
忠

臣

蔵

と
、
そ

し

て
、
連

句

と

二

村

文

人

赤
穂
義

士
外
伝

の

『
土

屋
主
税

』
や

『
松
浦

の
太

鼓

』

に
は
、
浪

士

の

一
人
大
高
源
吾

が
俳
人

と
し
て

登
場
す
る
。
事
実

源
吾

は
、
芭
蕉

の
高
弟

で
蕉
門
十

哲

の

一
人
宝
井
其
角

の
門

人
で
、
子
葉

と
い
う
俳
号

を
も

っ
て

い
た
。
討

入
り
の
前

日
、

そ
れ

と
な
く
別

れ
を
告
げ

る
源
吾

に
、
其
角
が

「
年

の
瀬
や
水

の
流

れ
と
人

の
身

は
」

と
詠

み
か
け

る
と
、
源
吾
は
そ
れ

に

、「
あ

し
た
待
た

る
る
そ

の
宝
船
」
と
応
じ

る
。

そ
ん
な
忠
臣
蔵

と
俳
諧

の
結

び

つ
き
を
格
別
意
識

し
た
わ
け

で
も
な

い
が
、
昭
和

六
十

一
年
度
は
、

一

年
生

の
ゼ
ミ
で

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
を
、
二
年
生

の
国
文
講
読

で
は
連
句
を
取
り
上
げ
た
。
以
下
は
ち

ょ

っ
と
変
わ

っ
た
国
語
教
育

の
実

践
報
告

で
あ
る
。

*

歌
舞
伎
界

で
は
、

い
ま
急
速

に
世
代
交
代
が
進

ん

で
い
る
。
そ

ん
な
折

に
国
立
劇
場

で
、
人
間
国
宝
級

の
大
幹
部
達
を
揃
え

て
、

三
ヵ
月

に
わ

た
る

『
忠
臣

蔵
』

の
全
段
通

し
上
演
が
企
画
さ
れ
た
。

こ
れ
は
ま

た
と
な

い
機
会
な

の
で
、
私
は
是
非
学
生
、
そ
れ
も

将
来
母
親

に
な

っ
て
次

の
世
代
を
育
て
る

で
あ
ろ
う

女
子
学
生

に
見
て
も
ら

い
た

い
と
思

っ
た
。

歌
舞
伎
と
聞

い
た
だ
け
で
拒

絶
反
応

を
示
す
人

の

な
ま

ほ
と
ん
ど
が
、
生

の
舞

台
を
見

て
い
な

い
。
同
じ
否

定

す
る

に
し

て
も
、

一
度

じ

っ
く

り
付

き
合

っ
た
う

え

で
、
そ
れ
で
馴
染
め
な

い
の
な
ら
ば
、

こ
れ
は
し

か
た
が
な

い
。
し
か
し
、
高
校
生

の
鑑
賞
教
室
な
ど

に
同
席

し
て
、
大
半

の
生
徒
が
喋

る
か
居
眠

り
す

る

か
し

て
い
る
場
面
を
し
ば

し
ぽ
経
験

し
て
い
る
私

に

は
、
強
引

に
劇

場

へ
連

れ
て
行
く
だ

け
で
は
、

か
え

っ
て
学
生

に
と

っ
て
不
幸
な
出
会

い
に
な

る
の
で
は

な

い
か
と
い
う

心
配
が
あ

っ
た
。

そ

こ
で
、
芝
居

の
方

は
十
月

か
ら
始
ま

る
の
で
、

そ
れ
ま

で
は

ひ
た
す
ら
原
作

を
読

む

こ
と

に
し
た
。

し

か
し
、
学
生

の
顔

に
は
明
ら
か

に
失
望

と
不
満

の

色

が
浮

か
ん
で

い
た
。
変
体
仮
名

の
手
引
書
を
頼

り

の
影

印
本

テ
キ
ス
ト
の
講
読

や
、
休

日
返
上

の
観
劇

は
、

王
朝
文
学

や
現
代
詩

に
憧

れ
て
い
た
で
あ

ろ
う

学
生

の
期
待

を
大
き
く
裏
切

っ
た
は
ず
だ
。
わ
ざ
と

活
字
本

の
所
在
を
伏

せ
、
無
理
を
承
知

で
変
体
仮
名

を
読

み

(
と
言

っ
て
も
実
際

は
、
学
生
は
容
易

に
活

字
本
を
探

し
出

し
、
私

の
判
読
出
来
な

い
と

こ
ろ
ま

で
す
ら
す
ら
読

み
解

い
て
く
れ

た

が
)
、
合
間

に
歌

舞
伎
入
門

の
話
な
ど
を
し

て
い
る
と
、
大
序
も
終

わ

ら
な

い
う
ち

に
、
十
月
を
迎
え
て
し
ま

っ
た
。
前

の

晩
は
よ
く
寝

て
、
長
丁
場

に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
く

れ

ぐ
れ
も
念

を
押
し

て
、
当

日
を
期

し
た
。

と

こ
ろ
が
、
芝
居
が

バ
ネ
て
感
想

を
求

め
る
と
、

思

い
の
ほ
か
評
判
が
良

い
。
滑
稽

な
口
上
人
形

に
続

く
大

序

の
荘
重

な
雰

囲
気
、

四
段

目

・
判
官
切
腹

の

場
の
緊
張
感
、
人
物

で
は
勘

三
郎

の
勤

め
る
高
師
直

が
面
白

か

っ
た
と

い
う
。
人

を
映
画

や
芝
居

に
誘
う
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と
、
そ

の
人
が
退
屈

し
て

い
は
し
ま

い
か
と
気
疲

れ

す
る
も

の
だ
が
、

そ
れ
と
同
じ
気
分

を
味

わ

っ
て
い

た
私
は
、

正
直

ほ

っ
と
し
た
。
ど

う
や
ら
学
生

に
幸

運
な
出
会

い
を
提
供
出
来
た
よ
う
だ
。

三

ヵ
月
を
通
じ

て
、
私

に
は
仁
左
衛
門

の
由
良
之

助
や
梅
幸

の
お
か
る
が
珍
し
く
、
代
役
羽
左
衛
門

の

平
右
衛
門
も
収

穫
だ

っ
た
も

の
の
、
全
体

に
サ
ラ
サ

ラ
し
た
淡
泊
な
印
象

が
残

っ
た

(
そ
れ
だ
け
役
者

の

一
人

一
人

に
芝
居
が
身

に
つ
い
て
お
り
、
肩

の
力
が

抜
け

て
い
た

の
か
も
知
れ

な

い
)
。
学

生
は
六
段

目

の
勘
平
切
腹
や
、
九
段
目

の
山
科

閑
居

は
や
や
も
て

余
し
気
味
だ

っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
、
本
当

に
面
白

い
も

の
ほ
ど
、
そ

の
面
白
さ
が
わ
か
る
ま
で
に
は
時

間

の
か
か
る
も

の
だ
。

学
生

の
感
想

に
、
自
分
が
読

ん
だ
義

太
夫

の
詞
章

を
聞

い
て
い
て
理
解
出
来

る
の
が
嬉
し
か

っ
た
と

い

う

の
が
あ

っ
た
。
丁
度
英
語
を
習

い
始
め
た
頃
、
洋

画
を
見

て
い
て
知

っ
た
単
語
が
あ
る
と
無
性

に
嬉
し

か

っ
た

の
に
似

て
い
る
。
西
洋
音
階

で
育

っ
た
私
達

に
と

っ
て
、
邦
楽

は
確

か
に
と

っ
つ
き

に
く

い
。
好

き
な
者

に
と

っ
て
は
、
理
屈
抜
き

に
楽
し

い
世
界

で

も
、
そ
れ
を
紹
介
す
る

に
は
、
慎
重
な

ア
プ

ロ
ー

チ

が
必
要

で
あ

ろ
う
。
逆

に
言
う

と
、
そ

の
手
順
さ
え

一踏

め
ば
、
多
く

の
人
達

に
未
知

の
世
界

の
魅
力
を
伝

え

る
こ
と
も
出
来

る
の
だ
。

*

国
文
講
読

で
は
、
小

人
数

で
あ

る

の
を
幸

い
に
、

連
句

の
鑑
賞

と
実
作

を
試

み
た
。
連
句

は

一
人
が

五

七
五

の
句

を
詠
む
と
、

そ

こ
に
別

の
連
衆
が

七
七
の

句
を
付
け
、
そ
れ
を
三
十
六
句
、
或

い
は
五
十
句

・

百
句
と
続

け
て

い
く
も

の
で
あ

る
。
隣

り
合

っ
た
二

句

で
あ
る
世
界
が
構
想

さ
れ
る
が
、

そ
れ
以
外

は
互

い
に
関
連

が
な
く
、
従

っ
て

一
貫

し
た
ス
ト
ー
リ
ー

や
、

全
体

を
統

一
す
る
テ
ー

マ
は
な
い
。

教
室

で
は
、

『
奥

の
細
道

』
の
旅

で
、
芭
蕉
が
土

地

の
俳
人
達

と
巻

い
た
作
品

や
、
石

川
淳

・
安
東
次

男

・
丸
谷

才

一
・
大

岡
信
と
い

っ
た
現
代
作
家

の
も

の
を
鑑
賞

す
る

一
方

で
、
歳
時

記
片
手

の
実
作

に
励

ん
だ
。
今

日
で
は
三
十
六
旬
で
完
結

す
る
歌
仙
が

一

般
的

で
、
当
初
私
達

も

こ
の
形

式
に
よ

っ
た
が
、

一

コ
マ
の
枠

で
は

『
忠
臣
蔵
』
御

同
様
な
か
な
か
は
か

ど
ら
ず
、
ほ
と

ん
ど
前
期

い

っ
ぱ

い
か
か

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ

こ
で
夏
休

み
明
け
か
ら
は
、
最

近
考
案
さ

れ

た
二
十
韻
を
試

み
る
こ
と
に
し
た
。
次

に
そ

の

一

部
を
紹
介
す

る
。

朝
も
や
に
木
犀
香
る
小
道
か
な

房
子

露
に
湿
り
し
銀
の
自
転
車

理
留

月
明
り
帰
る
子
供
の
手
を
振
り
て

順
子

待
ち
く
た
び
れ
て
欠
伸
止
ま
ら
ず

み
ど
り

ス
カ
ー
ト
の
ほ
つ
れ
そ

の
ま
ま
面
接

へ

真

理

カ
ウ

ソ
タ
ー
の
客

目

つ
き
意
味
あ
り

文

人

手
を
取
ら

せ
そ

の
場
限
り

の
恋
ゲ
ー

ム

真

理

(
「
乙
女
胸

に
想

ふ
」
の
巻
よ
り
、
61
・
11
・
18
満
尾
)

し

め

髪
結
ひ
て
紅
さ
し
は
し
ゃ
ぐ
七
五
三
祝

真
理

冷
気
吸
ひ
込
む
透
き
と
ほ
る
朝

陽
子

バ
ス
の
往
き
舗
道
に
長
く
影
伸
び
て

丹
花

口
笛
を
吹
く
ほ
ろ
酔
ひ
の
客

文
人

お

が
ら

苧
殻
焚
く゚
煙
く
ゆ
り
て
膂

の
月

弘
美

(
「
七
五
三
祝
」

の
巻
よ
り
、

62
・
1
・13
満
尾
)

連
旬
は
俳
句
以
上

に
規
則
が
や

か
ま

し
く
、
そ
れ

が
連
旬
人

口
を
増

や
す

こ
と

の
障
害

に
も
な

っ
て
い

る
の
だ
が
、

ゲ
ー

ム
は
規
則
が
厳

し
け
れ
ば
厳

し
い

ほ
ど
高
度

に
洗
練

さ
れ
、
面
白
く
な

る

も

の

で

あ

る
。
作
者
が
す
ぐ
次

に
は
享
受
者

に
な

る
と

い
う
共

同
制
作

の
文
学

は
、
恐
ら
く
世
界

に
唯

一
の
も

の
で

あ

ろ
う
。

か

つ
て
本
学

で
は
、
故
中
村
俊
定
先
生
が
連
句

の

実
作

を
な
さ

っ
た
と
聞

い
て

い
る
が
、
私
達
が
未
熟

な
が
ら
も
そ

の
衣
鉢

を
継

ぐ

こ
と
に
な

る

と

す

れ

ば
、

こ
の
伝
統

の
灯
を
大

切
に
守

っ
て
い
き
た
い
も

の
で
あ
る
。
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