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一
．
は
じ
め
に

　

近
世
中
期
以
降
、あ
る
単
独
の
俳
諧
作
者
の
発
句
を
掲
載
し
た
句
集（
以

下
、
個
人
句
集
と
称
す
る
）
が
多
く
刊
行
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
の
ち
に
正

岡
子
規
が
賞
品
を
付
し
て
ま
で
欲
し
が
っ
た
『
蕪
村
句
集
』
が
有
名
で
あ

る
が
、
蕪
村
門
の
人
々
の
ほ
か
に
も
、
淡
々
、
千
代
尼
、
也
有
、
蓼
太
ら
、

著
名
な
俳
人
た
ち
の
句
集
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
た
。
中
興
期
以
前
は
ご
く

少
数
の
例
外
を
除
い
て
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
個
人
句
集
が
、
あ
る
時

期
を
境
に
、
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
検
討
す
べ
き

事
象
で
あ
ろ
う
が
、
個
人
句
集
に
つ
い
て
概
観
す
る
先
行
研
究
は
、
管
見

の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。

　

確
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
句
が
当
初
、
ど
の
撰
集
に
、
ど
の
よ
う
な
並

び
で
掲
載
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
読
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
非
常
に

重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
挙
げ
た
『
蕪
村
句
集
』
に
対
す
る

子
規
の
熱
意
を
見
て
も
、
ま
た
近
代
以
降
に
近
世
期
の
個
人
句
集
が
多
く

翻
刻
・
刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
個
人
句
集
が
近
代
以
降
の
俳
諧

に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
近
世
期
の
個
人
句
集
が
そ

れ
ぞ
れ
何
部
ぐ
ら
い
刊
行
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
も
近
世
期

の
個
人
句
集
が
多
く
残
っ
て
い
る（

1
（

こ
と
や
、
続
編
が
出
版
さ
れ
て
い
る
例

も
多
い
こ
と
か
ら
、
近
世
期
に
も
近
代
同
様
に
、
個
人
句
集
に
対
す
る
需

要
は
高
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
句
集
刊
行
が
俳
諧

に
与
え
た
影
響
は
無
視
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
影
響
力
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
、
個
人
句
集
の
性
質
（
刊
行
の
時
期
、
刊
行
の
目
的
等
）
の
検
討
も

な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
目
標
は
、
個
人
句
集
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
論
じ
る
第
一
歩
と

し
て
、
個
人
句
集
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
個
人
句
集

個
人
句
集
序
説

―
個
人
句
集
の
誕
生
か
ら
流
行
ま
で
―

三
　
原
　
尚
　
子
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に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
自
筆
句
帳
の
よ
う
な
未
刊
行
の
句
集
も
重
要

で
あ
る
が
、
刊
行
さ
れ
流
布
し
た
句
集
の
方
が
後
世
に
与
え
た
影
響
が
大

き
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
刊
行
さ
れ
た
句
集
に
範
囲
を
限
定
し
、
ま
た

単
に
「
個
人
句
集
」
と
述
べ
る
場
合
も
、
刊
行
さ
れ
た
句
集
の
み
を
指
す

も
の
と
す
る
。

　

最
後
に
、「
個
人
句
集
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
個
人
句
集
」
と
は
、
あ
る
単
独
の
俳
諧
作
者

の
発
句
を
中
心
に
集
め
た
句
集
の
こ
と
で
あ
り
、
近
世
期
に
は
「
発
句

集
」（『
蕪
村
句
集
』
田
福
跋
）
や
「
家
々
の
句
集
」（『
蘿
葉
集
』
暁
台
跋
）

な
ど
様
々
に
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
句
集
に
は
、
そ
の
作
者
の
文

章
や
他
の
作
者
た
ち
の
発
句
、
複
数
人
で
巻
い
た
連
句
な
ど
が
掲
載
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
、
主
眼
が
あ
く
ま
で
単
独
の
、
あ
る
特

定
の
作
者
の
発
句
で
あ
れ
ば
、「
個
人
句
集
」
に
分
類
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
現
在
に
到
っ
て
も
、「
個
人
句
集
」
と
い
う
言
葉
は
確
立
さ
れ
た

用
語
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
俳
文
学
大
辞
典
』「
句
集
」
項
（
山
下
一
海
・

尾
形
仂
執
筆
）
で
は
、
同
様
の
句
集
が
「
家
集
」「
個
人
句
集
」「
個
人
発

句
集
」
な
ど
複
数
の
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「
合
同
句
集
」

と
の
対
比
か
ら
、「
個
人
句
集
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
個
人
句
集
の
「
作
者
」
と
呼
ぶ
の
は
句
集
に
収
め
ら
れ

て
い
る
発
句
の
作
者
、「
編
者
」
と
呼
ぶ
の
は
句
集
を
編
集
し
た
人
物
の

こ
と
で
あ
る
。

二
．
個
人
句
集
の
始
ま
り

　

先
に
引
用
し
た
『
俳
文
学
大
辞
典
』「
句
集
」
項
で
は
、
俳
諧
の
個
人

句
集
の
早
い
例
と
し
て
、
定
環
の
『
犬
俤
』
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
れ
は

写
本
で
あ
る
。
版
本
と
し
て
は
、
立
圃
の
個
人
句
集
で
あ
る
『
そ
ら
つ
ぶ

て
』
が
管
見
の
限
り
で
は
最
も
早
く
、
少
な
く
と
も
ご
く
初
期
の
個
人
句

集
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う（

2
（

。
ま
ず
は
こ
の
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
を

取
り
上
げ
、
個
人
句
集
の
誕
生
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
の
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
現

状
で
は『
俳
文
学
大
辞
典
』「
そ
ら
つ
ぶ
て
」項（
母
利
司
朗
執
筆
）が
、『
そ

ら
つ
ぶ
て
』
に
つ
い
て
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
考
察
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う

な
の
で
、
以
下
に
引
用
す
る
。

そ
ら
つ
ぶ
て　

俳
諧
発
句
集
。大
二
。立
圃
著
。慶
安
二（
一
六
四
九
）・

五
、自
跋
。
初
版
は
無
刊
記
。
別
に
寛
文
三
年（
一
六
六
三
）一
〇
月
、

京
都
山
本
五
兵
衛
刊
の
後
刷
本
が
あ
る
。
自
筆
版
下
。
立
圃
の
自
選

発
句
集
。
句
数
三
七
五
。
う
ち
一
七
六
句
に
前
書
が
あ
る
が
、
そ
の

う
ち
七
〇
余
句
は
俳
文
と
し
て
の
分
量
を
も
ち
、
初
期
俳
諧
に
お
け

る
俳
文
成
長
の
様
相
を
う
か
が
う
好
資
料
。こ
れ
ら
の
多
く
は
画
賛
・



63

短
冊
・
絵
巻
物
な
ど
の
か
た
ち
で
人
の
も
と
め
に
応
じ
与
え
た
も
の

と
思
わ
れ
、（
中
略
）
画
題
を
示
す
前
書
も
少
な
く
な
い
。（
後
略
）

　
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
は
立
圃
（
一
五
九
五
―
一
六
六
九
）
の
生
前
に
刊
行

さ
れ
た
句
集
で
あ
り
、
自
撰
句
集
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ

れ
は
後
に
刊
行
さ
れ
る
『
泊
船
集
』
な
ど
と
は
違
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
ま

ず
は
こ
の
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
『
俳
文
学
大
辞
典
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
は

発
句
集
で
あ
る
が
、
文
章
が
長
い
前
書
が
多
い
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の

よ
う
な
様
相
で
あ
る（

3
（

。

け
ふ
と
い
へ
ば
、
も
ろ
こ
し
ま
で
も
ゆ
く
春
な
れ
ど
、
名
に
し

お
ふ
日
の
本
の
影
こ
そ
長
閑
に
は
あ
な
れ
。（
中
略
）
ま
こ
と

に
花
や
か
な
る
御
世
の
春
な
り
か
し
。

世
さ
か
り
や
う
へ
し
た
〳
〵
も
花
の
春

　
　

筑
前
国
宰
府
に
て

も
ち
花
を
け
ふ
宰
府
の
神
の
ぬ
さ

　

紙
幅
の
都
合
上
省
略
し
た
が
、「
世
さ
か
り
や
」
句
の
前
書
は
百
五
十

字
ほ
ど
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
長
文
の
前
書
や
、「
も
ち
花
を
」
句
の
前

書
の
よ
う
に
、
場
所
に
関
し
て
言
及
す
る
前
書
が
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
に

は
非
常
に
多
い
。

『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
は
、
体
裁
の
面
で
は
、
俳
諧
撰
集
や
後
世
の
個
人
句

集
と
同
じ
く
、
前
書
の
文
章
部
分
が
発
句
よ
り
も
二
字
下
げ
て
書
か
れ
て

お
り
、
一
般
的
な
句
集
と
同
じ
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
文
字

下
げ
を
無
視
し
て
見
て
み
る
と
、
従
来
の
旅
行
記
、
日
記
の
文
章
形
態
と

似
通
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
文
章
形
態
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
発
句
を
自

分
で
配
置
す
る
の
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
旅
行
記
や
日

記
な
ら
ば
、
生
前
に
刊
行
す
る
こ
と
も
既
に
例
が
あ
る（

4
（

。

　
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
は
、
従
来
の
文
章
形
態
を
活
か
し
つ
つ
も
個
人
句
集

と
い
う
形
式
を
実
現
し
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
の
ち
の
個
人
句
集
と

は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
文
章
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
の
発
句
、
あ
る
い
は

あ
る
特
定
の
場
面
に
お
け
る
発
句
を
鑑
賞
す
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

不
思
議
な
こ
と
に
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
以
後
、
芭
蕉
の
個
人
句
集
で
あ

る
『
泊
船
集
』
刊
行
ま
で
の
間
、
形
態
の
如
何
を
問
わ
ず
、
個
人
句
集
が

積
極
的
に
刊
行
さ
れ
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
発
句
は
あ
く

ま
で
も
連
句
の
一
部
で
あ
り
、
発
句
単
体
で
の
鑑
賞
は
需
要
が
な
か
っ
た

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、そ
れ
で
は
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
が
刊
行
さ
れ
、

し
か
も
後
刷
本
ま
で
存
在
す
る
こ
と
の
説
明
に
な
ら
な
い
。
今
見
た
よ
う

に
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
は
個
人
句
集
と
い
う
新
し
い
可
能
性
は
示
し
た
が
、

そ
の
形
態
か
ら
、
む
し
ろ
俳
諧
に
お
け
る
紀
行
文
や
、
句
日
記
な
ど
に
派

生
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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事
実
、
一
般
に
貞
門
の
作
者
と
言
わ
れ
て
い
る
貞
徳
・
重
頼
・
季
吟
ら

に
つ
い
て
は
、
季
吟
の
『
い
な
ご
』（

5
（

が
個
人
句
集
と
い
え
る
ぐ
ら
い
で
、

同
集
を
含
め
、
よ
く
読
ま
れ
た
個
人
句
集
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く

は
次
節
で
取
り
上
げ
る
が
、
個
人
句
集
は
『
泊
船
集
』
刊
行
に
よ
り
ひ
と

ま
ず
復
活
す
る
。
し
か
し
そ
の
頃
に
は
、
貞
門
の
句
集
に
対
す
る
需
要
が

落
ち
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
談
林
の
作
者
の
句
集
も
、『
泊
船
集
』
よ
り
早
い
も
の
は
管
見

の
限
り
な
い
が
、
そ
の
後
、
言
水
の
『
初
心
も
と
柏
』（
自
撰
）
が
享
保

二
年
（
一
七
一
七
）
に
、
来
山
の
『
い
ま
み
や
草
』（
古
道
ほ
か
編
）
が

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
刊
行
さ
れ
た（

6
（

。
な
お
、『
初
心
も
と
柏
』
は
、

言
水
（
享
保
七
年
〈
一
七
二
二
〉
没
）
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
自
撰
句
集
で

あ
り
、
自
身
の
句
を
並
べ
る
の
み
な
ら
ず
、
ほ
ぼ
全
て
の
句
に
自
注
が
付

さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

談
林
の
祖
で
あ
る
宗
因
の
句
集
は
、『
む
か
し
口
』（
秋
成
編
）
が
安
永

六
年
（
一
七
七
七
）
刊
、『
梅
翁
宗
因
発
句
集
』（
素
外
編
）
が
天
明
元
年

（
一
七
八
一
）
刊
と
、
と
も
に
宗
因
没
後
百
年
近
く
経
っ
て
か
ら
の
刊
行

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
人
句
集
刊
行
が
盛
ん
に
な
っ
た
時
期
に
、
宗
因
を

慕
っ
て
い
た
秋
成
や
、
談
林
七
世
を
名
乗
っ
た
素
外
ら
が
存
在
し
た
こ
と

で
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
談
林
の
個
人
句
集
に
は
、
他
に
、
才

麿
の
句
集
『
狂
六
堂
才
麿
発
句
抜
萃
』（
素
外
編
、天
明
六
年
〈
一
七
八
六
〉

刊
）
も
あ
る
。

三
．
個
人
句
集
の
再
興

　
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
や
『
い
な
ご
』
の
よ
う
な
例
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

個
人
句
集
時
代
の
本
格
的
な
始
ま
り
は
、『
泊
船
集
』
刊
行
以
降
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
本
節
で
は
、
芭
蕉
の
も
っ
と
も
早
い
個
人
句
集
で
あ
り
、

後
の
芭
蕉
句
集
編
纂
に
影
響
を
与
え
続
け
た
、『
泊
船
集
』
に
つ
い
て
見

て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
芭
蕉
の
個
人
句
集
に
つ
い
て
は
、
萩
原
恭
男
『
芭
蕉
句
集
の
研

究
』（

7
（

に
詳
し
い
。
た
だ
し
、
同
書
で
は
『
泊
船
集
』
を
は
じ
め
と
し
た
各

句
集
の
内
容
、
成
立
等
に
つ
い
て
詳
細
に
研
究
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、

芭
蕉
句
集
以
外
に
関
す
る
目
配
り
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
後
者
に
重
点
を

置
き
た
い
。

　

さ
て
、『
泊
船
集
』
は
風
国
編
（
す
な
わ
ち
他
撰
）、
元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）
刊
で
、
芭
蕉
没
後
か
な
り
早
い
時
期
に
出
版
さ
れ
た
句
集

で
あ
る
。
こ
の
『
泊
船
集
』
は
、
誤
字
・
脱
字
が
多
く
、
杜
撰
で
あ
る
こ

と
を
理
由
に
、
許
六
や
支
考
か
ら
非
難
さ
れ
た（

8
（

。

　

支
考
に
よ
る
『
泊
船
集
』
批
判
は
、「
風
雅
の
名
く
だ
し
た
る
も
、
先

賢
を
は
か
る
べ
き
其
身
の
修
力
に
た
え
ざ
ら
ん
」（『
そ
こ
の
花
』）
と
い
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う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
風
国
が
新
参
者
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
句
集

を
編
ん
だ
こ
と
に
対
し
て
は
非
難
を
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
芭
蕉

の
句
集
を
編
ん
だ
こ
と
自
体
に
対
す
る
非
難
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、『
宇
陀
法
師
』に
お
け
る
許
六
の
批
判
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。『
そ

ら
つ
ぶ
て
』
以
降
、
個
人
句
集
が
刊
行
さ
れ
た
形
跡
は
な
か
っ
た
が
、
個

人
句
集
の
刊
行
自
体
に
対
す
る
忌
避
感
が
あ
っ
て
そ
う
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
『
泊
船
集
』
と
い
う
個
人
句
集
が
編
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
か
。
一
見
す
る
と
唐
突
に
個
人
句
集
が
復
活
し
た
よ
う
だ
が
、
実
際

は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
芭
蕉
の
死
後
、
門
弟
た
ち
が

芭
蕉
句
の
蒐
集
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
掲
載
し
た
撰
集
を
刊
行
し
始
め
た
。

『
有
磯
海
』、『
芭
蕉
庵
小
文
庫
』
な
ど
が
そ
う
で
あ
る（

9
（

。
こ
の
よ
う
な
芭

蕉
の
発
句
蒐
集
活
動
の
、
ひ
と
つ
の
完
成
形
が
『
泊
船
集
』
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
る
。

『
泊
船
集
』
の
編
集
に
対
す
る
姿
勢
は
、
編
者
で
あ
る
風
国
自
身
の
序

文（
11
（

に
明
ら
か
で
あ
る
。

（
前
略
）
先
師
の
詠
草
遺
稿
、
旅
泊
の
書
す
て
、
津
々
浦
々
に
す
く

な
か
ら
ず
。
今
拾
ふ
と
も
尽
く
得
べ
か
ら
ず
。
只
集
に
出
、
或
は
人

の
耳
に
の
こ
り
け
る
ほ
句
を
拾
ひ
、
多
く
は
新
古
を
わ
か
た
ず
、
尤
、

同
士
の
家
に
か
く
せ
る
遺
章
一
行
も
も
と
め
ず
、『
細
道
』
に
の
こ

り
け
る
は
か
か
げ
ず
、
集
て
泊
船
堂
の
遺
稿
の
ひ
と
つ
と
な
し
ぬ
。

僕
つ
た
な
き
筆
に
つ
ら
ね
侍
れ
ば
、
魯
魚
の
事
は
見
る
人
校
正
し
た

ま
へ
。
其
連
歌
の
遺
韻
、文
章
・
道
の
紀
若
干
今
さ
し
置
ぬ
。
尚
国
々

に
の
こ
れ
る
家
珍
も
よ
り
よ
り
出
し
た
ま
へ
か
し
と
し
か
い
ふ
。

　

芭
蕉
の
句
に
は
書
き
捨
て
の
句
が
多
く
、
全
て
を
蒐
集
す
る
こ
と
は
不

可
能
と
し
な
が
ら
も
、
撰
集
等
に
残
る
芭
蕉
の
句
を
集
め
た
と
風
国
は
述

べ
る
。
門
人
（「
同
士
」）
秘
蔵
の
句
や
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
句
を
除
い
て
い
る
と
は
い
え
、「
新
古
を
わ
か
た
ず
」
と
い
う
言

葉
か
ら
は
、
新
旧
を
問
わ
ず
、
広
く
句
を
蒐
集
し
、
遺
そ
う
と
す
る
意
識

が
伺
え
る
。

ま
た
、
興
味
深
い
の
は
「
魯
魚
の
事
は
見
る
人
校
正
し
た
ま
へ
」「
尚

国
々
に
の
こ
れ
る
家
珍
も
よ
り
よ
り
出
し
た
ま
へ
か
し
」
と
い
う
、
読
者

へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
撰
集
で
あ
れ
ば
、
一
読
者
が
校
正
す
る
、
あ
る

い
は
、
一
読
者
が
補
訂
す
る
と
い
う
事
態
は
め
っ
た
に
起
こ
り
え
な
い
だ

ろ
う
が
、
個
人
の
作
品
を
集
め
た
句
集
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が

起
こ
り
う
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
文
言
か
ら
は
、
刊
行
を
急
ぎ
、

そ
の
代
わ
り
に
読
者
に
よ
る
訂
正
を
厭
わ
な
い
、風
国
の
姿
勢
が
伺
え
る
。

　

風
国
が
『
泊
船
集
』
の
刊
行
を
急
い
だ
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ

れ
は
、「
国
々
に
の
こ
れ
る
家
珍
も
よ
り
よ
り
出
し
た
ま
へ
か
し
」
と
い

う
文
言
と
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
句
を
収
録
し
な
い
と
い
う
編
集
方
針
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か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
各
撰
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
芭
蕉
句
の
散
逸
を
防

ぎ
、
ま
た
全
国
の
門
人
た
ち
に
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
芭
蕉
句
の
蒐
集

を
呼
び
か
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
句
集
が
刊
行
さ
れ
、
全
国

に
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
。
ま
た
、
核
に
な
る
句
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
を

補
訂
す
る
こ
と
は
、
一
か
ら
句
集
を
作
り
出
す
こ
と
よ
り
も
容
易
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
没
後
早
い
時
期
に
、
大
部
の
句
集
を
刊
行
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
の
『
芭
蕉
句
選
』（
華
雀
編
。
元
文
四
年

〈
一
七
三
九
〉
刊
）
も
『
泊
船
集
』
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
、『
泊
船
集
』

を
否
定
し
た
許
六
た
ち
が
、
結
局
は
そ
れ
以
上
の
句
集
を
編
集
で
き
な

か
っ
た（

11
（

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
風
国
の
試
み
は
、
ま
ず
は
成
功
し
た

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

芭
蕉
句
の
蒐
集
を
第
一
の
目
標
と
す
る
『
泊
船
集
』
は
、
前
節
で
見
た

よ
う
に
、自
撰
句
集
で
あ
り
作
者
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』

や
『
い
な
ご
』
と
は
性
質
が
大
き
く
異
な
る
。
や
は
り
初
期
俳
諧
に
お
け

る
個
人
句
集
と
『
泊
船
集
』
の
間
に
は
断
絶
が
あ
り
、
個
人
句
集
の
再
興

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
芭
蕉
と
そ
れ
を
慕
う
弟
子
た
ち
の
存
在
で

あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
そ
の
後
、個
人
句
集
刊
行
は
再
び
下
火
に
な
る
。

以
後
の
こ
と
は
次
節
以
降
で
述
べ
た
い
。

四
．
蕉
門
高
弟
た
ち
の
個
人
句
集

　
『
泊
船
集
』
後
の
空
白
期
間
の
の
ち
、
あ
る
時
期
か
ら
個
人
句
集
は
一

気
に
刊
行
さ
れ
始
め
る
。
こ
の
時
期
以
後
の
個
人
句
集
は
、
二
つ
に
大
別

で
き
る
。
一
つ
は
蕉
門
の
高
弟
や
、
第
二
節
で
述
べ
た
談
林
の
作
者
た
ち

な
ど
の
個
人
句
集
で
あ
り
、
作
者
没
後
か
な
り
の
年
月
を
経
て
刊
行
さ
れ

た
句
集
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
作
者
の
生
前
、
あ
る
い

は
没
後
す
ぐ
に
刊
行
さ
れ
た
個
人
句
集
で
あ
る
。
論
文
末
尾
に
表
1
と
し

て
ま
と
め
た
の
は
、
前
者
の
う
ち
、
特
に
蕉
門
の
主
要
な
も
の
、
表
2
と

し
て
ま
と
め
た
の
は
、
後
者
の
う
ち
主
要
な
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、本
節
冒
頭
で
述
べ
た「
あ

る
時
期
」
と
い
う
の
は
い
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

管
見
の
限
り
で
は
、
個
人
句
集
刊
行
ブ
ー
ム
の
先
駆
け
は
淡
々
の
個
人

句
集
で
あ
る『
淡
々
発
句
集
』で
あ
る
が
、同
集
は
延
享
三
年（
一
七
四
六
）

序
の
版
本
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
は
貞
佐
の
個

人
句
集
『
桑
々
畔
発
句
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
刊
年
が
確
定
で
き
な
い
個

人
句
集
、例
え
ば
祇
空
の
『
く
ち
葉
』
や
乙
由
（
麦
林
）
の
『
麦
林
集
』
も
、

ほ
ぼ
同
時
期
の
刊
行
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
表
2
参
照
）。
ま
た
、

蕉
門
高
弟
の
個
人
句
集
も
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
始
め
た
（
表
1
参
照
）。

具
体
的
に
は
、
蕉
門
高
弟
の
個
人
句
集
の
な
か
で
最
も
早
い
其
角
の
『
五
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元
集
』
が
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、

個
人
句
集
刊
行
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
は
延
享
年
間
ご
ろ
で
あ
る
と
い

え
る
。

ま
た
、
表
1
、
表
2
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
延
享
期
以
後
も
、

本
節
冒
頭
で
分
類
し
た
二
種
の
個
人
句
集
刊
行
は
、
同
時
並
行
で
行
わ
れ

て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
蕉
門
高
弟
の
め
ぼ
し
い
個
人
句
集
が
刊
行
さ

れ
終
わ
っ
た
か
ら
、
現
存
作
者
の
個
人
句
集
を
刊
行
し
始
め
た
、
と
い
う

よ
う
な
単
純
な
影
響
関
係
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、『
泊
船

集
』
な
ど
に
よ
り
、
個
人
句
集
と
い
う
形
式
が
既
に
周
知
の
も
の
と
な
っ

た
こ
と
は
中
興
期
の
個
人
句
集
流
行
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
急
に
刊
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と

の
背
景
に
は
、
何
ら
か
の
時
代
的
な
要
因
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　

今
述
べ
た
よ
う
に
、
二
種
の
個
人
句
集
が
同
時
期
に
存
在
し
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
本
節

で
は
、
表
1
に
ま
と
め
た
、
蕉
門
の
個
人
句
集
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
表
を
一
瞥
し
て
わ
か
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
句
集
が
全
て
作
者
没

後
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
各
人
の
没
年
と
刊
行
年
に
関
連
性
が

な
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
芭
蕉
晩
年
の
弟
子
で
、
芭
蕉
没
後
長
く
生
き

た
支
考
や
野
坡
の
句
集
が
、
比
較
的
早
期
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
支
考
・
野
坡
よ
り
先
に
句
集
が
刊
行
さ
れ
た
其
角
や
嵐
雪
も

そ
う
で
あ
る
が
、
支
考
や
野
坡
に
は
弟
子
が
多
く
い
て
、
刊
行
当
時
ま
だ

活
躍
し
て
い
た
。
俳
諧
に
お
い
て
個
人
句
集
を
刊
行
す
る
の
は
作
者
の
弟

子
た
ち
の
場
合
が
多
く
、
句
集
刊
行
の
時
期
と
弟
子
の
活
躍
に
は
関
連
性

が
あ
る（

11
（

。

　

ま
た
、
芭
蕉
と
同
様
に
、
蕉
門
俳
人
た
ち
も
自
撰
句
集
を
刊
行
し
た
形

跡
は
な
い
。
先
述
の
通
り
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
や
『
い
な
ご
』、
あ
る
い
は

第
二
節
末
尾
で
取
り
上
げ
た
『
初
心
も
と
柏
』
は
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
自

撰
句
集
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
り
自
撰
句
集
が
定
着
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
表
に
挙
げ
た
蕉
門
の
個
人
句
集
の
中
で
、
元
は
自
撰
で
、
し
か

も
唯
一
生
前
に
刊
行
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
は
其
角
の
『
五
元
集
』

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
結
局
没
後
年
月
が
経
て
か
ら
の
出
版
と
な
っ
た
。
作

品
自
体
の
評
価
は
と
も
か
く
、
刊
行
以
前
に
個
人
句
集
と
い
う
も
の
の
概

念
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
『
五
元
集
』
な
ら
び
に
『
玄
峰
集
』
は
、
他
の
蕉
門
の
句
集
に
先
駆
け

て
出
版
さ
れ
た
集
で
あ
る
が
、
序
跋
の
内
容
か
ら
編
集
意
識
を
伺
う
の
は

難
し
い
。
一
方
、支
考
の
『
蓮
二
吟
集
』
と
野
坡
の
『
野
坡
吟
草
』
に
は
、

個
人
句
集
刊
行
と
弟
子
の
活
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
ヒ
ン
ト
と
な

り
そ
う
な
記
述
が
あ
る
。

『
蓮
二
吟
集
』
の
編
者
一
浮
に
よ
る
序
文（

11
（

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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蕉
門
世
に
多
き
中
に
も
、
美
濃
ゝ
支
考
は
、
釈
門
を
出
て
文
才
秀
た

り
。
諸
国
を
俳
行
脚
し
、
翁
の
正
風
体
を
遠
鄙
に
演
説
し
て
広
く
知

ら
し
め
、
其
雅
詠
を
化
度
し
侍
る
事
幾
ぞ
や
。
さ
る
に
此
人
の
生
涯

の
句
撰
を
、
い
ま
だ
見
ざ
る
も
の
本
意
な
き
よ
し
、
書
林
春
秋
堂
是

を
求
め
む
と
乞
ふ
事
年
あ
り
。
い
な
み
が
た
く
約
し
、
か
な
た
こ
な

た
よ
り
彼
の
句
々
を
ひ
ろ
ひ
、
蓮
二
吟
集
と
上
書
し
て
贈
る
物
な
ら

し
。

　

序
文
で
は
、
ま
ず
、
支
考
が
蕉
風
俳
諧
の
普
及
に
と
っ
て
い
か
に
重
要

で
あ
っ
た
か
述
べ
る
。
そ
し
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
考
の
句
集
が
な
い

こ
と
を
書
肆
が
嘆
き
、
一
浮
に
編
纂
を
依
頼
し
て
き
た
た
め
承
諾
し
た
と

い
う
、
句
集
刊
行
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
句
集
を
刊
行
す
る
こ
と
を

書
肆
の
方
か
ら
求
め
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
支
考
の
個
人
句
集
に
対
す

る
需
要
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

続
い
て
、『
野
坡
吟
草
』
に
お
け
る
、
編
者
文
下
の
跋
文（

11
（

を
見
て
お
き

た
い
。蕉

門
二
世
無
名
庵
高
津
野
々
翁
（
稿
者
注
：
野
坡
の
別
号
）
の
詠
吟
、

一
千
余
句
を
拾
ひ
集
め
て
四
季
四
冊
と
な
し
、
門
人
亡
父
風
之
一
集

を
思
ひ
立
し
に
、
事
な
ら
ず
し
て
身
ま
か
り
ぬ
。
其
志
を
継
で
梓
に

ち
り
ば
め
む
と
す
る
に
、
手
爾
於
葉
の
紛
ら
は
し
き
と
、
句
帳
に
墨

を
引
れ
し
と
を
暫
く
除
き
て
、
今
九
百
卅
余
吟
を
顕
は
す
。
猶
落
た

る
を
揚
、
捨
れ
た
る
を
拾
ひ
て
、
後
篇
の
望
み
あ
り
。
願
く
ば
同
好

子
、
志
を
助
け
て
洩
た
る
句
を
あ
た
へ
た
ま
は
ゞ
何
の
幸
如
レ
之
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
、「
同
好
子
」
に
向
け
て
叱
正
を
求
め
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
文
章
の
内
容
を
ふ
ま
え
る
と
、「
同
好
子
」
は
、『
泊
船
集
』

に
お
け
る
「
同
士
」
同
様
に
、
支
考
や
野
坡
の
門
人
た
ち
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
、
先
に
見
た
『
泊
船
集
』
序
文
と
よ
く

似
て
い
る
。

た
だ
し
、
芭
蕉
句
の
蒐
集
を
志
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
泊
船
集
』
と
、
序

文
に
お
い
て
「
句
撰
」
と
明
言
し
て
い
る
『
蓮
二
吟
集
』、
あ
る
い
は
、

元
の
句
帳
か
ら
句
を
削
減
し
て
刊
行
し
た
『
野
坡
吟
草
』
と
で
は
、
刊
行

の
目
的
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
後
者
に
お
い
て
も
、

句
を
遺
す
こ
と
は
目
的
の
一
つ
で
は
あ
ろ
う
が
、
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る

の
は
、
あ
く
ま
で
支
考
や
野
坡
の
句
の
中
か
ら
優
れ
て
い
る
も
の
を
撰
ん

で
刊
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
、
支
考
や
野
坡
に
つ
い

て
広
く
世
に
知
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

先
に
句
集
刊
行
の
時
期
が
早
い
こ
と
と
弟
子
の
活
動
と
の
間
に
関
連
性

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
単
に
、
句
集
を
刊
行
す
る
の
が
弟

子
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
弟
子
が
多
く
、
全
国
に
そ
の
門

派
が
広
が
れ
ば
広
が
る
ほ
ど
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
師
匠
の
句
を
読
む
こ
と

の
で
き
る
媒
体
、
す
な
わ
ち
刊
行
さ
れ
た
個
人
句
集
が
必
要
と
な
る
か
ら
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で
も
あ
ろ
う
。特
に
支
考
や
野
坡
は
広
範
囲
に
一
大
勢
力
を
抱
え
た
の
で
、

持
ち
運
び
が
で
き
、手
に
取
り
や
す
い
句
集
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、

句
集
刊
行
の
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

『
野
坡
吟
草
』刊
行
か
ら
十
五
年
後
に
刊
行
さ
れ
た『
去
来
発
句
集
』・『
丈

草
発
句
集
』
序
文（

11
（

に
お
い
て
、
い
ま
立
て
た
仮
説
を
証
明
す
る
よ
う
な
言

説
を
、
蝶
夢
が
残
し
て
い
る
。

（
前
略
）
其
角
・
嵐
雪
は
風
雅
を
弘
む
る
を
業
と
し
、
も
は
ら
名
利

の
境
に
遊
べ
ば
、
ま
た
そ
の
流
れ
を
汲
む
輩
も
多
く
て
、
其
角
に
五

元
集
、
嵐
雪
に
玄
峰
集
な
ど
い
へ
る
家
の
集
あ
り
て
世
に
つ
た
ふ
。

さ
る
を
去
来
・
丈
草
は
、
蕉
翁
の
直
指
の
む
ね
を
あ
や
ま
ら
ず
。
風

雅
の
名
利
を
深
く
い
と
ひ
て
、
た
ゞ
拈
華
微
笑
の
こ
ゝ
ろ
を
よ
く
伝

へ
て
、一
紙
の
伝
書
を
も
著
さ
ず
。
一
人
の
門
人
を
も
と
め
ざ
れ
ば
、

ま
し
て
そ
の
発
句
を
書
集
べ
き
人
も
な
し
。（
後
略
）

蝶
夢
は
、本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
蓮
二
吟
集
』・『
野
坡
吟
草
』
で
は
な
く
、

『
五
元
集
』・『
玄
峰
集
』を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
が
、や
は
り「
家
の
集
」

す
な
わ
ち
個
人
句
集
が
存
在
す
る
こ
と
は
、「
風
雅
を
弘
む
る
を
業
と
し
」

「
そ
の
流
れ
を
汲
む
輩
」
が
多
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
や
は
り
、

個
人
句
集
刊
行
と
弟
子
の
有
無
に
は
関
連
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
節
で

述
べ
た
と
お
り
、
弟
子
が
い
る
こ
と
が
様
々
な
面
で
個
人
句
集
に
対
す
る

需
要
を
生
ん
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五
．
中
興
期
前
後
の
作
者
た
ち
の
個
人
句
集

　

前
節
で
は
、
蕉
門
高
弟
ら
の
個
人
句
集
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
本
節
で

は
、
中
興
期
前
後
の
作
者
た
ち
の
個
人
句
集
に
つ
い
て
、
可
能
な
範
囲
で

概
観
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
前
節
で
見
た
句
集
は
す
べ
て
作
者
没
後
の
刊
行
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
本
節
で
取
り
上
げ
る
句
集
に
は
生
前
刊
行
の
も
の
が
多
い
。
例
え

ば
、
前
節
で
挙
げ
た
『
淡
々
発
句
集
』
は
、
淡
々
生
前
に
刊
行
さ
れ
て
い

る（
11
（

。

　

基
本
的
に
は
、
生
前
に
個
人
句
集
を
刊
行
す
る
こ
と
に
対
し
、
編
者
た

ち
に
忌
避
感
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
例
え
ば
、
今
挙
げ
た
『
淡
々
発

句
集
』
に
も
、他
の
生
前
刊
行
の
句
集
（
例
え
ば
『
千
代
尼
句
集
』
な
ど
）

に
も
、
生
前
刊
行
に
関
す
る
言
及
は
ま
っ
た
く
な
い
。
さ
ら
に
、
死
後
に

刊
行
さ
れ
た
句
集
や
、
草
稿
の
ま
ま
留
め
置
か
れ
た
句
集
の
中
に
も
、
本

来
は
存
命
中
に
刊
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る（

11
（

。

前
節
で
見
た
蕉
門
の
個
人
句
集
が
、
作
者
た
ち
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
な

か
っ
た
の
も
、
生
前
刊
行
自
体
が
忌
避
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
延
享
期
以
前
に
生
前
刊
行
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た
な

ら
、
生
前
刊
行
黎
明
期
の
句
集
に
は
、
生
前
刊
行
の
「
言
い
訳
」
が
記
さ

れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
生
前
・
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没
後
と
い
う
刊
行
時
期
の
区
分
は
、
そ
も
そ
も
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
や
や
特
殊
な
集
で
あ
る
と
は
い

え
、
生
前
刊
行
の
個
人
句
集
に
分
類
で
き
る
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
等
に
対
す

る
目
立
っ
た
批
判
が
な
い
こ
と
も
、
当
時
の
人
々
が
句
集
の
刊
行
時
期
に

つ
い
て
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
根
拠
で
あ
る
。
蕉
門
の

個
人
句
集
が
す
べ
て
没
後
刊
行
な
の
は
意
図
的
な
も
の
で
は
な
く
、
単
に

個
人
句
集
を
刊
行
す
る
と
い
う
意
識
自
体
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
あ
る
俳
人
が
自
身
の
句
集
刊
行
自
体
を
拒
否
し
、
そ
の
結
果
、

生
前
の
刊
行
は
で
き
ず
、
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
没
後
刊
行
さ
れ
た
と
言
わ

れ
る
例
は
あ
る
。
極
端
な
例
で
は
、吏
登
は
自
撰
の
十
八
句
の
み
を
残
し
、

他
の
句
を
全
て
焼
却
さ
せ
た（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
本
人
が
生
前
に
個
人
刊
行

を
拒
ん
だ
事
例
に
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
生
前
の
刊
行
と
は
い
っ
て
も
、
お
お
む
ね
作
者
が
還
暦
を
迎
え

た
あ
と
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
に
は
留
意
し
た
い
。
ほ
と
ん
ど
の
作
者
が
句

集
刊
行
以
後
何
年
も
生
き
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
句
集
の
続
編
や
拾
遺
編

を
刊
行
し
て
い
る
が
、
最
初
の
個
人
句
集
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

そ
の
作
者
の
俳
諧
活
動
を
振
り
返
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
こ
と
は
、
大
き

な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

目
的
と
い
え
ば
、第
三
節
で
は
『
泊
船
集
』、第
四
節
で
は
『
蓮
二
吟
集
』

と
『
野
坡
吟
草
』
の
二
集
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刊
行
目
的
に
つ
い

て
見
た
。
こ
れ
ら
の
句
集
の
刊
行
目
的
と
、
本
節
で
取
り
上
げ
る
句
集
の

刊
行
目
的
に
は
、
何
か
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

中
興
期
前
後
の
作
者
の
個
人
句
集
の
序
跋
に
は
、
様
々
な
刊
行
の
目
的

が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
大
別
し
て
挙
げ
て
お
く
。

①
作
者
の
句
を
蒐
集
し
、
散
逸
を
防
ぐ
こ
と

『
泊
船
集
』
に
見
ら
れ
た
目
的
意
識
で
あ
り
、
前
節
で
は
挙
げ
な
か
っ

た
が
、『
杉
風
句
集
』
な
ど
に
も
同
様
の
意
識
が
見
ら
れ
る
。

現
存
作
者
の
句
集
で
も
、
例
え
ば
『
千
代
尼
句
集
』
闌
更
跋（

11
（

に
、
以
下

の
よ
う
に
あ
る
。

（
前
略
）
無
外
庵
の
ぬ
し
（
稿
者
注
：
編
者
既
白
の
別
号
）、
し
た
し

み
深
く
、
遠
近
に
ち
り
み
だ
れ
た
る
句
を
書
あ
つ
め
ぬ
れ
ば
、
を
の

づ
か
ら
す
け
る
人
々
の
か
ゞ
み
と
も
な
る
べ
き
事
お
ほ
け
れ
ば
と

て
、
し
き
り
に
桜
木
に
ち
り
ば
め
て
、
千
代
尼
句
集
と
題
す
る
も
の

也
（
後
略
）

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
作
者
た
ち
の
句
集
で
あ
れ
ば
、
生
前
あ
る
い
は

没
後
す
ぐ
に
刊
行
さ
れ
る
う
え
に
、
個
人
句
集
刊
行
が
当
た
り
前
に
な
っ

て
か
ら
は
、
刊
行
を
意
識
し
て
手
元
に
発
句
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
も
な

さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
。
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② 

句
集
を
通
じ
て
、
そ
の
作
者
の
句
、
さ
ら
に
は
作
者
の
名
を
知
ら
し
め

る
こ
と

明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、『
蓮
二
吟
集
』・『
野
坡
吟
草
』
に
こ

の
よ
う
な
意
識
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
前
節
で
指
摘
し
た
。

作
者
を
褒
め
称
え
る
文
言
は
、
編
者
に
と
っ
て
は
書
き
に
く
い
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
『
蓼
太
句
集
』（

11
（

月
巣
跋
に
は
「
雪
中
庵
主
の

句
〳
〵
桜
木
に
移
す
よ
し
聞
ふ
る
に
、
其
流
れ
汲
我
輩
の
、
さ
す
が
に
よ

し
と
も
あ
し
と
も
い
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ば
」
と
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
作

者
を
褒
め
る
表
現
は
よ
く
見
ら
れ
、
例
え
ば
也
有
の
個
人
句
集
『
蘿
葉

集（
11
（

』
達
下
序
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

（
前
略
）
尾
の
蘿
葉
君
は
（
中
略
）
武
に
長
じ
文
に
富
み
（
中
略
）

百
州
耳
を
傾
け
、
万
家
筆
を
染
て
、
鶴
望
漸
年
あ
り
け
る
。
さ
る
が

中
に
遠
く
伝
へ
ほ
の
か
に
写
て
、
ま
ゝ
手
爾
遠
波
を
違
ふ
の
類
予
が

耳
に
さ
へ
両
三
句
も
あ
り
て
、（
毫
釐
に
句
情
を
模
糊
せ
る
を
か
な

し
み
け
る
も
ま
た
久
し
。（
後
略
）

③ 

作
者
の
句
を
手
本
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
の
便
宜
を
図
る
こ

と②
と
関
連
す
る
意
識
で
あ
る
。
例
え
ば
①
に
引
用
し
た『
千
代
尼
句
集
』

跋
の
後
半
部
分
や
、『
蘿
葉
集
』
の
後
序
の
、「
是
を
梓
し
て
後
鑑
た
ら
し

め
ん
」
に
こ
の
よ
う
な
意
識
が
見
て
取
れ
る
。

④
流
布
し
て
い
る
句
の
誤
り
を
正
す
こ
と

　

②
に
引
用
し
た
『
蘿
葉
集
』
序
文
の
「
ま
ゝ
手
爾
遠
波
を
」
以
下
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
現
状
流
布
し
て
い
る
句
形
に
は
、
て
に
を
は

0

0

0

0

の
誤
り
が

多
い
の
で
、
そ
れ
を
訂
正
す
る
た
め
に
刊
行
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
句
集

は
多
い
。
例
え
ば
、『
麦
林
集
』
後
序（

11
（

に
は
「
其
吟
行
都
鄙
に
伝
へ
、
梓

に
彫
刻
す
る
を
見
る
に
、
手
爾
遠
波
の
違
る
事
す
く
な
か
ら
ず
」、『
暁
台

句
集
』
の
跋
文（

11
（

に
は
「
誤
り
を
つ
た
ふ
る
事
、
三
に
一
つ
は
師
の
本
意
を

失
へ
り
。
今
其
誤
を
正
し
さ
と
し
め
む
と
、
天
地
の
二
巻
を
著
す
」
と
あ

る
。
一
方
、
蕉
門
の
句
集
で
は
既
に
正
し
い
形
が
わ
か
ら
な
い
句
が
多
い

た
め
か
、
こ
の
よ
う
な
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。

⑤ 

（
時
に
何
ら
か
の
節
目
に
あ
た
り
、）
作
者
の
俳
諧
活
動
を
振
り
返
り
、

ま
と
め
る
こ
と

先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
生
前
刊
行
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
名
言
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
例
え
ば
存
義
の
『
古
来
庵
発
句
集
前
篇
』

は
還
暦
記
念
の
集
で
あ
る
。
ま
た
、
没
後
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、
作
者
の

年
忌
に
あ
た
る
年
に
個
人
句
集
を
刊
行
す
る
例
が
あ
る
。
例
え
ば
『
夜
半
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亭
発
句
帖
』『
蕪
村
句
集
』
な
ど
で
あ
る
。
特
に
蕪
村
周
辺
の
作
者
の
句

集
に
こ
の
傾
向
が
強
い
。

　

重
複
す
る
部
分
や
判
断
に
迷
う
例
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
以
上
の
五
種

に
大
別
で
き
る
。
前
節
で
見
た
句
集
と
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
同
時

代
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
異
な
る
部
分
も
あ
る
。
各
項
目

の
中
に
記
し
た
と
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
句
集
の
性
質
の
違
い
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
、
な
ぜ
唐
突
に
、
こ
の
よ
う
な
目
的
意
識
の
も
と
で
個
人
句
集

が
刊
行
さ
れ
始
め
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当

時
の
人
々
が
書
き
残
し
て
い
な
い
た
め
、
明
確
な
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
、
俳
諧
の
中
心
が
連
句
か
ら
発
句
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
、

高
名
な
作
者
の
発
句
を
ま
と
め
た
集
や
、
手
本
に
で
き
る
集
に
対
す
る
需

要
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
先
述
②
・
③
に
挙
げ
た
記
述
は
、

そ
の
よ
う
な
意
識
を
反
映
し
て
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
⑤
に
つ
い
て
は
、
俳
諧
に
お
い
て
何
ら
か
の
企
画
を
行
う
場
合
、

本
来
は
門
人
一
同
が
力
を
合
わ
せ
て
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
例
え
ば
一
般
的
な
追
善
集
で
は
、
故
人
の
発
句
よ
り
も
そ
れ
以

外
の
人
が
詠
ん
だ
発
句
の
方
が
多
い
。
還
暦
祝
い
の
集
に
し
て
も
、
皆
が

集
ま
っ
て
句
を
寄
せ
る
形
式
が
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
集

の
代
わ
り
に
個
人
句
集
が
刊
行
さ
れ
る
例
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
俳
諧
の
性
質
の
変
化
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　

最
後
に
、
現
存
作
者
た
ち
の
個
人
句
集
の
性
質
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
、
自
撰
・
他
撰
と
い
う
区
分
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

前
節
で
見
た
蕉
門
の
句
集
は
、
没
後
一
定
の
年
月
が
経
過
し
て
か
ら
の

刊
行
で
あ
り
、『
五
元
集
』
の
よ
う
な
例
外
を
除
い
て
は
自
撰
句
集
で
あ

る
可
能
性
は
ほ
ぼ
な
い
が
、
作
者
生
前
の
刊
行
で
あ
れ
ば
自
撰
と
他
撰
、

い
ず
れ
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
表
2
か
ら
一
般
的
な
傾
向
を
見
て
お
く
と
、
自
撰
句
集
が
徐
々
に

増
え
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
表
2
で
は
、
序
跋
の
内
容
等
か

ら
自
撰
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
も
の
だ
け
を
自
撰
と
し
て
い
る
た

め
、
実
は
、
表
2
か
ら
わ
か
る
の
は
、
自
撰
を
謳
う
句
集
が
増
え
て
い
く

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
一
方
で
、
表
向
き
は
作
者
と
は
別
の
編
者
が
存
在
す

る
が
、
実
は
作
者
が
編
集
に
関
わ
っ
て
い
る
例
は
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
『
蓼
太
句
集
』
序
文
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

（
前
略
）
予
が
師
雪
中
庵
の
主
蓼
太
は
、（
中
略
）
あ
る
は
山
ふ
か
き

白
霧
に
憂
を
し
の
び
し
口
ず
さ
み
、
つ
も
り
つ
も
れ
り
。
さ
る
を
書

肆
何
某
、
梓
に
ち
り
ば
め
ん
と
子
規
亭
の
扉
を
敲
く
事
、
三
た
び
五

た
び
を
か
さ
ぬ
。
師
云
、「（
中
略
）
い
ぶ
せ
き
藻
塩
草
か
き
あ
つ
め
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て
は
、
人
の
み
る
め
も
い
た
つ
か
は
し
。
さ
れ
ば
と
て
、
ひ
た
す
ら

に
拒
め
る
も
又
事
が
ま
し
。
聊
其
需
を
塞
げ
よ
」
と
て
、
十
が
一
を

あ
た
へ
ら
れ
し
趣
を
吐
月
述
。

　
「
子
規
亭
」
は
編
者
吐
月
の
庵
号
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蓼
太
の
句
集
刊

行
を
求
め
て
、
書
肆
が
編
者
吐
月
を
頻
繁
に
訪
ね
た
た
め
、
吐
月
が
師
で

あ
る
蓼
太
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
蓼
太
の
句
の
う
ち
、「
十
が
一
」
を
与

え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
十
が
一
」
と
い
う
言
葉

か
ら
、
吐
月
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
蓼
太
の
方
で
あ
ら
か
じ
め
選
別
し

た
、
句
稿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
た
と

え
刊
行
の
際
に
実
際
の
編
集
作
業
に
あ
た
っ
た
の
が
吐
月
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
句
の
選
別
と
い
う
非
常
に
重
要
な
作
業
を
行
っ
た
の
は
蓼
太
本
人

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、『
蓼
太
句
集
』
は
一
見
他
撰
句
集
で
あ

る
も
の
の
、
自
撰
の
要
素
が
強
い
句
集
で
あ
る
と
言
え
る
。『
蓼
太
句
集
』

だ
け
で
な
く
、
や
や
時
代
が
下
る
が
、
士
朗
の
個
人
句
集
『
枇
杷
園
句
集
』

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り（

11
（

、
こ
の
よ
う
な

句
集
は
他
に
も
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。
個
人
句
集
に
お
け
る
自
撰
・

他
撰
の
別
は
、
各
句
集
の
内
容
を
十
分
に
検
討
し
な
け
れ
ば
結
論
が
出
せ

な
い
た
め
、
個
人
句
集
全
体
の
概
説
を
目
的
と
す
る
本
稿
で
は
、
こ
れ
以

上
触
れ
る
こ
と
は
や
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と

と
す
る
。

六
．
お
わ
り
に

　

最
後
に
、
本
稿
で
述
べ
た
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
。
初
期
俳
諧
に
お
い

て
も
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
の
よ
う
な
刊
行
さ
れ
た
個
人
句
集
は
存
在
し
た
も

の
の
、
そ
れ
が
一
般
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
後
、『
泊
船
集
』
と
い

う
形
で
再
び
世
に
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
し
ば
ら

く
は
目
立
っ
た
個
人
句
集
は
な
く
、
に
も
関
わ
ら
ず
、
延
享
期
に
到
り
、

お
そ
ら
く
は
時
代
の
要
請
を
受
け
て
、
没
後
長
く
年
月
が
経
っ
た
作
者
の

句
集
と
同
時
代
の
作
者
の
句
集
が
、
同
時
並
行
で
刊
行
さ
れ
始
め
た
。
ま

た
、
生
前
刊
行
・
没
後
刊
行
、
自
撰
・
他
撰
の
区
分
が
非
常
に
あ
い
ま
い

で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

俳
諧
研
究
に
お
い
て
は
、
作
者
本
人
が
意
図
し
た
句
形
が
重
視
さ
れ
、

後
か
ら
編
纂
さ
れ
る
個
人
句
集
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
句
形
の
誤
り
を
正
す
た
め
に
出
版
さ
れ
た
句
集

も
多
く
、
単
に
後
か
ら
出
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
個
人
句
集
を
軽
ん

じ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
句
集
に
つ
い
て
概
観
す
る

だ
け
で
も
、
現
状
の
個
人
句
集
に
対
す
る
理
解
に
は
不
十
分
な
点
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
は
い
え
、
本
稿
で
は
、
句
集
刊
行
の
目
的
や
、
そ
の
背
景
に
あ
る
、
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俳
諧
に
お
け
る
需
要
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
検
討
で
き
て
い

な
い
。
ま
た
、
個
人
句
集
刊
行
の
問
題
は
、
独
吟
集
の
流
行
や
、
和
歌
に

お
け
る
家
集
刊
行
の
歴
史
か
ら
も
論
じ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い

て
も
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
各
門
流
に
お
け
る
個
人
句
集
の
性
質
の
違
い
に
つ
い
て
見
て
い

く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
句
集
を
積
極
的
に
刊
行
し
た
作
者

と
そ
う
で
な
い
作
者
に
は
、
何
ら
か
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
回

示
し
た
表
を
見
る
だ
け
で
も
、
流
派
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
傾
向
が
あ
る
こ

と
は
わ
か
る
。
例
え
ば
、
乙
由
の
句
集
『
麦
林
集
』、
そ
の
門
人
で
あ
る

千
代
尼
の
『
千
代
尼
句
集
』
は
、
ど
ち
ら
も
早
い
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
個

人
句
集
で
あ
る
。
ま
た
、
蓼
太
は
自
身
の
句
集
を
刊
行
し
た
あ
と
も
、
門

人
大
江
丸
の
句
集
刊
行
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
お
り（

11
（

、
蓼
太
が
個
人
句
集

刊
行
に
前
向
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
前
節
で
触
れ
た
と
お
り
、
蕪
村
周
辺
で
は
、
追
善
の
折
に
個

人
句
集
が
多
く
編
ま
れ
て
い
る
。
蕪
村
門
で
は
『
鬼
貫
句
選
』、
ま
た
個

人
句
集
で
は
な
い
が
、
五
人
の
大
家
の
個
人
句
集
を
合
体
し
た
形
の
『
俳

諧
五
子
稿
』
な
ど
も
編
ま
れ
て
い
る（

11
（

。
俳
諧
に
お
け
る
顕
彰
に
つ
い
て
考

え
る
う
え
で
も
、
個
人
句
集
の
研
究
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

〔
注
〕

（
1
）　

例
え
ば
、
蕪
村
の
例
を
見
る
と
、『
蕪
村
句
集
』
は
、
日
本
古
典

籍
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
二
十
冊
以
上
現

存
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
『
蕪
村
七
部
集
』
あ
る
い
は
『
蕪
村
七
部

集
』
に
含
ま
れ
る
八
つ
の
撰
集
の
い
ず
れ
の
現
存
数
よ
り
も
多
い
。
も

ち
ろ
ん
現
存
数
だ
け
で
重
要
度
が
計
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
広
く
流

通
し
た
こ
と
は
見
て
取
れ
る
。

（
2
）　

先
に
引
用
し
た
『
俳
文
学
大
辞
典
』「
句
集
」
項
で
は
、
近
世
前

期
に
刊
行
さ
れ
た
個
人
句
集
は
『
泊
船
集
』
所
収
「
芭
蕉
庵
拾
遺
稿
」

の
み
と
す
る
が
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
も
該
当
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
か

ら
述
べ
る
よ
う
に
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
は
や
や
特
殊
な
句
集
で
あ
り
、

そ
の
た
め
例
外
と
し
て
分
類
し
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
3
）　

引
用
は
、『
俳
諧
珍
本
集
』（『
俳
諧
文
庫
』
第
十
八
編
）
に
よ
る
。

た
だ
し
、
私
に
体
裁
等
を
整
え
た
（
以
下
、
全
て
同
じ
）。

（
4
）　

例
え
ば
、林
羅
山
の『
癸
未
紀
行
』は
正
保
二
年（
一
六
四
五
）刊
で
、

羅
山
生
前
の
刊
行
で
あ
る
。『
癸
未
紀
行
』
は
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
随
所
に
長
文
の
前
書
（
二
字
下
げ
）
を
伴
っ
た
漢
詩
が
織
り

込
ま
れ
て
お
り
、形
式
的
に
は
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』
に
似
て
い
る
。
ま
た
、

木
下
長
嘯
子
の
歌
文
集
で
あ
る
『
挙
白
集
』
刊
行
が
、『
そ
ら
つ
ぶ
て
』

刊
行
と
同
年
の
慶
安
二
年
で
あ
り
、
個
人
の
作
品
を
刊
行
す
る
こ
と
が
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一
般
的
な
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）　
『
い
な
ご
』
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
刊
の
自
撰
句
集
で
あ
る
。

た
だ
し
、
同
集
は
「
絵
俳
書
の
嚆
矢
」（『
俳
文
学
大
辞
典
』「
い
な
ご
」

項
〈
榎
坂
浩
尚
執
筆
〉）
と
言
わ
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
個
人
句
集
と

は
異
な
る
。

（
6
）　
『
い
ま
み
や
草
』
は
、
長
文
の
前
書
が
多
い
点
で
『
そ
ら
つ
ぶ
て
』

に
類
似
し
て
い
る
が
、
長
文
の
前
書
の
場
合
は
句
の
方
が
二
字
下
げ
に

な
っ
て
い
る
点
が
独
特
で
あ
る
。

（
7
）　

笠
間
書
院
、1971

。

（
8
）　

た
だ
し
、
前
掲
『
芭
蕉
句
集
の
研
究
』
で
は
、『
泊
船
集
』
に
お

い
て
明
ら
か
に
句
形
を
誤
っ
て
い
る
句
は
、五
七
四
句
中
二
十
五
句
で
、

従
来
言
わ
れ
て
き
た
ほ
ど
杜
撰
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
注

7
、p.21

）。

（
9
）　
『
芭
蕉
句
集
の
研
究
』（
注
7
）、p.2-3

。

（
10
）　
『
泊
船
集
』
の
引
用
は
、
古
典
俳
文
学
大
系
第
六
巻
に
よ
る
。

（
11
）　

許
六
編
『
校
正
泊
船
集
』
や
土
芳
編
『
蕉
翁
句
集
』
は
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
写
本
で
あ
る
。
ま
た
、『
芭
蕉
句
集
の
研
究
』
で
は
、
両
者

と
も
『
泊
船
集
』
を
土
台
と
し
た
本
で
、
特
に
『
校
正
泊
船
集
』
は
十

分
に
校
正
を
果
た
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
と
す
る
（
注
7
、p.44

、

p.53

）。

（
12
）　

表
1
に
取
り
上
げ
た
各
句
集
の
編
者
は
そ
の
門
流
の
高
弟
と
は
い

い
が
た
い
例
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
原
因
不
明
で

あ
る
。
た
だ
し
、『
野
坡
吟
草
』
の
編
者
風
之
・
文
下
は
書
肆
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
も
野
坡
の
俳
書
を
刊
行
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
個
人
句
集
の

編
集
も
し
や
す
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
表
2
に
取
り
上
げ
た
句
集

の
編
者
は
、
表
1
と
は
違
い
、
各
門
の
高
弟
が
多
い
が
、
書
肆
が
編
者

と
な
っ
た
例
は
複
数
見
ら
れ
る
。

（
13
）　

引
用
は
、『
元
禄
名
家
句
選
』（『
普
及
版
俳
書
大
系
』
第
十
一
巻
）

に
よ
る
。

（
14
）　

引
用
は
、『
蕉
門
俳
諧
続
集
』（『
普
及
版
俳
書
大
系
』
第
八
巻
）

に
よ
る
。

（
15
）　

引
用
は
、『
元
禄
名
家
句
選
』（『
普
及
版
俳
書
大
系
』
第
十
二
巻
）

に
よ
る
。

（
16
）　

前
出『
俳
文
学
大
辞
典
』「
句
集
」項
で
は
、『
淡
々
発
句
集
』を「
故

人
の
発
句
集
」
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
し
か
し
、
同
集
は
延
享
三

年
（
一
七
四
六
）
に
序
文
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
句
集
の
内
容
か

ら
し
て
も
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
の
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
と
考

え
る
積
極
的
な
根
拠
が
な
く
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
17
）　

例
え
ば
蝶
夢
は
、
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
句
集
『
草
根

集
』
を
寛
政
期
に
刊
行
予
定
だ
っ
た
（『
蝶
夢
全
集
』）。
樗
良
や
几
董
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も
同
様
で
あ
り
、
無
名
の
作
者
の
も
の
も
含
め
れ
ば
、
か
な
り
の
数
に

な
る
だ
ろ
う
。

（
18
）　

な
お
、作
者
本
人
が
そ
こ
ま
で
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、の
ち
に
『
吏

登
句
集
』（
寛
政
五
年
〈
一
七
九
三
〉
刊
）
が
編
ま
れ
た
こ
と
は
、
こ

の
こ
ろ
に
は
句
集
の
刊
行
が
既
に
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証

左
と
な
ろ
う
。

（
19
）　

引
用
は
、『
中
興
俳
諧
名
家
集
』（『
普
及
版
俳
書
大
系
』
第
十
九
巻
）

に
よ
る
。

（
20
）　

以
下
、『
蓼
太
句
集
』
の
引
用
は
、『
蓼
太
全
集
』（『
俳
諧
文
庫
』

第
十
七
編
）
に
よ
る
。

（
21
）　

以
下
、『
蘿
葉
集
』
の
引
用
は
、『
也
有
全
集
』（『
俳
諧
文
庫
』
第

六
編
）
に
よ
る
。

（
22
）　

引
用
は
、『
元
禄
名
家
句
選
』（『
普
及
版
俳
書
大
系
』
第
十
二
巻
）

に
よ
る
。

（
23
）　

引
用
は
、『
蕪
村
暁
台
全
集
』（『
俳
諧
文
庫
』
第
十
二
編
）
に
よ
る
。

（
24
）　

寺
島
徹
「
板
本
『
枇
杷
園
句
集
』
の
成
立
―
自
筆
稿
本
『
甲
寅

秋　

枇
杷
園
句
集
』
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
近
世
文
芸
』
第

六
十
四
号
）
参
照
。

（
25
）　

例
え
ば
、
成
美
の
句
集
『
成
美
家
集
』
は
、
表
向
き
は
息
や
久
蔵

ら
の
編
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
自
撰
集
で
あ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
（『
俳
文
学
大
辞
典
』「
成
美
家
集
」
項
）。

（
26
）　

大
江
丸
の
句
集
『
俳
懺
悔
』
の
天
府
に
よ
る
序
文
に
、「
初
め
の

筆
と
ら
ん
や
と
い
な
む
べ
き
事
な
が
ら
蓼
師
の
需
に
応
ず
」
と
あ
る
。

（
27
）　

こ
の
よ
う
な
合
同
句
集
が
後
世
に
与
え
た
影
響
も
大
き
い
だ
ろ

う
。
例
え
ば
、
子
規
は
『
獺
祭
書
屋
俳
句
帖
抄
』（
俳
書
堂
、1902

）

序
文
に
お
い
て
、明
治
二
十
四
年
ご
ろ
、『
猿
蓑
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
『
三

傑
集
』（『
発
句
三
傑
集
』。
闌
更
・
暁
台
・
蓼
太
の
合
同
句
集
）を
読
ん
で
、

影
響
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
（p.12

）。

付
記
：
本
稿
は
、
京
都
近
世
小
説
研
究
会
令
和
三
年
四
月
例
会
（
オ
ン
ラ

イ
ン
）
に
お
け
る
発
表
「
個
人
句
集
概
説
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

席
上
で
は
様
々
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
。
深
く
感
謝
す
る
。
た
だ
し
、
個

人
句
集
の
概
観
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
そ
の
性
質
上
、
多
人
数
の
英
知
を

結
集
さ
せ
な
け
れ
ば
深
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
現
状
の
認
識
に
は
ま

だ
ま
だ
不
十
分
な
点
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
ま
す
ま
す
積
極
的
な
ご
叱

正
を
お
願
い
し
た
い
。

 

（
み
は
ら　

な
お
こ
／
本
学
大
学
院
生
）
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表
１　

蕉
門
に
お
け
る
主
要
な
個
人
句
集
一
覧

句
集
名

刊
年
（
序
跋
執
筆
年
含
む
）

作
者

没
年

編
者

備
考

五
元
集

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）

其
角

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）

旨
原

四
巻
中
二
巻
が
発
句
集

玄
峰
集

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）

嵐
雪

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）

旨
原

蓮
二
吟
集

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）

支
考

享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
一
浮

野
坡
吟
草

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）

野
坡

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）

風
之
・
文
下

去
来
発
句
集

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）

去
来

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）

蝶
夢

『
丈
草
発
句
集
』
と
セ
ッ
ト
（
上
巻
）

丈
草
発
句
集

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）

丈
草

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）

蝶
夢

『
去
来
発
句
集
』
と
セ
ッ
ト
（
下
巻
）

杉
風
句
集

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）

杉
風

享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
梅
人

桃
隣
句
選
七
巻
集

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）

桃
隣

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）

四
世
桃
隣

連
句
七
巻
収
録
。
桃
隣
百
回
忌
追
善

惟
然
坊
句
集

文
化
九
年
（
一
八
一
二
）

惟
然

正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）

秋
挙

北
枝
発
句
集

天
保
三
年
（
一
八
三
二
）

北
枝

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

北
海

五
老
井
発
句
集

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

許
六

正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）

山
蔭

浪
化
上
人
発
句
集

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

浪
化

元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
野
鶴
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表
２　

中
興
期
前
後
の
作
者
た
ち
の
主
要
な
個
人
句
集
一
覧

句
集
名

刊
年
（
序
跋
執
筆
年
含
む
）

作
者

没
年

編
者

備
考

く
ち
葉

不
明
（
備
考
欄
参
照
）

祇
空

享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
戸
外

三
回
忌
（
一
七
三
五
）
～
七
回
忌
（
一
七
三
九
）
の
間
に
刊
行

麦
林
集

不
明
（
備
考
欄
参
照
）

乙
由（
麦
林
）
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）

麦
浪

元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
～
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
の
間
に
刊
行

淡
々
発
句
集

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

淡
々

宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
分
外

生
前
の
刊
行
。
続
編
あ
り

桑
々
畔
発
句
集

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

貞
佐

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
有
佐
ら

夜
半
亭
発
句
帖

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）

巴
人

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）

雁
宕
ら

巴
人
十
三
回
忌
追
善

千
代
尼
句
集

宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
千
代
尼

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）

既
白

生
前
の
刊
行
。
続
編
『
松
の
声
』

古
来
庵
発
句
集
前
篇

明
和
三
年
（
一
七
六
六
）

存
義

天
明
二
年
（
一
七
八
二
）

図
大

生
前
の
刊
行
。
還
暦
記
念

蘿
葉
集

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）

也
有

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）

達
下

生
前
の
刊
行
。
拾
遺
編
あ
り

蓼
太
句
集

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）

蓼
太

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

吐
月

生
前
の
刊
行
。
続
編
あ
り

俳
諧
而
形
集

明
和
九
年
（
一
七
七
二
）

二
世
平
砂

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）

二
世
平
砂

生
前
の
刊
行
。
個
人
句
集
の
う
ち
最
大
の
も
の
と
さ
れ
る

蕪
村
句
集

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）

蕪
村

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）

几
董

『
蕪
村
自
筆
句
帳
』
が
基
と
な
っ
て
い
る
。
蕪
村
一
周
忌
追
善

樗
良
発
句
集

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）

樗
良

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）

甫
尺

元
は
生
前
刊
行
予
定
だ
っ
た
。
拾
遺
編
あ
り

半
化
坊
発
句
集

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

闌
更

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）

車
蓋

生
前
の
刊
行


