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石

川

八

朗

一

『
句

兄

弟
』

に
は

、
元
禄

七
年

八
月

五

日

の
序
が

あ

る
が
、

刊
行

は
同

年
冬

、
十

一
月
以
降

か

と
思

わ
れ

る

。
ち

ょ
う

ど
芭

蕉

が

没
し
、
以
後

の

其
角

は
、

い
わ

ゆ

る
蕉

風

に
従
わ

ず
、

異

風
を

顕
著

に
し

て
、
あ

る

い
は

去
来

の
批

難

を
受

け
、
あ

る

い
は
、
後

述

す

る
よ

う

に
、

浪
化

や
支
考

の

批
判

を
被

る

こ
と

に
な

る
。
芭
蕉

の
生

前

、
す

で

に
其

角

の
作

風

に
対

す

る
批
判

、

憂
慮

の
あ

っ
た

こ
と

も
知

ら
れ

、

こ
の
時
期

が

、
其
角

晩
年

の

異
風

へ
の
傾
斜

を
は

ら
ん
で

い
た

こ
と

も

予
測

さ
れ

る
。

さ
ら

に
、

こ

の

書

は
、
句

合

の
形
を

と
り

、
自

ら
判
詞

に
相

当

す

る
文

章

を
添

え

て
い

る

の
で

、

三
年
前

の

『
雑
談
集

」

と
同
じ

く

、
其
角

の
俳

譜

に
関

す
る
意

見

を
徴

し
得

る

。

以

下
、

こ
の
書

に
う
か

が
わ

れ

る
其

角

の
俳
譜

意
識

に

つ
い
て
、

そ

の

意
味

を
考

え

た

い
。

二

『
句
兄

弟
」

の
序

に
、

案

す

る

に
句

こ
と

の
類
作

、
新

古
混

雑

し

て
、

ひ
と
り

こ
と
　

く

に

は
譜
し

か

た
し
、

然

る
を

一
句

の
は
し
り

に
て
聞

な
し
作

者
深

厚

の
吟

を
放

狂

し

て
、

一
点

の
付
墨

を
あ

や
ま

る
事
自

他

の
悔

旦
暮

に
あ

り

と
見

え

る
の
が
、

こ
の
書

編
集

の
動

機
を

示

し

て
い

る
。

「
句

こ
と

の
短

作

、
新

古

混
雑

し

て
」

一

一
記
憶

に
と
ど

め
が

た
く

、
批
点

を
求

め

ら
れ

て
も

、

「
作
者

深

厚

の
吟

」
を

も

い

い
加
減

に
見

て
、
付

墨
を

あ

や
ま

る

こ
と

が
多

い
と

い
う
。

そ

の
点
者

と

し

て

の
悩

み
が

、
等

類

に

つ
い

て
の

関
心

を
強

く
さ

せ

た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

「
句

ご

と

の
類
作

、
新

古
混
雑

し

て
」

は
ま

た
、
作

風

が
停
頓

し

、
軽

薄

な

模
倣

を
事

と
す

る
と

い

っ
た
俳

壇
の
状
況

を
思

わ

せ
る

。
其
角

の
場

合

、
特

に
作

者

の
主
体

的
表

現

と

い
う

こ
と

に
意

識
的

で
あ

っ
た
よ

う
な

の
で

、

そ
の
点

か
ら

も
、

等
類

が
問

題

に
な

っ
た
も

の
と

思
わ

れ

る
。

『
句

兄

弟
」

句
合

三
十

九
番

は
、
其

角
句

「
声

か

れ

て
」
を

兄
と
し

、

芭

蕉
句

「
塩
鯛

の
」

を
弟

と
し

て

い
て
、
他

の
三
十

八
番

と
は

異
な

る
。

附

さ

れ
た
其

角

の
自

評

に
よ
れ
ば

、
其

角

の

「
声

か
れ

て
」

に
感

心

の
よ

し

に
て
、

「
塩

鯛

の
」

の
句

が
作

ら

れ
た

。
猿

の
歯

の
冷

し

さ

に
、

塩
鯛

の
歯

ぐ
き

の
寒

さ
を
思

い
よ
せ

て
作

っ
た
も

の
で

あ

っ
た
。

こ
の
両
句

、

元
禄

五
年
十

二
月

三
日
付
意

専
宛

芭
蕉

書
簡

に
見

え
、

右

の

こ
と
が
あ

っ

た

の
は
、

こ

の
日
で
あ

っ
た
ら
し

い
。

さ
ら

に
其
角

は

い
う

。



此
句

は
猿

の
歯

と
申

せ
し

に
合
ロ
せ
ら

れ
た

る

に
は
あ

ら

す
、
只

か
た

は

ら

に
侍

る
人

、
海

士

の
歯

の
白

き

は

い
か

に
、
猫

の
歯

の
冷

し
く

て
な

と

と
似

て
似

ぬ
思

ひ
よ

り

の
発

句

に
は

な
る
ま

し
き

事

と
も

に
作
意

を

か

す
め

侍

る
ゆ

へ
、
予

か
句
先

に
し

て
師

の
句

弟

と
分

け
、
其

換

骨
を

さ

と
し

侍

る
。

「
海
士

の
歯

」

や

「
猫

の
歯

」
云

々
は

、
其

角

の

い
う

「
句

ご
と

の
類

作

」
が
生

ま

れ
る
発
想

の
場
を

の
ぞ

き
見

た
感

じ
で

興
味

深

い
。

こ
れ

に

対
し

て
其

角

は
、

「
を

の
れ
が
煉

磨

」

に
よ

っ
て
、

「
発

句

一
つ
の
ぬ
し

」

に
な

る

べ
き

こ
と

を
述

べ
て
い

る
。

こ
れ

は
其

角

の
持

論
で

あ

っ
た
。

『
句
兄

弟
』

句
合

の
矛

三
十
九

番

の
み

が
、

其
角

の
句

が
兄

、
芭
蕉

の

句
が

弟
と

な

っ
て
い
る

の
は
、
右

の
よ
う

な
事

情

に
よ

る
。

こ

の
元
禄

五

年
十

二
月

三
日
と

い
う
時

期
か

ら
考

え

て
も
、

こ
の
芭
蕉

庵
で

の
や
り
と

り

が
、
其

角

が

『
句

兄
弟

』

の
句

合

を
試

み

よ
う

と
し

た
直
接

の
契

機
と

な

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
思
わ

れ

る
。

三

 

以
上
述

べ
た

よ
う
な
動

機

に
立
ち

、
契

機

を
得

て
、
其

角

は
、

『
句

兄

弟

』
句
合
口
を

思

い
立

っ
た

の
で
あ

っ
た

が
、

そ

の
方
法

に

つ
い
て
、
序

に

述

べ
る
と

こ
ろ

が
あ

っ
た
。

さ

れ
は

む
か

し
今

の
高

芳

の
秀
逸

な

る
句

品

三
十
九

人

を
手
あ

ひ
に
し

て
お
か

し
く

つ
く

り

や
は
ら

け
、
お

ほ
や

け

の
歌

の
さ

ま
、
才

あ

る
詩

の

式

に
ま

か
せ

て
私

に
反
転

の

一
体
を

た

て

ゝ
物

め

か
し

く
註
解

を
加

へ

侍

る
也

、
此

後
俳

譜

の
転

換

そ

の
流

俗

に
随

ひ
侍

ら
は

一
向
壁

に
馬

な

る
句

体

な
り

と
も
珈

の
　
道

を

工
夫

し

て
等
類

の
難

を

の
が

れ

ぬ

へ
し

「
私

に
反
転

の

一
体

を

た

て

ゝ
」

と

い
う

の
が

、

そ

の
方

法

で
あ

っ
た

わ

け
で

あ

る
が

、

「
反
転

の

一
体

」
と

は
ど

の
よ

う
な

も

の
で
あ

ろ
う

か
。

右

の
序

文

の
冒

頭

に

「
点

ハ
転

ナ

リ
転

ハ
反
な

り
と
註

せ
し

に
よ
り

て
」

と
あ

り

(
こ
の

一
節

を
冒

頭

に
置

い
た
意

図
は

よ
く

わ
か

ら
な

い

)
、
点

ー

転

、
転
11

反

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

れ
ば

、

「
反
転

」
は
点

の

一
字

に
帰

せ
ら

れ

る
。

こ
れ

は
ど

う

い
う

こ
と

だ

ろ
う
か

。

こ

こ
で
次

の

こ
と
が
想

起

さ
れ

る
。

そ
れ

は
、
其

角
が

板
下

を
書
き

与

え
た

と

い
う
泥

足
撰

『
其

便
』

(
元
禄
七

年
刊

)に
見

え

る
記
事

で
あ

る
。

点

化
句

法

両
国

橋
上

吟

千

人
が

手
を

欄
干

や
橋

す

ゝ
み

井

に
舟
中

の
吟

此

人
数

船

な
れ

は

こ
そ
涼

み
哉

こ
の

「
点
化

句
法

」
で

あ

る
が

、

こ
の
前

の
句

は
、

『
浪
化

誹
句
集
』

(岩

谷
山

楯

子
編

)

に

随

聞

記

に

東

披

か
詩

に
玉
手

千

人

ノ
枕

と

あ

る
を

千

人
か
手

を

欄
干

や
橋
涼

み

こ
れ

は
両

国
橋

上

の
吟

な

り

と

見
え

る
も

の
で

、

『其

便
』

の

「
点

化
句
法

」

は
、
東

坂

の
詩

と

の
関

連

で
考

え
ら

る

べ
き
も

の
の
よ
う

で
あ

る
。

確

か

に
、

「
点

化
句
法

」

の
語

は
詩
書

に
見
え

る
。

た
と

え
ば

、

『
氷

川
詩

式

』
1

『
句
兄

弟
』
序

に

「
才
あ

る
詩

の
式

」

と

い
う

の
は

こ
れ

を
さ
す

の
で

あ

ろ
う
か
ー

が

そ
れ
で

あ

る
。
梁
橋

著

、
詩
作

法
書

で
あ

る
。
当

時
和

刻
本

も
あ

り
、
沽

徳

撰

『
誹
林

一
字
幽

蘭
集

』

(元
禄

六
年

刊

)
の
参
考

書
目

に
も

か
か

げ
ら

れ
、

一
般

に
読
ま

れ

た
書
で

あ

っ
た

こ

晋
子全

其
角

一59一



と
が

わ
か

る
。

そ

の
書

中

、

「
五
言
練
句

法

」

「
七
言
練

句
法

」

が
あ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

「
点
魂

古

人
,
詩
有

法

」

が
見

え

て
、
詩
句

を
例

示

す

る
。

野
水
無

訪
人
ノ
渡
晒

孤
】
舟

書

日
横

.

の
詩

句
を

あ
げ

て
、

此

.
唐

ノ
章
応

物
力
詩

冠
準

化
シ
テ
作

二
二
句
「

と

註

す

る
。
章

応
物

の

「
源
州

西
澗

」
中

の

一
句

「
野
渡

無
人
舟

自
横

」

を

二
句

と
し

た
も

の
で
あ

る
。

ま
た

、

『
詩

人

玉
屑
』

に
は
、

「
点
化

」

の

一
項

が

存
し

て
、
次

の
よ

う
に
説

く
。

詩

家
有

換
骨

法
謂

用
古

人
意
而

点
化

之
使

加

工

先

行
作

品

の

い
わ

ゆ

る
換

骨
奪

胎
で

あ

っ
て
、

「
点

化

」
は

、
詩
書

の

術

語
で
あ

っ
た

が
、

ま
た

和
歌

の
技
法

に
も

同
様

の
も

の
が
見
ら

れ

な

い

でて
は
な

い
。
本

歌
取

り
が

そ
れ

で
あ

る
。
其

角

が

『句

兄
弟

』
序

で
、

「

お

ほ
や

け

の
歌

の
さ

ま
」

と

い
い
、
蹟

で
沽

徳

が

「
さ
よ
更

る
ま

ゝ
に
汀

や

こ
ほ
る
ら

む
遠
さ

か
り

行
志
賀

の
浦

波

と
よ

め

る
に
志
賀

の
う
ら
や

遠

さ

か
り
行

波

間
よ
り
氷

て
出

る
有

明

の
月

と
家
隆

卿

の
よ

め
る
も

、
皆

是

全
体

詞
を

外

に
求

め

す
し

て
風
体

た

く

ひ
な
き
物

か

」
と
し

て
い
る

の
は
、

本
歌

取
り

の
面
か
ら

、

『句

兄
弟

』

の
試

み
を
述

べ
た
も

の
で
あ

る
。

本

歌

取
り

に

つ
い

て
は
、

『
八
雲
御

抄
』
1

「
お

ほ
や
け

の
歌

の
さ
ま

」

は
、

こ
の
書

の

こ
と
を
さ

す
か

、
ー

に

「
一
に
は
詞

を

と
り

て
心
を

か

へ
、

一
に
は

心
な
か

ら
と

り

て
物

を

か

へ
た
る
も

あ
り

」
と

見

え
て

い
る

其

角

の

い
う

「
反
転

の

一
体

」
は

、
点
化

句
法

や
本

歌
取

り

の
よ
う

な

方
法

を

い
う

の
で

は
な

い
か
と

思
わ

れ
る
。

「
反
転

の

一
体

」
と
詩

歌

と

は
別

の
名
目

を
た

て
た

の
は
、

一
つ
に
は
、

俳
譜

独
自

の
名

目
を

と

い
う

こ
と
で
あ

ろ
う
が

、
ま
た

「
反
転

」

の
語
か

ら
考

え

れ
ば

、
句
境

を

一
転

さ
せ

る
点

に
眼

目
が

あ
る

よ
う

で
、

も
と

も
と
等

類
を

避

け
る

と

い
う

こ

と
を

目
的

と
し

た
試

み
な

の
でて
、
転
化

と

い
う

こ
と
を

強
調

し

よ
う
と

し

た
も

の
で
あ

ろ
う
か

。

そ
の

「
反
転

の

一
体

」

の
理
論

的

根
拠

あ
る

い
は
権

威
づ

け
と

し

て
、

点

化
句

法

や
本

歌
取

り
が

持
ち
出

さ

れ
た

の
で
あ

る
が

、

そ

の
こ
と
を

説

い

て
、
政

を
沽

徳
が
書

い
て

い
る

こ
と

に
注

意
し

た

い
。
沽

徳

は
、
歌

学

に
通
じ

、
ま

た
林

家

に
出
入

し

た

こ
と
も
知

ら

れ

て
お
り
、

俳
人

た
ち

の

中

で

は
、
知

識

人
的
存

在

で
あ

っ
た
。

元
禄

六
年

、

そ

の
撰

し
た

俳
書

『

誹

林

一
字
幽

蘭
集

』

に
は

、
所
収

句

の
多
く

に
典
拠

と
考

え

ら
れ

る
詩
歌

文

章

を
傍
記

し

て

い
て
、
衝

学
的

と

の
評
も

あ

る
が
、

む
し

ろ
点
化

句
法

的

作
法

に
関

心

を
寄

せ

て
い
た

こ
と

の
あ
ら

わ
れ

と
も
考

え

ら
れ

る

の
で

は
な
か

ろ

う
か

。
沽
徳

は

、
後

の

『
余

花
千
句

』

(宝
永

二
年
刊

)

『後

余

花
千

二
百

句
』

(享

保

八
年
刊

)
でて
も
、
出

曲
ハを
上
欄

に
示
し

て
お
り

こ
の
風

は
淡

々
に
も

う
け

つ
が
れ

て
い
る

よ
う
で

あ

る
。

芭
蕉

が
、

ほ
と
と
ぎ

す
声

や
横

ふ
水

の
上

一
声

の
江

に
横

ふ

や

ほ
と
と
ぎ

す

の
句

を
作

っ
て
、

「
水

光
接
」大
白

露
横
乞

の
字

句

眼
な

る

べ
し
や

。
ふ

た

つ
の
作

い
つ

れ

に
や

と
推
敲

難
定

処
、
水

沼
氏
沽

徳
と

云
も

の
弔

来

れ
る

に
、
か

れ
物

定

の
は
か

せ

と
な
れ

と
両

句
評

を
乞

」
う

た

の
に
、

「
横

レ

江

の
句

、
文

に
対

し

て
考
乏

時
は
句

量

尤
い
み
じ
か

る

べ
け
れ
ば

、
江

の

字

抜

て
水

の
上

と
く

つ
ろ
げ

た

る
句

の
に

ほ
ひ
よ

ろ
し
き

方

に
お
も

ひ
付

へ
き

の
条

」
を
言

っ
て

い
る

の
は

、
点

化
句
法

の
発
想

の
実
際

を
見

る

よ

う
で

興
味

深

い

こ
と

で
あ

る
。

其
角

が

『
句
兄

弟
』

句
合
口
の
方
法

と

し

て
、

「
反
転

の

一
体

」
を

立

て
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た

の
は
、
沽

徳

と

の
交
渉

か

ら
出

た
も

の
か

と
思

わ
れ

る
。

四

『
句

兄
弟

』
句

合

の
判
詞

に

よ

っ
て
、

そ

の
発

想
を

う
か

が

っ
て
み

る

と
、
例

え
ば

、

二
十
番

の

つ
た
な

さ
や
牛

と

い
は
れ

て
相
撲

取

に
対

し

て
、
自
句

上
手

ほ
ど

名
も

優
美

な
り

す
ま

ひ
取

に

つ
い

て
、

句

の
裏

へ
か

け
た
り

と

い

っ
て
い
る
が

、
相
撲

取

の
本
情

を
逆

の
趣

向

に
よ

っ
て
表

現

し
よ

う

と
し

た
も

の
で

あ

る
。

ま

た
、
十

五
番

の
、

人
先

に
医

師

の
袷

や
衣

更

に
対
し

て
、

自
句

法
体

も
島

の
下

着

や
衣
か

え

に

つ
い

て
、

法
躰

と
医

師

の
は

れ
が
ま

し
さ

は

一
意

な

れ
ど
も

興

こ
と

に
か

は
り
あ

る

ゆ

へ

と
述

べ
て
い

て
、

や

は
り
同

じ
情
感

を

異
な

る
素
材

に
よ

っ
て
表

現
し
た

うも

の
で
あ

っ
た

。

ま

た
、

同
じ
趣

向

や
素
材

に

よ

っ
て
異

っ
た
情
感

を
表

現

し
よ

う
と
し

た
例
も

多

い
。

例
え
ば

、
六

番

の
、

三
線

や

よ
し

野

の
山

を
さ

月
雨

に
対

し

て
、
自
句

彫
堂

許
六

曲
水

三
味
線

や
寝

衣

に
く

る
む

五
月

雨

に

つ
い
て

倦

む

と
忍

ぶ
と

の
た

か

ひ
決

せ

り

と

い
う

の
な

ど
で

あ

る
。

他

に
、
続

腰

の
格
と

か
、

一
字
血

脈

の
格

と
か

い
う
詩

作
法

の
用
語
でて

説

か
れ

て

い
る
も

の
が

あ
り

、
句

の

ふ
り
や
句

勢

の
強
弱
で

分

け

て

い
る

も

の
も
あ

る
が
、

兄
句

の
素

材
や
趣

向

を
踏

ん
でて
、

新
ら

し

い
情
感

を
表

わ
す

と
か

、
兄

句

の
情
感

を
受

け

て
、
素

材

や
趣
向

の
面

で
新

ら
し

さ
を

出
す

と

い
う
方

法

が
基
本

的
で

あ

り
、
当

然
な

が
ら

、

そ
れ
は

「
点
化

句

法
」

や
本

歌
取

り

の
、

つ
ま

り
は

「
反
転

」

の
方

法

で
あ

っ
た

わ
け
で

あ

る
。し

か
し

、

む
し

ろ
我

々

の
興
味
を

ひ
く

の
は
、
句
合

の
弟

句

の
発
想

の

あ
り

方

そ

の
も

の
で

は
な

く

て
、
判

詞

に
語
ら

れ
た
其

角

の
句
作

意
識
で

あ
り

、

そ

の
、

彼

の
実
作

活
動

と

の
関
連

で
あ

ろ
う

。

五

『氷

川
詩

式

』

や

『
詩

人
玉

屑
』

に
よ

っ
て
明
ら

か
な

よ
う

に
、

「点

化
句

法
」

は
、

詩
家

が
詩
句

を

錬
磨

す

る
方

法

の

一
つ
で
あ

っ
た
。

『句

兄
弟

』

は
等

類

句
頻
出

と

い
う

俳
壇

の
状

況

に
際

し

て
考

え
ら

れ
た
其
角

な
り

の
処
方

でて
あ

っ
た
が

、
む

し

ろ
彼

の
句

作

の
方
法

と
し

て
、
句

を
錬

磨
す

る
も

の
と

し

て
意
識

さ
れ

た

の
で
は

な
か

ろ
う
か

。

同

じ

『句

兄

弟
』

に
、

「
謡

物

三
十
六
番

」
と

題
し

た
、

粛
山

、
其
角

彫
業

の
三
吟
歌

仙
が

あ
り

、
各
句

謡
曲

の
詞

章
を

含

ん
で

い
る
。
初

表

の

み
を

示
す

と
、

(圏
点

筆
者

)

1
、
飛

蛍
我

も
休

む
は

苦
し

い
か

粛

山
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2

、

か
だ

み

て
魚

は
夜

川
涼

し
き

3

、
酒
債

す

む
旦

暮
月

も
は

や
入

り

て

4

、

秋

の
花

み
な
切

溜

の
桶

5
、
淋

し
く

も

人
や
見

る
ら

ん

刀
持

6

、

後

る

ゝ
徒

士

は
か

つ
く
袖

笠

圏
点

の
部
分

が
謡
曲

で
あ

る
が

、
1
卒

都
婆

小

町
、

2
鵜
飼

、

3
雲
林

院
、

4

野
宮
、

5
玉

葛

、
6
芦

刈

に
よ

っ
て
い
る

。

そ
し

て
、

そ
の
歌

仙

の
序

と
も

い
う

べ
き

文
章

が
あ

っ
て
、
其

角

の
意

図
を

明
ら

か

に
す
る

。

す

な
わ
ち

、

1

認

の
詞

の
み

に
か
ぎ

ら
ず
古

詩
古

歌
経

釈

と
も

に
縁

に
な

る

べ
き

つ
づ

き

を
た

や
す

く
言

い
と

る

の
は
、

そ

の
句

の
功

で
あ

る

こ
と

。

2
文

句

に
か

か
わ

ら
ず

し

て

一
句

に
た

つ
こ
と
が
本

意

で
あ

る

こ
と
。

2

の

「
文
句

に
か
か

わ
ら

ず
」

と

は
、
謡

曲

の
詞
だ

け
を

借
り
る

の
でて
、

そ

の
謡

曲

の
内
容

と

の
関
連

は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ

う
か
。
右

の
表

六
句

の
例
を

見

て
も

、
詞

の
み
を

借
り

用

い
て
、

一
句

全
体

の
意
味

風

趣

は
、
全

く
別

に

「
一
句

に
た

つ
」

て
い
る
と

い
え
る
。

こ
れ
も

、
広

い
意
味

で

は
点
化

句
法

の

一
つ
と

い
え
よ

う
。

さ
き

に
記
し

た

『
其

便
』

の

「
点

化
句
法

」

両
国

橋
上
吟

千

人
か

手
を

欄
干

や
橋

す

ゝ
み

晋

子

は
、

東
坂

の
詩

「
玉

手
千

人
枕

」

の

「
千

人
」

「
手
」
を

か
す

め
た

も

の

で
あ

っ
た
が

、
次

の
句

の
よ

う
な
場

合
口
も

、
点

化
句
法

と

い

い
得

る
で

あ

ろ

う
。

し
ら
雲

に
鳥

の
遠

さ

よ
数

は
雁

其

角

『
末
若

葉
』

所
収

の
こ

の
句

に

つ
い
て
は
、

芭
蕉

が
、

「
晋

子
が

こ
の

晋
子

彫
業山晋業

ほ
ど

の
俳

譜
を

き

け
ば

、
玉
振

金
折

の
作

を
も

と
め

て
天

下

の
人
を
驚

さ

む
と

す
、

是

よ
り

五
年

の
変
化

を

は
か
ら

ず
、

二
作

を
か

さ

ね
ば

平

話
を

失

ひ
、

三
作

を
か

さ
ね
ば

俳
譜

は

つ
き

て
自
己

を
失

ふ

へ
し
」

(十
論

為

弁
抄

)
と
評

し

た
と

い
う

。
ま

さ

に
、
其
角

の
後

年

の
異
風

へ
の
傾
斜

を
言

い
あ

て
た
、

み
ご

と
な

予
見

で
あ

る
が

、

「
し

ら
雲

に
」

の
句

は
、

ど

う

い
う
点
が

作

を
求

め
た

と

い
う

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ
の
句

は

、

『
五
元
集

』
牛

門
書

入

に
指
摘

す

る
よ

う

に
、

『
古

今
和

歌
集

』
巻

四
秋
之

上
部

の

白

雲

に
羽

う
ち

か
は

し
飛

ぶ
雁

の
数

さ

へ
見

ゆ

る
秋

の
夜

の
月

に
よ

っ
て

い
る

こ
と
は

明
ら

か
で

あ

ろ
う
。
遠

く
飛

ぶ
雁

の
群

を
ま

ず

「

鳥

の
遠

さ
よ

」
と

い
い
、
座

五

に
、

そ
の
鳥

が

「
数

」
多

く

飛
ん
で

い
る

こ
と
を

い

い
、
最

後

に

「
雁

」
を

置

い
て

一
句

が
季

感

を
得

て
治
定

す

る

「
数
は

雁
」

と

い
う
破

格

な
表

現

に

よ

っ
て
ま
と

め
た
も

の
で
あ

る
。

「

鳥

」
が

「
雁

」
で

あ

る

こ
と
が
、

座

五

の
、

最
後

の
語
で

示

さ
れ

て
、

は

じ

め

て

一
句

の
イ

メ
ー
ジ
が

は

っ
き
り

す

る
と

こ
ろ

に
、

こ
の
句

の
技

巧

が

あ
り

、
し

か
も

「
数

は
雁

」
と

い
う

破
格
な
表

現
を

と

っ
て
い
る

と

こ

ろ
が

、
作
意

が

云

々
さ
れ

る

の
で

あ

ろ
う
か

。

其
角

は

、

『
句

兄
弟

』
句

合
判

詞

の
中
で

、
題

に
、
縦

の
題
す

な
わ
ち

「
詩
歌

連
俳

と

も

に
通
用

の
本
題

」

と
、
横

の
題

す
な

わ
ち

俳
譜
題

の
あ

る

こ
と
を

い

い
、

縦

の
題

に
は

古
詩

、
古
歌

の
本

意
を

と

り
連
歌

の
式

例
を

守
り

て
、
文

章

の
力

を
か

り
、

私

の
詞
な

く
、

一
句

の
風

流
を
専

一
に
す

へ
し

と
述

べ
、

さ
ら

に
、

縦

ぞ
と

心
得

て
本
歌

を
作

な

く
と

り
、
時

鳥

の
発
句

せ
し

な

ど
あ

て
仕

舞

な

る
案

し

や

う
は
無

念
也
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と
作

意

な
く
本

歌

を
取

る

こ
と
を
戒

め

て
い

る
。

「
雁

」
は
縦

の
題
で
あ

る

。
白
雲

に
遠

く
雁

が
群

れ

と
ぶ

と

い
う
古
歌

の
本

意

に
従

い
な
が

ら

、

「
文

章

の
力
を

か
り

、
私

の
詞

な

く
、

一
句

の

風
流

を
専

一
に
」
し

て
、
前
述

の
ご

と
く

、
座

五

の
表

現

に
よ

っ
て
、
俳

譜
性

を
得

た

と

い
う

こ
と
で
あ

ろ

う
か
。

其

角

は
ま

た

『
句

兄
弟

』
句

合

三
十

五
番
で

、
縦

の
題

に

つ
い
て
も
、

「
俳

譜

よ
り

お
も

ひ
入
」

る

こ
と
を

述

べ

て
い
る
。

郭

公
哺
　

飛

そ
い

そ
か

は
し

若

鳥

や
あ

や
な
き
音

に
も
時
鳥

此

躰

は
俳

譜

よ
り
お

も

ひ
入

た

る
也

ま
た

、

三
十

二
番

の
、

傘
持

は

大
根

ね
ら

ふ
子

日
哉

に

つ
い

て
、

屏

風

の
絵

を

よ
ま

れ
し
姿

に
も

春

の
野

の
子

日

の
躰

は

興
う

る
は
し

く

聞

え

ぬ
る

に
傘
持

た

る
丁

の
さ
ま

は
今
更

俳

譜

よ
り
気

付

て
お

か
し

く

お
も

ひ
合

た

る
も

の
哉

と
述

べ
て
い

る
。

「
子

日
」
は
縦

の
題

で
、

貴

人

の
野

遊
び

の
趣

き
を

本

意
と

す

る
の
で
あ

ろ

う
が

、

「
丁

」

に
目
を

つ
け
た
と

こ
ろ
が
俳
譜

な

の

で
あ

ろ
う

。

ま

た
、

三
十
番

の
句

は

、

兄

草
刈

や
牛

よ
り
落

て
お

み
な

へ
し

弟

牛

に

の
る
癸
御

落

す
な
女

郎
花

でて
あ

る
が

、
評

に
、
兄

の
句

に

つ
い

て
、

蕉角
柴
雫

春
澄

遍

昭

の
馬

を
引

か
え

て
、

さ
か

野

の
草

の
名

に
た

て
し

も

、
京
流
布

の

一
作

な

か
ら

と
あ

っ
て
、

『
古
今

和
歌

集
』

巻

四
秋
之

上
部

の

名

に
め
で

て
折

れ

る
ば

か

り
ぞ
女

郎
花

我

落
ち

に
き
と

人

に
語

る
な

遍

昭

に
よ
る
も

の
で

あ

る

こ
と
は

い
う

を
ま

た
な

い
が

、
春
澄

の
句

は

、
遍
昭

の
か

わ
り

に
嵯

峨

の
草

刈
男

と
俗

に
し

た
俳
譜

化

の
作
意

に
よ

っ
て
、
京

の
俳

人
た

ち

に
流
布

し

た
。
其

角

の
句

は
さ

ら

に
そ
れ

に
作
意

を
加

え

て
、

な

に
と

な
く

京

田
舎

の
躰

に
な
し

て
、

花

の
名

は
か
り

そ
め

に

よ
せ

ぬ
れ
ば

、
落

る
と

い
ふ
字
も

か

こ

つ
け
な

る

へ
し

、
是
等

は

俳
譜

の
排
レ

.厨
也

と

い
う
ご

と
く

、

「牛

に

の
る
癸

御

」

に
田
舎

ら
し

さ
を
表

わ

し
、

「
落

る
」

は
、
遍

昭

の
和
歌

で

は
、

「
女
郎

花

」
を
美

し

い
女
性

と
し

て
、
そ

の
愛
欲

に
ひ
か

れ

て
戒

を
破

る
と

い
う
意

に
用

い
ら

れ

て
い
る

。

「
女

郎

花

」

と

「
落

る

」
が

そ
う

い
う

関
係

で
、
和

歌

の
本
意

と
な

っ
て

い
る

の

で

あ

る
が
、

其
角

の
句

で

は
、
素

材

と
し

て

の
み
、

「
女
郎

花

」

「
落

る

」

を

用

い
、

形

の
上
で

は
残

し

な
が

ら
、
和

歌
的

本
意

を
抜

き
去

っ
て
し

ま

っ
た

の
で

あ

る
。
花

嫁

を
落
す

な

と

い
う

の
は
、
女
郎

花

と

は
か
か

わ

り

の

な

い
発

想
で

あ

る
。

「
女
郎

花
」

は

「
か
り

そ
め

に

よ
せ
」

た
、

あ

し

ら

い
で
あ

り

、

「
落

る

」
も
、

形

の
上
で
応

じ

た

「
か

こ

つ
け
」

に
す

ぎ

な

い
。
其

角

は
、

「
是
等

は
俳

譜

の
推

鳳
原
也

」
と

い

っ
て
お
り

、
遍

昭

の
本
歌

に
よ
り

な
が
ら

、
本

意
を

抜

い
た
発
想

に
、
俳
譜

よ

り
お

も

い
入

る
と

い

っ
た

働
き

が
あ

る
と

い
う

の
で

あ

ろ
う
。

其

角

の
点

化
句
法

は
、
古
詩

古
歌

経

釈
あ

る

い
は
謡
曲

の
詞
句

な
ど

に

ま

で
範

囲
を

ひ

ろ
げ

て
、

そ

の
用

語
素

材
を
生

か
し

な
が

ら

、
俳
譜

的

な
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発
想

や
措
辞

に
よ

っ
て
新

し
み

を
得

よ

う
と
す

る
も

の
で

あ

っ
た
。

こ
れ

は
、

い
わ

ゆ

る
軽

み

の
、
故

事

に

よ
る
発

想

や
作
意

を
排

し

、
平

凡

な

日
常
語

に
よ
る
句

作
を
考

え

て
い
た
芭
蕉

の
方
向

と
全

く
異

な

る
も

の
で
あ

っ
た

こ
と

は

い
う
ま
で

も

な

い
。
芭
蕉

に
其
角

の
作

意
を

重

ね
る

こ
と

へ
の
批

判
が

あ

る

の
も

当
然
で

あ

っ
た
。

六

其
角

は

、

『句

兄

弟
』

序

の
中

で

、

此
後

俳

譜

の
転

換

そ

の
流

俗

に
随

ひ
侍
ら

は

一
向
壁

に
馬
な

る
句
体

な

り
と

も
聯

の
　

道

を
工
夫

し

て
、
等

類

の
難

を

の
か
れ

ぬ

へ
し

と

い

っ
て
い

る
。

「
壁

に
馬

」

と
は

、

「
壁

に
馬
を
乗

り

掛

け
る
」

と

い

う
成

語
で

、

「突

然

に
、
あ

る
い
は
無

理

に
物

事
を

す

る
」
と

い
う
意

味

に
用

い
ら

れ

て
い
る
も

の
でて
あ

ろ
う

。

こ
の

「
壁

に
馬

な

る
句
体

」

は
、

後

に
例

え
ば

『焦

尾

琴
』

『
三
上
吟
』

に
あ

ら

わ
れ

て
、

浪
化

の

武

の
其

角
か
俳

譜

は
、

こ
の
比

の
焦

尾
琴

三
上
吟

を
見

る

に
、
お

ほ
く

は
唐

人

の
寝

言

に
し

て
、
世

人

の
し

る

へ
き
句

は

、
十
句

の
中

=

一句

に
は
過

し

(東

西
夜

話

)

と

い
う
、

ま
た

、
支
考

の
、

た

と

へ
は
九

重

の
塔

に
の

ほ
り

て
、
あ

と

の
階

子

を
は

つ
し

た
る

こ
と

く

、
見

る
人
其

行
筋

を

し
ら

す
、
晋

子

か
門
葉

の
耳

な

れ
た

る
人

は
、

掌

中

の
玉

を
見

る
よ
り

な

を
あ
き

ら
か

に
し

り

た
れ
と

、

そ
れ

は

一
時

の
流
行

の
み

に
し

て
、

千
歳

の
後

は
国

の
は

ん
し
物

な

り

(東

西
夜
話

)

と

い
う
批

評

に
よ

っ
て
、

見
と

ど
け

ら
れ

て

い
る
が

、
支
考

は
、

そ

の
原

因
を

、
芭
蕉

の
指
摘

し
た

「
二
作

三
作

に
お
よ

ぶ
」
其

角

の
作
を

好
む

風

に
求

め

て

い
る
。

支

考

や
浪
化

が
、
疑

問

を
持

っ
て
評

し
た

、

こ

の
其

角

の
作
風

に
関

す

る
意

見
は

、

そ

の
ま

ま
彼

ら

の
風
体

に

つ
い
て

の
考

え
方

の
反
映

で
あ

っ

た
わ

け
で

、
支

考

の
姿

情

論
が

、

「
姿

先

情
後

」
と

し

て
と
ら

え
ら

れ
、

姿

の
重
視

が
認

め
ら

れ
、

表

現

に
際

し

て
の

「
私
意

」

「
理
屈

」

の
排

斥

に
そ
の

モ
チ

ー

フ
が

あ

る

こ
と
は
堀

切
実

氏
が
指

摘

し

て
お
ら

れ

る
。

姿
情

に

つ
い

て
、
其
角

の
場
合

は

ど

う
で
あ

ろ
う

か
。
情

に

つ
い
て
は

『
雑

談
集

』

に
、

俳
譜

に
新

古

の
さ
か

ひ
分

が
た

し

、

い
は

ゞ
情

の
う
す

き
句

は

、
を

の

つ
か

ら
見

あ
き

も
し

、
聞

ふ

る
さ

る

ゝ
に
や

、
又
情

の
厚
き

句

は
、
詞

も
心

も
古

け

れ
ど
も

、
作
者

の
誠

よ
り
思

ひ
合
口
ぬ

る
ゆ

へ
、

時

に
新

し

く
、

不
易

の
功

あ
ら

は

れ
侍

る

と
、

最
も

こ
れ

を
重
視

す

る
。
姿

に

つ
い
て
は

、

『
句

兄
弟

』
句

合

二
十

八
番

の
判
詞

に
、

古
代

の
作

者

は
句

の
お

も

て
を
か

ざ
ら

ず
、
近

代

は
句

の
ふ

り
を
た

し

な

む
か

は
り

あ
れ

ど

と
、

「
句

の
ふ

り
」
　

姿

を
重
視

す

る
最

近

の
風

を

認
め

て
は

い
る
が

、

特

に
情

に
比

し

て
重
視

し

た
形
跡

は

な

い
。
逆

に
、

『
句
兄

弟
』

句
合

の

判

詞

に
は

、
例

え
ば

、
十

番

の
、

「
干

瓜

や
汐

の
ひ
か

た

の
捨
小
舟

」

と

い
う

古
風

の
見
立

の
句

を

、

「古

来
捧

頭

の
秀
作

」

と
見

、
十

八
番

の

「

花

ひ
と

つ
た
も

と

に
す
か

る
童

か
な

立

圃
」

に

つ
い
て
、

「
さ

れ
ば
当

時

云

か
け

の
発
句

を
珍

賞

せ
す
し

て
い
た

つ
ら

に
古
版

の
書

に
埋

も

れ
侍

る
を

予
歎
美

し

て
古

人

の
深
察
を

再
転

せ

り
」
と

い
い
、

三
十
六

番

の

「

風
ま

つ
は
き

の
ふ
を
き

り

の

一
葉

哉

望

一
」

に

つ
い

て
、

「
中

七
字

の

云
か

け
を
結

句
幽

玄

に
お
も

ひ
て
」

と
述

べ
る
な

ど

、
見
立

や
云
か

け

の

よ
う

な
、

一
句

の
姿

の
統

一
を

そ

こ
な

い
、
理

屈

の
入

り

こ
み
や
す

い
技

法

を

、
当
時

の
風

に
反

し

て
、
幽

玄

と
し

て
珍
賞

し

て

い
る

の
でて
あ

る
。

一64う



姿

の
問
題

は

、
其
角

に
と

っ
て
情

ほ
ど

に
は
重
視

さ

れ

る
も

の
で

は
な
か

っ
た

よ

う
で
あ

る
。

支
考

風

に
い
え
ば

、

情
先
姿

後

と

い
う

こ
と

に
な

ろ

う
か

。

其

角

の

「
壁

に
馬

な

る
句
体

」
を

容
認

す

る
志
向

は

、

こ
の
情
先
姿

後

の
傾
向
が

本
来

存
し

た

こ
と
が

背
景

に
な

っ
て

い
る

の
だ
と
思

わ

れ
る
。

七

以

上

の
よ

う

に
、
点

化
句

法

や
情
先

姿

後
と

い
う
意
識

の
傾

向
が
考

え

ら

れ
る
が

、

こ
れ
ら

は
、
芭

蕉
晩

年

の
方
向

と

は
著

し

く
異
な

っ
て
い

る
。

こ
れ
ら

の
作
意

を

た
く
み

が
ち

な
方
法

や

意
識

が
、

其
角

の

「
発
句

一
つ

の
ぬ
し

」

に
な
る

理
想

と
結

び

つ
い
て
独

自

の
表

現

を

と
る
と

こ
ろ
に
、

晩
年

の
異
風

を
展

開
す

る

一
因
が

あ

る

の
で

は
な

い
か

と

い
う

こ
と

が
考

え

ら
れ

る
。
晩

年

の
異
風

を
形
成

す

る
要
素

は
、
な

お
他

に
も

種

々
考

え

ら

れ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
が
、

い
ま

『
句

兄
弟
』

に
よ

っ
て
う

か
が
わ

れ

る
も

の

一
二
に

つ
い

て
述

べ
た

。

7
小
高
敏

郎
氏

「芭
蕉
と

同
時
代
文

壇
」

(
「近
世
初
期
文
壇

の
研
究
』

所
収

)
P

8
元
禄
六
年
四
月
二
十
九
日
付
荊
口
宛
芭
蕉
書
簡

(
『校
本
芭
蕉
全
集
』
書
簡
篇
P

　

9

『氷

川
詩
式
』
巻
七

に
、
説

明
と
用
例
が
見
え
る
。

10

明
治
書

院
刊

『
五
元
集
』
　

11
堀

切
実
氏

「支
考

の
「姿
情
論
」
に
関
関
す

る

一
試
論

」

(連
歌
俳

譜
研
究
矛

三
十
号
)

註1

『
校
本
芭
蕉
全
集
』
書
簡
篇
P
　

2
拙

稿

「
其
角

の
芭
蕉
観
か
ら

」

(連
歌
俳

譜
研
究
矛

三
十
号

)

3

「日
本
俳
書
大
系
』
蕉
門
俳
譜
前
集

所
収

4
万
治
三
年
版

に
よ
る
。
巻

三
。

な
お
同
書

に
は
、
健
句
、
新
句
、
清
句

、
偉
句

、

麗
句
、
豪
句

の
分
類
も
見

え
、
其
角

は

こ
れ
も

『
句
兄
弟
』

の
中
で
発
句

の
分
類

に
用

い
て
い
る
。

5
中
国
書
局
版

に
よ

る
。
上
巻
P
　

6

『
日
本
歌
学
大
系
』
巻

三
P
　

一65一


