
は
じ
め
に

本
稿
は
、
明
治
俳
諧
史
に
お
け
る

｢

旧
派｣
で
あ
る
松
島
十
湖
の
歴
史
的
位
置

を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

俳
文
学
史
と
り
わ
け
明
治
俳
諧
史
に
お
け
る

｢
旧
派｣

の
位
相
に
つ
い
て
は
、

勝
峯
晋
風

『

明
治
俳
諧
史
話』

を
古
典
的
研
究
と
し
て
今
日
ま
で
研
究
が
な
さ
れ

て
い
る

(

１)

。
勝
峯
以
降
、
村
山
古
郷

(

２)

や
加
藤
定
彦
の
研
究

(

３)

に
よ
っ
て
、
明
治
俳
諧
史

に
お
け
る

｢

旧
派｣

の
研
究
が
深
め
ら
れ
て
き
た
。｢

旧
派｣

の
な
か
で
も
特
に
、

其
角
堂
永
機
や
春
秋
庵
幹
雄
と
い
っ
た
中
央
で
俳
諧
教
導
職
と
し
て
活
躍
し
た

｢

旧
派｣

の
面
々
に
つ
い
て
は
、
越
後
敬
子
が
精
緻
な
研
究
を
行
っ
て
い
る

(

４)
。
さ

ら
に
、
一
八
九
三
年

(

明
治
二
六)

の
芭
蕉
二
百
回
忌
を
め
ぐ
る
俳
書
出
版
ほ
か

一
連
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
櫻
井
武
次
郎
の
研
究

(

５)

や
綿
抜
と
鹿
島
の
研
究

(

６)

が
詳
ら

か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
俳
諧
史
に
お
け
る

｢

旧
派｣

の
位
相
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
あ
る
程
度
詳
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
中
央
で
は
な
く
地
方
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
具
体
的
な
〈
地
域
〉
で

活
動
し
た

｢

旧
派｣

の
実
態
に
つ
い
て
は
、
未
だ
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は

言
い
難
い
。
時
代
が
近
世
か
ら
近
代
へ
と
変
わ
る
日
本
社
会
の
な
か
で
、〈
地

域
〉
に
生
き
た
俳
諧
の

｢

旧
派｣

た
ち
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
活
動
を
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
課
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
遠
江
国
豊
田
郡
中

善
地
村

(

現
静
岡
県
浜
松
市)

出
身
の
俳
人
で
、
明
治
・
大
正
期
に
俳
諧
の

｢

旧

派｣

と
し
て
活
躍
し
た
松
島
十
湖

(

ま
つ
し
ま
じ
っ
こ)

を
検
討
対
象
と
し
て
、

俳
文
学
史
に
お
け
る

｢

旧
派｣

の
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
す
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
松
島
十
湖
の
人
物
像
と
研
究
史
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

十
湖
は
一
八
四
九
年

(

嘉
永
二)

の
生
ま
れ
。
隣
村
で
あ
る
羽
鳥
村
の
源
長
院
に

通
っ
て
読
書
や
習
字
を
習
い
、
さ
ら
に
城
東
郡

(

現
静
岡
県
掛
川
市)

の
撰
要
寺

で
書
と
漢
籍
を
学
ぶ
。
一
五
歳
の
と
き
、
栩
木
夷
白
に
入
門
し
て
俳
諧
を
学
び
は

じ
め
、
ま
た
有
玉
村
の
有
賀
豊
秋
に
就
い
て
国
学
を
学
ぶ
一
方
、
一
九
〜
二
〇
歳

に
か
け
て
福
山
滝
助
に
師
事
し
て
報
徳
の
教
え
を
受
け
た
。
一
八
七
一
年

(

明
治

四)

三
月
に
は
中
善
地
村
百
姓
代
、
七
三
年

(

明
治
六)

四
月
に
は
中
善
地
村
戸

長
を
経
験
し
て
以
降
、
浜
松
県
公
選
民
会

(

遠
州
民
会)

の
議
員
や
静
岡
県
議
会

議
員
な
ど
を
歴
任
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
八
一
年

(

明
治
一
四)

七
月
、
引
佐
麁

玉
郡
長
に
就
任
し
、
郡
内
の
農
事
改
良
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
尽
力
す
る
。
一
八
八

六
年

(

明
治
一
九)
に
郡
長
を
辞
職
し
た
後
は
報
徳
と
俳
諧
の
道
に
勤
し
み
、
三
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遠
農
学
社
の

｢

主
事｣

と
な
っ
て
同
社
を
指
導
す
る
傍

ら
、
西
遠
吟
社
と
い
う
俳
諧
結
社
を
組
織
し
て
蕉
風
俳

諧
の
振
興
に
努
め
た
人
物
で
あ
っ
た

(

７)

。

十
湖
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
、
岩
崎
鐵
志
と

斎
藤
新
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
岩
崎
は
、『

浜
北
市
史』

通
史
編
下
巻
に
お
い
て
、
十
湖
の
報
徳
に
よ
る
農
事
改

良
と
俳
諧
に
関
す
る
営
み
に
つ
い
て
の
評
価
を
試
み
て

い
る

(

８)

。
岩
崎
の
研
究
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
記
的
成
果
と

は
異
な
り
、
様
々
な
史
資
料
を
分
析
し
て
十
湖
の
思
想

と
行
動
を
歴
史
的
に
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
わ

せ
て
十
湖
を
、
数
々
の
印
刷
物
を
作
成
す
る
な
ど
の
メ

デ
ィ
ア
工
作
に
長
け
た
人
物
で
あ
る
と
評
価
し
、
人
心

操
作
に
巧
み
で
あ
っ
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
治
体
史
の
通
史
編
と
い
う

性
格
上
、
十
湖
の
営
み
に
つ
い
て
は
旧
浜
北
市
域

(

現

在
の
浜
松
市
浜
北
区)

周
辺
に
お
け
る
活
動
が
主
な
分

析
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
明
治
俳
諧
史
の
な
か
で
の

位
置
付
け
も
不
明
瞭
で
あ
る
。

翻
っ
て
斎
藤
の
研
究
で
あ
る

(

９)

。
斎
藤
は
、
一
八
六
九

年

(

明
治
二)

の
中
善
地
村
輪
番
定
使
就
任
か
ら
一
八

八
六
年

(

明
治
一
九)

に
引
佐
麁
玉
郡
長
を
辞
職
す
る

ま
で
の
十
湖
の

｢

政
治
主
体｣

と
し
て
の
側
面
に
着
目

し
、
十
湖
が
一
貫
し
て
地
域
社
会
へ
の
利
益
誘
導
を
志

し
て
活
動
し
た
主
体
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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六

表 1 松島十湖略年譜

西暦 和暦 月 記 事

1849 嘉永 2 3 遠江国豊田郡中善地村 (現在の浜松市東区豊西町) に生まれる｡

1854 嘉永 7 羽鳥村源長院に入門して教育を受ける｡

1859 安政 6 城東郡撰要寺に入門｡

1863 文久 3 栩木夷白に入門する｡

1868 慶応 4 8 営繕司高石幸次郎より営繕御用係を拝命｡

1869 明治 2 2 中善地村輪番定使｡

1873 明治 6
4 浜松県第二大区小区中善地戸長｡

12 『郵便報知新聞』 に笠井村の悪弊の矯正について投書｡

1876 明治 9 7 浜松県公選民会の発足により小区会議長兼県会議員｡

1879 明治 12
2 己卯社の発足により副社長｡

3 静岡県会議員｡

1880 明治 13 1 静岡県十六等出仕に任じられ､ 調査課詰｡

1881 明治 14 7 引佐麁玉郡長｡

1882 明治 15 9 西遠農学社が発足｡

1885 明治 18 1 『自箴吾之辞』 を配布｡

1886 明治 19 8 引佐麁玉郡長非職を拝命｡

1889 明治 22 12 遠陽大同倶楽部の設立に参画｡

1890 明治 23
6 第一回総選挙に立候補するが途中で辞退｡

10 静岡県会議員 (～1892 年まで)｡

1896 明治 29 浜名郡会議員 (～1906 年まで)｡

1908 明治 41 11 大橋又兵衛が主任になり､ 松島吉平伝記 『奇人俳人松島十湖』 の出版が企画される｡

1909 明治 42 『奇人俳人松島十湖』 出版｡

1926 大正 15 7 浜名郡豊西村中善地で死去 (78 歳)｡

【出典】斎藤新 ｢松島吉平 ｢地域｣ の発想の誕生｣ (静岡県近代史研究会編 『近代静岡の先駆者』 静岡新聞社､
1999 年)､ 56 頁所載の年表をもとに筆者作成｡



そ
の
う
え
で
、
十
湖
の
政
治
理
念
の
根
底
に
は
国
家
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

｢
社
会｣

＝
地
域
社
会
の
利
益
を
考
え
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に

十
湖
の
主
体
性
が
存
在
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
斎
藤
の
指
摘
は
、
近
世
・
近
代

転
換
期
の
日
本
社
会
に
お
け
る
地
方
名
望
家
の
多
く
が
国
家
へ
の
献
身
を
志
向
す

る
傾
向
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
十
湖
が
国
家
よ
り
も
あ
く
ま
で
地
域
の
利
益
を

優
先
さ
せ
る
名
望
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
一
方

で
、
十
湖
の
郡
長
と
し
て
の
政
治
的
な
理
念
や
活
動
の
意
義
は
明
確
化
さ
れ
た
反

面
、
地
域
に
お
け
る
十
湖
の
活
動
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
報
徳
と
俳
諧
に

関
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
岩
崎
の
研
究
に
依
拠
し
て
お
り
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。
十
湖
の
歴
史
的
位
置
を
総
合
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
十
湖
が
俳
諧

を
ツ
ー
ル
と
し
て
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
具
体
的
位
相
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
政
治
主
体
と
し
て
の
十
湖
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
も
検
討
を
試
み
て
い
る

(

�)

。

岩
崎
は
、
十
湖
が
一
八
八
五
年

(

明
治
一
八
年)

に
出
版
し
た

『

引
佐
麁
玉
郡
有

効
者
列
伝』

を
手
が
か
り
と
し
て
、
十
湖
が
農
事
改
良
や
殖
産
興
業
、
徳
義
涵
養

の
実
践
者
の
氏
名
と
業
績
を
、
同
書
を
通
し
て
顕
彰
し
た
意
味
を
考
察
し
、
一
連

の
十
湖
に
よ
る
顕
彰
行
為
を
十
湖
な
り
の
報
徳
に
お
け
る

｢

推
譲｣

の
実
践
と
評

価
し
た
。
そ
の
上
で
、
当
初
は
農
事
・
開
拓
・
道
路
造
成
等
に
従
事
し
た
人
々
を

顕
彰
す
る
文
脈
が
顕
著
だ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
農
工
商
業
に
お
け
る
起
業
と
販

売
、
技
術
改
良
に
尽
力
し
た
人
々
を
顕
彰
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的

に
蔬
菜
や
果
樹
の
栽
培
技
術
向
上
に
力
を
尽
く
し
た
人
々
な
ど
を
顕
彰
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
、
顕
彰
の
対
象
や
文
脈
が
次
第
に
変
化
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に

し
た
。
岩
崎
の
研
究
に
よ
っ
て
、
十
湖
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
戦
略
に
か
け
る
主
体
性

が
よ
り
詳
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
で
の
分
析
の
対
象
は
書

物
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
書
物
同
様
に
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
石
碑
、
例

え
ば
彼
が
芭
蕉
句
碑
を
含
む
撫
松
庵
句
碑
群
を
造
成
し
た
意
味
な
ど
に
つ
い
て
は

検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
つ
の
重
大
な
論
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

か
か
る
研
究
史
上
の
論
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
十
湖
が
行
っ
た
俳
諧
実
践

の
歴
史
的
意
味
を
改
め
て
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
十
湖
の
実
践
が
俳
文
学
史
と

り
わ
け
明
治
俳
諧
史
の
な
か
に
ど
う
位
置
付
け
う
る
か
、
試
論
し
て
み
た
い
。

な
お
、
十
湖
の
俳
諧
活
動
を
歴
史
的
に
評
価
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
の
は
、

十
湖
の
子
孫
で
あ
る
松
島
勇
平
が
編
集
し
た

『

十
湖
発
句
集』

の
存
在
で
あ
る

(

�)

。

同
書
は
、
十
湖
が
詠
ん
だ
発
句
と
十
湖
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
収
集
し
、
編
纂
さ
れ

た
書
物
で
あ
る
。
膨
大
に
あ
る
十
湖
の
句
が
収
集
・
翻
刻
さ
れ
、
十
湖
が
ど
の
様

な
句
を
詠
ん
で
い
た
か
が
分
か
る
貴
重
な
資
料
集
で
あ
る
。
た
だ
し
、
句
の
出
典

の
表
記
が
不
明
確
な
も
の
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
現
時
点
で
は
十
分
な
史
料
批
判

が
出
来
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
資
料
と
し
て
全
面
的
に
は
使
用
し
得
な
い
。
故
に
本

稿
で
は
、
出
典
お
よ
び
作
成
年
代
が
あ
る
程
度
確
定
で
き
る
も
の
を
限
定
的
に
用

い
る
こ
と
に
す
る
。

一

浜
松
の
俳
諧
と
十
湖
に
よ
る
俳
書
作
成

本
章
で
は
、
十
湖
の
俳
諧
活
動
、
と
り
わ
け
十
湖
に
よ
る
俳
書
作
成
の
軌
跡
を

概
観
す
る
。
具
体
的
な
俳
書
作
成
の
実
態
を
み
る
前
に
、
浜
松
地
域
に
お
け
る
俳

諧
の
歴
史
か
ら
紐
解
い
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

浜
松
地
域
は
、
近
世
を
通
じ
て
俳
諧
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
。『

浜
松
市
史』

に
よ
れ
ば
、
浜
松
に
俳
諧
が
入
っ
て
き
た
年
代
は
不
詳
で
あ
る
も
の
の
、
一
六
六

二
年

(

寛
文
二)
に
西
山
宗
因
が
奥
州
へ
旅
し
た
際
に
門
人
松
山
玖
也
と
と
も
に
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七



浜
松
の
素
封
家
森
清
長
の
家
で
俳
諧
の
連
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
寛
文
年

間
に
は
、
浜
松
最
初
の
句
集

『

忍
草』

が
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く

と
も
近
世
前
期
の
段
階
で
俳
諧
の
文
化
が
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

一
七
〇
四
年

(

宝
永
元)

に
は
、
浜
松
在
住
の
中
村
宇
兵
衛

(

葉
隠
堂
只
木)

が

点
者
と
な
っ
て
尾
張
・
三
河
・
遠
江
・
駿
河
か
ら
俳
諧
や
川
柳
を
募
集
し
て
刷
り

物
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
芭
蕉
十
哲
の
一
人
各
務
支
考
に
師
事
し
た
美
濃

の
俳
人
太
田
巴
静

(

六
々
庵)

が
度
々
浜
松
に
き
て
在
来
の
文
人
た
ち
と
交
流
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
浜
松
地
域
に
蕉
風
俳
諧
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た

(

�)

。

浜
松
地
域
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
芭
蕉
の
句
を
刻
ん
だ
碑

の
存
在
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
２
は
、
現
在
の
浜
松
市
内
に
遺
る

芭
蕉
句
碑
を
一
覧
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
一
七
八
八
年

(

天
明

八)

に
建
て
ら
れ
た
も
の
を
最
古
と
し
て
、
近
世
後
期
か
ら
近
現
代
に
か
け
て
合

計
一
七
基
の
碑
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

近
世
後
期
の
浜
松
地
域
で
は
、
次
第
に
俳
諧
を
嗜
む
人
口
が
増
加
し
、
数
々
の

句
集
が
発
行
さ
れ
る
と
と
も
に
芭
蕉
の
句
を
刻
ん
だ
芭
蕉
句
碑
も
多
数
建
立
さ
れ

た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、｢

俳
諧
の
庶
民
化

(

�)｣

と
い
う
べ
き
環
境
が
成
立

し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
文
化
的
土
壌
が
、
松
島
十
湖
を
は
じ
め
と
し
た

明
治
以
降
に
活
躍
す
る
俳
諧
の

｢

旧
派｣

を
多
数
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

浜
松
地
域
で
俳
諧
が
盛
ん
に
な
る
と
、
江
戸
や
京
と
い
っ
た
都
市
か
ら
著
名
な

俳
人
が
浜
松
へ
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
江
戸
末
期
に
関
為
山
・
橘
田
春
湖

と
と
も
に
江
戸
三
大
家
と
称
せ
ら
れ
た
摩
訶
庵
蒼
山

(

一
八
二
〇
年

[

文
政
三]

〜
一
八
六
九
年

[

明
治
二])

も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
蒼
山
の
存
在
に
着
目
す

る
と
、
浜
松
地
域
の
俳
諧
文
化
が
他
地
域
の
そ
れ
と
交
流
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
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表 2 浜松市内に遺る芭蕉句碑一覧

No. 碑 文 建立年代 場 所

1 八九間そらて雨降る柳哉 天明 8 中区紺屋町・蓮花寺

2 白露もこほさぬ萩のうねり哉 寛政 2 中区鴨江町・しまや旅館

3 あかあかと日は難面も秋の風 文化 7 天竜区二俣町鹿島・清竜中学校

4 月影や四門四宗もただひとつ (文化期) 東区成子町・法林寺

5 草臥て宿かるころや藤の花 天保 15 東区下石田町・庚申堂

6 ほろほろと山吹ちるか滝の音 弘化 2 浜北区平口・不動寺

7 かはほりも山よ浮世は花に鳥 明治元 浜北区根堅・岩永寺

8 しはらくは花の上なる月夜かな 明治 10 東区豊西町・豊西上公会堂

9 春もやや気色ととのふ月と梅 明治 10 浜北区尾野・金刀比羅神社

10 梅が青にのつと日の出る山路かな 明治 17 浜北区宮口・庚申寺

11 ふる池や蛙とびこむ水の音 明治 29 東区豊西町・御嶽神社

12 名月にふもとの霜や田の曇 明治 29 東区半田町・六ヵ所神社

13 ものいへば唇寒し秋の風 明治 39 東区豊西町・十湖百句塚

14 ものいへば唇寒し秋の風 明治 39 東区笠井新田町・法永寺

15 子にあくと申す人には花もなし 明治 39 頃 東区笠井新田町・大木邸

16 ほろほろと山吹ちるかたきのおと 昭和 57 天竜区青谷・青谷不動尊

17 水僊や白きさうじの友うつり 平成 3 東区笠井新田町・法光院

【出典】弘中孝編 『石に刻まれた芭蕉』 (智書房､ 2004 年)､ 浜松市東区役所振興課編 『吟遊遠江』 (浜松市東区
役所振興課､ 2011 年) をもとに筆者作成｡



た
様
子
が
う
か
が
え
る

(

�)

。
例
え
ば
、
蒼
山
は
、
一
八
五
五
年

(

安
政
二)

二
月
一

七
日
か
ら
翌
年
一
〇
月
一
一
日
に
か
け
て
、
知
友
・
小
築
庵
春
湖
と
と
も
に
、
松

尾
芭
蕉
の『

お
く
の
ほ
そ
道』

に
学
ん
で
西
南
の
勝
地
を
巡
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、

順
番
に
筆
を
執
っ
て
、
そ
の
日
の
情
を
記
し
た
旅
日
記『

雲
鳥
日
記』

を
作
成
し
、

一
八
五
九
年

(
安
政
六)

に
出
版
し
て
い
る
。
現
時
点
で
出
版
に
携
わ
っ
た
書
肆

な
ど
は
不
明
だ
が
、
内
山
草
子
は
、
こ
の
旅
自
体
が

｢

尾
張
・
三
河
方
面
の
、
名

だ
た
る
宗
匠
連
の
賛
同
を
得
て
の
、
応
分
の
資
金
援
助
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
実

行
の
運
び
と
も
な
っ
た｣
と
指
摘
し
て
お
り

(

�)

、『

雲
鳥
日
記』

の
出
版
に
中
京
俳

壇
の
存
在
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、

蒼
山
が
遠
州
の
俳
諧
グ
ル
ー
プ
だ
け
で
な
く
中
京
地
域
の
俳
壇
と
も
関
係
性
を
有

し
、
蒼
山
の
俳
諧
活
動
を
金
銭
的
に
援
助
す
る
人
々
が
複
数
い
た
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
浜
松
地
域
で
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
俳
諧
が
地
域
文
化
と
し

て
根
付
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
文
化
的
土
壌
を
背
景
と
し
て
、
十
湖
は
俳
諧
の
実

践
を
展
開
し
て
い
く
。
以
下
、
そ
の
様
子
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

十
湖
の
俳
諧
へ
の
目
ざ
め
は
早
い
。
柿
園

(

伊
藤)

嵐
牛
が
主
催
す
る
柿
園
社

中
の
史
料
の
な
か
で
十
湖
は
、
一
八
六
五
年

(

慶
応
元)

に
は

｢

中
ゼ
ン
ジ

伯

牛｣

の
名
で
句
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
れ
以
外
に
も
、
十
湖
の
句
は
一
八
七
六

年

(

明
治
九)

刊
の

『

翁
追
善
筆
の
跡
集』

や
一
八
八
〇
年

(

明
治
一
三)

刊
の

『

俳
諧
百
韻』

な
ど
様
々
な
俳
書
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
十
湖
が
戸
長
や
郡
長
と

い
っ
た
公
職
に
就
き
な
が
ら
精
力
的
に
俳
諧
の
道
に
勤
し
ん
で
い
た
様
子
が
う
か

が
え
る
。

一
八
八
一
年

(

明
治
一
四)

、
十
湖
は
西
遠
吟
社
を
設
立
し
、
引
佐
・
麁
玉
地

域
の
人
々
と
俳
諧
活
動
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。
同
社
の
活
動
実
態
に
つ
い
て

は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
十
湖
の
還
暦
記
念
と
し
て
作
成
さ
れ
た

『

奇
人
俳
人
松

島
十
湖

(

�)』

に
は

｢

同
社
は
熾
盛
を
極
め
、
一
時
は
社
員
数
百
名
に
達
し
、
翁

(

十

湖
―
引
用
者
註)

が
郡
長
と
し
て
其
の
名
聲
嘖
々
た
る
と
共
に
同
社
の
名
聲
も
亦

揚
が
れ
り｣

と
あ
る

(

�)

。
西
遠
吟
社
が
社
員
数
百
名
を
数
え
る
巨
大
組
織
で
あ
る
と

同
時
に
、
郡
長
と
し
て
の
十
湖
の
名
が
ひ
ろ
く
海
内
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
る
と

と
も
に
同
社
の
名
声
も
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
十
湖
の
俳
書
出
版
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
十
湖
が
編
輯
し
出
版
、
ま

た
は
出
版
に
関
わ
っ
た
主
な
俳
諧
書
物
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

①

『

夷
白
発
句
集』

(

明
治
一
六
年
作
成)

②

『

小
築
庵
春
湖
発
句
集』

(

明
治
二
四
年
作
成)

③

『(

春
湖
追
善
俳
諧)』

(

明
治
三
四
年
刊)

①
は
、
十
湖
の
最
初
の
師
で
あ
る
栩
木
夷
白
の
発
句
を
集
め
た
句
集
で
あ
る
。

巻
末
に
は

｢

静
岡
県
／
遠
江
国
引
佐
郡
気
賀
村
弐
百
九
拾
三
番
地
／
松
島
吉
平｣

の
印
と
と
も
に

｢

西
遠
吟
社｣

の
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
本
が
西
遠
吟
社
に

よ
る
活
動
の
一
環
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
因
み
に
、

こ
の
本
に
は

｢

禁
売
壹
千
部
限｣

の
印
記
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
西
遠
吟
社
の
関

係
筋
だ
け
で
出
回
っ
た
一
〇
〇
〇
冊
限
定
の
品
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

②
は
、
十
湖
が
も
う
一
人
の
師
で
あ
る
小
築
庵
春
湖
の
発
句
を
集
め
た
句
集
で

あ
る
。
同
書
は
、｢

歳
旦
の
部｣

か
ら
は
じ
ま
り
、
以
降｢

春
の
部｣

・｢

夏
の
部｣

・

｢

秋
の
部｣
・｢

冬
の
部｣

、
そ
し
て

｢

雑
の
部｣

の
計
六
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

内
容
を
み
る
と
、
芭
蕉
筆
の

｢

い
び
き
の
図｣

を
見
た
際
に
詠
ん
だ
と
い
う
句

｢

春
雨
に
静
か
な
も
の
よ
鼾
の
図｣

や
、
十
湖
の
父
の
米
寿
を
祝
っ
て
の
句

｢

し
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ら
菊
に
神
の
白
髪
み
ゆ
る
か
な｣

、
旧
友
で
あ
る
摩
訶
庵
蒼
山
の
法
莚
で
詠
ん
だ

と
い
う
句

｢

爰
元
に
其
儘
月
の
主
か
な｣

な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
奥
付
を
み

る
と
、
や
は
り

｢

非
売
品｣

の
表
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
同
書
も
限
ら
れ
た
範
囲

内
で
配
ら
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
か
。

③
は
、
前
欠
の
た
め
正
確
な
書
誌
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
本
文

中
に

｢

故
小
築
庵
春
湖
宗
匠
十
七
回
忌
献
詠｣

や

｢

追
悼｣

な
ど
の
語
が
し
ば
し

ば
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
書
は
小
築
庵
春
湖
の
年
忌
に
あ
わ
せ
て
作
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
十
湖
は
、
春
湖
の
一
七
回
忌
献
詠
の
会
主
を
務
め
て
い
る
。

因
み
に
、
同
書
で
十
湖
は
、
俳
諧
教
導
職
と
し
て
活
躍
し
、
東
京
・
深
川
に
芭
蕉

神
社
を
創
建
し
て
芭
蕉
の
顕
彰
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
三
森
幹
雄

(

一
八
三
〇
年

[

天
保
元]

―
一
九
一
〇
年

[

明
治
四
三])
を
は
じ
め
、
年
長
の
宗
匠
た
ち
と
句

を
巻
い
て
い
る
。
な
お
同
書
の
奥
付
に
は
、
同
書
の
印
刷
者
と
し
て
青
山
豊
太
郎

の
名
前
が
あ
り
、
同
書
が
、
青
山
が
社
主
を
務
め
る
東
京
の
精
行
舎

(

後
述)

か

ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

右
に
挙
げ
た
十
湖
の
俳
書
作
成
の
動
向
を
み
る
と
、
一
つ
の
傾
向
を
読
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
十
湖
が
、
自
身
の
師
匠
ゆ
か
り
の
俳
書
作
成
に
携

わ
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
①
の

『

夷
白
発
句
集』

は
、
十
湖
が
最
初
に
俳

諧
を
習
っ
た
栩
木
夷
白
の
発
句
集
で
あ
る
。
夷
白
が
近
世
後
期
の
遠
州
と
り
わ
け

現
在
の
浜
松
市
北
西
部
地
域
の
俳
諧
を
リ
ー
ド
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
と

(

�)

、
同
書
を
出
版
し
た
西
遠
吟
社
に
も
十
湖
同
様
に
夷
白
か
ら
俳
諧
の
薫
陶
を

受
け
た
人
物
が
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
意
味
で
①
は
、
十
湖
と
遠
州
地
域
の

人
び
と
に
よ
る
夷
白
顕
彰
の
実
践
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
②
と
③
は
、
自
身
の
も
う
一
人
の
師
で
あ
る
春
湖
を
顕
彰
す
る
た
め
に
作

ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。
十
湖
が
、
春
湖
や
関
為
山
が
中
心
と
な
っ
て
明
治
七
年
に

設
立
し
た
俳
諧
教
林
盟
社
の
社
員
と
し
て
活
動
し
て
い
た

(

�)

こ
と
や
、
先
述
し
た
よ

う
に
春
湖
の
十
七
回
忌
の
会
主
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
十
湖
に
と
っ

て
春
湖
の
存
在
は
小
さ
く
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
様
子
は
、
右
に
示
し

た
よ
う
に
十
湖
が
積
極
的
に
春
湖
の
顕
彰
に
努
め
て
い
た
事
実
や
、
春
湖
の
妻
亀

子
が
十
湖
に
対
し

｢

春
湖
の
為
め
墓
参
追
福
の
御
足
労
を
御
か
け
ま
こ
と
に
御
厚

情
の
ほ
と
御
礼
の
申
上
様
も
無
御
座
候｣

と
謝
辞
を
述
べ
た
書
簡
で
明
ら
か
な
よ

う
に

(

�)

、
春
湖
の
追
善
に
積
極
的
に
働
い
た
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
十
湖
に
よ
る
俳
書
の
作
成
は
、
自
身
が
嗜
む
蕉
風
俳
諧
の
世
界
を

可
視
化
す
る
と
と
も
に
、
師
匠
の
顕
彰
を
通
じ
て
蕉
風
俳
諧
の
あ
り
様
を
称
揚
す

る
た
め
の
実
践
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二

『

日
本
博
覧
図
静
岡
県
初
編』

に
み
る
十
湖
の
句

本
章
で
は
、『

日
本
博
覧
図
静
岡
県
初
編』

と
い
う
銅
版
画
を
手
が
か
り
と
し

て
、
十
湖
が
ど
の
様
な
俳
諧
実
践
を
試
み
て
い
た
か
を
確
認
す
る
。
本
論
に
入
る

前
に
、
中
心
資
料
と
な
る

『

日
本
博
覧
図
静
岡
県
初
編』

に
つ
い
て
概
観
し
て
お

こ
う

(

�)

。
同
書
は
、
一
八
九
二
年(

明
治
二
五)

四
月
か
ら
翌
九
三
年(

明
治
二
六)

に
か
け
て
青
山
豊
太
郎
と
秋
谷
楳
之
助
の
手
に
よ
り
、
東
京
・
精
行
舎
を
版
元
と

し
て
出
版
さ
れ
た
銅
版
画
集
で
あ
る
。
若
林
淳
之
に
よ
れ
ば
、
同
書
が
出
版
さ
れ

た
目
的
は
、
日
本
各
地
の
旧
跡
や
新
名
所
、
農
・
工
・
商
家
の
邸
宅
を
描
く
こ
と

で
、
文
明
開
化
の
様
子
を
可
視
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う

(

�)

。
実
際

に
同
書
を
み
る
と
、

清
水
で
操
業
し
て
い
た
太
田
製
糸
場
や
、
士
族
授
産
の
目

的
で
三
方
原
に
開
業
し
た
茶
園

｢

百
里
園｣

な
ど
、
静
岡
県
内
に
お
け
る
文
明
開

化
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
事
物
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
三
遠
農
学
社
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な
ど
、
十
湖
に
ゆ
か
り
の
深
い
事
物
も
複
数
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
原
画
の
作
製
に
は
、
土
方
雲
外
や
東
濤
舎
巳
凌
ら
が
関
与
し
、
山
崎

芳
や
木
村
晴
山
、
村
山
棋
山
ら
が
工
人
と
し
て
参
加
し
た
。
な
お
、
同
書
の
出
版

に
当
た
っ
て
は
、
十
湖
自
身
も
推
薦
文
を
寄
せ
て
い
る
。
前
節
で
み
た

『(

春
湖

追
善
俳
諧)』
の
な
か
で
、
十
湖
は
青
山
に
つ
い
て

｢

銅
、
石
、
活
版
及
彫
刻
等

迅
速
に
し
て
其
の
社
名
に
背
す
余
が
年
来
信
頼
す
る
処
な
り｣

と
評
し
て
い
る
こ

と
か
ら

(

�)

、
十
湖
は
青
山

(
精
行
舎)

と
そ
れ
な
り
の
付
き
合
い
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

で
は
、
実
際
に
画
を
見
て
み
よ
う
。
最
初
に
見
る
の
は
、｢

遠
陽
市
場
開
業
之

真
景｣

で
あ
る

(

図
１

(

�))

。
こ
の
画
で
は
、
一
八
九
〇
年

(

明
治
二
三)

十
月
に
、

遠
江
国
豊
田
郡
豊
西
村
に
開
業
し
た
遠
陽
市
場
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
遠
陽

市
場
は
、
近
世
以
来
市
場
と
し
て
発
展
し
て
き
た
笠
井
市
と
地
続
き
の
豊
西
村
に

浜
松
商
人
た
ち
が
進
出
し
、
棟
割
長
屋
建
の
家
屋
を
構
え
た
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
。

進
出
し
た
商
人
に
は
、
鈴
木
初
蔵
や
小
島
屋
伊
三
郎
と
い
っ
た
木
綿
商
人

(

太
物

商)

ら
が
い
た

(

�)

。
画
の
左
側
を
み
る
と
、
市
場
に
出
店
し
て
い
る
浜
松
商
人
た
ち

の
名
前
が
ズ
ラ
リ
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
店
名
の
横
に
、
次
の
十
湖
の
句
が

み
え
る
。

明
治
廿
三
年
十
月
二
十
日
遠
陽
市
場
開
業
ス

な
ら
す
手
か
市
の
景
気
よ
朝
恵
比
寿

(

十
湖)

一
八
九
〇
年

(

明
治
二
三)

十
月
二
十
日
に
遠
陽
市
場
が
開
業
し
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
早
朝
か
ら
店
先
の
商
人
た
ち
が
威
勢
よ
く
客
を
呼
び
込
む
景
色
を
詠
ん

だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
遠
陽
市
場
は
、
開
業
当
時
は
景
況
を
呈
し
た
も
の
の
、
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一
八
八
九
年(

明
治
二
二)

七
月
に
東
海
道
線
が
開
通
し
た
の
を
契
機
と
し
て
徐
々

に
勢
い
を
落
と
し
、
一
八
九
七
年(

明
治
三
〇)

に
は
閉
鎖
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
銅
版
画
と
、
そ
こ
に
彫
ら
れ
た
十
湖
の
句
は
、
在
り
し
日
の
遠
陽

市
場
の
活
況
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
手
が
か
り
な
の
で
あ
る
。

次
に
見
る
の
は
、
豊
田
橋
の
画
で
あ
る

(

図
２)

。
豊
田
橋
は
、
一
八
八
三
年

(

明
治
一
六)

二
月
十
八
日
に
東
岸
匂
坂
中
之
郷
村
と
西
岸
中
善
地
村
の
間
に
架

設
さ
れ
た
木
橋
で
あ
る
。
画
の
左
下
に
目
を
や
る
と
、｢

明
治
拾
六
年
二
月
十
八

日
開
橋
巾
二
間
長
八
百
五
十
三
間｣

と
い
う
情
報
と
と
も
に
、｢

発
起
人
松
島
吉

平｣

と
あ
り
、
豊
田
橋
が
松
島
吉
平

(

十
湖)

の
発
起
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『

奇
人
俳
人
松
島
十
湖』

に
よ
れ
ば
、｢

曾
て
豊
田
郡

中
善
地
村
よ
り
天
龍
川
を
越
え
て
匂
坂
に
到
る
所
に
刻
苦
し
て
渡
船
の
便
を
開
き

し
が
更
ら
に
架
橋
の
必
要
を
思
ひ
十
五
年
九
月
小
栗
嘉
平
次
外
数
名
と
謀
り
仝
十

四
日
よ
り
架
設
に
着
手
し
十
六
年
二
月
十
八
日
開
橋
式
を
挙
行
せ
り｣

と
あ
る

(

�)

。

当
時
十
湖
は
引
佐
麁
玉
郡
の
郡
長
を
務
め
て
お
り
、
地
域
の

｢

近
代｣

化
に
熱
心

に
取
り
組
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
豊
田
橋
の
建
設
も
、
十
湖
に
よ
る
地
域
内

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
一
環
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

画
の
中
段
左
に
は
、
十
湖
の
句
が
み
え
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

夏
の
夜
や
長
き
わ
た
り
の
豊
田
は
し

あ
る
夏
の
日
の
夜
、
中
世
以
来
度
々
の
氾
濫
に
よ
っ
て
流
域
に
災
禍
を
も
た
ら

し

｢

あ
ば
れ
天
竜｣

と
も
称
さ
れ
て
き
た
天
竜
川
を
、
橋
が
架
か
っ
て
渡
り
歩
く

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
景
色
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
段
階
で

は
、
画
に
見
え
る
よ
う
な
常
設
の
橋
は
天
竜
川
に
架
か
っ
て
お
ら
ず
、
渡
河
す
る
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た
め
に
は
舟
に
よ
る
し
か
な
か
っ
た
。
か
か
る
前
史
を
踏
ま
え
れ
ば
、
個
人
が
自

力
で

｢

あ
ば
れ
天
竜｣

を
往
来
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
豊
田
橋
の
存
在
は
、
紛

れ
も
な
く
地
域
に
お
け
る

｢

近
代｣

化
の
ひ
と
つ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
だ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
十
湖
の
句
に
は
、
郡
長
と
し
て
地
域
の

｢

近
代｣

化
を
進
め
た
指
導
者
と
し

て
の
自
負
が
う
か
が
え
る
。

最
後
に
見
る
の
は
、
松
島
吉
平
邸
宅
、
す
な
わ
ち
十
湖
の
自
宅
の
画
で
あ
る

(

図
３)

。｢

静
岡
県
遠
江
国
豊
田
郡
中
善
地
村
七
十
二
峰
楼
松
島
吉
平
邸
宅｣

と

の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
け
ら
れ
た
こ
の
画
に
は
、
メ
イ
ン
で
あ
る
吉
平

(

十
湖)

の
邸
宅
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
十
湖
の
邸
宅
の
う
ち
、
前
方
は

｢

年
立
庵｣

、

後
方
は

｢

撫
松
庵｣

と
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
十
湖
の
庵
号
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
二
つ
の
建
物
が
と
も
に
十
湖
所
有
の
建
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
絵
の
上

段
左
に
は
小
栗
松
藹
の
漢
詩
、
有
賀
豊
秋
の
和
歌
、
柿
園
嵐
牛
の
俳
句
が
彫
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
三
者
と
も
、
十
湖
が
師
と
仰
い
だ
人
物
た
ち
で
あ
っ

た
。注

目
す
べ
き
は
、
十
湖
の
邸
宅
の
う
ち
後
方
の

｢

撫
松
庵｣
に
み
え
る
、
何
や

ら
石
が
乱
立
し
て
い
る
様
子
の
築
山
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
こ
の
築
山
は
、
十
湖
が
松
尾
芭
蕉
以
下
俳
諧
を
嗜
ん
だ
人
々
の
句
碑
を
集
め

て
造
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
も
同
地
に
遺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
築
山
に
、
誰

の
句
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
絵
の
右
下
に
刷
ら
れ
た

｢

撫
松

庵
邸
内
建
碑
の
写｣

か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
を
み
る
と
、
最
初
に

芭
蕉
翁
桃
青
、
す
な
わ
ち
松
尾
芭
蕉
の
句
が
見
え
る
。
続
い
て
、
十
湖
が
俳
諧
の

師
と
仰
い
だ
柿
園
嵐
牛
と
小
築
庵
春
湖
の
句
が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
、
そ
の
あ
と
十

湖
と
同
じ
く
地
域
内
で
俳
諧
を
嗜
ん
で
い
た
人
々
の
句
を
並
べ
た
と
こ
ろ
で
、
最

後
に
年
立
庵
十
湖
、
す
な
わ
ち
十
湖
本
人
の
句
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
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る
。
す
な
わ
ち
こ
の
築
山
の
句
碑
群
は
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
同
地
域

に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
世
界
を
可
視
化
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

史
料
上
の
制
約
も
あ
り
、
現
時
点
で
は
十
湖
が
具
体
的
に
い
か
な
る
意
識
の
も

と
こ
の
築
山
句
碑
群
を
造
成
し
た
か
、
明
確
に
は
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
次

章
で
述
べ
る
よ
う
な
芭
蕉
顕
彰
の
意
識
か
ら
作
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
も
出
来
よ
う

か
。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、
芭
蕉
に
始
ま
る
蕉
風
俳
諧
を
嗜
ん
だ
人
々
の
句
碑
が

十
湖
の
邸
内
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が

『

日
本
博
覧
図』

と
い
う

銅
版
画
に
描
か
れ
て
広
く
公
衆
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
た
点
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

以
上
こ
こ
ま
で
、『

日
本
博
覧
図
静
岡
県
初
編』

に
収
録
さ
れ
た
銅
版
画
の
う

ち
、
十
湖
の
句
が
彫
ら
れ
た
も
の
を
い
く
つ
か
み
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
う
か
が
え

る
の
は
、
十
湖
が
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
に
そ
の
姿
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
そ
れ
は
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
十
湖
が
メ
デ
ィ
ア
戦
略
に
長
け
て

い
た
と
い
う
点
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
十
湖
が
雑
誌
や
刷
り
物
と
い
っ
た

｢

書
物｣

の
み
な
ら
ず
、
句
碑
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
て
自
身
の
存
在
と
自
身

が
嗜
む
俳
諧
の
世
界
を
可
視
化
し
た
実
践
は
注
目
に
値
す
る
。
特
に
、
図
３
で
み

た
よ
う
に
、
十
湖
は
、
芭
蕉
と
自
身
が
俳
諧
を
習
っ
た
師
匠
た
ち
の
句
碑
を
含
む

句
碑
群
を
自
邸
の
庭
に
建
設
し
て
い
た
。
十
湖
の
俳
諧
実
践
に
お
い
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
芭
蕉
顕
彰
の
試
み
の
歴
史
的
意
味
で
あ
る
。
次
章
で
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

三

十
湖
の
芭
蕉
顕
彰

本
章
で
は
、
十
湖
が
ど
の
様
に
芭
蕉
顕
彰
の
実
践
を
試
み
て
い
た
か
、
そ
の
具

体
的
位
相
を
確
認
す
る
。

十
湖
の
俳
諧
活
動
を
述
べ
る
う
え
で
、
芭
蕉
へ
の
憧
憬
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
十
湖
は
芭
蕉
を
意
識
し
な
が
ら
俳
諧
の
道
に
生

き
て
い
た
。
十
湖
が
、
弟
子
た
ち
と
俳
諧
の
道
の
研
鑽
に
努
め
た
撫
松
庵
の
敷
地

内
に
、
師
で
あ
る
夷
白
や
嵐
牛
の
句
碑
と
同
時
に
芭
蕉
の
句
碑
を
建
立
し
て
い
た

こ
と
は
先
述
し
た
。
一
八
七
六
年

(

明
治
九)

に
作
ら
れ
た
芭
蕉
二
百
回
忌
追
善

集

『

筆
之
跡
集』

で
は
、｢

表
に
は
暖
簾
吹
せ
て
菊
の
花｣

と
詠
ん
で
い
る
。
ま

た

『

十
湖
発
句
集』

を
み
る
と
、
十
湖
が
芭
蕉
ゆ
か
り
の

｢

時
雨｣

に
つ
い
て
い

く
つ
も
の
句
を
幅
広
い
年
代
に
わ
た
っ
て
詠
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
加

え
て

『

現
代
に
よ
み
が
え
る
報
徳
の
絆』

に
は
、
作
成
年
代
こ
そ
不
明
で
あ
る
も

の
の
、
芭
蕉
の
肖
像
に

｢

萬
世
に
ひ
び
け
蛙
の
水
の
音｣

と
い
う
十
湖
の
句
が
詠

ま
れ
た
軸
が
あ
る
と
い
う

(

�)

。
さ
ら
に
、
一
八
九
六
年

(

明
治
二
九)

一
一
月
、
浜

名
郡
豊
西
村
御
嶽
神
社
境
内
に

｢

百
人
一
句
塚｣

を
造
成
し
、
そ
こ
に
蒼
山
や
嵐

牛
、
春
湖
の
碑
と
と
も
に
芭
蕉
の
句
碑
を
建
立
し
て
い
る
。

か
か
る
多
様
な
実
践
に
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
二
尊
堂
の
建
設
で
あ
る

(

�)

。
一

八
九
七
年

(

明
治
三
〇)

八
月
、
十
湖
は
、
芭
蕉
と
二
宮
尊
徳
を
祀
っ
た
二
尊
堂

を
自
邸
か
ら
平
貴
村
内
に
移
築
し
た
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
と
き

『

二
尊
堂

掲
額
句
集
并
諸
家
新
聲』

と
い
う
書
物

(

�)

を
作
成
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
書
物

を
繙
く
と
、
十
湖
の
芭
蕉
に
対
す
る
意
識
の
片
鱗
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
同
書

の
な
か
で
十
湖
は
、｢
二
尊
堂
翁
忌｣

と
し
て

｢

道
は
只
行
程
ひ
ろ
き
枯
野
哉｣
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と
い
う
句
を
詠
ん
で
い
る
。
恐
ら
く
は
あ
る
日
の
時
雨
忌
に
、
二
尊
堂
で
芭
蕉
を

偲
ん
で
の
句
会
が
開
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
辞
世
の
句
と
さ
れ
て
い
る

｢
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る｣

に
因
む

｢

枯
野｣

を
含
ま
せ
な
が
ら

｢

道｣
、
す
な
わ
ち
蕉
風
俳
諧
の

｢

道｣

の
奥
深
さ
を
詠
じ
た
句
と
読
め
る
。
も
う

一
つ
、｢

名
古
屋
三
桃
社
翁
忌｣

と
し
て

｢

松
風
の
魂
入
れ
る
時
雨
哉｣

と
い
う

句
も
同
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
句
が
具
体
的
に
い
つ
の
時
雨
忌
に
詠
ま
れ

た
も
の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、｢

松
風｣

＝
蕉
風
の
心
を
再
認
識
し
よ
う

と
す
る
十
湖
の
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
右
の
二
つ
の
句
か
ら
は
、
正

岡
子
規
が
俳
諧
の｢

旧
派｣

へ
の
痛
烈
な
批
判
を
展
開
し
始
め
て
間
も
な
い
頃
に

(

�)

、

｢

旧
派｣

の
宗
匠
と
し
て
芭
蕉
と
蕉
風
俳
諧
の
称
揚
を
試
み
る
十
湖
の
姿
を
確
認

す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
十
湖
と
同
じ
よ
う
な
心
性
を
持
っ
た
諸
主
体
が
全
国

に
存
在
し
た
点
で
あ
る

(

�)

。
具
体
的
に
は
、
七
十
二
峰
庵
の
庵
号
を
継
い
だ
大
木
随

処
を
は
じ
め
と
し
た
弟
子
た
ち
の
ほ
か
、
三
河
の
有
力
宗
匠
で
あ
る
植
田
宗
七

(

石
芝)

を
は
じ
め
と
し
て
越
中
・
大
和
・
羽
後
・
甲
斐
・
尾
張
・
伊
豆
・
伊
勢
・

下
総
・
近
江
・
静
岡
・
肥
前
・
阿
波
・
相
州
・
信
州
な
ど
、
全
国
各
地
か
ら
句
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る

(

表
３)

。
あ
る
い
は
彼
・
彼
女
た
ち
も
、
十
湖
と
同
じ
く
芭

蕉
と
併
せ
て
二
宮
尊
徳
を
敬
慕
す
る
主
体
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く

も
こ
こ
で
は
、
二
尊
堂
掲
額
の
た
め
に
様
々
な
人
物
が
句
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
と

併
せ
て
、
十
湖
が
俳
諧
を
通
じ
た
広
範
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
い
た
点
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
、
十
湖
に
よ
る
芭
蕉
顕
彰
の
営
み
で
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
芭
蕉
に
対

す
る
贈
位
を
願
い
出
て
い
る
点
で
あ
る
。
一
九
〇
一
年

(

明
治
三
四)

二
月
、
十

湖
は

｢

芭
蕉
翁
ニ
贈
位
ノ
特
典
ヲ
請
願｣

す
る
た
め
の
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。

次
の
史
料
を
見
て
ほ
し
い

(

�)

。

俳
諧
正
風
ノ
鼻
祖
タ
ル
翁
カ
文
字
ニ
就
テ
ハ
万
衆
疑
ヲ
容
レ
ス
ト
雖
モ
其
藩

主
藤
堂
家
ニ
尽
セ
シ
尊
皇
大
義
名
分
ノ
観
念
其
江
州
商
人
ニ
被
ラ
セ
シ
英
国

商
業
的
ノ
販
路
大
拡
張
将
又
御
茶
ノ
水
当
時
運
河
技
師
タ
リ
シ
カ
如
キ
国
家

的
ニ
与
フ
ル
鴻
益
啻
ニ
所
謂
平
民
文
字
ノ
創
業
者
タ
ル
而
巳
ナ
ラ
ス
実
ニ
我

尊
皇
及
埴
産
興
業
史
ニ
特
筆
大
書
ス
ヘ
キ
一
大
人
物
ナ
ル
ヲ
信
ス
、
是
所

信
ヲ
信
シ
敢
テ
贈
位
ノ
特
典
ヲ
請
願
ス
ル
所
以
也

明
治
三
十
四
年
二
月
二
十
三
日

静
岡
県
遠
江
国
浜
名
郡
豊
西
村
中
善
地
十
六
番
地
平
民
農

[

浜
名
郡
会
議
長]

松

島

十

湖

[

印]

東
京
市
芝
口
一
丁
目
三
番
地
衆
星
館
止
宿

貴
族
院
議
長
公
爵

近
衛
篤
麿
殿

衆
議
院
議
長

片
岡
健
吉
殿

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
十
湖
は
芭
蕉
を

｢

俳
諧
正
風
ノ
鼻
祖｣

と
明
確
に
称
揚

し
た
上
で
、
藩
主
家
で
あ
る
藤
堂
家
に
対
し
て
は

｢

尊
皇
大
義
名
分
ノ
観
念｣

を

も
ち
、｢

英
国
商
業
的
ノ
販
路｣

を

｢

大
拡
張｣

さ
せ
る
一
方
で
、｢

御
茶
ノ
水｣

す
な
わ
ち
水
路
の
開
削
に
つ
い
て
も

｢

運
河
技
師｣

が
ご
と
き
働
き
を
な
し
た
人

物
と
し
て
顕
彰
す
る
。
そ
し
て
、
彼
が

｢

国
家｣

に
与
え
た

｢

鴻
益｣

に
鑑
み
れ

ば
、
芭
蕉
は

｢
平
民
文
学
ノ
創
業
者｣

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に

｢

尊
皇
及
埴

産
興
業
史
ニ
特
筆
大
書
ス
ヘ
キ
一
大
人
物｣

で
あ
る
、
と
十
湖
は
力
説
す
る
。
す
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表 3 『二尊堂掲額句集并諸家新聲』 における ｢二尊堂献詠｣ 一覧

No. 句 作者 備 考

1 食うて寝る秋や恵も二柱 遠江 積翠

2 月を見る心仏に似たりけり 同 為龍

3 萩寺の鐘より秋は立にけり 越中 箕山

4 夜に入りて柴垣匂ふ残暑哉 大和 常春

5 寝不足を云人もなし今朝の秋 羽后 �風

6 草も木も露一色の庵哉 甲斐 眠石

7 草の戸の寝覚にきくや露の音 尾張 襦鶴

8 昨日今日秋と斗りの暑さ哉 伊豆 連水

9 初月を誉めて下るや庭作り 遠江 松操

10 乗り入れる心の駒や稲の波 同 紫楼

11 地に落ちし蝉一声やけさの秋 伊勢 耕雨

12 丹精は人も尊し実法稲 甲斐 如泉 二尊堂献詠

13 よるたまの照す渚や今日の月 下総 有隣 同

14 落たまま風も遊はぬ一葉哉 伊勢 葮汀

15 漣にまた出ぬ月の光り哉 近江 呉嶽

16 したはしや此二もとの翁草 遠江 機風 二尊翁忌

17 名月や大和心をはかすまて 静岡 菱池

18 鈴虫や見えもしさうな声のあや 肥前 一々

19 武蔵野の行末広し初嵐 遠江 起雲 日比谷

20 如何に見し今日此頃の秋の月 同 雪膓 十湖宗匠によす

21 何事か此月にこの鼾とは 相州 貞胤

22 束修に添えて貰ひぬことし酒 甲府 倍之

23 又もとへ立戻りてや菊作り 越后 旭扇

24 吹風も涼しや神の新御殿 阿波 十雨 二尊堂献詠

25 早秋に取次さまや垣根草 遠江 朝魚

26 上を見ぬ教ともなれ百合の花 相州 海山

27 止まらぬ波の清さよ波の月 信州 素来

28 雨晴て雲退く後の月夜哉 遠江 圓知

29 社家町の秋風目立簾哉 在伯耆 流芳

30 日の外に薫る迄咲け菊の花 伊予 潜龍 送友月君

31 冷やりとする程白し朝の菊 羽后 月静

32 ふる道の月よ鏡よ二尊堂 越后 晴江 二尊堂

33 鵞の觜に五色ふき出す小春哉 三河 可水

34 月の鹿松の声のみ更にけり 在京 捨山

35 浜荻のほくれて白き小春哉 在京 乙年女

36 時雨や松もろともに翁の日 同 桑月

37 冬籠筆の林はみやひやか 遠江 東洲

38 芭蕉忌や尾花時雨の二尊堂 同 湛水

39 時雨るるや今日俳諧の魂祭り 三河 石芝



な
わ
ち
十
湖
は
、
芭
蕉
を

｢

尊
皇｣

家
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
芭
蕉
が

｢

国
家｣

に
も
た
ら
し
た

｢

鴻
益｣

を
列
挙
し
、
そ
の
上
で
、｢

尊
皇
及
埴
産
興
業
史｣

上

に
特
筆
す
べ
き
人
物
と
し
て
芭
蕉
を
顕
彰
し
て
贈
位
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。

芭
蕉
を

｢

神｣

と
し
て
崇
め
る
営
み
は
、
既
に
日
本
近
世
社
会
に
お
い
て
芭
蕉

が

｢

桃
青
翁
明
神｣

と
し
て
神
格
化
さ
れ
て
い
た
し
、
明
治
以
降
は
三
森
幹
雄
が

東
京
深
川
に
芭
蕉
神
社
を
創
建
し
て
神
式
で
二
百
年
祭
を
執
行
す
る
な
ど
の
か
た

ち
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た

(

�)

。
だ
が
、
十
湖
の
よ
う
に
贈
位
と
い
う
か
た
ち
で
芭
蕉

を
国
家
的
に
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
実
践
は
、
管
見
で
は
他
に
確
認
し
て
い
な
い
。

時
代
は
明
治
三
〇
年
代
、
こ
の
時
代
に

｢

旧
藩｣

や

｢

勤
王
家｣

、｢

偉
人｣

の
顕

彰
が
様
々
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
十
湖
に
よ
る
芭
蕉
に
贈
位
を
願

い
出
る
と
い
う
行
動
の
背
景
に
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

(

�)

。
史
料
の
制
約
上
、

こ
の
運
動
が
功
を
奏
し
た
か
否
か
は
、
定
か
で
は
な
い
。
が
、
と
も
か
く
も
こ
こ

で
は
、
十
湖
が
俳
書
の
出
版
や
句
碑
の
建
立
だ
け
で
な
く
、
贈
位
と
い
う
国
家
的

栄
典
を
付
与
す
る
こ
と
で
芭
蕉
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

は
旧
藩
主
や｢

偉
人｣

と
い
っ
た
様
々
な
歴
史
上
の
人
物
の
顕
彰
運
動
が
群
生
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
た
時
代
性

(

�)

と
の
関
連
を

念
頭
に
お
き
つ
つ
捉
え
る
必
要
が
あ
る
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
明
治
俳
諧
史
に
お
け
る
松
島
十
湖
の
歴
史
的
位
置
を
検
討
し
て
き

た
。
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
、
近
世
・
近
代
転
換
期
日
本
に
お
け
る
具
体
的
な

〈
地
域
〉
で
活
動
し
た
俳
諧

｢

旧
派｣

の
位
相
の
一
端
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が

出
来
た
。
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40 冬中に只一日のしくれかな 遠江 八十五翁 知碩

41 あし跡に見ゆる昔や枯尾花 同 春海

42 古道の道栞かも枯尾花 同 春彦

43 床にある道ふみ別て枯尾花 同 泰明

44 しくるるや窓にさし込夕明り 同 梅辰

45 皆仰く時雨の今日や天の下 同 金宇

46 いさぬれて心清めん初時雨 同 静湖

47 拾ひ日をまとめまとめて水仙花 越中 竹洞

48 思ひやる七野の冬や鉢敲 遠江 竹翠

49 去なから山は動かぬ秋のくれ 同 閑里

50 孤家の軒から秋は行にけり 伊勢 紫浪

51 吹返す風に胡蝶やちる木の葉 名古屋 羊山

52 初雪や神代よりふる物乍ら 隠岐 撫松

53 打なひく尾花や誰をまつち山 岩代 晩成

54 軍服に寒き姿はなかりけり 在下総 友月

55 払はれて嬉し心につもる煤 依山
随処兄の紹介を得て
七十二峰庵の門に入る

56 僧一人坐禅にやせて枇杷の花 随処

57 言の葉の只したはしき時雨哉 同

【出典】 『二尊堂掲額句集并諸家新聲』 (浜松市立図書館所蔵 ｢松島氏所蔵文書｣ 史料番号 353) をもとに筆者作成｡



十
湖
に
よ
る
俳
諧
実
践
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
俳
書
の
み
な
ら
ず
、
銅
版

画
や
句
碑
と
い
っ
た
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
駆
使
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
十
湖
は
、
自
身
が
嗜
む
蕉
風
俳
諧
の
世
界
を
可
視

化
し
、
芭
蕉
の
顕
彰
と
あ
わ
せ
て
近
代
社
会
に
お
け
る
蕉
風
俳
諧
の
存
在
感
を
ア

ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
践
は
、
芭
蕉
に
贈
位
を
願
い
出
た
こ
と
に
端

的
な
よ
う
に
、
個
性
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
の
点
で
十
湖
は
、
明
治
俳
諧
史

に
明
確
に
位
置
付
け
る
べ
き
人
物
で
あ
る
。

十
湖
の
俳
諧
実
践
を
検
討
し
て
き
た
が
、
報
徳
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
検
討

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
尊
堂
の
建
設
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
十
湖
は
蕉

風
俳
諧
の

｢

道｣

と
報
徳
の

｢

道｣
と
を
同
時
に
追
求
し
、
両
者
を
融
合
さ
せ
よ

う
と
し
た
節
が
あ
る
。
十
湖
が
ど
の
様
に
俳
諧
と
報
徳
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
た
か
、
そ
し
て
そ
の
実
践
が
地
域
に
ど
の
様
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
今
後
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

因
み
に
、
十
湖
に
よ
る
蕉
風
俳
諧
と
報
徳
を
融
合
さ
せ
る
実
践
は
、
十
湖
の
あ

と
七
十
二
峰
庵
を
継
い
だ
大
木
随
処

(

一
八
七
一
年

[

明
治
三]
―
一
九
四
一
年

[

昭
和
一
六])

に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
彼
は
、
師
・
松
島
十
湖
の
顕
彰
に
努
め
つ

つ

｢

旧
派｣

的
な
俳
諧
の
実
践
を
続
け
る
一
方
で
、
大
日
本
報
徳
社
が
発
行
し
て

い
た
機
関
誌

『

大
日
本
報
徳』

の
誌
上
で
明
治
後
期
か
ら
昭
和
戦
中
期
ま
で

｢
田

園
俳
句｣

の
選
者
を
務
め
た
人
物
で
あ
っ
た
。
今
後
は
、
随
処
の
視
点
か
ら
見
た

大
正
・
昭
和
の
浜
松
地
域
に
お
け
る

｢

旧
派｣

の
位
相
、
特
に

｢

新
派｣

と
の
競

合
の
実
態
を
詳
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
そ
の
実
践
に
お
け
る
報
徳
思
想

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

註

(

１)

勝
峯
晋
風

『

明
治
俳
諧
史
話』

(

大
誠
堂
、
一
九
三
四
年)

。

(

２)

村
山
古
郷

『

明
治
俳
壇
史』

(

角
川
書
店
、
一
九
七
八
年)

。

(

３)

加
藤
定
彦

｢

教
導
職
を
め
ぐ
る
諸
俳
人
の
手
紙
―
庄
司
�
風

『

花
鳥
日
記』

か

ら
―｣

(『

連
歌
俳
諧
研
究』

第
八
八
号
、
一
九
九
五
年)

、
加
藤
定
彦
・
倉
島
利
仁

編
著

『

柿
園
嵐
牛
俳
諧
資
料
集』

(

嵐
牛
俳
諧
資
料
館
、
二
〇
一
八
年)

な
ど
。

(

４)

越
後
敬
子

｢

明
治
俳
壇
の
一
様
相
―
俳
諧
明
倫
講
社
の
出
版
活
動
に
つ
い
て
―｣

(『

実
踐
國
文
学』

第
四
八
号
、
実
践
国
文
学
会
、
一
九
九
五
年)

、
同

｢

明
治
の
類

題
句
集
―
旧
派
と
新
派
を
比
較
し
て｣

(『

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要』

第
二
四
号
、

国
文
学
研
究
資
料
館
、
一
九
九
八
年)

、
同

｢

幕
末
俳
壇
と
明
治
俳
壇
の

｢

断
絶｣

と

｢

連
続｣｣

(『

国
文
学

解
釈
と
鑑
賞』

第
七
四
巻
三
号
、
二
〇
〇
九
年)

。

(

５)

櫻
井
武
次
郎

『

俳
諧
史
の
分
岐
点』

(

和
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年)

。

(

６)

綿
抜
豊
昭
・
鹿
島
美
千
代『

芭
蕉
二
百
回
忌
の
諸
相』

(

桂
書
房
、
二
〇
一
八
年)

。

(

７)

以
上
、
松
島
十
湖
に
つ
い
て
は
中
村
万
吉
編

｢

松
島
吉
平
君
之
略
履
歴｣

(

一
八

九
〇
年
刊
、
浜
松
市
立
図
書
館
所
蔵)

、
山
田
万
作
編

『

岳
陽
名
士
伝』

(

一
八
九

一
年
刊)

な
ど
参
照
。

(

８)
『

浜
北
市
史』

通
史
編
下
巻

(

浜
北
市
、
一
九
八
九
年)

。

(

９)

斎
藤
新

｢

松
島
吉
平

｢

地
域｣

の
発
想
の
誕
生｣

(

静
岡
県
近
代
史
研
究
会
編

『

近
代
静
岡
の
先
駆
者』

静
岡
新
聞
社
、
一
九
九
九
年)

。

(

�)

岩
崎
鐵
志

｢

松
島
十
湖
の
推
譲
―
君
子
不
器
―｣

(『

日
本
・
東
ア
ジ
ア
文
化
研

究』

第
二
号
、
二
〇
〇
三
年)

。

(

�)

松
島
勇
平
編

『

十
湖
発
句
集』

(

私
家
版
、
一
九
九
一
年)

。

(

�)
『

浜
松
市
史』

通
史
編
２

(

浜
松
市
、
一
九
五
七
年)

。

(

�)

同
右
書
、
五
五
五
頁
。

(

�)

佐
々
木
茂
編

『

摩
訶
庵
蒼
山
全
集』

第
一
〜
三
巻

(

私
家
版
、
一
九
七
二
年)

。

(
�)

内
山
草
子

｢

遠
州
俳
壇
を
固
め
た
三
人
の
風
来
坊

(

下)｣
(

浜
松
史
蹟
調
査
顕

彰
会
編

『

遠
江』

第
一
二
号
、
一
九
八
九
年)

、
一
〇
二
頁
。

(

�)
｢

柿
園
評
月
並(

慶
応
元
年)

四
月
分｣

(

註
３
前
掲『

柿
園
嵐
牛
俳
諧
資
料
集』

、

一
四
四
頁)
。

(

	)

大
橋
亦
兵
衛
編

『

奇
人
俳
人
松
島
十
湖』

(

十
湖
伝
記
発
行
所
、
一
九
〇
九
年)

。
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八



(

�)

同
右
書
、
九
六
頁
。

(

�)

一
八
八
三
年

(

明
治
一
六)

五
月
に
作
成
さ
れ
た

『

あ
と
川
集』

と
い
う
句
集

に
は
、
十
湖
を
含
む
夷
伯
の
門
人
二
七
名
の
句
が
載
っ
て
い
る

(

註
８
前
掲

『

浜

北
市
史』

通
史
編
下
巻
、
四
一
三
頁)

。

(

�)
｢

結
社
名
員
録

完｣
(

架
蔵)

。

(

�)
『(

春
湖
追
善
俳
諧)』

(

浜
松
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵

｢

松
島
氏
所
蔵
文
書｣

、
史

料
番
号
三
五
五)

。
(

�)

本
稿
で
は
、『
浜
松
市
史』

新
編
史
料
編
別
冊
二

(

浜
松
市
、
二
〇
〇
二
年)

に

収
録
さ
れ
た
も
の
を
資
料
と
し
て
用
い
る
。

(

�)

若
林
淳
之

｢『

静
岡
県
明
治
銅
版
画
風
景
集』

に
つ
い
て｣

(『

静
岡
県
明
治
銅
版

画
風
景
集』

(

羽
衣
出
版
、一
九
九
一
年))

。

(

�)

註
�
前
掲

『(

春
湖
追
善
俳
諧)』
五
二
丁
表
―
裏
。

(

�)

以
下
、
図
１
か
ら
図
３
と
し
て
示
す
図
像
の
出
典
は
、
す
べ
て

『

浜
松
市
史』

新
編
史
料
編
二
別
冊

(

浜
松
市
、
二
〇
〇
二
年)

。
(

	)
『

浜
松
市
史』

通
史
編
３

(

浜
松
市
、
一
九
五
七
年)

、
四
〇
八
頁
。

(


)

註
�
前
掲

『

奇
人
俳
人
松
島
十
湖』

、
一
三
三
頁
。

(

�)
『

現
代
に
よ
み
が
え
る
報
徳
の
絆』

(

十
湖
百
句
塚
保
存
会
・
鳴
門
幻
住
庵
保
存

会
編
集
・
発
行
、
二
〇
一
四
年)

、
一
七
頁
。

(

)

二
尊
堂
に
つ
い
て
は
、
註
８
前
掲

『

浜
北
市
史』

通
史
編
下
巻
を
参
照
の
こ
と
。

(

�)

浜
松
市
立
図
書
館
所
蔵

｢

松
島
氏
所
蔵
文
書｣

、
史
料
番
号
三
五
三
。

(

�)

青
木
亮
人

『

近
代
俳
句
の
諸
相』

(

創
風
社
出
版
、
二
〇
一
八
年)
、
井
上
泰
至

『

正
岡
子
規』

(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年)

。

(

�)

例
え
ば
、
明
治
期
以
降
の
八
戸
俳
壇
を
リ
ー
ド
し
た
百
泉
洞
古
心

(

北
村
益)

は
、
一
九
三
一
年

(

昭
和
六)

に
自
身
が
古
稀
を
迎
え
た
の
を
機
と
し
て
、
所
有

地
を
公
に
寄
附
し
、
そ
こ
に
芭
蕉
堂
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
敷
地
内
に

芭
蕉
句
碑

｢

古
池
や
蛙
と
び
こ
む
水
の
音｣

を
建
て
、
芭
蕉
の
顕
彰
に
力
を
入
れ

て
い
た
。
百
泉
洞
古
心
に
つ
い
て
は
、
八
戸
市
博
物
館
編

『

八
戸
俳
諧
の
あ
ゆ
み』

(

八
戸
市
博
物
館
、
一
九
八
九
年)

な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

(

�)
｢

請
願
書｣

(

磐
田
市
歴
史
文
書
館
所
蔵｢

寺
田
家
文
書｣

、
史
料
番
号
七
七
―
二)

。

(

�)

堀
切
実

『

俳
聖
芭
蕉
と
俳
魔
支
考』

(

角
川
選
書
、
二
〇
〇
六
年)

、
三
〇
一
頁
。

(

�)

羽
賀
祥
二

｢

史
蹟
の
保
存
と
顕
彰｣

(『

国
文
学

解
釈
と
鑑
賞』

第
八
九
三
号
、

二
〇
〇
五
年)

、
及
川
祥
平『

偉
人
崇
拝
の
民
俗
学』

(

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年)

、

高
木
博
志
編

『

近
代
天
皇
制
と
社
会』

(

思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
八
年)

な
ど
。

(

�)

羽
賀
祥
二
編

『

近
代
日
本
の
歴
史
意
識』

(

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年)

、
拙

稿｢

近
代
天
皇
制
国
家
と｢

偉
人｣｣

(『

歴
史
評
論』

第
八
四
八
号
、
二
〇
二
〇
年)

。

【
付
記
】

本
稿
は
、
俳
文
学
会
第
七
二
回
全
国
大
会
研
究
発
表

(

二
〇
二
一
年
一
〇
月
二

四
日
実
施)

と
、
第
一
四
七
回

｢

書
物
・
出
版
と
社
会
変
容｣

研
究
会

(

二
〇
二

一
年
一
二
月
四
日
開
催)

で
の
報
告
内
容
の
一
部
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
の
場
に
て
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
御
意
見
を
賜
わ
っ
た
皆
様
に
対

し
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
礼
申
上
げ
る
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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