
明
治
二
十
九
年
の
虚
子
(
I
I
I
)

―
『
五
百
句
』
評
訳
と
研
究
･
｢
繩
朽
ち
て
水
鶏
叩
け
ば
あ
く
戸
な
り
｣
考
―

小

澤

實

縄
朽
ち
て
水
鶏
叩
け
ば
あ
く
戸
な
り

明
治
二
十
九
年
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初
出
は
'
新
聞

｢
日
本
｣
(明
治
二
十
九
年
六
月
四
日

(水
)
第
二
四
二
六
号
)｡
第

一
面
左
下
隅
に
子
健
'
浅
茅
'
蒼
苔
'
花
牛
堂
'
披

静
'
鳴
雪
'
石
牛
生
､
番
庵
以
上
八
名
の
句
の
あ
と
'
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
｡
初
出
の
形
は
､

縄
朽
ち
て
水
鶏
叩
け
ば
明
く
戸
な
り

で
あ
る
｡

異
同
は
'
初
出
の
形
の
他
に



縄
朽
ち
て
水
鶏
叩
け
ば
明
-
戸
也

縄
朽
ち
て
水
鶏
叩
け
ば
開
-
戸
な
り

が
あ
る
｡

『新
俳
句
』

『年
代
順
虚
子
俳
句
全
集
』

辛

掲
出
句
が
作
ら
れ
た
日
時
'
状
況
は
不
明
｡
明
治
二
十
九
年
六
月
三
日
以
前
と
し
か
特
定
で
き
な
い
｡

*

こ
の
句
の
季
語
は
､
｢水
鶏
｣｡

虚
子
編

r新
歳
時
記
』

(昭
和
九
年
刊
)
よ
り
引
用
す
る
｡

｢夜
鳴
て
且
に
達
す
.
聾
人
の
戸
を
敵
く
が
如
し
｣
と
い
は
れ
る
鳥
で
あ
る
｡
｢蓋
し
水
蓮
に
あ
っ
て
､
良
を
告
ぐ
､
故
に
水
鶏
と
名

く
｣
と
三
才
固
合
に
書
い
て
あ
る
｡
春
来
て
秋
去
る
候
鳥
で
､
水
蓮

･
沼
樺
の
雑
草
中
に
夏
を
越
す
｡
叢
中
を
潜
行
し
て
滅
多
に
飛
ば
な
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ひ

く

ひ

な

い
の
で
姿
を
見
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
.
カ
タ
く

と
連
綿
し
て
聞
こ
え
る
の
は
､
排

水

鶴

と

い
ふ
頬
で
'
六
月
頃
の
交
尾
期
に
よ
く
鳴
く

の
で
あ
る
と
い
ふ
｡
動
物
学
上
で
は
､
水
鶏
は
誤
用
と
し
て
,
秩
鶏
と
書
-
｡
水

撃

剛
｡

『図
説
俳
句
大
歳
時
記
』
の
中
西
悟
堂
の
解
説
は
､
用
字
の
誤
用
､
形
姿
､
生
態
に
つ
い
て
詳
し
い
｡

な
え
ど
さ

水
辺
に
す
む
の
で
水
鶏
と
書
き
､
イ
ネ
の

秩

時

の

鳥
な
の
で
秩
鶏
と
書
-
が
'
中
国
で
は
水
鶏
は
カ
エ
ル
で
あ
る
｡
緋
秩
鶏
は
雄
雌
同

色
｡
前
頭
は
赤
栗
色
'
背
面
は
オ
リ
ー
ブ
褐
色
､
下
面
は
あ
ご

･
の
ど
が
白
-
､
頑
と
-
び
の
側
面
お
よ
び
胸
は
美
し
い
赤
栗
色
'
腹
以

下
は
淡
色
｡
全
体
赤
っ
ぽ
い
の
で
緋
秩
鶏
の
名
が
あ
り
'
足
も
赤
く
長
い
｡
水
辺
の
草
間
の
地
上
や
稲
田
に
少
量
の
枯
れ
草
を
集
め
て
巣

と
L
t
雛
は
僻
化
当
時
は
全
身
黒
い
綿
毛
に
お
お
わ
れ
'
泳
ぎ
ま
た
歩
行
す
る
｡
鳴
き
声
は
初
め
は
間
を
置
き
'
あ
と
は
急
調
子
で
､
キ
ョ
ッ
'

キ
ョ
ッ
､
キ
ョ
ッ
キ
ョ
ッ
キ
ョ
キ
ョ
キ
ョ
キ
ョ
と
し
だ
い
に
早
ま
り
'
こ
の
キ
ョ
を
五
〇
回
も
反
復
し
て
つ
づ
け
'
い
っ
た
ん
区
切
っ
て
､

ふ
た
た
び
ゆ
る
い
鳴
き
出
し
か
ら
急
調
に
移
る
｡

解
説
は
'
そ
の
姿
に
つ
い
て
も
詳
述
す
る
が
'
伝
統
的
に
は
そ
の
声
が
詠
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡

そ
の

｢鳴
馨
が
カ
タ
カ
タ
と
連
続
し
て
､
人
が
戸
を
鼓
く
音
に
似
て
ゐ
る
の
で
､
其
の
鳴
く
こ
と
を
叩
-
と
い
ふ
｡｣
(浜
中
柑
児
著

『虚

子
五
百
句
鑑
賞

明
治
之
部
』
I

以
下

『鑑
賞
』
と
略
す
)
の
で
あ
る
｡

掲
出
句
を
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
て
み
る
と

(na
wa
ku
t-
te
/
k
･I
na
ta
ta

ke
ba
/
a
ku
t｡
甲
n
)
と
な
る
｡

a音
の
連
な
り
が
明
る
い

印
象
を
与
え
て
い
る
こ
と
'
そ
し
て
t
k
音
と

t
音
の
交
替
が
四
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
｡
つ
ま
り

一
句
全
体
が
水

鶏
の
声
を
感
じ
さ
せ
て
も
い
る
の
だ
｡

87



さ
ら
に

『鑑
賞
』
は
､
｢
こ
ゝ

の
水
鶏
叩
け
ば
と
い
ふ
の
は
'
-
ひ
な
を
擬
人
し
て
'
若
し
水
鶏
が
人
を
訪
れ
て
戸
を
叩
い
た
ら
と
侶
設

し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
｡｣
と
ま
で
述
べ
る
｡
こ
の
思
い
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
'
や
や
鑑
賞
過
剰
か
｡
水
鶏
が
鳴
い
て
､
そ
の

鳴
声
が
戸
に
響
い
て
い
る
と
読
ん
で
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
｡

な
お
'
｢水
鶏
｣
は
'
古
来
和
歌
の
時
代
か
ら

｢叩
-
｣
と

｢戸
｣
が
合
わ
せ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
｡｢縄

朽
ち
て
｣
の

｢縄
｣
は
'
戸
を
-
-
り
つ
け
鎖
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
あ
た
り
の
状
況
を

『鑑
賞
』
は
詳
細
に
解
説
し
て
い

る

｡◎
障
榛
の
尊
慮
の
様
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
O
そ
の
草
庵
は
鴨
長
明
の
方
丈
の
室
の
や
う
に

｢土
居
を
く
み
'
打
覆
を
茸
き
て
'
総
日

ご
と
に
掛
金
を
か
け
た
り
.｣
と
い
つ
た
や
う
な
ほ
ん
の
茅
屋
で
､
そ
の
庵
へ
の
入
口
に
は
篠
竹
を
ま
ば
ら
に
編
ん
だ
枝
折
戸
が
縄
で

く
～

り
つ
け
て
あ
り
､
そ
れ
を
開
け
て
這
入
る
と
'
苔
の
花
道
が
細
々
と
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
と
い
つ
た
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
｡

戸
を
縄
で
-
ゝ

つ
て
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
'
あ
ま
り
訪
れ
て
く
る
人
も
な
く
'
庵
主
は
寧
ろ
人
に
合
ふ
の
を
好
ま
な
い
の
で

あ
ら
う
｡
縄
も
朽
ち
た
ま
～
に
う
ち
棄
て
て
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
'
自
ら
も
あ
ま
り
開
け
立
て
を
し
な
い
も
の
と
見
え
る
｡

水
鶏
は
鶴
よ
り
も
少
し
小
さ
い
程
の
鳥
で
あ
る
｡
カ
タ
カ
タ
､
､
､
､
と
あ
の
時
馨
は
ど
の
叩
き
方
を
し
て
も
'
す
っ
と
縄
が
切
れ

て
開
く
戸
は
'
ど
れ
ほ
ど
便
り
な
い
も
の
で
あ
る
か
は
想
像
が
つ
く
で
あ
ら
う
｡

そ
の
環
境
も
非
常
に
幽
遠
な
と
こ
ろ
で
'
あ
た
り
に
水
鶏
が
し
き
り
に
鳴
い
て
ゐ
る
は
か
'
何
も
耳
目
を
惹
-
も
の
は
な
い
の
で
あ

ら
う
と
思
は
れ
る
｡
こ
ゝ

に
庵
主
の
高
踏
的
な
隠
遁
生
活
が
ゆ
か
し
く
に
じ
み
出
て
く
る
｡
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長
い
引
用
に
な
っ
た
｡
な
ぜ
戸
を
縄
で
-
-
っ
て
あ
る
の
か
｡
な
ぜ
そ
の
縄
が
朽
ち
た
の
か
.
｢水
鶏
叩
け
ば
あ
-
｣
よ
う
な
戸
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
｡
ま
た
'
そ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
草
慮
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
雰
囲
気
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
人
に
つ
い
て
行
き
届
い
た
鑑
賞

を
行
っ
て
い
る
｡
加
え
る
も
の
は
な
い
｡*

『鑑
賞
』
は
'
こ
の
句
が
生
ま
れ
た
契
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
.
｢作
者
は
此
の
浄
境
の
陰
遁
生
活
を
見
て
'
折
柄
鳴
-
水
鶏

の
費
を
耳
に
L
t
水
鶏
が
人
の
戸
を
叩
く
と
い
ふ
古
歌
に
思
い
寄
り
'
庵
主
の
生
活
を
な
つ
か
し
ん
で
詠
ん
だ
句
で
あ
る
｣｡

つ

ま

り
､

一､

浄
境
の
隠
遁
生
活
を
見
る

二
､
水
鶏
の
声
を
耳
に
す
る

三
'
水
鶏
が
人
の
戸
を
叩
く
と
い
う
古
歌
に
思
い
寄
る
｡

四
㌧
庵
主
の
生
活
を
な
つ
か
し
む

こ
の
四
つ
の
条
件
が
重
な
っ
た
上
に
お
い
て
､
掲
出
句
が
詠
ま
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
｡
『鑑
賞
』
の
著
者
浜
中
柑
児
氏
は
'
み
ご
と
な

作
品
鑑
賞
を
し
て
い
る
が
'
作
品
と
作
者
と
を
い
さ
さ
か
密
着
さ
せ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

一
､
二
㌧
は
作
句
状
況
が
明
ら
か
に

な
ら
な
い
現
在
､
可
否
は
不
明
で
あ
る
｡

三
㌧
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
｡
水
鶏
を
詠
み
こ
ん
だ
古
歌
'
俳
句
を
検
討
し
て
み
た
い
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
｡
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四
へ
こ
れ
も
否
定
は
で
き
な
い
｡
そ
の
上
で
庵
主
と
は
誰
か
を
考
え
て
み
た
い
｡

ま
た
'
｢研
究
座
談
会
｣
(三
〇
九
)
｢玉
藻
｣
昭
和
五
十
四
年

一
月
号
所
収
)
に
は
次
に
よ
う
な
発
言
が
見
ら
れ
る
｡

敏
郎

(清
崎
)

｢庵
の
枝
折
戸
み
た
い
な
も
の
も
'
も
う
ぼ
ろ
く

に
な
つ
ち
や
っ
て
'
水
鶏
の
声
が
響
け
ば
枝
折
戸
が
す
ぐ
に
開

く
や
う
な
'
或
る
意
味
で
は
神
仙
体
か
も
知
れ
な
い
｡
中
に
ゐ
る
人
'
庵
に
ゐ
る
人
を
考
へ
る
と
-
-
｡
｣

･
晴
子

(高
木
)

｢
写
生
ぢ
や
な
く
考
へ
た
だ
け
で
す
ね
｡
｣

敏
郎

｢
え
ゝ
､
さ
う
で
す
ね
｡
｣

ママ

英

(本
井
)

｢仙
境
の
隠
者
に
思
ひ
を
馴
せ
て
そ
の
中
で
句
作
り
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
句
で
せ
う
か
｡
｣

『鑑
賞
』
の
よ
う
な
実
見
の
立
場
で
な
-
'
｢考
へ
た
だ
け
｣
｢思
ひ
を
馳
せ
て
そ
の
中
で
句
作
り
し
て
ゐ
る
｣
と
い
う
把
え
方
に
は
賛
成

で
あ
る
｡

た
だ
'
｢神
仙
体
｣
と
い
う
発
言
は
ど
う
だ
ろ
う
｡
た
し
か
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
雰
囲
気
は
あ
る
｡
が
､
｢神
仙
体
｣
と
し
て
発
表
さ
れ
た

怒
涛
岩
を
噛
む
我
を
神
か
と
腿
の
夜

神
の
子
の
舞
ひ
く

春
の
入
日
か
な

羽
衣
の
陽
炎
に
な
り
て
し
ま
ひ
け
り

な
ど
と
比
較
す
る
と
､
ず
っ
と
現
実
に
近
い
雰
囲
気
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に

｢庵
に
ゐ
る
人
｣
も

｢仙
境
の
隠
者
｣
と
い
う
ほ
ど
で

は
な
い
｡
現
実
に
生
き
た
人
物
を
思
う
ほ
う
が
自
然
だ
と
思
う
か
ら
だ
｡

さ
て
'
子
規
の
自
選
歌
集

『竹
の
里
歌
』
に
明
治
二
十
五
年
作
と
し
て
次
の
短
歌
が
見
え
る
｡
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根
岸
閑
居

雨
に
く
ち
風
に
は
や
れ
し
柴
の
戸
の
何
を
力
に
叩
く
水
鶏
そ

こ
の
掲
出
句
に
似
た
歌
の
初
出
は
'
明
治
二
十
五
年
三
月
中
旬
高
浜
虚
子
宛
の
子
規
書
簡
で
あ
っ
た
｡

こ
の
こ
ろ
虚
子
は
伊
予
尋
常
中
学
校
卒
業
を
控
え
'
第
三
高
等
中
学
校
予
科

一
級
入
学
を
予
定
し
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
'
九
月
か
ら
の
高

等
中
学
入
学
を

一
年
延
期
し
'
美
文
家
の
書
生
と
な
っ
て
小
説
の
勉
強
を
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
の
相
談
の
書
簡
､
三
月
十

四
日
付
子
規
宛
虚
子
書
簡
に
対
す
る
返
簡
が
こ
れ
で
あ
る
｡

子
規
は
ま
ず
'
虚
子
に
も
見
せ
た
小
説

『月
の
都
』
の
草
稿
が
'
今
'
二
葉
亭
四
迷
の
も
と
に
あ
る
こ
と
､
幸
田
露
伴
邸
を
訪
問
し
た
こ

と
な
ど
を
述
べ
た
あ
と
､
虚
子
の
相
談
に
答
え
る
｡
｢貴
兄
上
京
云
々
二
付
テ
ノ
御
勇
気
感
心
致
候

小
生
ノ
意
見
辻
モ
青
桐
子
卜
同
ジ
ク

を

中
立
位
ノ
処
也
｣
と
書
い
た
上
で
'
具
体
的
な
提
案
を
し
て
い
る
｡
｢
そ
こ
で
小
生
の
考
に
ハ
貴
兄
四
月
下
旬
に
中
学
ヲ
責

へ
九
月

こ
高
等

中
学
へ
ハ
イ
ラ
ル
～
モ
ノ
ナ
ラ
バ
猶
四
ケ
月
ノ
飴
暇
ア
ル
故
先
ヅ
其
問
ダ
ケ
東
京
へ
来
ラ
レ
テ
ハ
如
何
.
四
ケ
月
ノ
問
二
能
ク
観
察
ス
レ
バ

東
京
ノ
事
情
も
大
客
分
ル
故
其
上

ニ
テ
猶

一
年
逗
留
ス
ル
ト
モ
又
早
速
京
都
へ
行
ク
ト
モ
御
考
モ
付
ク
ベ
シ
ト
存
候
｣
｡
そ
し
て
'
常
盤
会

寄
宿
舎
へ
入
る
こ
と
､
あ
る
い
は
'
子
規
寓
居
へ
の
同
居
ま
で
勧
め
て
い
る
｡

子
規
の
真
意
は
､
三
月
二
十
五
日
付
河
東
乗
五
郎
宛
書
簡
に
見
え
る
｡
｢虚
子
の
事
は
同
氏
よ
り
の
手
紙
に
て
承
知
致
候

小
生
も
其
説

を
賛
成
す
る
諸
に
は
無
御
坐
候
得
共
そ
れ
程
迄
に
恩
ふ
も
の
を
無
理
に
と
め
て
中
学
校
へ
入
れ
た
虞
が
勉
強
も
出
束
ま
じ
-
候
故

1
ま
づ
出

京
す
る
方
よ
ろ
し
か
る
べ
L
と
申
や
り
候

直
に
面
談
致
候
は
～
同
人
の
意
気
込
も
相
分
り
又
嘗
地
の
事
情
も
分
り
候
事
は
必
然
に
付
其
上

に
て
小
生
も
意
見
を
吐
-
べ
-
同
人
も
確
乎
と
し
た
見
識
の
出
来
可
中
と
存
候

個
に
虚
子
の
説
よ
し
と
す
る
も
東
京
に
は
虚
子
の
id
ea
-
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の
如
き
小
説
家
も
文
人
も
無
之
に
は
閉
口
す
る
な
ら
ん
と
存
候
｣｡

か
か
る
事
情
で
あ
り
'
結
局
は
虚
子
も
断
念
す
る
の
で
あ
る
が
'
こ
の
書
簡
を
受
け
と
っ
た
と
き
の
虚
子
の
喜
び
は
想
像
す
る
に
余
り
あ

る
｡
小
説
家
へ
の
夢
が
'
確
か
に
l
歩
現
実
に
近
づ
い
た
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
0

そ
し
て
'
本
書
簡
は
'
子
規
の
家
の
向
い
に
住
む
陸
相
南
邸
に
て
詠
ま
れ
た
短
歌
二
首
に
よ
っ
て
'
次
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
｡

弊
寓
ハ
鷺
横
町
と
い
ふ
根
岸
の
名
所
に
あ
り

う
-
ひ
す
の
ね
-
ら
や
ぬ
れ
ん
呉
竹
の
根
岸
の
里
に
春
雨
そ
ふ
る

嘗
地
ハ
さ
す
が
の
名
所
だ
け
に
鷺
も
な
き
杜
字
も
な
き
水
鶏
も
な
く
よ
し
'
今
夜
も
陸
氏
と
話
し
っ
つ
あ
る
時
に
水
鶏
の
馨
頻

り
に
聞
え
け
れ
ハ
坐
上
即
興

雨
に
-
ち
風
に
ハ
や
れ
し
柴
の
戸
の
何
を
ち
か
ら
に
叩
-
水
鶏
ぞ

陸
氏
日
何
を
ち
か
ら
と
あ
か
ら
さ
ま
に
い
ハ
ぬ
方
よ
ろ
し
云
々

貴
評
を
こ
ふ

陸
指
南
は
'
新
聞

｢
日
本
｣
の
主
筆
兼
社
主
｡
子
規
の
叔
父
､
加
藤
恒
忠
は
司
法
省
法
学
校
入
学
以
来
の
指
南
の
親
友
で
あ
り
'
そ
の
紹

介
で
明
治
十
六
年
六
月
頃
上
京
し
た
常
規
少
年
は
初
め
て
指
南
に
会
っ
て
い
る
｡
そ
れ
以
後
何
か
と
眼
を
か
け
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
の
年
二

月
二
十
九
日
の
本
郷
追
分
町
か
ら
上
根
岸
'
陸
指
南
邸
西
隣
へ
の
転
居
も
指
南
の
肝
煎
り
に
よ
る
｡
五
月
二
十
七
日
新
聞

｢
日
本
｣
に

｢か

け
は
し
の
記
｣
を
以
っ
て
登
場
'
そ
し
て
十

一
月
に
は
'
日
本
新
聞
社
に
入
社
す
る
に
至
る
｡
(陸
指
南

｢子
規
言
付
録
序
｣
(明
治
三
十
五
)
･

川
村
欽
吾

｢子
規
と
陸
指
南
｣
『子
規
全
集
』
第
十
八
巻
月
報

(昭
和
五
十
二
)
参
照
)
松
山
に
あ
る
虚
子
に
と
っ
て
二
十
四
年
六
月

『近
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時
政
論
考
』'
九
月

『行
政
時
言
』
と
続
々
政
治
論
書
を
刊
行
し
て
い
る
陸
は
'
二
葉
亭
'
露
伴
と
と
も
に
弦
し
い
存
在
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
｡
そ
し
て
'
指
南
邸
に
て
詠
ま
れ
､
指
南
の
評
ま
で
加
え
ら
れ
た
こ
の
歌
も
ま
た
印
象
深
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡

根
岸
は
'
｢江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
'
武
家
や
大
町
人
の
別
荘
が
多
-
'
鷺
の
名
所

･
根
岸
の
里
と
し
て
知
ら
れ
た
｣
(F地
名
俳
句
歳

時
記
二
』)
土
地
で
あ
る
｡
こ
の
書
簡
末
尾
に
付
さ
れ
た
歌

一
首
目
は
'
引
越
し
て
間
も
な
い
根
岸
へ
の
挨
拶
を
そ
の
代
表
的
景
物

｢
う
ぐ

ひ
す
｣
を
以
っ
て
行
っ
て
い
る
｡
雨
の
中
､
鷺
の
音
は
聞
こ
え
て
い
な
い
｡
そ
れ
を
､
｢
う
く
ひ
す
の
ね
く
ら
や
ぬ
れ
ん
｣
と
詠

っ
て
い
る

の
だ
が
､
観
念
的
で
あ
り
'
『竹
乃
里
歌
』
に
も
掲
出
さ
れ
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
'
今
問
題
に
し
て
い
る
二
首
目
は
､
そ
れ
に
対
し
て
今
ま

さ
に
鳴
い
て
い
る
水
鶏
を
詠
っ
て
い
る
｡
三
月
中
旬
で
あ
り
'
実
際
に
水
鶏
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
､
鷺
の
名
所
の
地
に
お
い
て
水

鶏
の
声
を
聞
き
'
そ
れ
を

｢坐
上
即
興
｣
に
詠
う
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
｡
か
な
り
俳
語
的
傾
向
の
歌
で
あ
る
と
言
え
る
｡

雨
に
朽
ち
果
て
､
風
に
破
れ
て
し
ま
っ
た
柴
の
戸
-
雑
木
で
編
ん
で
作
っ
た
粗
末
な
戸
-
は
叩
い
て
も
音
が
で
る
は
ず
も
な
い
｡
そ
れ
な

の
に
何
を
力
に
し
て
水
鶏
は
叩
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の

｢力
｣
は
よ
り
ど
こ
ろ
と
い
っ
た
意
だ
ろ
う
｡
風
雨
の
中
'
鳴
き
つ
づ
け
て

い
る
水
鶏
の
声
を
､
破
れ
果
て
た
柴
の
戸
を
置
-
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

指
南
の
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
｡
｢何
を
ち
か
ら
と
あ
か
ら
さ
ま
に
い
ハ
ぬ
方
よ
ろ
し
｣
で
あ
る
｡
｢雨
に
く
ち
風
に
ハ
や
れ
し
柴
の
戸
｣

と

｢叩
く
水
鶏
｣
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
ば
と
し
て

｢何
を
ち
か
ら
｣
は

｢あ
か
ら
さ
ま
に
｣
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な

柴
の
戸
な
れ
ば
､
｢何
を
ち
か
ら
に
｣
は
当
然
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
表
現
が
重
複
し
て
い
る
と
も
言
え
る
｡

ただ

'
そ
れ

に
よ
っ
て
一
首
に
厚
み
が
加
わ
っ
て
い
る
と
も
読
め
る
か
ら
､
指
南
の
評
の
可
否
を
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
虚
子
が
'
虚
子
の
将
来
を
展
-
と
思
っ
た
だ
ろ
う
こ
の
書
簡
に
添
え
ら
れ
た
こ
の
歌
を
こ
の
評
と
と
も
に
眼
に
焼
き
つ
け

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
そ
し
て
'
こ
の
歌
が
掲
出
句
発
想
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
'
と
ま
で
は
言
え
な
-
と
も
'
掲
出
句
を
案
ず
る
虚
子

の
心
懐
の
ど
こ
か
に
こ
の
歌
と
評
と
が
存
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
｡
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｢雨
に
く
ち
｣
の
歌
と
掲
出
句
と
を
比
較
す
る
と
､
｢朽
つ
｣
｢水
鶏
｣
｢叩
-
｣
｢戸
｣
の
四
語
が
共
通
す
る
｡
そ
れ
だ
け
の
語
を
'
子
規

●
●

の
歌
か
ら
借
り
て
'
こ
の
句
は
成
っ
て
い
る
｡
そ
の
上
で

｢雨
に
-
ち
風
に
ハ
や
れ
し
｣
の
部
分
を

｢縄
朽
ち
て
｣
と
選
び
に
選
ん
だ
も
の

に
託
し
､
｢あ
-
｣
と
動
き
を
加
え
て
い
る
｡
そ
し
て

｢何
を
ち
か
ら
に
｣
の
部
分
は
削
除
し
て
い
る
｡

つ
ま
り
､
掲
出
句
そ
の
も
の
が
､

こ
の
歌
に
つ
い
て
子
規
に

｢貴
評
を
こ
ふ
｣
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
虚
子
の
､
俳
句
型
式
に
よ
る
解
答
に
な
っ
て
い
る
｡

そ
し
て
'
こ
の
短
歌
を
隣
に
置
い
て
み
る
と
､
こ
の
句
に
詠
わ
れ
た
場
所
が
全
-
の
空
想
の
場
所
で
は
な
く
､
根
岸
ら
し
く
思
え
て
く
る
｡

さ
ら
に
こ
の
草
庵
の
主
に
子
規
の
面
影
を
重
ね
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
｡

子
規
は
俳
句
で
も
水
鶏
を
詠
っ
て
い
る
｡

垣
こ
え
て
雨
戸
を
た
～
-
く
ゐ
な
哉

根
岸

水
鶏
叩
き
鼠
答
へ
て
夜
は
明
ぬ

『寒
山
落
木
』
巻

1

明
治
二
十
五
年
夏

先
の
短
歌
が
つ
-
ら
れ
た
年
の
作
で
あ
る
｡

前
句
'
短
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
句
に
し
て
い
る
｡
あ
る
い
は
子
規
寓
居
で
の
句
か
｡
柴
の
戸
が
雨
戸
に
変
っ
て
あ
っ
さ
り
と
詠
わ
れ
て

い
る
｡
｢垣
こ
え
て
｣
は
掲
出
句

｢縄
朽
ち
て
｣
に
形
は
似
て
い
る
が
､
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
平
板
で
あ
る
｡

後
句
､
は
っ
き
り
と

｢根
岸
｣
と
置
か
れ
て
い
る
｡
｢答
へ
て
｣
は
､
偶
然
'
鼠
が
鳴
い
た
か
'
天
井
を
走
り
抜
け
た
か
し
た
の
を
意
味

し
よ
う
.
水
鶏
が
草
庵
の
戸
を
叩
-
と
い
う
伝
統
的
な
パ
タ
ー
ン
に
鼠
を
加
え
て
い
る
わ
け
だ
.
こ
の
句
'
虚
子
は
､
明
治
二
十
五
年
七
月

一
日
付
子
規
宛
書
簡
の
な
か
で
､
｢根
岸
閑
居
と
御
座
候
が
実
墳
御
詠
の
程
ゆ
か
し
-
候
｣
と
評
価
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
詠
作
を
読
む



こ
と
を
通
し
て
虚
子
の
中
で
水
鶏
と
根
岸
は
､
結
び
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

翌
二
十
六
年
の
子
規
の
作
品
に
は
二
句
見
え
る
｡

根
岸

古
浮
や
家
居
の
中
に
水
鶏
鳴
く

吉
原
や
水
鶏
に
さ
む
る
人
も
な
し

『寒
山
落
木
』
巻
二

明
治
二
十
六
年
夏

う
ち

1
句
が
'
｢根
岸
｣
と
置
か
れ
て
い
る
.
た
だ
'
内
容
は
｢古
揮
｣
と
｢家
居
｣
と
の
関
係
が
明
確
で
な
く
'
佳
句
と
は
言
い
が
た
い
｡

そ
し
て
'
掲
出
句
が
つ
く
ら
れ
た
明
治
二
十
九
年
に
は
五
句
見
え
る
｡

水
鶏
や
ん
で
山
僧
門
を
叩
き
け
り

招
浅
-
薗
生
ふ
る
と
こ
ろ
水
鶏
鳴
く

戸
敵
く
は
水
鶏
か
八
百
屋
か
豆
腐
屋
か

狸
来
ず
な
り
ぬ
水
鶏
や
戸
を
叩
く

悼

い
た
づ
ら
に
叩
く
水
鶏
や
墓
の
門

『寒
山
落
木
』
巻
五

明
治
二
十
九
年
夏

こ
れ
ら
の
句
は
根
岸
の
水
鶏
と
は
特
定
で
き
な
い
｡
た
だ
'
三
旬
日
な
ど
根
岸
の
感
じ
が
な
い
で
も
な
い
｡
根
岸
の
草
庵
の
戸
を
叩
-
出



入
り
の
八
百
屋
豆
腐
屋
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
子
規
俳
句
に
お
け
る
水
鶏
と
根
岸
と
の
関
係
は
深
い
0

r新
俳
句
Jl
(子
規
閲
､
上
原
三
川

･
直
野
碧
玲
璃
編

明
治
三
十

1
刊
)
に
も

水
鶏
聞
き
に
釆
よ
と
申
し
ぬ
上
根
岸

墨

水

と
い
う
句
が
見
え
る
｡
こ
の

｢申
し
｣
て
い
る
の
も
子
規
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
お
も
し
ろ
み
が
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
水
鶏
と
根
岸
と
の
結
び
つ
き
を
押
さ
え
た
上
で
'
掲
出
句
も
読
む
べ
き
で
あ
る
｡
た
だ
､
子
規
庵
を
措
い
た
と
い
う
の
は
'

直
接
に
す
ぎ
る
｡
そ
の
連
想
を
加
え
て
味
わ
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

子
規
そ
し
て
子
規
周
辺
の
人
々
は
'
水
鶏
か
ら
す
ぐ
根
岸
子
規
庵
を
連
想
し
た
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
実
際
の
子
規
庵
の
風
景
'
そ
の
実
像
と

の
ず
れ
に
も
お
も
し
ろ
み
を
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
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先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
浜
中
柑
児
氏
は
'
掲
出
句
が
生
ま
れ
た
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て

｢水
鶏
が
人
の
戸
を
叩
-
と
い
う
古
歌
に
思
い
寄

る
｣
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
た
が
'
そ
れ
を
検
証
し
て
お
き
た
い
｡
先
述
し
た
よ
う
に

｢水
鶏
｣
と
い
う
季
語
は

｢叩
-
｣
｢
戸
｣
と
い

う
語
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
｡
そ
の
点
を
中
心
に

｢水
鶏
｣
と
い
う
季
語
の
歴
史
を
辿
っ
て
み
た
い
｡



『和
歌
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
､

永
久
百
首
題
｡
勅
撰
集
で
こ
の
道
明
示
の
歌
は
金
葉
集
の
二
首
の
み
｡
初
見
は
正
暦
年
間

(九
九

〇
～
九
九
五
)
夏
'
花
山
法
皇
東
院

歌
合
｡
歌
合
歌
題
と
し
て
数
多
-
用
い
ら
れ
た
｡
古
今
六
帖
の
分
類
項
目
と
な
っ
て
い
る
が
'
歌
材
と
し
て
は
あ
ま
り
詠
ま
れ
る
こ
と
は

な
く
'
勅
撰
集
で
は
後
拾
遺
集
以
降
に
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
｡

と
さ
れ
て
い
る
｡

初
見
と
さ
れ
る

｢花
山
法
皇
東
院
歌
合
｣
の
水
鶏
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

-
ひ
な

左

む
か
し
よ
り
あ
け
が
た
か
ら
ぬ
な
つ
の
よ
を
い
か
に
と
た
た
く
く
ひ
な
な
る
ら
む

右

な
つ
の
よ
は
た
た
く
く
ひ
な
に
ほ
ど
も
な
く
あ
ま
の
と
と
く
も
あ
け
に
け
る
か
な

い
ち
こ

院

御

ま
た
､
F後
拾
遺
集
』
に
お
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
.

山
ざ
と
の
-
ひ
な
を
よ
み
侍
け
る

大
中
臣
輔
弘

や
へ
し
げ
る
む
ぐ
ら
の
か
ど
の
い
ぶ
せ
さ
に
さ
さ
ず
や
な
に
を
た
た
く
く
ひ
な
ぞ
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続
く

F金
葉
集
』
に
は
二
首
見
え
る
｡

俊
忠
卿
家
歌
合
に
く
ひ
な
の
心
を
よ
め
る

藤
原
顧
綱
朝
臣

さ
と
ご
と
に
た
た
く
く
ひ
な
の
お
と
す
な
り
こ
こ
ろ
の
と
ま
る
や
ど
や
な
か
ら
ん

摂
政
左
大
臣
家
に
て
-
ひ
な
の
心
を
よ
め
る

源

雅
光

夜
も
す
が
ら
は
か
な
く
た
た
-
-
ひ
な
か
な
さ
せ
る
と
も
な
き
し
ば
の
か
り
や
を

『鑑
賞
_l
が
引
用
す
る
の
は
'
こ
の
雅
光
の
歌
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
歌
す
べ
て
に
､
｢た
た
-
｣
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
｡
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
､
そ
の
鳴
声
の
形
容
で
あ
る
O
ま
た
'
｢花
山
法

皇
東
院
歌
合
｣
は
二
首
と
も
に

｢戸
｣
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
｡
こ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
内
容
も
､
｢
や
へ
し
げ
る
む
ぐ
ら
の
か
ど
の
い
ぶ
さ
せ
｣
や

｢
さ
せ
る
と
も
な
き
し
ぼ
の
か
り
や
｣
な
ど
'
平
安
時
代
の
和
歌
を
評

す
る
の
に
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
､
草
庵
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
詠
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
｡

ま
た
､
｢戸
｣
を
詠
う
際
に
､
｢さ
さ
ず
や
｣
｢さ
せ
る
と
も
な
き
｣
と
鎖
を
か
け
て
い
な
い
状
態
が
措
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た

い
｡
掲
出
句
の

｢縄
朽
ち
て
｣
と
い
う
把
捉
は
'
こ
の
状
態
を
俳
詩
的
に
具
体
的
に
詠
う
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
｢水
鶏
叩
け
ば
あ
-
戸

な
り
｣
と
い
う
部
分
は
'
『後
拾
退
集
』
の
輔
弘
の
歌
や

『金
糞
集
』
の
雅
光
の
歌
の
傍
に
置
い
て
も
異
和
感
は
な
い
｡

先
に
'
掲
出
句
の
こ
と
ば
四
語

(｢朽
つ
｣
｢水
鶏
｣
｢
叩
-
｣
｢戸
｣)
が
'
子
規
の

｢雨
に
-
ち
｣
の
短
歌
と
共
通
す
る
こ
と
を
述
べ
た
｡

た
だ
内
容
の
面
か
ら
言
え
ば
'
掲
出
句
は
'
子
規
の
短
歌
よ
り
も
､
ず
っ
と

『後
拾
遺
集
』
や

『金
糞
集
』
の
歌
に
近
い
｡
共
通
す
る
語
は

｢水
鶏
｣
｢叩
く
｣
の
二
語
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
'
鍵
を
さ
し
て
い
な
い
戸
を
水
鶏
が
叩
-
と
い
う
発
想
が
共
通
す
る
の
で
あ
る
｡
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つ
ま
り
'
こ
の
句
に
お
い
て
虚
子
は
､
水
鶏
の
本
意
を
つ
か
み
､
そ
れ
を
俳
譜
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
子
規
が
死
に
'

子
規
庵
が
建
替
ら
れ
'
周
辺
の
雰
囲
気
が
全
く
変
っ
て
し
ま
っ
た
今
も
'
こ
の
句
は
魅
力
を
失
な
わ
な
い
｡

*

水
鶏
は
虚
子
の
愛
し
た
謡
曲
に
は
あ
ま
り
登
場
し
な
い
｡
そ
の
稀
な
例
と
し
て

｢合
甫
｣
の
右
の
例
が
あ
る
こ
と
を
補
記
し
て
お
き
た
い
｡

く

ひ

な

モ

と

も

ひ
さ
か
た

は

に

ふ

I)
ざ

め

叩
-

水

鶏

の

外

面

に

立
つ
や

久

方

の

｡
埴

生

の

小
屋
に

小

雨

降

る
｡

｢叩
-
｣
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
水
鶏
の
一
例
で
あ
る
｡
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辛

タ
クヽ

『俳
譜
類
総
菜
』
の

｢水
鶏
｣
の
付
合
語
に
は

｢柴
の
戸
｣
は
見
え
る
が
'
｢戸
｣
も

｢
た
た
-
｣
も
見
え
な
い
｡
し
か
し

｢戸
｣
･
｢拍
｣

の
付
合
語
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ

｢水
鶏
｣
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
O
つ
ま
り
､
｢水
鶏
｣
に
と
っ
て

｢
た
た
-
｣
も

｢戸
｣
も
付
合
語
辞
典
に
掲



げ
る
の
も
は
ば
か
ら
れ
る
ほ
ど
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
わ
け
だ
｡
当
然
'
俳
譜
に
お
け
る
水
鶏
の
句
に
も
'
こ
れ
ら
の

語
は
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
｡

子
規
編

F分
類
俳
句
全
集
｣
か
ら
'
｢戸
｣
と

｢た
た
-
｣
が
含
ま
れ
て
い
る
句
を
抜
き
出
し
て
み
た
い
｡
こ
れ
に
は
連
歌
の
発
句
も
含

ま
れ
て
い
る
｡
ま
ず

｢戸
｣
か
ら
｡

水
鶏

(
)
除
神
人
等

月
の
さ
す
と
は
そ
も
知
ら
ぬ
水
鶏
哉

天
の
戸
を
月
に
ま
か
す
る
水
鶏
哉

横
の
戸
に
月
を
い
れ
た
る
水
鶏
哉

月
見
よ
と
戸
口
い
さ
む
る
水
鶏
哉

水
鶏

(雷
)
(雲
)
(天
河
)
(風
)
(星
)

天
の
戸
の
横
雲
い
そ
ぐ
水
鶏
か
な

水
鶏

(柄
)
(日
)
(天
空
)

槙
の
戸
や
水
鶏
に
替
る
け
さ
の
雨

天
の
戸
も
こ
も
る
声
あ
る
水
鶏
哉

水
鶏

(植
物
)

水
鶏
な
-
む
ら
苗
は
こ
ふ
朝
戸
哉

ま
れ
に
明
て
松
の
戸
さ
ゝ
ぬ
水
鶏
哉

宗

祇

(老
葉
)

(傍
線
小
浮
'
以
下
も
同
じ
)

宗

祇

(大
発
句
帳
)

宗

養

宗

春

(三
箱
)

(虹
)

宗

長

(壁
草
)

宗

硫

(大
発
句
帳
)

紹

巴

宗

長

(宗
長
手
記
)

宗

牧

(宗
牧
発
句
帳
)
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真
こ
も
刈
る
う
さ
に
戸
叩
く
水
鶏
か
も

水
鶏
な
く
あ
し
原
暗
き
朝
戸
哉

水
鶏

(地
理
と
器
物
)
-
-

(肢
体
)

水
鶏
鳴
-
谷
に
夜
深
さ
朝
戸
哉

水
鶏

(神
人
と
建
築
)
(飲
食
)

円

木

(卯
辰
)

宗

長

(宗
長
日
記
)

宗

祇

(老
葉
)

枝
折
戸
の
か
け
か
ね
し
ら
ぬ
水
鶏
哉

水
鶏

(土
木
と
時
令
)
(輯
倫
)

水
鶏
な
-
夜
は
詑

㌶

の
朝
珂
哉

戸
さ
し
せ
ぬ
御
代
に
も
叩
く
水
鶏
哉

氷

釆

(矯
題
発
句
集
)

社
寺
旅
宿
城
閑

戸
た
～
く
は
た
そ
か
れ
時
の
水
鶏
な
る

雪
院
に
叩
く
戸
は
な
き
水
鶏
哉

手
み
し
か
に
関
の
戸
叩
-
水
鶏
哉

関
の
戸
に
水
鶏
の
空
音
な
か
り
け
り

慕､レ如左其蘇

水
鶏

(土
木
)
除
時
令
頬
倫
･
除
城
関
痢

東
の
家
に
横
の
戸
叩
-
水
鶏
哉

戸
あ
-
れ
は
叩
き
そ
こ
な
ふ
水
鶏
哉

支
考
百
ケ
月

草
の
戸
の
押
力
な
き
水
鶏
哉

大
津
湖
仙
亭

牧

(壁
草

宗
長
発
句
帳

大
発
句
帳
)

敬

(心
敬
発
句
帳
)

梶

(真
木
柱
)

原

(三
千
化
)

丸

(馬
光
句
集
)

村

(句
集
)

相

(大
発
句
帳
)

章

(塵
分
船
)
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)



は

(笈
日
記
)

_

此
宿
も
水
鶏
も
し
ら
ぬ
扉
哉

噴
く
方
へ
草
の
戸
動
-
水
鶏
哉

水
鶏
き
く
や
横
の
音
戸
の
下
屋
敷

油
断
し
て
水
鶏
に
扉
叩
か
る
な

誰
を
今
松
の
と
は
そ
の
水
鶏
哉

水
鶏
も
や
ま
つ
室
の
戸
の
法
の
声

は
せ
を

(は
せ
を
句
選
)

舎莱支
宗

紹

国

(月
影
塚
)

外

(句
鑑
)

考

(葛
松
原
)

養

(大
発
句
帳
)

巴

水
鶏

(神
人
)
(飲
食
)
(肢
体
)
除
建
築

更
々
て
水
鶏
も
や
す
む
扉
哉

庭

台

(靭
随
撃
)

続
い
て

｢
叩
く
｣
の
用
例
で
あ
る
｡
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
重
出
す
る
0

水
鶏

(

)
除
神
人
等

三
日
月
の
細
き
を
た
～
く
水
鶏
哉

字

中

(東
華
)

水
鶏

(冒
)
(雲
)
(天
河
)
(風
)
(星
)
(虹
)

氏
雲
に
ま
け
L
と
叩
-
水
鶏
哉

雷
を
し
づ
め
て
叩
く
水
鶏
哉

水
鶏

(雨
)
(日
)
(天
空
)

た
～

か
れ
る
雨
に
猶
噂
水
鶏
哉

む
ら
雨
の
あ
と
や
水
鶏
の
一
た
～

き

荷

や

(千
鳥
掛
)

露

川

(現
題
発
句
集
)

太

無

(句
集
)

梅

跡

(東
撃
)



水
鶏

(動
物
等
)

や
れ
水
鶏
な
く
程
叩
け
ほ
と
ゝ

さ
す

重

弘

(鷹
筑
波
)

水
鶏

(植
物
)

真
こ
も
刈
る
う
さ
に
戸
叩
-
水
鶏
か
も

円

木

(卯
辰
)

水
鶏

(地
理
と
器
物
)
-
-

(肢
体
)

住
吉
千
句

舟
ば
た
を
叩
く
細
江
の
水
鶏
哉

日
焼
田
に
水
門
叩
-
水
鶏
哉

水
鶏

(地
理
)
除
肢
体
等
･
水
辺
ナ
シ

岩
引

水
に
配
も
純
ふ
水
鶏
哉

水
鶏

(水
辺
)
除
地
理
･
除
肢
休
等

被
う
て
ば
叩
き
か
へ
し
の
水
鶏
哉

沼
津
に
て

沼
つ
た
ひ
叩
く
水
鶏
や
ど
ろ
田
棒

鴫
立
浮

折
か
ら
の
津
や
水
鶏
の
叩
き
居

池
近
し
水
鶏
の
叩
く
音
に
さ
へ

水
鶏

(器
物
)
(衣
冠
)

昌

察

(三
箱
)

蓉

太

(蓉
太
句
集
)

宗

碩

(大
発
句
帳
)

除
流
水
海
辺

利

酒

(毛
吹
草
)

近

之

(洗
濯
物
)

東

党

(小
弓
俳
語
集
)

操

舟

(古
今
句
鑑
)
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飯
棺
の
底
叩
く
音
の
水
鶏
哉

別

樽

の
底
叩
く
水
鶏
の
別
哉

水
鶏

(神
人
と
建
築
)
(飲
食
)

人
の
門
叩
け
は
逃
る
水
鶏
哉

我
い
ら
ん
門
先
づ
叩
-
水
鶏
哉

成

美

(谷
風
草
)

佐

巴

(夏
衣
)

也

有

(羅
葉
)

宗

因

(三
頼
)

水
鶏

(神
仏
類
)
(血
肉
)
(悪
漢
)
除
飲
食
等

よ
ひ
ま
と
ひ

よ
ひ
く

は
小
坊
主
叩
-
水
鶏
哉

当

歌

(其
袋
)

水
鶏

(神
人
)
除

飲食
等

･
除
神
仏
類
血

肉悪漢

聾
の
背
中
を
叩
-
水
鶏

哉

可

省

(三
千
化
)

水
鶏

(土
木
と
時
令
)
(類
倫
)
社
寺
旅
宿
城
関

戸
さ
し
せ
ぬ
御
代
に
も
叩
-
水
鶏
哉

心

敬

(心
敬
発
句
帳
)

戸
た
ゝ
-
は
た
そ
か
れ
時
の
水
鶏
な
る

如

梅

(真
木
柱
)

雪
院
に
叩
く
戸
は
な
き
水
鶏
哉

白
壁
の
お
城
を
た
ゝ
-
水
鶏
哉

巣
に
は
子
を
叩
き
寝
さ
す
る
水
鶏
哉

手
み
し
か
に
関
の
戸
叩
く
水
鶏
哉

左

原

(三
千
化
)

馬

泉

(桃
首
遠
)

1

雪

(洗
濯
物
)

其

丸

(馬
光
句
集
)



北
野
奉
納

か
し
は
手
を
水
鶏
も
た
～

-
宮
ゐ
哉

昼
も
た
～
く
我
門
し
ら
て
水
鶏
哉

木
母
寺
を
昼
か
ら
敵
く
水
鶏
哉

二
別
左
大
臣

(新

つ
く
は
)

也蓉

水
鶏

(土
木
)
除
時
令
規
倫
･
除
城
関
廟

責
の
家
に
横
の
戸
叩
く
水
鶏
哉

戸
あ
く
れ
は
叩
き
そ
こ
な
ふ
水
鶏
哉

水
門
の
内
か
ら
叩
-
水
鶏
哉

油
断
し
て
水
鶏
に
扉
叩
か
る
な

肯夜梅支

水
鶏

(神
人
)
(飲
食
)
(肢
体
)
除
建
築

夜
も
す
が
ら
あ
だ
口
た
ゝ

-
水
鶏
哉

足
音
の
間
を
た
～

く
く
ゐ
な
か
な

支
考
百
ケ
日

納
豆
ほ
と
た
ゝ

く
水
鶏
も
手
向
哉

さ
ひ
し
さ
も
骨
を
叩
か
ぬ
水
鶏
哉

水
鶏

(人
事
)
除
肢
体
等
･
睡
眠
ナ
シ

喪
の
内
を
そ
ろ
/
ヽ
叩
く
水
鶏
哉

水
鶏

(日
時
)
除
人
事
等

立

育

(薙
葉
)

太

(句
集
三
)

柏

(大
発
句
帳
)

章

(責
分
船
)

室

(故
人
五
百
)

考

(葛
松
原
)

固

(空
傑
)
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李

下

(其
袋
)

呉

井

(文
星
観
)

巣

兆

(年
書
)

冗

峰

(桃
賓
)



夜
を
残
す
水
鶏
は
老
を
叩
き
け
り

叩
き
さ
し
て
い
ぬ
か
夜
明
の
秩
鶏
哉

叩
か
ず
と
明
け
易
い
夜
を
水
鶏
哉

水
鶏

除
肢
体
等
･
除
人
事
日
時

聞
き
居
れ
ば
叩
く
で
も
な
き
水
鶏
哉

口
た
～
く
も
の
～
淋
し
き
水
鶏
哉

二
度
三
度
叩
て
一
皮
鳴
く
水
鶏

を
の
が
名
に
た
～

き
杖
持
-
い
な
哉

尚

子

(続
虚
栗
)

文

素

(類
題
発
句
集
)

軍

馬

野

水

(あ
ら
の
)

蒼

狐

(古
今
句
鑑
)

嵐

外

(今
日
の
昔
)

孝

晴

(犬
子
)

『分
類
俳
句
全
集
』
に
収
載
す
る

｢水
鶏
｣
の
句
は
'
総
数

1
九
七
｡
そ
の
う
ち
左
記
の
ご
と
く

｢戸
｣
を
含
む
も
の
を
二
九
句
'
｢
叩

-
｣
を
含
む
も
の
を
四
五
句
､
両
方
と
も
に
含
む
も
の
を
七
句
数
え
る
｡

本
句
へ
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
'
左
の
句
が
気
に
な
っ
た
｡

噂
-
方
へ
草
の
戸
動
-
水
鶏
か
な

舎

国

水
鶏
の
噂
声
と
戸
の
動
き
は
､
ま
っ
た
く
重
な
る
｡
た
だ
し
､
舎
国
は

｢水
鶏
｣
に
重
心
を
置
き
'
虚
子
は

｢縄
朽
ち
て
｣
と
措
写
し
て
'

｢戸
｣
に
重
心
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
句
に
限
っ
て
影
響
関
係
を
述
べ
る
の
は
難
し
い
｡

そ
れ
よ
り
も
連
歌

･
古
俳
譜
の

｢水
鶏
｣
の
句
の
中
に
お
い
て
､
｢戸
｣
｢叩
く
｣
を
含
ん
で
い
る
句
の
割
合
が
､
か
な
り
高
い
こ
と
に
注
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目
す
べ
き
だ
｡
ま
た
'
連
歌
の
発
句
に
お
い
て
'
こ
と
に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て

｢戸
｣
｢
叩
く
｣
を
含

む

｢水
鶏
｣
の
句
は
'
そ
れ
だ
け
古
風
な
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

ま
た
'
先
に
見
た
子
規
の

｢水
鶏
｣
の
句
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

掲
出
句
と
同
時
代
の

｢水
鶏
｣
の
句
を
す
で
に
紹
介
し
た
句
も
あ
る
が
､
『新
俳
句
』
(子
規
閲
'
上
原
三
川

･
直
野
碧
玲
瑞
編

明
治
三

十

一
刊
)
に
よ
っ
て
見
よ
う
｡

水
鶏
遠
く
月
有
明
け
て
川
香
か
な
り

親

亭

縄
朽
ち
て
水
鶏
叩
け
ば
明
-
戸
也

虚

子

か
ら
池
や
昼
も
水
鶏
の
出
て
走
る

静

月

洪
水
の
あ
と
に
水
鶏
も
な
か
ず
な
り
ぬ

蒼

苔
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妻
に
聞
け
ば
我
留
守
を
水
鶏
た
ゝ

き
け
り

水
鶏
聞
き
に
来
よ
と
申
し
ぬ
上
根
岸

墨 可

水 全

全
体
数
が
'
少
い
の
で
安
易
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
掲
出
句
以
外
に
は

｢叩
-
｣
を
あ
わ
せ
用
い
て
い
る
の
が

一
句
の
み
､

｢戸
｣
は
1
例
も
見
ら
れ
な
い
｡
虚
子
の
句
が
､
最
も
古
風
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
｡
と
い
う
よ
り
他
の
明
治
の
匂
い
の
す
る
句
の
中
で
超

時
代
的
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
｡

先
に
見
た
よ
う
に
子
規
の
水
鶏
を
詠
ん
だ
短
歌
'
俳
句
は

｢戸
｣
｢
叩
-
｣
を
多
-
含
む
も
の
だ
っ
た
｡
そ
こ
か
ら
虚
子
は
そ
の
言
葉
の

関
係
を
学
ん
で
い
る
｡
た
だ
し
'
子
規
は
'
こ
と
に
俳
句
に
お
い
て
は
'
そ
の
こ
と
ば
の
関
係
を
楽
し
ん
で
い
る
へ
否
定
的
に
言
え
ば
振
り



ま
わ
さ
れ
る
よ
う
な
句
作
を
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
虚
子
は
'
そ
の
本
意
を
押
さ
え
つ
つ
'
も
っ
と
さ
り
げ
な
く
用
い
る
｡
深
い
関
係

を
も
っ
て
い
る
は
ず
の
こ
と
ば
な
の
に
'
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
｡
ま
る
で
､
そ
れ
ら
の
言
葉
の
関
係
が
生
ま
れ
た
そ
の
瞬
間
に
立
ち
あ
っ

て
い
る
よ
う
な
風
情
で
あ
る
｡


