
『子
規
居
士
真
筆
俳
句
歌
留
多
帖
』
考

一
､
『子
規
居
士
真
筆
俳
句
歌
留
多
帖
』
と
い
う
本

大
正
六
年

(
一
九

一
七
)
十
二
月
二
十
日
印
刷
､
二
十
五
日
に

発
行
さ
れ
た
本
に
『子
規
居
士
真
筆
俳
句
歌
留
多
帖
』
(絵
事
堂
)
な

た
て

る
も
の
が
あ
る
｡
縦
十
六
･九
セ
ン
チ
'
横
十
セ
ン
チ
の
変
型
判
｡

和
装
｡
袋
綴
じ
､
本
文
四
十
九
丁
'
全
五
十
二
丁

(序
文
以
外
は
t

は
なだ
いろ

T
付
'
ペ
ー
ジ
付
け
な
し
)｡
表
紙
'
緑
色
｡
左
側
に
貼
題
茶
'
文

ベー
ジ

字
は
河
東
碧
梧
桐
o
口
絵
写
真
'
三
頁
｡

一
頁
は
'
子
規
画
の
千

代
紙
細
工
の
人
形
の
絵

(明
治
三
十
五
年
八
月
二
十
二
日
製
作
の

も
の
C
平
成
十
三
年
九
月
刊
'
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
編

『正
岡
子
規
の
絵
』
参
照
)
'
も
う

一
頁
は
'
軸
装
の
新
出
碧
梧
桐

句

(梢
の
花
日
全
く
暮
る
～
梅
)
(従
来
知
ら
れ
て
い
る
句
形
は
t

的
牛
社
刊
'
栗
田
靖
編

『碧
梧
桐
全
句
集
』
所
収
の
大
正
五
年
作

へ梢
の
花
日
全
く
か
げ
る
梅
)
)
､
そ
し
て
さ
ら
に
も
う

一
頁
は
'

内
藤
鳴
雪
の

(文
珠
語
り
舎
利
弗
眠
る
日
永
か
な
)
(明
治
四
十
二

年

一
月
俳
書
堂
刊
､
『鳴
雪
句
集
』
所
収
)
と
高
浜
虚
子
の

(蘭
の

花
の
上
漕
ぐ
舟
や
か
す
か
也
)
(『高
浜
虚
子
全
集
』
未
集
録
作
品
)

の
句
の
短
冊
の
写
真
で
あ
る
｡

奥
付
に
年
月
日
を
印
で
押
し
へ
そ
こ
に

｢大
正
七
年
十

一
月
十

復

本

一

那

一
目
｣
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
｡
あ
る
い
は
'
何
ら
か
の
事
情
が

あ
っ
て
'
約

一
年
程
発
行
が
延
引
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
奥
付

の

｢編
輯
兼
発
行
者
｣
欄
に
は
河
井
長
蔵
の
名
前
が
見
え
る
が
､

本
書
の
実
質
的
な
編
者
は
'
｢序
｣
文
の
内
容
よ
り
し
て
'
河
東
碧

梧
桐
に
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の

｢序
｣
文
'
碧
梧
桐
の

文
章
と
し
て
､
従
来
'
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
'
や
や
長
文
で
あ
る
が
､
左
に
省
略
せ
ず

に
引
用
'
紹
介
し
て
み
る
こ
と
に
す
る

(『碧
梧
桐
全
句
集
』
所
収
'

栗
田
靖
編

｢河
東
碧
梧
桐
年
譜
｣
に
も
'
こ
の

｢序
｣
に
つ
い
て

の
記
載
は
な
い
)0

序
百
人

1
首
に
因
ん
で
'
俳
句
の
歌
留
多
を
作
っ
て
見
て
は

ど
う
か
t
と
い
ふ
や
う
な
話
は
､
毎
年
正
月
礼
に
行
く
子
規

庵
で
の
話
題
で
あ
っ
た
｡
当
時

｢俳
句
分
類
｣
と
か

｢俳
家

全
集
｣
と
か

｢
一
家
二
十
句
｣
と
か
言
っ
て
'
古
句
蒐
韓
の

事
業
が
緒
に
つ
き
か
け
て
ゐ
た
時
で
あ
っ
た
か
ら
'
其
中
か

ら

一
百
人
を
選
ん
で
'
其
の
人
々
の
特
色
と
も
見
え
る
代
表

∫



的

一
句
を
選
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
､
居
士
に
と
っ
て
煩
は
し

い
こ
と
で
は
あ
つ
た
が
'
又
た
多
少
興
味
の
あ
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
｡
自
分
等
が
最
初
に
見
本
を
作
っ
て
見
て
も
い
1
な

ど
～
言
っ
て
を
つ
た
中
に
'
も
う
こ
ん
な
も
の
を
こ
し
ら
へ

て
見
た
'
と
言
っ
て
'
我
等
の
前
に
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
の
が
'

こ
の
俳
句
歌
留
多
で
あ
っ
た
｡
居
士
自
筆
の
句
が
､
母
堂
や

令
妹
の
手
に
な
っ
た
'
裏
に
薬
袋
紙
を
貼
っ
た
歌
留
多
の
上

に
書
い
て
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
'
そ
れ
を
読
ん
で
と
る
本
も
出

来
て
ゐ
た
や
う
に
記
憶
す
る
｡
丁
度
明
治
二
十
七
八
年
頃
の

こ
と
で
'
居
士
は
ま
だ
全
く
病
啓
の
人
で
な
か
っ
た
｡

案
外
興
の
な
い
も
の
だ
t
と
始
め
て
そ
れ
を
四
五
人
で
と

っ
た
時
に
居
士
は
言
っ
た
｡
が
'
そ
れ
は
興
の
乗
る
ま
で
に

有
頂
天
に
な
ら
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
｡
居
士
が
余
り
乗
気

に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
'
其
後
も
こ
の
歌
留
多
を
ひ
ろ
げ
た

こ
と
は
甚
だ
稀
れ
で
あ
っ
た
｡
恐
ら
く
明
治
升
五
年
私
が
根

岸
に
引
越
し
た
時
'
鳴
雪
､
四
方
太
'
虚
子
､
紅
緑
､
鼠
骨

な
ど
～
い
ふ
人
達
が
会
し
て
'
居
士
令
妹
な
ど
も
加
は
ら
れ
､

即
興
的
の
こ
の
歌
留
多
を
と
つ
た
の
が
'
其
最
終
で
あ
っ
た

ら
う
と
思
ふ
｡
既
に
年
久
し
く
仕
舞
っ
て
あ
っ
た
為
め
'
さ

(マ
マ)

ま
で
手
摺
れ
も
し
て
ゐ
な
い
の
が
'
今
で
は
却
て
好
紀
念
と

な
っ
た
｡

元
来
百
枚
揃
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
､
今
三
枚
の
行
方
が

不
明
で
あ
る
｡
之
を
呈
す
る
も
蛇
足
で
あ
る
か
ら
'
九
十
七

枚
の
端
数
の
ま
ゝ
に
し
て
置
い
た
｡

元
来
遊
戯
の
為
め
た
依
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
に

よ
っ
て
居
士
の
古
人
及
古
句
に
対
す
る
鑑
賞
の

一
端
を
知
る

事
が
出
来
る
O
百
人

l
首
の
や
う
に
普
遍
な
性
質
を
持
っ
て

ゐ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
つ
て
も
そ
れ
と
は
別
な
､
む
つ

か
し
く
言
へ
ば
芸
術
味
を
持
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ

る
｡正

月
の
遊
戯
と
い
ふ
こ
と
も
万
更
無
意
味
な
事
で
な
い
と

す
れ
ば
こ
の
歌
留
多
が
津
々
浦
々
に
ま
で
行
き
渡
っ
て
百
人

(マ
マ)

1
首
の
や
う
に
普
遍
牡
を
持
つ
も
の
と
な
ら
ん
事
を
希
望
し

て
己
ま
な
い
｡

2

大
正
六
月
十
月

碧
梧
桐
識

｢序
｣
と
い
う
よ
り
も
'
正
岡
子
規
撰

｢俳
句
歌
留
多
｣
の
解
題

と
言
っ
た
は
う
が
い
い
よ
う
な
内
容
で
あ
る
｡
｢俳
句
歌
留
多
｣
成

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

立
の
い
き
さ
つ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡

｢俳
句
歌
留
多
｣
の
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
の
は
､
子
規
庵
に
年

始
に
集
ま
っ
た
門
人
達
の
間
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
そ
し

て
'
そ
の
時
期
は
'
子
規
が

｢俳
句
分
類
｣
や

｢俳
家
全
集
｣
や

｢
一
家
二
十
句
｣
の
編
纂
に
取
り
掛
か
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
と
記

さ
れ
て
い
る
｡
ま
ず

｢俳
句
分
類
｣
で
あ
る
が
'
｢形
式
的
井
実
質

的
｣
分
類
で
あ
る
丙
号
に
着
手
し
た
の
が
明
治
二
十
四
年

(
一
八

九

一
)
の
冬
で
あ
る
の
で
､
甲
号
へ
乙
号

へ
の
着
手
は
'
そ
れ
以



前
で
あ
ろ
う
｡
明
治
三
十
年

二

八
九
七
)
十
二
月
三
十
日
発
行

の

｢ほ
と
と
ぎ
す
｣
十
二
号
に
掲
載
の
短
文

｢俳
句
分
類
｣
の
冒

頭
で

｢余
俳
書
の
編
纂
に
従
事
す
る
こ
と
こ
～
に
七
年
'
名
づ
け

て
俳
句
分
類
と
い
ふ
｣
と
'
記
し
て
い
る
｡
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
'

明
治
二
十
二
年

(
一
八
八
九
)
に
は
甲
号
に
着
手
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
｡
｢俳
家
全
集
｣
は
'
｢俳
句
分
類
｣
の
よ
う
に
季
題

別
中
心
の
俳
詔
作
品
の
分
類
で
は
な
く
'
作
家
別
に
作
品
を
集
め

た
も
の
で
あ
る
が
'
｢俳
句
分
類
｣
に
並
行
し
て
の
作
業
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡
｢
一
家
二
十
句
｣
は
'
｢俳
家
全
集
｣
の
俳
人
数
を

増
補
し
っ
つ
､

一
俳
人
の
作
品
を
二
十
句
に
限
定
し
た
も
の
で
､

明
治
二
十
五
年

(
一
八
九
二
)
頃
着
手
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て

い
る

(講
談
社
版

『子
規
全
集
』
第
二
十

一
巻
解
題
に
よ
る
)｡
以

上
の
こ
と
と
､
碧
梧
桐
が
東
京
へ
居
を
定
め
た
時
期

(仙
台
第
二

高
等
中
学
校
を
退
学
'
上
京
L
t

一
時
的
に
子
規
宅
に
寄
居
し
た

の
が
明
治
二
十
七
年
十
二
月
の
こ
と
)
と
を
勘
案
す
る
に
'
｢こ
ん

な
も
の
を
こ
し
ら
へ
て
見
た
｣
と
言
っ
て
､
子
規
が

｢俳
句
歌
留

多
｣
を
門
人
た
ち
に
示
し
た
の
は
'
碧
梧
桐
自
身
が

｢丁
度
明
治

二
十
七
八
年
頃
の
こ
と
で
'
居
士
は
ま
だ
全
く
病
青
の
人
で
な
か

っ
た
｣
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
､
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
'

な
い
し
明
治
二
十
八
年

(
一
八
九
五
)
頃
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

(講
談
社
版

『子
規
全
集
』
第
二
十
二
巻
の

｢年
譜
｣
は
､
『子
規

居
士
真
筆
俳
句
歌
留
多
帖
』
の

｢序
｣
の
引
用
が
不
正
確
な
た
め
'

明
治
二
十
八
年

一
月
の
項
に

｢
｢俳
句
歌
留
多
｣
を
作
る
｣
と
記
し

て
し
ま
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
間
違
い
)
0

｢序
｣
で
､
も
う

一
つ
大
事
な
点
は
'
碧
梧
桐
の

｢居
士
の
古
人

及
び
古
句
に
対
す
る
鑑
賞
の

二
柄
を
知
る
事
が
出
来
る
｣
と
の
指

摘
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
｢
一
家
二
十
句
｣
の
再
稿
本
に
は
五
百
九
十

三
名
の
俳
人
と
そ
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
の
誰
と

誰
を
採
録
し
て
百
人
と
す
る
の
か
'
そ
し
て
百
人
が
決
ま
っ
た
と

お
の

し
て
､
ど
の

1
句
を
代
表
句
と
定
め
る
の
か
.
そ
こ
に
は
､
自

ず

か
ら
子
規
の
俳
句
観
が
浮
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

二
､
子
規
槙
の
九
十
七
俳
人
と
そ
の
作
品

そ
こ
で
'
子
規
撰
の
九
十
七
俳
人
と
､
そ
の
作
品
を
列
挙
し
て

み
よ
う
｡
碧
梧
桐
が

｢序
｣
で

｢元
来
百
枚
揃
っ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
が
'
今
三
枚
の
行
方
が
不
明
で
あ
る
｡
之
を
呈
す
る
も
蛇
足
で

あ
る
か
ら
'
九
十
七
枚
の
端
数
の
ま
～
に
し
て
置
い
た
｣
と
記
し

て
い
る
よ
う
に
'
全
九
十
七
枚
､
九
十
七
俳
人
で
あ
る
｡
参
考
ま

で
に
'
ま
ず
､
本
書
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

｢凡
例
｣
を
示

し
て
お
く
｡

凡
例

て

こ
の
俳
句
歌
留
多
は
子
規
庵
所
蔵
の
珍
宝
な
り
0

1
'
固
と
百
枚
あ
り
し
も
の
'
今
九
十
七
枚
を
存
す
｡
失
せ

た
る
三
枚
は
'
恐
ら
く
守
武
､
宗
鑑
'
宗
因
､
嵐
雪
の
中

な
る
べ
し
｡

二

歌
留
多
は
之
を
写
真
木
版
に
起
し
'
出
来
得
る
だ
け
原

3



趣
致
を
矢
は
ざ
ら
ん
と
せ
り
似

こ
の

｢凡
例
｣
も
碧
梧
桐
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で

い
よ
い
よ
九
十
七
名
'
九
十
七
句
の
翻
字
で
あ
る
｡
漢
字
交
り
の

変
体
仮
名
で
墨
書
さ
れ
て
い
る
の
で
､
現
行
の
漢
字
'
平
仮
名
に

改
め
て
翻
字
L
t
便
宜
'
通
し
番
号
を
算
用
数
字
で
付
し
て
お
く
｡

ま
た
'
作
品
に
は
'
読
み
易
さ
を
考
え
て
､
私
に
適
宜
､
濁
点
を

付
し
た
｡
『子
規
全
集
』
'
未
収
録
｡

1

1

藁
つ
ん
で
ひ
ろ
く
淋
し
き
か
れ
野
か
な

2

炉
閲
や
汝
を
よ
ぶ
は
金
の
事

3

時
鳥
な
く
や
湖
水
の
さ
ゝ
濁

4

つ
か
む
手
の
う
ら
を
は
ふ
た
る
ほ
た
る
哉

5

夜
桜
や
三
味
線
引
い
て
人
通
り

6

宿
直
よ
し
幸
ひ
星
の
別
見
ん

7

喋
々
や
女
の
道
の
あ
と
や
さ
き

1615141312ll10 9 8

一
人
に
も
舟
出
す
頃
や
川
千
鳥

こ
ゝ
ろ
み
に
君
手
を
お
ろ
せ
初
か
つ
を

正
行
が
思
ひ
を
鷹
の
山
別
れ

並
杉
を
嶋
か
ら
す
ら
ん
蝉
の
声

鼻
紙
の
間
に
し
ぼ
む
す
み
れ
哉

あ
る
と
な
い
と
二
本
さ
し
け
り
け
し
の
花

名
月
や
浅
き
林
の

一
つ
家

紙
衣
き
て
行
か
る
～
処
つ
れ
だ
～
ん

火
桶
抱
い
て
師
勝
を
か
く
し
け
り

路 嵐 春 智 そ 博 史 吏 希 千 琴 参 涼 丈 其 尚
通 外 鴻 月 の 尺 邦 登 因 代 風 太 菟 草 角 白

39 38 37 36 3 5 34 33 3 2 3 1 30 29 28 27 26 25 2 4 23 2 2 2 1 20 19 18 17

一
尺
の
蕨
の
外
や
松
柏

両
方
に
髭
が
あ
る
也
猫
の
こ
ひ

つ
り
逃
す
魚
は
手
に
あ
り
ほ
と
1
ぎ
す

清
水
の
上
か
ら
出
た
り
春
の
月

お
も
し
ろ
や
理
く
つ
は
な
し
に
花
の
雲

煮
凍

へ
と
も
に
つ
き
さ
す
女
夫
哉

ご
ぼ
ノ
＼

と
湯
婆
こ
ぼ
す
や
石
蕗
の
も
と

六
月
や
旅
人
に
あ
ふ
夜
の
山

年
わ
す
れ
筆
に
さ
や
し
て
を
さ
め
け
り

と
う
く

と
瀧
の
落
こ
む
茂
り
か
な

木
も
わ
ら
ん
宿
か
せ
雪
の
静
か
さ
よ

笠
き
せ
て
見
ば
や
月
夜
の
鶏
頭
花

ほ
と
～
ぎ
す
雨
の
か
し
ら
を
な
い
て
く
る

家
あ
り
や
ゆ
ふ
山
桜
灯
の
も
る
～

ゆ
き
く

て
倒
れ
ふ
す
と
も
萩
の
原

浮
草
の
花
よ
こ
い
く

爺
が
茶
屋

野
と
な
り
て
畠
と
な
り
て
鶴
か
な

あ
ら
海
や
佐
渡
に
横
ふ
天
の
川

き
か
ぬ
や
う
に
人
は
い
ふ
也
時
鳥

衣
う
つ
隠
逸
伝
の
女
か
な

土
佐
が
画
の
彩
色
冗
し
須
磨
の
秋

斧
の
音
ふ
も
と
の
里
は
ゆ
ふ
立
す

凍
る
ぞ
と
い
ふ
声
わ
び
し
草
鞍
の
緒

は
乙 保 素 完 鬼 せ 鳥 - 曽 関 浪 支 惟 士 馬 樗 百 召 越 許 淡 来 清
二 吉 堂 来 貢 を 酔 茶 良 更 化 考 然 朗 光 堂 明 波 人 六 々 山 徳
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野
や
し
ろ
に
太
鼓
う
ち
け
り
く
も
の
み
ね

牛
の
子
に
新
場
の
海
鼠
ふ
ま
る
～
な

初
雪
や
植
木
車
の
途
中
よ
り

紙
屑
や
出
か
は
り
跡
の
も
の
淋
し

川
風
の
あ
や
め
吹
け
り
淀
の
町

御
火
焼
や
鍛
冶
が
つ
た
へ
し
古
烏
帽
子

湖
の
水
ま
さ
り
け
り
さ
月
雨

南
大
門
た
て
こ
ま
れ
て
や
鹿
の
こ
ゑ

花
空
小
松
が
う
へ
に
そ
よ
ぎ
け
り

五
六
間
ゐ
ざ
り
す
り
行
落
葉
か
な

春
雨
や
蓑
の
下
な
る
こ
ひ
衣

小
男
鹿
の
重
り
ふ
せ
る
枯
野
哉

大
名
の
挑
灯
多
き
月
見
哉

秩
父
山
く
ぼ
い
処
や
花
す
～
き

芦
鴨
の
寝
る
よ
り
外
は
な
か
る
べ
し

町
う
ら
に
夕
日
の
こ
り
て
し
ぐ
れ
け
り

冠
に
も
さ
は
ら
ず
雛
の
桃
の
花

椿
落
ち
鶏
鳴
き
椿
又
落
る

塵
塚
や
桜
の
中
の
蝶
の
か
ら

和
ら
ぐ
や
杉
の
林
も
目
の
光

自
宅
は
梢
の
上
や
青
嵐

わ
や
く

と
鱈
送
り
こ
む
次
場
哉

山
茶
花
も
二
本
は
植
え
ぬ
宗
佐
哉

か
道 葛 柳 し 句 梅 乙 - 巣 成 也 土 凡 梨 蝶 正 去 桃 曲 千 旧 米 北
彦 三 居 く 空 室 由 具 兆 美 有 芳 董 翁 夢 秀 来 隣 翠 那 宣 伸 枝

8 5 84 8 3 82 8 1 80 79 78 77 76 75 74 7 3 72 71 70 69 68 67 66 65 64 6 3

傍
に
大
な
る
石
や
女
郎
花

や
ぶ
人
の
層
は
し
げ
也
魚
の
店

冗
山
の
力
及
ば
ぬ
暑
哉

ふ
じ
に
そ
ふ
て
三
月
七
日
八
日
か
な

生
海
鼠
哉
夜
が
明
た
や
ら
暮
た
や
ら

襟
巻
に
首
引
き
入
れ
て
冬
の
月

小
家
つ
ゞ
き
垣
根
く

の
黄
菊
か
な

来
ぬ
殿
を
唐
黍
高
し
見
お
ろ
さ
ん

四
方
か
ら
日
の
さ
す
雪
の
あ
し
た
か
な

五
人
扶
持
取
て
し
だ
る
1
柳
か
な

埋
火
や
親
に
よ
く
似
た
る
う
し
ろ
つ
き

長
き
夜
や
起
た
子
を
守
る
忍
び
声

永
き
目
や
大
仏
殿
の
普
請
声

ひ
っ
ぼ
る
や
空
に

一
つ
の
天
の
川

吉
田
屋
の
蚊
に
く
は
れ
け
り
伊
左
衛
門

隼
の
尻
つ
ま
げ
た
る
白
尾
か
な

下
京
は
し
ぐ
る
～
筈
よ
塔

一
つ

星
合
や
殿
の
御
人
の
鈴
の
音

市
中
は
も
の
～
匂
ひ
や
夏
の
月

足
首
に
清
水
流
る
ゝ
汐
干
か
な

兵
法
を
つ
か
ふ
て
見
た
き
野
分
哉

と
く
く

と
心
夜
に
入
る
そ
ば
湯
か
な

地
車
に
油
を
ぬ
る
や
雲
の
峰

大
吟 升 樗 春 凡 氷 蒼 野 江 乙 李 繍 蓮 野 素 荷 牧 杉 露 信 猿 百 月
江 六 良 来 兆 花 札 水 九 州 由 山 之 坂 柴 今 童 風 川 徳 雄 里 居

5
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朝
霜
や
夜
着
に
ち
ゞ
み
し
そ
れ
も
見
ず

高
麗
船
の
よ
ら
で
過
行
か
す
み
哉

家
遠
し
海
苔
干
す
女
何
親
ふ

絶
え
ず
L
も
薄
雲
お
こ
る
け
ふ
の
月

恋
せ
ず
ば
ね
こ
の
心
の
お
そ
ろ
し
や

夜
寒
さ
ぞ
う
ら
壁
つ
け
ぬ
き
り
ぐ

す

色
深
し
今
年
よ
り
さ
く
桃
の
花

夕
立
に
面
も
ふ
ら
ず
神
輿
船

尾
を
ひ
け
ば
草
に
と
ら
る
～
き
ゞ
す
か
な

紫
陽
花
や
浅
黄
に
し
ば
し
世
を
化
す

さ
み
だ
れ
や
夜
半
に
貝
吹
く
ま
さ
り
水

火
串
ふ
っ
て
さ
ち
矢
を
そ
～
ぐ
小
瀧
か
な

自 大 巴 言 訳 青 才 秋 暁 移 蕪 如
雄 砥 静 水 竹 薙 丸 色 台 竹 村 行

以
上
で
あ
る
｡
順
番
は

『子
規
居
士
真
筆
俳
句
歌
留
多
帖
』
の

通
り
｡
念
の
た
め
九
十
七
名
の
作
者
を
列
挙
し
て
お
く
｡
尚
白
'

其
角
'
丈
草
'
涼
菟
'
参
太
へ
琴
風
'
千
代
､
希
因
､
吏
登
'
史

郡
､
周
尺
'
そ
の
､
智
月
'
春
鴻
､
嵐
外
､
路
通
'
清
徳
'
来
山
､

淡
々
'
許
六
㌧
越
人
'
召
波
'
百
明
'
樗
堂
､
馬
光
'
士
朗
'
惟

然
'
支
考
'
浪
化
'
関
更
'
曽
良
'

一
茶
'
鳥
酔
t
は
せ
を
'
鬼

貫
'
完
来
'
素
堂
'
保
吉
'
乙
二
'
北
枝
'
米
仲
､
旧
室
'
千
那
'

曲
翠
'
桃
隣
､
去
来
'
正
秀
'
蝶
夢
'
梨
翁
'
凡
董
'
土
芳
'
也

有
､
成
美
'
巣
兆
､

一
具
'
乙
由
､
梅
室
､
句
空
t
か
し
く
'
柳

居
'
葛
三
'
道
彦
､
月
居
､
百
里
､
猿
雑
､
信
徳
､
露
川
､
杉
風
'

牧
童
'
荷
今
'
素
葉
'
野
坂
'
蓮
之
'
晴
山
'
李
由
'
乙
州
'
大

江
丸
'
野
水
'
蒼
札
'
氷
花
､
凡
兆
へ
春
来
'
樗
良
､
升
六
へ
吟

江
'
知
行
､
蕪
村
'
移
竹
､
暁
台
､
秋
色
､
才
丸
'
青
轟
､
訊
竹
'

言
水
､
巴
静
'
太
砥
'
白
雄
の
九
十
七
名
で
あ
る
｡
顔
触
れ
は
'

芭
蕉
を
は
じ
め
と
す
る
蕉
門
以
降
'
幕
末
に
至
る
ま
で
の
俳
人
で

あ
る
｡
先
の
碧
梧
桐
の

｢凡
例
｣
に
は
､
｢失
せ
た
る
三
枚
は
'
恐

ら
く
守
武
'
宗
鑑
'
宗
因
へ
嵐
雪
の
中
な
る
べ
し
｣
と
あ
っ
た
が
'

芭
蕉
以
前
の
俳
人
を
代
表
さ
せ
て
の

｢守
武
'
宗
鑑
'
宗
因
｣
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
推
測
は
'
十
分
に
首
肯

し
得
る
｡
子
規
の
蔵
書
目
録
の
中
に
は
､
明
和
二
年
(
一
七
六
五
)

刊
'
康
工
編
の

『俳
詔
百

一
集
』
'
嘉
永
八
年
(安
政
二
年
'

1
八

五
五
)
刊
'
緑
亭
川
柳
編

『俳
人
百
家
撰
』
が
見
え
る
が
'
こ
の
両

書
は
'
｢守
武
'
宗
鑑
'
宗
因
｣
を
も
含
め
て
'
芭
蕉
以
前
の
俳
人

た
ち
に
も
目
配
り
L
t
そ
の
作
品
を
収
録
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

のち

が
'
後

に
詳
述
す
る
が
'
実
際
に
は
'
子
規
は
､
あ
く
ま
で
も
芭

蕉
以
降
の
俳
人
た
ち
に
こ
だ
わ
っ
て
百
人
を
撰
定
し
た
よ
う
で
あ

る
｡子

規
は
'
明
治
二
十
六
年

(
一
八
九
三
)
十

一
月
十
九
日
付
の

新
聞

｢日
本
｣
に
発
表
し
た

｢芭
蕉
雑
談
｣
中

｢悪
句
｣
の
条
に
'

芭
蕉
の
文
学
は
'
古
を
模
倣
せ
L
に
あ
ら
ず
し
て
'
自
ら
発

明
せ
し
な
り
｡
貞
門
檀
林
の
俳
諺
を
改
良
せ
り
と
謂
は
ん
よ

り
は
寧
ろ
蕉
風
の
俳
詔
を
創
開
せ
り
と
謂
ふ
の
妥
当
な
る
を

覚
ゆ
る
な
り
｡

♂



と
記
し
て
い
る
｡
こ
の
俳
指
史
観
に
基
づ
い
て
の
撰
定
だ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
子
規
に
至
る
ま
で
の
俳
詔
の
歴
史

は
'
｢蕉
風
の
俳
舘
を
創
開
｣
し
た
芭
蕉
よ
り
始
ま
る
と
の
認
識
で

あ
る
｡
と
な
る
と
'
当
然
'
｢守
武
'
宗
鑑
'
宗
因
｣
は
'
除
外
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
右
に
翻
字
を
試
み
た

｢俳
句
歌
留
多
｣
'
｢凡
例
｣

に
は

｢こ
の
俳
句
歌
留
多
は
子
規
庵
の
珍
宝
な
り
｣
と
見
え
た
｡

が
'
実
は
'
現
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
現
在
は
'
国
立
国
会
図

書
館
蔵
｡
請
求
タ
イ
ト
ル
は

｢子
規
手
製
俳
句
カ
ル
タ
｣'
請
求
記

号
は
t
W
B
4
t
I
55｡
目
録
に
は
'
全
九
十
八
枚
と
あ
る
o
こ
こ

に

一
つ
の
謎
が
生
じ
る
｡
今
'
注
目
し
て
い
る

『子
規
居
士
真
筆

俳
句
歌
留
多
帖
』
は
､
｢凡
例
｣
に

｢国
と
百
枚
あ
り
し
も
の
'
今

九
十
七
枚
を
存
す
｣
と
見
え
た
よ
う
に
全
九
十
七
枚
で
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
'
国
立
国
会
図
書
館
蔵
の

｢子
規
手
製
俳
句
カ
ル
タ
｣

は
'
九
十
八
枚
｡

一
枚
増
え
て
い
る
｡
碧
梧
桐
が
推
定
し
た

｢守

武
へ
宗
鑑
'
宗
因
'
嵐
雪
｣
の
中
の
い
ず
れ
か

一
人
の
歌
留
多

(カ
ル
タ
)
の
札
が
'
そ
の
後
'
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
､
国
立
国
会
図
書
館
蔵

｢子
規
手
製
俳
句
カ

ル
タ
｣
を
披
見
､
『子
規
居
士
真
筆
俳
句
歌
留
多
帖
』
と
照
合
し
て

み
る
と
へ
両
者
は
'
全
く
同

1
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
.

そ
れ
で
は
'
謎
の

一
枚
は
｡
そ
れ
は

｢守
武
'
宗
鑑
､
宗
因
､
嵐

雪
｣
の
い
ず
れ
の
も
の
で
も
な
く
'
土
芳
の
句
に
'
そ
の
原
因
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

先
に
見
た
よ
う
に

『子
規
居
士
真
筆
俳
句
歌
留
多
帖
』
に
収
め

ら
れ
て
い
る
土
芳
の
句
は
'

51

小
男
鹿
の
重
り
ふ
せ
る
枯
野
哉

土
芳

で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
国
立
国
会
図
書
館
蔵

｢子
規
手
製
俳
句

カ
ル
タ
｣
に
は
'
土
芳
句
の
札
が
重
複
し
て
二
枚
あ
っ
た
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
'
そ
の
作
品
の

一
は
'
ま
さ
し
く
右
の
'

小
男
鹿
の
重
り
ふ
せ
る
枯
野
哉

土
芳

の
句
｡
そ
し
て
も
う

一
枚
の
札
に
は
t

や
う
く

に
寝
ど
こ
出
来
た
り
年
の
内

土
芳

の
句
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
で
'
国
立
国
会
図
書
館

蔵

｢子
規
手
製
俳
句
カ
ル
タ
｣
の
九
十
八
枚
目
の
謎
は
解
け
た
の

で
あ
る
が
'
そ
れ
で
は
'
な
ぜ
､
土
芳
句
の
札
が
'
こ
の
二
種
残

さ
れ
て
い
た
の
か
t
と
い
う
も
う

一
つ
の
謎
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
｡

そ
し
て
､
こ
の
謎
を
解
決
す
る
こ
と
が
'
小
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ

あ
と

で
も
あ
る
｡
が
､
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
'
も
う
少
し
後

で
検
討

す
る
こ
と
に
す
る
｡

三
､
も
う

一
つ
の

｢俳
句
歌
留
多
｣

子
規
に
は
'
も
う

一
つ
の

｢俳
句
歌
留
多
｣
が
'
活
字
化
さ
れ

た
か
た
ち
で
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
見
え
る
の
は
､
明

治
三
十

一
年

(
一
八
九
八
)
十
二
月
十
日
発
行
の

｢ホ
ト
ト
ギ
ス
｣

第
二
巻
第
三
号
｡
｢俳
譜
か
る
た
｣
と
題
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
｡

こ
ち
ら
の
方
は
'
全
百
人
百
句
揃
っ
て
い
る
｡
今
'
そ
れ
を
左
に



示
す
が
'
子
規
は
'
百
句
を
百
韻
形
式
の
俳
誼

(連
句
)
に
見
立

て
て
配
列
し
て
い
る
｡
子
規
が
'
｢発
句
は
文
学
な
り
'
連
俳

(筆

者
注

･
俳
譜
'
連
句
)
は
文
字
に
非
ず
｣
と
の
衝
撃
的
な
発
言
を

し
た
の
は
へ
明
治
二
十
六
年

(
一
八
九
三
)
十
二
月
二
十
二
日
発

行
の
新
聞

｢日
本
｣
に
発
表
し
た

｢芭
蕉
雑
談
｣
中
の

｢或
間
｣

に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡
が
'
そ
れ
以
降
も
俳
詔

(連
句
)
文
芸
へ

の
関
心
'
必
ず
し
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
証
左
と

な
ろ
う
｡
な
お
'
左
の
作
品
百
句
に
は
'
通
し
番
号
を
付
し
'
そ

あ
と

の
後

に
､
先
に
掲
げ
た

｢俳
句
歌
留
多
｣
の
通
し
番
号
を

(

)

内
に
示
し
'
対
応
'
参
照
へ
の
便
宜
を
図
っ
た
｡
こ
ち
ら
の
方
は
'

す
で
に
講
談
社
版

『子
規
全
集
』
第
五
巻

(俳
論
､
俳
話
二
)
に

収
め
ら
れ
て
い
る
｡

1

(34
)
あ
ら
海
や
佐
渡
に
横
ふ
天
の
川
0

2

(31
)
行
き
く

て
倒
れ
伏
す
と
も
萩
の
原

3

(69
)
小
家
つ
ゞ
き
垣
根
く

の
黄
菊
か
な

4

(74
)
長
き
夜
や
起
き
た
子
を
守
る
忍
び
声

(月)

5

(89
)
絶
え
ず
L
も
薄
雲
お
こ
る
今
日
の
月

6

(65
)
冗
山
の
力
及
ば
ぬ
暑
さ
か
な

7

(3
)
時
鳥
喋
く
や
湖
水
の
さ
～

濁
り

8

(43
)
紙
屑
や
出
代
り
あ
と
の
も
の
淋
し

ウ

9

(72
)
五
人
扶
持
取
り
て
し
だ
る
～
柳
か
な

10

(10
)
正
行
が
思
ひ
を
鷹
の
山
別
れ

〓

(37
)
土
佐
が
画
の
彩
色
冗
し
須
磨
の
秋
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43

(2
)
炉
閑
や
汝
を
呼
ぶ
は
金
の
事

(67
)
海
鼠
か
な
夜
が
明
け
た
や
ら
暮
れ
た
や
ら

(13
)
有
る
と
無
い
と
二
本
さ
し
け
り
嬰
粟
の
花

(押
)

(93
)
夕

立
に
面
も
ふ
ら
ず
神
輿
舟

(4
)
つ
か
む
手
の
裏
を
這
ふ
た
る
蛍
か
な

(月
)

(20
)
清
水
の
上
か
ら
出
た
り
春
の
月

(17
)

一
尺
の
蕨
の
外
や
松
柏

(84
)
と
く
く

と
心
夜
に
入
る
蕎
麦
湯
か
な

(16
)
火
桶
抱
い
て
陳
肺
を
隠
し
け
り

(花
)

(30
)
家

あ
り
や
夕
山
桜
灯
の
漏
る
～

(94
)
尾
を
引
け
ば
草
に
取
ら
る
～
維
か
な

二ノオ(悲
)

(
18

)

両

方
に
髭
が
あ
る
な
り
猫
の
恋

(悲
)

(6
)

宿

直
よ
し
さ
い
は
ひ
星
の
別
れ
見
ん

(63
)
か
た
は
ら
に
大
い
な
る
石
や
女
郎
花

(49
)
五
六
間
い
ざ
り
す
り
行
く
落
葉
か
な

(27
)
木
も
わ
ら
ん
宿
か
せ
雪
の
静
か
さ
よ

(釈
)

(75
)
永

き
日
や
大
仏
殿
の
普
請
声

(82
)
足
首
に
清
水
流
る
～
汐
干
か
な

(マ
マ)

(35
)
聞
か
ね

や

う
に
人
は
い
ふ
な
り
時
鳥

(85
)
地
車
に
油
を
塗
る
や
雲
の
峰

(38
)
斧
の
音
麓
の
里
は
夕
立
す

(61
)
わ
や
く

と
鱈
送
り
こ
む
次
場
か
な

(73
)
埋
火
や
親
に
善
く
似
る
う
し
ろ
つ
き
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(月)

(28
)
笠
著
せ
て
見
ば
や
月
夜
の
鶏
頭
花

(33
)
野
と
な
り
て
畠
と
な
り
て
鵜
か
な

二ノウ

(88
)

家

遠
し
海
苔
干
す
女
何
う
た
ふ

(神
)

(59
)
和

ら
ぐ
や
杉
の
林
も
日
の
光

(97
)
火
串
ふ
つ
て
猟
矢
を
そ
～
ぐ
小
瀧
か
な

(悲)

(77
)
吉
田
屋
の
蚊
に
喰
は
れ
た
り
伊
左
衛
門

(悲
)

(80
)
星

合
や
殿
の
お
人
の
鈴
の
音

(83
)
兵
法
を
つ
か
ふ
て
見
た
き
野
分
か
な

(48
)
花
芝
小
松
が
上
に
そ
よ
ぎ
け
り

(24
)
六
月
や
旅
人
に
逢
ふ
夜
の
山

(月
)

(81
)
市
中
は
も
の
～
匂
ひ
や
夏
の
月

(54
)
芦
鴨
の
寝
る
よ
り
外
は
な
か
る
べ
し

(39
)
凍
る
ぞ
と
い
ふ
声
わ
び
し
草
鞍
の
緒

(12
)
鼻
紙
の
間
に
し
ぼ
む
董
か
な

(花
)

(21
)
お

も
し
ろ
や
理
屈
は
な
し
に
花
の
雲

(46
)
湖
の
水
ま
さ
り
け
り
皐
月
雨

三
ノオ

(40
)

煽

幅
に
手
も
と
も
略
し
油
売

(23
)
ご
ぼ
く

と
湯
婆
こ
ぼ
す
や
石
蕗
の
も
と

(71
)
四
方
か
ら
目
の
さ
す
雪
の
あ
し
た
か
な

(7
)
耳
遠
い
事
で
も
あ
る
か
経
の
声

(悲
)

(50
)

春

雨
や
蓑
の
下
な
る
恋
衣

(悲
)

(22
)
煮

凍
へ
共
に
箸
さ
す
女
夫
か
な

(
I
)
古
暦
は
し
き
人
に
は
参
ら
せ
ん

大 か
嵐 召 凡 千 素 百 北 去 越 そ 乙 巣 凡 樗 蝶 樗 氷 江 白 し 移 鳥 支
雪 波 董 代 襲 明 枝 来 人 の 二 兆 兆 堂 夢 良 花 丸 雄 く 竹 酔 考
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3離
刑

(76
)

(78
)

(64
)

(60
)

(14)
姐Ⅷ
刑

(41
)

(45
)

姐誕
刑

(44
)

3配
刑

姐弧
的

(70
)

へ90
)

(68
)

姐1
m

(8
)

(47
)

姐菰
四

3越
円

(87
)

(9
)

秩
父
山
凹
い
と
こ
ろ
や
花
itJ

引
つ
ば
る
や
空
に

一
つ
の
天
の
川

隼
の
尻
つ
ま
げ
た
る
白
尾
か
な

や
ぶ
人
の
下
駄
は
し
げ
な
り
魚
の
店

(釈
)

白

竃
は
梢
の
上
や
青
嵐

名
月
や
浅
き
林
の

一
つ
家

夜
寒
さ
ぞ
妻
壁
つ
き
ぬ
き
り
ぐ

す

三
ノウ

牛

の
子
に
新
場
の
海
鼠
踏
ま
る
ゝ

な

(神
)

御

火
焼
や
鍛
治
が
っ
た
え
し
古
烏
帽
子

山
茶
花
も
二
本
は
植
ゑ
ぬ
宗
佐
か
な

川
風
の
菖
蒲
吹
き
け
り
淀
の
町

時
鳥
雨
の
か
し
ら
を
暗
い
て
来
る

衣
打
つ
隠
逸
伝
の
女
か
な

(悲
)

来

ぬ
殿
を
唐
黍
高
し
見
お
ろ
さ
ん

(悲
)恋

せ
ず
ば
猫
の
心
の
お
そ
ろ
し
や

(月
)

襟
巻
に
首
さ
し
入
れ
て
冬
の
月

藁
積
ん
で
広
く
淋
し
き
枯
野
か
な

分
け
入
れ
ば
石
と
な
り
け
り
秋
の
雲

(釈
)

南

大
門
た
て
こ
ま
れ
て
や
鹿
の
声

鹿
塚
や
桜
の
中
の
蝶
の
か
ら

色
探
し
今
年
よ
り
さ
く
桃
の
花

名
ノオ

高

麗
船
の
よ
ら
で
過
ぎ
行
く
霞
か
な
○

こ
ゝ

ろ
み
に
君
手
を
お
ろ
せ
初
松
魚

吏 蕪 青 句 正 希 尚 杉 秋 荷 完 浪 曲 道 桃 米 才 春 柳 百 野 乙 成
登 村 薙 空 秀 因 白 風 色 今 来 化 翠 彦 隣 仲 丸 鴻 居 里 水 州 美
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81

(‖
)
並
杉
を
鳴
き
枯
ら
す
ら
ん
蝉
の
声

82

(26
)
と
う
ノ
＼
と
瀧
の
落
こ
む
茂
り
か
な

(釈
)

83

(
79
)
下

京
は
し
ぐ
る
～
筈
よ
塔

一
つ
△

84

(25
)
年
忘
れ
筆
に
鞘
し
て
納
め
け
り

85

(57
)
椿
落
ち
鶏
鳴
き
椿
又
落
つ
る
△

86

(66
)
富
士
に
そ
ふ
て
三
月
七
日
八
目
か
な

87

(96
)
五
月
雨
や
夜
半
に
貝
吹
く
ま
さ
り
水

88

(19
)
釣
り
逃
す
魚
は
手
に
あ
り
時
鳥

89

(15
)
紙
衣
着
て
行
か
る
～

処
つ
れ
だ
1
ん

90

(42
)
初
雪
や
植
木
車
の
途
中
よ
り

(局)

91

(52
)
大
名
の
提
灯
多
き
月
見
か
な

92

(
I
)
お
く
れ
蛇
土
龍
の
穴
も
い
か
な
ら
ん

名
ノウ

93

(32
)

浮

草
の
花
よ
来
い
く

爺
が
茶
屋

94

(95
)
紫
陽
花
や
浅
黄
に
し
ば
し
世
を
化
す

95

(55
)
町
裏
に
夕
日
残
り
て
し
ぐ
れ
け
り

96

(51
)
や
う
く

に
寝
処
出
来
ぬ
年
の
中

97

(86
)
蛙
蛸
の
夢
見
て
逃
げ
る
胡
蝶
か
な

98

(
こ

山
人
の
急
ぎ
衣
や
打
つ
は
く

(花
)

99

(5
)
夜

桜
や
三
味
線
引
い
て
人
通
り

100

(56
)
冠
に
も
さ
は
ら
ず
雛
の
桃
の
花
△

以
上
百
句
で
あ
る
｡
こ
の

｢俳
譜
か
る
た
｣

歌
留
多
｣
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

決
し
て
い
く
｡

一
つ
一
つ
示
し
て
い
き
た
い
｡

と
'

僅
尺

士
朗

蒼
虹

馬
光

梅
重

信
徳

大
蔵

淡
々

嵐
外

旧
室

也
有

長
翠

一
茶

巴
静

一
具

土
芳

知
行

碩
布

参
太

乙
由

先
の

｢俳
句

多
｣
は
､
す
で
に
見
た
よ
う
に
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
'
な

い
し
明
治
二
十
八
年
(
一
八
九
五
)
頃
の
成
立
と
見
徹
し
得
る
｡
そ

し
て
､
右
に
見
た

｢俳
譜
か
る
た
｣
は
'
明
治
三
十

1
年

(
1
八

九
八
)
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
三
､
四
年
の
隔
た

り
が
あ
る
わ
け
で
あ
る

そ
こ
で
'
両
者
の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
照
合
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
'
同

一
句
で
あ
っ
て
も
､
漢
字
'

仮
名
表
記
等
の
違
い
に
よ
っ
て
'
｢俳
詔
か
る
た
｣
が

｢俳
句
歌
留

多
｣
を
座
右
に
置
い
て
､
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
'
執
筆
し
た
も
の

も
と

で
な
い
こ
と
は
､
明
ら
か
で
あ
る
｡
原

に
な
っ
て
い
る
ノ
ー
ト
の

たぐ
い

類

(｢俳
句
分
類
｣
｢俳
家
全
集
｣
｢
一
家
二
十
句
｣
等
)
は
参
照

さ
れ
て
い
よ
う
が
､
両
者
は
別
種
の
も
の
と
し
て
判
断
し
て
よ
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
の
顕
著
な
例
を
左
に
示
し
て
み
る
｡

ノ♂

a

煮
凍
へ
と
も
に
つ
き
さ
す
女
夫
哉

b

煮
凍
へ
共
に
箸
さ
す
女
夫
か
な

a
が

｢俳
句
歌
留
多
｣
(22
)
へ

あ
る
｡
召
波
は
'
蕪
村
の
門
人
｡

これ
こま

六
年

(
一
七
七
七
)
刊
'
維

駒

編
b
が

｢俳
詔
か
る
た
｣
(56
)
で

別
号
'
春
泥
舎
｡

一
句
'
安
永

『春
泥
句
集
』
で
は
'
(煮
凍
に

と
も
に
箸
さ
す
女
夫
か
な
)
の
句
形
｡

a
の
句
形
は
'
何
に
よ
っ

よ

た
か
｡
も
っ
と
も

｢箸
さ
す
｣
を

｢
つ
き
さ
す
｣
と
訓

め
な
い
こ

様
々
な
こ
と
が
解

先
の

｢俳
句
歌
留

と
も
な
い
｡
も
う

一
例
｡

a

襟
巻
に
首
引
き
入
れ
て
冬
の
月

b

襟
巻
に
首
さ
し
入
れ
て
冬
の
月



こ
れ
も
右
の
召
波
の
例
と
同
じ
く
t
a
が
｢俳
句
歌
留
多
｣
(68
)
t

b
が

｢俳
詣
か
る
た
｣
(73
)
で
あ
る
｡
杉
風
は
'
蕉
門
｡
元
禄
四

年

(
1
六
九

一
)
刊
'
去
来

･
凡
兆
編

『猿
蓑
』
は
､
(襟
巻
に
首

引
入
れ
て
冬
の
月
)
の
句
形
｡
b
の
句
形
で
掲
出
し
て
い
る
俳
書

は
不
明
｡
子
規
は
何
に
よ
っ
た
か
｡
あ
る
い
は
'
子
規
の
記
憶
違

い
に
よ
る
杜
撰
か
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
の
二
例
に
よ
っ
て
も
､

｢俳
詔
か
る
た
｣
が

｢俳
句
歌
留
多
｣
を
引
き
写
し
た
も
の
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
両
者
は
'
時
を
隔
て
て
の
'

一
応
'

別
種
の
も
の
t
と
見
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

た
だ
し
'
子
規
そ
の
人
の
撰
に
な
る
百
人

一
句
で
あ
る
の
で
'
そ

の
大
部
分
に
お
い
て
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
､
な
ん
ら
不
思
議
な

事
で
は
な
い
｡
ま
た
､
手
も
と
に
あ
っ
た

｢俳
句
歌
留
多
｣
も
'

当
然
'
参
照
さ
れ
て
は
い
よ
う
｡

｢俳
句
歌
留
多
｣
と

｢俳
譜
か
る
た
｣
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
､
一
つ
'
明
ら
か
に
し
得
る
事
項
が
あ
る
｡
碧
梧
桐
が
｢失

せ
た
る
三
枚
は
'
恐
ら
く
守
武
'
宗
鑑
'
宗
因
､
嵐
雪
の
中
な
る

べ
し
｣
と
推
定
し
た
､
｢俳
句
歌
留
多
｣
に
お
け
る

｢失
せ
た
る
三

枚
｣
で
あ
る
｡
両
者
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
枚

(≡

名
)
が
即
座
に
解
決
す
る
｡
｢俳
譜
か
る
た
｣
に
あ
っ
て
､
｢俳
句

歌
留
多
｣
に
な
い
三
枚

(三
名
)
と
は
'

57

古
暦
は
し
き
人
に
は
参
ら
せ
ん

92
お
く
れ
蛇
土
龍
の
穴
も
い
か
な
ら
ん

98
山
人
の
急
ぎ
衣
や
打
つ
は
ノ
＼

の
三
作
品
で
あ
る
｡
嵐
雪
は
蕉
門
'
長
翠
は
白
雄

(97
･39
)

門
の

俳
人
､
そ
し
て
碩
布
も
ま
た
白
雄
門
の
俳
人
で
あ
る
｡
先
に
推
測

し
た
ご
と
く
'
子
規
が
百
人
を
撰
す
る
に
当
っ
て
は
'
｢蕉
風
の
俳

譜
｣
の

｢創
開
｣
者
と
し
て
の
芭
蕉
以
降

(素
堂
の
よ
う
な
年
長

者
も
含
め
て
の
)
の
俳
人
に
絞
っ
て
の
百
人
t
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
嵐
雪
は
'
碧
梧
桐
の
推
定
通
り
で

あ
っ
た
が
'
他
の
二
名
は

｢守
武
､
宗
鑑
へ
宗
因
｣
の
中
で
は
な

く
'
長
翠
､
碩
布
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

子
規
は
､
｢俳
譜
か
る
た
｣
を
撰
す
る
に
'
そ
の
緒
言
と
も
い
う

べ
き
部
分
に
お
い
て
､

こ
た
び
は
に
は
か
の
思
ひ
た
ち
と
い
ひ
'
且
つ
日
頃
各
家
の

集
に
こ
と
ぐ

に
捗
る
の
暇
な
か
り
L
に
ぞ
'
い
と
お
ぼ
つ

か
な
く
も
恩
ひ
ま
ど
ひ
な
が
ら
'
中
に
は
善
く
も
知
ら
ぬ
人

を
さ
へ
撰
み
ま
じ
へ
た
る
｡
他
日
再
び
改
め
正
さ
ん
に
は
少

く
も
十
人
の
変
更
は
あ
る
べ
し
｡
は
た
各
家
の
集
の
中
よ
り

善
き

一
句
抜
き
出
で
ん
は
も
っ
と
も
難
き
わ
ざ
な
れ
ば
固
よ

り
撰
む
と
は
な
く
て
筆
に
任
せ
て
書
き
抜
き
た
る
な
り
｡
殊

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
他
に
思
ふ
所

(後
を
見
よ
)
あ
り
し
か
ば
さ
も
あ
ら
ぬ
句

さ
へ
な
き
に
L
も
あ
ら
ず
｡
(傍
点
筆
者
)

と
の
謙
譲
の
言
を
記
し
て
い
る
｡
し
か
し

一
方
で
は
'
｢昔
よ
り

俳
人
百
家
撰
､
俳
譜
百

l
集
'
あ
る
は
歌
俳
百
人
選
な
ど
い
ふ
た

ぐ
ひ
の
書
多
か
れ
ど
､
い
づ
れ
も
浅
薄
に
し
て
杜
撰
を
極
め
た
れ

ぽ
こ
を
改
め
正
さ
ん
の
志
な
き
に
あ
ら
ざ
り
し
｣
と
も
述
べ
て
い

ノノ



る
の
で
あ
る
｡
子
規
の
中
に
'
子
規
独
自
の
百
人

一
句
を
撰
せ
ん

と
の
意
欲
が
あ
っ
た
こ
と
は
､
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
と
と
思
わ
れ

る
｡
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
へ
な
い
し
明
治
二
十
八
年

(
一

八
九
五
)
に

｢母
堂
や
令
妹
の
手
｣
に
よ
っ
て
作
ら
れ
､
碧
梧
桐

ナ

た
ち
が
遊
ん
だ

｢俳
句
歌
留
多
｣
が
'
い
わ
ば

｢褒
｣
の
世
界
の

はれ

も
の
と
す
れ
ば

(現
国
立
国
会
図
書
館
蔵
)
'
そ
れ
を
｢
晴

｣

の
世

界
に
持
ち
出
し
た
の
が
､
明
治
三
十

一
年

(
一
九
九
八
)
の

｢ホ

ト
ト
ギ
ス
｣
第
二
巻
第
三
号
に
発
表
し
た

｢俳
譜
か
る
た
｣
だ
っ

た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
右
の
引
用
部
分
に
お
い
て
私
が
傍
点
を
付
し
て
お

い
た

｢他
に
思
ふ
所
｣
と
は
何
か
.
そ
れ
は
'
｢俳
誼
か
る
た
｣
を

子
規
は

｢百
韻
の
連
句
｣
に
撰
L
t
｢配
列
｣
も
そ
れ
に
従
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち

｢俳
謂
か
る
た
｣
は
'
芭
蕉

の

(あ
ら
海
や
佐
渡
に
横
ふ
天
の
川
)
の
発
句

(も
ど
き
)
か
ら

は
じ
ま
っ
て
'
乙
由
の

(冠
に
も
さ
は
ら
ず
雛
の
桃
の
花
)
の
挙

句

(も
ど
き
)
で
終
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'

そ
の
間
の
九
十
八
句
も
､
｢百
韻
の
連
句
｣
の
法
則
に
従
っ
て
配
列

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
｢全
く
同
じ
く
す
る
能
は
ず
｣
と
い
う
こ

と
で
'
別
に

｢配
列
｣
の
具
体
的
な
法
則
を
箇
条
書
で
全
十
七
項

の
わ
た
っ
て
記
し
て
い
る
｡
そ
の
総
て
を
引
用
す
る
の
は
煩
墳
と

な
る
の
で
省
略
す
る
が
'
そ
の
中
の
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
二
項

を
左
に
記
し
て
み
る
｡

一
､
同

一
李
は
少
な
く
も
二
句
連
続
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
｡

又
三
句
よ
り
多
く
連
続
す
べ
か
ら
ず
｡
但
し
最
初
の
五
句
は

同

一
李
を
以
て
連
続
す
べ
し
｡

一
'
同
じ
切
字
も
二
句
去
な
り
｡

四
､
同

一
作
者
の
異
句

｢俳
句
歌
留
多
｣
と

｢俳
譜
か
る
た
｣
の
間
で
'
嵐
雪
'
長
翠
'

碩
布
を
除
く
九
十
七
名
の
作
者
そ
の
も
の
の
異
同
は
な
い
｡
た
だ

し
へ
五
名
の
作
者
に
お
い
て
'
そ
の
作
品
が
異
っ
て
い
る
｡
最
後

に
'
そ
の
こ
と
を
問
題
と
し
､
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

そ
の
五
名
と
は
'
｢俳
譜
か
る
た
｣
の
順
に
記
せ
ば
'
北
枝

(5

40
)
'
千
代

(54
･
7
)'
希
因

(75

･
8
)'
土
芳

(96

･
51
)
'

知
行

(97
･86
)
で
あ
る
｡
北
枝
'
土
芳
'
知
行
は
蕉
門
｡
女
流
俳

のち

人
千
代
は
い
い
と
し
て
'
希
因
は
'
は
じ
め
北
枝
門
'
後

支
考
門

の
俳
人
で
あ
る
｡

と
い
う
こ
と
で
'
検
討
に
入
る
が
､
先
に
問
題
と
し
た
よ
う
に

国
立
国
会
図
書
館
蔵
の

｢子
規
手
製
俳
句
カ
ル
タ
｣
と
の
絡
み
も

あ
る
の
で
'
ま
ず
は
土
芳
句
よ
り
問
題
に
し
て
み
た
い
｡
｢子
規

手
製
俳
句
カ
ル
タ
｣
に
は
'
前
に
も
示
し
て
お
い
た
よ
う
に
'
土

12

芳
の
札
が
､

小
男
鹿
の
重
り
ふ
せ
る
枯
野
哉

や
う
く

に
寝
ど
こ
出
来
た
り
年
の
内

の
二
枚
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
｢俳
句
歌
留
多
｣
に
お

い
て
は
､



小
男
鹿
の
重
り
ふ
せ
る
枯
野
哉

が
'
｢俳
譜
か
る
た
｣
に
お
い
て
は
t

や
う
ノ
＼
に
寝
処
出
来
ぬ
年
の
内

が
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
'
ま
ず
'
両
句
形
に
注
目
し
て
み
る
｡
(小
男
鹿
の
)
の

句
は
'
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)
刊
'
去
来

･
凡
兆
編

『猿
蓑
』

所
収
｡
巻
之

1
の
冬
の
部
に

｢な
ら
に
て
｣
の
前
書
を
付
し
'
(悼

鹿
の
か
さ
な
り
臥
る
枯
野
か
な
)
の
句
形
で
見
え
る
｡
｢樟
鹿
｣
(小

男
鹿
)
は
秋
の
季
語

(季
)
で
あ
る
が
､
こ
の
句
の
場
合
は

｢枯

野
｣
で
冬
の
季
語

(季
)
と
な
る
｡

一
方
の

(や
う
く

に
)
の

句
は
､
元
禄
十

一
年

(
一
六
九
八
)
刊
､
清
圃

･
芭
蕉
編

『続
猿

蓑
』
所
収
｡
巻
之
下
'
冬
之
部
に

(漸
に
寝
所
出
来
ぬ
年
の
中
)

の
句
形
で
見
え
る
｡
異
形
句
と
し
て
は
'
土
芳
の

『蓑
虫
庵
集
』

に

八や
う
く

と
寝
所
出
来
る
と
し
の
内
)
が
見
え
る
が
'
｢子
規

手
製
俳
句
カ
ル
タ
｣
の

八や
う
く

に
寝
ど
こ
出
来
た
り
年
の
内
)

の
句
形
は
'
何
に
拠

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
不
詳
｡
｢俳
譜
か

る
た
｣
は
'
『続
猿
蓑
』
の
句
形
に
正
し
て
採
録
し
て
い
る
｡

し
か
し
て

(小
男
鹿
の
)
も
､
八や
う
ノ
＼

に
)
も
'
両
方
と
も

冬
の
句
で
あ
る
の
に
'
子
規
は
'
な
ぜ

(小
男
鹿
の
)
句
を

八や

う
ノ
＼

に
)
句
に
変
更
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
内
容
'
形
式
'
二

つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
｡
｢俳
詔
か
る
た
｣
の
土
芳
句
の
前
後
を

や
う
く

に
寝
処
出
来
ぬ
年
の
中

矧
蛸t
の
夢
見
て
逃
げ
る
胡
蝶
か
な

山
人
の
急
ぎ
衣
や
打
つ
は
ノ
＼

㈲
樹
や
三
味
線
引
い
て
人
通
り

土
芳

如
行

碩
布

参
太

引
用
し
て
み
る
｡

町
裏
に
夕
日
残
り
て
u
Jq
細
け
り

一
具

と
な
る
｡
私
に
付
し
た
傍
線
部
､
破
線
部
は
､
季
語
で
あ
る
｡

一

具
句
に
土
芳
の

(小
男
鹿
の
)
の
句
を
付
け
る
こ
と
は
'
ま
っ
た

く
問
題
な
い
｡
が
'
子
規
に
あ
っ
て
'
明
治
二
十
九
年

(
一
八
九

六
)
に
お
い
て
'
俳
句
観
が
大
き
く
飛
躍
す
る
｡
そ
の
様
子
は
'

明
治
三
十
年

(
一
八
九
七
)

l
月

1
日
よ
り
三
月
三
十

一
日
ま
で

二
十
四
回
に
わ
た
っ
て
新
聞

｢日
本
｣
に
連
載
し
た
長
編
評
論

のち

｢明
治
二
十
九
年
の
俳
諺
｣
(
後

｢明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
｣
と

改
め
ら
れ
た
)
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
時
点

(明
治
三
十

年
)
に
お
い
て
子
規
が
注
目
し
た
の
は
'
人
事
句
｡
｢明
治
二
十
九

年
の
俳
詔
｣
に
は
'
左
の
ご
と
き
記
述
が
見
え
る

ち

俳
句
は
元

と
簡
単
な
る
思
想
を
現
す
べ
く
'
随
っ
て
天
然
を

詠
ず
る
に
適
せ
る
を
以
て
元
禄
に
在
り
て
既
に
此
傾
向
の
甚

だ
し
き
を
見
る
｡
明
和
安
永
に
至
り
蕪
村
は
別
に

一
機
軸
を

出
だ
し
俳
句
の
趣
味
と
し
て
天
然
を
取
る
と
共
に
人
事
を
も

取
り
'
し
か
も
其
点
に
成
功
す
る
を
得
た
り
｡

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
'
子
規
は
'
明
治
三
十
四
年

(
一
九
〇
一
)

年
五
月
二
十
五
日
刊
の

『春
夏
秋
冬

春
之
部
』
(は
と
～
ぎ
す
発

行
所
)
の
序

(明
治
三
十
四
年
五
月
十
六
日
付
)
に
お
い
て
も
'

再
度
'

13



太
砥
蕪
村
召
波
凡
童
等
を
学
び
し
結
果
は
､
膏
に
新
趣
味
を

加
へ
た
る
の
み
な
ら
ず
､
言
ひ
廻
し
に
自
在
を
得
て
複
雑
な

る
事
物
を
能
く
料
理
す
る
に
至
り
'
従
ひ
て
こ
れ
迄
捨
て
～

取
ら
ざ
り
し
人
事
を
好
ん
で
材
料
と
為
す
の
異
観
を
呈
せ
り
｡

こ
れ
余
が
曽
つ
て
唱
道
し
た
る

｢俳
句
は
天
然
を
詠
ず
る
に

適
し
て
人
事
を
詠
ず
る
に
適
せ
ず
｣
と
い
ふ
議
論
を
事
実
的

に
打
破
し
た
る
が
如
し
｡

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
蕪
村
等
'
中
興
期
俳
人
た
ち
か
ら
受

き
ち

け
た
人
事
句
の
衝
撃
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
窺

知

し
得
る
で

あ
ろ
う
｡
人
事
句
へ
の
関
心
が
大
い
に
昂
っ
て
い
た
明
治
三
十

一

年

二

八
九
八
)
に
撰
し
た
の
が

｢俳
譜
か
る
た
｣
だ
っ
た
の
で

あ
る
｡
そ
ん
な
子
規
に
と
っ
て
(小
男
鹿
の
重
り
ふ
せ
る
枯
野
哉
)

と

八や
う
く

に
寝
処
出
来
ぬ
年
の
中
)
の
両
句
の
違
い
は
歴
然

ひも
と

と
し
て
い
よ
う
｡
八や
う
く

に
)
の
句
は
､
『蓑
虫
庵
集
』
を

播

く
と

｢大
ど
し
の
夜
更
る
迄
客
有
｣
と
見
え
る
｡
客
が
帰
り
へ
年

内
に
'
や
っ
と
寝
る
場
所
が
確
保
し
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
典

型
的
な

｢人
事
｣
の
句
｡
蕪
村
を
経
過
し
て
元
禄
を
見
返
る
と
'

元
禄
に
も
ま
た

｢人
事
｣
の
句
を
見
出
し
得
た
'
と
い
う
わ
け
で

あ
ろ
う
｡
そ
ん
な
作
品
を
発
見
し
得
た
子
規
の
喜
び
が
'
こ
の

一

句
か
ら
努
努
と
し
て
く
る
｡
対
す
る

(小
男
鹿
の
)
の
句
は
'
こ

れ
ま
た
典
型
的
な

｢天
然
｣
(自
然
)
の

｢写
生
｣
句
｡
こ
れ
に

よ
っ
て

(小
男
鹿
の
)
か
ら

八や
う
く

に
)
の
変
更
は
'
十
分

に
納
得
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
が
内
容
面
か
ら
見
た
場

合
｡今

度
は
'
形
式
面
｡

一
異
句
に

(小
男
鹿
の
)
句
を
付
け
る

(並
べ
る
)
こ
と
は
'
形
式
的
に
は
ま
っ
た
く
問
題
な
い
の
で
あ

る
が
､
そ
の
次
の
如
行
句

へ姥
蛸
の
夢
見
て
逃
げ
る
胡
蝶
か
な
)

を
想
定
し
た
場
合
､
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
｡
両
句
を
並
べ
て
み

/1

よ
う
｡小

男
鹿
の
重
り
ふ
せ
る
枯
野
栽

培
蜘
の
夢
見
て
逃
げ
る
胡
蝶
か
な

こ
う
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
'
切
字

｢か
な
｣

(読
)
が
抵
触
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
あ
た
り
'
子
規
は

か
な
り
悩
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
'
も
と
も
と
の

子
規
撰
の
如
行
句

(
｢俳
句
歌
留
多
｣
の
)
は
'
(朝
霜
や
夜
着
に

ち
ゞ
み
し
そ
れ
も
見
ず
)
｡
こ
れ
な
ら
'
少
な
く
と
も
形
式
上
は

お
の

何
の
問
題
も
な
い
O-

検
討
は
､
自

ず
か
ら
'
如
行
句
に
も
及
ん

で
き
た
｡
そ
こ
で
'
知
行
句
二
句
を
並
記
し
て
み
よ
う
｡

朝
霜
や
夜
着
に
ち
ゞ
み
し
そ
れ
も
見
ず

増
蛸
の
夢
見
て
逃
げ
る
胡
蝶
か
な

子
規
は
､
な
ぜ

｢俳
句
歌
留
多
｣
の

(朝
霜
や
)
の
句
を
､
｢俳

語
か
る
た
｣
に
お
い
て

(蛇
蛸
の
)
句
に
変
更
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
｡
土
芳
句
は
'
す
で
に
'

や
う
く

に
寝
処
出
来
ぬ
年
の
中

土
芳

に
決
定
し
て
い
る
｡
冬
の
句

(季
語

｢年
の
中
｣
)
で
あ
る
の
で
'

｢三
句
｣
ま
で
は
許
さ
れ
て
い
る
の
で
'
こ
こ
で

｢俳
句
歌
留
多
｣



の
知
行
句

へ朝
霜
や
)
の
句
を
踏
襲
し
て
も
'
こ
の
限
り
で
は
矛

盾
は
生
じ
な
い
｡
た
だ
し
'
次
の
句
が
'
碩
布
の

(山
人
の
急
ぎ

衣
や
打
つ
は
く

)
で
あ
る
こ
と
は
想
定
し
得
た
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
句
､
や
や
変
則
的
な
季
語
の
用
い
方
で
あ
る
が
､
｢衣
打
つ
｣

で
秋
と
な
る
｡
と
な
る
と
､
従
来
の
知
行
句

(朝
霜
や
)
は

｢朝

霜
｣
で
冬
で
あ
る
の
で
'
｢同

一
李
は
少
く
も
二
句
連
続
せ
ざ
る
べ

みず
か

か
ら
ず
｣
と
の
子
規
自

ら

が
定
め
た
法
則
と
抵
触
す
る
こ
と
に
な

る
｡
そ
こ
で
､
こ
の
如
行
句
は
､
ど
う
し
て
も
秋
季
の
句
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡
子
規
は
'

姥
蛸
の
夢
見
て
逃
げ
る
胡
蝶
か
な

知
行

を
置
い
た
の
で
あ
る
｡
前
の
土
芳
句
は
'
す
で
に

(と
言
お
う
か
'

同
時
進
行
的
に
で
あ
ろ
う
が
)
八や
う
く

に
寝
処
出
来
ぬ
年
の

中
)
に
変
更
し
て
い
る
の
で
'
同

1
切
字
が
二
句
続
く
こ
と
も
な

い
わ
け
で
あ
る

(｢同
じ
切
字
も
二
句
去
な
り
｣
)
｡
ち
な
み
に
'

(朝
霜
や
)
の
句
は
'
元
禄
七
年

(
一
六
九
四
)
刊
､
其
角
編

『枯
尾
華
』
所
収
｡
｢
二
十
七
日
廟
参
之
悼
句
｣
の
中
の

一
句
で
'

芭
蕉
追
悼
句
で
あ
る
｡
(培
地
の
)
の
句
は
'
元
禄
十
年

(
〓
ハ
九

八
)
刊
､
李
由

･
許
六
編

『韻
塞
』
所
収
｡
二
月
の
項
に

(蛤
蛸

の
夢
見
て
逃
る
胡
蝶
哉
)
と
あ
る
｡
す
な
わ
ち
春

(二
月
)
の
句

で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
内
容
か
ら
い
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､

切
字

｢か
な
｣
(戟
)
に
よ
っ
て
も
確
認
し
得
る
｡
が
へ
子
規
は
強

引
に

｢姥
蜘
｣
と
い
う
こ
と
で
秋
季
の
扱
い
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡
苦
肉
の
策
と
言
お
う
か
'
遣
り
繰
り
が
付
か
ず
に
'
破
綻
を

き
た

来

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
と
も
か
く
'
こ
の

(蛇
蛸
の
)
の
句
は
'
『荘
子
』
の

｢胡
蝶
の
夢
｣
の
故
事
が
意
識

さ
れ
て
い
よ
う
｡
そ
し
て
'
蕪
村
は
､
こ
の
よ
う
な
句
作
り
を
得

意
と
し
た
の
で
あ
る
｡
子
規
は
'
明
治
三
十
年

(
一
八
九
七
)
四

月
十
三
日
よ
り
十

一
月
二
十
九
日
ま
で
新
聞

｢日
本
｣
に

｢俳
人

蕪
村
｣
を
連
載
し
て
い
る
が

(単
行
本

『俳
人
蕪
村
』
は
'
明
治

三
十
二
年
十
二
月

一
日
'
ほ
と
～
ぎ
す
発
行
所
刊
)
､
そ
こ
で
こ
の

よ
う
な
蕪
村
の
傾
向
へ
例
え
ば

(白
梅
や
墨
芳
ば
し
き
鴻
腹
館
)

の
ご
と
き
句
の
傾
向
を

｢理
想
的
美
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡
物
語
性

濃
厚
な
作
品
の
美
で
あ
る
｡
と
に
か
く
蕪
村
と
の
本
格
的
な
か
か

わ
り
が
'
｢百
韻
の
連
句
｣
の
ご
と
き
形
式
の
型
肘
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
､
同

一
俳
人
の
作
品
の
差
換
え
に
当
っ
て
'
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の

八嶋
蛸
の
)
句
の
よ
う
に

形
式
的
に
は
失
敗
に
終
っ
て
い
て
も
t
で
あ
る
｡

こ
れ
で
二
句
終
っ
た
の
で
､
残
り
の
三
句
は
'
掲
出
の
順
番
に

検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡
ま
ず
北
枝
の
､

野
や
し
ろ
に
太
穀
う
ち
け
り
く
も
の
み
ね

煽
幅
に
手
も
と
も
暗
し
油
売

の
二
句
で
あ
る
｡
(野
や
し
ろ
に
)
が

｢俳
句
歌
留
多
｣
t
へ煽
幅

に
)
が

｢俳
譜
か
る
た
｣
の
作
品
で
あ
る
.
両
句
と
も
'
こ
の
句

形
で
､
天
保
三
年

(
一
八
三
二
)
刊
'
北
海
編

『北
枝
発
句
集
』

所
収
｡
｢俳
譜
か
る
た
｣
に
お
け
る
前
後
の
作
品
を
左
に
記
し
て
み

る
｡
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湖
の
水
ま
さ
り
け
り
皐
月
雨

去
来

煽
幅
に
手
も
と
も
暗
し
油
売

去
来

ご
ぼ
ノ
＼

と
矧
矧
こ
ぼ
す
や
有
線
の
も
と

百
明

私
に
付
し
た
傍
線
部
､
破
線
部
は
'
季
語
で
あ
る
｡
夏
の
句
二

句
か
ら
'
冬
の
句

へ
と
移
っ
て
い
る
｡
そ
れ
で
は
'
｢俳
句
歌
留

多
｣
所
収
の
､

野
や
し
ろ
に
太
鼓
う
ち
け
り
く
も
の
み
ね

北
枝

が
､
夏
の
句
で
あ
り
な
が
ら
'
子
規
は
､
な
ぜ

(煽
幅
に
)
の
句

に
変
更
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
去
来
の
句
に
'
こ
の
句
を
付
け
る

形
で
並
べ
て
み
る
｡

湖
の
水
ま
さ
り
け
り
皐
月
雨

野
や
し
ろ
に
太
琴

っ
ち
刷
引
く
も
の
み
ね

こ
れ
で

一
目
瞭
然
｡
切
字

｢け
り
｣
が
両
句
と
も
中
七
文
字
の

末
尾
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
子
規
は

｢配
列
｣
に
お
い
て

｢同
じ
切
字
は
二
句
連
続
す
べ
か
ら
ず
｡
但
初
五
に

｢や
｣
の
切

字
あ
る
者
と
中
七
に

｢や
｣
の
切
字
あ
る
者
と
の
如
き
は
連
続
す

る
を
得
｣
と
断
っ
て
い
る
O
去
来
'
北
枝
句
に
お
い
て
も
'
ど
ち

ら
か

一
方
の
切
字
が
'
通
常
の
よ
う
に
末
尾
に
置
か
れ
て
い
た
な

ら
ば
'
ま
っ
た
く
問
題
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
'
た
ま
た
ま
中

七
文
字
末
尾
と
い
う
こ
と
で
'
子
規
は
'
差
替
え
を
余
儀
な
く
さ

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
撰
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
'
(野

や
し
ろ
に
)
と
同
様
'
夏
の
句

(
｢煽
幅
｣
は
'
夏
の
季
語
)
で
あ

る

(煽
幅
に
)
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
で
切
字
の

問
題
は
解
決
し
た
の
で
あ
る

(
(煽
幅
に
)
の
切
字
は

｢暗
し
｣
の

｢し
｣
)
｡
そ
し
て
'
内
容
面
か
ら
言
っ
て
も

｢油
売
｣
を
描
出
し

て
い
る

一
句
に
は
'
蕪
村
の

｢人
事
｣
句
に
傾
倒
し
て
い
た
当
時

(明
治
三
十

一
年
)
の
子
規
の
俳
句
観
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い

る
'
そ
の
様
子
を
計
ら
ず
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

次
に
千
代
の
句
｡
こ
れ
も
､
ま
ず

｢俳
句
歌
留
多
｣
の
作
品
と
'

｢俳
譜
か
る
た
｣
の
作
品
を
併
記
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

蝶
々
や
女
の
道
の
あ
と
や
さ
き

千
代

耳
遠
い
事
で
も
あ
る
か
経
の
声

千
代

両
句
と
も
に
宝
暦
十
四
年

(
一
七
六
四
)
刊
､
既
白
編

『千
代

尼
句
集
』
所
収
｡
句
形
に
異
同
は
な
い
｡
た
だ
し
'
(蝶
々
や
)
の

句
'
(蝶
ノ
＼

や
を
な
ご
の
道
の
跡
や
先
)
と
見
え
'
｢女
｣
は

よ

｢を
な
ご
｣
と
訓

む
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
｡
そ
こ
で
'

差
替
え
の
理
由
で
あ
る
｡
｢俳
譜
か
る
た
｣
の
前
後
の
作
品
を
見
て

み
よ
う
｡

ノ♂

四
方
か
ら
日
の
さ
す
雪
の
あ
し
た
か
な

耳
遠
い
事
で
も
あ
る
か
経
の
声

(悲
)春

雨
や
蓑
の
下
な
る
恋
衣

(悲
)

煮
凍
へ
共
に
箸
さ
す
女
夫
か
な

素
柴

千
代

凡
董

召
波

と
な
っ
て
い
る
｡
素
菓
句
が
冬

(雪
)
'
千
代
句

(維
)
'
凡
董
句

(春
雨
)
が
春
'
そ
し
て
召
波
句
が
冬

(煮
凍
)
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
配
列
の
中
で
'
千
代
句
の
場
所
に

｢俳
句
歌
留
多
｣

の

(蝶
々
や
女
の
道
の
あ
と
や
さ
き
)
を
置
い
た
ら
ど
う
な
る
の



か
｡
同
じ
春

(蝶
々
)
の
句
で
あ
る
の
で
'
前
の
素
柴
句
と
の
関

係
は
'
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
｡
た
だ
し
'
百
枚
百
人
の
作
者
と
'

作
品
が
決
ま
っ
て
お
り
'
そ
の
中
で

｢百
韻
の
連
句
の
如
く
配
列
｣

す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
範
囲
で
遣
り
繰
り
を
し
な
け
れ
ば

あ
と

い
け
な
い
わ
け
で
'
後

に
凡
董
句
を
置
く
こ
と
を
想
定
す
る
と
'

蝶
々
や
女
の
道
の
あ
と
や
さ
き

千
代

春
雨
剰
蓑
の
下
な
る
恋
衣

凡
董

と
な
り
'
こ
こ
で
も
先
の
北
枝
句
の
場
合
と
同
様
'
上
五
文
字
末

に
置
か
れ
て
い
る
切
字

｢や
｣
が
抵
触
す
る
｡
差
替
え
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
先
に
見
た
ご
と
く

(耳
遠
い
)
の
句

が
置
か
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
句
に
つ
い
て
は
'
同
じ

千
代
の

(隠
す
べ
き
事
も
あ
れ
也
経
の
声
)
(『千
代
尼
句
集
』
)
が

参
考
に
な
る
｡
｢維
｣
の
甲
高
く
､
け
た
た
ま
し
い
鳴
声
に
注
目
し

て
の
擬
人
化
に
よ
る
作
品
で
あ
る
｡
擬
人
化
で
あ
る
ゆ
え
へ
い
や

で
も

｢人
事
｣
の
色
合
い
が
濃
く
な
る
｡
た
だ
し
'
子
規
は
'
擬

人
化
に
対
し
て
は
'
必
ず
し
も
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
｡
明
治
三

十
年

(
一
八
九
七
)
十

一
月
三
十

一
日
発
行
の

｢ほ
と
と
ぎ
す
｣

第
十

一
号
掲
載
の

｢試
問
｣
の
中
で

｢擬
人
法
は
物
の
活
動
す
る

場
合
､
又
は
滑
稽
の
意
を
帯
び
た
る
場
合
に
は
用
ゐ
て
成
功
す
る

事
あ
り
｡
さ
れ
ど
沈
静
な
る
景
色
'
真
面
目
な
る
趣
向
に
用
う
べ

か
ら
ず
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
子
規
は
'
千
代
の

(耳
遠
い
)
の
句

に
幾
分
か
の

｢滑
稽
｣
性
を
見
て
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
か
つ
､

先
に
述
べ
た
よ
う
に

｢人
事
｣
に
傾
斜
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
も
'

撰
人
に
当
っ
て
､
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

最
後
に
希
因
句
で
あ
る
｡
例
に
よ
っ
て

｢俳
句
歌
留
多
｣
と

｢俳
諺
か
る
た
｣
の
作
品
を
併
記
し
て
み
る
｡

一
人
に
も
舟
出
す
頃
や
川
千
鳥

分
け
入
れ
ば
石
と
な
り
け
り
秋
の
雲

｢俳
句
歌
留
多
｣
の
句
は
'
季
語

｢川
千
鳥
｣
で
冬
の
句
と
な
り
'

｢俳
譜
か
る
た
｣
の
句
は
'
季
語

｢秋
の
雲
｣
で
秋
の
句
と
な
る
｡

二

人
に
も
)
の
句
は
'
明
和
六
年

(
1
七
六
九
)
刊
'
関
更
編

『有
の
億
』
所
収
｡
(分
け
入
れ
ば
)
の
句
は
'
安
永
三
年

(
一
七

七
四
)
刊
'
蝶
夢
編

『類
題
発
句
集
』
に
見
出
し
得
る

(明
和
三

年
刊
'
後
川
編

『暮
柳
発
句
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
が
'
未
調
査
)
｡
そ
こ
で
'
子
規
は
'
｢俳
譜
か
る
た
｣
に
お

い
て
'
な
ぜ

二

人
に
も
)
か
ら

(分
け
入
れ
ば
)
の
句
に
変
更

し
た
の
か
､
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
｡
｢俳
譜
か
る
た
｣
に
お
け

る

(分
け
入
れ
ば
)
の
前
後
の
作
品
に
注
目
し
て
み
た
い
｡

蕎
積
ん
で
広
く
淋
し
き
枯
野
か
な

分
け
入
れ
ば
石
と
な
り
け
り
秋
の
雲

南
大
門
た
て
こ
ま
れ
て
や
鹿
の
声

と
な
っ
て
い
る
｡
前
句
で
あ
る
尚
白
句
が
冬
の
句
で
あ
る
の
で

(季
語
は

｢枯
野
｣
)
'
二

人
に
も
)
の
句
を
付
け
る

(置
く
)
こ

と
は
'
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
｡
切
字
の
点
で
も
何
等
差
支
え
な

い
｡
が
､
子
規
に
あ
っ
て
'
そ
の
次
に
正
秀
句
を
置
く
こ
と
は
想

定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
正
秀
句
の
次
に
置
く
句

77



が
'
句
空
の

(塵
塚
や
桜
の
中
の
蝶
の
か
ら
)
の
春
の
作
品
で
あ

る
こ
と
も

(花
の
定
座
で
あ
る
)
｡
と
な
る
と
'
希
因
句
は
'
正
秀

句
と
の
関
係
で
､
ど
う
し
て
も
秋
の
句
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
､

さ
ら
に
切
字
の
点
に
お
い
て
も
､
二

人
に
も
)
の
句
で
あ
っ
た
場

合
'
正
秀
句
と
同
じ
く
中
七
文
字
末
尾
の

｢や
｣
､
と
い
う
こ
と
で

抵
触
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
こ
で

(分
け
入
れ
ば
)
の
句
が
撰
の

対
象
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
例
の
場
合
'
今

ま
で
に
見
て
き
た
四
例
と
は
異
な
り
､
｢人
事
｣
的
色
合
い
の
濃
い

作
品
よ
り
､
｢天
然
｣
的
な
作
品
へ
と
差
替
え
ら
れ
て
は
い
る
が
､

単
な
る

｢写
生
｣
句
で
は
な
い
｡
｢秋
の
雲
｣
が
'
秋
の
野
に

｢分

け
入
｣
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢石
｣
と
化
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
'
ど
こ
か
超
現
実
的
で
あ
る
｡
こ
ん
な
句
に
関
心
を
抱
く
と
こ

ろ
に
も
'
蕪
村
の
影
響
を
強
く
受
け
た
明
治
三
十

一
年

(
一
八
九

八
)
の
子
規
の
俳
句
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

五
､
ま
と
め

従
来
'
『子
規
全
集
』
に
未
収
録
と
い
う
こ
と
も
あ
り
'
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
子
規
の

｢俳
句
歌
留
多
｣
(
｢子
規
手
製

俳
句
カ
ル
タ
｣
)
の
全
貌
､
お
よ
び
'
そ
れ
に
対
す
る
碧
梧
桐
の
見

解

(『子
規
居
士
真
筆
俳
句
歌
留
多
帖
』
序
)
を
紹
介
し
'
そ
れ
と
､

広
く
知
ら
れ
て
い
る

｢俳
謂
か
る
た
｣
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し

た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
に
お
い
て
は
､
北
枝
'
千
代
'
希
因
､
土

芳
'
知
行
の
五
人
の
作
者
の
作
品
に
異
同
が
み
ら
れ
た
｡
そ
れ
は
'

｢俳
詔
か
る
た
｣
が

｢百
韻
の
連
句
｣
の
配
列
に
倣
っ
た
結
果
生

じ
た
形
式
上
の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
し
て
の
変
更
で
は
あ
っ
た
が
'

そ
こ
に
お
け
る
作
品
の
撰
定
に
は
､
蕪
村
へ
の
傾
倒
著
し
い
明
治

三
十

l
年

(
一
八
九
八
)
と
い
う
時
点
に
お
け
る
子
規
の
俳
句
観

が
色
々
な
か
た
ち
で
反
映
さ
れ
て
い
る
'
そ
の
様
子
が
顕
著
に
窺

え
た
の
で
あ
っ
た
｡

*
小
稿
は
､
平
成
十
七
年

(二
〇
〇
五
)
十
月
九
日
に
松
山
東

雲
女
子
大
学
で
行
わ
れ
た
俳
文
学
会
第
五
十
七
回
全
国
大
会

に
お
け
る
発
表

｢子
規
の
二
つ
の

｢俳
譜
か
る
た
｣
｣
に
基
く

も
の
で
あ
る
｡

ノダ
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