
和

歌
史
上
lこ

お

け

序

論

国
文
学
史
上
に
お
け
る
芭
蕉
の
立
場
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
が
あ
る
。
沙
た
る

一
放
浪
の
詩
人
が
、
世
代
を
経
る
に
従
ひ
ま
す
ま
す
光
輝
を

加

へ
、
全
国
到
る
と
こ
ろ
に
句
碑
を
見
、
廟
堂
が
立
ち
、
思
潮
の
変
遷
や
芸
術
観
の
推
移
の
上
に
も
、
少
し
も
動
揺
を
示
さ
な
い
の
は
全
く
不

思
議
で
あ
る
。

こ
れ
は
柿
本
人
麿
が
千
数
百
年
来
、
歌
聖
と
し
て
尊
敬
せ
ら
れ
影
供
せ
ら
れ
て
、
国
歌
の
守
護
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
ゐ
る
の
と
よ
く
似
て
ゐ

る
。
然
し
人
麿
は
、
詩
歌
の
黎
明
期
の
人
で
、
民
族
詩
人
と
し
て
超
批
評
的
な

一
面
が
あ
る
が
、
近
世
人
な
る
芭
蕉
は
、
そ
の
生
活
も
言
行
も

は
っ
き
り
し
て
を
り
、
人
と
し
て
の
映
像
が
顕
著
に
把
提
出
来
る
に
も
関
は
ら
ず
、
殆
ん
ど

一
宗
の
開
祖
の
如
き
印
象
を
吾
人
に
与
へ
る
の
で

あ
る
。

殊
に
彼
に
対
す
る
研
究
は
ま
す
ま

す
細
微
に
入
り
、
叢
書
の
刊
行
、
専
門
学
者
の
報
告
、
そ
の
上
に
、
郷
土
的
研
究
が
進
ん
だ
の
で
、　
一
紙

片
、　
一
断
碑
の
末
に
い
た
る
ま
で
調
査
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
学
問
芸
術
上
の
努
力
は
、
す
べ
て
彼
に
対
す
る
無
条
件
な
尊
信
の
念
か
ら

出
発
し
て
ゐ
る
の
で
あ

っ
て
、
俳
諧
史
上
で
は
彼
に
耐
す
る
非
難
の
声
は
殆
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

た
ゞ
一
人
、
明
治
の
ＴＥ
岡
子
規
が
、
極
め
て
卒
直
な
る
文
学
論
の
立
場
か
ら
、
彼
の
作
品
を
論
評
し
、
素
ょ
り
そ
の
長
所
は
認
め
な
が
ら
も

大
胆
に
、

余
は
労
頭
に
一
断
案
を
下
さ
ん
と
す
。
日
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
も
の
は
、
そ
の
何

十
分
の
一
た
る
少
数
に
過
ぎ
ず
。
否
わ
づ
か
に
可
な
る
も
の
を
求
む
る
も
多
々
晨
星
の
如
し
。

（
芭
蕉
雑
談
）

一
一一一

カロ

藤
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一
幅
の
絵
の
や
う
な
情
趣
は
成
立
す
る
が
、
内
部
に
充
実
す
る
も
の
が
足
ら
ぬ
。
実
情
が
う
す
い
。
彼
は
気
永
く
時
節
を
待
ち
、
後
に
猿
簑
集

撰
集
の
折
、
去
来
、
凡
兆
と
の
俳
諧
に

さ

ま
ざ

ま

の
品

変

り

た

る
恋

を

し

て

　

　

　

　

　

凡

　

兆

と
い
ふ
前
句
に
逢
着
し
、
狂
喜
し
て

「
う
き
世
の
は
て
は
」
の
字
句
を
附
け
た
と
い
ふ
。

こ
れ
は
特
別
の
場
合
で
あ
る
が
、　
一
般
の
理
論
と
し
で
、
彼
は
附
合
の
心
得
を
か
く
門
人
に
教

へ
て
ゐ
る
。

師
の
日
、
学
ぶ
こ
と
は
常
に
あ
り
。
席
に
臨
ん
で
文
台
と
我
と
の
間
に
髪
を
容
れ
ず
。
思
ふ
こ
と
速
に
言
に
出
で
て
、
策
に
至
つ
て
迷
ふ

念
な
し
。
文
台
を
引
き
お
ろ
せ
ば
即
ち
反
古
也
。　
公
二
冊
子
）

実
に
深
く
鋭
い
言
葉
で
あ
る
。

元
来
俳
諧
連
歌
は
、
四
季
の
移
り
、
月
花
の
情
、
恋
、
生
死
、
修
羅

（
闘
争
）
、
旅
、
離
別
な
ど
、
全
人
生
的
な
要
素
を
三
十
六
の
上
下
句

の
間
に
、
自
然
に
具
象
化
す
る
道
で
あ
っ
て
、
芭
蕉
は
中
で
も
恋
の
場
面
を
処
理
す
る
の
に
妙
を
得
て
ゐ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
を
構

成
す
る
の
は
数
人
の
人
々
の
力
の
綜
合
で
あ
る
故
に
、
心
の
一
致
、
気
分
の
交
流
、
と
い
ふ
こ
と
が
第

一
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る

か
ら
、
学
ぶ
こ
と
、
即
ち
心
の
鍛
錬
は
日
常
に
お
い
て
せ
よ
、
俳
席
に
臨
ん
で
は
、
打
て
ば
響
く
が
ご
と
く
前
句
の
情
趣
や
思
想
に
呼
応
し
て

自
己
を
発
せ
ょ
。
事
終

っ
て
机
よ
り
お
ろ
す
懐
紙

（作
品
そ
の
も
の
）
は
一
片
の
反
古
に
過
ぎ
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
即
ち
柔
軟
な
感
受
性
、

人
生
の
仔
細
な
観
察
、
聯
想
力
と
直
感
力
と
の
養
成
―
―
は
、
平
生
の
間
に
行
は
れ
、
制
作
に
臨
ん
で
は
自
己
を
空
し
う
し
て
全
体
の
理
念
、

即
ち
風
雅
の
境
に
投
入
せ
よ
。
こ
の
風
雅
の
精
神
を
実
現
し
た
以
上
は
、
各
自
の
表
現

（
即
ち
作
品
）
も
、　
一
片
の
反
古
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ

の
で
あ
る
。
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
芸
術
は
風
雅
の
た
め
の
道
具
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

一
体
、
芸
術
な
る
も
の
は
、
自
ら
の
表
出
、
自
我
の
肯
定
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
俳
諧
は
、
各
自
の
芸
術
を
、
見
へ
ざ
る
風
雅
の
精

神
に
捧
げ
む
と
す
る
自
己
否
定
の
立
場
を
も
つ
故
に
、
恰
も
自
ら
を
空
し
う
し
て
神
に
生
き
む
と
す
る
信
仰
の
心
理
と
接
近
す
る
の
で
あ
る
。

芭
蕉
の
芸
術
に
は
今
日
の
西
洋
文
芸
に
は
見
ら
れ
な
い
宗
教
的
香
気
の
存
す
る
の
は
、
か
ゝ
る
心
の
過
程
の
あ
る
故
で
あ
る
。

以
上
は
最
も
高
め
ら
れ
た
る
連
句
の
精
神
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
、
好
事
家
が
打
寄

っ
て

一
脊
の
清
遊
に
耽
ら
ん
が
た
め
に
起
っ
た
通
俗
的

な
世
間
道
で
あ
っ
て
、　
芭
蕉
の
以
前
は
勿
論
、
彼
自
身
も
青
壮
年
の
間
の
俳
諧
は
、　
単
な
る
文
学
的
な
世
間
道
と
し
て
過
し
て
来
た
の
で
あ

る
。
日
の
悪
い
後
代
の
文
人
、
上
田
秋
成
は

一
五

禾日

歌

史

上

ヤこ

お

け

る

芭

蕉

の

位

置



一
六

俳
諧
を
顧
れ
ば
、
貞
徳
も
、
宗
因
も
、
芭
蕉
も
、
み
な
口
賢
い
衆
で
、
つ
づ
ま
る
と
こ
ろ
は
世
渡
り
じ
や
。
檜
の
笠
、
竹
の
杖
も
、
田
合

商
人
の
上
手
じ
や
。

（
胆
大
小
心
録
）

と
根
本
の
弱
点
を
衝
い
て
ゐ
る
。
芭
蕉
歿
後
、
た
ゞ
一
人
の
正
し
い
承
継
者
を
見
な
か
っ
た
事
実
は
、
こ
の
世
間
道

へ
の
堕
罪
が
存
し
た
か
ら

で
あ
る
。

発
句
即
ち
十
七
字
詩
は
、
い
ふ
迄
も
な
く
三
十
六
句
の
連
句

（
歌
仙
）
の
第

一
句
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
俳
諧
の
一
部
分
な
の
で

あ
る
が
、
歴
史
的
に
は
芭
蕉
以
前
―
―
連
歌
の
時
代
―
―
か
ら
、
そ
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
然
し
発
句
の
み
で
は
世
間
道
が
成
立
せ

ず
、
生
活
が
出
来
な
い
。
ど
う
し
て
も
連
句
を
主
体
に
し
、
同
好
の
人
々
が
相
集

っ
て

一
座
を
結
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
発
句

自
体
は
堕
落
よ
り
遠
ざ
か
り
、
自
己
に
即
す
る
純
粋
な
芸
術
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

彼
が
発
句
よ
り
も
連
句
を
重
し
と
見
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
連
句
の
芸
術
性
が
発
句
以
上
で
あ
る
如
く
結
論
す
る
の
は
常
に
学
者
の
陥

る
誤
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
時
代
精
神
と
芸
術
の
真
実
と
い
ふ
も
の
ゝ
間
に
大
き
い
差
別
の
あ
る
こ
と
を
考

へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
殊
に
彼
が

一
時

師
事
し
た
と
い
ふ
西
山
宗
因
は
か
く
い
っ
て
ゐ
る
。

古
風
、
当
風
、
中
昔
、
上
手
は
上
手
、
下
手
は
下
手
、
い
づ
れ
を
是
と
わ
き
ま
へ
ず
。
好
い
た
事
し
て
遊
ぶ
に
は
し
か
じ
。
夢
ま
ぼ
ろ
し

の
戯
言
な
り
。

（
阿
蘭
陀
二
番
船
）

い
か
に
も
談
林
派
の
主
張
ら
し
い
、
ほ
が
ら
か
な
言
葉
で
あ
っ
て
、
陽
気
の
中
に
虚
無
思
想
を
含
ん
だ
元
藤
文
芸
の
精
髄
で
、
西
鶴
の
心
理

と
も
交
流
す
る
。
け
れ
ど
も
芭
蕉
の
把
握
し
た
風
雅
は
夢
幻
の
た
は
む
れ
で
は
決
し
て
な
い
。
厳
然
た
る
心
霊
上
の
問
題
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

宗
因
が
芸
術
を
夢
幻
の
遊
戯
と
見
た
の
も
、
単
な
る
文
芸
否
定
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
ゝ
に
遊
戯
の
意
味
が
高
く
捉

へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ

と
を
考

へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ｏ
人
生
の
背
景
と
し
て
、
仏
教
や
老
荘
思
想
の
も
と
に
照
明
せ
ら
れ
た
俳
諧
の
姿
が
遊
戯
と
し
て
観
じ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

芭
蕉
が
風
雅
に
活
き
む
が
た
め
に
、
個
々
の
芸
術
的
要
求

（
表
現
）
を
犠
牲
に
せ
よ
と
教

へ
た
の
は
、
つ
ま
り
宗
因
の
遊
戯
説
を
止
揚
し
た

も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
芭
蕉
の
自
党
が
高
め
ら
れ
、
個
性
が
深
化
す
る
と
共
に
、
彼
の
精
神
は
連
句
ょ
り
も
単

一
な
る
発
句
の
方

向

へ
移
動
し
、
古
来
の
和
歌
が
誇
示
し
て
ゐ
る
自
主
的
な
性
格
に
対
時
す
る
短
詩
と
し
て
の
新
価
値
を
、
半
自
党
的
に
直
感
し
て
ゐ
た
と
思
は

れ
る
ふ
し
が
あ
る
。



い
か
な
る
天
才
と
雖
も
、
時
代
精
神
の
中
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
彼
の
連
句
主
張
は
こ
の
精
神
の
中
よ
り
発
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。

作
者
の
か
ゝ
る
時
代
精
神
に
対
す
る
自
党
が
、
時
代
を
超
越
し
た
真
の
芸
術
性
と
矛
盾
し
つ
ゝ
同
時
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
文
学
史
上
の

興
味
あ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
を
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
近
松
の
作
品
約
二
百
五
十
種
の
戯
曲
の
う
ち
、
時
代
物
は
三
百
を
越
へ
、
作
者
の

努
力
は
全
く
時
代
物
の
上
に
尽
さ
れ
た
観
が
す
る
の
に
関
は
ら
ず
、
今
日
及
び
今
日
以
後
の
文
芸
的
な
価
値
は
、
僅
に
二
十
余
篇
の
世
話
物
に

存
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

時
代
物
は
む
し
ろ
元
藤
時
代
精
神
の
遺
蹟
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
麿
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
は
れ
る
。
真
渕
が

「
み
空
ゆ

く
竜
の
如
し
」
と
讃
歎
し
た
長
歌
も
、
現
代
文
芸
の
上
に
占
め
る
地
位
は
む
し
ろ
空
し
く
観
じ
ら
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
芸
術
の
追
求
に
惨

浩
た
る
生
活
を
送
っ
た
芭
蕉
は
、
た
し
か
に
発
句
に
よ
っ
て
、
連
句
の
も
つ
時
代
性
を
超
克
し
た
形
跡
が
あ
る
。
こ
の
点
は
結
論
と
し
て
子
規

の
論
断
に

一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
相
当
の
異
論
を
含
む
の
で
あ
る
。

芭
蕉
の
心
が
年
と
共
に
発
句
の
方

へ
傾
い
た
と
い
ふ
事
実
は
、
彼
が
愛
弟
子
、
去
来
や
凡
兆
に
撰
集
さ
せ
た

『
猿
簑
集
』
六
巻
の
形
式
の
上

に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
委
細
は
略
す
る
が
、
こ
の
集
は
彼

一
代
の
精
神
の
凝
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
芸
術
家
と
し
て
の
彼
が
最
も
円
熟
し
た
時

の
編
輯
で
あ
る
。
全
六
巻
の
う
ち
、　
一
よ
り
四
ま
で
は
悉
く
彼
の
問
人
た
ち
の
発
句
で
成
り
、
第
五
は
連
句
、
第
六
は
俳
文

（
幻
住
竜
記
）
と

な
っ
て
ゐ
る
。

こ
の
形
は
、
こ
れ
ま
で
の
撰
集
の
形
式
と
異
り
、
芭
蕉
が
暗
々
裏
に
、
和
歌
の
勅
撰
集
に
対
立
す
る
大
胆
な
形
式
を
胸
に
描
い
て
ゐ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
ふ
。
少
く
と
も
三
十

一
字
の
和
歌
に
対
し
十
七
字
の
発
句
が
独
立
の
地
歩
を
占
め
得
る
と
い
ふ
異
常
な
自
党
が
認
め
ら
れ
る
。

今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
言

へ
ば
極
め
て
平
几
な
こ
と
で
あ
る
が
、
和
歌
ょ
り
連
歌
、
連
歌
ょ
り
俳
諧
と
下
降
し
て
、
歌
道
は
到
底
平
民
の
近
づ

き
難
い
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
た
時
代
に
お
い
て
、
か
ゝ
る
根
本
的
な
確
信
を
も
ち
得
た
人
は
、
恐
ら
く
芭
蕉

一
人
で
あ

っ
た
か
と
思
は
れ
る
。

こ
れ
は
序
論
で
な
く
本
論
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
彼
が
古
池
の
句
に
よ
っ
て
成
熟
し
た
革
命
の
原
動
力
は
、
木
下
長
哺
や

西
行
な
ど
の
和
歌
の
美
で
あ

っ
た
。

勅
撰
歌
集
が
春
を
以
て
第

一
巻
を
成
し
て
ゐ
る
の
に
着
し
、
猿
簑
は
冬
を
以
て
始
ま
り
、
殊
に
時
雨
の
寂
蓼
た
る
感
覚
を
以
て
、
和
歌
の
春

花
の
艶
麗
に
対
立
さ
せ
て
ゐ
る
。

和

歌

史

上

に

お

け

る

芭

蕉

の

位

置

一
七



一
八

彼
以
前
の
俳
諧
集
は
み
な
連
句
を
基
本
に
し
て
選
ば
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
ゝ
で
は
一
巻
の
み
に
な
り
、
す
べ
て
発
句
の
集
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

彼
の
発
句
、
約

一
千
余
を
年
代
順
に
書
き
改
め
て
調
査
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
彼
の
句
境
の
進
展
は
彼
の
歿
年
元
藤
七
年
に
お
い
て
最
も
高

潮
に
達
し
て
ゐ
る
事
実
は
ま
こ
と
に
感
歎
す
べ
き
だ
と
思
ふ
。

芭
蕉
が
奥
の
細
道
ょ
り
帰
り
、
猿
簑
の
撰
が
成
就
し
た
こ
ろ
か
ら
、
彼
が

「
軽
み
」
と
い
ふ
主
張
を
公
に
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で

あ
る
。
　
こ
れ
は
、
半
俗
の
世
界
に
今

一
歩
踏
み
入
っ
て
、
そ
こ
に
自
由
な
新
し
い
詩
を
発
見
し
ょ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
。
　
で
、

一
般
論
者

は
、
彼
の
心
が
さ
び
か
ら
か
る
み
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
私
は
さ
う
は
思
は
な
い
。
彼
が
最
後
の
年
の
六
月
に
妻
寿
貞
の

訃
に
接
し
、
同
じ
年
の
十
月
に
大
阪
で
卒
去
し
た
間
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
作
品
は
、
多
く
は
連
句
と
関
係
な
き
独
立
句
で
あ

っ
て
、
し
か
も
彼
の

全
生
涯
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
沈
痛
な
響
を
も

っ
て
ゐ
る
。

こ

の

秋

は

何

で

年

ょ

る

雲

に

鳥

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯

野

を

か
け

め
ぐ

る

の
如
き
は
、
わ
が
国
詩
歌
中
の
絶
唱
で
あ
っ
て
、　
一
俳
諧
史
の
所
産
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
か
ゝ
る
傑
作
が
、
か
る
み
と
い
ふ
冷
静
な
理

念
の
尺
度
に
は
い
り
こ
む
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
が
自
党
せ
ず
し
て
到
達
し
た
本
質
で
あ
り
、
万
葉

・
新
古
今
の
精
神
に
つ
な

が
る
高
い
抒
情
詩
で
あ
る
。

そ
れ
で
彼
の
芸
術
は
連
句
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
発
句
に
お
い
て
見
出
す
べ
き
で
あ
る
が
、
彼
の
情
熱
、
個
性
、
旅
の
体
験
、
芸
術
上
の
自

党
、
時
代
精
神
の
超
克
―
―
と
い
ふ
や
う
な
諸
問
題
も
、
や
は
り
発
句
を
対
象
と
し
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
子
規
が
発
句
の
み
を
取
り

上
げ
た
の
は
、
本
当
に
は
正
し
い
の
で
あ
る
が
、　
そ
の
価
値
の
断
定
の
上
に
お
い
て
大
き
い
誤
を
犯
し
て
ゐ
る
。
　
子
規
の
発
見
し
た
写
生
説

は
、
確
か
に
芸
術
的
な
立
場
を
持

っ
て
ゐ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
を
含
ん
だ
芭
蕉
の
作
品
を
決
定
す
べ
き
唯

一
つ
の
尺
度
と
見
る
わ
け
に
は
ゆ

か
ぬ
。

子
規
の
立
場
か
ら
、
凡
兆
や
蕪
村
は
理
解
出
来
て
も
、　
芭
蕉
の
全
貌
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。　
極
め
て
多
様
な
方
向
を
持
つ
芭
蕉
の
句

を
、
写
生
と
い
ふ

一
平
面
の
上
に
併
列
し
て
、
同
時
的
に
観
察
を
下
せ
ば
、
当
然
、
佳
句
と
悪
句
と
の
二
つ
に
別
れ
る
。
芭
蕉
の
句
の
芸
術
性

は
、
時
間
的
に
且
立
体
的
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。



つ
ま
り
少
量
の
黄
金
の
貴
重
な
こ
と
は
、
誰
に
で
も
判
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
量
の
鉱
石
の
中
よ
り
出
現
し
た
価
値
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
勝
で
あ
る
。
子
規
の
言
説
に
は
、
黄
金
は
認
め
る
が
、
金
鉱
は
無
用
だ
と
い
ふ
矛
盾
を
含
ん
で
ゐ
る
。

芭
蕉
が
古
池
の
句
に
よ
っ
て
党
醒
し
て
以
来
の
句
々
に
は
、
少
量
の
黄
金
を
含
ま
な
い
も
の
は
な
い
。
彼
は
孤
独
な
暗
中
模
索
の
状
態
で
、

一
歩
々
々
自
己
の
道
を
開
拓
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
子
規
が

一
言
の
も
と
に
駄
句
と
し
て
退
け
る
作
品
は
、
す
べ
て
尊
い
失
敗
を
記
念
す
る

残
滓
を
と
ゞ
め
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
点
を
明
か
に
す
る
の
は
、
彼
の
傑
作
と
し
て
伝
唱
せ
ら
れ
る
名
句
が
、
所
謂
駄
句
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
原
型
を
基
礎
と
し
て
推
敲
せ
ら

れ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
の
改
作
の
跡
が
年
と
共
に
次
第
に
明
瞭
に
な
っ
て
来
た
の
は
、
多
く
の
考
証
家
の
賜
で
あ
る
。
次
に
手
近
い
例
を
少

し
く
挙
げ
て
見
る
。
前
者
は
原
作
、
後
者
は
改
案
と
見
ら
れ
る
も
の
を
並
記
す
る
。

一
九

秋 こ 菊 菊 あ あ く は 辛 辛 ふ 古 明 雪

く ち に は 葉 の る る よ 町 び ん じ し

の
雨 仏 男 の の の の に ぼ お の __

形ぢ哉 達 振 光 光 花 花 て ろ と 音 寸 寸

原 原 原 原 原 原 原

禾日

歌

史

上

に

お

け

る

芭

蕉

の

位

置



二
〇

（
肩外
）

（
肩杯
）

最
後
の

「
こ
の
道
」
の
句
は
、
更
に
所
思
と
い
ふ
題
が
追
記
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
は
じ
め
路
上
の
人
声
ょ
り
発
し
た
暮
秋
の
感
じ
が
、
幾
転
の

後
、
深
き
人
生
の
所
思
と
し
て
決
定
し
、　
一
条
の
道
路
は
最
後
に
、
生
涯
の
心
の
道
に
孤
影
を
曳
く
作
者
の
内
観
に
達
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

仔
細
に
探
せ
ば
ま
だ
い
く
ら
か
の
例
は
発
見
し
得
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
句
に
も
中
間
に
二
回
、
三
回
の
訂
正
が
試
み
ら
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
完
成
し
た
作
品
は
日
本
文
学
上
の
偉
観
で
あ
っ
て
、
現
代
の
作
者
も
追
随
を
許
さ
れ
な
い
高
さ
を
持

っ
て
ゐ
る
。
し

か
も
、
そ
れ
が
言
ひ
合
せ
た
や
う
に
子
規
の
唾
棄
す
る
句
形
か
ら
発
生
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
も
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
重
要
な
問
題
を
衝
く
た
め
に
は
、
更
に
稿
を
改
め
て
、
彼
の
自
党
の
根
拠
な
る
和
歌
の
芸
術
性
を
論
じ
、
更
に
両
者
の
詩
形
、
用
語
の

比
較
に
移
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

た
ゞ
最
後
に
一
言
を
添
へ
た
い
の
は
、
彼
が
愛
弟
子
な
る
伊
賀
の
吐
芳
に
言

っ
た
と
い
ふ
詞
で
あ
る
。

松
の
こ
と
は
松
に
開

へ
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
習

へ
と
あ
り
し
も
、
私
意
を
離
れ
よ
と
な
り
。
―
―
習
へ
と
い
ふ
は
、
物
に
入
つ
て
そ
の
微

の
現
れ
て
、
情
感
ず
る
な
り
。
句
の
成
る
所
な
り
。
た
と
ひ
あ
ら
は
に
言
ひ
出
で
ゝ
も
、
其
場
ょ
り
自
然
に
出
る
情
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
物

と
わ
れ
と
二
つ
に
な
り
て
、
其
情
ま
こ
と
に
到
ら
ず
。

（
枇
杷
園
随
筆
）

実
に
味
ふ
べ
き
詞
で
あ

っ
て
、
こ
ゝ
に
至

っ
て
彼
は
自
己
の
超
越
と
自
我
の
完
成
が
、

一
如
の
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
否
定

せ
ら
れ
た
私
情
を
消
散
し
て
天
地
の
情
と
し
て
の
自
ら
の
真
情
を
お
の
づ
か
ら
獲
得
せ
ょ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
と
い
ふ
こ
と
も
象
徴
と

い
ふ
こ
と
も
、
是
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

和
辻
博
士
は

「
風
土
」
の
中
で
、
か
く
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
人
は
見
る
こ
と
に
於
て
感
じ
、
日
本
人
は
感
じ
る
こ
と
に
於
て
見
た
。

ま
づ
深
く
感
じ
て
而
し
て
こ
れ
を
見
た
芭
蕉
は
、
最
も
日
本
人
的
な
詩
人
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

こ 人 閑 山
の 声 か 寺

[言 二塁
く の 岩 に

人 道 に し

な か し み

し へ み っ

装 曇 な
く

の の 蝉
蝉

く く の の

れ れ 声 声




