
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

蕉門俳諧師の方法 : 支考の場合

石井, 大
山口大学文理学部助教授

https://doi.org/10.15017/12154

出版情報：語文研究. 36, pp.9-19, 1974-02-28. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



蕉

門
俳
譜
師

の
方

法

支

考

の
場

合

石

井

大

元
禄

三
年

に
芭
蕉

に
入
門

し

た
と
言

わ

れ
る
支
考

は
、

あ

る
時

期
、

い

つ
か

ら
か
、
〈
俳
譜

師
見

か

け

て
暗

や
諌

鼓
鳥

〉

(島
日
記
)

と
詠

み

、

「
我

門

の
俳

譜
師
」
(俳
譜
十
論
)と
記

す

が
ご

と
く
、
自

ら

、
自

己

の
在

り
様

を
、

「
俳
譜
師
」

と
し

て
、

明
確

に
意

識
し

、
そ
う

規
定

し

て

い
る
。

そ

こ
に

見

ら
れ
る
、
職
業

と
し

て
の
俳
譜

を
講
ず

る
者

と

い
う

意

識

は
、
支

考

の

俳

論
を

考
え
て

い
く
上

に
、
極

め

て
重

要
な
意

味

が
あ

る
。

半

俗
半

僧

の
体
、

自
ら

竹
斎

に
似

た
る

と
し
(冬
の
日
)、
月

佗
斎

と
狂

じ

て

(武
蔵
曲
)、又
乞

食

の
翁

と
呼

ん
で

み
る
芭
蕉

(真
跡
懐
紙
)
、
古

人
も

多
く

旅

に
死

せ

る
あ
り

と
述

べ
(奥
の
細
遭
)、
古
人

の
心
を

心

と
し

て
(柴
門
辞
)、
旅

人
と
我

名

呼

ば
れ

ん
と
言
う

(笈
の
小
文
)芭
蕉

に
、
俳

譜
を
講
ず

る
者

と
し

て

の
職
業

意

識
を
内

に
し

た
俳

譜
師

と
し

て

の
意

識

を
、
多

く
認

め
る

こ
と

は
出
来

な

い
で
あ

ろ
う

、
点

者

と
し

て

の
生

活
を
嫌

っ
た
芭

蕉

で
あ

る
。

い
つ
頃

か

ら
芭
蕉

が
そ
う

い
う

人

生

の
方
向

、
生

活

の
在

り
方

を
理
想

と
す

る
様

に

な

っ
た
か
、

「
九

年

の
春

秋

、
市
中

に
住

佗

て
、
居

を
深

川

の
ほ
と
り

に

移
す
」
〔続
深
川
)時
よ

り
以
来

か

、
其
角

の

「芭

蕉
翁

終
焉

記
』

に
記
す

と

こ

ろ
、

「
天
和

二
年

の
冬
深

川

の
草
庵
急

火

に
囲

ま
れ

潮

に
ひ
た

り
笛
を

か

つ
ぎ

て
煙

の
う

ち

に
生
き

の
び
け

ん
是
ぞ

玉

の
緒

の
は
か
な

き
初

め
」

よ

り

か
。

か

っ
て
は

、
寛
文

十

二
年

に
、
伊
賀

上
野

天
満

宮

に
、
自

判

の
三
十
番

発
句

合

「
貝

お
ほ

ひ
」
を

奉
納

し
、
延

宝

六
年
末

頃

に
は
宗

匠
と

し

て
立

机
し

て

い
た
芭

蕉

で
あ

っ
て

み
れ
ば

、
点
者

と
し

て

の
生

活

は
う

べ
な
う

も

の

で
あ

っ
た
ろ
う

し
、
芭

蕉

は
俳
譜

を
講
ず

る
者

で
あ

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
そ

の
様

な
生

活

を
否
定

し
よ
う

と
す

る

、
結
果

と
し

て

は

芭

蕉

は
俳

譜
を

講
ず

る
者

で
あ

る

こ
と
を
、

止
め

る

こ
と
は
出
来

な

か

っ

た
し

、
連

衆
を

組
識
す

る

こ
と

に
熱

心

で
な

か

っ
た

、
と
は
言

え
な

い
点

も

あ

る
。

が
芭
蕉

の
心

の
内

に
、

職
業

と
し

て

の
俳

譜
を

講
ず

る
者

と

い

う

意

識

は
、
極

め

て
少

な

い
と

み
え
る
。

で
、

芭
蕉

と
支

考

の
両
者

に

み

ら
れ

る

こ

の
相
違

、
自

己
を

何
者

と
意
識

し

て

い
た
か
、

と

い
う

点

に
お

け
る
意

識
化

の
相

違

は
、
両
者

の
文

学

と
人
生

に
対
す

る
意

見

や
、
立

論

に
影
響

し

て

い
る

で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ

で
支
考

の
俳

論

の
重

要
な

部
分

が
、
虚

実
論

と
姿

情
論

に
あ

る

こ
と

は
、
言

う
ま

で
も

な

い
。
虚

実
論

や
姿
情

論

に

つ

い
て
論

及
さ

れ

て
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い
る
先
学

の
論

は
、
芭

蕉
俳

論

と

の
関

係

に

つ

い
て
比

較
さ

れ

る
と

い
う

方
法

を
取

ら

れ
る
。

結
論

的

に
は
、
支

考

の
俳

論

が
芭
蕉

の
俳

論
を

受
け

つ
ぐ

こ
と
、
支

考
独

自

の
発
展

が

み
ら
れ

る

こ
と

を
認

め
ら

れ

て

い
る
。

ど

の
時
点

で
、
ど

の
様

に
受

け

つ
ぎ

、
ど

こ
に
於

て
支
考

の
独

自
性

が
あ

る

か

に

つ
い
て
、
先

学
そ

れ
 

の
論

が
あ

る
。

一
例

と
し

て
堀

切
実

氏

は
、

「
芭
蕉

の
論
理

は
柔
軟

で
あ

り

、
支
考

の
論

理
は
硬

質

で
あ

っ
た
と

い
う

差
異

で
し

か
な

い
と
も

言

え
よ
う

」

と
し
、
支

考

の
独
自

性
を

認
め

な

が
ら
も

、
基
本

的

に
は
芭

蕉

の
俳
論

を
受

け

つ
ぎ
、

そ
れ
を

体
系

的

・

構
造

的

に
組
識

し
た

も

の
と
述

べ
ら

れ
る
。

と

こ
ろ
で
今

か
ら
述

べ
よ
う

と
す

る

こ
と
は
、

文
学

(
俳

譜

)
の
目

的

と
効

用

に
関
す

る
支

考

の
意

見

に

つ

い
て

で
あ
る
。

こ

の
点

に
関
す

る

か

ぎ

り
、
芭
蕉

と
支

考

の
相
違

は

、
支
考

の
晩

年

に
近
付

く

ほ
ど
、
大

き
な

ち

が

い
を

み

せ
て
来

る
。
あ

る
意

味

で
は
対

立
す

る

ほ
ど

の
両
極

に
あ

る

と

も
思

え
る
。

そ

の

こ
と
に

つ
い
て
卑

見
を

述

べ
ま
す
。

二

 

支

考

の
俳
論

を
考

え

る
時

、

一
つ
の
重
要

な

こ
と

が
あ
る
。

支
考

及

び

美

濃
派

と
称

さ
れ

る
そ

の

一
門

の
人

々
が

、
俳
譜

連
衆

を
組

織
す

る
と

い

う

、

こ
の
極

め

て
政

治
的

・
実

践
的

課
題

に
、
美

事

に
成
功

し

て

い
る
、

と

い
う
事

実

で
あ

る
。

支

考

の
俳
論

は

こ

の
事
実

に
対

応
し

て

い
る

の
で

あ

っ
て
、

こ
の

こ
と
を
抜

き

に
し

て
論
じ

る

こ
と
は
不

十
分

で
あ

る
。

俳

譜

連
衆

を
組

織
す

る

こ
と

に
成

功
し

て

い
る

と

い
う
事

実
、

こ
の
事

実

に

最

も
深

く
か

か
わ

る
も

の
と
し

て
、

文
学

の
目
的

と
効

用

と

い
う

具
体
的

な

問
題

が
提

起
さ

れ

て
く
る
。

支
考

及
び

そ

の

一
門

、
美
濃

派

と
称
さ

れ
る

人

々
が
、
俳

譜
連
衆

を
組

織
す

る

こ
と

に
成
功

し

て

い
る
事
実

を

、
先

学

は

ど

の
様

に
評

し
、
何

が

そ

の
原
因

で
あ

る

と
さ
れ

た
か
。

堀
切
実

氏
ー

「
多

く

の
夜
話

・
講
錘

の

場

に
お
け

る
支

考

の
鋭

い
批

評
眼

と
独
特

の
形

而
上

的
思

弁

に
お
け

る
論

理
体

系

と
は
、

地
方
連

衆
を

魅
了
す

る
も

の
が
あ

っ
た

で
あ

ろ
う

」
。

堀

信
夫

氏
1

「
実
作

の
指

導

に
あ

た

っ
て
は
む
し

ろ
卑

俗
平

明
な
句

作

り
を

す

す

め

た
。

そ

の
結
果

、

そ

の
門

入
達

は
、
心

を
高

く
悟

っ
て
俗

に
帰

る

境
地

よ
り

も
、

は
る

か

に
低

俗
な
所

に
陥

っ
て
し
ま

っ
た

の

で
あ

る
。

た

だ
し

そ

の
た

め
地
方
俳

壇

の
俳
譜

人

口
を
増
す

の
に
大
き

な
功

績

が
あ

っ

た
」
。

各
務

虎

雄
氏
ー

「
指

導
理
論

が
俗

耳

に
入
易

い
こ
と

に
目
標

が
お

か
れ

て

い
た

た
め

一
体

に
平

浅

で
あ

る
。

平
浅

で
あ

り
、

平
俗

で
あ

る

こ

と

が
、
大
衆

を
俳

譜

に
引

入
れ

る
た
め

に
は
、

支
考

に
と

っ
て
、
も

っ
と

も
適

切
な
途

で
あ

っ
た

に
ち

が

い
な

い
」
。

栗

山
理

一
氏
ー

「
美
濃

風
や

伊
勢

風

は
教
養

の
低

い
地
方

人
を
相

手

と
し

て
、
俳

譜
風

雅
を
俗

談
平

話

と
す

る
安

易
な

解
釈

に
す

が

っ
て

い
た

、
談
林

俳
譜

の
洗
礼

を

受
け

て

い

な

い
地
方
俳

人

の
多

く
は
貞

門
系

で
あ

っ
た

だ
け

に
、

こ

の
田
舎

蕉

門

の

卑

近

平
易

な
俳

風
は

そ

の
浸

透

に
成

功

し
た

と

い
え
よ
う

」
。
=

「芭

蕉

晩
年

の
提

唱

に
な

る
軽

み
を
卑

薄

な
方
向

に
推

し
拡

げ
よ
う

と
し

た

の
が

地
方

に
勢

力
を

扶
植

し
た
美

濃
風

や
伊
勢

風

の
俳

人
た
ち

で
あ

っ
た
」
。

先

学

の
論
を
前

に
し

て
、
自
ら

に
反

問
し

て
言
う

、
支

考

の
俳
論

が
思

弁
的

傾
向

を
有

し
、
論

理
的

体
系

的

で
あ

っ
た

こ
と
は
疑

い
得

な

い

一
つ

の
性

格

と
し

て
あ
る
。

が
、
そ

れ
は
、
俳

譜
連

衆

を
組
織
す

る
に

、
は

た

し

て
最
も
有

効

で
あ

っ
た

ろ
う

か
。

「
門
前

の
姥

に
聞
き

合

せ
て
合

点

せ

ぬ

は
俳
譜

に
あ

ら
ず

」
(俳
譜
十
論
)、

と

い
う

俳
譜

大
衆

化

の
方
向

と
そ

こ
で

の
姿

勢
を

、
支

考

の
俳

譜

の
論
理

と
し

て
組

み
込

む

こ
と
が
必

要
な

の
で

は
な

い
か
、
合

浦
誹

談
草
稿

が
言
う

ご
と
く

、

「
考

は

鄙
風
」

で
あ

り
、
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田
舎

蕉

門
と
言
わ

れ
る

ご
と
く

、
組

織

の
対

象

に
な

っ
た
人

々
は

、
生
産

か

ら

遊
離

し
た
都
市

の
自

由
な
教

養

人

で
は
な
く

、
俳

譜
蒙
求

が

「
よ
く

東

西

に
頭
陀
を

巡
ら

し

て
里

々
の
卑
俗

を
俳

門

に
勧

ム
俳

譜

の
広
き

事
此

人

の
カ

ラ
也
」

と
述

べ
る
が

ご
と
く
、

僻
遠

の
地

の
人

々
が
組

織

の
対
象

で
あ

っ
た

こ
と
を
考

え
る

と
き

、
思
弁

的
論

理

で
あ
る

こ
と
よ

り
、

生
産

に
従

事
す

る

こ
と

に
も

と
ず

く

、
体

験
的

日
常
性

に
即
し

て
説

く

こ
と

の

方

が
、

は
る

か
に
有
効

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
、

「
里

々
の
卑

俗

を
俳

門

に
勧

ム
」
時

、

そ

の
時

、
そ

こ
で
の
人

々
に
あ

っ
た
も

の
は
、
理

論
信

仰

で
は

な
く
、

生
活

に
即

し

て
分

り

易

い
、

と

い
う

こ
と
で

は
な

か

っ
た

の
か

.
他

の

一
つ
の
理
由

、
卑
近

平
俗

な
、

或

は
平
浅
な

俗
耳

に
入

易

い

俳

風

が
連

衆
を

組
織
す

る

に
有
効

で
あ

っ
た
と

い
う

説
、

先
学

の
そ

の
言

わ

ん

と
す

る

と

こ
・ろ
は
、

分
り

易
さ

を
指
摘

す

る

こ
と

に
あ

っ
た

と
理
解

し

た

い
。

な

ぜ
な
ら

、
芸

術

の
価

値

が
低

い
と

い
う

こ
と
が
、

地
方

の
連

衆
を
組

織
す

る

に
有

効

で
あ
り

、
低

い
が
故

に
彼

等

が
受

け

入
れ

る
と

こ

ろ

と
な

っ
た
、

と

い
う

こ
と

で
あ

れ

ば
、
そ

の
論

理
は
横

暴

で
あ
り

、
何

ら

事

の
必
然
性

を
説

明
し

て

い
な

い
。

な

ぜ
な
ら

、
芸
術

的
価

値

が
低

い

と

い
う

こ
と

、
そ

れ
は
論
者

の

一
つ
の
価
値

観

で
あ
り

、
趣
味

の
問

題

に

す

ぎ
な

い
か
ら

で
あ

る
。

三

支
考

の
芭
蕉

入

門

の
時

期

を
元
禄

三
年

と
し

て
、

そ

の
時

、
支
考

が
芭

蕉

に
選

遁

し
た
時

、
支

考
は

そ

こ
で
何
を
感

じ

、
ど

の
様

に
自
己

を
位

置

づ
け

た
か

と

い
う

問
題

が
あ

っ
た
。

「
陳
情

表

」

で
支

考
は

次

の
様

に
述

懐

す

る
、

「
む

か
し

は
桑

門

に
挟
を

染

め
て

ほ

の
か

に
祖
佛

の
影

を
し

た

ひ
、
中

比
は
翰

窓

に
灯
を

と

っ
て

ふ
か
く
孔
老

の
腸
を
見

ん

と
せ
し
も

、

お

の
れ
が
智

を

た

の
み
、
物

の
理

に
た

ど
り
て

、
た

.・
春

の
蜂

の
窓

に
ま

ど

へ
る
た

と

へ
に
ぞ
待

り
け

る
。

一
と

せ
湖

南

の
幻
住

庵

に
白
頭

の
翁

を

見

て
、
才

能

は
文
字

を

は
な

れ
、
風
雅

は
心

を
あ

そ
ば

し
む

る
物

な
り

と

聞

き

て
、
此
翁

と
あ

そ

ぶ
時

は
、
酒

に
ゑ

へ
る
人

の
、

何
ゆ

ゑ
な

ら

で
も

た

.・
お
も
し

ろ
き

こ

ゝ
ち

に
ぞ
侍

り
け

る
」
。

支

考

の
言
う

と

こ
ろ
、

か

っ
て
自

分
は

仏
教

や
儒
学

を
学

ん
だ

こ
と

が
あ

っ
た
、

し

か
し
心

の
満

足

を
得

る

こ
と

が
な

か

っ
た
。

今
芭

蕉

の
文
学

に
遊

ぶ
時

、
物

の
理
を

抜
き

に
し
、

理
屈

な
し

に
満
足

し

て

い
る

、

で
あ

ろ
う
。

仏

教
や

儒
教

の
理

の

外

に
芭
蕉

の
文
学

を
見
、

そ

こ
に
自
分

の
心

を
位

置
付

け

て

い
る
。

「
陳
情

表

」
は

元
禄
十

七
年

に
書

か
れ

た
と
す

る

と
、
芭
蕉

入

門
後
す

で
に
十

年
以
上

も

経
過
し

て

い
て
、
芭
蕉

入

門
時

の
支
考

の
考

え

と
は
言

え

な

い
と

い
う

恐

れ
も
あ

る
。

が
、
往

事
を

想

い
、
正

し
く

そ

の
時

の
自

己

の
立
場

を
語

っ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
、

『
和

漢
文
操

』
中

「
通

夜
物

語

表
」

に

「
そ
も
く

我

師
東

花
坊

は
、
此
御

神

の
氏

子
と

し

て
、
始

て

佛

門

の
無

為

に
入

て

一
発

百
中

の
縄

に
参
じ

、
中

の
比

は
儒
家

の
文

章
を

ま

な

び
て

一
以
萬

貫

の
道

に
通

じ
、

終
は
俳

譜

の
談
笑

に
あ

そ

び
て

一
刻

千
金

の
老

を

た

の
し
む
、

始
あ

ら
ず

と

い
ふ

事
な
く

、

終
あ

ら
ず

と

い
ふ

事

な
し

」
と
あ

り

、
同
じ

く

『和

漢

文
操
』

中

の
吾

仲

の

「仮

名
序

」

に

は

、

「先

翁

の
金

言

に
も

、
詩
歌

は
梅

の
き

よ
く

と
も

、
俳

譜
は
松

の
に

く

か

れ
と
そ

、
し

か
れ

ば
其
門

に
東
花

坊
あ

り

て
、
儒
書

に
曾

参

の

一
以

を

さ

と
り
、

佛
経

に
迦
葉

の
微
笑

を
傳

へ
し

よ
り

、
誹

譜
と
俳

譜

の
両
家

に
わ

か
れ

て
、
中
古

の
俳

譜

は
連

歌

に
し

て

い
ろ
は
ず

、
今

の
俳

譜
を
給

に
た

と

へ
て
、
姿

は
先

に
し

て
情

は
後

な
る

に
決
定

せ
り
」

と
あ

る
。

「

通

夜
物

語
表

」

と

「
仮
名

序
」

の
二

つ
に
み
ら

れ
る
、

支
考

の
儒
仏

二
教

に
対
す

る
考

え
は

、

「
陳

情
表
」

に
み
ち
れ

る
支
考

の
そ
れ

と
は
異

っ
て
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い
る

の
で
あ
る
。

芭
蕉

の
側

か

ら
考
え

て

み
る
時

、

「
陳
情
表

」

に
示
さ

れ

た

支
考

の
立
場

こ
そ
芭

蕉

の
そ

れ

で
あ

る
。

元
禄

五
年

二
月

十
八

日

の

曲
翠

宛
芭

蕉
書

簡

に

は
、
路

通

の
還
俗

の
こ
と
を
述

べ
た
中

で
、

「俗

に

な

り

て
も
風

雅

の
助
け

に
成

候
半
」

と

し

て
、
風
雅

が
道

の
助

け
と
な

る

の
で
は

な
く

、
あ

く
迄

風
雅

が
至
高

の
目

的

と
し

て
考
え

ら

れ
て

い
る

こ

と

が
読

み
取

れ
る

し
、

元
禄

六
年

の
柴
門

の
辞

に

は
、

「
予

こ

・
う

み
に

問

ふ
事
あ

り
、

画

は
何

の
為
好

や
、

風
雅

の
為

好
と

い

へ
り
、
風

雅

は
何

為
愛

す
や

、
画

の
為
愛

す

と

い

へ
り

、
其

学

ぶ
事

二
に
し

て
用
を

な
す

事

一
な

り
、

ま

こ
と
君

子
は
多

能

を
恥

と
言

れ
ば

、
品

二

ツ
に
し

て
用

一
な

る
事

河
感

に
や

」

と
あ

る
。

そ

こ
で
は
風

雅
は

た
だ

一
つ
の

こ
と

の
た

め

そ
れ

自
身

の
た

め

に
存

す

る

こ
と
を
述

べ
る
。

「
陳
情

表
」

に
示

さ
れ

た

と

こ
ろ
、
儒

仏

二
教

か
ら

切
り

は
な

さ
れ

た
所

に
、
精
神

の
自
由

と
文
学

(芭
蕉
俳
譜
〉
の
自
律

を
感

得
し

た
支

考

は
、
芭
蕉

の
意
見

に
符
合

す

る
と

こ

ろ
が
あ

っ
た
。

や

が

て
そ

の
後
支

考

の
意
見

は
芭
蕉

の
そ
れ

と
は
違

っ
た

も

の
に
な

る
。

四

●

元
禄

五
年

の
支

考

の

『
葛

の
松

原
』

は

『俳

譜
大

辞
典

』

の
説

明
に
よ

る
と

、

「
後
年

の
彼

の
著
述

と
異

な
り

、
忠
実

に
師
説
を

祖
述

し
た

穏
健

真

摯
な
態

度

が
見

ら
れ

る
。

」

と
あ

る
。

支
考

は

言
う

、

「
そ

も
く

風

雅

は
な

に

の
為

に
す

る

と

い
ふ
吏

そ
や

、
孔
子

の
三
百
篇

は
草
木

鳥
獣

の

い
ぶ
か
し

き
物

を
し

ら
し

、
倭

に

は
三

十

一
字

を

つ
ら
ね

て
上

下

の
情

に

い
た
ら

し
む

、
そ

の
詩
歌

に
も

・h
し
ぬ

る
草
木

鳥
獣

の
名

を
さ
し

て
高

下

を

形
容

せ
む
も

の
は

い
ま

の
風

雅

こ
れ
な

る

べ
し
」
。

こ
の
部
分

に
関

し

て
の
限

り
、
文

学
以

外

の
価
値

に
も

と
ず

く
目

的
論
な

ど

は
、
全

く

こ

こ

の
部

分

に
介
在

し

て

い
な

い
の
で
あ

っ
て
、
文

学
的

な

形
象
化

と

い
う

そ

の

こ
と
自

体
を

目
的

と
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

が

同
じ
く

支
考

は
次

の
様

に
も

言
う

、

「
風
雅

は
道

の
階
梯

な
れ

ば
、
内

は

肝
膿

の
理
に
わ
た
ら
ず

、

外

は

人
物

の
情

に
達

ス

ベ
け

れ
ど

、
お

の
れ
風

雅
を

培

に
し

て
世

の
利

要

に
を

よ

が
む

と
す

る
も

の
は
箇

中

の
論

に
あ

つ

か
ら
じ

」
。

「
風

雅

は
道

の
階
梯

」

と
言
う

、

が
そ

の
道

と

い
う

こ
と

の
具
体

的
な
内

容

に

つ

い
て

は

明

ら
か

で
な

い
。

確

か

に
言
え

る

こ
と
は
、

文
学

以
外

の
他

の
価
値

体

系

に
参

ず

る
と

こ
ろ

の
俳

譜

の
位
置

づ
け

を
考

え

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

そ

こ
に
、
芭
蕉

と
は
ち

が

っ
た
、
支

考

の
新

し

い
個

性
的
な

方
向

が
認

め

ら

れ
る
。

思
う

に
、
芭
蕉

の
志
向

す

る
文
学

自
律

の
方

向

に
従

い
な

が
ら

も

、
な

お

か

つ
動
揺

し

て

い
る
。

と

い
う

の
が

、

『葛

の
松

原
』

に
於

け

る
支

考

の
位

置
と

し

て
考

え
ら

れ
る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

『
葛

の
松
原

』

に
於

て
は
、

又
さ

ら
に
次

の
様

な
問

題

が
あ

る
。

支

考

が

『
発
願

文
』

の
中

で
、

「
葛

の
松
原

に
入

学

の
門
を

ひ
ら

き
、

続
五

論

に
姿

情

の
奥

義

を
さ

だ
む
」

と
述

べ
て

い
て
、

「高

下

を
形

容

せ
む
」

こ

と
、

姿
を
重

視
す

る
意

見

が
、
す

で

に

こ
の
時

か

ら
あ

っ
た

こ
と
で
あ
る
。

『
葛

の
松

原
』

に
支
考

は

そ
れ
を

次

の
様

に
言
う

、

「
一
句

の
姿

た
し

か

な

ら

ぬ
は

、
趣
向

の
な

き
真

を

口
先

に
て
ま
ぎ

ら

か
し

た
る
故

な

り
と
晋

子

が
導

き
侍

る

、
大

切

の
吏

な
り
。

」
。

又
言

う

、

「
風

雅

は

一
句

の
し

た

つ
る
所
風

流
な

る

べ
し
、

た
と

へ
意

は
害
す

べ
く

と
も

詞

は
破

る

べ
か

ら

ず
」

と
。

と

こ
ろ

が
元
禄

六
年

の

『
流

川
集

』

の
丈
草

の
序

文

に
は
、

「
ち

か
比

は
せ
を

奄

の
由
又
、

そ

の
源
に
あ

そ

び
、
其

浪

に
樟

さ

し

て
ミ

つ

か
ら
風

情

の
間
を
論

じ
申

さ

れ
し

に
、
ま

さ
し

く
姿

の
上

を
と

ら
ず

」
と

あ

る
。

丈
草

の
言
う

芭
蕉

と

、
支
考

の
間

に

は
、
姿
情

論

に
関
す

る

具
体

的

な
俳

譜

の
あ
り
方

に
も
相
違

が
あ

る

の
で
は

な

い
か
、

『
葛

の
松

原
』
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に
は
早
く

も
支
考

の
個

性
的

な
面

が
顕
わ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

「
穏
健

」

と

か

「
師

説

の
忠

実
な

祖

述

」

と

い
う

こ
と

は
何

の
説

明

に
も
な

ら
な

い
。

『
葛

の
松

原
』

と
同
じ

く
元
禄

五
年

刊
行

の

『
継
尾
集

』

に
み
ら

れ

る

支

考

の

一
文

は
、

『
葛

の
松
原

』

に
み
ら

れ
る
支

考

の
考

え
を

、
あ

る
意

味

で
は
補

足
的

に
説

明
す

る

こ
と

に
な
る

か
と
思

わ

れ
る

の
で
、
そ

の
こ

と
に

つ
い
て
述

べ
て
み

る
。

支
考

は
、
奥

羽

一
の
宮

に
詣

で
た
時

、

そ

こ
で

の
こ
と
を
次

の
様

に
し

る

し

て

い
る
。

「
ー

か
な
ら
ず

風
流

の
眸

を

こ
ら
し

め
風
雅

の
邪

正
を

さ

と
し

給

へ
と
随
聞

の
泪

し

ハ
く

襖

を
濡

し

て
其

夜

は
吹
浦

に
そ

あ

か

し

ぬ
」
。

文
中

「
風

雅

の
邪

正
」

と

い
う
言

葉

は
、
芸
術

に
於

け

る
価
値

の
客

観
的

尺
度

を
、

予
定

の
も

の
と
し

て
認

め

て

い
る

と

こ
ろ
に
成

り
立

つ
。

文
中

に
示

さ

れ
た
も

の
は

、
支
考

に
於

け
る
規

範
意

識
、

理

に
わ

た

ろ
う

と
す

る
態
度

で
あ

っ
て
、

『
葛

の
松
原
』

に
於

て
、

「
風

雅

は
道

の

階
梯

」

と
し

た

こ
と
に

つ
な
が

っ
て

い
く
。
道

の
絶

対
性

に
参
ず

る
た

め

の
、
文
学

の
邪

正
と

い
う
問

題
、

そ
う

い
う

こ
と
を

支
考

は
考

え

て

い
た

の
で
は
な

い
か
。

そ

こ
か

ら
文
学

の
価
値

と

い
う

の
は
、

一
個

の
私

の
立

場
を

越
え

た
も

の
と
し

て
意

志
さ

れ
る
。

一
個

の
私

の
立

場
を

越
え

た
万

人

の
俳

譜

、
万

人

の
文

学

で
あ

り
得

る

た
め

の
普

遍

的
な

真
実

と
し

て

の

「
理

」
、

そ

の

「
理

」

の
具

体
的

な
内
容

を
何

に
求

め

て

い
く

か
、

再

び

儒

仏

二
教

の
理

の
中

に
見

い
出
そ
う

と
す

る

か
、
そ

れ
と

も
、
新

し

い
普

遍

的
な

価
値

を
創
造

し

て

い
く

か

、
と

い
う

問

題

が

こ
れ

以
後

の
支
考

に

課

せ
ら
れ

て

い
く

、
そ
う

い
う

方
向

で
、
支
考

の
俳
論

と

文
学
活

動

が
展

開

さ

れ
て

い
く
。

五

元

禄
五

年

の

『
葛

の
松
原

』

か
ら
元
禄

十

一
年

の

『続

五
論

』

と
進

む

に
し

た

が

い
、

支
考
俳

論

の
芭

蕉

と

は
違

っ
た
個

性
的

な
面

が
ま
す
　

は

っ
き

り
し

て
く
る
。

こ
の
年
支

考
は
初

夏

か
ら

秋

に
か
け

、
九
州

地
方

に
行

脚
を
重

ね
、
そ

の
結
果

と
し

て
、

『
島

日
記

』

『
西
華
集

』

『
続
五

論
』

が
書

か
れ

る
。

支

考

の

こ
の
時

の
旅

が

か
な

り
個
性

的
な

旅

で
あ
り

『
西

華
集

』

の
ご
と
き

は

そ

の
編
集

形
態

に
於

て
独
自

の
意

図

の
み
ら

れ

る

こ
と

が
指

摘

さ
れ

て

い
を
四
)
と

こ
ろ

で
、

『
葛

の
松
原

』

か
ら

『
続
五

論

』

と
進

む

に
し
た

が

っ
て
、
著

し
く
強

化

さ
れ

て
く

る

の
は
、
俳

譜

と

道

と

の
関

係

で
あ

る
。

『
葛

の
松

原
』

で
は

、

「
風
雅

は
道

の
階
梯

な

れ

ば
」

と
し

て

い
た
も

の
が
、

『
続

五
論
』

で
は
、
「
詩

歌

と

い
ふ
は
道

也
」
。

と

は

っ
き

り
と
道

と

い
う

理

念

の
中

に
位

置

づ
け

ら
れ

て
く

る
。

そ

の
道

の
具

体
的
内

容

を
、

「
華

は
道

の
文
章

に
し

て
、
」

、

「
実

は
道

の
み
ち

に
し

て
、

人

の
は
な

る

べ
か
ら
ざ

る
道
」

と
言

う
。

華
実

は
詩

歌

の
具
体

的

な

表
現
方

法

で
あ
り

、
そ

の
華
実

に
よ

っ
て
説
く

道

と
は
、

人
間

の
道

で
あ

る
。
俳

譜

の
目
的

と
す

る
と

こ
ろ

が
、
人

間

の
道

に
か
な
う

こ
と

だ

と
し

、

「華

は
道

の
文
章

に
し
て

、
神

の

こ

・
ろ

を
も
や

は

ら
げ

ぬ

べ
し

」

と
述

べ
て
、
文

の
効
用

を
、

人

の
心

を
や

わ
ら

げ
る

こ
と

に
あ

る
と
す

る
。

と

こ
ろ

で
支

考

が
人

の
道

と

い
う

と
き
、

『
続

五
論

』

の
場
合

に

つ
い
て

み
る

と
き

、
そ

れ
が
儒

教
や
仏

教

の
説
く

規
範

、

理

モ
ラ

ル
と

い
う

も

の

で
説

か
れ

て
は

い
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

重

要
な

こ
と
は
、

そ
れ

が
情

の
状
態

、
境

地

と
し

て
説

か

れ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

具
体

的

に
は

支

考

は
そ

れ
を
淋

し
き

も

の
と
言
う
。

「
風
雅

は
本

さ

び
し
き

も

の
也

」

と
説

き
、

「
お

か
し
き

は
俳
譜

の
名

に
し

て
淋

し
き

は
風

雅

の
實

な

り
」
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と

言
う

、

』
貫
は
道

の
み

ち

に
し

て
人

の
は

な
る

べ
か
ら

ざ

る
道

」

で
あ

る
。

淋
し

き
境

地
を

一
つ
の
理
想

と
し

て
、
あ

る

べ
き
状
態

と
し

て
考

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

で
、

こ

の
支

考

の
考

え

る
と

こ
ろ
、

一
つ
の
理
想

と

し

て
あ
る

と

こ
ろ

の
淋

し
き

境
地

は
、

こ
の
点

に
関
す

る

か
ぎ

り
、

『
葛

の
松

原
』

か
ら
続

い
て

い
る
傾
向

と
し

て
あ

る
。

「
古
池

と

い
ふ
五
文

字

は
質
素

に
し

て
實

也

、
實

は
古
今

の
貫
道

な

れ
ば

な
ら
し

」
(葛
の
松
原
〉、
質

素

と

い
い
、
淋
し
き

と

い

い
、

そ
れ

は
支

考

の
求

め
る

と

こ
ろ

、
或

る
意

味

で
は
、
芭

蕉
俳

譜

に
た

い
す

る
支
考

の
理
解

を

示
し

て

い
る

こ
と

に
も

な
る
。

と

こ
ろ

で
支

考

は
、
風
雅

の
實

で
あ

る
淋

し
き

境
地
を

一
つ

の
理
想

と

し

で
、
あ

る

べ
き
情

の
状
態

と
し

て
考

え
、

現

に
あ

る

と

こ
ろ

の
も

の
と

し

て
は
述

べ
な

い
の
で
あ

る
。

な

ぜ

か
、
支
考

は
次

の
様

に
言
う

、

「
面

白
事

に
面

白
事

を
か

さ
ぬ

れ
ば
、

そ

れ
も
面

白
か

ら
ず

、

是
も

お
も

し
ろ

か
ら
ず

、

は

て
は
金
殿

楼
閣

に
も

あ
き

て
、

そ

の
果

は
世

の
中

も
飽

ぬ
る

か
し

、
是

風
雅

の
淋

し
き

よ
り

、

に
ぎ

は
し

き
方

を
見
や

る

べ
き
世

に
あ

る
人

の
心
行

な

る

が
」

。(粟
日
記
)
淋

し
き

よ
り

、

に
ぎ
わ
し

き
を

求

め
る

の
が
世

に
あ
る

人

の
常

態

で
あ

る
と

い
う

人

間

に
対

す

る
認
識

、
理

解

が

あ

っ
て
そ

の
上

で
、
道

で
あ

る

と

こ
ろ

の
詩
歌

の
、
古
今

に
貫

道
す

る

と

こ
ろ

の
俳

譜

の
、

か
く
あ

る

べ
き

理
想

と
し

て
語

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

『
島

日
記

』
所

収

の

「
前
麿

山

賦
」

の
支
考

の
句

「
錦
欄

も
椴

子
も

い
は

ず
旅

寝
哉

」
。

こ
れ
は
支

考

に
と

っ
て
は
あ

る

べ
き

一
つ
の
理
想
を

も
語

っ
て

い
る

の
で
あ
り

、
同

じ
く

『
島

日
記
』

所
収

の

「
五
郎

四
郎
伝

」
も

又

同
じ
意

味

で
そ
う

言
え

る
。
支

考

は
人
情

の
自

然

の

一
般

と
し

て

「
淋

し

き
」

こ
と
を

語

っ
て

い
る

の
で
は

な

い
。

「
女
色

美
肴

は
最

上

の
た

の

し

み
也
」

と

い
う

、

「
た

の
し

き

に
居

て
は
淋
し

き
を

た

の
し

み

が
た
く

淋

し
き

に
居

て

は
た

の
し
さ
を

た

の
し

み
や
す
し

と

い
ふ
所

を
心

に
徹

し

た
ら
ば

、

終
日

に
そ

み
終
日

に
喰

ら

ふ
と

も
、

い
か

で
か

風
雅

の
さ

び
な

か
ら

ん
」

と
し

て
、
生

活

の
あ

り
様

と
、

そ

こ
で

の
心
法

を
説

い
て

い
る

の

で
あ

る
。

『
俳

譜
十
論

』

に
於

て
は
、

こ
の
考

え

は
全

く
変

っ
て
し

ま

う

こ
と
に
な

り
ま
す

。

そ

の
意

味
す

る
と

こ
ろ

は
後

に
述

べ
る
。

『続

五
論

』

に
み
ら

れ
る
考

え

の

一
つ
は
、
俳

譜

を
和
歌

的
な

秩
序

の

中

に
組

み

込
も
う

と
す

る

こ
と
で
あ

る
。

「
俳

譜
と

い
ふ
は
和
歌

に
対

し

て

の
名

な

る

べ
し
、
心

の
俳
譜

を

い
ふ
に
は
あ

ら
じ

、
歌

は
中

品

以
上
を

も

て
あ

そ

び
、
俳

譜

は
そ
れ
以

下
を

の
こ
さ
ず

」

と
述

べ
、
和
歌

と
俳

譜

の
違

い
は

、
対
象

と
す

る
も

の

の
属
す

る
領

域

の
ち

が

い
で
あ

る
と
言
う

。

俳

譜
が

そ

の
心

の
あ

り
方

に
於

て
和
歌

と
異

る
も

の
で
な

い
と
す

る
用

意

は

、
俳

譜
宗

匠

の
立

て
る
格

式

の
意

義

を
、
和

歌

の
伝

統

が
担

っ
て

い

た
外
的

秩
序

の
権

威

に
付
託

し
て
説

く

こ
と
を

、
容

易
な

ら
し

め
る

も

の

で
あ

る
。

「
い
に
し

へ
よ
り
寄

の
名

所

に
、
そ

こ
に
是

は

い
は
ず

、

こ

・

に
そ

れ
は

よ
ま

せ
じ
な

ど

い

へ
ば

、
あ
ら
気

づ
ま
り

の
寄

道
や

、
た

デ
俳

譜

せ
む

と

い
ふ
人
あ
り

、
さ

る
は
俳

譜

の
仲

間

に
も

得
あ

る
ま

じ
き

人
な

り
、

か

・
る
事

は
、
そ

の
道

の
宗

匠

の
格

式
を

た

て

・
無

理
を

言
や
う

に

お
も

ふ
ら

め
ど

、
そ

の
場
　

に
物

の
か
な

へ
る
本

情

は
、
何

に
俳

譜

に

無

法
あ

ら

ん
」

と
述

べ
て
、
俳

譜
宗

匠

の
立

て
る
格

式

が
必
要

で
あ

る

と

説

く
。

自
由

な
俳

譜
を

認

め
る

こ
と
は
、

本
情

論

に
於

て
、
和
歌

、
俳

譜

の

一
元
化

を
考

え
る
支

考

に
と

っ
て
、

そ
れ

は
許

容

出
来

な

い
こ
と

で
も

あ

っ
た
ろ
う

。

が
そ

れ
以
上

に
、
何

よ
り

も

、
自
由

な
俳

譜
を

認

め
る

こ

と
は

、
俳

譜
師

・
宗
匠

の
存

在
を
否

定
す

る

こ
と

に

つ
な

が

っ
て
く

る

こ

と
に
な

る
。

俳

譜

に
約
束

ご
と

、
外
的

な

秩
序
を

も
う

け

る

こ
と

は
、
俳

譜
師

に
と

っ
て
は
必
要

な
論

理

で
あ

る
。

後
年

、
支

考

が
、
越

人

に
批

難
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さ
れ

た
秘
伝

、
伝
書

、
誓

紙
血

判

の
伝
授

、
取
り
交

し

は
、

一
貫
し

て

こ

の
論

理

に
支

え
ら

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

個

の
自
由

な
立

場

が
強
化

さ
れ

れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
俳
講
師
と
し
て
は
ま
す
く

外
的
秩
序
の
必
要
性
と

そ

の
権
威

を

示
す

こ
と

が
必
要

に
な

っ
て
く

る
。

そ
し

て
そ

の
時

、
和

歌

の
伝
統

が
担

っ
て

い
た
外

的
秩
序

が

、
権
威

を
持

っ
て
有

効

に
作

用
す

る

世

界

が
、
そ

れ

こ
そ
、
合

浦
誹
談

草
稿

が
言
う

、

「
考

は
鄙
風

」

の
世
界

で
は
な

か

っ
た
か

、
支
考

及

び
そ

の

一
門
、
美

濃

派
が
な

ぜ
僻
遠

の
地

で

連

衆
組

織

に
成

功
し

た

か
、

と

い
う

問
題

の

一
斑

は

こ
の

こ
と
と
深

く

か

か
わ

っ
て
く

る
。

「
続

五
論
』

に
み
ら

れ
る
他

の

一
つ
の
考

え
、

そ
れ

は
、

日
常

生

活

が

即

ま

る
ご
と
俳

譜

で
あ

る
と

い
う

論

理

で
あ

る
。
支

考

は
言
う

、

「
御
前

よ

ろ
し

き
小
姓

は

、
た
ち

ゐ

に
袴

の
す

そ

を
け
は

な
ち
、

茶

の
間

の
小
坊

主

が
外
郎

ほ
し
が

る
も
、

そ

の
夜

の
俳

譜

と
は

お
も

へ
か

し
、
殊

に
工
商

の
人

は
世
情

人
情

に
ま

つ
わ

れ
て
、

米
買

の
袋

く

は

へ
て
橡

は
な

に
立

か

・
り

た
る
も

、
普
請

小
屋

の
た
ば

こ
に
菜

の
葉
き

せ
た

る
も
、

い
そ

が
し

き

中

の
風
雅

と
見

る

べ
し
。

物

に
心

を
う

ば
は
れ

て

口
を

風
雅

に
な

さ

む

と

い

へ
る
道

の
お

し

へ
は
あ

る
ま
じ

き
事
也

」
。

「
世
情

人
情

に
ま

つ
わ

れ
」

、

「
物

に
心

を
う

ば
わ

れ
」

て
、
言
葉

を
立

て
、
風

雅

に
暇
を

つ
く

す

こ
と

の
出
来

な

い
人

々
に

、
俳
譜

の
必
要

性
を

説
く
時

、

そ

こ
で

の
論

理

と
し

て
、

最
も
有

効

で
あ

り
得

る

た

め
に
は
、

風
雅

の
有
閑

性
を

否
定

し

て
、

「
い
そ

が
し
き
中

の
風

雅
」

を
説

く

こ
と
で
あ

り
、

具
体
的

な

日

常

生
活

を
ま

る

ご
と

つ

つ
み

こ
ん

で
、
そ

れ
を
風

雅

の
中

に
位

置

づ
け

る

こ

と
で
あ

る
。

そ

し

て
そ

の
こ
と
を

可
能

に
す

る
論
理

と
し

て
、
心

の
俳

譜
(俳
譜
の
心
で
は
な
い
)を
説

く

、
「
年

わ

か
け
れ

ば
さ

び
な
し

な
ど

い
ふ
人
は

、

俳

譜

の
ぞ
も

心
よ

り
出

る
も

の
と

い
ふ
を

し
ら

ぬ
人
也

」
と

言
う

。

と

こ
ろ

で
支
考

は
、

『
葛

の
松
原

』

に
於

て
、

「
草
木

鳥
獣

の
名

を
さ

し

て
高

下
を

形
容

せ
む

も

の
は
、

い
ま

の
風
雅

こ
れ
な

る

べ
し
」

と
述

べ

文

学

の
目
的

を
作

品

の
形
象
化

に
置

い
て

い
た

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

が

『

続

五
論

』

に
な
る

と
、

文
学

の
形
象

化

そ
れ

自
体

を

、
目
的

論

か

ら
は
ず

し

て
行

く

の
で
あ

る
。

「
い
そ
が

し
き
中

の
風
雅

」

を
説

き

、

「
此

ほ
ど

俳

譜

は
し
給

は
ず

や
と

い

へ
ば
、

武
士

は
近

侍

の
夜

詰

に

い
と
ま

な
し

と

い
ひ
、
町
人

は
米

買
、

質
置

に
取

ま
ぎ

れ

た
り

と

い
ふ
、
か

く

い
ふ
人

々

は
五

七
五

七
七

の
俳
譜

の
み
し
れ

る
人

と

い
ふ
べ
し

」

と
し

て
心

の
俳

譜

を
説

き
、

「
先
師

日
、

俳
譜

は
な

く

て
も
あ

り

ぬ

べ
し

、
た

、・
世

情

に
和

せ
ず

、
人
情

に
達

せ
ざ
る

人
は
、

是
を

無
風

雅
第

一
の
人
と

い
ふ

べ
し

、

し

か
ら

ば
俳

譜

に
心

ざ
し
な

き
人

も

、

こ
の
五

論

の
お

ほ
む

ね
を

何

に
見

と

が
め

ざ
ら

ん
や
」

と
言
う
。

か
く
し

て
俳

譜

に
縁

な

き
人

々
に
、
俳

譜

す

る

こ
と

の
可
能

性

と
必
要

性
を

認

め
さ
す

こ
と

が
出
来

る
。

と

こ
ろ
で
支
考

が
、

「
い
そ
が
し

き
中

の
風

雅
」

と
し

て
、

日
常
生

活

を
ま

る

ご
と
包

み

こ
ん

で
、

そ
れ
を

風
雅

の
中

に
位
置

づ
け

よ
う

と
す

る

と
き

、

日
常

生
活

に
於

け
る

処
生

の
訓
え

が
、

風
雅

の
価
値

観

の
中

に
割

り

込
ん

で
く

る

の
は
必

然

で
あ

る
。

そ

れ
は
支

考
自
身

に
於

て
よ

り
も

、

支
考

の
説

く

「
い
そ

が
し
き
中

の
風
雅
」

、

日
常
生

活
即
俳

譜

の
論
を

受

け

と
め

る
庶
民
大

衆

の
側

に
於

て
、
支
考

の
周

り

に
結
集

し

て
く
る

連
衆

の
側

に
於

て
、

よ
り

い

っ
そ
う

必

然

で
あ

る
。

「
詩

歌

は
道
な

り
」

と
述

べ
、
そ

の
道

が
日
常
生

活

の
心

の
あ
り

方
を
指

し

て
、
俳

譜

.
風
雅

と
す

る
と
き

、
心

の
あ

り
方

そ

の
も

の
を
生

活

の
場

か
ら
規
定

し

て

い
く

こ
と

に
な

り
、

「
い
そ

が
し
き

中

の
風
雅
」

は
、

時
代

の
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー

を

か

か
え

こ
ん

で
、
儒
仏

の
道

と
風

雅

の
道

が

一
体

化
す

る

で
あ
ろ
う

こ
と
は

必

然

の
な

り
ゆ
き

で
あ

る
。

(
こ
こ
で
言
う

儒
仏

の
道

と
は

、
封
建

体
制
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下
に
於

け
る
治

者

の
論

理

と
し

て

の
そ
れ

で
は
な

く
、

そ

の
下
降
現

象

と

し

て
、
庶

民
大

衆

の
側

に
於

て
受

け

と
め

ら
れ

た
も

の
、
そ
し

て
又

再
生

産

さ
れ

た
も

の
を
言
う

。

そ

の
再

生
産

の
過

程

に
於

て
、
被
治

者

の
側

か

ら

の
個
性

的
、

創
造
的

論

理
が
付

加
さ

れ
、

あ
る

場
合

は
治
者

の
論

理
を

乗

り
越

え
、
時

に

は
そ
れ

を
否
定

し

て

い
る

こ
と
は
言
う

ま

で
も
な

い
。)

支

考

に
と

っ
て

は
そ

の
様
な

方
向

を
先

取

り
す

る

こ
と
が
、
連

衆
を

組
織

す

る

に
極

め
て
有

効

で
あ

ろ
う

こ
と

は
言
う

ま

で
も
な

い
。
結

果

の
教
え

る
と

こ
ろ

か
ら

し

て
そ
う

で
あ

る
。

占1、

 

元
禄
十

一
年

の

「続

五
論

』

に
示
し

た
、
支

考

の
俳

譜

・
風

雅

の
考
え

は

、
俳
譜

の
道

が
儒
仏

の
道

と

や
が

て
は

一
体
化
す

る

で
あ

ろ
う

こ
と
を

予

測
さ

せ
る

に
十
分

で
あ

る
。

宝

永

二
年
頃

の
支

考

二
十
五
箇
條

伝
書

に

は

、
儒
仏

の
道

と
俳
譜

の
道

と
を

近
接

さ

せ
て
説

こ
う

と
す

る
傾
向

が
は

っ
き
り

と
出

て
く
る
。

「
蕉

門
俳

譜
極

秘
伝
書

俳
譜
乃
道
と
す
る
事
」
の
中

に

「

今
按

る

に
俳

譜

の
道

は
、
老

荘

の
高

遠

を

お
そ
る

よ
り

、
儒
仏

の
虚

実
を

や

ハ
ら
げ

て
、

認
諌
を

も

て
道

と
な
し

、
談

笑
を

も
て
法

と
な

し

て
、
世

法

に
今

日

の
用

を
と

・
な

へ
ん

に
は
、

此

い
ふ
誹
諌

も
談

笑
も

、
滑

稽

に

賛

詞
乃
証

文
な

る
を

や
、
」

と
あ

る
。

道

と
す

る

と

こ
ろ
は

誕
諌

で
あ
り

そ

の
具
体

的
方
法

が
談

笑

で
あ

り
、

や

わ
ら
げ

で
あ

る
と
す

る
。

「
儒

門

の
夫

子
も
諌

官

の
五
義

の
中

に
誠
諌
を

も

て
最
上

と
な
し

」

と
述

べ
、
又

同

じ
く

「俳

譜

乃
道

と

い
ふ

ハ
治

国

斉
家

の

一
助

に
し

て
、

四
民
を

と
と

な

へ
、
五
倫

を

や
は
ら

げ

ん
に

は
、
儒

仏

の
大
道

は

い
ざ
し
ら
ず

、

知
る

べ
き

ハ
唯
此

認
諌

な

る

べ
し

」

と
言
う
。

俳

譜

の
目
的

と
す

る
と

こ
ろ

が

儒
仏

と
等
し

い
と
説
き

、

そ

の
効

用

は

「
治
国

斉
家

の

一
助
」

、
天

下

に

役
立

つ
こ
と

に
あ

る
と
す

る
。

か
く
し

て
、
俳

譜

・
風

雅

の
目
的

と
す

る

と

こ
ろ

と
、

そ

の
効

用

に
於

て
、

儒
仏

の
そ

れ
と

一
致

さ

せ
よ
う

と
し

て

い
る

こ
と
は

明
白

で
あ

ろ
う
。

七

享

保

四
年

の

『
俳

譜
十
論

』

に
於

て
は
、

ま
ず

最
初

に
問

題
と
す

べ
き

こ
と
と
し

て
、

支
考

が
か

つ
て
こ
れ
以

前

に
述

べ
て
来

た
自

説
と
全

く
相

反
す

る
論

を
述

べ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

『続

五

論
』

に

つ
い
て
述

べ
た

部

分

の
末

尾

に
ふ

れ
て
お

い
た

こ
と

に

つ

い
て

で
あ

る
。

「
続

五
論
』

の
時

、
支
考

は
、

「
風

雅

は
本

さ

び
し

き
も

の
也

、
女
色

美

肴

は
最

上

の
た

の
し

み
也

、

た

の
し

き

に
居

て
は
淋

し
き

を

た

の
し

み

が

た
く

、
さ

び
し
き

に
居

て
は

た

の
し

き
を

た

の
し

み
や
す

し

と

い
ふ
所

を
、

心

に
お
も

ひ
徹

し
た

ら
ば
、

終

日
に
そ

み
終

日

に
喰

ら

ふ

と
も
、

い

か

で
か
風

雅

の
さ

び
な
か

ら
ん
」

と
述

べ
た
。

「皇
百

記

』

に
於

て
も

、

同
じ

様
な
意

味

を
述

べ
て

い
る
。

風
雅

に
生

き

る
人
間

の
心

の
、
あ

る

べ

き
理

想

と
し

て
語

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

が

、

『
俳

譜
十
論

』

で

は

「身

に
千

重

の
羅
綾

を

か
ざ

る
と
も

、
薦

一
枚

の
さ
び
を
忘

れ
ず

、

口

に
八

珍

の
菓
肴

を

つ
ら
ぬ

と
も
、

一
瓢

の
飲

の
た

の
し

み
を

か

へ
ず

、

心

に
世

情

の
変
を

し
り

て
、
笑

言

に
耳
を

あ
そ

ば
し

む

る
、
俳

譜
自

在

の
人

と

い
ふ
べ
し
」

と
言
う

。

こ

の
二

つ
の
間

に
み
ら

れ

る
相
違

を

ど
う

理
解

す

べ
き

か
と

い
う

問

題

で
あ

る
。

越

人

が
支

考

を
難

じ

て
次

の
様

に
言
う

と

こ
ろ

、

「
支
考

は
樺
焼

の
香

か
り

そ

め

の
遊

び
女

に
、
兄

弟
親

族

の
恥

を
不

顧

」
、

「
お

の
れ
出

家

に

て
自

在
を

好

み
楽

む
ゆ

へ
、
婬
房

衣
服

厚
味

の
費

を
求

め
」

(不
猫
些

、

か

く
越

人

の
批
判

し

た
生

活
を

、
す

で

に

『
俳

譜
十

論
』

に
於

て
合

理
化

し
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て

い
た
と
考
え
る

こ
と
も

出
来

よ
う
。

「続

五
論

』

の
時

と
違

っ
て
、

『

俳

譜
十
論
』

の
時
、
支

考

の
生
活

は
堕

落
し

て

い
た
と
。

た
し

か
に
あ

る

意

味

で
は
支
考

の
生

活
は
堕

落
し

て

い
た

で
あ

ろ
う
。

『露

川
責

』

に
於

て

、

「
む
か
し
西
行

、
宗
祇

な

ど
兼
好

も
長

明
も

、
今

日
の
蕉
翁

も

、
酒

色

の
間

に
身
を

観
じ

て
風
雅

の
道

心
と

は
成
給

へ
り
、
此

ゆ

へ
に
文
質

も

調

へ
り
」
と
強
弁

し

て

い
る
ほ
ど

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
支
考

の
生

活
が
堕

落
し

て

い
た

こ
と
を

云

々
す

る

こ
と
よ

り

最

重
要

な

こ
と

は

『
俳

譜
十
論

』

に
示
し

た
支
考

の
見

解
、
彼

自
身

が

、

越

人

や
露

川

に
批
難

さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
た
、

そ
う

い
う

自
己

の
生

活

と

文

学

と

の
関
係

を

ど

の
様

に
考

え

て

い
た
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

『
続

五
論
』

で

「
風
雅

は
本

さ

び
し
き
も

の
也

」
と

い
う

。

こ
の
考

え

は

『
俳
譜

十
論

』

に
於

て
も
変

る

こ
と

が
な

い
、

『
続

五
論
』

で

「淋

し

き

に
居

て
た

の
し
き

を
た

の
し

む
」
生

活
を

、
あ

る

べ
き

理
想

と
し

て

い

た

、
理
想
主

義
的

態
度

か
ら

、

「
た

の
し
き

に
居

て
淋
し

き
」
を

求

め
る

現
実

主
義

的
態
度

へ
と
移
り

変
わ

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

『
続
五

論
』

に

於

て
も
、
支

考

は
、

「
女
色
美

肴

は
最
上

の
た

の
し

み
也
」

と
述

べ
て

い

る
。

そ
れ

は
自
己

認
識

に
も

と
ず
く

と

こ
ろ

か
ら
す

る
、
現

実

の
人
間

に

対
す

る
理
解

で
あ

る
。

そ

の
理
解

に
も

と
ず

く

自
己

を
含

め
た
現
実

の
人

間

の
場

を
切

り
捨

て
た

と

こ
ろ
に
、

「
風

雅
は
本

さ

び
し
き
も

の
」

が
あ

る
と
し

て

い
た

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
『俳

譜
十

論
』
で
は
自
己

の
情
意

の

赴

く
と

こ
ろ
、

現

に
在
る

自
己

の
生
活

、
「身

に
千

重

の
羅
綾

を

か
ざ

る
」
、

「
口
に

八
珍

の
菓
肴

を

つ
ら
ぬ

」

こ
と
と

、

「
風

雅
は
本

さ

び
し

き
も

の

也
」

と
矛
盾

す

る

こ
と
が
な

い
と

い
う
。

支
考

は

そ

の
理
由

を
説

明
し

て

次

の
様
な
時

が
可
能

で
あ
る

と

い
う

。

「
世
情

の
人
和

は

五
倫

の
常
法

に

し

て
、
お

か
し
く

は
俳

譜

の
名

と
し

る

べ
く
、

さ

び
し

き
ば

風
雅

の
躰

と

し

る

べ
し

、
人

よ
く
此

三
を

し

る
時

は
、
身

に
千

重

の
羅
綾

を
か

ざ
る

と

も
、

薦

一
枚

の
さ

び
を

忘

れ
ず

、

口

に
八
珍

の
菓
肴

を

つ
ら

ぬ
と
も

、

一

瓢

の
飲

の
た

の
し

み
を

か

へ
ず

、
心

に
世

情

の
変

を
し
り

て

、
笑
言

に
耳

を

あ

そ
ば
し

む

る
。

俳

譜
自
在

の
人
と

い
ふ

べ
し
」
。

そ

の
意

味
す

る

と

こ
ろ

は

こ
う

で
あ

る
。

か

つ
て

『
続

五
論

』

の
時

に
、
支

考
は

「
お

か
し

き

は
俳

譜

の
名

に
し

て
、
淋
し

き

は
風
雅

の
實

な
り

」
と
述

べ
た
。

今

「

俳

譜
十
論

』

に
於

て
は

、

「
お
か
し
く

は
俳

譜

の
名

と
し

る

べ
く

、

さ
び

し

き
は

風
雅

の
躰

と
し

る

べ
し
」

と
言
う

、

『
続

五
論

』

に
於

て

「
風

雅

の
實

」

と
し

た

こ
と
を
、

『
俳

譜
十
論

』

で
は

「
風
雅

の
躰

」
と

し
た

そ

の
違

い
で
あ

る
。

そ

の
違

い
の
中

に
、

支
考

の
言
う

「俳

譜

自
在

」
を
可

能

に
す

る
理
由

の

一
つ
が
あ

る

だ
ろ
う
。

そ

の
違

い
の
意

味
す

る

と

こ
ろ

は

こ
う

で
あ
ろ
う

。

『
続
五

論
』

で
は
、

「
風

雅
は
本

さ

び
し

き
も

の
」

と
し

て
、

そ

の
さ

び
し

き

風
雅

を
実

現
す

る
も

の
は
、
す

ぐ

れ

て
作

品

世

界

の
問

題

で
あ
る

、
句

の
世
界

の
問
題

で
あ

る
と

考
え

る
。

と

こ
ろ

で
、

そ

の
句

の
世

界
と

、
自

己

の
生
き

る
世

界

と
が
、

同

一
の
も

の

で
な

け

れ

ば
な
ら

な

い
と
し

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

の
二

つ
は
明
確

に

は
切
り

は
な

さ

れ

て

い
な

い
。

「姿
先

情

後
」

の
論

の
確

立
さ

れ
な

い
、あ

い
ま

い
で
、

不

確

か
な

状
態

で
あ

る
。

そ
れ

が

「
続

五
論

』

の
時

の
支
考

の
考

え

で

あ

る
。

と

こ
ろ

が
、

『俳

譜

十
論

』

で
は
、
「
風
雅

は

本
さ

び
し

き
も

の
」

で
あ

る
。

そ

の
さ

び
し

き
風
雅

を
実

現
す

る
も

の
、

そ
れ

は
形
式

、
型

で

あ

る
。

純

粋

に
文
学
形
象

化

の
問
題

で
あ

る
と

し

て

い
る

の

で
あ

る
。

そ

う

認

識
し

た
と
き

、
必
然

に
作

者

の
生
活

と
作

品

の
距
離

が
自
覚

さ
れ

て

く
る
。

そ

の
自
覚

は
支
考

を
自

由

に
す

る
。

そ

の
自
由

が
俳

譜
自

在

の
人

で
あ

る

こ
と
を
保
証
す

る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
支
考

は
又
言

う

、
「世

情

の
人
和

は

五
倫

の
常
法

に
し

て
」
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と
。

「
身
に
千

重

の
羅
綾

を
か

ざ
る
」

、

「
口
に
八
珍

の
菓
肴

を

つ
ら

ぬ
」

と

こ
ろ

、
越
人
や
露

川

の
言
う

と

こ
ろ

の
支

考

の
生
活

と
、

か
ぐ

明
言
す

る

と

こ
ろ
が
矛
盾
な

し

と
す

る
意

は

、
自
己

の
情
意

に
生
き

る

こ
と
が
普

遍

性
を

持

っ
て
、
人

間
本

質

の
理
解

に

つ
な

が

る
も

の
で
あ

り
、

人
間

の

本

性

の
自
覚
が
道

に

つ
な

が

る
と

い
う

と

こ
ろ

に
あ

る
。

支
考

が

「
露

川

責

」
に

言
う

と
こ
ろ
、

「
む

か
し
西
行

、
宗

祇
な

ど
兼

好
も
長

明
も

、

今

日

の
蕉

翁
も
、
酒
色

の
間

に
身

を
観

じ

て
、
風
雅

の
道

心

と
は
成
給

へ
り
、

此

ゆ

へ
に
文
質
も

調

へ
り
」

の
言
葉

に
は
、
右

に
述

べ
た
様

な
意

味
も
含

ま

れ

て

い
る
の
で
あ
る
。

又

『
俳

譜
十
論

』

に
言
う

と

こ
ろ
、

「
桃
紅

李

白

の
世
情

に
あ

そ
び

て
人

の
か
ず

ま

へ
ざ
ら

ん

に
も
、
道

あ
る
物

の
お

こ

な

わ
れ
ず

と

い
ふ
事
な

し
」

も
、

右

の
意

味

に
於

て
理
解

さ
れ

る
。

『続

五
論
」

に
於

て
述

べ
る

と

こ
ろ

の
、
儒
仏

の
道

に
近
接

さ

せ
俳

譜

の
目
的

と
効
用

を
説
く

論

は
、

『
俳
譜

十
論

』

に
於

て
は
、
ま
す

く

著

し

い
も

の
と
な
り
、
合

せ
て
具
体

化

さ
れ

て
く

る
。

「
そ
も

や
此
道

の
功

を

論

ぜ

ば
、
儒
仏
老
荘

の
虚
実

を
あ

つ
か

ひ
、
詩

歌
連
歌

の
理

を

ほ
ど
き

て
、
国

に

い
さ
む

る
臣
あ

れ
ば

、
家

に
あ

ら
そ

ふ
子
あ

る
が

ご
と
き

、
俳

譜

は
天
下

の

一
助

と

い
ふ

べ
し

」
、

「
俳

譜
は
よ

し
儒
仏

を

や
は

ら
げ

て

今

は
詩

歌

の
媒

と

い
ふ
べ
と
」

と
言
う

。
俳

譜

は
儒
仏

の
や

わ
ら

げ

で
あ

り
、

も

っ
て
天
下

の

一
助

と
な

る
、

も
し

そ

の

こ
と

が
な
け

れ

ば
、

「
其

人

に
し

て
此
道
な

か
ら

ん

に
は
、
狂

言
綺

語

の
假

事

な
ら

ん
に
」

と
言
う

。

狂

言
綺
語

で
あ

る
と

こ
ろ

の
文
学
を

自
律

さ

せ
る

こ
と
な
く

、
儒

仏

の
価

値

体

系

の
中

に
位

置

づ
け
よ
う

と
す

る
。

俳

譜
を

天
下

の
公
道

と
す

る

こ

と

が
、
人

々
に
俳

譜
を

説

い
て
、

そ

の
必
要

性
を
納

得
さ

せ
る

上

に
極

め

て
有

効

で
あ
ろ
う

こ
と
が
思

わ

れ
る
。

か
く

し

て

つ
い
に
、

「俳

譜

の
門

を

か
ま

へ
て
、

天
下

の
公
道

た
ら

ん

に
は
、
其

人

に
し

て
其

仁
な

き
時

は

文
章

の
過

当
を

に
く
ま

れ

て
儒
門

に
三
千

の
徒

を
な

づ
け

が

た
く
、
其

人

に
し

て
其

勇
な
き

時

は
、
詩

歌

の
風

流

に
か
す

め

ら
れ

て
仏
家

に
八
萬

の

衆
を

な

び
け

が
た
し

、
其
知

は
其
道

の
塩
梅

な

が
ら
、
俳

譜

は
殊

に
機
変

の
法

な

れ
ば

、全

く
此

三

の
徳

を

そ
な

へ
て
今

日

の
文
章

に
あ

そ

ぶ

べ
し

」

と
述

べ
て
俳

譜
師

と
し

て

の
必
要

な
条

件
を

示
し

、

「
我
門

の
俳

講
師

は

俳

譜
は
俳

譜

の
よ
し

あ
し

に
も
あ

ら
ず

、
俳

譜

は
そ
も

何

の
故

な

る
を

や

と
其

道

を
あ

き
ら

め
」

る

こ
と
が
肝
要

で
あ

る

と
説
く
。

支

考

が

こ
こ
に

示

し

た
、
あ

る

べ
き
理
想

と
し

て

の
俳

譜

師
は

、
そ

の
有

り
様

に
於

て
、

芭
蕉

が
言
う

と

こ
ろ

の

「
古
し

へ
よ

り
風

雅

に
情

あ

る
人

々
は

、
後

に
笈

を

か
け

、
草

軽

に
足
を

い
た
め
、
破

笠

に
霜

露

を

い
と

ふ
て
、

を

の
れ

が

心

を

せ

め
て
物

の
実
を

し
る
事

を

よ
ろ

こ

べ
り
」
。(許
六
を
送
る
調
)又
許

六

の

言

う

「
東

海
道

の

一
す

じ
も

し
ら

ぬ
人
風

雅

に
お

ぼ

つ
か
な
し

、

と

い
ひ

し
翁

の
声

耳

の
底

に
と
ど
ま

る
」

(韻
塞
)に
比
す

れ

ば
、

そ

の
違

い
の
大
き

さ

は
確

か
で
あ

る
。

八

『
葛

の
松
原

』

「
続
五

論
」

「
俳
譜

十
論

』

と
、

わ
ず

か
に
三

つ
の
俳

論
書

の
、
そ

こ
に
み
ら

れ
る

一
部

の
持

性

に

つ

い
て
考

え

た

に
す

ぎ
な

い
。

し

か
し

そ

の

一
部

に

つ

い
て

の
か
ぎ

り
、
支

考
俳

論

の
性
格

は
芭

蕉

の
場

合

と

は
大
き

く
違

っ
て

い
る
。

支
考

が
俳

譜

の
連
衆

を
組

織
す

る

た
め

に

用
意

し

た

と
思
わ

れ
る
極

め

て
有

効

な
方
法

、

そ

れ
が
何

で
あ

る

か
に

つ

い
て
述

べ
た

の
で
あ

る
が
、

そ

こ
に
み

ら
れ

る
支
考

の
意

見

は
、
芭
蕉

の

意

見

と
異

っ
て
極

め

て
個
性

的

で
あ

る
。

そ

の
個
性

の
最

も
大

き
な

輝
き

に

つ

い
て
言
え

ば
、
自

己

の
情
意

に
生

き
る

こ
と

が
、
普

遍
性

を
も

っ
て

人

間
本

質

の
理
解

に

つ
な

が
る

と

い
う

ゆ
る
ぎ

な

い
自

信

で
あ

る
。

そ

の
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自
信
が

は

っ
き

り
と

示
さ

れ
る
様

に
な

る

の
が

『俳

譜

十
論
』

の
頃

で
は

な

い
の

か
、
と
思

う
。

求

め
る
世

界
は

ち
が

っ
て
も

、
そ

の
自

信
を
養

う

源

泉
は
芭
蕉
そ

の
人

の
生
き

方

に
あ

っ
た
と
思
う

。

そ

の
意

味

に
於

て
芭

蕉

は
支
考

の
先
生

で
あ

る
。

抽
象
的

な

言
葉

の
意

味

だ
け

に

つ
い
て
言
え

ば

、
芭

蕉

も
支

考

も
、
情

意

に
生
き

る

ど

い
う
意

味

で
共
通

で
あ

る
。

し

か
し
情
意
に
生
き
る
人
間
の
具
体
的
な
場
は
そ
れ
ぐ

異
っ
て
い
る
。
支

考

が

「
い
そ
が
し

き
中

の
風

雅
」

を
説

い
て
、

風
雅

の
有
閑

性

を
否
定

し

庶

民

の
生

活

の
日
常
性

を
ま

る

ご
と
包

み

こ
ん
で
、

生
活

即
俳

譜
と
し

た

と
き

、
庶

民
的

日
常
性

を
逸

脱
し

た
と

こ
ろ

に
風
雅

の
場

を
求

め
よ
う

と

し

た
芭

蕉
と
ほ

決
定
的

な
違

い
を
示

し

て

い
た

の
で
あ

る
。

両
者

の
感

性

を

生

み
だ
す
場

は
異

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

の
違

い
が
、
基
本

的

に
は

両

者

の
俳
論

の
相
違

を
生

み
だ
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

両
者

と

も

に

「
風

雅

の
ま

こ
と
」

と

い
う

同
じ

言
葉
を

使

っ
て

い
る
場
合

で
も

、

言
葉

の
抽

象

的
な

意
味

だ
け

に

つ

い
て
言
え

ば
共
通

で
あ

る
。

が
し

か
し

、
語

の
実

践

的
な
意

味

で
は

異

っ
て

い
る
と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

支
考

俳
論

の

一
つ
の
特

性

に

つ

い
て
述

べ
た

、
芭
蕉

俳
論

と

の
比
較

に

於

て
論

じ

る
要

が
あ

る
。

紙
幅

の
都

合

で
後

日

に
し

た

い
。

以
上

註
「支
考
俳
論
か
ら
芭
蕉
俳
論
ま
で
の
距
離
」

(国
文
学
娼
年
5
月
)

「支
考
の
虚
実
論
の
展
開
」

(近
世
文
芸
14
〉

「蕉
門
の
人
々
」

(芭
蕉
の
世
界
〉

「芭
蕉
講
座
」

「俳
譜
史
」

従
来
支
考
の
入
門
は
元
禄
四
年
説
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
堀
切
実
著
『支
考

年
譜
考
説
」
で
は
元
禄
三
年
説
で
あ
る
。

石
川
八
朗
氏

「西
華
集

の
編
集
形
態
」
(鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要

第
二
十

一
号
)

越
人

「不
猫
蛇
」

松
尾
靖
秋
氏

「支
考
関
係
資
料

一
、
二
」

(近
世
文
芸
研
究
と
評
論
)で
紹

介
さ
れ
た
も
の
。
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