
芭
蕉
や
子
規
に
よ
っ
て

一
変
し
た
価
値
観

　

俳
句
の
源
は
鎌
倉
時
代
に
流
行
し
た

「
連れ
ん

歌が

」
で
す
。
連
歌
は
五
七
五
七
七

の
リ
ズ
ム
で
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
貴
族

た
ち
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
の
遊
び
か
ら

生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
Ａ
さ

ん
が
五
七
五
を
詠
ん
だ
ら
Ｂ
さ
ん
が
七

七
を
詠
む
と
い
う
漫
才
の
掛
け
合
い
の

よ
う
に
、
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
楽
し
ん

で
い
た
。
そ
れ
が
Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん
の

後
に
Ｃ
さ
ん
が
五
七
五
を
詠
ん
で
、
Ｄ

さ
ん
が
七
七
で
こ
た
え
る
…
…
そ
の
繰

り
返
し
が
連
歌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
は
連
歌
も
貴

族
が
公
の
場
で
詠
む
べ
き
詩し
い
か歌

と
位
置

づ
け
ら
れ
、
戦
国
武
将
も
連
歌
を
詠
む

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
「
こ
う
あ
る

べ
き
」
と
硬
直
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め

連
歌
は
魅
力
を
失
っ
て
い
き
ま
す
。
江

戸
時
代
に
連
歌
は
定
着
し
た
も
の
の
、

独
創
的
な
作
品
は
生
ま
れ
に
く
い
状
況

で
し
た
。
代
わ
っ
て
台
頭
し
た
の
が
、

「
俳は
い

諧か
い

」
で
す
。
連
歌
が
身
分
の
高
い

人
の
た
し
な
み
と
な
る
一
方
、
庶
民
は

笑
い
や
下
ネ
タ
な
ど
俗
な
事
柄
を
詠
っ

て
楽
し
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を

連
歌
と
区
別
す
る
た
め
に
俳
諧
連
歌
と

呼
ん
で
い
た
の
が
、
略
し
て
俳
諧
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

俳
諧
を
楽
し
ん
で
い
た
層
か
ら
登
場

し
た
の
が
松
尾
芭
蕉
で
す
。
芭
蕉
は
見

事
な
俳
諧
作
品
を
数
多
く
生
み
出
す
と

同
時
に
、「
五
月
雨
を
集
め
て
早
し
最

上
川
」
な
ど
五
七
五
で
完
結
す
る

「
発ほ
っ
く句

」
を
個
人
制
作
と
し
て
詠
ん
で

い
ま
す
。
芭
蕉
以
降
の
俳
諧
は
和
歌
や

連
歌
を
超
え
て
江
戸
期
の
庶
民
が
親
し

む
詩
歌
と
な
り
、「
俳
聖
」
と
呼
ば
れ
た

芭
蕉
を
尊
敬
す
る
歌
人
と
し
て
与
謝
蕪

村
や
小
林
一
茶
な
ど
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

実
は
、
俳
諧
も
連
歌
と
同
じ
よ
う
に

型
に
は
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。
芭
蕉
を

尊
ぶ
あ
ま
り
に
斬
新
な
作
品
が
生
ま
れ

に
く
く
、
個
人
の
発
句
よ
り
も
集
団
で

制
作
す
る
俳
諧
の
方
が
重
ん
じ
ら
れ
て

い
た
。
明
治
時
代
に
な
り
正
岡
子
規
が

彗
星
の
よ
う
に
現
れ
、「
個
人
が
詠
む
五

七
五
で
完
結
す
る
発
句
こ
そ
文
学
で
あ

る
」と
主
張
し
、発
句
を
「
俳
句
」
と
称

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

子
規
が
登
場
す
る
こ
と
で
今
で
い
う

俳
句
、
五
七
五
の
十
七
音
で
完
結
す
る

詩
歌
が
成
立
し
ま
す
。
子
規
は
、
明
治

期
に
渡
来
し
た
西
洋
流
の
芸
術
観
で
俳

諧
を
と
ら
え
直
し
、「
私
」
と
い
う
個
人

の
実
感
を
詠
う
俳
句
こ
そ
文
学
と
考
え

た
の
で
す
。

俳
句
を
詠
む
と
高
ま
る

暮
ら
し
の「
解
像
度
」

　

俳
句
の
魅
力
を
ひ
と
言
で
表
す
な
ら

ば
「
短
い
こ
と
」。
俳
句
は
、
五
七
五

の
十
七
音
に
、
春
夏
秋
冬
を
感
じ
さ
せ

る
季
語
を
入
れ
る
と
体
裁
は
整
う
。
季

節
感
と
自
分
の
周
り
の
出
来
事
を
詠
む

と
作
品
に
な
る
の
で
、
他
の
芸
術
と
比

べ
て
達
成
感
が
早
く
得
ら
れ
ま
す
。

「
五
七
五
」
と
い
う
十
七
音
だ
け
で
個
人

が
さ
さ
や
か
な
情
感
を
詠よ

む
俳
句
。
日

本
独
特
の
短
詩
だ
が
、
身
近
な
よ
う
で

実
は
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
の
で
は
な

い
か
。学
生
た
ち
に
ア
ニ
メ
や
ポ
ッ
プ
ス

を
用
い
て
「
俳
句
学
」
を
講
義
す
る
新

鋭
の
俳
句
研
究
者
、
青
木
亮ま
こ
と人

さ
ん
に
、

俳
句
の
歴
史
や
そ
の
魅
力
、
水
と
の
関

係
性
な
ど
を
聞
い
た
。

俳
句
と
水
と
我
が
暮
ら
し

気
づ
き
を
重
ね
、
丁
寧
に
生
き
る

水
澄
む
や 

と
ん
ぼ
う
の
影 

ゆ
く
ば
か
り

【詠む】
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た
だ
し
、
い
ざ
詠
も
う
と
す
る
と
使

え
る
文
字
数
が
少
な
す
ぎ
て
、
思
っ
た

こ
と
が
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
。
そ
う

い
う
難
し
さ
も
抱
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
俳
句
に
は
季
語
の
な
い
無む

季き

俳
句
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
季
語

を
入
れ
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
の

で
、「
自
分
に
と
っ
て
春
と
は
ど
う
い
う

季
節
な
の
か
」
と
季
節
感
を
あ
ら
た
め

て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

　

春
の
代
表
的
な
花
は
桜
で
す
が
、「
梅

の
後
は
桜
」
で
は
な
く
、
梅
の
後
に
は

桃
が
あ
り
、
さ
ら
に
雪
柳
、
連れ
ん
ぎ
ょ
う翹、

木も
く

蓮れ
ん

な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
少
し
ず
つ

重
な
り
な
が
ら
咲
く
。
雨
も
同
様
で
、

春
雨
が
あ
り
、
夏
に
突
然
降
る
の
は
夕

立
で
、
秋
の
霧
雨
や
冬
の
時し
ぐ
れ雨

も
あ
る

わ
け
で
す
。
季
節
の
移
ろ
い
も
夏
か
ら

急
に
秋
に
な
る
の
で
は
な
く
、
夏
の
残

暑
を
感
じ
さ
せ
る
秋
が
あ
れ
ば
、
冬
が

間
近
に
迫
っ
た
秋
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ざ
季
語
を
使
お
う
と
す
る
と
、
草

花
や
食
べ
も
の
や
行
事
と
い
っ
た
ふ
だ

ん
は
見
過
ご
し
て
い
た
こ
と
へ
の
認
識

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

季
節
に
限
ら
ず
、
い
つ
も
歩
い
て
い
る

道
、
庭
に
咲
い
て
い
る
花
、
空
を
飛
ぶ

鳥
、
あ
る
い
は
よ
く
す
れ
違
う
近
所
の

人
、
職
場
の
仲
間
た
ち
な
ど
自
分
の
生

活
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
こ
と
に
対
す

る
認
識
が
こ
ま
や
か
に
な
る
、
つ
ま
り

暮
ら
し
に
か
か
わ
る
「
解
像
度
」
が
高

ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
俳

句
を
通
じ
て
認
識
が
豊
か
に
な
り
、
感

覚
も
磨
か
れ
て
い
く
。
そ
れ
も
ま
た
俳

句
の
大
き
な
魅
力
で
す
。

ふ
と
立
ち
止
ま
っ
て

自
分
を
知
る
き
っ
か
け
に

「
水
」
は
日
本
人
の
生
活
す
べ
て
に
か

か
わ
る
も
の
で
す
の
で
、
俳
句
で
も
広

く
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
分
け
る

と
二
つ
あ
っ
て
、一
つ
が
「
季
節
感
を
伴

っ
て
詠
ま
れ
る
水
」。
春
の
水
、
秋
の

水
と
い
う
よ
う
に
四
季
の
移
ろ
い
と
し

て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
「
生
活
に
か
か
わ
る

水
」。
水
を
使
う
こ
と
が
多
い
料
理
や

間
接
的
に
水
が
か
か
わ
る
田
ん
ぼ
な
ど

も
詠
ま
れ
ま
す
。
日
本
は
川
が
多
く
海

に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
し
、
北
国
な
ら
雪

も
水
に
か
か
わ
り
ま
す
。
雪ゆ
き

解ど
け

は
春
の

季
語
で
、
雪
解
け
水
が
集
ま
っ
て
流
れ

る
様
を
雪ゆ
き

解げ

川が
わ

と
表
現
し
た
り
し
ま
す
。

　

四
季
で
も
っ
と
も
水
を
欲
す
る
季
節

は
夏
な
の
で
、
夏
の
季
語
に
は
水
に
ま

つ
わ
る
も
の
が
多
い
で
す
。
こ
こ
で
水

に
ち
な
ん
だ
句
を
二
つ
紹
介
し
ま
す
。

水
澄す

む
や
と
ん
ぼ
う
の
影
ゆ
く
ば
か
り

星
野
立た
つ

子こ　

「
水
澄
む
」は
秋
の
季
語
で
す
。
夏
は
水

が
濁
り
が
ち
で
す
が
、
気
温
が
下
が
る

と
水
も
澄
む
。
そ
こ
に
秋
の
気
配
を
感

じ
る
ん
で
す
ね
。
澄
ん
だ
水
の
上
を
飛

ぶ
複
数
の
ト
ン
ボ
を
じ
っ
と
見
て
い
る
。

そ
う
い
う
情
景
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

水
筒
に
清し

水み
ず

し
づ
か
に
入い

り
の
ぼ
る

篠
原 

梵ぼ
ん　

　

水
筒
に
湧
水
を
汲
ん
で
い
て
、
水
が

増
え
て
く
る
様
子
を
入
り
の
ぼ
る
と
表

現
し
て
い
る
。
夏
の
水
の
冷
た
さ
、
き

ら
き
ら
と
し
た
夏
の
光
の
眩
し
さ
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。
作
者
の
子
ど
も
の
よ
う

な
眼
差
し
も
窺
え
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
句
も
劇
的
な
瞬
間
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
に
何
気
な

い
瞬
間
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
俳
句
と
は
、

人
生
の
意
義
を
鮮
や
か
に
照
ら
す
と
い

う
よ
り
も
、
ご
く
平
凡
な
風
景
の
な
か

に
佇
む
自
分
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
る

も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

俳
句
を
通
じ
て
関
心
を
抱
く
の
は
川

な
の
か
空
な
の
か
木
々
な
の
か
と
い
っ

た
、
い
つ
も
は
意
識
し
な
い
自
身
の
感

性
に
気
づ
く
瞬
間
が
あ
る
は
ず
で
す
。

そ
の
気
づ
き
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、

何
に
対
し
て
も
丁
寧
に
、
見
て
接
し
て

感
じ
て
言
葉
を
遣
い
、
日
々
生
き
る
よ

う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

俳
句
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。

（
２
０
２
３
年
１
月
21
日
／
リ
モ
ー
ト
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）

水
筒
に 

清
水
し
づ
か
に 

入
り
の
ぼ
る

【詠む】
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