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　【
要
旨
】

　
松
尾
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
は
、
「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
」
で
始
ま
っ
て
お
り
、
李
白

の
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」
（
古
文
真
宝
後
集
）
の
冒
頭
部
「
光
陰
者
、
百
代
過
客
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
「
弥

生
も
末
の
七
日
」
（
元
祿
二
年
〈
一
六
八
九
〉
三
月
二
十
七
日
）
に
深
川
の
芭
蕉
庵
を
出
発
す
る
。
門
人
に
見
送
ら
れ
、
彼
等
と
千

住
で
別
れ
る
時
に
「
行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は
泪
」
を
詠
み
、
そ
れ
を
「
矢
立
て
の
は
じ
め
」
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
旅
が
始
ま
る
。

　
春
か
ら
夏
へ
と
季
節
が
移
り
、
平
泉
で
杜
甫
の
「
春
望
」
詩
の
「
城
春
に
し
て
草
木
深
し
」
を
踏
ま
え
た
「
夏
草
や
つ
は
も
の

ど
も
が
夢
の
跡
」
の
句
を
詠
む
。
ほ
ぼ
半
年
の
旅
が
続
い
て
、
九
月
六
日
に
岐
阜
の
大
垣
で
「
蛤
の
ふ
た
み
に
別
れ
行
く
秋
ぞ
」

の
句
が
詠
ま
れ
て
、
作
品
が
終
わ
る
。

　
こ
の
「
行
く
春
」
と
「
行
く
秋
」
は
首
尾
呼
応
し
て
お
り
、
冒
頭
の
「
百
代
の
過
客
」
も
加
え
て
、
作
品
全
体
の
主
題
を
示
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

女
子
大
國
お
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　「
行
く
春
」
は
「
三
月
尽
」
の
、
「
行
く
秋
」
は
「
九
月
尽
」
の
文
学
的
主
題
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
和
漢
朗
詠
集
中

に
部
立
が
見
ら
れ
る
。
「
三
月
尽
」
は
白
居
易
が
好
ん
だ
主
題
で
そ
の
影
響
が
わ
が
国
に
及
ん
だ
も
の
、
「
九
月
尽
」
は
「
三
月
尽
」

を
受
け
て
わ
が
国
で
発
達
し
た
主
題
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
主
題
に
基
づ
く
表
現
に
つ
い
て
は
中
唐
詩
の
影
響
と
言
っ
て
よ
い
。

　
近
世
で
は
、
李
白
や
杜
甫
な
ど
の
盛
唐
詩
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
白
居
易
を
代
表
と
す
る
中
唐

詩
に
つ
い
て
は
、
相
対
的
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
『
奥
の
細
道
』
の
場
合
も
李
白
や
杜
甫
作
品
の
影
響
ば
か
り
に
目
が
行

き
や
す
い
が
、
右
の
首
尾
呼
応
は
、
盛
唐
詩
か
ら
発
展
し
た
中
唐
詩
の
発
想
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
る
。

　
　
一
．
李
白
の
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」
と
芭
蕉
の
旅
へ
の
思
い

　
芭
蕉
が
『
奥
の
細
道
』
を
「
月
日
は
百
代
の
過
客
」
と
筆
を
起
こ
し
た
の
は
、
李
白
の
「
春
夜
宴
桃
李
園
序
」
（
以
下
「
李
白
の
序
」
）

に
拠
る
。
こ
の
李
白
の
序
は
、
『
古
文
真
宝
後
集
』
に
見
え
る
。

　
夫
天
地
者
、
万
物
之
逆
旅
。
光
陰

（
１
）者

、
百
代
之
過
客
。
而
浮
生
若
夢
、
為
歓
幾
何
。
古
人
秉
燭
夜
遊
、
良
有
以
也
。

　
況
陽
春
召
我
以
煙
景
、
大
塊
仮
我
以
文
章
。
会
桃
李
之
芳
園
、
序
天
倫
之
楽
事
。
群
季
俊
秀
、
皆
為
恵
連
。
吾
人
詠
歌
、
独
慚
康
楽
。

幽
賞
未
已
、
高
談
転
清
。
開
瓊
筵
以
坐
華
、
飛
羽
觴
而
酔
月
。
不
有
佳
作
、
何
伸
雅
懐
。
如
詩
不
成
、
罰
依
金
谷
酒
数
。

「
浮
生
」
の
夢
の
如
き
は
か
な
さ
を
述
べ
て
、
楽
し
む
べ
き
時
の
短
さ
を
指
摘
し
、
そ
の
故
に
「
桃
李
」
の
美
し
い
夜
に
灯
火
を
取
っ
て
夜

遊
し
、
月
の
も
と
で
の
宴
で
詩
を
作
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
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こ
の
李
白
の
序
を
踏
ま
え
て
『
奥
の
細
道
』
は
始
ま
る
。
（
第
一
段
・
引
用
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
芭
蕉
文
集
』
）

　
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。
舟
の
上
に
生
涯
を
浮
べ
、
馬
の
口
と
ら
へ
て
老
を
迎
ふ
る
者
は
、

日
々
旅
に
し
て
旅
を
住
み
か
と
す
。
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。
予
も
い
づ
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
浜
に
さ
す
ら
へ
、
去
年
の
秋
、
江
上
の
破
屋
に
蜘
蛛
の
古
巣
を
払
ひ
て
、
や
や
年
も
暮
れ
、
春
立
て
る
霞
の

空
に
白
河
の
関
越
え
ん
と
、
そ
ぞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
狂
は
せ
、
道
祖
神
の
招
き
に
あ
ひ
て
取
も
の
手
に
つ
か
ず
、
股
引
の
破

れ
を
つ
づ
り
、
笠
の
緒
つ
け
か
へ
て
、
三
里
に
灸
す
う
る
よ
り
、
松
島
の
月
ま
づ
心
に
か
か
り
て
、
住
め
る
か
た
は
人
に
譲
り
、
杉

風
が
別
墅
に
移
る
に
、

　
　
草
の
戸
も
住
み
替
る
代
ぞ
雛
の
家

表
八
句
を
庵
の
柱
に
掛
け
お
く
。

　
太
陽
や
月
は
永
遠
の
「
旅
人
（
過
客
）
」
で
あ
り
、「
年
」
も
ま
た
「
旅
人
」
で
あ
る
。
（
人
間
も
万
物
の
一
つ
と
し
て
「
旅
人
」
で
あ
る
が
、

特
に
典
型
的
な
者
と
し
て
）
舟
の
上
で
一
生
を
送
る
者
や
馬
を
引
く
馬
子
が
、
旅
に
生
き
、
旅
に
老
い
て
死
ぬ
者
で
あ
り
、
（
天
地
が
万
物

を
泊
め
る
旅
館
で
あ
る
よ
う
に
）
旅
と
い
う
も
の
が
彼
ら
の
「
す
み
か
」
な
の
で
あ
る
。
（
彼
ら
と
同
様
に
人
間
の
一
人
で
あ
る
私
も
旅
人

で
あ
る
こ
と
が
そ
の
本
質
で
あ
る
。
風
雅
の
先
輩
で
あ
る
李
杜
・
西
行
・
宗
祇
の
よ
う
な
）
古
人
も
旅
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。
自
分
も

い
つ
頃
か
ら
か
、
旅
に
生
き
る
こ
と
に
な
り
、（
『
更
科
紀
行
』
の
旅
を
終
え
）
去
年
の
秋
に
江
上
の
破
屋
（
江
戸
、
隅
田
川
沿
い
の
芭
蕉
庵
）

に
も
ど
っ
た
も
の
の
、
春
に
な
っ
て
霞
が
立
つ
と
白
河
の
関
を
越
え
、
松
島
の
月
を
見
る
（
陸
奥
へ
の
）
旅
に
出
る
気
持
ち
に
な
っ
た
、

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
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李
白
の
序
は
、「
天
地
」
と
「
万
物
」「
日
月
」
と
の
関
わ
り
を
「
逆
旅
（
旅
館
）
」
と
「
過
客
（
旅
人
）
」
と
の
関
わ
り
に
喩
え
て
い
る
が
、

芭
蕉
は
、
月
や
太
陽
に
加
え
て
、「
年
」
も
ま
た
旅
人
で
あ
る
と
言
う
。
「
天
地
」
が
万
物
の
旅
館
で
あ
る
と
言
う
代
わ
り
に
、「
旅
」
が
（
人

間
の
）
「
住
み
か
」
で
あ
る
と
言
い
変
え
て
い
る
。
即
ち
、
「
天
地
」
が
万
物
の
入
れ
物
で
あ
る
よ
う
に
、
「
旅
」
に
生
死
す
る
こ
と
が
人
間

の
本
質
で
あ
る
と
す
る
。

　「
旅
」
と
い
う
本
質
的
な
「
住
み
か
」
に
対
し
、
日
常
的
な
実
際
の
「
住
み
か
」
で
あ
る
芭
蕉
庵
の
方
は
仮
の
宿
り
に
過
ぎ
ず
、
こ
こ
で

は
「
破
屋
」
「
草
の
戸
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
住
み
か
が
仮
の
宿
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
「
住
み
替
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
は
、
人
と
住
居
と
の
無
常
の
さ
ま
を
描
い
た
『
方
丈
記
』
の
思
想
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
芭
蕉
は
、
李
白
の
序
の
主
題
を
変
え
て
、
人
生
の
本
質
は
旅
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
自
ら
も
旅
に
老
死
す
べ
く
、
陸
奥
へ
の
旅
に
出
発

す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
掲
の
第
二
段
を
加
え
て
両
者
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
暮
春
の
花
の
時
節
を
背
景
と
す
る

こ
と
、
目
的
が
仲
間
う
ち
で
「
文
章
」
を
作
る
こ
と
、
世
の
中
を
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
だ
と
す
る
こ
と
、
煙
景
の
中
の
月
の
も
と
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
共
通
す
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
二
．
杜
甫
の
「
春
望
」
詩
と
み
ち
の
く
へ
の
旅
立
ち

　『
奥
の
細
道
』
の
冒
頭
第
二
段
は
、
暮
春
の
曙
の
風
景
か
ら
始
ま
る
。

　
弥
生
も
末
の
七
日
、
あ
け
ぼ
の
の
空
朧
々
と
し
て
、
月
は
有
明
に
て
、
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
富
士
の
峰
か
す
か
に
見
え
て
、

上
野
・
谷
中
の
花
の
こ
ず
ゑ
、
ま
た
い
つ
か
は
と
心
ぼ
そ
し
。
む
つ
ま
じ
き
か
ぎ
り
は
宵
よ
り
つ
ど
ひ
て
、
舟
に
乗
り
て
送
る
。
千

住
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
舟
を
あ
が
れ
ば
、
前
途
三
千
里
の
思
ひ
胸
に
ふ
さ
が
り
て
、
幻
の
ち
ま
た
に
離
別
の
泪
を
そ
そ
ぐ
。
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行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は
泪

こ
れ
を
矢
立
の
は
じ
め
と
し
て
、
行
く
道
な
ほ
進
ま
ず
。
人
々
は
途
中
に
立
ち
な
ら
び
て
、
う
し
ろ
か
げ
の
見
ゆ
る
ま
で
は
と
見
送

る
な
る
べ
し
。

　
旧
暦
三
月
二
十
七
日
の
夜
か
ら
明
け
方
に
懸
け
て
、
有
明
の
月
と
と
も
に
、
江
戸
の
桜
の
花
と
富
士
山
に
別
れ
を
告
げ
、
千
住
ま
で
舟

で
行
き
、
そ
こ
で
涙
を
流
し
て
門
人
た
ち
と
別
れ
を
告
げ
る
。
そ
こ
で
詠
ん
だ
「
矢
立
の
は
じ
め
」
の
句
が
、
「
行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目

は
泪
」
の
句
で
あ
る
。

　
こ
の
句
と
『
奥
の
細
道
』
の
末
尾
、秋
九
月
に
大
垣
か
ら
伊
勢
に
向
か
う
途
次
に
詠
ま
れ
た
最
後
の
句
、「
蛤
の
ふ
た
み
に
別
れ
行
く
秋
ぞ
」

が
相
呼
応
す
る
と
さ
れ
る
。
尾
形
仂
氏
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

  

「
行
く
春
」
は
刻
々
と
移
り
過
ぎ
て
と
ど
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
春
。
空
に
囀
る
鳥
、
水
に
遊
ぶ
魚
は
、
直
接
に
は
千
住
で
目
に
し

た
嘱
目
の
風
景
に
発
想
し
、
ま
た
、
「
別
レ
ヲ
恨
ミ
テ
ハ
鳥
ニ
モ
心
ヲ
驚
カ
ス
」
（
杜
甫
「
春
望
」
）
と
い
っ
た
漢
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る

鳥
や
魚
に
発
想
し
た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
同
時
に
、
こ
の
天
地
間
に
芭
蕉
と
漂
泊
の
悲
し
み
を
分
か
ち
合
う
も
の
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　
一
句
は
、
行
く
春
の
名
残
を
惜
し
ん
で
、
空
の
鳥
、
水
の
魚
も
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
、
と
言
っ
て
、
春
を
惜
し
む
気
持
ち
に
、
別

れ
を
惜
し
む
悲
し
み
の
気
持
ち
を
託
し
た
の
で
す
。

　『
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
い
う
作
品
は
、
こ
の
「
行
く
春
」
「
行
く
秋
」
の
照
応
を
通
し
て
、
人
生
は
永
遠
に
続
く
旅
な
の
だ
、
と
い

う
テ
ー
マ
を
大
き
く
語
り
か
け
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
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（
『
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
語
る
』
角
川
選
書
・
平
九
〈
一
九
九
七
〉
）

　
尾
形
氏
は
、
「
行
く
春
や
」
の
句
に
つ
い
て
、
杜
甫
の
「
春
望
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
黒
川
洋
一
氏
は
別
な
考
察

を
さ
れ
て
い
る
（
『
杜
詩
と
と
も
に
』
創
文
社
・
昭
五
七
〈
一
九
七
九
〉
）
。

　
　
春
望

国
破
山
河
在
、
城
春
草
木
深
　
　
国
破
れ
て
山
河
在
り
、
城
春
に
し
て
草
木
深
し

感
時
花
濺
涙
、
恨
別
鳥
驚
心
　
　
…
…

烽
火
連
三
月
、
家
書
抵
万
金
　
　
烽
火
三
月
に
連
な
り
、
家
書
万
金
に
抵
る

白
頭
掻
更
短
、
渾
欲
不
勝
簪
　
　
白
頭
掻
け
ば
更
に
短
く
、
渾
て
簪
に
勝
へ
ざ
ら
ん
と
欲
す

頷
聯
は
、
一
般
的
に
は
「
時
に
感
じ
て
は
花
に
も
涙
を
濺
ぎ
、
別
れ
を
恨
ん
で
は
鳥
に
も
心
を
驚
か
す
」
と
訓
む
が
、
黒
川
説
で
は
、
花

や
鳥
を
「
そ
そ
ぐ
」
「
驚
か
す
」
の
主
語
と
し
て
、
「
時
に
感
じ
て
は
花
も
涙
を
濺
ぎ
、
別
れ
を
恨
ん
で
は
鳥
も
心
を
驚
か
す
」
と
訓
む
。

こ
の
訓
を
強
く
主
張
し
た
の
は
吉
川
幸
次
郎
氏
で
あ
り

（
２
）

、
黒
川
氏
は
そ
れ
を
踏
襲
し
て
、
『
奥
の
細
道
』
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

　
芭
蕉
が
そ
の
訓
を
用
い
た
根
拠
と
し
て
、
黒
川
氏
は
、
二
つ
の
根
拠
を
挙
げ
る
。
謡
曲
「
俊
寛
」
の
中
に
、
「
時
を
感
じ
て
は
花
も
涙
を

濺
ぎ
、
別
れ
を
恨
み
て
は
鳥
も
心
を
驚
か
せ
り
」
と
あ
る
こ
と
、
元
祿
五
年
の
「
水
鳥
歌
仙
」
で
の
連
句
に
、

水
鳥
よ
汝
は
誰
を
恐
る
る
ぞ
　
　
　
兀
峰
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白
頭
更
に
芦
静
也
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
の
「
白
頭
」
の
句
は
、
兀
峰
の
水
鳥
が
誰
か
を
恐
れ
た
と
い
う
句
か
ら
「
春
望
」
詩
の
「
鳥
も
心
を
驚
か
す
」

を
連
想
し
、
同
詩
第
七
句
の
「
白
頭
掻
け
ば
更
に
短
く
」
に
基
づ
い
て
詠
ん
だ
と
す
る
。
鳥
が
驚
い
た
と
す
る
解
釈
に
拠
っ
て
い
た
か
ら

連
句
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
察
す
る
。
鳥
が
啼
き
、
魚
が
涙
す
る
の
は
、
「
花
も
涙
を
そ
そ
ぎ
」
「
鳥
も
心
を
驚
か
す
」
に
拠
る

と
い
う
説
で
あ
る
。

　
こ
の
黒
川
説
を
認
め
る
と
平
泉
に
お
け
る
、

さ
て
も
、義
臣
す
ぐ
つ
て
こ
の
城
に
こ
も
り
、功
名
一
時
の
草
む
ら
と
な
る
。
「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
、城
春
に
し
て
草
青
み
た
り
」
と
、

笠
う
ち
敷
き
て
、
時
の
う
つ
る
ま
で
泪
を
落
し
は
べ
り
ぬ
。

　
　
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡

　
　
卯
の
花
に
兼
房
見
ゆ
る
白
髪
か
な
　
　
　
曾
良

と
い
う
「
春
望
」
詩
の
引
用
に
先
立
つ
も
の
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
両
場
面
と
も
芭
蕉
は
涙
を
流
し
て
お
り
、
特
に
「
離
別
の
泪
を
そ

そ
ぐ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
「
春
望
」
の
「
涙
を
そ
そ
ぐ
」
に
一
致
す
る
。
杜
甫
の
詩
の
花
鳥
を
擬
人
的
に
読
む
説
に
従
っ
た
と
し
て
も
作

者
の
感
情
を
花
や
鳥
に
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
離
別
に
際
し
て
鳥
が
啼
く
よ
う
に
自
分
も
門
人
と
の
別
れ
を
悲
し
ん
で
泣
く
、
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
書
き
に
当
た
る
部
分
で
は
直
接
涙
を
流
す
と
言
い
、
句
で
は
、
そ
の
心
を
鳥
や
魚
に
託
し
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
場
合
、
次
の
第
三
段
に
「
白
髪
」
を
持
ち
出
し
て
自
身
の
老
死
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
、
「
春
望
」
の
尾
聯
「
白
頭
掻
け
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ば
更
に
短
く
、
渾
て
簪
に
勝
へ
ざ
ら
ん
と
欲
す
」
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

今
年
元
祿
二
年
に
や
、
奥
羽
長
途
の
行
脚
た
だ
か
り
そ
め
に
思
ひ
た
ち
て
、
呉
天
に
白
髪
の
恨
み
を
重
ぬ
と
い
へ
ど
も
、
耳
に
ふ
れ

て
い
ま
だ
目
に
見
ぬ
さ
か
ひ
、
も
し
生
き
て
帰
ら
ば
と
定
め
な
き
頼
み
の
末
を
か
け
、
そ
の
日
や
う
や
う
草
加
と
い
ふ
宿
に
た
ど
り

着
け
り
。

　
　
三
．
「
行
く
春
」
と
白
居
易
の
「
三
月
尽
」

　
冒
頭
部
で
は
、
李
白
の
序
の
引
用
に
続
い
て
杜
詩
も
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
盛
唐
の
李
杜
の
影
響
は
大
き
い
が
、
中
唐
の
白
居
易
的

発
想
も
実
は
見
ら
れ
る
。
第
一
段
か
ら
第
二
段
を
連
続
し
て
見
る
と
、旅
を
す
る
の
が
「
月
」「
日
」「
（
行
き
か
ふ
）
年
」
か
ら
「
（
行
く
）
春
」

に
な
っ
て
い
る
。
発
句
主
体
で
見
る
な
ら
ば
、
「
行
く
春
」
と
い
う
語
を
導
き
出
す
た
め
に
李
白
の
序
を
用
い
た
と
も
言
え
る
。
「
春
」
こ

そ
が
「
百
代
の
過
客
」
な
の
で
あ
り
、
芭
蕉
と
と
も
に
旅
を
す
る
旅
人
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
作
品
末
尾
の
「
行
く
秋
」
と
呼
応
し
て
、

全
編
の
枠
組
み
を
作
っ
て
い
る
。
春
や
秋
の
よ
う
な
季
節
と
と
も
に
旅
を
す
る
自
分
を
芭
蕉
は
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
行
く
春
」
と
「
行
く
秋
」
は
、
も
と
は
白
居
易
の
文
学
的
主
題
の
「
三
月
尽
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
平
岡
武
夫
氏
は
、
白

居
易
が
春
の
終
り
行
く
の
を
愛
惜
す
る
「
三
月
尽
」
の
主
題
の
詩
を
多
く
作
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た

（
３
）

。
氏
は
、
「
李
白
・
杜
甫
・
韓
愈
ら

の
作
品
に
は
、
三
月
尽
の
言
葉
は
つ
い
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
『
文
選
』
の
言
葉
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
独
自
性
を

強
調
さ
れ
て
い
る
。
以
後
研
究
が
進
ん
で
来
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
奥
の
細
道
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
白
居
易
は
季
節
の
推
移
に
敏
感
な
詩
人
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
次
の
詩
が
端
的
に
そ
れ
を
表
わ
す

（
４
）

。
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新
秋
喜
涼
〔
三
一
八
六
〕

過
得
炎
蒸
月
、
尤
宜
老
病
身
　
　
炎
蒸
の
月
を
過
し
得
て
、
尤
も
老
病
の
身
に
宜
し

衣
裳
朝
不
潤
、
枕
簟
夜
相
親
　
　
衣
裳
朝
に
潤
は
ず
、
枕
簟
夜
に
相
親
し
む

楼
月
繊
繊
早
、
波
風
嫋
嫋
新
　
　
楼
月
繊
繊
と
し
て
早
く
、
波
風
嫋
嫋
と
し
て
新
た
な
り

光
陰
与
時
節
、
先
感
是
詩
人
　
　
光
陰
と
時
節
と
、
先
づ
感
ず
る
は
是
れ
詩
人

こ
の
よ
う
に
季
節
の
推
移
に
敏
感
な
詩
人
と
し
て
の
本
領
を
発
揮
し
た
の
が
、
春
の
終
り
を
惜
し
む
「
三
月
尽
」
の
主
題
で
あ
る
。
代
表

的
な
作
品
を
次
に
並
べ
る
。

　
永
貞
元
年
（
八
〇
五
）
三
十
四
歳
の
時
に
長
安
の
慈
恩
寺
で
詠
ん
だ
作
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
千
は
『
千
載
佳
句
』
、
和
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
所
収

　
　
三
月
三
十
日
、
題
慈
恩
寺
〔
〇
六
三
一
〕

慈
恩
春
色
今
朝
尽
、
尽
日
徘
徊
倚
寺
門
　
　
慈
恩
の
春
色
今
朝
尽
く
、
尽
日
徘
徊
し
て
寺
門
に
倚
る

　
　
惆
悵
春
帰
留
不
得
、
紫
藤
花
下
漸
黄
昏 

惆
悵
す
春
帰
り
て
留
む
る
こ
と
得
ざ
る
こ
と
を
、
紫
藤
の
花
の
下
漸
く
黄
昏
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
〔
送
春
〕
・
和
〔
送
春
〕

　
元
和
十
年
（
八
一
五
）
三
月
三
十
日
、
四
十
四
歳
。
三
月
尽
と
老
の
感
慨
が
同
時
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
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送
春
〔
〇
四
八
七
〕

三
月
三
十
日
、
春
帰
日
復
暮
　
　
三
月
三
十
日
、
春
帰
り
て
日
復
た
暮
る

惆
悵
問
春
風
、
明
朝
応
不
住
　
　
惆
悵
し
て
春
風
に
問
ふ
、
明
朝
応
に
住
ま
ら
ざ
る
べ
し

送
春
曲
江
上
、
眷
眷
東
西
顧
　
　
春
を
送
る
曲
江
の
上
り
、
眷
眷
と
し
て
東
西
を
顧
り
み
る

但
見
撲
水
花
、
紛
紛
不
知
数
　
　
但
水
を
撲
つ
花
を
見
る
、
紛
紛
と
し
て
数
を
知
ら
ず

人
生
似
行
客
、
両
足
無
停
歩
　
　
人
生
は
行
客
に
似
た
り
、
両
足
歩
を
停
む
る
こ
と
無
し

日
日
進
前
程
、
前
程
幾
多
路
　
　
日
日
前
程
を
進
む
、
前
程
幾
多
の
路
ぞ

兵
刃
与
水
火
、
尽
可
違
之
去
　
　
兵
刃
と
水
火
と
、
尽
く
之
れ
を
違
け
て
去
る
べ
し

唯
有
老
到
来
、
人
間
無
避
処
　
　
唯
だ
老
の
到
来
す
る
有
り
、
人
間
避
く
る
処
無
し

感
時
良
為
已
、
独
倚
池
南
樹
　
　
時
に
感
じ
て
良
に
已
め
り
と
為
し
、
独
り
池
南
の
樹
に
倚
る

今
日
送
春
心
、
心
如
別
親
故
　
　
今
日
春
を
送
る
心
、
心
は
親
故
に
別
る
る
が
如
し

　
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
秋
八
月
に
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
、
揚
子
江
中
流
域
南
岸
の
任
地
に
赴
い
た
。
翌
元
和
十
一
年
（
八
一
六
）
に

四
十
五
歳
に
な
り
、
三
月
尽
を
迎
え
た
。
次
の
詩
で
は
前
年
の
曲
江
で
の
送
春
を
思
い
出
し
、
現
在
左
遷
さ
れ
て
い
る
江
州
と
の
違
い
を

対
比
的
に
表
現
し
て
い
る
。
（
左
遷
二
年
目
）

　
　
送
春
帰
。
元
和
十
一
年
三
月
三
十
日
作
〔
〇
五
九
二
〕

送
春
帰 

春
の
帰
る
を
送
る
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三
月
尽
日
日
暮
時 

三
月
尽
日
日
暮
る
る
時

去
年
杏
園
花
飛
御
溝
緑 

去
年
杏
園
花
飛
び
て
御
溝
緑
な
り

何
処
送
春
曲
江
曲 

何
れ
の
処
か
春
を
送
る
曲
江
の
曲

今
年
杜
鵑
花
落
子
規
啼 

今
年
杜
鵑
花
落
ち
て
子
規
啼
く

送
春
何
処
西
江
西 

春
を
送
る
何
れ
の
処
か
西
江
の
西

帝
城
送
春
猶
怏
怏 

帝
城
春
を
送
る
も
猶
怏
怏
た
り

天
涯
送
春
能
不
加
惆
悵 
天
涯
春
を
送
る
に
能
く
惆
悵
を
加
へ
ざ
ら
む
や

莫
惆
悵
送
春
人 

惆
悵
す
る
こ
と
莫
れ
春
を
送
る
人

冗
員
無
替
五
年
罷 

冗
員
五
年
罷
む
ま
で
替
る
こ
と
無
し

応
須
準
擬
再
送
潯
陽
春 

応
に
須
ら
く
再
び
潯
陽
の
春
を
送
ら
ん
と
す
べ
し

五
年
炎
涼
凡
十
変 

五
年
の
炎
涼
凡
て
十
変

安
知
此
身
健
不
健 

安
ん
ぞ
知
ら
む
此
の
身
の
健
と
健
な
ら
ざ
る
と

好
去
今
年
江
上
春 

好
し
去
れ
今
年
江
上
の
春

明
年
未
死
還
相
見 

明
年
未
だ
死
せ
ず
ん
ば
還
た
相
見
む

　
こ
こ
で
は
、
都
で
の
送
春
と
江
州
で
の
送
春
を
比
較
し
て
、
よ
り
悲
し
い
と
言
っ
て
い
る
。
旅
人
と
な
っ
た
白
居
易
が
、
よ
り
辛
い
気

持
で
春
を
見
送
る
心
境
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
。

　
翌
元
和
十
二
年
の
春
に
は
、
春
が
生
じ
て
か
ら
去
る
ま
で
の
三
首
連
作
を
詠
じ
て
い
る
。
三
首
目
が
三
月
尽
の
詩
で
あ
り
、
二
度
目
の
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送
春
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
老
の
感
慨
も
詠
み
込
む
。
（
左
遷
三
年
目
）

　
　
春
去
〔
一
〇
二
二
〕

一
従
沢
畔
為
遷
客
、
両
度
江
頭
送
暮
春 

一
た
び
沢
畔
に
遷
客
為
り
し
よ
り
、
両
度
江
頭
に
暮
春
を
送
る

白
髮
更
添
今
日
鬢
、
青
衫
不
改
去
年
身 

白
髮
更
に
添
ふ
今
日
の
鬢
、
青
衫
改
め
ず
去
年
の
身

百
川
未
有
迴
流
水
、
一
老
終
無
却
少
人 

百
川
未
だ
迴
流
の
水
有
ら
ず
、
一
老
終
ひ
に
却
少
の
人
無
し
　
千
〔
老
〕

四
十
六
時
三
月
尽
、
送
春
争
得
不
殷
勤 

四
十
六
の
時
三
月
尽
、
春
を
送
り
て
争
か
殷
勤
な
ら
ざ
る
を
得
む
　
千
〔
送
春
〕

　
こ
の
年
の
春
、
友
人
の
「
元
八
員
外
（
元
宗
簡
）
」
は
江
州
の
白
居
易
に
三
月
三
十
日
に
詠
ん
だ
慈
恩
寺
の
詩
を
送
っ
て
来
た
。
そ
の
詩

に
対
し
、
白
居
易
は
詩
を
も
っ
て
答
え
た
。

　
　
酬
元
八
員
外
三
月
三
十
日
慈
恩
寺
相
憶
見
寄
〔
〇
九
九
〇
〕

悵
望
慈
恩
三
月
尽
、
紫
藤
花
落
鳥
関
関
　
　
悵
望
す
慈
恩
に
三
月
尽
く
、
紫
藤
花
落
ち
て
鳥
関
関
た
り
　
千
〔
送
春
〕
・
和
〔
藤
〕

誠
知
曲
水
春
相
憶
、
其
奈
長
沙
老
未
還
　
　
誠
に
知
り
ぬ
曲
水
に
春
相
憶
ふ
を
、
長
沙
に
老
い
て
未
だ
還
ら
ざ
る
を
其
奈
せ
む

赤
嶺
猿
声
催
白
首
、
黄
茅
瘴
色
換
朱
顔
　
　
赤
嶺
猿
声
白
首
を
催
す
、
黄
茅
瘴
色
朱
顔
を
換
ふ

誰
言
南
国
無
霜
雪
、
尽
在
愁
人
鬢
雪
間
　
　
誰
か
言
し
南
国
に
霜
雪
無
し
と
、
尽
く
愁
人
鬢
雪
の
間
に
在
り
　
千
〔
感
歎
〕

　
後
年
、
大
和
八
年
（
八
三
四
）
に
洛
陽
で
鳥
の
鳴
き
声
に
託
し
て
春
を
惜
し
ん
で
い
る
。
六
十
三
歳
に
な
っ
て
い
る
。
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三
月
晦
日
、
晩
聞
鳥
声
〔
三
一
三
一
〕

晩
来
林
鳥
語
慇
懃
、
似
惜
風
光
説
向
人 

晩
来
林
鳥
語
慇
懃
な
り
、
風
光
を
惜
み
て
人
に
説
く
に
似
た
り

　
　
遣
脱
破
袍
労
報
暖
、
催
沽
美
酒
敢
辞
貧 

破
袍
を
脱
せ
し
め
て
暖
を
報
ず
る
に
労
す
、
美
酒
を
沽
ふ
を
催
し
て
敢
へ
て
貧
を
辞
せ

ん
や

声
声
勧
酔
応
須
酔
、
一
歳
唯
残
半
日
春 

声
声
酔
を
勧
む
応
に
須
く
酔
ふ
べ
し
、
一
歳
唯
残
す
半
日
の
春
　
千
〔
送
春
〕

　
　
四
．
「
三
月
尽
」
の
日
本
に
お
け
る
展
開
と
『
奥
の
細
道
』

　
こ
れ
ら
の
作
は
、
日
本
の
文
学
に
受
容
さ
れ
、
さ
ら
に
「
九
月
尽
」
の
文
学
的
主
題
を
生
み
出
す
母
体
と
な
っ
た
こ
と
は
、
太
田
郁
子

氏
の
論
文
に
詳
し
い

（
５
）

。
具
体
的
に
は
、『
古
今
集
』
の
春
歌
下
及
び
秋
歌
下
の
歌
群
、『
和
漢
朗
詠
集
』『
新
撰
朗
詠
集
』
に
お
け
る
「
三
月
尽
」

「
九
月
尽
」
の
部
立
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

　「
三
月
尽
」
は
、「
惜
春
」
「
送
春
」
の
詩
で
も
あ
り
、「
九
月
尽
」
は
、「
惜
秋
」
「
送
秋
」
の
詩
で
も
あ
る
。
『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
、「
三

月
尽
」
で
あ
る
が
、
『
千
載
佳
句
』
で
は
、
「
送
春
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
「
送
春
」
「
送
秋
」
に
焦
点
を
当
て
て
見
る
。

　「
送
春
」
と
は
、
春
を
擬
人
化
し
、
あ
る
時
期
に
だ
け
人
間
界
を
訪
れ
る
旅
人
と
見
立
て
、
そ
れ
を
見
送
る
こ
と
で
あ
る
。
白
居
易
は
、「
送

春
」
詩
で
、
「
人
生
は
行
客
に
似
た
り
」
と
、
人
間
の
一
生
は
旅
人
に
似
て
い
る
と
言
う
。
旅
人
で
あ
る
人
間
が
、
旅
人
で
あ
る
春
を
見
送

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
に
春
に
親
近
感
を
強
く
感
じ
、
春
の
風
物
を
詩
に
詠
み
込
ん
で
い
る
。
春
の
風
物
と
し
て
は
、「
春
風
」
「
光
」
「
風

光
」
や
、
「
落
花
」
の
紛
々
た
る
様
子
、
春
を
惜
し
む
鳥
の
啼
き
声
が
出
て
く
る
。
季
節
の
推
移
は
、
老
い
を
自
覚
さ
せ
る
の
で
、
老
の
感

慨
を
加
え
た
。
ま
と
め
る
と
、
花
が
散
り
、
春
が
春
風
や
春
の
光
と
と
も
に
帰
り
去
る
時
に
老
を
感
じ
る
、
鳥
は
春
を
引
き
留
め
る
か
の

よ
う
に
啼
く
、
と
な
る
。
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白
居
易
は
、
「
送
春
」
詩
で
、
「
感
時
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
杜
甫
の
「
春
望
」
詩
を
襲
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
杜
甫
の
表
現
を

用
い
な
が
ら
、
送
春
の
表
現
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
三
月
尽
」
の
日
本
人
漢
詩
に
は
、

　
　
送
春
不
用
動
舟
車
、
唯
別
残
鶯
与
落
花 

春
を
送
る
に
舟
車
を
動
か
す
こ
と
を
用
ゐ
ず
、
唯
残
鶯
と
落
花
と
に
別
る

菅
原
道
真
〔
五
三
〕

　
　
若
使
韶
光
知
我
意
、
今
宵
旅
宿
在
詩
家 

若
し
韶
光
を
し
て
我
が
意
を
知
ら
せ
ま
し
か
ば
、
今
宵
の
旅
宿
は
詩
が
家
に
在
ら
ま
し

　
同
　
　〔
五
四
〕

　
　
留
春
不
用
関
城
固
、
花
落
随
風
鳥
入
雲 

春
を
留
る
に
関
城
の
固
め
を
用
ゐ
ず
、
花
は
落
ち
て
風
に
随
ひ
鳥
は
雲
に
入
る

尊
敬
　
　〔
五
五
〕

と
あ
り
、
花
や
鳥
は
春
（
韶
光
）
と
と
も
に
立
ち
去
る
か
の
よ
う
に
詠
む
。
道
真
は
、
最
後
の
夜
に
は
春
は
詩
人
の
家
に
泊
ま
っ
て
ほ
し

い
と
詠
み
、
尊
敬
は
、
春
は
旅
人
で
あ
る
か
ら
関
所
を
通
る
は
ず
で
あ
る
が
、
人
間
で
は
な
い
か
ら
、
関
所
は
役
に
立
た
な
い
、
と
詠
む
。

こ
れ
ら
は
「
三
月
尽
」
の
日
本
的
な
展
開
と
言
え
よ
う
。

　『
古
今
集
』
の
在
原
元
方
の
歌
に
、

を
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に
春
霞
帰
る
道
に
し
立
ち
ぬ
と
思
へ
ば
（
古
今
・
春
下
〔
一
三
〇
〕
）
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と
あ
る
の
は
、
「
三
月
尽
」
に
な
り
、
春
の
景
物
の
「
春
霞
」
が
（
東
に
）
出
発
す
る
こ
と
を
詠
む
。

　『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
に
も
「
三
月
尽
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
三
月
晦
日
の
翌
日
、
す
な
わ
ち
四
月
一
日
の
朝
、
光
源
氏
は
、
昨
夕
に
垣

間
見
た
少
女
へ
の
思
い
を
詠
む
に
当
た
り
、
自
ら
を
霞
に
見
立
て
、
少
女
を
花
に
見
立
て
た
。

夕
ま
ぐ
れ
ほ
の
か
に
花
の
色
を
見
て
け
さ
は
霞
の
立
ち
ぞ
わ
づ
ら
ふ

一
泊
し
た
「
霞
」
が
山
桜
の
「
花
の
色
」
に
惹
か
れ
て
、
帰
り
難
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
一
泊
し
て
人
間
世
界
を
立
ち
去
る
と
こ
ろ
は
、

道
真
詩
を
翻
案
し
た
趣
き
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
が
春
霞
に
成
り
代
わ
り
、
そ
の
気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る
。

　
関
所
を
用
い
た
季
節
の
擬
人
化
は
、
和
漢
朗
詠
集
の
「
九
月
尽
」
の
源
順
の
句
〔
二
七
四
〕
に
も
見
ら
れ
る
。

縦
以
崤
函
為
固
、
難
留
蕭
瑟
於
雲
衢
　
　
縦
ひ
崤
函
を
以
て
固
め
と
為
す
と
も
、
蕭
瑟
を
雲
衢
に
留
め
難
し

縦
令
孟
賁
而
追
、
何
遮
爽
籟
於
風
境
　
　
縦
ひ
孟
賁
を
し
て
追
は
し
む
と
も
、
何
ぞ
爽
籟
を
風
境
に
遮
ら
む

こ
こ
で
は
、
秋
風
を
表
わ
す
「
蕭
瑟
」
、
「
爽
籟
」
の
語
が
秋
の
代
名
詞
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
旅
人
で
あ
る
秋
は
、
関
所
を
通
る
は
ず
で

あ
る
が
、
人
間
で
は
な
い
か
ら
、
険
し
い
「
崤
函
」
の
山
や
関
も
役
立
た
な
い
し
、
猛
者
の
「
孟
賁
」
も
境
界
で
遮
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
大
江
以
言
〔
二
七
六
〕
の
句
、

文
峰
案
轡
白
駒
景
、
詞
海
艤
舟
紅
葉
声
　
　
文
峰
に
轡
を
案
ず
白
駒
の
景
、
詞
海
に
舟
を
艤
ふ
紅
葉
の
声
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で
は
、
五
行
説
に
基
づ
く
秋
の
白
い
光
や
紅
葉
が
散
る
秋
風
の
音
が
詩
文
の
世
界
だ
け
に
辛
う
じ
て
残
り
、
や
が
て
立
ち
去
る
様
を
詠
む
。

詩
の
世
界
だ
け
に
残
る
の
は
、
詩
人
が
季
節
の
推
移
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
白
居
易
の
「
三
月
尽
」
の
発
想
が
生
き
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
旅
人
に
見
立
て
た
春
や
秋
が
帰
り
去
る
様
子
を
表
わ
し
て
い
る
。

　
芭
蕉
が
冒
頭
部
第
一
段
で
引
く
能
因
の
歌
に
は
、

都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
（
後
拾
遺
集
・
羇
旅
〔
五
一
八
〕
）

と
あ
る
。
み
ち
の
く
の
入
り
口
で
あ
る
白
河
の
関
の
段
で
は
、
こ
の
歌
を
引
き
、
さ
ら
に
、
源
頼
政
の
、

都
に
は
ま
だ
青
葉
に
て
見
し
か
ど
も
紅
葉
散
り
し
く
白
河
の
関
（
千
載
集
・
秋
下
〔
三
六
五
〕
）

な
ど
を
引
く
。
能
因
歌
は
、
秋
の
色
を
白
い
と
す
る
五
行
説
を
詠
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
技
巧
が
あ
る
。
ま
た
、
関
所
に
吹
く
風
や
紅
葉
は
、

先
行
す
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
九
月
尽
」
の
作
品
か
ら
想
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
前
提
で
能
因
の
歌
を
見
る
と
「
霞
と
と
も
に
立
」
つ
と
い
う
の
は
、
霞
が
立
つ
春
に
都
を
発
つ
と
も
読
め
る
が
、
古
今
歌
「
を
し

め
ど
も
」
を
踏
ま
え
て
解
釈
す
れ
ば
、
「
三
月
尽
」
に
当
た
っ
て
、
春
が
東
に
帰
る
と
と
も
に
東
に
向
か
う
と
も
読
め
る
。
芭
蕉
も
両
方
の

読
み
を
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
白
河
の
関
に
か
か
り
て
旅
ご
こ
ろ
定
ま
り
ぬ
」
と
あ
る
の
は
、
白
河
の
関
が
、
み
ち
の
く
へ
の
旅
の

も
う
一
つ
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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　「
送
春
」
は
、
人
が
旅
人
と
し
て
の
春
を
見
送
る
行
為
で
あ
る
が
、
白
居
易
の
よ
う
に
人
が
自
ら
を
旅
人
で
あ
る
と
み
な
す
時
、
永
遠
の

旅
人
で
あ
る
春
と
一
体
と
な
っ
て
、
春
と
と
も
に
旅
立
つ
と
い
う
発
想
を
生
み
出
す
。

　
俳
諧
は
季
節
を
重
視
す
る
文
芸
で
あ
る
。
芭
蕉
も
白
居
易
の
「
送
春
」
に
由
来
す
る
表
現
を
用
い
て
、
永
遠
に
旅
を
す
る
季
節
と
一
体

に
な
り
、
季
節
と
と
も
に
旅
を
す
る
道
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
文
学
を
永
遠
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

注（
1
） 『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
』
（
寛
文
元
年
〈
一
六
六
一
〉
刊
）
に
「
日
月
如
流
行
過
客
」
と
あ
り
、
「
光
陰
」
は
「
日
月
」
の
意
と
解
せ
る
。

（
２
） 

吉
川
幸
次
郎
『
新
唐
詩
選
』
（
岩
波
新
書
・
昭
二
七
〈
一
九
五
二
〉
）
、
『
杜
甫
詩
注 

第
三
冊
』
（
筑
摩
書
房
・
昭
五
四
〈
一
九
七
九
〉
）

（
３
） 

平
岡
武
夫
「
三
月
尽
―
白
氏
歳
時
記
―
」
（
『
研
究
紀
要
』
一
八
号
・
日
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
昭
五
一
〈
一
九
七
六
〉
三
月
、
『
白
居
易
―
生
涯

と
歳
時
記
』
所
収
・
朋
友
書
店
・
平
一
〇
〈
一
九
九
八
〉
）

（
４
） 

菅
野
禮
行
『
平
安
初
期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
の
比
較
文
学
的
研
究
』
（
大
修
館
書
店
・
昭
六
三
〈
一
九
八
八
〉
）

（
５
） 

太
田
郁
子
「
和
漢
朗
詠
集
の
三
月
尽
・
九
月
尽
」
（
『
言
語
と
文
芸
』
九
一
号
〈
復
刊
一
六
号
〉
・
昭
五
六
〈
一
九
八
一
〉
三
月
）

　〔
付
記
〕

１
、
本
稿
は
、
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
九
月
三
日
台
湾
大
学
で
開
催
の
第
三
回
和
漢
比
較
文
学
会
特
別
例
会
に
先
立
っ
て
提
出
し
た
同
題
の
研
究
発

表
の
た
め
の
原
稿
に
基
づ
く
（
た
だ
し
、
発
表
時
は
別
に
資
料
を
作
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
発
表
し
た
）
。
学
会
終
了
後
、
『2010

和
漢
比
較
文
学
検

討
会
　
論
文
集
』
（
台
湾
大
学
・
二
〇
一
〇
年
十
月
）
が
刊
行
さ
れ
、
当
該
の
提
出
原
稿
は
そ
の
論
文
集
に
掲
載
さ
れ
た
。
本
稿
は
そ
の
再
録
で
あ
る
。
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今
回
、
再
録
に
当
た
っ
て
、
横
書
を
縦
書
と
し
、
算
用
数
字
を
漢
数
字
と
す
る
な
ど
表
記
を
部
分
的
に
改
め
た
。
ま
た
、
『
千
載
佳
句
』
及
び
『
和
漢

朗
詠
集
』
の
部
立
名
を
加
え
、原
稿
の
誤
り
の
い
く
つ
か
を
訂
正
し
た
。
な
お
、当
初
原
稿
及
び
論
文
集
に
お
い
て
は
、英
語
題
名
「O

ku
-n

o-H
osom

ich
i 

an
d th

e E
n

d of M
arch

: B
ash

o an
d B

ai Ju
yi

」
を
付
し
て
い
た
。

２
、
関
連
す
る
拙
稿
と
し
て
、
「
白
居
易
と
菅
原
道
真
の
三
月
尽
詩
に
つ
い
て
―
「
送
春
」
の
表
現
―
」
（
『
女
子
大
國
文
』
第
百
四
十
八
号
・
平
成
二
十
三

年
一
月
三
十
一
日
発
行
）
が
あ
る
。
併
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
五
年
六
月
十
日
　
新
間
記

（
本
学
教
授
）


