
各務支考『つれづれの讃』にみる『徒然草』の新しい読み方

要
旨

　
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、
各
務
支
考
（
一
六
六
五
〜
一
七
三
一
）
に
よ
る
『
徒
然
草
』
の
全
段
に
わ

た
る
評
論
書
で
あ
る
。
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
に
自
ら
跋
文
を
記
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
頃
の
刊
行

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
支
考
は
、
松
尾
芭
蕉
の
弟
子
で
あ
り
、「
蕉
門
十
哲
」
の
一
人
で
あ
る
。

芭
蕉
の
遺
文
を
刊
行
す
る
ほ
か
、
支
考
は
独
自
の
視
点
に
よ
る
俳
論
書
も
数
多
く
残
し
て
い
る
。

　

支
考
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
史
研
究
に
お
い
て
は
、『
徒
然
草
』
の
注
釈
書

と
い
う
位
置
づ
け
を
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、『
徒
然
草
』
の
原
文
に
出
て
く
る
人
名
や
地
名
、
難
語

や
歴
史
上
の
出
来
事
な
ど
を
解
説
す
る
、
一
般
的
な
注
釈
書
の
範
疇
に
は
入
ら
な
い
。
支
考
は
、
諷

詞
・
褒
貶
・
あ
や
か
し
・
断
絶
・
虚
実
・
変
化
な
ど
、
十
三
項
目
の
自
分
自
身
の
批
評
基
準
に
よ
っ

て
、『
徒
然
草
』
を
冒
頭
部
か
ら
順
に
論
評
し
た
。
そ
の
際
に
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
広
く
世
間
に
通

行
し
て
い
た
『
徒
然
草
』
の
章
段
区
分
を
、
大
き
く
四
十
九
の
区
分
に
分
割
し
直
し
た
。

　

支
考
が
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
に
よ
っ
て
示
し
た
、
こ
の
よ
う
な
『
徒
然
草
』
の
読
み
方
は
、
儒
教
や

仏
教
や
老
荘
思
想
な
ど
の
ど
れ
が
、
兼
好
の
中
心
思
想
で
あ
る
か
を
究
め
よ
う
と
し
て
き
た
、
従
来
の

注
釈
態
度
を
離
れ
て
、『
徒
然
草
』
の
文
章
法
の
変
化
に
力
点
を
置
く
新
し
い
読
み
方
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
か
ら
、
支
考
は
『
徒
然
草
』
の
文
体
や
表
現
に
、
完
成
度
の
高
い
散
文
小
品
の
可
能
性
を
見
て

取
っ
た
。『
徒
然
草
』
と
向
き
合
い
、
思
想
の
変
化
と
展
開
性
を
把
握
す
る
読
み
方
を
提
示
し
た
こ
と

が
、
連
句
の
付
け
合
い
の
展
開
性
を
明
確
に
分
類
す
る
方
法
論
へ
と
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
支
考
は
、『
本
朝
文
鑑
』（
一
七
一
八
年
刊
）
や
『
和
漢
文
操
』（
一
七
二
七
年
刊
）
な
ど
の
俳
文
撰

集
を
纏
め
て
い
る
。『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、
数
々
の
俳
諧
理
論
書
の
執
筆
や
、
複
数
の
俳
文
集
の
編

纂
な
ど
、
支
考
自
身
の
文
学
活
動
の
方
向
性
に
、
大
い
に
裨
益
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。

は
じ
め
に

　
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、
各
務
支
考
（
一
六
六
五
〜
一
七
三
一
）
に
よ
る
『
徒
然
草
』
の
全

段
に
わ
た
る
評
論
書
で
あ
る
。
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
に
、
自
ら
跋
文
を
記
し
て
い
る
。
支

考
は
、「
蕉
門
十
哲
」
の
一
人
で
、
師
で
あ
る
芭
蕉
の
遺
文
を
刊
行
す
る
ほ
か
、
独
自
の
視
点

に
よ
る
俳
論
書
も
数
多
く
残
し
た
。

　

支
考
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
近
世
に
な
っ
て
次
々
と
出
版
さ
れ
た

『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
が
、『
徒
然
草
』
の
原
文
に
出
て
く
る
人
名
や
地

名
、
難
語
や
歴
史
上
の
出
来
事
な
ど
を
解
説
す
る
、
一
般
的
な
注
釈
書
の
ス
タ
イ
ル
と
は
大
き

く
異
な
る
。
支
考
は
、『
徒
然
草
』
を
冒
頭
部
か
ら
順
に
、
自
分
自
身
の
批
評
基
準
に
よ
っ
て
、

内
容
ご
と
の
ま
と
ま
り
を
見
出
し
て
、
大
き
く
区
切
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
支
考
の
関
心
は
、『
徒
然
草
』
全
体
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
支
考
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
批
評
態
度
と
し
て
、『
徒
然
草
』
を
四
十
九
の
大
き

な
ま
と
ま
り
に
区
分
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
諷
詞
・
褒
貶
・
あ
や
か
し
・
断
絶
・
虚
実
・
変
化

な
ど
、
十
三
の
用
語
を
使
っ
て
論
評
し
た
こ
と
の
意
義
を
検
証
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
首
巻
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
の
考
察
は
首
巻
の
検
討
が
中
心

と
な
ろ
う
。

　

そ
の
う
え
で
、
支
考
が
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
に
よ
っ
て
示
し
た
、
新
し
い
『
徒
然
草
』
の
読

み
方
が
、
支
考
自
身
の
文
学
活
動
、
す
な
わ
ち
、
数
々
の
俳
諧
理
論
書
の
執
筆
や
、
複
数
の
俳

文
撰
集
の
編
纂
に
大
い
に
裨
益
し
た
こ
と
を
論
じ
た
い
。

　

支
考
は
、『
徒
然
草
』
の
文
体
や
表
現
に
、
完
成
度
の
高
い
散
文
小
品
の
可
能
性
を
見
て
取

っ
た
。
そ
こ
か
ら
、『
徒
然
草
』
と
向
き
合
い
、
思
想
の
変
化
と
展
開
性
を
把
握
す
る
読
み
方

を
提
示
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
俳
諧
ジ
ャ
ン
ル
で
、
連
句
の
付
け
合
い
の
展
開
性
を
明
確
に
分

類
す
る
方
法
論
へ
と
発
展
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
支
考
に
よ
っ
て
、『
本
朝
文

鑑
』（
一
七
一
八
年
）
や
『
和
漢
文
操
』（
一
七
二
七
年
）
な
ど
の
俳
文
撰
集
が
編
纂
さ
れ
た
の

も
、
支
考
の
文
学
世
界
に
お
け
る
『
徒
然
草
』
の
存
在
が
、
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。『
徒
然
草
』
の
役
割
は
、
ま
こ
と
に
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
構
成
に
沿
っ
て
、
支
考
に
よ
る
『
徒
然
草
』
の
新
し
い

読
み
方
を
辿
り
た
い
。
な
お
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
本
文
と
図
版
は
、
架
蔵
の
版
本
に
よ
る

が
、
適
宜
、
増
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
６
『
枕
草
子
・
徒
然
草
』（
斎
藤
清
衛
・
岸
上
慎

二
・
冨
倉
徳
次
郎
編
著
、
三
省
堂
、
昭
和
五
十
二
年
）
所
収
の
、
冨
倉
徳
次
郎
に
よ
る
解
説
付

き
の
「
翻
刻
研
究
文
献
・『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』」
も
参
照
し
た
。
以
下
、「
翻
刻
『
つ
れ
づ
れ
の
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と
、
そ
し
て
、
芭
蕉
の
十
七
回
忌
も
無
事
終
え
た
翌
年
に
『
つ
れ
つ
れ
の
讃
』
を
刊
行
し
た
と

い
う
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
歳
月
を
、
支
考
自
身
は
明
確
に
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
起
筆
の
時
期
は
正
確
に
は
不
明
だ
と
し
て
も
、
自
序
と
跋
文
は
、

芭
蕉
に
か
か
わ
る
歳
月
と
し
て
、
よ
く
照
応
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
た
い
。

　

つ
ま
り
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、『
徒
然
草
』
の
評
釈
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
に
芭

蕉
の
存
在
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
芭
蕉
と
支
考
自
身
の
深
い
繫
が
り
を
体
現
す
る
書
物

と
し
て
書
か
れ
た
と
推
測
し
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
首
巻
の
最
後
の
部
分
の
「
別
録
」
に
集
成

さ
れ
て
い
る
、
兼
好
伝
関
係
の
記
事
と
同
様
の
文
章
が
、
す
で
に
支
考
の
『
葛
の
松
原
』（
元

禄
五
年
刊
行
）
の
冒
頭
部
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
別
録
」
の
考
察
の
際
に
後
述
し
た
い
。
ち
な
み
に
、『
葛
の
松
原
』
と

い
う
書
名
は
、『
去
来
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
先
師
の
名
づ
け
給
ふ
」
も
の
だ
っ
た
。

　

支
考
が
芭
蕉
と
初
め
て
対
面
し
、
入
門
し
た
の
は
、
元
禄
三
年
で
あ
る
。
そ
の
二
年
後
に
芭

蕉
の
俳
論
書
の
嚆
矢
と
な
る
『
葛
の
松
原
』
を
刊
行
し
、
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に
『
つ
れ
づ
れ

の
讃
』
の
執
筆
を
開
始
し
た
と
い
う
の
は
、
芭
蕉
と
の
繫
が
り
が
、
着
実
に
支
考
に
反
映
し

て
、
実
を
結
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

　

支
考
と
芭
蕉
の
繫
が
り
で
言
え
ば
、『
続
猿
蓑
』
に
支
考
の
「
今
宵
賦
」
が
入
っ
て
入
る
の

は
、『
猿
蓑
』
に
芭
蕉
の
「
幻
住
庵
記
」
が
入
っ
て
い
る
こ
と
と
照
応
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。『
続
猿
蓑
』
は
編
者
不
明
と
さ
れ
る
が
、
一
説
で
は
服
部
占
圃
が
企
画
撰
定
し
た
も
の

を
芭
蕉
が
元
禄
七
年
の
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
、
伊
賀
で
支
考
と
協
議
し
修
補
し
た
と
い
う）

2
（

。

　
「
自
序
」
に
は
、
世
間
に
流
布
し
て
い
る
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
は
十
五
種
あ
る
が
、
そ
の

ど
れ
も
が
『
徒
然
草
』
の
本
質
を
摑
ん
で
い
な
い
と
支
考
が
批
判
す
る
と
、
芭
蕉
が
な
だ
め
た

こ
と
、
そ
し
て
支
考
が
自
分
の
考
え
は
他
人
に
理
解
さ
れ
ず
に
笑
わ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
千

年
後
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
言
う
と
、
芭
蕉
が
笑
っ
て
、
千
年
後
ど
こ
ろ
か
、
明
日
の
批
判

者
を
こ
そ
恐
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
芭
蕉
と
自
分
と
の
和

気
藹
々
た
る
遠
慮
の
な
い
対
話
は
、「
笑
い
」
と
い
う
点
で
、『
徒
然
草
』
最
終
段
の
、
兼
好
と

父
親
と
の
対
話
が
、
な
ご
や
か
な
「
笑
い
」
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、『
枕
草
子
』
に

描
か
れ
て
い
る
、
中
宮
定
子
と
清
少
納
言
の
笑
い
に
満
ち
た
親
密
さ
も
彷
彿
さ
せ
る
。

　

な
お
、
こ
の
「
自
序
」
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
、「
ほ
む
る
人
そ
し
る
人
、
す
べ
て
世
に
と

ど
ま
ら
ず
し
て
」
と
あ
る
の
は
、『
徒
然
草
』
第
三
十
八
段
の
「
誉
む
る
人
、
譏
る
人
、
共
に

世
に
留
ま
ら
ず
」
を
反
映
さ
せ
て
お
り
、
支
考
が
、『
徒
然
草
』
を
よ
く
読
み
込
ん
で
、
自
家

薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

讃
』」
と
略
称
す
る
場
合
が
あ
る
。

　
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、
一
般
的
な
注
釈
書
の
よ
う
に
語
釈
の
ス
タ
イ
ル
を
取
ら
ず
に
、『
徒

然
草
』
の
原
文
に
続
け
て
、
支
考
自
身
の
文
章
に
よ
る
解
説
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ

れ
ら
を
評
論
的
な
解
釈
文
と
み
な
し
て
、「
評
釈
」
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
首
巻
に
お
け
る
「
自
序
」

　

架
蔵
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
九
巻
九
冊
本
で
、
刊
記
は
「
京
都
寺
町
押
小
路
上
ル
町　

柏

屋
勘
右
衛
門　

同
勘
九
郎　

開
版
」
で
あ
る
。『
徒
然
草
』
の
序
段
か
ら
最
終
段
ま
で
の
評
釈

は
、
巻
之
一
か
ら
巻
之
八
ま
で
の
八
冊
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
番
号
が
付
さ
れ
て

い
な
い
巻
が
一
冊
あ
り
、
二
十
六
丁
か
ら
な
る
。
そ
こ
に
は
自
序
・
標
目
・
凡
例
・
大
綱
・
別

録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
首
巻
と
思
わ
れ
る）

1
（

。

　

ま
ず
最
初
に
、
首
巻
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
前
半
部
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
、
以
下
の

本
稿
で
は
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
か
ら
の
引
用
は
架
蔵
本
に
よ
り
、
適
宜
、
句
読
点
と
濁
点
を
付

し
た
。
ま
た
、
平
仮
名
に
漢
字
を
宛
て
、
漢
字
を
平
仮
名
に
す
る
な
ど
し
て
、
読
み
や
す
い
表

記
に
変
え
た
場
合
も
あ
る
。

　

首
巻
は
「
自
序
」
か
ら
始
ま
る
。「
自
序
」
は
二
丁
に
わ
た
っ
て
お
り
、
末
尾
（
二
丁
裏
）

に
、「
元
禄
戌
の
年
、
二
月
彼
岸
の
日
か
、
こ
の
つ
れ
づ
れ
の
讃
に
筆
執
り
て
、
こ
の
序
に
こ

の
時
の
笑
ひ
を
と
ゞ
む
る
も
の
也
」
と
あ
る
。【
図
版
１
】
は
、
架
蔵
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』

首
巻
「
自
序
」
の
末
尾
を
掲
げ
た
の
で
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

す
な
わ
ち
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
の
二
月
の
彼
岸
の
日
で
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
こ
の

『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
を
書
き
始
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
年
の
十
月
十
二
日
に
、
芭
蕉

は
亡
く
な
り
、
支
考
も
他
の
弟
子
た
ち
と
、
そ
の
臨
終
に
立
ち
合
っ
た
。『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』

の
第
八
巻
末
尾
に
書
か
れ
て
い
る
跋
文
は
、
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
十
月
で
あ
る
。
そ
の
前

年
の
三
月
に
、
支
考
は
芭
蕉
の
十
七
回
忌
を
京
都
の
双
林
寺
で
執
り
行
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
執
筆
と
刊
行
に
は
、
芭
蕉
の
十
七
回
忌
を
終
え
る
に
至
る
ま
で
の
歳
月

が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。

　

翻
刻
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
解
説
で
冨
倉
徳
次
郎
は
、
自
序
に
書
か
れ
て
い
る
起
稿
の
日
付

に
対
し
て
、「
跋
文
が
「
宝
永
辛
卯
十
月
日
」
の
日
付
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ

の
起
稿
が
は
た
し
て
元
禄
で
あ
る
か
か
な
り
疑
わ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
起
筆
の
日
付
と
跋

文
が
、
二
十
年
近
く
も
離
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
自
序

の
冒
頭
部
分
で
支
考
は
、「
一
と
せ
武
江
の
芭
蕉
庵
に
あ
り
て
、
先
師
と
こ
の
つ
れ
づ
れ
を
論

ず
る
に
」
と
書
い
て
お
り
、
芭
蕉
と
の
談
話
の
中
か
ら
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
が
生
ま
れ
た
こ
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⑫　

 

虚
実
…
…
虚
実
は
文
章
の
両
翼
で
あ
る
の
で
、
虚
は
実
に
、
虚
は
実
に
取
り
な
す
こ
と
を

見
極
め
よ
。

⑬　

 

変
化
…
…
以
上
の
こ
と
も
す
べ
て
、『
徒
然
草
』
の
文
章
の
変
化
と
言
え
る
。

　

①
「
起
語
」
と
、
②
「
結
語
」
は
、『
徒
然
草
』
の
冒
頭
と
末
尾
に
「
狂
」「
笑
」
の
二
字
が

あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、『
徒
然
草
』
全
体
の
輪
郭
を
明
確
に
し
て
い
る
。
十
三
種
の
用
語
の

中
で
、
と
り
わ
け
諷
詞
・
褒
貶
・
模
様
・
断
続
・
虚
実
に
力
点
を
置
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

十
三
種
類
の
用
語
は
、
大
き
く
見
れ
ば
文
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　

支
考
は
『
徒
然
草
』
の
書
法
、
す
な
わ
ち
文
章
の
書
き
方
に
着
目
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の

こ
と
か
ら
『
徒
然
草
』
の
作
品
と
し
て
の
主
眼
を
、
文
体
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三　
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
首
巻
の
「
大
綱
」
か
ら
見
た
支
考
の
批
評
態
度

　
「
凡
例
」
に
続
い
て
「
大
綱
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
批
評
態
度
を
最
初

に
明
確
化
し
て
お
く
意
図
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
大
綱
」
は
五
項
目
か
ら
な
る
。
す

べ
て
「
或
曰
」
で
始
ま
り
、
通
説
を
挙
げ
て
、
そ
れ
を
批
判
・
否
定
す
る
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ

て
い
る
。

　

第
一
項
は
、「
或
曰
、
つ
れ
づ
れ
草
は
清
少
納
言
が
枕
草
紙
に
似
た
り
と
」
と
い
う
書
き
出

し
で
あ
る
。『
徒
然
草
』
と
『
枕
草
子
』
の
類
似
性
は
、
最
初
の
『
徒
然
草
』
注
釈
書
で
あ
る

『
徒
然
草
壽
命
院
抄
』
の
冒
頭
部
分
や
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
室
町
時
代
の
歌
人
正
徹
の
歌
論
書

『
正
徹
物
語
』
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、『
徒
然
草
』
を
「
き
れ
ぎ
れ
な
る
物
と
見
な
し
て
、
つ
れ
づ
れ
を
知
ら

ぬ
か
た
の
評
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
否
定
す
る
。
つ
ま
り
、『
徒
然
草
』
の
書
き
方
は
、『
枕
草

子
』
の
よ
う
な
「
切
れ
切
れ
」
の
書
法
で
は
な
く
、
連
続
性
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
支
考

は
『
徒
然
草
』
の
「
つ
れ
づ
れ
」
を
、
連
続
性
と
し
て
の
「
連
れ
連
れ
」
と
し
て
捉
え
て
い

る
。「
つ
れ
づ
れ
」
は
長
雨
が
切
れ
目
な
く
続
く
こ
と
な
ど
、
か
ら
来
て
い
る
の
で
、
そ
の
意

味
で
は
、
む
し
ろ
、
言
葉
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　

第
二
項
で
は
、「
或
曰
、
兼
好
は
つ
ね
に
荘
老
を
好
め
る
人
な
り
と
」
と
書
き
出
し
て
、「
是

は
兼
好
を
知
ら
ぬ
か
た
の
評
な
る
べ
し
」
と
否
定
す
る
。
支
考
に
よ
れ
ば
、
荘
子
や
老
子
が
自

分
の
道
を
一
筋
に
立
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、
兼
好
は
「
矯
世
憤
俗
の
意
地
」
は
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
文
筆
の
間
に
紛
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
荘
老
と
は
異
な
る
と
し
て
い
る
。
林

羅
山
が
著
し
た
『
徒
然
草
』
の
注
釈
書
『
野
槌
』
に
、
兼
好
は
「
荘
老
の
道
を
も
う
か
が
ふ
と

見
え
た
り
」
と
あ
り
、
ま
た
兼
好
は
「
世
俗
を
い
き
ど
ほ
り
」
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
兼
好

二　

 『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
首
巻
の
「
標
目
」
と
「
凡
例
」
に
見
る
支
考
の 

画
期
性

　
「
自
序
」
の
次
に
は
「
標
目
」
が
書
か
れ
て
い
る
（
三
丁
表
〜
五
丁
裏
）。「
標
目
」
は
目
次

を
兼
ね
る
。『
徒
然
草
』
全
段
を
第
一
巻
か
ら
第
八
巻
ま
で
に
収
め
、
通
行
の
章
段
区
分
を
支

考
が
新
た
に
区
切
り
直
し
、
ま
と
ま
り
ご
と
に
内
容
を
凝
縮
し
た
漢
字
四
文
字
の
題
名
を
付
け

て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
新
し
い
工
夫
で
あ
り
、『
徒
然
草
』
の
読
み
方

と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
標
目
」
を
一
覧
す
る
と
、
支

考
が
『
徒
然
草
』
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
、
お
お
よ
そ
の
こ
と
が
が
わ
か

る
。【
図
版
２
】
に
は
「
標
目
」
の
第
一
巻
と
第
二
巻
を
掲
げ
た
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

　

次
の
「
凡
例
」
は
、
い
わ
ば
、『
徒
然
草
』
に
対
す
る
支
考
独
自
の
「
分
析
批
評
用
語
」
の

一
覧
・
解
説
で
あ
る
。
十
三
種
の
用
語
を
掲
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
解
説
し
て
い
る
。
第

一
巻
か
ら
第
八
巻
で
展
開
す
る
『
徒
然
草
』
批
評
を
理
解
す
る
た
め
の
、
キ
ー
ワ
ー
ド
集
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
便
宜
上
、
通
し
番
号
を
付
け
て
、
各
用
語
の
主
旨
を
要
約
し
て
み
た
。

①　

 

起
語
…
…
序
段
の
「
物
ぐ
る
ほ
し
け
れ
」
に
注
目
し
て
、「
狂
」
を
文
章
の
楔
、
結
節
点

と
す
る
。

②　

 

結
語
…
…
最
終
段
の
「
笑
」
は
、「
言
語
の
至
極
」
を
笑
い
、「
言
語
不
到
」
を
笑
っ
た
と

す
る
。

③　

 

趣
意
…
…
「
趣
」
は
お
も
む
き
、「
意
」
は
作
者
の
本
意
。『
徒
然
草
』
は
そ
の
両
方
か
ら

な
る
。

④　

 

諷
詞
…
…
作
者
が
思
う
こ
と
を
、
間
接
的
に
述
べ
る
態
度
。

⑤　

 

褒
貶
…
…
章
段
末
尾
に
注
意
し
て
、
作
者
の
褒
め
譏
り
を
判
断
せ
よ
。

⑥　

 

賊
意
…
…
「
賊
意
」
は
禅
語
。
概
ね
老
荘
の
考
え
で
あ
り
、
譏
っ
て
褒
め
る
こ
と
も
あ
る

と
心
得
よ
。

⑦　

 

模
様
…
…
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
文
体
・
内
容
の
千
変
万
化
を
意
識
し
て
、
読
む
こ
と
。

⑧　

 

あ
や
か
し
…
…
儒
仏
老
荘
に
似
せ
た
文
章
上
の
方
便
。
聖
賢
は
人
を
迷
わ
す
の
で
、
自
分

で
悟
れ
。

⑨　

 

ち
ら
し
…
…
筆
の
す
さ
み
と
し
て
、
前
後
の
内
容
の
間
を
、
和
ら
げ
た
も
の
。

⑩　

 

遁
場
…
…
故
人
の
言
葉
を
借
り
て
、
み
ず
か
ら
の
言
い
訳
を
書
く
こ
と
。

⑪　

 

断
続
…
…
続
く
と
こ
ろ
と
断
絶
す
る
と
こ
ろ
の
見
極
め
が
、
大
切
で
あ
る
。
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て
い
る
の
で
は
な
く
、
時
に
よ
っ
て
「
好
悪
」
が
変
化
す
る
。
兼
好
が
『
徒
然
草
』
を
執
筆
し

た
の
は
、
世
間
の
人
々
に
教
訓
を
示
す
た
め
で
は
な
か
っ
た
。『
徒
然
草
』
を
和
歌
の
詠
作
の

た
め
に
読
む
人
た
ち
が
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
そ
の
た
め
の
注
釈
書
で

は
な
く
、『
徒
然
草
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
読
む
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

『
徒
然
草
』
を
誉
め
た
り
け
な
し
た
り
し
て
心
に
と
ど
め
る
の
は
、『
徒
然
草
』
を
本
当
に
読
ん

だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
支
考
の
考
え
が
「
大
綱
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、『
徒
然
草
』
を
歌
書
と
し
て
読
む
読
み
方
が
あ
っ
た
こ
と
は
、『
去
来
抄
』
に
、「
か

の
徒
然
草
は
、
あ
つ
め
書
の
部
に
成
り
て
、
歌
書
の
内
に
入
ら
ず
と
か
や
。
思
ふ
べ
し
」
と
あ

る
こ
と
が
参
考
に
な
る）

3
（

。
つ
ま
り
、『
徒
然
草
』
は
歌
人
が
読
む
べ
き
書
物
と
言
っ
て
も
よ
い

の
だ
が
、
雑
多
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
歌
書
の
部
類
で
は
な
く
、
雑
書
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
残
念
で
あ
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
支

考
は
、
そ
も
そ
も
『
徒
然
草
』
は
歌
書
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
支
考
の
独
自
性

が
窺
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
大
綱
」
に
は
、『
徒
然
草
』
に
対
す
る
支
考
の
新
し
い
読
み
方
が
、
明
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
、
通
説
の
否
定
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
に
、
支
考

の
奇
抜
な
発
想
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
否
定
す
る
だ
け
は
、
新
し
い
読
み
方
と
は
言
え
な
い
。

支
考
の
場
合
は
、
ま
ず
第
一
項
で
、
今
ま
で
に
な
い
、
連
続
的
な
読
み
方
を
提
示
し
た
こ
と

に
、
新
し
さ
が
あ
る
。
首
巻
以
後
、
巻
之
一
か
ら
巻
之
八
ま
で
、『
徒
然
草
』
の
全
章
段
を
再

検
討
し
て
区
切
り
直
す
と
い
う
、
大
規
模
な
方
向
転
換
が
図
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
支
考
は
兼
好

伝
資
料
の
集
成
も
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

四　
『
つ
れ
つ
れ
の
讃
』
首
巻
の
「
別
録
」
に
掲
載
さ
れ
た
兼
好
伝
資
料

　

首
巻
全
二
十
六
丁
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
「
別
録
」
は
そ
の
後
半
を
占
め
、「
兼
好
伝
資

料
集
成
」
と
も
い
う
べ
き
、
充
実
し
た
資
料
集
で
あ
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
資
料
は
、

『
園
太
暦
』『
吉
野
拾
遺
』『
和
歌
難
波
津
』『
正
徹
物
語
』『
落
書
露
顕
』『
草
庵
集
』『
崑
玉
集
』

『
寂
寞
草
附
考
』、
お
よ
び
伊
賀
国
の
「
兼
好
の
石
碑
図
」
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ま
と
ま

っ
た
兼
好
伝
資
料
の
一
覧
は
、
支
考
の
『
徒
然
の
讃
』
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
な
資
料
集
成
と
い
う
点
で
、
一
脈
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
林
羅
山
に
よ

る
『
徒
然
草
』
注
釈
書
の
『
野
槌
』
冒
頭
部
に
、
序
文
・
卜
部
系
図
に
続
い
て
、
勅
撰
和
歌
集

に
入
集
し
た
兼
好
の
和
歌
、
お
よ
び
兼
好
自
讃
歌
と
伝
兼
好
歌
を
集
成
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。

　

さ
て
、『
つ
れ
つ
れ
の
讃
』
の
首
巻
「
別
録
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
園
太
暦
』
の
記
事
は
、

観
を
か
す
め
つ
つ
も
、
兼
好
が
そ
れ
ら
の
こ
と
を
ま
ぎ
ら
わ
し
て
書
い
て
い
る
と
い
う
点
を
強

調
し
て
い
る
。
支
考
は
、
羅
山
が
『
徒
然
草
』
か
ら
摘
出
し
た
世
俗
を
憤
る
よ
う
な
「
矯
世
憤

俗
の
意
地
」
を
、『
徒
然
草
』
の
文
章
の
中
で
は
紛
ら
わ
せ
て
書
く
書
法
に
こ
そ
、
兼
好
な
ら

で
は
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
項
は
、「
或
曰
、
つ
れ
づ
れ
草
の
趣
は
世
の
教
へ
な
り
、
人
の
戒
め
な
り
と
」
と
い
う

説
を
俎
上
に
載
せ
て
、「
是
は
虚
実
を
知
ら
ぬ
か
た
の
評
な
る
べ
し
」
と
批
判
す
る
。
支
考
に

よ
れ
ば
兼
好
は
好
悪
を
定
め
ず
に
、
世
の
中
の
あ
り
方
や
人
々
の
態
度
を
あ
る
が
ま
ま
に
、
書

き
留
め
て
お
り
、「
乗
筏
の
一
歎
息
」
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
譬
え
は
、『
論
語
』
公
冶

長
篇
の
「
道
行
か
ず
、
筏
に
乗
り
て
海
に
行
か
ん
」
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

支
考
は
、
世
の
中
が
あ
る
べ
き
状
態
を
取
っ
て
い
な
い
以
上
は
、
そ
れ
を
是
正
す
る
よ
う
な
積

極
的
・
建
設
的
な
態
度
を
取
ら
ず
に
、
世
俗
か
ら
離
れ
て
超
然
と
し
た
生
き
方
を
兼
好
が
し
て

い
る
と
理
解
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
兼
好
が
世
間
の
人
々
を
教
誡
す
る
た
め
に
『
徒
然

草
』
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
四
項
で
は
、「
或
曰
、
つ
れ
づ
れ
草
は
歌
書
の
読
み
癖
あ
り
と
」
と
い
う
説
を
否
定
し
て
、

『
徒
然
草
』
は
、
歌
学
書
で
は
な
い
と
言
う
。
支
考
は
、
こ
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
俗
語
を

多
く
使
っ
て
お
り
、『
徒
然
草
』
を
和
歌
の
詠
作
の
た
め
に
読
む
よ
う
な
、
身
分
の
高
い
人
々

向
け
の
解
説
書
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
歌
学
の
た
め
で
は
な
く
、『
徒
然
草
』
に
書
か

れ
た
通
り
に
読
ん
で
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
と
い
う
の
が
、
支
考
の
考
え
で
あ
る
。

　

第
五
項
は
、「
或
曰
、
兼
好
に
艶
書
の
沙
汰
あ
り
て
、
古
今
の
注
者
も
明
ら
か
成
ら
ず
と
」

と
述
べ
て
、
こ
の
こ
と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。「
艶
書
の
沙
汰
」
と
は
、『
太
平

記
』
巻
二
十
一
に
、
兼
好
が
高
師
直
に
頼
ま
れ
て
、
塩
谷
判
官
の
妻
に
恋
文
を
書
い
た
が
見
向

き
も
さ
れ
ず
、
高
師
直
か
ら
叱
責
さ
れ
た
話
を
指
す
。
こ
の
話
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い

う
点
で
諸
説
あ
る
が
、
正
解
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
一
生
過
錯｣

と
か
、「
物
我

相
忘
」
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
儒
教
や
仏
教
の
観
点
か
ら
力
み
過
ぎ
の
解
釈
で
あ
る

と
、
支
考
は
述
べ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
前
者
は
朱
子
学
者
の
林
読
耕
斎
が
著
し
た
『
本
朝
遯

史
』（
一
六
四
四
年
刊
）
に
お
け
る
兼
好
評
で
あ
り
、
後
者
は
元
政
上
人
の
『
扶
桑
隠
逸
伝
』

（
一
六
四
四
年
刊
）
に
書
か
れ
て
い
る
兼
好
評
で
あ
る
。
兼
好
は
人
々
か
ら
の
評
価
の
是
非
に

か
か
わ
ら
ず
、
自
在
な
心
で
生
き
た
と
い
う
の
が
、
支
考
の
兼
好
観
で
あ
る
。

　

以
上
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の｢

大
綱
」
五
項
目
を
要
約
し
て
み
た
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、

支
考
は
従
来
の
『
徒
然
草
』
諸
注
に
対
し
て
、
大
い
に
批
判
的
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
『
徒
然

草
』
解
釈
を
述
べ
る
た
め
に
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
を
執
筆
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。『
徒
然

草
』
は
個
別
の
章
段
が
集
ま
っ
た
だ
け
の
作
品
で
は
な
く
、
そ
こ
に
統
一
的
に
繋
が
り
が
あ
る

の
だ
か
ら
連
続
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
が
、
あ
る
一
つ
の
価
値
観
や
考
え
方
に
よ
っ
て
一
貫
し
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行
し
た
こ
と
自
体
も
、
芭
蕉
と
繫
が
る
歳
月
の
現
前
を
求
め
た
と
同
時
に
、
俳
諧
を
学
ぶ
人
々

に
、
多
彩
な
文
学
の
あ
り
方
を
示
す
副
読
本
と
し
て
の
役
割
を
持
た
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
い
。

　

さ
て
、「
別
録
」
の
最
後
に
あ
た
る
二
十
六
丁
表
に
は
「
石
碑
の
図
」
が
掲
げ
ら
れ
、
二
十

六
丁
裏
に
は
石
碑
の
説
明
が
書
か
れ
て
い
る
。
架
蔵
本
の
当
該
箇
所
を
【
図
版
３
】
に
載
せ
た

の
で
、
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

こ
の
石
碑
の
図
と
ほ
ぼ
同
じ
図
が
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
よ
り
も
早
い
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
、

閑
寿
の
『
兼
好
諸
国
物
語
』（
一
七
〇
六
年
刊
）
に
見
え
る
が
、
そ
こ
で
は
、『
つ
れ
づ
れ
の

讃
』
の
図
の
後
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、「
気
牟
古
牟
塚
」、
す
な
わ
ち
、「
け
む
こ
む
塚
＝

け
ん
こ
う
塚
＝
兼
好
塚
」
と
い
う
呼
称
を
含
む
説
明
文
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
翻
刻

『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
で
は
石
碑
の
図
と
と
も
に
、「
け
む
こ
む
塚
」
の
説
明
文
も
翻
刻
さ
れ
て
い

る
が
、「
気
牟
古
牟
塚
」
が
、「
気
年
古
年
塚
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
「
年
」
で
は
な
く

「
牟
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、｢

月
日
は
猶
」
で
は
な
く
、「
月
日
今
猶
」
で
あ
る
な
ど
、

翻
字
の
誤
り
が
あ
る
。
以
下
に
こ
の
説
明
文
の
翻
刻
と
そ
の
読
み
下
し
文
を
掲
げ
る
の
で
、

【
図
版
３
】
の
左
側
と
併
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
以
下
の
部
分
に
は
句
読
点

を
付
し
て
、
読
み
や
す
く
し
た
。

　

右
之
碑
石
者ハ

、
在リ
二

伊
賀
国
国
見
山ノ

之
麓
、
田タ

奈ナ

保ホ

村ニ
一

。
俗ニ
ハ

称ス
二

気ケ

牟ム

古コ

牟ム

塚ト
一

也
。

年
号
月
日
、
今
猶
明
也
。
但シ

古ノ

田
井ノ

庄
、
今
、
呼
称ス
ル二

田
奈
保ト
一

者
乎
。

　
（
右
の
碑
石
は
、
伊
賀
国
国
見
山
の
麓
、
田
奈
保
村
に
在
り
。
俗
に
は
気
牟
古
牟
塚
と

称
す
也
。
年
号
月
日
、
今
猶
明
ら
か
也
。
但
し
古
へ
の
田
井
庄
、
今
は
田
奈
保
と
称
す
る

か
。）

　

支
考
が
伊
賀
田
奈
保
（「
田
奈
保
」
は
、
種
生
・
た
な
お
・
た
ね
お
、
な
ど
と
と
も
書
か
れ

る
）
に
あ
っ
た
と
い
う
「
兼
好
の
墓
」
あ
る
い
は
「
兼
好
の
塚
」
を
実
際
に
訪
れ
て
い
る
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
芭
蕉
と
同
じ
く
伊
賀
出
身
で
、
芭
蕉
の
弟
子
で
あ
る
服
部
土
芳
の

『
蓑
虫
庵
集
』
を
読
む
と
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
八
月
十
五
夜
に
、
兼
好
塚
を
訪
れ

て
い
る）

5
（

。
芭
蕉
も
、
伊
賀
国
の
名
所
な
ど
を
知
ら
せ
る
弟
子
へ
の
書
簡
の
中
で
、｢

塚
」
の
筆

頭
に
「
兼
好
塚
」
を
挙
げ
て
い
る）

6
（

。

　

以
上
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
九
巻
九
冊
の
中
で
、
唯
一
、
巻
の
番
号
が
付
い
て
い
な
い
首
巻

の
全
体
を
概
観
し
て
き
た
。「
自
序
」
で
は
、
こ
の
書
物
の
執
筆
の
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
が
、

江
戸
の
芭
蕉
庵
で
の
先
師
芭
蕉
と
の
『
徒
然
草
』
問
答
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
、『
徒

然
草
』
の
新
し
い
読
み
方
を
自
負
し
、
そ
の
背
後
に
は
芭
蕉
の
暗
黙
の
公
認
が
あ
る
こ
と
を
含

六
丁
余
り
で
分
量
が
多
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
人
々
は
、
兼
好
の
生
涯
を
か
な
り
詳
し

く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
兼
好
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事

跡
は
、
す
べ
て
『
園
太
暦
』
の
欠
落
部
分
の
年
月
日
に
な
っ
て
お
り
、
現
代
の
『
徒
然
草
』
研

究
に
お
い
て
は
、
偽
書
『
園
太
暦
』
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
江
戸
時
代
に
芭
蕉
が
書

写
し
た
観
応
元
年
二
月
三
日
条
が
現
存
し
て
い
る）

4
（

。
兼
好
が
伊
賀
で
病
没
し
た
と
い
う
『
園
太

暦
』
の
記
事
は
、
伊
賀
出
身
の
芭
蕉
に
と
っ
て
、
貴
重
な
記
録
だ
っ
た
ろ
う
。

　
「
別
録
」
の
中
で
、
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、『
崑
玉
集
』
か
ら
の
抜
粋
記
事
に
、
次
の

よ
う
な
箇
所
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

頓
阿
法
師
は
風
月
の
情
に
過
ぎ
た
る
法
師
と
て
、
兼
好
・
浄
弁
な
ど
は
諫
め
た
り
と
か

や
。
兼
好
な
ど
の
心
ざ
し
、
ま
こ
と
の
法
心
者
と
覚
ゆ
。

　

こ
れ
は
、
頓
阿
の
態
度
が
風
流
過
ぎ
る
と
言
っ
て
、
兼
好
と
浄
弁
が
批
判
し
た
と
い
う
話
で

あ
る
が
、
仏
道
者
と
し
て
の
兼
好
の
真
面
目
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
文
と
よ
く
似
た
文
章
が
、
先
ほ
ど
も
少
し
触
れ
た
『
葛
の
松
原
』
の
二

番
目
に
書
か
れ
て
い
る
。
芭
蕉
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
の
句
の
成
立
事
情
を
記
す

場
面
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
頓
阿
法
師
は
風
月
の
情
に
過
ぎ
た
り
と
て
、
兼

好
・
浄
弁
の
諫
め
給
へ
る
と
か
や
。
誠
に
殊
勝
の
友
な
り
」
と
い
う
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
歌
人
と
し
て
の
あ
り
方
の
是
非
を
問
題
に
し
て
お
り
、
仏
道
者
と
し
て
の
側
面
を
問

題
と
す
る
と
言
う
よ
り
は
、
和
歌
の
詠
作
態
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
文
脈
に
な
っ
て
い

る
。『
葛
の
松
原
』
は
、『
日
本
俳
書
大
系
』
第
四
巻
（
大
正
十
五
年
）
に
よ
る
。

　
『
葛
の
松
原
』
は
、
芭
蕉
の
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
唯
一
の
蕉
門
俳
論
で
あ
り
、
支
考
が
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
刊
行
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）。
こ
れ
は
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』（
一
六

九
四
年
自
序
、
一
七
一
一
年
刊
行
）
と
比
べ
て
も
早
い
時
期
で
あ
る
が
、『
葛
の
松
原
』
に
す

で
に
こ
の
一
文
が
出
て
い
る
こ
と
は
、
芭
蕉
と
そ
の
門
人
た
ち
の
間
で
、
頓
阿
が
風
流
心
を
持

ち
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
評
が
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
葛
の
松
原
』
で
は
、
芭
蕉
が

晩
春
の
頃
、「
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
と
い
う
句
が
思
い
浮
か
ん
で
、
其
角
が
「
山
吹
や
」
と

付
け
た
が
、
芭
蕉
は
「
古
池
や
」
と
付
け
て
、
こ
れ
で
句
が
決
ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
『
葛
の
松
原
』
で
は
あ
く
ま
で
も
、「
古
池
や
」
の
名
句
誕
生
秘
話
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
頓

阿
・
兼
好
・
浄
弁
の
三
人
の
歌
人
が
登
場
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
交
え
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
点

で
あ
る
。
支
考
は
、
後
に
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
を
ま
と
め
る
際
に
、
こ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出

し
て
、
兼
好
伝
の
一
資
料
と
し
て
掲
載
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
徒
然
草
』
と
俳
諧
の

親
和
性
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
支
考
が
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
を
執
筆
刊
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四
十
二
段
ま
で
を
二
区
分
と
し
、
最
終
段
で
あ
る
第
二
百
四
十
三
段
を
、「
結
語
」
と
し
て
独

立
さ
せ
た
。　

　

翻
刻
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
解
説
で
、
冨
倉
徳
次
郎
は
、「
私
は
彼
の
徒
然
草
注
解
は
、
多

分
に
そ
の
形
態
や
、
文
章
上
の
技
法
に
つ
い
て
の
関
心
が
大
き
く
、
そ
の
点
で
は
す
ぐ
れ
た
見

解
を
見
せ
て
い
る
と
思
う
が
、
一
面
そ
の
内
容
理
解
、
こ
と
に
兼
好
の
持
つ
思
想
的
な
も
の
に

つ
い
て
の
理
解
は
、
さ
ま
で
深
い
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
つ
つ
、
そ
の
一

方
で
、「
し
か
し
ま
た
そ
れ
に
反
し
て
、
兼
好
の
人
が
ら
に
つ
い
て
の
理
解
は
な
か
な
か
に
深

い
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
風
流
の
隠
者
』
と
し
て
の
兼
好
を
よ
く
理
解
し
、
し
た
が
っ
て

こ
の
書
を
単
な
る
教
誡
の
書
と
見
る
見
方
か
ら
は
全
く
解
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
も
述

べ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
、
支
考
が
最
も
工
夫
し
、
独
自
性
を
発
揮
し
て
い
る
の
は
、「
章
段
間
の
連
続
性

の
発
見
」
で
あ
る
。
支
考
が
実
行
し
た
、
数
段
か
ら
長
く
は
十
数
段
に
も
及
ぶ
、
章
段
の
再
統

合
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
検
討
こ
そ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。『
徒
然
草
』
の
序
段
と
最
終
段
を

除
く
中
間
部
は
、
合
計
二
百
四
十
二
段
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
考
は
四
十
八
区
分
に
統
合
し
た
。

支
考
が
ど
こ
ま
で
を
連
続
章
段
と
認
識
し
、
ど
こ
か
ら
を
異
な
る
連
続
性
の
出
発
点
と
見
て
い

る
か
、
こ
の
点
が
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
要
で
あ
る
。
以
下
の
考
察
で
は
、
支
考
に
よ
る
章
段

の
再
区
分
が
適
切
で
あ
る
か
、
ま
た
、
ひ
と
ま
と
ま
り
ご
と
の
漢
字
四
字
の
題
名
が
、
内
容
に

即
し
て
い
る
か
、
と
い
う
二
点
を
中
心
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
書
き
方
は
、
他
の
一
般
的
な
注
釈
書
と
異
な
り
、
語
釈
や
人
名
・
地

名
な
ど
の
解
説
は
付
け
ず
に
、
支
考
の
考
え
や
感
想
を
述
べ
る
ス
タ
イ
ル
で
一
貫
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
支
考
の
文
章
を
「
注
釈
」
と
呼
ば
ず
に
、「
評
釈
」
と
呼
称
し
て

き
た
。
支
考
は
、
個
々
の
章
段
に
対
す
る
評
釈
で
、「
注
曰
」「
讃
曰
」「
弁
曰
」
な
ど
の
言
葉

を
立
て
て
、
評
釈
を
進
め
て
い
る
。『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
第
一
巻
か
ら
第
八
巻
は
、
こ
の
四

十
八
区
分
の
そ
れ
ぞ
れ
を
一
段
と
数
え
て
番
号
を
振
っ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
ば
第
一
巻
の

「
起
語
」
に
続
く
最
初
の
区
分
を｢

第
一
段
」、
以
下
、
統
合
的
な
区
分
を
順
に
、
第
二
段
、
第

三
段
、
第
四
段
と
命
名
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
現
行
の
章
段
番
号
と
紛
れ
や
す
く
、

や
や
わ
か
り
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
新
区
分
に
よ
る
章
段
番
号
は
、《　

》
に

入
れ
て
、
た
と
え
ば
《
第
一
段
》、《
第
二
段
》
と
記
述
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
「
起
語
」（
序
段
）
は
、「
注
曰　

此
段
は
序
分
也
」
と
始
ま
る
。
そ
れ
に
続
け
て
、『
徒
然

草
』
の
諸
注
は
す
べ
て
「
文
字
の
論
に
し
て
、
つ
れ
づ
れ
の
趣
意
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
書

い
て
、
そ
れ
ま
で
の
注
釈
書
が
、｢

文
字
の
論
」、
す
な
わ
ち
「
語
釈
」
に
力
点
を
置
い
て
い
る

の
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
作
者
で
あ
る
兼
好
は
、
何
の
当
て
も
な
く
書
い
て
い
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
俗
に
言
う｢

卑
下
自
慢
」（
翻
刻
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
で
「
昇
下

ま
せ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
支
考
と
芭
蕉
の
交
流
を
、
主
に
堀
切
実
『
支
考
年
譜
考
証
』（
早
大
俳
諧
研
究
会

年
報
第
一
集
、
笠
間
書
院
、
一
九
六
九
年
）
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、
略
記
し
て
み
よ
う
。
支

考
は
、
元
禄
三
年
に
芭
蕉
の
弟
子
と
な
り
、
元
禄
五
年
に
は
、
芭
蕉
の
足
跡
を
辿
っ
た
『
葛
の

松
原
』
を
刊
行
し
た
。
こ
の
中
で
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
芭
蕉
の
「
古
池
や
」
の
句
の
生

成
過
程
を
紹
介
し
、
頓
阿
に
対
す
る
兼
好
・
浄
弁
の
批
評
を
書
き
留
め
て
い
る
。
元
禄
七
年
九

月
に
は
、
芭
蕉
と
伊
賀
で
合
流
し
、
大
坂
へ
の
旅
に
同
行
す
る
。
同
年
十
月
、
逗
留
中
の
大
坂

で
芭
蕉
の
病
状
が
悪
化
し
、
十
月
十
日
に
、
支
考
は
芭
蕉
の
遺
書
を
代
筆
す
る
。
十
二
日
に
芭

蕉
が
死
去
す
る
と
、
支
考
ら
門
人
た
ち
が
滋
賀
大
津
の
義
仲
寺
に
、
芭
蕉
を
埋
葬
し
た
。
芭
蕉

没
後
の
支
考
は
、
三
回
忌
・
七
回
忌
・
十
三
回
忌
・
十
七
回
忌
・
二
十
三
回
忌
、
そ
し
て
享
保

十
年
（
一
七
二
五
）
に
は
芭
蕉
の
三
十
三
回
忌
を
成
し
遂
げ
て
い
る
。
そ
の
六
年
後
、
享
保
十

六
年
（
一
七
三
一
）
二
月
七
日
、
支
考
は
故
郷
岐
阜
で
六
十
七
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
支
考

は
、
芭
蕉
の
没
後
、
各
地
へ
の
俳
諧
行
脚
に
よ
っ
て
、
蕉
風
誹
諧
を
広
め
、
数
多
く
の
俳
論
書

を
刊
行
し
、
俳
文
撰
集
も
刊
行
し
た
。
支
考
が
い
か
に
芭
蕉
の
人
と
文
学
に
傾
倒
し
、
そ
の
伝

播
に
努
め
た
か
が
わ
か
る
。

　

そ
の
よ
う
な
支
考
の
人
生
に
お
い
て
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
執
筆
と
刊
行
が
、
ど
の
よ
う

な
意
味
と
意
義
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
か
。
次
節
で
は
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
第
一
巻
を
中

心
に
、
支
考
の
批
評
精
神
あ
ふ
れ
る
『
徒
然
草
』
論
を
概
観
し
て
み
た
い
。

五　
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
に
見
る
支
考
の
批
評
的
読
解

　

支
考
は
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
第
一
巻
か
ら
第
八
巻
ま
で
に
わ
た
り
、『
徒
然
草
』
の
全
段

を
順
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
第
一
巻
は
、
序
段
か
ら
第
十
八
段
ま
で
を
収
め
る
。
序
段
は
、
こ

れ
だ
け
を
独
立
さ
せ
て
、「
起
語
」
と
命
名
し
、
以
下
、
現
行
の
第
一
段
か
ら
第
十
八
段
ま
で

を
、
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
十
一
の
区
分
に
分
け
て
、
そ
れ
そ
れ
に
漢
字
四
字
に
よ
る
題
を

付
け
て
い
る
。

　

以
下
、
第
二
巻
は
、
現
行
の
第
十
九
段
か
ら
第
五
十
七
段
ま
で
を
、「
四
季
観
相
」「
古
今
一

巻
」「
文
対
前
実
」「
生
死
到
来
」「
文
対
後
虚
」「
老
病
迅
速
」「
不
断
不
続
」
の
七
区
分
と
す

る
。
第
三
巻
は
、
現
行
の
第
五
十
八
段
か
ら
第
九
十
段
ま
で
を
、
四
区
分
と
す
る
。
第
四
巻

は
、
現
行
の
第
九
十
一
段
か
ら
第
百
三
十
六
段
ま
で
を
七
区
分
と
す
る
。
第
五
巻
は
、
現
行
の

第
百
三
十
七
段
か
ら
第
百
八
十
二
段
ま
で
を
八
区
分
し
、
第
六
巻
は
、
現
行
の
第
百
八
十
三
段

か
ら
第
二
百
十
四
段
ま
で
を
五
区
分
、
第
七
巻
は
、
現
行
の
第
二
百
十
五
段
か
ら
第
二
百
三
十

七
段
ま
で
を
、
や
は
り
五
区
分
と
す
る
。
第
八
巻
は
、
現
行
の
第
二
百
三
十
八
段
か
ら
第
二
百
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一
転
し
て
、
丁
寧
に
前
を
注
し
た
る
也
」
と
評
釈
す
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、『
源
氏
物
語
』
で

薫
の
大
将
は
ま
こ
と
の
色
好
み
、
匂
宮
は
好
き
人
と
い
う
こ
と
を
、
兼
好
が
思
い
合
わ
せ
て
書

い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
推
測
は
、
林
羅
山
の
『
野
槌
』
に
も
、
北
村
季
吟
の
『
徒
然
草
文
段

抄
』
に
も
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
支
考
の
読
み
方
の
独
自
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
第
三
段
末
尾
の

「
讃
曰
」
で
、「
第
一
は
虚
に
し
て
、
帝
の
御
位
を
ほ
め
な
し
、
第
二
は
実
に
し
て
聖
代
の
淳
朴

を
し
め
す
」
と
総
括
し
た
う
え
で
、
こ
の
段
は
「
お
も
ひ
も
よ
ら
ぬ
好
色
の
二
字
に
人
の
心
を

動
か
す
」
点
で
、「
人
間
第
一
の
迷
」
を
説
き
出
す
「
工
夫
」
に
感
じ
入
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
と
こ
ろ
に
、
支
考
に
よ
る
『
徒
然
草
』
の
文
章
批
評
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
「《
第
四
段
》　

後
世
不
忘
一
章
」
は
、
第
四
段
の
評
釈
で
あ
る
。「
後
世
不
忘
」
と
い
う
題
名

は
、
第
四
段
の
書
き
出
し
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
、
的
確
明
瞭
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
第

一
段
以
来
の
書
き
方
に
触
れ
な
が
ら
、「
帝
よ
り
公
家
殿
上
の
あ
り
さ
ま
、
今
は
や
る
好
色
の

よ
し
あ
し
な
ど
、
ち
ら
と
こ
の
段
に
法
語
を
説
き
出
し
た
る
」
こ
と
を
誉
め
、
こ
の
段
が
「
殊

に
短
語
の
文
法
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
第
四
段
は
、｢

後
の
世
の
事
、
心

に
忘
れ
ず
、
仏
の
道
、
疎
か
ら
ぬ
、
心
憎
し
」
と
い
う
、
短
い
一
文
だ
け
の
段
で
あ
る
。

　

文
章
表
現
の
短
さ
に
注
目
し
た
支
考
は
、
同
時
に
、
俳
諧
の
五
・
七
・
五
と
い
う
極
め
て
短

い
定
型
を
も
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
章
の
書
き
方
と
し
て
の

「
文
章
法
」
を
つ
ね
に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
『
徒
然
草
』
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
支
考
は
、
後
に
、

｢

仮
名
詩
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
創
作
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
漢
詩
」
に
対
応
す
る
押
韻
ス
タ

イ
ル
で
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
散
文
に
対
す
る
韻
文
ジ
ャ
ン
ル
の
拡
大
を
視
野
に
収
め
て

実
践
し
た
支
考
の
文
学
精
神
の
根
底
に
は
、『
徒
然
草
』
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
の
可
能
性

を
読
み
取
っ
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
そ
の

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ち
な
み
に
、
押
韻
ス
タ
イ
ル
の
詩
と
い
う
こ
と
で
は
、
昭
和
の
時
代

の
戦
後
に
、
中
村
真
一
郎
・
加
藤
周
一
・
福
永
武
彦
た
ち
に
よ
る
「
マ
チ
ネ
・
ポ
エ
テ
ィ
ク
」

が
あ
っ
た
。

　

以
上
見
て
き
た
冒
頭
部
に
対
す
る
評
釈
は
、
江
戸
時
代
以
来
、
現
代
も
通
行
し
て
い
る
章
段

区
分
そ
の
ま
ま
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
後
の
「《
第
五
段
》　

自
己
発
心
一
章
」、「《
第

六
段
》　

妻
子
為
累
一
章
」、「《
第
七
段
》　

生
者
必
滅
一
章
」
ま
で
は
現
行
の
章
段
区
分
と
対

応
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、「《
第
八
段
》　

色
欲
自
警
一
章
」
に
な
る
と
、
第
八
段
と
第
九
段
を

ま
と
め
て
一
段
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
一
章
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
不
審
で
あ
る

が
、
林
羅
山
の
『
野
槌
』
も
現
行
の
第
八
段
と
第
九
段
を
ま
と
め
て
一
段
と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
段
の
標
題
に
「
自
警
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
自
警
」
と
い
う
言
葉
は
、『
野
槌
』
の
注
釈
、
お
よ
び
そ
れ
を
踏
襲
し
て

自
慢
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
誤
植
）
で
あ
っ
て
、「
殊
の
外
、
一
段
一
段
に
次
第
あ
る
事
也
。

断
続
虚
実
の
文
法
は
、
殊
に
つ
れ
づ
れ
の
趣
な
る
事
を
知
る
べ
し
」
と
主
張
す
る
。
次
い
で

「
讃
に
曰
」
で
、
支
考
は
、
言
語
と
文
章
の
関
係
性
を
、「
言
語
は
本
よ
り
実
態
な
け
れ
ば
」

「
先
は
文
章
の
変
化
也
」
と
規
定
す
る
。
支
考
は
、
自
分
自
身
の
『
徒
然
草
』
読
解
の
基
盤
は
、

「
文
章
の
変
化
」
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
が
眼
目
で
あ
る
。

　

次
に
「《
第
一
段
》　

諷
詞
有
虚
一
章
」
は
、『
徒
然
草
』
の
第
一
段
を
、「
諷
詞
有
虚
」
と
命

名
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
一
章
」
と
あ
る
の
は
、「
諷
詞
有
虚
」
の
段
は
、
一
つ
だ
け
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
注
曰
」
は
、
現
行
の
第
一
段
を
四
節
に
細
分
し
て
、
順
に
評
釈
す
る
。

第
一
節
は
「
い
で
や
此
世
に
生
ま
れ
て
は
」
か
ら
「
い
と
口
を
し
」
ま
で
で
、
こ
こ
で
は
「
此

世
」
の
二
字
が
次
の
「
法
師
」
に
つ
な
が
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
次
節
で
法
師
を
出
す

「
抑
揚
の
さ
か
ひ
」
に
注
目
す
る
。

　

た
だ
し
、「
ひ
た
ぶ
る
の
世
捨
て
人
」
か
ら
「
気
圧
さ
る
る
こ
そ
、
本
意
な
き
わ
ざ
な
れ
」

ま
で
を
三
節
と
し
て
、
容
姿
や
才
学
の
理
想
を
す
べ
て
法
師
の
こ
と
と
し
て
解
釈
す
る
区
切
り

方
は
不
適
切
で
、
こ
の
部
分
は
、
宮
廷
人
の
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
で
あ
る
。
第
四
節
は
「
あ
り

た
き
こ
と
は
」
か
ら
「
お
の
こ
は
よ
け
れ
」
ま
で
、「
声
を
か
し
く
拍
子
と
り
」
と
い
う
「
遊

芸
の
は
づ
み
」
か
ら
「
下
戸
な
ら
ぬ
こ
そ
」
と
酒
の
こ
と
ま
で
書
い
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
、

「
こ
の
文
章
の
変
化
に
は
さ
ら
さ
ら
油
断
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
評
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
の
「
讃
曰
」
で
、「
兼
好
は
本
よ
り
風
流
の
発
心
者
」
で
あ
り
、「
作
者
の
心
の
置
き

所
は
、
た
だ
こ
の
風
流
と
模
様
也
」
と
述
べ
て
、
第
一
段
で
、
帝
の
位
か
ら
「
酒
ぶ
り
＝
酒
席

で
の
振
る
舞
い
」
ま
で
、
変
化
を
付
け
て
い
る
書
き
方
を
、｢

わ
が
家
に
は
是
を
文
章
の
ち
ら

し
と
い
ふ
」
と
述
べ
て
、
先
に
見
て
き
た
「
凡
例
」
の
⑨
「
ち
ら
し
」
を
、
具
体
的
に
第
一
段

の
解
説
で
使
っ
て
い
る
。「
わ
が
家
」
と
い
う
の
は
、
支
考
が
自
分
の
学
説
を
指
し
て
、
こ
の

よ
う
に
呼
ん
だ
の
で
あ
り
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
中
に
、
何
度
も
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。

　

次
の｢

《
第
二
段
》　

諷
詞
有
実
一
章
」
も
、｢

一
章
」
な
の
で
、『
徒
然
草
』
第
二
段
だ
け
に

対
す
る
評
釈
で
あ
る
。
前
段
、
す
な
わ
ち
第
一
段
は
「
虚
」
で
あ
り
、
此
の
段
は
「
実
」
で
あ

り
、
前
後
の
段
で
抑
揚
が
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
支
考
は
『
徒
然
草
』
の
各
章
段
に
即
し
て
、

自
ら
の
批
評
用
語
を
鏤
め
つ
つ
、
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
第
一
段
が
な
ぜ
「
虚
」
で
、
第
二
段

が
「
実
」
で
あ
る
か
は
、
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
後
の
評
釈
の
中
で
も
、「
虚

実
」
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
の
精
密
化
を
図
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
巻
之
一
に
お
け
る
章
段
の
連
続
・
断
絶
を
略
述
し
て
、
支
考
の
『
徒
然
草
』
理

解
を
た
ど
っ
て
ゆ
こ
う
。「《
第
三
段
》　

楽
而
不
淫
一
章
」
も
「
一
章
」
と
あ
る
の
で
、
第
三

段
だ
け
の
評
釈
で
あ
る
。
こ
の
段
を
「
さ
り
と
て
」
を
境
目
と
し
て
二
節
に
分
け
る
説
を
批
判

し
、「
さ
り
と
て
」
以
下
の
部
分
は
、
そ
れ
以
前
の｢

前
文
の
注
釈
也
」、「
さ
り
と
て
の
詞
に
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と
で
あ
る
。
第
十
九
段
（
折
節
の
移
り
変
は
る
こ
そ
）
と
第
二
十
段
（
何
某
と
か
や
言
ひ
し
世

捨
て
人
）
の
二
段
が
、
ど
ち
ら
の
段
も
四
季
折
々
の
情
景
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
の
命
名

で
あ
り
、
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
ら
の
二
段
に
お
け
る
兼
好
の
筆
法
に
つ
い
て
は
、「
を
の
が
言

語
を
一
に
ゆ
づ
り
て
、
自
己
を
止
め
ざ
る
は
、
文
章
の
法
と
も
い
ふ
べ
し
」
と
述
べ
て
、
こ
こ

で
も
文
体
へ
の
関
心
が
あ
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
「
観
相
」
と
い
う
言
葉
が
付
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。｢

観
相
」
は
、

「
凡
例
」
の
十
三
種
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
用
語
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
支
考
の
『
付
方
八
体
』

に
は
「
観
相
」
が
出
て
お
り
、
連
句
の
付
け
方
の
方
法
論
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
堀
切
実
『
蕉
風
俳
論
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
二
年
）
の
第
二
章
「
支
考
俳
論
の

諸
相
」
の
Ⅴ｢

付
方
八
体
説
の
成
立
」
を
読
ん
で
い
て
気
づ
い
た
が
、
そ
こ
で
は
『
つ
れ
づ
れ

の
讃
』
と
の
か
か
わ
り
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
た

い
。

　

課
題
と
言
え
ば
、
今
回
は
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
に
お
け
る
章
段
の
連
続
性
を
、
支
考
が
ど

の
よ
う
に
判
断
し
て
、「
断
続
」
を
方
法
論
化
し
た
の
か
と
い
う
点
も
、
ま
だ
未
開
拓
の
領
域

で
あ
っ
た
。
支
考
は
、
連
続
性
の
あ
る
一
団
の
章
段
の
中
に
も
、
繫
が
り
の
な
い
段
を
含
ま
せ

て
、
大
き
な
ま
と
ま
り
を
作
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
際
の
理
論
的
な
説
明
と
し
て
、
そ
れ
自
体
を

「
筆
の
す
さ
び
」
と
し
て
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
在
な
「
断
続
観
」
と
言
え
よ
う
が
、

「
筆
の
す
さ
び
」
と
い
う
概
念
自
体
は
、
北
村
季
吟
の
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
で
、
よ
く
使
わ
れ

る
文
学
用
語
で
あ
る
。
支
考
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、
前
後
の
段
と
の
関
係
性
の
間
に

「
ま
ぎ
ら
わ
し
」
を
入
れ
る
の
が
『
枕
草
子
』
の
文
法
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
支
考
は
、
自

己
の
文
学
観
に
『
枕
草
子
』
へ
の
文
学
批
評
も
招
来
す
る
自
在
さ
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
支
考
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
が
書
か
れ
た
意
義
に
つ
い
て
、
今
回
考
察
し
た
範
囲

で
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
今
回
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

首
巻
お
よ
び
巻
一
と
、
巻
二
の
始
め
の
部
分
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
首
巻
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の

『
徒
然
草
』
評
者
た
ち
と
は
異
な
る
批
評
の
方
法
論
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
改
め

て
深
い
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

　

と
り
わ
け
、「
凡
例
」
に
お
け
る
支
考
の
「
分
析
批
評
用
語
」
の
豊
富
さ
は
、
そ
れ
ら
の
多

く
が
文
章
法
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
支
考
が
『
徒
然
草
』
の
文
章
表
現
の
分
析
に

力
点
を
置
い
て
い
る
か
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
と
表
裏
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
が
、

紹
介
し
て
い
る
『
文
段
抄
』
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
朱
子
の
漢
詩
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
『
野
槌
』
と
『
文
段
抄
』
を

参
照
し
て
い
る
箇
所
が
、
こ
れ
以
後
も
多
く
見
ら
れ
る
。
支
考
が
最
も
参
照
し
て
い
る
の
が
、

『
野
槌
』
と
『
文
段
抄
』
の
二
書
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
推
測

す
る
な
ら
ば
、
支
考
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、
一
見
す
る
と
、
自
分
の
考
え
を
心
の
赴
く
ま

ま
に
自
由
に
執
筆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、『
徒
然
草
』
経
由
で
、
儒
学
者
の
羅
山
と

和
学
者
の
季
吟
と
い
う
江
戸
時
代
前
期
を
代
表
す
る
二
大
知
識
人
の
教
養
を
巧
み
に
摂
取
し
な

が
ら
、
自
己
形
成
を
成
し
遂
げ
た
側
面
が
垣
間
見
ら
れ
る
。 

　
「《
第
九
段
》　

相
士
以
居
一
章
」
は
、『
徒
然
草
』
第
十
段
の
前
半
部
、
す
な
わ
ち
「
家
居
に

こ
そ
、
事
様
は
推
し
量
ら
る
れ
」
ま
で
を
評
釈
し
、
そ
の
後
の
「《
第
十
段
》　

朋
友
不
信
五

章
」
は
、
第
十
段
の
後
徳
大
寺
家
の
屋
根
に
縄
を
張
っ
て
鳶
を
止
ま
ら
せ
ま
い
と
し
た
話
か
ら

始
ま
っ
て
、
現
行
の
第
十
四
段｢

和
歌
こ
そ
、
猶
、
を
か
し
き
」
ま
で
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し

て
、《
第
十
段
》
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
章
段
区
分
が
現
行
の
章
段
区
分

と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ
た
の
と
異
な
り
、
章
段
間
の
連
続
性
に
よ
っ
て
、
大
き
く
ま
と
め
て
一
段
と

し
て
い
る
点
で
、
新
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
評
釈
番
号

は
、
こ
の
評
釈
書
独
自
の
章
段
番
号
と
な
る
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。

　

た
だ
し
、
連
続
章
段
が
数
多
く
な
る
と
、
そ
れ
ら
を
総
称
す
る
題
も
付
け
に
く
く
な
る
。
こ

こ
で
も
「
朋
友
不
信
」
は
、
第
十
二
段
の
題
に
は
な
る
が
、
他
の
章
段
を
も｢

朋
友
不
信
」
と

い
う
題
名
で
包
摂
す
る
こ
と
は
無
理
を
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「《
第
十
一
段
》　

自
適
逍
遙
四
章
」
は
、『
徒
然
草
』
の
第
十
五
段
か
ら
第
十
八
段
ま
で
、

旅
・
神
楽
・
山
寺
参
籠
・
許
由
孫
晨
の
四
章
段
を
ま
と
め
て
、「
自
適
逍
遙
」
と
名
付
け
て
お

り
、
標
題
の
付
け
方
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
。
神
楽
の
段
で
、『
枕
草
子
』
と
の
類
似
性
に
言

及
し
て
い
る
の
は
、
先
行
注
釈
書
で
は
『
徒
然
草
句
解
』
が
あ
る
。『
徒
然
草
句
解
』
に
つ
い

て
は
か
つ
て
、
そ
の
注
釈
態
度
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る（

（
（

。
そ
の
論
文
で
私
は
、『
徒
然
草
句
解
』

は
、
自
由
に
自
分
の
考
え
や
気
づ
い
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
と
述
べ
た
が
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』

で
も
、
こ
こ
で
『
枕
草
子
』
に
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
書
に
は
類
似
性
や
響
き
合
い
を
感

じ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
、
私
は
「
響
映
読
み
」
と
名
付
け
て
い
る
。『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、

他
の
さ
ま
ざ
ま
な
注
釈
書
と
の
響
映
に
気
づ
か
さ
れ
る
自
由
な
書
き
方
に
よ
っ
て
、
特
徴
付
け

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
お
、
文
体
の
面
で
は
、
神
楽
の
段
を
「
短
語
の
文
法
」、

山
寺
参
籠
の
段
を
「
短
語
」
と
述
べ
て
、
両
段
が
ご
く
短
い
段
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

　

次
に
巻
之
二
の
冒
頭
「《
第
十
二
段
》　

四
季
観
相
二
章
」
に
触
れ
て
お
き
た
い
。「
二
章
」

と
あ
る
の
は
、
第
十
九
段
と
第
二
十
段
の
、
二
つ
の
章
段
を
ま
と
め
て
一
段
と
し
た
と
い
う
こ
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各務支考『つれづれの讃』にみる『徒然草』の新しい読み方

『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
と
い
う
、
新
し
い
文
学
批
評
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、『
徒
然
草
』

研
究
に
画
期
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
あ
る
特
定
の
価
値
観
や
理
論
の
桎
梏
か
ら
離
れ

て
、
自
由
に
文
学
研
究
を
行
う
広
い
地
平
を
示
し
、
近
代
へ
と
つ
な
が
る
批
評
評
論
ジ
ャ
ン
ル

の
離
陸
期
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
評
価
し
た
い
。

　

今
回
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
巻
之
二
の
残
り
と
、
そ
れ
に
続
く
巻
之
八
ま
で
に
つ
い
て

は
、「
続
考
」
と
し
て
、
次
な
る
機
会
に
ぜ
ひ
研
究
し
て
み
た
い
。

注

（
１ 

）『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
、「
翻
刻
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』」
解
説
に
よ
れ
ば
、
架
蔵
の
九
巻
九
冊
本
の

他
に
も
、
九
巻
五
冊
本
や
八
巻
八
冊
本
が
あ
る
。
な
お
、
八
巻
八
冊
本
は
、
首
巻
を
欠
く
も
の
か
。

（
２ 

）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
七
部
集
』（
白
石
悌
三
・
上
野
洋
三
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇

年
、
四
五
六
頁
、
上
野
洋
三
執
筆
）

（
３ 

）
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
連
歌
論
集
・
能
楽
論
集
・
俳
論
集
』（
小
学
館
、
一
九
七
三
年
）

所
収
の
栗
山
理
一
校
注
・
訳
『
去
来
抄
』
に
よ
っ
た
。

（
４ 

）
こ
の
記
事
に
は
、
兼
好
が
最
晩
年
に
伊
賀
で
病
に
臥
し
、
典
薬
院
和
気
清
元
が
遣
わ
さ
れ
た
こ
と

な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
芭
蕉
に
よ
る
こ
の
部
分
の
書
写
、
お
よ
び
偽
書
『
園
太
暦
』
に
つ

い
て
は
、
拙
著
『
兼
好
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
の
第

三
章
の
２
「
近
世
兼
好
伝
の
世
界
」（
一
二
一
〜
一
二
八
頁
）
で
述
べ
た
。

（
５ 

）
拙
著
『
徒
然
草
文
化
圏
の
生
成
と
展
開
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
の
第
二
部
・
第
二
章
「
隠

遯
伝
か
ら
兼
好
伝
へ
」
一
九
四
〜
一
九
六
頁
で
こ
の
こ
と
を
論
じ
た
。

（
６ 

）
元
禄
元
年
四
月
二
十
五
日
付
、
惣
七
（
猿
雖
）
宛
書
簡
。（
萩
原
恭
男
校
注
『
芭
蕉
書
簡
集
』、
岩

波
文
庫
所
収
）

（
７ 

）
拙
稿
「『
徒
然
草
句
解
』
の
注
釈
態
度
│
│
巻
之
一
を
中
心
に
│
│
」（『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
第

三
十
一
号
、
二
〇
一
三
年
）

 

（
二
〇
二
一
年
十
月
二
十
九
日
受
理
）

「
大
綱
」
に
書
か
れ
て
い
た
五
項
目
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
『
徒
然
草
』
注
釈
書
群
は
、
注

釈
者
自
身
の
学
問
・
思
想
を
根
柢
に
置
い
て
、
章
段
ご
と
に
詳
細
な
注
釈
研
究
を
行
う
ス
タ
イ

ル
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
既
定
の
方
法
論
を
打
ち
破
り
、
連
続
と
断
絶
、
そ
し
て
変
化
と
い
う

文
学
作
品
生
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
解
明
へ
の
階
梯
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
方
法
論
は
、
文
学
作
品
の
注
釈
が
、
何
ら
か
の
価
値
基
準
に
よ
っ
て
解
説
研
究
が
可
能

と
な
る
と
い
う
既
定
路
線
を
か
ら
離
れ
て
、
新
た
な
作
品
分
析
が
果
た
し
て
可
能
か
と
い
う
、

そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
視
点
が
提
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
を
実
行
で

き
た
点
で
、
支
考
の
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
は
画
期
的
な
『
徒
然
草
』
論
と
な
っ
た
。

　

支
考
が
生
き
た
時
代
は
、『
徒
然
草
』
の
注
釈
研
究
史
で
言
う
な
ら
ば
、
す
で
に
完
成
時
期

以
後
で
あ
り
、
膨
大
な
注
釈
書
を
集
大
成
し
た
『
徒
然
草
諸
抄
大
成
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
も

二
十
年
が
過
ぎ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
『
徒
然
草
』
研
究
の
飽
和
期
に
、
支
考
は
章
段
区
分
も

統
一
さ
れ
て
い
た
『
徒
然
草
』
の
全
体
を
改
め
て
区
切
り
直
し
て
、
四
十
九
段
に
ま
と
め
、
し

か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
標
題
を
漢
字
四
字
の
標
題
を
付
け
て
、
全
体
の
内
容
把
握
を
一
望
の
下
に
示

し
た
。

　

さ
ら
に
支
考
の
場
合
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
執
筆
刊
行
と
連
動
す
る
か
の
よ
う
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
蕉
風
俳
論
書
を
執
筆
し
、
支
考
は
西
国
に
も
北
越
に
も
俳
諧
行
脚
を
行
い
、
蕉
門
俳
句

の
全
国
へ
の
拡
張
を
も
実
現
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
俳
諧
行
脚
の
際
に
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』

を
各
地
の
弟
子
た
ち
に
頒
布
し
、『
徒
然
草
』
の
講
義
も
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思

わ
せ
る
書
簡
が
残
っ
て
い
る
。

　

堀
切
実
『
支
考
年
譜
考
証
』
の
五
十
四
頁
に
紹
介
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
宝
永
八
年
の
支
考
書

簡
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、
ま
さ
に
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
を
刊
行
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
の

中
に
「
つ
れ
づ
れ
（
二
字
分
空
白
）
北
国
筋
に
て
八
十
部
払
申
候
」
と
か
、「
唯
今
百
部
摺
か

か
り
候
所
」
な
ど
と
あ
る
。「
つ
れ
づ
れ
」
の
後
が
欠
字
に
な
っ
て
い
る
し
、
こ
の
あ
た
り
の

手
紙
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
『
支
考
年
譜
考
証
』
に
説
明
は
な
く
、
正
確
な
こ
と
は
不
明
だ

が
、『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
『
つ
れ
づ
れ
の
讃
』
の
刊
行
か
ら
七
年
後
、
支
考
編
の
俳
文
集
『
本
朝
文
鑑
』
の
序
文
で
、

文
章
を
書
く
た
め
の
「
五
ヶ
条
の
法
」
を
掲
げ
て
い
る
。「
ま
ず
は
第
一
に
文
章
の
虚
実
を
知

る
べ
し
」、「
第
二
に
は
文
章
の
起
結
を
知
る
べ
し
」
と
あ
る
。「
虚
実
」
も
「
起
結
」
も
『
つ

れ
づ
れ
の
讃
』
で
す
で
に
書
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
「
第
三
に
は
二
句
の
長
短
を
知
る
べ
し
」
と
か
、
第
四
に
は
倭
文
は
「
手て

爾に

遠を

波は

」
が
大
切
で
あ
る
こ
と
、
第
五
に
は
、
歌
人
や
連
歌
の
跡
を
追
わ
ず
に
、「
俳
諧
の
筆
格
」

を
立
て
よ
、
と
述
べ
て
い
る
。
支
考
は
『
徒
然
草
』
の
全
段
に
わ
た
っ
て
、
語
釈
に
よ
る
従
来

型
の
注
釈
書
で
は
な
く
、
散
文
で
文
章
を
書
き
綴
る
こ
と
の
意
義
を
追
究
し
た
。
そ
の
結
実
が
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【図版 1】　架蔵『つれづれの讚』首巻より

【図版 2】　架蔵『つれづれの讚』首巻より
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各務支考『つれづれの讃』にみる『徒然草』の新しい読み方

【図版 3】　架蔵『つれづれの讚』首巻より（部分）
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A new way of reading Tsurezuregusa presented in
 Kagami Shiko’s Tsurezure-no-san

Yuko SHIMAUCHI

ABSTRACT

　Tsurezure-no-san（つれづれの讃） is a book of criticism upon the whole of Tsurezuregusa（徒然草）. The author 
Kagami Shiko（各務支考、1665～1731）wrote its postscript in 1711, this fact suggesting its date of publication. Shiko 
was a disciple of Matsuo Basho（松尾芭蕉） and is counted as one of Shomon Jittetsu（蕉門十哲、Ten Eminent 
Disciples of Matsuo Basho）. He published posthumous writings of Basho and wrote a number of books about haikai 
theory（俳論書） from his own viewpoints.
　Shiko’s Tsurezure-no-san has been hitherto treated as a commentary upon Tsurezuregusa by students of the 
history of Japanese literature. However, it is not an ordinary type of commentary which explains names of persons 
and places, difficult words and historical incidents seen in the text. Shiko divides Tsurezuregusa into what he thinks 
as definite blocks, according to his own standards of criticicism. 
　This monograph intends to verify whether Shiko’s critical method works effectively in reading Tsurezuregusa or 
not. Firstly, we will consider the effectiveness of his dividing Tsurezuregusa into forty-nine blocks. Secondly, we will 
verify the significance of his use of thirteen terms such as satire（諷詞）, praise and censure（褒貶）, break（断絶）, 
truth and falsehood（虚実）, change（変化） etc. in his comments on Tsurezuregusa.
　After that we will discuss the great contribution of his new way of reading Tsurezuregusa to the literary activities 
of Shiko himself ; that is, writing of a lot of books about haikai theory（俳論） and compilation of several selections of 
haikai prose（俳文撰集）.
　Shiko found a possibility of consummate art of short prose in the style and expressions of Tsurezuregusa. That is 
why he studied it closely and found a way of reading it following the change and development of its author’s thought. 
It could be presumed that Shiko expanded this attitude into a method of dealing haikai（俳諧）, which clearly classified 
the way of development in linking lines of renkus（付け合い）. Thus selections of haikai prose such as Honcho Bunkan
（本朝文鑑、1718）and Wakan Bunsou（和漢文操、1727）were compiled by him. We can say Tsurezuregusa played 
a great part in the world of Shiko’s literature.
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