
芭
蕉
を
中

心
と
ぜ
る
俳
譜
ミ
繹

ご
の
關

係嘱

富

椿

山
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俳
譜

は
古
い
言
葉
で
あ
る
。
現
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
ε
こ
ろ
の
十
七
字
の
詩
形
を
指
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
古

く
は
蕪
子
の
造
遙
遊
の
初
頭

に
齊
譜
と
言
ふ
言
葉
で
現
れ
て
居
る
。
此
の
言
葉
に
就
い
て
牧
野
藻
洲
氏
は
齊
國
に
傳
は
れ
る
俳
譜
(滑
稽
)
の
事

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
,こ
解

設
し
て
居
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
怪
異
の
記
事
を
載
せ
た
書
で
あ
る
。
吾
國
に
於
て
は
俳
譜
の
前
身
で
あ
る
和
歌
の
狂
風
に
こ
の
名
聡
を
付
し

て
居
る
。
既
に
如
上
の
意
咲
に
於
て
此
の
言
葉
は
俳
は
た
は
む
れ
譜
は
お
さ
け
を
意
味
せ
る
何
れ
も
滑
稽
譜
誰

な
言
葉
で
あ
る
。
斯
か
る
内
容

を
有
せ
し
言
葉
が
嚴
絡
な
る
格
調
よ
り
脱
化
せ
し
連
歌
の
狂
罷
に
迎

へ
ら
れ
て
遽
に
俳
譜
の
起
源
を
な
す
に
至
り
し

は
無
理
か
ら
ぬ
傾
向
と
云

ふ
べ
き
も
の
で
、
蕉
風
(芭
蕉
の
俳
譜
)
の
鋭
き
改
革
に
接
す
る
迄
の
貞
享
元
緑
以
前
の
俳
譜
は
正
し
く
文
字
通
り
の
俳
譜
で
あ
り
、
滑
稽
洒
落

を
こ
れ
事
・こ
せ
る
名
に
相
慮
し
い
遊
び
で
あ
つ
牝
。
然
る
に
貞
享
よ
り
元
藤
に
。
談
林
(
西
山
宗
因
の
俳
譜
)よ
り
蕉
風

へ
ε
進
む
に
つ
れ
て
、

此
の
言
葉
は
全
く
内
容
其
の
も
の
を
裏
切
る
意
味
を
有
す
る
も
の
ーこ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
元
緑
時
代
の
日
本
文
學
史
上
に
奇
く
も
現
は
れ

た
る
芭
蕉
の
幽
蓮
な
る
哲
學
観
く}
宗
教
観
ざ
は
彼
の
踏
襲
せ
る
俳
譜
の
上
に
、
殆
さ
意
義
を
異
に
せ
る
傾
向
を
賓
し
た
の
で
あ
つ
て
、
俳
譜
は

こ
れ
よ
り
文
字
其
の
も
の
・
意
義
を
離
れ
て
襲
蓬
す
る
事
.こ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
芭
蕉
の
思
想
に
大
な
る
力
を
與

へ
た
る
蕪
子
の
思
想
が

芭
蕉
を
し
て
斯
か
る
言
葉
を
用
ひ
せ
し
め
た
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
共
、
彼
の
言
葉
に
從
ふ
に

『俳
譜

は
中
以
下
の
も
の
ε
あ
や
ま
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れ
る
は
俗
談
李
話
ε
の
み
畳
え
た
る
故
な
り
。
俗
談
李
話
を
正
さ
ん
か
爲
な
り
。
拙
き
事
ば
か
り
云
ふ
を
俳
譜
ε
壁

え
た
る
は
淺
間
敷
き
事
な

り
。
俳
譜
は
萬
葉
集
の
心
な
り
。
さ
れ
ば
貴
と
な
く
賎
.こ
な
く
味
ふ
べ
き
消
な
り
。
俳
譜
は
風
雅
の
短
刀
な
り
。
我
俳
譜
は

一
字
不
設
な
り
』

、こ
論
じ
て
居
る
の
を
見
れ
ば
、
彼
の
意
味
せ
ろ
俳
譜
は
從
來
の
そ
れ
ーこ
異
り
た
る
も
の
で
あ
つ
て
、
更
に
彼
の
門
人
丈
草
の
言
葉
に
依
れ
ば

『

我
翁
(芭
蕉
の
通
樗
)
に
問
ふ
慮
は
灘
の
俳
譜
な
り
言
葉
の
俳
譜
に
あ
ら
す
』
・こ
語
つ
て
居
る
。
私
の
以
下
に
述
べ
ん

ε
す
る
俳
譜
も
亦
此
等
の

意
味
を
有
せ
る
俳
譜
で
あ
つ
て
、
私
は
寧
ろ
十
七
字
詩
(?
)
-こ
構
す
る
を
要
當
と
考

へ
る
け
れ
共
、
暫

～
先
人
の
跡
に
よ
つ
て
俳
講
と
樗
し
た

の
で
あ
る
。
市

し
て
此
の

一
文
は
暉
の
如
何
に
俳
人
の
詩
獲
を
培
ひ
た
る
か
を
知
ら
ん
が
爲
に
も
の
せ
る
も
の
な
れ
ば
俳
譜
偏
重
の
誹
を
ま
ぬ

が
れ
ざ
れ
共
、
叉

一
面
に
は
徳
川
初
期
に
現
れ
た
る
思
想
の
共
鳴
者
ε
し
て
韓
者
の
注
意
に
領
す
る
も
の
な
る
こ
ご
を
信
す
る
の
で
あ
る
。

本

論

芭
蕉
に
依
つ
て
革
新
の
途
に
つ
け
る
俳
譜
唯

一
の
共
鳴
者
で
あ
り
件
侶
で
あ
つ
た
の
は
暉
で
あ
る
。
純
文
學
を
論
す
る
俳
譜
の
領
域
に
、
斯

く
の
如
き
宗
教
を
云
爲
す
る
の
は
文
學
そ
の
も
の

}
本
質
に
惇
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
共
、
宗
教

,こ
藝
術
が
同
じ
理
想
の
殖
ゆ

き
を
異
に
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
牽
強
附
曾
の
矢
を
放

つ
ま
で
も
な
く
私
の
論
旨
は
是
認
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
然
ら
ば
何

故
に
暉
者
が
軌
を

一
に
し
て
俳
客
・こ
談
じ
,
亦
俳
人
の
多
く
が
暉
門
を
敲

い
て
道
を
味
は
ん
と
し
た
の
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
は
彼
の
日
太
俳
譜

史
の
著
者
が

『儒
教
を
以
て
佛
教
を
歴
倒
せ
ん
・こ
せ
る
が
爲
め
に
嘉
落
奇
偉
の
士
は
窮
窟
極
ま
る
朱
子
學
に
甘
じ
得
す
し
て
、
逡
に
其
の
範
疇

を
脱
せ
ん

ーこ
せ
り
。
談
林
勃
興
も
亦
其

の

一
面
な
る
か
』
く」論
じ
て
居
る
が
如
く
、
徳
川
の
製
肘
政
策
は
豪
宕
な
る
老
荘
思
想
の
共
鳴
者
を
し

て
文
學
に
赴
か
し
め
、
文
學
の
中
に
於
て
も
極
め
て
自
由
な
る
俗
談
李
和
に
近
き
、
而
も
豪
宕
な
る
氣
分
の
表
現
に
便
な
り
し
俳
譜
が
特
に
選

ば
れ
た
る
文
學
に
し
て
、
俳
譜
な
る
言
葉
も
亦
朱
子
學
に
封
す
る
反
動
.こ
し
て
其
意
に
反
す
る
に
拘
ら
す
用
ひ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
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蒲
も
共
鳴
者
の
主
な
る
も
の
は
暉
者
で
あ
る
。
繹
は
佛
教
中
の
老
荘
哲
學
・こ
も
云
ひ
得
ら
る
」
ほ
さ
老
荘
趣
味
を
多
分
に
有
し
て
居
る
。
斯
の

如
き
爾
者
が
接
近
し
共
鳴
し
九
る
は
同
時
代
の
潮
流
に
捕
さ
す
者
、こ
し
て
は
自
然
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
俳
界
に
遊
び
俳
客

、こ
室
蕪
を
談
せ
し
暉
者
が
如
何
に
俳
譜
そ
の
も
の
を
眺
め
し
か
は
次
に
起
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
私
は
此
の
問
題
を
解
く
に
當
つ
て
、
先
づ
第

一
に
何
人
が
舞
客
・、)交
遊
し
、
吟
詠
境
に
浸
り
し
か
を
述
べ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
元
緑
當
時
の
暉
界
に
覇
者
の
大
施
を
振
ひ
し
は
東
に
澤
苓

あ
り
、
西
に
盤
珪
あ
り
、
澤
苓
は
盤
珪
に
長
す
る
こ
と
四
十
九
才
、
正
保
二
年
(
二
一二
〇
五
)に
寂
を
示
し
て
居
る
。
盤
珪
其
時
二
十
四
才
、
俳

讃

も
亦
將
に
起
ら
ん
・こ
し
て
、
雲
寛
を
望
み
見
て
居
た
時
で
あ
る
。
澤
苓
は
文
筆
に
長
じ
里
俗
に
同
じ
教
化
宇
内

に
あ
ま
ね
き
暉
將
で
あ

つ
た

が
繹
絵
俳
譜
に
遊
び

、、}

む
れ
さ
花
に
さ
ら
ば
や
脈
る
雁

何
も
な
し
わ
が
頭
陀
袋
夏
祓

の
二
句
が
人
口
に
膳
灸
さ

れ
て
居
る
。
次
に
盤
珪
に
就
て
は
彼
の
元
隷
五
俳
女
の

一
人
で
あ
る
捨
女
に
依
つ
て
其
の
俳
容
-こ
の
交
渉
は
伺
ひ

得

ら
る

・
の
で
あ
る
。
捨
女
は
老
ひ
て
輝
師
の
門
に
入
り
播
州
網
干
の
里
に
結
苓
し
て
不
徹
苓
・こ
號
せ
し
こ
ーこ
は
日
本
俳
譜
史
に
も
亦
新
選
俳

譜
年
表
等
に
も
明
記
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
師
の
俳
句
に
は

草
よ
木
よ
汝
に
し
め
す
け
さ
の
露

の

一
句
が
傳

へ
ら
れ
て
居
る
。
惟
ふ
に
師
は
澤
苓
に
次
い
で
起
り
し
輝
傑
で
あ
つ
て
、
不
生
の
縄
風
は
師

一
流
の
假
名
文
字
の
ま

・
で
簡
に

し
て
其
の
要
を
曾
得
せ
し
め
ん
と
し
た
る
師
の
面
目
を
有
力
に
物
語
つ
て
居
る
。
更
に
蕉
門
の
人
々
と
最
も
親
交

の
あ
り
し
大
嶺
に
就
い
て
述

ぶ
れ
ば
、
師
は
鎌
倉
圓
費
寺
の

一
六
三
世
に
し
て
、
蒸
門
の
駿
足
寳
井
其
角
は
師
に
就
い
て
漢
學
を
學
び
芭
蕉
も
亦
深
交
を
結
び
し
様
子
で
あ



如

る
。
彼
の
芭
蕉
が
野
ざ
ら
し
(
甲
子
吟
行
と
も
云
ふ
紀
行
文
)の
紀
行
に
於
て
、
伊
豆
蛭
ク
小
島
の
信
某
よ
り
大
罎
灘
師
の
遷
化
を
聞
い
て
、

梅
攣
う
て
卯
の
花
舞
む
涙
か
な

の

一
句
↓o,一其
角
が
も
ーこ
へ
購
つ

て
居
る
の
を
見
れ
ば
芭
蒸
-、)其
角
及
び
師
、こ
の
關
係
は
明
に
な
る
。
師
の
俳
名

は
幻
呼
と
構
し
新
…選
俳
譜
年

表

な
ど
に
も
北
ハ角
門
の
俳
客
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
居
る
。
蕉
風
の
先
。驕
-こ
し
て
、
世
に
出
で
た
る
虚
栗
集
(其
角
撰
)
の
嚢
句
に
は
、

禮
者
敲
門
柴
朶
暗
く
花
明
か
也

の

一
句
が
載
せ
ら

礼
て
居
る
。
勿
論
虚
栗
調
の
信
屈
生
硬
な
漢
語
混
り
の
俳
句
で
あ
る
け
れ
共
、
幻
呼
な
る
そ
の
人
が
、
吾
縄
門
の

一
人
、こ

し
て
、
営
時
の
代
表
的
選
集
に
現
れ
て
居
る
こ
、こ
は
記
憶
す
べ
き
こ
ご
で
あ
る
。
芭
蕉
,こ
師
と
の
關
係
に
就
て
は
散
逸
し
て
傳
つ
て
居
な
い
。

次
に
爆
ぐ
る
は
芭
蕉
ω
師
た
る
佛
頂
曜
師
で
あ
る
。
師
に
就
τ
は
芭
蕉
自
ら
奥
の
細
道
(奥
朋
紀
行
)
に
於
て
、
下
野
雲
巖
寺
の
奥
に
佛
頂
和
爾

山
居
の
跡
か
訪
ね

啄
木
鳥
も
蕎
は
や
ぶ
ら
す
夏
木
立

の

一
句
を
も
の
し
て
居
る
。
亦
甲
子
吟
行
よ
り
蹄
り
し
頁
享
二
年
の
四
月
よ
り
卯
辰
紀
行
に
族
立
つ
間
の
二
年
間
は
折
々
鹿
島
に
佛
頂
和
省

の
苓
室
を
敲
き

月
早
し
檎
は
雨
を
持
ち
な
が
ら

寺
に
疲
て
ま
こ
、こ
顔
な
る
月
見
か
な

等
の
藪
句
を
残
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
師
-こ
芭
蕉
、こ
の
關
係
は
知
り
得
ら
る
勤
け
れ
共
、
爾
此
慮

に
芭
蕉
の
輝
信
な
る
か
否
か
に
就
て
師

S
の
問
に
複
雑
な
る
考
誰
が
残
さ
れ
て
居
る
。
試
み
に
芭
蕉
を
僑
な
り
・こ
肯
定
せ
る
三
國
相
承
宗
分
統
譜
の

一
部
を
摘
録
す
れ
ば
、
東
陽
英
朝
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ハ
聖
澤
派
)
i
ー
○
ー

O
I

愚
堂
東
窟
--

鈍
翁
慧
勤
(
江
戸
養
岳
寺
)ー

佛
頂
河
南
(
同
臨
川
寺
)
l
i
芭
蕉
桃
青
。
と
系
圖
し
て
居
る
。

芭
蕉
を
法
師
.こ
せ
る
こ
・こ
は
彼
の
誕
生
地
で
あ
る
伊
賀
の
上
野
の
愛
染
院
ヒ
現
存
せ
る
墓
碑
に
も
桃
青
法
師
-こ
書
か
れ
て
あ
つ
て
、
叉
芭
蕉
自

身

の
生
活
も
法
師
た
る
資
格
に
恥
な
い
の
で
あ
る
け
れ
共
、
次
郎
兵
衛
物
語
(
芭
蕉
近
從
者
の
日
記
)
の
傳

へ
て
居
る
任
口
上
人
の
添
書
を
得
て

伊
賀
出
奔
後
直
ち
に
根
本
寺
に
佛
頂
和
爾
を
訊
ね
、
輝
師
に
相
見
し
て
旨
趣
を
物
語
り
十

一
月
血
腺
相
承
せ
り
と
云

ふ
が
如
き
は
早
計
に
信
す

べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
彼
の
三
國
宗
分
統
譜
の
考

へ
も
亦
此
の
邊
よ
り
出
し
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
殊
に
近
頃
樋
ロ
氏
は
芭
蕉
の
研

究
な
る

一
書
に
於
て
、
彼
の
上
京
を
伊
賀
出
奔
後
撒
ヶ
年
後
-こ
し
、
次
郎
兵
衛
物
語
等
の
眞
循
を
疑
ふ
て
居
ら
る

}
か
ら
此
の
邊
の
浦
息
は
俄

に
鯛
定
し
難
い
の
で
あ
る
け
れ
共
、
要
す
る
に
佛
頂
輝
師
が
深
川
の
臨
川
寺
等
に
於
て
芭
蕉
ミ
談
じ
、
彼
亦
辮
道
の
士
で
あ
つ
た
こ
と
は
疑
ひ

得
な
い
史
實
で
あ
る
。
此
の
錨
に
就
て
は
爾
後
章
に
述
る
こ
ミ
・
し
て
次
に
太
原
派
下
の
詩
俗
鐵
山
に
就
い
て
の
ぶ
れ
ば
鐵
山
も
亦
俳
講
に
理

島解
を
有
せ
し
様
で
あ
る
。
師
の
詩
文
に
關
す
る
手
腕
は
定
評
あ
る
も
の
な
れ
共
俳
譜
に
關
し
て
は
私
が
今
夏
妙
心
寺
内
大
龍
院
に
於
て
初
見
し

弛
短
冊
の

植

へ
を
き
て
花
を
兇
よ
ーこ
よ
國
の
神

の

一
句
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
此
の

一
句
を
以
て
師
を
俳
漕
國
に
引
き
込
む
は
不
可
な
る
も
、
有
名
な
る
詩
僧
と
し
て
、
文
學
的
理
解
の
深

か
り
し
こ
,こ
が
亦
師
の
俳
譜
を
理
解
せ
ら
れ
し
讃
左
.こ
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
次
に
東
嶺
輝
師
に
就
い
て
蓮
ぶ
れ
ば
師
の
宗
門
に
於
け
る
地

位
は
萬
人
既
知
の
こ
・こ
で
あ
る
が
俳
譜
に
關
し
て
の
逸
話
も
残
つ
て
居
る
。
師

一
日
、
雪
中
苓
蓼
太
に
示
す
に

飛
び
込
ん
だ
力
で
う
か
ぶ
蛙
か
な
(丈
草
の
作
?
)

の

一
句
を
以
て
し
て
居
る
。
(近
古
縄
林
叢
談
)
此
の
句
が
師
の
作
で
あ
る
か
否
か
は
疑
は
し
い
け
れ
共
、
爲
人
度

生
の
活
機
略
・こ
し
て
、
此
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の

一
句
を
用
ひ
た
る
慮
に
白
懸
門
下
の
麟
麟
兄
た
る
東
嶺
の
藝
術
眼
を
伺
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
彼
の
關
山
門
下
の
唯
我
濁
算
を
自
講
せ
し
愚
堂

に
も

大
ふ
く
の
茶
の
あ
つ
さ
に
や
梅
干

の

一
句
が
あ
る
と
近
古
暉
林
叢
談
は
傳

へ
て
居

る
。
こ
れ
に
就
い
て
も
其
の
箕
傭
は
疑
は
し
い
も
の
で
あ
る
け
れ
共
、
愚
堂
肚
時
は
鐵
山
等

に
参
じ
、
鐵
山
既
に
俳
譜
に
心
あ
り
し
も
の
ーこ
す
れ
ば
亦
此
の

一
句
に
依
つ
て
愚
堂
の
詩
嚢
を
探
る
悼
ε
も
な
る
の
で
あ
る
。
倫
此
の
外
に
良

出寛
、
物
外
、
租
曉
等
出
で
、
良
寛
は
歌
人
ε
し
て
翫
に
知
ら
れ
、
亦
俳
譜
に
於
て
も
有
名
な
る

焼
く
ほ
さ
は
風
が
持
て
來
る
落
葉
か
な

世
の
中
は
花
の
盛
り
ーこ
な
り
に
け
り

,等
の
敷
句
が
あ
る
物
外
に
至
り
て
は

桐

一葉
落
ち
て
天
下
の
秋
を
知
る

と
の
人
ロ
に
膳
灸
さ
れ
湘
る
句
を
残
し
て
居

る
。
亦
洒
落
僧
な
る
仙
崖
に
は

・

青
夢
や
關
屋
の
跡
の
継
の
聲

の
名
句
が
あ
り
、
組
曉
に
は

ほ
つ
ほ
つ
ε
闇
に
穴
あ
く
螢
か
な

の

一
句
が
あ
る
。
殊
に
明
治
に
及
で
は
環
漢
出
で
て
、
芭
蕉
の
古
池
の
句
に
就
い
て
古
池
眞
傳
を
著
し
、

獅
子
吼
ゆ
る
音
や
谷
間
の
雪
解
水
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六
十
の
春
や
行
脚
の
族
支
度

等
の
激
句
を
吟
じ
て
居
る
。
爾
延
口子
三
年
五
月
十
日
に
寂
を
示
せ
る
畳
芝
の
如
き
は
狸
々
苓
原
松
が
布
袋
の
圖
に
題
し
て
、

小
袋
に
大
千
入
れ
て
花
ご

、
う

な
る

一
句
を
以
て
示
す
ーこ
、
師
は
禰
な
ら
ば

底
ぬ
け
の
袋
に
實
あ
り
芥
子
の
花

と
云
は
む
と
の
べ
て
居
る
。
此
等
は
繹
者
の
俳
譜
に
遊
び
た
る
も
の
な
れ
共
、
爾
別
に
縄
曾
・こ
し
て
の
俳
人
丈
草
及
び
支
考
が
あ
る
。
丈
草

は
内
藤
氏
、
尾
張
犬
山
の
藩
士
に
て
諸
書
に
指
を
切
り
て
出
家
し
先
聖
寺
(光
聖
寺
S
あ
る
は
誤
な
り
)の
玉
堂
和
荷

に
就
い
て
縄
を
學
ぶ
云
々

と
記
し
て
あ
る
。
先
聖
寺
に
就
い
て
は
現
在
の
紳
護
山
先
聖
寺
(
犬
山
町
外
町
)が
そ
れ
で
あ

つ
て
黄
彙
派
に
属
し
て
居
る
か
ら
丈
草
の
就

い
て

學
び
し
玉
堂
和
碕
も
亦
黄
葉
鐸
の
宗
匠
で
あ
る
。
而
し
て
丈
草
は
欄
信
な
る
よ
り
も
俳
人
Σ
し
て
世
に
知
ら
れ
、
蕉
門
の
寂
味
傳
承
の
第

}
人

者
・こ
し
て
器
量
抜
群
な
り
し
こ
と
は
師
芭
蕉
の
言
葉
に
よ
る
も
明
か
に
し
て
、

『
此
僧
こ
の
道
に
進
み
學
ば
f
人
の
上
に
立
た
む
こ
と
月
を
こ

ゆ
べ
か
ら
す
』
・こ
推
構
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
丈
草
の
句
に
は

大
原
や
蝶
も
出
て
舞
ふ
朧
月

時
鳥
鳴
く
や
湖
水
の
さ

、
濁
り

等
、
人
の
よ
く
知
れ
る
も
の
が
多
く
あ
る
。
支
考
に
就
い
て
は
幼
時
岐
阜
の
大
智
寺
(
山
縣
郡
)
の
弟
子
で
あ
つ
て
,
奇
才
に
富
み
東
都
の
某

寺
の
大
會
に
碧
巖
の
講
圭

へ
八
ケ
條
の
荊
棘
を
難
問
せ
し
爲
め
に
法
春
に
嫉
み
を
受
け
て
勢
州
山
田
に
隠
る
と
俳
譜
奇
人
傳
等
に
記
さ
れ
て
あ

る
。
長
じ
て
俳
譜
を
學
び
蕉
門
に
名
を
立
て
L
、
美
濃
派
の
租
ε
稻
せ
ら
れ
し
が
、
才
あ
ま
り
て
卑
劣
に
流
れ
、
備
文
慨
書
を
以
て
蕉
翁
を
叙
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し
、
己
が
名
聞
を
高
む
る
に
努
め
た
る
が
爲
に
同
門
の
人
々
よ
り
捜
斥
せ
ら
れ
、
殊
に
祥
死
に
よ
っ
て
壁
評
を
聞
か
ん
さ
す
る
な
さ
丈
草
の
高

潔
な
る
に
比
す
れ
ば
雲
壌
の
差
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

う
き
懸
に
た

へ
で
や
猫
の
盗
み
喰
ひ

な
ど
は
支
考
の
作
ε
し
て
相
慮
し
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
上
爽
畳
束
な
き
資
料
に
ょ
つ
て
述
べ
き
た
れ
る
が
。
要
す
る
に
樺
ε
云
へ
る

其
の
中
に
於
て
も
臨
濟
縄
に
属
す
る
者
最
も
多
く
曹
洞
こ
れ
に
次
ぎ
黄
藥
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
試
み
に
以
上
を
圖
示
す
れ
ば

臨

濟
ー

澤
苓
・
鐵
山
・
佛
頂
・大
簸
●盤
珪
・愚
堂
・東
嶺
・支
考
・芭
蕉
(?
)

歎

曹

洞
-

良
寛
6
物
外
・組
曉
・
環
漢
・

(
黄

藥
-

丈
蓄

芝
。

の
結
果
を
得
る
。
爪何
此
の
外
に
蕉
門
の
閨
秀
俳
人
な
る
園
女
の
就
き
て
學
び
し
雲
虎
和
爾
が
あ
る
け
れ
共
和
倫
の
何
派
に
属
せ
し
人
な
る
か

は
俄
に
断
定
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
以
上
の
諸
師
に
於
て
特
に
注
意
す
べ
き
は
芭
蕉
に
野
す
る
宗
教
的
解
繹
で
あ
る
。
古
來
よ
り
古
池
の

一

40
は
輝
の
玄
底
で
あ
る
、こ
栂
せ
ら
れ
俳
譜
椰
の
研
究
さ
へ
行
は
れ
て
居
る
。
勿
論
宗
教
ε
藝
術
は
別
個
な
も
の
で
は
な
く
、
殊
に
芭
蕉
ω
藝
術

は
宗
教
と
も
云
ひ
得
る
が
故
に
、
そ
の
作
品
に
封
す
る
宗
教
的
解
繹
も
亦
可
な
る
も
の
な
れ
共
、
偉
大
さ
を
考
ふ
る
時
に
人
々
は
比
較
的
幽
遠

な
宗
教
の
世
界
に
彼
を
澹
ぎ
込
ま
ん
ーこ
す
る
の
で
あ
る
が
、
思
想
の
世
界
に
於
て
彼
を
暉
曾
と
許
し
得
る
ε
も
形
式
的
曾
團
に
於
て
彼
を
曾
侶

と
断
定
し
得
る
の
で
あ
ら
う
か
、
私
は
是
の
問
題
を
後
日
に
残
し
て
次
に
俳
人
の
暉
に
参
ぜ
し
人
々
に
就
い
て
述

べ
て
見
や
う
。
俳
人
の
参
鐸

に
就
い
て
先
づ
第

一
に
指
を
屈
す
べ
き
は
芭
蕉
で
あ
る
。
彼
の
佛
頂
和
術
に
参
ぜ
し
こ
と
は
前
既
に
の
べ
た
る
が
私
は
更
に
何
故
に
彼
が
輝
に

参
ぜ
し
か
を
明
か
に
し
た
い
。
前
述
の
如
く
彼
は
俳
譜
の
改
革
者
で
あ
り
、
寧
ろ
眞
の
意
味
の
創
始
者
で
あ
る
。
彼
以
前
の
俳
譜
は
所
謂
俳
讃
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の
爲
の
俳
譜
(滑
稽
の
字
義
に
よ
る
)
で
あ
り
随

つ
て
遊
蕩
文
學
に
周
せ
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
形
式
ケ
踏
襲
せ
る
彼
も
亦
初
め
は
斯
か
る
風
流

に
交
り
、
創
作
も
し
議
論
も
し
た
の
で
あ
つ
た
け
れ
共
、
己
に
秀
で
た
る
天
分
を
有
せ
る
彼
の
到
底
こ
れ
に
満
足
し
得
す
し
て
、
天
和
よ
り
貞

享
に
進
む
ミ
共
に
彼
の
腕
は
盆
々
冴

へ
、
卑
淺
よ
り
高
く
深
く

へ
と
、
あ
る
時
は
老
蕪
の
思
想
を
憧
憬
し
、
亦
萬
葉
集
の
心
を
味
ひ
、
西
行
法
・

師
の
行
蹟
を
.慕
ひ
、
山
家
集
に
身
を
砕
き
て
、
遽
ひ
に
暉
の
流
に
浴
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
繹
に
黒
想
嚢
蓬
の
窮
極
を
見
出
し

た
る
彼
に
、
偶
々
佛
頂
輝
師
の
江
戸
に
あ
る
あ
り
、
遽
ひ
に
師
の
燃
煽
に

投
す
る
こ
ε
・
な

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
倫

こ
れ
に
就
い
て
は
當
時
の

時
代
思
想
を
も
考
ふ
べ
き
も
の
て
、
芭
蕉
が
僧
形
な
り
し
事
も
、
亦
天
台
止
観
の
月
明
ら
か
に
圓
頓
融
通
の
法
の
灯
か

・
け
そ
ひ
僧
坊
棟
を
な

ら
べ
云
々
の
奥
の
細
道
の

一
節
や
、
三
十
棒
を
受
け
ら
れ
九
る
し
る
し
云
々
(史
邦
と
去
來
と
の
連
句
の
付
合
に
於
て
)
な
ど
の
言
葉
を
味
ふ
時

當
時
の
思
潮
が
如
何
に
佛
教
的
色
彩
を
帯
び
て
居
弛
か
が
伺
は
る

・
の
で
あ
る
。
殊
に
芭
蕉
は
敬
皮
な
る
佛
教
の
蹄
依
者
で
あ
り
、
暉
者
ら
し

き
生
活
を
な
し
た
る
人
な
る
が
敬
に
、
佛
教
の
獺
解
に
於
て
も
亦
當
時
の
似
而
非
灘
客
の
上
に
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
更
に
彼
の
檜
形
じ
就
い

て
は
、
事
務
的
才
能
に
拙
か
つ
た
彼
の
生
活
を
思
ひ
出
す
の
で
あ
る
。
江
戸
に
出
で
水
蓮
の
吏
と
な
つ
て
食
を
求
め
ん
ミ
せ
し
彼
も
風
雅
の
心

に
其
の
業
を
奪
は
れ
て
了
つ
た
の
で
あ
る
。
鹿
島
に
遊
び
し
頃
、
本
間
道
悦
に
馨
を
學
ば
ん
・こ
(随
齊
譜
話
)
し
た
の
で
あ
つ
た
け
れ
共
、
こ
れ

も
亦
成
る
な
く
し
て
遽
び
に
俳
譜
の

一
事
に
向
ひ
し
事
は
彼
自
ら
の
告
白
に
よ
れ
ば
明
か
で
あ
ろ
。

『或
時
は
仕
官
懸
命
の
地
を
羨
み
、

一
度

は
佛
籠
組
室
の
扉
に
入
ら
ん
と
せ
し
も
、
便
り
な
き
風
雲
に
身
を
せ
め
、
花
鳥
に
情
を
勢
し
て
、
暫
く
生
涯
の
計
ε
さ

へ
な
れ
ば
、
遽
に
無
藝

無
能

に
し
て
、
此

一
筋
に
繋
が
ろ
』
と
幻
住
苓
の
記
に
彼
自
ら
物
語
つ
て
居
る
の
を
見
れ
ば
上
來
縷
述
せ
る
曾
か
否

か
は
判
定
せ
ら
る
、
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
殊
に
行
脚
の
中
に
人
生
の
寂
し
み
を
味
つ
た
彼
に
は
僧
形
こ
そ
其
寂
味
を
増
し
叉
彼
か
ら
生
活
の
苦
み
を
減
す
る
唯

一
の
も

の
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
爾
進
ん
で
彼
の
思
想
の

一
端
を
伺
ふ
に
彼
の
思
想
は
前
述
の
如
く
、
輝
と
老
蕪
ミ
を
基
礎
、こ
し
て
生
れ
た
る
も
の
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で
あ
る
。
縄
は
多
分
の
老
蕪
趣
味
を
有
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
老
蕪
の
哲
學
に
ょ
つ
て
育
ま
れ
た
る
俳
譜
.こ
共
鳴
す
る
に
至
り
し
は
前
述
の

如
く
な
れ
共
、
術
別
に
彼
の
超
越
的
人
生
観
を
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
百
骸
九
籔
の
中
に
物
あ
り
假
に
名
づ
け
τ
風
羅
坊

,こ
云
ふ
(卯
辰

紀
行
の

一節
)≒
、〕云

へ
る
言
葉
の
奥
に
は
老
蕪
哲
學
の
影
響
を
深
く
被
れ
る
ε
共
に
、
彼
の
人
生
を
族
に
求
め
し
理
由
が
暗

に
示
さ
れ
て
居
る

又
『
曾
に
も
あ
ら
す
、
俗
に
も
あ
ら
す
.
鳥
鼠
ω
名
を
か
う
ぶ
り
(幅
蠕
)
の
鳥
な
き
島
に
渡
り
ぬ
べ
く
て
、
』
と
戯
れ
て
居
る
野
ざ
ら
し
の

一
節

を
讃
め
ば
騙
蟷
ω
境
に
遊
び
し
彼
の
心
境
を
考

へ
ざ
る
を
得
な
い
。
乍
然
老
蕪
哲
學
に
依
つ
て
超
世
的
傾
向
を
多
分
に
有
せ
し
彼
が
、
何
故
に

姥
捨
山
の
月
に
涙
を
注
ぎ
、
富
士
川
の
捨
子
に
猿
愁
を
豊
ね
九
の
で
あ
ら
う
か
、
又
藤
堂
公
の
面
前
に
て
煙
草
を
愼

み
、
茶
代
忘
る
べ
か
ら
す

S
謎
し
た
の
で
あ
る
か
、
此
等
を
考
ふ
れ
ば
超
世
的
な
彼
の
生
活
は
亦
反
封
に
極
め
て
現
實
に
忠
實
な
る
生
活
其
の
物
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く

研
究
し
來
れ
ば
、
其
研
究
や
直
ち
に
班
を
成
し
て
到
底
小
論
の
撮
め
得
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
す
.
私
は
幾
多
の
問
題
を
後
日
に
残
し
て
、
彼
の
句

に
依
つ
て
其
の

一
端
を
示
さ
ん
,こ
す
る
の
で
あ
る
。

夏
來
て
も
た
"
ひ
,こ
つ
葉
の

一
葉
か
な

お
も
し
ろ
う
て
や
が
て
悲
し
き
鵜
舟
か
な

草
臥
て
宿
か
る
こ
ろ
や
藤
の
花

田

一
枚
植
て
立
去
る
柳
か
な

此
の
四
句
が
彼
の
全
艦
で
は
な
い
。
彼
の
全
影
は
彼
の
句
集
で
あ
る
け
れ
共
割
愛
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
其
角
に
就
い
て
述
ぶ
れ
ば
、
其
角

は
前
述
の
如
く
圓
費
寺

の
大
贔
郡
師
に
就
い
て
漢
學
を
學
び
た
る
が
又
輝
に
就
い
て
も
造
詣
深
く
、
暉
師
の
遷
化
に
會
ふ
や
芭
蕉
・こ
共
に
悲
む

で
居
る
。
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あ
れ
聞
け
.こ
時
雨
來
る
夜
の
鐘
の
聲

ね
こ
の
子
の
く
ん
づ
ほ
ぐ
れ
つ
胡
蝶
か
な

な
さ
は
私
の
好
な
句
で
あ
る
。
次
に
蕉
門
の
女
傑
園
女
の
事
を
述
ぶ
れ
ば
、
園
女
は
伊
勢
の
紳
官

一
有
が
妻
で
あ

る
。
氣
稟
す
ぐ
れ
し
貞
女

・・で
あ

つ
て
、
夫
の
浸
後
は
蕉
門
に
遊
び
風
雅
を
專
ら
の
樂
み
と
し
た
の
で
あ
る
。
術
叉
雲
虎
和
尚
の
輝
門
を
敲
き
其
の
参
暉
の
熱
烈
な
り
し
は

次
の
和
尚
-こ
の

一
拶
に
於
て
も
明
か
で
あ
る
。

あ
る
書
の
旨
趣
舞
申
候
本
求
眞
不
求
妄
大
道
の
根
源
誰
も
な
る
所
揮
な
が
ら
不
断

一
心
深
頭
に
の
ほ
り
て
の
所
作
は
柳
線
花
紅
只
其
儘
に

し
て
常
に
句
を
い
ひ
歌
に
つ
"
り
て
遊
び
申
事
に
て
候
無
盆
の
ロ
業
に
候
は
ば

一
切
経
も
無
盆
の
ロ
業
に
て
候
法
く
さ
き
事
は
嫌
に
て
所

作
所
行
は
念
佛
と
句
・こ
歌
と
な
り
極
樂

へ
行
く
は
よ
し
地
獄

へ
入
れ
ば
め
で
た
し
そ
こ
に
更
に
無
分
別
に
候
云

々

ε
述
べ
て
居
る
。
此
の

一
文
が
婦
女
子
の
手
に
な
り
し
を
思
ふ
時
、
園
女
の
面
影
は
嚴
冬
の
松
柏
を
恥
し
む
る
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此

の
外
東
嶺
に
は
蓼
太
あ
り
、
盤
珪
に
は
捨
女
等
あ
れ
共
、
既
に
其
の
關
係
を
述
べ
つ
く
し
た
れ
ば
略
す
る
の
で
あ
る
。

結

論

上
來
述
べ
來
れ
る
爾
者
の
關
係
は
勿
卒
の
間
に
緯
め
得
た
る
資
料
に
依
り
9し
も
の
な
る
が
故
に
不
完
全
の
誹
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
け
れ
共
、
更

に
概
設
す
れ
ば
灘
者
の
俳
譜
は
教
訓
的
意
義
を
含
み
て
梢
も
す
れ
ば
文
學
く」し
て
の
償
値
を
失
は
ん
・こ
し
て
居
る
も
の
も
少
く
な
い
。
殊
に
宗

・教
的
・こ
言
ふ
言
葉
に
於
て
甑
に
夫
れ
が
月
並
に
堕
す
べ
き
も
の
で
あ
る
・こ
極
言
せ
る
虚
子
氏
等
の
月
並
研
究
者
よ
の
見
れ
ば
殆
ん
さ
凡
て
が
月

並
臭
に
属
ず
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
乍
然
宗
教
が
藝
術
的
作
品
に
其
の
内
的
力
を
及
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
,こ
は
何
人
が
規
定
し
て

居
る
の
か
、
宗
教
-こ
藝
術
と
は
全
く

一
致
を
見
る
こ
と
の
出
來
な
い
並
行
線
的
獲
展
で
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
私
は
左
様
に
信
ホ
る
事
の
出
來
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な
い
一
人
で
あ
る
。
高
楠
博
士
の
宗
教
言
藝
術

.こ
哲
學
と
の
分
類
は
私
の
満
足
す
る
慮
で
あ
る
。

『
眞
正
の
藝
術
は
宗
教

.こ
哲
學
、こ
の
地
盤
が

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
此
の
雨
者
を
地
盤
.こ
し
て
表
は
れ
た
る
が
本
當
の
藝
術
で
あ
る
(
生
の
實
現
ミ
し
て
の
宗
教
)
』
・こ
喝
破
し
て
居
ら
れ
る
。

殊
に
芭
蕉
は
宗
教
を
地
盤
と
し
て
本
當
の
藝
術
を
創
始
せ
る
偉
人
で
あ
る
か
ら
私
は
彼
の
蓋
き
な
い
詩
想
と
、
理
想
を
永
遠
に
實
現
し
た
る
其

の
偉
業
を
讃
仰
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
(大
正
一
三
、
…
O
、
二
〇
)


