
夏
見
知
章
氏
著

『
芭
蕉
と
紙
子
－
佗
と
風
狂
の
系
譜
－
辻

米

　

谷

国
文
学
に
お
け
る
紙
子
史
を
一
打
し
て
追
究
し
て
来
ら
れ
た
夏
見
知
章
氏
が
、

こ
の
ほ
ど
永
年
の
研
究
を
ま
と
め
ら
れ
、
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
、
ま
ず
お
祝
い

申
し
あ
げ
た
い
。

本
書
は
昭
和
二
十
九
年
以
降
、
こ
れ
ま
で
誌
上
や
学
会
で
発
表
さ
れ
た
論
稿

を
、
全
面
的
に
改
稲
な
い
し
補
筆
し
、
ま
た
新
た
に
書
き
下
し
た
一
語
（
第
四

葦
）
を
加
え
て
、
一
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
あ
と
が
き
」
　
に
氏
が
説
明
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
二
早
を
い
わ
ば
概

説
と
し
、
第
二
幕
以
下
の
三
笛
を
各
論
と
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
　
紙
子
史
と
芭
蕉
－
に
は
、
第
一
節
　
紙
子
史
に
お
け
る
芭
蕉
の
位

置
に
つ
い
て
－
「
わ
び
」
　
の
一
系
譜
－
、
第
二
節
　
紙
子
史
に
お
け
る
「
狂
」

の
系
譜
－
芭
蕉
の
風
狂
と
紙
子
－
の
二
論
が
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
そ
の
簡
素

さ
の
ゆ
え
に
、
は
じ
め
物
質
的
執
着
を
放
下
し
た
出
家
の
草
庵
生
活
の
中
で
愛

用
さ
れ
た
紙
子
が
、
芭
蕉
お
よ
び
蕉
門
の
徒
に
よ
っ
て
、
そ
の
貧
寒
さ
を
積
極

的
、
肯
定
的
に
認
め
ら
れ
る
に
至
る
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
も
と
宗
教
的
解
脱

と
し
て
の
「
佗
び
」
　
の
資
縁
と
な
っ
た
紙
子
が
、
芭
蕉
に
お
い
て
美
的
境
地
と

し
て
の
「
わ
び
」
を
に
な
う
も
の
と
な
っ
た
と
説
く
。
箪
一
節
は
芭
蕉
に
至
る

紙
子
史
を
、
「
風
狂
」
　
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
た
ど
っ
て
い
る
。
共
に
ま
こ

と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
芭
蕉
論
と
な
っ
て
い
て
、
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。
た
だ
、
い

わ
ば
人
生
態
度
と
し
て
の
「
風
狂
」
と
、
美
的
理
念
と
し
て
の
「
わ
び
」
が
、

ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
言
葉
が
ほ
し
い
よ
う
に
思

－
つ
。

第
二
章
　
紙
子
－
は
、
次
の
四
第
か
ら
成
る
。

第
一
節
　
紙
子
の
名
称
－
紙
衣
か
ら
紙
子
へ
1

第
二
節
　
紙
子
の
原
紙
せ
産
地
－
奥
州
白
石
紙
子
－

第
三
節
　
紙
子
の
製
法
－
紀
州
撃
井
紙
子
－

第
四
節
　
紙
子
の
加
工
販
売
1
駿
州
安
部
川
紙
子
－

こ
の
童
は
、
工
芸
技
術
史
ま
た
は
産
業
経
済
史
の
分
野
に
踏
み
込
ん
だ
探
求

と
い
え
よ
う
が
、
こ
れ
も
氏
の
主
題
に
対
す
る
周
倒
な
用
意
の
ほ
ど
を
示
す
も

の
に
ほ
か
与
ら
な
い
。

第
三
章
　
紙
子
史
I
は
、
本
吉
の
二
分
の
一
の
紙
数
を
費
し
た
力
欝
で
、
紙

子
の
相
神
史
の
す
ぐ
れ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

屍
一
節
　
出
家
と
紙
子
－
－
紙
子
史
一
、
出
家
着
用
時
代
－

第
二
節
　
紙
子
の
道
路
－
紙
子
史
二
、
武
家
着
用
時
代
－

第
三
節
　
紙
子
貧
寒
の
姿
－
紙
子
史
三
、
庶
民
着
用
時
代
－

第
四
節
　
紙
子
の
生
活
美
的
形
成
－
紙
子
史
四
、
風
流
人
着
用
時
代
－

第
四
（
最
終
）
章
　
芭
蕉
の
紙
子
I
は
、
芭
蕉
を
中
心
に
、
紙
子
に
関
す
る
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句
文
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
「
あ
と
が
き
」
　
に
よ
れ
ば
、
氏
は
こ
の
章
に
最
も

重
点
を
置
い
て
執
筆
さ
れ
た
が
、
紙
幅
の
制
約
で
約
三
分
の
一
に
縮
め
た
も
の

だ
と
い
う
。
紙
子
に
関
す
る
氏
の
豊
富
な
知
識
を
駆
使
し
て
の
句
解
に
は
、
教

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

第
一
節
に
た
と
え
ば
、
笈
の
小
文
の
旅
中
、
名
古
屋
の
俳
席
で
挨
拶
し
た
芭

蕉
の
発
句
「
た
め
つ
け
て
雪
見
に
ま
か
る
紙
子
か
な
」
　
の
紙
子
を
、
仙
台
産
の

白
石
紙
子
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
小
紋
の
染
紙
子
で
あ
る
可
能
性
も
充
分
考

え
ら
れ
る
と
あ
る
。
紙
子
と
い
え
ば
、
柿
渋
を
塗
っ
た
だ
け
の
無
地
の
渋
紙
子

を
想
像
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
巻
末
に
貼
付
し
て
あ
る
種
々
の
模
様
の
染

紙
子
の
サ
ン
プ
ル
を
見
る
と
、
質
素
な
な
か
に
も
こ
ま
や
か
な
一
種
洗
練
さ
れ

た
美
し
さ
に
心
魅
か
れ
る
。
し
か
し
、
芭
蕉
が
そ
の
時
着
て
い
た
紙
子
の
イ
メ

ー
ジ
を
修
正
し
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
た
め
つ
け
て
」
　
の
句
の

意
味
な
い
し
味
わ
い
が
ど
う
変
わ
る
の
か
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
は
惜
し
ま

れ
る
。箪

一
節
で
は
、
初
期
お
よ
び
蕉
風
の
連
句
に
見
え
る
紙
子
の
句
を
、
「
去
来

抄
」
　
に
説
く
付
合
手
法
三
変
説
・
－
物
付
・
心
付
・
匂
付
に
よ
っ
て
検
証
し
、

薫
風
に
お
い
て
は
、
匂
付
に
ふ
さ
わ
し
く
、
わ
び
の
風
雅
境
と
し
て
の
紙
子
の

深
い
気
分
を
詠
む
こ
と
が
多
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
明
快
で
、
示
唆
に
富

む
論
述
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
去
来
の
三
変
説
を
貞
門
・
談
林
・
蕉
風
の
俳
風

に
一
律
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
つ
と
に
批
判
が
あ
る
。
殊
に
貞
門
の
句
は
言

葉
の
洒
落
で
、
談
林
の
句
は
意
味
で
付
け
て
い
る
と
す
る
図
式
は
、
挙
げ
ら
れ

た
例
句
の
限
り
で
は
首
肯
で
き
る
が
、
な
お
慎
重
を
要
す
る
か
と
思
う
。

さ
ら
に
、
第
三
節
で
は
紀
行
と
俳
文
に
見
え
る
紙
子
を
、
第
四
節
に
は
書
簡

お
よ
び
俳
論
の
な
か
の
紙
子
を
と
り
あ
げ
て
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
深
く
読

ん
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
別
に
紙
子
資
料
を
挙
げ
て
、
蒲
過
に

論
述
す
る
仕
方
は
、
芭
蕉
に
お
け
る
紙
子
の
人
生
的
意
義
あ
る
い
は
蕉
風
に
お

け
る
美
的
意
味
を
探
る
の
に
は
、
や
や
立
体
性
を
欠
く
う
ら
み
な
し
と
し
な
い
。

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
単
に
製
紙
史
や
服
飾
史
の
立
場
か
ら
書
か

れ
た
も
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
物
と
し
て
の
紙
子
で
は
な
く
、
い
わ
ば
糟
神

業
と
し
て
の
紙
子
を
、
芭
蕉
を
焦
点
に
据
え
て
論
究
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
独
自

性
の
高
い
労
作
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
む
づ
か
し
い
テ
ー
マ
に
取
り
組
ま
れ
た
氏
の
地
道
な
ご
努
力
に

深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
一
知
半
解
の
妄
言
を
連
ね
た
非
礼
を
お
詫
び

申
し
あ
げ
る
。
（
昭
和
四
十
七
年
四
月
、
清
風
出
版
社
刊
。
A
5
版
二
六
三
頁

二
八
〇
〇
円
）
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