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明治三十年前後に於ける鷗外の俳句作風
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鷗
外
の
俳
句
作
品
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
子
規
が
「
明

治
に
於
け
る
俳
句
集
の
嚆
矢
」と
序
す
る
日
本
派（
子
規
派
）の『
新
俳
句
』（
正

岡
子
規
閲
、
上
原
三
川
・
直
野
碧
玲
瓏
共
編　

明
治
３
１
・
３
・
１
４　

民
友
社
）

に
、
明
治
の
俳
人
の
一
人
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
作
風
を

追
跡
す
る
意
味
は
あ
る
だ
ろ
う
。
俳
人
と
し
て
の
鷗
外
は
子
規
と
の
交
流
に
三

つ
の
段
階
を
踏
ん
で
進
化
、
成
長
し
て
い
る
。
第
一
は
明
治
二
十
九
年
一
月
三

日
の
子
規
庵
で
の
「
発
句
始
」
に
鷗
外
が
参
加
し
た
こ
と
で
、
そ
の
句
座
は
期

せ
ず
し
て
子
規
、
鷗
外
、
漱
石
、
と
い
う
明
治
の
文
豪
三
人
が
同
席
す
る
場
に

な
っ
た
こ
と
。
第
二
は
同
年
一
月
三
十
一
日
、
鷗
外
が
創
刊
し
た
文
芸
誌
『
め

さ
ま
し
草
』
へ
の
子
規
派
（
日
本
派
）
の
俳
句
掲
載
に
よ
る
交
流
。
第
三
は
明

治
三
十
一
年
の
鷗
外
と
子
規
の
二
人
に
共
通
す
る
、
草
花
へ
の
強
い
執
着
で
あ

る
。
以
上
の
三
つ
の
段
階
を
踏
ま
え
つ
つ
鷗
外
俳
句
の
進
化
、
成
長
の
軌
跡
を

辿
り
、
中
で
も
句
数
の
多
い
小
倉
で
の
作
品
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、「
鷗
外
漁

史
と
は
誰
ぞ
」
で
の
子
規
評
価
を
含
め
て
二
人
の
影
響
関
係
を
考
え
る
。

明
治
三
十
年
前
後
に
於
け
る
鷗
外
の
俳
句
作
風　

―
―
子
規
と
の
交
流
の
な
か
で
―
―
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一　

鷗
外
の
俳
句
観

　

鷗
外
の
俳
句
作
品
が
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
鷗
外
が
俳
句
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
も
の
は
殆
ど
な
い
の
で
あ
る
が
、次
の
二
作
品
を
取
り
上
げ
た
い
。

①
は
明
治
二
十
三
年
に
『
し
が
ら
み
草
紙
』
に
発
表
さ
れ
た
「
文
海
の
藻
屑
」、

②
は
そ
れ
か
ら
二
十
年
余
を
経
て
俳
誌
『
俳
味
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
俳
句
と
い

う
も
の
」
で
あ
る
。

①
「
文
海
の
藻
屑
」・「
俳
諧
の
進
歩
は
平
談
俗
話
主
義
」

俳
諧
は
其
平
談
俗
話
主
義
を
以
て
、
詩
材
を
取
る
べ
き
版
図
を
広
め
、
終

に
こ
れ
に
打
ち
勝
ち
て
、
日
本
の
韻
文
と
な
り
し
も
（
略
）、
そ
の
正
し

き
は
汎
通
の
詩
性
に
し
て
（
略
）
そ
の
正
し
か
ら
ざ
る
も
の
に
至
り
て
は
、

審
美
の
畛
域
を
踰
え
た
れ
ば
文
学
と
し
て
論
ず
べ
き
に
非
ず
。（「
文
海
の

藻
屑
」
明
治
２
３
）

　

鷗
外
は
、
俳
諧
は
平
談
俗
話
主
義
を
も
っ
て
詩
材
を
求
め
る
範
囲
を
広
め
、

そ
の
平
談
俗
話
主
義
に
打
ち
勝
っ
て
日
本
を
代
表
す
る
韻
文
と
な
っ
た
。
し
か

し
そ
の
正
し
き
は
汎
通
の
詩
性
で
あ
り
、そ
の
正
し
く
な
い
も
の
は
美
（
審
美
）

の
境
界
を
越
え
て
い
る
の
で
文
学
と
し
て
論
ず
べ
き
で
は
な
い
、
と
云
う
。

「
平
談
俗
話
」（「
俗
談
平
話
」と
も
、鷗
外
は
同
じ
意
味
で
同
文
に
両
方
使
用
）は
、

『
三
冊
子
』（
服
部
土
芳
・
元
禄
一
五
）
に
芭
蕉
の
俳
論
と
し
て
伝
わ
る
。
芭
蕉

は
「
俗
語
」
を
「
詩
語
」
と
し
て
高
め
る
こ
と
を
解
い
て
い
る
の
で
、
鷗
外
が

そ
う
し
た
俳
書
を
読
ん
で
い
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。

　

明
治
二
十
三
年
の
鷗
外
は
二
年
前
に
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
戻
り
、
そ
の
一
年
後

に
創
刊
し
た
『
し
が
ら
み
草
紙
』
は
、
成
瀬
正
勝
の
評
に
よ
れ
ば
「
西
洋
美
学

に
立
脚
し
た
文
学
評
論
に
よ
る
啓
蒙
を
目
ざ
し
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
の
帰
朝
者

と
し
て
新
進
気
鋭
の
姿
勢
か
ら
い
わ
ば
気
負
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
～
」（
成
瀬

正
勝
『
め
さ
ま
し
草
』）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
文
海
の
藻
屑
」
は
そ
う
し

た
状
況
下
で
『
し
が
ら
み
草
紙
』
に
書
か
れ
た
鷗
外
の
俳
論
で
あ
る
。

②
「
俳
句
と
い
ふ
も
の
」

　

俳
句
と
云
ふ
も
の
を
始
て
見
た
の
は
十
五
六
歳
の
時
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

（
略
）
俳
句
の
本
は
、
誰
や
ら
が
蕉
門
の
句
を
集
め
た
類
題
の
零
本
で
、

秋
冬
の
部
丈
が
あ
っ
た
。（
略
）
分
る
と
思
ふ
句
と
、
分
ら
ぬ
と
思
ふ
句

と
が
あ
つ
た
。

　
　

秋
風
や
白
木
の
弓
に
弦
張
ら
ん	

去
来

と
云
ふ
句
が
ひ
ど
く
気
に
入
つ
て
、
こ
ん
な
句
が
し
て
見
た
い
と
思
つ
た
。

そ
の
後
俳
句
を
少
し
し
て
見
た
が
、
か
う
云
ふ
向
き
の
句
は
一
つ
も
出
来

た
こ
と
が
な
い
。
何
事
に
よ
ら
ず
、
自
分
の
出
来
な
い
方
角
の
も
の
に
感

服
し
て
ゐ
て
、そ
れ
が
出
来
ず
じ
ま
ひ
に
な
る
の
が
、性
分
で
あ
る
ら
し
い
。

（『
俳
味
』
俳
誌
。
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）・
三
、
東
京
で
創
刊
。

大
日
本
俳
諧
講
習
会
の
機
関
紙
。
編
集
発
行
人
は
貞
金
近
松
。
明
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治
四
四
年
八
月
か
ら
主
催
沼
波
璚
音
の
俳
誌
と
な
る
。
大
正
五
年

〔
一
九
一
六
〕
終
刊
『
俳
文
学
大
辞
典
』）

　
「
文
海
の
藻
屑
」
か
ら
二
十
二
年
を
経
た
明
治
四
十
五
年
の
鷗
外
は
、「
俳
句

を
少
し
し
て
見
た
が
」、
去
来
の
よ
う
な
句
は
一
つ
も
出
来
た
こ
と
が
な
い
、

と
言
う
。
そ
し
て
「
何
事
に
よ
ら
ず
、
自
分
の
出
来
な
い
方
角
の
も
の
に
感
服

し
て
」
そ
れ
が
出
来
ず
じ
ま
ひ
に
な
る
性
分
で
あ
る
ら
し
い
、
と
述
懐
す
る
。

　

こ
の
少
し
し
て
見
た
俳
句
が
子
規
と
の
交
流
の
期
間
で
あ
る
。
鷗
外
句
は
子

規
と
の
出
会
い
の
前
と
後
で
は
大
き
く
変
化
し
、
ま
た
進
歩
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

二　

鷗
外
の
俳
句
実
作
（
子
規
と
の
俳
句
交
流
以
前
明
治
２
６
～
明
治
２
８
）

明
治
二
十
六
年
『
衛
生
療
病
志
』
第
四
十
四
号

	

反
動
機
関
の
い
は
く
伝
染
病
研
究
所
建
設
地
問
題
は

	

何
故
に
中
央
衛
生
会
に
諮
詢
せ
ざ
る

　

①　

助
言
を
か
し
あ
つ
さ
に
碁
の
手
ゆ
る
む
時

	

北
里
柴
三
郎
が
辞
表

　

②　

濁
さ
れ
た
あ
と
も
し
み
づ
は
清
水
か
な

	

反
動
機
関
は
今
さ
ら
に
芝
区
某
等
が
上
を
云
云
す　
　
　

　

③　

踏
出
し
た
先
や
さ
つ
き
の
ぬ
か
り
道

	

観
潮
楼
主
人
の
文
一
萬
二
千
九
百
四
十
九
と
数
へ
ら
れ
て

　

④　

蟫
（
し
み
）
は
た
ゞ
一
字
々
々
に
く
ひ
に
け
り

	

あ
ま
た
ゝ
び
山
谷
氏
と
呼
ば
れ
た
り
と
て
誇
る
べ
き
こ
と
か
は

　

⑤　

八
千
八
声
な
ん
の
お
の
れ
に
聞
か
せ
う
と

	

斯
道
の
た
め
な
ら
ば
千
萬
枝
の
筆
禿
す
と
も
よ
し

　

⑥　

夏
草
や
わ
が
筆
づ
か
を
こ
の
中
に

	

拝
見
録

　

⑦　

こ
の
一
荷
に
な
ひ
得
て
好
し
氷
水

　

こ
の
頃
の
鷗
外
の
句
の
特
色
は
、
胸
中
の
わ
だ
か
ま
り
を
風
刺
を
込
め
て
吐

露
す
る
寓
意
の
句
で
あ
る
。
そ
し
て
五
七
五
で
表
現
し
得
な
い
こ
と
は
全
て
に

前
書
き
を
つ
け
て
補
足
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
が
、
事
情
を
知
る
一

部
の
人
以
外
に
は
理
解
を
得
る
事
が
難
し
い
。
今
、
鷗
外
の
事
情
を
知
ら
な
い

部
外
者
と
し
て
鷗
外
句
の
一
部
を
読
ん
で
み
た
い
。

鷗
外
句
①

反
動
機
関
の
い
は
く
伝
染
病
研
究
所
建
設
地
問
題
は
何
故
に
中
央

衛
生
会
に
諮
詢
せ
ざ
る

①　

助
言
を
か
し
あ
つ
さ
に
碁
の
手
ゆ
る
む
時　
　

句
意
は
、
自
分
は
助
言
な
ど
い
ら
な
い
、
今
の
熟
考
は
暑
さ
に
少
し
ば
か
り

碁
の
手
が
ゆ
る
ん
だ
だ
け
な
の
だ
。
と
い
っ
て
い
る
が
実
は
建
設
地
問
題
で

中
央
衛
生
会
に
諮
ら
な
い
反
動
機
関
に
皮
肉
を
込
め
て
抗
議
し
て
い
る
と
思
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わ
れ
る
。

鷗
外
句
②

北
里
柴
三
郎
が
辞
表

②　

濁
さ
れ
た
あ
と
も
し
み
ず
は
清
水
か
な

ペ
ス
ト
菌
の
発
見
で
知
ら
れ
る
北
里
柴
三
郎
は
鷗
外
の「
独
逸
日
記
」に
度
々

登
場
す
る
。

句
意
は
、
涼
し
く
清
ら
か
な
清
水
は
湧
水
な
の
で
一
時
的
に
濁
さ
れ
て
も
ま

た
き
れ
い
な
水
に
戻
る
、
と
詠
み
な
が
ら
も
、
柴
三
郎
が
辞
表
を
出
さ
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
事
態
に
抗
議
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

鷗
外
句
③

反
動
機
関
は
今
さ
ら
に
芝
区
某
等
が
上
を
云
云
す

③　

踏
み
出
し
た
先
や
さ
つ
き
の
ぬ
か
り
道　

　
　

笠
島
や
い
ず
こ
さ
月
の
ぬ
か
り
道　
　
　

芭
蕉

前
書
き
は
反
動
機
関
へ
の
抗
議
で
あ
ろ
う
が
、
句
は
芭
蕉
句
を
踏
ま
え
て
い

る
。
芭
蕉
は「
お
く
の
ほ
そ
道
」「
笠
島
」で
、五
月
雨
の
ぬ
か
る
み
に
難
渋
し
、

身
も
疲
れ
て
、
陸
奥
守
で
あ
っ
た
藤
原
中
将
実
方
の
墓
の
あ
る
「
笠
島
」
に

立
ち
寄
ら
ず
に
通
り
過
ぎ
た
。

句
意
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
し
か
し
自
分
は
そ
う
も
い
か
ず
、
踏
み
出
し
た

先
の
手
強
い
ぬ
か
る
み
に
難
渋
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
、
と
い
う
意
か
。

鷗
外
句
⑥

斯
道
の
た
め
な
ら
ば
千
萬
枝
の
筆
禿
す
と
も
よ
し

⑥　

夏
草
や
わ
が
筆
塚
を
こ
の
中
に

　
　

夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡　
　
　
　
　
　

芭
蕉

同
じ
く
「
お
く
の
ほ
そ
道
」「
平
泉
」、「
夏
草
や
」
の
句
は
栄
枯
盛
衰
の
感

慨
を
伝
え
て
い
る
。

鷗
外
は
こ
の
「
夏
草
や
」
の
句
に
触
発
さ
れ
、
今
は
唯
、
ぼ
う
ぼ
う
と
繁
茂

す
る
ば
か
り
の
夏
草
の
中
に
自
ら
の
筆
塚
を
立
て
た
い
と
い
う
。
筆
塚
は
沢

山
の
使
い
古
し
た
筆
を
埋
め
て
供
養
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
斯
道
を
文
学

の
道
と
想
定
す
れ
ば
句
意
は
、
千
万
の
筆
を
費
や
し
て
も
生
き
る
限
り
書
き

続
け
る
と
い
う
自
ら
の
決
意
を
述
べ
た
句
と
思
わ
れ
る
。

　　

鷗
外
が
こ
う
し
た
方
法
で
俳
句
を
創
作
し
て
い
た
明
治
二
十
六
年
当
時
、
子

規
の
俳
句
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
同
時
期
の
明
治
二
十
六
年

七
月
十
四
日「
獺
祭
書
屋
日
記
」か
ら
同
じ
季
語「
暑
さ
」を
使
っ
た
句
を
見
る
。

　
　
　

七
月
十
四
日　

至
宮
本
氏
、
出
社

　
　
　
　

鳴
り
し
き
る
電
話
の
鈴
の
あ
つ
さ
か
な　

子
規　
（
２
６
・
７
・
１
４
）

　

こ
の
日
宮
本
医
師
の
診
察
を
受
け
た
後
、
日
本
新
聞
社
に
出
社
。
子
規
は
句

の
前
書
き
で
な
く
そ
の
日
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。

　

句
意
は
、
あ
つ
い
日
で
は
あ
る
が
日
頃
寐
て
い
る
こ
と
の
多
い
自
分
が
、
こ

の
日
は
、「
日
本
新
聞
社
」
に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
鳴
り
し
き
る
電
話
の
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鈴
（
ベ
ル
）
は
暑
苦
し
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
活
気
あ
る
そ
の
中
に
身
を
置
い

て
い
る
喜
び
も
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
電
話
と
い
う
、
ま
だ
家
庭
に
は
普
及
し
て

い
な
い
新
し
い
文
明
の
利
器
を
取
り
込
ん
で
新
し
い
俳
句
に
挑
戦
し
て
い
る
。

　

次
の
⑧
か
ら
⑯
ま
で
の
句
は
未
検
討
で
あ
る
が
、
初
期
の
鷗
外
作
品
を
知
る

資
料
と
し
て
左
記
に
挙
げ
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
六
年
九
月
『
衛
生
療
病
志
』
第
四
十
五
号

	

将
悔
闘

⑧　

蠅
う
ち
の
け
が
れ
は
血
で
は
な
か
り
け
り

	

冷
笑

⑨　

冷
笑
で
四
拾
九
手
あ
る
角
力
か
な

	

関
西
一
開
業
医

⑩　

人
見
え
ず
誰
が
綱
引
い
て
鳴
子
哉

	

假
情
假
涙

⑪　

む
し
つ
た
ら
羊
志
に
や
ら
う
唐
が
ら
し

明
治
二
十
六
年
八
月
『
柵
草
紙
』
第
四
十
七
号

	

盲
新
婦

⑫　

朝
貌
の
あ
は
れ
は
唐
に
な
か
り
け
り

	

比
喩
談

⑬　

を
と
ゞ
し
の
枯
枝
も
ま
じ
る
木
萩
（
こ
は
ぎ
）
か
な

	

凄
涙

⑭　

百
姓
の
こ
わ
色
な
る
か
き
り
〴
〵
す

	

不
二
高
根

⑮　

岩
間
を
も
よ
き
て
は
吹
か
ず
秋
の
風

	

暮
行
秋

⑯　

こ
れ
を
甞
む
る
我
に
舌
な
き
新
酒
哉

　

や
は
り
寓
意
の
句
は
背
後
の
状
況
を
知
ら
な
い
と
、
理
解
す
る
こ
と
が
非
常

に
難
し
い
こ
と
を
実
感
す
る
。

今
、
詳
細
は
解
ら
な
い
が
明
治
二
十
六
年
は
「
傍
観
機
関
」
論
争
、
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
句
の
一
部
は
、
こ
の
問
題
に
関
係
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

三　

子
規
と
鷗
外
・
戦
場
の
出
会
い

　

鷗
外
と
子
規
の
金
洲
で
の
出
会
い
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
司
馬
遼
太
郎
原
作

「
坂
の
上
の
雲
」
で
も
放
映
さ
れ
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で

は
鷗
外
の
「
徂
征
日
記
」
と
、
子
規
の
「
病
牀
日
誌
」、「
柳
田
国
男
の
発
言
」

を
記
す
。
子
規
が
金
州
に
着
い
た
の
は
四
月
十
五
日
で
あ
り
、
四
月
十
七
日
に

は
日
清
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
る
。
子
規
は
五
月
四
日
鷗
外
を
訪
ね
、
以
後
五

月
十
日
ま
で
毎
日
訪
ね
俳
談
を
重
ね
る
。

　

五
月
十
日
の
別
れ
に
際
し
、
几
菫
等
の
歌
仙
一
巻
を
手
写
し
て
鷗
外
に
贈
っ

て
い
る
。（
几
菫
は
江
戸
中
期
の
俳
人
。
蕪
村
に
師
事
し
、
の
ち
、
蕪
村
か
ら

夜
半
亭
三
世
を
継
い
だ
）。
強
い
意
志
を
も
っ
て
従
軍
し
た
子
規
で
あ
っ
た
が
、
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一
方
で
当
時
の
子
規
が
蕪
村
、
几
菫
に
関
心
を
持
ち
、
連
句
（
歌
仙
）
に
も
興

味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

１　

鷗
外
「
徂
征
日
記
」

五
月
四
日
、
正
岡
子
規
来
り
訪
ふ
、
俳
諧
の
事
を
談
ず
。
夜
、
神
保
と
歌

仙
一
巻
を
物
す
。

五
月
十
日
、
和
親
成
れ
り
と
云
ふ
報
に
接
す
、
子
規
来
り
別
る
几
菫
等
の

歌
仙
一
巻
を
手
写
し
て
我
に
贈
る
。	

（
徂
征
日
記　

明
２
８
・
５
）

２　

子
規
「
病
牀
日
誌
」（
明
治
２
８
・
６
・
５
）

…
…
森
に
金
州
に
て
會
ひ
し
話
を
せ
し
や
、
余
曰
未
也
。
患
者
曰
「
金
州

の
兵
站
部
長
は
森
な
り
と
聞
き
訪
問
せ
し
に
、
兵
站
部
長
に
は
非
ず
軍
医

部
長
な
り
し
。
こ
れ
よ
り
毎
日
訪
問
せ
り
」

３　

柳
田
国
男
の
発
言

…
…
鷗
外
さ
ん
が
支
那
か
ら
帰
っ
て
来
て
、非
常
に
褒
め
て
ゐ
ま
し
た
ね
。

今
度
の
戦
争
へ
行
っ
て
、
非
常
に
仕
合
せ
な
の
は
正
岡
君
と
懇
意
に
な
っ

た
こ
と
だ
、
と
言
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

…
恐
ら
く
、
あ
の
時
分
の
日
記
と
か
手
紙
を
み
た
ら
、
正
岡
氏
を
褒
め
て

居
ら
れ
る
物
が
沢
山
残
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
ん
で
す
。
野
営
の
中
で

頻
り
に
文
学
を
論
じ
た
ら
し
い
ね
。
…
鷗
外
の
あ
の
時
代
ま
で
の
修
養
の

中
で
、一
番
欠
け
て
を
つ
た
の
は
発
句
で
せ
う
ね
。そ
れ
を
正
岡
氏
が
き
っ

と
教
え
て
く
れ
た
ん
で
し
ょ
う
…

（
座
談
会
「
俳
諧
と
日
本
文
学
」・『
俳
句
研
究
』
第
七
巻
第
十
二
号
・
昭

和
１
５
・
１
２
・
１
）

四　
「
発
句
始
」
―
明
治
文
豪
の
句
座
（
鷗
外
・
漱
石
・
子
規
）

　

明
治
二
十
九
年
一
月
三
日
、
子
規
庵
に
於
け
る
句
会
「
発
句
始
」
は
明
治
の

文
豪
、
鷗
外
、
漱
石
、
子
規
が
出
会
い
、
句
座
を
共
に
し
た
画
期
的
な
出
来
事

で
あ
っ
た
。こ
れ
は
虚
子
の
提
案
で
子
規
側
か
ら
案
内
を
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

１　

鷗
外
へ
の
誘
い

　

私
は
「
し
が
ら
み
草
紙
」
や
「
水
泡
集
」
等
を
読
ん
で
鷗
外
に
は
敬
意

を
払
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
鷗
外
に
逢
つ
て
み
た
い
と
云
ふ
や
う
な
考
え
を
持

つ
て
ゐ
た
の
で
す
。（
略
）
戦
争
が
す
ん
で
鷗
外
が
凱
旋
し
て
帰
り
、「
め

ざ
ま
し
草
」
が
出
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。（
略
）
鷗
外
も
此
頃
か
ら
俳

句
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た
も
の
と
思
ひ
ま
す
。（
略
）
子
規
が
根
岸
で

俳
句
会
を
や
る
時
に
、
鷗
外
に
も
案
内
し
て
見
て
は
ど
う
か
と
い
ふ
と
、

案
内
し
て
見
よ
う
と
手
紙
を
出
し
た
。
会
が
半
ば
進
行
し
て
ゐ
る
時
分
に

鷗
外
が
や
つ
て
来
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

	

（
高
浜
虚
子
『
俳
談
』
中
央
出
版
協
会
、
昭
１
８
，
９
，
１
０
）

　

こ
の
文
章
か
ら
は
当
時
、
虚
子
が
「
し
が
ら
み
草
紙
」
や
「
水
沫
集
」
等
の

鷗
外
の
作
品
を
読
ん
で
い
た
こ
と
。
そ
し
て
鷗
外
に
敬
意
を
持
ち
、
逢
っ
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
金
洲
で
も
子
規
は
、
鷗
外
と
聞
い

て
自
分
の
方
か
ら
逢
い
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
当
時
の
子
規
周
辺
の
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若
者
達
に
と
っ
て
鷗
外
は
、
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

２　

子
規
庵
で
の
「
発
句
始
」（『
子
規
全
集
・
第
十
五
巻
』
俳
句
會
稿
）

日
付　

明
治
二
十
九
年
一
月
三
日
午
後　

上
根
岸
八
十
二
番
地

表
題　

発
句
始

會
者　

鳴
雪　

鷗
外　

飄
亭　

漱
石　

虚
子

　
　
　

可
全　

碧
梧
桐　

子
規
（
催
主
）

漱
碧	

霰
降
る
片
側
町
の
長
屋
哉	

可
全

鷗	

吶
喊
の
又
も
や
起
る
霰
哉	

飄
亭

	

面
白
う
霰
ふ
る
な
り
鉢
叩	
虚
子

鳴
飄	

菜
畑
の
次
第
上
が
り
に
霰
哉	
碧
梧
桐

鳴
碧天	

お
も
ひ
き
つ
て
出
て
立
つ
門
の
霰
哉	

鷗
外

可
規
飄天

虚	

井
戸
端
の
鍋
も
盥
も
霰
哉	

鳴
雪

漱秀	

湖
の
氷
に
は
ぢ
く
霰
哉	

子
規　
　

可
飄	

雨
に
雪
霰
と
な
っ
て
寒
念
仏	

漱
石

　

こ
の
日
の
鷗
外
の
句
は
「
お
も
ひ
き
つ
て
出
て
立
つ
門
の
霰
哉
」
で
あ
る
。

こ
の
句
は
鳴
雪
と
碧
梧
桐
が
選
び
、
特
に
碧
梧
桐
は
天
に
評
価
し
て
い
る
。
ま

た
鷗
外
が
選
ん
だ
の
は
飄
亭
の
句
で
、
霰
を
鬨
の
声
に
準
え
た
「
吶
喊
の
又
も

や
起
る
霰
哉
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
考
え
る
と
鷗
外
の
「
出
で
立
つ
」
は
や
は

り
戦
場
で
あ
ろ
う
か
。
軍
人
で
あ
る
鷗
外
の
率
直
な
心
情
が
伺
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
戦
場
の
霰
と
云
え
ば
や
は
り
実
朝
の
歌
「
も
の
の
ふ
の
矢
並
つ
く
ろ
ふ
籠

手
の
上
に
あ
ら
れ
た
ば
し
る
那
須
の
篠
原
」
の
緊
張
感
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

た
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
回
の
高
点
句
は
鳴
雪
の
「
井
戸
端
の
鍋
も
盥
も
霰
か
な
」
で
あ
り
、
可

全
、
子
規
、
飄
亭
、
虚
子
が
選
句
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
子
規
庵
の
井
戸
端
で

あ
ろ
う
か
。
突
然
降
り
出
し
た
霰
が
、
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
鍋
や
盥
に
吹
き

付
け
て
、
ば
ら
ば
ら
と
甲
高
い
音
を
立
て
て
い
る
と
い
う
、
視
覚
で
捉
え
た
日

常
の
景
に
聴
覚
を
交
え
て
、
霰
そ
の
も
の
を
も
っ
と
も
霰
ら
し
く
淡
々
と
写
生

し
て
い
る
の
が
鳴
雪
の
句
で
あ
っ
た
。

　

写
生
を
標
榜
す
る
子
規
で
あ
る
が
現
実
に
は
殆
ど
の
句
が
席
題
で
あ
る
。
鷗

外
は
こ
の
事
に
違
和
感
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
当
季
に
限

ら
ず
そ
れ
以
外
の
季
節
、
ま
た
季
節
の
題
に
限
ら
ず
言
葉
の
題
も
設
定
し
、
有

季
、
定
形
の
な
か
で
感
性
を
刺
激
し
合
い
、
想
像
力
を
駆
使
し
て
新
し
い
表
現

を
模
索
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
こ
の
日
も
全
て
席
題
で
次
の
通
り
計
三
十
の

季
語
や
言
葉
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
た
。第
三
回
運
座
に「
霰
」の
題
が
見
え
る
。

第
一
回
運
座
「
題
」（
計
１
２
）

霜
月
、
梺
川
、
枯
野
原
、
富
士
、
上
五
文
字
暁
の
（
春
季
）、
鮟
鱇
、
下

五
文
字
明
け
に
け
り
（
冬
季
）、

元
日
、
水
仙
、
う
か
〳
〵
と
（
秋
季
）、
雪
、
厨
（
冬
季
）。

第
二
回
運
座
「
題
」（
計
１
３
）
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冬
住
居
、
野
末
（
夏
）、
霜
、
下
五
文
字
日
影
か
な
（
冬
季
）、
紙
衣
、
干

網
（
春
季
）、
神
輿
部
屋
、
う
つ
む
い
て
（
冬
季
）
上
五
文
字
、
蒲
団
、

蓬
莱
、
赤
い
実
の
（
冬　

上
五
文
字
）、
煤
払
、
鷹
。

第
三
回
運
座
「
題
」（
計
５
）

下
五
文
字
土
手
の
上
（
冬
）、
霰
、
雪
洞
（
ぼ
ん
ぼ
り
）、
冬
川
、
夕
烏
。

五　
『
め
さ
ま
し
草
』
を
巡
っ
て

　
「
め
さ
ま
し
草
」
は
明
治
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
、
鷗
外
に
よ
っ
て
創
刊
。

明
治
三
五
年
二
月
二
十
五
日
、
巻
之
五
十
六
号
で
終
巻
と
な
っ
て
い
る
。
発
行

兼
編
集
者
は
星
野
諤
治
郎
、
発
行
所
は
本
郷
区
元
富
士
町
弐
番
地
盛
春
堂
で
あ

る
。
合
評
に
よ
る
文
芸
評
論
を
主
と
し
、
鷗
外
、
露
伴
、
斉
藤
緑
雨
の
「
三
人

冗
語
」
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
日
本
派
の
掲
載
俳
句
だ
け
を

見
て
い
く
。

　

子
規
と
す
れ
ば
偶
々
一
月
三
日
の
「
発
句
始
」
に
鷗
外
に
案
内
を
出
し
た
こ

と
で
、
句
会
の
座
で
話
が
進
ん
だ
も
の
か
、
結
果
的
に
『
め
さ
ま
し
草
』
の
創

刊
号
か
ら
関
わ
っ
て
い
る
。「
ま
き
の
一
」
に
は
子
規
、鳴
雪
、飄
亭
、碧
梧
桐
、

虚
子
の
俳
句
が
二
句
ず
つ
計
十
句
、
虚
子
の
「
七
部
集
」
が
二
頁
、「
発
句
始
」

の
席
題
「
霰
」
に
因
み
子
規
が
提
供
し
た
と
思
わ
れ
る
、
芭
蕉
、
去
来
、
蕪
村

な
ど
の
古
人
の
「
霰
」
の
三
十
三
句
が
掲
載
さ
れ
た
。
成
瀬
正
勝
は
創
刊
号
を

次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

①　

成
瀬
正
勝
『
め
さ
ま
し
草
』
評

創
刊
号
の
編
輯
を
見
る
と
、
進
ん
で
戦
お
う
と
す
る
よ
り
は
、
既
成
の
作

家
達
と
結
ん
で
守
成
の
姿
勢
を
と
っ
た
も
の
と
い
え
、ま
た
彼
自
ら
も
「
こ

の
草
紙
は
今
の
文
園
に
し
げ
り
あ
ふ
め
で
た
き
花
卉
の
間
な
る
一
小
草
な

ら
ん
の
み
」（
創
刊
号
ｐ
２
０
）
と
謙
遜
し
て
い
る
。
と
う
て
い
『
し
か
ら

み
草
紙
』の（
略
）は
げ
し
さ
と
は
比
較
で
き
な
い
お
と
な
し
さ
で
あ
っ
た
。

（
成
瀬
正
勝
『
め
さ
ま
し
草
』・「
文
学
」　

昭
３
０
・
７
）

　

尚
和
田
克
司
編
『
子
規
の
一
生
』
に
「
月
末　

子
規
、
千
駄
木
観
潮
楼
の
鷗

外
を
訪
う
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
殆
ど
歩
行
の
出
来
な
か
っ
た
子
規
が
強
い
精
神

力
で
多
分
車
を
雇
い
『
め
さ
ま
し
草
』
の
校
正
に
観
潮
楼
に
出
か
け
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

②
『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
一
』
掲
載
、
子
規
以
下
十
句
。　
　
　
　
　
　
　
　

大
仏
の
蓮
台
高
き
あ
ら
れ
か
な	

鳴
雪

冬
の
夜
の
声
か
す
か
な
り
黄
檗
寺	

同

絶
壁
に
月
か
か
り
け
り
冬
木
立	

子
規

鶺
鴒
の
刈
株
つ
た
ふ
氷
か
な	

同

我
庵
の
木
立
ふ
り
け
り
冬
の
月	

飄
亭

　
　

離
別

凩
に
背
を
ふ
か
れ
て
別
れ
行
く	

同

茶
の
花
や
洛
陽
見
ゆ
る
寺
の
門	

碧
梧
桐
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日
吉
社　

宝
塔
に
檜
の
風
の
み
ぞ
れ
か
な	

同　
　
　

朝
霜
や
ぢ
ゃ
ら
ん
〳
〵
と
馬
の
鈴	

虚
子

年
の
く
れ
唯
ぼ
う
〳
〵
と
風
が
吹
く	

同
（
明
２
９
・
１
）

（
因
み
に
虚
子
の
「
馬
の
鈴
」
の
句
は
、
後
に
漱
石
が
「
草
枕
」
の
峠
の
茶

屋
の
場
面
で
楽
し
そ
う
に
使
っ
て
い
る
フ
レ
ー
ズ
に
よ
く
似
て
い
る
。「
帳

面
を
あ
け
て
先
刻
の
鶏
を
静
か
に
写
生
し
て
い
る
と
、
落
ち
付
い
た
耳
の
底

へ
じ
ゃ
ら
ん
じ
ゃ
ら
ん
と
い
う
馬
の
鈴
が
聴
え
出
し
た
。」）

③　

子
規
の
「
鷗
外
宛
書
簡
」
と
「
め
さ
ま
し
草
」
評

１　

二
十
九
年
二
月
一
日
（
子
規
よ
り
森
林
太
郎
宛
書
簡
）

　

拝
啓
先
日
は
失
礼
致
候
○
め
さ
ま
し
草
待
兼
ね
て
面
白
く
拝
見
致
候

就
て
読
之
際
思
ひ
つ
き
た
る
悪
ま
れ
口
書
き
記
し
て
御
参
考
と
い
か
ぬ
ま

で
も
御
一
笑
に
供
へ
度
存
書
き
か
ゝ
り
候
処
考
へ
て
見
る
と
新
聞
の
方
種

切
れ
故
新
聞
へ
廻
し
置
候　

今
度
の
週
報
御
一
覧
下
度
候

　

但
シ
あ
と
で
御
叱
り
な
き
様
今
か
ら
願
ひ
置
候　

呵
ゝ

　

此
四
五
日
来
例
の
腰
骨
が
痛
み
出
し
て
今
日
抔
は
一
歩
も
動
け
ぬ
様
に

相
成
候　

悪
口
の
罰
に
や

　

春
を
待
つ
迠
に
我
が
は
や
老
い
に
け
り

　

子
規
の
「
め
さ
ま
し
草　

巻
一
批
評
」
は
地
風
評
と
し
て
二
月
三
日
「
日
本

附
録
週
報
」
に
掲
載
。

　

子
規
は
表
紙
に
つ
い
て
か
な
り
拘
っ
た
評
を
し
て
い
る
。
表
紙
は
鷗
外
の
親

友
原
田
直
二
郎
で
、
創
刊
号
か
ら
ま
き
の
十
二
ま
で
は
蜘
蛛
の
巣
に
二
羽
の
蝶

を
配
し
た
も
の
、
一
年
後
の
ま
き
の
十
三
か
ら
は
同
じ
く
原
田
で
大
木
に
二
羽

の
小
鳥
が
愛
ら
し
く
止
ま
る
絵
に
変
わ
っ
た
。

　
　
　
「
め
さ
ま
し
草　

巻
一
批
評
」　　
　
　
　
　
　

地
風
評

○
裱
紙　

先
ず
書
を
披
か
ぬ
う
ち
に
裱
紙
こ
そ
人
の
目
を
引
く
種
な
れ
。
第

一
新
奇
の
点
に
於
い
て
目
の
さ
む
る
心
地
す
る
は
此
の
雑
誌
の
名
に
負
ふ
所

成
る
べ
し
。
所
謂
紫
派
を
斟
酌
し
て
画
か
れ
た
る
蝶
の
黄
色
と
反
映
し
て
殊

に
う
ら
ら
か
な
る
感
を
起
さ
し
む
。
文
学
雑
誌
の
裱
紙
に
色
を
用
う
る
こ
と

帝
国
文
学
よ
り
始
ま
り
た
り
と
は
い
へ
そ
れ
と
こ
れ
と
は
赤
と
紫
程
の
差
異

あ
る
べ
し
。（
略
）
さ
て
悪
口
に
取
り
か
ゝ
ら
ん
に
、
第
一
紫
の
色
に
濃
淡

少
な
く
し
て
引
き
立
た
ぬ
や
う
に
覚
ゆ
。
下
の
あ
た
り
を
今
少
し
明
る
く
画

き
た
ら
ん
に
は
一
層
う
ら
ゝ
か
に
見
ゆ
べ
く
や
と
素
人
考
え
に
考
ふ
れ
ど
も

い
か
ゞ
や
（
中
略
）

（「
日
本
附
録
週
報
」
明
治
二
十
九
年
二
月
三
日
）

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
第
二
は
「
位
置
の
上
に
申
分
あ
り
」
と
し
て
、
蜘
蛛
の
上

に
描
か
れ
た
花
、
蝶
、
蜘
蛛
が
殆
ど
等
間
隔
に
見
え
て
「
画
家
の
働
き
が
な
き

よ
う
に
覚
ゆ
」
と
し
、
第
三
は
、
三
個
の
花
片
は
翦
綵
花
（
せ
ん
さ
い
か
・
造
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花
）
に
似
た
る
嫌
い
あ
り
。
以
下
第
六
ま
で
子
規
は
こ
の
批
評
の
お
よ
そ
三
分

の
一
強
を
表
紙
に
拘
っ
て
い
る
。
表
紙
の
画
家
原
田
直
二
郎
は
、
明
治
二
十
三

年
鷗
外
と
戸
山
正
一
と
の
「
日
本
絵
画
の
未
来
」
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

「
騎
龍
観
音
」
の
作
者
で
あ
る
。「
明
治
美
術
会
」
で
の
戸
山
の
演
説
「
日
本
絵

画
の
未
来
」
は
、
新
聞
『
日
本
』
に
も
転
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
子
規
も
興
味

を
持
っ
て
読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
子
規
は
こ
の
件
が
頭
を
過
ぎ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。

④　

子
規
、
虚
子
に
学
ぶ
鷗
外

１
「
鷗
外
よ
り
子
規
宛
て
書
簡
」（
推
定
二
月
二
十
一
日
）

　
　
　
　…

め
さ
ま
し
草
少
々
お
く
れ
可
申
候　

句
及
評
論

に
て
大
い
に
光
彩
を
加
へ
大
幸
福
に
御
座
候

日
本
諸
體
日
々
お
も
し
ろ
く
拝
見
仕
候

　

落
葉
た
く
煙
な
び
く
や
家
の
前

　
　

榊
原
少
佐
法
会

　

み
な
し
ご
の
か
し
こ
ま
り
た
る
寒
さ
哉

　

落
書
き
の
行
灯
く
ら
し
木
菟
の
声

　

羽
子
一
つ
く
つ
つ
い
て
ゐ
る
わ
た
ち
哉

　
　

乞

　
　
　
　

大
政

　
　
　
　

二
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
太
郎

　
　
　

子
規　

詞
宗

　

こ
の
書
簡
か
ら
は
鷗
外
が
子
規
の
「
め
さ
ま
し
草
」
評
を
読
ん
で
い
る
こ

と
。
日
本
諸
體
は
子
規
が
一
月
七
日
か
ら
新
聞
「
日
本
」
に
掲
載
中
の
「
俳
句

二
十
四
體
」
と
思
わ
れ
、
鷗
外
が
こ
れ
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
こ
の
書
簡
で
鷗
外
が
子
規
に
評
を
乞
う
俳
句
は
、
一
月
三
日
の
「
発
句

始
」
の
「
席
題
」
及
び
参
加
者
の
句
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
鷗
外
が
改
め
て
句

作
し
子
規
に
評
を
乞
う
も
の
と
思
わ
れ
、
鷗
外
の
俳
句
に
対
す
る
熱
意
が
覗
わ

れ
る
。

落
ち
葉
た
く
煙
な
び
く
や
家
の
前	

鷗
外

　
　

雪
洞
の
廻
廊
渡
る
落
ち
葉
か
な	

鳴
雪

み
な
し
ご
の
か
し
こ
ま
り
た
る
寒
さ
哉	

鷗
外

　
　

う
つ
む
い
て
物
申
し
た
る
寒
さ
哉	

碧
梧
桐

落
書
き
の
行
灯
く
ら
し
木
菟
の
声	

鷗
外

　
　

落
ち
葉
吹
い
て
雪
洞
き
ゆ
る
裏
戸
哉	

不
明

羽
子
一
つ
く
つ
つ
い
て
ゐ
る
わ
た
ち
哉	

鷗
外

　
　

水
か
れ
て
轍
の
あ
と
や
冬
の
川	

漱
石

２　

虚
子
句
に
驚
く
鷗
外
と
『
め
さ
ま
し
草
』
へ
の
原
稿
依
頼

…
…
大
根
の
花
紫
野
大
徳
寺
俳
句
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
斯
ウ
モ
力
ヲ
費
ヤ
サ
ズ
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シ
テ
面
白
キ
コ
ト
ヲ
言
ハ
ル
ヽ
モ
ノ
カ
ト
驚
申
候　

三
号
ニ
ハ
句
モ
少
々

御
出
下
度
正
岡
君
ノ
許
ヘ
御
送
リ
ニ
テ
同
君
等
ノ
ヲ
併
セ
テ
出
ス
ヤ
ウ
ニ

ナ
レ
バ
尤
妙
ニ
御
座
候	

（
鷗
外
よ
り
虚
子
宛
て
書
簡
・
明
２
９
・
３
・
３
）

　

鷗
外
は
虚
子
の
句
「
大
根
の
花
紫
野
大
徳
寺
」
に
対
し
「
俳
句
ト
云
フ
モ
ノ

ハ
斯
ウ
モ
力
ヲ
費
ヤ
サ
ズ
シ
テ
面
白
キ
コ
ト
ヲ
云
ハ
ル
ゝ
モ
ノ
カ
ト
驚
申
候
」

と
感
心
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
句
は
「
京
都
の
大
徳
寺
付
近
の
紫
野
に

大
根
の
花
が
今
を
盛
り
と
咲
い
て
い
る
」と
い
う
美
し
い
光
景
。『
万
葉
集
』「
あ

か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る
」（
額
田
王
）
や
、

大
根
の
花
は
諸
葛
菜
と
も
云
う
の
で
、
諸
葛
孔
明
の
故
事
な
ど
が
想
起
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
鷗
外
が
子
規
達
の
写
生
句
に
注
目
し
始
め
た

こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
ま
き
の
二
」
に
は
虚
子
の
句
だ
け
二
十
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

以
後
鷗
外
の
求
め
に
応
じ
て
子
規
を
中
心
と
し
た
日
本
派
の
句
が
多
数
掲
載
さ

れ
、
子
規
が
育
て
た
若
い
俳
人
の
句
も
次
々
に
名
前
が
出
る
。
明
治
二
十
九
年

は
日
本
派
の
句
が
一
気
に
広
が
っ
て
い
く
が
、
そ
の
一
因
と
し
て
ビ
ッ
グ
ネ
ー

ム
の
鷗
外
が
発
行
す
る
『
め
さ
ま
し
草
』
へ
の
掲
載
も
大
き
く
寄
与
し
た
と
思

わ
れ
る
。

⑤　
「
日
本
派
」
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

１　

神
仙
體　

『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
三
』	

（
明
２
９
・
３
））

春
の
夜
の
琵
琶
聞
え
け
り
天
女
の
詞	

漱
石
（
他
計
十
句
）

怒
涛
岩
を
嚙
む
我
を
神
か
と
朧
の
夜	

虚
子
（
他
計
十
句
）

　
『
め
さ
ま
し
草
』
は
「
神
仙
體
」
と
い
う
挑
戦
的
な
試
み
の
句
に
も
発
表

の
場
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、虚
子
の
代
表
句
の
一
つ
と
さ
れ
る「
怒

濤
岩
を
噛
む
～
」
の
句
が
誕
生
し
て
い
る
。

２　

子
規
派
の
連
句
掲
載
（
ま
き
の
七
、
ま
き
の
八
）

　

子
規
が
明
治
二
十
六
年
「
文
学
に
非
ず
」
と
否
定
し
た
筈
の
連
句
二
巻

が
、
ま
き
の
七
、
ま
き
の
八
に
掲
載
さ
れ
る
。

「
ま
き
の
七
・
草
庵
」

門
口
に
楢
の
下
枝
の
茂
り
か
な	

子
規

　
　
　

衣
を
更
へ
て
薪
わ
る
人	

紅
緑

渺
々
と
田
の
面
の
風
の
わ
た
る
ら
ん	

仝

　
　
　

湖
に
の
ぞ
み
し
古
城
灯
と
も
す	

虚
子　

羽
織
着
て
名
主
へ
参
る
夕
月
夜	

規

　
　
　

案
山
子
の
顔
の
何
に
驚
く	

緑

「
ま
き
の
八
・
歌
仙
」　　

芭
蕉
破
れ
て
い
ま
だ
聞
く
べ
き
雨
も
な
し	

碧
梧
桐

　
　
　

宵
の
嵐
に
か
た
わ
れ
る
月	

子
規
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う
そ
寒
み
栗
飯
喰
ふ
人
老
い
て	

桐

　
　
　

物
引
く
あ
と
の
畠
さ
び
し
き	

規

鶏
の
親
盗
ま
れ
し
竹
の
垣	

桐

　
　
　

客
と
主
と
鰕
釣
り
て
居
る	

規

⑥　
『
め
さ
ま
し
草
』
に
見
る
鷗
外
句

　

鷗
外
の
句
は
「
ま
き
の
七
」
か
ら
「
ま
き
の
十
一
」
ま
で
に
十
句
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
七
』題「
鮓
」鷗
外
参
加　
（
明
治
二
十
九
年
七
月
）

山
の
家
や
留
守
に
雲
お
こ
る
鮓
の
石	

子
規

早
鮨
や
東
海
の
魚
背
戸
の
蓼	

同

百
韻
の
巻
完
う
し
て
鮓
な
れ
た
り	
鷗
外

鮎
鮓
や
生
き
て
吉
野
の
滝
の
魚	
同

題
「
鮓
」
の
鷗
外
句
、

　
「
百
韻
の
」
歌
仙
を
完
了
し
た
喜
び
に
、
食
べ
頃
に
出
来
た
「
な
れ
鮨
」
が

ふ
さ
わ
し
い
と
言
う
句
か
。「
な
れ
鮓
」
は
魚
介
類
を
発
酵
さ
せ
酢
を
使
わ
ず

に
食
べ
る
鮓
な
の
で
、
歌
仙
も
「
な
れ
鮓
」
も
時
間
が
か
か
る
と
い
う
、
や
や

知
識
に
か
た
よ
っ
た
句
。
調
べ
が
な
め
ら
か
で
あ
る
と
よ
い
が
。

　
「
鮎
鮓
」
の
方
が
新
鮮
な
色
が
見
え
て
お
い
し
そ
う
、
ま
し
て
吉
野
の
滝
の

鮎
な
ら
一
入
、
滝
の
音
が
聞
こ
え
る
。
五
七
五
の
韻
が
気
持
ち
が
よ
い
。「
鎌

倉
を
生
き
て
出
で
け
む
初
鰹　

芭
蕉
」
が
連
想
さ
れ
る
。

　

尚
こ
の
『
め
さ
ま
し
草
』
ま
き
の
七
に
掲
載
の
句
は
、
二
十
六
句
中
、
二
十

句
が
『
新
俳
句
』「
鮓
」
に
例
句
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

７　

子
規
、
虚
子
が
選
句
す
る
鷗
外
句

①　

子
規
が
選
ぶ
鷗
外
句
（
子
規
よ
り
鷗
外
宛
書
簡　

明
２
９
・
８
・
２
０
）

　
「
拝
復　

玉
什
拝
誦
、
つ
く
は
ひ
の
御
句
わ
た
く
し
気
に
入
り
申
候
。

右
の
句
菱
取
て
の
句
の
次
へ
御
は
さ
み
被
度
候
」

鷗
外
は
他
の
句
も
示
し
、子
規
に
選
句
を
依
頼
し
た
返
事
と
思
わ
れ
る
。『
め

さ
ま
し
草
』
に
は
子
規
の
指
示
通
り
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

鷗
外
の
父
静
男
は
こ
の
年
四
月
四
日
、
肺
気
腫
の
た
め
六
十
一
歳
で
没
し

て
い
る
。

『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
八
』
題
「
秋
水
」　　
　
　
（
明
治
二
十
九
年
八
月
）

三
方
は
竹
緑
な
り
秋
の
水	

漱
石

藪
陰
や
魚
も
動
か
ず
秋
の
水	

漱
石

菱
取
り
て
里
の
子
去
り
ぬ
秋
の
水	

鷗
外

　
　

憶
亡
父

俤
や
つ
く
ば
い
覗
く
あ
き
の
水	

鷗
外
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静
か
さ
に
礫
う
ち
け
り
秋
の
水	

子
規

人
も
な
し
日
蝕
う
つ
る
秋
の
水	

同　

『
新
俳
句
』「
秋
の
水
」
に
ま
き
の
八
か
ら
十
七
句
掲
載

『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
九
』　

題
「
蟷
螂
」　　
（
明
治
二
十
九
年
九
月
）

蟷
螂
の
不
覚
を
取
り
し
最
後
か
な	

子
規　

蟷
螂
や
蟹
の
味
方
に
も
参
り
あ
は
ず	

同

蟷
螂
の
夫
は
妻
に
喰
は
れ
け
り	

鷗
外

蟷
螂
の
斧
を
引
き
ゆ
く
小
蟻
か
な	

同

「
蟷
螂
の
」
二
句
と
も
現
実
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
即
物
的
に
す
ぎ
て
、

気
持
ち
よ
く
な
い
。

『
新
俳
句
』「
蟷
螂
」
に
ま
き
の
九
か
ら
二
十
一
句
掲
載

②　

鷗
外
か
ら
虚
子
へ
の
選
句
依
頼

（
鷗
外
よ
り
虚
子
宛
て
書
簡
・
明
２
９
・
１
０
・
１
６
）

　
　

拙
句

切
株
の
木
芙
蓉
兀
と
し
て
秋
暮
れ
ぬ

行
秋
の
案
山
子
は
く
ど
に
く
べ
ら
れ
ぬ

ゆ
く
秋
や
蝗
あ
り
縁
に
飛
上
る

ゆ
く
秋
や
で
ヽ
む
し
殻
の
中
に
死
す

行
秋
の
烟
見
送
る
烟
草
か
な

行
秋
を
物
の
種
子
干
す
翁
哉

可
然
も
の
な
く
は
折
々
は
ぬ
け
て
も
宣
く
強
て
拙
き
を
出
す
の
は
体
裁
上

好
ま
し
か
ら
す
と
存
申
候

　

鷗
外
が
「
拙
き
を
出
す
の
は
体
裁
上
好
ま
し
か
ら
す
」
と
書
い
て
い
る
の

が
微
笑
ま
し
い
。

　

筆
者
と
し
て
は
、
案
山
子
の
句
と
、
種
干
す
翁
の
句
を
選
び
た
い
。
こ
れ

を
虚
子
が
選
べ
な
か
っ
た
こ
と
に
む
し
ろ
疑
問
を
感
じ
る
。

　

次
の
『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
十
』
を
見
る
と
虚
子
は
、六
句
中
二
句
「
切

株
の
～
」
と
「
行
く
秋
や
～
」

を
選
ん
だ
こ
と
が
判
る
。

『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
十
』　

題
「
行
秋
」　　
　
（
明
治
二
十
九
年
十
月
）

行
秋
を
し
ぐ
れ
か
け
た
り
法
隆
寺	

子
規

月
も
あ
り
黄
菊
白
菊
く
る
る
秋	

同

日
の
入
や
五
重
の
塔
に
残
る
秋	

漱
石

行
く
秋
を
す
う
と
ほ
う
け
し
薄
か
な	

同　

切
株
の
木
芙
蓉
（
ふ
よ
う
）
兀
と
し
て
秋
暮
れ
ぬ	

鷗
外

行
く
秋
や
で
ゞ
む
し
殻
の
中
に
死
す	

同

『
新
俳
句
』「
行
秋
」
に
ま
き
の
十
か
ら
十
六
句
掲
載

　
『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
十
一
』　

題
「
枯
菊
」　
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（
明
治
二
十
九
年
十
一
月
）

傘
さ
し
て
菊
の
枯
れ
た
る
日
和
か
な	

子
規

菊
枯
れ
て
松
の
緑
の
寒
げ
な
り	

同

も
た
れ
あ
ひ
て
花
乍
ら
菊
の
枯
れ
に
け
る	

鷗
外

山
茶
花
の
こ
ぼ
れ
け
り
菊
の
枯
る
ゝ
上
に	

同

六　

そ
の
他
の
鷗
外
句

①　

鷗
外
句
の
新
聞
『
日
本
』
掲
載
（
１
０
・
２
０
）

　

句
会
稿
１
０
７

　

日
時　

明
治
二
十
九
年
秋
（
鷗
外
参
加
）

　

會
者　

碧
梧
桐　

把
栗　

子
規　

鷗
外　

虚
子　

秋
竹　

露
月　

鳴
雪

　
　

落
水

水
落
す
音
に
寝
心
よ
き
夜
か
な	
鷗
外

く
た
び
れ
た
音
や
山
田
の
落
と
し
水	
子
規

　
　

鐘

野
分
す
る
夜
寺
僮
鐘
樓
に
上
り
ゆ
く	

鷗
外

（『
日
本
』
掲
載
）

腹
に
ひ
ゞ
く
夜
寒
の
鐘
や
法
隆
寺	

子
規

　
　

名
月　
　
　
　

名
月
の
樓
に
女
の
声
す
な
り	

鷗
外

名
月
の
こ
よ
ひ
き
か
ば
や
鉢
叩
き	

子
規

明
治
二
十
九
年
十
月
二
十
日
、
新
聞
日
本
に
鷗
外
句
が
他
の
人
々
と
共
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
事
前
の
子
規
庵
の
句
会
に
鷗
外
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。（
句
会
稿
１
０
７
）

　
　
　

②　

苦
木
虎
雄
『
鷗
外
研
究
年
表
・
明
治
２
９
年
』（「
こ
の
夏
作
る
」）

夕
立
や
ほ
つ
り
〳
〵
と
石
の
上	

鷗
外

③　
『
や
ま
と
琴
』
掲
載
句
（『
鷗
外
全
集
・
十
九
巻
「
俳
句
」』

菊
枯
れ
て
梔
黄
ば
む
か
き
根
か
な	

鷗
外

菊
枯
れ
て
し
ば
し
花
壇
の
別
れ
か
な	

同

枯
菊
や
籠
花
活
の
蜘
蛛
の
い
と	

同

　
　
　
（『
や
ま
と
琴
』
第
五
調
に
三
句
載
る　

明
２
９
・
１
２
）

写
生
句
に
手
応
え
を
感
じ
て
、
他
の
俳
誌
に
も
掲
載
し
た
と
思
わ
れ
る
。

蚊
に
な
る
や
荇
（
あ
さ
ゞ
）
の
上
の
羽
つ
く
ろ
ひ	

　
　

鷗
外

栴
檀
は
仏
師
か
宿
の
蚊
遣
か
な	

　
　

同

（『
や
ま
と
琴
』
第
十
二
調
に
二
句
載
る　

明
３
０
・
７
）

七　

子
規
の
鷗
外
擁
護
（「
松
羅
玉
液
」）

鷗
外
漁
史
、
一
言
を
発
す
れ
ば
衆
口
一
斉
に
之
れ
を
攻
撃
す
、
是
あ
な
が

ち
に
其
説
の
誤
れ
る
を
駁
す
と
い
ふ
に
は
あ
ら
で
、
只
鷗
外
は
生
意
気
な
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り
、
や
つ
ヽ
け
ろ
〳
〵
と
い
ふ
が
如
き
観
無
き
に
あ
ら
ず
。
吾
無
学
に
し

て
其
説
の
可
否
を
判
ず
る
に
苦
し
む
と
雖
も
し
か
も
其
無
学
な
る
吾
等
に

さ
へ
筋
も
理
屈
も
な
き
攻
撃
と
思
は
る
ゝ
も
の
少
な
か
ら
ず
（
略
）
屁
鉾

文
学
者
は
己
の
無
能
を
あ
ら
は
さ
じ
と
て
却
っ
て
鷗
外
の
名
を
成
し
た

り
。
あ
ら
笑
止　
　
　
（「
松
羅
玉
液
」
明
治
２
９
・
５
・
１
８
）

　

鷗
外
へ
の
攻
撃
が
よ
ほ
ど
激
し
か
っ
た
の
か
、子
規
が
擁
護
に
ま
わ
っ
て
い
る
。

八　

鷗
外
と
子
規
の
「
草
花
」

１　

鷗
外
年
譜
に
綴
る
花
の
名
前
（
明
治
三
十
一
年
）

＊
こ
の
年
鷗
外
の
日
記
に
「
花
の
名
前
」
が
頻
出
す
る
。

子
規
と
の
二
年
余
り
の
俳
句
交
流
に
よ
っ
て
、
身
の
ま
わ
り
の
何
気
な
い
草

花
に
も
命
が
あ
り
、
そ
の
生
き
る
姿
を
写
生
す
る
こ
と
が
俳
句
そ
の
も
の
の

表
現
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
軍
医
と
し
て
、

職
業
と
し
て
戦
う
鷗
外
に
、
草
花
を
見
つ
め
、
草
花
と
対
話
す
る
こ
と
で
、

草
花
が
潤
い
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
奇
し
く
も
こ
の
年
、

子
規
も
ま
た
「
小
園
の
記
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
二
巻
一
号
）、「
吾
が
幼
時
の

美
感
」（『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
二
巻
三
号
）
を
発
表
し
て
い
る
の
で
、
期
せ
ず
し

て
二
人
の
気
持
ち
が
共
に
草
花
に
深
く
魅
せ
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

１　

大
森
の
梅
開
く
と
聞
く
。	

二
月
二
日
（
水
）

２　

向
島
の
梅
の
開
く
と
聞
く
。	

四
日
（
金
）

３　

吾
家
後
園
の
梅
も
亦
数
枝
綻
び
初
め
た
り
。	

四
日
（
金
）

４　

後
園
の
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
花
開
く	

三
月
十
七
日
（
木
）

５　

椿
開
く
。	

二
十
一
日
（
月
）

６　

連
翹
開
く
。	

二
十
二
日
（
火
）

７　

木
蘭
開
く
。	

三
十
日
（
水
）

８　

桃
、
木
瓜
（
ボ
ケ
）、
早
桜
開
く
。	

四
月
一
日
（
金
）

９　

秋
花
の
種
子
を
下
す
。	

七
日
（
木
）

10　

棣
棠
開
く
。	

十
日
（
日
）

11　

海
棠
（
カ
イ
ド
ウ
）
開
く
。	

十
三
日
（
水
）

12　

花
壇
を
ひ
ろ
む
。	

十
六
日
（
土
）

13　

石
楠
花
（
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
）
開
く
。	

十
八
日
（
月
）

14　

躑
躅
（
ツ
ツ
ジ
）
開
く
。	

二
十
五
日
（
月
）

15　

桐
、
藤
の
花
開
く
。		

五
月
十
日
（
火
）

16　

卯
花
開
く
。	

十
四
日
（
土
）

17　

菖
蒲
、
白
及
び
華
開
く
。	

十
六
日
（
月
）

18　

萱
草
（
カ
ン
ゾ
ウ
・
忘
れ
草
）
開
く
。	

二
十
日
（
金
）

19　

罌
粟
（
ケ
シ
）、
銭
葵
開
く
。	

二
十
一
日
（
土
）

20　

や
ぐ
る
ま
草
開
く
。	

二
十
三
日
（
日
）

21　

小
桜
草
開
く
。	

二
十
四
日
（
火
）

22　

鉄
線
花
開
く
。	

二
十
九
日
（
日
）
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23　

玟
瑰
（
ハ
マ
ナ
ス
）、
あ
ら
せ
い
（
ス
ト
ッ
ク
の
和
名
）

　
　

開
く	

三
十
一
日
（
火
）

24　

葵
、
凌
霄
葉
蓮
（
ノ
ウ
ゼ
ン
ハ
レ
ン
・
ナ
ス
タ
チ
ュ
ウ
ム
）

　
　

沢
桔
梗
、
せ
ん
の
う
等
開
く
。	

六
月
八
日
（
水
）

25　

玉
簪
（
タ
マ
ノ
カ
ン
ザ
シ
）
開
く
。	

十
一
日
（
土
）

26　

金
糸
桃
（
ビ
ヨ
ウ
ヤ
ナ
ギ
）
開
く
。	

二
十
二
日
（
水
）

27　

鉄
砲
百
合
開
く
。	

二
十
五
日
（
土
）

28　

萱
草
、
桔
梗
、「
ダ
リ
ア
ス
」、
薊
（
ア
ザ
ミ
）	

　
　

罌
粟
（
ケ
シ
）
開
く
。	

七
月
三
日
（
月
）　　
　
　
　
　
　
　

29　

百
日
草
開
く
。	

六
日
（
水
）

30　

み
そ
は
ぎ
開
く
。	

十
二
日
（
火
）

31　

石
竹
、
お
い
ら
ん
草
、
凌
霄
（
ノ
ウ
ゼ
ン
）、
孔
雀
草

　
　

射
干
（
ヒ
オ
ウ
ギ
）、
敗
醤
（
は
い
し
ょ
う
・
オ
ミ
ナ
エ
シ
）

　
　

等
開
く
。	

十
七
日
（
日
）

32　

百
日
紅
（
サ
ル
ス
ベ
リ
）
開
く
。	
二
十
二
日
（
金
）

33　

お
し
ろ
い
開
く
。	
二
十
三
日
（
土
）

34　

朝
顔
、
縷
紅
（
ル
コ
ウ
ソ
ウ
）
開
く
。	

二
十
七
日
（
水
）

35　

百
合
開
く
。	

三
十
日
（
土
）

36　

紅
蜀
葵
（
モ
ミ
ジ
ア
オ
イ
）
開
く
。	

八
月
五
日
（
金
）

37　

萩
開
く
。	

二
十
日
（
土
）

38　

芙
蓉
開
く
。	

二
十
一
（
日
）

39　

向
日
葵
開
く
。	

九
月
八
日
（
木
）

（
カ
タ
カ
ナ
読
み
筆
者
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

鷗
外
は
以
上
約
５
０
種
余
り
の
花
の
名
前
を
日
々
の
日
記
に
記
し
、
そ
の

開
花
に
心
と
き
め
い
た
年
で
あ
っ
た
。

　

石
川
淳
は
、「
余
事
な
が
ら
、
鷗
外
に
は
花
卉
草
木
の
愛
に
憑
か
れ
て

い
る
一
面
が
あ
っ
た
。
前
に
「
園
芸
小
考
」（
明
治
二
十
九
年
）
が
あ
り
、

後
に
「
田
楽
豆
腐
」（
大
正
元
年
）
が
あ
る
。
随
筆
に
「
サ
フ
ラ
ン
」（
大

正
三
年
）
が
あ
る
。」（
石
川
淳
『
森
鷗
外
』
近
代
作
家
研
究
叢
書
・
昭

１
６
・
１
１
・
３
０
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

鷗
外
が
草
花
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
こ
の
時
期
、
子
規
も
ま
た
草
花
に

関
し
て
『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
に
同
年
十
月
、
著
名
な
「
小
園
の
記
」、
そ
し
て

十
二
月
に
は
「
吾
幼
時
の
美
感
」
を
発
表
す
る
。

２　

鷗
外
の
庭
（
長
男
・
於
菟
の
証
言
）

私
の
父
は
草
花
を
好
ん
だ
。
そ
れ
を
花
壇
や
温
室
を
つ
く
ら
ず
、
種
子

を
蒔
け
ば
芽
を
出
し
花
を
つ
け
る
も
の
を
自
然
の
ま
ヽ
に
生
ひ
立
た
せ

た
。
し
お
ん
、
と
ら
の
を
、
女
郎
花
、
お
し
ろ
い
花
に
矢
車
草
、
乃
至

鳳
仙
花
、
葉
鶏
頭
な
ぞ
が
主
な
る
も
の
で
、
こ
と
に
秋
草
の
さ
か
り
の

頃
に
は
、
二
十
坪
ほ
ど
の
後
庭
は
色
と
り
ど
り
の
花
に
埋
め
ら
れ
て
美

し
か
っ
た
。

（
森
於
菟
『
木
芙
蓉
』
昭
１
１
・
９
・
１
６　

時
潮
社
）

　

３　

子
規
の
「
小
園
の
記
」

我
に
二
十
坪
の
小
園
あ
り
。（
略
）一
年
軍
に
従
ひ
て
金
州
に
渡
り
し
が
、
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其
帰
途
病
を
得
て
須
磨
に
故
郷
に
思
は
ぬ
日
を
費
や
し
半
年
を
経
て
家

に
帰
り
著
き
し
時
は
秋
ま
さ
に
暮
れ
ん
と
す
る
頃
な
り
。（
略
）
あ
り

ふ
れ
た
る
此
花
、
狭
く
る
し
き
此
の
庭
が
斯
く
迄
人
を
感
ぜ
せ
し
め
ん

と
は
嘗
て
思
ひ
よ
ら
ざ
り
き
。（
略
）
今
小
園
は
余
が
天
地
に
し
て
草

花
は
余
が
唯
一
の
詩
料
と
な
り
ぬ
。（
略
）

　

従
軍
に
よ
っ
て
家
を
離
れ
、お
よ
そ
八
ヶ
月
余
り
を
経
て
帰
宅
し
た
子
規
は
、

初
め
て
庭
の
あ
り
ふ
れ
た
草
花
の
魅
力
に
気
が
付
く
。
鷗
外
が
「
発
句
始
」（
明

治
二
十
九
年
一
月
）
で
最
初
に
子
規
庵
を
お
と
ず
れ
た
の
は
子
規
が
そ
の
よ
う

な
心
情
を
持
ち
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
冬
枯
れ
の
頃
で
あ
っ
て
も
、
子
規
が
そ

の
小
さ
な
庭
の
、
様
々
な
草
花
と
丁
寧
に
向
き
合
っ
て
、
写
生
説
の
基
盤
と
し

て
い
る
現
実
を
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
軍
人
で
あ
る
鷗
外
に
と
っ
て
、
そ
の
視

点
は
こ
れ
ま
で
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
だ
か
ら

こ
そ
鷗
外
は
子
規
に
草
花
の
種
を
贈
り
、
ま
た
自
分
の
家
に
も
二
十
坪
ほ
ど
の

草
園
を
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
鷗
外
の
裏
庭
も
、
子
規
の
庭
も
共
に
二
十
坪
の

草
園
、
と
一
致
し
て
い
る
。

去
年
の
春
彼
岸
や
ゝ
過
ぎ
し
頃
と
覚
ゆ
、
鴎
外
漁
史
よ
り
草
花
の
種
幾

袋
贈
ら
れ
し
を
直
に
蒔
き
つ
け
し
が
、
百
日
草
の
外
は
何
も
生
え
ず
し

て
や
み
ぬ
。
中
に
も
葉
鶏
頭
を
ほ
し
か
り
し
を
い
と
口
を
し
く
思
ひ
し

が
、
何
と
か
し
け
ん
今
年
夏
の
頃
、
怪
し
き
芽
を
あ
ら
は
し
ゝ
者
あ
り
。

去
年
葉
鶏
頭
の
種
を
埋
め
し
あ
た
り
な
れ
ば
必
定
そ
れ
な
め
り
と
竹
を

立
て
ゝ
大
事
に
育
て
し
に
果
し
て
二
葉
よ
り
赤
き
色
を
見
せ
ぬ
。
嬉
し

く
て
あ
た
り
の
昼
照
草
な
ど
引
き
の
け
や
う
〳
〵
尺
余
り
に
な
り
し
頃

野
分
荒
れ
し
か
ば
こ
れ
ば
か
り
気
遣
ひ
し
に
、
思
ひ
の
外
に
萩
は
折
れ

て
葉
鶏
頭
は
少
し
傾
き
し
ば
か
り
な
り
。
扶
け
起
し
て
竹
杖
に
し
ば
り

な
ど
せ
し
か
ば
恙
な
く
て
今
は
二
尺
ば
か
り
に
な
り
ぬ
。
痩
せ
て
よ
ろ

〳
〵
と
し
な
が
ら
猶
燃
ゆ
る
が
如
き
紅
、
し
だ
れ
て
い
と
う
つ
く
し
。

（『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
二
巻
一
号
・
明
３
１
・
１
０
・
１
０
）

＊
「
小
園
の
記
」
は
写
生
文
の
最
初
の
も
の
と
し
て
評
価
が
高
い
が
、
鷗
外

と
の
細
や
か
な
草
花
の
交
流
か
ら
誕
生
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
語
ら
れ

る
こ
と
が
な
い
。

４　

子
規
「
吾
が
幼
時
の
美
感
」

…
…
幼
時
よ
り
客
観
美
に
感
じ
易
か
り
し
吾
は
我
家
の
、
一
と
し
て
美

と
す
べ
き
者
無
き
を
見
て
心
に
楽
し
ま
ず
、（
略
）
常
に
他
人
の
身
の

上
の
妬
ま
し
く
感
ぜ
ら
れ
ぬ
。
ひ
と
り
造
化
は
富
め
る
者
に
私
ぜ
ず
、

我
が
家
を
め
ぐ
る
百
歩
ば
か
り
の
庭
園
は
雑
草
雑
木
四
時
芳
芬
を
吐
い

て
不
幸
な
る
貧
兒
を
憂
鬱
よ
り
救
は
ん
と
す
。
花
は
何
々
ぞ
。

百
年
を
過
ぎ
た
桜
の
大
木
、
桜
の
下
に
八
重
の
花
石
榴
、
暗
き
所
に
木

瓜
。
椿
、つ
つ
じ
、白
丁
、サ
フ
ラ
ン
、黄
水
仙
、玉
簪
花
、ア
ヤ
メ
、シ
ャ

ガ
。
自
分
で
土
手
よ
り
掘
り
来
た
蘭
、
山
吹
と
石
蕗
。
北
側
に
芍
薬
一

本
、
八
車
、
孔
雀
草
、
天
竺
牡
丹
、
昼
照
草
、
丁
字
草
、
薄
荷
、
西
は
畠
。

東
に
花
シ
ャ
ウ
ブ
、
ト
リ
カ
ブ
ト
、
桃
の
若
木
、
無
花
果
の
下
に
萱
草
、
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小
菊
一
う
ね
、
猿
丸
と
は
赤
く
て
花
の
多
く
つ
く
菊
な
り
。（
略
）

花
は
我
が
世
界
に
し
て
草
花
は
我
が
命
な
り
。
幼
き
時
よ
り
今
に
至
る

迄
野
辺
の
草
花
に
伴
ひ
た
る
一
種
の
快
感
は
時
と
し
て
吾
を
神
な
ら
し

め
ん
と
す
る
事
あ
り
。
殊
に
怪
し
き
は
我
が
故
郷
の
昔
の
庭
園
を
思
ひ

出
す
時
、
先
ず
我
が
眼
に
浮
ぶ
者
は
、
絢
爛
た
る
桜
に
も
あ
ら
ず
、
妖

冶
（
よ
う
や
）
た
る
芍
薬
に
も
あ
ら
ず
、
溜
壺
に
近
き
一
う
ね
の
豌
豆

と
蚕
豆
（
空
豆
）
の
花
咲
く
景
色
な
り
。
如
何
な
る
故
か
自
ら
知
ら
ず
。

若
し
ち
ひ
さ
き
神
の
此
の
花
に
宿
り
て
吾
を
な
や
ま
し
た
ま
ふ
ら
ん
。

い
と
お
ぼ
つ
か
な
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
ほ
と
ゝ
き
す
』
二
巻
三
号
・
明
３
１
・
１
２
・
１
０
）

＊
子
規
は
「
草
花
は
我
が
命
な
り
」
と
言
い
、
ま
た
「
百
歩
ば
か
り
の
庭
園

は
雑
草
雑
木
四
時
芳
棼
を
吐
い
て
不
幸
な
る
貧
兒
を
憂
鬱
よ
り
救
は
ん
と

す
」
と
記
し
て
い
る
が
、
鷗
外
も
又
、
草
花
を
植
え
て
そ
の
成
長
、
開
花

の
う
れ
し
さ
を
日
記
に
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
草
花
に
救
わ
れ
る
こ
と
の

あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鷗
外
の
句
が
子
規
の
写

生
句
に
近
づ
い
て
行
く
の
は
、
こ
う
し
た
草
花
の
美
し
さ
、
愛
し
さ
「
自

然
」
の
四
季
の
運
行
の
不
思
議
さ
に
気
が
つ
い
た
か
ら
で
は
、
と
想
像
さ

れ
る
。

○　

俳
誌
『
ほ
と
ゞ
す
』
東
京
発
行
と
な
る

明
治
三
十
一
年
十
月
十
日
、
高
浜
虚
子
が
発
行
人
と
な
り
、
俳
句
雑
誌

『
ほ
と
ゝ
ぎ
す
』
が
東
京
で
発
行
さ
れ
る
。
こ
の
時
虚
子
が
柳
原
極
堂

か
ら
簡
単
に
引
き
受
け
て
子
規
を
驚
か
せ
た
が
、
鷗
外
の
年
譜
を
み
る

と
明
治
三
十
一
年
五
月
八
日
に
、
虚
子
が
観
潮
楼
を
訪
れ
、
鶴
田
禎
治

郎
、
牧
山
健
吉
、
大
村
西
崖
、
鷗
外
の
弟
篤
次
郎
と
と
も
に
『
め
さ
ま

し
草
』
の
校
正
を
し
て
い
る
の
で
、
虚
子
は
こ
う
し
た
経
験
か
ら
雑
誌

発
行
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

九　

鷗
外
の
子
規
評
価
（「
鷗
外
漁
史
と
は
誰
ぞ
」）

　

明
治
三
十
三
年
一
月
一
日
福
岡
日
日
新
聞
に
「
鷗
外
漁
史
と
は
誰
ぞ
」
が
掲

載
さ
れ
る
。
こ
こ
で
鷗
外
は
「
今
日
の
文
壇
は
露
伴
等
の
時
代
に
比
す
れ
ば
、

末
流
文
壇
で
あ
る
」
と
手
厳
し
く
評
し
た
が
、
子
規
だ
け
は
評
価
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

今
の
文
壇
と
い
う
も
の
は
、
鷗
外
陣
亡
（
う
ち
じ
に
）
の
後
に
立
っ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
前
か
ら
名
の
聞
え
て
居
た
人
の
、
猶
そ
の
間
に
雑
つ
て
活

動
し
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
彼
ほ
と
と
ぎ
す
の
子
規
の
み
で
あ
ろ
う
。

あ
る
人
が
か
つ
て
俳
諧
は
普
遍
の
徳
が
あ
る
と
か
云
つ
た
が
、
子
規
の
一

派
の
永
く
活
動
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
普
遍
の
徳
に
で
も
基
い
て
居
る
も

の
で
あ
ろ
う
。（
略
）

明
治
の
聖
代
に
な
っ
て
か
ら
以こ

の

還か
た

、
分
明
に
前
人
の
跡
を
踏
ま
な
い
文
章

が
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
世
に
至
っ
て
も
争
う
も
の
は
あ
る
ま
い
。
露
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明治三十年前後に於ける鷗外の俳句作風

伴
の
如
き
が
、
そ
の
作
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
後
人
が

認
め
る
で
あ
ろ
う
。（
略
）
ま
た
前
に
挙
げ
た
紅
葉
等
の
諸
家
と
俳
諧
で

の
子
規
と
の
如
き
は
、
才
の
長
短
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
中
に
は
余
の
敬
服
す

る
所
の
も
の
が
あ
る
。

（「
鷗
外
漁
史
と
は
誰
ぞ
」
福
岡
日
日
新
聞　

明
３
３
・
１
・
１
）

　

こ
こ
で
鷗
外
は
「
前
か
ら
名
の
聞
え
て
い
た
人
の
、
猶
そ
の
間
に
雑
じ
つ
て

活
動
し
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
彼
ほ
と
と
ぎ
す
の
子
規
の
み
で
あ
ろ
う
」
と

云
っ
て
い
る
が
こ
の
文
章
の
全
半
に
「
明
治
の
時
代
中
あ
る
短
日
月
の
間
、
文

章
と
い
え
ば
、
作
に
露
伴
紅
葉
四
迷
篁
村
緑
雨
美
妙
が
あ
っ
て
、
評
に
逍
遥
鷗

外
が
あ
る
な
ど
と
云
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、「
前
か
ら

名
の
聞
こ
え
て
い
た
人
」
は
こ
の
自
分
自
身
も
含
め
た
八
人
を
指
す
。
そ
し
て

明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
の
寵
児
と
し
て
文
壇
を
風
靡
し
た
こ
れ
ら
の
人
々
も

あ
っ
と
い
う
間
に
、
次
の
世
代
の
人
々
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
名
を
聞
く
こ
と

も
な
い
と
い
う
文
壇
の
流
行
の
移
り
変
わ
り
の
激
し
さ
、
む
な
し
さ
を
実
感
す

る
。
そ
の
中
で
俳
句
の
子
規
の
み
が
活
動
し
て
い
る
の
は
、
本
人
の
能
力
、
才

能
ば
か
り
で
は
な
く
、
俳
句
に
あ
る
「
普
遍
の
徳
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う

と
云
っ
て
い
る
の
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。「
普
遍
の
徳
」
に
つ
い
て
鷗
外
は
「
あ

る
人
が
か
つ
て
云
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
に
前
述
し
た
「
文
海
の

藻
屑
」
で
鷗
外
が
引
用
し
て
い
る
各
務
支
考
の
『
俳
諧
十
論
』（
享
保
四
）
に

「
俳
諧
の
徳
」
が
あ
り
、「
天
理
に
従
う
べ
き
こ
と
を
説
く
」（『
俳
文
学
大
辞
典
』）

と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
子
規
の
「
写
生
」
と
も
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
鷗
外
は
子

規
と
の
俳
句
実
作
の
交
流
の
中
で
、体
得
し
た
実
感
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

十　

小
倉
日
記
に
記
す
鷗
外
の
俳
句

　

鷗
外
は
、
明
治
三
十
二
年
六
月
八
日
、
一
時
は
「
退
役
も
決
意
し
た
」
と
さ

れ
る
小
倉
に
赴
任
す
る
。
左
遷
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
「
小
倉
日
記
」
に

は
六
十
二
句
の
俳
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
俳
句
の
特
徴
は
日
々
の
風

景
や
感
興
を
日
記
の
一
部
と
し
て
句
に
書
き
と
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下

に
そ
の
様
子
を
見
た
い
。

　
　
　

○　

夢
成
ら
ず
蚊
張
近
く
聞
く
雨
の
音

＊
八
月
三
十
一
日
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
失
意
の
中
を
小
倉
に
赴
任
し
て

初
め
て
の
句
。
鷗
外
の
孤
独
感
が
率
直
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
誰
に
も
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
人
生
の
失
意
と
孤
独
に
さ

り
げ
な
く
寄
り
添
う
一
句
と
な
っ
て
い
る
。

「
芭
蕉
野
分
し
て
盥
に
雨
を
聴
夜
哉
」
の
芭
蕉
句
が
思
い
出
さ
れ
、
不
遇
な

文
人
の
孤
独
も
連
想
さ
れ
る
。
か
つ
て
鷗
外
は
千
駄
木
に
引
っ
越
し
た
時
、

ま
ず
最
初
に
庭
の
隅
に
芭
蕉
の
木
を
二
本
植
え
た
こ
と
を
明
治
二
十
五
年
九

月
十
八
日
の
日
記
に
記
し
て
い
る
。（
季
語
・
蚊
張
・
夏
）

　
　
　

○　

菊
畑
や
暮
れ
の
こ
る
白
の
と
こ
ろ
〳
〵

（
子
規　

参
考
句
「
月
も
あ
り
黄
菊
白
菊
暮
る
ゝ
秋
」）
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（『
め
さ
ま
し
草
・
ま
き
の
十
』、

	
	

『
日
本
』・「
俳
句
二
十
四
體
」・「
音
調
體
」）

＊
十
月
二
十
三
日
の
日
記
。「
借
家
後
圃
の
菊
咲
き
始
め
る
。
南
の
縁
先
に
座
っ

て
日
暮
れ
を
迎
え
、
一
句
を
得
る
」
と
あ
る
。

菊
の
畑
と
云
う
こ
と
は
、
花
屋
に
出
回
る
い
ろ
い
ろ
の
色
の
菊
を
広
範
囲
に

栽
培
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
夕
暮
れ
に
そ
の
辺
り
を
通
る
と
、
紫
や
赤
の

菊
は
す
で
に
闇
に
紛
れ
て
い
る
が
、
白
い
菊
だ
け
は
と
こ
ろ
〳
〵
に
ふ
ん
わ

り
と
、
夕
闇
の
忘
れ
も
の
の
よ
う
に
浮
か
ん
で
い
る
。
一
読
し
て
誰
に
で
も

そ
の
情
景
が
浮
か
ぶ
写
生
句
で
、
夕
暮
れ
の
本
意
を
描
い
て
美
し
い
句
で
あ

る
。（
季
語
・
菊
・
秋
）

ま
た
、「
一
句
を
得
る
」、と
い
う
表
現
に
も
注
目
し
た
い
。「
作
る
」と
は
言
っ

て
い
な
い
。

　
　
　

○　

縁
の
戸
や
こ
と
り
〳
〵
雪
の
よ
も
す
が
ら

（
子
規　

参
考
句
「
侘
び
ぬ
れ
ば
田
螺
鳴
く
な
り
夜
も
す
が
ら
」）　　

＊
一
月
六
日
の
日
記
。「
雪
降
る
。
夜
に
入
つ
て
、
地
上
に
積
も
る
」。

雪
降
る
夜
、
時
々
風
が
吹
く
ら
し
く
縁
側
の
戸
が
こ
と
り
〳
〵
と
鳴
る
、
ま

る
で
雪
が
戸
を
た
た
く
よ
う
に
。
そ
の
静
け
さ
。
子
規
句
の「
侘
び
ぬ
れ
ば
」

に
共
感
し
な
が
ら
、
空
想
の
俳
諧
季
語
「
田
螺
鳴
く
」
を
、
同
じ
聴
覚
で
も
、

本
来
音
を
吸
い
取
る
と
さ
れ
る
雪
が
、音
を
発
し
て
戸
を
た
た
く
と
し
て
今
、

こ
こ
、
を
詠
む
実
感
の
一
句
と
し
て
い
る
。（
季
語　

雪
・
冬
）

子
規
の
句
は
、
新
聞
「
日
本
」
に
掲
載
の
「
俳
句
二
十
四
體
・
雅
樸
體
」（
明

治
２
９
・
１
・
２
４
）
の
巻
頭
例
句
。
鷗
外
は
「
俳
句
二
十
四
體
」
を
読
ん
で

い
る
こ
と
を
書
簡
で
子
規
に
告
げ
て
い
る
。

　
　
　

○　

海
き
ら
〳
〵
帆
は
紫
に
霞
け
り

（
子
規　

参
考
句
・
き
ら
〳
〵
と
鳥
の
飛
び
ゆ
く
春
日
か
な
）

「
俳
句
二
十
四
體
・
即
景
體
」）・

＊
三
月
十
六
日
の
日
記
。「
京
都
を
出
発
、
西
に
下
る
。
春
の
気
配
が
す
る
。

明
石
で
一
句
作
る
。」

き
ら
き
ら
輝
く
波
頭
、「
帆
は
紫
に
霞
け
り
」
の
詩
的
表
現
。
見
て
感
じ
る

実
感
の
強
さ
が
あ
る
。（
季
語
・
霞
・
春
）

　
　
　

○　

筆
と
れ
ば
若
葉
の
影
す
紙
の
上

＊
五
月
九
日
の
日
記
。「
終
日
家
居
。
新
来
の
書
籍
を
読
み
、
書
状
の
整
理
を

す
る
。」

若
葉
と
云
え
ば
戸
外
、
手
許
の
紙
の
上
に
若
葉
を
感
じ
る
句
は
非
常
に
珍
し

く
新
鮮
。（
季
語
・
若
葉
・
夏
）

　
　
　

○　

花
蜘
蛛
の
軒
に
幾
日
さ
み
た
る
ゝ

＊
七
月
七
日
の
日
記
「
夕
方
よ
り
ま
た
大
雨
と
な
る
。（
略
）
俳
句
五
句
を
得

て
日
記
に
録
す
。」
の
中
の
一
句
。
五
日
程
雨
が
続
い
て
い
る
。
花
蜘
蛛
は

女
郎
蜘
蛛
か
、
美
し
く
糸
を
張
っ
て
、
美
し
い
体
で
獲
物
を
待
つ
が
長
雨
で

す
る
こ
と
も
な
い
、自
ら
の
無
聊
を
仮
託
し
て
面
白
く
表
現
し
て
い
る
。（
季
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語
・
五
月
雨
・
夏
）

　
　
　

○　

昼
寝
せ
ん
け
ふ
も
隣
の
い
と
車

＊
七
月
十
五
日
の
日
記
「
雨
。
昨
日
と
同
じ
よ
う
な
天
気
で
、う
っ
と
う
し
い
。

こ
の
頃
、隣
家
か
ら
い
と
車
の
音
が
絶
え
ず
聞
こ
え
る
。
よ
う
す
を
聞
く
と
、

親
戚
の
目
の
不
自
由
な
女
の
人
が
寄
寓
し
て
、
糸
を
つ
む
い
で
い
る
の
だ
と

い
う
。
一
句
を
得
て
記
録
す
る
。」
糸
車
の
音
を
拒
む
の
で
は
な
く
、
生
活

の
一
断
片
と
受
け
い
れ
て
俳
句
に
ま
と
め
て
い
る
。
日
常
的
に
俳
句
を
続
け

る
こ
と
で
次
第
に
心
が
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。（
季
語
・

昼
寝
・
夏
）

　
　
　

○　

日
は
あ
か
〳
〵
し
し
ょ
う
り
ょ
う
と
ん
ぼ
身
を
繞
る

＊
十
一
月
七
日
、
手
帳
に
書
き
と
め
て
あ
っ
た
も
の
十
七
句
を
ま
と
め
て
記
録

し
て
い
る
中
の
一
句
。

精
霊
蜻
蛉
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
か
〳
〵
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風
」
の　

芭
蕉
句
を
連
想
さ
せ
る
。
残
暑
の
太
陽
は
ま
だ
あ
か
〳
〵
と
照
り
付
け
て
い

る
が
、
そ
の
夕
映
え
の
中
を
精
霊
と
ん
ぼ
が
飛
ん
で
き
て
身
の
周
り
を
め
ぐ

り
、
秋
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
だ
。（
季
語
・
と
ん
ぼ
・
秋
）・

　
終
わ
り
に

　

子
規
は
か
つ
て
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
が
極
限
と
な
り
、
俳
句
は
明
治
に
滅
び

る
と
語
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
鷗
外
は
、
俳
句
は
日
常
的
な
「
俗
談
平
話
」
か

ら
詩
材
を
と
り
、「
汎
通
の
詩
性
」
を
持
ち
込
む
事
が
で
き
る
の
で
滅
び
る
こ

と
は
な
い
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
俗
語
を
日
常
に
求
め
詩
語
と
し
て
高

め
る
そ
の
方
法
が
写
生
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鷗
外
は
こ
の
「
滅
び
な
い
」
と

い
う
俳
句
に
対
す
る
信
頼
を
も
っ
て
、
子
規
と
俳
句
を
「
少
し
し
て
見
た
」
の

だ
ろ
う
。
子
規
の
到
達
点
は
写
生
で
あ
り
、
写
生
は
「
一
寸
浅
薄
の
よ
う
に
見

え
て
も
、
深
く
味
へ
ば
味
は
ふ
程
変
化
が
多
く
趣
味
が
深
い
。
写
生
は
平
淡
で

あ
る
代
わ
り
に
、
さ
る
仕
損
ひ
は
無
い
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
平
淡
の
中
に
至

味
を
寓
す
る
も
の
に
至
っ
て
は
、そ
の
妙
実
に
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
」

（「
病
牀
六
尺
」『
日
本
』
明
３
５
・
６
・
２
６
）
と
云
う
。
鷗
外
の
俳
句
は
自
ら

が
「
文
海
の
藻
屑
」
で
述
べ
た
理
論
の
実
践
あ
ろ
う
。
し
か
し
や
っ
て
見
る
と

難
し
い
。
か
の
鷗
外
が
子
規
と
そ
の
俳
句
に
対
し
て
、
全
く
非
難
せ
ず
評
価
し

て
い
る
の
は
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
子
規
の
絶
え
ざ
る
試
行
錯

誤
に
対
す
る
評
価
と
、
後
に
は
「
平
淡
の
中
に
至
味
を
寓
す
る
」
写
生
句
を
あ

る
程
度
理
解
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
至
味
」
は
「
こ
の
上
も
な
い

良
い
味
、
ま
た
は
そ
の
も
の
」
と
さ
れ
る
の
で
、
写
生
は
単
な
る
写
生
で
は
な

く
、
こ
の
上
も
な
い
「
味
わ
い
」、「
趣
」、「
感
動
」、
な
ど
の
、
心
の
表
現
を

も
寓
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

鷗
外
の
作
品
を
辿
る
と
初
期
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
俳
句
を
、
胸
中
の

苦
渋
の
発
露
と
し
て
捉
え
て
い
た
観
が
あ
る
の
に
対
し
、
子
規
と
の
交
流
を
経

験
し
て
以
後
、
写
生
句
が
増
え
て
く
る
に
従
い
明
ら
か
に
味
わ
い
深
い
佳
句
が

生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
す
る
。
特
に
明
治
三
十
二
年
以
降
の
小
倉

時
代
の
句
に
感
銘
深
い
も
の
が
あ
る
。
鷗
外
も
ま
た
子
規
と
の
交
流
の
中
で
、
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子
規
の
辿
り
着
い
た
「
平
淡
の
な
か
に
至
味
を
遇
す
る
写
生
」
の
境
地
に
辿
り

着
こ
う
と
歩
み
続
け
、
変
化
し
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（
終
）
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Mori Ogai’s Haiku style around 1897 
―through interaction with Masaoka Shiki

NEMOTO,	Ayako

Haiku	by	Mori	Ogai	 is	not	so	 famous	now,	however	Masaoka	Shiki	recognized	him	as	

one	of	the	greatest	Haiku	poet	at	the	time.	Mori	Ogai	stepped	up	as	Haiku	poet	by	three	

significant	interactions	with	Masaoka	Shiki.	At	first,	he	attended	a	Haiku	party	at	Shiki-an	

in	January	3rd,	1896.	Masaoka	Shiki	and	Mori	Ogai	and	Natsume	Soseki,	who	were	great	

literally	figures	in	Meiji-era,	gathered	at	the	party.	Secondary,	he	interacted	with	Shiki’s	

Haiku	party	on	Haiku	magazine	called	“Mesamashi-kusa”,	which	 issued	by	him.	Finally,	

He	and	Masaoka	Shiki	expressed	strong	interest	in	plants	and	flowers	in	1898.

This	paper	explains	these	three	interactions	and	introduces	details	drawing	books	written	

by	Mori	Ogai	and	Masaoka	Shiki.


