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今
で
は
与
謝
蕪
村
と
言
え
ば
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
三
巨
匠
と
し
て
松
尾
芭
蕉
、
小
林
一
茶
と
並
び

教
科
書
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
俳
人
」
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
明
治
以
降
、
正
岡
子
規
の
『
俳
人
蕪
村
』
で
紹
介
さ
れ
て
か
ら
で
、
そ
れ
は
蕪
村
の
死
後
百
年
以

上
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。
そ
の
後
、
昭
和
前
期
の
詩
人
萩
原
朔
太
郎
の
『
郷
愁
の
詩
人
、
与
謝
蕪

村
』
が
世
に
出
て
俳
人
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
池
大
雅
と
並
び
称
さ
れ
る
文
人

画
の
巨
匠
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
池
大
雅
は
文
人
画
家
で
あ
り
書
家
で
あ
っ
た
。
蕪
村
は
文
人
画

（
南
画
）
家
、
書
家
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
俳
諧
師
で
あ
っ
た
。 

 

国
宝
と
し
て
知
ら
れ
る
与
謝
蕪
村
の
「
夜
色
楼
台
図
」
、
そ
れ
は
雪
の
降
り
積
も
る
京
都
の
夜
景

だ
。
長
年
画
集
な
ど
で
親
し
ん
で
い
て
実
物
に
出
会
え
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
今
か
ら
十
数

年
前
の
こ
と
、
京
都
の
国
宝
展
で
直
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
横
長
の

掛
け
軸
だ
っ
た
。
雪
の
夜
、
軒
を
連
ね
る
京
の
町
屋
の
上
を
照
ら
す
月
。
本
来
、
水
墨
画
で
は
雪
の

白
さ
は
塗
り
残
し
紙
の
白
さ
そ
の
も
の
で
表
現
す
る
が
、
蕪
村
は
胡
粉
を
塗
っ
て
い
る
。
通
常
の
水

墨
画
の
画
法
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
。
ま
た
、
人
家
の
灯
り
を
表
す
た
め
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
わ

ず
か
な
朱
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
「
ろ
う
そ
く
色
」
と
言
う
言
葉
が
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、

そ
れ
を
目
に
す
る
と
、
ま
さ
に
「
人
の
ぬ
く
も
り
」
を
感
じ
る
の
だ
。
そ
れ
が
い
い
。
そ
こ
に
住
ま

い
す
る
「
貧
し
き
町
」
の
人
々
の
営
み
が
見
て
取
れ
る
か
ら
だ
。
冬
の
景
色
に
不
思
議
な
温
か
み
が

感
じ
ら
れ
る
。 

蕪
村
の
作
品
は
俳
諧
と
絵
画
が
重
な
り
合
う
。
「
夜
色
楼
台
図
」
を
思
う
と
や
は
り
こ
の
句
が
思

い
浮
か
ぶ
。 

  
 

 
 

月
天
心
貧
し
き
町
を
通
り
け
り 

 
 

 
 

 
 

 

蕪
村 

 

こ
れ
に
加
え
て
私
が
思
い
を
重
ね
る
の
は
三
好
達
治
の
詩
「
雪
」
だ
。
「
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎

の
屋
根
に
雪
降
り
つ
む
。
次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪
降
り
つ
む
。
」
「
太
郎
」
「
次
郎
」
と

固
有
名
詞
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
特
定
の
人
を
指
す
固
有
名
詞
で
は
な
い
。
十
代
に
こ
の
詩
に

出
会
っ
て
か
ら
、
心
落
ち
着
く
好
も
し
い
詩
と
し
て
い
つ
も
忘
れ
な
い
。 

 


