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蕪
村

・
貴
賤
風
雅
論

は

じ

め

に

芭
蕉
は
、
繁
華
の
街
衝
を
避
け
て
、
僻
腫
の
巻
に
住
ま
い
を
定
め
、
「侍
び
」

の
生
活
に
は
い
っ
た
。
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
月
を
わ
び
、
身
を
わ
び
、
拙
き
を
わ
び
て
」
∩
武
蔵
曲
し
、
「件
び
」
を
極
め

よ
う
と
す
る
。
ま
た
同
時
に
、
み
ず
か
ら
を

「乞
食
の
翁
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

る

∩
乞
食
の
翁
」
句
文
懐
紙
）
。
そ
の
意
識
は
、
晩
年
に
な

っ
て
な
お
保
た
れ
、

自
ら
の
分
身
の
ご
と
き
旅
人
を
、

「桑
門
の
乞
食
順
礼
ご
と
き
の
人
」
と
も
表

現
し
て
い
た

（『奥
の
細
道
し
。
　
そ
も
そ
も
、
そ
の
旅
に
出
る
に
あ
た
っ
て
の

心
構
え
と
し
て
、
元
禄
二
年
春
、
猿
雖
宛
と
推
定
さ
れ
る
手
紙
の
な
か
で
、

一
鉢
境
界
乞
食
の
身
こ
そ
た
う
と
け
れ
と
う
た
ひ
に
侍
し
貴
僧
（増
賀
聖
）

の
跡
も
な
つ
か
し
く
、
猶
こ
と
し
の
た
び

（「奥
の
細
道
」
の
旅
）
は
や

つ
し
ノ
ヽ
て
こ
も
か
ぶ
る
べ
き
心
が
け
に
て
御
坐
候
。

と
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
芭
蕉
の
貧
し
い
生
活
実
態
そ
の
も
の
を
表
し
て

い
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
人
の
自
己
意
識
の
一
つ
の
表
現
形
式

で
あ

り
、

「貧
」
の
演
技
様
式
で
あ

っ
た
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
右
の
手
紙
に
続
け
て
、

「道
の
風
雅
の
乞
食
」
と
い
う
語
句
が
見
え

る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
元
禄
三
年
の
歳
旦
吟

「薦
を
着
て
誰
人
い
ま
す
花
の

春
」
の
旬
に
、
西
行

『
撰
集
抄
』
の
逸
話
中
の
人
物
を
託
す
よ
う
に
、
芭
蕉
に

藤

田

真

と

っ
て
、

「乞
食
」
の
境
界
と

「道
の
風
雅
」
と
は
つ
な
が
り
合
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

「素
翁

（素
堂
）
り
は
く

（李
白
）
に
か
は
り
て
、
我
貧
を

き
よ
く
せ
む
と
す
」
令
四
山
の
瓢
し

と
い
う
の
は
、
「貧
」
に
居
る
こ
と
が
、

「雅
」
に
通
じ
て
い
て
は
し
い
と
願
う
こ
と
ば
で
あ

っ
た
ろ
う
。

『奥
の
細
道
』

の

「清
風
」
を
、

「
か
れ
は
富
る
も
の
な
れ
ど
も
、
志
い
や
し
か
ら
ず
」
と
称

揚
す
る
の
は
、
そ
の
逆
か
ら
い
っ
た
表
現
で
あ
る
。
誠
の
志
を
実
現
し
よ
う
と

す
る
芭
蕉
に
と

っ
て
、
「乞
食
」
の
境
界
に
お
ろ
う
と
意
思
す
る
こ
と
、
「貧
」

で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
必
然
で
あ

っ
た
。

蕪
村
は
、

「貧
居
八
詠
」
と
題
す
る
連
作
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
尾
形
傍

氏
の
推
定
に
よ
る
と
、
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）
冬
の
作
で
あ
る
。
と
す
る
と
、

同
年
秋
に
作
ら
れ
た
、
愛
弟
子
大
魯
の

「秋
興
八
句
」
に
触
発
さ
れ
て
、
創
作

を
試
み
た
か
と
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
こ
の
連
作
は
、
蕪
村
の

「貧
居
老
残
の
自
画
像
」
が
表
さ
れ
て
い
る

と
い
う
見
解
が
あ

っ
た

（筑
摩
書
房

『
古
典
日
本
文
学
全
集
』
三
二
、
栗
山
理

一
稿
）
。　
し
か
し
、
よ
り
大
切
な
こ
と
は
、

「貧
居
」
と
い
う
の
が
本
来
詩
題

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
円
機
活
法
』
詩
学
編
第
六
巻
に
、

「貧
居
」

の
項
が
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
諸
々
の
詩
句
の
な
か
に
、
た
と
え
ば
、

「老
硯
棲
け
氷
フ筆

損
′尖
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
、

「貧
居

八
詠
」
の
末
句
、

「筆
籍
に
筆
の
氷
を
噛
夜
哉
」
の
発
想
に
通
じ
て
い
る
よ
う



に
な
え
る
。
あ
る
い
は
、

「
飢
鼠
上
ルニ琴

謹
こ

や

「鼠
′、寡

二余
粒
フ

一上
ルニ陶

瓶
一

こ

は
、
第
五
句

「
氷
る
灯
の
油
う
か
ゞ
ふ
鼠
か
な
」
に
関
連
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

ま
た
、

「貧
居
」
の
項
の
冒
頭
に
、
顔
回
瓢
箪
の
故
事
を
出
し
て
、

『論
語
』

の

「賢
哉
、
回
也
」
の
語
句
を
挙
げ
て
い
る
の
と
、　
響
同
樹
有
′
巣
鳩
笑
′
拙
」

の
例
句
と
を
併
せ
る
と
、
第
二
句
目
の
「
か
ん
こ
鳥
は
賢
に
し
て
賤
し
寒
苦
鳥
」

に
つ
な
が

っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

蕪
村
が
、

『
円
機
活
法
』
を
直
接
ふ
ま
え
て
句
作
し
た
か
ど
う
か
は
、
わ
か

ら
な
い
。
要
は
、
こ
の
連
作
の
底
に
、
詩
題
と
し
て
の

「貧
居
」
が
あ
り
、
詩

。
俳
に
お
い
て
、
発
想
の
基
盤
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
創
作
動
機
と
し
て
、
弟
子
の
作
品
か
ら
の
刺
激
が
あ

っ
た
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
契
機
も
、
内
的
で
は
な
く
、
外
的
な
も
の

で
あ
る
。

「貧
居
老
残
の
自
画
像
」
と
い
う
評
価
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

し
、
外
因
的
動
機
に
内
省
を
潜
め
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
蕪
村
の
句

作
方
法
の
形
と
い
う
側
面
を
も

っ
と
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、　
一

方
に

「貧
居
」
の
詩
題
が
あ
り
、
他
方
に
八
句
連
作
と
い
う
、
杜
甫
以
来
の
趣

向
の
形
が
あ

っ
て
、
そ
こ
に
俳
譜
と
し
て
の

「貧
の
生
活
ぶ
り
」
を
表
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
、
蕪
村
の

「貧
」
の
表
現
様
式
を
、
作
品
に
即
し
て
考
え
、　
コ
貝
・

賤
」
の
相
対
す
る
概
念
を
こ
え
て
、
蕪
村
が
い
か
な
る
風
雅
を
め
ざ
し
た
か
と

い
う
こ
と
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　
小
　
家

離
落

う
ぐ
ひ
す
の
あ
ち
こ
ち
と
す
る
や
小
家
が
ち
　
　
　
　
（蕪
村
句
集
）

『
蕪
村
全
集
』
発
句
編
に
明
和
六
年
作
と
推
定
。

『
俳
譜
新
選
』
『続
明
烏
』

の
二
撰
集
に
重
ね
て
入
集
す
る
ほ
か
、
句
稿
類
に
も
載
録
し
、
自
信
作
で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
句
形
に
異
同
は
な
い
。
た
だ
し
、

「離
落
」
は

「雛
落
」
の

誤
記
で
、
竹
で
編
ん
だ
簡
素
な
垣
根
の
こ
と
。
こ
の
詞
書
は
、
他
に
『続
明
烏
』

に
見
え
る
。
句
意
は
明
解
、
小
家
の
建
ち
続
く
垣
根
づ
た
い
に
、
鶯
が
あ
ち
ら

で
鳴
い
た
か
と
思
う
と
、
ま
た
こ
ち
ら
で
鳴
く
、
と
い
っ
た
早
春
の
景
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
一
と
お
り
の
解
に
対
し
て
、
日
中
道
雄
氏
は
、

「趣
向
の
料
と
し
て
の

実
情
」

（『
江
戸
時
代
文
学
誌
』
第
八
号
）
の
な
か
で
、
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
の

巻
の
一
節
、

「げ
に
い
と
小
家
が
ち
に
、
む
つ
か
し
げ
な
る
わ
た
り
の
、
こ
の

も
か
の
も
あ
や
し
く
う
ち
よ
ろ
ぼ
ひ
て
、
む
ね
む
ね
し
か
ら
ぬ
軒
の
つ
ま
な
ど

に
は
ひ
ま
つ
は
れ
た
る
を
、
日
惜
し
の
花
の
契
り
や
、　
一
房
折
り
て
ま
ゐ
れ
、

と
の
た
ま
へ
ば
」

（傍
線

・
傍
点
は
田
中
氏
）
を
引
用
し
、
傍
線
部
が
蕪
村
の

語
彙
に
対
応
す
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
右
引
用
文
の
直
前
に
見
え
る
、

「
か
う

あ
や
し
き
垣
根
に
な
ん
咲
き
は
べ
り
け
り
る
」
が
、
詞
書

「籠
落
」
を
引
き
出

し
た
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
日
中
氏
の
提
唱
す
る

「
二
段
階
鑑
賞
法
」
に
の
っ

と

っ
て
、
第

一
段
階
に
、

「春
光
注
ぐ
の
ど
か
な
下
町
風
景
」
と
解
し
、
第
二

段
階
と
し
て
、

「夕
顔
巻
の
さ
び
れ
た
五
条
通
り
に
相
似
る
下
町
に
も
、
今
同

じ
く
春
が
来
た
、
か
の
源
氏
訪
間
の
夏
に
比
し
、
季
回

っ
て
貧
家
の
歴
屋
も
陽

気
に
充
る
、
と
情
を
加
え
て
」
解
釈
す
る
。

た
し
か
に
、

「
小
家
」
は
、
文
字
ど
お
り
家
の
サ
イ
ズ
の
小
さ
さ
を
い
う
と

と
も
に
、
粗
末

・
貧
相
の
義
を
属
性
と
し
て
も
つ
こ
と
ば
で
あ
る
。
同
じ

『
源

氏
物
語
』
常
夏
の
巻
に
、

「
か
か
り
け
る
種
な
が
ら
、
あ
や
し
き
こ
い
へ
に
生

ひ
い
で
け
る
こ
と
」

（傍
点
藤
田
）
と
あ
る
の
も
、
小
家
の
卑
賤
ぶ
り
を
言

っ

て
い
る
。
こ
と
に
先
の

「
夕
顔
」
の
文
章
は
、
京
五
条
界
隈
の
猥
雑
性
を
よ
く

か
も
し
だ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
語
義
は
、
以
後
近
世
に
至



っ
て
も
大
き
な
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
歌
語

「
こ
の
も
か
の
も
」
を
、

「あ
ち
こ
ち
」
と
俳
言
化
し
た
と

考
え
る
な
ら
ば
、　
一
句
は
た
し
か
に
俳
諮
性
に
富
む
句
作
り
と
な
る
。

し
か
し
、

「小
家
が
ち
」
と

「あ
ち
こ
ち
と
す
る
」
か
ら
、
た
だ
ち
に
源
氏

を
想
起
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
源
氏
の
場
面
か
ら
鶯
の
鳴

く
風
景
ま
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
距
離
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
よ

り
、
逆
に

「鷲
」
か
ら
源
氏
に
至
る
に
は
、
大
き
な
跳
躍
を
必
要
と
す
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
田
中
解
を
尊
重
し
つ
つ
、
別
回
路
か
ら
迫

っ
て
み
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
制
作
現
場
か
ら
発
想
の
過
程
を
推
測
し
て
み
よ
う
。
本
旬
の

「鶯
」
の
季
題
は
、
明
和
六
年

一
月
二
十
七
日
、
日
福
亭
で
の
兼
題
で
あ

っ
た

と
さ
れ
る

（
尾
形
傍

『
蕪
村
自
筆
句
帳
し
。
と
す
る
と
、
蕪
村
は
、

「鷲
」
の

題
を
目
の
前
に
し
て
句
案
し
た
は
ず
で
あ
る
。
題
と
句
の
間
の
桟
と
な
る
、
な

に
が
し
か
の
媒
介
が
あ

っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

『
増
補
和
歌
題
林
抄
』

（宝
永
三
年
刊
）
の

「鶯
」
の
項
を
み
る

と
、
以
下
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

た
に
よ
り
い
で
ヽ
は
る
を
し
ら
せ
、
ふ
る
す
を
す
て
ヽ
花
に
う
つ
る
と
も

い
ひ
、
ま
が
き
の
竹
に
ね
ぐ
ら
さ
だ
む
る
と
も
よ
み
、
は
な
が
さ
に
ぬ
ふ

と
も
。
し
づ
が
か
き
ね
に
こ
づ
た
ひ
て
、
里
な
れ
そ
む
る
と
も
。

早
春
谷
か
ら
出
て
き
た
鶯
が
、
「
し
づ
が
か
き
ね
に
こ
づ
た
ひ
て
」
、
里
に
馴
れ

親
し
ん
で
い
く
、
と
い
う
の
が
、

「鶯
」
の
本
意
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
鶯
の
本
意
を
ふ
ま
え
て
、
蕪
村
は
、
小
家
が
ち
な
る
界
隈
に
飛

び
来

っ
た
鶯
が
鳴
く
音
を
あ
げ
る
の
は
、

「
し
づ
か
か
き
ね
に
こ
づ
た
ひ
て
」

で
あ
る
こ
と
を
、

「雛
落
」
の
詞
書
で
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

人
は
、
鶯
の
春
を
告
げ
て
鳴
く
の
を
心
待
ち
し
て
い
る
。
そ
の
待
つ
心
情
に

お
い
て
貴
賤
の
区
別
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
睡
屋
に
住
ま
い
し
よ
う
が
、

春
待
つ
心
に
は
切
な
る
も
の
が
あ
る
。

「鶯
の
鳴
か
ぬ
か
ぎ
り
は

（春
は
）
あ

ら
じ
と
ぞ
思
ふ
」

（古
今
集

・
春
）
の
で
あ
る
か
ら
、
小
家
の
人
び
と
に
春
を

告
げ
る
た
め
に
は
、
鶯
は
家
ご
と
に
鳴
く
音
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
が
、
鶯
の

「あ
ち
こ
ち
と
す
る
」
理
由
で
あ
る
。
当
然
、
そ
こ
に
作
者
腐
心

の
俳
意
が
あ
る
と
い
え
る
。
鶯
の
鳴
く
音
が
聞
こ
え
る
人
里
の
の
ど
か
な
風
景

に
ま
ず
は
印
象
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
よ
く
よ
く
注
意
す
る
と
、
か
な
ら
ず

し
も
の
ん
び
り
と
は
し
な
い
、
む
し
ろ
せ
わ
し
な
い
鳴
き
方
な
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
も
賤
し
き
小
家
が
ち
の
界
隈
な
ら
で
は
と
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
蕪
村
に
は
、
こ
の
他
に
も

「小
家
」

「小
家
が
ち
」
の
語
を
用

い
た
作
例
が
多
い
。
そ
の
な
か
に
は
、

「
羽
蟻
と
ぶ
や
富
士
の
裾
野
ゝ
小
家
よ

り
」
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
大

。
小
の
対
比
効
果
と
し
て
こ
の
語
が
詠
ま
れ
た

句
も
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

「
小
家
」
の
阻
屋
性
を
活
用
し
て
作
ら
れ
た
句
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、

「水
鳥
や
朝
め
し
早
き
小
家
が
ち
」
は
、
群
れ
な
す
鳥
た

ち
の
早
朝
の
食
餌
に
、
人
様
の
朝
食
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
に
俳
諧
的
滑
稽

が
潜
ん
で
い
る
と
思
う
が
、
こ
の
句
が
、
そ
ん
な
に
し
て
生
業
に
励
む
人
の
営

み
を
か
い
ま
見
せ
る
の
は
、

「小
家
が
ち
」
の
語
の
働
き
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。
ま
た
、

「
さ
く
ら
よ
り
桃
に
し
た
し
き
小
家
哉
」
は
、

「桃
」
に

「賤

屋
」
が
付
合
と
さ
れ
る

（
『類
船
集
し

よ
う
な
連
想
か
ら
発
想
さ
れ
た
句
で
あ

ろ
う
。

「桃
」
と

「
小
家
」
の
連
想
は
、

「沙
魚
を
煮
る
小
家
や
桃
の
む
か
し

貞
」
に
も
生
か
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
、
か
つ
て
小
家
に
、
さ
も
ふ
さ
わ
し

く
咲
き
匂

っ
て
い
た
桃
を
な
つ
か
し
げ
に
回
顧
す
る
気
味
が
あ
る
。

あ
る
い
は
、

「菜
の
花
や
油
乏
し
き
小
家
が
ち
」
は
、
広
々
と
し
た
菜
の
花

畑
を
背
景
に
、
一月
を
寄
せ
合
う
よ
う
に
建
ち
並
ぶ
小
家
か
ら
は
、
灯
火
を
と
も

す
油
が
不
足
す
る
の
か
、
細
々
と
し
た
明
か
り
し
か
も
れ
て
こ
な
い
、
わ
び
し

げ
な
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。　
一
面
の
菜
の
花
の
豊
か
さ
と
対
照
的
に
、



菜
種
油
を
採
取
し
て
生
活
を
営
む
家
々
の
貧
寒
さ
が
強
く
心
を
う
つ
句
で
あ
る
。

そ
の
反
対
に
、

「雪
国
や
根
た
の
も
し
き
小
家
が
ち
」
に
は
、

「雪
国
」
で

あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
小
家
の
続
く
頼
り
な
げ
な
さ
ま
と
は
う
ら
は
ら
に
、
ゆ

っ
た
り
と
食
糧
が
蓄
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
心
強
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

以
上
を
概
観
す
る
と
、

「
小
家
」
の
語
が
含
む
、
語
義
の
多
様
性
を
最
大
限

に
駆
使
し
な
が
ら
、
句
作
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
句
作
り
に
は
、
い
つ
も
何
が
し
か
の
ヒ
ネ
リ
が
加
え
ら
れ
て
、
俳
譜
的
風

雅
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

二
　
貧
　
践

月
天
心
貧
し
き
町
を
通
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蕪
村
句
集
）

初
案
は
、
上
五
が

「名
月
や
」

（
『落
日
庵
句
集
し

で
あ
る
が
、
晩
年
に
自

ら
ま
と
め
た

「自
筆
句
帳
」
で
こ
の
句
形
に
定
め
て
い
る
。
諸
注
、
「
月
天
心
」

と
し
た
と
こ
ろ
に
、
本
句
の
命
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
こ
の
語
句
は
、

『
古
文

真
宝
』
前
集
所
収
の
、
郡
康
節
作

「清
夜
吟
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

月
到
天
心
処
　
　
月
　
天
心
に
到
る
処

風
来
水
面
時
　
　
風
　
水
面
に
来
る
時

一
般
清
意
味
　
　
一
般
の
清
意
の
味
は
ひ

料
得
少
人
知
　
　
料
り
得
た
り
　
人
の
知
る
こ
と
少
な
る
を

当
然
、

「月
天
心
」
だ
け
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
詩
意
全
体
を
汲
ん

だ
解
が
要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

「昼
間
は
薄
汚
れ
た
町
並
み
も
、

夜
更
け
に
は
天
心
に
懸
か
る
月
の
光
で
あ
ま
ね
く
浄
化
さ
れ
て
清
々
し
さ
さ
え

感
じ
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
世
人
の
知
る
こ
と

の
希
な
、
そ
の
よ
う
な

『貧
し
き
町
』
の
変
化
に
遭
遇
し
た
感
動
を
詠
ん
だ
も
の
」

翁
日
本
名
句
集

成
』
損
斐
高
稿
）
と
解
す
る
ご
と
く
に
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
初
案
形
の

「名
月
や
」
で
は
な
く
、

「月
天
心
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
天
の
中
央
に
輝
く
月
光
の
美
し
さ

を
い
う
だ
け
で
な
く
、
人
み
な
寝
静
ま

っ
た
深
更
で
あ
る
こ
と
も
、
「
月
天
心
」

の
一
語
で
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
翻

っ
て
、
初
案
で

「名
月
や
」
と
置
い
た
作
者
の
心
情
も
無
視
し

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「名
月
」
に

「貧
し
き
町
」
は
落
差
の
際
立
っ
た
取

り
合
わ
せ
で
あ
る
。

「名
月
」
な
ら
、
中
秋
の
月
、

「
歌
人
騒
客
の
晴
を
期
す

る
」

∩
日
本
歳
時
記
し

も
の
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
今
宵
の
月
を
愛
で
る
の

で
あ
る
。
そ
の
せ
っ
か
く
の
名
月
も
、

「歌
人
騒
客
」
な
ど
と
は
無
縁
の

「貧

し
き
町
」
で
は
み
な
寝
静
ま

っ
て
愛
で
る
人
な
ど
あ
り
え
な
い
。
薄
汚
れ
て
い

る
か
ら
、
町
が
貧
し
い
の
で
は
な
い
。
こ
の
美
し
い
月
な
ど
に
日
も
く
れ
な
い

町
が
、
貧
し
い
の
で
あ
る
。
慈
し
む
人
が
い
な
け
れ
ば
、
月
は
美
し
く
な
い
。

む
な
し
い
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
逆
説
的
な
美
を
見
い
だ
し
た
の
が
、
本
句

の
初
案
形
で
あ
る
。
初
案
は
、
名
月
と
貧
し
い
町
と
の
対
比
の
句
で
あ
る
。

そ
れ
を
、
漢
詩

「清
夜
吟
」
の
世
界
に
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
町
は
月

光
を
あ
び
て

一
気
に
清
ら
か
な
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
町
の
だ
れ
ひ
と
り
と

し
て
知
る
も
の
の
な
い
、
こ
の
絶
妙
の
光
景
を
、
我
ひ
と
り
堪
能
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
れ
も
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
た
だ
ひ
と

り
我
が
物
と
す
る
喜
び
が
あ
る
。

「中
ノ
ヽ
に
ひ
と
り
あ
れ
ば
ぞ
月
を
友
」
と

い
う
句
の
あ
る
蕪
村
な
ら
で
は
の
、
ひ
と
り
月
見
の
句
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
し

て
も
、

「貧
」
の
中
に

「
月
」
を
見
る
美
意
識
は
、
蕪
村
独
特
で
あ
る
。

針
猛
て
梅
に
ま
づ
し
き
女
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（書
簡
）

縫
い
物
に
い
そ
し
む
女
が
、
針
が
折
れ
て
ふ
と
目
を
上
げ
る
と
、
視
線
の
か

な
た
に
梅
の
花
が
美
し
く
咲
い
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
貧
し
さ
の
た
め
、

お
よ
そ
風
雅
な
る
も
の
と
は
無
縁
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
女
が
、
梅
の
花
に
目



を
留
め
て
、
雅
な
る
ひ
と
と
き
を
持
つ
。
梅
＝
雅
と
貧
＝
俗
と
を
つ
な
い
で
、

一
つ
の
世
界
に
同
居
さ
せ
た
の
は
、

「針
折
て
」
の
働
き
で
あ
る
。

若
楓
貧
し
き
賤
が
は
き
掃
除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（落
日
庵
句
集
）

身
分
低
き
者

（下
男
な
ど
）
が
、
奉
公
先
か
寺
な
ど
の
庭
を
懸
命
に
は
き
掃

除
し
て
い
る
傍
ら
の
楓
の
木
は
、
鮮
や
か
な
若
葉
が
美
し
い
。
そ
の
男
に
そ
れ

が
目
に
入

っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
怪
し
い
。
こ
こ
で
も
、
美
な
る
も
の
と
貧
な

る
も
の
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
貧
が
若
楓
の
美
し
さ
を
裏
か
ら

支
え
る
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
注
意
す
べ
き
は
、

「貧
」
と

「賤
」
と
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
貧
し
さ
と
賤
し
さ
と
は
、

似
か
よ

っ
た
概
念
を
も

っ
て
い
る
。

「貧
」
の
す
ぐ
隣
に
、

「賤
」
が
あ
る
。

貧
僧
の
仏
を
き
ざ
む
夜
寒
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蕪
村
遺
稿
）

ひ
と
り
の
貧
乏
僧
が
、
秋
の
夜
の
寒
さ
も
厭
わ
ず
、　
一
心
不
乱
に
仏
を
彫

っ

て
い
る
。
仏
に
は
尊
さ
や
気
高
さ
が
刻
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
僧
侶
と
し
て

の
身
分
も
名
誉
も
望
ま
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
の
僧
の
、
ま
さ
に
貧
な
る
が
ゆ
え

の
尊
さ
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
こ
の
句
で
は
、
僧
の

「貧
」
で
あ
る
こ
と
が
、
仏

を
刻
む
行
為
に
、

「貴
」
の
保
証
を
与
え
て
い
る
。

雨
の
時
貧
し
き
蓑
の
雪
に
富
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蕪
村
遺
稿
）

雨
に
し
と
ど
濡
れ
た
蓑
は
い
か
に
も
み
じ
め
た
ら
し
い
。
そ
の
よ
う
な
蓑
が

雪
に
覆
わ
れ
る
と
、　
一
転
し
て
富
貴

へ
と
様
変
わ
り
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

『蕪
村
全
集
』
の
解
は
、

『蒙
求
』
の

「
王
恭
鶴
鼈
」
を
典
拠
と
し
て
、
雪
が

鶴
の
毛
衣
と
な

っ
て
美
し
く
富
貴
で
あ
る
と
す
る
。
雪
が
蓑
を
貧
か
ら
富

へ
と
、

価
値
の
逆
転
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

蓑
は
む
ろ
ん
雨
具
で
あ
る
。
雨
が
降
れ
ば
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
本
然
の
利
用
が
な
さ
れ
て
、
そ
れ
が
な
ぜ

「貧
し
き
」
と
表
現
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は

「貧
」
の
語
が
、

「賤
」
の
語
と
隣
り
合
わ
せ

の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

『
俳
諧
小
傘
』
の
な
か
で
、

「蓑
」
は
、
付
合
語
と
し
て
、

「船
頭

。
墓
守

。
鵜
飼

・
菰
刈

・
山
人

・
百
姓

・
順
礼

。
人
歩

・
落
人
」
な
ど
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「貴
」

に
で
は
な
く
、

「賤
」
に
属
す
る
語
で
あ
る
。
蓑
は
、
賤
な
る
者
た
ち
の
着
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
蓑
を
、
「貧
」
か
ら

「富
」

へ
、
そ
し
て

「賤
」

か
ら

「貴
」

へ
と
引
き
上
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
が
、

「雪
」
で
あ

っ
た
。

「蓑
」
が
貧
に
属
し
て
い
る
間
は
、
陳
腐
な
る
散
文
的
世
界
に
と
ど
ま
る
。
そ

れ
を
、

「富
」
に
転
換
し
た
と
こ
ろ
が
俳
諾
で
あ
り
、
詩
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
、

「貧
」
を
詠
ん
だ
句
は
、
い
ず
れ
も
、
何
が
し
か
の
操
作

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貧
賤
に
属
す
る
も
の
が
風
雅
の
世
界
に
転
じ
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
操
作
を
お
こ
な
わ
せ
た
の
が
、
俳
譜
で
あ
る
。
卑
俗
を
高
雅

ヘ

昇
華
さ
せ
る
方
法
が
、
俳
諸
の
方
法
で
あ
る
。

〓
一　
よ
　
き
　
人

よ
き
人
を
宿
す
小
家
や
朧
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蕪
村
句
集
）

『
蕪
村
全
集
』
の
解
は
、　
屈
嘔
月
の
艶
美
な
夜
、
思
い
も
寄
ら
ず
高
貴
な
お

方
を
お
泊
め
し
た
貧
し
い
小
家
。
ま
る
で
夢
の
よ
う
な
心
地
で
あ
る
」
と
し
て
、

そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
、

『
源
氏
物
語
』
夕
顔
の
巻
な
ど
の
悌
に
似
る
、
と
解

説
す
る
。

「
よ
き
人
」
は
、
と
り
あ
え
ず
は
、
高
貴
な
人
の
意
と
し
て
お
く
。

そ
し
て
、
ま
た

「小
家
」
の
睡
屋
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、

「
よ
き
人
」
と

「小

家
」
は
、
本
来
別
世
界
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
小
家
」
に
な
ど

「
よ
き
人
」
が

足
を
踏
み
入
れ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
を
宿
し
た
と
い
う
の
は
、
よ
ほ
ど
の
事

情
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
、
艶
な
る
秘
め
事
を
感
じ
る
の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。

「
よ
き
人
」
と

「
小
家
」
の
こ
と
ば
の
ア
ン
パ
ラ
ン
ス
が
、

恋
め
い
た
秘
め
事
の
匂
い
を
た
だ
よ
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
田
舎
に
遊
び
に
き
た



都
の
人

一
般
を

「
よ
き
人
」
と
言

っ
て
、
た
ま
た
ま

一
軒
の
小
家
に
泊

っ
た
の

だ
と
す
る
、
木
村
架
空
の
説

（『蕪
村
夢
物
語
し

に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
説
で
は
、

「
よ
き
人
」
と

「小
家
」
は
平
面
的
に
な
り
、
語
義
の
位
相
差

は
生
じ
な
い
。
落
差
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
意
味
の
広
が
り
を
期
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
恋
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
生
ま
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
「蕪
村
」

に
な
ら
な
い
。

辻
駕
に
よ
き
人
の
せ
つ
こ
ろ
も
が

へ
　
　
　
　
　
　
　
（蕪
村
句
集
）

街
角
で
不
特
定
の
人
間
を
の
せ
る
よ
う
な
辻
駕
に
、

「
よ
き
人
」
が
乗
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
戸
も
覆
い
も
な
く
て
、
顔
を
あ

ら
わ
に
す
る
辻
駕
に
、
ひ
と
か
ど
の
御
方
が
お
乗
り
に
な

っ
て
い
る
と
は
想
像

を
絶
し
た
光
景
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、

「更
衣
」
で
あ
る
。
初

夏
の
軽
装
が
、

「
よ
き
人
」
の
身
も
心
も
軽
々
し
く
さ
せ
、
つ
い
ち
ょ
っ
と
町

駕
に
乗
る
気
持
ち
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

「更
衣
」
は
、
も
と
は
宮
中
の
行
事

で
あ

っ
た
も
の
が
、
次
第
に
民
間
に
広
ま

っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

貴
人
も
庶
民
も
気
分
を
等
し
な
み
に
さ
せ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

（後
述
）
。

能
き
人
や

酷

〓
一た
び
替
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
（落
日
庵
句
集
）

「能
き
人
」
が
甘
酒
を
三
度
お
替
わ
り
を
し
た
、
と
い
う
だ
け
の
句
で
あ
る
。

甘
酒
は
、
ヨ

宿

ニ
シ
テ
熟
ス
ル
」
∩
和
漢
三
才
図
会
し

と
こ
ろ
か
ら
、　
ヨ

夜
酒
」
と
も
呼
ば
れ
、
ま
た
、
古
来
六
月
朔
日
か
ら
七
月
末
日
ま
で
天
子
に
献

ず
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
甘
酒
を
口
に
す
る
こ
と
自
体
が
、

「
能
き
人
」
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
『蕪
村
全
集
』
の
解

の
ご
と
く
、

「身
分
高
き
人
が
庶
民
的
な
甘
酒
を
賞
味
す
る
」

（傍
点
藤
田
）

こ
と
に
注
目
し
過
ぎ
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。
む
し
ろ
、
三
度
の
お
替
わ
り

を
所
望
し
た
と
こ
ろ
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

た
と
え
ば
、
同
じ
蕪
村
に
、　
ヨ
一椀
の
雑
煮
か
ゆ
る
や
長
者
ぶ
り
」
と
い
う

句
が
あ
る
。
こ
れ
も
、

「
ち
ょ
っ
と
し
た
長
者
を
気
取

っ
て
雑
煮
を
三
杯
も
お

代
わ
り
」
し
て
、

「貧
し
い
な
が
ら
満
ち
足
り
た
思
い
」

（『蕪
村
全
集
し

を

詠
ん
だ
の
で
は
な
く
、
三
椀
の
お
替
わ
り
を
す
る
と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
長
者

風
で
、
年
始
に
ふ
さ
わ
し
い
豊
か
さ
を
感
じ
せ
し
め
る
、
と
す
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「酷
」
の
句
も
、
身
分
高
き
人
が
甘
酒
な
ど
と
い
う
も
の
を
三
度
も
お
替
わ

り
を
な
さ

っ
た
こ
と
に
驚
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
甘
酒
を
た

っ
ぶ
り

召
し
上
が

っ
た
と
こ
ろ
に
、

「能
き
人
」
の
本
性
を
み
て
、
賛
嘆
し
た
の
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど

「能
き
人
」
な
ら
で
は
の
お
振
舞
い
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
や
」
の
切
れ
字
が
そ
の
よ
う
な
解
を
要
請
し
て
い
る
。

蕪
村
の
愛
弟
子
几
董
も
、
し
ば
し
ば

「
よ
き
人
」
の
句
を
作

っ
た
。
浅
見
美

智
子
氏
の

『
几
董
俳
句
全
集
』
に
よ
る
と
、

よ
き
人
に
そ
と
沙
汰
し
見
る
や
河
豚
汁

よ
き
人
の
踊
習
ふ
や
盆
の
果

よ
き
人
の
傘
に
と
ま
り
て
せ
み
の
声

よ
き
人
の
菊
見
に
来
ま
す
小
家
哉

そ
の
他
の
作
が
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
蕪
村
の
作
例
に
共
通
す
る
発
想
が
認

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
右
の
最
後
の
句
は
、

「
よ
き
人
」
と

「小
家
」

の
大
き
な
落
差
を
、

「菊
見
」
と
い
う
雅
び
な
る
行
為
に
よ

っ
て
埋
め
よ
う
と

す
る
句
作
り
で
あ
る
。
蕪
村
の
句
法
を
襲

っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「
よ
き
人
」
の
語
は
、

『
徒
然
草
』
に
顕
著
に
見
ら
れ
る

語
の
よ
う
で
あ
る
。
西
川
清
治
氏
の

「
つ
れ
づ
れ
草

『
よ
き
人
』
の
論
」
合
法

政
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
十
二
号
）
に
よ
る
と
、
全
部
で
九
箇
所

（九
段
）
に

見
え
、
そ
れ
は

「
こ
の
作
品
で
は
た
し
か
に
異
例
的
な
頻
度
で
」
あ
る
、
と
さ



れ
る
。
そ
し
て
、　
フ
」
の
こ
と
は
兼
好
の
心
の
中
に

『
よ
き
人
』
の
像
が
か
な

り
大
き
な
典
型
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
」

と
概
括
的
に
述
べ
て
い
る
。

以
下
、
西
川
論
文
は
、

「
よ
き
人
」
の
使
わ
れ
方
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

逐
次
に
意
味
を
考
察
し
て
い
る
。
個
別
の
意
味
の
ず
れ
を
押
さ
え
た
う
え
で
、

全
体
と
し
て
は
、

「身
分
も
よ
く
教
養
あ
る
人
」
と
い
う
と
ら
え
方
が
で
き
る

と
す
る
。
そ
れ
に

「肉
づ
け
」
を
す
る
と
、

「安
ん
じ
て
し
み
じ
み
と
話
の
で

き
る
人
」
、

「親
し
さ
の
う
ち
に
も
節
度

。
作
法
を
知
る
人
」
、

「生
活
の
様
式

に
高
尚
な
好
み
を
持
つ
人
」
、

「
も
の
の
情
趣
の
真
の
享
受
の
し
か
た
を
知
る

人
」
、
「
古
典
や
故
実
に
も
明
る
い
は
ず
の
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
は
、
「
い
わ
ゆ
る
都
の
紳
士
」
で
あ
り
、
「誇
り
高
き
生
活
の
規
範
と
な
り

う
る
よ
う
な
人
物
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
最
高
の
理
想
的

な
人
物
を
、
総
体
と
し
て
の

「
よ
き
人
」
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

「
よ
き
人
」
の
、

「
よ
し
」
と
い
う
語
の
指
し
示
す
意
味
内
容
は
、
か
な
ら

ず
し
も
具
体
的
で
は
な
い
し
、
限
定
的
と
も
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
漠
然
と
さ

え
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

『
徒
然
草
』
の

「
よ
き
人
」
の
統

一
的
概
念
が
曖
昧

で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
え

っ
て
、
そ
の
曖
味
さ

の
な
か
に
、
身
分

・
教
養

・
美
的
感
受
性

。
人
柄
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
人
間
の

総
体
的
理
想
像
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
蕪
村
に
た
ち
一戻
る
。
蕪
村
や
几
董
が

「
よ
き
人
」
の
語
を
多
用
す

る
背
景
に
、

『
徒
然
草
』
が
あ

っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
蕪
村

が
、
日
本
の
古
典
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け

『徒
然
草
』
に
親
久
し
て
い
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
谷
地
快

一
氏
の

「蕪
村
に
お
け
る

『
徒
然
草
』
の

受
容
」

（『俳
文
芸
』
二
十
二
号
、
の
ち
江
戸
人
物
読
本

『与
謝
蕪
村
』
に
転

載
）
の
論
文
や
、
多
く
の
注
釈
書
類
に
お
い
て
、
蕪
村
作
品
が

『徒
然
草
』
を

援
用
す
る
こ
と
の
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
徒
然
草
』
が
蕪
村
の
座

右
の
書
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

安
永
二
年
刊
の

『
此
ほ
と
り
』
第
四
歌
仙
中
に
、

新
聖
霊
の
給
仕
す
る
也
　
　
　
　
　
　
董

能
住
居
秋
の
暑
さ
の
ゆ
か
し
く
て
　
　
　
村

と
い
う
、
几
董

・
蕪
村
の
付
合
い
が
あ
る
。
こ
の

「能
住
居
」
と
い
う
の
が
、

『徒
然
草
』
第
五
十
五
段
の
住
居
論
に
よ

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「家
の
作
り
や
う
は
、
夏
を
む
ね
と
す
べ
し
。
冬
は
い
か
な
る
所
に
も
す
ま
る
。

あ
つ
き
比
わ
ろ
き
住
居
は
た
へ
が
た
き
事
也
」
と
い
う
文
章
の
、

「
わ
ろ
き
住

居
」
の
反
対
語
と
し
て
、

「能
住
居
」
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
残
暑
厳
し
き

折
、

「夏
を
む
ね
と
」
し
た

「能
住
居
」
が
慕
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『徒
然
草
』

に
い
う
理
想
的
住
居
を
、
蕪
村
は

「能
住
居
」
と

一
言
で
い
い
取

っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
物
言
い
は
、

「
よ
き
人
」
と
通
じ
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。

近
世
和
歌
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
橘
千
蔭
の

『
う
け
ら
が
花
』
に
、

よ
き
人
の
こ
ゝ
ろ
た
か
さ
に
た
ぐ

へ
見
む
梢
の
花
も
月
の
ひ
か
り
も

と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
の

「
よ
き
人
」
は
、
詞
書
に
よ
る
と
、
妙
法
院
真
仁
法

親
王
を
さ
す
よ
う
で
あ
る
が
、
身
分
の
高
貴
さ
や
志
操
の
高
さ
の
点
に
お
い
て
、

申
し
分
な
き
人
物
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
は
、
上
田
秋
成
の

『藤
鎮
冊
子
』

一
に
見
え
る
歌
で
あ
る
。

貴
公
子

よ
き
人
の
な
が
き
心
は
初
春
の
う
ら
ノ
ヽ
照
す
日
影
な
り
け
り

こ
こ
に
い
う
、

「
よ
き
人
」
は
、

「貴
公
子
」
と
い
う
題
に
よ
っ
て
明
ら
か
な

よ
う
に
、
限
定
的
で
、
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
の
ど
か
な
心
と
い
う

の
が
、
こ
の
貴
人
に
付
与
さ
れ
て
い
る
。
蕪
村
が
こ
れ
と
同
様
の
意
味
を
出
そ

う
と
す
る
と
き
は
、

「あ
て
人
の
岡
に
立
聞
き
ぬ
た
か
な
」
と
、
明
確
に

「貴



人
」
に
あ
た
る
語
を
用
い
て
い
る
。

「
よ
き
人
」
に
重
な
る
語
義
を
も

っ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
語
に
対
す
る
蕪
村
の
理
解
と
、
同
時
代
の
和
歌
の
な
か
で
の
使
用
例
と

の
間
に
、
大
き
な
懸
隔
は
認
め
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
「
よ
き
人
」
を
た
だ
称
揚
し

て
歌
い
揚
げ
る
和
歌
の
と
ら
え
方
が
、
俳
諸
に
す
ぐ
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。

蕪
村
の

「
よ
き
人
」
の
句
の
場
合
も
、
総
体
と
し
て
の
理
想
的
人
物
を
思
い

描
い
て
句
作
り
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
理
想
的
人
物
像
を
申
し
述
べ
た
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
が
即
俳
譜
中
の
人
物
と
は
な
ら
な
い
。

「小
家
」
に
宿
り
、

「辻

駕
」
に
乗
り
、
あ
る
い
は

「酷
」
を
三
度
も
飲
み
千
す
と
い
う
、
具
体
的
な
行

為
を
お
こ
な
っ
て
、
よ
う
や
く
俳
譜
中
の
一
人
物
と
な
り
お
お
せ
た
の
で
あ
る
。

別
の
表
現
を
と
る
な
ら
ば
、
雅
の
世
界
に
属
す
る
も
の
が
、
あ
る
文
学
的
操
作

を
経
て
、
卑
俗
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
舞
い
降
り
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
が
俗
の
世
界
に
た
ん
に
堕
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
詩
と

な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
よ
き
人
」
が
規
範
性
を
失
う
こ
と
な
く
、
し
か
も

俗
の
世
界
で
生
き
生
き
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
雅
と
俗
の
、

あ
る
種
の
合

一
が
果
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
文
芸
化
の
過
程
を

俳
諸
的
営
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
こ
に
は
、
蕪
村
な
ら
で
は
の
俳
諸
的
営
為
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

四
　
貴
　
賤
　
風
　
雅

腹
あ
し
き
隣
同
士
の
か
や
り
か
な

い
と
ま
な
き
身
に
く
れ
か
ゝ
る
か
や
り
哉

蚊
遣
火
や
柴
門
多
く
相
似
た
り

学
び
す
る
机
の
上
の
か
や
り
哉

い
ず
れ
も
蕪
村
の

「
蚊
遣
り
」
の
発
句
で
あ
る
。
第

一
句
は
、
短
気
で
、
怒

り
っ
ぼ
い
、
睡
巷
の
隣
同
士
の
住
人
が
、
蚊
遣
り
の
煙
に
い
さ
か
い
を
お
こ
し

て
い
る
と
こ
ろ
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
二
句
日
は
、
あ
わ
た
だ
し
い
生
業
に
一
日

を
送

っ
た
者
の
身
に
、
夕
暮
れ
時
と
も
な
る
と
容
赦
な
く
蚊
遣
り
の
煙
が
お
そ

い
か
か
る
、
と
い
う
も
の
。
ま
た
第
三
句
は
、
屋
内
か
ら
蚊
遣
り
の
煙
が
立
ち

昇

っ
て
く
る
、
そ
の
界
隈
の
簡
略
粗
末
な
門
の
な
ら
ぶ
風
景
は
、
い
ず
れ
も
似

た
り
よ
っ
た
り
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
句
は
、
学
問
に
い
そ

し
む
者
の
た
め
に
、
せ
っ
か
く
用
意
さ
れ
た
蚊
遣
火
だ

っ
た
の
だ
が
、
本
人
は

そ
の
煙

っ
た
さ
に
閉
口
し
て
勉
強
ど
こ
ろ
で
は
な
く
な
っ
て
退
散
、
あ
と
に
は

机
の
上
に
取
り
残
さ
れ
た
蚊
遣
り
が
む
な
し
く
煙
を
あ
げ
る
ば
か
り
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
蚊
遣
り

（火
と

は
歌
語
で
あ
る
。
こ
の
題
を
歌
に
詠
じ
る
と
き
の
心
得

が
、

『初
学
和
歌
式
』

（
元
禄
九
年
初
版
刊
）
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

か
や
り
火
は
、
い
ぶ
せ
く
い
と
は
し
き
や
う
に
よ
む
が
相
応
也
。
賞
翫
す

る
心
は
よ
ま
ず
。
さ
れ
ど
、
よ
所
よ
り
か
や
り
の
け
ぶ
り
の
た
つ
を
み
て
、

お
も
し
ろ
き
や
う
に
は
よ
め
り
。
或
は
、
か
や
り
の
煙
に
月
影
の
く
も
る

を
い
と
ひ
、
軒
ば
に
く
も
る
か
や
り
火
の
た
ち
さ
ら
ぬ
煙
を
い
と
ひ
、
く

れ
か
ヽ
る
遠
里
に
け
ぶ
り
の
た
つ
景
気
を
い
ひ
、
下
く
ゆ
る
け
ぶ
り
を
う

き
み
の
思
ひ
に
よ
そ
へ
、　
一
村
雨
の
名
ご
り
に
煙
の
し
め
る
心
を
い
へ
り
。

す
べ
て
い
や
し
き
家
に
す
る
わ
ざ
な
り
。
例
し
づ
が
か
や
り
な
ど
読
り
。

蕪
村
の

「蚊
遣
り
」
の
句
は
、
あ
た
か
も
右
の
解
説
を
下
敷
き
に
し
て
詠
ま

れ
た
か
の
感
を
抱
か
せ
る
。
歌
語
と
し
て
の

「蚊
遣
り
」
の
本
意
の
、
い
わ
ば

俳
諮
応
用
編
と
い
っ
た
趣
す
ら
呈
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
先
の
蕪
村
の
一
～

三
句
目
な
ど
は
、

「隣
家
蚊
遣
火
」

「晩
蚊
遣
火
」

「
里
蚊
遣
火
」
と
い
っ
た

歌
題

（
い
ず
れ
も

『
明
題
部
類
抄
』
中
の
歌
題
）
を
、
俳
諾
で
詠
ん
だ
か
の
よ

う
に
も
見
え
る
。



蚊
遣
火
は
、
和
歌
で
は
、
貧
か
つ
賤
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
た
っ
た
本
意
性
を
も

っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
蕪
村
も
そ
の
基
本
を
ふ
ま
え

て
、
貧
賤
の
枠
の
う
ち
で
句
作
り
を
し
て
い
た
。
貧
賤

・
富
貴
の
境
界
を
踏
み

越
え
、
二
つ
の
位
相
を
か
ら
ま
せ
よ
う
と
は
、
と
く
に
し
な
か
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
そ
れ
は
、　
一
節
か
ら
三
節
ま
で
に
見
て
き
た
作
例
と
は
い
さ
さ
か
異
な

る
態
度
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
和
歌
に
お
い
て
、

「遣
賤
」
の
区
別
は
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
、

ど
う
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
。
も
ち
ろ
ん
、
和
歌
は
あ
く
ま
で
も
「貴
」

の
側
に
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
本
質
的
に

「貴
」
の
美
意
識
に
か
な
う
も

の
し
か
詠
ま
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
蚊
遣
火
」
の
よ
う
に
、

「賤
」
に

属
す
る
も
の
を
詠
ま
な
い
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、

「
い
と
は
し

き
」
も
の
と
し
て
詠
む
の
で
あ
り
、
お
も
し
ろ
い
と
見
る
場
合
で
も
、

「
よ
所

よ
り
」
眺
め
や
る
立
場
に
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。

「蚊
遣
火
」
の
な
か
に
身

を
置
い
て
、
生
活
を
と
も
に
す
る
立
場
は
、
け

っ
し
て
と
ら
な
い
。
賤
し
き
も

の
を
、
傍
観
者
と
し
て
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

「貴
賤
」
の

区
別
は
裁
然
と
意
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

本
居
宣
長
の

『紫
文
要
領
』
下
巻
に
、
次
の
よ
う
な

「貴
賤
論
」
が
見
え
る
。

貴
人
は
貴
人
の
情
、
賤
者
は
賤
者
の
情
、
僧
は
僧
の
情
、
俗
は
俗
の
情
、

男
は
男
の
情
、
女
は
女
の
情
、
老
人
は
老
人
の
情
、
壮
夫
は
壮
夫
の
情
、

と
す
こ
し
づ
ゝ
か
は
る
所
の
有
物
也
。
さ
れ
ば
こ
の
物
語

（源
氏
物
語
）

の
中
に
も
、
そ
れ
ス
ヽ
か
は
れ
る
や
う
を
か
き
わ
け
た
り
。
情
の
み
な
ら

ず
、
言
語
も
す
こ
し
づ
ゝ
か
は
れ
ば
、
そ
れ
も
そ
れ
人
ヽ
に
か
き
わ
け
た

り
、
見
る
人
よ
く
よ
く
心
を
つ
け
て
味
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
、
貴
人
の
情
と

賤
者
の
情
と
か
は
れ
る
所
有
事
勿
論
也
。

こ
の
文
章
は
、
和
歌
を
詠
む
に
あ
た

っ
て
の
心
得
と
し
て
、
な
ぜ
貴
賤
の
差
別

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
間
答
形
式
で
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
別
の
箇
所
で
は
、

「人
情
は
和
漢

・
古
今

・
貴
賤
の
差
別
な
き
は
勿
論
」

で
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ

「
す
こ
し
づ

ヽ
か
は
る
所
の
あ
る
物
」
と
述
べ
て
、
全
体
と
し
て
貴
賤
の
違
い
の
あ
る
と
こ

ろ
に
主
意
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
貴
人
の
情
を
学
ん
で
こ

そ
、
よ
い
歌
が
詠
め
る
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、

「古

へ
の
歌
は
み
な
中

以
上
の
よ
め
る
物
に
し
て
、
平
民
の
す
め
る
は
な
」
い
の
だ
か
ら
だ
と
す
る
。

こ
こ
に
い
う

「
平
民
」
と
は
、
「賤
民
と
い
ふ
は
庶
人
な
り
」
Ｇ
渓
雲
間
答
し

と
い
う
の
と
同
意
と
考
え
ら
れ
、
ヒ
ト
を
貴
と
賤
に
分
け
て
、
和
歌
は
本
来

「貴
」
の
側
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
抜
き
が
た
い
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宣
長
の
歌
学
は
、
二
条
家
流
を
基
礎
と
し
て
お
り
、

右
の
議
論
も
そ
の
線
に
沿

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
和
歌
に
お
け
る
貴
賤
の
区
別
を
、
具
体
的
な
事
例
に
と

っ
て
見
て
み

る
。
松
井
幸
隆
の

『渓
雲
間
答
』
に
、

「自
重
、
賤
が
身
に
お
は
ぬ
よ
し
。
よ

め
る
人
あ
り
し
に
、
賤
の
衣
も
昔
は
自
か
る
べ
く
候
。
白
が
さ
ね
し
て
け
ふ
の

よ
そ
ほ
ひ
は
品
も
わ
か
れ
ず
、
と
い
ふ
歌
あ
り
。
し
か
れ
ば
、
上
下
と
も
に
卯

月

一
日
は
自
が
さ
ね
と
み
え
た
り
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
更
衣
の

装
い
を
詠
む
に
際
し
て
の
注
意
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
に
は
ま
た
、

「
い
や
し
き
も
よ
き
も
ひ
と
へ
に
麻
衣
、
と
更
衣
に
よ
み
し
人
あ
り
し
に
、
麻

衣
は
賤
者
の
衣
に
候
。
貴
者
は
服
の
時
着
用
侯
。
更
衣
に
、
麻
衣
着
用
の
事
は

な
く
候
」
と
説
か
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
四
月

一
日
の
更
衣
に
着
る
衣
装
に
つ
い

て
、
貴
賤
の
間
に
明
確
な
区
別
が
あ
り
、
混
同
し
て
歌
を
詠
ん
で
は
い
け
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
場
合
も
あ
る
。

『増
補
和
歌
題
林
抄
』
に
、

「貴
賤
更

衣
」
と
い
う
和
歌
題
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
例
歌
と
し
て
、
寂
蓮
の
、



人
な
み
に
し
づ
が
た
も
と
の
か
は
る
こ
そ
は
な
の
こ
ろ
も
は
名
さ
へ
お
し

け
れ

が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
更
衣
の
時
節
に
は
、
賤
し
き
者
も

「人
な
み
に
」
花
の

衣
に
装
い
を
改
め
る
も
の
だ
、
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
人
な
み
」
と
は
、

貴
人
な
み
の
こ
と
、
更
衣
の
今
日
が
貴
賤
等
し
な
み
で
あ
る
の
は
特
別
の
こ
と

で
あ
り
、
裏
返
し
て
い
う
と
、
通
常
賤
し
き
者
は

「人
」
の
数
に
入
ら
ぬ
の
が

歌
詠
み
の
常
識
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

蕪
村
や
宣
長
と
同
時
代
の
人
で
あ

っ
た
、
小
沢
麓
庵
も
同
じ
題
の
も
と
、
次

の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る

（稿
本

『
六
帖
詠
藻
し
。

宮
人
の
袖
つ
き
衣
山
が
つ
の
う
づ
ら
衣
も
け
ふ
は
か
ふ
め
り

こ
の
歌
で
も
、

「宮
人
」

（貴
）
と

「
山
が
つ
」

（賤
）
と
は
本
来
は
別
々
の

存
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
次
の
二
首
の
歌

で
も
同
様
で
あ
る
。

貴
賤
夏
祓

み
の
う
さ
や
へ
だ
て
も
波
の
ゆ
ふ
は
川
高
き
い
や
し
き
は
ら
へ
す
ら
し
も

い
や
し
き
も
よ
き
も
う
き
せ
の
か
は
ら
ね
ば
み
の
ほ
ど
ノ
ヽ
の
は
ら
へ
を

ぞ
す
る

董
庵
は
、
歌
論

『
布
留
の
中
道
』
に
お
い
て
、
人
の
世
に
あ

っ
て
は
、

「都
部

・
高
卑

・
貧
富

。
男
女

・
老
少
の
情
」
に
通
じ
、
あ
る
い
は
人
々
の
生
活
ぶ
り

の
諸
相
こ
と
ご
と
く
を
知
り
、
さ
ら
に
自
分
の
心
を
そ
れ
ら
の
も
の
に
寄
り
添

わ
せ
、
そ
の
情
に
達
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
歌
は

「虚
妄
の
た
は
言
」
に
終

わ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、

「高
卑

。
貧
富
」
な
ど
の
差
を
な
く

す
の
で
は
な
く
、
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
差
を
思
い
や
る
こ
と
の
大

事
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

「
へ
だ
て
も
な
し
」
と
か

「
い

や
し
き
も
よ
き
も
」
か
わ
ら
な
い
と
詠
む
右
の
歌
に
つ
い
て
も
、

「
み
の
ほ
ど

ノ
ヽ
」
を
守

っ
て
、
伝
統
的
な
詠
法
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
近
世
和
学
に
新
境
地
を
切
り
拓
い
た
宣
長
に
し
て
も
、
近
世
歌

壇
に
新
風
を
送
り
込
ん
だ
と
い
わ
れ
る
董
庵
に
し
て
も
、
和
歌
は
あ
く
ま
で
も

「貴
」
の
世
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

「賤
」
を
詠
む
場
合
も
そ
の
世
界
か

ら
思
い
や
る
立
場
を
守

っ
た
。
そ
れ
が
、
和
歌
の
立
脚
点
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
蕪
村
の

「蚊
遣
火
」
の
句
も
似
た
態
度
で
あ

っ
た
。
す
な
わ

ち
、
和
歌
的
本
意
に
足
場
を
置
い
て
の
句
作
り
で
あ

っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
こ
の
題
が
和
歌
題
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
そ
の
発
想
に
も
影
を
落

と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

い
さ
か
う
隣
人
た
ち
、
日
々
の
生
業
に
握
醒
す
る
人
び
と
、
ま
た
貧
素
な
住

ま
い
の
住
人
に
と
っ
て
、
蚊
遣
の
煙
の
い
と
わ
し
さ
も
そ
の
身
に
応
分
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「蚊
遣
火
」
と
そ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
同
じ
貧
賤
の
世
界

に
属
し
、
蕪
村
は
ひ
た
す
ら

「賤
」
の
平
面
の
内
部
で
句
を
案
じ
て
い
た
。

こ
こ
で
改
め
て
、
蕪
村
の
、
貴
賤
の
わ
い
だ
め
を
昇
華
し
た
俳
諧
の
あ
り
よ

う
を
純
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
貧
賤
に
属
す
る
も
の
を
そ
の
世
界
に
据
え
置

い
た
ま
ま
な
ら
ば
、
俳
諧
は
つ
い
に
卑
俗
の
ま
ま
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
富
貴

の
も
の
が
雅
の
世
界
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
俳
諮
は
そ
の
意
義
を
喪
失
す
る
。

貧
賤
と
富
貴
が
ぶ
つ
か
り
あ
い
、
止
揚
し
て
、
新
た
な
雅
の
世
界
を
築
こ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
、
俳
諧
の
意
義
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
貴

。
賤
を
昇
華
さ
せ
た

意
味
の
広
が
り
の
と
こ
ろ
に
、
蕪
村
俳
諧
の
豊
か
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

九
九
四

・
八

・
十

一
）

〔付
記
〕
論
文
作
成
に
あ
た
っ
て
、
ご
高
配
を
た
ま
わ

っ
た
浜
田
弘
美
氏
に
深

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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