
こ
と
は
、
芭
蕉
の
全
作
品
々
」
通
じ
て
、
同
行
の
影
響
が
あ
り
そ
う
だ
と
尽
わ
れ
る

個
所
が
他
の
「
古
人
」
或
は
「
古
文
円
f

干
し
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
忠
れ
れ
る
伺

所
よ
り
目
立
っ
て
多
い
と
い
う
こ
と
、
キ
一
一
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
何
で
も
西
行

と
名
の
つ
く
も
の
は
、
そ
の
豆
（
偽
も
た
し
か
め
ず
に
盲
目
的
に
信
じ
こ
み
、
そ
れ

に
随
う
と
い
う
よ
う
な
、
盲
信
随
順
の
態
度
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
o

第
二
に
、
芭
右
い
は
自
分
の
作
品
に
、
西
行
の
和
歌
の
言
葉
を
用
い
た
り
、
西
行

の
和
歌
に
座
胎
し
た
り
、
或
は
換
骨
し
た
り
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
例

は
非
憶
に
多
く
み
ら
れ
る
が
、
最
初
、
間
行
の
字
句
を
そ
の
ま
L
と
り
入
れ
て
い

た
事
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
発
展
し
、
西
行
の
歌
の
意
味
情
趣
を
生
か
し
な
が
ら
、
西

行
の
和
歌
か
ら
離
れ
て
も
完
全
に
匂
意
を
独
立
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
新
古
今
集
以
来
の
木
歌
取
り
の
歌
な
ど
と
は
異
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
、
芭
一
品
一
が
如
何
に
百
行
の
和
歌
に
対
し
て
、
そ
の
消
化
力
が
大
で
あ

っ
た
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
o

つ
ぎ
り
、
芭
蕉
の
匂
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
西
行

の
和
歌
は
、
あ
る
時
は
連
句
に
お
け
る
前
句
の
役
目
を
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
お
も
か
げ
と
な
っ
て
動
い
た
り
、
に
ほ
ひ
と
な
っ

て
漂
っ
た
り
、
ひ
む
き
に
な
っ
て
力
を
ひ
立
か
せ
て
い
る
と
も

A

一
一
円
え
る
の
で
ゐ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
初
か
ら
こ
う
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
や
は
り
初
め
は
和
歌

の
と
り
方
が
、
縫
い
目
の
見
え
な
い
混
成
体
と
は
ち
が
っ
て
い
て
、
そ
の
と
っ
て

来
た
原
形
の
あ
と
が
見
え
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
o

そ
れ
は
、
古
歌
の
一
部

一
句
を
そ
の
ま
L
た
く
み
に
と
り
入
れ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
完
全
に
消
化
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

命
な
り
わ
ず
か
の
生
の
し
た
涼
み

露
と
く
／
＼
こ
L

ろ
み
に
浮
品
川
一
す
L
が
ば
や

雪
ち
る
や
穂
屋
の
す
L
ぎ
の
刈
り
残
し

落
ち
く
る
や
一
向
久
の
宿
の
ほ
と

L
Fす

し
ら
菊
の
自
に
た
て
L
み
る
啓
一
も
な
し

な
ど
の
句
で
あ
る
。

第
一
二
に
、
芭
ハ
ム
燃
は
同
行
の
心
を
心
と
し
て
新
し
い
展
開
を
一
不
す
想
茂
を
と
っ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
百
行
の
和
歌
を
と
り
入
れ
る
に
つ
い
て
も
、
そ
の
和
歌
の

こ
L
ろ
（
和
歌
の
意
味
）
止
を
と
つ
で
い
る
。
そ
し
て
、
和
歌
的
な
も
の
か
ら
近
世

の
牝
諮
的
な
も
の
へ
と
変
え
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

原
中
や
物
に
も
つ
か
ず
附
く
ひ
ば
り

山
中
丹
、
し
心
の
底
や
水
の
月

鵬
よ
り
は
海
苔
を
ば
老
の
売
り
も
せ
で

な
ど
の
句
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
完
全
に
句
怠
も
独
立
し
て
い
て
、
芭
蕉
の
も
の

と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
の
文
学
的
宗
術
と
し
て
後
批
に
伝
わ
る

と
こ
ろ
の
業
績
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
と
一
一
一
つ
に
わ
た
っ
て
、
芭
芯
一
一
の
文
学
に
お
け
る
占
間
行
の
投
影
を
み
る
の
で
あ

る
が
、
芭
誌
が
生
命
に
お
け
る
玄
大
な
剖
河
川
町
と
し
て
、
山
山
・
家
・
隠
棲
・
漂
泊
等
を

早
く
か
ら
内
得
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
出
t

太
る
し
、
西
行
敬
一
誌
の
契

機
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。（

水
俣
第
一

tp，
子
校
勤
務
）

一（ 16 ）ー

一

いち」

弓さユ
／にy

一一lも

み・
・
万
葉
集
と
八
代
集
を
資
料
と
し
て
・

原

)I買

子

国

万
葉
集
に
於
け
る
「
も
み
有
」
の
用
仰
を
調
査
す
る
に
、
「
紅
葉
」
あ
る
い
は
「
赤

曹
三
の
二
通
り
の
ぱ
別
が
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
の
問
題
と
し
て
、
「
貸
契
と
紅
葉
」

の
日
別
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
免
ず
次
の
妄
は
、
万
荒
川
誌
に
於
け



ヲ
の
つ
も
み
ち
」
り
ぬ
数
を
、
そ
の
用
字
法
別
に
調
査
し
表
し
た
も
の
で
あ
る
o

,_, 
らf~

表

も

み

ぢ

の

拍

数

九

五

例

一

黄

葉

一

八

二

例

一

赤

菜

一

一

一

一

例

一

紅

一

茶

一

一

例

一

毛

美

知

一

九

例

一

一
見
し
て
我
々
は
意
外
に
思
わ
れ
る
こ
と
に
よ
f

日
の
そ
れ
と
は
逆
に
、
「
黄
葉
」

の
用
字
法
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
さ
て
総
数
九
五
例
中
川
一

環
が
へ
二
例
、
赤
・
赤
一
撲
が
二
一
例
、
紅
葉
一
何
と
一
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、

ど
の
阪
な
怠
昧
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
試
み
に
こ
の
間
例
を
例
外
と

し
て
詳
細
に
眺
め
て
行
き
た
い
と
思
う
o

巻
十
・
三
二

O
一

抹
許
跡
馬
鞍
置
射
岡
山
撃
越
来
者
紅
葉
散
筒

巻
十
・
二
二

O
五

秋
芽
子
乃
下
葉
赤
荒
玉
乃
月
之
歴
去
者
風
疾
鳩

巻
十
・
三
二
三
一
一

秋
山
之
木
葉
文
禾
赤
者
今
旦
吹
風
者
霜
毛
世
応
久

巻
十
三
・
二
一
二
一
三
－

一
日
目
之
日
香
天
之
九
月
之
鐙
礼
乃
落
者
鳴
音
文
未
来
鳴
神
南
備
乃
清
コ
一
閃
屋

乃
塩
津
田
乃
池
之
堤
之
一
日
不
足
二
一
均
投
汁
水
技
指
秋
赤
葉
・
：
：
。

以
上
回
例
を
諸
註
釈
に
よ
っ
て
参
↑
宗
～
と
し
た
の
で
ゐ
る
が
、
い
ず
れ
も
疑
問
と

し
て
取
り
上
げ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
、
解
決
は
少
し
も
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
o

つ
ま
り
在
註
、
作
J
t
「
／
－
子
訪
で
あ
る
為
に
、
伝
什
い
、
相
場
所
、
そ
の
他
丸

当
が
付
与
さ
兼
一
る
の
も
九
九
九
と
一
千
え
よ
う
o

こ
L

で
唯
一
つ
最
も
玄
山
て
な
手
懸
り
と

な
る
の
は
、
訟
十
に
一
一
一
例
も
の
赤
・
中
亦
一
治
・
紅
葉
が
一
一
刈
主
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o

そ
こ
で
巻
十
の
二
月
二
宮
の
性
賞
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
主
体
の
性
質
を
く
み
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
時
山
不
足
の
為
次
の
開
会
に
い
成
る
こ
と
に
す
る
一
O
L
か

し
同
巻
に
は
長
、
歌
一
六
首
、
短
歌
五
百
三
十
一
一
首
、
旋
羽
歌
川
首
と
な
っ
て
短
歌
が

圧
倒
的
数
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
一
同
歌
に
し
て
も
俊
美
・
繊
細
な
作
が
多
く
兄
う

け
ら
れ
る
o
中
に
は
人
問
の
作
ら
し
き
も
の
も
あ
る
、
か
、
人
腿
と
長
歌
と
の
悶
係

は
申
す
ま
で
も
な
い
。
叉
一
方
に
お
い
て
想
ほ
さ
れ
る
こ
と
は
、
限
歌
と
家
持
と

の
関
係
を
も
児
逃
ぜ
な
い
o

人
間
の
素
朴
な
作
一
臥
に
反
し
、
家
持
の
俊
夫
・
識
淵

な
作
成
と
一
式
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
こ
の
を
十
は
万
葉
集
の
中
で
も
比

波
山
街
し
く
、

hu
しら十日’バ
7

認
と
の
司
速
が
あ
る
似
に
思
わ
れ
る
o

ふ
つ
述
べ
て
来

た
事
例
は
、
私
の
川
市
な
る
昨
旧
民
一
に
よ
る
も
の
で
、
士
山
だ
竺
だ
研
究
す
べ
き
点
が
多

々
あ
る
一
号
と
思
う
o

と
こ
ろ
で
川
例
中
一
例
残
さ
れ
て
い
た
設
十
一
一

4

に
つ
い
て
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
の
糸
口
は
、
巻
一
・
二
と
同
校
長
も
古
い
と
一
式
わ
れ

て
い
る
o

そ
こ
で
こ
の
を
十
一
三
に
悶
し
て
特
に
調
査
・
検
討
を
し
て
行
く
こ
と
に

する一
O

し
か
し
そ
の
前
に
少
し
削
れ
て
お
き
た
い
事
は
、
「
も
み
ぢ
」
と
は
一
休
ど

う
ゅ
う
怠
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
o

口
山
詞
別
に
し
て
、
「
名
詞
」
主
動

詞
」
の
二
つ
の
ャ
日
時
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
も
み
ぢ

ず
る
も
の
」
（
私
は
以
後
そ
れ
を
対
染
物
と
呼
日
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
o

A主
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表
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こ
の
表
は
、
「
も
み
ぢ
」
の
総
数
に
お
け
る
そ
の
対
象
物
を
表
に
し
た
の
で
あ
る
が
、

板
、
芽
子
、
割
問
、
槻
、
は
草
木
花
と
し
て
、
対
象
物
が
明
ら
か
な
も
の
で
そ
れ
以
下

は
莫
然
と
し
て
い
る
。
こ
と
に
山
は
四
＝
例
も
あ
っ
て
全
く
想
像
さ
へ
不
可
能
で

あ
る
。
僅
か
四
例
に
て
云
々
す
る
こ
と
は
危
険
な
事
で
は
あ
る
が
、
不
思
議
に
も

こ
の
四
積
と
も
赤
く
も
み
対
す
る
も
の
で
な
く
貫
く
も
み
ν
り
す
る
も
の
に
限
っ
て

い
る
。
と
な
る
と
当
時
は
、
黄
色
に
も
み
、
ち
す
る
対
象
物
に
限
っ
て
「
も
み
ぢ
」
と

云
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
万
輩
、
梢
品
物

考
（
豊
田
八
十
代
著
）
並
び
に
万
葉
集
大
成
8
の
万
葉
集
の
楠
物
（
小
潜
水
氏
）

を
参
考
し
ま
す
と
、
す
で
に
同
時
代
に
枠
、
緑
樹
、
楓
等
、
赤
く
も
み
戸
り
す
る
花

草
木
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
存
在
し
て
い
た
以
上
、

全
く
詠
ま
れ
な
か
っ
た
と
も
増
え
ら
れ
な
い
。
こ
L
に
巻
十
と
の
密
接
な
関
係
が

生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
責
葉
・
紅
葉
の
区
別
に
つ
い
て
、
対
象
物
か
ら
検
討
し
て

来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
L
で
「
も
み
芳
」
の
語
源
に
つ
い
て
調
査
し
た
の
で
あ
る

が
、
大
言
海
に
よ
る
と
「
も
み
ぢ
」
の
語
源
は
、
「
渓
み
出
す
こ
と
」
と
な
っ
て

色
に
は
何
の
制
限
も
な
い
の
で
あ
る
。
責
変
す
る
対
象
品
物
、
赤
変
す
る
対
象
物
が

共
に
存
在
し
て
い
た
以
上
共
に
詠
ま
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
が
、
要
は
何
故
黄
葉

と
い
う
用
字
法
を
圧
倒
的
に
多
く
読
ん
だ
か
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

前
に
か
え
っ
て
巻
十
さ
の
「
赤
葉
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
以
前
か
ら

こ
の
歌
に
関
し
て
は
非
常
に
難
解
と
さ
れ
て
来
て
い
る
が
「
赤
葉
」
も
そ
の
一
つ

で
あ
る
。
即
ち
諸
註
釈
に
よ
る
と
「
赤
葉
」
の
対
象
物
に
二
説
が
あ
る
。

第
一
一
説
槻
が
も
み
U

り
す
る
：
：
：
略
解
・
古
義
・
経
釈
・

第
コ
説
埼
と
異
な
る
木
が
ム
ポ
奨
ず
る
：
：
：
全
釈
・
全
註
釈
・

こ
の
二
説
の
方
は
閣
が
赤
蒸
す
る
事
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
黄
奨
す
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
矛
盾
を
除
く
た
め
に
槻
に
他
の
枝
（
赤
葉
し
だ
）

が
さ
し
か
わ
し
て
い
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
妥
当
の
殺
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、

と
の
同
院
に
つ
い
て
は
、
ふ

t

少
し
「
氷
称
、
指
」
の
需
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
第
一
説
に
し
て
も
、
こ
と
に
略
解
・
古
議
と
比
較
的
古
い
説
が

賛
成
し
て
い
る
こ
と
は
捨
て
難
い
意
見
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
説
か
は

私
に
は
断
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
．
、
私
は
第
一
説
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
o

こ
れ
に
つ
い
て
私
の
考
え
は
余
り
に
も
誇
索
し
過
宮
た
考
え
か
も
し
れ
ぬ
が
次
の

様
に
解
す
る
の
で
あ
る
。
先
ず
五
十
埼
枝
汁
に
於
け
る
「
丹
」
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
「
丹
」
に
は
、
「
助
詞
」
の
他
に
「
名
詞
」
が
あ
る
こ
と
は
例
の
奈
良
の
枕
詞

と
し
て
の
「
青
丹
吉
」
に
つ
い
て
も
明
瞭
な
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
青
色
に
対
し
て
丹

色
を
用
い
た
名
詞
用
法
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、
助
詞
「
に
」
は
「
爾
」
で
も

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
少
く
と
も
「
汁
」
を
用
い
た
の
は
作
者
の
色
の
コ
ジ
ト
ラ
ス

ト
を
意
識
し
て
の
漢
字
に
対
す
る
深
い
知
識
か
ら
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
こ
の
名
詞
的
用
法
「
丹
」
か
ら
連
想
し
て
次
に
く
る
「
も
み
ぢ
」
を

「
赤
葉
」
と
い
う
用
字
法
を
と
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
様

に
考
え
れ
ば
、
赤
葉
は
単
に
作
者
の
技
巧
か
ら
発
し
た
表
現
法
で
あ
り
、
や
は
り

作
者
は
湖
の
黄
色
に
も
み
r
り
す
る
こ
と
を
歌
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
云
う
解

釈
が
妥
当
な
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
%
。
赤
く
も
み
ド
り
す
る
対
象

物
そ
の
他
の
積
極
的
理
由
の
な
い
限
り
万
葉
集
に
於
け
る
用
字
法
に
基
ず
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
用
字
法
と
一
式
う
の
は
、
「
赤
葉
・
紅
葉
」
と
警
か
れ
て
あ
る

か
ら
し
て
、
そ
の
対
象
物
が
か
な
ら
ず
し
も
「
赤
く
も
み
F
り
す
る
」
と
は
限
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
巻
十
コ
了
前
述
し
た
巻
十
に
つ
い
て
、
「
赤
・
紅
葉
」
の
四
例
に
つ
い
て
調

査
し
、
整
討
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
結
論
を
見
出
す
迄
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

次
に
、
「
黄
葉
と
紅
葉
の
一
院
別
に
つ
い
て
」
の
参
考
資
料
と
し
て
、
「
万
葉
ほ
物

と
古
代
人
の
科
学
性
」
（
小
清
水
卓
二
着
）
の
一
部
を
こ
L

に
引
附
す
る
と
「
：
：
・

一
般
に
紅
は
文
化
の
度
の
低
い
民
族
に
特
に
好
ま
れ
る
色
で
あ
る
の
で
、
方
葉
人

の
高
紋
な
心
理
作
用
で
特
に
黄
葉
を
対
象
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ぬ
」
と
氏
は

述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
私
は
当
時
の
色
感
に
寸
前
日
し
、
当
時
、
彼
等
の
非
常
に
闘
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心
を
払
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
日
常
生
活
に
於
け
る
薄
物
、
内
で
も
着
物
の
色

（
色
に
よ
っ
て
身
分
、
地
位
が
反
別
せ
ら
れ
て
い
た
）
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
資

斜
も
集
め
、
考
察
し
て
見
た
の
で
あ
る
が
J
」

L
で
は
紙
面
の
都
合
よ
省
略
す
る
。

第

表

藤
原
朝
区
一

叫
判
U
J
1

一

1
；
1
1
7
7
1

石
判
記
ヨ
l
l
J
E引則一
1

一

寸
｜
「
JIl－
－

J
J
L
E
E－
一
川
一
－

寸

l
J｜
「
ー
ー
二
大
伴
池
王
了
「

1

1

1
i」ーー「
il」
〕
川
判
司
川
「
－

1
i
i
J
I
－
－
一
一
大
伴
雲
間
持
一
1

一

l

十
ー
一

J

i

－－
「

1

1

1

1

子
－
町

第こ
の
表
は
奈
良
一
時
代
を
四
期
に
分
け
、
も
み
ぢ
の
総
用
例
中
、
明
記
さ
れ
た
作

者
名
を
表
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
に
出
て
来
る
人
物
は
、
比
較
的
身
分
・

地
位
の
高
い
人
々
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
作
者
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
用

字
法
は
「
黄
葉
」
と
な
り
「
赤
葉
」
の
例
は
一
例
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

か
な
ら
ず
し
も
身
分
・
地
位
の
低
い
人
が
「
赤
葉
」
を
用
い
た
と
は
断
定
出
来
な

い
の
で
あ
る
が
、
小
潜
水
氏
の
述
べ
ら
れ
た
如
く
、
「
：
：
：
万
葉
人
の
高
級
的
心

理
に
よ
っ
て
買
を
対
象
と
し
て
い
た
：
：
：
」
と
い
う
意
瓦
は
、
第
三
表
か
ら
し
で

も
私
は
妥
当
な
局
え
万
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
o

但
し
氏
の
「
紅
は
一
般
に

文
化
の
度
の
低
い
民
族
に
特
に
好
ま
れ
る
色
で
あ
る
・
：
・
：
」
は
、
現
代
の
考
え
に

基
ず
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
は
た
し
て
当
時
と
し
て
は
そ
の
様
な
こ
と
が
云

え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
今
迄
は
万
葉
集
に
よ
る
「
も
み
ぢ
」
に
限
っ
て
述
べ
て
来
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
奈
良
時
代
に
於
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
時
代
的
変
遷
を
た
ど

っ
て
見
る
の
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
八
代
集
を
資
料
と
し
て
、
平

安
時
代
と
対
比
し
な
が
ら
考
察
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
o
第
四
表
で
わ
か
る
様
に

「
も
み
ぢ
」
の
用
例
に
お
い
て
平
安
前
期
に
増
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
目
さ
れ

る
。
そ
こ
で
第
二
の
問
題
と
し
て
古
今
集
・
後
採
集
に
於
け
る
「
も
み
ぢ
」
が
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
闘
し
て
一
考
察
を
し
た
い
と
思
う
の
で
み
の
る
が
、
こ
れ

か
ら
述
べ
る
こ
と
は
、
「
も
み
ぢ
」
の
用
例
に
も
と
ず
く
調
査
の
結
柴
を
表
に
し
、

報
告
し
た
に
過
ぎ
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
。
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新古
今集

右
の
表
は
「
も
み
ぢ
」
の
秋
の
部
に
限
つ
て
の
用
例
を
万
葉
集
と
八
代
集
と
に

告
よ
っ
て
比
較
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
古
今
集
・
後
群
集
に
急
に
多
く
詰

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
一
見
し
て
わ
か
る
の
で
あ
る
。
次
に
「
も
み
ぢ
」
の
総
数
か

ら
調
査
す
る
と
、
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夕日

五

表

1
J時
引
一

m
l附

E
f一
民

主

菅

直

瀧

一
同
同
区
与
円
巨

t
t同
区
昨
～

ι直
f

一
も
み
ぢ
一
九
五
一
五
五
一
穴
六
一
一
一
一
二
一
ユ
一
一
ニ
四
↑
一
一
千
一
一
一
一
一
一
克

一

一

一

一

i
z－
－
四
・
六
一
ニ
ム
一
一
一
一
・
五
一
三
一
一
了
七
一
一
一
え
一
一
一
・
四

% 

こ
の
表
か
ら
も
、
比
率
か
ら
し
て
万
葉
集
に
比
べ
て
古
今
集
後
撰
集
は
ご
倍
以

上
に
均
加
し
て
い
る
。
叉
こ
L
で
時
代
的
変
遷
を
み
る
に
、
平
安
時
代
を
前
期
之

後
期
に
二
分
し
て
、
前
期
を
古
今
集
か
ら
拾
遺
集
迄
、
後
期
を
後
拾
遺
隼
ん
か
ら
新

古
今
集
迄
と
す
る
。

第

ムノ、

表
一

奈

良

旧

区

平

昨

］

［

卒

安

後

期

一

竺
四
五
一
六
一
コ
一
八
八
八
－
五
六
一
六
一

も

み

ぢ

一

川

ユ

j
p
一
茂
一

ニ

ニ

一

一

一

八

一

一

一

六

一

京？、

% 

こ
の
表
か
ら
用
例
数
か
ら
し
て
も
百
分
率
か
ら
見
て
も
平
安
前
期
に
多
く
詰
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
、
万
葉
人
に
比
べ
て
平
安
時
代
の
人
々
は
「
も
み
ち
」
に
関
心

を
持
ち
、
「
も
み
、
ち
」
を
好
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
多
く
一
訪
中
い
れ
た
理
由

に
つ
い
て
は
、
各
方
面
か
ら
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
今
ま
で
の
主
に

用
字
法
か
ら
の
調
査
・
研
究
に
よ
る
立
場
か
ら
理
由
の
一
つ
と
し
て
こ
L
で
も
用

字
法
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。

第

七

右
の
表
を
み
る
に
、
そ
の
肘
字
法
か
ら
し
て
万
葉
集
に
於
て
は
、
黄
葉
が
圧
倒

的
な
数
字
を
示
し
て
い
た
の
に
、
八
代
突
に
於
て
は
一
例
も
黄
葉
が
見
あ
た
ら
な

い
。
反
対
に
万
葉
集
に
は
、
赤
一
望
一
一
例
、
紅
葉
一
一
例
で
あ
っ
た
の
が
、
八
代
集
で
は

赤
葉
は
一
例
も
な
く
、
一
例
に
し
か
過
、
き
な
か
っ
た
紅
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
た
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
方
、
平
仮
名
で
「
も
み
ぢ
」
と
書
か
れ
て
い
る
中
に
は
当

然
そ
の
対
象
物
が
北
白
一
色
に
も
み
ρ
り
す
る
も
の
と
取
れ
る
歌
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関

し
て
は
用
字
の
面
だ
け
で
な
く
内
容
の
国
に
於
て
も
関
係
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
L

で
そ
の
内
容
の
面
に
少
し
触
れ
て
み
よ
う
。
先
に
述
べ
た
絞
に
、
八
代
集
に

お
い
て
紅
紫
が
多
く
歌
わ
れ
る
絞
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
ぎ
だ
ま
だ
諸
色
に
も
み

叫
す
る
も
の
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
ご
表
に
於
け

る
対
象
物
の
表
と
同
じ
様
に
入
代
集
に
於
て
も
明
記
さ
れ
た
対
象
物
に
限
っ
て
詳

細
に
比
較
・
検
討
し
て
み
よ
う
。

一（ 20）ー

7¥ 

第

表
「

J7一向
一
見
山
一
集
一
一
山
仕
立
即
時
一
判
官
一
一
山
旦
一
室
町
一
吋

γの
竺

l
r
7
7
一

一

一

一

一

一

一
芳
子
一

4

一

一

一

一

一

一

一

十

一

梨

一

2
一

一

一

一

一

一

一

一



右
の
一
衣
を
見
る
と
、
古
今
集
・
後
撰
集
迄
は
黄
色
く
な
る
「
も
み
ぢ
」
、
赤
色
に

な
る
「
も
み
γ
り
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
拾
選
以
下
は
赤
く
な
る
も
み
い
ち
に
固
定

化
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
紅
葉
の
対
象
物
は
す
べ
て
紅
（
赤
）
に
も
み
、
ち
す
る
花
草

木
で
あ
る
。
つ
ま
り
古
今
集
・
後
r校
集
は
そ
の
、
過
渡
期
に
あ
た
っ
て
い
た
わ
け
で
、

黄
色
く
も
み
r

り
す
る
も
の
、
紅
に
も
み
、
ち
す
る
も
の
と
、
い
ず
れ
か
の
固
定
も
な

く
動
揺
的
に
共
に
同
時
に
一
切
附
さ
れ
た
に
外
な
ら
な
い
と
品
唱
え
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
も
み
ち
の
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
第
二
の
理
由
と
し
て
、
秋
の
七
草
と

「
も
み
ぢ
」
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
よ
う
。

第

1L 

表

一

医

官

官

官

陸

芝

居

官

官

一

一
も
み
ぢ
一
日
一
川
一
一
羽
一
山
一
日
一

2
6
一
幻
一
幻
一

一什引川－
r司
司
司
J
U－
刀

川

平

一
川
三
一
川
l
L
j
」
川
ー
ー
一
三
－
J
J

一

ー

一

ー

己

一

↑

一
直
一
ー
川
庁
～
－
－
巨
ー
げ
に
川
一
己

117一

一－て
w
り
じ
一

5

一
8

一
7

一
0

一
i

一F

一

一

一

一
女
郎
花
一
日
一
回
一
臼
一
日
一

6

一
7

一

一

3
一
5

一

利
到
川
パ
寸
1
E
Jペ
1
1
1一

司
割
引
「
寸
寸

Eli－－一川一

一

司

主

一

一

一

i

一
l

一

一

一

ニ

一

お

花

一

一

一

1
－一

1

一

十

一

一

回

｝

1

1

J

一
一
l

一
1

1

1

1

一

一

一

b

Riぃ
ト
い
「
い
U
ト
ド

ιト
い
ト
ド
ト
と
い
一

右
の
表
か
」
「
も
み
ち
」
と
「
秋
の
七
玄
ト
の
総
数
」
に
於
て
そ
の
百
分
率
を
比
較

す
る
と
、

第

十

表

a

i
叶
す
司
引
相
官
官

34…

r；

戸

川

片

山

三

一

一

円

七

一

引

司

一

一

一
秋
の
七
草
一
二
i
u

一

？

コ

一

一

一
利
「
一
寸
間
一
一
一

ι一
ー
：
一
一
品
五
一
一
一
一
二
三
和
一
一
一
・
ニ
二
一
一
・
六
一
一
二
一
二
・
4

こ
の
表
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
万
葉
集
に
於
て
は
、
「
も
み
ぢ
L

よ
り
も

「
秋
の
七
草
」
が
比
率
か
ら
も
二
倍
も
の
高
い
率
を
示
し
て
い
る
し
、
古
今
集
・
後

撰
集
に
於
て
は
そ
の
比
率
の
差
は
余
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
叉
第
九
表
を

参
考
に
す
る
と
万
葉
集
に
於
て
は
「
も
み
ち
」
よ
り
も
芳
子
を
は
じ
め
秋
の
七
草
が

そ
の
用
例
数
に
於
て
も
多
く
詰
ま
れ
古
今
集
・
後
縦
一
集
に
於
て
は
逆
に
秋
の
七
草
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が
「
も
み
日
り
」
に
比
べ
て
少
く
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
以
上
二

つ
の
理
由
か
ら
多
く
詠
ま
れ
た
事
に
関
し
て
考
察
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
解
決

に
至
る
迄
に
は
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
調
査
が
必
要
と
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
結
論
を
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
の
場
合
、
問
題
解
決
に
よ
る
結
論

で
は
な
く
、
結
論
を
導
き
出
す
ま
で
の
過
恕
に
お
け
る
調
査
の
結
長
を
巾
間
報
山
一
目

し
た
に
返
rmg
な
い
。
第
一
の
問
題
と
し
て
「
責
菜
と
赤
葉
の
町
内
別
に
つ
い
て
」
に

問
題
を
し
ぼ
り
校
討
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
択
一
一
別
と
一
五
う
の
も
用
字
法
か

ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
用
例
を
み
る
と
「
黄
葉
L

が
入
三
例
、
「
赤
（
紅
）

frこ
が
四
例
と
な
っ
て
圧
倒
的
に
支
奨
が
多
く
月
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
こ
の
問
題
の
最
終
の
目
的
で
あ
る
が
結
論
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
こ
L
で
用
字
法
の
問
題
に
入
る
前
に
一
体
「
も
み
ぢ
し
の
語
源
は
何
で
あ

ろ
う
。
十
六
一
言
海
に
よ
る
と
「
採
み
出
ナ
ノ
」
と
な
っ
て
い
て
、
色
に
制
限
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
当
然
黄
葉
で
も
赤
（
紅
）
誌
で
も
よ
い
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
私
の
調
査
し
た
「
も
み
ぢ
」
の
明
確
な
対
象
物
を
み
る
と
A
F
式
色

く
も
み
r
り
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
一
方
、
万
一
実
相
一
物
考
を
み
る
と
当
時
す

で
に
赤
く
も
み
ド
り
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
こ

で
赤
一
読
も
由
民
一
奨
と
同
v科
会
J

く
三
日
ま
れ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ

L

に
お
い
て
赤

（
紅
）
哀
の
肘
似
を
如
何
に
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
同
例
巾
一
二
例
は
巻

十
の
中
で
一
訴
さ
れ
、
他
の
一
例
は
巻
十
二
一
に
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
o

巻
十
三
に

つ
い
て
は
万
一
業
実
に
於
け
る
特
段
な
問
。
寸
法
に
類
似
し
た
斥
い
方
と
し
て
、
こ
の

作
者
は
恐
ら
く
は
杭
の
責
繋
を
一
一
向
ん
だ
の
で
ふ
の
ろ
う
と
し
た
。
叉
巻
十
に
つ
い
て

は
先
千
円
一
己
十
の
性
笠
か
ら
前
査
・
於
討
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
ム
汁
の
m
k
陪
で
は

何
も
一
大
え
な
い
が
喰
、
玖
自
身
の
解
決
策
と
し
て
、
家
持
と
が
一
主
の
関
係
か
ら
万

葉
集
で
も
新
し
く
、
私
は
こ
の
コ
一
例
は
万
軒
一
一
訓
の
作
よ
り
古
今
訳
に
近
い
も
の
で

お
ろ
う
と
想
像
す
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
古
今
一
家
と
の
関
連
に
よ
る
こ
の
方
而

か
ら
の
お
（
れ
）
去
の
解
決
が
必
九
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
ポ
え
る
も
の
で
ゐ
る
o

一
方
圧
倒
的
数
を
示
す
「
式
葉
」
に
つ
い
て
、
そ
の
中
で
明
記
さ
れ
た
作
者
名
を

み
る
と
、
す
べ
て
身
分
・
地
位
の
一
品
い
人
々
で
あ
る
。
叉
「
赤
字
諜
」
を
－
一
叫
ん
だ
歌

は
皆
作
者
未
詳
で
あ
る
。
こ
の
事
は
作
者
が
身
分
・
地
位
の
低
い
為
、
名
を
記
さ

な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ら
一
か
ど
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
小
泊
水
氏

が
一
疋
わ
れ
た
「
万
葉
人
は
高
級
心
理
に
よ
っ
て
黄
色
を
対
象
と
し
て
い
た
」
と
述

べ
ら
れ
た
こ
と
は
一
沃
当
々
武
見
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

第
コ
の
問
題
と
し
て
「
も
み
ち
」
が
古
今
集
・
後
料
集
に
多
く
知
ぎ
れ
て
い
る

こ
と
に
関
し
て
一
考
察
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
万
葉
集
と
比
較
し
た
が
ら
八
代
築

を
資
料
と
し
て
そ
の
用
例
に
も
と

3

す
い
て
前
査
検
討
し
て
み
た
。
そ
こ
で
平
安
前

期
に
多
く
一
一
訴
ま
れ
た
自
由
に
つ
い
て
一
一
つ
の
忠
由
党
表
か
ら
考
～
渋
し
て
行
っ
た
の

で
あ
る
。
第
一
の
理
由
は
「
も
み
ぢ
」
の
用
ピ
寸
法
か
ら
見
て
、
古
今
集
・
後
援
集

で
は
、
「
も
ふ
ぢ
」
と
平
仮
名
で
叩
百
い
て
あ
っ
て
も
、
そ
の
対
象
物
の
中
に
は
文
色

に
も
み
日
り
す
る
も
の
も
あ
り
、
叉
万
葉
時
代
に
於
て
一
一
例
に
し
か
治
家
な
か
っ
た

紅
葉
が
多
一
三
部
ま
れ
る
様
に
な
り
、
同
時
に
f

首
長
で
赤
粟
（
紅
）
が
詠
ま
れ
た
こ

と
に
あ
ろ
う
。
第
一
一
の
盟
由
と
し
て
「
も
み
ち
」
と
「
秋
の
七
一
平
」
に
つ
い
て
用

例
を
比
較
し
て
み
る
と
、
万
葉
集
で
は
「
も
み
ち
L

に
比
べ
て
「
秋
の
七
一
平
L

が

多
一
く
一
泊
ま
れ
、
古
今
集
・
後
模
集
に
な
る
と
、
そ
の
逆
の
哀
が
一
文
え
る
。
っ
き
り

方
主
人
に
比
べ
て
平
安
前
期
の
人
々
は
、
「
も
み
ぢ
」
を
他
の
花
よ
り
も
好
ん
で

歌
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
一
の
問
題
に
し
て
も
第
二
の
問
題
に
し
て
も
何
故
万
葉
時
代
で
は

「
黄
色
」
を
多
く
用
い
、
何
故
平
安
前
期
で
は
「
も
み
い
ち
」
が
多
く
詠
ま
れ
た
か

が
弘
の
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
り
、
そ
の
日
的
法
成
の
為
に
一
一
同
の
研
究
・
努
刀

を
し
た
い
と
思
う
。
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