
明
治
二
十
九
年
の
虚
子

―
『
五
百
句
』
評
釈
と
研
究
―

大
根
の
花
紫
野
大
徳
寺

初
出
は
t

r自
選
類
題
虚
子
句
集
Jl
｢大
根
花
｣
の
題
の
下
に
左
の
ご
と
く
見
え
る
.
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小

澤

實
明
治
二
十
九
年

大
根
の
花
紫
も
う
つ
ろ
ひ
ぬ

大
根
の
花
紫
野
大
徳
寺

対
居
し
て
書
に
倦
み
が
ち
や
花
大
根

島
原

道
中
は
明
日
の
廓
や
花
大
根

二
八

二
九

三
二

三
五

下
に
､
記
さ
れ
て
い
る
の
は
､
成
立
年
､
明
治
の
年
で
あ
る
｡



な
お
'
こ
の
句
は
'
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
日
付
森
鴎
外
宛
虚
子
書
簡

(定
本
高
浜
虚
子
全
集
番
号
一
九
一
)
に

人
の
す
む
明
石
の
城
や
春
の
月

礎
や
葎
な
ど
茂
り
経
の
声

大
根
の
花
紫
野
大
徳
寺

叱
正
伏
乞

と
い
う
形
で
見
え
る
｡
こ
の
書
簡
の

｢芳
書
拝
受
仕
候

愚
兄
病
気
漸
次
快
方
に
赴
き
候
に
つ
き
乍
倖
御
放
念
被
下
皮

め
さ
ま
し
草
第

一

巻
再
板
の
運
び
に
立
至
り
候
趣
い
づ
れ
来
月
上
旬
に
は
帰
京
其
節
拝
顔
を
得
ん
と
楽
み
罷
在
候
｣
と
い
う
部
分
か
ら
'
長
兄
病
気
の
た
め
松

山
に
帰
郷
し
た
際
の
書
簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ゆ
え
に
'
帰
郷
途
上
か
､
回
想
の
句
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
句
の
成
立
は
､
明
治
二
十
九
年

二
月
二
十
日
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

*

こ
の
句
の
季
語
は
'

｢大
根
の
花
｣
｡
晩
春
､
四
枚
の
花
弁
が
十
文
字
に
つ
い
て
い
る
､
菜
の
花
に
似
た
か
た
ち
の
花
を
咲
か
せ
る
｡
た

だ
､
色
は
､
紫
を
帯
び
た
白
で
あ
る
｡

『花
火
草
』

(寛
永
十
三
)
'

『毛
吹
草
』

(正
保
二
)
な
ど
が
'

｢菜
､
大
根
の
花
｣
と
し
て
収
載
｡

｢大
根
の
花
｣
と
い
う
形
で
見
え
る
の
は
'

『糸
屑
』

(元
禄
七
)
'

『を
だ
ま
き
網
目
』

(元
禄
十
)
以
降
で
あ
る
｡
近
世
'
俳
譜
の
題
と

し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

近
年
'
諸
葛
菜
'
ま
た
の
名
を
む
ら
さ
き
大
根
の
こ
と
を
花
大
根
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
花
は
'
鮮
や
か
な
紫
色
が
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賞
せ
ら
れ
て
い
る
O
こ
れ
と
は
同
校
で
あ
る
が
'
あ
-
ま
で
も
別
も
の
｡

大
根
の
花
の
雪
白
子
は
育
つ

大
野

林
火

と
い
う
句
が
あ
る
よ
う
に
､
大
根
の
花
は
む
し
ろ
白
｡
紫
は
'
ご
く
淡
い
｡
菜
の
花
に
-
ら
べ
て
､
ひ
っ
そ
り
と
も
の
さ
び
し
げ
な
花
で
あ

る

｡ま
た
､
紫
野
は
､
平
安
京
の
北
方

一
帯
､
愛
宕
郡
の
野
｡
当
初
は
'
七
野
と
呼
ば
れ
る
野
の
は
か
の
い
-
つ
か
も
含
ん
で
い
た
と
思
わ
れ

る
が
'
現
在
で
は
大
徳
寺

一
帯
を
い
う
｡

『類
衆
国
史
』
延
暦
十
四
年

(七
九
五
)
十
月

一
日
に
､
桓
武
天
皇
が
､

｢遊
二猟
於
紫
野
｣
と
み

え
る
よ
う
に
'
由
緒
あ
る
地
名
で
あ
る
｡
ま
た
歌
枕
と
し
て
'

『能
因
歌
枕
』
な
ど
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡

『枕
草
子
』

｢第
百
六
十
二
段
｣

に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
｡
引
用
は
'

｢新
潮
日
本
古
典
集
成
｣
に
よ
る
｡

野
は
､

さ
が
の

嵯

峨
野
､
さ
ら
な
り
｡

い
なみ
の

印
南
野
｡

か
た
の

交
野
｡

こま
の

狛
野
｡

と
ぷ
ひ
の

飛
火
野
｡

しめ

の

標
し
野
｡
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かす
が
の

春
日
野
｡

そうけ
の

草
深
野
こ
そ
'
す
ず
ろ
に
を
か
し
け
れ
｡
な
ど
て
'
さ
つ
け
け
む
｡

みや
ぎ
の

宮
城
野
｡

あ
は
づ
の

粟
津
野
｡

右I
の

小
野
｡

むらささ
の

紫

野
｡

萩
谷
朴
氏
の
校
注
に
よ
れ
ば
､

｢洛
西
嵯
峨
野
に
始
ま
っ
て
洛
北
紫
野
に
終
る
'
地
名
琉
想
段
の
典
型
的
な
求
心
回
帰
性
｣
を
示
す
段
と
の

こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
で

｢紫
野
｣
は
'
言
う
も
さ
ら
な
る

｢嵯
峨
野
｣
か
ら
出
発
し
た
連
想
の
最
後
の
歌
枕
の

｢野
｣
に
な
っ
て
い
る
｡
歌

枕
の
中
で
も
'
か
な
り
重
要
な
も
の
と
言
え
る
｡

r俳
譜
頬
船
集
』
は
､

｢紫
野
｣
か
ら
連
想
さ
れ
る
語
と
し
て
'
十
六
語
を
掲
げ
る
が
'
そ
の
う
ち
'
植
物
は
'

1
も
と
菊
'
茜
草
'
あ

ふ
ひ
草
'
藤
の
花
'
我
宿
の
松
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ぞ
れ
元
と
な
っ
た
歌
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
引
用
は

『松
葉
名
所
和
歌
集

本

文
及
び
索
引
』
に
よ
る
｡
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名
に
し
お
へ
は
花
匂
ふ
な
り
紫
野

一
本
菊
に
を
け
る
初
霜

あ
か
ね
さ
す
紫
野
ゆ
き
標
野
ゆ
き
野
守
は
み
す
や
君
か
抽
ふ
る

諸
人
の
か
さ
し
て
か
へ
る
英
軍
紫
野
に
て
み
と
り
な
る
哉

我
宿
の
松
に
ひ
さ
し
き
藤
花
紫
野
に
は
咲
も
し
ぬ
ら
ん

『方
与
集
』

額
田
王

『万
葉
集
』

兼
呂

『堀
後
』

忠
見

『忠
見
集
』



大
根
の
花
は
'
こ
れ
ら
歌
枕
と
結
び
つ
い
た
植
物
と
は
異
な
る
｡
ま
る
で
無
頓
着
の
よ
う
だ
｡
こ
こ
に
俳
句
と
し
て
の
親
し
み
が
あ
っ
た
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
'
後
述
す
る
｡

大
徳
寺
は
'
船
岡
山
の
北
に
あ
る
臨
済
宗
大
徳
寺
派
の
大
本
山
｡
正
和
四
年

(
二
三

五
)
､
宗
峰
妙
超

(大
燈
国
師
)
が
､
赤
松
則
村
の

帰
依
を
う
け
'
雲
林
院
の
故
地
に
建
立
し
た
｡
宗
峰
は
､
花
園
天
皇

･
後
醍
醐
天
皇
の
帰
依
を
う
け
､
大
燈
国
師
の
号
を
賜
り
､
寺
も
勅
願

寺
と
な
る
｡
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
初
期
に
隆
盛
を
誇
り
'
五
山
の
第

一
と
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
足
利
尊
氏
が
宗
峰
門
派
と
対
立
関
係
に
あ
っ

た
夢
窓
疎
石
門
派
に
帰
依
し
た
た
め
､
急
速
に
衰
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
室
町
幕
府
の
定
め
た
五
山
制
度
の
下
で
は
'
五
山
の
下
の
寺
格

で
あ
る
十
刺
の
九
位
に
落
さ
れ
て
い
る
.
そ
こ
で
､
永
享
三
年

(
1
四
三
1
)
'
大
徳
寺
は
十
刺
の
寺
格
を
放
棄
し
林
下
と
よ
ば
れ
る
在
野

の
禅
寺
と
な
る
｡
こ
れ
は
､
幕
府
と
密
着
し
た
五
山
十
刺
の
世
俗
化
し
た
禅
風
に
対
す
る
'
強
い
批
判
に
基
-
も
の
で
'
以
降
'
野
に
あ
っ

て
独
得
の
禅
風
を
保
持
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
禅
風
こ
そ
大
根
の
花
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

応
仁
の
乱
の
兵
火
に
か
か
っ
た
大
徳
寺
再
興
の
な
か
で
'
大
き
な
役
割
を
果
し
た
の
が
'
四
十
七
代
住
持
'

一
休
宗
純
'
連
歌
師
宗
長
で

あ
っ
た
｡
ま
た
'
村
田
珠
光
の
一
休
参
禅
を
契
機
に
'
茶
人
も
相
次
い
で
参
禅
し
て
い
る
｡
千
利
休

一
族
が
山
門
に
上
層
を
築
造
し
､
自
ら

の
像
を
安
置
'
秀
吉
の
怒
り
を
買
っ
た
の
も
こ
の
寺
で
あ
っ
た
｡
文
事
と
の
関
わ
り
の
濃
さ
寺
で
あ
る
｡

な
お
'
現
代
の
住
所
も

｢北
区
紫
野
大
徳
寺
町
｣
で
あ
る
｡

｢紫
野
大
徳
寺
｣
と
続
け
る
こ
と
は
､
ご
く
自
然
で
あ
っ
た
｡
以
上

『京
都

府
の
地
名
』
大
徳
寺
の
項
を
参
照
し
た
｡

虚
子
は
､
京
都
の
句
を
数
多
-
残
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
中
田
余
瓶
氏
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
'

『虚
子
京
遊
句
録
』
と
し
て
'
昭
和
二
十

三
年
'
富
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
｡
大
徳
寺
の
句
は
'
本
句
と

帝
寺
の
犬
お
と
な
し
き
落
葉
か
な

昭

一
〇
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が
記
さ
れ
て
い
る
｡

*

『虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
の
部
』
に
よ
れ
ば
'
大
意
は
'

｢大
根
の
花
が
紫
に
咲
い
て
紫
野
大
徳
寺
で
あ
る
こ
と
よ
｣
と
あ
る
｡
紫
が
'

｢紫
野
｣
と
い
う
地
名
の
一
部
で
あ
る
と
同
時
に
､
大
根
の
花
を
受
け
て
い
る
｡

｢紫
｣
は
掛
詞
で
あ
る
｡
掛
詞
と
は
､
申
す
ま
で
も
な
-
､

｢和
歌
に
お
い
て
発
達
し
た
修
辞
法
の
一
つ
｡
音
節
構
造
の
単
純
な
日
本
語
に
お
い
て
､
二
つ
の
語
が
共
通
の
音
を
も
つ
場
合
が
多
い
こ
と

を
利
用
し
'
表
面
上

一
つ
の
表
現
で
あ
り
な
が
ら
う
ち
に
二
様
の
概
念
ま
た
は
表
象
を
含
ま
せ
て
､
意
義
含
蓄
を
豊
か
に
し
､
複
雑
微
妙
な

効
果
を
求
め
る
手
法
｣
『和
歌
大
辞
典
』
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
和
歌
に
お
い
て
発
達
し
た
と
あ
る
が
､
.俳
句
に
お
い
て
ほ
ど
う
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
｡
現
代
の
俳
句
で
は
'
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡

俳
譜
の
祖
と
呼
ば
れ
る
山
崎
宗
鑑
に
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
｡

な
く

は
と
と
ぎ
す

う
づ
き
ゝ

て
ね
ぶ
と
に

唱

や

郭

公

う
づ
さ
は
卯
月
と
R
rさ
が
掛
け
ら
れ
'
ね
ぶ
と
は
音
太
と
礎
の
一
種
で
あ
る
根
太
と
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
｡
俳
語
の
こ
と
ば
あ
そ
び
と
し
て

掛
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
あ
そ
び
を
質
的
に
高
め
た
芭
蕉
も
少
な
か
ら
ず
用
い
て
い
る
｡
こ
と
に
'

『お
-
の
は
そ
道
』
の
地
名
に
お
い
て
は
多
用
さ
れ
て
い

る

｡
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あ
ら
た
ふ
と
青
葉
若
菜
の
日
の
光

雲
の
峰
幾
つ
崩
れ
て
月
の
山

L
を
ら
し
き
名
や
小
松
吹
く
萩
薄

蛤
の
ふ
た
み
に
別
れ
行
く
秋
ぞ

｢
日
光
｣
と

｢
日
の
光
｣
'

｢月
山
｣
と

｢月
の
差
す
山
｣
'
地
名
の

｢小
松
｣
と
植
物
の

｢小
松
｣
､

｢
二
見
｣
と

｢蓋
'
身
｣
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
｡

『
ほ
そ
道
』
に
は
､
収
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
'
そ
の
旅
中
詠
ま
れ
た

め
づ
ら
し
や
山
を
い
で
羽
の
初
茄
子

も

｢出
羽
｣
と

｢
い
づ
｣
と
い
う
動
詞
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
｡

掛
詞
は
､
俳
譜
に
も
用
い
ら
れ
て
き
た
｡
こ
と
に
芭
蕉
に
お
い
て
は
'
地
名
を
掛
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
こ
の
伝
統

の
上
に
お
い
て
'
虚
子
も

｢紫
野
｣
を
掛
詞
と
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
虚
子
の
掛
詞
観
は
､
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

『俳
句
読
本
』

(昭
和
十
年
日
本
評
論
社
刊
)

｢俳
句
史
｣
の

｢芭
蕉
以
前
概
観
｣
か
ら
引
用
す
る
｡
こ
の

｢俳
句
史
｣
は
､
作
品
本
位
で
'

作
品
を
し
て
語
ら
し
め
る
と
い
う
形
で
書
か
れ
て
い
る
｡

山
崎
宗
鑑
か
き
つ
ば
た
を
折
る
と
て
池
に
臨
む
を
御
覧
じ
て
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宗
鑑
が
す
が
た
を
見
れ
ば
が
き
つ
ば
た

近
衛
龍
山
公

に
つ
い
て
虚
子
は
次
の
よ
う
に
鑑
賞
す
る
｡

山
崎
宗
鑑
と
い
ふ
人
が
大
方
近
衛
家
に
砥
候
し
て
居
っ
た
時
の
事
で
御
座
い
ま
せ
う
｡
庭
の
池
の
畔
に
下
り
立
っ
て
'
そ
の
他
に
咲

い
て
居
る
杜
若
を
折
ら
う
と
し
て
居
る
の
を
龍
山
公
が
御
覧
に
な
っ
て
此
句
を
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
｡
宗
鑑
は
法
体
で
頭
を
丸
め

墨
の
衣
を
纏
う
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
｡
そ
こ
で
宗
鑑
の
姿
を
見
る
と
ま
る
で
餓
鬼
だ
､
餓
鬼
と
い
ふ
の
は
乞
食
坊
主
と
で
も
い

っ
た
や
う
な
意
味
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
｡
そ
れ
を

｢
が
さ
つ
ば
た
｣
と
云
っ
た
の
は

｢か
き
つ
ば
た
｣
と
云
ふ
意
味
と
両
方
を
含
ま

せ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
｡

こ
の
句
の
面
白
味
は
何
処
か
ら
生
じ
る
か
と
云
へ
ば
､
か
き
つ
ば
た
'
が
さ
つ
ば
た
'
此
両
方
を
引
っ
掛
け
た
処
に
あ
り
ま
す
｡
言

葉
の
戯
れ
に
過
ぎ
な
い
と
云
へ
ば
そ
れ
迄
で
あ
り
ま
す
が
､
然
も
よ
-
思
ひ
を
ひ
そ
め
て
見
ま
す
と
､
此
句
の
背
後
に
は
'
杜
若
に
対

す
る
作
者
の
讃
美
の
情
が
寵
っ
て
居
る
｡
此
句
を
読
ん
で
後
に
'
何
だ
か
芙
ひ
皮
い
や
う
な
心
持
が
起
る
と
同
時
に
一
種
の
優
し
味
を

感
ず
る
の
は
'
そ
の
中
に
潜
ん
で
居
る
杜
若
に
対
す
る
優
し
い
情
緒
に
同
情
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
｡
只
文
字
の
酒
落
で
は
あ
り
ま
す

が
'
花
鳥
風
月
の
頬
を
翫
賞
し
讃
美
す
る
と
云
ふ
心
持
が
土
台
に
あ
っ
て
､
其
上
に
滑
稽
譜
誰
を
専
ら
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
｡

今
日
か
ら
見
て
純
粋
の
花
鳥
訊
詠
と
は
言
へ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
'
然
し
'
広
い
目
か
ら
こ
れ
を
見
て
云
へ
ば
矢
張
り

一
種
の
花

鳥
訊
詠
で
あ
り
ま
し
た
｡
花
鳥
説
詠
の
み
で
は
甘
ん
ぜ
ず
'
そ
の
傍
ら
に
酒
落
を
戦
は
し
て
喜
ん
で
居
っ
た
と
云
ふ
傾
向
が
あ
る
の
で

あ
り
ま
す
｡

虚
子
は
'
寛
容
で
あ
る
｡

｢言
葉
の
戯
れ
｣
と
い
う
こ
と
で
否
定
し
去
る
こ
と
も
で
き
る
と
こ
ろ
を
､
良
さ
を
な
ん
と
か
見
つ
け
よ
う
と
し

て
い
る
｡
そ
し
て
'

｢杜
若
に
対
す
る
優
し
い
情
緒
｣
を
読
み
と
っ
て
い
る
｡
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も
う

1
句
'
お
な
じ
よ
う
な
例
で

宗
紙
興
行
の
俳
席
へ
守
武
出
座
あ
り
L
に
何
れ
も
法
体
の
人
々
な
れ
ば

お
座
敷
を
見
れ
ば
い
づ
れ
も
か
み
な
月

守

武

に
は
次
の
よ
う
に
鑑
賞
し
て
い
る
｡

宗
祇
と
い
ふ
連
歌
師
の
会
の
席

へ
守
武
が
出
た
時
分
に
詠
ん
だ
句
で
あ
り
ま
す
｡
守
武
と
い
ふ
の
は
神
官
で
あ
り
ま
す
が
､
座
敷
に

出
て
見
る
と
宗
祇
始
め
皆
法
体
の
人
で
あ
っ
て
'
坊
さ
ん
ば
か
り
で
あ
る
｡
皆
髪
が
な
い
と
い
ふ
事
を
云
っ
た
と
同
時
に
丁
度
そ
の
時

分
が
旧
暦
の
十
月
､
即
'
神
無
月
で
あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
之
れ
も
面
白
味
が

｢
か
み
な
づ
き
｣
の

終
五
字
に
あ
る
の
で
､
頭
に
髪
が
無
い
と
云
ふ
こ
と
と
'
神
無
月
と
い
ふ
こ
と
の
両
方
を
引

っ
掛
け
て
言
っ
た
の
で
､
私
達
が
読
ん
で

来
て
神
無
月
に
到
っ
て
微
笑
を
禁
じ
得
な
い
や
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
｡
此
句
も
板
柾
に
は
矢
張
り
神
無
月
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る

作
者
の
李
の
感
じ
が
土
台
に
な
っ
て
居
て
'
滑
稽
は
其
上
に
築
か
れ
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
｡

掛
詞
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
か
ろ
う
｡
他
に

お
こ
し
置
い
て
ね
ら
れ
ぬ
伽
に
炭
火
か
な

未

得

炭
火
を
起
し
て
お
く
と
'
人
を
起
し
て
お
-
と
い
う
掛
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
句
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｡
虚
子
が
､
掛
詞
に
対
し
て
好
意
こ

そ
持

っ
て
も
否
定
的
感
情
は
決
し
て
持

っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
｡
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排
譜
に
お
け
る
掛
詞
と
'
虚
子
の
掛
詞
観
に
つ
い
て
記
し
た
｡

掲
出
句
に
戻
る
｡
こ
の
掛
詞
は
'
窓
意
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
先
に
引
用
し
た

我
宿
の
松
に
ひ
さ
し
き
藤
花
紫
野
に
は
咲
も
し
ぬ
ら
ん

と
同
じ
よ
う
に
'
花
の
色
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
に
紫
野
が
現
れ
る
｡
こ
の
歌
は
､
謡
曲

｢雲
林
院
｣
の
冒
頭
に

ふ
i
)
さ

む
ら
さ
さ

藤

咲

く
松
も

紫

の

｡
〈

｡
雲
の
林
を
尋
ね
ん
｡

と
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

虚
子
は
'
こ
ち
ら
の
詞
章
か
ら
'
こ
の
こ
と
ば
の
連
な
り
を
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

藤
か
ら
紫
が
導
か
れ
る
の
は
､
雅
な
和
歌
の
世
界
｡
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
､
大
根
の
花
か
ら
紫
が
導
か
れ
る
と
こ
ろ
に
俳
譜
性
が
あ
っ

た
｡こ

の
掛
詞
に
つ
い
て
'
浜
中
柑
児
氏
は

『虚
子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
』
の
な
か
で

大
根
の
花
が
紫
野
の
紫
に
対
し
て
掛
詞
と
な
っ
て
ゐ
る
｡
掛
詞
は
古
歌
な
ど
の
や
う
に
得
意
然
と
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
'
俳
句
に

は
厭
味
と
も
な
る
が
'
此
の
程
度
の
も
の
は
大
し
て
耳
ざ
は
り
に
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
言
葉
の
省
略
上
掛
詞
と
い
ふ
こ
と
を
意
識
し

な
い
か
の
如
く
す
ら
〈

と
叙
し
去
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡

と
述
べ
て
い
る
｡

ま
た
へ
深
見
け
ん
二
氏
は

｢研
究
座
談
会

(三
〇
九
)
｣
の
中
で
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(前
略
)
京
都
の
紫
野
の
大
徳
寺
の
そ
ば
の
大
根
の
花
を
見
ら
れ
て
'
両
方
に
か
～
る
言
葉
と
し
て
紫
と
い
ふ
の
を
お
使
ひ
に
な
っ
て

ゐ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
､
そ
れ
が
如
何
に
も
京
都
の
大
徳
寺
の
あ
の
雰
囲
気
と
い
ふ
も
の
を
よ
く
伝
へ
て
ゐ
る
た
め
に
､
こ
の
紫
が
両

方
に
か
ゝ
る
と
い
ふ
こ
と
は
何
の
引
っ
掛
り
も
な
く
椅
麗
な
美
し
い
言
葉
と
し
て
感
じ
ら
れ
ま
す
.

と
述
べ
て
い
る
｡
と
も
に
'
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
気
に
な
ら
な
い
旨
書
か
れ
て
い
る
｡
同
感
で
あ
る
｡

調
子
の
佳
さ
も
類
を
見
な
い
｡

｢大
｣
が
重
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
そ
れ
は
'
す
ぐ
気
の
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
そ
れ
も
上
五
と
下

五
の
始
ま
り
が

｢大
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
中
七
も
上
五
下
五
冒
頭
と
共
通
の

a
音
で
始
ま
っ
て
い
た
｡
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
て
み
る

と

(
中

I
k｡
n
n｡
/
ha
na
m
ra
琵

n｡
/
申

I
t｡
k
･G
)
と
な
る
｡

a
i
O
の
母
音
の
く
り
か
え
し
が
,
三
回
重
ね
ら
れ
て
い
る
･
ま

た
'
上
五
中
七
の
最
後
も
と
も
に

｢
n｡
｣
で
あ
っ
た
｡

名
詞
の
み
で
で
き
て
い
る
こ
と
､

｢大
根
の
花
｣
で
切
れ
る
句
ま
た
が
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
､
そ
れ
ら
が
'
軽
快
な
印
象
を
与
え
る
｡

子
規
の

｢明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
｣
の
中
で
'
従
来
の
俳
句
と
の
違
い
を
四
点
述
べ
て
い
た
が
､
そ
の
中
の

｢第

一

五
七
五
の
詞
を
破

り
た
る
こ
と
｣
の
例
句
と
な
る
べ
き

一
句
で
あ
る
｡

*

｢研
究
座
談
会

(三
〇
九
)
｣
に
お
い
て
深
見
け
ん
二
氏
は
'
掲
出
句
に
つ
い
て

｢非
常
に
有
名
な
御
句
で
ご
ざ
い
ま
し
て
｣
と
述
べ
て

い
る
が
､
こ
の
句
を
最
初
に
評
価
し
た
の
は
､
森
鴎
外
で
あ
っ
た
.
鴎
外
は
､
先
に
引
用
し
た
明
治
二
十
九
年
二
月
二
十
日
付
鴎
外
宛
虚
子

書
簡
の

｢叱
正
伏
乞
｣
に
応
え

｢大
根
の
花
｣
の
句
を
選
ん
で
い
る
の
だ
｡
こ
の
書
簡
は

『績
外
全
集

三
十
六
巻
』
に
見
え
る
'
明
治
二

十
九
年
三
月
三
日
付
虚
子
宛
書
簡

(鴎
外
全
集
番
号
六
九
)
で
あ
る
O
以
下
本
文
を
掲
げ
る
｡

拝
見
仕
候
急
グ
コ
ト
ニ
ハ
無
之
候
又
三
号
ニ
ハ
少
シ
ニ
テ
モ
七
部
集
評
御
起
草
御
送
り
下
サ
ル
マ
ジ
キ
カ
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十
五
日

ト
ハ
申
セ
ド
モ
幸
田
ナ
ド
ノ
ガ
十
七
八
日
ニ
ナ
ル
コ
ト
シ
バ
〈

ナ
レ
バ
其
位
ニ
テ
モ
ヨ
ロ
シ
ク
十
五
日
ニ
ハ
評
論
ナ
ド
纏
メ
テ
活
板

ニ
ヤ
リ
跡
ハ
待
チ
テ
モ
宜
ク
候
大
根
の
花
紫
の
大
徳
寺
俳
句
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
斯
ウ
モ
カ
ヲ
費
ヤ
サ
ズ
シ
テ
面
白
キ
コ
ト
ヲ
言
ハ
ル
～

モ

ノ
カ
ト
驚
申
侯
三
競
ニ
ハ
句
モ
御
出
披
下
度
正
岡
君
ノ
許
へ
御
送
リ
ニ
テ
同
君
等
ノ
ヲ
併
セ
テ
出
ス
ヤ
ウ
ニ
ナ
レ
バ
尤
妙
二
御
座
候

三
日

森

高
浜
雅
兄

(傍
点
小
揮
)

｢急
グ
コ
ト
ニ
ハ
無
之
候
｣
と
は
'
先
の
二
月
二
十
日
付
に
続
く
鴎
外
宛
虚
子
書
簡

(定
本
高
浜
虚
子
全
集
番
号
1
九
二
)
に
対
応
す
る
｡

煩
墳
で
あ
る
が
､
こ
れ
も
引
用
し
よ
う
.

拝
啓
仕
候

め
さ
ま
し
草
巻
二
面
白
-
通
読
仕
候

愚
兄
病
気
其
後
手
も
ど
り
候
爾
来
頑
固
に
て
閉
口
致
し
居
候

(中
略
)

よ
し
梅
に
は
負
-
と
も
彼
岸
桜
綻
ふ
こ
ろ
に
は
等
扉
を
叩
き
得
る
こ
と
ゝ
楽
み
を
り
候
ひ
し
に
こ
の
趣
に
て
は
い
つ
上
京
と
も
定
ま
ら

ず
候

め
さ
ま
し
草
巻
三
待
遠
-
候

拝
具

兄
の
病
状
が
変
わ
ら
ず
'
上
京
を
あ
せ
っ
て
い
る
青
年
虚
子
を
安
堵
さ
せ
る
よ
う
に

｢急
グ
コ
ト
ニ
ハ
無
之
候
｣
と
書
い
て
い
る
の
だ
｡
そ

し
て
郷
里
で
も
で
き
る

｢七
部
集
｣
評
や
俳
句
の
原
稿
依
頼
を
し
て
い
る
｡
こ
の
依
頼
の
間
に
'

｢大
根
の
花
｣
の
句
評
が
は
さ
ま
れ
て
い

る
の
だ
｡
虚
子
に
と
っ
て
そ
れ
が
ど
ん
な
に
嬉
し
か
っ
た
こ
と
か
｡

｢
ホ
ト
ト
ギ
ス
｣
昭
和
九
年
二
月
号
の

｢還
暦
座
談
会
｣
で
語
ら
れ
t
の
ち
に

『俳
談
』
(昭
和
十
八
年
･
中
央
出
版
協
会
刊
)
に
収
め
ら
れ

た

｢鴎
外
｣
と
い
う
座
談
に
次
の
よ
う
に
あ
る
.

(前
略
)
鴎
外
が
私
の

大
根
の
花
紫
野
大
徳
寺

と
い
ふ
句
に
つ
い
て
'
俳
句
と
い
ふ
も
の
は
面
白
い
こ
と
が
い
へ
る
も
の
だ
､
と
態
々
手
紙
を
よ
こ
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
私
の
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二
十
三
四
歳
の
頃
の
こ
と
で
す
｡

虚
子
と
鴎
外
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
'
拙
稿
'

｢明
治
二
十
七
年
'
二
十
八
年
の
虚
子
｣

(
｢信
州
豊
南
女
子
短
期
大
学
紀
要
｣
第
5
号
)
に

お
い
て
も
触
れ
た
｡

補
記
-

拙
稿

｢明
治
二
十
七
年
'
二
十
八
年
の
虚
子
｣
に
お
い
て
'

｢春
雨
の
衣
桁
に
重
し
恋
衣
｣
に
つ
い
て
書
い
た
が
､
明
治
二
十
九
年
二
月

十
七
日
付
虚
子
宛
鴎
外
書
簡

(鴎
外
全
集
番
号
六
八
)
に
'
そ
の
句
の
初
出

｢春
雨
二
十
句
｣
に
つ
い
て
の
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
補

っ

て
お
き
た
い
｡

(前
略
)
春
雨
二
十
句
め
さ
ま
し
章
二
巻
の
た
め
大
に
光
を
添
へ
候
事
と
存
申
候

(後
略
)

補
記
2



拙
稿

｢明
治
二
十
八
年
､
二
十
九
年
の
虚
子
｣

(信
州
豊
南
女
子
短
期
大
学
紀
要
｣
第
6
号
)
に
お
い
て

｢
梅
に
入
り
て
生
れ
か
は
ら
う
聴

月
｣
に
つ
い
て
書
い
た
が
'
明
治
二
十
九
年
二
月
の
鴎
外
宛
虚
子
書
簡

(定
本
高
浜
虚
子
全
集
番
号
一
九
二
)
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
補

っ
て

お
き
た
い
｡

海
に
い
っ
て
生
れ
更
ら
う
騰
月


