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市
橋
文
庫
蔵
『
弥
生
日
記
』
訳
注
（
三
）

愛
知
県
立
大
学
稀
書
の
会

　

本
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
市
橋
文
庫
に
は
、
岡
崎
の
俳
人
鶴
田
卓
池
と
刈
谷
の
俳
人
中
島
秋
挙
が
編
纂
し
た
『
弥
生
日
記
』
の
刊
本
を
蔵

す
る
。
稀
書
の
会
で
は
、
地
域
の
文
化
及
び
文
化
交
流
史
の
考
究
・
紹
介
を
目
的
と
し
て
、
本
学
が
豊
富
に
蔵
す
る
古
俳
書
資
料
の
う
ち
か

ら
、
こ
の
『
弥
生
日
記
』
を
選
び
、
そ
の
読
解
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
月
に
一
度
の
輪
講
に
よ
り
一
昨
年
度
か
ら
読
み
進
め
、
今
年
度
の
紀

要
原
稿
は
、
輪
講
の
成
果
の
中
か
ら
、
冒
頭
の
卓
池
・
秋
挙
の
五
十
韻
の
う
ち
第
四
十
二
句
か
ら
末
尾
ま
で
と
、
そ
れ
に
続
く
記
述
を
と
り

あ
げ
て
い
る
。

　

輪
講
で
の
各
句
の
検
討
は
、
稀
書
の
会
の
メ
ン
バ
ー
が
担
当
し
、
参
加
者
に
よ
る
複
数
回
の
討
議
を
経
た
後
に
あ
ら
た
め
て
紀
要
用
に
成

稿
し
て
い
る
。
輪
読
の
際
の
発
表
者
の
名
を
担
当
箇
所
の
末
尾
に
記
し
、
原
稿
の
末
尾
に
は
、
稀
書
の
会
の
会
員
の
名
を
記
し
た
。

【
凡
例
】

一
、
底
本
は
文
政
七
年
五
月
名
古
屋
久
兵
衛
版
『
弥
生
日
記
』
愛
知
県
立
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
市
橋
文
庫
蔵
（IC

H
I

・
142
）
本
で
あ
る
。

一
、
翻
字
本
文
は
、
文
政
七
年
版
を
忠
実
に
翻
刻
し
た
。
本
文
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、【
翻
刻
】
に
本
稿
で
扱
う
箇
所
を
一
括
掲
出
し
、【
注

釈
】
部
分
に
は
、
注
釈
の
便
を
考
慮
し
て
適
宜
分
割
・
本
文
改
訂
を
な
し
た
形
で
と
り
あ
げ
た
。
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一
、
注
釈
本
文
は
、
読
解
の
便
を
は
か
る
た
め
、
底
本
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
表
記
に
改
め
、
必
要
に
応
じ
て
濁
点
を
付
し
、
句
読
点
、
送
り

仮
名
を
補
っ
た
。
翻
字
本
文
を
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。
原
文
の
表
記
の
誤
り
か
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
改
め
、
あ
て
字
、
異
体
字
、
送

り
仮
名
は
標
準
的
な
表
記
に
直
し
て
示
し
た
。
漢
字
表
記
が
自
然
で
あ
る
語
句
に
関
し
て
は
、
全
体
の
統
一
を
考
え
て
漢
字
に
直
し
、

難
読
語
句
に
は
、
校
注
者
が
（　

）
書
き
で
振
り
仮
名
を
付
し
、
踊
り
字
は
す
べ
て
開
い
た
。

一
、
注
釈
本
文
の
各
句
に
は
、
便
宜
上
、
校
注
者
に
よ
る
通
し
番
号
を
付
し
、
前
句
を
添
え
た
。

一
、
訳
注
に
お
い
て
は
、【
語
釈
】、【
一
句
立
】、【
現
代
語
訳
】
の
項
目
を
設
け
、
必
要
な
場
合
に
は
【
考
察
】
の
項
目
も
設
け
た
。

一
、【
語
釈
】
に
あ
げ
た
和
歌
、
連
歌
、
俳
諧
な
ど
の
引
用
は
、
後
述
引
用
文
献
に
依
る
。
読
解
に
有
効
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
先
例

の
み
な
ら
ず
後
代
の
作
品
も
例
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
私
に
濁
点
を
付
し
、
片
仮
名
な
ど
読
解
に
不
便
な
文
字
は

必
要
に
応
じ
平
仮
名
に
改
め
た
。

【
翻
刻
】

盥
か
す
か
契
り
と
な
つ
た
今
の
妻 

挙

　
　

船
は
誰
そ
と
梶
音
て
し
る 
池

は
ゝ
か
ら
ぬ
嚔
に
啌
を
筑
波
根
や 
挙

　
　

萩
い
け
て
退
く
帷
子
の
皺 

池

出
す
ま
し
て
夜
を
も
い
そ
か
ぬ
秋
月 

挙

　
　

池
か
し
ら
よ
り
い
な
す
鳩
吹 

池

産
声
を
待
間
遅
し
と
か
ゝ
へ
膝 

挙

　
　

清
け
に
い
ろ
を
か
け
る
楪 

池

花
さ
そ
ふ
き
さ
し
か
雲
の
た
ゝ
す
ま
ひ 

挙
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雪
も
仏
も
別
れ
済
日
に 

池

　
　

弥
生
朔
日 

達
堂 

朱
芳 

流
芝

　
　

破
篭 
竹
筒
な
と
携
来
り
て
仮
寐
す

　
　

西
に
茶
の
木
つ
ゝ
き
の
坂
あ
り
坂
を
く
た
れ
は

　
　

清
水
な
か
れ
て
山
葵
の
窪
と
い
ふ
處

　
　

あ
り 

　
　
　
　
　
　
　
　

」
五
ウ

手
お
さ
へ
の
鼠
を
逃
す
茶
摘
か
な 

達
堂

畔
道
や
並
ふ
燕
に
飛
ふ
つ
は
め 

流
芝

　
　

朱
芳
は
小
窓
に
も
た
れ
ひ
と
り

　
　

こ
ち
し
て

鶯
や
日
な
れ
て
声
の
引
は
な
し 
朱
芳

　
　

流
芝
か
懐
に
し
て
も
て
来
た
り
し
句
は

柴
舟
の
あ
と
を
よ
こ
き
る
き
ゝ
す
か
な 

氷
角

夜
ハ
夜
と
て
噺
に
来
た
り
山
さ
く
ら 

和
楽 

　
　
　
　
　
　

  

」
六
オ

敷
芝
に
め
は
ち
や
か
な
る
か
は
つ
哉 

東
雅

か
へ
る
雁
風
呂
い
る
う
ち
の
ゆ
た
ん
よ
り 

楳
老

【
注
釈
】

　
　
　
　

積
は
へ
て
あ
る
薪
の
入
れ
札
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二
折
裏
五
（
四
十
一
）
盥
か
す
が
契
り
と
な
つ
た
今
の
妻　
　
　
　

挙

【
式
目
】
恋
（
契
り
・
妻
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
盥　

水
や
湯
を
入
れ
て
、
顔
や
手
足
を
洗
う
際
に
使
用
す
る
平
た
い
容
器
。「
盥
…
生
子
、
穢
多
、
湯
殿
、
飴
売
、
頭
そ
る
、
馬
、

星
祭
」（
俳
諧
類
舩
集
）。
●
か
す　

残
り
か
す
。
汚
れ
。「
糟
…
馬
の
毛
、
漬
物
、
油
、
煎
薬
、
紅
粉
、
漆
、
打
疵
、
あ
ま
か
へ
る
、
牛
、

灰
汁
、
ふ
る
ふ
」（
俳
諧
類
舩
集
）。

【
一
句
立
】
盥
の
か
す
が
縁
と
な
っ
て
結
婚
し
た
、
今
の
妻
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

積
み
並
べ
て
あ
る
薪
に
は
入
れ
札
が
つ
い
て
い
る
。）
盥
の
か
す
が
縁
と
な
っ
て
結
婚
し
た
の
が
今
の
妻
な
の
だ
。

【
考
察
】「
入
れ
札
」
は
、
意
中
の
人
へ
の
言
い
入
れ
と
い
う
こ
と
か
ら
「
結
婚
の
申
し
込
み
」
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
（
参
考　

鈴

木
勝
忠
『
川
柳
雑
排
江
戸
庶
民
の
世
界
』）。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
入
れ
札
」
に
「
契
り
」
が
付
く
の
で
あ
ろ
う
。「
薪
」
か
ら
湯
屋
が
想
起
さ

れ
、「
盥
」
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
、
湯
屋
で
の
恋
が
男
女
を
結
び
つ
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
句
で
は
な
い
か
。

　
「
盥
」
は
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
恋
」
を
想
起
さ
せ
る
際
に
は
「
七
夕
」
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。「
き
か
ば
や
な
ふ
た
つ
の
ほ
し
の

物
が
た
り
た
ら
ひ
の
水
に
う
つ
ら
ま
し
か
ば
」（
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
277
・
右
京
大
夫
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
本
智
穂
）

　
　
　
　

盥
か
す
が
契
り
と
な
っ
た
今
の
妻

二
折
裏
六
（
四
十
二
）
船
は
誰
ぞ
と
楫
音
で
し
る 
池

【
式
目
】
雑
（
船
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
船　
「
盥
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
盥
船
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
「
船
」
と
つ
け
た
。
ま
た
、「
盥
」
の
持
つ
「
七
夕
」
の
イ
メ
ー
ジ
で

あ
っ
て
も
、「
船
」「
楫
音
」
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。「
足
漕
の
と
ど
ろ
き
渡
る
橋
の
月
／
た
ら
い
音
頭
に
又
く
づ
れ
た
り
」（
蕉
門
俳
諧
集
二
・
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末
若
葉
・
43
・
柴
雫
）。
●
楫
音　

櫂
や
櫓
な
ど
を
使
用
し
て
船
を
こ
ぐ
際
に
生
じ
る
音
。『
万
葉
集
』
の
頃
か
ら
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
。「
海
人
娘
女
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し
旅
の
宿
り
に
楫
の
音
聞
こ
ゆ
」（
万
葉
集
・
雑
・
935
・
笠
金
村
）。「
由
良
の
と
や
湊
こ
き
い
づ
る

梶
の
音
も
は
る
か
に
か
す
む
雁
の
一
行
」（
宗
祇
集
・
春
・
16
・
宗
祇
）。「
楫
音
も
裸
と
き
け
ば
暑
さ
哉
」（
蕉
門
俳
諧
集
一
・
国
の
花
・

1106
・
白
雪
）。

【
一
句
立
】
あ
の
船
は
誰
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
楫
音
で
分
か
り
ま
す
。

【
現
代
語
訳
】（
前
句　

盥
の
か
す
が
縁
と
な
っ
て
結
婚
し
た
、
今
の
妻
。）
そ
し
て
、
夫
が
帰
っ
て
く
る
の
を
楫
音
で
知
る
。

（
山
本
）

　
　
　
　

船
は
誰
ぞ
と
楫
音
で
知
る

二
折
裏
七
（
四
十
三
）
は
ば
か
ら
ぬ
嚏
に
啌
（
う
そ
）を
筑
波
根
や 

秋
挙

【
式
目
】
冬
（
嚏
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
は
ば
か
ら
ぬ　

対
象
と
す
る
も
の
に
遠
慮
し
な
い
こ
と
。
気
が
ね
し
な
い
こ
と
。
●
嚏　

こ
の
句
に
お
い
て
は
、
く
し
ゃ
み
そ

れ
自
体
を
指
す
。「
色
見
え
ぬ
花
の
匂
ひ
に
く
さ
め
し
て
」（
其
便
・
146
）。「
く
さ
め
は
恋
の
邪
魔
に
成
也
」（
国
の
花
・
雪
・

2866
）。
喜
多
村

信
節
の
随
筆
『
嬉
遊
笑
覽
』
方
術
「
嚔
の
頌
」
に
、『
枕
草
子
』
の
例
を
挙
げ
て
「〔
枕
草
子
〕
…
宮
に
初
て
参
り
た
る
頃
と
い
ふ
条
、
物
な

ど
仰
ら
れ
て
「
我
を
ば
思
ふ
や
」
と
問
わ
せ
給
ふ
。
御
い
ら
へ
に
「
い
か
に
か
は
」
と
け
い
す
る
に
あ
は
せ
て
台
盤
所
の
か
た
に
、
は
な
を

た
か
く
ひ
た
れ
ば
「
あ
な
心
う
。
そ
ら
ご
と
す
る
な
り
け
り
」
云
々
。
わ
が
願
ふ
こ
と
、
お
も
ふ
こ
と
あ
る
時
、
人
の
は
な
ひ
る
だ
に
そ
の

こ
と
か
な
は
ず
と
す
る
習
と
み
ゆ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
か
願
う
こ
と
や
思
う
こ
と
が
あ
る
折
り
に
嚔
の
音
が
聞
こ
え
る
と
、
そ
れ
は
叶

わ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
●
啌
を
つ
く　
「
晩
鐘
の
啌
つ
く
日
あ
り
春
の
雨
」（
秋
風
記
下
・
247
・
李
暁
）。「
啌
つ
い
た
様

に
春
な
き
寒
さ
哉
」（
葎
亭
句
集
・
168
）。
こ
れ
ら
の
句
よ
り
、
期
待
外
れ
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
と
る
。
●
筑
波
根　
「
つ
く
ば
ね
」
と
い
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う
同
じ
音
を
通
し
て
、
常
陸
国
の
筑
波
・
新
治
・
真
壁
の
三
郡
を
ま
た
が
る
筑
波
嶺
と
、
ビ
ャ
ク
ダ
ン
科
落
葉
低
木
の
植
物
で
あ
る
衝
羽
根

と
の
両
方
の
意
味
を
持
つ
語
で
あ
る
か
。
筑
波
嶺
は
、
古
く
山
上
に
男
女
が
集
い
歌
垣
の
遊
楽
が
行
わ
れ
、
万
葉
集
以
来
の
歌
枕
と
し
て
知

ら
れ
る
。「
つ
く
ば
ね
の
み
ね
よ
り
落
つ
る
み
な
の
川
恋
ぞ
つ
も
り
て
淵
と
な
り
け
る
」（
後
撰
集
・
恋
三
・
776
・
陽
成
院
）。「
我
な
ら
ぬ
人

に
心
を
つ
く
ば
山
下
に
か
よ
は
む
道
だ
に
や
な
き
」（
新
古
今
集
・

1014
・
能
宣
）、「
筑
波
山
つ
く
づ
く
も
の
を
思
う
か
な
君
を
見
ざ
ら
ん
ほ

ど
の
心
地
を
」（
元
輔
集
・
154
）
の
よ
う
に
、
秀
句
な
ど
で
恋
の
心
を
詠
む
表
現
も
多
い
。
こ
の
句
に
お
い
て
は
、
筑
波
根
の
語
が
入
る
こ

と
で
恋
の
場
面
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
句
で
は
、「
啌
を
付
く
」
の
「
付
く
」
と
「
筑
波
根
」
の
「
筑
」
が
か

け
ら
れ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

【
一
句
立
て
】
遠
慮
の
無
い
嚏
で
期
待
は
ず
れ
と
な
る
、
筑
波
根
よ
。

【
現
代
語
訳
】（
誰
の
帰
り
の
船
か
そ
の
楫
音
か
ら
期
待
す
る
。
そ
の
静
け
さ
に
）
遠
慮
の
無
い
嚔
が
響
き
、（
楫
音
か
ら
あ
な
た
が
来
る
と

期
待
し
た
こ
と
は
）
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
と
分
か
っ
た
。

（
加
藤
華
）

　
　
　
　

は
ば
か
ら
ぬ
嚏
に
啌
（
う
そ
）を
筑
波
根
や

二
折
裏
八
（
四
十
四
）
萩
い
け
て
退
く
帷
子
の
皺 

卓
池

【
式
目
】
秋
（
萩
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
萩
い
け
て　

萩
を
瓶
な
ど
に
挿
し
、
生
け
花
を
し
て
い
る
様
子
か
。「
萩
活
け
て
置
け
り
人
の
さ
は
る
ま
で
」（
不
夜
菴
太
祇
発

句
集
・
秋
・
359
）。
●
退
く　

い
る
場
所
か
ら
離
れ
去
る
。
ま
た
、
逃
げ
去
る
。「
祈
加
持
し
て
の
く
狐
つ
き
」（
宗
因
七
百
韻
・
三
吟
歌
仙
・

447
・
元
順
）。「
紅
梅
や
の
く
鴬
の
あ
し
の
う
ら
」（
後
の
旅
・
436
・
吐
竜
）。
●
帷
子　

夏
用
の
裏
の
な
い
ひ
と
え
の
衣
服
の
汎
称
。
こ
こ
の

「
帷
子
の
皺
」
は
、「
蝿
な
ら
ぶ
」
歌
仙
の
例
句
が
示
す
よ
う
に
、
薄
い
帷
子
を
着
古
し
て
く
た
く
た
に
な
っ
た
初
秋
の
頃
を
表
す
言
葉
で
あ
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り
、
同
時
期
の
景
物
と
し
て
萩
が
あ
る
。「
蝿
な
ら
ぶ
は
や
初
秋
の
日
数
か
な
／
葛
も
裏
ふ
く
か
た
び
ら
の
皺
／
小
灯
を
障
ら
ぬ
萩
に
か
け

捨
て
」（「
蠅
な
ら
ぶ
」
歌
仙･

発
句
／
脇
／
第
三･

去
来
／
芭
蕉
／
路
通
）。「
我
き
れ
ば
皺
帷
と
は
や
成
ぬ
」（
一
茶
発
句･

文
化
十
一
年

甲
戌･

2629
）。

【
一
句
立
て
】
初
秋
に
な
っ
て
咲
い
た
萩
を
活
け
て
立
ち
去
っ
て
い
く
、
そ
の
帷
子
に
は
、
夏
の
う
ち
か
ら
ず
っ
と
着
続
け
た
皺
が
よ
っ
て

い
る
こ
と
よ
。

【
現
代
語
訳
】（
遠
慮
の
無
い
嚏
が
響
き
、
あ
な
た
が
来
る
と
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
、
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
と
分
か
っ
た
。）
そ
れ
で
は
、

秋
の
萩
を
活
け
て
立
ち
去
ろ
う
。
夏
が
終
わ
り
、
く
た
び
れ
た
帷
子
に
皺
が
よ
っ
た
頃
で
も
あ
る
の
で
。

【
考
察
】
例
句
と
し
て
出
し
た
「
葛
も
裏
ふ
く
か
た
び
ら
の
皺
／
小
灯
を
障
ら
ぬ
萩
に
か
け
捨
て
」
に
見
ら
れ
る
秋
の
風
情
を
意
識
し
て
、

芭
蕉
の
句
の
よ
う
に
季
節
の
変
わ
り
目
を
読
み
込
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
あ
た
り
、
秋
挙
が
く
だ
け
た
句
を
詠
み
、
卓
池
が
端
正
な
句
に
引
き
戻
し
、
と
い
う
掛
け
合
い
が
続
い
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。

（
加
藤
華
）

　
　
　
　

萩
い
け
て
退
く
帷
子
の
皺

二
折
裏
九
（
四
十
五
）
出
す
ま
し
て
夜
を
も
い
そ
が
ぬ
秋
の
月 

挙

【
式
目
】
秋
（
月
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
出
す
ま
し
て　

完
全
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
。
ま
た
、
出
て
澄
み
切
っ
て
い
て
。「
す
ま
す
」
は
動
詞
の
連
用
形
に
付
い
て
、「
済

ま
す
」
の
意
味
か
ら
そ
の
動
作
が
完
全
に
完
了
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
澄
ま
す
」
の
意
味
も
あ
わ
せ
読
み
と
れ
ば
、
空

に
出
て
、
澄
み
切
っ
た
光
を
は
な
っ
て
と
い
う
意
味
と
な
ろ
う
。「
し
ら
露
に
日
は
出
す
ま
し
ぬ
八
重
葎
」（
青
々
処
句
集
・
秋
・
245
・
卓
池
）。

●
夜
を
も
い
そ
が
ぬ　

夜
の
間
も
（
沈
む
の
を
）
急
が
な
い
で
。「
秋
の
夜
の
な
が
き
程
を
や
た
の
む
ら
ん
い
で
て
い
そ
が
ぬ
山
の
は
の
月
」
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（
玉
葉
集
・
秋
下
・
639
・
平
貞
時
）。「
短
夜
も
月
は
い
そ
が
ぬ
形な
り

を
し
て
／
壁
に
た
て
お
く
琵
琶
を
転
ば
す
」（
篠
の
露
（
歌
仙
・
元
禄
六
年
）・

3
／
4
・
涼
葉
／
左
柳
）。
●
秋
の
月　

秋
の
月
は
、
四
季
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
愛
で
ら
れ
る
。「
月
ト
ア
ラ
バ
、
…
秋
の
夜
…
」（
連
珠
合

璧
集
）。「
い
そ
ぎ
つ
つ
我
こ
そ
来
つ
れ
山
里
に
い
つ
よ
り
す
め
る
秋
の
月
ぞ
も
」（
後
拾
遺
集
・
秋
上
・
248
・
藤
原
家
経
）。「
萩
に
移
り
松

に
て
り
行
や
秋
の
月
」（
俳
諧
新
選
・
月
・

1516
）。

【
一
句
立
】
空
に
隠
れ
な
く
姿
を
あ
ら
わ
し
て
、
夜
の
間
も
悠
々
と
急
が
ず
照
り
輝
い
て
い
る
、
秋
の
美
し
い
月
よ
。

【
現
代
語
訳
】
萩
を
活
け
て
さ
が
っ
て
い
く
人
の
着
て
い
る
帷
子
に
は
、
夏
の
間
中
着
た
た
め
の
皺
が
よ
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
ん
な
秋
に

な
っ
た
今
、
空
に
隠
れ
な
く
姿
を
あ
ら
わ
し
て
、
夜
の
間
も
悠
々
と
急
が
ず
照
り
輝
い
て
い
る
、
美
し
い
月
よ
。

（
伊
藤
伸
江
）

　
　
　
　

出
す
ま
し
て
夜
を
も
い
そ
が
ぬ
秋
の
月

二
折
裏
十
（
四
十
六
）
池
が
し
ら
よ
り
い
な
す
鳩
（
は
と
ふ
き
）
吹 

池

【
式
目
】
秋
（
鳩
吹
）　　
「
初
秋　

鳩
吹
」（
毛
吹
草
・
初
秋
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
池
が
し
ら　

漢
語
「
池
頭
」
を
和
語
で
表
現
し
た
も
の
。
池
の
ほ
と
り
。
●
い
な
す　

立
ち
去
ら
せ
る
。
追
い
払
う
。「
よ
い

程
に
お
ど
し
て
い
な
す
鳴
子
哉
」（
葎
亭
句
集
・
鳴
子
・

1304
）。
●
鳩
（
は
と
ふ
き
）
吹　

両
手
を
あ
わ
せ
て
息
を
吹
き
、
鳩
の
鳴
き
声
の
よ
う
な
音
を
出
す

こ
と
。
こ
の
よ
う
に
し
て
鳩
の
よ
う
な
声
を
だ
す
こ
と
を
鳩は
と
ふ
く吹
と
い
う
が
、こ
こ
は
名
詞
で
鳩は
と
ふ
き吹
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
俳
諧
に
お
い
て
も
、

名
詞
の
「
鳩は
と
ふ
き吹
」
の
例
が
見
ら
れ
る
。「
鴿は
と
ふ
き吹
の
実げ
に

も
と
お
も
ふ
は
な
し
か
な
」（
蕉
門
名
家
句
集
（
野
坡
）・
864
）。「
こ
ろ
り
か
ら
り
と

鳩は
と
ふ
き吹
が
行
／
月
か
げ
の
う
そ
う
そ
寒
く
な
る
ま
ま
に
」（
古
わ
ら
じ
（
半
歌
仙
）・
文
化
七
年
五
月
・
3
／
4
・
蕉
雨
／
一
茶
）。

【
一
句
立
】
池
の
ほ
と
り
で
、
鳩
の
鳴
き
声
の
よ
う
な
音
を
出
し
て
、
人
を
立
ち
去
ら
せ
る
鳩
吹
が
い
る
こ
と
よ
。

【
現
代
語
訳
】
空
に
は
、
隠
れ
な
く
姿
を
あ
ら
わ
し
て
夜
の
間
も
悠
々
と
輝
い
て
い
て
、
急
い
で
隠
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
い
、
秋
の
美
し
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い
月
が
あ
る
こ
と
よ
。
だ
が
、
池
の
ほ
と
り
で
、
鳩
の
鳴
き
声
の
よ
う
な
音
を
だ
し
て
、
人
を
立
ち
去
ら
せ
て
猟
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
鳩

吹
が
お
り
、
そ
ん
な
空
に
も
池
の
面
に
も
映
る
美
し
い
月
を
、
池
の
そ
ば
で
愛
で
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
だ
。

【
考
察
】
歌
語
「
鳩
吹
く
」
は
古
来
、
難
義
語
と
し
て
歌
論
書
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。『
袖
中
抄
』
に
は
「
は
と
ふ
く
と
は
、
山
鳩
は
秋
の

さ
か
り
に
鳴
け
ば
、
秋
の
山
人
は
鳩
の
ま
ね
を
し
て
、
手
を
合
は
せ
て
鳩
の
声
の
よ
う
に
吹
な
ら
す
な
り
。
猟
師
の
鹿
待
つ
に
も
人
を
呼
ぶ

と
て
も
、
又
人
に
鹿
あ
り
と
知
ら
せ
む
と
思
に
も
、
手
を
合
は
せ
て
吹
く
を
鳩
吹
く
と
は
い
ふ
な
り
。」
と
あ
り
、『
俳
諧
無
言
抄
』
は
歌
論

書
を
引
き
つ
つ
、「
鳩
吹　

〜
先
は
猟
師
の
鹿
を
ね
ら
ふ
処
へ
し
ら
ず
し
て
、
人
の
と
を
る
を
と
ゞ
め
ん
た
め
に
手
を
合
て
口
に
あ
て
ゝ
鳩

の
ま
ね
を
す
る
也
。
相
図
也
。　

ま
す
ら
お
が
鳩
吹
秋
の
音
立
て
留
れ
と
人
を
い
は
ぬ
ば
か
り
ぞ
」
と
述
べ
る
。『
俳
諧
御
傘
』
も
同
様
に

踏
襲
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
俳
書
の
理
解
か
ら
考
え
て
、
付
合
で
は
、
芭
蕉
の
著
名
な
句
「
名
月
や
池
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら
」（
孤
松
）
の
よ
う
な
仲

秋
の
名
月
へ
の
思
い
を
念
頭
に
置
き
、
い
つ
ま
で
も
美
し
く
輝
く
名
月
が
空
に
出
、
池
に
映
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
め
で
る
こ
と
な
く
、

鳩
の
鳴
き
声
を
真
似
て
狩
り
を
す
る
鳩
吹
を
出
し
、
場
面
転
換
の
妙
を
ね
ら
っ
た
か
。

（
伊
藤
）

　
　
　
　

池
が
し
ら
よ
り
い
な
す
鳩
（
は
と
ふ
き
）
吹

二
折
裏
十
一
（
四
十
七
）
産
声
を
待
つ
間
遅
し
と
か
か
へ
膝 
挙

【
式
目
】
雑

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
産
声
を　

子
供
が
生
ま
れ
る
瞬
間
の
産
声
を
。「
寒
梅
に
比
す
産
声
は
男
か
な
」（
し
ら
雄
句
集
・
隣
家
の
よ
ろ
こ
べ
る
さ
は
ぎ

に
・

1079
）。
●
待
つ
間
遅
し
と　

待
っ
て
い
る
間
も
遅
い
と
感
じ
る
。「
き
の
ふ
み
し
霞
の
衣
空
に
き
へマ
マ

て
待
ま
ぞ
お
そ
き
郭
公
か
な
」（
邦

房
親
王
御
詠
・
待
郭
公
・
492
）。「
待
間
は
長
く
短
夜
の
月
／
其
価
千
金
と
い
ふ
春
の
花
」（
時
勢
粧
・
歌
仙
（
寛
文
十
一
年
五
月
上
旬
）・

5543
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／
5544
）。
●
か
か
へ
膝　

両
腕
で
自
分
の
膝
を
か
か
え
る
よ
う
な
格
好
で
座
っ
て
い
る
こ
と
。
膝
を
か
か
え
て
い
る
様
子
で
あ
ろ
う
。
心
配

と
期
待
と
が
交
錯
す
る
の
で
あ
る
。「
ち
か
ら
な
や
膝
を
か
か
へ
て
冬
ご
も
り
」（
俳
諧
寂
栞
・
哀
傷
・
185
）。「
笠
を
き
て
膝
を
か
か
へ
て
昼

寝
哉
」（
一
茶
集
発
句
編
（
文
政
三
年
）・

3950
）。「
菊
の
も
と
掃
か
す
や
椽
に
か
ゝ
え
膝
」（
一
枚
刷
「
つ
く
ろ
は
ぬ
」（
文
化
三
年
刊
）・
巴

州
（
の
ち
の
板
倉
塞
馬
））。

【
一
句
立
】
子
供
が
生
ま
れ
る
、
そ
の
瞬
間
の
産
声
が
す
る
の
を
、
遅
い
遅
い
と
心
配
し
な
が
ら
、
膝
を
か
か
え
て
待
っ
て
い
る
こ
と
よ
。

【
現
代
語
訳
】
池
の
ほ
と
り
で
、
鳩
の
鳴
き
声
の
よ
う
な
音
を
だ
し
て
い
る
鳩
吹
が
い
る
。
鳩
吹
な
ら
ぬ
、
鳩
の
声
の
よ
う
な
産
声
は
聞
こ

え
な
い
か
と
、
遅
い
遅
い
と
感
じ
て
、
膝
を
か
か
え
て
心
配
し
な
が
ら
待
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

【
考
察
】『
日
本
紀
略
』
天
延
三
年
三
月
十
七
日
条
に
「
鴿
満
レ
天
飛
。
其
鳴
聲
似
二
童
子
泣
一
。」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
鳩
の
声
か
ら
子
供

の
産
声
を
連
想
し
て
の
付
け
か
。 

（
伊
藤
）

　
　
　
　

産
声
を
待
つ
間
遅
し
と
か
か
へ
膝

二
折
裏
十
二
（
四
十
八
）
清
げ
に
色
を
か
け
る
楪
（
ゆ
づ
り
は
） 

池

【
式
目
】
春

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
清
げ
に　

す
っ
き
り
と
し
て
。
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
き
れ
い
に
。「
清
げ
に
注
連
を
は
ゆ
る
社
家
町
」（
口
切
に
（
歌
仙
）・

二
四
）。
●
い
ろ
を
か
け
る　

色
を
託
す
。「
山
人
の
爪
木
に
そ
ふ
る
ゆ
づ
り
は
に
春
を
か
け
た
る
色
は
み
え
け
り
」（
衣
笠
内
大
臣
家
良
公
集
・

新
撰
六
帖
・
し
は
す
・
444
）。
●

楪
（
ゆ
づ
り
は
）　

ト
ウ
ダ
イ
グ
サ
科
の
常
緑
の
高
木
。
新
し
い
葉
が
出
た
後
に
古
い
葉
が
落
ち
る
と
こ
ろ
か
ら
、
親

が
子
に
代
を
譲
る
世
代
交
代
が
円
満
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
見
立
て
る
。
こ
こ
は
前
句
が
誕
生
を
待
つ
情
景
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
縁
で

詠
ま
れ
て
い
る
。「
楪
の
世
阿
弥
ま
つ
り
や
青
か
づ
ら
」（
続
猿
蓑
・
嵐
雪
）。「
楪
の
土
用
芽
春
に
ま
さ
り
け
り
」（
蓬
宇
が
世
継
を
ま
う
け
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た
る
を
祝
て
・
177
・
青
々
処
句
集
）。

【
一
句
立
】
す
っ
き
り
美
し
く
、
新
た
な
葉
に
色
を
つ
な
ぎ
託
し
て
い
く
ゆ
ず
り
葉
の
様
。

【
現
代
語
訳
】
子
供
が
生
ま
れ
る
、
そ
の
瞬
間
の
産
声
が
す
る
の
を
、
今
や
遅
し
と
膝
を
か
か
え
て
待
っ
て
い
る
こ
と
よ
。
あ
の
ゆ
ず
り
葉

も
、
す
っ
き
り
と
美
し
く
、
新
た
な
葉
に
色
を
つ
な
ぎ
託
し
て
い
く
。

（
伊
藤
）

　
　
　
　

清
げ
に
い
ろ
を
か
け
る
楪
（
ゆ
づ
り
は
）

二
折
裏
十
三
（
四
十
九
）
花
さ
そ
ふ
き
ざ
し
か
雲
の
た
た
ず
ま
ひ 

挙

【
式
目
】
春
（
花
）

【
作
者
】
秋
挙

【
語
釈
】
●
花
さ
そ
ふ　

花
を
誘
う
。
こ
こ
は
花
が
ほ
こ
ろ
び
そ
う
に
な
っ
て
く
る
よ
う
な
周
囲
の
自
然
の
働
き
か
け
の
様
子
を
こ
う
表
現

し
た
。「
彼
岸
の
雲
の
花
さ
そ
ふ
山
」（
渭
江
話
・
一
・
梅
舎
）。
●
き
ざ
し　

物
事
の
起
こ
ろ
う
と
す
る
前
触
れ
。
兆
候
。「
昼
貌
の
朝
さ
く

秋
の
き
ざ
し
哉
」（
鳳
朗
発
句
上
・
夏
の
部
・
423
）。
●
た
た
ず
ま
ひ　

そ
こ
の
あ
る
も
の
の
様
子
。
あ
り
さ
ま
。「
お
ぼ
ろ
夜
や
朧
に
岩
の

た
た
ず
ま
ゐ
」（
春
秋
稿
・
828
・
界
香
）。

【
一
句
立
】
雲
の
あ
り
さ
ま
は
、
花
が
咲
く
と
い
う
兆
し
だ
ろ
う
か
。

【
現
代
語
訳
】（
古
い
葉
の
上
に
新
し
い
葉
が
出
て
ゆ
ず
り
は
美
し
く
色
を
重
ね
て
い
る
。）
雲
を
眺
め
れ
ば
ど
こ
か
春
ら
し
い
様
子
が
感
じ

ら
れ
る
。（
西
行
は
如
月
の
花
の
下
で
死
に
た
い
と
詠
ん
だ
が
、）
も
う
す
ぐ
桜
の
花
が
咲
く
と
い
う
前
触
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。

 

（
名
倉
ミ
サ
子
）

　
　
　
　

花
さ
そ
ふ
き
ざ
し
か
雲
の
た
た
ず
ま
ひ
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二
折
裏
十
四
（
五
〇
）
雪
も
仏
も
別
か
れ
済
日
に 

池

【
式
目
】
春
（
仏
の
別
れ
）

【
作
者
】
卓
池

【
語
釈
】
●
仏　

釈
迦
。「
仏
に
は
さ
く
ら
の
花
を
た
て
ま
つ
れ
わ
が
の
ち
の
世
を
人
と
ぶ
ら
は
ば
」（
千
載
集
・
雑
歌
・

1067
・
西
行
）。
●

雪
も
仏
も
わ
か
れ　

次
第
に
暖
か
く
な
っ
て
雪
も
降
ら
な
く
な
り
、
仏
と
も
別
れ
。「
雪
仏
き
ゆ
る
林
や
さ
ら
双
樹
」（
毛
吹
草
第
五
・
春
・

元
次
）。「
き
さ
ら
ぎ
を
ま
た
で
な
消
え
そ
雪
仏
」（
犬
子
集
・
215
・
重
頼
）。
釈
迦
が
入
滅
し
た
の
は
陰
暦
二
月
一
五
日
で
、
こ
こ
か
ら
涅
槃

会
の
こ
と
を
「
如
月
の
仏
の
縁
」、「
如
月
の
別
れ
」
と
も
い
う
。
涅
槃
会
に
は
他
に
も
「
仏
の
別
れ
」、「
雪
の
別
れ
」
等
の
呼
び
名
も
あ
る
。

本
句
は
涅
槃
会
を
詠
ん
だ
句
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
二
月
（
き
さ
ら
ぎ
）
の
わ
か
れ
や
お
し
む
ほ
と
け
谷
」（
塵
塚
俳
諧
・
上
・
18
・
斎
藤
徳

元
）。「
見
た
よ
う
に
惜
し
む
仏
の
別
か
な
」（
藤
の
実
・
春
・
252
・
探
芝
）。「
涅
槃
会
や
雪
の
別
れ
も
仏
の
名
」（
渭
江
話
・
六
・

2686
・
里
楓
）。

陰
暦
二
月
十
五
日
は
陽
暦
な
ら
三
月
下
旬
で
あ
り
、保
温
用
の
紙
子
も
用
済
み
に
な
る
季
節
で
あ
る
。「
涅
槃
忌
の
来
れ
ば
紙
子
も
わ
か
れ
哉
」

（
李
由
・
96
）

【
一
句
立
】
雪
も
仏
も
双
方
に
別
れ
て
し
ま
う
日
に
。

【
現
代
語
訳
】（
雲
の
あ
り
さ
ま
は
、西
行
が
そ
の
下
で
死
に
た
い
と
願
っ
た
桜
が
咲
く
前
触
れ
だ
ろ
う
か
。）
暖
か
く
な
っ
て
雪
も
遠
の
き
、

お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
っ
た
日
を
迎
え
た
こ
と
だ
。

【
考
察
】
前
句
と
合
わ
せ
、
花
と
涅
槃
会
の
両
方
に
関
わ
る
西
行
の
和
歌
を
連
想
し
て
い
る
か
。
西
行
は
陰
暦
二
月
十
六
日
に
没
し
た
が
、

一
般
に
は
そ
の
前
日
の
涅
槃
会
を
西
行
忌
と
す
る
。「
願
わ
く
は
花
の
も
と
に
て
春
死
な
む
そ
の
如
月
の
も
ち
づ
き
の
こ
ろ
」
は
、
西
行
の

有
名
な
辞
世
の
歌
で
あ
り
、「
如
月
の
も
ち
づ
き
」
は
涅
槃
会
の
行
わ
れ
る
二
月
十
五
日
に
当
た
る
。
如
月
の
次
は
本
句
集
の
題
名
と
な
っ

て
い
る
弥
生
で
あ
る
。「
如
月
の
…
」
と
し
て
い
る
涅
槃
会
の
異
称
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
卓
池
と
秋
挙
に
よ
る
五
十

韻
を
締
め
く
く
る
に
相
応
し
い
句
で
あ
る
。　
　
　
　

 

（
名
倉
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞
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弥
生
朔
日
、
達
堂
・
朱
芳
・
流
芝
、
破
篭
、
竹
筒
な
ど
携
へ
来
た
り
て
仮
寝
す
。
西
に
茶
の
木
つ
づ
き
の
坂
あ
り
。
坂
を
く
だ
れ
ば
、
清
水

な
が
れ
て
山
葵
の
窪
と
い
ふ
処
あ
り
。

【
語
釈
】
●
弥
生
朔
日　

文
政
七
年
（

1824
）
の
陰
暦
三
月
一
日
。
●
達
堂　

岡
崎
の
卓
池
門
人
。
●
朱
芳　

岡
崎
の
卓
池
門
人
。
●
流

芝　

鈴
木
氏
。
大
和
屋
源
右
衛
門
。
随
念
寺
門
前 （
現
在
の
岡
崎
市
門
前
町
）
に
住
し
た
岡
崎
の
俳
人
で
、
の
ち
江
戸
に
出
て
結
社
を
も
っ

て
い
る
。
卓
池
の
後
継
者
で
あ
り
、
天
保
八
年
（

1837
）、
天
保
十
一
年
（

1840
）
の
卓
池
の
伊
良
湖
吟
行
に
同
行
し
、
天
保
十
四
年
（

1843
）
に

は
卓
池
に
か
わ
り
駿
府
の
結
社
、
清
香
社
の
指
導
に
出
か
け
て
い
る
。
同
年
、
文
政
七
年
刊
の
『
弥
生
日
記
』
を
増
補
再
刊
し
た
。
豊
橋
の

俳
人
佐
野
蓬
宇
の
句
日
記
「
こ
の
ゆ
ふ
べ
」
に
、
蓬
宇
と
交
友
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
●
竹
筒　

竹
を
使
っ
た
水
筒
。
酒
を
入
れ

た
か
。「
米
く
い
ぬ
人
を
迎
へ
る
笹
敷
て
／
竹
筒
の
酒
の
へ
る
閑
も
な
し
」（
こ
と
の
は
ら
・
文
化
八
年
仲
秋
士
郎
・
卓
池
・
五
雄
三
吟
・
第

三
／
四
・
卓
池
／
士
朗
）。

【
現
代
語
訳
】
旧
暦
三
月
一
日
に
、
達
堂
、
朱
芳
、
流
芝
が
、
わ
り
ご
や
竹
筒
な
ど
を
持
参
し
て
や
っ
て
き
て
、
泊
ま
っ
た
。
こ
こ
は
西
に

茶
の
木
が
続
い
た
坂
が
あ
る
。
そ
の
坂
を
下
っ
て
行
く
と
、
清
水
が
流
れ
て
い
て
、
山
葵
の
窪
と
い
う
名
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　
　

手
お
さ
へ
の
鼠
を
逃
す
茶
摘
か
な 

達
堂

【
式
目
】
春
（
茶
摘
）「
新
茶　

古
茶　

聞
茶　

手
始　

茶
摘
む
」（
毛
吹
草
・
俳
諧
四
季
之
詞
・
三
月
）

【
作
者
】
達
堂

【
語
釈
】
●
手
お
さ
へ　

手
で
押
さ
え
つ
け
る
こ
と
。「
手
を
さ
へ
る
草
に
ひ
び
く
や
き
り
ぎ
り
す
」（
梅
室
家
集
・
虫
・
八
〇
二
）。
●
茶

摘　

茶
の
木
の
若
葉
を
製
茶
の
た
め
に
つ
み
と
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
。「
茶
を
摘
に
三
月
節
を
以
て
候
と
す
、
宇
治
の
手
始
と
云
は
、

お
ほ
く
は
三
月
一
日
・
二
日
・
三
日
也
」（
滑
稽
雑
談
）。

【
現
代
語
訳
】
手
で
お
さ
え
つ
け
た
鼠
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
茶
摘
み
人
で
あ
る
こ
と
よ
。
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畔
道
や
並
ぶ
燕
に
飛
ぶ
つ
ば
め 

流
芝

【
式
目
】
春
（
燕
）

【
作
者
】
流
芝

【
語
釈
】
●
畔
道　

田
と
田
を
く
ぎ
る
細
い
道
。「
畔
道
に
乗
物
す
ゆ
る
い
な
ば
か
な
」（
阿
羅
野
・
巻
四
初
秋
・
鷺
汀
・
266
）。
●
燕　

春

に
渡
来
し
、
人
家
に
営
巣
す
る
鳥
。「
岩
角
に
顔
を
な
ら
ぶ
る
燕
哉
」（
り
ん
女
句
集
・
390
）。

【
現
代
語
訳
】

春
の
畔
道
に
は
並
ん
で
と
ま
っ
て
い
る
燕
も
い
れ
ば
、
飛
ん
で
い
る
燕
も
い
る
こ
と
よ
。

　
　
　
　

朱
芳
は
小
窓
に
も
た
れ
ひ
と
り
ご
ち
し
て

鶯
や
日
な
れ
て
声
の
引
く
は
な
し 

朱
芳

【
式
目
】
春
（
鶯
）

【
作
者
】
朱
芳

【
語
釈
】●
日
な
れ
て　

日
数
が
た
っ
て
。「
山
は
み
な
蜜
柑
の
色
の
黄
に
な
り
て
／
日
な
れ
て
か
か
る
畑
の
露
霜
」（「
松
風
に
」五
十
韻（
元

禄
七
年
九
月
四
日
）・
27
／
28
・
芭
蕉
／
支
考
）。「
う
き
寝
鳥
日
馴
て
数
に
あ
ら
は
る
る
」（
曙
庵
句
集
・
冬
・
263
）。
●
声
の
引
は
な

し　

鴬
の
声
が
、
長
く
引
き
の
ば
し
た
鳴
き
方
に
な
っ
て
い
て
。「
黄
鳥
の
引
音
し
ど
ろ
や
泊
り
前
」（
は
な
の
わ
た
り
・
四
季
雑
詠
・
京
世

南
）。

【
現
代
語
訳
】
朱
芳
は
、
小
窓
に
も
た
れ
て
独
り
言
の
よ
う
に
（
詠
ん
だ
）

鴬
が
さ
え
ず
っ
て
い
る
こ
と
よ
。
鳴
き
始
め
て
か
ら
日
数
が
た
っ
て
、
上
手
に
長
く
声
を
の
ば
し
て
鳴
い
て
い
る
こ
と
だ
。

（
伊
藤
伸
江
）
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流
芝
が
懐
に
し
て
も
て
来
た
り
し
句
は

【
現
代
語
訳
】
流
芝
が
懐
に
い
れ
て
持
っ
て
来
た
句
は

　
　
　
　

柴
舟
の
あ
と
を
よ
こ
ぎ
る
き
ぎ
す
か
な 

氷
角

【
式
目
】
春
（
き
ぎ
す
）「
雉
子
同
狩
場
の
雉　

声
を
む
す
び
て
ハ
春
な
り
」（
毛
吹
草
二
・
連
歌
四
季
之
詞
・
中
春
）

【
作
者
】
氷
角　
「
岡
村
是
蔵
。
岡
崎
藩
中
。
天
保
十
四
年
八
月
没
。」（『
新
編
岡
崎
市
史　

近
世
学
芸
13
』
第
一
章
第
九
節
「
鶴
田
卓
池
と

そ
の
門
葉
」）。

【
語
釈
】
●
柴
舟　

江
戸
時
代
、
松
葉
、
青
柴
な
ど
を
、
瓦
を
焼
く
薪
用
に
運
送
し
た
小
廻
し
の
廻
船
。
大
坂
に
は
紀
州
、
阿
波
、
土
佐
、

日
向
な
ど
か
ら
く
る
も
の
が
多
か
っ
た
。「
柴
（
シ
ハ
）
船
、
諸
国
に
あ
り
、
小
船
・
中
船
也
」（
和
漢
船
用
集
四
・
船
名
数
海
舶
之
部
）。

●
き
ぎ
す　
「
き
じ
（
雉
）」
の
古
名
。

【
現
代
語
訳
】
柴
舟
の
あ
と
を
横
切
っ
て
飛
ん
で
い
く
雉
で
あ
る
こ
と
よ
。 

（
狩
野
一
三
）

　
　
　
　

夜
は
夜
と
て
噺
に
来
た
り
山
ざ
く
ら 

和
楽

【
式
目
】
春
（
山
ざ
く
ら
）

【
作
者
】
和
楽　

都
築
和
楽
。
三
河
和
泉
（
現
安
城
市
）
の
人
。
名
は
弥
厚
。
俳
諧
を
士
朗
、
卓
池
に
学
び
、
秋
挙
と
も
交
わ
っ
た
。
天
保

四
年
没
、
六
十
九
歳
。『
西
三
河
の
俳
人
中
島
秋
挙
』
に
詳
し
い
。

【
語
釈
】
●
山
ざ
く
ら　

山
に
あ
る
桜
。
山
に
咲
く
桜
の
花
。「
み
よ
し
野
の
ち
か
道
寒
し
山
桜
」（
蕪
村
句
集
上
・
春
・
173
・
糸
桜
賛
）。

な
お
こ
の
句
は
蕪
村
自
筆
句
帳
・
221
、
夜
半
叟
句
集
・
651
に
も
見
え
る
（
以
上
、『
蕪
村
全
集　

三　

句
集
・
句
稿
・
句
会
稿
』
に
よ
る
）。

【
類
句
】「
藤
六
か
噺
ば
し
ら
や
山
ざ
く
ら
」（
国
の
花
・

1937
・
湖
翁
）。「
上
人
の
は
な
し
尊
し
山
ざ
く
ら
」（
蕉
門
名
家
句
集
・
諷
竹
・
118
）。

【
現
代
語
訳
】
夜
も
夜
と
て
、
ま
た
相
変
わ
ら
ず
噺
に
来
て
は
山
桜
の
咲
く
よ
う
に
噺
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。 

（
狩
野
）
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敷
芝
に
め
ぱ
ち
や
か
な
る
か
は
づ
哉 

東
雅

【
式
目
】
春
（
か
は
づ
）「
蛙
」（
毛
吹
草
二
・
連
歌
四
季
之
詞
・
中
春
）

【
作
者
】
東
雅　

鶴
見
東
雅
。
三
河
小
垣
江
（
現
刈
谷
市
）
の
人
。
名
は
源
治
郎
。『
諸
国
人
名
録
』
B
本
（
卓
池
の
使
用
し
た
諸
国
俳
人

の
人
名
簿
。
大
磯
義
雄
氏
『
青
々
卓
池
と
三
河
俳
檀
』
ほ
か
、『
愛
知
県
史
資
料
編
20　

近
世
6
学
芸
』
に
所
収
。）
に
は
、「
東
雅　

小
垣

江　

靍
見
源
次
郎
」
と
あ
る
。
俳
諧
を
秋
挙
に
学
び
、
秋
挙
没
後
そ
の
句
集
『
曙
庵
句
集
』
を
宜
彦
と
と
も
に
編
纂
し
た
。
ま
た
、『
万
家

人
名
録
』
五
に
「
秋
の
夜
や
出
て
は
見
て
来
る
軒
の
松
」
の
句
と
と
も
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
石
川
県
立
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
）。

【
語
釈
】
●
め
ぱ
ち
や
か　

原
文
「
め
は
ち
や
か
」。『
新
編
岡
崎
市
史　

近
世
学
芸
13
』
所
収
翻
刻
に
従
い
、
本
訳
注
に
於
い
て
も
「
め
ぱ

ち
や
か
」
と
し
た
。
目
も
と
な
ど
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
さ
ま
を
表
す
か
。
●
か
は
づ　

カ
エ
ル
の
別
名
。

【
現
代
語
訳
】
敷
か
れ
た
芝
の
上
に
、
目
の
ぱ
っ
ち
り
し
た
様
子
の
蛙
が
い
る
こ
と
よ
。

　
　
　
　

か
へ
る
雁
風
呂
い
る
う
ち
の
ゆ
だ
ん
よ
り 

楳
老

【
式
目
】
春
（
か
へ
る
雁
）「
帰
鴈
名
残　

北
へ
行
鴈

別　
　
　
　
　

」（
毛
吹
草
二
・
連
歌
四
季
之
詞
・
中
春
）

【
作
者
】
楳
老　

中
根
楳
老
。
三
河
平
七
村
（
現
碧
南
市
）
の
名
主
。
名
は
親
孝
。
通
称
は
又
左
衛
門
、
又
右
エ
門
、
又
衛
門
と
諸
説
あ
る
。

『
諸
国
人
名
録
』
B
本
に
は
「
楳
老　

東
浦　

中
根
又
右
ェ
門
」
と
あ
る
（『
青
々
卓
池
と
三
河
俳
檀
』
に
よ
る
。
但
し
、『
愛
知
県
史
資
料

編
20　

近
世
6
学
芸
』
で
は
「
楳
老　

東
浦　

中
根
又
左
衛
門
」
と
さ
れ
る
）。
俳
諧
を
士
朗
に
学
び
、
士
朗
追
善
集
『
は
つ
か
り
づ
か
』

を
編
纂
し
た
。
天
保
十
二
年
四
月
没
、
五
十
七
歳
。
な
お
楳
老
に
つ
い
て
は
、
碧
南
市
資
料
57
『
三
河
の
俳
人　

中
根
楳
堂
』
に
詳
し
い
。

【
語
釈
】
●
か
へ
る
雁　

き
が
ん
。
春
に
な
っ
て
、
南
か
ら
北
の
寒
い
地
方
へ
帰
っ
て
行
く
雁
。
き
が
ん
友
を
偲
ぶ
―
雁
が
飛
ん
で
行
く
の

を
見
て
、
遠
く
に
住
む
友
を
し
の
び
、
な
つ
か
し
く
思
う
。「
帰
鴈
と
も
を
し
の
ぶ
／
ら
う
や
く
口
に
に
が
し
」（
毛
吹
草
二
・
世
話
付
古
語
）

●
雁
―
風
呂　

浜
べ
に
落
ち
て
い
る
木
を
拾
い
集
め
、
雁
の
供
養
の
た
め
に
風
呂
を
た
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
雁
風
呂
と
い
う
風
習
が
あ
る
。
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『
滑
稽
雑
談
』
一
六
・
八
月
之
部
下
・
二
四
に
「
雁
風
呂　

落
雁
木　

或
説
云　

越
国
の
海
嶋
に
て
、
鴈
の
社
渡
る
時
、
鴈
の
銜
た
る
牧
木
を

落
す
所
侍
る
、
海
島
の
者
是
を
拾
ひ
て
、
風
呂
を
た
く
の
薪
と
す
、
故
に
是
を
鴈
風
呂
と
云
よ
し
い
へ
り
」
と
あ
り
、
楳
老
は
こ
の
よ
う
な

俳
書
に
於
け
る
記
述
か
ら
雁
―
風
呂
と
い
う
つ
な
が
り
の
着
想
を
得
た
か
。

【
類
句
】「
さ
ば
き
髪
け
は
い
坂
よ
り
花
や
り
て
／
風
呂
屋
の
軒
を
か
へ
る
か
り
が
ね
」（
談
林
俳
諧
集
一
・
大
坂
独
吟
集
・
478
／
479
・
西
鶴
）

【
現
代
語
訳
】
風
呂
に
入
っ
て
油
断
し
て
い
る
う
ち
に
、
雁
は
北
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
狩
野
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

【
引
用
文
献
】

和
歌
・
俳
諧
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
、
新
編
私
家
集
大
成
、
古
典
俳
文
学
大
系
のC

D
-R

O
M

に
よ
る
。
語
釈
で
は
『
角
川
古
語
大
事
典
』、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』『
和
歌
大
辞
典
』『
季
語
辞
典
』『
図
説
俳
句
大
歳
時
記　

春
』（
角
川
書
店
）
等
を
参
考
に
し
て
い
る
。

『
毛
吹
草
』（

1943
・
岩
波
書
店
）

『
俳
諧
類
舩
集
』
…
『
近
世
文
藝
叢
刊
１　

俳
諧
類
舩
集
』（
野
間
光
辰
監
・

1969
）

　
　
　
　
　
　
　
　
『
近
世
文
藝
叢
刊
別
巻
１　

俳
諧
類
舩
集
索
引
付
合
語
篇
』
野
間
光
辰
監
・

1973
）

　
　
　
　
　
　
　
　
『
近
世
文
藝
叢
刊
別
巻
２　

俳
諧
類
舩
集
索
引
事
項
篇
』
野
間
光
辰
監
・

1976
）

『
嬉
遊
笑
覽
下
』（

1974
・
喜
多
村
信
節
著･

名
著
刊
行
会
）

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』（

1997
・
小
学
館
）

歌
論
歌
学
集
成
第
五
巻
『
袖
中
抄
（
下
）』（

2000
・
三
弥
井
書
店
）

『
俳
諧
無
言
抄
』（
宮
坂
敏
夫
・
東
明
雅
「
俳
諧
無
言
抄　

翻
刻
と
解
説
そ
の
一
」（

1983
・
信
州
大
学
医
療
技
術
短
大
部
紀
要
』
八
号
）

『
和
漢
船
用
集
』
…
『
復
刻
日
本
科
学
古
典
全
書
』
七
（

1978
・
朝
日
新
聞
社
）
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深
津
三
郎
編
『
板
倉
塞
馬
全
集
』（

2003
・
犬
塚
謄
写
堂
）

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
紀
略
』
全
三
巻
（

1979
・
吉
川
弘
文
館
）

四
時
堂
其
諺
編
録
『
滑
稽
雑
談
』（

1917
・
国
書
刊
行
会
）

尾
形
仂
・
丸
山
一
彦
『
蕪
村
全
集　

三　

句
集
・
句
稿
・
句
会
稿
』（

1992
・
講
談
社
）

【
参
考
文
献
】

鈴
木
勝
忠
『
川
柳
雑
排
江
戸
庶
民
の
世
界
』
鈴
木
勝
忠 （

1997
・
三
樹
書
房
）

鳥
居
清
『
芭
蕉
連
句
全
註
解
』（

1982
・
桜
楓
社
）

大
磯
義
雄
『
青
々
卓
池
と
三
河
俳
壇
』（

1989
・
愛
知
大
学
総
合
郷
土
研
究
所
）

谷
沢
靖
・
永
田
友
市
『
西
三
河
の
俳
人
中
島
秋
挙
』（

1982
・
西
村
書
房
）

『
新
編
岡
崎
市
史　

近
世
学
芸
13
』
第
一
章
第
九
節
「
鶴
田
卓
池
と
そ
の
門
葉
」（

1984
・
新
編
岡
崎
市
史
編
集
委
員
会
） 

『
愛
知
県
史
資
料
編
20　

近
世
６
学
芸
』（

1949
・
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
）

碧
南
市
資
料
57
『
三
河
の
俳
人　

中
根
楳
堂
』（

1990
・
碧
南
市
史
編
纂
会
）

鈴
木
煙
浪
『
卓
池
雑
考
』（

1976
・
三
河
発
行
所
）

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

市
橋
文
庫
蔵
『
弥
生
日
記
』
訳
注
（
二
）
補
訂

二
折
表
二
（
二
十
四
）
葡
萄
峠
に
縁
切
り
の
雨　
　
　
　
　
　
　
　

挙

二
折
表
三
（
二
十
五
）
あ
と
か
く
す
声
は
乙
の
お
く
り
人　
　
　
　

池

「
市
橋
文
庫
蔵
『
弥
生
日
記
』
訳
注
（
二
）」
に
お
い
て
、現
在
の
新
潟
県
村
上
市
に
あ
る
「
葡
萄
峠
」、同
じ
く
新
潟
県
胎
内
市
に
あ
る
「
乙
」

に
つ
い
て
、『
曽
良
旅
日
記
』
を
引
き
、
元
禄
二
年
六
月
か
ら
七
月
の
芭
蕉
の
奥
の
細
道
の
旅
を
引
用
し
、
卓
池
の
発
想
、
手
法
に
つ
な
が
っ
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た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た
。
こ
れ
に
加
え
、
卓
池
自
ら
が
二
十
四
歳
の
時
、
寛
政
三
年
（

1791
）
に
、
奥
羽
に
旅
を
し
て
お
り
、
そ
の
際

に
は
信
濃
か
ら
越
後
に
入
り
、
五
月
九
日
に
乙
の
乙
宝
寺
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
地
を
訪
ね
た
経
験
を
も
と
に
、
卓
池
は
句
を

詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
際
の
紀
行
文
の
紹
介
・
翻
刻
が
鈴
木
煙
浪
『
卓
池
雑
考
』（

1976
・
三
河
発
行
所
）
に
あ
り
、
該

当
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
。

　
　

◯
九
日　

二
り
乙　

乙
ノ
大
日
如
意
山
乙
宝
寺
ト
云
本
堂
十
三
間
四
面
仁
王
門
三
重
塔　

六
角
堂

　
　

坊
六
本
ア
リ
此
間
桃
崎
ノ
浜
桃
崎
ノ
渡
有　

三
り
半
岩
舟
一
り
十
九
丁
村
上　

山
ノ
頂
ニ
城
有
内

　
　

藤
徳
麿
四
万
八
千
石
此
間
石
川
ノ
渡
ア
リ　

弐
里
猿
沢
二
り
塩
屋
町　

宿
問
屋
与
惣
兵
衛

　
　

◯
十
日　

弐
里
武
道
箭
葺
明
神
と
云
有
窟
有　

神
木
高
ク
岩
ノ
高
サ
三
十
五
間
巾
七
十
六
間
あ
り

　
　

と
云
八
幡
太
郎
関
東
御
下
向
之
砌
箭
カ
ラ
ヲ
も
っ
て
葺
た
ま
ひ
し
ゆ
へ
箭
葺
明
神
と
申
と
な
り

ま
た
、「
弐
里
武
道
箭
葺
明
神
と
云
有
窟
有
」
と
い
う
記
述
か
ら
、「
武
道
」
と
「
葡
萄
」
の
つ
な
が
り
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
補
訂
は
、
加
藤
定
彦
立
教
大
学
名
誉
教
授
の
ご
教
示
に
よ
る
。
ご
教
示
に
感
謝
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞

稀
書
の
会
会
員

教
員

久
冨
木
原
玲(

国
語
国
文
学
科)

・
伊
藤
伸
江(

国
語
国
文
学
科)
・
中
根
千
絵(

国
語
国
文
学
科)

・
三
宅
宏
幸(

国
語
国
文
学
科)

・
大

塚
英
二(

歴
史
文
化
学
科)

院
卒
生
・
院
生

狩
野
一
三
・
熊
澤
美
弓
・
名
倉
ミ
サ
子
・
足
立
絵
里
奈
・
加
藤
彩
・
井
上
麻
美
・
加
藤
華
・
美
濃
羽
紘
子
・
山
本
智
穂
・
飯
田
有
希
乃

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞
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『
弥
生
日
記
』
実
地
踏
査
報
告　
　
　
　

 

伊
藤
伸
江

【
踏
査
日
時
】

平
成
二
十
七
年
九
月
十
二
日
（
日
）

【
踏
査
内
容
】

県
大
所
蔵
古
俳
書
『
弥
生
日
記
』
に
登
場
す
る
俳
人
の
ゆ
か
り
の
地
を
め
ぐ
り
、
そ
の
資
料
を
拝
見
す
る
。
ま
た
、
俳
人
た
ち
の
交
際
状

況
を
、
地
理
的
な
状
況
を
体
感
し
つ
つ
把
握
す
る
。

【
踏
査
地
】

①
豊
田
市
郷
土
資
料
館
（
豊
田
市
陣
中
町
一
ノ
二
一
）

　
　

卓
池
の
俳
画
（
館
蔵
品
・
軸
装
四
点
）
を
出
し
て
も
ら
い
、
文
化
財
課
職
員
伊
藤
圭
一
氏
の
説
明
を
受
け
閲
覧

 

（
十
時
十
分
〜
十
一
時
三
十
分
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

←

②
足
助
八
幡
宮
（
豊
田
市
足
助
町
宮
ノ
後
一
二
）

　
　

安
藤
芳
行
宮
司
に
ご
挨
拶
、
板
倉
塞
馬
に
詳
し
い
立
花
屋
十
一
代
林
正
博
氏
に
紹
介
い
た
だ
く 

（
十
三
時
四
十
分
）

　
　
　
　
　

以
下
、
林
氏
の
先
導
で
車
で
め
ぐ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

←

③
足
助
資
料
館
に
て
、
八
幡
宮
所
蔵
の
俳
額
拝
見 

（
十
三
時
五
十
分
〜
十
四
時
三
十
分
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

←

④
足
助
町
内
の
塞
馬
関
係
史
跡
探
訪

　
　

塞
馬
建
立
芭
蕉
句
碑
・
塞
馬
顕
彰
句
碑
・
塞
馬
宅
及
び
庵
跡
（
三
箇
所
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

←
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⑤
塞
馬
が
晩
年
滞
在
し
た
足
助
大
庄
屋
小
出
家
訪
問

　
　

小
出
家
奥
様
よ
り
説
明
を
い
た
だ
き
、
卓
池
俳
画
（
軸
装
）、
塞
馬
短
冊
、
手
紙
、
屏
風
な
ど
資
料
拝
見 

（
十
五
時
〜
十
六
時
十
分
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

←

⑥
足
助
八
幡
宮

　
　

本
殿
、
足
助
神
社
拝
観
、
安
藤
宮
司
よ
り
解
説 

（
十
六
時
二
十
分
〜
十
六
時
五
十
分
）

【
参
加
者
】

教
員　

伊
藤
伸
江

院
卒
生
・
院
生　

狩
野
一
三
・
熊
澤
美
弓
・
名
倉
ミ
サ
子
・
井
上
麻
美
・
山
本
智
穂
・
飯
田
有
希
乃

〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞〞




