
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

明
治
期
の
新
旧
両
派
が
唱
え
た
い
わ
ゆ
る
「
蕉
風
閑
寂
論
」
は
、
明
治
期
の
俳

壇
に
お
け
る
芭
蕉
論
の
主
流
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
代
に
日
本
で
の
留
学
生
活

を
経
験
し
た
周
作
人
は
、
新
旧
両
派
の
著
作
の
論
調
に
影
響
さ
れ
、
独
自
の
「
蕉

風
閑
寂
論
」
を
形
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
周
作
人
に
お

け
る
芭
蕉
観 

―
「
閑
寂
」
の
語
に
つ
い
て 

―
」
に
お
い
て
論
じ
た（
１
）。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
蕉
風
閑
寂
論
」
は
、
大
正
期
に
入
っ
て
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
研
究
は
意
外
と
盲
点
と
な
っ

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
明
治
期
に
つ
い
て
の
考
察
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
大
正
時
代

に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
俳
諧
研
究
書
の
代
表
作
（
巻
末
表
に
一
覧
）
を
読
み
進
め
、

と
く
に
「
古
池
句
」
を
巡
る
「
蕉
風
閑
寂
論
」
の
認
識
を
分
析
し
た
上
で
、
大
正

期
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
　

第
一
章　

�

大
正
期
の
代
表
的
芭
蕉
論
及
び　
　
　
　
　

「
古
池
句
」
へ
の
評
論

　
　
　
　

一　

木
津
碩
堂
と
岡
本
黙
骨

　

大
正
期
に
お
け
る
「
蕉
風
論
」
に
触
れ
る
前
に
、
大
正
期
の
芭
蕉
研
究
代
表
作

か
ら
見
ら
れ
た
芭
蕉
像
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
、
大
正
期
に
活
躍
し
て

い
た
国
文
学
者
、
俳
論
家
、
大
学
教
授
の
よ
う
な
知
識
人
の
著
し
た
芭
蕉
研
究
資

料
を
表
に
ま
と
め
巻
末
に
添
付
し
た
。
童
蒙
用
の
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
一
般

向
け
以
上
を
読
者
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
と
し
て
は
、
木
津
碩
堂
の
い
わ
ゆ
る
「
芭
蕉
偉
人
説
」
と
、
岡
本
黙

骨
の
主
張
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
芭
蕉
聖
者
説
」
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
出
版
さ
れ
た
岡
本
黙
骨
の
『
俳
聖
芭
蕉
』
で
は
、

芭
蕉
を
「
聖
者
」
と
表
現
す
る
論
調
が
見
ら
れ
た
が
、そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、

芭
蕉
の
偽
書
と
い
わ
れ
る
『
行
脚
の
掟（
２
）』
で
あ
る
。
旅
中
の
一
茶
一
飯
の
恩
に
感

激
し
た
芭
蕉
の
素
朴
な
性
格
、
俳
道
に
精
根
を
尽
く
し
た
恬
淡
と
し
た
生
活
態
度

に
対
し
て
、
岡
本
は
、
芭
蕉
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方

　
　
　
　
　
　

―
「
古
池
や
」
の
句
を
中
心
に
し
て　

―
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大
正
時
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け
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蕉
評
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す
べ
て
こ
の
心
を
以
て
一
生
を
送
つ
た
芭
蕉
に
人
格
の
高
大
な
る
こ
と
は
、

敢
え
て
更
に
贅
す
る
の
要
あ
る
を
見
ず
。
実
に
古
今
の
間
に
冠
絶
し
た
聖
者

と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
芭
蕉
を
「
聖
者
」
と
す
る
見
方
は
、
す
で
に
明
治
四
十
二
年
に
出
版

さ
れ
た
天
生
目
杜
南
の
『
評
伝
芭
蕉
』
に
も
見
ら
れ
る（
３
）。
し
か
し
、
杜
南
が
、
芭

蕉
の
生
涯
を
徹
底
的
に
浪
漫
化
し
た
上
で
彼
を
「
聖
者
」
と
み
な
し
て
い
た
の
に

た
い
し
、
岡
本
は
、
芭
蕉
の
無
欲
素
朴
な
人
間
性
に
注
目
し
、「
詩
人
」
と
い
う

観
点
か
ら
芭
蕉
を
「
聖
者
」
と
す
る
見
方
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
十
年
程
後
の
大
正
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
木
津
碩
堂
の
『
新
し
い
研
究

芭
蕉
翁
の
面
影
』（
昭
和
七
年
に
『
俳
聖
芭
蕉
翁
の
面
影
』
と
し
て
再
版
）
に
お

い
て
は
、
次
の
よ
う
に
芭
蕉
を
「
偉
人
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
論
調
が
見
ら

れ
る
。

　
　

 

頃
は
寛く
わ

文ぶ
ん

年ね
ん
か
ん間
の
こ
と
で
あ
る
。
北き
た
む
ら
き
ぎ
ん

村
季
吟
の
門も
ん
か下
か
ら
黒く
ろ
ぞ染
め
の
袖そ
で
み
じ
か短く

か
ゝ
げ
た
白し
ら
た
け竹

の
枝え
だ
な
が長

く
曳ひ

い
た
一ひ
と
り人

の
偉い
じ
ん人

が
現あ
ら

は
れ
出で

た
が
、
忽た
ち
まち

に

し
て
天て
ん
か下

の
俳は
い
だ
ん壇

を
圧あ
つ
た
う倒

し
、
正せ
い
ふ
う風

と
記し
る

し
た
傘さ
ん
か下

無む
れ
う量

三
千
余よ

の
門も
ん
じ
ん人

を

集あ
つ

め
て
統と

う一
の
令れ
い

を
海か
い
な
い内
に
布し

い
た
。
其そ

の
偉ゐ
じ
ん人
と
は
誰だ
れ

だ
ろ
う
。
僧そ
う

に
似に

て
塵ち
り

の
あ
る
俗ぞ
く

に
似に

て
髪か
み

の
な
い
松ま
つ
お
ば
せ
う
お
う

尾
芭
蕉
翁
で
あ
る
。
松ま
つ
お
ば
せ
う
お
う

尾
芭
蕉
翁
、
初は
じ

め
の
頃こ
ろ

は
暫し
ば
らく

壇だ
ん

林り
ん
て
う調

に
親し
た
しし

ん
で
ゐ
た
が
、
如い

か何
に
其
の
句く
て
う調

の
厭い
や

し
く

し
て
誦し
や
うす

る
に
足た

ら
ぬ
の
を
慨な
げ

き
、
こ
の
刷さ
つ
し
ん新

を
計は
か

ら
う
と
思お
も

ひ
立た

ち
た
。

そ
れ
よ
り
遍あ
ま
ねく
名め
い
ざ
ん
た
い
せ
ん

山
大
河
を
踏と
う
は破
し
て
自し
ぜ
ん然
の
神し
ん
ぴ秘
を
発あ
ば

き
、
又
杜と

り律
が
風ふ
う

骨こ
つ

を
探さ
ぐ

り
、
西さ
い
げ
う行
が
山さ
ん
か
し
ふ

家
集
の
微び
め
う妙
を
究き
は

め
な
ど
し
て
、
嘗
し
や
う
た
ん
く
う
わ

胆
臥
薪し
ん

年
を

積つ

む
こ
と
久
し
か
つ
た
が
、
終つ
い

に
大お
お
いに

悟さ
と

る
と
こ
ろ
と
な
つ
て
、
正せ
い
ふ
う風

と
な

名
づ
け
た
一い
っ

格か
く

を
案あ
ん
し
ゆ
つ出す
る
に
至い
た

つ
た
。

　

か
つ
て
の
杜
南
と
同
じ
よ
う
に
芭
蕉
が
手
放
し
で
称
讃
さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
の

生
涯
を
詩
想
を
磨
く
旅
と
み
な
す
論
調
は
、
す
で
に
明
治
の
新
派
俳
人
か
ら
批
判

さ
れ
て
い
た
が（
４
）、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉
を
あ
く
ま
で
も
「
偉
人
」
と
主
張
す

る
、
明
治
俳
壇
の
旧
派
に
通
じ
た
芭
蕉
神
格
化
の
姿
勢
に
立
つ
論
調
と
よ
み
と
れ

る
。

　

さ
ら
に
、
同
じ
著
作
の
中
の
「
翁
の
略
伝
」
の
節
で
も
、

　
　

 

詞し
く
わ華

は
高た
か

く
一
世せ
い

に
鳴な

つ
て
ゐ
た
が
、
其そ

の
韻ゐ
ん

も
長と
こ
しへ

に
流な
が

れ
て
天て
ん
か下

の
法は
ふ

と
な
り
、
後の
ち

の
世よ

に
至い
た

る
も
俳は
い

諧か
い

正せ
い

風ふ
う

体た
い

の
祖そ

神し
ん

と
仰あ
ふ

が
れ
て
ゐ
る
も
の
は

松ま
つ
お尾

翁お
う

で
あ
る
。

と
、
明
治
期
の
旧
派
俳
人
が
唱
え
た
の
と
同
様
に
、
芭
蕉
を
「
祖
神
」
と
す
る
神

格
化
さ
れ
た
芭
蕉
像
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
　
　
　

二　

木
津
の
「
古
池
句
」
解
釈
と
王
維

　

で
は
、
こ
の
両
者
は
、
芭
蕉
の
代
表
句
と
見
な
さ
れ
て
い
た
「
古
池
句
」
を
、

ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

明
治
の
旧
派
俳
人
と
な
ん
ら
変
わ
る
所
の
な
い
説
を
述
べ
て
い
た
木
津
の
解
釈

か
ら
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
一
言
、
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王わ
う
ゐ維

が
詩し

の
妙め
う

を
あ
ら
わ
し
た
か
と
思お
も

ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（『
新
し
い
研
究　

芭
蕉
翁
の
面
影
』
大
正
十
一
年
刊
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
古
池
句
」
を
王
維
の
詩
趣
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
姿
勢（
５
）は

、
明
治
か
ら
大

正
末
期
に
か
け
て
の
芭
蕉
論
全
体
を
見
渡
し
て
も
な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
が
、

こ
の
見
方
は
、
明
治
の
旧
派
俳
人
の
、「
古
池
句
」
を
禅
的
に
解
釈
す
る
姿
勢
と

つ
な
が
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

同
書
の
「
誄
辞
」
の
節
に
は
、「
古
池
句
」
に
関
わ
る
春
湖
の
「
参
禅
問
答
」

の
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

翁お
う

は
初は
じ

め
て
仏ぶ
つ

頂て
う

に
就つ

い
て
禅ぜ
ん

を
修を
さ

め
た
。
仏ぶ
つ

頂て
う

は
常ひ
だ
ち
の
こ
く
こ
ん
ぽ
ん
じ

陸
国
根
本
寺
の
住
ぢ
う
し
よ
く職

で
あ
つ
た
が
、
臨り
ん
ざ
い
し
う

済
宗
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
ほ
ど
だ
か
ら
、
禅ぜ
ん
き機

は
世よ

に
高た
か

く

戒か
い
く
わ
う

光
は
遠と
ほ

く
輝か
ゝ
やい

て
、
衆し
ゆ
う
し
よ庶の

渇か
つ
げ
う仰

し
て
ゐ
る
こ
と
も
亦ま
た

一
方か
た

で
は
な
か
つ

た
（
中
略
）。
互た
が
ひに
仏ぶ
つ

道だ
う

を
論ろ
ん

じ
禅ぜ
ん
み味
を
談だ
ん

じ
て
其そ

の
談だ
ん
ろ
ん論
が
漸よ
う
やく
酣
た
け
な
はな
る

頃こ
ろ

、
翁お
う

は
忽た
ち
まち
禅ぜ
ん
ぽ
ふ法
の
秘ひ

鍵け
ん

お
の
づ
か
ら
解と

け
た
や
う
な
心こ
ゝ
ち地
が
し
て
、
大お
ほ

い
に
其そ

の
機き

び微
の
妙め
う

を
悟さ
と

る
こ
と
を
得え

た
。
其そ

の
庭て
い

前ぜ
ん

か
ら
洩も

れ
て
来き

た
ち

や
ぶ
ん
と
い
ふ
一
声せ
い

を
耳み
み

に
傾か
た
むけ

て
、
思お
も

は
ず
、

　
　
　
　

古ふ
る
い
け池

や
蛙
か
は
づ

飛と

び
込こ

む
水み
ず

の
音お
と

　
　

 

と
吟ぎ
ん

じ
た
が
、
仏ぶ
つ

頂て
う

を
聞き

い
て
其そ

の
風ふ
う
が雅
参さ
ん
ぜ
ん禅
の
功く
ど
く徳
に
驚け
う
き喜
し
、
暫し
ば
らく
言こ
と

葉ば

も
出
な
か
つ
た
。
こ
れ
よ
り
翁お
う

の
俳は
い
か
い諧

は
い
よ
い
よ
神し
ん

に
入い

つ
て
所い
わ
ゆ
る謂

正せ
い

風ふ
う

体た
い

の
基も
と
ゐを

た
立
つ
る
こ
と
と
な
つ
た
。　
　
　
　
　
　
　

 （
右
同
）

　

明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
に
出
版
さ
れ
た
旧
派
俳
人
三
巴
の
『
俳
諧
古
池

注
集
』
に
は
、
芭
蕉
の
「
古
池
句
」
に
付
会
さ
れ
た
「
禅
味
」
や
「
禅
理
」
の
諸

伝
説
が
収
録
さ
れ
、「
芭
蕉·

禅·

閑
寂
」
の
三
者
を
一
体
に
し
た
明
治
俳
壇
の
芭

蕉
神
神
格
化
の
様
相
が
は
っ
き
り
と
よ
み
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
見
方
こ
そ
が
明
治
俳
壇
の
主
流
で
あ
っ
た
が
、「
参
禅
問
答
」
の
よ
う
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
、
後
に
新
派
俳
人
か
ら
猛
烈
に
批
判
さ
れ
、
芭
蕉
を
高
め
る
た
め
の

異
説
、
妄
説
に
す
ぎ
な
い
と
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
経

過
を
経
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
津
は
、
大
正
十
一
年
と
い
う
時
期
に
な
っ

て
も
、
相
変
わ
ら
ず
「
参
禅
問
答
」
の
説
を
巻
頭
に
取
り
上
げ
て
、
明
治
旧
派
俳

人
の
示
し
た
芭
蕉
神
格
化
と
同
様
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
葉
こ
そ

違
う
が
、
木
津
の
い
う
、「
古
池
句
」
は
「
王わ
う
ゐ維
が
詩し

の
妙め
う

を
あ
ら
わ
し
た
」
と

言
う
説
は
、「
王
維
」
を
「
禅
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
芭
蕉
・
禅
・

閑
寂
」
の
三
者
を
同
一
視
、
一
体
化
し
た
旧
派
の
論
調
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

木
津
は
、『
芭
蕉
翁
の
面
影
』
の
巻
首
「
翁
の
誕
生
地
」
の
中
で
も
、
同
じ
よ

う
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

　
　

 

伊い

が賀
と
い
ふ
と
邊へ
ん
す
う陬

な
小ち
い

さ
ひ
国く
に

の
や
う
に
思お
も

ふ
も
の
も
あ
ら
う
が
、
し
か

も
地ち

は
時と
き

の
帝て
い

都と

に
近ち
か

く
て
、
位く
ら
ゐは

東と
う
か
い
ど
う

海
道
十
五
ヶ
国こ
く

の
首は
じ

め
に
列つ
ら
なり

、
四

に
も
緑
み
ど
り

滴し
た
ゝる
連れ
ん
ら
ん巒
も
て
圍か
こ

ま
れ
た
一
つ
の
仙せ
ん
け
う境
で
あ
る
。
涓け
ん
〳
〵々

と
流な
が

れ
て
ゐ

る
水み
づ

は
、
或あ
る
ひは

山さ
ん
え
う腰

を
繞め
ぐ

り
、
或
は
平へ
い

野や

を
貫つ
ら
ぬい

て
、
北き
た

に
は
巌い
わ
く
ら倉

の
峽け
ふ
な
ん南

に
は
赤あ
か
め目

が
瀧た
き

の
勝せ
う

区く

が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　

大
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こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
生
地
で
あ
る
伊
賀
の
五
庵
（
無
名
庵
、
瓢
竹
庵
、
東
麓
庵
、

西
麓
庵
、
蓑
虫
庵
）
の
風
景
を
美
文
調
で
綴
り
、
明
治
期
の
旧
派
俳
人
で
あ
っ
た

杜
南
の
よ
う
に
、
芭
蕉
そ
の
人
や
芭
蕉
の
生
涯
に
関
わ
る
全
て
を
浪
漫
化
し
た
姿

勢
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

三　

岡
本
の
「
古
池
句
」
解
釈

　

つ
い
で
、
芭
蕉
を
「
聖
人
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
な
が
ら
も
、
旧
派
の
い
う

「
聖
人
」と
は
異
な
っ
た
姿
勢
を
示
し
て
い
た
岡
本
の
説
を
見
て
み
よ
う
。「
芭
蕉
・

禅
・
閑
寂
」
を
一
つ
に
し
て
考
え
た
木
津
の
「
古
池
句
」
解
釈
に
対
し
て
、
岡
本

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

一
時
は
芭
蕉
の
俳
諧
に
は
必
ず
禅
機
を
含
め
る
も
の
と
し
て
、
牽
強
附
会
の

説
を
為
す
を
好
む
傾
向
を
す
ら
生
じ
た
。（
中
略
）
句
と
し
て
は
実
に
幼
稚

な
単
純
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
而
し
て
此
句
は
幼
稚
な
る
自
然
摸
写
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
や
が
て
芭
蕉
が
自
然
の
深
奥
に
悟
入
す
る
前
提
で
あ
つ

て
、
此
点
か
ら
見
て
、
此
句
は
必
ず
し
も
全
く
無
価
値
で
あ
る
と
は
言
へ
な

い
。
但
だ
此
の
一
句
を
以
つ
て
無
上
の
価
値
あ
る
も
の
ゝ
如
く
思
ふ
の
は
、

は
じ
め
芭
蕉
を
崇
拝
す
る
の
余
り
に
出
で
、
終
に
芭
蕉
を
賊
す
る
徒
輩
に
濫

用
せ
ら
れ
る
の
結
果
を
成
し
た
。
斯
の
如
く
し
た
、
無
暗
に
芭
蕉
の
句
と
禅

と
を
結
び
つ
け
や
う
と
す
る
事
は
極
め
て
無
価
値
な
所
業
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
然
し
俳
諧
と
禅
味
と
の
共
通
点
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
確
か
に
容
認
さ

れ
る
。
俳
句
と
禅
と
の
共
通
し
且
つ
合
致
す
る
所
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
象
の
真

相
に
対
す
る
直
感
、
直
覚
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
俳
聖
芭
蕉
』
日
月
社　

大
正
三
年
）

こ
れ
ら
の
記
述
の
中
の
、「
俳
句
と
禅
と
の
共
通
し
且
つ
合
致
す
る
所
は
、
あ
ら

ゆ
る
物
象
の
真
相
に
対
す
る
直
感
、
直
覚
で
あ
る
」
と
い
う
所
は
、
子
規
の
主
張

し
て
い
た
「
古
池
句
は
あ
り
の
ま
ま
の
一
句
」
と
す
る
見
方（
６
）と

ほ
と
ん
ど
同
じ
も

の
と
読
み
取
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
芭
蕉
の
人
間
像
、
そ
し
て
「
古
池
句
」
に
関
わ
る
認
識
は
、

当
時
を
代
表
す
る
論
と
思
わ
れ
る
木
津
と
岡
本
の
間
で
、
見
て
き
た
よ
う
に
両
極

に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
　
　
　

第
二
章　

�「
古
池
句
」
に
関
わ
る
大
正
期
の��　
　
　
　

一
般
的
な
認
識

　

岡
本
と
木
津
の
主
張
し
た
芭
蕉
の
人
間
像
と
「
古
池
句
」
へ
の
理
解
は
、
大
正

期
に
お
け
る
芭
蕉
論
の
両
極
端
の
代
表
論
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
時
期
の
他
の
研

究
者
た
ち
の
芭
蕉
論
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
ど
ち
ら
に
近
い
か
を
検
討
し
て
い

こ
う
。

　
　
　
　

一　

木
津
に
近
い
論
調

　

ま
ず
、
木
津
の
よ
う
に
、
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
「
禅
味
」
の
源
が
、
芭
蕉
と
仏

頂
の
参
禅
問
答
に
あ
る
、
と
理
解
し
た
論
調
に
は
、
大
正
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た

『
俳
聖
松
尾
芭
蕉
伝
』（
研
吟
会
）
が
あ
る
。
著
者
の
小
嶋
倢
岳
（
明
治
十
年
十
月

～
昭
和
二
年
七
月
、
明
治
・
大
正
期
の
国
文
学
者
・
俳
人
・
芭
蕉
俳
諧
評
論
家　

京
都
府
立
大
学
学
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法
政
大
学
講
師
）
は
、
芭
蕉
の
「
馬
ぼ
く
ぼ
く
我
を
絵
に
見
る
枯
野
哉
」
の
句
を

「
禅
味
」
と
「
参
禅
説
」
に
結
び
つ
け
て
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

　
　
　

馬
ぼ
く
ぼ
く
我
を
絵
に
見
る
枯
野
哉

　
　

 

さ
び
し
さ
の
中
に
動
か
ざ
る
言
妙
の
力
あ
る
は
禅
味
の
賜
で
あ
る
。
元
来
仏

頂
和
尚
は
常
陸
国
鹿
嶋
の
根
本
寺
の
住
職
な
る
も
、
し
ば
し
ば
江
戸
に
来
て

芭
蕉
の
庵
に
宿
禅
機
の
悟
道
に
少
か
ら
ざ
る
感
化
を
与
へ
、
幽
寂
の
時
に
動

ぜ
ず
誹
諧
を
歌
ふ
も
、
蓋
し
俳
禅
一
味
の
力
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
、「
古
池
句
」
の
み
な
ら
ず
、
蕉
風
俳
句
一
般
が
禅
か
ら
影
響
さ
れ
、

蕉
風
の
「
根
本
」
と
な
っ
た
と
、
極
端
に
理
解
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
大
正
十
四
（
一
九
二
五
）
年
に
出
版
さ
れ
た
村
上
計
二
郞
（
明
治
十
七

年
六
月
～
昭
和
五
十
一
年
五
月
、
俳
人
・
芭
蕉
俳
諧
評
論
家
）
の
『
列
伝　

偉
人

の
結
婚
生
活
』
に
も
、

　
　

 

翁お
う

は
三
十
七
八
才さ
い

頃こ
ろ

か
ら
仏ぶ
つ

頂ち
や
うに
就
い
て
禅
を
学ま
な

ん
で
悟さ
と

り
の
道み
ち

に
入は
い

つ
て

ゐ
た
の
で
、
其そ

の
句く

に
は
深ふ
か

い
思し

想さ
う

的て
き

の
背は
い
け
い景

を
有も

つ
て
ゐ
た
。
又ま
た

漢か
ん

学が
く

を

伊い
と
う
た
ん

藤
坦
庵あ
ん

に
学ま
な

び
て
殊こ
と

に
荘さ
う
し子

を
愛あ
い

読ど
く

し
た
の
で
、
其そ

の
生せ
い
く
わ
つ活は

極き
は

め
て
清せ
い

淡た
ん

で
あ
つ
た
。
東と
う
ほ
く北

旅り
よ
か
う行

の
飯い
ひ

阪さ
か

温お
ん
せ
ん泉

に
病や

ん
で
、
道だ
う
ろ路

に
死し

な
ん
、
之
天

命
と
云い

ひ
、

　
　
　
　

古ふ
る
い
け池

や
蛙
か
は
づ

飛と
び

込こ

む
水み
ず

の
音お
と

　
　

 

の
句く

の
如ご
と

き
は
、
閑か
ん
じ
や
く寂に

徹て
つ

せ
る
も
の
で
、
自し
ぜ
ん然

と
自じ

こ己
が
全ま
つ
たく

合が
ふ

一
の
境き
や

地う
ち

に
達た
つ

し
て
ゐ
る
。
芭ば
せ
う蕉
の
素そ
や
う養
と
人じ
ん
か
く格
な
く
し
て
容よ
う
い易
に
出
る
も
の
で
は

無な

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
、「
古
池
句
」
は
、
禅
学
の
世
界
で
産
ま
れ
た
「
閑
寂
」
な
一
句
で
あ
る
と
強

調
さ
れ
て
い
る
。

　

私
の
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
、
木
津
を
除
け
ば
、「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」

の
話
と
結
ん
で
神
格
化
し
た
大
正
時
代
の
論
調
は
、
以
上
の
二
人
の
著
作
の
中
に

し
か
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

二　

岡
本
に
近
い
論
調

　

そ
の
一
方
で
、「
古
池
句
」
に
附
会
し
た
「
参
禅
問
答
」
を
批
判
す
る
岡
本
の

説
に
近
い
論
調
は
、
こ
の
時
期
急
速
に
増
え
て
く
る
。
出
版
の
年
次
を
お
っ
て
見

て
い
こ
う
。

　

ま
ず
、
大
正
二
年
に
出
版
さ
れ
た
沼
波
瓊
音
の
『
芭
蕉
句
撰
講
話
』
に
は
、
次

の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
　

　
　
　
　

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

　
　

 

句
の
意
は
説
明
す
る
ま
で
も
無
い
、
明
ら
か
で
あ
る
。
古
い
池
が
あ
る
。
春

日
静
か
な
る
午
後
で
あ
ら
う
。
蛙
が
ド
プ
―
ン
と
飛
び
込
ん
だ
。
そ
の
と
き

に
湧
い
た
閑
寂
な
る
印
象
を
、
少
し
も
主
観
を
入
れ
な
い
で
、
唯
其
侭
に
云

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
句
は
禅
の
意
を
寓
し
た
も
の
で
、
禅
学
に
通
じ
な
く

て
こ
の
句
の
意
味
は
わ
か
ら
ぬ
や
う
に
云
う
人
は
駄
目
で
あ
る
。（
中
略
）

一
口
に
い
へ
ば
閑
寂
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
古
池
の
吟
に
至
つ
て
は
渾
然

と
し
て
円
満
具
足
の
界
が
包
括
し
て
写
取
ら
れ
て
居
る
。　

大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方
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「
古
池
句
」
を
「
少
し
も
主
観
を
入
れ
な
い
で
、
唯
其
侭
に
云
つ
た
」
と
指
摘
し
、

逆
に
明
治
旧
派
の
主
張
で
あ
る
「
禅
の
意
を
寓
し
た
」
と
い
う
見
方
を
真
っ
向
か

ら
否
定
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
「
禅
」
と
結
び
つ
け
て
の
解
釈
を

否
定
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
句
の
よ
さ
を
「
一
口
に
い
へ
ば

閑
寂
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
古
池
句
」
に
対
す
る
瓊
音
自
身
の
見
方
に
は
、

　
　

 

こ
の
句
は
古
来
非
常
に
神
聖
視
さ
れ
て
来
た
が
、
私
は
こ
の
句
を
芭
蕉
一
生

の
句
中
の
最
傑
作
と
称
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
。　
　
　
　
（
右
同
）

と
い
う
も
の
も
あ
る
。

　

こ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
の
が
高
浜
虚
子
の
説
で
あ
る
。「
写
生
俳
句
」
の
視
点

に
基
づ
い
て
、「
古
池
句
」
を
「
禅
」
と
結
び
つ
け
て
神
格
化
す
る
説
を
批
判
し

た
虚
子
は
、大
正
七
年
の
『
俳
句
は
斯
く
解
し
斯
く
味
ふ
』（
博
文
館
）
に
お
い
て
、

子
規
の
「
写
生
論
」
を
支
持
し
、
次
の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
て
い
た
。

　
　
　
　

古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音

　
　

 

実
際
に
此
句
の
如
き
は
さ
う
た
い
し
た
い
ゝ
句
と
も
考
え
ら
れ
無
い
の
で
あ

る
。
古
池
が
庭
に
あ
つ
て
そ
れ
に
蛙
の
飛
び
込
む
音
が
淋
し
く
聞
こ
え
る
と

い
ふ
だ
け
の
句
で
あ
る
。
牽
強
附
会
の
説
を
加
へ
て
此
の
句
を
神
聖
不
可
侵

の
も
の
と
す
る
の
は
論
外
と
し
て
、
こ
れ
以
上
に
複
雑
な
解
釈
の
し
や
う
は

無
い
の
で
あ
る
。
唯
此
句
は
芭
蕉
が
、
所
謂
芭
蕉
の
俳
句
を
創
め
る
や
う
に

な
つ
た
一
紀
元
を
画
す
も
の
と
し
て
有
名
だ
と
い
ふ
説
は
受
け
取
り
得
べ
き

説
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
迄
の
芭
蕉
は
談
林
調
と
言
つ
て
、
つ
と
め
て
滑
稽
洒

楽
を
言
つ
て
ゐ
た
時
代
の
句
に
な
づ
ん
で
ゐ
た
が
、
此
句
を
作
つ
た
時
代
か

ら
初
め
て
今
日
の
や
う
な
実
情
実
景
を
そ
の
侭
に
描
く
芭
蕉
流
の
俳
句
を
作

る
や
う
に
な
つ
た
。抑
々
そ
の
頓
悟
の
句
が
此
句
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
斯
る
閑
寂
の
趣
こ
そ
俳
句
の
生
命
、
栄
で
あ
る
べ
き
を
悟
つ
た
。

閑
寂
趣
味
と
其
侭
の
敘
写
と
い
ふ
事
が
、
此
句
に
よ
つ
て
初
め
て
体
現
さ
れ

た
と
い
ふ
事
が
何
よ
り
も
芭
蕉
の
満
足
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
自
分
も
此
句

を
持
つ
て
、
初
め
て
悟
り
を
開
い
た
や
う
に
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
。
柳
緑
花

紅
が
仏
者
の
悟
り
で
あ
る
や
う
に
敢
え
て
も
の
を
遠
き
に
求
め
る
わ
け
で
も

無
く
、
実
情
実
景
そ
の
ま
ゝ
を
朴
直
に
叙
す
る
と
こ
ろ
に
俳
句
の
新
生
命
は

あ
る
の
で
あ
る
と
大
悟
し
て
、
そ
れ
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
い
わ
ゆ
る
芭

蕉
文
学
た
る
俳
句
は
展
開
さ
れ
て
来
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
古
池
の
句
に

歴
史
的
の
価
値
を
認
む
べ
き
は
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
無
い
こ
と
で
あ
る
。

　　

江
戸
時
代
以
来
滔
々
と
続
く
「
禅
」
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
解
釈
を
念
頭
に
、

そ
れ
を
「
牽
強
附
会
の
説
を
加
へ
て
此
の
句
を
神
聖
不
可
侵
の
者
と
す
る
の
は
論

外
」
と
、
強
く
否
定
し
、「
実
情
実
景
を
そ
の
侭
に
描
く
」「
其
侭
の
敘
写
」
こ
そ

が
こ
の
句
の
命
で
あ
る
と
、
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
も
「
閑

寂
趣
味
」
と
い
う
言
葉
で
、
こ
の
句
の
良
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深

い
。

　

さ
ら
に
、
大
正
十
年
に
出
版
さ
れ
た
小
林
一
郎
（
明
治
九
年
十
月
～
昭
和
十
九

年
三
月　

東
洋
大
学
教
授
）
の
『
芭
蕉
翁
の
一
生
』
で
は
、支
考
の
『
葛
の
松
原
』

に
よ
っ
て
端
を
発
し
た
「
古
池
句
」
の
神
格
化
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
説
は
今
読
ん
で
見
て
も
、
ま
こ
と
に
さ
も
有
ら
う
と
点
頭
か
る
ゝ
も
の

で
あ
る
が
、
更
に
之
に
附
会
し
て
途
方
も
無
い
説
も
出
来
た
。
此
句
に
た
だ

有
難
味
を
つ
け
や
う
と
す
る
目
的
か
ら
、
禅
と
俳
と
の
一
致
を
主
調
す
る
意

味
で
か
い
た
『
古
池
真
伝
』
な
ど
い
ふ
も
の
が
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
俳

諧
に
は
自
ら
俳
諧
の
天
地
が
あ
る
の
で
、
直
ち
に
之
を
禅
の
附
属
物
の
如
く

に
視
し
て
し
ま
ふ
の
は
間
違
ひ
で
あ
る
。

『
葛
の
松
原
』
以
降
生
ま
れ
た
、「
古
池
句
」
に
た
い
す
る
「
途
方
も
無
い
説
」、「
た

だ
有
難
味
を
つ
け
や
う
と
す
る
目
的
」
の
説
を
頭
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

大
正
十
三
年
に
出
版
さ
れ
た
小
林
の
『
芭
蕉
翁
句
集
評
釈
』
に
お
い
て
も
、

　
　

 

此
文
に
は
多
少
の
誇
張
も
あ
る
や
う
に
思
ふ
が
、
兎
に
角
之
に
よ
つ
て
此
句

の
出
来
た
時
の
や
う
す
は
よ
く
分
る
。
人
里
に
遠
い
深
川
の
庵
で
、
春
の
暮

方
の
至
て
静
か
な
時
独
り
瞑
想
に
耽
る
折
し
も
蛙
の
水
に
飛
び
込
む
音
が
寂

莫
を
破
つ
て
聞
え
た
。
其
の
一
声
の
中
に
自
然
の
美
し
い
調
べ
が
含
ま
れ
て

居
る
こ
と
を
感
じ
て
、
咄
嗟
の
間
に
此
の
一
句
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
閑
寂

の
間
に
深
い
趣
を
見
出
す
こ
と
が
正
風
の
俳
諧
の
旨
と
す
る
所
で
あ
る
が
、

此
の
一
句
に
は
よ
く
其
の
特
色
が
示
さ
れ
て
居
る
や
う
で
あ
る
。
之
を
禅
の

悟
道
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
な
ど
は
見
当
違
ひ
の
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
ら

う
。

の
よ
う
に
、禅
と
結
び
つ
け
て
古
池
句
を
神
秘
化
し
た
旧
派
の
見
方
に
対
し
て
は
、

「
禅
の
悟
道
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
な
ど
は
見
当
違
の
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
ら

う
」
と
か
、
さ
ら
に
、
前
述
の
『
芭
蕉
翁
の
一
生
』
に
お
い
て
も
、

　
　

 

禅
を
以
て
之
を
解
す
る
は
解
す
る
者
の
自
由
で
あ
る
が
、
翁
自
身
の
胸
中
に

は
禅
も
何
も
無
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

と
繰
り
返
し
否
定
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
と
結
び
つ
け
て
神
格
化
し
た
見
方
を

批
判
し
た
一
方
、
小
林
は
「
古
池
句
」
に
お
け
る
文
学
的
な
価
値
観
を
冷
静
な
目

で
見
て
論
評
し
て
も
い
た
。

　
　

 

真
に
俳
道
を
し
て
美
を
詩
歌
に
競
し
め
た
も
の
は
、
翁
の
力
と
い
は
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
同
）

と
、「
禅
」
と
結
び
つ
け
な
い
形
で
の
こ
の
一
句
の
価
値
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

「
古
池
句
」
の
誕
生
を
俳
句
革
新
の
道
標
と
見
な
す
必
要
が
あ
る
と
、
高
く
評
価

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
正
十
四
年
刊
行
の
木
村
三
樹
の
『
芭
蕉
蕪
村
子
規
三
聖
俳
句
撰
集
』

に
お
い
て
も
、「
古
池
句
」
の
文
学
的
価
値
は
、「
禅
」
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い

形
で
、

　
　

 

遂
に
誹
諧
の
大
革
命
を
な
し
、
新
機
軸
を
出
し
て
正
風
と
唱
へ
、
発
句
と
し

て
文
学
部
門
た
る
今
の
所
謂
俳
句
の
第
一
歩
を
開
く
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ

大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方

一
五
九



る
。　
　

と
、高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、同
じ
年
に
刊
行
さ
れ
た
野
口
米
次
郎
（
明

治
八
年
十
二
月
～
昭
和
二
十
二
年
七
月　

大
正
、
昭
和
前
期
の
詩
人
・
小
説
家
・

俳
句
評
論
家
）
の
『
芭
蕉
論
』（
春
秋
社
）
で
も
、
同
じ
よ
う
な
評
価
が
続
い
て

い
る
。

　
　

 「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
で
、
静
寂
を
破
る
一
つ
の
小
さ
い
声
を
聞

い
た
に
過
ぎ
な
い
。（
中
略
）
実
際
芭
蕉
の
幽
寂
な
詩
境
は
こ
の
句
を
以
て
、

一
段
の
進
歩
を
な
し
た
で
あ
ら
う
。　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ
る
。「
幽
寂
な
詩
境
」
と
あ
る
言
葉
に
「
禅
」
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
言
葉

は
添
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
「
古
池
句
」
を
「
参
禅
問
答
」
に
結
び
つ
け
て
神
格
化
す
る
論
調
、
ま
た
芭
蕉

の
人
間
像
を
神
聖
視
す
る
見
方
は
、大
正
末
期
に
も
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
れ
ら
が
主
流
を
占
め
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

本
章
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
に
、
大
正
後
半
期
に
著
さ
れ
た
俳
諧
評
論
家
や
大
学

教
授
の
著
作
に
は
、「
古
池
句
」
を
「
禅
」
と
結
び
付
け
る
よ
う
な
今
な
お
残
る

風
潮
を
、
徹
底
的
に
批
判
し
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、「
古

池
句
」
の
価
値
を
、「
自
然
の
美
し
き
調
べ
」「
閑
寂
の
間
に
深
い
趣
」「
閑
寂
な

る
印
象
を
少
し
も
主
観
を
入
れ
な
い
で
、
唯
其
侭
に
云
つ
た
」
の
よ
う
に
、
純
粋

に
文
学
面
か
ら
積
極
的
に
認
め
る
も
の
が
多
い
。
明
治
の
俳
壇
に
主
流
を
占
め
た

旧
派
俳
人
の
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉
論
に
対
し
て
、
大
正
後
半
期
に
わ
き
お
こ
っ
た

こ
の
よ
う
な
斬
新
な
芭
蕉
論
の
台
頭
に
は
、
何
か
明
確
な
要
因
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
　
　

第
三
章　

子
規
と
虚
子
の
芭
蕉
論

　

明
治
の
俳
壇
で
は
、「
古
池
句
に
禅
味
が
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
題
を
め

ぐ
っ
て
、新
旧
両
派
の
間
に
論
戦
が
ま
き
お
こ
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、特
に
「
古

池
句
」
の
神
格
化
を
終
始
一
貫
し
て
批
判
し
た
子
規
の
主
張
が
、
大
正
期
に
お
け

る
「
芭
蕉
新
論
」
を
誕
生
さ
せ
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
よ
う
。

　

子
規
は
、
明
治
期
の
旧
派
俳
人
が
主
張
し
た
俳
句
の
「
穿
ち
」「
理
屈
」、
い
わ

ば
「
月
並
調
」
を
一
貫
し
て
批
判
し
、俳
句
に
お
け
る
視
覚
的
な
も
の
、所
謂
「
俳

句
の
絵
画
性
」
や
、「
写
生
」
を
す
る
手
法
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
。
こ
う
し

た
考
え
に
基
づ
い
て
、
子
規
は
ま
ず
、
蕉
風
俳
諧
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
　

 

余
は
劈
頭
に
一
断
案
を
下
さ
ん
と
す
。
曰
く
芭
蕉
の
俳
句
は
過
半
悪
句
駄
句

を
以
て
埋
め
ら
れ
、
上
乗
と
称
す
べ
き
者
は
其
何
十
分
の
一
た
る
少
数
に
過

ぎ
ず
。
否
僅
か
に
可
な
る
者
を
求
む
る
も
寥
々
晨
星
の
如
し
。

　
　

 （『
芭
蕉
雑
談
』「
悪
句
」
明
治
二
十
六
年
十
一
月
～
二
十
七
年
一
月 

『
子
規

全
集
』
に
よ
る
）

同
じ
よ
う
な
考
え
は
、
明
治
三
十
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
行
脚
俳
人
芭
蕉　
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子
規
原
稿
』（
私
家
版
）
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
　

 

し
か
も
俳
句
の
楽
し
み
は
形
而
上
の
楽
に
し
て
芭
蕉
は
形
而
下
の
楽
を
有
せ

ず
。
多
（
一
字
分
空
白
）
の
人
に
し
て
形
而
下
の
快
楽
無
き
殆
ど
生
を
保
つ

能
は
ず
。
芭
蕉
は
、
こ
の
必
要
を
充
た
さ
ん
が
た
め
に
、
形
而
下
の
快
楽
を

漫
遊
に
求
め
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　

　

つ
ま
り
子
規
は
、
芭
蕉
の
俳
句
に
は
、
説
明
的
か
つ
散
文
的
な
要
素
、
そ
れ
に

詩
と
し
て
の
純
粋
性
、
所
謂
「
形
而
下
」
の
意
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
批
判
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
で
、「
古
池
句
」
も
、
蕉
風
俳
諧

の
多
く
も
、「
悪
句
駄
句
」
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
子
規
が
『
行
脚
俳
人

芭
蕉
』
の
巻
末
に
添
付
し
た
「
芭
蕉
名
句
集
」（
子
規
が
選
出
し
た
蕉
風
俳
諧
の

名
句
集
）
の
中
に
「
古
池
句
」
を
収
録
し
て
い
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

で
は
、
俳
句
の
抒
情
性
や
絵
画
性
を
重
視
し
た
子
規
に
と
っ
て
、「
古
池
句
」

に
関
わ
る
従
来
か
ら
様
々
な
人
々
が
語
っ
て
き
た
「
閑
寂
論
」
は
ど
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

　
　
　
　

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
お
と 

　
　

 

俗
人
は
則
ち
曰
く
「
到
頭
解
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
而
し
て
近
時
、
西
洋
流
の

学
者
は
則
ち
曰
く
、「
古
池
波
平
か
に
、一
蛙
躍
つ
て
水
に
入
る
の
音
を
聞
く
。

句
面
、
一
閑
静
の
字
を
着
け
ず
し
て
、
閑
静
の
意
言
外
に
溢
る
。
四
隣
闃
寂

と
し
て
車
馬
の
紛
擾
、
人
語
屐
声
の
喧
囂
に
遠
き
を
知
る
べ
し
。
是
れ
美
辞

学
に
所
謂
筆
を
省
き
て
感
情
を
強
く
す
る
の
法
に
叶
へ
り
」
と
。
果
し
て
神

秘
あ
る
か
、
我
こ
れ
を
知
ら
ず
。
果
し
て
解
す
べ
か
ら
ざ
る
か
。
我
こ
れ
を

信
ぜ
ず
。
そ
の
西
洋
学
者
の
言
ふ
所
や
や
庶
幾
か
ら
ん
か
。
然
れ
ど
も
、
未

だ
こ
の
句
を
尽
さ
ざ
る
な
り
。（
中
略
）。
以
上
は
我
臆
測
す
る
所
な
る
を
以

て
、
実
際
は
此
の
如
く
な
ら
ざ
り
し
や
も
計
り
難
け
れ
ど
も
、
蕉
の
思
想
が

変
遷
せ
る
順
序
は
、
こ
の
外
に
出
で
ず
と
思
は
る
。
そ
の
「
蕉
風
」
を
起
せ

し
は
、
実
に
こ
の
時
に
在
り
し
な
り
。
あ
る
い
は
云
ふ
、
こ
の
句
は
芭
蕉
が

禅
学
の
上
に
工
夫
を
開
き
、
大
悟
徹
底
せ
し
時
の
作
な
り
と
。
そ
の
事
、
甚

だ
疑
ふ
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
説
を
為
す
所
以
の
者
、
ま
た
偶
然
に
非
ず
。

け
だ
し
そ
の
俳
諧
の
上
に
於
て
始
め
て
眼
を
開
き
た
る
は
、
禅
学
の
上
に
眼

を
開
き
た
る
と
そ
の
趣
相
似
た
り
。
参
禅
は
諸
縁
を
放
捨
し
、
万
事
を
休
息

し
、
善
悪
を
思
は
ず
、
是
非
に
管
す
る
莫
く
、
心
意
識
の
運
転
を
停
め
、
念

想
観
の
測
量
を
止
め
て
、
作
仏
を
図
る
こ
と
莫
れ
、
と
あ
り
。
蕉
風
の
俳
諧

も
ま
た
こ
の
意
に
外
な
ら
ず
。
妄
想
を
絶
ち
、
名
利
を
斥
け
、
可
否
に
関
せ

ず
、
巧
拙
を
顧
み
ず
、
心
を
虚
に
し
、
懐
を
平
に
し
、
佳
句
を
得
ん
と
執
着

す
る
こ
と
無
く
し
て
、
始
め
て
佳
句
を
得
べ
し
。
古
池
の
一
句
は
此
の
如
く

し
て
得
た
る
第
一
句
に
し
て
、
恰
も
参
禅
日
あ
り
、
一
朝
頓
悟
せ
し
者
と
そ

の
間
髪
を
容
れ
ざ
る
な
り
。
而
し
て
か
の
、
雀
は
チ
ウ
チ
ウ
、
鴉
は
カ
ア
カ

ア
、
柳
は
緑
、
花
は
紅
と
い
ふ
も
の
禅
家
の
真
理
に
し
て
、
却
て
蕉
風
の
骨

髄
な
り
。
古
池
の
句
は
、
実
に
そ
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
詠
ぜ
り
。
否
、「
あ

り
の
ま
ま
」
が
句
と
な
り
た
る
な
ら
ん
。　
　
　
　
　
（『
芭
蕉
雑
談
』）

　

子
規
は
ま
ず
こ
の
句
に
つ
い
て
、「
西
洋
流
の
学
者
」
の
述
べ
る
、「
句
面
、
一

閑
静
の
字
を
着
け
ず
し
て
、
閑
静
の
意
言
外
に
溢
る
。（
略
）
是
れ
美
辞
学
に
所

大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方
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謂
筆
を
省
き
て
感
情
を
強
く
す
る
の
法
に
叶
へ
り
」
と
い
う
「
美
辞
学
」
に
基
づ

い
た
評
価
を
、
そ
う
か
も
知
れ
な
い
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と
判
断
を
保
留
す
る
。

さ
ら
に
、
江
戸
時
代
以
来
、
明
治
の
旧
派
俳
人
も
強
く
主
張
す
る
、「
芭
蕉
が
禅

学
の
上
に
工
夫
を
開
き
、
大
悟
徹
底
せ
し
時
の
作
な
り
」
と
い
う
評
価
に
つ
い
て

も
、
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
一
旦
は
否
定
す
る
が
、「
禅
」
と
つ
な
が
る
と
い
う
点

は
別
の
意
味
で
確
か
に
そ
う
で
あ
る
、
と
肯
定
す
る
。
そ
の
禅
と
通
じ
る
と
こ
ろ

と
は
、
余
計
な
思
い
を
捨
て
去
っ
て
、「
柳
は
緑
、
花
は
紅
」
の
よ
う
に
、
い
わ

ば
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
詠
ん
だ
点
に
あ
る
と
、
結
論
付
け
て
い
る
。

　

子
規
は
さ
ら
に
、「
古
池
の
句
の
弁
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
三
十
一
年
十
月
号
）

に
お
い
て
も
、
文
学
面
か
ら
見
た
「
古
池
句
」
の
歴
史
的
な
価
値
観
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
。

　
　

客
有
り
。
我
草そ
う
ろ廬

を
敲た
た

き
て
俳
諧
を
談
ず
。
聞
ふ
て
曰
く

　
　
　
　

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
音　
　
　
　
　

芭
蕉

　
　

 

の
一
句
古
今
の
傑
作
と
し
て
人
口
を
膾か
い
し
や炙
す
る
所
、
馬
丁
走
卒
も
な
お
か
つ

こ
れ
を
知
る
。
し
か
も
そ
の
意
義
を
問
へ
ば
一
人
の
こ
れ
を
説
明
す
る
者
あ

る
な
し
。
今
こ
れ
が
説
明
を
聴
く
を
得
ん
か
。

　
　

 　

答
へ
て
曰
く
、
古
池
の
句
の
意
義
は
一
句
の
表
面
に
現
れ
た
る
だ
け
の
意

義
に
し
て
復ま
た

他
に
意
義
な
る
者
な
し
。
し
か
る
に
俗
宗
匠
輩
が
こ
の
句
に
深

遠
な
る
意
義
あ
る
が
如
く
言
ひ
做
し
、
か
つ
そ
の
深
遠
な
る
意
義
は
到
底
普

通
俗
人
の
解
す
る
能
は
ざ
る
が
如
く
言
ひ
做な

し
て
、
か
つ
て
こ
れ
が
説
明
を

与
え
ざ
る
所ゆ
え
ん以
の
者
は
、
一
は
自
家
の
本
尊
を
奥
ゆ
か
し
が
ら
せ
て
俗
人
を

瞞ま
ん
ち
や
く
着
せ
ん
と
す
る
に
外
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
一
は
彼
が
こ
の
句
の
歴
史
的
関
係

を
知
ら
ざ
る
に
因
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
古
池
の
句
が
人
口
に
膾
炙
す
る
に
至

り
し
は
、
芭
蕉
自
ら
こ
の
句
を
以
て
自
家
の
新
調
に
属
す
る
劈へ
き

頭と
う

第
一
の
作

と
な
し
、
従
ふ
て
こ
の
句
を
以
て
俳
句
の
変
遷
の
第
一
期
を
劃か
く

す
る
境
界
線

と
な
し
た
る
が
た
め
に
、後こ
う
じ
ん人

相
和
し
て
ま
た
こ
れ
を
口
に
し
た
り
と
見
ゆ
。

し
か
る
に
、
物
換か
わ

り
時
移
る
に
従
ひ
、
こ
の
記
念
的
俳
句
は
そ
の
記
念
の
意

味
を
忘
ら
れ
て
、
か
へ
つ
て
芭
蕉
集
中
第
一
の
佳
句
と
誤
解
せ
ら
る
る
に
至

り
終つ
い

に
臆お
く
せ
つ説

百
出
、
奇
々
怪
々
の
附
会
を
為
し
て
俗
人
を
惑
は
す
結
果
を
生

じ
た
り
。
さ
れ
ば
こ
の
句
以
前
の
俳
諧
史
を
知
る
如し

か
ず
、
意
義
に
お
い
て

は
古
池
に
蛙
の
飛
び
込
む
音
を
聞
き
た
り
と
い
ふ
外
、
一い
ち
ご
う亳

も
加
ふ
べ
き
も

の
あ
ら
ず
。
も
し
一
亳
だ
も
こ
れ
に
加
へ
な
ば
、
そ
は
古
池
の
句
の
真
相
に

非
る
な
り
。
明め
い
め
い々

白は
く
ち地

、
隠
さ
ず
掩お
お

は
ず
、
一
点
の
工
夫
を
用
ゐ
ず
、
一
字

の
曲
折
を
成
さ
ざ
る
処
、
こ
の
句
の
特
色
な
り
。
他た

あ
ら
ん
や
。

　
「
俗
宗
匠
輩
が
こ
の
句
に
深
遠
な
る
意
義
あ
る
が
如
く
言
ひ
做
し
、
か
つ
そ
の

深
遠
な
る
意
義
は
到
底
普
通
俗
人
の
解
す
る
能
は
ざ
る
が
如
く
言
ひ
做な

し
」と
は
、

明
治
の
俳
壇
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
旧
派
宗
匠
た
ち
の
い
う
「
禅
」
に
ひ
き
つ
け
て

の
「
臆お
く
せ
つ説

百
出
、
奇
々
怪
々
の
附
会
を
為
し
て
俗
人
を
惑
は
す
」
よ
う
な
解
釈
を

指
す
。
そ
の
上
で
、「
古
池
の
句
の
意
義
は
一
句
の
表
面
に
現
れ
た
る
だ
け
の
意

義
に
し
て
復ま
た

他
に
意
義
な
る
者
な
し
。」
と
、
端
的
に
述
べ
、
こ
の
句
の
価
値
を
、

「
明め
い
め
い々

白は
く
ち地

、
隠
さ
ず
掩お
お

は
ず
、
一
点
の
工
夫
を
用
ゐ
ず
、
一
字
の
曲
折
を
成
さ

ざ
る
処
」
に
あ
る
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
芭
蕉
自
身
は
、「
こ
の
句
を
以
て
俳

句
の
変
遷
の
第
一
期
を
劃か
く

す
る
境
界
線
」
と
自
覚
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
、
そ
れ

以
上
の
余
計
な
解
釈
の
さ
し
は
さ
ま
れ
る
余
地
の
な
い
も
の
と
し
た
。
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こ
こ
に
、
第
二
章
第
二
節
で
触
れ
た
高
浜
虚
子
（『
俳
句
は
斯
く
解
し
斯
く
味

ふ
』）
の
考
え
を
併
せ
て
み
る
と
、
二
人
の
言
説
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
に
似
て
い
る
。
虚
子
の
芭
蕉
論
は
子
規
の
芭
蕉
論
を
き
わ
め
て
忠
実
に
祖

述
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
俳
句
の
革
新
に
必
ず
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
子
規
、
そ
し
て
子
規
の
主
張
を
受
け
継
い
だ
虚
子
の
よ
う
な
名
手
が
主
導
し
た

蕉
風
俳
諧
の
論
調
は
、
大
正
期
俳
壇
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
導
き
と
な
り
、
芭
蕉

評
論
を
理
性
的
に
促
進
さ
せ
る
大
き
な
要
素
と
な
り
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　

お
わ
り
に　

　

明
治
期
の
子
規
が
、
芭
蕉
の
俳
句
に
つ
い
て
語
っ
た
、「
明め
い
め
い々

白は
く
ち地
、
隠
さ
ず

掩お
お

は
ず
、
一
点
の
工
夫
を
用
ゐ
ず
、
一
字
の
曲
折
を
成
さ
ざ
る
処
」
と
い
う
評
は
、

大
正
期
後
半
に
わ
き
お
こ
っ
た
清
新
な
芭
蕉
論
の
素
地
と
な
り
、
そ
れ
を
祖
述
し

た
虚
子
の
俳
壇
的
地
位
の
大
き
さ
が
、
結
局
、
明
治
以
来
の
旧
派
的
芭
蕉
論
を
押

さ
え
込
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
芭
蕉
論
の
台

頭
は
、
大
正
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
背
景
と
し
た
新
し
い
俳
句
運
動
に
影
響
さ
れ
た
、
と

い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
の
力
不
足
に
よ
り
、
大
正
期
の
俳
句
運
動

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
十
分
な
考
察
が
出
来
て
い
な
い
。今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
大
正
末
年
近
く
か
ら
次
々
と
出
版
さ
れ
る
荻
原
井
泉
水
に
よ
る
芭
蕉
論
は
、

研
究
史
の
上
で
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
芭
蕉
の
人
間
像
を
新
し
く
見
直
そ
う
と
し

た
も
の
と
い
う
評
価（
７
）が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
昭
和
前
半
期
に
お
け
る

芭
蕉
評
論
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
機
会
に
言
及
し
て
み
た
い
。

【
注
】

（
１
）『
和
漢
語
文
研
究
』
第
十
三
号
・
平
成
二
十
七
年
刊
。

（
２
） 

刊
年
不
明
の
単
行
版
も
あ
る
が
、『
芭
蕉
翁
七
書
（
蕉
門
七
書
）』（
享
和
元

〈
一
八
○
一
〉
年
刊
）
の
中
に
「
俳
諧
二
十
五
条
」
や
「
嵯
峨
日
記
」「
奥

細
道
」
な
ど
と
と
も
に
お
さ
め
ら
れ
た
り
、『
随
斎
諧
話
』（
文
政
二
〈
一

八
一
九
〉
年
刊
）、『
関
清
水
物
語
（
二
篇
）』（
文
政
九
〈
一
八
二
六
〉
年
刊
）

な
ど
に
お
さ
め
ら
れ
た
り
す
る
形
で
ひ
ろ
ま
っ
た
。
今
日
で
は
偽
書
と
さ

れ
、
芭
蕉
の
各
種
全
集
類
に
も
お
さ
め
ら
れ
て
い
な
い
。 

（
３
） 

明
治
四
十
二
〈
一
九
○
九
〉
年
に
出
版
さ
れ
た
天
生
目
杜
南
（
明
治
期
の

旧
派
俳
人
代
表
）
の
『
評
伝
芭
蕉
』（
博
文
館
）
で
は
、「
芭
蕉
の
生
涯
」「
芭

蕉
の
人
物
」「
芭
蕉
の
逸
話
」
の
三
方
面
か
ら
、
芭
蕉
行
脚
の
姿
を
、
浪
漫

化
し
、
美
文
調
で
え
が
い
て
い
る
。
特
に
「
芭
蕉
の
人
物
」
に
お
い
て
は
、

「
聖
者
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
当
時
の
旧
派
俳
人
に
共
通
し
た
神
格
化
さ

れ
た
芭
蕉
像
を
述
べ
て
い
る
。

（
４
） 

子
規
を
始
め
と
し
た
新
派
俳
人
は
、
小
築
庵
春
湖
な
ど
の
旧
派
俳
人
の
唱

え
た
「
聖
者
」「
偉
人
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
神
格
化
さ
れ
た
芭
蕉

象
を
批
判
し
た
。
ま
た
、
芭
蕉
の
行
脚
を
ひ
た
す
ら
浪
漫
化
、
神
秘
化
し
、

「
詩
想
を
磨
く
」旅
と
評
論
す
る
旧
派
俳
人
た
ち
の
説
を
も
批
判
し
た
。（
正

岡
子
規
『
行
脚
俳
人
芭
蕉
』・
明
治
三
十
九
年
刊
。
佐
藤
紅
緑
『
芭
蕉
論
稿
』・

明
治
三
十
六
年
刊
、
な
ど
）

（
５
） 

芭
蕉
自
身
が
王
維
の
詩
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
た
か
を
念
の
た
め
に

見
て
み
よ
う
。
従
来
の
注
釈
書
の
中
で
は
、
芭
蕉
の
作
品
で
王
維
の
作
品

を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、

大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方

一
六
三



　
　

 

み
ち
の
く
の
名
所
〳
〵
、
こ
ゝ
ろ
に
お
も
ひ
こ
め
て
、
先
せ
き
屋
の

跡
な
つ
か
し
き
ま
ゝ
に
、ふ
る
道
に
か
ゝ
り
、い
ま
の
白
河
も
こ
え
ぬ
。

（
中
略
）
岩
瀬
の
郡こ
ほ
りす
か
川
の
駅
に
至
れ
ば
、乍
単
斎
等
躬
子
を
尋
て
、

か
の
陽
関
を
出
て
故
人
に
逢
な
る
べ
し
。

　
　
　
　
（ 
俳
文
「
奥
の
田
植
え
歌
」『
古
典
俳
文
学
大
系　

芭
蕉
集
』
に

よ
る
）

『
芭
蕉
必
携
』（
Ⅰ
「
典
拠
（
漢
詩
文
）」・
昭
和
五
十
五
年
刊
）
で
は
、「
彼

陽
関
を
出
て
故
人
に
逢
な
る
べ
し
」
の
典
拠
を
、
王
維
の
「
送
三
元
二
使
二

安
西
一
」
の
一
聯
、「
進
君
更
尽
一
杯
酒
、
西
出
陽
関
無
故
人
」（『
三
体
詩
』

『
詩
人
玉
屑
』
な
ど
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
二
つ
目
は
、次
の
『
幻
住
庵
記
』。

　
　

 

石
山
之
奥
、
岩
間
の
う
し
ろ
に
山
有
。
国
分
山
と
云
ふ
。
そ
の
か
み

国
分
寺
の
名
を
伝
ふ
な
る
べ
し
。
麓
に
細
き
流
を
渡
り
て
翠
微
に
登

る
事
、
三
曲
二
百
歩
に
し
て
、
八
幡
宮
た
ゝ
せ
た
ま
ふ
。（
中
略
）
い

と
ゞ
神
さ
び
物
し
づ
か
な
る
傍
に
、
住
捨
し
草
の
戸
有
。
よ
も
ぎ
、

根
笹
軒
を
か
こ
み
…

傍
線
を
引
い
た
「
根
笹
」
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
七
一
）　

松

尾
芭
蕉
集　

俳
文
編
（
二
）』（
井
本
農
一
等
編　

平
成
三
年
刊
）
に
、「
た

け
高
く
伸
び
た
松
」
と
語
釈
さ
れ
、

　
　

 『
唐
詩
選
』
の
王
維
の
一
首
、「
盧
員
外
象
卜
崔
処
士
興
宗
林
亭
過
」

の
「
科
頭
箕
距
長
松
下
、
白
眼
看
他
世
上
人
」
を
踏
ま
え
た
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
、
と
く
に
芭
蕉
が
活
躍
し
て

い
た
元
禄
前
後
の
時
代
に
お
け
る
『
唐
詩
選
』
の
流
布
及
び
出
版
事
情
に

つ
い
て
は
、

　
　

 

も
ち
ろ
ん
芭
蕉
以
前
か
ら
明
版
本
も
し
く
は
清
版
本
の
『
唐
詩
選
』

は
渡
来
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
当
時
、
舶
載
の
書
物
は
極
め
て
限
ら

れ
た
筋
し
か
入
手
で
き
ず
、
一
般
人
士
に
は
高
嶺
の
花
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
芭
蕉
な
ど
の
寓
目
す
る
可
能
性
は
絶
無
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

　

 　
　
（
日
野
龍
夫
・
諏
訪
春
雄
編『
江
戸
文
学
と
中
国
』昭
和
五
十
二
年
刊
）

と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
芭
蕉
が
そ
れ
を
見
え
た
可
能
性
は
低
い
。

ま
た
中
里
富
美
雄
氏
は
、
芭
蕉
の
作
品
に
お
け
る
漢
詩
文
を
踏
ま
え
た
表

現
を
分
析
さ
れ
て
い
た
が
、
王
維
の
詩
を
踏
ま
え
た
句
は
一
つ
も
な
い
と

結
論
を
出
さ
れ
て
い
る
（「
芭
蕉
と
中
国
文
学
」『
櫻
美
林
大
學
中
國
文
學

論
叢
』
第
十
六
号
・
平
成
三
年
刊
）。

（
６
） 

子
規
は
『
芭
蕉
雑
談
』
に
お
い
て
、
旧
派
俳
人
と
同
じ
よ
う
に
、「
禅
」
と

い
う
言
葉
で
「
古
池
句
」
の
妙
趣
を
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、「
古
池

句
」
を
「
参
禅
問
答
」
の
逸
話
に
結
び
付
け
て
、「
禅
的
閑
寂
論
」
を
唱
え

た
旧
派
の
主
張
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。「
禅
」
を
も
っ
て
「
古
池
句
」
を

理
解
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
禅
で
い
う
「
柳
は
緑
、
花

は
紅
」
の
よ
う
に
、
自
然
の
真
実
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
直
感
で
あ
ら
わ

し
た
と
こ
ろ
が
「
古
池
句
」
の
魅
力
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
っ
た
。

（
７
）
久
富
哲
雄
「
芭
蕉
伝
記
研
究
書
目
」（『
校
本
芭
蕉
全
集
』
第
九
巻
所
収
）。

【
補
】

引
用
文
の
旧
漢
字
の
う
ち
、
現
代
通
行
の
常
用
漢
字
に
改
め
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
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第
六
十
八
号

一
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四



表　

大
正
期
に
出
版
さ
れ
た
芭
蕉
俳
諧
研
究
書
代
表
作
品
一
覧

表
中
の
選
書
は『
芭
蕉
研
究
資
料
集
成
大
正
篇
』（
久
富
哲
雄
編　

平
成
五
年
発
行
） 

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
二
〇
一
六
年
八
月
三
十
一
日
受
理
）

 

（
こ
う　

け
い
く
ん　

本
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程　

国
文
学
中
国
文
学
専
攻
）

発刊（大正 / 西暦）年 発刊所 ジャンル 編著者 書　名
二（1913）年 東亜堂書房 作品研究 沼波瓊音 芭蕉句撰講話
三（1914）年 日月社 伝記・総記 岡本黙骨 俳聖芭蕉
五（1916）年 俳書堂 伝記・俳論 山崎藤吉 俳人芭蕉
七（1918）年 新潮社 発句・句合 高浜虚子 俳句は斯く解し斯く味ふ
十（1921）年 大同図書館 作品研究 小林一郎 奥の細道評釈
十（1921）年 大同図書館 伝記・総記 小林一郎 芭蕉翁の一生
十一（1922）年 石塚松雲堂 伝記・総記 木津碩堂 新しい研究芭蕉翁の面影
十二（1923）年 中央出版社 選集・総集 木村三樹 芭蕉蕪村子規三聖俳句選集
十二（1923）年 文献書院 伝記・総記 樋口功 芭蕉研究
十二（1923）年 研吟會本部 伝記・総記 小嶋倢岳 俳聖松尾芭蕉傳
十三（1924）年 大同図書館 作品研究 小林一郎 芭蕉句集評釈
十三（1924）年 春秋社 伝記・総記 荻原井泉水 芭蕉の自然観
十四（1925）年 日本書院 伝記・総記 村上計二郎 列伝　偉人の結婚生活
十四（1925）年 第一書房 伝記・総記 野口米次郎 芭蕉論
十五（1926）年 紅玉堂書店 伝記・俳論 萩原蘿月 詩人芭蕉
十五（1926）年 成象堂 作品研究 樋口功 評撰芭蕉句集
十五（1926）年 第一書房 発句・句合 野口米次郎 芭蕉俳句評選

大
正
時
代
に
お
け
る
芭
蕉
評
論
の
行
方

一
六
五


