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芭
蕉
俳
諧
と
楊
貴
妃

塚 

越　

義 

幸

　

一
、
は
じ
め
に

　
『
誹
諧
初
学
抄
』（
徳
元　

寛
永
十
八
年
）「
恋
之
詞
」
の
項

で
、

一�

、
楊
貴
妃　

唐
の
玄
宗
の
后
な
り
。
此
事
は
終
始
「
長

恨
歌
」
に
侍
れ
ば
、
委
、
記
す
る
に
及
ば（
１
）ず
。

と
あ
り
、
こ
の
時
期
の
俳
諧
に
お
い
て
「
楊
貴
妃
」
は
、「
恋

の
詞
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
特
に
「
長
恨
歌
」
か
ら
の
連
想
が

強
か
っ
た
事
が
窺
い
知
れ
る
。

　

一
方
『
俳
諧
類る
い
せ
ん
し
ゅ
う

船
集
』（
梅
盛　

延
宝
四
年
）
に
は
、「
蓬
莱
・

舞
・
仙
・
瑠
璃
・
魂
・
奏
聞
・
閨
・
歎
・
櫛
・
白
拍（
２
）子
」
な
ど

の
付
合
語
と
し
て
、
あ
る
い
は
関
連
項
目
と
し
て
「
楊
貴
妃
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
長
恨
歌
」だ
け
で
は
な
く
、

謡
曲
「
楊
貴
妃
」
な
ど
の
題
材
も
加
え
ら
れ
て
く
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
芭
蕉
は
「
紙か
み
ぶ
す
ま衾ノ
記
」（
元
禄

二
年
）
の
冒
頭
で
、

古
き
ま
く
ら
・
古
き
ふ
す
ま
は
、
貴
妃
が
か
た
み
よ
り
伝

へ
て
恋
と
い
ひ
哀
傷
と
す
。
錦
床
の
夜
の
し
と
ね
の
上
に

は
、
鴛え
ん
お
う鴦
を
ぬ
ひ
物
に
し
て
、
ふ
た
つ
の
つ
ば
さ
に
後
の

世
を
か
こ
つ
。
彼
は
そ
の
膚
に
ち
か
く
、
其
に
ほ
ひ
残
り

と
ゞ
ま
れ
ら
ん
を
や
、
恋
の
一
物
と
せ
ん
、
む
べ
な
り
け
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ら（
３
）し
…
…

と
著
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、「
長
恨
歌
」
の
、「
鴛
鴦
瓦
冷

霜
華
重
、
翡
翠
衾
寒
誰
與（
４
）共
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
一

目
瞭
然
で
あ
る
。

　

ま
た
彼
は
、「
師
の
桜
」
歌
仙
（
貞
享
元
年
）
で
、

　

馬
塊
三さ
ん
や谷
の
楊
貴
妃
の
秋�

木
因　
　

誰
が
国
の
記か
た
み念
ぞ
鏡
す
む
月
は�

芭（
５
）蕉　
　

の
よ
う
に
、
前
句
で
詠
ま
れ
た
「
楊
貴
妃
」
の
句
（「
長
恨
歌
」

や
謡
曲
「
皇
帝
」
を
踏
ま
え
る
か
）
に
付
句
を
施
し
て
お
り
、

芭
蕉
ら
一
門
の
楊
貴
妃
像
の
一
端
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、「
打

ち
よ
り
て
」
歌
仙
（
元
禄
五
年
）
に
は
、

老
た
る
は
御み

す簾
よ
り
外
に
か
し
こ
ま
り�

芭
蕉　
　

　

花
の
名
に
く
し
ど
こ
が
楊
貴
妃�

彫
棠　
　

と
あ
り
、
花
の
名
に
さ
れ
た
「
楊
貴
妃
」、
す
な
わ
ち
「
楊
貴

妃
桜
」
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
芭
蕉
俳
諧
の
中
で
「
楊
貴
妃
」
が
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
、
貞
門
俳
諧
や
談
林
俳
諧
か
ら
の
流
れ

も
加
味
し
つ
つ
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。そ
の
際
、

「
楊
貴
妃
」
が
ど
の
よ
う
に
詠
み
込
ま
れ
た
か
を
、白
居
易
「
長

恨
歌
」（『
古
文
真
宝
』
前
集
な
ど
）
や
謡
曲
「
楊
貴
妃
」
な
ど

を
典
拠
に
し
て
そ
の
問
題
点
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

二
、
芭
蕉
以
前
の
俳
諧
と
「
楊
貴
妃
」

や
う
き
ひ
の
ほ
ゝ
ほ
と
〳
〵
と
打
ち
た
ゝ
き　

　

あ
さ
ね
を
お
こ
す
ほ
う
ら
い
の
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）

　

こ
れ
は
『
守
武
千
句
』（
天
文
九
年
）
に
収
め
ら
れ
付
句
で

あ
る
が
、
前
句
の
「
や
う
き
ひ
（
楊
貴
妃
）」
に
対
し
、「
長
恨

歌
」
の
一
句
「
蓬
萊
宮
中
日
月
長
」
を
踏
ま
え
た
付
け
句
を
し

て
い
る
。
す
で
に
江
戸
時
代
以
前
に
、「
楊
貴
妃
」
と
「
長
恨
歌
」

が
付
け
合
い
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
初
期
の
連
歌
学
書
『
連
れ
ん
じ
ゅ
う
り
ょ
う
ざ
い

集
良
材
』（
編
著
者
未
詳　

寛

永
八
年
）
で
は
、

　
　

楊
貴
妃

唐
ノ
玄
宗
ノ
寵
愛
也
ク
ハ
シ
ク
ハ
長
恨
歌
ニ
ア（
６
）リ
。

と
あ
り
、
連
歌
で
は
「
楊
貴
妃
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、「
長

恨
歌
」が
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。一
方
俳
諧
で
も
、『
誹

諧
初
学
抄
』「
恋
之
詞
」
の
項
で
、

一
、
楊
貴
妃　

唐
の
玄
宗
の
后
な
り
。
此
事
は
終
始
「
長

恨
歌
」
に
侍
れ
ば
、
委
、
記
す
る
に
及
ば
ず
。
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と
あ
り
、連
歌
と
同
様
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

そ
し
て
、「
楊
貴
妃
」
は
「
長
恨
歌
」
の
テ
ー
マ
か
ら
も
、「
恋

の
詞
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
す
る
と
、
当
時
の
俳
諧
師
た
ち
が
「
長
恨
歌
」
を
読
み
な

が
ら
、
楊
貴
妃
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
ど
の
よ
う
な
典
籍
に
よ
っ
て
「
長
恨
歌
」
を
学
ん
で
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
『
白
氏
文
集
』
も
候
補
と
な
る
（『
嵯

峨
日
記
』
に
「
白
氏
集
」
の
記
載
が
あ
り
、
芭
蕉
は
見
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
）
が
、当
時
俳
諧
師
に
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
『
古

文
真
宝
』（
前
集
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
に
は
、「
長

恨
歌
」
と
「
長
恨
歌
伝
」・「
琵
琶
行
」・「
野
馬
台
詩
」
を
一
本

に
集
め
た
選
集
『
歌
行
詩
諺
解
』（
貞
享
元
年
）
や
『
長
恨
歌

図
抄
』（
延
宝
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
は
室
町
末
期
か
ら

江
戸
初
期
に
流
行
し
、
詳
細
な
頭
注
も
示
さ
れ
て
い
る
。（
近

藤
春
雄
『
長
恨
歌
・
琵
琶
行
の
研
究
』
明
治
書
院
昭
和
五
十
六

年
に
詳
し
い
）『
古
文
真
宝
』
に
も
所
収
さ
れ
て
い
な
い
「
長

恨
歌
伝
」
も
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
、
大
変
重
宝
で
あ

り
俳
諧
師
が
活
用
し
た
可
能
性
も
高
い
。ま
た
、『
長
恨
歌
絵
巻
』

（
狩
野
山
雪
筆
）
な
ど
も
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
と
し
て
参
考
に
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
長
恨
歌
」
を
題
材
と
し
た

謡
曲
「
楊
貴
妃
」・「
皇
帝
」
な
ど
も
重
要
な
要
素
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
長
恨
歌
」
を
取
り
巻
く
環
境
の
中
で
、「
楊

貴
妃
」
を
題
材
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
俳
諧
に
詠
み
込
ま
れ
て

い
た
か
を
、
ま
ず
貞
門
俳
諧
の
作
品
か
ら
見
て
み
た
い
。

①
楊
貴
妃
の
花
に
鶯
や
長
恨
歌　
　
　
　
　
　

一
治

�

『
崑こ
ん
ざ
ん
し
ゅ
う

山
集
』（
令
徳　

慶
安
四
年
）

こ
の
句
は
、
楊
貴
妃
と
「
長
恨
歌
」
を
同
時
に
詠
み
込
ん
で
お

り
、

②
楊
貴
妃
の
花
に
胡
蝶
や
う
ゐ
の
曲　
　
　
　

正
章

�

『
毛け
ふ
き
ぐ
さ

吹
草
』（
重
頼　

正
保
二
年
）

③
楊
貴
妃
の
花
の
な
や
み
も
花
清
の
池　
　
　

松
声

�

『
続ぞ
く
や
ま
の
い

山
井
』（
湖
春　

寛
文
七
年
）

④
楊
貴
妃
は
馬ば
か
い嵬
が
は
ら
り
散
花
哉　
　
　
　

員
明

�

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
ら
は
、「
長
恨
歌
」の
一
部
を
題
材
と
し
て
い
る（
②
は「
猶

似
霓
裳
羽
衣
舞
」、
③
は
「
春
寒
賜
浴
華
清
池
」、
④
は
「
馬
嵬

坡
下
泥
土
中
」）
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
②
の
「
胡
蝶
や
う

ゐ
の
曲
」
は
、
謡
曲
「
楊
貴
妃
」
の
霓
裳
羽
衣
の
曲
で
舞
っ
た

舞
が
、「
胡
蝶
の
舞
な
ら
ん
」
と
い
う
く
だ
り
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
り
、「
馬
嵬
が
は
ら
り
」
は
、
同
謡
曲
の
「
馬
嵬
が
原
」
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を
「
は
ら
り
」
と
の
懸
詞
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

⑤
し
ら
が
と
な
り
し
楊
貴
妃
の
果

　
　
　
　

蓬
莱
の
山
〳
〵
物
や
思
ひ
事

�

『
俳
諧
塵ち
り
づ
か塚
』（
重
徳　

寛
文
十
二
年
）

こ
れ
は
、
白
髪
に
な
り
老
い
さ
ら
ば
え
た
楊
貴
妃
の
成
れ
の
果

て
（
小
野
小
町
伝
説
に
見
立
て
た
か
）
を
詠
ん
だ
前
句
に
、
玄

宗
皇
帝
が
蓬
莱
山
に
彼
女
の
魂
を
呼
び
戻
そ
う
と
し
て
宮
中
で

苦
悩
に
明
け
暮
れ
た
こ
と
を
付
け
た
句
で
、「
長
恨
歌
」
の
「
蓬

萊
宮
中
日
月
長
」
を
踏
ま
え
て
の
連
想
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

　

俳
諧
の
付
合
語
集
『
俳
諧
類
船
集
』
に
は
、「
楊
貴
妃
」
と

い
う
項
目
は
な
い
が
、
付
合
語
や
そ
の
語
の
解
説
文
に
「
楊
貴

妃
（
あ
る
い
は
貴
妃
）」
の
語
が
散
見
す
る
。
以
下
そ
の
語
を

示
し
て
み
る
と
、

蓬
莱
・
舞
・
仙
・
洞
・
鏡
・
笛
・
月
・
七
夕
・
瑠
璃
・
魂
・

奏
聞
・
閨
・
歎
・
櫛
・
白
拍
子　

と
な
る
。「
楊
貴
妃
」
は
「
蓬
莱
」
の
付
合
語
の
一
つ
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
蓬
莱
」
は
、
も
ち
ろ
ん
「
長
恨
歌
」

に
も
謡
曲
「
楊
貴
妃
」
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。（
な
お
、
付

合
語
の
う
ち
「
洞
」・「
鏡
」・「
魂
」・「
奏
聞
」
な
ど
は
謡
曲
「
楊

貴
妃
」
や
「
皇
帝
」
に
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
）
こ
れ
ら
の
連
句

作
品
に
お
い
て
は
、「
楊
貴
妃
」
は
「
長
恨
歌
」
や
謡
曲
「
楊

貴
妃
」
を
基
本
に
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
、
付
合
語
を
意
識
し
つ

付
け
句
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
の
要
素
と
し
て
、

⑥
楊
貴
妃
の
花
の
御
悩
は
あ
ら
し
哉　
　
　
　

重
頼

�

『
犬え

の

こ
子
集
』（
重
頼　

寛
永
十
年
）

と
花
と
の
取
り
合
わ
せ
で
詠
ま
れ
る
こ
と
も
多
い
。（
①
～
④

も
同
様
）「
楊
貴
妃
」
と
「
花
」
の
関
連
は
、
謡
曲
「
皇
帝
」

に
「
楊
貴
妃
の
花
の
姿
誘
ふ
風
を
静
め
ん
」
と
あ
る
の
を
面
影

に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

⑦　
　

楊
貴
妃
桜

　

花
も
春
の
や
う
き
日
か
け
て
桜
哉　
　
　
　

知
之

�

『
崑
山
集
』

⑧　
　

楊
貴
妃
桜

　

お
も
ん
ず
る
色
は
や
う
き
ひ
の
桜
哉　
　
　

季
成

�

『
続
山
井
』

の
よ
う
に
句
題
に
さ
れ
て
い
る
「
楊
貴
妃
桜
」
と
い
う
桜
の
一

種
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
例
も
多
く
見
ら
れ
る
。特
に『
続

山
井
』
で
は
、「
八
重
桜
」
の
項
目
に
置
か
れ
、
⑧
の
他
七
句
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用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
楊
貴
妃
桜
」
と
は
、『
和

漢
三
才
図
会
』巻
第
八
十
七（
寺
島
良
安　

正
徳
二
年
）の「
櫻
」

の
項
目
で
、

楊
貴
妃　

小
白
の
千
葉
。
淡
色
を
帯
ぶ
。
香
気
有（
７
）り
。

と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
花
び
ら
を
持
つ
八
重
桜
の

一
種
で
香
り
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
一
説
に
、
奈
良
興

福
寺
の
僧
玄
宗
が
愛
で
た
の
で
、
こ
の
名
が
付
い
た
と
い
う
）

ま
た
『
山
の
井
』（
季
吟　

正
保
四
年
）
で
は
「
桜
」
の
項
目
に
、

『
増ぞ
う
や
ま
の
い

山
井
』（
寛
文
七
年　

季
吟
）
で
は
「
山
桜
」
の
項
目
に
「
楊

貴
妃
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
続
山
井
』
で
は
春
発
句
題
と

し
て
の
「
遅
桜
」
に
「
楊
貴
妃
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、

⑨
楊
貴
妃
の
菊
酒
く
む
や
五
ろ
く
さ
ん　
　
　

信
元

�
（『
崑
山
集
』）

こ
の
句
に
出
て
く
る
「
五
ろ
く
さ
ん
」
は
サ
イ
コ
ロ
の
「
五
六

三
」
の
目
の
数
を
表
す
。

⑩
引
て
見
る
双
六
の
賽
下
女
が
振　
　
　
　
　

梅
翁

　
　

し
や
面
々
の
楊
貴
妃
じ
ゃ
も
の　
　
　
　

幾
音

�

『
宗
因
七
百
韻
』（
延
宝
五
年
？
）

こ
こ
で
は
「
双
六
の
賽
」
に
対
し
、「
楊
貴
妃
」
が
付
句
に
詠

ま
れ
て
い
る
。
楊
貴
妃
と
サ
イ
コ
ロ
の
目
の
関
係
を
示
す
逸
話

が
『
平
治
物
語
』「
叡
山
物
語
の
事
」
に
載
る
。
そ
の
内
容
は
、

昔
は
重
三
、
重
四
と
言
っ
て
い
た
が
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
と

楊
貴
妃
が
双
六
で
遊
ん
で
い
る
と
き
に
、
皇
帝
が
重
三
の

目
を
出
そ
う
と
し
て
「
朕
の
思
い
通
り
に
な
れ
ば
五
位
に

し
よ
う
」
と
言
っ
て
賽
を
振
っ
た
ら
重
三
の
目
が
出
た
。

続
い
て
楊
貴
妃
は
重
四
を
出
そ
う
と
し
て
「
私
の
思
い
通

り
に
な
れ
ば
一
緒
に
五
位
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
と

こ
ろ
、
重
四
の
目
が
出
た
。
二
つ
の
賽
を
五
位
に
叙
す
こ

と
と
し
て
、
五
位
の
し
る
し
と
し
て
何
か
と
考
え
れ
ば
五

位
の
袍
は
赤
衣
と
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
三
、
四
の
目
に

朱
を
さ
さ
れ
た
。
そ
れ
以
後
、
重
三
・
重
四
を
朱
三
・
朱

四
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ（
８
）た
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
話
は
、『
下
学
集
』
器
具
・『
楊

太
真
外
伝
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
双
六
伝
説
も
楊
貴
妃
の
本
意

の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
貞
門
俳
諧
で
は
「
楊
貴
妃
」
は
恋
の
詞
と
し
て
の
認

知
、「
長
恨
歌
」
や
謡
曲
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
、
桜
の
一
種
の
「
楊

貴
妃
桜
」、
そ
し
て
双
六
と
の
関
わ
り
を
詠
み
こ
む
も
の
と
し

て
の
本
意
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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次
ぎ
に
、
談
林
俳
諧
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

①
楊
貴
妃
は
国
も
傾
く
桜
哉　
　
　
　
　
　
　

宗
利

�

『
ゆ
め
み
草
』（
休
安　

明
暦
二
年
）

②　
　

桜

　

位
山
楊
貴
妃
桜
咲
に
け
り　
　
　
　
　
　
　

露
迎

�

『
東あ
ず
ま
に
っ
き

日
記
』（
言
水　

延
宝
九
年
）

③
き
い
た
か
く
よ
ゝ
の
む
つ
ご
と

　

返
答　

あ
る
が
中
に
も
こ
の
句
あ
ま
た
ゝ
び
感
吟
し
ぬ

…
…
玄
宗
と
貴
妃
と
七
月
七
日
長
生
殿
に
し
て
「
在
テ
ハ

天
願
ク
ハ
作
ナ
ラ
ン 

比
翼
鳥
ト　

在
テ
ハ
地
ニ
願
ク
ハ
作
ナ
ラ
ン 

連レ
ン
リ
ノ理
枝
ト
」
と

契
ら
れ
し
さ
ゝ
め
言
、
た
ゞ
ふ
た
り
の
こ
と
な
れ
ば
、
さ

す
が
の
方
士
幻
術
の
仙
た
り
し
蓬
莱
ま
で
さ
が
し
あ
り
か

れ
し
も
の
さ
へ
し
ら
ざ
り
し
を
、
た
れ
か
聞
き
つ
た
へ
て

い
ま
の
世
ま
で
も
ら
す
ら
ん
と
こ
そ
あ
れ
。
た
れ
も
よ
う

お
ぼ
へ
た
む
か
し
が
た
り
、
汝
も
こ
の
珍
説
は
さ
ぞ
き
ゝ

つ
ら
ん
。
か
ゝ
る
お
も
し
ろ
き
作
を
せ
め
て
ほ
め
こ
そ
せ

ず
と
も
、
だ
ま
っ
て
を
ら
い
で
何
の
非
言
ぞ
。
右
の
出
所

は
「
長
恨
歌
」
と
い
ひ
て
、
唐
の
白
居
易
が
つ
く
り
た
る

も
の
に
あ
る
ぞ
。
き
い
た
か
〳
〵
。

�

『
し
ぶ
団
う
ち
わ

返
答
』（
惟
中　

延
宝
三
年
）

④
ち
か
ら
づ
く
連
理
の
枝
を
引
ぱ
り
て

　
　

貴
妃
を
は
な
さ
ぬ
玄
宗
皇
帝

�

『
俳
諧
蒙
求
』（
惟
中　

延
宝
三
年
）

⑤　

す
ご
ろ
く
盤
の
さ
く
ら
の
紅
葉

　

楊
貴
妃
も
無
名
の
酒
を
あ
た
ゝ
め
て　
　
　

西
賀
子

　
　

馬
嵬
が
は
ら
の
恋
の
中
宿

�

『
俳
諧
大
句
数
』（
西
鶴　

延
宝
五
年
）

①
・
②
で
は
桜
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
③
で
は
「
長
恨
歌
」

の
詩
句
を
引
用
し
つ
つ
、
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
物
語
が

白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
か
ら
作
ら
れ
た
こ
と
述
べ
て
お
り
、
④

で
も
「
長
恨
歌
」
の
「
在
地
願
作
連
理
枝
」
を
踏
ま
え
て
お
り
、

⑤
で
は
双
六
伝
説
を
付
合
と
し
て
い
る
。

　

以
上
、
談
林
俳
諧
に
お
け
る
「
楊
貴
妃
」
は
、
貞
門
俳
諧
の

イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

三
、
芭
蕉
俳
諧
と
「
楊
貴
妃
」

　

次
に
芭
蕉
俳
諧
に
お
け
る
「
楊
貴
妃
」
の
詠
ま
れ
方
（
三
例
）

に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

①�

古
き
ま
く
ら
、
古
き
ふ
す
ま
は
、
貴
妃
が
か
た
み
よ
り

伝
へ
て
、
恋
と
い
ひ
哀
傷
と
す
。
錦
床
の
夜
の
し
と
ね

レ

二

一

レ

二

一
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の
上
に
は
、
鴛
鴦
を
ぬ
ひ
物
に
し
て
、
ふ
た
つ
の
つ
ば

さ
に
後
の
世
を
か
こ
つ
。
彼
は
そ
の
膚
に
ち
か
く
、
其

に
ほ
ひ
残
り
と
ゞ
ま
れ
ら
ん
を
や
、恋
の
一
物
と
せ
ん
、

む
べ
な
り
け
ら
し
。
い
で
や
此
紙
の
ふ
す
ま
は
、
恋
に

も
あ
ら
ず
、
無
常
に
も
あ
ら
ず
、
蜑
の
笘
屋
の
蚤
を
い

と
ひ
、
駅う
ま
やの
は
に
ふ
の
い
ぶ
せ
さ
を
思
ひ
て
、
出
羽
の

国
最
上
と
い
ふ
所
に
て
、
あ
る
人
の
つ
く
り
得
さ
せ
た

る
也
。
越
路
の
浦
〳
〵
山
舘
野
亭
の
枕
の
う
へ
に
は
、

二
千
里
外
の
月
を
や
ど
し
、
蓬
も
ぐ
ら
の
し
き
ね
の
下

に
は
、
霜
に
さ
む
し
ろ
の
き
り
〴
〵
す
を
聞
て
、
昼
は

た
ゝ
み
て
背
中
に
負
ひ
、三
百
余
里
の
険
難
を
わ
た
り
、

終
に
頭
を
し
ろ
く
し
て
み
の
ゝ
国
大
垣
の
府
に
い
た

る
。
な
を
も
心
の
わ
び
を
つ
ぎ
て
、
貧
者
の
情
を
や
ぶ

る
事
な
か
れ
と
、
我
を
し
と
ふ
者
に
う
ち
く
れ
ぬ
。　

　

こ
の
文
章
は
、「
紙
衾
の
記
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
が

元
禄
二
年
八
月
二
十
一
日
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
で
美
濃

大
垣
に
着
い
た
折
、出
羽
国
最
上
で
人
か
ら
贈
ら
れ
た
紙
衾
を
、

如
行
門
下
の
竹
戸
に
与
え
た
時
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に

前
半
で
、
楊
貴
妃
と
玄
宗
の
故
事
（
二
人
の
思
い
出
の
豪
華
絢

爛
な
枕
や
衾
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
自
ら
が
所
持
し
た
旅

道
具
紙
衾
（
紙
子
で
つ
く
っ
た
粗
末
な
夜
具
）
と
の
落
差
を
導

い
て
諧
謔
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。

　

古
い
枕
や
古
い
衾
と
言
え
ば
、
玄
宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
の
形
見

と
し
て
恋
い
慕
い
、
彼
女
の
死
を
傷
ん
だ
故
事
か
ら
、
俳
諧
で

は
恋
の
詞
や
哀
傷
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
玄
宗
は
錦
で

織
っ
た
布
団
に
鴛
鴦
の
刺
繍
を
さ
せ
、
天
に
昇
っ
た
ら
ふ
た
り

で
比
翼
の
鳥
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
誓
っ
た
頃
を
ひ
と
り
偲
ん
で

い
る
。
彼
は
、
そ
れ
ら
は
亡
き
楊
貴
妃
の
肌
に
触
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
匂
い
も
残
っ
て
い
る
の
で
、
ふ
た
り
の
恋
の
思
い

出
の
品
と
し
て
残
し
て
お
こ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は

そ
の
こ
と
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
と
「
長
恨
歌
」
の
世
界

を
彷
彿
と
さ
せ
な
が
ら
、
自
ら
の
紙
衾
を
そ
れ
ら
と
は
全
く
対

照
的
な
夜
具
で
、
恋
で
も
哀
悼
の
も
の
で
も
な
い
単
に
宿
場
の

粗
末
な
宿
の
む
さ
苦
し
さ
を
し
の
ぐ
も
の
と
し
て
、
出
羽
の
最

上
の
人
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
と
紹
介
し
た
。

　

芭
蕉
は
冒
頭
で
「
古
き
ま
く
ら
、
古
き
ふ
す
ま
」
が
「
楊
貴

妃
の
か
た
み
」
か
ら
伝
え
ら
れ
え
た
語
句
で
、「
恋
と
い
ひ
哀

傷
と
す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
す
で
に
、

　
『
至し
ほ
う
し
ょ
う

宝
抄
』（
紹
巴　

天
正
十
四
年
）
の
「
恋
の
詞
」
に
は
、

一
ふ
る
き
枕ま
く
ら　

い
に
し
へ
の
妻つ
ま
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と
、『
は
な
ひ
草
』（
立
圃　

寛
永
十
三
年
）
に
は
、

一
古
き
衾
・
古
枕　

恋
也　

哀
傷
也
。

と
あ
り
、
こ
れ
ら
が
「
恋
の
詞
」
で
あ
り
、「
哀
傷
」
で
あ
る

こ
と
が
共
通
に
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。さ
ら
に『
俳

諧
御ご
ざ
ん傘
』（
貞
徳　

万
治
二
年
）「
ふ
る
き
衾
・
古
き
枕
」
の
項

に
は
、共

に
恋
也
。
哀
傷
の
意
の
心
あ
れ
ど
も
恋
の
か
た
に
引
る

也
。
し
か
れ
ば
哀
傷
な
ど
打
越
に
は
用
捨
あ
る
べ
き
歟
。

右
無
言
抄
の
説
也
。
是
を
恋
と
定
る
事
、
長
恨
歌
の
語
ゆ

へ
な
る
べ
し
…

と
あ
り
、『
俳
諧
無
言
抄
』（
梅
翁　

寛
文
十
二
年
）
の
説
を
も

引
用
し
、「
ふ
る
き
衾
・
古
き
枕
」
が
「
恋
」
で
あ
り
「
哀
傷

の
意
」
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
し
、「
恋

の
詞
」
と
定
め
た
理
由
と
し
て
「
長
恨
歌
」
に
著
さ
れ
た
詩
情

が
介
在
し
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。　

　

ま
た
、『
宝た
か
ら
ぐ
ら蔵』（
元
隣　

寛
文
十
一
年
）
巻
之
三
「
衾
」
に

は
、

こ
ゝ
の
と
せ
が
ほ
ど
壁
に
む
か
は
せ
給
て
か
ぶ
ら
せ
給
ふ

は
、
そ
も
さ
ん
か
、
仏
く
さ
き
か
、
あ
か
く
さ
き
か
。
彼

太
平
の
天
子
の
旧
ふ
る
き
ふ
す
ま
ふ
る
き
ま
く
ら

衾
旧
枕
と
し
た
は
せ
給
ふ
は
、
さ
ぞ

楊
貴
妃
の
袖
の
香
や
の
こ
る
ら
ん
と
、
今
も
御
い
た
は
し

く
こ
そ
。
な
ぞ
ら
へ
て
思
ひ
よ
す
る
も
そ
ら
お
そ
ろ
し

く
、
ま
た
か
た
は
ら
い
た
き
事
な
れ
ど
、
た
れ
と
て
も
め

ん
〳
〵
の
楊
貴
妃
な
き
身
に
し
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
は
た
と

せ
計
過
ぎ
に
し
ゆ
め
の
た
ゞ
ぢ
、
ふ
と
思
ひ
出
れ
ど
、
た

だ
さ
む
し
ろ
の
こ
ろ
び
ね
に
こ
そ
。

と
あ
り
、
す
で
に
「
旧
衾
旧
枕
」
が
、
玄
宗
皇
帝
の
寵
愛
し
た

楊
貴
妃
の
残
り
香
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
『
俳
諧
類
船
集
』
の
「
ふ
る
き
衾
」
の
項
に
は

独
寝　

別
か
れ
し
跡　

夢　

物
お
も
ふ
夜　

破
れ
障
子　

涙
か
な
し
き
月　

侘
人
の
閨　

乞
食　

さ
び
鑓
か
ま
ゆ
る

　

貧
僧
の
座
禅　

あ
の
世
へ
も
と
を
く
此
世
に
長
き
煩
の

身
こ
そ
下
便
な
る
次
第
な
れ　

荒
れ
は
て
ゝ
む
な
し
き
床

の
か
た
み
に
は
ふ
る
き
衾
の
む
つ
ま
し
き
哉　

翡
翠
衾
寒

誰
与
共
云
々
楊
貴
妃
の
な
き
跡
を
歎
給
ふ
心
也

と
あ
り
、「
ふ
る
き
衾
」
の
付
合
語
と
し
て
「
独
寝
」・「
別
れ

し
跡
」・「
物
お
も
ふ
夜
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
お
り
、
そ
の
例
と

し
て
「
翡
翠
衾
寒
誰
与
共
云
々
楊
貴
妃
の
な
き
跡
を
歎
給
ふ
心

也
」
と
「
長
恨
歌
」
の
一
句
「
翡
翠
衾
寒
誰
與
共
」
を
用
い
楊
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貴
妃
の
亡
き
跡
を
慨
嘆
す
る
玄
宗
皇
帝
の
様
子
を
挙
げ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
ふ
る
き
衾
・
ふ
る
き
枕
」
が
、
貞
門
時
代
で

は
玄
宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
を
失
っ
た
哀
傷
の
意
を
象
徴
す
る
も
の

で
、「
長
恨
歌
」
の
「
翡
翠
衾
寒
誰
與
共
」
か
ら
の
連
想
で
あ

る
こ
と
が
固
定
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
芭

蕉
も
こ
の
よ
う
な
貞
門
俳
諧
時
代
か
ら
の
「
楊
貴
妃
」
や
「
古

き
ふ
す
ま
・
古
き
ま
く
ら
」の
イ
メ
ー
ジ
を
享
受
し
な
が
ら
、「
紙

衾
ノ
記
」
で
竹
戸
に
与
え
た
衾
と
の
対
照
物
と
し
て
用
い
た
の

で
あ
る
。

　

た
だ
「
長
恨
歌
」
の
「
翡
翠
衾
寒
誰
与
共
」
の
一
句
に
は
古

い
と
い
う
意
味
は
表
さ
れ
て
い
な
い
。『
芭
蕉
俳
文
集
上
』（
岩

波
文
庫
）
の
「
紙
衾
ノ
記
」
の
注
の
中
で
堀
切
実
氏
は
、

支
考
編
『
和
漢
文
操
』
註
に
は
、「
長
恨
歌
二
翡
翠
ノ
衾

寒
ク
シ
テ
誰
ト
共
ニ
カ
セ
ン
云
々
、
唐
詩
解
ニ
旧
キ
衾
故ふ
る

キ
枕
ニ
作
レ
リ
」
と
あ
る
よ
う
に
、白
楽
天
の
「
長
恨
歌
」

の
中
の
「
翡
翠
ノ
衾
寒
ク
シ
テ
誰
ト
共
ニ
カ
セ
ン
」
一
節

が
、
平
安
時
代
読
ま
れ
て
い
た
『
白
氏
文
集
』
の
別
本
に

は
「
旧
キ
枕
故
キ
衾
誰
ト
共
ニ
カ
セ
ン
」
と
あ
っ
た
ら
し

く
『
源
氏
物
語
』「
葵
」
巻
を
は
じ
め
、『
新
撰
朗
詠
集
』

な
ど
に
も
、
そ
の
か
た
ち
で
引
か
れ
て
き
た
。
概
し
て
室

町
以
前
は
「
旧
枕
古
衾
」、
そ
れ
以
降
は
「
翡
翠
衾
寒
」

の
か
た
ち
が
多
い
と
さ
れ
る
。

と
解
説
さ
れ
て
お
り
、「
古
き
ま
く
ら
、
古
き
す
ふ
ま
」
の
典

拠
と
し
て
、『
和
漢
文
藻
』
注
の
『
唐
詩
解
』（
明　

唐
汝
詢
）

の
用
例
や
室
町
以
前
の
『
白
氏
文
集
』
に
は
「
翡
翠
衾
寒
誰
與

共
」
が
「
旧
枕
古
衾
誰
與
共
」
に
な
っ
て
い
る
別
本
が
あ
る
こ

と
（
金
沢
文
庫
本
『
白
氏
文
集
』
な
ど
で
は
「
旧
枕
古
衾
」
と

な
っ
て
い
る
）
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、そ
れ
ら
の
用
例
が
、

『
源
氏
物
語
』「
葵
」
の
巻
や
、『
新
撰
朗
詠
集
』
巻
下
「
恋
」

に
あ
る
こ
と
を
も
示
さ
れ
た
。（
他
に
『
唐
物
語
』「
楊
貴
妃
」

や
『
宴
曲
』
究
百
集
「
長
恨
歌
」
に
も
用
例
が
あ
る
）

　

井
本
農
一
氏
が
、

『
和
漢
文
藻
』
所
収
の
「
紙
衾
ノ
記
」
の
支
考
注
に
は
、「
長

恨
歌
ニ
翡
翠
ノ
衾_

寒
シ
テ
誰
ト
与_

共
セ
ン　

云
々
唐
詩
解
ニ
旧_

衾
故_

枕
ニ
作
レ
リ
」
と
あ
り
、
以
後
の
諸
注
は
こ
れ
に

従
う
が
、
当
時
の
「
長
恨
歌
」
の
通
行
本
で
は
「
旧
衾
故

枕
」
の
表
現
は
見
当
た
ら
ず
、
芭
蕉
が
わ
ざ
わ
ざ
明
末
の

唐
汝
詢
の
『
唐
詩
解
』
を
読
ん
で
い
た
と
は
思
え
な
い
。

古
き
衾
・
古
き
枕
が
恋
で
あ
り
哀
傷
の
対
象
と
な
っ
て
い
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た
の
は
、
す
で
に
『
至
宝
抄
』
や
『
産
衣
』
な
ど
の
連
歌

書
や
『
御
傘
』
や
『
増
補
は
な
ひ
草
』
な
ど
の
俳
書
に
あ

り
、
芭
蕉
は
こ
れ
ら
を
参
照
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ

と
思
わ
れ（
９
）る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
俳
書
の
記
述
ひ
い
て
は
連
歌
俳

諧
の
本
意
（
す
で
に
前
出
）
と
い
う
も
の
を
順
守
し
た
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
間
一
美
氏
が

季
吟
の
湖
月
抄
は
「
ふ
る
き
枕
・
ふ
る
き
衾
」
の
出
典
と

し
て
細
流
抄
や
弄
花
抄
を
挙
げ
、そ
れ
ら
に
引
用
す
る「
長

恨
歌
」
の
本
文
の
異
同
（「
旧
枕
故
衾
」
と
「
翡
翠
衾
寒
」）

を
紹
介
し
て
い
る
。
井
本
説
で
は
、
最
初
こ
の
湖
月
抄
を

「
紙
衾
の
記
」
の
出
典
と
推
測
さ
れ
た
が
、
後
に
連
歌
書

や
貞
徳
の
『
御
傘
』
な
ど
の
俳
書
か
ら
直
接
取
っ
て
書
い

た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
身
近
な
白
氏
文
集
や
源
氏
物
語

の
注
に
旧
枕
本
文
と
と
も
に
翡
翠
本
文
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
む
し
ろ
芭
蕉
は
源
氏
物
語
本
文
な
ど
に
引
か
れ
て
い

る
旧
枕
本
文
と
と
も
に
翡
翠
本
文
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

む
し
ろ
芭
蕉
は
源
氏
物
語
本
文
な
ど
に
引
か
れ
て
い
る
旧

枕
本
文
を
選
び
と
っ
て
用
い
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
の

で
は
な
い
）
（1
（

か
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
井
本
説
を
さ
ら
に
進
め
、『
源

氏
物
語
湖
月
抄
』（
葵
の
巻
）に
引
か
れ
る
注
か
ら「
旧
枕
故
衾
」

本
文
を
選
択
し
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
が
、芭
蕉
と
季
吟『
湖

月
抄
』
と
の
関
係
か
ら
も
十
分
有
り
う
る
こ
と
だ
ろ
）
（（
（

う
。

　

さ
ら
に
、
藤
野
岩
友
氏
は
、

『
源
氏
物
語
』
葵
の
巻
に
「
ふ
る
き
枕
ふ
る
き
ふ
す
ま
誰

と
と
も
に
か
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ
の
句
は
、
白
楽
天
の

長
恨
歌
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。
湖
月
抄
の
ふ
る
き

枕
ふ
る
き
ふ
す
ま
の
条
に
、
細
流
抄
・
弄
花
抄
の
「
鴛
鴦
ノ

瓦
冷
メ
霜
ノ
花
重
シ
旧
キ
枕
故
キ
衾
誰
与
共
ニ
カ
セ
ン
唐
本
ニ
ハ
多

分
翡
翠
ノ
衾
寒
シ
テ
誰
与と

共
ニ
カ
セ
ン
」
を
引
き
、「
旧
枕
古
衾

と
あ
る
の
は
和
本
の
義
に
や
お
ぼ
つ
か
な
し　

又
云
古
文

真
宝
ニ
所
ハ
載の
セ
ル
翡
翠
ノ
衾
寒
シ
テ
誰
与と

共
ニ
カ
セ
ン
云
々
」
と

示
し
て
い
る
が
、
両
抄
の
筆
者
は
実
際
「
旧
枕
故
衾
」
に

作
っ
た
本
は
見
て
お
ら
ず
、
お
ぼ
つ
か
な
い
と
言
っ
て
い

る
。或
い
は
こ
こ
に
も
引
い
て
い
る
よ
う
に
古
文
真
宝（
前

集
）
あ
た
り
で
間
に
合
わ
せ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま

い
）
（1
（

か
。

と
あ
る
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
に
お
い
て
、『
古
文
真

宝
』
の
存
在
は
大
き
く
、
ま
た
後
の
「
長
恨
歌
」
の
本
文
に
大

レ
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き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
は
、
使

用
し
た
『
湖
月
抄
』
本
文
の
注
の
中
で

三
矢
文
庫
本　

美
濃
判
写
本　

八
冊　

先
生
自
筆
の
「
古

文
真
宝
諺
解
ニ
唐
詩
解
ニ
ハ
旧
枕
故
衾
ニ
作
レ
リ
ト
ア

リ
」
の
付
箋
あ
り
。

と
あ
り
、
三
矢
重
松
氏
の
付
箋
に
『
古
文
真
宝
諺
解
』
の
注
の

こ
と
が
書
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
古
文
真
宝

諺
解
』
と
は
『
古
文
真
宝
前
集
諺
解
大
成
』（
天
和
三
年　

榊

原
篁
洲
）
の
こ
と
で
、
そ
の
「
長
恨
歌
」
の
「
翡
翠
衾
」
の
注

に
、

翡
翠
の
羽
を
以
て
飾
た
る
衾
な
る
べ
し
、
唐
詩
解
ニ
作
二

舊
枕
故
衾
ニ
、
言
は
鴛
鴦
瓦
上
に
霜
華
を
重
く
置
て
、
嚴

冷
酷
し
き
冬
の
時
も
夜
に
侍
る
人
な
し
、
翡
翠
の
衾
寒
し

て
誰
と
與
に
か
擁
せ
ん
や
と
也
。

と
あ
る
。
少
な
く
と
も
『
和
漢
文
藻
』
注
で
引
用
さ
れ
て
い
る

の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
注
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

芭
蕉
は
も
ち
ろ
ん
貞
門
時
代
か
ら
の
俳
書
の「
楊
貴
妃
」・「
ふ

る
き
枕
・
ふ
る
き
衾
」
の
本
意
で
あ
る
「
恋
・
哀
傷
・
長
恨
歌
」

を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
新
間
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
『
湖
月

抄
』
の
注
な
ど
か
ら
の
知
識
も
踏
ま
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
え

る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
引
か
れ
る
『
唐
詩
解
』
か
ら
直
接
で
は
な

く
、こ
の
『
古
文
真
宝
前
集
諺
解
大
成
』
の
注
に
引
か
れ
る
「
旧

枕
故
衾
」
あ
た
り
を
拠
り
所
と
し
て
、「
長
恨
歌
」
の
「
旧
枕

故
衾
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
い
と
思

わ
れ
る
。　

②　

馬
塊
三
谷
の
楊
貴
妃
の
秋　
　
　
　
　
　

木
因

　

誰
が
国
の
記
念
ぞ
鏡
す
む
月
は　
　
　
　
　

芭
蕉

�

（「
師
の
桜
」
歌
仙　

貞
享
元
年
）

木
因
は
、
楊
貴
妃
が
最
期
を
迎
え
た
馬
塊
坡
下
を
三
谷
（
吉
原

付
近
の
刑
場
）
に
見
立
て
、
や
つ
し
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に

よ
り
、
秋
の
感
傷
を
一
層
強
め
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
芭
蕉

は
「
長
恨
歌
」
の
だ
一
句
目
の
「
漢
皇
」
に
基
づ
き
、
あ
え
て

国
を
疑
問
と
し
な
が
ら
も
、
前
句
の
楊
貴
妃
の
国
つ
ま
り
唐
の

鏡
の
ご
と
く
澄
ん
だ
月
を
想
起
さ
せ
た
。（
鏡
の
付
合
語
と
し

て
『
俳
諧
類
船
集
』
に
は
「
貴
妃
の
な
や
み
」
が
あ
り
、
楊
貴

妃
の
複
雑
な
気
持
ち
も
詠
み
込
ん
で
で
い
る
）
し
か
し
、
こ
こ

で
は
、「
長
恨
歌
」
の
詩
句
を
直
接
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

一
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③
老
た
る
は
御
簾
よ
り
外
に
か
し
こ
ま
り　
　

芭
蕉

　
　

花
の
名
に
く
し
ど
こ
が
楊
貴
妃　
　
　
　

彫
棠

�

（「
打
ち
よ
り
て
」
歌
仙　

元
禄
五
年
）

芭
蕉
の
前
句
は
、
御
簾
の
外
で
か
し
こ
ま
る
老
人
を
詠
ん
で
い

る
が
、
彫
棠
（
其
角
門
）
の
付
句
は
前
句
の
「
老
た
る
」
を
老

女
と
取
り
、
楊
貴
妃
の
寵
愛
ぶ
り
を
嫉
妬
す
る
さ
ま
（「
花
の

名
に
く
し
ど
こ
が
」
に
そ
れ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
）
に
詠
み
進

め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
八
重
桜
の
楊
貴
妃
桜
を
詠
ん
で
は
い
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
も
「
長
恨
歌
」
の
詩

句
の
直
接
の
引
用
は
な
く
、「
楊
貴
妃
」
の
名
前
が
登
場
す
る

こ
と
に
よ
り
、
前
句
の
御
簾
の
場
が
唐
王
朝
の
宮
中
で
あ
る
こ

と
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
、「
楊
貴
妃
」
が
芭
蕉
俳
諧
の
中
で
ど
の
よ
う
に
詠
ま

れ
て
い
た
か
を
、
貞
門
俳
諧
か
ら
談
林
俳
諧
を
振
り
返
り
な
が

ら
考
察
し
て
き
た
。
三
例
し
か
挙
げ
ら
れ
な
い
の
で
、
明
確
な

志
向
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
難
し
い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
一
応
ま
と

め
て
み
た
い
。

　

貞
門
・
談
林
で
は
、「
楊
貴
妃
」
は
ほ
ぼ
共
通
し
た
本
意
を

作
り
上
げ
て
い
た
。
そ
れ
は
、『
俳
諧
初
学
抄
』
な
ど
の
俳
諧

作
法
書
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
恋
の
詞
」
で
あ
り
、「
哀

傷
の
意
」
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、「
長
恨
歌
」
の
イ
メ
ー
ジ

で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
俳
諧
類
船
集
』
な
ど
の
付
合
語
集
な
ど

で
も
、
直
接
「
楊
貴
妃
」
と
い
う
語
で
立
項
は
さ
れ
て
い
な
い

が
、「
蓬
莱
・
舞
・
仙
・
瑠
璃
・
魂
・
奏
聞
・
閨
・
歎
・
櫛
・

白
拍
子
」
な
ど
の
連
想
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
ん
な

本
意
の
中
で
、
実
作
品
に
お
い
て
は
、「
長
恨
歌
」（
謡
曲
「
長

恨
歌
」・「
皇
帝
」
な
ど
も
含
む
）
か
ら
の
引
用
、「
楊
貴
妃
桜
」

と
い
う
桜
の
一
種
と
し
て
の
花
、
さ
ら
に
双
六
伝
説
の
ヒ
ロ
イ

ン
と
し
て
詠
ま
れ
る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
芭
蕉
も
そ
れ
ま
で
の
本
意
を
踏
ま

え
な
が
ら
、連
句
で
は
付
合
語
（
鏡
と
楊
貴
妃
の
な
や
み
な
ど
）

を
活
か
し
、「
楊
貴
妃
桜
」
も
詠
み
こ
ん
で
き
た
。
さ
ら
に
「
紙

衾
ノ
記
」
と
い
く
俳
文
の
冒
頭
で
「
古
き
ま
く
ら
・
古
き
ふ
す

ま
は
貴
妃
が
か
た
み
よ
り
伝
へ
て
、
恋
と
い
ひ
哀
傷
と
す
」
と

述
べ
、『
源
氏
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
文
を
踏
ま
え
、「
長
恨
歌
」

の
旧
本
や
『
古
文
真
宝
前
集
諺
解
大
成
』
に
引
か
れ
る
『
唐
詩

解
』
の
本
文
「
旧
衾
故
枕
」
と
「
楊
貴
妃
」
を
取
り
上
げ
、
実

際
使
い
古
し
た
み
す
ぼ
ら
し
い
紙
の
衾
と
の
対
比
に
用
い
た
。
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こ
の
文
章
で
は
「
楊
貴
妃
」
の
雅
の
世
界
を
俗
の
世
界
と
対
照

さ
せ
て
、
諧
謔
を
ね
ら
う
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本

意
と
し
て
の
「
恋
」「
哀
傷
」
な
ど
の
概
念
を
示
し
つ
つ
も
、

実
際
に
は
ま
っ
た
く
別
の
世
界
で
あ
る
「
旅
の
愁
い
」
や
「
友

情
」
な
ど
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
二
元
対
立
の
滑

稽
さ
を
狙
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
楊
貴
妃
」
と
俗
を
対
比
し
た
作
品
と
し
て
は
、
俳
諧
七
部

集
の
一
つ
で
あ
る
『
あ
ら
野
』（
荷
兮　

元
禄
三
年
）
に
、

　

楊
貴
妃

　
　

雲
髩
半
偏
新
睡
覚　

花
冠
不
聖
下
堂
來

は
る
風
に
帯
ゆ
る
み
た
る
寐
皃
哉　
　
　
　
　

越
人

と
い
う
句
と
そ
れ
に
付
さ
れ
た
漢
詩
題
が
あ
る
。
こ
の
句
は
、

尾
張
蕉
門
越え
つ
じ
ん人
の
句
で
あ
る
が
、
句
題
と
し
て
「
楊
貴
妃
」
と

「
長
恨
歌
」
の
第
九
十
五
・
九
十
六
句
を
示
し
て
い
る
。（
ち
な

み
に
、「
雲
髩
半
偏
新
睡
覚
」
は
文
字
の
異
同
が
あ
り
、
こ
の

形
の
も
の
は
、
江
戸
時
代
に
通
行
し
て
い
た
『
白
氏
文
集
』
の

明
の
馬
元
調
本
で
あ
る
の
で
、
当
時
『
白
氏
文
集
』
は
馬
本
を

読
ん
で
い
可
能
性
が
あ
る
）
楊
貴
妃
は
睡
り
か
ら
覚
め
た
ば
か

り
で
、
豊
か
な
髪
の
毛
は
寝
癖
が
つ
い
て
お
り
、
冠
も
整
え
な

い
ま
ま
堂
か
ら
お
り
て
く
る
。
そ
れ
で
も
彼
女
は
妖
艶
で
あ
る

と
い
う
詩
句
を
踏
ま
え
て
、
春
風
を
受
け
（
冠
で
は
な
く
）
帯

が
ゆ
る
ん
だ
ま
ま
の
寝
顔
が
な
ん
と
も
気
楽
そ
う
だ
な
あ
と
い

う
句
を
詠
ん
だ
。
寝
起
き
で
も
麗
し
い
楊
貴
妃
の
姿
と
は
対
照

的
に
、
着
物
が
は
だ
け
帯
が
ほ
ど
け
て
し
ま
っ
て
い
る
庶
民
的

な
女
性
を
詠
み
、
雅
俗
を
並
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
や
つ
し
の

手
法
に
諧
謔
を
求
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
芭
蕉
の
高
弟
其
角
に
は

楊
貴
妃
の
夜
は
い
き
た
る
松か
つ
お魚
哉　
　
　
　
　

其
角

�

『
類る
い
こ
う
じ

柑
子
』（
其
角　

宝
永
四
年
）

が
あ
る
。
こ
の
句
は
楊
貴
妃
を
鰹
に
見
立
て
た
句
で
あ
る
。
楊

貴
妃
の
温
泉
か
ら
出
て
き
て
寝
化
粧
を
し
た
姿
は
、
ま
る
で
旬

の
と
れ
た
て
の
鰹
の
ご
と
く
ム
チ
ム
チ
と
し
て
脂
が
の
っ
て
い

る
と
の
意
。
そ
れ
ま
で
の
「
楊
貴
妃
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
一
風

変
わ
っ
た
其
角
ら
し
い
作
で
は
な
い
か
。

　

芭
蕉
さ
ら
に
蕉
門
に
お
い
て
、「
楊
貴
妃
」
と
い
う
題
材
に

お
い
て
も
、
単
に
句
中
に
「
長
恨
歌
」
を
引
用
し
た
り
す
る
の

で
は
な
く
、
新
風
（
蕉
風
）
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
一

端
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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注（
１
）『
古
典
俳
文
学
大
系
』
集
英
社
に
よ
る
。
以
下
注
記
の
な
い

作
品
は
同
様
。

（
２
）『
近
世
文
藝
叢
刊
１　

俳
諧
類
舩
集
』（
昭
和
四
十
四
年
）
に

よ
る
。
以
下
同
様
。

（
３
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
71
松
尾
芭
蕉
集
②
』（
小
学
館　

一
九
九
七
年
）、
本
文
は
『
和
漢
文
藻
』
に
よ
る
。

（
４
）
寛
文
五
年
刊
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
前
集
』
に
よ

る
。
以
下
同
様
。

（
５
）『
校
本
芭
蕉
全
集　

第
三
巻
』（
富
士
見
書
房　

平
成
元
年
）

に
よ
る
。
芭
蕉
連
句
は
以
下
同
様
。

（
６
）『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
五
（
国
書
刊
行
会　

昭
和
四
十
四
年
）

に
よ
る
。

（
７
）『
倭
漢
三
才
圖
會
』（
日
本
随
筆
大
成
刊
行
会　

昭
和
十
年
）

に
よ
る
。

（
８
）『
平
治
物
語
』中
世
の
文
学（
三
弥
井
書
店　

平
成
二
十
二
年
）

に
よ
る
。

（
９
）
井
本
農
一
『
芭
蕉
の
文
学
研
究
』（
角
川
書
店　

昭
和
五
十

三
年
）
所
収
「
芭
蕉
の
紀
行
と
出
典
」
に
よ
る
。

（
10
）
新
間
一
美
「
わ
が
国
に
お
け
る
「
長
恨
歌
」
受
容
に
つ
い
て
」

（
白
居
易
研
究
年
報
第
十
一
号　

二
〇
一
〇
年
所
収
）
に
よ

る
。

（
11
）
拙
稿
「
芭
蕉
俳
諧
と
『
源
氏
物
語
』」（『
野
州
叢
書
２ 

源
氏

物
語
の
魅
力
』
お
う
ふ
う　

二
〇
一
〇
年
所
収
）
で
、
芭
蕉

俳
諧
に
お
い
て
『
湖
月
抄
』
刊
行
以
後
は
、そ
れ
ま
で
と
違
っ

て
本
文
の
引
用
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
点
を
指
摘
し
た
。

（
12
）
藤
野
岩
友
『
中
国
の
礼
俗
と
文
学
』（
角
川
書
店　

昭
和
五

十
一
年
）
所
収
「
源
氏
物
語
の
旧
枕
故
衾
の
句
」
に
よ
る
。
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