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雅

号

芭

蕉

考

―

西

行

歌

と

の

関

連

―

一

松
尾
芭
蕉
が

「芭
蕉

・
は
せ
を
」
と
称
し
た
り
、
称
さ
れ
た
り
し
た
の
は
何

時
か
ら
で
如
何
な
る
理
由
あ
り
し
故
か
。
何
分
私
は
俳
文
学
の
問
外
漢
で
あ
り

芭
蕉
学
に
し
て
も
大
阪
俳
文
学
研
究
会
の
月
例
会
を
傍
聴
さ
せ
て
い
た
だ
く
だ

け
の
耳
学
問
が
せ
い
ぜ
い
の
所
だ
か
ら
、
無
知
も
よ
い
所
だ
が
、
恥
を
承
知
の

上
で
言
え
ば
、　
菊
山
当
年
男
氏

『
は
せ
を
』
に

「
芭
蕉
の
名
と
号
」
、
萩
原
羅

月
氏

『
芭
蕉
の
全
貌
』
に

「芭
蕉
庵
と
い
ふ
号
に
就
い
て
」
。
「芭
蕉
改
号
説
」、

山
崎
藤
吉
氏

『
芭
蕉
全
伝
』
中
に

一
説
、
桜
木
俊
晃
氏

『
芭
蕉
事
典
』
に

「芭

・蕉
の
雅
号
」、　
沼
波
現
音
氏
編

『
芭
蕉
全
集
』
中
の
年
表
天
和
元
年
項
、　
等
々

に
こ
の
問
題
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
書
に
は
こ
れ
か
ら
私
の
述
べ

る
西
行
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
念
の
た
め
、
中
村
俊
定

氏
監
修

『
芭
蕉
事
典
」
、
栗
山
理

一
氏
監
修

『
綜
合
芭
蕉
事
典
』
、
或
い
は
国
語

国
文
学
研
究
史
大
成
や
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
の

『
芭
蕉
』
等
も
大
急
ぎ
で

当

っ
て
関
連
論
文
の
有
無
を
調
べ
て
み
た
が
見
当
ら
な
か
っ
た
。
必
ず
先
学
の

論
が
あ
る
べ
き
問
題
か
と
思
う
の
で
、
浅
学
の
私
の
知
ら
ぬ
所
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
か
も
知
れ
ず
、
或
は
自
明
の
事
と
し
て
省
か
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

大

坪

＝
＝
リ

禾

ロ
ロ
ロ

′
晏
Ｔ

一
応
以
下
に
私
の
調
査
を
記
し
て
、
専
門
家
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。

二

芭
蕉
自
身
が
自
分
の
雅
号
に
関
し
て
述
べ
た
と
さ
れ
る
言
説
に
は
、

０
　
間
日

「先
師
を
尊
む
論
に
よ
り
て
、
我
不
審
有
。
蕉
門
の
人
の
撰
集
を
見

る
に
、
句
の
下
に
名
を
書
す
る
に
、
或

ハ
芭
蕉
と
書
集
あ
り
、
或

ハ
翁
と
書

有
。
雅
兄
の

『
さ
る
ミ
の
』
に
ハ
芭
蕉
と
有
。
此
師
を
尊
む
事
の
お
ろ
そ
か

な
る
に
似
た
り
。
い
か
な
る
事
に
侍
る
や
」
。
去
来
答
日
、
「是
を
ば
せ
を
と

書
事

ハ
先
師
の
を
し
へ
也
。
又
、
翁
と
書
す
る
事

ハ
、
其
角
先
師
を
尊
ミ
初

て
書
ス
。
然
共
柳
私
に
せ
ず
。
む
か
し
其
角
我
に
語
け
る
ハ
、
『今
度
都
に

来
た
り
。
師
の
名
の
高
き
事
を
弥
し
り
侍
り
ぬ
。
同
門
の
人
師
を
尊
ミ
て
、

翁
と
い
ふ
の
ミ
に
あ
ら
ず
、
他
門
の
人
我
に
む
か
っ
て
翁
ノ
ヽ
と
称
ス
。
ま

し
て
季
吟
、
師
の
師
也
。
其
子
の
湖
春
を
先
と
し
て
翁
と
い
へ
り
。
し
か
れ

ば
門
人
の
憚
る
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。
重
而
集
を
出
さ
ん
に
、
翁
と
書
べ
し
』

と
い
へ
り
。
答
て
申
け
る
ハ
、
『尤
の
事
也
。
今
誹
諾
の
集
に
お
い
て
翁
と

か
ヽ
せ
ん
に
、
天
下
の
人
芭
蕉
翁
た
る
事
を
う
た
が

ハ
じ
。
雅
兄
是
を
初
て

同
門
の
衆
の
手
本
と
な
し
給
へ
』
と
云
。
此
故
に
其
角
が
集
に
初
て
是
を
書
。



又
、
ば
せ
を
と
後
に
改
む
る
事

ハ
、

『猿
蓑
』
撰
集
し
侍
る
時
、　
句
下
に
翁

と
か
く
。
先
師
日

『
此
比
門
下
の
集
を
見
る
に
、
多
く

ハ
我
を
翁
と
か
ヽ
せ

り
。
尤
憚
る
べ
し
』
。
去
来
が
日
、
『師
の
謙
退
に
お
い
て
ハ
し
か
り
。
然
れ

共
、
弟
子
尊
敬
に
至
り
て
ハ
、
翁
と
か
ヽ
せ
ん
事
く
る
し
か
ら
じ
』
。
先
師

日
、
『さ
れ
ば
、　
門
人
な
れ
バ
、
自
分
の
家
に
を
さ
め
ん
に
ハ
、
と
も
か
く

も
有
べ
し
。
是
を
世
に
ひ
ろ
め
、
人
に
さ
た
せ
ん
に
ハ
、
却
て
あ
さ
ま
な
る

べ
し
。
人
丸
赤
人
の
再
の
聖
と
聞
え
侍
る
も
、
い
づ
れ
の
集
に
か
其
名
を
知

ざ
る
。
重
而
必
翁
と
か
ヽ
す
る
事
な
か
れ
』
と
下
知
し
給
ふ
。
是
に
よ
り
て
、

「さ
る
み
の
集
』
に
改
て
、
芭
蕉
と
書
し
侍
る
也
。
別
に
師
を
尊
む
浅
深
有

に
あ
ら
ず
」。
〔旅
寝
論
〕

②
　
先
師
日

「俳
名
は
穴
勝
熟
字
に
よ
ら
ず
。
唯
と
な
へ
清
く
調
ひ
、
字
形
の

風
流
な
る
を
用
ゆ
べ
し
。
短
冊
な
ど
書
て
、
猶
見
る
所
あ
り
。
片
名
書
侍
る

に
、
こ
と
ハ
ヽ
し
き
字
形
は
苦
し
か
る
べ
し
。
は
せ
を
、
は
仮
名
に
て
書
て

の
自
慢
也
」
と
な
り
。
〔去
来
抄
〕

が
あ
る
が
、
０
で
は
芭
蕉
を
尊
敬
す
る
門
人
が

「翁
」
と
称
呼
し
、
作
者
名
と

し
て

「翁
」
を
用
い
た
の
で
あ

っ
て
、
芭
蕉
自
身
は
そ
う
い
う
称
呼
を
謙
退
し

て

「
芭
蕉
」
と
す
べ
き
と
下
知
し
た
由
が
述
べ
ら
れ
、
０
は
さ
ら
に
俳
名

一
般

に
就
い
て
、
必
ず
し
も
熟
語
に
よ
る
要
は
な
く
、
た
と
い
漢
字
熟
字
を
使
う
と

し
て
も
字
形
の
大
仰
な
も
の
を
避
け
る
べ
き
事
、
唱
え
て
清
朗
、
書
い
て
雅
致

匂
う
形
を
良
し
と
し
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

「芭
蕉

・
は
せ
を
」
等
の
雅

号
が
自
論
に
よ
く
適
い
、
心
中
密
か
に
自
負
し
て
い
た
号
で
あ

っ
た
事
が
判
る

の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
自
論
は
彼
の
他
の
雅
号
に
も
適
合
す
る

一
般
論
で
も

あ
り
、
た
だ

「
は
せ
を
」
と
仮
名
書
に
し
た
場
合
に
感
ず
る
高
雅
な
気
品
は
、

彼
の
斯
様
な
細
心
の
心
遣
い
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
事
が
よ
く
汲
み
と
れ
る

言
説
に
過
ぎ
な
い
。
従

っ
て

「
芭
蕉

・
は
せ
を
」
の
雅
号
を
用
い
た
理
由
の
一

端
は
判
明
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
字
面
と
声
調
上
の
理
由
だ
け
で
あ
り
、
な
お

「
芭
蕉

。
は
せ
を
」
の
雅
号
を
使

っ
た
積
極
的
精
神
的
理
由
を
示
す
文
言
と
し

て
は
、
弱
い
発
言
と
し
か
受
取
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
他
に
付
加
す
べ
き
も

う
少
し
強
い
理
由
を
考
察
す
る
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

三

声
調

・
字
形
の
風
流
以
外
に
な
お

「芭
蕉

。
は
せ
を
」
の
雅
号
を
選
ん
だ
積

極
的
精
神
的
な
理
由
を
、
矢
張
り
彼
の
言
説
か
ら
探
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
手
懸

り
は

「
芭
蕉
」
な
る
字
句
を
使
用
し
た
句
文
に
注
目
す
る
の
が
捷
径
か
と
思
う

の
で
、
ま
ず
旬
か
ら
当

っ
て
み
よ
う
。

０
　
ば
せ
を
植
て
ま
づ
に
く
む
荻
の
二
ば
哉

０
　
芭
蕉
野
分
し
て
霊
に
雨
を
聞
夜
哉

Ｄ
　
ば
せ
を
野
分
盗
に
雨
を
聞
夜
か
な

０
　
幾
霜
に
心
ば
せ
を
の
松
か
ざ
り

０
　
発
句
な
り

（あ
リ
ィ
）
芭
蕉
桃
青
宿
の
春

０
　
鶴
鳴
や
其
声

〔に
〕
芭
蕉
や
れ
ぬ
べ
し

０
　
芭
蕉
葉
を
柱
に
か
け
ん
庵
の
月

⑩
　
此
寺
は
庭

一
盃
の
ば
せ
を
哉

発
句
と
し
て
は
右
の
八
句
が
芭
蕉
真
作
と
現
在
確
実
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、

そ
の
作
成
年
時
と
初
出
書
名
は
、　
０
天
和
元

。
続
深
川
集

（寛
政
三
刊
）、
０

同

・
武
蔵
曲

（天
和
二
刊
）
、
同
貞
享
元

。
三
冊
子

（安
永
五
刊
）、
０
貞
享
三

年
其
角
歳
旦
牒
、　
０
貞
享
年
中

・
は
せ
を
盟

（享
保
九
刊
）、　
０
元
禄
二
・
曽

良
書
留

（雪
満
呂
気
で
は
曽
良
作
と
す
る
も
編
者
の
社
撰
と
い
う
）
、　
０
元
禄

五
・
蕉
翁
文
集

（宝
永
六
以
前
成
）、　
⑩
年
次
不
詳

・
誹
諧
曽
我

（元
禄
十
二

序
、
芭
蕉
句
集
に
は
元
禄
五
詠
）。
こ
の
他
、
連
句
に



側
　
　
　
　
江
戸
を
立
日

芭
蕉
野
分
そ
の
句
に
草
軽
か
へ
よ
か
し
　
　
李
下

月
と
も
み
ぢ
を
酒
の
乞
食
　
　
　
　
　
　
翁

０
　
宿
ま
ゐ
ら
せ
ん
西
行
な
ら
ば
秋
の
暮
　
　
　
雷
枝

芭
蕉
と
答
ふ
風
の
破
笠
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

が
あ
り
、
側
は
李
下
の
句
の
方
に

「
芭
蕉
」
な
る
語
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
前
記
０
０
と
深
い
関
連
の
あ
る
事
瞭
然
な
る
故
に
取
上
げ
て
お
く
。
０
の

雷
枝
は
伊
勢
山
田
の
人
。
図
は
拙
稿
立
論
上
見
逃
せ
ぬ
句
。
ｍ
ｍ
共
に
天
理
本

の
稿
本
野
晒
紀
行

（貞
享
二
）
に
あ
る
。
又
、
存
疑

。
誤
伝
旬
に
、

田
　
深
川
ゃ
ば
せ
を
を
影
に
富
士
が
行

回
　
深
川
や
根
ご
し
の
芭
蕉
雪
が
こ
ひ

０
　
深
川
ゃ
ば
せ
を
を
富
士
に
預
け
行

が
あ
る
が
、
側
は
犬
椿
集

（享
保
年
間
刊
）
に
出
て
作
成
年
月
末
詳
の
存
疑
句
、

回
は

一
葉
集

（文
政
十
刊
）
に
出
て
い
る
が
、
杉
風
の

「春
待
や
根
越
の
芭
蕉

雪
が
こ
ひ
舎
万
禄
戊
寅
Ａ
十

一
年
Ｖ
歳
旦
牒
ご

の
誤
伝
、
ｍ
も
句
選
拾
遺

（宝

暦
二
刊
）
に
出
て
い
る
が
、
千
里
の

「深
川
や
芭
蕉
を
富
士
に
預
行

（甲
子
吟

行
Ａ
貞
亨
元
年
Ｖ
」
の
誤
伝
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
句
で
年
代
の
最
も
早
い
の
は
天
和
元
年
作
で
あ
り
、
初
出
書
で
刊

行
の
最
も
古
い
の
は
武
蔵
曲

（天
和
二
刊
）
で
あ
り
、
芭
蕉
伝
や
年
譜
類

（例
、

芭
蕉
全
伝

・
定
本
芭
蕉
大
成

・
岩
波
大
系
句
集

。
同
文
庫
書
簡
集

。
小
学
館
芭

蕉
集

。
新
潮
集
成
文
集
等

。
そ
の
他
殆
ん
ど
）
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
な
る
雅
号
の

初
使
用
は
武
蔵
曲
か
ら
で
あ
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。
０
の
前
書
に
よ
れ
ば
、

李
下
が
芭
蕉
の
株
を
桃
青
の
住
庵
に
贈
り
、
０
０
が
作
成
さ
れ
る
頃
に
か
け
て

芭
蕉
な
る
雅
号
を
使
い
初
め
た
が
、
そ
れ
は
天
和
元
年
春
の
頃
以
後
で
、
板
本

で
は
武
蔵
曲
で
、
芭
蕉
翁
桃
青
と
共
に
芭
蕉
と
い
う
作
者
名
が
使
わ
れ
た
。
武

蔵
由
に
出
た
囲
は
、
高
柳
編

『伊
勢
紀
行
』

に
も
採
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
は

「
是
は
深
川
庵
中
の
吟
に
て
、
こ
れ
よ
り
芭
蕉
の
翁
と
は
世
に
も
て
は
や
す
事

二
な
り
し
と
」
い
う
付
記
が
あ
り

（岩
波
文
庫
俳
句
集
に
よ
る
）
、　
又
蝶
夢
の

『
芭
蕉
翁
絵
詞
伝
』
に
も

「愚
案
、
是
よ
り
住
庵
を
ば
せ
を
庵
と
よ
び
、
芭
蕉

翁
と
呼
べ
り
と
ぞ
、
云
々
」
と
述
べ
、
竹
人
の

『蕉
翁
全
伝
』
に
も

「
こ
れ
よ

り
ば
せ
を
庵
と
は
呼
ぶ
事
に
な
り
ぬ
」
と
あ

っ
て
、
四
句
出
来
以
降
世
人
の
方

か
ら
芭
蕉
の
翁
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
、
必
ず
し
も
芭
蕉
自
身
に
よ
る
自

称
で
は
な
い
よ
う
な
記
述
と
な

っ
て
い
る
。
竹
人
の
全
伝
は
宝
暦
十
二
年
、
高

行
の
紀
行
は
安
永
三
年
、
蝶
夢
の
絵
詞
は
芭
蕉
百
回
忌
に
義
仲
寺
奉
納
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
歿
後
約
七
十
年
か
ら
百
年
後
、
０
句
作
成
か
ら
で
も
八
十

年
か
ら
百
年
後
の
所
伝
と
な
り
、
庵
そ
の
も
の
の
称
呼
は
と
も
か
く
と
し
て
、

芭
蕉
自
身
が
そ
の
雅
号
を
他
人
の
呼
ぶ
に
任
せ
て
自
号
と
し
た
と
い
う
点
は
、

遠
に
信
用
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
人
も
呼
び
我
か
ら
も
意
識
的
に

名
乗
り
始
め
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
浪
化
上
人
も
同
じ
で
、
そ

の
遺
稿
と
言
わ
れ
る

『俳
諸
正
語
抄
』
に

「浪
化
云
。
翁
若
き
時
よ
り
和
歌
を

よ
く
せ
り
。
季
吟
を
師
と
し
て
武
江
の
素
堂
を
友
と
し
て
善
し
。

一
夜
秋
雨
の

爺
颯
た
る
寝
覚
に
、
芭
蕉
野
分
し
て
盗
に
雨
を
き
く
夜
哉
、
と
此
旬
に
庭
中
の

芭
蕉
を
描
却
し
て
我
号
に
は
得
た
り
」
と
あ
る
。
な
お
成
美
の

『
随
斎
譜
話
』

に
は
、
成
美
自
身

「案
、
此
説
信
じ
が
た
し
」
と
断

っ
た
上
で
は
あ
る
が
、
次

の
如
き
話
を
載
せ
て
い
る
。

「江
州
水
口
小
坂
町
た
ば
こ
屋
久
右
衛
門
、
表
号

辟
螂
彙
い
静

り
〈
人

物
翻
ば
ぼ
酵
叫
詢
罐
繊
電
が
け
〕
一
判
ギ
罐
轟
岬
【
嚇
謝
穀
い

て
予
に
改
名
を
こ
ふ
に
い
な
み
が
た
く
、
八
雲
紗
の
は
い
か
い
歌
に
な
ら
ふ
て
、

は
せ
を
と
呼
侍
る
事
し
か
り
。
月
は
な
の
む
か
し
を
し
の
ぶ
芭
蕉
か
な
、
と
あ

り
』
と
殊
に
親
し
き
人
の
語
れ
り
。
真
偽
い
か
な
る
に
や
、
暫
じ
る
し
て
後
の
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評
を
ま
つ
。」
と
。
成
美
は
、
こ
の
話
を
多
分
、
宇
橋
の

『
栗
本
雑
記
』
（東
大

酒
竹
）
の

「　
き
の
ふ
松
尾
う
し
桃
青
来
り
て
改
名
を
乞
ふ

に
い
な
み
が
た
く
、
八
雲
抄
の
俳
諧
歌
に
習

う
て
、
は
せ
を
と
よ
び
侍
る
事
し
か
り
。

月
花
の
む
か
し
を
忍
ぶ
は
せ
を
か
な

拾
穂
軒
季
吟

愚
意
　
判

右
ノ
反
古
、
季
吟
門
芥
舟
伝
来
而
、
今
江
州
水
口
小
坂
町
煙
草
屋
久
右
衛
門
、

俳
名
梨
風
、
所
持
卜
云
。
案

二
、
芥
舟

ハ
翁
ノ
門
成
ベ
シ
。
九
峯
が
桃
実
集
ノ

序
者
也
。
」

と
あ
る
の
に
拠

っ
て
書
き
留
め
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
栗
本
雑
記
は
文
化
十
二
刊
、

随
斎
譜
話
は
文
政
十
二
刊
で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
歿
後
約
百
二
十
年
か
ら
三
十
五

時
ヽ
鋒
嗽
嚇
』
疎
蒻
い
嗜
¨
脚
〔

ら ．
獅
脚

て 。
剛
妙
詢
［
蹄
製
［
け
ば

つ 信
れ
榔
α

、

あ
る
が
、
私
の
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
芭
蕉
と
い
う
雅
号
を
八
雲
御
抄
の

誹
譜
歌
に
習
う
て
彼
自
身
か
ら
称
し
始
め
た
―
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
と
し
て

も
少
な
く
と
も
季
吟
の
命
名
が
八
雲
御
抄
に
関
連
す
る
と
い
う
点
で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
少
な
く
と
も
竹
人

・
氏
柳

。
蝶
夢
ら
が
他
人
の
称
呼
に
任
せ
て
自
然
発

生
的
に
号
し
た
と
す
る
所
伝
と
本
質
的
に
異
な
る
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

四

と
こ
ろ
が
併
し
、
八
雲
御
抄
巻

一
正
義
部
の
誹
諧
歌
の
項
に
は
、
こ
れ
に
関

連
す
る
記
事
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
た
だ
巻
三
枝
葉
部
の
草
部
に

「
芭
蕉
　
風

ふ
け
ば
ま
づ
や
ぶ
る
ヽ
と
い
ふ
」
と
い
う

一
条
が
あ
り
、
こ
の
注
記
を
御
抄
は

何
に
基
づ
い
て
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
に
、
こ
れ
は

『前
大
納
言
公
任
卿
集
』
の

歌
に
基
づ
く
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
公
任
歌
は
後
拾
遺
集
に
も
採
ら
れ
て
あ
り
、

詞
書
も
そ
の
方
が
詳
し
い
の
で
、
今
そ
れ
を
挙
げ
る
と
、

維
摩
経
の
十
喩
の
な
か
に
、
こ
の
身
芭
蕉
の
如
し
、
と
い
ふ
心
を

前
大
納
言
公
任

風
ふ
け
ば
先
破
れ
ぬ
る
草
の
葉
に
よ
そ
ふ
る
か
ら
に
袖
ぞ
露
け
き

と
い
う
歌
の
事
で
あ
る
。
詞
書
の

「十
喩
の
な
か
」
と
は
、
維
摩
経
方
便
品
の

十
喩
の
第
四
喩

「是
身
如
芭
蕉
、
中
無
有
堅
」
を
指
す
の
で
あ
る
。
公
任
と
芭

蕉
と
の
関
連
は
、
私
は
ま
だ
十
分
調
査
し
て
い
な
い
の
で
、
『
田
舎
の
句
合
』

第
十
四
番
の
評
語
に

「公
任
卿
、
歌
の
舟
に
乗
て
、
秀
歌
よ
み
玉
ふ
よ
し
。
云

々
」
と
あ
る
公
任
の
三
船
の
誉
れ
に
関
す
る
も
の
ぐ
ら
い
し
か
思
い
出
せ
な
い

が
、
た
だ
歌
の
姿
か
ら
は
さ
き
の
０
の

「ば
せ
を
植
て
ま
づ
に
く
む
荻
の
二
ば

哉
」
と
似
通
う
表
現
で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
も
公
任
に
相
当
の
関
心
を
抱
い
て
い

た
事
は
判
る
が
、
併
し
私
は
公
任
の
歌
よ
り
も
、
こ
の
八
雲
御
抄
の
記
事
か
ら

は
西
行
の
次
の
歌
を
、
よ
り
強
く
想
起
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は

私
に
限
ら
ぬ
事
と
思
わ
れ
、
例
え
ば
こ
の
八
雲
御
抄
の
記
事
は
後
に
『藻
塩
草
』

に
も
引
用
せ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は

「庭
の
は
せ
を
。
風
吹
は
ま
つ
や
ふ
る
と

よ
め
り
。
又
、
風
ふ
け
は
あ
た
に
や
ふ
る
共
。
又
、
秋
風
に
あ
ふ
は
せ
を
葉
の

く
た
け
つ
ヽ
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
世
と
は
し
ら
す
や
（後
略
ご
と
し
て
出
て
い
て
、

西
行
歌
に
関
連
あ
る
事
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
右
の

「秋
風
に
あ
ふ
は
せ
を

葉
」
の
歌
は
、
久
安
百
首
の
前
参
議
教
長
卿
の
歌
で
、
題

「無
常
」
、
「風
ふ
け

は
あ
た
に
や
ふ
る
」
の
方
は
実
に
西
行
の

『
山
家
集
』
に
出
て
い
る
歌
で
あ

っ

て
、
芭
蕉
の
西
行
に
対
す
る
私
淑
ぶ
り
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
を
無
視
す
る
事
は

到
底
で
き
ぬ
と
私
は
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
西
行
歌
と
は
、



か
せ
ふ
け

ハ
あ
た
に
や
れ
行
は
せ
を

ハ
の
あ
れ

ハ
と
身
を
も
た
の
む
へ
き
か

ハ

〔陽
明
文
庫
本
〕

風
吹
は
あ
た
に
や
れ
行
は
せ
う
は
の
あ
れ
は
と
み
を
も
た
の
む
へ
き
か
は

〔李
花
亭
文
庫
本
〕

で
前
者
は
六
家
集
系
の
源
流
的
最
善
本
、
後
者
は
西
行
上
人
集

・
西
行
法
師
家

集

。
異
本
山
家
集
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
の
写
本
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
見
た
と
思

わ
れ
る
も
の
は
流
布
の
六
家
集
本
系
の
板
本
で
あ

っ
た
ろ
う
か
ら
、
そ
の
形
を

示
せ
ば
、

風
吹
は
あ
た
に
な
り
行
は
せ
を
は
の
あ
れ
は
と
身
を
も
頼
む
へ
き
よ
か

〔山

家
和
歌
集
〕

で
、
第
二
。
第
五
句
が
異
り
、
又
、
夫
木
抄
な
ど
も
見
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、

そ
れ
に
は
、

風
ふ
け
は
あ
た
に
や
れ
行
は
せ
を
葉
の
あ
は
れ
と
身
を
も
た
の
む
へ
き
世
か

と
第
四
。
第
五
句
が
異

っ
た
形
で
で
て
い
る
。
更
に
松
屋
本
に
よ
る
書
入
れ
に

従
え
ば
、

風
吹
は
あ
た
に
か
れ
行
は
せ
を
は
な
あ
れ
は
と
身
を
も
頼
む
べ
き
よ
か

と
い
う
歌
形
に
な
り
第
二
。
第
三
。
第
五
句
が
異

っ
て
、
芭
蕉
の
葉
で
な
く
花

を
詠
じ
た
内
容
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
歌
形
は
多
少
異

っ
て
い
る
が
、
芭

蕉
は
自
庵
に
芭
蕉
株
を
贈
ら
れ
て
そ
の
葉
が
茂
り
出
し
、
人
々
か
ら
芭
蕉
庵
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
頃
に
は
、
必
ず
こ
の
歌
を
想
起
し
て
い
た
と
思
う
。

と
い
う
の
は
、
先
に
示
し
た
回
の
連
句
の
雷
枝
句

「
西
行
な
ら
ば
」
に
応
し
た

彼
の

「
芭
蕉
と
答
ふ
風
の
破
笠
」
の
呼
吸
や
、
さ
ら
に
以
下
に
論
ず
る

「芭
蕉

を
移
す
詞
」
の
内
容
と
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
天
和
元
年
か
ら
数
年
も
後

の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
か
ら
で
は
天
和
元
年
当
時
の
芭
蕉
の
気
持
は

推
量
で
き
ぬ
と
、
も
し
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
精
神
機
構
と
成
長
発
達

と
い
う
も
の
を
考
慮
し
な
い
考
え
方
で
あ

っ
て
、
俗
諺

コ
一一つ
子
の
魂
百
ま
で
」

を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
芭
蕉
の
西
行
に
対
す
る
傾
倒
私
淑
は
天
和
以
前
か

ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
私
の
容
認
で
き
ぬ
所
で
あ
る
。

既
に
寛
文
年
間
の

「命
こ
そ
芋
種
よ
」
旬
、
延
宝
四
年
の

「命
な
り
わ
づ
か
の

笠
の
下
涼
ミ
」
そ
の
他
天
和
以
前
作
の
も
の
で
西
行
歌
と
関
連
あ
る
も
の
の
指

摘
に
事
欠
か
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

五

と
こ
ろ
で

「芭
蕉
を
移
す
詞
」
は
、
天
和
元
年
か
ら
十

一
年
後
の
三
度
目
の

入
庵
の
時
の
文
で
あ
る
が
、
天
和
元
年
に
深
川
草
庵
に
芭
蕉
株
を
植
え
た
頃
の

西
行
に
対
す
る
気
持
が
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
は
三
種

の
異
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
文
の
長
さ
に
長
短
が
あ
り
、
文
飾
も
異

っ
て
い

る
が
、
そ
の
書
作
年
代
は
元
禄
五
年
八
月
と
さ
れ
て
お
り
、
三
種
は
、
初
案

。

二
案

。
三
案
か
と
思
わ
れ
る
が
今
は
立
ち
入
ら
な
い
。
そ
れ
ら
三
種
を
比
較
す

る
と
、
文
飾
や
内
容
上
、
不
変
の
部
分
と
変
化
の
部
分
と
が
あ
り
、
そ
の
不
変

の
部
分
は
、
芭
蕉
の
捨
て
る
に
忍
び
得
ざ
る
気
持
の
含
ま
れ
る
部
分
と
考
え
得

る
か
ら
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
左
の
Ａ
は
、
三
日
月
日
記
真
蹟
、
Ｂ

は
、
蕉
翁
文
集
、
Ｃ
は
、
芭
蕉
翁
全
伝
に
収
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

個
の
一

Ａ
人
々
の
契
り
も
音
に
か
ハ
ら
ず
、
猶
こ
の
あ
た
り
得
立
さ
ら
で
、
旧
き
庵
も

や
ヽ
ち
か
う
、
三
間
の
茅
屋
つ
き
ス
ヽ
し
う
、
杉
の
柱
い
と
清
げ
に
削
な
し
、

竹
の
枝
折
戸
安
ら
か
に
、
霞
垣
厚
く
し
わ
た
し
て
、
南
に
む
か
ひ
池
に
の
ぞ

み
て
水
楼
と
な
す
。
地
は
富
士
に
対
し
て
、
柴
門
景
を
追
て
な
ゝ
め
な
り
。

浙
江
の
潮
、
三
ま
た
の
淀
に
た
ヽ
へ
て
、
月
を
み
る
便
よ
ろ
し
け
れ
ば
、
初

月
の
夕
よ
り
、
雲
を
い
と
ひ
雨
を
く
る
し
む



Ｂ
柱
は
杉
風
棟
風
が
情
を
削
り
、
住
居
は
曽
良
岱
水
が
物
ず
き
を
わ
ぶ
。
北
に

背
て
冬
を
ふ
せ
ぎ
、
南
に
む
か
ひ
て
納
涼
を
助
く
。
竹
欄
池
に
臨
る
は
、
月

を
愛
料
に
や
と
、
初
月
の
夕
よ
り
、
夜
毎
に
雨
を
い
と
ひ
雲
を
く
る
し
む

Ｃ
今
年
辛
未
の
夏

〔大
坪
注
、
元
禄
四
年
ノ
コ
ト
．
元
禄
五
年

ハ
壬
申
デ
、
年

次
饂
齢
シ
、　
Ｃ
ハ
問
題
視
サ
レ
テ
イ
ル
〕
、
杉
風

一
人
の
施
主
と
成
り
て
柳

か
棟
風
が
志
を
相
兼
、
住
居
は
曽
良
岱
水
が
物
好
に
任
せ
て
、
三
間
の
茅
屋

池
に
臨
て
立
り
。
南
に
む
か
ひ
て
納
涼
を
た
す
け
、
月
光
池
に
移
り
、
畳
を

て
ら
し
て
、
残
夜
水
模
に
四
更
の
雲
を
吐
き
、
や
ヽ
薫
風
吹
け
る
秋
の
初
風

も
身
に
染
み
そ
め
て
、
仲
秋
三
日
の
夕
よ
り
、
雨
を
苦
し
み
雲
を
い
と
ふ
。

ｍ
の
二

Ａ
名
月
の
よ
そ
ほ
ひ
に
と
て
、
先
ば
せ
を
ヽ
移
ス
。
其
葉
七
尺
あ
ま
り
、
或

ハ

半
吹
折
て
鳳
鳥
尾
を
い
た
ま
し
め
、
青
一扇
破
て
風
を
悲
し
む

Ｂ
明
月
の
よ
そ
ほ
ひ
に
と
て
芭
蕉
五
本
を
植
て
、
其
葉
七
尺
余
、
凡
琴
を
か
く

し
ぬ
べ
く
、
琵
琶
の
袋
に
も
縫
つ
べ
し
。
風
は
鳳
尾
を
う
ご
か
し
、
雨
は
青

竜
の
耳
を
う
が
つ

Ｃ
三
五
夜
近
う
成
行
く
ま
ゝ
、
芭
蕉
を
移
し
て
又
芭
蕉
庵
と
な
す
。
其
葉
七
尺

あ
ま
り
、
凡
琴
を
隠
し
ぬ
べ
く
、
琵
琶
の
袋
に
縫
つ
べ
し
。
鳳
凰
尾
を
動
か

し
、
雨
青
竜
の
耳
を
穿

ｍ
の
三

Ａ
僧
懐
素

ハ
こ
れ
に
筆
を
は
し
ら
し
め
、
張
横
渠
は
新
葉
を
み
て
修
学
の
力
と

せ
し
と
な
り
。
予
其
二
つ
を
と
ら
ず
、
唯
こ
の
か
げ
に
遊
て
、
風
雨
に
破
れ

安
き
を
愛
す
る
の
ミ

Ｂ
新
葉
日
々
に
横
渠
先
生
の
智
を
巻
、
上
年
上
人
の
筆
を
待
て
開
く
。
予
は
そ

の
ふ
た
つ
を
と
ら
ず
。
唯
此
か
げ
に
あ
そ
び
て
、
風
雨
に
破
レ
安
か
ら
む
事

を
愛
ス
の
ミ

芭
蕉
葉
を
柱
に
か
け
ん
庵
の
月

Ｃ
新
葉
日
々
厚
く
、
先
生
の
智
を
巻
、
上
年
上
人
の
筆
を
待
て
ひ
ら
か
む
と
す
。

我
そ
の
芭
蕉
の
役
と
成
て
、
日
々
破
る
を
か
な
し
ぶ
の
み
。

右
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
全
文
の
長
さ
で
は
、
Ａ
が
最
長
で
Ｂ
Ｃ
と
続
き
、
文
案
推
敲
の

順
は
、
Ｃ
が
初
案
、
Ｂ
が
再
案
、
Ａ
が
成
案
ら
し
き
感
が
す
る
が

（岩
波
大
系

文
集
や
阿
部
喜
三
男
氏
俳
文
集
で
は
Ｂ
Ｃ
が
初
案
、
Ａ
が
成
案
歎
と
考
え
て
お

ら
れ
る
）
、
前
述
の
如
く
今
は
立
入
ら
ぬ
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
三
種
と
も
そ
の
冒
頭
部
に

変
化
の
部
分
が
多
く
、
後
に
な
る
程
内
容
が
共
通
し
て
く
る
と
い
う
特
長
を
持

つ
。
Ａ
で
は
そ
の
変
化
の
部
分
に
奥
の
細
道
行
脚
の
こ
と
を
記
し
、
行
脚
中
の

芭
蕉
株
の
枯
死
を
お
そ
れ
て
隣
地
へ
移
植
し
、
西
行
の

「
こ
ゝ
を
ま
た
わ
れ
住

み
う
く
て
う
か
れ
な
ば
松
は
ひ
と
り
に
な
ら
ん
と
す
ら
ん
」
の
下
旬
を
引
い
て

芭
蕉
株

へ
の
愛
惜
の
情
を
示
す
文
飾
も
あ
る
。
さ
て
⑩
の
一
で
は
、
三
度
目
の

芭
蕉
庵
建
立
に
つ
い
て
の
問
人
達
の
好
意
と
、
観
月
の
為
の
雨
雲
を
厭
う
情
を

示
す
だ
け
で
、
本
稿
の
主
旨
に
援
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
寛
文
十
二
年
の

『
貝
お
ほ
ひ
』
序
に

「釣
月
軒
」
と
軒
号
し
て
、
月
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
芭
蕉

の
悌
が
こ
こ
に
糸
を
引
く
と
い
う
事
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
西
行
も

そ
の
家
集

『
山
家
心
中
集
』
を

「花
月
集
と
も
い
ふ
べ
し
」
と
称
さ
れ
る
程
、

月
の
歌
人
で
あ

っ
た
事
は
、
思
い
合
わ
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
個
の
二
で

は
、
芭
蕉
葉
の
風
雨
に
傷
み
易
い
事
を
述
べ
、
彼
の
雅
号
の
性
格
を
裏
側
か
ら

暗
に
と
い
う
か
無
意
識
に
と
い
う
か
、
説
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
殊
に
Ａ

の
「半
吹
折
て
鳳
鳥
尾
を
い
た
ま
し
め
、
青
扇
破
て
風
を
悲
し
む
」、
Ｂ
の
「風

は
鳳
尾
を
う
ご
か
し
」
は
、
彼
の
落
款
の
印
章

「鳳
尾
」

（Ａ
で
は
更
に

「
羽

扇
」
も
）
の
由
縁
を
示
し
、
ひ
い
て
は
風
羅

・
不
耐
秋
の
印
章
も
そ
の
由
縁
は

「芭
蕉
」
の
印
章
と
共
に
、
す
べ
て
こ
の
秋
風
に
傷
つ
き
破
れ
易
い
事
に
由
縁

す
る
命
名
で
あ
り
、
そ
れ
は
更
に
次
の
０
の
三
に
至
っ
て
よ
り
明
白
に
示
さ
れ



る
。
側
の
三
で
は
懐
素

（
一
名
、
少
年
上
人
。
上
年
は
宛
字
）
が
貧
し
く
て
、

紙
に
習
字
が
で
き
ず
芭
蕉
葉
で
代
用
し
て
名
書
家
と
な

っ
た
事
、
張
横
渠
が
芭

蕉
の
新
葉
が
次
々
と
巻
葉
し
て
伸
び
る
が
如
く
、
自
己
の
修
学
も
斯
く
あ
り
た

い
と
望
ん
だ
故
事
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
併
し
彼
芭
蕉
は
、
斯
く
の
如
き
実
用

・

修
養
の
資
と
し
て
芭
蕉
葉
を
把
え
ず
、
風
雨
に
傷
み
易
き

「無
用
」
性
―
―
夏

炉
冬
扇
の
無
用
が
真
の
用
た
り
得
る
と
い
う
哲
学
―
―
を
愛
す
る
旨
を
記
す
の

で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
重
要
な
事
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
共
に
風
雨
に
破
れ
易
き
事
を
愛
す

る
旨
を
強
調
し
て
文
を
結
ん
で
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
諸
註
は
こ
の
部

分
を
さ
き
に
引
用
し
た
西
行
歌

「風
吹
け
ば
あ
だ
に
破
れ
行
く
芭
蕉
葉
の
あ
れ

ば
と
身
を
も
頼
む
べ
き
か
は
」
に
深
く
関
連
づ
け
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

（例
、　
阿
部
氏
芭
蕉
俳
文
集

・
岩
波
大
系
文
集

・
小
学
館
松
尾
芭
蕉
集

。
新
潮
集
成
文
集
等
々
）
。
芭
蕉
の
脳
裡
に
は
０
０

の
句
が
作
ら
れ
た
当
時
か

ら
こ
の
ｍ
の
文
が
練
ら
れ
る
ま
で
、
お
そ
ら
く
彼
が
、
芭
蕉
と
号
し
風
羅
坊
と

号
し
鳳
尾
或
い
は
羽
扇

・
不
耐
秋
と
印
章
し
た
時
々
に
於
て
、
こ
の
西
行
の
述

懐
歌
は
脳
裡
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
信
ず
る
の
で
あ
る
が
、

笈
の
小
文
冒
頭

「
か
り
に
名
付
て
風
羅
坊
と
い
ふ
。
う
す
も
の
の
か
ぜ
に
破
れ

や
す
か
ら
ん
事
を
い
ふ
に
や
あ
ら
む
」
の
箇
所
に
於
て
も
、
こ
の
西
行
歌
が
諸

註
に
無
視
さ
れ
て
い
る
事
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。
和
歌
に
於
て
は
、
心
と

詞
と
姿
と
云
う
こ
と
が
常
に
言
わ
れ
る
が
、
詞
に
表
出
さ
れ
た
場
合
の
み
な
ら

ず
、
心
や
姿
に
ま
で
及
ぼ
し
て
付
註
さ
れ
れ
ば
、
文
学
の
精
神
的
本
質
的
内
容

に
ま
で
理
解
が
届
く
と
愚
考
す
る
が
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
場
合
は

詞
も
心
も
適

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
姿
と
い
う
の
は
０
の
句
と
前
記
後
拾
遺

公
任
歌
と
の
関
係
の
如
き
を
私
は
言
う
の
で
あ
る
。

エハ

「
芭
蕉
」
と
い
う
雅
号
が
西
行
歌
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う

事
を
以
上
述
べ
来

っ
た
が
、
元
来
こ
の
西
行
歌
は
単
に
歌
と
し
て
は
勿
論
の
こ

と
、
そ
の
上
に
一
般
庶
民
の
人
生
観
に
ま
で
普
遍
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
と
い
う
訳
は
、
そ
れ
は

「身
体
は
芭
蕉
の
如
し
、
風

に
従

っ
て
破
れ
易
し
」
と
い
う
格
言
的
な
も
の
に
な

っ
て
民
間
に
伝
播
さ
れ
て

い
た
の
で
あ

っ
て
、
「
天
草
版
金
句
集
』

に

「
シ
ン
タ
イ
ワ
　

ハヾ
シ
ョ
ウ
ノ

ゴ
ト
シ
　
カ
ゼ
ニ
　
シ
タ
ガ
ッ
テ
　
ヤ
ブ
レ
ヤ
ス
シ
。
心
。
ヒ
ト
ノ
　
ミヽ
ワ

バ
シ
ョ
ウ
ノ
　
カ
ゼ
ニ
　
ヤ
ブ
ル
ル
ガ
　
ゴ
ト
ク
　
デ
ャ
ゾ
」

（原
文

ロ
ー
マ

字
書
き
）
と
あ
る
の
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
で
、
西
行
を
敬
慕
し
た
芭
蕉
が
、
西

行
歌
や
こ
の
金
句
に
思
い
到
ら
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
お

「
不
耐
秋
」
と

「芭
蕉
」
と
の
関
連
に
つ
き
付
言
す
る
と
、
岡
田
利
兵
衛

先
生
は

『
図
説
芭
蕉
』
に

『
我
峰
文
集
巻
百
十
二
』
の

「和
勿
斎
芭
蕉
不
耐
秋

楽
府
」
糞
矧
い
て
出
典
と
さ
れ
る
が
、
『我
峰
文
集
』
が
私
に
は
未
詳
で
、
或

い
は

『鵞
峰
全
集
』
（元
禄
二
年
刊
）
の
中
の
「文
集
百
十
二
巻
」
の
中
の
一
冊

か
、
或
は
類
似
名
の

『海
峰
文
集
』
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
未
見
で
あ
る
。
併

し
私
は
、
こ
れ
よ
り
も
も

っ
と
芭
蕉
に
と

っ
て
親
し
み
の
あ

っ
た

『
三
体
詩
巻

一
』
の

「訪
隠
者
不
遇
」
詩
が
出
典
で
は
な
い
か
と
思
う
。
三
体
詩
に
基
づ
く

彼
の
作
品
の
多
い
こ
と
は
、
例
え
ば
中
村
俊
定
氏
監
修

『芭
蕉
事
典
』
に
も
掲

挙
す
る
が

（但
し
、　
不
耐
秋
と
の
関
連
は
指
摘
し
て
い
な
い
）、　
こ
の
三
体
詩

は
元
和
八
年
に
既
に
素
隠
の

『
三
体
詩
抄
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

籐
外
渦
渦
澗
水
流
　
　
種
華
半
照
夕
陽
収

欲
題
名
字
知
相
訪
　
　
又
恐
芭
蕉
不
耐
秋

註

３

と
い
う
賓
撃
の
七
言
絶
句
を
収
載
す
る
。
こ
の
詩
転
結
の
素
隠
の
抄
に

「
ノ
コ



り
多
サ
ニ
、
立
チ
休
ラ
ッ
テ
、
首
ヲ
回
ラ
シ
テ
見
タ
レ
バ
、
カ
シ
ョ
ニ
芭
蕉
ガ

ア
ル
ゾ
、
サ
ラ
バ
所
詮
芭
蕉

二
吾
ガ
名
字
フ
カ
イ
テ
、　
コ
レ
エ
ア
来
り
訪
フ
タ

フ
知
ラ
シ
メ
バ
ヤ
ト
思
フ
タ
ガ
、
待
テ
シ
バ
シ
、
フ
レ
思
フ
ニ
、
芭
蕉

ハ
モ
ロ

キ
モ
ノ
ナ
ン
バ
、
風
ガ
一
フ
キ
吹
イ
タ
ナ
ラ
バ
、
芭
蕉

ハ
破
レ
テ
、
ウ
セ
ヌ
ベ

キ
ゾ
、
サ
ラ
バ
ト
テ
、
題
セ
ザ
ル
処

二
、
不
尽
ノ
意
ガ
ア
ル
ゾ
」
と
あ

っ
て
、

正
に
西
行
歌
と

一
脈
相
通
ず
る
部
分
が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
お
贅
言
す
れ
ば
、

先
に
引
用
し
た

『
藻
塩
草
』
に
も

「無
耳
聞
雪
と
云
り
。
蕉
心
不
展
待
時
雨
芭

蕉
不
耐
秋
」
と
あ
る
が
、
「蕉
心
不
展
待
時
雨
」
は

『蘇
東
披
詩
集
巻
四
十
八
』

の

「題
浄
因
壁
」
と
い
う
七
言
絶
句
の
転
句
で
あ
り

（大
坪
注
、
こ
の
絶
句
は

殆
ん
ど
同
文
で

『黄
山
谷
詩
集
巻
十

一
』
に
も
採
録
さ
れ
て
あ
り
、
作
者
を
い

ず
れ
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
未
考
）
、
「芭
蕉
不
耐
秋
」
は
上
述
三
体
詩
の
結
句

で
あ
る
。
私
が

『
我
峰
文
集
』
よ
り
も
こ
の
方
が
芭
蕉
の
目
に
触
れ
や
す
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

七

最
後
に
仮
名
署
名

「
は
せ
を
」
な
る
字
面
と
、
芭
蕉
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
に

つ
い
て

一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
「芭
蕉
」
は
正
し
い
仮
名
遣
い
は

「
は
せ
う
」

で
あ
る
こ
と
、
南
信

一
氏
が

「厳
密
に
い
え
ば
、
は
せ
う
、
と
書
く
の
が
正
し

い
」

（総
釈
去
来
の
俳
論
下
）
と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
芭
蕉
が
あ

え
て

「
は
せ
を
」
と
し
た
理
由
と
し
て
は
、　
尾
形
傍
氏
の
、
「芭
蕉
」
に

「破

蕉
」
の
意
も
利
か
し
、
そ
の
上
そ
の
両
方
に
通
ず
る

「と
な
へ
」
も
利
か
す
為

に
仮
名
書
に
し
た
と
さ
れ
る
考
察

（座
の
文
字
）
も
傾
聴
に
値
す
る
が
、
そ
れ

な
ら
ば

「
は
せ
う
」
で
も
よ
い
筈
で
あ
る
か
ら
、
私
は
矢
張
り
和
歌
に
お
け
る

表
記
の
、
伝
統
と
い
う
か
通
行
と
い
う
か
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
表
記
な
り
と
の

平
凡
な
考
え
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
『夫
木
和
歌
抄
巻
二
十
八
』
の

「芭
蕉
」

に
は
、
既
述
の
教
長
の
久
安
百
首
歌
や
西
行
歌
以
外
に
、

き
リ
ノ
ヽ
す
ま
ち
か
き
か
へ
に
お
と
つ
れ
て
よ
ひ
の
雨
ふ
る
庭
の
は
せ
を
葉

（正
治
二
年
百
首
、
寂
蓮
法
師
）

い
か
ヽ
す
る
や
か
て
か
れ
行
は
せ
を
は
に
こ
ゝ
ろ
し
て
ふ
く
秋
風
も
な
し

（百
首
歌
草
十
首
中
、
民
部
卿
為
家
）

を
載
せ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
の
集
で
も
仮
名
書
は

「
は
せ
を
」
で

あ
り
、
何
故
に

「
は
せ
う
」
と
せ
ぬ
か
と
言
え
ば
、
矢
張
り
和
歌
の
伝
統
故
に

と
答
え
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
即
ち
、
古
今
集
巻
十
物
名
の
、
「き
の
め
の
と
」

の
歌
に
、さ

さ
、
ま
つ
、
ひ
わ
、
は
せ
を
は

い
さ
ゝ
め
に
時
ま
つ
ま
に
そ
日
は
へ
ぬ
る
心
は
せ
を
は
人
に
見
え
つ
ゝ

が
あ
り
、
「
こ
ゝ
ろ
ば
せ
（意
気

・
景
述

。
心
操

。
操

。
神
合

。
景
行

・
還
述
）

を
ば
」
に

「芭
蕉
葉
」
を
か
く
し
、
又

『信
明
集
』
に
、

長
谷
寺
や
け
た
り
と
き
く
こ
ろ

世
の
中
の
た
の
み
所
に
せ
し
も
の
を
は
せ
を
ば
か
く
や
や
か
む
と
お
も
ひ
し

が
あ
り
、
「長
谷
を
ば
斯
く
や
」
に

「芭
蕉
葉
」
を
詠
み
こ
ん
で
あ

っ
て
、　
こ

れ
以
後
仮
名
書
は

「
は
せ
う
」
と
せ
ず

「
は
せ
を
」
が
踏
襲
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
伝
統
を
勿
論
芭
蕉
が
熟
知
し
て
い
た
事
は
想
像
に
難
く
な
く
、
さ
れ

ば
こ
そ
こ
の
古
今
物
名
歌
を
下
敷
に
し
た
０
の
句
も
生
じ
た
の
で
あ

っ
て
、
０

に
古
今
物
名
歌
の
影
響
を
認
め
る
二
柳
庵
三
四
坊
の
説

（『松
饉
集
し

に
賛
成

せ
ら
れ
ぬ
頴
原
退
蔵
博
士
の
お
考
え

（芭
蕉
俳
句
新
講
上
）
は
、
０
旬
の

「
心

ば
せ
を
の
松
」
と
物
名
歌
の

「時
ま
つ
ま
に

。
心
ば
せ
を
ば
」
の
関
連
に
強
い

て
目
を
つ
ぶ
ら
れ
た
も
の
と
し
か
私
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
蛇
足

な
が
ら
、
板
行
は
元
禄
八
年
な
が
ら
、
契
沖
の

『和
字
正
濫
砂

（巻
三
、
中
下

の
を
と

に
、



芭
蕉
　
ば
せ
を
ば
　
和
名
丼
古
今
物
名
。
又
信
明
集
に
も
物
名
に
よ
め
り
、

芭
蕉
の
二
字
の
音
に
、
芭
蕉
は
葉
を
い
ふ
草
な
れ
ば
、
さ
て
、
は
、
の
字
を

そ
へ
た
る
な
り

と
述
べ
、
翌
元
禄
九
年
の
橘
成
員
著

『
倭
字
通
例
集
』
に
も

ば
せ
を
、
芭
蕉
、
本
名
甘
蕉
。
バ
セ
ヲ
ハ
訓

ニ
ア
ラ
ズ
声
ノ
変
也
。
バ
セ
ヲ

バ
セ
ウ
相
通
ズ
。
古

ハ
ば
せ
を
バ
ト
云
、
古
今
物
ノ
名

二
心
ば
せ
を

ハ
人
に

み
え
つ
ゝ

と
あ
る
の
は
、
「芭
蕉
」
を
音
読
し
た
時
の
仮
名
表
記
と
そ
の
由
来
を
述
べ
た
も

の
で
、
叙
上
の
私
の
説
明
が
、
芭
蕉
の
活
躍
し
た
時
代
の
略
々
文
人
の
常
識
で

あ

っ
た
事
を
示
し
、
こ
れ
を
字
書
に
定
着
さ
せ
た
も
の
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

又
、
謡
山
の

『
芭
蕉

。
葵
上

・
井
筒

・
竹
雪
』
等
に
も

「芭
蕉
」
な
る
語
が

見
ら
れ
る
が
、　
そ
こ
に
は

「
は
せ
う
」

「
は
せ
を
」
の
両
様
の
表
記
が
な
さ
れ

て
あ
り
、
こ
れ
は

『
倭
字
通
例
集
』
に
云
う

「相
通
ズ
」
る
故
で
あ
る
。
併
し

古
態
は

「
は
せ
を
」
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「芭
蕉
」
の
場
合
は
と
も
か
く
と

し
て
も
、
少
な
く
と
も

「
芭
蕉
葉
」
の
場
合
は

「
は
せ
を
は
」
が
伝
統
的
表
記

で
あ

っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
雅
号

「
芭
蕉
」
も
か
く
し
て

「
は
せ
を
」
と
書

か
れ
た
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
と
私
は
想
像
す
る
次
第
で
あ
る
。

結
局
、
さ
き
の

『
栗
本
雑
記
』
や

『随
斎
譜
話
』
の
所
伝
は
、
芭
蕉
と
い
う

雅
号
に
就
き
、
そ
の
「
は
せ
を
」
な
る
仮
名
書
は
古
今
誹
譜
歌

（実
は
物
名
歌
）

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
芭
蕉
葉
の
や
ぶ
れ
易
さ
と
人
生
無
常
の
連
想
は

八
雲
御
抄
に
記
述
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
内
容
を
、
芭
蕉
自
身
が
門
人
か
誰
か

に
語

っ
た
の
を
、
こ
れ
は
和
歌
に
関
連
す
る
話
柄
で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
の
和
歌

の
師
の
季
吟
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
や
が
て
こ
の
よ
う
な
所
伝
と
な
り
、
ま
こ

と
し
や
か
な
文
書
ま
で
が
作
成
さ
れ
る
に
到

っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と

す
れ
ば
こ
の
所
伝
に
も
な
に
が
し
か
の
真
実
に
迫
る
要
素
は
含
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

以
上
、
拙
稿
を
結
論
す
れ
ば
、
芭
蕉
な
る
雅
号
は
、
彼
自
身
、
李
下
よ
り
芭

蕉
株
を
贈
ら
れ
た
元
和
元
年
春
以
後
、
０
０
の
句
が
作
ら
れ
た
頃
に
か
け
て
、

西
行
歌
に
基
づ
き
自
称
し
た
雅
号
で
あ
り
、
そ
の
仮
名
書
も
和
歌
の
伝
統
に
従

っ
て
書
く
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
次
第
で
あ
る
。

註
１
　
一π
禄
二
年
十
二
月
二
十

一
日
、
湖
春
と
共
に
召
出
さ
れ
医
員
に
準
じ
季
吟
二
百

俵
、
湖
春
二
十
日
の
給
。
（常
憲
院
実
記

・
巻
二
十

一
）

註
２
　
鵞
峰
は
林
羅
山
第
二
子
、
春
斎
と
も
号
し
、
山
口
素
堂
二
十
歳
の
頃

（寛
文
の

初
め
）
の
漢
学
の
師
で
あ
っ
た
。

註
３
　
ト
ウ
キ
ョ
ウ
。
唐
の
人
。
字
は
友
封
。
性
温
和
に
し
て
、
士
友
言
議
の
時
も
日

吻
を
動
か
す
の
み
で
語
を
発
せ
ず
、
働
り
て
囁
疇
翁
の
名
が
あ
っ
た
。

追
考

一　
０
は

「発
句
な
り
松
尾
桃
青
宿
の
春
」
と
し
延
宝
七
年
作
、
知
足
写
江
戸
衆
歳
旦

に
見
え
る

（森
川
昭
氏

「延
宝
七
己
未
名
古
屋
歳
旦
板
行
之
写
シ
」
俳
文
芸
二
号
）。

然
す
れ
ば
雅
号
芭
蕉
は
こ
の
時
点
で
は
未
称
で
、
以
後
雅
号
芭
蕉
を
自
称
自
覚
し
て

こ
の
旧
作
を

「芭
蕉
桃
青
」
と
改
案
し
た
と
考
え
得
る
。

一
一

「芭
蕉
を
移
す
詞
」
の
Ａ
が
、
Ｂ
Ｃ
よ
り
も
推
敲
を
経
た
成
案
と
す
れ
ば
、
Ｂ
Ｃ

に
無
か
っ
た
西
行
歌

「
こ
ゝ
を
ま
た
」

の
下
旬
を
付
加
し
た
事
に
な
り
、　
文
末
の

「風
雨
に
破
れ
安
き
を
愛
す
る
の
ミ
」
と
い
う
西
行
歌
依
拠
の
文
節
と
一
層
緊
密
な

照
応
を
持
つ
事
に
な
ろ
う
。

〓
一　
こ
の
論
稿
を
昭
和
五
十
九
年
十
月
十
一
日
の
大
阪
俳
文
学
研
究
会
で
発
表
、
そ
の

席
で
金
光
洋
三
氏
よ
り
、
檀
上
正
孝
氏
に

「芭
蕉
仮
名
落
款
考
」
の
あ
る
事
の
御
教

示
を
得
た
。
檀
上
氏
論
文
は
、
主
旨
は

「
は
せ
を
」
表
記
の
史
的
考
察
に
あ
り
、
使

用
さ
れ
た
資
料
は
拙
稿
と
重
複
す
る
も
の
も
多
い
が
、
拙
稿
の
主
旨
は
雅
号
芭
蕉
は

西
行
歌
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
う
に
重
点
が
あ
り
、
檀
上
氏
の
主
旨
は

「は
せ
を
」
と
い
う
仮
名
表
記
が
わ
が
古
典
の
伝
統
的
表
記
の
襲
用
で
あ
る
旨
を
論

ぜ
ら
れ
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
西
行
歌
と
の
関
連
を
論
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
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た
の
で
、
拙
稿
を
発
表
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

四
　
そ
の
他
、
浅
野
信
氏
に

「Ａ
芭
蕉
∨
と
い
う
号
を
め
ぐ
っ
て
」
∩
俳
諸
の
語
意
と

文
法
』
所
収
）、
仁
枝
忠
氏

「芭
蕉
俳
号
考
」
合
芭
蕉
に
影
響
し
た
漢
詩
文
』
所
収
）

も
あ
る
が
、
西
行
歌
と
の
関
連
を
論
じ
た
も
の
で
な
く
、
拙
稿
と
主
旨
に
於
て
変
る

の
で
発
表
に
踏
み
き
ら
し
て
い
た
だ
く
次
第
で
あ
る
。

―
親
和
女
子
大
学
教
授
―

含
翠
堂

（土
橋
）
文
庫
目
録
―
続
―

先
に
昭
和
四
十
六
年
に
国
史
研
究
室
編
に
成
る
目
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る

が
、
本
目
録
は
そ
れ
に
続
き
、
土
橋
家
旧
蔵
の
文
芸
関
係
資
料
を
収
録
す
る
。

早
く
昭
和
二
十
九
年
よ
り
、
本
誌
の
第
十
二
・
十
三

。
十
五
号
の
三
輯
に

わ
た
っ
て
紹
介
さ
れ
、
と
く
に
主
要
連
歌
作
品
と
土
橋
友
直
の
歌
学
の
師
河

瀬
菅
雄
の
著
作
を
中
心
に
解
説
が
施
さ
れ
て
い
て
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
よ
う
や
く
整
理
が
完
了
し
、
目
録
作
成
に
こ
ぎ
つ

け
、
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

全
五
三
ペ
ー
ジ
。
総
点
数
四
六
七
。
連
歌
が
そ
の
う
ち
二
三
六
点
で
も

っ

と
も
多
い
が
、　
河
瀬
菅
雄
著

『古
今
見
聞
抄
』
（巻
三
十
七
か
ら
巻
四
十
ま

で
欠
）
、
『
百
人

一
首
左
称
葛
』
、
阿
知
子
顕
成
編
の
俳
書

『
て
く
り
舟
』
（巻

三
―
六
）
な
ど
の
稀
観
書
も
あ
り
、
宝
暦
九
年
写
の
鷺
流
狂
言
が
数
点
見
え

る
こ
と
も
注
目
を
引
こ
う
。

本
目
録
は
非
売
品
で
あ
る
が
、
国
文
学
研
究
室
に
少
々
残
部
が
あ
る
の
で

希
望
者
は
左
記
に
申
し
込
ま
れ
た
い
。
な
お
、
郵
送
料
お
よ
び
雑
費
と
し
て
、

一
冊
に
つ
き
四
百
円
を
お
願
い
し
た
い
が
、
送
金
は
現
品
到
着
後
、
な
る
べ

く
郵
便
振
替
に
て
お
願
い
し
た
い
。

一Ｔ
５６０
　
豊
中
市
待
兼
山

一
の
一　
大
阪
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
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阪
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２
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