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序
　

現
在
、
俳
諧
の
大
成
者
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
芭
蕉
は
死
し
て
な
お
、

諸
俳
人
に
影
響
を
及
ぼ
し
俳
聖
と
し
て
大
切
に
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
直
弟
子
た

ち
の
う
ち
の
あ
る
者
は
在
り
し
日
の
芭
蕉
の
教
え
を
俳
書
と
し
て
記
し
、
あ
る

者
は
師
に
倣
い
各
地
を
行
脚
し
蕉
風
俳
諧
を
伝
播
し
た
。
そ
し
て
、
芭
蕉
敬
慕

の
俳
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
全
国
に
広
が
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
近
世

に
於
い
て
遠
隔
地
か
ら
義
仲
寺
の
芭
蕉
の
墓
所
を
参
拝
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
く
、
芭
蕉
を
慕
う
者
た
ち
は
各
地
に
芭
蕉
の
句
を
刻
ん
だ
石
を
置
き
、

芭
蕉
塚
と
し
大
切
な
拠
り
所
と
し
た
。

　

こ
の
近
世
に
建
立
さ
れ
た
芭
蕉
塚
は
現
在
九
州
地
方
に
も
多
く
見
受
け
ら
れ

る
。
福
岡
市
東
区
に
あ
る
枯
野
塚
や
熊
本
県
八
代
市
に
あ
る
宗
覚
寺
の
稲
妻
塚

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
芭
蕉
未
踏
の
地
で
あ
る
九
州
に
も
蕉

門
の
俳
人
が
杖
を
引
き
芭
蕉
の
俳
諧
を
伝
播
し
た
痕
跡
と
も
い
え
る
。

　

先
に
例
示
し
た
枯
野
塚
は
、
地
元
の
俳
人
哺
川
が
芭
蕉
辞
世
の
句
と
い
わ
れ

て
い
る
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
に
感
激
し
、
博
多
に
来
遊

し
た
芭
蕉
の
直
弟
子
野
坡
に
揮
毫
を
依
頼
し
て
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
箱

崎
の
自
身
の
庵
に
詣
墓
と
し
て
建
立
し
た
。
つ
ま
り
、
芭
蕉
の
死
後
、
そ
の
作

品
や
思
想
を
直
弟
子
た
ち
が
九
州
の
文
化
圏
に
伝
え
、
地
元
俳
人
た
ち
と
交
わ

る
中
で
着
実
に
九
州
俳
壇
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
枯
野
塚
の
次
に
挙
げ
た
稲
妻
塚
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
肥

後
国
八
代
の
俳
諧
宗
匠
文
暁
（
正
教
寺
第
十
世
住
持
）
が
、
門
人
で
あ
る
弓
削

清
壺
が
生
前
に
芭
蕉
塚
建
立
を
切
望
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
句
を
刻
み
建

立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
塚
が
あ
る
八
代
は
、
文
暁
が
活
躍
す
る
以
前
に
芭
蕉
の
直
弟
子
支
考
が

訪
れ
蕉
風
俳
諧
を
説
い
た
と
さ
れ
る
地
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
八
代
俳
壇
に

蕉
風
俳
諧
が
多
少
な
り
と
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う
。
実
際

に
、
文
暁
の
人
生
を
俯
瞰
す
る
と
芭
蕉
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
文
暁
の
家
系
に
は
俳
諧
を
嗜
ん
で
い
た
者
が
複
数
存
在
す
る
。
文

暁
の
叔
父
支
明
や
祖
父
と
思
わ
れ
る
乙
明
ら
で
あ
る
。
旧
来
の
研
究
で
は
、
こ

文
学
研
究
科
日
本
文
学
文
化
専
攻
博
士
前
期
課
程
修
了　

眞
杉　

泰
輝

蕉
門
九
州
伝
播
考
―
支
考
と
野
坡
と
正
教
寺
―
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の
乙
明
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
正
教
寺
の
寺
伝
と
つ
き
合
せ
る
と
支
考
来
遊
の
時
期
に
正
教
寺
に

い
た
の
は
こ
の
乙
明
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
中
で
は
こ
の
人

物
に
関
す
る
情
報
を
吟
味
し
な
が
ら
、
支
考
と
の
関
わ
り
や
蕉
風
受
容
の
歴
史

考
察
の
足
が
か
り
と
す
る
。

　

九
州
へ
の
蕉
風
伝
播
の
過
程
を
見
る
た
め
に
俳
諧
史
を
語
る
上
で
蕉
門
と
並

立
さ
れ
る
貞
門
・
談
林
の
俳
諧
が
ど
の
よ
う
に
日
本
全
国
に
勢
力
を
伸
ば
し
て

い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
整
理
し
な
が
ら
、
な
ぜ
蕉
門
が
九
州
に
伝
播
し
定
着

す
る
の
に
他
の
地
域
と
時
差
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
有
力
俳

人
の
行
脚
の
有
無
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
先
に
挙
げ
た

他
流
の
伝
播
定
着
の
様
子
と
比
較
検
討
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
九
州
に
は
支
考
の
流
れ
を
く
む
俳
人
と
と
も
に
野
坡
の
流
れ
を
く
む

俳
人
も
多
く
存
在
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
こ
の
二
人
の
直
弟
子
に
照

準
を
あ
て
な
が
ら
芭
蕉
の
没
後
に
九
州
地
方
へ
そ
の
俳
風
が
伝
播
し
て
い
く
様

子
を
整
理
し
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
、
蕉
風
以
前
の
近
世
九
州
俳
壇

　

九
州
に
本
格
的
に
蕉
風
俳
諧
が
伝
播
さ
れ
る
の
は
芭
蕉
の
死
後
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ま
で
の
九
州
俳
壇
は
去
来
の
出
身
地
で
あ
っ
た
長
崎
に
田
上
尼
・
暮

年
・
卯
七
な
ど
と
い
っ
た
芭
蕉
と
風
交
を
持
つ
者
が
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ご

く
少
数
の
蕉
門
俳
人
は
い
た
も
の
の
大
多
数
は
古
風
俳
諧
の
俳
人
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
九
州
俳
壇
に
芭
蕉
や
そ
の
周
辺
人
物
と
の
接
触
が
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
以
下
に
、
芭
蕉
生
前
の
九
州
俳
壇
の
様
子
と
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
を
整
理
し
て
い
く
。

　

一
般
に
俳
諧
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
と
き
に
は
、
貞
徳
を
中
心
と
し
た
貞

門
、
宗
因
を
中
心
と
し
た
談
林
、
そ
し
て
芭
蕉
を
中
心
と
し
た
蕉
門
が
各
時
期

の
俳
壇
の
軸
と
す
る
。
各
流
派
が
短
期
間
の
う
ち
に
全
国
に
伝
播
し
て
い
っ
た

の
は
新
し
く
発
達
し
た
印
刷
技
術
に
よ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
技
術
革
新
に
よ
っ
て
俳
書
の
刊
行
を
比
較
的
容
易
に
し
、
少
な
い
時
間

で
全
国
を
網
羅
す
る
形
で
各
々
の
俳
諧
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
成
功
し
た
と

さ
れ
て
い
る（
注
１
）。
こ
の
流
れ
は
九
州
で
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
印
刷
技
術
の

発
展
が
蕉
門
俳
諧
の
全
国
へ
の
伝
播
の
後
押
し
を
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
俳
書
の
刊
行
だ
け
で
は
そ
の
土
地
に
蕉
門
の
思
想
を
定
着
し
支
持

層
を
獲
得
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
俳
書
の
刊
行
は
流
派

の
思
想
の
伝
播
に
お
い
て
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
十
分
条
件
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
必
要
条
件
が
揃
っ
て
は
じ
め
て
十
分
条
件
と
な

る
の
で
あ
る
。
そ
の
条
件
と
は
有
力
俳
人
に
よ
る
行
脚
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
貞
門
俳
諧
と
九
州
と
の
接
点
で
あ
る
。
貞
門
の
重
鎮
が
九
州
を
行
脚

し
教
え
を
広
め
た
と
こ
ろ
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
大
内
初
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
松
永

貞
徳
が
長
崎
に
来
遊
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
彼
が
地
元
の
人
々
に
俳
諧
指

導
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い（
注
２
）。

　

九
州
へ
の
貞
門
俳
諧
の
伝
播
の
確
実
な
接
点
は
、
重
頼
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

他
に
も
九
州
に
影
響
を
与
え
た
貞
門
俳
人
は
い
る
が
、
今
回
は
重
頼
に
照
準
を
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当
て
る
。
彼
が
編
ん
だ
俳
諧
選
集
の
嚆
矢
と
い
わ
れ
て
い
る
『
犬
子
集
』（
寛

永
十
年
刊
）（注
３
）に
は
九
州
か
ら
の
入
選
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
五
年
後
に

刊
行
さ
れ
た
同
じ
く
重
頼
編
『
毛
吹
草
』
に
は
肥
前
連
衆
の
句
が
三
句
入
集
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
頃
に
は
貞
門
俳
諧
の
手
が
九
州
に
伸
び
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
作
品
に
個
人
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
見
る
と

貞
門
中
枢
と
の
関
わ
り
は
薄
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
が
九
州
俳

壇
と
貞
門
と
の
交
差
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
寛
文
八
年
（
一
六
六

八
）
に
重
頼
は
豊
前
小
倉
、
肥
前
佐
賀
、
武
雄
、
有
田
を
経
て
長
崎
へ
旅
を
し

た
。
そ
の
間
、
船
で
平
戸
や
唐
津
に
も
遊
ん
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
海
路
で
肥

後
熊
本
に
入
り
、
北
上
し
久
留
米
を
経
て
大
宰
府
を
訪
れ
、
博
多
を
通
っ
て
小

倉
に
立
ち
返
り
九
州
を
あ
と
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
九
州
の
旅
を
経
て
寛

文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
重
頼
編
『
時
勢
粧
』
に
は
筑
前
博

多
・
豊
前
小
倉
・
肥
前
佐
賀
・
平
戸
・
大
村
・
長
崎
・
肥
後
熊
本
・
豊
後
臼
杵

か
ら
計
八
十
七
名
の
九
州
俳
人
が
入
集
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く

と
も
『
犬
子
集
』
で
は
入
集
者
が
い
な
か
っ
た
九
州
で
あ
っ
た
が
『
毛
吹
草
』

を
経
て
『
時
勢
粧
』
に
至
る
ま
で
の
四
十
年
強
の
間
で
貞
門
俳
諧
が
九
州
に
浸

透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

つ
ぎ
に
、
俳
壇
史
に
登
場
す
る
の
は
宗
因
を
中
心
と
し
た
談
林
派
で
あ
る
。

　

宗
因
は
肥
後
国
熊
本
の
出
身
で
あ
り
、
熊
本
一
乗
院
釈
将
寺
の
豪
信
に
つ
い

て
和
歌
を
学
び
、
十
五
歳
頃
か
ら
八
代
城
代
加
藤
右
馬
允
正
の
も
と
で
奉
公
を

始
め
、
連
歌
好
き
の
主
君
の
影
響
を
受
け
て
か
連
歌
修
行
に
打
ち
込
ん
だ（
注
４
）。

そ
の
後
、
京
の
里
村
昌
琢
の
も
と
で
数
年
間
の
連
歌
修
行
に
励
む
。
寛
永
六
年

（
一
六
二
九
）
に
帰
国
す
る
も
同
九
年
（
一
六
三
一
）
に
加
藤
五
十
二
万
石
の

領
地
が
没
収
さ
れ
、
お
家
断
絶
の
処
置
が
と
ら
れ
た
。
主
君
の
失
脚
に
伴
っ
て

一
時
帰
国
を
す
る
こ
と
は
あ
る
も
主
君
と
共
に
熊
本
を
去
っ
た
。

　

し
か
し
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
約
三
十
年
ぶ
り
に
小
倉
城
主
小
笠
原

忠
真
の
招
き
で
九
州
に
足
を
運
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
同
四
年
（
一
六
六
四
）
に

は
忠
真
の
古
稀
の
祝
い
の
た
め
再
度
九
州
を
訪
れ
忠
真
と
面
会
し
て
い
る
。
こ

の
辺
り
を
き
っ
か
け
に
宗
因
と
九
州
は
再
度
つ
な
が
り
を
持
ち
始
め
る
。

　

寛
文
末
期
に
は
、
貞
門
俳
諧
に
新
鮮
さ
を
見
失
っ
て
い
た
若
い
俳
人
を
中
心

に
宗
因
の
新
し
い
俳
風
が
受
け
入
れ
ら
れ
新
派
の
指
導
者
と
し
て
担
ぎ
上
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
同
時
期
『
宗
因
千
句
』（
寛
文
十
三
年
刊
）
や
西
鶴
編
『
歌
仙

大
坂
俳
諧
師
』（
寛
文
十
三
年
刊
）
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
の
延
宝
年
間
を
経

て
宗
因
の
談
林
俳
諧
は
全
国
に
普
及
し
て
い
く
。
寛
文
期
の
宗
因
の
九
州
行
脚

の
折
に
接
点
を
持
っ
た
九
州
俳
人
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
談
林
の
流
行
は
驚
き
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
こ
の
時
期
貞
門
か
ら
談
林
に
鞍
替
え
し
た
九
州
俳

人
も
談
林
系
の
俳
書
に
散
見
さ
れ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
俳
諧
と
い
う
文
芸
は
、
日
本
古
来
の
和
歌
伝
統
の
流
れ
の

上
に
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
貞
徳
・
宗
因
は
い
ず
れ

も
連
歌
師
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
が
俳
諧
に
対
し
て
非
和
歌
的
、
非
連
歌

的
な
世
界
観
を
見
出
し
そ
の
座
の
空
間
に
遊
ん
だ
の
で
あ
る
。
と
も
す
る
と
、

貞
門
と
談
林
は
全
く
別
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
二
派
の
間
で

は
激
し
い
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
歴
史
が
あ
る
。
し
か
し
、
根
幹
に
あ
る
両

者
姿
勢
は
同
じ
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
貞
徳
と
宗
因
の
俳
諧
へ
の
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姿
勢
は
同
じ
で
、
貞
徳
が
基
礎
工
事
を
し
た
う
え
に
宗
因
が
滑
稽
で
遊
戯
的
な

要
素
を
注
入
し
て
い
っ
た
。
い
わ
ば
、
こ
れ
が
俳
諧
初
期
の
九
州
伝
播
並
び
に

定
着
の
過
程
と
も
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
現
在
俳
諧
の
大
成
者
と
さ
れ
る
芭
蕉
も
こ
の
両
方
の
俳
諧
を
経
験

し
た
上
で
自
身
の
俳
諧
を
確
立
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

貞
享
か
ら
元
禄
期
に
俳
壇
で
は
芭
蕉
を
中
心
と
す
る
蕉
門
が
俳
壇
に
勢
力
を

拡
大
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
蕉
門
の
中
心
た
る
芭
蕉
自
身
が
旅
に
生
き
、
各
地
に
直
弟
子
・
信
奉
者
を
獲

得
し
て
い
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
し
か
し
、
芭
蕉
未
踏
の
地
で
あ
っ
た
た
め

か
九
州
へ
の
蕉
門
伝
播
は
遅
い
。
芭
蕉
が
杖
を
曳
い
た
土
地
に
は
芭
蕉
の
俳
諧

が
根
付
き
、
蕉
門
の
俳
壇
で
の
存
在
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
と

こ
ろ
が
、
同
時
期
の
九
州
俳
壇
は
貞
門
・
談
林
の
古
風
俳
諧
が
依
然
勢
力
と
し

て
強
く
根
付
い
て
い
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
俳
諧
に
関
し
て
、
あ
る
流
派
の
伝
播
・
普
及
と
そ
の
流
派
の

有
力
俳
人
の
行
脚
と
の
因
果
関
係
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
芭
蕉
の
登
場
以
降
、
俳
諧
史
の
主
流
を
行
く
蕉
門
俳
諧
で
さ
え
九
州
に
関

し
て
伝
播
が
遅
れ
た
の
は
、
芭
蕉
を
含
め
蕉
門
有
力
俳
人
の
行
脚
が
あ
ま
り
盛

ん
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
芭
蕉
も
九
州
に
関
し
て
興
味
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
古
人
と
尊
敬
し
た
西
行
や
宗
祇
も
九
州
の
旅
を
経
験
し
て
い
る
し
、
元

禄
四
年
九
月
二
十
三
日
付
中
尾
宛
書
簡
に
は
「
九
州
・
四
国
の
方
一
見
残
し
置

申
候
間
、
何
と
ぞ
来
秋
中
ニ
も
江
戸
を
出
可
申
覚
悟
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
九

州
行
脚
の
意
思
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
体
調
の
悪
化
も
あ
り
芭

蕉
の
九
州
上
陸
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
り
、
芭
蕉
の
死
後
蕉
門
俳
人
が
次
々
に
九
州
行
脚
を

行
い
、
九
州
俳
壇
の
急
速
な
蕉
門
化
が
進
ん
で
い
っ
た
。

二
、
支
考
の
九
州
行
脚

　

九
州
俳
壇
へ
の
蕉
風
俳
諧
伝
播
を
考
え
る
と
き
に
支
考
の
九
州
行
脚
は
刮
目

す
る
べ
き
史
実
で
あ
る
。
芭
蕉
の
死
後
四
年
目
の
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）

に
支
考
は
、
六
月
一
日
に
小
倉
に
入
り
九
月
一
日
に
同
地
を
あ
と
に
す
る
ま
で

日
田
・
熊
本
・
八
代
・
長
崎
・
久
留
米
・
太
宰
府
な
ど
を
巡
り
地
元
俳
人
た
ち

と
俳
交
し
た
。
こ
の
旅
を
も
と
に
『
梟
日
記
』『
西
華
集
』『
続
五
論
』
な
ど
の

著
作
物
が
生
み
だ
さ
れ
た
。
支
考
自
身
も
こ
の
旅
で
得
た
も
の
が
あ
っ
た
証
拠

だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
芭
蕉
未
踏
の
地
で
あ
る
九
州
に
師
で
あ
る
芭
蕉
の
俳
諧
を
伝
え
よ
う

と
い
う
真
剣
な
姿
勢
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
、『
続
五
論
』
の
「
此
五
輪
は
西
華

坊
が
一
字
一
涙
也
」
と
い
う
ひ
と
言
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

支
考
は
蕉
門
で
も
特
に
理
論
派
の
男
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
の

平
明
で
わ
か
り
や
す
い
俳
論
が
地
方
俳
人
の
芭
蕉
な
ら
び
に
蕉
風
俳
諧
理
解
を

促
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
九
州
で
の
彼
の
教
え
は
机
上
の
空
論

で
は
な
く
、
実
際
に
そ
の
土
地
に
立
ち
寄
り
地
元
俳
人
と
一
座
す
る
と
い
っ
た

指
導
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
対
機
説
法
と
い
う
指
導
法
を
選
択
し
て
い
た
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
州
に
は
じ
め
て
入
っ
て
き
た
流
派
の

俳
人
で
あ
っ
て
も
地
元
俳
人
が
そ
の
俳
諧
哲
学
を
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
親
し

ん
で
い
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
支
考
と
い
え
ば
岩
田
涼
菟
・
麦
林
舎
乙
由
の
伊
勢
派
と
近
似
し

た
俳
風
を
も
つ
美
濃
派
を
立
ち
上
げ
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
小
難
し
い
都

会
系
の
俳
風
と
は
異
な
り
平
明
な
俳
風
で
あ
る
こ
と
か
ら
伊
勢
派
と
な
ら
ん
で

田
舎
蕉
門
と
揶
揄
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
広
く
一
般
に
芭
蕉
の
俳

諧
も
魅
力
を
地
方
の
非
知
識
階
層
へ
伝
え
た
と
い
う
点
で
は
伊
勢
・
美
濃
の
両

派
は
大
変
な
功
労
者
と
い
え
る
。

　

で
は
、
こ
の
両
派
は
い
つ
か
ら
俳
諧
史
の
上
に
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
両
派
の
登
場
に
関
し
て
大
内
初
夫
氏
は
、『
俳
諧
大
辞
典
』
と
『
三
疋
猿
』

を
根
拠
と
し
て
元
禄
十
七
年
（
一
七
〇
四
）
と
し
て
い
る（
注
５
）。
す
な
わ
ち
、

支
考
が
九
州
行
脚
を
行
っ
た
と
き
に
は
ま
だ
伊
勢
派
だ
の
美
濃
派
だ
の
と
い
っ

た
田
舎
蕉
門
と
言
わ
れ
る
派
閥
は
出
来
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
九
州

行
脚
中
の
支
考
に
は
自
身
の
派
閥
を
形
成
し
て
い
こ
う
と
い
う
思
考
は
な
か
っ

た
。

　

つ
ぎ
に
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
支
考
の
九
州
行
脚
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
地
元
俳
人
と
交
流
を
持
っ
た
の
か
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
支
考
が

ど
の
よ
う
な
順
路
で
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
は
別
添
の
参
考
資
料
を
ご
覧
頂
き
た

い
。

　

そ
れ
に
ま
と
め
た
情
報
を
も
と
に
考
え
る
と
九
州
に
蕉
風
俳
諧
を
伝
播
す
る

ポ
イ
ン
ト
と
も
い
う
べ
き
人
物
と
の
交
流
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

は
じ
め
に
、
六
月
十
一
日
の
豊
後
日
田
で
の
朱
拙
と
の
一
座
で
あ
る
。
朱
拙

は
そ
も
そ
も
中
村
西
国
に
談
林
俳
諧
を
学
び
、
豊
後
日
田
に
住
み
な
が
ら
九
州

各
地
を
行
脚
し
俳
諧
を
広
め
て
い
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
元
禄

八
年
（
一
六
九
五
）
に
九
州
に
杖
を
曳
い
た
広
瀬
惟
然
と
面
会
し
、
蕉
門
に
転

じ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
俳
壇
の
リ
ー
ダ
ー
格
で
俳
壇
の
形
成

に
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
九
州
に
自
流
の
俳
諧
を
伝
播
す
る
に
あ

た
っ
て
会
う
べ
き
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
。

　

朱
拙
は
、
自
ら
の
選
集
の
刊
行
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
俳
人
の
選
集
に
も
序

文
を
書
い
て
与
え
た
り
し
て
刊
行
に
援
助
を
惜
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
九

州
俳
壇
の
牽
引
者
で
あ
り
、
九
州
蕉
門
の
先
駆
け
で
あ
る
朱
拙
と
は
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。

　

大
内
初
夫
氏
翻
刻
の
『
豊
西
俳
諧
古
哲
伝
草
稿
』（注
６
）に

漢
才
を
原
と
し
、
俳
諧
を
好
、
又
詩
文
を
工
め
り
、
或
時
、
漢
学
を
も
て

侍
官
の
望
あ
り
て
豊
の
小
倉
に
至
り
し
か
ど
も
、
猶
漢
学
は
遂
ざ
り
し
や
、

欲
る
ま
ゝ
に
な
ら
ず
し
て
空
還
、
其
後
は
い
よ
〳
〵
俳
道
を
務
む
。
此
子

や
、
初
は
奥
の
三
千
風
が
ご
と
く
、
師
伝
な
く
し
て
句
を
吐
事
年
あ
り
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
朱
拙
は
漢
学
の
才
を
も
っ
て
仕
官
し
た
い
と
い
う
考
え

を
持
っ
て
い
た
が
、
夢
か
な
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
は

俳
諧
の
道
に
勤
し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。「
詩
文
を
工
め
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

詩
歌
と
し
て
言
葉
を
紡
い
で
い
く
セ
ン
ス
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
、
最
初
の
頃
は
、
師
匠
に
つ
い
て
俳
諧
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
そ
の
朱
拙
に
俳
諧
を
教
え
た
の
は
九
州
談
林
派
の
雄
、
中
村
西
国

で
あ
る
と
す
る
先
学
の
意
見
も
あ
る
が
そ
の
理
由
は
西
国
の
追
善
集（
注
７
）に

　

転
び
け
り
人
涼
ま
せ
し
根
木
な
る
に�

散
人
朱
拙　

そ
し
て
、
西
国
の
二
十
五
回
忌
の
折
に
は

　

志
手
の
窪
に
も
る
清
水
か
な�

朱
拙　

と
い
う
句
を
寄
せ
て
い
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
理
由
で
朱
拙
が

西
国
の
弟
子
で
あ
る
と
い
い
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

先
に
挙
げ
た
『
豊
西
俳
諧
古
哲
伝
草
稿
』
の
「
師
伝
な
く
し
て
句
を
吐
事
年
あ

り
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
西
国
と
は
師
弟
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

同
じ
日
田
の
地
で
俳
諧
を
通
じ
て
交
流
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
彼
ら
は
俳
友
と
表
現
す
る
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
友
人

の
追
善
ご
と
に
句
を
寄
せ
る
の
は
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
西
国
と

は
友
好
な
関
係
を
築
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
談
林
俳
諧
自
体
に
心
酔
し
て
い
た

と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
は
、
朱
拙
に
は
次
の
よ
う
な
痛
烈
な
西
鶴
批
判
の
言

葉
が
あ
る
か
ら
だ
。

難
波
の
西
鶴
と
い
ふ
も
の
、
一
日
二
万
句
の
ぬ
し
に
な
り
と
て
、
ひ
と
も

ゆ
る
さ
ゞ
る
二
万
翁
と
ほ
こ
り
た
る
は
、
も
と
よ
り
風
雅
の
瞽
者
な
れ
ば

力
な
し
。

　

こ
れ
は
、
朱
拙
『
け
ふ
の
昔
』
に
書
か
れ
た
言
葉
と
し
て
大
内
初
夫
氏
が

『
九
州
俳
壇
史
の
研
究
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は

有
名
な
西
鶴
の
矢
数
俳
諧
を
痛
烈
に
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
別
の
と

こ
ろ
で
は
「
渠
は
此
筋
の
野
人
に
し
て
論
ず
る
に
た
ら
ず
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
鶴
の
弟
子
で
あ
る
西
国
と
は
友
好
関
係
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
西
鶴
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
頃
の
朱
拙
は
何
か
し

ら
の
派
閥
に
所
属
し
て
句
作
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
俳
諧
自
体
を
楽
し
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
貞
門
や
談
林
に
彼
を
酔
わ
せ
る
魅
力
が
な
か
っ
た
の

か
彼
が
「
我
が
道
を
行
く
」
と
周
り
の
俳
諧
流
派
を
否
定
的
に
見
て
い
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
が
集
団
に
属
し
て
そ
の
教
え
の
も
と
に
俳
諧
を
な
す
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　

し
か
し
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
九
州
を
行
脚
し
た
芭
蕉
の
直
弟
子
広

瀬
惟
然
と
出
会
う
こ
と
で
朱
拙
は
蕉
門
俳
諧
に
傾
倒
し
て
い
く
。

　

そ
れ
ま
で
師
を
持
た
な
か
っ
た
朱
拙
で
あ
る
が
、
惟
然
と
の
面
会
後
は
芭
蕉

の
教
え
に
賛
同
し
九
州
各
地
に
杖
を
曳
き
そ
の
教
え
を
伝
播
し
た
。
九
州
俳
人

の
中
核
と
し
て
の
実
力
を
磨
き
上
げ
な
が
ら
、
俳
諧
を
誠
実
に
求
道
し
て
い
く

誠
実
さ
や
後
進
へ
の
心
配
り
か
ら
、
朱
拙
の
ま
わ
り
に
は
慕
っ
て
く
る
者
が
絶

え
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
六
月
十
一
日
の
豊
後
日
田
で
こ
の
キ
ー
パ
ー
ソ
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ン
に
出
会
い
俳
諧
に
興
じ
た
。
支
考
は
そ
の
人
生
で
九
州
行
脚
を
一
回
し
か
行

っ
て
い
な
い
が
地
元
の
有
力
俳
人
と
顔
を
突
き
合
わ
せ
て
俳
諧
に
遊
び
語
る
こ

と
で
確
実
に
芭
蕉
の
教
え
を
そ
の
土
地
そ
の
土
地
に
置
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
六
月
十
四
日
野
紅
亭
で
の
一
座
で
あ
る
。
英
彦
山
の
野
紅
と
い
え

ば
、
そ
の
妻
り
ん
女
と
と
も
に
俳
諧
に
遊
ん
で
お
り
、
双
白
堂
と
称
し
て
俳
書

を
し
た
た
め
る
な
ど
の
俳
諧
活
動
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。

　

こ
の
野
紅
夫
妻
に
関
し
て
は
支
考
よ
り
後
に
こ
の
地
を
訪
れ
る
野
坡
と
の
交

流
の
方
が
密
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
古
風
俳
諧
に
遊
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
芭
蕉

の
直
弟
子
の
来
遊
に
よ
っ
て
蕉
風
に
転
じ
た
と
い
う
点
や
、
以
降
、
同
じ
く
蕉

風
伝
播
の
立
役
者
で
あ
る
野
坡
と
の
友
好
関
係
を
見
る
と
支
考
が
野
紅
亭
で
一

座
し
た
事
実
は
後
の
蕉
門
の
行
脚
者
に
良
い
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

管
見
の
範
囲
で
は
あ
る
が
、
こ
の
夫
婦
の
行
脚
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
創
作
と
俳
文
執
筆
が
彼
ら
の
俳
諧
活
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
の
は
野
坡
で
あ
り
、
刺
激
を
与
え
た
の
は
支
考
な
ど
蕉
門
俳

人
と
の
俳
交
経
験
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
支
考
の
九
州
行
脚
の
行
程
は
宇
佐
神
宮
、
長
崎
、
太
宰
府
の
当
時
の

行
脚
の
定
石
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
の
行
脚
の
目
的
地
は

現
代
の
大
分
、
福
岡
、
長
崎
の
各
県
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
程
に
あ
る
熊

本
の
各
地
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
通
過
地
点
に
過
ぎ
な
い
。
要
は
、
佐
敷
か
ら

海
路
で
長
崎
に
向
か
う
ま
で
の
道
の
り
に
熊
本
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
書
く

と
熊
本
が
必
要
な
い
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
そ
う
で
は
な
い
。

　

熊
本
（
八
代
や
芦
北
、
阿
蘇
方
面
を
含
む
）
は
そ
の
地
理
的
な
位
置
か
ら
太

宰
府
や
宇
佐
神
宮
の
よ
う
な
名
所
名
刹
が
な
く
と
も
有
力
俳
人
が
停
泊
し
、
中

央
か
ら
の
知
識
を
落
と
し
て
い
っ
て
く
れ
る
位
置
に
あ
る
。
ま
た
、
熊
本
に
限

ら
ず
地
方
に
は
中
央
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
文
化
的
需
要
が
あ
る
。
別
の
言
い

方
を
す
れ
ば
、
中
央
か
ら
来
た
高
度
な
文
化
を
受
け
取
り
伝
え
て
い
く
だ
け
の

器
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
器
と
地
理
要
因
が
う
ま
く
か
み
合
う
土

地
が
熊
本
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
考
行
脚
の
際
に
は
地
元
俳
人
理
曲

が
一
座
し
歌
仙
を
巻
い
て
い
る
が
、
支
考
の
評
判
は
地
元
俳
人
に
伝
わ
っ
て
お

り
熊
本
の
正
教
寺
の
僧
で
あ
っ
た
乙
明
は
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
上
洛

の
折
に
柳
後
園
で
支
考
と
師
弟
の
関
係
を
結
ん
だ
。
乙
明
に
は
支
考
の
教
え
が

身
体
に
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
と
に
出
る
支
考
編
『
三
日
歌
仙
』（
宝

永
三
年
刊
）
に
は
乙
明
と
と
も
に
肥
後
の
俳
人
が
使
帆
・
百
我
・
軽
芦
と
計
四

名
入
集
し
て
い
る
。

　

支
考
が
行
脚
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
蕉
門
と
九
州
俳
壇
と
の
接
点
は
で
き
た
。

こ
の
こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
く
支
考
の
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
も
そ
の

影
響
の
浸
透
の
速
さ
は
遅
い
。『
三
日
歌
仙
』
に
も
熊
本
俳
人
四
名
が
入
集
し

た
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
数
は
少
な
い
。
九
州
の
俳
人
と
い
う
視
野
に
拡
げ
て

も
計
二
十
四
名
し
か
お
ら
ず
支
考
の
影
響
を
受
け
た
俳
人
と
い
う
よ
り
は
博
多

の
未
雷
な
ど
野
坡
系
の
俳
人
が
多
い
。
支
考
は
蕉
門
俳
諧
を
九
州
に
伝
播
し
た

が
、
当
時
の
勢
力
と
し
て
は
大
き
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
勢
力
的

に
多
か
っ
た
の
は
野
坡
と
接
見
し
た
俳
人
で
あ
っ
た
。

　

野
坡
で
あ
ろ
う
が
支
考
で
あ
ろ
う
が
蕉
門
の
俳
人
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は

な
い
。
ま
た
、
両
者
が
九
州
を
取
り
合
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
大
き
く
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こ
だ
わ
っ
て
論
じ
ず
、
蕉
門
が
伝
播
し
て
い
っ
た
と
お
お
ら
か
に
と
ら
え
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
九
州
俳
壇
に
蕉
門
が
伝
播
し
た
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、

野
坡
が
ど
う
い
う
働
き
を
し
た
の
か
と
う
こ
と
は
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
、
野
坡
の
九
州
行
脚

　

野
坡
『
袖
日
記
』（
元
禄
十
五
年
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

元
禄
戊
寅
、
咲
初
る
菊
の
花
に
門
出
し
侍
り
し
よ
り
、
鞍
つ
ぼ
に
腰
を
か
ゞ

め
、
鬢
髪
は
汐
風
に
吹
き
ち
ゞ
め
ら
れ
、
長
崎
の
巷
に
わ
ら
ぢ
を
ぬ
ぎ
し
比

は
、
雲
さ
だ
ま
ら
ぬ
空
と
成
、
雨
の
往
来
も
い
そ
が
し
く
、
野
山
み
な
う
つ

ろ
い
侍
る
。

　

元
禄
戊
寅
は
元
禄
十
一
年
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
野
坡
は
元
禄
十
一
年
の

秋
ご
ろ
に
長
崎
に
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
の
旅
は
俳
諧
を

目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
三
井
越
後
屋
の
商
用
で
の
旅
で
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
越
後
屋
の
手
代
を
務
め
て
い
た
野
坡
は
、
こ
の
後
元
禄
十
四
年
ま
で
長
崎

に
滞
在
す
る
。
こ
の
頃
の
長
崎
は
鎖
国
政
策
中
、
唯
一
海
外
と
の
接
点
を
持
つ

こ
と
が
で
き
た
場
所
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
当
時
、
外
国
と
の
取

引
の
際
に
使
用
す
る
銀
が
不
足
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
銀
不
足
対
策

の
た
め
に
江
戸
か
ら
長
崎
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

問
題
解
決
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
っ
た
長
崎
奉
行
諏
訪
頼
隆
が
野
坡
の
長
崎
到

着
の
前
後
で
奉
行
職
を
代
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
野
坡
と
し
て
は
当
て

が
外
れ
て
い
た
ず
ら
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
野
坡
を
誘
っ
て
地
元
俳
人
と
引
き
合
わ
せ

た
の
が
去
来
で
あ
る
。
野
坡
の
長
崎
来
訪
の
前
に
帰
郷
し
て
い
た
彼
は
地
元
俳

人
の
陀
方
・
宇
鹿
・
曽
米
と
い
っ
た
地
元
俳
人
に
自
分
と
同
じ
芭
蕉
の
門
人
で

あ
る
野
坡
で
あ
る
と
紹
介
し
双
方
の
交
流
を
促
し
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、

去
来
は
そ
の
著
書
『
旅
寝
論
』
の
序
文
で
「
軽
き
事
野
坡
に
及
ば
ず
」
と
記
し

て
い
る
ほ
ど
野
坡
の
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
元
禄
十
二
年
九
月
に

去
来
が
同
地
を
去
っ
て
か
ら
は
野
坡
が
長
崎
俳
壇
の
中
心
と
な
っ
た
。
そ
の
証

左
と
し
て
以
下
に
元
禄
十
二
年
冬
か
ら
同
十
三
年
春
ま
で
の
野
坡
の
俳
諧
に
関

す
る
軌
跡
を
見
た
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
大
内
初
夫
氏
が
行
っ
た
調
査
結
果
を

参
看
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

元
禄
十
二
年
冬
「
商
人
の
」
歌
仙
（『
道
の
草
』
所
収
）・「
笹
の
は
の
」
歌

仙
（『
蝶
姿
』
所
収
）・
同
十
三
年
春
「
姉
い
も
と
」
歌
仙
（『
裸
麦
』
所
収
）

と
い
っ
た
地
元
俳
人
た
ち
と
の
連
句
作
品
、
ま
た
、
十
二
年
冬
に
は
卯
七
と
一

緒
に
一
の
瀬
街
道
の
傍
ら
に
時
雨
塚
と
い
う
芭
蕉
塚
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
の

ほ
か
に
は
、
宇
鹿
・
紗
柳
の
後
見
人
と
な
っ
て
『
草
の
道
』（
元
禄
十
三
年
刊
）・

『
裸
麦
』（
元
禄
十
四
年
刊
）
を
そ
れ
ぞ
れ
編
集
、
刊
行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

長
崎
以
外
の
九
州
俳
人
に
も
野
坡
の
評
判
は
波
及
し
た
よ
う
で
、
紫
白
編
『
菊

の
道
』（
元
禄
十
三
年
刊
）
に
は
発
句
十
七
句
、
助
燃
編
『
蝶
姿
』（
元
禄
十
四

年
刊
）
に
は
歌
仙
一
巻
、
晩
柳
編
『
放
鳥
集
』（
元
禄
十
四
年
刊
）
に
は
発
句

六
句
と
俳
文
「
仮
媒
の
賦
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
最
初
の
野
坡
の
九
州
行
脚
・
長
崎
滞
在
は
、
長
崎
俳
壇
を

い
っ
そ
う
盛
況
に
導
い
た
。
そ
し
て
そ
の
評
判
は
九
州
の
ほ
か
の
土
地
の
俳
人

の
耳
に
も
入
り
、
野
坡
と
の
俳
交
を
求
め
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
野
坡
が
誠

実
に
対
応
し
た
と
い
う
の
が
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
長
崎

滞
在
が
長
期
に
わ
た
っ
た
こ
と
が
良
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
経

験
は
こ
の
後
の
野
坡
の
九
州
行
脚
の
下
地
に
な
る
人
脈
を
形
成
し
、
こ
の
九
州

と
い
う
土
地
に
自
身
が
入
り
込
み
開
拓
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
た
に

違
い
な
い
。

　

元
禄
十
四
年
秋
江
戸
に
帰
着
後
す
ぐ
に
三
井
越
後
屋
の
職
を
辞
し
、
翌
年
再

度
九
州
へ
足
を
延
ば
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
幾
度
も
の
旅
の
中
で
九
州
蕉

門
の
形
成
と
錬
成
を
行
な
っ
た
野
坡
の
九
州
俳
壇
醸
成
へ
の
功
績
は
多
大
な
も

の
が
あ
る
。
以
下
に
、
元
禄
十
五
年
以
降
の
野
坡
の
九
州
行
脚
の
様
子
を
略
年

譜
の
形
で
ま
と
め
て
い
く
。

　

・
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）

久
留
米
―
肥
前
田
代
―
薗
部
―
久
留
米
―
日
田
―
久
留
米
―
博
多
―
箱
崎

―
黒
崎
の
順
に
曳
杖

久
留
米
で
は
俳
人
佐
越
亭
逗
留

日
田
（
英
彦
山
と
も
）
で
は
双
白
堂
（
野
紅
・
り
ん
女
夫
妻
）
逗
留

（
註 

佐
越
は
り
ん
女
の
実
兄
）

博
多
で
は
未
雷
亭
に
逗
留
。

箱
崎
十
里
庵
に
逗
留
。

　

・
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

日
田
野
紅
・
り
ん
女
夫
妻
亭
に
逗
留

肥
後
の
国
に
は
じ
め
て
入
り
し
比
、
乙
明
亭
興
行

紛
れ
込
粟
の
一
葉
や
国
の
風　

野
坡
（『
田
植
諷
』）

　

・
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）

　

宝
永
五
年
卯
の
春
九
刕
行
脚
の
首
途

　

春
の
日
に
ほ
れ
て
旅
立
草
の
原

　

す
る 

と
蝶
追
除
け
て
若
葉
哉

　

卯
の
花
に
せ
め
て
運
ぶ
や
は
へ
の
風

　

・
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）

『
市
山
句
帳
』
に
「
九
月
十
一
日　

吉
井
に
て
」
の
前
書
き
が
あ
り

「
分
け
て
行
菊
の
た
は
ミ
や
竹
の
肌　

市
山
」
を
立
句
と
し
た
利
曽
・

紗
方
・
紗
利
・
猿
芝
に
よ
る
歌
仙
が
あ
る
と
い
う
。

ま
た
、
十
月
四
日
に
も
猿
芝
亭
で
の
歌
仙
が
残
る
と
い
う
。（
大
内
初

夫
氏
に
よ
る
。）

　

・
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
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野
坡
『
柿
木
記
』（
正
徳
三
年
）
に
は
「
筑
前
国
春
よ
し
と
い
ふ
処
に

て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
年
に
も
九
州
に
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
市
山
句
帳
』
に

吉
井
よ
り
薗
部
へ
通
り
給
ふ
を
ま
ち
て
、
先
生
を
ま
ち
て

春
雨
の
跡
に
二
日
ハ
音
も
な
し　
　
　
　

市
山

　

市
山
の
前
壁
に
や
す
み
て

立
ど
ま
る
花
や
柳
の
つ
き
あ
た
り　
　
　
　

紗
方

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
の
春
頃
ま
で
九
州
に
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

・
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
秋
に
九
州
入
り

黒
崎
―
日
田
―
杷
木
―
吉
井

　

・
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）

吉
井
―
筑
後
星
野
金
山
―
長
崎

　

・
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）（
十
月
～
翌
年
冬
ま
で
）

芭
蕉
二
十
五
回
忌
を
熊
本
で
催
す
。
筑
前
内
野
。
肥
前
薗
部
。
久
留
米
。

長
崎
と
逗
留
。
長
崎
に
は
三
月
か
ら
九
月
ま
で
逗
留
。

　

・
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
十
月
～
翌
年
八
月
ま
で

　

筑
後
（
十
月
）
―
長
崎
（
新
年
）
―
筑
後
（
五
月
）
―
熊
本
（
六
月
～

　

八
月
）

　

・
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）（
五
月
）
～
冬
ま
で

　

博
多
―
生
の
松
原
―
熊
本
（
九
月
）
―
杷
木

　

・
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
冬
～
同
十
三
年
五
月

　

八
幡
―
福
岡
―
飯
塚

＊
筑
前
・
筑
後
・
肥
後
・
豊
前
の
門
下
・
俳
友
が
逗
留
先
に
訪
れ
て
い

る
。

　

こ
の
旅
の
行
程
を
も
と
に
、
今
回
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）、
宝
永
三

年
（
一
七
〇
六
）
の
旅
に
関
し
て
詳
述
し
た
い
。
は
じ
め
に
、
元
禄
十
五
年
の

旅
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
春
に
辞
職
後
す
ぐ
に
江
戸
を
立
ち
、
俳
諧
目
的
の

行
脚
と
し
て
初
め
て
交
流
を
持
っ
た
有
名
俳
人
は
野
紅
・
り
ん
女
夫
妻
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
出
会
い
を
取
り
持
っ
た
の
は
久
留
米
の
俳
人
佐
越
で
あ
る
。
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こ
の
人
物
は
地
元
で
は
有
力
な
宗
匠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
り
ん
女
の
実
弟
で

も
あ
る
。
こ
の
紹
介
も
あ
っ
て
か
順
路
と
し
て
は
長
崎
方
面
に
向
か
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
一
度
久
留
米
に
戻
り
、
長
崎
と
は
真
逆
に
あ
る
日
田
の
山
奥

へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
野
紅
『
小
柑
子
』（
元
禄
十
六
年

刊
）
に
は
、
野
坡
が
雨
風
の
大
変
な
中
苦
労
し
て
日
田
の
山
奥
に
住
む
夫
妻
宅

ま
で
訪
れ
た
こ
と
や
「
必
と
約
せ
し
事
な
ん
あ
り
け
ら
し
」
と
あ
る
。
で
は
、

悪
路
を
必
死
に
歩
い
て
ま
で
会
う
約
束
が
野
紅
・
り
ん
女
夫
妻
と
の
間
に
あ
っ

た
の
か
。
あ
っ
た
と
す
れ
ば
こ
れ
以
前
に
何
ら
か
の
俳
交
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

い
な
づ
ま
や
い
た
り
来
た
り
て
夜
を
明
か
す　
　
　
　

り
ん
女

　

こ
の
り
ん
女
の
句
は
、
朱
拙
編
『
け
ふ
の
昔
』（
元
禄
十
二
年
刊
）
初
出
の

句
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
野
坡
は
自
身
が
後
見
人
と
な
っ
た
晩
柳
編
『
放
鳥

集
』
の
な
か
で
「
此
句
は
豊
後
の
野
紅
子
が
妻
の
吟
な
る
よ
し
。
秀
逸
ま
ゝ
き

こ
え
侍
る
中
に
も
た
ゞ
あ
と
な
く
い
ひ
な
が
し
、
見
る
に
ま
バ
ゆ
く
、
お
も
う

ふ
に
ふ
か
し
。
そ
の
工
ミ
な
る
あ
と
を
覚
え
ず
。」
と
激
賞
し
て
い
る
。

　

こ
の
り
ん
女
の
句
が
野
坡
と
野
紅
・
り
ん
女
夫
妻
と
を
つ
な
い
だ
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
先
の
長
崎
滞
在
中
に
両
者
の
間
に
は
面
識
は
な
く

と
も
繋
が
り
は
で
き
て
い
た
。
翌
年
の
こ
の
行
脚
の
際
に
野
坡
は
意
図
的
に
か

佐
越
に
勧
め
ら
れ
て
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
自
身
が
激
賞
し
た
句
の
作
者
を
訪

ね
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
亭
主
で
あ
る
野
紅
は
代
々
里
村
の
庄
屋
を
つ

と
め
た
家
の
当
主
で
あ
り
、
生
活
に
余
裕
も
あ
っ
た
か
ら
か
野
坡
以
外
に
も
、

路
通
・
惟
然
・
支
考
・
舎
羅
・
怒
風
な
ど
と
い
っ
た
多
く
の
俳
人
を
行
脚
の
際

に
厚
遇
し
た
。
野
坡
も
こ
の
旅
の
折
に
は
霜
月
の
二
十
七
日
か
ら
翌
年
二
月
上

旬
ま
で
長
く
日
田
の
地
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
に
、
朱
拙
・
釣
壺
・
里
仙
・

芝
角
・
紫
道
と
い
っ
た
九
州
俳
人
た
ち
の
歌
仙
や
俳
書
に
た
び
た
び
登
場
す
る

俳
人
た
ち
と
も
交
流
を
持
っ
た
。
こ
の
野
坡
の
来
訪
を
記
念
し
た
俳
諧
興
行
を

ま
と
め
た
も
の
が
野
紅
『
小
柑
子
』
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
再
度
久
留
米
に
戻
り
佐
越
と
彼
の
呼
び
か
け
で
集
ま
っ
た
地
元
俳

人
と
と
も
に
風
雅
に
遊
ん
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
佐
越
に
力
を
貸
し
て
佐
越
に

よ
る
俳
諧
選
集
『
杉
丸
太
』（
宝
永
二
年
自
跋
）
を
編
ん
だ
。
後
年
こ
の
久
留

米
を
含
む
筑
後
地
方
は
野
坡
流
が
盛
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
盤
は
こ
の

行
脚
で
の
俳
交
と
こ
の
土
地
の
宗
匠
の
俳
諧
選
集
編
集
へ
の
助
力
の
賜
物
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
と
野
坡
は
博
多
方
面
に
抜
け
未
雷
亭
な
ど
に

旅
寝
し
て
、
最
後
は
箱
崎
の
哺
川
の
十
里
庵
に
逗
留
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
野

坡
は
庵
主
で
あ
る
哺
川
の
頼
み
で
『
枯
の
つ
か
』（
宝
永
二
年
刊
）
成
立
に
も

手
を
貸
し
た
上
に
、
十
里
庵
の
傍
ら
に
あ
る
芭
蕉
塚
枯
野
塚
の
揮
毫
も
行
っ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
博
多
、
箱
崎
で
も
地
元
俳
人
の
中
に
入
り
込
み
自
身
の
力
を
惜

し
み
な
く
分
け
与
え
て
い
る
。

　

以
上
、
野
坡
の
俳
諧
目
的
の
最
初
の
九
州
行
脚
の
様
子
で
あ
る
。
こ
こ
で
見

て
き
た
よ
う
に
野
坡
の
九
州
行
脚
は
地
元
俳
人
の
中
に
入
り
込
み
俳
諧
を
も
っ

て
人
々
を
ひ
き
つ
け
、
そ
の
人
々
を
大
切
の
助
け
育
て
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
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る
。

　

次
に
野
坡
二
回
目
の
九
州
行
脚
に
な
る
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
つ
い
て

詳
細
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
旅
の
折
に
も
野
紅
・
り
ん
女
夫
妻
宅
を
訪
れ
て

い
る
。
そ
の
後
、
野
坡
は
熊
本
方
面
に
抜
け
た
と
思
わ
れ
る
。

　

肥
後
の
国
に
は
じ
め
て
入
り
し
比
、
乙
明
亭
興
行

　

紛
れ
込
粟
の
一
葉
や
国
の
風　

野
坡
（『
田
植
諷
』）

　

こ
の
旅
の
中
で
、
野
坡
は
九
州
北
部
だ
け
で
な
く
九
州
の
中
央
部
で
あ
る
熊

本
方
面
に
も
杖
を
曳
い
て
い
る
。
そ
の
熊
本
で
興
行
が
行
わ
れ
た
の
が
右
に
も

あ
る
よ
う
に
乙
明
亭
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
内
氏
に
よ
れ
ば
正
教
寺
七
代
住
持
で

あ
る
と
い
う
。
肥
後
の
正
教
寺
と
い
え
ば
『
俳
諧
芭
蕉
談
』『
花
屋
日
記
』
の

著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
文
暁
が
住
持
を
務
め
た
寺
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
暁
が

活
躍
し
た
時
代
は
明
和
か
ら
文
化
年
間
で
あ
る
た
め
、
乙
明
は
文
暁
よ
り
も
前

の
住
持
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
正
教
寺
の
寺
史
を
も
と
に
逆
算
を
す

る
と
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
か
ら
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
の
間
住
持

を
務
め
た
正
教
寺
第
六
世
円
含
が
こ
の
乙
明
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
大
内
氏
が
乙
明
を
第
七
世
と
し
た
の
は
第
四
世
と
第
五
世
の
間
に

寺
務
を
執
っ
た
桂
芳
を
住
持
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
後
程
詳

述
す
る
。
ち
な
み
に
、
乙
明
は
支
考
の
門
人
と
さ
れ
て
い
る
。（注
８
）

　

こ
の
肥
後
来
訪
時
の
こ
と
は
、
地
元
俳
人
白
川
編
『
漆
嶋
』
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
歌
仙
が
二
巻
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
野
長
・
三
雅
・
百
我
・
江

橋
・
一
貞
・
皈
足
・
桃
垂
・
軽
舟
・
呂
志
・
白
川
と
使
帆
・
白
川
・
乙
明
・
軽

芦
・
流
水
・
可
翠
・
江
柳
・
忍
水
・
芳
水
・
楽
水
で
あ
る
。
白
川
は
現
熊
本
市

中
央
区
白
川
あ
た
り
に
住
ん
で
い
た
商
人
、
三
雅
も
同
新
町
の
商
人
。
ま
た
、

使
帆
は
蕉
門
の
俳
諧
選
集
な
ど
に
も
名
前
が
散
見
さ
れ
、
前
記
の
白
川
編
『
漆

嶋
』
の
跋
文
も
担
当
し
て
い
る
こ
と
か
ら
地
元
で
も
熱
心
な
俳
人
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
元
禄
期
の
二
回
の
九
州
来
訪
の
結
果
、
こ
の
時
ま
で
に
野
坡
の
名

前
と
評
判
は
肥
後
国
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
行
脚
で
野
坡
の
九
州
俳
壇
へ
の
影
響
は
ま
た
濃
く
な

っ
た
。
同
時
に
九
州
へ
の
蕉
門
の
影
響
も
大
き
く
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
後
、
野
坡
は
享
保
期
に
毎
年
の
よ
う
に
九
州
に
杖
を
曳
く
時
期
が
あ
り

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
の
最
後
の
九
州
行
脚
の
折
に
は
六
十
四
歳
と
高
齢

で
あ
っ
た
た
め
か
八
幡
、
福
岡
、
飯
塚
の
各
逗
留
先
に
九
州
中
の
門
人
、
俳
友

が
集
ま
っ
て
野
坡
を
囲
ん
だ
。
多
く
の
俳
人
が
高
齢
の
野
坡
を
慮
り
、
自
ら
接

見
に
行
っ
た
。
そ
れ
は
、
野
坡
が
長
い
間
九
州
を
行
脚
し
地
元
俳
人
と
一
緒
に

俳
諧
に
遊
び
、
俳
書
の
刊
行
な
ど
の
後
押
し
を
積
極
的
に
行
っ
た
功
績
と
い
え

る
。

三
、
中
央
俳
人
と
寺
院
の
関
係

　

正
教
寺
は
熊
本
県
八
代
市
に
あ
る
浄
土
真
宗
仏
光
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。
そ

の
始
ま
り
は
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。（注
９
）

　

俳
文
学
研
究
で
こ
の
寺
の
名
前
が
挙
が
る
と
き
は
十
中
八
九
、
創
作
芭
蕉
伝
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記
『
花
屋
日
記
』
を
記
し
た
文
暁
に
関
す
る
と
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
回

は
こ
の
文
暁
の
祖
父
と
目
さ
れ
る
乙
明
と
当
時
の
九
州
俳
壇
に
関
し
て
述
べ
る
。

　

宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
野
坡
が
初
め
て
肥
後
に
来
訪
し
た
際
の
句
は
先

ん
じ
て
紹
介
し
た
。
そ
の
前
書
き
に
「
乙
明
亭
興
行
」
と
あ
る
。
大
内
初
夫
氏

の
乙
明
に
関
す
る
解
説
を
見
る
と
正
教
寺
第
七
世
住
持
で
元
禄
十
四
年
（
一
七

〇
一
）
に
京
都
に
支
考
を
訪
ね
弟
子
入
り
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
九
州
俳
人
の

俳
書
に
も
歌
仙
に
も
あ
ま
り
名
前
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
支
考
に
弟
子
入

り
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
熱
心
な
俳
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
相
違
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
正
教
寺
の
寺
史
を
参
看
す
る
と
こ
の
乙
明
と
い
う
人
物
が
正
教

寺
第
七
世
住
持
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
は
じ
め
に
そ
の
部
分
か
ら
説
明
を

し
た
い
。

　

四
世
空
含
は
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
一
月
に
没
し
て
い
る
。
そ
の
と
き

に
、
第
五
世
と
な
る
べ
き
空
圓
は
ま
だ
幼
少
で
あ
た
た
め
多
羅
木
鶴
城
か
ら
桂

芳
を
迎
え
寺
務
を
執
ら
せ
た
。
正
教
寺
と
し
て
は
彼
を
第
五
世
に
据
え
よ
う
と

す
る
が
桂
芳
は
そ
れ
を
断
り
寺
務
だ
け
を
こ
な
し
た
よ
う
で
あ
る
。
四
世
空
含

の
嫡
子
空
圓
を
五
世
に
据
え
た
。
そ
の
あ
と
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
に
空

圓
が
亡
く
な
り
、
そ
の
嫡
子
圓
含
に
住
持
の
職
が
渡
さ
れ
た
。
こ
の
圓
含
が
以

降
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
三
月
ま
で
住
持
を
務
め
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に

挙
げ
た
蕉
門
の
支
考
や
野
坡
が
来
訪
し
た
時
の
住
持
は
正
教
寺
第
六
世
の
圓
含

で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
圓
含
に
は
少
な
く
と
も
三
人
の
息
子
が

い
る
。
第
七
世
菊
天
、
第
八
世
梅
雪
、
第
九
世
支
明
で
あ
る
。
菊
天
は
第
七
世

を
継
い
で
す
ぐ
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
情
報
が
な
い
。

　

そ
し
て
、
梅
雪
は
青
蓮
院
に
も
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
和
歌
の
才
能
を
持
っ
て

い
た
。
ま
た
、
梅
雪
は
僧
と
し
て
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三

四
）
に
弟
に
第
九
世
を
継
が
せ
自
身
は
仏
光
寺
本
山
の
要
職
に
就
く
。
第
九
世

を
継
い
だ
支
明
は
俳
諧
と
漢
詩
を
嗜
ん
で
お
り
、
熊
本
時
習
館
や
八
代
伝
習
堂

の
教
授
陣
と
の
交
流
を
持
つ
な
ど
、
地
域
で
は
そ
れ
な
り
の
知
識
人
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
甥
に
あ
た
る
文
暁
が
京
都
か
ら
正
教
寺
を
継
ぐ
べ

く
帰
熊
し
た
際
に
は
俳
諧
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
形
跡
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
第

十
世
文
暁
は
、『
俳
諧
芭
蕉
談
』『
花
屋
日
記
』
と
い
っ
た
創
作
芭
蕉
伝
記
を
著

わ
し
、
八
代
の
俳
諧
宗
匠
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
支
考
や
野
坡
と
接
点
を
持
っ
た
八
代
の
一
僧
で
あ
る
乙
明
の

正
教
寺
に
は
俳
諧
を
嗜
む
文
化
が
定
着
し
、
以
降
長
く
八
代
の
俳
諧
の
中
心
に

な
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
現
在
で
も
連
句
の
会
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
連
綿
と
地
域
の
文
化
圏
の
拠
点
と
し
て
こ
の
寺
が
残
っ
て
い
る
。

で
は
、
近
世
九
州
俳
壇
に
お
い
て
こ
の
寺
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
お

り
、
中
央
か
ら
や
っ
て
来
る
俳
人
か
ら
何
を
得
た
の
か
。

　

ま
ず
、
中
央
か
ら
行
脚
し
て
き
た
俳
人
に
と
っ
て
門
人
や
親
せ
き
な
ど
便
り

の
な
い
土
地
に
お
い
て
、
宿
泊
や
食
事
の
あ
て
に
な
っ
た
の
は
寺
し
か
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
寺
に
は
、
人
々
を
救
う
と
い
う
大
義
名
分
と
一
般
人
よ
り
は
教

養
を
備
え
た
僧
が
い
る
。
俳
人
宅
へ
の
行
脚
で
あ
れ
ば
、
玄
関
先
で
句
を
披
露

し
、
そ
れ
が
佳
句
で
あ
れ
ば
宿
泊
を
認
め
る
と
い
う
習
わ
し
が
あ
っ
た
。
し
か

し
、
今
回
述
べ
て
い
る
行
脚
は
実
力
派
俳
人
を
相
手
に
す
る
こ
と
は
前
提
に
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
行
脚
を
す
る
側
の
視
点
に
立
て
ば
宿
を
得
る
と
い
う
の
が
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第
一
の
目
的
だ
が
、
そ
こ
に
俳
諧
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
け
の
文
化
圏
が
存
在

す
れ
ば
俳
諧
伝
授
も
可
能
に
な
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
あ
る
程
度
学
識
を
持

っ
た
僧
が
い
る
寺
と
い
う
の
が
、
行
脚
俳
人
の
宿
泊
先
と
し
て
目
を
つ
け
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
地
元
か
ら
す
れ
ば
、
有
名
俳
人
を
宿
泊
さ
せ
た
。
も

し
く
は
そ
の
俳
人
と
一
座
し
た
と
い
う
事
実
が
俳
諧
精
進
の
動
機
付
け
と
な
り
、

そ
の
場
所
は
周
囲
か
ら
聖
地
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
文
化
圏
の
中
心
に
な
っ
て
い

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

文
化
圏
が
形
成
さ
れ
れ
ば
自
然
と
蕉
門
俳
諧
の
祖
た
る
芭
蕉
の
言
説
は
伝
播

さ
れ
、
そ
こ
に
尊
敬
の
念
を
感
じ
た
者
た
ち
が
芭
蕉
塚
を
建
立
し
地
元
俳
人
た

ち
の
大
切
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

地
方
の
俳
人
た
ち
に
と
っ
て
中
央
の
俳
人
が
行
脚
し
て
く
る
と
い
う
の
は
俳

諧
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
を
機
に
弟
子
入
り
を
し
た
り
、

俳
書
刊
行
の
手
助
け
を
し
て
も
ら
っ
た
り
し
た
。
そ
う
し
て
中
央
と
の
つ
な
が

り
を
持
ち
つ
つ
自
分
た
ち
の
足
元
の
文
化
圏
に
も
そ
の
教
え
を
継
承
し
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
文
化
圏
の
中
心
と
な
っ
た
寺
は
中
央
と
地
方
の
重
要
な
接
点
と

な
り
、
遠
方
か
ら
の
客
人
へ
宿
・
食
事
を
提
供
す
る
か
わ
り
に
僻
地
で
は
手
に

入
ら
な
い
見
聞
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

結
　

本
稿
で
は
、
大
内
初
夫
氏
が
『
近
世
九
州
俳
壇
史
の
研
究
』
で
ま
と
め
ら
れ

た
九
州
俳
壇
史
の
調
査
を
も
と
に
、
芭
蕉
の
直
弟
子
の
う
ち
支
考
と
野
坡
の
二

名
に
照
準
を
当
て
そ
の
行
脚
の
様
子
を
ま
と
め
た
。
そ
の
上
で
、
正
教
寺
の
果

た
し
た
俳
文
学
史
上
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。

　

そ
の
結
果
、
九
州
と
い
う
芭
蕉
未
踏
の
地
に
蕉
風
俳
諧
が
伝
播
し
根
付
い
て

い
っ
た
。
そ
の
要
因
は
有
力
俳
人
の
行
脚
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
こ

の
行
脚
が
行
わ
れ
た
の
は
芭
蕉
の
死
後
で
あ
っ
た
。
生
前
か
ら
蕉
風
俳
諧
は
全

国
的
広
が
り
を
見
せ
て
は
い
た
が
、
九
州
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
貞
門
・
談

林
俳
諧
が
根
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
芭
蕉
没
後
の
直
弟
子
に
よ
る
度
重
な
る

行
脚
に
よ
っ
て
元
禄
後
期
ご
ろ
に
は
蕉
風
俳
諧
が
徐
々
に
九
州
俳
壇
に
伝
播
さ

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ま
た
、
行
脚
の
際
に
地
元
俳
人
は
宿
や
食
事
を
用
意
し
中
央
か
ら
来
た
俳
人

は
自
身
の
知
見
を
与
え
た
。
こ
の
相
互
補
完
関
係
の
お
か
げ
で
九
州
に
も
蕉
門

俳
諧
が
広
が
り
、
後
世
に
連
綿
と
伝
え
ら
れ
そ
の
土
地
で
醸
成
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
、
九
州
俳
人
か
ら
も
俳
書
や
選
集
が
う
ま
れ
、
地
元
に
は
芭
蕉
追
善
の

塚
が
建
立
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
芭
蕉
の
思
想
が
伝
播
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は

間
違
い
な
く
行
脚
で
あ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
今
回
は
蕉
門
以
外
の
俳

人
が
そ
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
伝
播
し
た
の
か
も
確
認
し
た
。
具
体
的
に
は
、

重
頼
や
宗
因
の
九
州
で
の
動
向
の
確
認
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
に
挙
げ
た
蕉
門

の
二
人
の
行
脚
の
様
子
を
確
認
し
た
。
共
通
項
は
、
行
脚
に
よ
っ
て
地
元
俳
人

と
交
流
を
待
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
が
俳
諧
伝
播
を
助
長
し
た
。

　

つ
ま
り
、
伝
播
の
手
法
と
し
て
対
機
説
法
の
よ
う
に
「
そ
の
時
・
そ
の
土
地
・

そ
の
人
（
達
）」
に
あ
っ
た
話
し
方
や
指
導
法
で
自
身
の
考
え
を
示
す
こ
と
に
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よ
っ
て
地
方
俳
人
に
も
比
較
的
容
易
に
そ
の
思
想
を
伝
播
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
伝
播
場
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
は
寺
院
で
あ
っ
た
。
寺
院
を
中
心
と
し

た
地
元
文
化
圏
が
構
築
さ
れ
、
そ
こ
は
地
方
と
中
央
の
情
報
交
換
の
場
に
も
な

っ
た
。
と
く
に
、
八
代
正
教
寺
の
場
合
は
九
州
の
正
中
線
上
に
位
置
し
、
す
ぐ

近
く
に
は
海
も
あ
り
、
陸
路
と
海
路
の
転
換
地
点
と
し
て
都
合
の
い
い
立
地
に

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
九
州
に
俳
諧
が
伝
播
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
乙
明
亭
は

長
崎
へ
の
海
路
を
考
慮
し
た
と
き
に
俳
人
た
ち
の
良
い
休
憩
場
所
と
な
っ
た
。

そ
の
対
価
と
し
て
八
代
に
は
俳
諧
文
化
圏
が
醸
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

当
時
、
九
州
行
脚
の
目
的
地
と
し
て
定
石
で
あ
っ
た
宇
佐
神
宮
、
太
宰
府
、

長
崎
の
デ
ル
タ
地
帯
を
巡
遊
す
る
際
に
俳
人
が
立
ち
寄
る
場
と
し
て
、
俳
諧
を

理
解
す
る
僧
が
い
る
寺
院
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
。

注１　

 

大
内
初
夫
『
近
世
九
州
俳
壇
史
の
研
究
』「
貞
門
時
代
の
九
州
俳
壇
の
章

に
言
及
が
あ
る
。

２　

前
掲
書
「
貞
門
時
代
の
九
州
俳
壇
」
の
章
に
言
及
が
あ
る
。

３　

 『
犬
子
集
』
な
ど
の
古
典
籍
の
確
認
は
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
目
録
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
（http://w

w
w
.w
ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/about.

htm
l

）
を
利
用
し
た
。

４　

前
掲
書
「
談
林
時
代
の
九
州
俳
壇
」
の
章
に
言
及
が
あ
る
。

５　
『
鹿
児
島
大
学
文
科
報
告
』
第
二
号
・
三
号
に
よ
る
。

６　

 

前
掲
書
「
蕉
風
の
伝
播
と
九
州
俳
壇
」
の
章
に
言
及
が
あ
る
。
鹿
児
島
大

学
蔵
、
大
内
初
夫
氏
翻
刻
。

７　

 

豊
後
日
田
連
中
編
『
西
国
追
善
集
』
半
一
、
写
、
元
禄
八
年
か
、
広
瀬
文

庫
蔵
。

８　

前
掲
書
「
九
州
俳
壇
と
美
濃
派
俳
諧
」
の
章
に
言
及
が
あ
る
。

９　

 

正
教
寺
現
住
持
藁
井
信
恒
氏
が
書
か
れ
た
正
教
寺
の
歴
史
を
記
し
た
文
章

を
参
看
し
た
。
二
〇
一
四
年
に
ご
本
人
か
ら
頂
戴
し
た
も
の
で
あ
る
。

10　

 

別
添
資
料
作
成
に
際
し
て
、
堀
切
実
『
支
考
年
譜
考
証
』
笠
間
書
院
一
九

六
八
年
を
参
看
し
た
。
そ
こ
に
は
熊
本
に
入
っ
た
の
は
「
六
月
十
四
日
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
誤
植
と
判
断
し
、
二
十
四
日
と
し
た
。
ま
た
、

表
合
一
と
あ
り
。

参
考
文
献

石
川
八
朗
『
九
州
の
俳
蹟
』
俳
文
学
会
九
州
有
志　

一
九
七
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年

大
内
初
夫
『
近
世
九
州
俳
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の
研
究
』
九
州
大
学
出
版
会　
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八
三
年

谷
地
快
一
・
佐
藤
勝
明
ほ
か
編
『
連
句
の
世
界
』
新
典
社　

一
九
九
七
年
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9 月 1 日

8 月 2 5 日

8 月 1 1 日

8 月 4 日

7 月 2 7 日

7 月 2 4 日

7 月 2 2 日

7 月 2 0 日

7 月 1 8 日
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6 月 2 4 日

6 月 2 2 日

6 月 1 8 日

6 月 1 4 日
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5 月 3 0 日
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8 月 2 3 日

8 月 1 6 日

8 月 1 4 日

8 月 7 日
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7 月 8 日

7 月 7 日

陽 暦

小 倉
黒 崎

小 倉
黒 崎

福 岡
博 多

太 宰 府

久 留 米

柳 川
同

長 崎
佐 敷

八 代
熊 本

小 国
玖 珠

英 彦 山

豊 後 日 田

中 津

築 城 郡 築 上 町

小 倉
下 関

場 所

発 熱

去 来 と 面 会

卯 七 の 十 里 亭 に 談 合 。 表 合 二

こ こ か ら 海 路 で 長 崎 へ

理 曲 ら 、 表 合 一

投 錐 ・ 雲 鈴 ら 、 表 合 一

野 紅 亭 、 表 合 一 あ り 。

朱 拙 ら と 表 合 一

竿 水 ・ 雲 鈴 ら 表 合 一

浜 の 宮 半 歌 仙 奉 納

有 觜 亭 着

備 考

支 考 元 禄 十 一 年 　 九 州 行 脚 日 程

別 添 資 料 （ 注 １ ０ ）
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A Discussion About the Pilgrimage in Kyushu 
Conducted by the Apprentices of Basho ―Shiko and 

Yaba, Syokyoji―

MASUGI, Hiroki

Basho did not go to Kyushu in his life, so it was after his death when his thought 

became prevailing in Kyushu district by a lot of effort of his apprentices. In this paper, I 

focused on two of these people and arranged how his thought spread to Kyushu, and also 

mentioned what kind of roles Syokyoji in Yatsushiro Higo played in this process. 

Specifically, the state of the Kyushu-haidan  before Genroku was organized in the order of 

Teimon and Danrin, and then summarized the process of the pilgrimage of the above two 

disciples.

On that basis, I examined the role of Syokyoji of Yatsushiro Higo in the Kyushu 

pilgrimage.


