
徘
聖
・松
え
こ
蕉
は
迪
え
群
を

燿
鸞

沐
く
学
ん
だ
未
逍
オ
で
も
あ
つ
た
。
厳
し
い
浮
泊
の
米
の
中
で
、

歴
史
に
残
る
多
く
の
分
句
を
詠
み
続
け
た
こ
点
が
求
め
た
世
界
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
祥
の
教
え
に
二
議
が
深
い

東
洋
思
想
家
の
売
野
勝
悟
民
に
お
話
し
い
た
だ
い
た
。

松
尾
芭
蕉

ま
つ
お

ば
し
ょ
う
１
１
寛
永
２‐
（１
６
４
４
）
～
元
禄
７
＾
１
６
９
４
ン
ｔ
名
は
宗
房
．芭
蕉
は
徘
サ
。
伊
賀
の

生
ま
れ
．
藤
堂
良
恵
に
徘
諸
を
学
び

京
都
で
北
村
季
吟
に
師
竜

後
に
江
戸

深
川
の
芭
蕉
施
に
住
み

蕉
風
と

呼
ば
れ
る
俳
風
を
確
立
．
各
地
を
旅
し
て
多
く
の
旬
や
紀
行
文
を
残
し

旅
光
の
大
坂
で
清
没

紀
行
に
『野
ざ

ら
し
紀
行
Ｌ
笈
の
小
文
』
史
科
紀
行
葛
お
く
の
は
そ
道
』
日
記
に
『瑳
輸
日
記
』
な
ど
が
あ
る
．

東槻想家境野勝悟

一耐闘われ鵬濤てられたものに

確
か
大
学
三
年
生
の
時
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
．　
一
つ
上
の
先
輩
か
ら

「
こ
れ

を
読
め
よ
」
と
勧
め
ら
れ
た
の
が
鈴
木

大
拙
先
生
の

『禅
と
日
本
文
化
』
と
い

う
本
で
し
た
。
私
が
禅
の
教
え
に
触
れ

た
の
は
こ
れ
が
最
初
で
し
た
が
、
禅
が

茶
道
や
俳
句
な
ど
幅
広
い
日
本
文
化
に

も
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
興
味
を
覚
え

な
が
ら
読
み
進
め
る
と
、
そ
こ
に
は
少

年
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
芭
鷹
あ
旬

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

吉
池
や
姓
飛
こ
む
水
の
お
と

山
の
中
の
静
か
な
古
池
に
蛙
が
飛
び

込
ん
だ
。
ポ
チ
ャ
ン
と
い
う
音
が
静
寂

を
破
り
、
し
ば
ら
く
す
る
と
さ
ら
な
る

静
寂
が
広
が

っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
私
は

こ
の
句
を
そ
う
解
釈
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
拙
先
生
の
解
説
は
そ
れ

と
は
全
く
違

っ
て
い
た
の
で
す
。
大
拙

先
生
は
古
池
を
永
遠
な
る
自
然
の
生
命

の
象
徴
と
捉
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

蛙
が
飛
び
込
む
ポ
チ
ャ
ン
と
い
う
音
は
、

永
遠
の
生
命
か
ら
比
べ
れ
ば

一
瞬
に
過

ぎ
な
い
人
間
の
一
生
。
つ
ま
り
、　
一
瞬

に
過
ぎ
な
い
二
度
と
な
い
人
生
の
時
間

さかいの かつの

'一
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持集令あるF風う歩き続ける

を
嘆
き
悲
し
み
な
が
ら
過
ご
す
こ
と
の

虚
し
さ
‥
―
。
逆
に
生
を
惜
し
み
感
謝

し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説

い
た
の
が
こ
の
句
だ
と
い
う
の
で
す
。

数
多
い
動
物
の
中
で
私
た
ち
人
間
だ

け
が
花
を
愛
で
、
音
楽
を
聴
〓
ヽ
小
説

を
読
み
、
新
幹
線
や
飛
行
機
で
旅
を
し

て
人
生
を
調
歌
す
る
書
び
を
知
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
人
間
の
素
晴
ら
し
い

働
き
を
、
な
ぜ
も
っ
と
生
か
し
て
人
生

を
意
義
あ
る
も
の
に
し
な
い
の
か
。
自

分
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
い
ま
こ
う

し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
の
か
。
こ
れ
が
芭
蕉
の
根
底
に
あ
る

考
え
で
す
。
そ
の
人
生
観
を
知
っ
た
時
、

私
は
と
て
も
驚
き
、
心
が
震
え
ま
し
た
。

坐
禅
に
取
り
組
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
た

の
は
、
実
は
こ
の
時
が
最
初
で
し
た
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す

・が
、
芭
蕉
は
鎌
給
時
代
の
禅
僧
で
曹
洞

宗
を
開
い
た
道
元
禅
師

（
一
二
〇
〇
～

一
二
五
三
）
の
思
想
的
影
響
を
受
け
た

俳
聖
で
す
。
芭
蕉
は
伊
賀

（現
在
の
三

重
県
）
に
生
ま
れ
、
三
十
七
歳
の
時
に

江
戸
に
出
て
深
川
に
芭
蕉
庵
と
い
う
庵

を
結
び
ま
す
。
そ
の
頃
、
広
く
世
に
そ

の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
名
僧

・
仏
頂
和

尚
に
禅
の
知
恵
や
生
き
方
を
学
ぶ
た
め

て
し
た
。
先
ほ
ど
の

「古
池
や
‥
‥
」

は
、
芭
蕉
が
大
き
な
悟
り
を
得
た
頃
の

句
で
、
人
生
の
捉
え
方
が
大
き
く
変
わ

っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

大
悟
し
た
芭
蕉
が
、
そ
の
時
に

「私

が
大
事
に
す
る
風
雅
と
は
こ
う
い
う
も

の
だ
」
と
述
べ
て
綴

っ
た
の
が
次
の
句

で
す
。

枯
枝
に
お
の
と
ま
り
た
る
や
秋
の
患

カ
ラ
ス
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
は
ど
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
れ
る
で
し
ょ

う
か
？
　
自
身
の
美
意
識
の
中
に
カ
ラ

ス
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
人
は
多
く

な
い
は
ず
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
詩
歌
の

世
界
で
ウ
グ
イ
ス
や
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
う

た
う
人
は
い
て
も
、
カ
ラ
ス
を
題
材
に

し
た
人
は
ま
ず
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
芭
蕉
は
枯
れ
技
に
カ
ラ
ス
が
止

ま
っ
て
い
る
背
後
に
、
極
楽
浄
上
を
思

わ
せ
る
よ
う
な
真

っ
赤
に
燃
え
る
秋
の

夕
景
を
重
ね
る
こ
と
で
、
金
屏
風
に
描

か
れ
た
墨
絵
を
紡
彿
と
さ
せ
る
美
し
さ

を
見
事
に
発
見
し
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
芭
蕉
は
皆
が
嫌

っ
て
価
値

を
認
め
な
い
、
見
捨
て
ら
れ
た
生
存
の

中
に
美
を
見
つ
け
出
し
た
の
で
す
。
新

し
い
価
値
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
達

人
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

現
代
人
の
多
く
は
、
世
間
的
な
価
値

観
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
時
に
は
自

分
の
考
え
を
曲
げ
て
で
も
陛
間
的
な
価

値
観
に
合
わ
せ
て
生
き
よ
う
と
し
ま
す
。

高
等
教
育
を
受
け
自
立
し
た
生
活
を
送

り
な
が
ら
も
、
な
お
本
当
に
自
分
が
や

り
た
い
こ
と
は
何
か
、
何
が
価
値
あ
る

こ
と
な
の
か
を
考
え
な
い
ま
ま
生
き
て

い
る
人
が
多
く
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
世
間
の
価
値
観
で
生
き

る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
い
ざ
世
間
の
価
値
観
と
合

わ
な
く
な

っ
た
時
、
自
分
が
果
た
し
て

ど
う
生
き
る
か
を
考
え
て
お
く
こ
と
も

大
事
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

芭
蕉
は
世
間
が
見
捨
て
た
も
の
の
中

に
価
値
を
見
出
し
ま
し
た
。
自
身
も
武

士
と
い
う
生
き
方
を
捨
て
て
、
四
十

一

歳
か
ら
五
十

一
歳
ま
で
は
各
地
を
漂
泊

し
て
旅
し
、
多
く
の
句
や
紀
行
文
を
残

し
ま
し
た
。
私
は

「枯
校
に
‥
―
」
の

旬
に
触
れ
る
時
、
「俺
の
生
き
方
だ
っ
て

そ
う
な
ん
だ
ぞ
。
自
分
の
価
値
観
で
カ

強
く
生
き
て
い
る
ぞ
」
と
い
う
芭
蕉
の

誇
り
高
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
を
感

じ
ま
す
。

一
層

り
だ
働
詢
α

」
訪
敵

蕉

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
、
芭
蕉
が
こ

れ
ぞ

『
お
く
の
は
そ
道
」
で
の
最
高
の

句
だ
と
大
切
に
し
て
い
た
句
が
あ
り
ま

す
。芭

蕉
は
岩
手
の
■

（現

・
宮
城
県
岩

出
山
と

に
宿
泊
し
た
後
ヽ
山
越
え
を

し
て
出
羽
の
国

（現

・
山
形
県
）
に
入

ろ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
尿
前
の
関

に
差
し
掛
か
っ
た
時
、
「
こ
の
険
し
い
山

道
を
通
る
者
は
ま
ず
い
な
い
」
と
関
守

に
怪
し
ま
れ
て
、
な
か
な
か
通
し
て
は

も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
と
が
出
羽

の
国
に
入
れ
た
も
の
の
、
日
は
す

っ
か

り
暮
れ
て
い
ま
し
た
。
よ
う
や
く
山
の

中
の
封
人

（国
境
を
守
る
役
人
）
の
家

を
見
つ
け
、
泊
め
て
も
ら
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
が
、
大
嵐
で
三
日
間
、
外
に

出
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
時
に

芭
蕉
が
詠
ん
だ
の
が
そ
の
句
で
す
。

晏
気
馬
の
屎
す
る
枕
も
と

芭
蕉
は
■
間
に
敷
か
れ
た
藁
の
上
に

寝
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ノ
ミ
や
ン

ラ
ミ
に
血
を
吸
わ
れ
、
そ
れ
は
大
変
な

痒
み
だ

っ
た
は
ず
で
す
。
し
か
も
、
枕

元
に
い
た
馬
が
勢
い
よ
く
小
便
を
す
る

の
で
、
そ
の
飛
沫
が
顔
に
か
か
る
。
家

を
出
よ
う
に
も
嵐
の
た
め
に
、
そ
こ
に

留
ま
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
お

よ
そ
風
雅
と
は
ほ
ど
遠
い
状
況
に
あ

っ

て
、
芭
蕉
は
こ
の
句
を
詠
み
ま
し
た
。

こ
の
句
は
、
芭
蕉
の
わ
び

・
さ
び
の
会

為力
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心
の
作
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

芭
蕉
は
、
そ
う
い
う
劣
忠
な
環
境
の

中
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、
こ
の
時
、

俺
は
死
な
ず
に
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
、

と
い
う
強
烈
な
生
の
実
感
を
得
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、
封

人
の
家
に
泊
め
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と

し
た
ら
、
嵐
の
中
で
淋
し
く
死
ん
で
い

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
深

い
感
謝
と
感
動
の
念
を
抱
い
て
い
た
と

し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
す
。

芭
蕉
が
ど
う
い
う
厳
し
い
環
境
で
も

そ
れ
に
感
謝
し
感
動
で
き
た
の
は
、
ぎ

り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
自
分
の
人
生
を
強

く
生
き
て
い
た
か
ら
で
す
。
大
き
な
組

織
に
属
し
、
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
り
な

が
ら
、
不
平
不
満
ば
か
り
口
に
し
て
い

る
の
と
は
ま
る
で
対
照
的
で
す
。

考
え
て
み
れ
ば
、
芭
蕉
が
生
き
て
き

た
頃
の
旅
は
、
常
に
死
と
隣
り
合
わ
せ

で
し
た
。
医
者
は
い
な
い
、
車
も
旅
館

も
な
い
と
い
う
悪
条
件
で
何
日
も
山
越

え
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
時
も
あ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
芭
蕉
は

そ
う
い
う
旅
の
生
活
を

「風
雅
の
誠
」

と
呼
ん
で
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
突

き
抜
け
た
心
境
の
高
さ
に
は
、
た
だ
た

だ
驚
く
ば
か
り
で
す
。

一慰燿数・賜りのままに

当
時
、
旅
人
は
皆
早
起
き
で
し
た
。

暗
い
う
ち
に
出
発
し
な
い
と
、
予
定
の

時
刻
ま
で
に
目
的
地
に
辿
り
着
け
な
か

っ
た
か
ら
で
す
。　
一
宿

一
飯
と
い
う
言

葉
の
如
く
、　
一
日
に
口
に
す
る
の
は
晩

ご
飯
だ
け
、
朝
食
と
昼
食
は
摂
ら
な
い

の
が
当
時
の
旅
の
常
識
で
し
た
。

寒
風
が
吹
く
二
月
の
頃
、
芭
蕉
も
早

朝
に
宿
を
出
発
し
、
真

っ
暗
な
山
道
を

歩
い
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
こ
に

は
ん
の
り
漂

っ
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
梅
の
香
り
で
し
た
。

む
わ
が
ヽ
に
の
つ
と
日
の
出
る
●
路
か
な

真

っ
暗
な
山
道
に
漂
う
梅
の
香
り
、

そ
の
時
、
そ
こ
に
サ
ー
ッ
と
昇

っ
て
く

る
太
陽
。
ふ
と
見
渡
す
と
、
輝
く
朝
日

の
中
に
一
面
梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
。

何
と
も
幻
想
的
で
ま
ば
ゆ
い
光
景
で
す
。

芭
蕉
は

「山
路
」
を
歩
い
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
こ
の
光
景
を
躍
動
感
の
あ
る
俳

句
と
し
て
詠
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

芭
蕉
は
こ
こ
で
も
、
誰
も
価
値
を
見
出

さ
な
い
不
便
で
狭
除
な
山
道
に
新
し
い

価
値
を
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
は
こ
の
句
を
読
む
時
、
『法
華
経
』

に
あ
る

「日
月
燈
明
」
と
い
う
言
葉
を

思
い
出
し
ま
す
。
私
た
ち
は
光
が
な
け

れ
ば
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
の
大
切
な
光
を
と
も

す
れ
ば
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
人

生
で
大
切
な
こ
と
は
成
功
す
る
こ
と
、

そ
の
た
め
に
は
常
に
考
え
続
け
な
く
て

は
い
け
な
い
、
考
え
て
い
な
い
と
競
争

に
負
け
て
し
ま
う
、
負
け
た
ら
生
き
て

い
け
な
い
と

″頭
の
世
界
″
に
ば
か
り

に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

い
く
ら
頭
で
考
え
て
も
、
太
陽
が
放

つ
明
る
い
光
な
し
に
私
た
ち
は
生
き
ら

れ
ま
せ
ん
。
「
の
っ
と
日
の
出
る
」
太
陽

の
光
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
生
き
て
い
け

る
。
こ
れ
は
宗
教
的
な
概
念
で
も
何
で

も
な
く
、
疑
い
よ
う
の
な
い
真
実
で
す
。

大
切
な
の
は
そ
の
大
き
な
自
然
の
真
実

を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め
る
こ
と
で
す
。

人
間
的
な
価
値
観
を
挟
み
込
む
と
、

真
実
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

手
前
県
囁
な
価
値
観
を
手
放
し
、
“が

り

の
ま
ま
の
大
自
然
の
真
実
を
目
に
す
る

時
、
心
の
奥
底
か
ら

「生
か
さ
れ
て
あ

り
が
た
い
」
と
い
う
思
い
が
湧
き
起
こ

っ
て
き
ま
す
。
そ
の
幸
福
感
は
自
ら
全

力
を
振
り
絞

っ
て
手
に
入
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
も
と
も
と
自
分
に
与
え
ら
れ

て
い
る
も
の
で
す
。

幸
福
を
外

へ
外

へ
と
求
め
る
の
で
は

な
く
、
自
分
の
中
に
あ
る
太
陽
の
光
と

同
じ
自
然
の
働
き
を
十
三
分
に
働
か
せ

る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
素
晴
ら
し
い
人

生
を
送
れ
る
。
禅
の
修
行
者
で
も
あ

っ

た
芭
蕉
が
説
こ
う
と
し
た
世
界
は
　
自

然
と

一
体
の
世
界
で
す
。
こ
の
よ
う
に

芭
蕉
の
句
を
禅
と
い
う
視
点
で
捉
え
る

の
と
、
写
生
的
な
文
芸
作
品
と
し
て
捉
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