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前
回
は
江
戸
の
古
川
柳
か
ら
茸
の
句
を
紹
介
し
て
み
た
。
同
様
に
俳
句･

俳
諧

で
の
茸
の
句
を
時
代
を
追
っ
て
紹
介
し
て
み
た
い
。
川
柳
に
お
け
る
茸
の
句
と

い
う
の
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
と
言
う
か
、
ば
れ
句
も
含
め
て
愉
快
な
句
が

多
い
。
川
柳
は
も
と
も
と
、
俳
諧
連
歌
の
前
句
付
け
と
い
う
も
の
か
ら
独
立
し

た
文
芸
で
あ
る
。
同
じ
俳
諧
連
歌
の
始
め
の
句
（
発
句
）
を
独
立
さ
せ
た
の
が

現
在
「
俳
句
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
俳
句
と
い
う
言
葉
は
明

治
に
な
っ
て
か
ら
正
岡
子
規
が
言
い
出
し
た
こ
と
な
の
で
、
芭
蕉
の
時
代
に
は

あ
く
ま
で
俳
諧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
俳
諧
は
川
柳
と
同
じ
く
元
々
の
成
り
立

ち
か
ら
滑
稽
や
意
外
性
と
い
う
本
質
が
あ
る
の
で
茸
向
き
か
も
し
れ
な
い
。
調

べ
て
み
る
と
、
俳
諧
の
題
材
と
し
て
茸
は
実
に
多
く
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
だ

け
茸
が
当
時
の
庶
民
に
と
っ
て
日
常
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え

そ
う
で
あ
る
。 

芭
蕉
が
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
文
学
性
豊
か
な
近
世
の
俳
諧
は
、
そ
れ
ま
で

の
俳
諧
連
歌
と
は
ど
う
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
か
。
芭
蕉
以
前
の
俳
諧
連

歌
の
代
表
的
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
山
崎
宗
鑑
編
の
「
犬
筑
波
集
」
の
連
句
を

紹
介
す
る
と 

秋
山
に 

前
し
ど
け
な
き
人
い
り
て 

      

■
品
の
な
い
句
で
あ
る
。
前
し
ど
け
な
き
と
は
前
を
は
だ
け
た
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
要
す
る
に
貴
族
の
遊
び
で
あ
っ
た
連
歌
を
庶
民
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、

滑
稽
と
い
う
視
点
を
入
れ
、
そ
れ
が
低
俗
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
後
、
芭
蕉
も
学
ん
だ
貞
門
派
や
談
林
派
の
俳
諧
が
台
頭
し
覇
を
競
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
茸
の
句
が
残
っ
て
い
る
。 

猫
舌
も 

く
ふ
あ
つ
も
の
や 

ね
ず
み
た
け
（
北
村
季
吟
） 

■
北
村
季
吟
は
芭
蕉
の
京
都
時
代
の
師
で
、
貞
門
派
の
代
表
的
俳
諧
連
歌
師
で

あ
る
。
貞
門
俳
諧
の
特
徴
は
言
葉
の
連
想
に
よ
っ
て
つ
な
げ
て
い
く
。
こ
の
句

で
も
猫
舌
（
ネ
コ
）
な
の
に
熱
々
の
ね
ず
み
た
け
（
ネ
ズ
ミ
）
を
食
う
と
い
う

言
葉
上
の
お
か
し
さ
を
言
っ
て
い
る
。 

松
茸
に 

相
生
の
名
あ
り 

嵯
峨
よ
し
野
（
西
山
宗
因
） 

■
西
山
宗
因
は
談
林
派
を
確
立
し
た
俳
諧
連
歌
師
で
、
後
に
「
好
色
一
代
女
」

な
ど
の
風
俗
小
説
（
浮
世
草
子
）
で
名
を
な
す
俳
諧
界
の
鉄
人
、
井
原
西
鶴
の

師
匠
で
あ
る
。
談
林
派
の
特
徴
の
一
つ
に
人
生
を
詠
む
点
が
あ
る
。
相
生
と
い

う
の
は
、
謡
曲
高
砂
に
出
て
く
る
相
生
の
松
で
、
一
つ
の
幹
か
ら
二
本
の
幹
の

出
て
共
に
長
生
き
す
る
こ
と
を
を
指
し
て
い
る
。
松
茸
は
夫
婦
長
生
き
の
象
徴

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

き
の
こ
歳
時
記
２ 

―
芭
蕉
時
代
の
俳
諧
よ
り
― 
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み
る
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芭
蕉 

座
像 

松
茸
や
ひ
と
つ
見
付
し
闇
の
星
（
山
口
素
堂
） 

茸
狩
や
見
付
け
ぬ
さ
き
の
お
も
し
ろ
さ
（
山
口
素
堂
） 

■
山
口
素
堂
は
芭
蕉
と
同
時
代
の
俳
友
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
茸
そ
の
も

の
や
茸
狩
り
の
風
情
や
面
白
さ
を
詠
む
句
が
増
え
て
い
る
。
闇
の
中
で
一
つ
だ

け
星
を
見
つ
け
た
よ
う
だ
と
素
直
な
句
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
い
よ
い
よ
芭
蕉
で
あ
る
。 

従
来
の
俳
諧
連
歌
に
あ
き
た
ら
ず
、
常
に
新
し
い
俳
風
を
目
指
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
、
井
原
西
鶴
が
人
生
詩
人
で
あ
る
な
ら
芭
蕉
は
自
然
詩
人
と
い
う
こ
と

で
対
比
さ
れ
る
。
茸
の
句
も
幾
つ
か
残
し
て
い
る
。 

茸
狩
や
あ
ぶ
な
き
こ
と
に
夕
時
雨
（
松
尾
芭
蕉
） 

■
時
雨
と
い
う
の
は
晩
秋
の
雨
で
あ
る
。
今
と
違
っ
て
ろ
く
な
雨
具
の
な
い
時

代
に
は
山
の
中
で
雨
に
会
う
と
い
う
の
は
か
な
り
危
険
な
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。 

松
茸
や 

知
ら
ぬ
木
（
こ
）
の
葉
の
へ
ば
り
付
く
（
松
尾
芭
蕉
） 

■
以
下
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
想
像
で
あ
る
。
当
時
と
い
え
ど
も
松
茸
は
う
ら
や

む
存
在
で
あ
る
。
「
松
茸
を
何
か
云
い
た
く
披
露
し
て
（
武
玉
川
）
」
。
あ
る
時
、

誰
か
が
立
派
な
松
茸
を
採
っ
て
き
た
。
一
体
ど
こ
で
採
っ
て
き
た
の
か
。
よ
く

見
る
と
見
知
ら
ぬ
木
の
葉
が
付
い
て
い
る
。
あ
ん
ま
り
こ
こ
ら
で
は
見
な
い
木

の
葉
だ
。
も
し
か
し
た
ら
一
山
越
し
た
あ
た
り
で
は
な
い
か
。
と
い
う
よ
う
な

疑
心
暗
鬼
の
句
と
見
た
の
だ
が
。 

初
茸
や 

ま
だ
日
数
経
ぬ 

秋
の
露
（
松
尾
芭
蕉
） 

■
秋
に
入
っ
て
ま
だ
幾
日
も
経
た
な
い
の
に
、
早
く
も
初
茸
が
露
を
か
ぶ
っ
た

初
々
し
い
姿
で
顔
を
見
せ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ま
だ
出
始
め
の
初
茸
な
の
で

秋
の
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
印
象
を
こ
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
近
は

初
茸
も
め
っ
き
り
数
が
減
っ
て
き
た
の
で
、
こ
の
解
釈
が
し
っ
く
り
く
る
。 

 

以
下
芭
蕉
の
弟
子
た
ち
の
句
を
紹
介
す
る
。 

松
茸
や 

人
に
と
ら
る
る 

鼻
の
先
（
向
井
去
来
） 

■
去
来
は
関
西
蕉
門
の
中
心
人
物
。
京
都
嵯
峨
野
に
落
柿
舎
を
営
む
。
鼻
の
先

と
は
鼻
先
か
る
た
の
こ
と
で
、
目
の
前
に
あ
っ
て
も
気
づ
か
ず
人
に
採
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
を
言
う
。
同
じ
蕉
門
の
十
哲
で
あ
る
榎
本
其
角
に
も
こ
れ
と
酷
似 
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し
た
句
が
あ
る
。
は
た
し
て
ど
っ
ち
が
先
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

茸
狩
や 

鼻
の
さ
き
な
る 

歌
が
る
た
（
榎
本
其
角
） 

初
茸
の 

盆
と
見
え
け
り 

野
老
（
と
こ
ろ
）
売
（
榎
本
其
角
） 

■
野
老
（
と
こ
ろ
）
は
ヤ
マ
イ
モ
科
の
植
物
で
か
つ
て
は
食
用
に
し
て
い
た
ら

し
い
。
露
天
で
売
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
覗
く
と
初
茸
の
入
っ
た
盆
ざ
る
も
あ
る

よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
か
。 

茸
狩
や 

黄
蕈
（
い
く
ち
）
も
兒
（
ち
ご
）
は
嬉
し
が
ほ
（
堤
利
合
） 

■
最
近
で
こ
そ
イ
グ
チ
は
人
気
の
あ
る
茸
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
よ
う
に
江

戸
時
代
で
は
イ
グ
チ
の
よ
う
な
雑
茸
は
子
供
ぐ
ら
い
し
か
喜
ば
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
マ
ツ
タ
ケ
、
ハ
ツ
タ
ケ
以
外
で
は
シ
メ
ジ
、
エ
ノ
キ
ダ
ケ
、
サ
ク
ラ
シ
メ

ジ
、
シ
ョ
ー
ロ
な
ど
が
詠
ま
れ
て
い
る
。 

し
め
じ
ぞ
よ 

ど
こ
で
聞
い
て
も 

狩
る
な
川
（
広
瀬
惟
然
） 

山
路
経
る 

こ
ゝ
ち
や
菊
に
え
の
き
茸
（
服
部
嵐
雪
） 

松
の
香
は 

花
と
ふ
く
な
り 

さ
く
ら
茸
（
榎
本
其
角
） 

釣
鐘
の 

い
ぼ
の
落
ち
た
る 

松
露
か
な
（
椎
本
才
麿
） 

い
づ
れ
も
芭
蕉
の
弟
子
達
の
句
で
あ
る
。 

こ
ん
な
面
白
い
句
も
あ
る
。 

簀
の
子
茸
生
ふ
る 

五
月
雨
（
さ
み
だ
れ
）
の
中
（
越
智
越
人
） 

 

■
五
月
雨
は
今
で
い
う
梅
雨
の
こ
と
な
の
で
、
気
が
つ
く
と
風
呂
場
か
土
間
の

す
の
こ
に
茸
が
生
え
て
い
た
と
い
う
句
。
皆
さ
ん
、
松
本
零
士
の
作
に
な
る
「
お

と
こ
お
い
ど
ん
」
こ
と
大
山
登
太
が
押
入
れ
の
中
で
生
や
し
た
「
サ
ル
マ
タ
ケ
」

を
思
い
出
し
ま
せ
ん
か
？
い
っ
た
い
あ
の
茸
は
何
茸
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
の
他
、
芭
蕉
の
弟
子
た
ち
の
秀
句
を
紹
介
し
た
い
。 

郭
公(

ほ
と
と
ぎ
す) 

た
し
か
に
峰
の
早(

さ)

松
茸 

(

内
藤
丈
草) 

■
ほ
と
と
ぎ
す
は
時
告
げ
鳥
と
い
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
鳴
き
声

が
聞
こ
え
る
時
は
季
節
の
さ
き
が
け
の
マ
ツ
タ
ケ
が
生
え
て
い
る
で
は
な
い
か
、

と
い
う
句
。 

初
茸
に 

紛
（
マ
ギ
）
る
ゝ
庵
や 

松
の
中
（
各
務
支
考
） 

■
こ
ん
な
環
境
の
中
に
一
度
で
い
い
か
ら
住
ん
で
み
た
い
も
の
だ
。 

松
茸
の 

山
か
き
わ
く
る 

匂
ひ
か
な
（
各
務
支
考
） 

■
こ
れ
も
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
う
。 

茸
狩
や
薄
（
す
す
き
）
の
疵
（
き
ず
）
は
数
し
ら
ず
（
水
田
正
秀
） 

■
茸
狩
に
夢
中
に
な
っ
て
、
ス
ス
キ
の
切
り
傷
だ
ら
け
に
な
っ
た
と
い
う
句
。

ま
っ
た
く
同
感
。 

松
茸
を
あ
は
て
て
と
る
や
笠
ば
か
り
（
水
田
正
秀
） 

■
こ
の
句
に
は
ま
っ
た
く
同
感
で
き
な
い
。
現
代
で
は
慌
て
て
採
る
ほ
ど
マ
ツ

タ
ケ
な
ん
て
あ
り
ゃ
し
な
い
。
傘
の
開
い
た
大
物
が
こ
っ
ち
も
あ
っ
ち
に
も
あ

り
、
早
く
採
ら
な
い
と
人
が
来
て
し
ま
う
と
い
う
情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
。
う

ら
や
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
水
田
正
秀
は
滋
賀
県
膳
所
で
の
芭
蕉
の

ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
恐
ら
く
か
な
り
の
金
持
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
旦
那

衆
が
茸
採
り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
の
句
の
面
白
さ
か
も
し
れ

な
い
。 次

回
は
蕪
村
や
一
茶
を
中
心
に
江
戸
時
代
後
期
の
俳
諧
か
ら
茸
の
句
を
紹
介
す
る
予
定
。  


