
芭
蕉
の
青
春

田

中

善

信

　
平
成
三
年
十
一
月
号
の
「
国
文
学
」
（
学
燈
社
刊
）
に
「
芭
蕉
の
謎
・
蕪

村
の
謎
」
と
い
う
特
集
が
企
画
さ
れ
、
私
に
「
「
貝
お
ほ
ひ
」
は
時
代
を
先

取
り
し
た
の
か
」
と
い
う
項
目
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
か
ね
て
芭
蕉
の
青
春

時
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
早
速
引
き
受
け
た

の

だ

が
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
十
三
枚
と
い
う
制
限
枚
数
で
は
自
分
の
考

え
を
十
分
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
改
め
て
芭
蕉
の

青
春
時
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
国
文

学
」
誌
上
に
述
べ
た
こ
と
と
若
干
重
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し

て
お
き
た
い
。

　
芭
蕉
の

青
春
時
代
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
っ
て
も
、
周
知
の
通
り
十
分

な

資
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
何
も
な
い
と
い
っ
て
も
過
言

で

は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
資
料
の
な
い
と
こ
ろ
に
学
問
は
成
立
し
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
学
問
的
な
研
究
で
は
な
く
、

一
つ
の
夢
物
語
で
あ
る
。

　
二
十
九
歳
の
年
、
芭
蕉
は
「
貝
お
ほ
ひ
一
な
る
一
書
を
作
り
、
こ
れ
を

故
郷
伊
賀
上
野
の
菅
原
社
に
奉
納
し
た
。
本
書
は
三
〇
番
の
句
合
で
判
詞

は
芭
蕉
が
書
い
て
い
る
が
、
発
句
・
判
詞
と
も
に
、
当
時
流
行
の
小
歌
や

奴
言
葉
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
本
書
の
特
徴
が
あ
る
。
野
間
光

辰
氏
は
「
奴
詞
や
小
歌
を
縦
横
に
取
り
入
れ
た
句
合
せ
の
趣
向
や
そ
の
判

詞
の

行
文

に
、
当
代
の
流
行
に
敏
感
な
青
年
時
代
の
芭
蕉
の
若
さ
と
意
気

ご
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
）
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、

文
章
の

形
で
示

さ
な
い
ま
で
も
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
人
は
多
い
だ

ろ
う
。
た
だ
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
青
年
芭
蕉
の
姿
を
具

体
的
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
踏
み
込
ん
で

い

く
こ
と
は
想
像
の
領
域
で
あ
り
、
も
は
や
そ
れ
は
学
問
で
は
な
い
と
い

う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
資
料
の
出
現
が
期
待
で
き
な
い
以

上
、
空
白
部
は
想
像
で
埋
め
る
し
か
方
法
が
な
い
。

　
「
貝
お
ほ
ひ
」
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
志
田
延
義
氏
（
「
俳
譜
と

歌
謡
」
）
の
業
績
が
あ
り
、
比
較
的
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
荻
野
清
氏
（
日

本
古
典
文
学
大
系
「
芭
蕉
文
集
」
）
や
大
内
初
夫
氏
（
校
本
芭
蕉
全
集
）
の

労
作
が
備
わ
る
。
歌
謡
に
つ
い
て
は
全
く
無
知
な
私
な
ど
は
、
こ
う
し
た

先
学
の
業
績
が
な
け
れ
ば
、
「
貝
お
ほ
ひ
」
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

だ
、
歌
謡
の
詞
章
は
さ
ま
ざ
ま
に
揺
れ
動
い
て
お
り
、
伊
勢
や
源
氏
な
ど
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の
古
典
文
学
、
あ
る
い
は
謡
曲
な
ど
を
踏
ま
え
た
句
と
は
異
な
り
、
は
っ

き
り
と
典
拠
を
指
摘
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
「
松
の
葉
」
の
よ
う
に
歌

謡
の
詞
章
を
書
き
留
め
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
書
物

に

伝

え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
か
ら

た
ま
た
ま
選
び
出
さ
れ
た
一
つ
の
詞
章
で
あ
っ
て
、
現
存
す
る
書
物
に
よ

っ

て

『貝
お
ほ
ひ
」
の
出
典
を
す
べ
て
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
た
障
害
は
あ
る
が
、
芭
蕉
が
当
時
の
流
行
歌
謡
に
相
当
通
じ
て
い

た
こ
と
は
、
前
記
先
学
の
業
績
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
歌
謡
と
は
、
い
う
ま
で
．
も
な
く
歌
う
も
の
で
あ
る
。
歌
う
と
い
う
行
為

な
く
し
て
歌
謡
は
あ
り
得
な
い
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
人
々
の
口
か
ら

口

へ
と
歌
い
継
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
行
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

「貝
お
ほ
ひ
」
に
引
用
さ
れ
た
歌
謡
は
、
芭
蕉
が
自
ら
歌
う
こ
と
に
よ
っ

て

習
得
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
芭
蕉
は
歌
う
こ
と
が

好
き
で
あ
り
、
新
し
い
歌
が
は
や
る
と
、
い
ち
早
く
そ
れ
を
習
い
覚
え
よ

う
と
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
青
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
江
戸
時
代
の
は
や
り
歌
が
ど
こ
で
作
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
流
行
し
て
い

っ

た
の
か
私
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
京
・
江
戸
・

大
坂
の
遊
里
で
歌
わ

れ

た
歌
が
商
人
や
参
勤
交
代
の
武
士
、
あ
る
い
は
地

方
回
り
の
芸
人
な
ど
に
よ
っ
て
地
方
に
広
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

「貝
お
ほ
ひ
」
の
場
合
、
伊
賀
地
方
の
み
に
歌
わ
れ
た
歌
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
歌
謡
は
す
べ
て
、
伊
賀
以
外
の
地
方
で
歌

わ

れ
て

い
た

も
の
が
、
伊
賀
国
内
に
も
入
っ
て
き
た
も
の
、
と
考
え
て
間

違
い
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
覚
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が

歌
わ

れ

る
場
に
積
極
的
に
参
加
す
る
し
か
方
法
が
な
い
。
現
在
の
よ
う
に

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
あ
る
い
は
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
で
一
人
で
容
易
に
歌
を
覚

え
る
こ
と
の
で
き
る
時
代
で
は
、
歌
謡
は
座
と
い
う
場
を
必
要
と
し
な
い
。

し
か
し
、
歌
わ
れ
る
場
に
参
加
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
歌
を
覚
え
る
こ
と

の

で
き
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
歌
謡
は
必
然
的
に
場
を
必
要
と
し
た
。

俳
詣
は
座
の
文
芸
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
倣
っ
て
い
え
ば
、
歌

謡
は
座
の
芸
能
で
あ
り
社
交
の
芸
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た

が
っ

て
、
そ
の
歌
謡
に
か
な
り
通
じ
て
い
た
人
物
は
、
お
お
む
ね
極
め
て

社
交
的
で
陽
気
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
考
え
て
誤
る
ま
暁
。
芭
蕉

も
ま
た
そ
う
し
た
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
市
川
柏
莚
の
「
老
の
た
の
し
み
」
の
中
に
、
「
嵐
雪
な
ど
も
俳
情
の
外

は
、
翁
（
芭
蕉
）
を
は
つ
し
逃
な
ど
致
し
候
よ
し
、
殊
の
外
気
が
つ
ま
り
、

お

も
し
ろ
か
ら
ぬ
故
也
と
」
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
こ
れ
は
貞
享
頃
の

芭
蕉

の
一
面
を
伝
え
る
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
芭
蕉
は
、
嵐
雪
な
ど

に

と
っ
て
は
相
当
煙
た
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
若

い
時
か

ら
芭
蕉
は
こ
の
よ
う
な
性
格
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
芭

蕉
が
初
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
性
格
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
嵐
雪
や
其
角
の
よ

う
な
の
ら
者
が
、
ま
だ
さ
ほ
ど
有
名
で
も
な
か
っ
た
芭
蕉
に
、
自
分
の
意

に

反
し
て
入
門
す
る
は
ず
が
な
い
。
『
貝
お
ほ
ひ
」
か
ら
『
野
ざ
ら
し
紀
行
」

へ
と
彼
の
文
学
が
変
化
し
た
の
と
同
様
に
、
芭
蕉
の
性
格
そ
の
も
の
が
変

化
し
た
の
で
あ
る
。
後
年
の
坪
内
遣
遙
は
謹
厳
な
教
育
者
で
あ
っ
た
が
、

若
い
時
は
極
楽
と
ん
ぼ
と
渾
名
さ
れ
る
よ
う
な
青
年
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
人
間
の
性
格
が
年
と
共
に
自
然
に

変
化
す

る
の
は
当
然
だ
が
、
芭
蕉
の
場
合
、
延
宝
末
年
か
ら
天
和
に
か
け

て
人
生
観
が
根
底
か
ら
覆
る
よ
う
な
体
験
を
し
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
体
芭
蕉
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
よ
う
な
機
会
に
、

ど
の
よ
う
な
人
と
歌
を
歌
っ
て
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
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吟

え
る
前
に
、
歌
謡
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
歌
わ
れ
た
の
か
考
え
て
お
き
た

い
。
田
植
歌
の
よ
う
な
労
働
歌
は
当
然
そ
の
労
働
に
と
も
な
っ
て
歌
わ
れ
、

子
供
の
時
か
ら
聞
き
慣
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
流
行
歌
謡
は
こ
う
し
た

歌
謡
と
は
根
本
的
に
性
格
を
異
に
す
る
。
流
行
歌
謡
が
歌
わ
れ
る
場
所
と

し
て
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
遊
里
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
歌
謡
を
歌
う

場
所
は
遊
里
に
限
ら
な
い
が
、
た
だ
歌
謡
を
正
式
に
歌
う
と
な
る
と
、
ど

う
し
て
も
三
味
線
の
伴
奏
を
必
要
と
し
、
三
味
線
が
弾
け
る
よ
う
な
人
間

が
い

る
と
こ
ろ
と
い
う
と
、
遊
里
が
最
も
適
当
な
場
所
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
だ
が
、
地
方
の
城
下
町
で
は
遊
里
の
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
伊
賀
上

野
で
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
判
然
と
し
な
い
が
、
「
色
道
大
鏡
」
な
ど
に
よ
る

と
、
伊
賀
の
国
の
み
な
ら
ず
藤
堂
家
の
本
城
の
あ
っ
た
津
に
も
遊
里
が
あ

っ

た
形
跡
は
な
い
。
「
宗
国
史
」
に
よ
る
と
、
天
和
三
年
に
出
さ
れ
た
禁
制

に
「
此
頃
町
々
裏
・
片
脇
之
家
々
に
遊
女
・
野
郎
か
く
し
置
、
令
商
売
候

輩
有
之
由
云
々
」
と
い
う
文
句
が
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
上
野
に
も
遊

女
を
置
く
家
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
本
来
遊
女
を
置
く
こ
と
が
禁

じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
家
は
歌
な
ど
を
歌
え
る
場
所
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
こ
う
し
た
場
所
に
出
入
り
で
き
る
よ
う
な
経
済

的
余
裕
が
芭
蕉
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
芭
蕉
が
歌
謡
に
接
す
る

こ
と
の
で
き
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
別
の
観
点
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

二

　
芭
蕉
の

生
家
が
何
を
生
業
と
し
て
い
た
の
か
、
今
一
つ
判
然
と
し
な
い

面
が
あ
る
が
、
農
業
で
生
計
を
立
て
て
い
た
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い
あ
る

ま
い
。
今
栄
蔵
氏
は
、
芭
蕉
の
実
家
に
当
た
る
場
所
が
上
野
城
下
の
古
絵

図
に

「農
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
具
原
益

軒
は
「
東
路
記
」
で
、
「
木
曽
よ
り
太
田
迄
の
間
の
農
人
、
す
き
一
を
両
人

に

て

取
て

田

を
す
く
」
と
、
農
人
と
百
姓
を
同
義
語
に
用
い
て
い
る
。
芭

蕉
の

家
系
や
家
柄
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
説
が
あ
る
が
、
芭
蕉
が
生

ま
れ
た
当
時
の
松
尾
家
が
、
身
分
的
に
は
士
・
農
・
工
・
商
の
「
農
」
で

あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
つ
ま
り
、
芭
蕉
は
農
家
の
次
男
と
し
て

生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
松
尾
家
が
ど
の
程
度
の
農
家
だ
っ
た
の
か
全
く
分
か
ら
な
い
が
、
芭
蕉

が
江
戸
へ
出
た
二
十
九
歳
の
時
ま
で
兄
半
左
衛
門
の
家
に
同
居
し
て
い
た

ら
し
い
こ
と
か
ら
、
次
男
の
芭
蕉
を
分
家
さ
せ
る
よ
う
な
財
産
が
松
尾
家

に

な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
現
在
で
は
二
十
九
歳
の
独
身
男
性
は

珍
し
く
も
な
ん
と
も
な
い
が
、
当
時
の
二
十
九
歳
は
す
で
に
中
年
で
あ
り
、

実
家
に
財
産
が
あ
れ
ば
、
当
然
分
家
し
て
一
家
を
構
え
子
供
の
一
一
、
三
人

は
い
る
年
齢
で
あ
る
。
ま
さ
か
、
将
来
俳
諮
師
に
な
る
た
め
に
、
み
ず
か

ら
望
ん
で
二
十
九
歳
ま
で
芭
蕉
は
独
身
生
活
を
送
っ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
芭
蕉
が
中
年
ま
で
独
身
生
活
を
通
し
た
の
は
、
松
尾
家
の
生
活
が
豊

か
で
な
か
っ
た
証
左
で
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
松
尾
家
の
家
計
が
決
し
て
裕
福
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
の
芭
蕉
の
書

簡
の
内
容
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
　
其
元
旧
年
御
仕
舞
も
、
御
不
自
由
に
可
有
御
座
候
。
此
方
も
永
々
旅

　
　
が

へ
り
、
何
や
か
や
取
重
、
毎
日
く
客
も
て
あ
つ
か
ひ
な
ど
に
而
、

　
　
冬
の
し
ま
ひ
も
は
つ
ノ
＼
に
御
座
候
而
、
金
子
少
も
得
進
じ
不
申
候
。

こ
れ
は
元
禄
二
年
正
月
十
七
日
付
の
兄
半
左
衛
門
宛
の
書
簡
だ
が
、
一
読

し
て
分
か
る
通
り
、
送
金
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
断
り
の
手
紙
で

あ
る
。
こ
の
文
面
か
ら
、
芭
蕉
が
例
年
兄
半
左
衛
門
に
仕
送
り
を
し
て
い
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た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
同
時
に
、
実
家
の
家
計
は
、
芭
蕉
の
仕

送

り
が
な
け
れ
ば
年
末
の
や
り
繰
り
も
「
不
自
由
」
な
状
態
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
半
左
衛
門
に
は
子
供
は
な
く
、
妹
を
養
女
に
し
た
と
い
わ

れ
て

お

り
、
そ
の
家
族
は
当
時
と
し
て
は
小
家
族
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
半
左
衛
門
の
家
は
年
末
の
支
払
い
に
も
事
欠
く

よ
う
な
経
済
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
松
尾
家
の
貧
し
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
書
簡
が
も
う
一
通
あ
る
。

　
　
名
護
屋
迄
之
御
状
、
並
加
兵
へ
持
参
、
共
に
相
達
し
候
。
先
以
姉
者

　
　
人
御
事
、
兼
而
急
々
に
見
請
候
故
、
貴
様
ヲ
別
而
頼
置
申
候
処
、
愈

　
　
御
見
届
、
大
慶
に
存
候
。
，
一
両
年
不
自
由
不
調
之
事
共
、
さ
て
ノ
＼

　
　
残
多
い
た
は
し
く
存
候
。

　
こ
れ
は
貞
享
五
年
九
月
十
日
付
の
紬
屋
市
兵
衛
（
卓
袋
）
宛
の
書
簡
で

あ
る
。
阿
部
正
美
氏
は
、
「
別
而
頼
置
」
と
は
重
病
の
姉
の
世
話
を
卓
袋
に

頼
ん
だ
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
．
経
済
的
な
援
助
を
頼
ん
だ

文
言
だ
と
考
え
て
い
る
。
伊
賀
上
野
に
は
兄
半
左
衛
門
を
初
め
、
肉
親
が

い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
の
卓
袋
に
「
別
而
頼
」
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
柄
と
は
何
か
。
私
に
は
経
済
的
援
助
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
後

の

コ

両
年
不
自
由
不
調
之
事
共
云
々
」
の
文
言
は
、
姉
の
生
活
が
か
な

り
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
芭
蕉

が
卓
袋
に

依
頼
し
た
の
は
姉
の
生
活
の
援
助
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

卓
袋
は

芭
蕉
の
門
人
で
あ
り
、
伊
賀
上
野
の
裕
福
な
商
人
だ
が
、
姉
の
生

活
の
援
助
を
、
門
人
と
は
い
い
な
が
ら
他
人
の
卓
袋
に
頼
ま
ね
ば
な
ら
な

か
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
兄
半
左
衛
門
の
貧
し
さ
を
物
語
っ

て

い

る
。
経
済
的
な
面
に
お
い
て
、
兄
は
頼
り
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
芭
蕉
が
生
ま
れ
た
頃
か
ら
松
尾
家
が
こ
の
よ
う
に
貧
し
か
っ
た
の
か
、

半
左
衛
門
の
代
に
な
っ
て
家
運
が
傾
い
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
農
業
と

い
う
仕
事
の
性
格
上
、
半
左
衛
門
の
代
に
な
っ
て
急
に
家
運
が
傾
い
た
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
父
与
左
衛
門
の
代
か
ら
松
尾
家
は
貧
し
か
っ
た
と
考
え

て

よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
与
左
衛
門
に
六
人
の
子
供
が
あ
っ
た
こ
と

を
考
慮
す
る
と
、
松
尾
家
の
家
計
の
苦
し
さ
は
、
む
し
ろ
与
左
衛
門
の
代

の

方
が
一
層
切
実
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
芭
蕉
は
こ
の
よ
う
な
環
境
に

育
っ
た
の
で
あ
る
。

三

芭
蕉
の

兄
で
あ
り
な
が
ら
、
半
左
衛
門
が
俳
詣
を
嗜
ん
だ
ら
し
い
形
跡

は
ま
っ
た
く
な
い
。
“
兄
弟
で
も
才
能
や
趣
味
を
異
に
す
る
こ
と
は
ご
く
普

通
の

こ
と
で
あ
り
、
半
左
衛
門
が
俳
譜
に
関
心
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
怪

し
む
に
足
り
な
い
。
ま
た
、
貧
し
い
農
家
の
長
男
に
生
ま
れ
た
半
左
衛
門

に
、
文
芸
に
遊
ぶ
余
裕
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
で
は
、
同
じ
家

に
生
ま
れ
な
が
ら
、
次
男
の
芭
蕉
が
ど
う
し
て
俳
諸
と
い
う
遊
び
事
の
世

界
で
活
躍
で
き
た
の
か
。
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
俳
譜
は
社
会
の
底

辺
層
に
ま
で
浸
透
す
る
が
、
芭
蕉
が
俳
譜
を
始
め
た
頃
は
、
ま
だ
、
比
較

的
裕
福
な
階
層
の
遊
び
事
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
遊
び
事
を
芭
蕉
が
楽
し

む

こ
と
が
で
き
た
背
景
に
、
芭
蕉
と
蝉
吟
の
関
係
を
考
え
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
蝉
吟
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
伊
賀
上
野
城
の
侍
大
将
藤
堂
新
七
郎
良

精
の

嗣
子
良
忠
の
俳
号
だ
が
、
－
新
七
郎
家
は
五
千
石
の
大
身
で
あ
る
。
蝉

吟

と
芭
蕉
が
主
従
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
定
説
だ
が
（
私
は
芭
蕉
の
直
接

の
主
人
は
蝉
吟
の
父
良
精
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
問
題
は
新
七
郎
家
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に

お

け
る
芭
蕉
の
地
位
で
あ
る
が
、
正
規
の
家
臣
で
は
な
く
武
家
奉
公
人

で
あ
っ
た
と
す
る
今
栄
蔵
氏
の
説
に
従
い
た
い
。

　
全
国

ど
こ
で
も
同
じ
だ
と
思
う
が
、
伊
賀
上
野
に
は
武
家
奉
公
人
に
、

歩
行
之
者
若
党
・
鑓
持
・
馬
取
・
草
履
取
・
小
人
と
い
う
種
類
が
あ
っ
た

こ
と
が
『
宗
国
史
」
に
見
え
て
い
る
。
若
党
は
体
力
強
健
な
者
で
な
く
て

は
勤
ま
ら
ず
給
金
が
最
も
高
い
。
以
下
順
次
給
金
が
安
く
な
り
、
小
人
が

最
も
安
い
。
芭
蕉
が
今
氏
の
い
う
通
り
武
家
奉
公
人
で
あ
っ
た
と
し
て
、

芭
蕉
の
地
位
が
こ
の
内
の
ど
れ
に
該
当
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、

『老
の
た

の

し
み
」
に
「
芭
蕉
翁
は
藤
堂
和
泉
守
様
御
家
来
藤
堂
新
七
殿

の
料
理
人
の
よ
し
」
と
あ
り
、
遠
藤
日
人
の
「
芭
蕉
伝
」
に
「
藤
堂
家
の

一
門
藤
堂
新
七
郎
、
其
家
臣
也
。
御
台
所
御
用
人
を
勤
め
た
り
と
云
」
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
芭
蕉
は
新
七
郎
家
の
台
所
方
に
勤
め
て
い
た
ら
し
い

こ
と
が
窺
え
る
。
五
千
石
の
大
身
と
も
な
れ
ば
、
当
然
台
所
方
の
雑
用
係

と
し
て
何
人
か
の
奉
公
人
が
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
芭
蕉
が
そ
の
一
人
で
あ

っ

た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。
右
に
挙
げ
た
奉
公
人
は
、
若
党
以
下
草
履

取

ま
で
は
、
主
と
し
て
主
人
の
外
出
の
際
の
職
種
で
あ
る
か
ら
、
台
所
の

雑
用
係
の

よ
う
な
仕
事
は
お
そ
ら
く
小
人
の
役
目
で
あ
り
、
芭
蕉
は
こ
の

最

も
給
金
の
安
い
小
人
の
地
位
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

　
芭
蕉
が
新
七
郎
家
に
奉
公
し
た
の
は
彼
の
俳
諮
の
才
能
が
蝉
吟
の
目
に

留
ま
っ
た
た
め
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
新

七
郎
家
に

仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て
蝉
吟
と
の
関
係
が
生
じ
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
芭
蕉
は
、
自
由
に
俳
譜
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
の
で
き
る
境
遇
を
得

た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
七
郎
の
嗣
子
良
忠
は
蝉
吟
と
い
う
俳
号
を
も

つ
程
の
俳
譜
愛
好
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
蝉
吟
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
た

こ
と
が
そ
の
後
の
芭
蕉
の
人
生
を
決
定
し
た
。

　
寛
文
五
年
、
伊
賀
上
野
に
お
い
て
貞
徳
十
三
回
忌
の
追
善
俳
諮
百
韻
が

興
行
さ
れ
、
発
句
は
蝉
吟
、
脇
句
は
季
吟
が
詠
ん
で
い
る
。
以
下
、
連
衆

は
政
好
・
一
笑
・
一
以
・
宗
房
（
芭
蕉
）
で
あ
る
。
こ
の
百
韻
に
お
け
る

季
吟
の
句
は
脇
句
の
み
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
季
吟
は
京
都
か
ら
こ
の
脇

句
を
送
っ
て
一
座
に
は
出
席
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ

て

同
座
し
た
の
は
、
蝉
吟
以
下
五
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蝉
吟
に
つ

い
て
は

す
で
に
説
明
し
た
が
、
政
好
は
「
上
野
中
屈
指
の
富
商
」
（
今
栄
蔵

氏
「
松
尾
芭
蕉
」
）
で
あ
り
、
一
笑
は
「
商
買
で
紙
屋
を
営
み
、
上
野
の
鎮

守
菅
原
社
に
大
き
な
石
灯
篭
を
寄
進
し
て
い
る
」
（
同
）
と
い
う
。
一
以
に

つ
い
て

は
不
明
だ
が
、
他
の
三
人
は
い
ず
れ
も
芭
蕉
が
社
会
的
に
対
等
の

付
き
合
い
の
で
き
る
人
々
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
新
七
郎
家
の
一
介
の
奉

公
人
に

過
ぎ
な
い
芭
蕉
が
、
こ
の
席
に
出
席
を
許
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

彼

に
と
っ
て
破
格
の
待
遇
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
身
分
制
度
の
厳
し

い

時
代
に
、
新
七
郎
家
の
嗣
子
で
あ
る
蝉
吟
と
同
席
す
る
こ
と
自
体
、
異

常
な
事
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
芭
蕉
が
い

か
に

蝉
吟
か
ら
寵
愛
さ
れ
て
い
た
か
が
分
か
る
。
蝉
吟
の
後
ろ
楯
が
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
芭
蕉
は
上
野
の
上
流
階
級
の
人
々
と
交
わ
る
機
会
を
も
つ

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
俳
譜
を
愛
好
す
る
上
層
の
人
々
に
と
っ
て
、

芭
蕉

は
単
に
重
宝
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
思
う
が
、
と
に
か
く
、
貧
し
い
農
家
の
次
男
と
は
普
通
は
無
縁
の
世
界

に

身
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
の
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
蝉
吟
の
寵
愛
に
応
え
る
た
め
に
も
、
芭
蕉
は
俳

諸
に

精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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四

　
原

田
信
男
氏
の
「
江
戸
の
料
理
史
」
に
、

　
　
一
方
、
茶
の
湯
と
同
じ
く
、
こ
の
時
代
（
注
、
享
保
期
）
に
佗
び
を

　
　
基
調
と
す
る
傾
向
の
強
ま
っ
た
俳
詣
の
世
界
で
も
、
料
理
が
楽
し
ま

　
　
れ
て

い

た
。
も
と
も
と
俳
詣
の
祖
型
を
な
す
連
歌
の
座
で
も
料
理
が

　
　
供

さ
れ
る
と
い
う
伝
統
は
中
世
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
俳
詣
と
料
理
の
関
係
は
ま
だ
詳
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。

　
元
禄
七
年
八
月
十
五
日
、
芭
蕉
は
故
郷
の
無
名
庵
で
月
見
の
会
を
催
し

て

い

る
が
、
そ
の
時
の
芭
蕉
自
筆
の
料
理
の
献
立
表
が
現
存
す
る
。
こ
れ

は
月
見
と
い
う
特
別
の
場
合
で
あ
る
が
、
土
芳
の
「
横
日
記
」
の
元
禄
二

年
の
条
に
「
霜
月
廿
二
日
草
庵
に
会
有
。
き
の
ふ
半
残
宅
に
翁
有
て
、
草

亭
の
会
の

談
し
て
定
む
。
根
ぶ
か
雑
水
、
ち
や
は
園
風
が
七
リ
ン
、
茶
わ

ん

銘
々
、
菓
子
、
い
り
ま
め
、
す
み
と
り
、
紙
に
し
た
た
む
」
と
記
さ
れ

て

い

る
。
こ
れ
は
土
芳
草
庵
の
句
会
の
献
立
で
あ
る
が
、
蕉
風
的
寂
の
世

界
が
献
立
に

も
現
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
例
を
一
々
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
早
く
か
ら
俳
席
に
料
理
が

供
さ
れ
た
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
が
、
初
期
の
頃
の
方
が
豪
華
な
料
理

が
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
料
理
屋
も
な
い
時
代
だ
か
ら
、

今
日
の
よ
う
に
仕
出
し
の
料
理
を
取
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
も

な
く
、
出
さ
れ
る
料
理
は
多
く
主
催
者
側
の
手
料
理
で
あ
っ
た
ろ
う
。
芭

蕉
が
新
七
郎
家
の
料
理
人
で
あ
っ
た
と
い
う
「
老
の
た
の
し
み
」
の
記
事

に

幾
分
か
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
蝉
吟
主
催
の
俳
席
に
は
、

芭
蕉
が
料
理
を
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
当
時
、
小
料
理
は

成
人
男
子
の
嗜
み
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら
、
芭
蕉
に
料
理
の
心
得
が
あ
っ

た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
席
に
供
さ
れ
る

料
理
に
つ
い
て
は
、
芭
蕉
は
全
て
を
任
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

料
理
を
作
ら
な
い
ま
で
も
、
新
七
郎
家
の
奉
公
人
で
あ
る
芭
蕉
は
、
俳
席

の
雑
用

を
勤
め
た
と
み
て
、
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。

　
料
理
に

酒
は
付
き
物
だ
が
、
酒
が
出
れ
ば
当
然
歌
が
出
る
と
い
う
こ
と

に

な
ろ
う
。
そ
の
歌
は
多
く
は
当
時
の
は
や
り
歌
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

伊
賀
上
野
の
よ
う
な
地
方
都
市
で
は
、
そ
う
し
た
は
や
り
歌
を
持
ち
込
ん

で
く
る
の
は
、
主
と
し
て
参
勤
交
代
で
江
戸
か
ら
帰
っ
て
く
る
武
士
か
、

商
取
引
で
上
方
へ
出
る
こ
と
の
多
い
商
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
芭
蕉

が

は
や
り
歌
を
習
い
覚
え
た
の
は
、
俳
席
の
後
の
こ
う
し
た
酒
席
で
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
芭
蕉
は
い
ち
早
く
流
行
歌
謡
に
接

す
る
こ
と
の
で
き
る
境
遇
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

「宗
国
史
」
に
よ
れ
ば
、
伊
賀
で
は
振
舞
い
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
正
保
三
年
に
は
早
く
も
「
家
中
振
舞
可
為
停
止
。
若
、
相
背
輩

ハ
過
料
と
し
て
銀
子
弐
枚
ヅ
〉
可
出
之
。
但
し
、
む
ご
取
・
嫁
取
等
は
可

為
格
別
之
事
」
と
い
う
定
め
書
き
が
出
て
い
る
。
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
同

様
の
禁
令
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
が
厳
格
に
守
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
こ
う
し
た
禁
令
が
あ
る
以
上
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
酒
を
飲
ん
で
騒
ぐ
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
新
七
郎
家
の
広
大
な
下
屋
敷
の
一
室

や
、
富
裕
な
商
人
の
別
宅
な
ど
で
開
か
れ
る
宴
席
で
三
味
線
を
鳴
ら
し
て

も
、
外
に
漏
れ
る
心
配
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

五

当
時
の
武
家
奉
公
人
に
は
ど
の
よ
う
な
将
来
が
あ
っ
た
の
か
、
私
に
は
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分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
奉
公
し
て
い
た
間
に
溜
め
た
給
金
を
元
手

に

小
商
い
で
も
す
る
か
、
あ
る
い
は
田
畑
を
買
っ
て
百
姓
を
し
て
暮
ら
す

か
、
そ
の
選
択
肢
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
奉
公
人
に
は
次

男
三
男
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
婿
養
子
に
行
く
と
い
う
の
も
そ
の

選
択
肢

の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
芭
蕉
に
は
婿
養
子
の
口
も
な

か
っ

た
ら
し
い
。
な
ま
じ
俳
諮
で
名
を
知
ら
れ
た
こ
と
が
、
婿
養
子
に
行

く
妨
げ
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
直
な
商
人
や
百
姓
が
、
俳
譜

な

ど
と
い
う
道
楽
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
を
、
婿
養
子

に

す

る
は
ず
が
な
い
。
蝉
吟
に
寵
愛
さ
れ
て
一
見
恵
ま
れ
た
生
活
を
送
っ

て

い

る
か
に
見
え
た
芭
蕉
の
将
来
も
、
決
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
か
っ

た

の

で
あ
る
。

　
も
し
蝉
吟
が
家
督
を
相
続
し
て
新
七
郎
家
の
当
主
に
な
れ
ば
、
あ
る
い

は
芭
蕉
の
人
生
に
新
し
い
選
択
肢
が
加
わ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
頼
み
の
蝉
吟
は
寛
文
六
年
に
二
十
五
歳
で
没
し
た
。
芭
蕉
は
二
十
三

歳
で
あ
る
。
芭
蕉
は
新
七
郎
家
の
奉
公
人
で
あ
り
、
蝉
吟
が
個
人
的
に
雇

い

入
れ
た

奉
公
人
で
は

な

か
っ

た

と
思
う
が
、
芭
蕉
に
特
に
目
を
掛
け
て

く
れ
た
蝉
吟
が
亡
く
な
っ
た
後
、
新
七
郎
家
に
お
け
る
芭
蕉
の
立
場
が
極

め
て
微
妙
な
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。

そ
の
ま
ま
勤
め
続
け
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、

勤
め
続
け
た
と
し
て
も
蝉
吟
亡
き
後
の
芭
蕉
は
た
だ
の
小
人
で
あ
る
。
辞

め
て
ど
う
な
る
か
。
二
十
三
歳
で
は
商
家
に
奉
公
に
出
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
松
尾
家
に
は
芭
蕉
を
分
家
さ
せ
る
よ
う
な
財

産

も
な
い
。
蝉
吟
亡
き
後
の
芭
蕉
の
将
来
は
、
正
に
お
先
真
っ
暗
と
い
う

状
態

で
あ
っ
た
。

　
た
だ
一
つ
、
芭
蕉
の
救
い
は
や
は
り
俳
譜
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
頃

の
芭
蕉

は
、
上
野
の
俳
譜
愛
好
者
の
間
で
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在

に

な
っ
て
い
た
と
思
う
。
上
野
の
旦
那
衆
の
主
催
す
る
俳
席
に
招
か
れ
る

こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
芭
蕉
に
教
え
を
乞
う
新
し
い
俳
譜
愛
好

者
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
ず
ぶ
の
素
人
が
い
き
な
り
京
都
の
宗
匠
に
入
門
す

る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
身
近
に
俳
諮
を
嗜
ん
で
い
る
者
が
い
れ
ば
、
ま
ず

そ
の
人
に
教
え
を
乞
う
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
場
合
、
芭
蕉

は

恰
好
の
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
伊
賀
上
野
の
よ
う
な

地
方
都
市
で
、
俳
諮
だ
け
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ

が
、
俳
譜
以
外
に
、
芭
蕉
が
将
来
を
託
し
う
る
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
寛
文
十
二
年
芭
蕉
は
江
戸
へ
下
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
）
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