
生
川
正
香
と
芭
蕉
発
句

塚¥

鉄

雄

原

生
川
正
香
(
一
八

O
四
!
一
八
九

O
)
に
、
「
て
に
を
は
ち
か
み
ち
/
翁
発
句

助
辞

一
覧
」
(
好
関
亭
。

一
八
三
九
)
の
著
作
が
あ
る
。
芭
蕉
の
発
句
、
異
句

二
三
四
、
延
句
二
五
二
を
、
構
文
的
観
点
か
ら
分
析
し
解
明
し
よ
う
と
し
た
著

作
で
あ
る
。

第

一
項

作
者
芭
蕉
に
疑
義
の
存
在
す
る
作
品

第

一
条
作
者
芭
蕉
に
別
伝
の
存
在
す
る
作
品

ー
、

「た
な
ば
た
に
か
さ
ね
ば
う
と
し
絹
合
羽
」

は
、
杉
風
の
作
品
と
す
る
資
料
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

η
乙

(0
1
6
)
 

と
こ
ろ
で
、
正
香
の
例
示
し
た
芭
蕉
の
発
句
に
は
、
現
代
の
研
究
成
果
に
勘

案
す
る
と
き
、
若
干
の
疑
義
の
介
入
す
る
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
は
、
単
純
な
誤
写
や
誤
刻
と
は
看
倣
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

誤
写
や
誤
刻
が
、
絶
対
に
介
在
し
た
か

っ
た
と
は
、
断
定
し
え
な
い
と
し
て
も
、

そ
う
し
た
断
案
に
は
、
慎
重
な
検
討
と
考
察
と
を
必
須
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
文
字
表
記
の
異
同
を
除
外
し
て
、
疑
義
の
指
摘
し
う
る
発
句
を
整
理
す

れ
ば
、

二
項
九
条
の
類
項
を
惜
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

筆
者
は
、
原
著
を
活
字
翻
刻
し
て
紹
介
し
た
と
き
に
、
作
者
お
よ
び
本
文
の

異
同
を
注
記
し
て
お
い
た
。
公
刊
以
後
に
、
若
干
の
補
訂
を
必
要
と
す
る
情
況

と
な

っ
た
の
で
、
補
訂
し
て
、
作
者
お
よ
び
本
文
に
異
同
の
指
摘
し
う
る
も
の

に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お
こ
う
。
作
品
末
尾
に
括
弧
で
表
示
す
る
算
用
数
字
は
、

旧
稿
「
生
川

E
香
の
芭
蕉
文
法
」

(竹
岡
正
夫
「
国
語
学
史
論
叢
」
笠
間
書
院
。

昭
和
五
七
年
九
月
)
で
標
示
し
た
作
品
番
号
で
あ
る
。

「
い
ろ
い
ろ
の
名
も
ま
、ぎ
ら
は
し
は
る
の
草
」

は
、
珍
般
の
作
品
と
す
る
資
料
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
o

n《
υ

(0
3
2
)
 

「
あ
し
だ
は
く
僧
も
み
え
た
り
は
な
の
雨
」

は
、
万
菊
の
作
品
と
す
る
資
料
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

第
二
条

A
T

、

(0
7
6
)
 

作
者
芭
蕉
に
異
伝
の
存
在
す
る
作
品

「
雪
ご
と
に
う
つ
は
り
た
わ
む
住
居
か
な
」

に
は
、
芭
蕉
作
品
と
す
る
資
料
と
岱
水
作
品
と
す
る
資
料
と
が
あ
る
。

(1
0
1
)
 

第
二
項

発
句
表
現
に
異
同
の
存
在
す
る
作
品

第

一
句
、
だ
け
に
異
同
の
存
在
す
る
作
品

「
我
に
似
な
ふ
た
つ
に
わ
れ
し
真
桑
瓜
」

(0
4
5
)
は
、
独
自
本
文

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
門
付
蹴
懐
紙
に
「
我
に
似
る
」
と
あ
る
。

6
、
「
三
日
月
の
地
は
お
ぼ
ろ
な
り
そ
ば
ば
た
け
」

(
0
7
1
)

は
独
自
本
文
で
、
「
三
日
月
や
」
が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
。

第
4

条

F
h
i
u
 

1
2
2
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じ
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、
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a
g
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A
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は
、
後
の
旅
に
「
匂
ひ
や
っ
け
し
」
と
あ
る
。

日
、
「
わ
ず
ら
へ
ば
餅
こ
そ
く
は
ね
桃
の
花
」

(
0
5
6
)

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
夜
話
ぐ
る
ひ
に
「
餅
を
も
喰
は

ず
」
と
あ
る
。

戸

h
u

、

司
tz-

は
、
独
自
本
文
で
、
「
は
ね
も
ぐ
蝶
の
」
が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
。

問
、
「
夜
着
ひ
と
つ
い
の
り
出
し
た
る
さ
む
さ
か
な
」

(1
0
9
)

は
、
独
自
本
文
で
、
「
い
の
り
出
し
て
」
が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
o

n
y
、

「
蛍
見
や
船
人
酔
て
お
ぼ
つ
か
な
」

は
、
独
自
本
文
で
、
「
船
頭
酔
て
」
が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
o

m、
「
手
に
と
ら
ば
消
む
涙
ぞ
つ
ら
き
秋
の
霜
」

(1
5
7
)

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
甲
子
吟
行
に
「
涙
ぞ
あ
っ
き
」

7 

「
宿
か
し
て
名
を
な
の
ら
す
る
時
雨
か
な
」

(
0
9
5
)
 

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
真
蹟
懐
紙
に
「
宿
借
り
て
」
と

#め

7
9
0

8 

「
鷹
の
自
の
い
ま
や
く
れ
ぬ
と
な
く
う
づ
ら
」

(1
7
5
)
 

、

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
真
蹟
懐
紙
に
「
鷹
の
目
も
」
と

あ
る
。

9 

(2
2
7
)
 

「
其
方
を
見
ば
や
枯
れ
木
の
杖
の
た
け
」

は
、
独
自
本
文
で
、
「
其
か
た
ち
」
が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
o

m、
「
元
日
に
田
ご
と
の
日
こ
そ
恋
し
け
れ
」

17 

(
2
3
9
)
 

は
、
独
自
本
文
で
な
い
け
れ
ど
も
、
真
蹟
懐
紙
に
「
元
日
は
」
と
あ
る
。

第
二
条
第
二
句
だ
け
に
異
同
の
存
在
す
る
作
品

日
、
「
雲
雀
よ
り
上
に
や
す
ら
ふ
た
ふ
げ
か
な
」

(
0
0
2
)

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
笈
の
小
文
に
「
空
に
や
す
ろ
ふ
」

弁
工
め

7
9

。

12 

「
は
や
く
さ
け
節
句
も
ち
か
し
菊
の
花
」

(
0
1
7
)
 

は
、
独
自
本
文
と
い
え
る
か
、
ど
う
か
。
「
九
日
も
近
し
」
が

一
般
伝
来

の
本
文
だ
が
、
「
九
日
」
を
、
普
通
に
は
、
「
ク
ニ
チ
」
と
訓
読
す
る
よ

21 

う
で
あ
る
。
九
月
九
日
の
重
陽
節
句
だ
か
ら
、
「
九
日
」
を
「
セ
ッ
ク
」

と
訓
読
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
異
文
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
し
ば
ら
く
、
存
疑
と
す
る
。

22 

13 

(0
3
8
)
 

「
む
ぐ
ら
さ
ヘ
若
葉
や
さ
し
や
や
ぶ
れ
家
」

は
、
独
自
本
文
で
な
い
け
れ
ど
も
、
後
の
旅
に

「わ
か
ば
は
や
さ
し
」

23 

と
あ
る
。

14 

「
木
枯
に
に
ほ
ひ
や

っ
き
し
か
ヘ
り
ば
な
」

(0
4
2
)
 

(
0
7
8
)
 

「
た
れ
や
ら
が
姿
に
似
た
り
今
朝
の
春
」

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
真
日
以
短
冊
に
「
か
た
ち
に
似
た

り
」
と
あ
る
。

「
臼
げ
し
に
羽
お
も
く
蝶
の
か
た
み
か
な
」

(1
0
3
)
 

(1
1
4
)
 

-
と
#
め

7
9

。

(1
6
4
)
 

「
木
が
ら
し
に
に
ほ
ひ
や
っ
き
し
か
ヘ
り
花
」

は
、
独
自
本
文
で
、
後
の
旅
に
「
匂
ひ
や
っ
け
し
」
と
あ
る
。

生川正香と芭蕉発句

(1
7
2
)
 

「
を
り
を
り
に
伊
吹
を
見
て
や
冬
ご
も
り
」

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
後
の
旅
に
「
伊
吹
を
見
て
は
」

ル
」辛
め
司
令
。

(1
7
4
)
 

「
七
株
の
萩
の
で
も
と
や
ほ
し
の
秋
」

は
、
独
自
本
文
と
い
え
る
か
、
ど
う
か
。一

般
に
は
、
「
手
本
」
を
「
タ

モ
ト
」
と
訓
読
す
る
よ
う
で
あ
る
。
鯛
屋
伝
来
償
物
に
は
「
萩
の
千
本

39 



や
」
と
あ
る
よ
し
で
あ
る
o

A
守

、

。
/
】

(1
9
1
)
 

ぉ、

「ぬ
れ
て
ゆ
く
人
も
を
か
し
ゃ
雨
の
萩
」

は、

独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
真
日
以
懐
紙
に
「
濡
れ
て
行
く
や

(1
9
2
)
 

「む
ぐ
ら
さ
へ
持
出来
や
さ
し
や
や
ぶ
れ
家
」

は、

独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
後
の
旅
に
「
若
葉
は
や
さ
し」

人
も
を
か
し
き
」
と
あ
る
。

と
あ
る
。

34 

「
柚
の
花
に
む
か
し
を
忍
ふ
料
理
の
間
」

(2
5
2
)
 

ぉ、

「須
磨
の
掻
の
や
さ
き
に
な
く
や
ほ
と
と
、ぎ
す
」

は、

独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

笈
の
小
文
に
「
矢
先
に
鳴
く
か
」

(1
9
4
)
 

は、

独
自
本
文
で
な
い
け
れ
ど
も
、
嵯
峨
日
記
に
「
柚
の
花
や
昔
忍
ば

ん
」
と
あ
る
。

お
、
「
あ
ら
な
に
と
も
な
き
の
ふ
も
す
ぎ
て
ふ
く
と
汁
」

(1
1
3
)
 

と
あ
る
。

「む
き
飯
に
や
つ
る
る
こ
ひ
や
猫
の
妻
」
は
、
独
自
本
文
で
猿
蓑
に

phU

、
η
L
 

「
や
つ
る
る
恋
か
」
と
あ
る
。

幻
、
「
此
秋
は
な
に
に
と
し
よ
る
雲
に
鳥
」

(2
3
3
)

は
、
独
自
本
文
で
あ
る
。「
何
で
年
よ
る
」が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
o

nδ

、

内
/
“

は
、
独
自
本
文
で
、
江
戸
三
吟
に

「あ
ら
何
と
も
な
や
き
の
ふ
は
過
て

ふ
く
と
汁
」
と
あ
る
。

第
36 五
、条

第
二
句
と
第
三
句
と
に
異
同
の
存
在
す
る
作
品

「
は
つ
ま
く
わ
た
て
に
や
わ
ら
む
わ
に
や
せ
む
」

(1
6
8
)
 

「
か
つ
を
う
り
い
か
な
る
ひ
と
か
ゑ
は
す
ら
む
」

(2
3
5
)
 

は
、
独
自
本
文
で
、「た
て
に
や
わ
ら
ん
輪
に
切
ん」
「四
ツ
に
や
わ
ら
ん

は
、
独
自
本
文
で
、「
い
か
な
る
人
を
」
が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
o

n
y
、

内
/
-

輪
に
や
せ
ん」「
四
つ
に
や
断
た
ん
輸
に
切
ら
ん
」
な
ど
の
本
文
が
伝
来

「朝
夜
さ
を
た
れ
ま

つ
嶋
の
か
た
ご
こ
ろ
」

(2
3
8
)
 

し
て
い
る
。

は
、
独
自
本
文
で
、
「誰
ま
つ
し
ま
ぞ
」
が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
。

ハU
、

今
、

υ

第
六
条

第

一
句
と
第
三
句
と
に
異
同
の
存
在
す
る
作
品

「わ
ず
ら
へ

ば
餅
こ
そ
く
は
ね
桃
の
花
」

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
夜
話
ぐ
る
ひ
に
「
餅
を
も
喰
は

(2
4
1
)
 

第
七
条

一
旬
全
体
に
異
同
の
存
在
す
る
作
品

該
当
す
る
事
例
が
な
い
。
偶
然
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、

一
句
単
独
で
な

け
れ
ば
隣
接
各
句
に
し
か
、
本
文
異
同
を
指
摘
し
え
な
い
事
実
に
は
、

考
察
吟
味
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

真
贋
を
基
準
と
し
て
批
判
す
る
と
き
、
諸
室田
に
採
録
す
る
芭
蕉
作
品
に
は
、

芭
蕉
真
作
と
認
定
す
る
に
は
、

疑
義
の
余
地
が
あ

っ
た
り
、
偽
作
と
断
定
し
え

た
り
、
否
定
的
な
判
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
品
が
、
数
少
な
く
な
い
ら

し
い
。
だ
が
、

そ
の
事
実
に
よ

っ
て
、
諸
書
の
「
撰
者
の
杜
撰
」
(
今
栄
蔵

「新
潮
古
典
集
成
/
芭
蕉
句
集
」
新
潮
社
。
昭
和
五
七
年
六
月
)
と
断
案
す
る

ず
」
と
あ
る
。

第
三
条

第

三
句
だ
け
に
異
同
の
存
在
す
る
作
品

訂、

「魚
鳥
の
こ
こ
ろ
は
し
ら
ず
と
し
の
暮
」

は
、
独
自
本
文
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
流
川
集
に
「
年
忘
れ
」
と
あ
る
。

位、

「橿
の
木
の
花
に
か
ま
わ
ぬ
旅
寝
か
な
」

(0
8
9
)

は
、
独
自
本
文
で
、
「
姿
か
な
」
が

一
般
伝
来
の
本
文
で
あ
る
。

第

一
句
と
第
二
句
と
に
異
同
の
存
在
す
る
作
品

(0
4
9
)
 

第
四
条
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を
共
有
す
る
。

俳
議
は
、

原
則
的
に
、
特
定
の
対
人
関
係
を
場
面
と
し
て
成
立
す
る
。
作
品

の
自
作
と
他
作
と
を
区
別
す
る
の
は
、
行
動
性
の
観
点
に
立
脚
す
る
規
定
で
あ

る
。
存
在
性
の
観
点
に
立
脚
す
れ
ば
、
創
作
と
引
用
と
を
包
含
し
て
、
表
現
主

体
の
作
品
と
認
定
さ
れ
る
。
作
者
に
異
伝
の
成
立
す
る
所
以
で
あ

っ
て
、
異
伝

に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
、が
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
線
数
の
表
現
形
態
は
、
成
案
に
到
達
す
る
過
程
を
反
映
す
る
だ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
は
、
副
次
的
で
あ
る
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
形
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て

の
れ
立
的
完
結
性
と
独
立
的
終
結
性
と
を
、

現
形
態
と
の
相
対
関
係
で
、
具
有
す
る
と
看
倣
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
成
案
と
認
定
さ
れ
る
表

ま
た
、
同

一
作
者
の
異
文
も
、
対
人
関
係
に
異
同
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応

す
る
表
現
構
成
の
異
同
が
成
立
す
る
可
能
性
も
、
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い

っ
た
方
法
論
的
な
立
場
を
基
盤
と
す
る
と
き
、
正
香
の
蒐
集
し
記
録

し
た
芭
廷
の
発
句
は
、

貴
重
で
あ
る
。

今
日
で
は
、
甘
木
{
家
に
秘
蔵
す
る

一
部
の
ほ
か
、
正
香
の
蒐
集
し
た
書
籍
文
書

は
、
散
逸
し
て
し
ま

っ
て
い
る
ら
し

い
。
現
物
で
確
認
す
る
こ
と
は
、
可
能
で

な
く
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
蒐
集
の
豊
富
で
あ

っ
た
こ
と

は、

各
種
の
傍
証
が
あ
る
。
短
冊
な
ど
も
、
数
多
く
所
持
し
て
い
た
と
い
う
。

偽
物
も
な
か

っ
た
と
い
う
保
証
は
な
い

け
れ
ど
も
、
実
証
精
神
に
基
礎
づ
け
ら

れ
た
研
究
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
別
途
に
実
施
し
て

い
る
そ
の
著
作
の
裏
付
け
か

撰
集
載
録
の
表
現
形
態
は
、
決
定
的
形
態
と
い
う
よ
り
、

一
般
の
対
人
関
係
を

場
面
と
す
る
表
現
形
態
で
あ
り
、
書
簡
短
冊
の
表
現
形
態
は
、
特
定
の
対
人
関

係
を
場
面
と
す
る
表
現
形
態
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
認
定
す
る
。

芭
蕉
の
存
在
性
か
ら
す
れ
ば
、
芭
蕉
自
作
の
作
品
だ
け
で
な
く
、
所
伝
芭
蕉

の
作
品
を
も
、

「
芭
蕉
作
品
」
と
看
倣
し
て
よ
い
。

い
な
、
看
倣
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
異
文
も
、
ま
た
、
択

一
し
て
決
定
す
れ
ば
よ
い
と
い

っ
た
も
の
で

は
な
い

の
で
あ
る
。

ら
、
確
実
と
認
定
し
て
よ
い
。

正
香
の
芭
蕉
文
法
は
、
独
自
の
資
料
蒐
集
を
基
盤
と
し
て
、
そ
の
研
究
が
遂

行
さ
れ
た
。
そ
こ

で
、
各
種
文
献
と
の
共
通
形
態
と
独
自
形
態
と
を
紹
介
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
芭
蕉
研
究
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
俳
諸
文
法
に
着
目
し
た
、
正
香
の
達
識
を
銘
記
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
典
文
法
の
研
究
は
、
中
世
以
来
、
古
典
和
歌
の

芭
花
…
と
限
定
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
古
典
作
品
と
く
に
韻
文
作
品
を
対
象
と

す
る
と
き
、
作
者
で
あ
る
人
物
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
と
い
う
こ
と
と
、

作
有
で
あ
る
人
格
が
ど
の
よ
う
な
存
在
だ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
を
、
い
わ
ば

絞
眼
的
視
点
か
ら
究
明
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
芭
蕉
と
名
の
る
人
物

の
行
動

性
す
な
わ
ち
表
現
行
為
と
、
芭
蕉
と
呼
ば
れ
る
作
者
の
存
在
性
す
な
わ
ち
表
現

研
究
か
ら
出
発
し
、
近
世
に
な

っ
て
、
古
典
散
文
に
ま
で
拡
張
し
た
。
け
れ
ど

も、

当
代
の
俳
諸
に
ま
で
は
、
そ
の
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
山

田
孝
雄
の

『俳
諮
文
法
概
論
』
の
刊
行
は
、
昭
和
三
一

年

(

一
九
五
六
)

一一

月
で
あ
る
。
正
香
の
芭
蕉
文
法
は
、
天
保

一
O
年

(

一
八
三
九
)
で
、
著
者
は

事
跡
と
で
あ
る
。

般
に
、

芭
蕉
作
品
の
認
定
は
、
行
動
性
の
観
点
か
ら
、
厳
密
に
追
究
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
成
果
に
は
、
制
目
す
べ

き
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
反
面、

存
在
性
が
等
関
に
さ
れ
捨
象
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

三
六
歳
で
あ

っ
た
。
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