
以
上
の
ζ

と
か
ら
私
は
、
今
物
語
の
成
立
年
代
を
一
二
五
二
年
以
後
、

六
五
年
以
前
と
結
論
づ
け
る
。

（
付
記
）

本
稿
は
昭
和
四
十
三
年
度
提
出
の
卒
業
論
文
の
要
旨
で
あ
る
。
紙
面
の
都
合

上
、
資
料
を
ほ
と
ん
ど
省
略
し
た
の
で
詳
し
く
は
卒
業
一
論
文
を
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

註

本
朝
書
籍
目
録
成
立
は
建
治
三
年
（
一
ニ
七
七
）
以
後
、
永
仁
二
年
〈
一

芭
蕉
の

「
散
文
尊
重
時
代
」

l乙

つ
註
二

註
三

註
四

註
五

註
六

註
七

二
九
四
）
で
あ
る
。

十
訓
抄
と
今
物
語

鎌
倉
室
町
時
代
文
学
史
（
昭
和
十
年
国
本
出
版
社
）

岩
波
講
座
日
本
文
学
史
第
六
巻
中
世

日
本
文
学
史
研
究
一
三
号
昭
和
二
十
六
年
八
月

第
二
話
、
第
四
話
、
第
五
話
、
第
十
話
、
第
二
十
二
話
、
第
四
十
話

久
松
潜
一
著
日
本
文
学
史
中
世

1
1
1
小
宮
豊
隆
氏
の
論
を
中
心
と
し
て

i
l

て

let 

じ

め

小
宮
豊
隆
氏
が
そ
の
著
書
、
「
宜
蕉
世
阿
弥
、
秘
伝
、
円

ud日
の
中
で
、
「
芭

蕉
の
散
文
尊
重
時
代
」
と
い
う
事
を
い
わ
れ
た
の
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
浬

白
か
ら
で
あ
っ
た
。

ω俳
文
の
制
作
が
、
多
く
の
も
の
が
貞
享
四
・
五
年
以
後
、
も
し
く
は
「
お

く
の
ほ
そ
道
」
以
後
に
さ
れ
て
い
る
。

ω
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
が
、
最
初
の
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
を
完
成
し
た
姿
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聞
に
は
さ
ま
れ
た
「
鹿
島
紀
行
」
「
笈
の
小
文
」

日也
J
U
T
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足

悠

美

子

「
更
科
紀
行
」
の
一
群
が
脇
道
に
そ
れ
て
い
る
。

ω
「
鹿
島
紀
行
」
「
笈
の
小
文
」
「
更
科
紀
行
」
の
一
群
は
、
芭
蕉
の
訪
僅

の
跡
を
示
す
も
の
で
あ
忍
。
そ
の
仇
復
と
自
得
と
を
我
々
に
告
げ
る
徴
候

の
一
つ
と
し
て
、
「
散
文
尊
重
時
代
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

小
宮
口
氏
が
い
わ
れ
る
「
散
文
尊
重
時
代
」
と
い
う
の
は
、
「
芭
蕉
が
是
れ
ま
で

そ
れ
ほ
ど
注
目
し
な
か
っ
た
散
文
に
l
｜
散
文
に
よ
っ
て
自
分
自
身
表
現
す
る

事
に
｜
l
特
に
興
味
を
感
だ
だ
し
た
時
代
が
、
丁
度
こ
の
貞
享
四
・
五
年
（
元

球
元
年
）
の
前
後
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。



俳
聖
と
し
て
名
を
残
し
た
芭
蕉
に
、
五
つ
の
紀
行
文
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
中
で
特
に
有
名
な
の
は
「
お
く
の
ほ
そ

道
」
で
あ
ろ
う
。
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
お
い
て
、
芭
蕉
は
俳
諮
的
紀
行
文
と

い
わ
れ
る
も
の
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
突
然
に
し
て
成
っ
た
も
の
で
な

い
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
貞
享
一
万
年
の
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
か
ら
三
つ
の

紀
行
を
経
て
、
ほ
ぼ
九
年
の
歳
月
の
後
に
た
ど
り
つ
い
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
。
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
か
ら
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
至
る
ま
で
に
、
芭
蕉
が

さ
ま
ざ
ま
の
過
程
を
通
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
乙
と
は
、
容
易
に
推
察
し
う
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
散
文
に
特
に
興
味
を
感
じ
出
し
た
時
代
が
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
こ
と
は
、
極
く
自
然
な
乙
と
で
あ
る
と
思
う
。

そ
こ
で
、
小
宮
氏
の
い
わ
れ
る
「
散
文
尊
重
時
代
」
に
つ
い
て
検
当
し
て
み

た
い
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
卒
論
の
目
次
を
掲
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

序第
二
早
俳
文
に
つ
い
て

第
二
章
紀
行
文
に
つ
い
て
、
ド
、
口

結

び

こ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
「
第
二
章
、
紀
行
文
に
つ
い
て
、
村
、
白
」
の
み

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
尚
、
本
文
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
、
芭
蕉
文

集
（
岩
波
書
店
）
を
底
本
と
し
た
。

紀
行
文
に
つ
い
て

次
に
、
小
宮
氏
が
第
二
の
理
由
と
し
て
お
ら
れ
る
紀
行
文
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。
芭
蕉
が
散
文
と
し
て
、
し
か
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
残
し
た
も

の
に
、
五
つ
の
紀
行
文
が
あ
る
。
貞
享
元
年
八
月
故
郷
に
帰
る
「
野
ざ
ら
し
紀

第
二
章

行
」
、
貞
享
四
年
八
月
月
見
の
「
鹿
島
紀
行
」
、
同
じ
く
十
月
帰
郷
の
旅
「
笈

の
小
文
」
、
次
々
〕
で
貞
享
五
年
八
月
、
信
州
更
科
に
月
見
の
「
更
科
紀
行
」
、

最
後
が
一
元
禄
二
年
三
月
下
旬
に
奥
羽
、
北
陸
の
旅
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
紀
行
文
は
、
そ
の
執
筆
年
代
が
「
鹿
島
紀
行
」
を
除
い
て
は
っ

き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
だ
い
た
い
の
年
代
は
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
五
つ
の
紀
行
文
を
、
小
宮
氏
は
そ
の
執
筆
年
代
か
ら
、
次
の
三
つ
の
群

に
わ
け
で
お
ら
れ
る
。

ω
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
貞
享
二
年
ど
ろ

ω
「
鹿
島
紀
行
」
貞
享
四
年
八
月
十
五
日

「
笈
の
小
文
」
貞
享
五
年
八
月
ま
で
に

「
更
科
紀
行
」
貞
享
五
年
末
ま
で
に

ω
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
元
線
四
年
l
元
禄
七
年

五
つ
の
紀
行
文
を
三
つ
の
群
に
わ
け
た
と
き
、
小
宮
氏
は
次
の
よ
う
な
点
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
「
貞
享
四
年
八
月
に
書
か
れ
た
『
鹿
島
紀
行
』
か
ら
、
ほ
Y

一
年
間
に
連
続
し
て
か
か
れ
た
、
『
笈
の
小
文
』
、
『
更
科
紀
行
』
の
問
群

と、

ωω
群
を
比
べ
た
時
、
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
で
引
か
れ
た
線
が
『
お
く
の

ほ
そ
道
』
に
続
い
て
い
て
、
そ
の
線
上
か
ら
そ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

連
続
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
事
実
が
、
当
時
の
芭
蕉
の
内
部
の
特
殊
な
状

態
ハ
つ
ま
り
、
特
に
散
文
に
輿
味
宇
佐
感
じ
だ
し
た
）
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
つ
の
紀
行
文
に
お
け
る
散
文
と
韻
文
の
関
係
を
み
る
と
、
二
つ
に
わ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
散
文
、
つ
ま
り
地
の
文
の
中
に
韻
文
を
散
ら
し
て
い

く
も
の
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
散
文
と
韻
文
を
ま
っ
た
く
区
別
し
て
扱
っ
た
も
の

で
あ
る
。
前
者
に
属
す
る
も
の
は
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
・
「
笈
の
小
文
」
・

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
で
あ
り
、
「
鹿
島
紀
行
」
「
更
科
紀
行
」
は
後
者
に
属
し
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て
い
る
）
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
と
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
比
較
し
て
み
る
と
、

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
成
長
発
展
し
た
姿
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
小
宮
氏
の
い
わ
れ
る
、
「
野
ざ
ら
し
紀

行
」
か
ら
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
引
い
た
線
は
、
正
し
い
線
と
い
う
こ
と
に
な

る。
次
に
、

ωと
ωを
結
ぶ
線
か
ら
は
ず
れ
た

ω群
に
つ
い
て
検
当
す
る
乙
と
に

し
よ
う
。
先
ず
、
疑
問
に
な
る
ζ

と
は
、
最
初
に
室
田
か
れ
た
「
野
ざ
ら
し
紀

行
」
の
ス
タ
ク
ル
が
完
成
さ
れ
た
姿
と
な
っ
て
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
成
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
聞
に
は
さ
ま
れ
た
三
つ
の
紀
行
文
が
、
な
ぜ

脇
道
に
そ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
確
か
に
、

ωの
群
を

ω、
ω群
と
同
一
線
上
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
、
ど
の
稼
度
の

は
ず
れ
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
っ
と
も
川
じ
よ
う
な
は
ず
れ
方
な
の
で
な
ろ

う
か
。最

初
に
五
つ
の
紀
行
文
を
形
式
面
か
ら
分
類
し
た
と
き
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

が
で
さ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
ひ
と
つ
は
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
・
「
笈
の
小

文
」
・
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
鹿
島
紀

行
」
「
更
科
紀
行
」
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
形
式
面
か
ら
考
え
て
も
、
「
鹿
島

紀
行
」
・
「
更
科
紀
行
」
は

ω、
ω群
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
ζ

と
が
明
ら
か
で

あ
る
。し

か
し
、
「
笈
の
小
文
」
を
は
ず
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
形
式
的

に
は
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
と
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
つ
な
ぐ
線
上
に
位
置
を
占

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
笈
の
小
文
」
を
線
上
か
ら
は
ず
し
た
理
由
を
、
小

宮
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
「
（
中
略
）
す
べ
て
そ
の
あ
と
に

そ
の
饗
に
応
ず
る
韻
文
を
伴
ふ
来
が
な
く
、
た
ま
た
ま
韻
文
を
伴
う
箇
所
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
多
く
そ
の
韻
文
は
そ
の
散
文
と
は
無
関
係
で
、
別
な
場
合
の

別
な
事
を
表
現
す
る
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
散
文
は
韻
文
の
、
極
め
て
散
文
的

な
前
警
に
な
っ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
繁
一
方
の
相
関
々
係
な
ぞ
殆
ん
ど
無
視
さ

れ
て
、
散
文
は
散
文
で
勝
手
な
事
を
、
韻
文
で
勝
手
な
事
を
一
吉
ひ
、
ま
る
で
背

中
合
せ
に
同
念
し
て
る
や
う
な
の
で
あ
る
己
以
上
の
よ
う
な
理
由
を
も
っ
て
、

小
宮
氏
は
「
笈
の
小
文
」
を
野
ざ
ら
し
紀
行
」
と
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
と
を
結

ぶ
線
か
ら
脇
道
に
ず
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
で

ω群
が

ω・
ω群
か
ら
は
ず
れ
た
位
置
に
い
る
と
い
う
事
に
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、

ω爵
が
一
心
同
体
の
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ωの
グ
ル
ー
プ
を
ま
と
め
る
特
徴
と
し
て
小
宮
氏
が
あ
げ

ら
れ
た
も
の
は
、

ハ
「
貞
享
四
年
か
ら
ほ
Y

一
年
間
に
連
続
し
て
か
か
れ
て
い
る
。

口
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
完
成
さ
れ
た
姿
は
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
を
発
展

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
聞
に
は
さ
ま
れ
た
三
つ
の
紀
行
文
は
脇
道
に

ず
れ
て
い
る
。

と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
そ
乙
で

ωの
ク
ル
l
プ
の
特
徴
を
詳
細
に
み
て
い
き
た

い
と
お
も
う
。
順
序
が
逆
に
な
る
が
、
白
の
「
脇
道
」
の
方
か
ら
少
し
考
え
て

み
る
乙
と
に
す
る
。

「
鹿
島
紀
行
」
「
笈
の
小
文
」
「
更
科
紀
行
」
の
三
つ
の
紀
行
文
の
う
ち
、

共
通
点
を
も
っ
た
も
の
と
い
え
ば
、
「
鹿
島
紀
行
」
と
「
更
科
紀
行
」
で
あ
ろ

う
。
そ
の
共
通
点
の
一
つ
は
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
散
文
で
、
韻
文
は
韻
文
で
別

に
取
扱
っ
て
あ
り
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
や
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
と
、
区
別
さ

れ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
紀
行
文
の
共
通
点
は
ス
タ
イ
ル
だ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
旅
は
何
の
た
め
の
旅
で
あ
っ
た
の
か
。
目
的
は
何
だ
っ
た

の
か
。

「
：
：
ら
く
の
氏
室
、
須
磨
の
う
ら
の
月
見
に
ゆ
き
て
、

『
松
陰
や
月
は



三
五
や
中
納
言
』
と
い
ひ
け
む
、
狂
夫
の
む
か
し
も
な
つ
か
し
き
ま
h

に

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

こ
の
あ
き
か
し
ま
の
山
の
月
見
ひ
と
お
も
ひ
た
つ
事
あ
り
。
と
も
な
ふ
人

ふ
た
り
、
浪
客
の
士
ひ
と
り
、
ひ
と
り
は
水
雲
の
僧
。
（
中
略
）
」
鹿
島

紀
行「

さ
ら
し
な
の
里
、
お
ば
す
て
山
の
月
見
ん
乙
と
、
し
き
り
に
す
す
む
る

秋
風
の
、
心
に
吹
き
さ
は
ぎ
て
、
と
も
に
風
雲
の
情
を
く
る
は
す
も
の
叉

ひ
と
り
、
越
人
と
い
ふ
。
」
（
更
科
紀
行
）

二
つ
の
紀
行
文
の
冒
頭
の
部
分
を
こ
の
よ
う
に
し
て
あ
げ
て
み
る
と
、
二
つ
の

紀
行
の
共
通
点
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
貞
享
四
年

八
月
に
、
芭
蕉
は
「
鹿
島
の
月
」
を
見
る
た
め
に
旅
を
し
て
、
貞
享
五
年
（
一
冗

藤
一
冗
年
）
の
八
月
に
は
、
「
さ
ら
し
な
の
里
、
お
ば
す
て
山
」
の
月
を
み
る
た

め
に
旅
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
紀
行
文
は
、
最
初
か

ら
は
っ
き
り
し
た
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
旅
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
二

つ
の
旅
で
芭
蕉
は
月
を
見
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
月
を
見
る
と
と
で
旅
の

目
的
は
果
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
鹿
島
紀
行
」
と
「
更
科
紀
行
」
は
以
上
の
理

由
だ
け
か
ら
で
も
、
他
の
三
つ
の
紀
行
文
と
異
な
っ
て
い
て
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
他
の
三
つ
の
紀
行
文
の
冒
頭
を
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
「
笈
の
小

文
」
門
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
順
に
引
用
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

「
千
里
に
旅
立
て
、
路
線
を
つ
つ
ま
ず
、
三
更
月
下
何
入
と
い
ひ
け

む
、
む
か
し
の
人
の
杖
に
す
が
り
て
、
貞
享
甲
子
秋
八
月
、
江
上
の
破

屋
そ
い
づ
る
程
、
風
の
声
そ
Y
ろ
寒
げ
な
り
。
」
（
野
ざ
ら
し
紀
行
〉

「
百
骸
九
簸
の
中
に
物
有
、
か
り
に
名
付
て
風
羅
坊
と
い
ふ
。
誠
に

う
す
も
の
の
か
ぜ
に
破
れ
や
す
か
ら
ひ
事
を
い
ふ
に
や
あ
ら
む
。
か
れ

狂
句
を
好
む
乙
と
久
し
。
終
に
生
涯
の
は
か
り
ご
と
と
な
す
。
あ
る
時

は
倦
て
放
機
せ
ひ
事
を
お
も
ひ
、
あ
る
時
は
す
L

ん
で
人
に
か
た
む
事

を
ほ
こ
り
、
是
非
胸
中
に
た
て
か
ふ
て
、
旦
定
が
為
に
身
安
か
ら
ず
。
し

ば
ら
く
身
を
立
む
事
を
ね
が
え
ど
も
、
こ
れ
が
為
に
さ
へ
ら
れ
、
暫
り

学
で
愚
を
焼
事
を
む
も
へ
ど
も
、
是
が
為
に
破
ら
れ
、
つ
ゐ
に
無
能
無

芸
に
し
て
、
只
比
一
筋
に
繋
る
。
」
（
笈
の
小
文
）

「
月
臼
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
。
舟
の
上

に
生
涯
を
う
か
ぺ
、
馬
の
口
を
と
ら
え
て
老
を
む
か
ふ
る
物
は
、
日
々

旅
に
し
て
旅
を
栖
を
す
。
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。
予
も
い
ず

れ
の
年
よ
り
か
片
雲
の
風
に
さ
そ
は
れ
て
、
漂
泊
の
思
ひ
や
ま
ず
、
海

演
に
さ
す
ら
へ
、
去
年
の
秋
、
江
上
の
破
屋
に
蜘
の
古
巣
を
は
ら
ひ

て
、
や
L

年
も
募
、
春
立
て
る
震
の
空
に
白
川
の
関
こ
え
ん
と
、
そ
Y

ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
く
る
は
せ
、
道
祖
神
の
ま
ね
き
に
あ
ひ
て
取

る
も
の
手
に
つ
か
ず
（
後
略
）
」
（
お
く
の
ほ
そ
道
〉

以
上
、
三
つ
の
紀
行
文
の
冒
頭
部
分
と
、
前
記
の
「
鹿
島
紀
行
」
「
更
科
紀

行
」
の
冒
頭
部
分
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
同
じ
紀
行
と
い
っ
て
も
、
同
じ
扱

い
を
す
る
乙
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

、
芭
蕉
の
旅
が
す
べ
て
風
雅
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
五
つ
の
紀

行
、
文
全
部
に
い
え
る
乙
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
旅
の
心
が
ま
え
と
い
う
も
の

を
み
る
と
き
、
「
月
見
」
と
い
う
一
つ
の
自
的
を
も
っ
た
旅
と
、
旅
を
す
る
こ

と
が
自
的
の
旅
と
で
は
、
お
の
ず
か
ら
違
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
の

で
あ
る
。
「
鹿
島
紀
行
」
「
更
科
紀
行
」
に
は
な
い
何
か
を
、
「
野
ざ
ら
し
紀
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行
」
「
笈
の
小
文
」
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
も
っ
て
い
る
と
お
も
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
芭
蕉
自
身
の
い
き
ど
み
の
よ
う
な
も
の
が
、
ひ
と

つ
、
ひ
と
つ
の
言
葉
を
通
し
て
我
々
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
と
思

う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
旅
の
詩
人
」
と
呼
ば
れ
る
芭
蕉
自
身
の
内
部
で
、
「
月
見

の
旅
」
と
他
の
旅
と
を
反
別
し
た
と
い
う
証
拠
は
ど
乙
に
も
な
い
。
し
か
し
、

同
じ
に
扱
っ
て
い
る
と
い
う
確
証
も
な
い
の
で
あ
る
。

生
涯
に
五
つ
の
紀
行
文
を
残
し
た
芭
蕉
が
、
最
初
と
最
後
の
紀
行
交
の
聞

に
、
一
一
つ
の
異
な
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
紀
行
文
を
書
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
二
っ
と
も
「
月
見
」
の
旅
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
考
え
る

時
、
こ
の
二
つ
の
紀
行
文
が
他
の
紀
行
文
と
同
じ
形
式
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い

必
然
性
は
、
芭
蕉
の
中
に
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
お
も
う
の
で

あ
る
。
小
宮
氏
も
、
乙
の
点
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
尚
、
芭
蕉
の
初
径
の

跡
と
し
て
、
脇
道
に
は
ず
し
て
考
え
て
い
こ
う
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し

か
に
形
式
上
の
違
い
は
あ
る
が
、
初
径
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
あ

る。
こ
の
二
つ
の
作
品
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
な
り
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
二
つ
の
紀
行
文
の
上
に
、
芭
蕉
の
混
乱
し
た
姿
を
み
つ
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
鹿
島
紀
行
」
と
「
更
科
紀
行
」
は
、
小

宮
氏
が
あ
げ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
「
貞
享
四
年
か
ら
ほ
ぼ
一
年
の
聞
に
連

続
し
て
か
か
れ
て
い
て
、
形
式
的
に
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
、
脇
道

に
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
べ
た
よ
う
な
理
由

で
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
か
ら
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
へ
の
完
成
過
程
を
問
題
に

す
る
時
、
「
鹿
島
紀
行
」
と
「
更
科
紀
行
」
は
一
応
別
に
し
て
お
き
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
。

仁）

芭
蕉
の
散
文
尊
重
時
代
を
、
貞
享
四
・
五
年
前
後
に
立
て
る
理
由
に
つ
い

て
、
小
宮
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
俳
文
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
第

一
章
（
略
）
で
す
で
に
の
べ
た
。
残
っ
た
三
つ
の
紀
行
文
の
冒
頭
も
、
「
鹿
島

紀
行
」
と
「
更
科
紀
行
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
の
い
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

ヲ令。
乙
こ
に
も
う
一
つ
、
笈
の
小
文
」
の
問
題
が
あ
る
。
「
笈
の
小
文
」
の
旅
は

「
鹿
島
紀
行
」
の
あ
と
に
あ
り
、
「
更
科
紀
行
」
へ
と
続
い
て
い
る
。
旅
当
時

の
芭
蕉
の
状
態
な
り
、
事
情
に
は
、
前
後
の
紀
行
と
著
し
く
異
な
っ
た
様
子
は

み
ら
れ
な
い
。
貞
享
四
・
五
年
は
芭
蕉
に
と
っ
て
、
比
較
的
ゆ
っ
た
り
し
た
時

代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
代
の
中
に
書
か
れ
た
、
三
つ
の
連
続
し
た

紀
行
文
の
う
ち
の
二
つ
は
、
短
篇
な
が
ら
ま
と
ま
っ
た
作
品
を
作
っ
て
い
る
。

そ
れ
な
の
に
、
あ
い
だ
に
は
さ
ま
れ
た
は
ず
の
「
笈
の
小
文
」
だ
け
が
、
未
完

成
で
あ
っ
た
り
、
散
文
と
韻
文
と
の
関
係
が
も
っ
と
も
乱
れ
た
作
品
に
な
っ
た

の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

小
宮
氏
は
「
笈
の
小
文
」
の
執
筆
年
代
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お

ら
れ
る
。
「
是
も
恐
ら
く
旅
の
す
ぐ
あ
と
、
少
く
と
も
貞
享
五
年
（
元
禄
元
年
）

の
夏
か
ら
秋
へ
か
け
て
、
芭
蕉
が
ま
だ
山
城
だ
の
近
江
だ
の
に
滞
在
し
、
名
古

屋
か
ら
更
科
へ
月
見
に
出
か
け
な
い
前
に
出
来
上
っ
て
ゐ
た
も
の
だ
ろ
う
。
名

古
屋
の
荷
今
が
編
ん
だ
『
噴
野
』
に
は
、
元
線
二
年
三
月
の
芭
蕉
の
序
が
添
う

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
は
『
笈
の
小
文
』
の
旅
の
句
が
、
芭
蕉
の
句
も
社
南
の
句

も
、
相
当
数
多
く
採
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
句
が
「
笈
の
小
文
句
一
と
『
噴

野
』
と
で
は
多
少
違
っ
た
形
に
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
編
者
の
粗
漏
も
あ
り
さ
う

で
あ
る
が
、
然
し
よ
り
多
く
笈
の
小
文
』
以
後
の
推
敵
を
思
わ
せ
る
。
」

し
か
し
、
「
笈
の
小
交
」
の
執
筆
年
代
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
説
が
あ
る
。

井
本
農
一
氏
は
、
「
笈
の
小
文
」
の
執
筆
年
代
を
元
旅
コ
了
四
年
頃
、
す
な
は

η／
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ち
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
か
ら
帰
っ
て
き
て
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
「
笈
の
小
文
」
に
は
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
以
後
の
芭
蕉
の
新
た
な
脱
皮

と
工
夫
と
が
書
き
ζ

ま
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の

紀
行
文
の
執
筆
年
代
が
、
元
禄
一
元
年
と
元
線
三
・
四
年
と
い
う
乙
と
は
、
ど
の

よ
う
に
受
け
と
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
乙
で
「
笈
の
小
文
」
の
執
筆
年

代
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
散
文
尊
重
時
代
と
い
う
小
宮
氏

の
考
え
を
、
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で

あ
る
。「

笈
の
小
文
」
か
ら
「
瞭
野
」
へ
の
旬
形
の
変
化
が
、
「
笈
の
小
文
」
を
貞

享
五
年
執
筆
と
小
宮
氏
が
い
わ
れ
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
が
、
散
す
〈
の
部
分
に

つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
か
。
小
宮
氏
は
「
笈
の
小
文
」
の
一
部
分
と
て
幻
住
庵

記
」
と
を
比
較
し
て
、
「
『
か
れ
狂
句
を
好
む
乙
と
久
し
。
終
に
生
涯
の
は
か

り
ど
と
と
な
す
。
或
時
は
倦
て
放
機
せ
ん
事
を
お
も
ひ
、
あ
る
時
は
す
忌
む
で

人
に
か
た
む
事
を
ほ
こ
り
、
是
非
胸
中
に
た
h

か
ふ
て
是
が
為
に
身
安
か
ら

ず
。
し
ば
ら
く
身
を
立
む
こ
と
を
ね
が
へ
ど
も
こ
れ
が
為
に
さ
へ
ら
れ
、
暫
ク

学
で
愚
在
暁
ニ
事
を
お
も
へ
ど
も
是
が
為
に
破
ら
れ
、
つ
ゐ
に
無
能
無
芸
に
し

て
只
此
一
筋
に
繋
る
』
の
部
分
を
三
年
後
の
『
幻
住
庵
記
』
の
『
つ
ら
／
＼
年

月
の
移
り
こ
し
っ
た
き
身
の
科
を
お
も
ふ
に
、
一
た
び
は
仕
官
懸
命
の
地
恋
う

ら
や
み
、
あ
る
時
は
仏
鯵
祖
室
の
と
ほ
そ
に
い
ら
む
と
せ
し
も
、
た
よ
り
な
さ

風
雲
の
身
を
せ
め
花
鳥
に
情
を
労
し
て
、
暫
生
涯
の
は
か
り
事
と
さ
へ
な
れ

ば
、
終
に
無
能
無
才
に
し
て
此
の
一
筋
に
つ
な
が
る
L

の
部
分
と
比
較
し
て
見

る
と
、
繁
方
向
じ
事
を
言
っ
て
ゐ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
『
幻
住
庵
記
』
の
表
現

が
い
か
に
謙
虚
で
深
沈
な
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
か
が
、
一
目
瞭
然
と
す
る
で
あ

ろ
う
己
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

ζ

の
事
は
、
「
幻
住
庵
記
」
の
成
立
よ
り
も
「

笈
の
小
文
」
の
成
立
の
方
が
、
か
な
り
早
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
確
か
で

あ
る
。
自
分
の
過
去
を
語
る
の
に
、
「
幻
住
庵
記
」
の
方
が
ず
っ
と
謙
虚
で
あ

り
、
二
つ
を
比
較
し
た
と
き
、
「
笈
の
小
文
」
の
成
長
し
た
姿
を
「
幻
住
庵
記

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
こ
で
も
そ
の
差
が
三

年
間
と
い
う
事
は
断
言
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「hu
住
庵
記
」
は
推
敵
に
推
敵
重
ね
た
、
芭
蕉
に
と
っ
て
は
ひ
と
つ
の
自
信

作
で
あ
っ
た
。

ζ

の
乙
ろ
、
芭
蕉
が
俳
文
集
を
編
み
た
い
と
い
う
希
望
を
も
っ

て
い
た
こ
と
が
、
去
来
の
こ
と
ば
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
心

に
か
な
ふ
物
希
」
だ
っ
た
た
め
に
、
終
に
編
ま
れ
る
こ
と
な
く
終
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
こ
ろ
に
、
乙
の
「
幻
住
庵
記
」
は
「
猿
蓑
」
に
入
れ
て
発
表
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
芭
蕉
の
自
信
の
程
も
う
が
か
わ
れ
る
気
が
す
る

し
、
公
表
す
る
こ
と
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
も
の
と
、
末
完
成
の
ま

ま
終
っ
た
も
の
と
で
は
、
書
く
態
度
に
多
少
の
変
化
も
な
か
っ
た
と
は
、
い
い

き
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
ロ

「
笈
の
小
文
」
の
中
の
「
西
行
の
和
歌
に
お
け
る
云
々
」
と
い
う
有
名
な
一

文
を
、
井
本
氏
は
「
生
活
が
風
雅
（
芸
術
）
の
中
に
埋
没
し
た
時
、
そ
の
人
は

始
め
て
真
の
人
間
に
な
る
。
芭
蕉
は
そ
う
主
張
す
る
。
（
中
略
〉
こ
の
考
え
方

に
つ
い
て
は
、
再
三
触
れ
て
来
た
。
だ
が
元
線
四
年
頃
に
、
こ
の
『
笈
の
小

文
』
の
文
の
よ
う
な
形
で
、
芭
蕉
が
は
っ
き
り
と
述
べ
た
の
は
、
首
〕
蕉
が
そ
の

よ
う
な
覚
悟
を
も
う
一
度
新
た
に
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
事
は
、
芭
蕉
が
俳
風
の
上
で
元
禄
三
・
四
年
の
頃
か
ら
、
観

念
的
な
「
重
み
」
を
嫌
っ
て
新
し
い
作
風
に
転
じ
つ
つ
あ
っ
た
乙
と
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
叉
、
井
本
氏
が
「
笈
の
小
文
」
元
禄
三
・
四
年
執
筆
説
奇
強

調
さ
れ
る
の
は
、
芭
蕉
の
最
後
の
作
品
で
あ
り
、
ま
た
俳
諮
的
紀
行
文
、
と
い
う

独
自
の
も
の
を
う
ち
た
て
る
事
に
成
功
し
た
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
と
の
関
係

を
重
視
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
芭
蕉
が
『
笈
の
小
文
』
の
中
で
の
バ
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た
紀
行
観
は
、
文
学
と
し
て
の
紀
行
観
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
笈
の
小
文
』
の
序

論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
序
論
と
い
う
地

位
で
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
井
本
氏
は
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

「
笈
の
小
文
」
は
来
定
稿
の
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
上
に
、
現
在
に
正
確
な
資

料
と
な
る
も
の
を
残
し
て
い
な
い
。
そ
の
故
、
執
筆
年
代
を
は
っ
き
り
と
断
定

す
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
「
笈
の
小
文
」
の
中
に
、
た
く
さ
ん

の
も
の
を
盛
り
こ
も
う
と
し
た
。
文
学
と
し
て
の
紀
行
観
、
旅
に
つ
い
て
の
意

見
、
芸
術
論
、
そ
れ
ら
が
入
り
混
っ
て
い
て
、
ま
と
ま
り
を
な
く
し
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
も
乙
れ
も
、
い
や
乙
れ
も
書
い
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
、
と
い
う
よ
う
な
態
度
が
う
か
が
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
が
「
笈
の
小

文
」
を
未
完
成
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
集

め
す
ぎ
て
、
つ
い
に
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
様
子
が
見
え

る
ロ
貞
享
五
年
と
い
う
年
は
、
芭
蕉
に
と
っ
て
は
楽
な
、
悪
く
い
え
ば
緊
迫
感

の
な
い
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
と
「
笈
の
小
文
」
の
全
文
と
は
、
ど
う
考
え
て

も
結
び
つ
け
が
た
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
井
本
氏
の
よ
う
に

元
禄
三
・
四
年
執
筆
と
す
る
の
も
、
ま
だ
・
た
め
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
笈
の
小
文
」
の
紀
行
観
を
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
ヘ
続
け
る
と
と
は
可
能

で
あ
る
し
、
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
が
生
き
て
く

る
事
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
笈
の
小
文
」
の
ま
と
ま
ら
な
か
っ

た
姿
は
、
か
な
り
な
が
い
年
月
を
経
て
い
る
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
。
「
笈
の
小

文
」
に
関
連
し
た
俳
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
と
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
制

作
年
代
は
、
一
応
貞
享
五
年
頃
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
俳
文
か
ら
も
、

紀
行
文
だ
け
を
か
け
は
な
れ
た
年
代
に
考
え
る
の
は
、
何
か
不
自
然
に
お
も
え

る
の
で
あ
る
。
私
は
「
笈
の
小
文
」
の
執
筆
年
代
号
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
貞
享
五
年
に
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
「
一
史
科
紀

行
」
や
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
紀
行
で
中
断
さ
れ
て
、
元
旅
三
・
四
年
ま
で
か

か
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

と
の
よ
う
に
し
て
「
笈
の
小
文
」
の
執
筆
年
代
を
考
え
て
み
石
と
、
小
宮
氏

の
い
わ
れ
る

ωの
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
、
貞
享
四
年
か
ら
ほ
ぼ
一
年
間
に
、

連
続
し
て
か
か
れ
た
も
の
、
と
い
う
乙
と
が
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
笈
の
小
文
」
は

ωの
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
制

作
年
代
で
も
は
ぶ
し
て
よ
い
し
、
叉
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
と
、
「
お
く
の
ほ

そ
道
」
と
の
線
か
ら
脇
道
に
そ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
も
、
「
鹿
島
紀
行
」
や

「
更
科
紀
行
」
と
で
は
違
っ
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
鹿

島
紀
行
」
と
「
更
科
紀
行
」
の
形
式
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
付
で
迷
べ
た
の
で

乙
乙
で
は
略
し
た
い
。
小
宮
氏
が
、
な
ぜ
「
笈
の
小
文
」
を
脇
道
に
そ
れ
た
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
か
の
理
由
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
形
式
的
に
は

同
じ
傾
向
を
た
ど
り
な
が
ら
も
、
乱
れ
が
応
り
、
ふ
み
は
ず
し
て
い
る
と
い
う

事
実
こ
そ
、
見
落
せ
な
い
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
小
宮
氏
が
た
て
ら
れ
た
散
文
尊
重

時
代
を
さ
さ
え
て
い
る

ω群
が
、
非
常
に
不
安
定
存
在
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
芭
蕉
の
紡
径
と
自
得
と
を
我
々
に
一
示
す
徴
候
と
し

て
、
散
文
尊
重
時
代
と
い
う
も
の
を
立
て
て
み
た
い
と
、
小
宮
氏
は
い
わ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
決
め
手
と
し
て
「
笈
の
小
文
」
を
使
う
に
は
、
あ
ま
り
に

も
未
解
決
の
こ
と
が
多
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
、
「
笈
の
小
文
」
を
貞

享
五
年
秋
の
成
立
と
し
た
上
で
の
事
で
あ
っ
た
の
で
、
「
笈
の
小
文
」
の
執
筆

年
代
を
断
定
で
き
な
い
い
ま
は
、
他
の
二
つ
の
紀
行
文
の
形
式
の
違
い
を
考
え

あ
わ
せ
て
も
、
こ
れ
ら
三
つ
の
紀
行
文
を
、
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
た
前
後
に
散

文
尊
重
持
代
の
始
ま
り
を
立
て
る
こ
と
は
、
無
理
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る。
注
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「
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著
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