の
研

究
」
)
。
こ
の
夏
か
ら
秋
へ
の
間
関
の
間
に
も
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

の
執
筆
と
推
敵
は
進
め
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

大
体
芭
蕉
は
、
自
分
の
作
品
に
何
度
も
何
度
も
手
を
入
れ
る
型

の
作
家
で
あ
る
。
発
句
も
そ
う
だ
が
、
文
章
も
そ
う
で
あ
る
。
『
幻

往
庵
記
」
に
し
て
も
、
何
度
も
何
度
も
書
き
直
し
、
去
来
や
凡
兆

等
の
意
見
を
開
い
て
は
取
り
入
れ
て
い
る
。
紀
行
の
執
筆
態
度
も

一
同
様
に
推
戴
に
推
敵
を
重
ね
て
い
る
。
紀
行
の
場
合
に
は
、
旅
中

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
短
文
を
ま
ず
執
筆
し
、
そ
れ
が
あ
る
程
度
た

そ
れ
ら
の
短
文
を
基
礎
に
し
て
執
筆
を
進
め

ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、

た
形
跡
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
よ
う
な
長
文
の
紀
行
は
、
か

な
り
長
い
歳
月
を
か
け
て
書
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら

く
は
、
江
戸
へ
戻
っ
て
来
て
、
よ
う
や
く
生
活
が
務
ち
着
い
た
、

元
禄
五
年
頃
か
ら
、
折
り
折
り
に
筆
を
進
め
、
元
禄
六
年
の
後
半

に
一
ま
ず
ま
と
め
、
更
に
七
年
の
は
じ
め
ま
で
推
敵
を
続
け
た
と

み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

曾
良
が
特
に
許
さ
れ
て
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
筆
写
し
た
の
は
、

彼
が
そ
の
旅
の
同
行
者
だ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
が
、
曾
良
が
写

し
た
あ
と
も
、
芭
蕉
は
更
に
推
誌
を
加
え
て
い
る
。
芭
蕉
が
曾
良

に
筆
写
を
許
し
た
の
は
、
一
応
完
成
し
た
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
未
完
成
の
も
の
を
写
さ
せ
る
は
ず
が
な
い
。
従
っ
て
そ
の
筆

写
の
時
期
は
、
素
竜
筆
写
本
の
で
き
る
元
禄
七
年
初
夏
以
前
で
あ

る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
ま
た
そ
れ
よ
り
余
り
遠
く
さ
か
の
ぼ
る
と

は
思
わ
れ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
数
カ
月
で
あ
ろ
う
。
曾
良
は
元
禄
六

年
秋
か
ら
翌
年
ま
で
江
戸
に
い
て
、
芭
蕉
の
身
辺
に
近
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
の
頃
に
筆
写
を
許
さ
れ
た
の
で
あ

ろ、っ。
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い
ず
れ
に
し
て
も
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
が
、
旅
行
藍
後
の
執
筆

で
は
な
く
、
旅
行
後
数
年
た
っ
て
か
ら
の
執
筆
で
あ
り
、
し
か
も



そ
の
向
に
、
作
風
の
よ
で
大
き
な
転
回
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
憶
す

べ
き
で
あ
る
。
一
冗
禄
三
、
四
年
の
時
期
に
、
芭
蕉
が
新
風
を
志
し

た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
ま
た
、
「
笈
の
小
文
」
の

未
定
稿
が
、
元
禄
四
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
述
べ

た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
吋
お
く
の
ほ
そ
道
」
が
執
筆
さ
れ
た
こ

と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
(
井
本
農
一
一
九
六
八

芭
蕉
日
そ
の
人
生
と
芸
術
講
談
社
二

O
九
l

一
一
一
二
回
ハ
)

井
本
は
、
紀
行
文
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
百
蕉
が
文
学
と
し
て

創
造
し
た
作
品
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
「
文
学
と
し
て
の
紀

行
を
書
く
の
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
、
旅
行
直
後
、
記
憶
の
薄
れ
な

い
う
ち
に
大
急
ぎ
で
書
く
必
要
は
な
か
っ
た
。
旅
行
中
の
気
持
ち

を
そ
の
ま
ま
書
き
こ
む
の
で
は
な
く
、
紀
行
執
筆
時
の
作
者
の
胸

中
の
も
の
が
盛
り
こ
ま
れ
る
。
旅
の
事
実
通
り
で
あ
る
必
要
は
な

く
、
旅
の
事
実
を
素
材
に
し
た
創
作
に
な
っ
て
行
く
。
(
一
一
一
三
ー

一
二
回
頁
)
・
・
・
(
引
用
者
が
途
中
を
省
略
す
る
)

紀
行
中
の
発
句
に
し
て
も
、
例
え
ば
『
五
月
雨
の
降
り
の
こ
し

て
や
光
堂
」
の
匂
が
で
き
た
の
は
、
旅
行
中
で
は
な
く
、
『
お
く

の
ほ
そ
道
」
執
筆
時
で
、
し
か
も
曾
良
に
筆
写
を
許
し
た
後
に
、

「
五
月
雨
や
年
ぐ
降
も
五
百
た
び
』
の
匂
を
直
し
て
、
前
掲
の
形

に
改
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
光
堂
』
の
形
の
匂
が
で
き
た

の
は
、
元
禄
六
年
末
か
元
禄
七
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
例
は
ま
だ
外
に
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
私

は
「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
目
は
泊
』
と
か
、
『
田
一
枚
植
て
立
去

る
柳
か
な
」
な
ど
も
、
旅
行
中
の
作
で
は
な
く
、
執
筆
時
の
作

で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
だ
が
、
今
は
考
証
を
省
略
す
る
。
」

(

井

本

農

一

芭

蕉

H

そ
の
人
生
と
芸
栴
講
談
社

一

T
U
〕

¥

1

、、

一

一

斗

ノ

」

/

I

ノ

二
一
五
!
こ
一
六
頁
)

八
、
解
釈
を
指
示
す
る
芭
蕉
の
郷
愁
へ
の
思
い

八
、
一
文
脈
か
ら
い
え
る
芭
蕉
の
泊

「
行
春
や
鳥
時
き
魚
の
目
は
泊
」
の
匂
は
、
「
千
住
と
い
ふ
所
に

て
船
を
あ
が
れ
ば
、
前
途
三
千
里
の
お
も
ひ
、
胸
に
ふ
さ
が
り

て
、
幻
の
ち
ま
た
に
離
別
の
泊
を
そ
そ
ぐ
」
と
あ
る
通
り
、
一
俣
を

流
し
た
の
は
芭
蕉
自
身
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
一
説
に
は
、
苦

蕉
を
送
り
に
来
た
人
々
を
含
む
も
の
も
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
す
れ

ば
、
こ
の
勾
の
中
の
沼
は
芭
蕉
自
身
の
沼
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
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八
、
二
境
用
表
現
「
魚
の
自
」
の
連
結
へ
の
こ
だ
わ
り

発
音
が
「
ウ
オ
ノ
メ
」
で
あ
り
、
足
の
裏
に
で
き
る
豆
粒
の
「
魚

の
自
・
鶏
限
」
と
連
結
し
た
音
に
も
似
て
、
「
魚
」
と
「
目
」
の



強
い
連
結
に
支
配
さ
れ
て
か
、
「
行
く
春
や
・
・
・
」
の
匂
を
「
魚

の
」
で
い
っ
た
ん
区
切
る
こ
と
が
大
変
難
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
ウ
オ
ノ
メ
が
で
き
る
ほ
ど
、
旅
は
厳
し
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

八
、
一
ニ
芭
蕉
の
真
意
と
し
の
郷
愁
の
思
い

生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
を
離
れ
た
者
の
み
が
、
故
郷
を
恋
し
く
思

う
気
持
ち
を
知
っ
て
い
る
。
芭
蕉
の
郷
愁
の
思
い
を
鳥
の
出
て
く

る
漢
詩
に
例
え
る
な
ら
ば
、
一
七
一
讃
詩
の
「
人
情
出
郷
を
懐
い
、
客

鳥
故
林
を
思
う
」
(
人
の
自
然
な
心
と
し
て
故
郷
が
し
た
わ
れ
て

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
巣
を
離
れ
た
鳥
が
も
と
い
た
林
を
思
う
よ

う
な
も
の
だ
)
(
大
島
晃
編
二

O
一
一
中
国
名
言
名
句
辞
典

新

版

三

省

堂

四

六

八

l

四
六
九
頁
)
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。芭

蕉
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
の
伊
賀
上
野
を
思
い
、

故
郷
で
あ
る
江
戸
深
川
を
思
い
、
漂
白
の
詩
人
と
し
て

ん
で
夢
は
枯
野
を
駆
け
廻
る
」
の
で
あ
ろ
う
。

一一寸

旅 第

病の

九
、
お
わ
り
に

俳
句
の
解
釈
は
自
由
に
で
き
る
も
の
と
思
う
。
本
当
の
意
味
は

作
者
で
あ
る
芭
蕉
自
身
に
聞
か
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
意

味
の
解
釈
が
専
門
家
で
あ
る
歌
人
に
限
定
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。

一
つ
の
俳
句
の
解
釈
を
、
漢
詩
の
知
識
を
前
提
に
し
て
可
能
で
あ

る
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
従
来
と
は
や
や
異
な
る
菖
蕉
の
気
持

ち
を
解
釈
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
読
者
に
は
俳
句
の
し
ろ
う
と
で

あ
る
私
に
対
し
て
批
判
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ご
容
赦
願
い
た
い
。

参
考
文
献

(
A
B
C
願
)

麻

生

磯

次

一

九

六

一

奥

の

細

道

議

読

三
一
百
円

萩
原
恭
男
校
注
一
九
七
九
芭
蕉
お
く
の
ほ
そ
道
・
付
曾
良
旅

日
記
奥
細
道
菅
菰
抄
岩
波
書
庖
一
六
七
頁
.

井

本

農

一

一

九

六

八

芭

蕉

H
そ
の
人
生
と
芸
術
講
談
社
現

代
新
書
一
五
一
、
一
四
四
一
良
、
二

O
九
i

一
二
六
一
良
.

稲
賀
敬
二
・
竹
盛
天
雄
・
森
野
繁
夫
監
修
一
九
七
八
増
補
改

訂

新

訂

二

O
O
三

総

合

国

語

使

覧

教

育

図

書

出

版

第
一
学
習
社
二
ハ
六
真
.

角

川

書

応

編

二

O
O
一
ピ
ギ
ナ
!
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
「
お

く
の
ほ
そ
道
(
全
)
』
角
川
書
庖

野
崎
典
子
(
築
瀬
一
雄
監
修
)
一
九
七
八
お
く
の
ほ
そ
道
(
全
)

古
典
新
釈
シ
リ
ー
ズ
二
一
二
、
八
l

九
真
中
道
館
.

明
治
書
院

三
O
i

-71-



一
九
八
三

さ
・
え
・
ら
書
房

大
島
晃
一
編
二

O
一一

四
六
八
1

四
六
九
頁

三
省
堂
一
編
集
所
編
一
九
九
九

校
古
典

I
古
文
編
(
発
行
元

版
)
一
一
一
一
一
一

l

二
三
二
一
良

内

山

一

也

一

九

七

六

鑑

賞

奥

の

縦

道

二
O
頁
.

山

本

健

吉

一

九

五

九

芭

蕉

上

巻

新

潮

社

二
六
三
頁
.

山
本
健
吉
(
鈴
木
勤
編
)
一
九
七
五
奥
の
細
道

地
ハ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
版
世
界
文
化
社

頁

小
倉
肇

少
年
少
女
伝
記
読
み
も
の
松
尾
芭
蕉

一
二
八
頁
.

中
国
名
言
名
句
辞
典
新
版

三
省
堂

ニ
省
堂
版
教
科
書
学
習
高
等
学

三
省
堂
・
発
売
元
朋
友
出

笠
間
書
院

匹i

二
五
八
i

-72 -

日
本
の
古

一
回
i

一
六


	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071

