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要
旨

「
天
保
以
後
の
句
は
概
ね
卑
俗
陳
腐
に
し
て
見
る
に
堪

へ
ず
。
稻
し
て
月
並
調
と
い
ふ
。」
と
子
規
は

「
俳
諸
大
要
」

に
書
い
て
い

て
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
ば
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
子
規
御
本
人
の
月
並
調
理
解
に
は
、
ど
う
も
、
い
ま

一
つ
わ
か
り
き
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
と
に
、
具
膣
例
に
は
い
る
と
、
ま
こ
と
に
曖
昧
模
糊
た
る
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
(
中
略
11
中
嶋
)

ど
う
も
、
子
規
自
身
も
い
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た
評
語
は
、
多
分
に
直
観
的
な
も
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
内
容
規
定
を
用
意
し
て
い
た
も

の
と
は
お
も
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
直
観
の
働
き
に
、

一
種
の
底
意

の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ

て
な
ら
な
い
。
だ
か
ら

と
き
に
、
直
観
に
感
情

の
か
げ
り
さ
え
み
え
て
、
讃
む
ほ
う
も
素
直
に
讃
め
な
く
な
る
。

(
『
明
治
文
學
全
集
』
第

53
巻
附
録
月
報
83
)

前
述
の
文
章
は
、
金
子
兜
太
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
に
も
あ
る
よ
う
に
、
月
並
調
に
つ
い
て
、
確

か
に

「
い
ま

一
つ
わ
か

り
き
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」

こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た

「
そ
れ
ほ
ど
の
内
容
規
定
を
用
意
し
て
い
た
も
の
と
は
お
も
え
な
い
」
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と
し
て
い
る
こ
と
に
も
同
感

で
あ
る
。
私
も
、
子
規
が
月
並
と
い
う
語
を
使
い
始
め
た
初
期
の
頃
は
、
内
容
規
定
な
ど
用
意
し
て
い
な
か

っ

た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
初
期
の
頃
は
と
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
徐

々
に
で
は
あ
る
が
、
内

容
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
。

余
は
私
に
之
を
構
し
て
月
並
流
と
い
ふ

(
『
獺
祭
書
屋
俳
話
』
)

も
と
月
並
調
と
い
ふ
語
は

一
時
便
宜
の
た
め
用
ゐ
し
語
に
て
、
理
窟
の
上
よ
り
割
り
出
し
た
る
語
に
あ
ら
ね
ば
其
意
義
甚
だ
複
雑

に

し
て
且

つ
曖
昧
な
り

(
『墨
汁

一
滴
』
)

こ
う
い
っ
た
子
規
の
言
葉
か
ら
も
、
当
初
は
内
容
規
定
が
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

子
規
の
月
並
調
理
解
は
、
子
規
文
学
観
の
形
成
を
も

っ
て
出
発
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

俳
句
は
文
學
の

一
部
な
り
文
學
は
美
術
の

一
部
な
り
故
に
美
の
標
準
は
文
學
の
標
準
な
り
文
學
の
標
準
は
俳
句

の
標
準
な
り
即
ち
絡

豊
も
彫
刻
も
音
樂
も
演
劇
も
詩
歌
小
説
も
皆
同

一
の
標
準
を
以
て
論
評
し
得
べ
し

(
『俳
諸
大
要
』
)

子
規
に
と

っ
て
俳
句
と
は
文
学

の

一
部
で
あ
り
、
文
学
も
ま
た
美
術

の

一
部
な
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
に
着
手

し
た

「俳
句
分
類
」

の
仕
事
か
ら
、
俳
句
が
近
代
文
学

の

一
ジ
ャ
ソ
ル
と
し
て
自
立
で
き
る
可
能
性
を
、
子
規
は
見
出
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
俳
句
の
近
代
文
学
と
し
て
の
自
立
を
妨
げ
る
要
因
に
、
芭
蕉
の
存
在
と
、
月
次
句
合
の
興
行
形
態
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
子
規
の
俳
句

革

新
は
、
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
。

162



芭
蕉
忌
や
芭
蕉
に
媚
び
る
人
い
や
し

芭
蕉
忌
や
我

に
派
も
な
く
伝
も
な
し

子
規
が
明
治
三
十

一
年
に
作

っ
た
句
で
あ
る
。
子
規
の
芭
蕉
に
対
す
る
姿
勢
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
句
で
あ
る
と
思
う
。
当
時
、
↓
芭

蕉
以
後
の
俳
諸
史
に
お
い
て
、
わ
ず
か
の
例
外
を
除
け
ば
、
芭
蕉
は
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ

っ
た
。」

(山
下

一
海
)
と
あ
る

よ

う
に
、
芭
蕉

は
批
判
さ
れ
な
い
、
批
判
し
て
は
い
け
な
い
存
在

で
あ

っ
た
。
「
我
は
其
人
を
奪
敬
せ
ず
し
て
其
著
作
を
尊
敬
す
る
」

(
『
俳
句
問
答
』
)
子
規
に
と

っ
て
、
芭
蕉
の
系
統
や
流
派
だ
け
を
重
ん
じ
る
当
時

の
風
潮
は
、
子
規
の
大
学
観

か
ら
し
た
ら
、
決
し
て

認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
子
規
が
俳
句
革
新
を
行

っ
て
い
く
上
で
、
明
治
二
十
六
年
と
い
う
比
較
的
早
い

時

期
に
、

『
芭
蕉
雑
談
』
に
お
い
て
芭
蕉
の
再
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
子
規
の
内
面
に
占
め
る
芭
蕉

の
存

在
の
大
き
さ
を
伺
い
知

る

こ
と
が
で
き
る
。
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月
次
句
合
の
興
行
形
態
も
ま
た
、
子
規
の
文
学
観
に
反
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

月
次
句
合

毎
月
、
日
を
限

っ
て
点
者

の
出
題
に
対
す
る
発
句
を
募
集
し
、
定
例
日
に
開
巻
、
入
選
句
を
返
草
に
印
刷
し
返
送
す
る

俳
譜
の
催
し
。
当
初
、
社
中
の
練
成
を
目
的
に
宝
暦
期

(
一
七
五

一
～
六
四
)
に
始
ま

っ
た
の
が
、
の
ち

一
般
投
句
者
を
対
象
に
、
高

点
句
に
は
景
品
を
添
え
る
な
ど
営
利
的
催
し
に
変
わ

っ
た
。

(
『
俳
文
学
大
辞
典
』
)

こ
こ
で
の
問
題
点
は
何
か
。
そ
れ
は
俳
句
が

「営
利
的
催
し
」
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
高
点
を
も
ら
い
景
品

を
得
る
。
景
品
を
得
る
た
め
に
俳
句
を
作
る
。
営
利
的
な
目
的
の
た
め
に
作
ら
れ
た
俳
句
は
、
子
規
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
文
学
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
子
規
は
、
俳
句
自
体
の
価
値
判
断
か
ら
で
は
な
く
、
月
次
句
合
と
い
う

「営
利
的
催
し
」
の
批
判
の
た
め
に
、
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月
並
調
と
い
う
語
を
用
い
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
と
思
う
。
し
た
が

っ
て
、
当
初
は
月
次
句
合
に
投
句
さ
れ
る
俳
句

を
総
称
し
て
月
並
調

と
し
た
だ
け
で
、
「営
利
的
催
し
」

の
批
判
と
い
う
以
外
に
、
「
そ
れ
ほ
ど
の
内
容
規
定
を
用
意
し
て
」
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。月

並
調
の
内
容
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
明
治
二
十
八
年

『俳
諸
大
要
』
を
発
表
し
た
頃
か
ら
で
あ

る
。
翌
明
治
二
十
九

年

の

『
俳
句
問
答
』
の
内
容
が

『
俳
文
学
大
辞
典
』

に

「
O
感
情
に
訴
え
ず
智
識
に
訴
え
る
、
⇔
意
匠
の
陳
腐
を
好
み
新
奇
を
街
う
、
⇔

言
語
の
獺
弛
を
好
み
緊
密
を
嫌
う
、
四
使
い
馴
れ
た
狭

い
範
囲
の
語
を
用
い
る
、
㈲
俳
譜
の
系
統
と
流
派
を
光
栄
と
す
る
」
と
五
つ
要
約

さ
れ
て
出
て
く
る
。

こ
の
五
つ
と
、
『
俳
譜
大
要
』
の
内
容
と
を
対
照
さ
せ
て
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
月
並
調
の
内
容
が
明
ら
か
に
な

っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
具
体
的
な
説
明
が
乏
し
い
こ
と
や
、
そ
の
説
明
の
展
開
が
整
然
と
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
月
並
調
の

説
明
が
ど
う
し
て
も
理
解
し
に
く
く
感
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
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子
規
以
外
の
視
点
か
ら
月
並
調
を
見
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
も
特

に
、
虚
子
と
碧
梧
桐
の
二
人
に
注
目
し
て
、
そ
の

視

点
か
ら
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

虚
子
は

「俗
悪
、
小
細
工
、
破
廉
恥
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
月
並
調
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
月
並
調
解
釈
は
、
不
易

流

行
の
流
行
に
重
き
を
置
く
↓
軽
み
↓
俗
化
↓
月
並
調
と
な
る
、
と
い
っ
た
図
式
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
碧
梧
桐
は

「
具
象
、

抽
象
、
假
設
構
想
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
月
並
調
を
説
明
し
て
い
る
。

月
並
と
い
う
語
の

一
般
的
な
広
が
り
に
つ
い
て
、
虚
子
は
漱
石
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
漱
石
が
子
規
の
死
後
発
表
し
た

『吾
輩
は



猫

で
あ
る
』

の
作
品
中
に
、
た
び
た
び

「
月
並
」
と
い
う
語
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
使
わ
れ
方
が
ま
さ
に

「
低
俗

・
陳
腐
」
と
い
っ
た

意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
漱
石
に
よ

っ
て
月
並
の
意
味
が
、
「低
俗

・
陳
腐
」
と
固
定
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で

は
あ
る
ま
い
。

子
規
俳
論
に
お
け
る
月
並
調
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
、
た
だ
闇
雲
に
低
俗
、
陳
腐
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
き
た
月
次
句
合
の
句
や
、
蒼
軋

や
梅
室
の
句
な
ど
を
も
う

一
度
き
ち
ん
と
再
評
価
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※

國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究

俳
句

創
作

・
鑑
賞

ハ
ソ
ド
ブ

ッ
ク

第
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巻
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号
臨
時
増
刊
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