
 
 

 
 

蕪
村
攷 

（そ
の
二
十
二 

）―
―
老
な
り
し
鵜
飼
こ
と
し
は
見
え
ぬ
か
な 

谷
田
貝
常
夫 

  

東
洋
に
て
は
古
く
よ
り
書
と
画
を
同
じ
畫
面
に
描
き
こ
む
作
品
、
傳
統
的
に
有
力
な
る
分
野
を
構
成
せ
り
。

寫
經
に
佛
畫
、
繪
卷
物
の
詞
書
に
繪
な
ど
そ
の
例
多
し
。
「五
大
に
み
な
響
き
有
り  

十
界
に
言
語
を
具
す  

六
塵
こ
と
ご
と
く
文
字
に
し
て  

法
身
は
こ
れ
實
相
な
り
」と
言
語
を
宇
宙
の
中
心
に
据
ゑ
た
空
海
な
れ
ど
、

日
本
に
始
め
て
大
曼
陀
羅
を
將
來
せ
る
折
に
、
佛
教
の
神
髓
は
深
玄
な
れ
ば
こ
と
ば
の
み
に
て
は
表
現
し
難

き
ゆ
ゑ
に
、
こ
こ
に
假
に
圖
畫
つ
ま
り
繪
畫
と
し
て
示
す
と
但
し
書
き
を
付
す
。
文
字
の
持
つ
意
味
、
内
包
と
、

繪
の
イ
メ
ー
ジ
性
と
の
微
妙
な
る
融
合
を
目
途
す
る
と
こ
ろ
な
り
。 

  

畫
中
の
人
物
に
關
は
る
文
字
、
詩
文
を
同
一
畫
面
に
書
き
た
る
を
「
畫
讃

ぐ
わ
さ
ん

」
と
稱
し
、
繪
と
文
字
の
匂
ひ

合
ひ
が
鑑
賞
さ
る
。
日
本
に
て
は
京
都
は
東
寺
な
る
「
眞
言
七
祖
像
」
に
書
さ
れ
た
る
畫
讃
が
始
め
と
さ
る

る
が
、
そ
こ
に
は
後
の
書
家
に
は
ま
ね
び
や
う
も
な
き
擦 か

す

れ
た
る
飛
白
體
の
漢
字
、
梵
字
が
書
か
れ
て
、
壓
倒

的
な
る
迫
力
を
感
じ
さ
す
。
そ
の
後
畫
讃
は
禪
宗
に
て
珍
重
さ
れ
、
そ
の
典
型
た
る
室
町
時
代
の
繪
、
瓢
箪

に
て
な
ま
づ
を
捕
へん
と
せ
る
「
瓢
鮎
圖
」に
は
、
禪
僧
三
十
名
ほ
ど
の
畫
讃
、
書
込
ま
る
。
畫
讃
は
描
か
れ
た

る
繪
を
見
て
、
そ
が
讚
嘆
を
表
は
す
詩
文
を
書
す
る
が
本
來
に
て
、
繪
理
解
の
一
助
に
も
な
る
も
の
な
り
。 

繪
と
言
葉
と
の
共
演
と
言
ひ
う
る
が
、
繪
先
行
と
は
反
對
に
、
先
に
詩
文
、
主
と
し
て
俳
諧
が
先
に
書
さ

れ
て
、
そ
れ
に
關
は
る
繪
を
描
き
た
る
が
「俳
画
」と
呼
ば
る
ゝ
も
の
な
り
。
つ
ま
り
は
俳
諧
の
生
ま
れ
て
以
後

の
、
江
戸
中
期
以
降
よ
り
作
ら
る
ゝ
や
う
に
な
り
た
る
書
画
一
體
の
作
品
な
り
。
芭
蕉
な
ど
も
己
が
俳
諧
に

輕
く
画
を
描
き
た
る
も
の
あ
れ
ど
、
俳
画
の
初
期
と
い
ふ
べ
く
、
手
遊 す

さ

び
に
過
ぎ
ず
し
て
、
画
と
し
て
の
俳
趣

を
持
つ
ま
で
に
は
い
た
ら
ざ
り
し
も
の
な
り
。
俳
画
の
分
野
に
て
最
も
完
成
せ
る
作
品
作
り
た
る
が
蕪
村
な

り
と
は
後
世
の
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
な
れ
ど
、
さ
り
と
て
蕪
村
自
身
は
か
か
る
分
野
の
己
が
作
品
に
つ

き
て
は
「は
い
か
い
物
の
草
画
」と
稱
せ
り
。
楷
書
的
な
ら
ぬ
繪
の
草
書
を
意
識
せ
る
も
の
な
ら
む
か
。 

安
永
五
年(

一
七
七
六)

に
蕪
村
は
、
求
め
手
よ
り
催
促
せ
ら
れ
し
画
十
二
枚
を
送
る
に
あ
た
り
て
次
の
如

き
書
簡
を
添
ふ
。 

「右
い
づ
れ
も
尋
常
の
物
に
て
は
無
之
候 

は
い
か
い
物
の
草
画 

お
よ
そ
海
内
に
並
ぶ
者
覺
え
こ
れ
な
く
候 

下
直

げ

ぢ

き

に
御
ひ
さ
ぎ
下
さ
れ
候
儀
は
御
容
赦
く
だ
さ
る
べ
く
候
」 

己
れ
の
俳
畫
は
人
に
拔
き
ん
出
て
を
り
、
下
直
（安
價
）に
御
ひ
さ
ぎ
（
賣
却
）に
な
ら
れ
て
は
困
る
、
と
自

讚
自
負
を
し
た
た
む
。
畫
技
に
油
の
の
り
た
る
を
自
覺
せ
る
ゆ
ゑ
な
ら
む
、
以
後
俳
画
の
佳
作
次
々
と
産
み

出
さ
れ
た
り
。
推
戴
せ
ら
れ
て
師
と
仰
げ
る
宋
阿
宗
匠
が
跡
を
襲
ひ
て
「
夜
半
亭
二
世
」
と
な
り
た
る
が
切

つ
掛
け
な
ら
む
。 

繪
畫
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
と
し
て
「俳
画
」な
る
語
が
定
著
せ
る
は
、
筆
者
に
は
豫
想
の
外
な
り
し
人
物
、
渡
邊

華
山
に
よ
る
と
い
は
る
。
蕪
村
の
死
の
十
年
後
に
生
を
受
け
し
華
山
は
、
年
少
の
頃
よ
り
生
計
の
助
け
に
と

繪
を
習
ひ
て
熟
達
せ
る
も
、
幕
末
も
近
き
混
亂
の
中
、
責
任
を
と
り
て
自
刃
す
る
に
至
り
た
り
ほ
ど
の
實
直

な
る
人
物
な
り
。
徹
底
せ
る
寫
實
を
心
掛
け
し
華
山
、
か
の
緊
迫
感
を
内
に
祕
め
た
る
「鷹
見
泉
石
像
」「佐

藤
一
齋
像
」
を
描
き
、
美
人
畫
を
描
き
て
も
端
正
さ
の
損
は
れ
る
こ
と
な
き
華
山
が
繪
な
れ
ば
、
俳
諧
趣
味
、



時
に
は
滑
稽
味
を
含
む
「
俳
画
」
の
あ
る
は
筋
違
ひ
と
思
ひ
し
も
、
『
俳
画
譜
』な
る
木
版
の
画
帖
あ
り
て
、
そ

の
序
文
に
俳
画
を
規
定
す
。 

俳
諧
繪
は
唯
趣
を
第
一
義
と
い
た
し
候
、
・・・近
頃
蕪
村
一
流
を
は
じ
め
お
も
し
ろ
く
覺
へ候  

・・・ 
世
の
事
う
と
く
訥
辯
に
素
朴
な
る
が
風
流
に
見
え
候
通  

こ
の
按
排
を
御
呑
込
み
あ
る
べ
し
」 

と
あ
り
、
俳
画
に
は
俳
趣
、
風
流
な
く
て
は
適
は
ぬ
と
な
し
と
て
、
蕪
村
の
「
盆
踊
リ
ノ
圖
」
を
摸
寫
し
を
り

た
り
。
俳
画
は
、
世
界
最
短
の
詩
な
る
發
句
、
俳
句
に
添
へ
ら
れ
た
る
繪
な
れ
ば
こ
そ
の
單
純
化
、
簡
略
化
お

こ
な
は
れ
、
減
筆
、
略
筆
に
よ
る
俳
画
の
有
り
樣
、
句
意
と
視
覺
的
イ
メ
ー
ジ
協
調
に
よ
る
面
白
さ
を
生

ず
。 

    

一
般
に
俳
画
は
句
に
出
る
物
象
、
意
味
内
容
に
即
せ
る
「
べ
た
づ
け
」な
る
形
象
を
画
く
こ
と
多
く
、
そ

が
安
易
さ
故
に
藝
術
性
の
一
段
と
低
く
み
ら
る
る
所
以
を
な
す
。
花
鳥
風
月
畫
に
て
は
、
主
題
と
の
「べ
た
づ

け
」
を
避
け
た
り
と
み
ら
る
る
蕪
村
な
れ
ど
、
俳
画
に
て
は
如
何
。
蕪
村
に
、
「
學
問
は
尻
か
ら
ぬ
け
る
ほ
た

る
か
な
」な
る
句
あ
り
。
貧
乏
ゆ
ゑ
に
燈
油
の
買
へぬ
車
胤
の
、
螢
の
光
に
て
本
を
讀
み
た
る
故
事
を
踏
へな
が

ら
も
、
辛
苦
し
て
學
問
に
勵
む
姿
を
茶
化
す
か
の
ご
と
き
、
あ
る
い
は
韜
晦
せ
る
自
嘲
の
句
と
し
て
、
繪
そ
こ

に
無
く
も
滑
稽
さ
を
有
す
。
こ
れ
に
繪
を
付
く
る
に
、
一
般
の
者
な
れ
ば
螢
を
描
か
ん
か
。
蕪
村
は
ま
づ
、

「書
窗
懶
眠
」と
題
字
を
書
し
、
本
一
册
を
脇
に
置
き
た
る
机
に
膝
つ
き
て
眠
れ
る
男
を
描
く
。
こ
の
男
、
「学

問
」な
る
抽
象
語
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
し
て
、
こ
ゝ
に
は
螢
も
尻
も
登
場
せ
ぬ
が
、
反
語
的
な
る
「
尻
か
ら
拔
け
ゆ

く
螢
の
火
」イ
メ
イ
ジ
さ
れ
、
句
と
の
呼
應
、
を
か
し
み
限
り
な
し
。 

  

蕪
村
に
俳
画
の
心
得
に
つ
き
て
書
き
た
る
書
簡
あ
り
。
蕪
村
の
句 

老

 

お
い

な
り
し
鵜
飼
こ
と
し
は
見
え
ぬ
か
な 

に
弟
子
月
渓
、
魚
籠

び

く

に
鮎
二
尾
の
俳
画
を
描
き
添
へた
り
。
そ
が
上
に
蕪
村
書
き
付
く
。 

      

す
べ
て
賛
の
絵
（俳
画
）を
か
く
事
、
画
者
の
こ
こ
ろ
え
有
べ
き
事
也
。
右
の
句
に
此
画
は
と
り
合
ず

候
。
此
画
に
て
右
の
句
の
あ
は
れ
を
失
ひ
、
む
げ
の
こ
と
に
て
候
。
か
様
の
句
に
は
只

篝
か
が
り
び

な
ど
を
た
き

す
て
た
る
光
景
し
か
る
べ
く
候 

こ
れ
は
門
人
月
渓
に
申
た
る
こ
と
を
、
直
に
其
席
に
て
書
つ
け
ま
い
ら
せ
候 

か
ゝ
る
心
得
は
萬
事
に

わ
た
る
こ
と
に
て
候
。                  

                           

蕪
村 

  

毎
年
の
や
う
に
見
に
行
く
鵜
飼
の
折
に
必
ず
出
會
ひ
し
鵜
飼
の
老
人
あ
り
た
る
に
、
今
年
は
見
當
ら
ぬ
、

さ
び
し
き
こ
と
か
な
と
思
へる
を
、
魚
籠
と
鮎
を
え
が
き
た
る
な
れ
ば
そ
の
氣
持
に
そ
ぐ
は
ぬ
。
俳
画
の
畫
材

と
し
て
は
、
鮎
取
り
に
燃
え
ゐ
た
り
し
篝
火
が
消
え
行
く
樣
、
わ
び
し
く
て
似
つ
か
は
し
か
ら
ん
、
か
か
る
俳

句
の
内
容
と
俳
画
の
畫
材
の
つ
け
あ
ひ
の
工
夫
、
つ
ま
り
は
文
と
繪
と
の
取
合
せ
が
要
諦
な
り
と
さ
と
す
。

ま
こ
と
に
蕪
村
、
海
内
一
と
自
負
せ
る
だ
け
の
力
量
有
せ
り
と
納
得
せ
ら
る
。 

因
み
に
數
あ
る
蕪
村
が
俳
画
の
中
に
「辨
慶
圖
」「踊
圖
」「門
松
圖
」の
重
要
文
化
財
に
指
定
せ
ら
れ
を
る

は
刮
目
に
値
す
る
と
こ
ろ
な
り
。 

 


