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蝶
夢

の
俳

壇
登
場
を
め
ぐ

る
諸
問
題

(下
ノ
二
)

ら

田

中

道

雄

年
代
区
分

こ
の
期
の
略
伝

第

一
期
の
俳
歴

第
二
期
の
俳
歴

D

宝
暦
十
三
年
ま
で

(以
上
、
第
21
号
収
載
)

　
明
和
三
年
ま
で

　
明
和
七
年
ま
で

(以
上
、
第
28
号
収
載
)

双
林
寺
行
事
か
ら
義
仲
寺
行
事

へ

　
双
林
寺
行
事

　

霧

と
念
仏
宗

　
義
仲
寺
行
事

(以
上
、
第
30
号
収
載
)

書
建

・
橘
屋
と
の
連
繋

俳
譜
史
的
意
義

(以
上
、
本
号
収
載
)

六

書

騨

・
橘
屋

と

の
連
繋

前
章
中
に
お
い
て
稿
者
は
、
蝶
夢
と
支
麦
系
俳
譜
師
が
と
も
に
念
仏
聖

の
庶
民

教
化

性

を
持

つ
こ

と
を

述

べ
た
。

蕉

門
俳

譜

の
宣

布

は
道
あ

る
俳

譜

の
勧

化
を

意

味
し

、
追
福

行
事

を
核

と
す

る

行
動
形

態

は
、

句
碑

建
立

等

の
喜

捨

の
勧
進

を
伴

う

こ
と
も

あ

っ
た
。

し

か
し
蝶

夢

と
支

麦
系

俳
譜

師

と

に
異
な

る
性

格

が
あ

る
。

そ
れ

は
蝶
夢

が
遊

行
回

国

の
徒

で

は
な

か

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

言
う

ま

で
も

な
く

蝶
夢

は
旅

を
好

み

、

『
松
し

ま
道

の
記

』

以
下

の
紀

行
も

多

い
。
し

か
し

勧
化

の
た

め

の
行

脚

は
全

く

な
く

、

彼

自
身

も

「
風
説

御
座

候
故

に
野

子

は
行
脚

事
嫌

候

て

一
夜

も

風
人
うの
家

に
不
留

候
」

(白

露
宛

二

、
九
付
書

簡

)
と
記
し

て

い
る
。

や

は
り

彼

は

京

の
定

住
僧

な

の

で
あ
り

、
し

か
も
勧

化

の
手
段

は
別

に
存

し

た
。

そ
れ

は
出

版

で
あ

り
、
そ

の
出
版

を
通

じ

て
の
庶

民
教
化

こ
そ
、
近

世
的

勧
化

と

言

え
る

で
あ

ろ
う
。

勿

論
支

麦
系

俳
譜

師

と
て
出

版
手

段
を

用

い
は

し
た
。

し

か
し

そ

の
出
版

は
自

派
内

作
品

の
刊

行
を

出

る

こ
と
少

な
く

、
芭
蕉

の

正

し

い
認

識

と
普

及

に
役

立

つ
に
は
ま

だ
遠

か

っ
た
。

蝶

夢

が
近

世
出

版
機

構

と
ど

の
よ
う

に
か

か
わ

り
合

っ
た
か
を

見

る
前

に

、
ま
ず

俳

譜
書

騨

の
機
能

を
見

て

お

こ
う
。

少

数

の
作

者

の
作

品
を

不

特
定

多
数

の
読
者

に
提

供
す

る
小

説
な

ど
と

違

い
、
多

数

の
作
者

の
作

品

を
多

数

の
読
者

(
両
者

は

一
致
す

る

の
だ
が

)
に
提
供

す

る
俳

譜
書

騨

は
、

一26う



そ

の

ジ

ャ
ン

ル
の
持

性

に
応
じ

た
複

雑
な

機
能

を

持

っ
て

い
た

よ
う

で
あ

る
。

以

下
に

列
挙
す

る

と
、
①

に
当

然

の
こ
と
な

が

ら
出

版
機
能

が
あ

る
。

著

者

編
者

の
依
頼

を
受

け
、

又
自

ら
新
素

材

を
見

つ
け

、
書

物

に
仕
立

て

て
出

版
す

る
本

来
的

な
機

能

で
あ

る
。

そ

の
た

め
に
書

騨

は
、
有

力
宗

匠

の
も

と

に
常

に
出

入
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

か

っ
た
ろ
う
。

先
師

(
　柳
居
)
の
…
…
草
稿
の
上
に
世
の
中
百
韻
と
書
や
り
捨
ら
れ
た
る
を
此

東
門
子

(
　辻
村
五
兵
衛
)
目
は
や
く
も
見
つ
け
て
梓
行
せ
ん
事
を
乞
て
や
ま
す

俳
譜
師
の
句
好
キ
も
商
人
の
銭
好
も
唯
其
信
の

一
字
の
ミ
よ
う
つ
に
つ
け
て
た
の

も
し
き
哉
と
弁
語
を
添
え
て
あ
た
へ
給
ふ
事
あ
り

(宝
暦

一
○
刊

「五
七
記
」
〉

著

作

・
編
纂

の
主
体

は
宗

匠

に
あ

る
か

ら
、
書

騨

は
常

に

こ
れ

に
付
従

し

て
原

稿

の
有

無

や
執
筆

の
進
行

を
察

し

、
仕
事

を

も

ら

い
受

け

よ
う

と
す

る
。

お

の
ず

か
ら

両
者

の
関
係

は
密

と

な
り

、
求

め

に
応

じ

て
書

騨

が
宗

匠
を

助
け

る

こ
と

に
も
な

る
。

(支
考

ハ
続
猿
蓑
ノ
)
う

っ
し
を
翁
の
姉
聾
山
岸
半
残
に
あ
た

へ
置
、
時
を
経
て

井
筒
屋
庄
兵
衛

へ
含
め
て
、
何
ぞ
翁

の
遺
書
は
な
き
や
と
伊
賀
を
捜
さ
せ
、
く
だ

ん
の
草
稿
に
さ
が
し
当
ら
せ
、
庄
兵
衛
が
奥
書
を
加
工
さ
せ
て
梓
に
の
ぼ
さ
せ
、

お
の
れ
は
飛
退
て
し
ら
ぬ
顔
に
て
居
た
り
と
そ
。
(
文
化

一
四
刊

『芭
蕉
葉
ぷ
ね
」
)

後
年

の
記

事

ゆ
え
真

偽

は
不

明
な

が
ら

、
支
考

は
続

猿

蓑

に
己

の
名
を

加

え
、

し

か
も

そ

の
改
窟

を

世

に
気
付

か

れ

ぬ
よ
う

、
新

企
画

を
求

め
る

井

筒

屋

を
利

用

し
た

と
言
う

の
で
あ

る
。

こ

の
問
題

は
越

人

・
支

考

の
論

戦

で
著
名

で
あ

る
が
、

越
人

は
支

考

の
反
論

に
応

酬

し

て

次
に
井
筒
屋

・
橘
屋
の
書
林
を
証
拠
に
引
る

・
は
、
若
輩
千
万
お
か
し
く
候
。
た

と
へ
ば
江
源
武
鑑
の
う
そ
八
百
を
も
、
佐
々
木
家
の
実
録
と
思
ひ
板
行
し
商
ふ
類
、

続
猿
蓑
や
ら
贋
猿
蓑
や
ら
、井
筒
も
橘
も
座
頭
に
味
噌
と
は
是
な
る
べ
し
。も
し
寺

田
重
徳
ご
と
き
書
林
な
ら
ば
、
成
程
証
人
に
成

べ
く
候
。
(享
保

一
四
刊

「猪
の
早

太
』
)

と
言
う
。

こ

の
場

合

の
井
筒

屋

は
、
自

ら

は
新
素

材

の
発

見

・
刊
行

と
信

ず

る
内

に
知

ら
ず

し

て
支

考

に
協

力

し
た

こ
と
に
な

ろ
う

が
、
書

騨

と
宗

匠

の
か
か

わ
り
合

い

の

一
端
を

示
す

で
あ

ろ
う
。

ま

た
勿
論

、
書

騨

か

ら

進

ん

で
宗

匠
を
援

助
す

る
場
合

も
多

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

②

は
編

集

著
作

機

能

で
、
書

騨

自
ら
新

刊
書

を

編
纂

し
著
作

す

る
も

の

で
あ

る
。

寛
治

(
　
井
筒

屋
四
世

)
又
道

に
信
厚
く
志
を

運
び
て
、
年

ご
ろ
国
く

に
求
、

嘗
古
記
を
考
探
り
て
記
し
置
け
る
も
の
倶
に

一
百
廿
余
句
。
是
泊
船
句
選
の
両
集

に
洩
た
る
も
の
な
り
…
…
今
年
冬
こ
れ
を
其
家
に
版
し
…
…

(宝
暦
六
刊

『芭
蕉

句
選
拾
遺
』
序
)

右

二

つ
は

ど

の
よ
う

な
書

騨

で
も

あ
り

得

よ
う

が
、
以

下

は
特

に
俳

譜
書

犀

に
著

し

い
と
思

わ

れ
る
。

ま
ず
③

の
情
報

伝
達

機
能

で
あ

る

が
、

書
林
い
つ

・
や
庄
兵
衛
が
店
に
来
り
、
毎
年
の
三
物
を
見
て
、
諸
国
の
風
躰
を
味

は
ひ
、
月
　

に
撰

み
出
せ
る
集
も

の
を
な

が
め
、
折

ふ
し
の
う

つ
り

か
は
れ
る

を
考

へ
て
、
古
び
は
つ
け
じ
と
は
げ
む
。
(元
禄
十
五
刊

「
花
見
車
』
)

洛
の
橘
屋
か
許
に
四
方
の
文
の
つ
と
へ
る
を
お
こ
し
け
る
中
に
此
春
は
遠
江
の
虚

白
身
ま
か
り
ぬ
と
し
る
し
…
…

(
「
稿
本
古
巣
句
集
」
)

と

あ

る

の
を

見

る
と

、
書

騨

は
俳
壇

の
情

報

セ

ン
タ
ー

の
如

き
役

割

り
を

果

し

た
ら
し

く
、

そ

れ
を
求

め

て
人

々
が

集

り
、

ま

た
書

騨

か
ら

地
方

へ

情

報
を

流
す

場
合

も
あ

っ
た
。

此
小
冊
を
諸
国

へ
卦
音
の
た
よ
り
に
も
と
不
取
敢
催
し
侍
り
ぬ
猶
遠
近
の
門
葉
通

志
の
追
悼
を
得
揃

へ
て
撰
集
の
趣
は
文
星
観
の
例
に
効
は
ん
と
や

延
享
丁
卯
五
月

橘
治
判

(
『追
悼

梅
雨
し
め
り
」
の
裏
見
返
し
に
刷
り
込
み
の
広
告
文
)

ま
ず

情
報

を

与
え

、
合

わ

せ
て
悼
句

を
募

ろ
う

と
す

る

た
め

の
出

版

で
あ

一27一



る
。

こ
の
よ
う

な
情

報
提

供

が
進

む

と
、
俳

壇

の
人
間

関
係

に
も
介

入
す

る
よ
う

に
な

る
。
④

の
人
事
交

流
機

能

で

、
地
方

出

の
俳

人

に
宗

匠
を
斡

旋

し

た
り

も
す

る
。

あ
る
日
二
条
な
る
重
寛

(
　
井
筒
屋
三
世
力
)
を
問
ふ
…
…
た
の
む

へ
き
師
な
し

と
い
ふ
に
重
寛
聞
て
翁
の
門
葉
京
師
に
す
く
な
し
野
披
更
ひ
と
り
浪
華
に
残
り
給
ふ
い

て
と

ハ
"
か
な
ら
す
教
あ
ら
ん
…
…
庵
主

(
　野
坂
)
打
ゑ
ミ
て
は
る
け
き
国
よ

り
は
へ
出
た
る
人
の
都
の
掟
と
も

ハ
ヱ
し
り
給
ふ
ま
し
其
掟
と
云
は
此
人
此
国
の

人
な
り
京
ハ
な
に
か
し
の
や
と
り
を
旅
の
親
と
す

い
て
と
ひ
い
て
や
と
る
と
も

こ

・
ろ
よ
く
許
し
た
ま

へ
と
そ
の
や
と
り
の
旅
の
親
よ
り
申
き
た
り
し
こ
そ
許
さ
め

唯
ひ
た
む
き
に
若
き
人
の
風
雅
也
と
て
そ
の
こ
と
も
な
く
て
と
ひ
き
た
ら
ん
ゆ
る

し
か
た
し
京
は
五
条
わ
た
り
に
額
田
何
か
し
と
て
書
騨
あ
り
雅
名
は
風
之
と
云
け

ふ
は
ま
つ
も
と
の
舟
に
の
り
て
京
に
か
へ
り
其
風
之
を
た
つ
ね
て
風
雅
を
む

つ
び

籾
此
庵
に
く
た
ら
ん
と
お
も
ふ
臼
は
い
ま
云
掟
の
こ
と
く
す

へ
し
我
つ
れ
な
き
に

は
あ
ら
す
は
や
く
か

へ
り
給
ふ
へ
し
と
…
…

(
「涼
袋
家
稿
』
)

こ

の
例

に
よ

る
と
、

野
坂

へ
の
入
門

は

、
野

坂
系

俳
書

の
版

元
伊
勢

屋

正

三

郎
を

通

し

て
乞
わ

な
け

れ

ば
な

ら
な

か

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な

宗

匠
と
特

定
書

騨

と

の
結

び
付
き

は
、

俳
壇

組

織

の
運
営

諸
般

に
重
要

な

意
味

を

持

つ
。

例

え

ば
追
善

行
事

に
際

し

て
は

そ

の
事

務

の

一
半

を
担

う

か
ら
、
書

騨
は
⑤

行
事

企
画

運
営

機
能

を

も
持

つ
こ
と

に
な

ろ
う

。

当
寺
に
お
ゐ
て
年
々
十
月
十
二
日
追
福
俳
譜
無
怠
慢
興
行
可
致
候
出
席
の
義
…
…

前
日
浄
春
寺

へ
案
内
可
被
成
勿
論
遠
国
手
向
の
句

ハ
浄
春
寺
又

ハ
京
都
書
騨
井
筒

屋
庄
兵
衛
橘
屋
次
兵
衛
江
都

ハ
辻
村
五
兵
衛
近
江
屋
藤
兵
衛
大
坂

ハ
丹
波
屋
半
兵

衛
北
村
喜
八
方

へ
文
通
可

(被
)
成
候

(宝
暦
六
刊

「芭
蕉
翁
墓
碑
」
)

書

騨

の
力

を
借

り

ね
ば
宗

匠

は
事
を

運

び
得
ず

、
書

騨

は
ま

た
協

力

に
応

じ

て
利

便

を
得

る

、
書

陣

は
俳
壇

活

動

を
円
滑

な

ら
し

め

る
事
務

局
的

役

割

り
を

持

ち
、

そ

の
故

に
特

定
書

騨

と
特
定

門
流

と

の
結
合

が
生

ず

る
。

俳

譜
書

騨

の
機
能

の
複

雑

さ
も
ま

た

こ

こ
に
起
因

す

る
も

の

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
ま

た
書

騨

は
、
単

に
特
定

の
門
流

と
結

ぶ
だ
け

で
は
足

り

な
か

っ
た
。

例

え
ば
次

の
よ
う

な

こ
と
が
生

じ

る
。

わ
れ
は
か
ら
す
も
此
集
に
撰
者
の
名
を
得
る
と
い
へ
と
も
も
と
よ
り
頑
愚
の
身
な

れ
は
集
句
に
た
く
ミ
を
も
と
め
す
只
人
ま
か
せ
に
し
て
他
力
本
願
の
仏
意
を
敬
ふ

の
ミ

(宝
暦

一
○
刊

「
花
供
養
」
)

こ

の
書

は
真
鴛

五

百

回
忌

に
際
し

諸
国

の
真
宗

僧

か
ら

集
句

し

た
も

の
で

あ

る

が
、
編

纂
を
志

し

た
尾

州

の
五
由

は
そ

の
経

験

に
乏
し

い
ら

し

い
。

総

巻
軸

に
書
林
橘

次

.
雲

裡

の
句

が
並

ぶ
の
を
見

る

と
、

お
そ

ら
く

は
真

宗

僧
雲

裡

と
橘

屋

が
協

力
し

て
成

し
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
書

騨

に
は
、

か

よ
う

に
時

と
し

て
企
画

力

と
組
織
力

に
富

む
有

能
俳

人

の
助

力
が

必
要

な

場
合

が
生

じ

る
。

そ

の
よ
う

な
俳

人
を
特

定

で
き
、

常
時

相
談

に
応
じ

て

も

ら
え

る
な

ら
、
書

騨

は
甚

だ
好
都

合

で
あ

ろ
う

し

、
俳

壇

に
と

っ
て
も

便
利

で
あ

ろ
う

。

そ

の
よ
う

な
書

騨

と

の
交
渉
密

な

る

人
物

、
書

騨

の
顧

問

役
は
事

実
存

在

し

た
よ
う

で
あ

る
。

例
え

ば

『
花

見
車
』

で

一

親
か
た
と
は

い
つ

・
や
庄
兵
衛

一

や
り
手
と
は

俳
譜
の
せ
わ
や
き
也

(略
)

一

太
夫
と
は

上
の
点
師

(略
)

一

大
臣
は

よ
き
連
衆

(略
)

と

い
う
場

合

、

「俳

譜

の
せ
わ
や
き

」

が
そ
れ

に
該

当
し

は
し

な

い
か
。

俳

壇

と
書

騨

の
中
間

に
あ

っ
て
両
者

の
意
志

疎

通
を

は

か
る
世

話
役

、
俳

壇

中

で
最

も
書

騨

に
近

い
立
場

の
者

で
あ

る
。

ま

た

『
三

千
化
』

で

花
鳥
満
座
ノ
賀

三
月
十
五
日

宿
坊
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姐
板
や
か
す
み
棚
引
い
か
の
ほ
り

蓮
二

奉
行

献
立
や
春
つ
は
き
よ
り
春
さ
は
ら

吾
仲

知
客

精
進
の
蛸
や
安
井
の
藤
の
花

萢
孚

茶
頭

井
筒
屋
の
名
を

一
桶
の
花
に
蝶

井
宇

配
膳

燕
や
其
子
も

つ
れ
て
か
よ
ひ
盆

橘
治

と

い
う

場
合

、
奉

行

は
そ

の
実
行

責

任
者

で
あ

り
、

茶

頭

・
配

膳

と
比
喩

さ
れ

た
書

騨
井

筒
屋

・
橘
屋

と
繁

密

に
連

絡
を

と

り
合
う

立
場

に
あ

る

で

あ
ろ
う

。

吾
仲

は
支

考
門
中

数

少

い
在
京

俳

人

で
、
美
濃

の
支

考

の
意
を

体
し

て
常

に
橘

屋

と
接
触

を
保

っ
た
は
ず

で
あ

る
。

美

濃
派

に
と

っ
て
も

貴
重

な
存

在

で
あ

っ
た

ろ
う
。

第

二

期
当

初

の
蝶

夢

も
や

が

て

こ
の
よ
う

な
立

場

に
置

か
れ

た
と
思

わ

れ

る
。

し

か
も
そ

れ

が
彼

の
俳
壇

登
場

と
軌

を

一
に
す

る

の

で
あ

る
。

宝

暦

十
三

年
、

『
松

し
ま

道

の
記

』

を
世

に

送

っ
て
、
始

め

て
義

仲

寺

に
芭

蕉

忌
を

営

ん

で
蝶

夢

は
、

そ

の
冬

『
鶉

た
ち
』
の
蹟

に

「
橘

や
か
店

に

し
て

蝶
夢

子

ら
く
書

す

」

と
記
し

て

い
た
。

麦
水

と
橘

屋

へ
同
道

し

、
店

頭

で

筆
を

執

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う

が

、
上
梓

に
至

る

ま

で

の
麦

水

の
細

か
な
注

文
は

、
す

べ

て
蝶

夢

を
通

じ

て
橘

屋

に
伝

え
ら

れ

た
で
あ

ろ
う
。

こ

の
頃

蝶

夢

の
元

に
し

ば
し

ば
北

陸
俳

人

が
来

遊
す

る

こ
と
を
前

に
指
摘

し

た

(

第

四
章

①

)
が
、
遠

国

の
蕉

門

俳
人

に
と

っ
て
、
京

に
有

能

な
同
志

を
得

た

の
は
何

よ

り
頼
も

し
く

有
難

い
こ
と

だ

っ
た

に
違

い
な

い
。

無
論
書

騨

側

か
ら
も

同
様

で
あ

っ
た
ろ
う

。

帰

白
院

は

、
寺

町

二
条

通

の
井
筒

屋

・
橘
屋

か

ら
は
わ

ず

か

に
北

へ
上

る

だ
け

で
よ

い
。
(
帰

白
院

の
過
去
帳

に

は
、
井

筒
屋

庄

兵
衛

ま
た
橘

屋

の

名

が

し

ば

し

ば

見

え

る

が

、

書

騨

の
そ

れ

か
断
定

し
得

な

い
。

)
か
く

て
蝶

夢

と
井
筒

屋

・
橘

屋
、

と
く

に
橘
屋

と

の
接

触

は
、
双

林
寺

と
義

仲

寺

の
二
行
事

を
通

じ

て
急
速

に
緊
密

化

し

た
と
思

わ
れ

る
。

享
保

十
七

年

興
雲

の
無
名

庵
再

興
勧

進

に
協
力

し

た

の
は
野
坂

系
書

捧

の
伊
勢

屋

だ

っ

た
。

し
か

し
宝
暦

初
年

雲

裡

の
幻

住
庵

再
建

に
協

力
し

た

の
は
井

筒
屋

と

橘

屋

、
同

六
年
鳥

酔

が

大
坂
浄
春

寺

で
営

ん
だ
芭
蕉

忌

に
は

こ
の
両
店

に

江

戸

・
大

坂

の
各

二
店

が
加

わ

っ
て

い
た
。

こ
れ
ら

の
経
験

を
持

つ
井

筒

屋

・
橘

屋

は
、
俳

壇

行
事

へ
の
協

力
参

加

が
営
業

上

に
意

味
す

る
も

の
も

熟

知

し

て

い
た
は
ず

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
宝
暦
頃

両
店

の
世
話

役
を

勤

め

た

の
は
雲

裡
を

中
心

と
し

た
湖
南

俳
壇

で
あ

っ
た
ら

し

い
。

宝

暦
十

年

『

花

供

養
」

の
場

合
を

前

に
見

た
が
、

同
六

年

の

『
芭
蕉

句

選
拾
遺

』

は
可

風

が
蹟

を
送

っ
て

い
た
。

雲
裡

・
文
素

・
可
風

の
後

を
受

け

て
義

仲

寺
を

守

っ
た
蝶

夢

に
、

こ
の
両
店

の
世
話

役

が
回

っ
て
来

た

と
し

て
も
不

思
議

は

な

い
。

双

林
寺
行

事

も
次
第

に
小

規
模

化

し
て

い
た
。

義
仲

寺

に
新

た

に
始

ま

っ
た

行
事

は
、

両
店

に
と

っ
て
も

歓

迎
す

べ
き
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

し

て
熱

意

を
込

め

て
蝶

夢

が
語

っ
た
芭
蕉

堂

再
興

の
大

事
業

に
も

両
店

は
勿
論

協
力

す

る
。

『江
州
粟

津
義

仲
寺

芭
蕉

堂
再

建
募

縁
疏

』

の
発

送

は
明
和

五
年

四
月

、

そ

の
内

容
は

次

の
如

く

で
あ

る
。

ま
ず
義

仲
寺

現

住

の
弁

誠

の

「
あ

ま
ね
く

遠
近

の
蕉

門

の
遺

弟

た
る
風

人

に
告

て

一
需

半
銭

の
施
財

を
乞

」

は
ん

と
す

る
趣
意
書

、
続

い
て
湖
南

社
中

京

都
社
中

の
事

業

内
容

の
紹

介

、
そ

し

て
最

後

に
書

騨

の
募
金

要
領

の
解
説

で
あ

る
。

一
、
寄
附
物
請
取
所

ハ
京
都
私
共
両
店
よ
り
外
に
は
義
仲
寺
に
と
て
も
御
渡
シ
被

下
間
敷
候
勿
論
行
脚
人
等
勧
化
之
儀
申
人
候
共
堅
御
渡
シ
被
下
間
敷
候

(中
略
)
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一
、
寄
附
物
御
登
し
被
成
候
節
四
季
御
発
句
二
句
宛
短
冊

二
御
認
入
料
御
添
被
遣

可
被
下
候
影
堂
成
就
之
上
施
主
名
録
集
板
行
仕
候
而
…
…

ま
た
、

こ
れ

に
応

え

た
出
資

者
側

の
資

料

が
、

桜
井

祐
吉

氏
編

『
三
重

俳

譜

年
表

』

の
明
和

六
年

条

に
次

の
よ
う

に
記

さ

れ

て

い
る
。

正
月
、
粟
津
義
仲
寺
芭
蕉
堂
再
建
に
付
、
京
都
寺
町
二
条
橘
屋
次
兵
衛
、
同
寺
町

五
条
伊
勢
正
三
郎
斡
旋
、
伊
勢
久
居
有
季
堂
桃
援
外
俳
人
連
中
よ
り
寄
附
の
拍
、

桃
援
自
筆
の
書
留

(筆
者
所
蔵
)
に
、

寄
附
覚
、
金
百
疋
荷
遊
○
銀
五
匁
交
桜
○
銀
五
匁
桃
漢
○
弐
匁
五
分
宛
簸
江
、

鷺
洲
○
弐
匁
づ

・
松
濤
、
柳
条
○
壱
匁
五
分
宛
鼓
水
、
洲
鵠
、
君
山
、
三
有
、

幽
谷
、
枝
風
○
壱
匁
づ

・
文
蟻
、
石
水
。

〆
金
三
百
疋

人
数
十
五
人
也

大

小

の
金

額

に
、
地

方
俳
壇

の
協
賛

の
様

が

し

の
ば
れ

る
が
、

す

で
に
勧

進

は
行

脚

人

の
手
を

離

れ
、
書

騨
仲

間

と

い
う

別

種

の
社

会
機

構

に
託

さ

れ

て

い
る
。

商

業
資
本

の
利

潤

追
求

と
併

存
し

た
新

し

い
勧
化

の
姿

こ
そ

、

ま

さ

に
近
世

的

と
言

え
る

で
あ

ろ
う
。

し

か
し

彼
等
書

騨

の
手

を
借

り
た

れ
ば

こ
そ

、
蝶
夢

は
千

数

百
句
を

座
し

て
集

め
得

た
わ
け

な

の
で
あ

る
。

そ

の
記

念
集

『
施

主
名

録
発

句
集
』

は
、
巻

頭

を

…
心
は
深
く
鳩
の
海
の
讃
仏
乗
の
因
縁
と
な
る
べ
き
も
の
か
し
か
れ
ば
祖
翁
こ

の
供
養
を

い
か
で
納
受
し
給
は
ざ
ら
ん
や
弟
子
か
至
誠
を
歓
喜
し
給
は
ざ
ら
め
や

と

の
蝶
夢

の
熱
情
溢

れ

る
願

文

で
飾
り

、
巻

尾

に
蕉

門
書

林

井
筒
屋

庄

兵

衛

・
橘
屋

治

兵
衛

・
伊
勢

屋

正
三
郎

と

署
名

し

た
異
例

の
奥
書

を

掲
げ

る
。

こ
の
首
尾

相
呼

応

し
た
編

成

は
、
あ

た

か
も

こ
の
事
業

が

二
者

の
協

力

に

成

る

の
を

示
す

か
の
よ
う

で
あ

る
。

井
筒

屋

・
橘
屋

は
石
燈

篭
を

堂
前

に

寄
付

し

て
も

い
た
。

芭
蕉

堂
再

建
事

業

が
、
蝶

夢

と
書

緯

の
協

力
体

制
有

っ
て
可
能

だ

っ
た

こ
と

は
充
分

認

め
ら

れ
よ
う
。

と

こ
ろ

で
蝶
夢

の
協

力
書

騨

は
井
筒
屋

よ

り
橘

屋

で
あ

る
こ
と
が
多
く
、

右

の
事

業
も

橘
屋

が
主

に
差

配
し

た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

か

つ
て

は
芭
蕉

の
葬
送

に
随

行
し

た

と

い
う
蕉

門
書

林
中

の
老

舗

の
子
孫

も

、
明
和

・
安

永

期

に
は
甚

し
ー

そ

の
勢

い
を
失

っ
て

い
た
.

『
羅

喜

集

覧
』

に
は
、

井
筒

屋

庄
兵

衛

の
項
を

「
筒
井

氏

延
宝

ー
宝

暦

(
下
略

)
」
と
記

す

に

対

し
、
橘

屋

治
兵

衛

に
は

「
野
田
氏

享

保
ー

慶
応

(
下
略

)
」

と
注
記

す

る
。

こ
の
勢

力
交

替

の
様

は
、
綿
屋

文

庫

の
俳
書

目
録

か

ら
両
店

の
年

次
別

刊
行

菰

数
を

調

べ
る

こ
と

に
よ

っ
て
も

伺
え

、

か

つ
て
井
筒

屋

の
手

代

で
あ

っ
た
橘

屋

は
、
宝

暦
以

後

は
明
ら

か

に
蕉

門
書

騨
第

一
の
実

力
を

蓄

え
た
。

そ

の
理
由

は
何

で
あ

っ
た

ろ
う

か
。

四
世
井

筒
屋

庄

兵
衛

寛
治

が
、

『
芭
蕉

句

選
拾
遺

』

を
編

ん
だ

こ
と

は
前

に
書

騨

の
編
集
著

作
機

能

の
例

と
し

て
挙

げ

た
が
、

彼
は

そ

の
よ

う
な

能
力

と
関

心
を
有

し

て

い
た
。

ま

た

同
書

に

は
附

録

と
し

て
同
家

蔵

の
真
蹟

目
録

を
掲

げ

て
お

り
、
家

柄

と
し

て
当
然

な

が
ら

、
彼

は
ま

た
蒐

集
愛

蔵

の
趣
味

を
持

っ
て

い
た
。
蝶
夢

本

『
奥

の
細
道
』

も

そ

の
家

珍

の

一
で
あ

る
。

ま

た
麦

郷
観

な

ど

の
号

を

用

い
て
作
句

し
、

出
句

は
野

披
系
俳

書

に
も

及
ん

で
、

宝
暦

六
年

頃

は
来

へ5

)

、6

)

京

し

た
鳥
酔

の
結

庵
を

助
け

、

こ
れ
に

入
門

さ
え

し
た

と
言
う

。
俳
書

に

俳
号

を

も

っ
て
出

句
す

る
書

騨

の
例

は
他

に
も

多

い
が

、
伊
勢

屋
額

田
正

三
郎

を
名

乗

る
風

之

・
文
下

父
子
も

そ
う

で

、
九
十

九
庵

・
一
歩

人
等

の

別
号

も
有

し

て

い
た
。

文

下

は
蝶

夢

の
俳

友

で
熊

野

紀
行

に
も

同
行

し

て

い
た
が

、
か

か
る

文
人
的

生
活

は
父
譲

り

の
も

の
と
言

っ
て
よ

か

ろ
う

。

そ
し

て

こ
の
種

の
書

蝉
と

連
衆

と

の
関

係

は
、

「
涼

袋
家

稿
』

で
野

披

が

青

年
涼

袋

に
論
し

て

、
ま
ず

「
風

之
を

た

つ
ね

て
風

雅
を

む

つ
」

べ
と
説

く
例

の
よ
う

に
、

実
務

よ
り

も
ま
ず

雅

交
を

前
提

と
し

た
。
こ
れ

は
ま

た
、

『
花
見
車

』

で
井
筒

屋

を
請

人
と
見

立

て

て
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…

…
万

一
此
人
、
点
者

の
う

ち
は

い
か

い
や
め

て
た

い
こ
も
ち
、
水
を

へ
ら
し
や

い
と
を
せ
ず
、
じ

ん
き

よ
し
て
死
し
た
り
と
も
御
な

ん
は
か
け
ず

、

い
つ
か
た
ま

で
も
庄
兵
衛
出

て
さ
ば
き
髪

、油
や

・酒
屋

・
米

・
屋

ち
ん

・
と
う

ふ

.
八
百
や

に

い
た
る
ま

で
、
相

さ
ば
く
と

の
定
め
也
。
…
…
板
行

も

の
を
ず

い
分
出
さ

せ
、
倉

に
も
人
を

そ
だ
て

つ

・
、
…
…

ほ
め
と
も
な
く

と
も

、
そ
れ
ぐ

に
句
を
ば

ほ
め

さ
せ
申
べ
し
。

(「
俳
譜
請
状
之
事
」
)

と
書

き
、

同
店

に
見

え
ぬ
俳

士

は
そ

の
名

の
知

れ

ぬ
者

と
断
じ

て

い
た
よ

う

な

、
書

騨

に
全
面
的

に
依
存

し

た
人
間

関
係

の
名

残
り

で
も

あ

ろ
う

。

こ
の
よ
う

な
古

い
俳

譜
書

騨

に
比
す

る

と
、
橘

屋
治

兵
衛

は

か
な
り

異
な

る
よ
う

だ
。

俳

号

は
知

れ
ず

、

巻
軸

に
句

を
連

ね

る

こ
と
あ

っ
て
も

商
号

を
略

し

た
橘
治

ま

た
は
橘

次

と
し

か
書

か
な

い
。

文
人
気

取

り
を

せ
ず

、

商

行

為

と
文
事

と

の
弁
別

が
意

識

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
今

田
洋

三
氏

に
よ
れ

ば
、

「
享

保
期

は
又

、
新

興
書

商

間

に
も

陶
汰

現
象

が
現

わ
れ

つ

つ
、
出

版
界

の
分

業
機
構

が
伸
張
す

る
時

期

で
あ

っ
た
。

」

と

い
う
。

延

宝

～
元

禄
期

の
新

興
書

商

で
あ

っ
た
井

筒
屋

は

、
蕉

門

の
展

開

と
と
も

に

繁

栄
し

、

そ

の
中

で
身

に

つ
け

た
鷹

揚
さ

は
社
会

進
展

へ
の
即
応

を

阻
む
。

具

体
的

デ

ー
タ

は
持

た

ぬ
が
、
享

保

期
か

ら
急
増

す

る
地
方

小
俳

壇

の
編

書

を

こ
ま

め

に
引
き
受

け

、
そ

の
活

動
を
掌

握
す

る
努
力

に
欠

け
た

の

で

あ

ろ
う

。

こ
れ

に
比

し
享
保

に
撞

頭

し

た
橘
屋

は
機

敏

に
動

い
て
地

方
蕉

門

と
結

び

つ
き

、
井

筒
屋

の
商

圏
を

も
次

第

に
侵
蝕

す

る
。

木

村
三

四
吾

氏

に
よ

る
と

、
両
店

の
地
位

は
宝
暦

期
を
境

に
逆
転
し

、
衰

亡
期

の
井
筒

屋

が
最
後

ま

で
販
売

を
続

け

た

の
は

『
俳
譜

七
部

集
』

だ

っ
た

と

い
う
。

四
世
寛

治

は
宝

暦
十

年
没

し

た
。

七

部
集

板
木

を
受

け

つ
い
だ
五

世
は
、

橘
屋

の
庇

護

の
も

と

に
生
き

た

の
で
あ

ろ
う
。

多

部
数

を
永

続
的

に
販
売

で
き
る

七
部

集
如

き
俳
書

は
、
井

筒
屋

に

と

っ
て
は
命

の
綱

で
あ

り
、

他

の
俳

譜
書

騨

に
と

っ
て
も

渇
望

の
商

品

で
あ

っ
た
。

七
部

集

の
合
板

者

に

加

わ

っ
て

い
た
橘
屋

も

、
同
種

の
も

の
を

欲

し
た

で
あ

ろ
う

。

蝶

夢

が
橘
屋

か

ら
出

し
た

『
芭
蕉

翁
発

句
集

』
以

下

の
芭
蕉

関
係
書

は
、

正

に
そ

の
希
望

に
添

う

も

の
だ

っ
た
と
思

わ

れ
る
。

し

か
し
勿

論
蝶

夢

は

橘

屋

の
希
望

に
応

じ

て

の
み
編
ん

だ

の
で
は

な

い
。

し

か
し

両
者

の
利

害

は

一
致

し

た
。

橘

屋

は
寛
治

の
よ
う

に
自
ら

芭
蕉

句
集

を
編

も
う

と

は
せ

ず

、

そ
れ

を
蝶
夢

の
手

に
委

ね

た
。

宗

匠

・
連
衆

と

の
関
係

も

さ

ほ
ど
密

着

し

た
よ
う

に
は
見

え
ず

、
書

騨

と
し

て

の
機
能

を
よ

り
本

来
的

な
出

版

に
し

ぼ
ろ
う

と
す

る
。

そ

の
合

理
的
経

営

は
、
俳

譜

の
世
話

役

の
性
格

を

も
変

え

る
で
あ

ろ
う
。

蝶
夢

の
世
話
役

と

し

て
の
在

り
方

は
、

当
初

か
ら

主

体

性

の
強

い
も

の
で
あ

っ
た
が
、

明
和
末

年

以
後

は
さ

ら

に
新

た
な
性

格
を

加

え
る

で
あ

ろ
う
。

年
代

考
証

を
踏

ま
え

た
芭
蕉

句

集
編

纂

に
見

ら

れ

る
如

き
、

合
理
性

に
富

ん

だ
、
有
能

な

"本

つ
く
り

"

と
し

て

の
活

動
-

「
そ
れ
は
編
纂
機
能

の
書
騨
か
ら
の
独

立

で
あ

っ
た
。
秀

れ

た
企

画
者

で
あ

り

編
纂

者

で
あ

る
蝶

夢

を
橘
屋

は
離

さ
な

か

っ
た
。

と
し
月
机
の
下
に
ひ
め
置
し
を
此
こ
ろ
書
林
何
か
し
見
て
我
に
給
へ
得
分
に
せ
ん

と
い
ふ
に
あ
な
お
こ
か

・
る
も
の
人
に
見
す

へ
き
に
あ
ら
す
…
…
ま
た
聞
も
ら
し

見
及
さ
る
も
猶
多
け
れ

ハ
管
見
の
議
り
恐
れ
あ
り
と
い
へ
と
例
の
商
人
の
心
に
何

の
わ
い
た
め
か
あ
ら
ん
ひ
た
す
ら
に
得
さ
せ
よ
と
せ
め
ま
と

ヘ
ハ
…
…

(
「
類
題

発
句
集
』
明
和
七
年
の
序
)

橘

屋

の
期
待

に

つ
い
応

え

て
し
ま
う
蝶

夢

で

は
あ

っ
た

が
、

蝶
夢

も

ま
た

橘
屋

と
結

ん

で
益

し
た

で
あ

ろ
う

。
例

え

ば
、
蝶

夢

の
指
導

を
得

た
日
向

城

ヶ
崎

の
俳

人
、

可
笛

の
来
簡
集

に
は
次

の
よ
う

な
記

事

が
散

見
す

る
。

…
…
猶
御
風
流
追
々
承
可
申
候
京
都
橘
治
方
へ
御
互
二
書
通
相
頼
可
申
候
左
候
得

ハ
直

二
当
地

へ
相
達
申
候
貴
書
当
城
下
を
経
漸
此
節
相
達
…
…

(度
雄
発
、
十

一
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月
廿
八
日
付
)

…
…
御
互
二
爾
来

ハ
京
師
之
橘
屋
治
兵
衛
方

へ
相
頼
不
申
候

ハ
大
坂
ハ
此
方
よ
り

之
便
無
欺
猶
追
々
可
申
承
候

(其
両
発
、
正
月
廿
五
日
付
)

…
…
追
々
京
便

二
而
も
御
登
せ
可
申
候
大
坂
問
ヤ
之
御
書
付
も
相
達
可
申
候

へ
と

も
其
所
迄
達
候
跡
甚
不
自
在

二
付

一
向

二
蝶
夢
庵
か
又
橘
ヤ
方
早
速
可
致
と
存
候

此
節
も
此
書
状
京
便

二
岡
崎
迄
頼
遣
候

(其
両
発
、
亥
二
月
五
日
付
)

度
雄

は

土
佐
宿

毛

、
其

両
は
筑

前
笹

栗

の
住

、

そ

の
二
人

の
文

は

い
ず

れ

も
京

経
由

で
し
か

日
向

へ
届

か
な

い
。

町

人

の
可
笛

が
、
海
上

の
通

商

ル

ー

ト
に
乗

っ
た
大

坂
便
を

利

用
す

る

に
対

し

、
其

両

が
そ

の
不

自
在

を
訴

え

る

の
は
福

岡
近

在

の
武

家

ゆ
え

で
あ

ろ
う

か
。

と
も

あ

れ
、
誰

に
と

っ

て
も

橘
屋

経
由

の
文
通

が
も

っ
と

も
便
利

で
確

実

だ

っ
た

こ
と

が
窺

わ

れ
、

ま

た

「蝶

夢

庵

か
又
橘

ヤ
」

と
並

称
す

る
書

き
振

り

に
、
俳
壇

中

央

に
位

置

し

て
地
方
俳

人
相

互

の
交
流

を

促
し

た
、

蝶
夢

と
橘

屋

の
連
繋

の
姿

が

如
実

に
知

ら

れ
よ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
蝶

夢

が
京

に
定

住

し
て
地

方
俳
壇

を
指

導

で
き

た

の
は
、

そ

の
組

織

に
通

じ

て

い
た
橘
屋

に
多

く
を

負
う

と

思

わ
れ

、
そ

の
例

は
芭
蕉

堂

再
建

に

お

い
て
も
見

た
。

ま

た

『
芭
蕉

翁
発

句
集

』

は
京

刊

の

『
芭
蕉

句

選
』

『
芭
蕉

句

選
拾

遺
』

を
追

う
も

の
で
あ

っ
た
が

、

『
芭

蕉
翁

俳
譜

集
』

の
編
纂

に

つ

い
て
は
蓼

太
編

『
芭
蕉

翁
附

合
集

』

(桃

鏡

に
よ
り

宝
暦

十

一
成

、

安
永

五
刊

)
、

『
芭

蕉
門

古
人
真

蹟
』

に

つ

い
て

は
、
桃

鏡
編

『
芭
蕉

翁

真
跡

集
』

(
明
和

元
刊

)
が
意

識

さ

れ
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

か
。

と
す

る

な
ら

、
蓼

太

と
江

戸
俳
譜
書

騨

戸

倉
屋

の
連
合

に
対

す

る
、
蝶
夢

と
京

の
橘
屋

の
対

抗
意

識

が
あ

り
、

両
者

の
結
合

が
強

ま

る

こ
と
も
あ

っ
た
ろ
う
。

と

も
あ

れ

、
義
仲

寺
行

事

に
並

ん

で
蝶
夢

の
最
大

課
題

で
あ

る
芭
蕉

関
係

書

の
刊

行

は
、

こ
れ
ま

た
す

べ

て
橘
屋

と

の
連
繋

を
通

じ

て
な
さ

れ
、
蝶

夢

は

い
わ

ゆ
る

"
本

つ
く

り
"

の
文

人
と

し

て

の
性

格
を

形
成
す

る
。

蝶
夢

の
多

く

の
編
著
書

・
後
見
書

を

地
方

に
送

っ
た
橘

屋

は
、

こ
れ
ま

た
蕉

風

勧
化

の

一
役
を

担

っ
た

と
言

え

る
で
あ

ろ
う
。

両
者

の
連
繋

は
、
蝶

夢

の
俳
壇

登
場

当
初

か

ら
始

ま

っ

て

い
た

の
で
あ

る
。

七

俳
譜
史
的
意
義

本

稿

は
明
和

七
年

ま

で
を
限

っ
て
蝶

夢

の
初

期

の
活

動

を
跡
付

け

、
そ

の
特

性
を

見
出

そ
う

と

し
た
も

の

で
あ

っ
た
。

都
市

の
遊
戯

的
俳

譜

に
遊

ん

で

い
た
蝶

夢

は
、

宝
暦

九
年

の
琴
路

亭
頓

悟

を
契
機

と

し

て

こ
れ

を
否

定

し
、
以
後

支

麦
系

俳
壇

に
転

出
す

る
。

そ

の
後
鮮

明

に
顕
示

さ
れ

る
芭

蕉

宣

揚

の
諸
活

動

に
、
稿

者
は

念
仏
聖

的

庶
民
教

化

の
姿
勢

を
見

出

し
た
。

一
遍

は
和
歌

を
教

化

の
手

段
と

み
な
し

た

と
言
苑

が
、
蝶

夢

も

ま
た
同
じ

く
俳

譜
を

手

段
と

み
な

し
、

「
俳
譜

の
句

の
耳

ち

か
き
を

も

て
人

に
さ

と

す

と
て
聖

賢

の
語

を
引

て
誠

の
道

に
教

ヘ
ミ
ち

ひ
く

た
よ

り

と
す

」

(

「

道

の
枝

折

序

」

)
と
述

べ

て

い
た
。

こ
れ

は

「
俳
譜

は
衆

人
を

導
く

最
上

の
法

」

(
『
や

ふ
れ
笠
』

の
既

白

の
語

)
と
揚

言
し

た
北

陸
俳
壇

の
意
識

分
子

の
立
場

と
も

一
致

し
、
支

麦

の
流
れ

に
立

ち
な

が
ら

も
、

反
世

俗
性

と

い
う
聖

の
本

質
を

内
包

し
、

常

に
祖

師
芭

蕉

の
精
神

性

に
回

帰

せ
ん

と

志
向

す

る
点

で
、
擬

似
聖

的

な

一
般

の
支

麦
系
俳

譜

師

と
峻
別

し
得

る
。

『
双
林
寺

物
語

』

に

お

い
て
蝶

夢

は
、

「
俳
譜

元
祖
芭

蕉

翁
」

の
謎

を
秘

め

る
仮
名

詩
碑

に

つ
い
て
、
頓

阿

に
ま
ず

そ
も
く

俳
譜
の
名

ハ
躬
恒
貫
之
の
こ
ろ
ほ
ひ
よ
り
出
て
其
句
体

ハ
守
武
神
主
宗

鑑
入
道
等

に
定
ま
り

ぬ
と
聞

ぬ
其
外

近
き

こ
ろ
貞
徳
と
申

せ
し
者
も
此

道

の
中
興

と
も
仰
く

へ
き

に
侍

る
も

の
を
何

と
て
元
祖

と

ハ
書

侍
り
し
や

ら
ん

と

問

わ

せ

、

次

い
で

芭

蕉

に
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昔
の
誹
譜
に
ハ
狂
言
利
口
の
花
の
ミ
に
て
候
を
上
人
の
風
体
に
発
明
し
て
を
の
れ

は
し
め
て
俳
譜
と
申
道
の
実
を
得
た
る
と
て
…
…

支
考

が

元
祖

と
称

し
た

と
弁

明
さ

せ
る

が
、

こ
の
点

で
は
決

し

て
支

考

を

攻
撃

し

て

い
な

い
。

芭
蕉

が

西
行

の
風
体

に
発

明
し

た
と
繰

り
返

し

て
言

う
蝶

夢

は
、
蕉

風

俳
譜

に
念

仏
信

仰

の
投
影

を
見

出
し

た

の

で
あ

り
、

そ

の
芭

蕉
宣

揚
も

こ

の
観

点

に
立

っ
て

い
る
。
か

つ
て

か
よ
う

な
措

定
を
敢

え

て
し

た
支

考

一
派

に
と

っ
て
芭

蕉

が
単
な

る
手

段

と
化

し
た
時

、
蝶
夢

は
再

び
目
的

と
し

て
取

り
戻

そ
う

と
す

る
。

同
じ

形
式

な

が
ら

、
そ

こ
に

ほ

薪

し

い
質

が
獲

得

さ
れ

た

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
ま

た
、
支

考

一
流

に
よ

っ
て
無
意

味

に
絶

対
化

さ

れ
た
芭

蕉
像

を
斥

け

て
、
囁

山

が
俳
譜

史

の
中

に
相
対

化

し

て
示
し

た

(
『
俳
譜

古
選
』

忽

論

)
後

を
受

け
、

一
つ
の
価

値

観
を

も

っ
て
芭

蕉
を

史
上

に
位

置

づ
け

た
も

の

と
言
え

よ
う
。

そ

し
て

そ

の
よ

う

な
宗
教

詩

人
芭
蕉

の
イ
メ

ー

ジ
を

広
範

な

庶
民

に
示

し
、
蕉

風

俳

譜
を

弘
通

せ
し
め

よ
う

と
す

る
。

新

し

い
文

芸

の
成
立

の
前

に
は
何

ら

か

の
精

神

昂

揚
が
伴

わ
ね

ば
な

ら

ぬ
し

、
文
芸

運
動

は
目

途

と
す

る

理
想

の
イ

メ
ー

ジ
を

持

た
ね
ば

な
ら

ぬ
。
中

興
俳

譜

が
近

世
中

期

の
新

し

い
詩

性

を

発
見
す

る
前

に
、
宗

教

か
ら
汲

ん

だ
純

な
る
精

神
性

を
俳
壇

に
注

入

し
、

復
帰

の
対

象

の
具
体
的

イ

メ
ー

ジ
を

与

え
た
蝶

夢

の
貢
績

は
大
き

い
。

そ

の
よ
う

な
俳

譜
を
支

持
す

る
層

が
社
会

の

一
部

に
生
じ

て

い
た

こ
と
を

稿
者

は
他

に
述

べ
た
し
、
清

水
孝

之
氏

も

ま

た
、
蕪

村
を

始

め
と
し

て
、

天

明
復

輿

俳
壇

全
般

に
浄

土
教
的

色
彩

が
濃

い
と
言

わ

れ
る
。

社
会

に

一

定

の
広

が
り

を
持

っ
た

こ

の
精

神

の
昂
揚

こ
そ
、
中

興
俳

譜
を

生

ん
だ
母

体

で
あ

り
、

俳
譜
中

興

が
文
学

運
動

と
称

さ

れ
る
由

縁

で
あ

る

に
違

い
な

い
。

運

動
体

と

し

て

の
性
格

や

そ

の
展
開

過
程

は

な

お
充

分

明
ら

か

で
は

な

い
が
、

民
衆

を

対
象

に
し

た
社
会

的
規

模

の
運
動

で
あ

っ
た
か
ら

こ
そ

、

中

興
俳
譜

は
相

互

に
刺
戟

し
合

っ
て
新

た
な
詩

性

を
生

み
出

し
た

の

で
あ

る
。

人

々
の
内

に
萌

し

て

い
た
精
神

的
希

求

を

ひ
き
出

し
、

一
つ

の
運

動

に
ま

で
高

め

た
蝶
夢

は

、
ま

た
優

れ
た
組

織
者

で
あ

っ
た
と

も
言

え
る

だ

ろ
う

。
純
粋

に
祖

師
芭
蕉

へ
の
回
帰

の
み
を
目

的

と
す

る
時

、
流

派

は
そ

の
意

味

を
失
う

。

そ
れ

は
聖

た
ち

が
集

団
性
を

尊

ぴ
、
浄

土
宗

門

で

二

堂

の

同

朋

な
る
故

に

二
世

の
契

り

深
し

」

(
『
念

仏
名
義

集
』

)
と

い
う

連

帯

感

を
生
ず

る
に
等

し

い
。

初

期
蝶
夢

の
果

し

た
役
割

り

の

一
に

は
、
蕉

門

各

流

の
統

一
促
進

も
あ

っ
た
。

そ

の
動
き

は

既

に
蝶

夢

周
辺

の
人

々
に
現

わ

れ

て
お
り

、
例

え
ば

鳥
酔

は

「
出
席

の
義
蕉

門

通
志
方

ハ
自
門
他

流

に

限

ら
す

候
」

(宝

暦
六

刊

『芭

蕉
翁

墓
碑

』

)

と
述

べ
、
喩

山

は

「
近
時

蕉

門
所

レ
輯
多

限

'・
其

一
派

而

不

レ
波

「
及
他

亦
狭

小

ナ
ル
哉

」

(

宝

暦

一
○
成

『
俳

譜
古

選
』
忽

論

)

と
批

判

し

て

い
た
。

明
和

五
年

に
文

下

が

「
け

ふ

の
会

式

や
自
門

他
流

を

い
は
す

都
鄙

遠
近

も

い
と

は
て
…

」

(
『
戊

子
墨

直

し
』

)
と
述

べ
る

の
は
、
蝶
夢

が
同
年

の

『
門
能

可
遠

里
』

で

芭
蕉
翁
没
し
給
ひ
て
後
よ
り
門
人
の
誰
か
れ
を
の
く

そ
の
門
を
た
て
流
を
わ
け

て
教
ゆ
る
著
述
の
書
…
…
こ
れ
ミ
な
か
た
み
に
彼
を
そ
し
り
わ
れ
を
賛
て
風
雅
の

こ

・
う
さ
し
を
う
し
な
ふ
事
血
を
以
て
血
を
洗
ひ
汚
る

・
事
益
々
は
な
は
た
し

と
説

く

の
と

一
致
す

る

で
あ

ろ
う
。

翌

六
年

の

『
己

丑

墨

直
し

』
で
重

ね

て
蝶
夢

が

こ
の
旨

を
表

明

し
、

都
鄙
の
好
士
自
門
他
流
の
わ
い
た
め
な
く
蕉
門
の
祖
風
を
仰
か
ん
人

ハ
と
も
に
こ

・
う
さ
し
を
は
こ
ひ
て
…
…

と
繰

り
返
す

の
を

み
る
と

、

こ
れ
は
当
時

の
蝶

夢

の
重

大
関

心
事

だ

っ
た

と
推

測

で
き
る
。

後

の
書
簡

で
も

蝶
夢

は

「
自
他

に
親
疎

も

い
わ
す

、
た

一33う



"
芭
蕉

翁
を

い
ふ
も

の
、

百
回
忌

を

と
申

に

て
候
」

(白

露
宛

三
、

二
六

付

)
と
言
う

が
、

か
か
る

発
想

に
は

や
は

り

「
於

二
同

一
念
仏

衆

一
者

無

二
親
疏

一
真

実

堅
固

可
コ

思

想

一
事

」

と
戒

め
ら

れ
た
捨

世
派

の
僧

た
ち

の
影
響

を
も

考
慮

す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

と

も
あ

れ
、
『施

主
名

録

発
句
集

』

の
出

句
者

を

「
蕉

門
名

録
集

」

の
そ

れ

に
比

べ
る
と

、
そ

こ
に
は
支

麦

の
枠

を

出

た
俳

人

の
名

を
見

出
す

こ
と

が

で
き

る
。

そ

の
数

は
格

別
多

い
わ

け

で
は
な

い
が
、

そ

こ
に
理
論

の
実

践

化
を

試

み
、
蕉

門
俳

壇

を
糾
合

し

よ
う

と
す

る
蝶

夢

の
意
欲

が
伺

え
る

の

で
あ

る

が
、

こ
れ
は
や

が

て
完

成
す

る

、
俳

壇

の
全
国

的
統

一
に
基
礎

を

与

え
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

蝶
夢

は
支

麦

系
俳

壇

を
背
景

に
地

方

に
新

し

い
俳
壇

を

形
成

し

て
行
き

、
し

か
も
東

の
蓼
太

に
応

ず

る

べ
く

西

の
京

都

に
お

い
て
そ
れ

を
な
す

。

俳
壇

の
全
国

化

気

運

の
中

で
京

俳
壇

の
地
位

は

高

ま

り
、
蕪

村
等

の
活
動
舞

台

を
し

つ
ら

え

る
。

ま
た
鳥
酔

の

『
芭
蕉

翁

墓

碑
』

に
は
、

三
都
俳

譜
書

騨

の
合

板

の

こ
と
も

見
え

て

い
た
。

俳
壇

機

構

の
全

国
統

一
化

は
、
東

西
主
要

俳

人
相

互

の
提
携

と

平
行
し

て
、
書

騨

相

互

の
協
力

と

い
う

形

で
も
進
行

し

て

い
た
。

と
す

る

と
書

騨

と
顧

問
役

俳

人

と

の
関

係

も

一
層

緊
密

で
あ

る

こ
と

を
要

し

た
ろ
う
。

蝶
夢

の
俳

壇

活
動

は
、
義

仲
寺

行
事

を
核

と
し

た
芭
蕉

顕
彰

と
、
書

騨

橘

屋

と
連
繋

し

た
俳
書

出

版
を
軸

と

し

て
展
開

し

た
。

こ

の
二
は
表
裏

一

体

を
な

し

、

と
も

に

こ
の
初

期

の
活

動

に
始
ま

り
、

そ

の
後

の
活
動

に
も

受

け
継

が
れ

て
行
く

の
で
あ
る
。

安
永

二

年
上

京
し

た
鳴

海

の
蝶
羅

は
、

寺
町
書
林
た
ち
は
な
や
治
兵
衛
新
椎
木
町
井
筒
屋
庄
兵
衛
を
た
つ
ね
下
岡
崎
五
升

庵
蝶
夢
坊
を
尋
ぬ
数
十
年
文
通
の
知
己
な
り
し
か
は
し
め
て
相
見
、
然
後
時
を
う

つ
し
は
せ
を
堂
奉
扇
会
催
主
な
ら
ん
こ
と
を
約
す

(
『続
多
日
満
久
羅
」
)

と
記

し

て

い
る
。

こ

こ
に
は
蝶
夢

の
活
動

の
二

つ
の
軸

が
、

遠
来

の
客

の

手

で
は
し

な
く

も
記

録
さ

れ

て

い
る
。

註

(完

)

1

芭
蕉
塚

建
立
を
す
す

め
た
り

(
二

声
塚
」

序
)
、
阿
弥
陀
寺

の
鐘

を
買

い
戻

す

た
め
に
奔
走
し
た
り

(
「阿
弥
陀
寺
鐘

の
記
事

」
)
す
る

こ
と
も
あ

る
が
、
聖

の
勧
進

の
形
態

か
ら
は
遠

い
。

2

高
木
蒼

梧
氏

「随
筆

義
仲
寺
日
」

(
「
こ
よ
う
ぎ
」
二
○
八
号

)
に

「無

名

庵
再
興
勧

進
帳
」
を
紹
介
す
る
。

3

「芭
蕉
翁

墓
碑
」
所
出

の
麦
郷
句
前
書

に
よ
る
。

4

「削

か
け

の
返
事
」

に
よ

る
。

5

鳥
酔
編

の

「

〔露
柱
庵
記
〕
」

に

「下
官
花
洛

中
川
の
辺

に
草
庵
を
求

る
も
此

お
の
こ
の
す

・
め
に
よ
れ
り
庚
辰
六
月

死
す

い
ま
た
初
老
に
た
ら
す
」

と

い
う
。

6

「新
選

俳
譜
年
表
」

に
よ

る
。

7

同
氏

「
元
禄
享
保
期

に
お
け
る
出
版
資
本

の
形
成

と
そ

の
歴
史
的
意
義

に

つ
い

て
」

(
「
ヒ

ス
ト
リ
ア
」

一
九
号

)
六
三

ペ
ー

ジ

。

8

同
氏

「俳

譜
七
部
集
初
版
本
考

一
、

「冬

の
日
」

」

(
「
ビ
プ
リ

ア
」

四
六

号

)
に
よ

る
。

9

こ
の
語

の
概
念
に

つ
い
て
は
浜
田
啓
介
氏

「造
本

と
よ
み
も

の
ー
あ

る
視
点

と

そ

の
諸
問

題
ー

」

(
「国
語
国
文
」
二
六

ノ
五
号
〉

参

照
。

10

木
村
氏
前

掲
稿
に
よ
る
と
、
寛
政
七
年

の
刊
記

あ
る
七
部
集
合
纂

本

に
譜
仙
堂

浦
井
徳
右
衛

門
版

の
も

の
あ
り
、
井
筒
屋

と
連
名
す

る
橘

屋
も
、

こ
の
頃

は
退
転

の
兆
濃

か

っ
た
と
言
う
。

こ
の
こ
と
は
、
橘
屋

が
七
部
集
板
木

を
入
質
し

た
と
報

ず
る
瓦
全
書
簡

(吾
捧

宛
、
五
月
十
二
日

付

)
に
よ

っ
て
も
裏
付
け
ら
れ

る
が
、

と
す

る
と
、
橘

屋

の
最
盛
期
は
そ

の
ま
ま
蝶
夢

の
活
動

期
と
重
な
る

こ
と
に
な

る
。

う34=



11

金
井
清
光
氏

「時

衆
文
芸
研
究
』

一
○

八
ペ
ー
ジ
。

12

拙
稿

「蝶
夢

を
扶
け
た
人

々
ー
俳
譜
中
興

運
動
の
地
方
的
基
盤
1
」

(
「言
語

と
文
芸
」

六
二
号
)
。

13

清
水
孝
之

氏

「
釈
蕪

村
と
浄
土
宗
」

(
「蕪
村

の
芸
術
」
収

)
。

14

伊
藤
唯
真

氏

「
「捨
世
」

の
系
譜
-
近
世
浄

土
宗
に
お
け
る
ー
」

(
「近
世
仏

教
』
三

ノ
二
)
七

ぺ
ー
ジ
所
引

の
称
念
制

定
の

「
専
称
庵
同
行
衆
法
度
」
。

15

「施
主
名
録
発
句
集

」
の
書
名

は
、
さ
ら

に

「蕉
門

」
を
越
え
る
意

識
を
示
す

と
思
わ
れ
、
巻
頭

の

「芭
蕉

堂
供
養
願

文
」

に
も

「諸
国

の
好
士
」

「諸
国

の
施

主
」

の
語
は
見
え

て

「蕉
門

」

の
語

は
出
な

い
。

付

記

上

・
中
編

発
表

後
、
次

の
資
料
を
知
り
得

た
の
で
簡

単

に
紹
介
す
る
。

1

宝
暦
初
年

、
発
句
集

『機

嫌
天
』
を
編
纂

し
て
刊
行
。

発
句

一
句

の
外

に
序
あ

り
。

蝶
夢
序

「清
女

の
画
に
劣
る
も

の
桜
な

に
　

と
書

し
も
む

へ
な
り
ま

い
て

あ
や
し

の
句
な

と
言
出

ん
は
花

の
思

ハ
ん
事
も
片
腹

い
た
け
れ
と
社
友

の
左
祖

に

思
た

・
る
を
共

に
探

り
て
題
と
な
ん
な
す
も
手
折

ら
て
見
ぬ
人

の
た

め
と
も
な

ら

ん
か
と
し

た
り
顔

に
紙

の
は
し

に
か

い
付
る

は
僧

の
蝶
夢

な
り
け
り
」
。
光
丘
文

庫

蔵
。

2

明
和
元
年

正
月

刊

の
『
〔止
弦
歳
旦
帳
〕
≒

(止
弦

編
)
に

一
句
入
集
。

3

同
年
十
月
刊

『
し
く
れ
会

』

(文
素
編

)
に
発
句

二
句
入
集
。

百

韻

一
巡

に
樗

良
と
と
も

に
同
座
。

87654

同
年
刊

「俳
譜
松
魚
行
』

(鳥
明
編

)
に

一
句

入
集
。

同
年
刊

『
頭
陀
に
し
き
』

(乙
児
編

)
に

一
句

入
集
。

明
和
三
年
刊

『真
向
翁
』

(巻
阿
編

)
に

一
句

入
集
。

明
和
五

年
刊

「
行
も
ど
り
』

(乙
児
編

)
に

一
句
入
集
。

明
和

六
年
刊

「
聖
節

』

(諸
九
編

)
に

一
句

入
集
。

9

明
和
七
年
刊

「信

岩
埜
」
に

一
句
入
集
。

10

同
年
七
月
頃

「
謝
風
露
頭
」

(琴
路
編
、
同
序
、
布

爪
坊
曳

尾

践
)
に
序

(
「

文
集
』
収

)
を
寄

せ
、
蝶
夢
立
句
の
追
善
歌
仙
を
収

む
。

同
書

は
蕉
雨
追
悼
集
。

11

第

四
章
①
三

一
ぺ
ー

ジ
で
紹
介
し

た
宝
暦

十

一
年

「墨
直
し
」

の
書
名

は
、
正

し
-
は

、肇

つ
い
て
・
で
あ
杢

12

第

四
章
②
五
四

ペ
ー

ジ
の
26
で
、

〔詣

八
束
脛
宮
〕
と
仮
題
し

た
烏
明
編
書

の

書

名
は
、
正
し
く
は

「
創

…
治
暦
覧
古
』

で
あ
る
。

本

稿
執

筆

に
際

し
て

は
、

天
理
図
書

館

・
明
治
大

学
図
書

館

・
帰

白
院

な

ど
多

数

の
文
庫
や

寺
院

の
資

料
を
利

用

さ

せ
て

い
た

だ
き
、

大
谷

篤
蔵

先

生

は
じ

め
石

川
八
朗

氏

・
大
庭

勝

一
氏

・
北

川
静

峰

氏

・
望
月
華

山

氏

の
御
助

言

と
御
配
慮

を

得
た
。
ま

た
新
出

資
料

の
3
～

9
は
池

上
義

雄
氏

、

10
は
大

谷
先

生
、

11

は
清

水
孝

之
氏

・
長
友

千
代

治
氏

、

12
は
前

田
利
治

氏

の
御

示
教

に
よ

る
も

の

で
あ

る
。

合
わ

せ

て

こ
こ

に
厚

く
御

礼
申

し
上

げ
た

い
。

最
後

に
、
相
次

い
で
逝
去

さ
れ

た
先

学
、

高
木
蒼

梧

・
阿
部

喜

三
男

両

氏

の
御

冥
福

を
祈

る
も

の
で
あ

る
。
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