
は
じ
め
に

『
花
供
養
』
は
京
都
芭
蕉
堂
主
が
芭
蕉
追
善
に
刊
行
し
た
俳
諧
選
集
で
、
天
明

六
年
（
一
七
八
六
）
か
ら
明
治
期
に
至
る
ま
で
確
認
さ
れ
る
。
句
は
全
国
か
ら

寄
せ
ら
れ
、
時
代
ご
と
の
各
地
方
の
蕉
門
系
俳
人
の
多
寡
や
入
集
し
た
俳
人
名

か
ら
そ
の
人
脈
が
窺
え
る
な
ど
、
当
時
の
蕉
門
系
俳
壇
の
推
移
を
辿
る
の
に
格

好
の
資
料
と
い
え
よ
う
。

収
録
さ
れ
た
句
群
に
も
興
味
深
い
点
が
存
在
す
る
が
、
な
か
で
も
次
の
句
群

が
注
目
さ
れ
る
。

・
『
花
供
養
』
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）

月

一

つ

残

し

て

寒

し

ち

る

さ

く

ら

節
之

・
『
花
供
養
』
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）

お

く

山

の

椿

流

れ

て

水

ぬ

る

む

湖
水

・
『
花
供
養
』
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

山

の

梅

雪

お

し

わ

け

て

咲

に

け

り

梅
里

・
『
北
山
華
供
養
』
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）

鴬

や

愛

宕

の

雪

も

消

え

ぬ

う

ち

両
川

句
の
詳
細
は
省
く
が
、
こ
れ
ら
は
「
季
重
な
り
」
と
さ
れ
る
作
品
で
あ
り
、

現
代
俳
句
で
は
忌
避
さ
れ
る
句
法
に
他
な
ら
な
い
。
季
重
な
り
と
は
一
句
中
に

複
数
の
季
語
を
詠
ん
だ
句
を
指
す
が
、『
花
供
養
』
に
は
江
戸
期
か
ら
明
治
初
期

に
至
る
ま
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

現
在
、
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

（
注
１
）

で
は
『
花
供
養
』
を
網
羅
的
に
調
査
し

（『
北
山
華
供
養
』
は
除
く
）、
体
系
的
な
再
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
作
業
を

通
じ
て
い
か
な
る
諸
相
が
判
明
す
る
か
、
そ
の
一
端
を
季
重
な
り
に
注
目
す
る

こ
と
で
検
証
す
る
と
と
も
に
、
現
代
俳
句
と
異
な
る
認
識
が
明
治
期
に
存
在
し

た
こ
と
を
考
察
し
た
い
。

１

季
重
な
り
に
対
す
る
認
識
（
現
代
）

ま
ず
、
現
代
俳
句
に
お
け
る
季
重
な
り
の
定
義
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

一
句
の
中
に
季
語
が
二
つ
以
上
重
な
る
こ
と
を
い
う
。
俳
句
が
季
語
を

通
し
て
特
定
の
季
節
の
感
動
を
詠
む
極
め
て
短
い
詩
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

季
重
な
り
は
基
本
的
に
好
ま
し
く
な
い
。
そ
う
で
な
く
と
も
短
い
一
句
の

中
で
、
季
節
へ
の
感
動
が
分
散
し
散
漫
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（『
現
代
俳
句
大
事
典
』〔
三
省
堂
、
平
成
17
・
11
・
20
〕「
季
重
な
り
」
項
。

執
筆
者
、
岩
岡
中
正
）
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「
一
句
の
中
に
季
語
が
二
つ
以
上
重
な
る
」
の
が
季
重
な
り
で
あ
り
、
忌
避
さ

れ
る
理
由
と
し
て
は
「
短
い
一
句
の
中
で
、
季
節
へ
の
感
動
が
分
散
し
散
漫
に

な
り
か
ね
な
い
」（『
現
代
俳
句
大
事
典
』）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
季
重
な
り
を

戒
め
る
理
由
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

俳
句
に
は
、
一
句
の
中
に
季
語
を
一
つ
入
れ
る
約
束
が
あ
り
ま
す
。（
略
）

季
語
は
、
春
、
夏
、
秋
、
冬
、
新
年
の
天
象
、
地
象
か
ら
動
植
物
、
生
活
文

化
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
あ
り
、
俳
句
を
作
る
と
き
一
句
の
中
心
に
な
る

も
の
で
す
。
正
岡
子
規
は
「
季
語
の
連
想
力
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
十
七
文

字
と
い
う
短
い
詩
の
世
界
が
、
広
い
外
界
を
獲
得
す
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。（『
俳
句
技
法
入
門
』〔
飯
塚
書
店
、
平
成
４
・
11
・
30
〕「
季
語
（
季

題
）」
項
）

「
俳
句
に
は
、
一
句
の
中
に
季
語
を
一
つ
入
れ
る
約
束
」
が
存
在
し
、
そ
し
て

季
語
は
「
一
句
の
中
心
」
と
な
る
た
め
「
一
句
＝
一
季
語
」
が
「
約
束
」
で
あ

る
と
い
う
。
同
語
反
復
に
近
い
説
明
で
あ
る
が
、
こ
の
発
想
の
源
流
と
し
て
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
正
岡
子
規
（
慶
応
３
〔
一
八
六
七
〕
〜
明
治
35
〔
一

九
〇
二
〕）
で
あ
り
、
次
は
『
俳
句
技
法
入
門
』
が
参
照
し
た
子
規
の
一
文
で
あ

る
。・

此
（
＝
季
語
、
引
用
者
注
）
連
想
あ
り
て
、
始
め
て
十
七
字
の
天
地
に
無
限

の
趣
味
を
生
ず
。（
子
規
「
俳
諧
大
要
」『
日
本
新
聞
』
明
治
28
・
10
・
27
）

・
四
季
の
題
目
は
、
一
句
中
に
一
つ
づ
ゝ
あ
る
者
と
心
得
て
詠
み
こ
む
を
可
と

す
。（「
俳
諧
大
要
」『
日
本
新
聞
』
明
治
28
・
11
・
１
）

「
季
語
」
は
「
連
想
」
を
有
し
、
僅
か
の
字
数
で
言
外
に
「
無
限
の
趣
味
」
を

発
生
さ
せ
る
た
め
に
短
詩
型
俳
句
に
お
い
て
有
利
で
あ
り
、
そ
の
季
語
を
効
果

的
に
用
い
る
に
は
「
一
句
中
に
一
つ
」
で
良
い
、
と
彼
は
説
い
た
の
で
あ
る
。

入
門
書
類
は
「
一
句
＝
一
季
語
」
の
根
拠
と
し
て
こ
の
子
規
の
一
節
を
あ
げ
る

場
合
が
多
く
、
現
代
俳
句
が
そ
の
俳
句
観
の
源
流
を
子
規
に
求
め
て
い
る
こ
と

が
窺
え
よ
う

（
注
２
）

。

し
か
し
、「
一
句
＝
一
季
語
」
は
江
戸
期
俳
諧
に
も
「
約
束
」
で
あ
っ
た
わ
け

で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
江
戸

中
期
の
与
謝
蕪
村
は
季
重
な
り
を
意
図
的
に
詠
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
季
節
の
う

つ
ろ
い
や
あ
わ
い
を
表
現
す
る
た
め
の
技
法
で
あ
っ
た

（
注
３
）

。
次
に
あ
げ
る
の
は
蕪
村

の
季
重
な
り
句
で
あ
る
。

（
例
）
梅

咲

い

て

小

さ

く

な

り

ぬ

雪

丸

げ梅
（
春
）・
雪
（
冬
）

（
例
）
初

雪

や

消

れ

ば

ぞ

又

草

の

露

初
雪
（
冬
）・
露
（
秋
）

梅
の
咲
く
春
に
は
雪
だ
る
ま
も
溶
け
て
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と

い
う
一
句
目
は
「
梅
（
春
）
・
雪
丸
げ
（
冬
）」
を
併
用
す
る
こ
と
で
冬
か
ら
春

に
至
る
う
つ
ろ
い
を
表
現
し
た
作
品
で
あ
る
。
ま
た
二
句
目
は
、
冬
の
初
雪
が

草
に
降
り
つ
も
っ
た
が
溶
け
て
晩
秋
の
露
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

冬
か
ら
再
び
晩
秋
に
戻
っ
た
よ
う
だ
、
と
い
う
季
の
あ
わ
い
を
詠
ん
だ
句
で
あ

っ
た

（
注
４
）

。
先
学
は
、
江
戸
期
に
は
季
節
の
推
移
や
あ
わ
い
を
詠
ん
だ
季
重
な
り
が

多
々
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
季
重
な
り
は
明
治
期
に
も
依
然
詠
ま
れ
続
け
て
い
た
。
そ
の
一
例

が
先
の
『
花
供
養
』
明
治
三
年
版
で
あ
る
が
、
実
際
は
『
花
供
養
』
の
み
の
特

徴
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
俳
人
達
に
一
般
的
な
句
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
現
代
さ

ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
俳
人
達
と
は
子
規
に
「
月
並
」（
常
識
と
類
型
に
頼
っ
た
句
）
と
称
さ
れ

た
俳
諧
宗
匠
達
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
主
宰
俳
誌
等
に
投
句
し
た
人
々
で
あ
る
。

そ
れ
は
俳
誌
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
類
題
句
集
（
季
語
別
に
例
句
を
列
挙
し
た

句
集
）
や
句
作
入
門
書
等
に
も
季
重
な
り
は
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

た
。本

稿
は
季
重
な
り
が
ど
の
時
期
か
ら
否
定
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

俳
人
達
が
そ
れ
を
主
唱
し
た
か
と
い
っ
た
こ
と
を
問
う
以
前
に
、
近
現
代
俳
句
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の
源
流
と
さ
れ
る
子
規
と
同
時
代
に
季
重
な
り
句
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
り
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
季

感
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
を
試
み
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

２

季
重
な
り
に
対
す
る
認
識
（
明
治
）

「
月
並
」
の
季
重
な
り
を
具
体
的
に
分
析
す
る
前
に
、
明
治
期
「
月
並
」
に
お

い
て
季
重
な
り
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
た
い
。

季
重
な
り
を
判
別
す
る
に
は
、
詠
み
こ
ま
れ
た
季
語
が
「
季
語
」

（
注
５
）

と
し
て
認
知

さ
れ
て
い
た
か
否
か
の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
季
寄
（
四
季
ご

と
に
季
語
を
分
類
し
た
俳
書
）
や
類
題
句
集
等
に
お
け
る
季
語
の
立
項
の
有
無

を
調
査
す
る
こ
と
で
そ
の
傾
向
は
窺
え
る
が
、
一
方
で
「
月
並
」
句
に
は
著
名

な
季
語
を
使
用
し
た
季
重
な
り
が
多
数
存
在
し
て
お
り
、
詳
細
な
検
討
を
加
え

ず
と
も
季
重
な
り
と
判
断
し
う
る
作
品
が
多
く
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

先
ほ
ど
『
花
供
養
』
所
収
の
季
重
な
り
を
あ
げ
た
が
、
そ
れ
ら
に
詠
ま
れ
た

の
も
代
表
的
な
季
語
で
あ
っ
た
。

月

一

つ

残

し

て

寒

し

ち

る

さ

く

ら
（
文
化
二
）

※
月
（
秋
）・
寒
し
（
冬
）・
さ
く
ら
（
春
）

お

く

山

の

椿

流

れ

て

水

ぬ

る

む
（
文
化
六
）

※
椿
（
春
）・
水
ぬ
る
む
（
春
）

山

の

梅

雪

お

し

わ

け

て

咲

に

け

り
（
明
治
三
）

※
梅
（
春
）・
雪
（
冬
）

鴬

や

愛

宕

の

雪

も

消

え

ぬ

う

ち

（『
北
山
華
供
養
』
明
治
一
五
）
※
鴬
（
春
）・
雪
（
冬
）

こ
れ
ら
は
類
題
句
集
等
で
ほ
ぼ
立
項
さ
れ
て
お
り
、
一
例
に
『
明
治
新
八
百

題
』（
行
庵
洒
雄
選
、
温
故
堂
、
明
治
一
一
）
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

花

も

実

も

備

は

る

月

の

一

夜

か

な

（「
月
」
項
）

梅

な

ど

も

咲

て

日

並

の

寒

さ

か

な

（「
寒
」
項
）

花

と

見

し

は

雪

雲

と

見

し

は

桜

か

な

（「
花
雪
」
項
）

月

雪

も

し

た

し

み

ぶ

り

や

玉

椿

（「
椿
」
項
）

二

筋

に

わ

か

れ

て

水

の

温

み

け

り

（「
水
温
」
項
）

梅

は

や

き

在

所

や

雪

の

こ

ゝ

か

し

こ

（「
梅
」
項
）

花

と

見

る

ば

か

り

に

雪

の

降

る

日

か

な

（「
雪
」
項
）

鴬

の

は

や

来

た

跡

は

垣

の

雪

（「
鴬
」
項
）

句
の
詳
細
は
省
く
が
、
各
季
語
が
単
独
に
立
項
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

よ
っ
て
先
述
の
『
花
供
養
』
句
群
も
季
重
な
り
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
ま
た
、『
明
治
新
八
百
題
』
の
よ
う
な
類
題
句
集
が
季
重
な
り
を
多
く
掲
載
し

て
い
る
点
に
、
現
代
と
異
な
る
「
季
語
」
の
認
識
が
窺
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

子
規
が
「
四
季
の
題
目
は
、
一
句
中
に
一
つ
づ
ゝ
あ
る
者
と
心
得
て
詠
み
こ

む
を
可
と
す
」（
前
掲
「
俳
諧
大
要
」）
と
述
べ
た
後
に
出
版
さ
れ
た
類
題
句
集

『
古
今
俳
諧
発
句
万
代
集
』（
弘
文
館
、
明
治
30
・
12
・
16
）
に
も
、
季
重
な
り

は
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。

梅

を

出

て

柳

に

入

る

や

夷

舞

ひ

さ
ら
ば

（
春
、「
夷
舞
」
部
）

紅

葉

よ

り

あ

か

く

て

そ

れ

も

若

楓

梅
室

（
秋
／
夏
、「
若
楓
」
部
。
梅
室
は
江
戸
後
期
の
著
名
俳
人
）

秋

風

に

巻

葉

折

ら

る

ゝ

は

せ

を

哉

凡
兆

（
秋
、「
芭
蕉
」
部
。
凡
兆
は
芭
蕉
門
の
俳
人
）

蝶

に

あ

ふ

日

も

あ

る

旅

の

小

春

か

な

梅

（
春
／
冬
、「
小
春
」
部
）

句
の
詳
細
は
省
く
が
、
明
治
期
の
句
と
江
戸
期
の
古
句
と
を
織
り
ま
ぜ
な
が

ら
、
梅
室
や
凡
兆
等
の
著
名
俳
人
の
季
重
な
り
を
多
数
例
示
す
る
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
、
季
重
な
り
は
当
時
の
句
作
入
門
書
に
も
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

散

か

ゝ

る

梅

に

ひ

か

ん

の

入

日

哉

蘆
帆
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『
発
句
独
案
内
』（
金
川
書
店
、
明
治
28
・
11
・
27
、
31
頁
）

散

か

ゝ

る

梅

に

彼

岸

の

入

日

哉

芦
帆

『
発
句
作
法
案
内
』（
積
善
館
、
明
治
29
・
10
・
１
、
１
０
２
頁
）

両
書
は
句
作
の
要
点
を
初
心
者
向
け
に
ま
と
め
た
俳
書
で
、
子
規
が
（
前
掲
）

と
述
べ
た
頃
と
同
時
期
の
出
版
で
あ
る
。
散
り
か
か
る
梅
花
に
彼
岸
（
春
）
の

入
日
が
あ
り
が
た
く
照
り
映
え
る
、
と
い
う
引
用
句
は
と
も
に
「
梅
」
項
に
あ

げ
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
明
治
期
の
類
題
句
集
や
入
門
書
等
に
お
い
て
、
季
重
な
り
が
か
く
も

散
見
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

「
季
重
な
り
」
と
い
う
語
は
、
近
代
に
使
用
さ
れ
始
め
た
と
い
う
先
学
の
指
摘

が
あ
る

（
注
６
）

。
加
え
て
そ
れ
は
否
定
す
べ
き
句
法
と
い
う
意
で
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、

も
し
季
語
を
複
数
詠
ん
だ
句
を
無
条
件
に
季
重
な
り
と
す
れ
ば
、
先
述
の
句
群

は
全
て
季
重
な
り
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、『
現
代
俳
句
大
事
典
』
等
の
よ
う
な
意
味
で
の
季
重
な
り
を
「
月
並
」

俳
人
達
が
ど
の
程
度
意
識
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
『
発
句
作
法

案
内
』
の
よ
う
な
入
門
書
に
季
重
な
り
が
例
示
さ
れ
た
当
時
、
そ
れ
は
忌
避
す

べ
き
句
法
で
は
な
く
、
ま
た
類
題
句
集
等
に
お
け
る
広
範
な
例
示
か
ら
す
れ
ば

か
え
っ
て
見
慣
れ
た
句
法
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

近
現
代
俳
句
は
「
一
句
＝
一
季
語
」
の
源
流
を
子
規
に
求
め
る
傾
向
が
強
い

た
め
、
明
治
期
以
降
は
季
重
な
り
が
否
定
さ
れ
た
と
捉
え
が
ち
で
あ
る
が
、
明

治
期
に
も
季
重
な
り
は
多
数
存
在
し
て
い
た
。
現
代
と
明
治
期
で
は
季
語
に
対

す
る
認
識
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
、
す
な
わ
ち
「
月
並
」
に
お
い
て
は
季
重

な
り
に
対
す
る
意
識
自
体
が
希
薄
な
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
季
重
な
り
に
否
定
的

な
意
も
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
明
治
期
「
月
並
」

に
季
重
な
り
が
多
い
一
因
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
そ
れ
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
句
で
あ
っ
た
の
か
。

３

明
治
期
の
季
重
な
り
（
同
季
）

ま
ず
は
夏
の
同
季
の
季
重
な
り
か
ら
見
て
い
き
た
い
（
以
下
の
引
用
句
は
、

子
規
が
批
判
し
た
宗
匠
達
の
俳
書
・
俳
誌
に
記
載
さ
れ
た
作
品
）。

鴬

も

老

ひ

け

り

梅

も

実

に

な

り

て

琴
塘

（『
明
治
新
撰
俳
諧
一
万
集
』
博
文
館
、
明
治
24
・
11
・
17
、
18
頁
）

麗
ら
か
な
鳴
き
声
で
春
を
告
げ
た
鴬
も
夏
に
な
れ
ば
そ
の
声
は
衰
え
、
数
多

の
花
に
先
が
け
て
花
開
い
た
梅
も
夏
に
は
実
の
み
と
な
っ
た
と
い
う
句
で
、
春

の
「
鴬
・
梅
」
が
夏
に
は
「
老
ひ
け
り
・
実
に
な
り
て
」
と
か
わ
り
果
て
る
さ

ま
が
「
も
」
で
強
調
さ
れ
て
お
り
、
季
節
の
推
移
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
る
。

次
は
春
の
季
語
を
三
個
重
ね
た
例
で
あ
る
。

梅

に

あ

け

柳

に

く

れ

て

春

の

月

開
化

（『
俳
諧
黄
鳥
集
』
11
号
、
明
治
25
・
３
、
６
頁
ウ
）

梅
を
愉
し
む
（
梅
に
朝
日
が
射
す
）
こ
と
か
ら
一
日
が
始
ま
り
、
柳
を
眺
め

て
（
柳
に
夕
陽
が
さ
す
）
一
日
を
終
え
た
後
、
夜
空
に
は
春
月
が
架
か
っ
て
い

る
と
い
う
句
で
あ
る
。「
梅
（
朝
）
―
柳
（
夕
）
―
春
の
月
（
夜
）」
と
一
日
の

推
移
を
季
語
を
並
べ
て
詠
む
と
同
時
に
、
春
に
は
一
日
の
内
に
か
く
も
風
流
な

景
物
が
並
ん
で
い
る
こ
と
を
機
知
的
に
詠
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
と
同
趣
向
の
句
が
同
雑
誌
に
載
っ
て
い
る
。

梅

に

は

れ

柳

に

降

て

春

の

雨

孝
齊

（
同
右
、
５
頁
ウ
）

梅
に
は
降
ら
な
い
が
柳
に
は
降
る
、
そ
れ
こ
そ
春
雨
の
情
緒
で
あ
る
、
と
い

う
句
意
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
は
こ
れ
ら
の
よ
う
に
季
語
を
三
個
用
い
た
句
は
散

見
さ
れ
、
次
も
そ
の
例
で
あ
る
。

梅

咲

ぬ

う

く

ひ

す

も

啼

け

此

長

閑

甚
一

（『
俳
諧
明
倫
雑
誌
』
３
編
、
明
治
14
・
１
、
18
頁
上
段
）

春
を
告
げ
る
梅
が
よ
う
や
く
咲
き
、
春
の
気
分
を
一
層
確
か
な
も
の
に
さ
せ
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る
に
は
鴬
も
啼
い
て
ほ
し
い
、
い
か
に
も
春
ら
し
い
こ
の
長
閑
な
日
に
、
と
い

う
句
で
あ
る
。
春
の
深
ま
り
を
望
む
心
情
を
「
梅
・
鴬
・
長
閑
」
と
戯
れ
の
よ

う
に
続
け
ざ
ま
に
詠
ん
だ
趣
向
で
あ
る
。

次
に
、
秋
の
季
重
な
り
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

し

ら

萩

や

し

ほ

る

ヽ

迄

は

露

も

花

一
心

（『
俳
諧
鴨
川
集
』
２
号
、
明
治
27
・
10
、
９
頁
）

萩
の
枝
葉
が
萎
れ
る
ま
で
は
う
ね
る
枝
葉
に
置
く
露
も
花
同
様
の
美
し
さ
で

あ
る
と
い
う
句
で
あ
り
、
次
も
同
趣
向
の
句
で
あ
る
。

を

く

露

も

花

の

数

な

り

月

の

は

き

世
外

（『
俳
諧
芭
蕉
の
露
』
１
号
、
明
治
26
・
１
、
19
頁
上
段
）

月
光
に
照
ら
さ
れ
た
萩
の
夜
露
も
花
と
し
て
数
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
輝
き
を

放
つ
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
「
萩
・
露
」
は
実
際
に
は
和
歌
以
来
の
趣
向
に
沿
っ

て
い
る
。

折

り

て

見

ば

落

ち

ぞ

し

ぬ

べ

き

秋

萩

の

枝

も

た

わ

わ

に

お

け

る

白

露

詠
人
不
知

（『
古
今
和
歌
集
』）

歌
の
詳
細
は
省
く
が
、「
萩
・
露
」
の
連
想
は
江
戸
期
俳
諧
に
も
連
綿
と
継
承

さ
れ
、
芭
蕉
も
「
白
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
萩
の
う
ね
り
か
な
」
と
詠
む
な
ど
類
型
と

し
て
定
着
し
て
お
り
、
先
の
二
句
は
「
萩
・
露
」
の
類
型
を
な
ぞ
っ
た
句
と
い

え
よ
う
。

ま
た
「
露
」
は
、「
月
見
」
と
も
併
用
さ
れ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

瓢

箪

に

露

の

置

ま

て

月

見

可

南

藤
岨

（『
俳
諧
鴨
東
新
誌
』
86
号
、
明
治
25
・
12
、
４
頁
オ
上
段
）

身

は

露

に

濡

た

も

知

ら

ぬ

月

見

哉

一
壷

（
前
掲
『
俳
諧
鴨
川
集
』
２
号
、
12
頁
）

持
参
し
た
瓢
箪
に
露
が
置
く
ほ
ど
に
月
を
長
ら
く
眺
め
た
こ
と
だ
、
と
い
う

一
句
目
、
わ
が
身
が
夜
露
に
濡
れ
た
の
も
気
づ
か
な
い
ほ
ど
に
月
見
を
し
て
い

た
こ
と
だ
、
と
い
う
二
句
目
で
あ
る
。「
月
見
」
は
そ
れ
な
り
の
時
間
を
有
す
る

と
は
い
え
、「
露
の
置
／
身
は
露
に
濡
た
」
ほ
ど
微
動
だ
に
し
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
を
「
露
の
置
ま
で
．
．

／
身
は
露
に
濡
た
も
知
ら
ぬ

．
．
．
．

（
ほ
ど
に
）」「
月
」

に
魅
入
っ
て
い
た
と
ひ
ね
る
こ
と
で
風
流
心
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

「
月
並
」
俳
誌
に
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
季
重
な
り
が
多
数
見
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。春

風

や

梅

の

香

お

く

る

庭

の

面

も

規
矩
雄

（
前
掲
『
明
治
新
撰
俳
諧
一
万
集
』、
10
頁
上
段
）

暑

き

日

の

蟻

さ

へ

這

は

ぬ

岩

の

上

米
華

（
前
掲
『
俳
諧
鴨
川
集
』
２
号
、
20
頁
）

眼

に

添

ふ

や

萩

も

す

ヽ

き

も

月

の

草

友
山

（
前
掲
『
俳
諧
芭
蕉
の
露
』
１
号
、
16
頁
）

比

良

は

雪

堅

田

は

小

春

日

和

哉

（『
俳
諧
鴨
東
新
誌
』
85
号
、
明
治
25
・
11
、
７
頁
ウ
下
段
）

（
注
７
）

句
の
詳
細
は
省
く
が
、
こ
れ
ら
か
ら
は
明
治
期
の
宗
匠
達
が
現
代
と
異
な
る

季
感
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
期
の
季
重
な
り
に
は
注
目
す
べ
き
特
徴
が
存
在
す
る
。
四

季
で
多
数
を
占
め
る
の
は
春
で
、
ま
た
同
季
よ
り
他
季
の
季
重
な
り
が
顕
著
に

見
ら
れ
、
中
で
も
圧
倒
的
多
数
が
「
冬
／
春
」
の
季
重
な
り
で
あ
る
点
に
他
な

ら
な
い
。４

明
治
期
の
季
重
な
り
（
他
季
）

な
ぜ
「
冬
／
春
」
の
季
重
な
り
が
多
数
な
の
か
。
一
因
と
し
て
、
和
歌
以
来

の
定
型
表
現
に
沿
っ
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
和
歌
に
お
け
る
冬

と
春
の
あ
わ
い
の
表
現
は
、「
雪
／
梅
・
鴬
・
霞
」
等
で
詠
ま
れ
続
け
た
類
型
で
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あ
っ
た
。

梅

の

花

そ

れ

と

も

見

え

ず

久

方

の

あ

ま

ぎ

る

雪

の

な

べ

て

ふ

れ

れ

ば

詠
人
不
知

（『
古
今
和
歌
集
』、
梅
／
雪
）

春

き

ぬ

と

人

は

い

へ

ど

も

鴬

の

な

か

ぬ

か

ぎ

り

は

あ

ら

じ

と

ぞ

思

ふ

壬
生
忠
岑

（『
古
今
和
歌
集
』、
立
春
と
鴬
の
到
来
の
ず
れ
）

梅

が

枝

に

鳴

き

て

う

つ

ろ

ふ

鴬

の

は

ね

白

た

へ

に

あ

わ

雪

ぞ

降

る

詠
人
不
知

（『
新
古
今
和
歌
集
』、
梅
・
鴬
／
淡
雪
）

吉

野

山

雪

は

降

り

つ

つ

春

霞

立

つ

は

春

日

の

野

辺

に

ぞ

あ

り

け

る

凡
河
内
躬
恒

（『
躬
恒
集
』、
山
の
雪
／
野
辺
の
春
霞
）

雪
の
降
り
し
き
る
中
、
百
花
に
先
が
け
「
梅
」
は
花
咲
き
、
か
す
か
に
春
の

訪
れ
を
感
じ
さ
せ
る
（
一
首
目
）。
そ
し
て
春
の
到
来
は
「
鴬
」
の
声
に
よ
っ
て

極
ま
る
の
で
あ
る
（
二
首
目
）。
よ
う
や
く
訪
れ
た
「
鴬
」
が
、「
梅
が
枝
」
を

移
り
な
が
ら
声
を
響
か
せ
る
早
春
に
空
か
ら
舞
い
降
り
る
の
は
「
あ
わ
雪
」
で

あ
り
（
三
首
目
）、
ま
た
深
山
に
雪
は
降
り
つ
つ
も
野
辺
に
は
す
で
に
春
霞
が
立

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
（
四
首
目
）。
古
来
よ
り
和
歌
は
冬
に
春
を
待
ち
望
み
、

春
に
至
っ
て
冬
の
名
残
を
認
め
る
季
感
を
濃
厚
に
保
持
し
続
け
、
ま
た
そ
の
表

現
を
洗
練
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
季
節
の
あ
わ
い
の
感
覚
は
、
江
戸
期
俳
諧
に
お
い
て
も
類
型
で

あ
っ
た
。

薄

雪

や

梅

の

際

ま

で

下

駄

の

跡

魚
日

（『
続
猿
蓑
』
元
禄
11
〔
一
六
九
八
〕）

鴬

の

雪

踏

落

す

垣

穂

か

な

一
桐

（『
猿
蓑
』
元
禄
４
〔
一
六
九
一
〕）

時
な
ら
ぬ
春
雪
が
降
り
、
足
跡
が
雪
に
残
る
の
も
厭
わ
ず
「
梅
」
の
様
子
を

気
遣
っ
て
「
際
ま
で
」
確
か
め
に
い
っ
た
と
い
う
魚
日
句
、
ま
た
春
を
告
げ
る

「
鴬
」
が
「
雪
」
を
踏
み
落
と
す
と
し
た
一
桐
句
は
、
と
も
に
冬
と
春
と
の
あ
わ

い
を
生
か
し
た
趣
向
と
い
え
る

（
注
８
）

。

こ
の
「
冬
／
春
」
の
あ
わ
い
を
詠
む
趣
向
は
、
明
治
期
も
強
い
規
範
と
な
っ

て
句
作
に
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
た
の
で
は
な
い
か
。

春

風

に

い

つ

ま

て

栗

の

か

れ

葉

哉

蝶
夢

（
前
掲
『
発
句
独
案
内
』
19
頁
、
前
掲
『
発
句
作
法
指
南
』
97
頁
）

蝶
夢
は
江
戸
中
期
の
俳
人
で
あ
り
、
世
は
「
春
風
」
に
満
ち
て
い
る
の
に

「
い
つ
ま
で
」
も
残
る
「
栗
の
か
れ
葉
（
冬
）」
よ
、
と
い
う
句
で
あ
る
。
入
門

書
に
こ
の
よ
う
な
季
重
な
り
が
例
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
時
の
俳
誌
に
は

「
冬
／
春
」
の
季
重
な
り
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く

は
共
通
し
た
趣
向
に
沿
っ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
は
「
冬
に
春
を
待
ち

望
む
」
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

梅

迄

は

春

の

来

て

あ

り

年

の

く

れ

長
洲

（『
風
雅
乃
栞
』
８
回
、
明
治
26
・
３
、
５
頁
上
段
）

世

の

外

の

春

を

待

ら

ん

鉢

叩

き

東
舟

（
前
掲
『
俳
諧
鴨
東
新
誌
』
86
号
、
２
頁
オ
）

花
を
咲
か
せ
る
「
梅
迄
は
」
春
が
訪
れ
た
が
、
他
は
寒
さ
の
厳
し
い
「
年
の

く
れ
」
の
ま
ま
で
あ
り
（
一
句
目
）、
ま
た
そ
の
よ
う
な
冬
に
あ
っ
て
、
人
外
の

世
間
に
身
を
置
く
「
鉢
叩
き
」
は
春
を
待
ち
か
ね
る
よ
う
に
瓢
箪
を
う
ち
鳴
ら

す
（
二
句
目
）
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
次
の
句
も
同
様
の
趣
向
で
あ
ろ
う
。

桜

は

と

思

ふ

日

和

や

小

六

月

波
正

（
前
掲
『
俳
諧
鴨
東
新
誌
』
86
号
、
巻
頭
）

初
冬
の
あ
る
日
の
暖
気
に
お
い
て
春
の
「
桜
」
へ
想
い
を
馳
せ
た
句
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
冬
に
春
を
待
ち
望
む
」
趣
向
は
季
語
を
変
奏
さ
せ
な
が
ら
繰
り

返
し
詠
ま
れ
て
お
り
、
次
は
冬
の
「
梅
」
か
ら
春
の
「
鴬
」
に
想
い
を
馳
せ
た
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句
で
あ
る
。

鶯

も

な

か

せ

て

見

た

し

室

の

梅

友
硯

（『
俳
諧
明
倫
雑
誌
』
１
５
８
号
、
明
治
29
・
11
、
９
頁
）

折
り
と
っ
た
梅
枝
を
室
内
で
活
け
て
野
外
の
梅
よ
り
早
く
咲
か
せ
る
の
が

「
室
の
梅
」
で
あ
る
が
、
一
足
早
く
冬
に
花
を
咲
か
せ
た
「
室
の
梅
」
を
見
る
に

つ
れ
て
「
鴬
」
の
声
ま
で
も
手
を
か
け
て
鳴
か
せ
た
い
と
い
う
句
で
あ
り
、
次

も
同
趣
向
で
あ
る
。

黄

鳥

に

便

り

を

し

た

し

冬

の

梅

踏
雲

（
前
掲
『
俳
諧
鴨
東
新
誌
』
86
号
、
３
丁
ウ
下
段
）

「
春
で
す
よ
、
早
く
そ
の
声
を
響
か
せ
て
下
さ
い
」
と
い
ま
だ
現
れ
な
い
鴬
に

手
紙
で
知
ら
せ
て
や
り
た
い
、
と
鶯
を
擬
人
化
し
て
穿
っ
た
作
品
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
待
ち
望
ん
だ
春
が
到
来
し
た
時
、
多
く
そ
の
喜
び
は
「
春
の
訪
れ
と

冬
の
名
残
」
と
い
う
趣
向
で
詠
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
「
冬
／
春
」
の
季
重
な

り
の
第
二
の
共
通
点
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
梅
」「
鴬
」「
霞
」
が
詠
ま
れ
て

い
る
。
ま
ず
、「
梅
」
を
見
て
み
よ
う
。

遠

山

の

ゆ

き

み

て

梅

の

笑

ひ

け

り

諏
訪

林
鶴
蔵

（『
俳
諧
正
風
雑
誌
』
５
号
、
明
治
27
・
３
、
24
頁
下
段
）

さ

つ

と

来

る

山

風

寒

し

梅

の

は

な

信
濃

篤
里

（『
俳
諧
正
風
雑
誌
』
５
号
、
14
頁
下
段
）

梅

か

香

や

寒

さ

の

の

こ

る

桶

の

底

新
川

四
葉

（『
俳
諧
新
報
』
１
号
、
明
治
12
・
１
、
10
頁
下
段
）

梅

か

香

や

地

ま

て

届

か

ぬ

庭

の

雪

下
総

以
兄

（『
俳
諧
新
報
』
２
号
、
明
治
12
・
２
、
８
頁
下
段
）

梅

か

香

や

今

朝

は

氷

ら

ぬ

硯

水

遠
江

雪
洲

（
前
掲
『
俳
諧
黄
鳥
集
』
11
号
、
５
頁
ウ
）

梅

咲

く

や

ま

た

降

る

雨

も

雪

ま

し

り

一
保

（
前
掲
『
俳
諧
明
倫
雑
誌
』
３
編
、
13
頁
上
段
）

梅

咲

く

や

軒

の

氷

柱

の

落

ち

る

音

近
江

江
月

（
前
掲
『
明
治
新
撰
俳
諧
一
万
集
』、
23
頁
下
段
）

「
遠
山
」
は
い
ま
だ
雪
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
麓
の
「
梅
」
は
す
で
に
花
を
咲

か
せ
て
い
る
（
一
句
目
）。
そ
れ
は
「
山
風
」
が
い
ま
だ
寒
い
時
候
で
あ
り
（
二

句
目
）、
ま
た
「
桶
の
底
」
に
「
寒
さ
」
の
残
る
早
春
で
も
あ
っ
た
（
三
句
目
）。

し
か
し
、「
梅
」
と
と
も
に
訪
れ
た
陽
春
に
お
い
て
「
硯
水
」
が
「
氷
」
る
こ
と

は
す
で
に
な
く
（
四
句
目
）、「
雪
」
は
「
雨
」
ま
じ
り
に
（
五
句
目
）、
あ
る
い

は
「
地
ま
で
届
か
ぬ
」
淡
雪
と
な
り
（
六
句
目
）、
そ
し
て
「
軒
の
氷
柱
」
は
音

を
立
て
て
「
落
ち
る
」
の
で
あ
る
（
七
句
目
）。

次
は
「
鴬
」
句
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

黄

鳥

の

来

て

ち

ら

し

け

り

庭

の

雪

糸
麿

（『
俳
諧
明
倫
雑
誌
』
１
６
０
号
、
明
治
29
・
１
、
11
頁
上
段
）

先
述
の
「
鴬
の
雪
踏
落
す
垣
穂
か
な
」（『
猿
蓑
』
所
収
）
と
類
想
の
作
品
で

あ
り
、「
ち
ら
し
け
り
」
と
い
う
ひ
ね
り
が
句
の
眼
目
と
い
え
る

（
注
９
）

。

そ
し
て
、
最
後
に
「
霞
」
の
例
句
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

雪

な

か

ら

春

た

つ

山

の

か

す

み

哉

柳
蛙

（
前
掲
『
俳
諧
明
倫
雑
誌
』
３
編
、
19
頁
上
段
）

雪

の

あ

る

山

を

つ

ヽ

み

て

霞

か

な

静
雅

（『
俳
諧
明
倫
雑
誌
』
１
５
７
号
、
明
治
28
・
10
、
10
頁
下
段
）

遠

山

は

ま

た

雪

な

か

ら

初

霞

酔
月

（
前
掲
『
俳
諧
鴨
東
新
誌
』
86
号
、
３
頁
ウ
）

遠

山

は

雪

未

た

し

ろ

き

か

す

み

哉

可
洗

（
前
掲
『
俳
諧
芭
蕉
の
露
』
１
号
、
15
頁
下
段
）

い
ず
れ
の
句
も
「
山
」
は
雪
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
「
霞
」
は
す
で
に
立
ち
は

じ
め
、
春
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
句
で
あ
る
。
明
治
期
「
月
並
」
に
お
い
て
、

「
梅
・
鴬
・
霞
」
は
冬
を
ふ
り
は
ら
っ
て
春
を
告
げ
る
代
表
的
な
季
語
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
趣
向
は
、
先
述
の
四
首
の
よ
う
な
和
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歌
が
連
綿
と
詠
み
続
け
た
類
型
に
沿
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
早
春
に
い
ま
だ
残
る
「
雪
」
は
春
が
深
ま
る
に
つ
れ
溶
け
ゆ
く

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

初

春

に

雪

の

達

磨

は

や

つ

れ

け

り

風
袋

（
前
掲
『
明
治
新
撰
俳
諧
一
万
集
』、
11
頁
下
段
）

青

柳

の

さ

ら

り

と

雪

を

ふ

る

ひ

鳧

祖
柏

（『
俳
諧
明
倫
雑
誌
』
１
５
８
号
、
明
治
29
・
11
、
16
頁
）

水

に

な

る

雪

や

椿

は

灯

を

と

も

す

万
籟

（
前
掲
『
発
句
独
案
内
』、
21
頁
）

初
春
を
迎
え
て
冬
の
「
雪
達
磨
」
は
小
さ
く
な
り
ゆ
き
（
一
句
目
、
先
述
の

蕪
村
句
と
同
趣
向
）、
ま
た
は
「
雪
」
が
「
青
柳
」
か
ら
「
さ
ら
り
」
と
溶
け
落

ち
（
二
句
目
）、
そ
し
て
「
椿
」
が
咲
き
誇
る
頃
に
は
「
水
」
と
な
る
の
で
あ
っ

た
（
三
句
目
）。

こ
の
よ
う
に
、「
冬
／
春
」
の
季
重
な
り
は
「
冬
に
春
を
待
ち
望
む
」「
春
の

訪
れ
と
冬
の
名
残
」
の
二
趣
向
に
沿
っ
て
ほ
ぼ
詠
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ら

は
和
歌
以
来
の
定
型
を
な
ぞ
ら
え
た
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

以
上
、「
月
並
」
に
お
け
る
季
重
な
り
の
特
徴
を
概
観
し
た
が
、
翻
っ
て
子
規

に
戻
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
は
そ
れ
ら
全
て
が
和
歌
に
遡
る
こ
と
の
可
能
な
「
月

並
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
否
定
す
べ
き
使
い
古
さ
れ
た
趣
向
で
あ
っ
た
た
め
、
毎

月
の
句
会
や
俳
誌
で
飽
か
ず
そ
れ
ら
の
類
型
を
詠
み
続
け
る
俳
人
を
「
月
並
」

と
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、
子
規
達
は
こ
の
よ
う
な
季
重
な
り
を
詠
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

５

子
規
達
の
季
重
な
り

結
論
か
ら
い
う
と
、
子
規
達
は
実
際
に
は
季
重
な
り
を
多
数
詠
ん
で
い
る
。

ま
ず
は
同
季
の
季
重
な
り
か
ら
見
て
み
よ
う
。

水

に

富

む

里

や

梅

有

柳

あ

り

樵
山

（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
３
号
、
明
治
30
・
３
、
17
頁
上
段
。
子
規
選
）

梅

桜

う

く

ひ

す

ひ

ば

り

野

は

広

し

濤
声

（
前
掲
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
３
号
、
21
頁
下
段
。
碧
梧
桐
選
）

「
梅
」
も
「
柳
」
も
乱
れ
咲
く
そ
の
さ
ま
は
、「
水
」
に
不
足
す
る
こ
と
の
な

い
豊
か
な
里
で
あ
る
こ
と
を
想
わ
せ
る
と
い
う
樵
山
句
、
早
春
の
梅
も
仲
春
の

桜
も
花
咲
い
て
い
る
上
に
鴬
や
雲
雀
ま
で
鳴
い
て
い
る
、
こ
れ
ら
が
一
堂
に
会

す
る
と
は
実
に
広
い
野
原
で
あ
る
、
と
い
う
濤
声
句
で
あ
る
。

青

薄

萩

の

若

葉

を

圧

す

べ

く

虚
子

（『
日
本
新
聞
』
明
治
29
・
７
・
10
）

五

月

雨

や

釣

鐘

覗

く

蝸

牛

啣
月

（『
日
本
新
聞
』
明
治
29
・
５
・
30
）

青
薄
が
萩
の
若
葉
を
圧
倒
す
る
か
の
よ
う
に
生
い
茂
り
は
じ
め
た
、
と
い
う

虚
子
句
、
じ
め
じ
め
と
し
た
五
月
雨
の
中
、
蝸
牛
が
釣
鐘
の
内
側
へ
這
お
う
と

し
て
い
る
と
い
う
啣
月
句
も
と
も
に
夏
の
季
重
な
り
で
あ
っ
た
。
次
に
秋
の
季

重
な
り
を
あ
げ
よ
う
。

鶏

頭

や

は

い

れ

ば

奧

は

黄

菊

白

菊

桃
雨

（『
日
本
新
聞
』
明
治
26
・
11
・
３
）

行

く

秋

や

紅

葉

の

中

の

一

軒

家

子
規

（『
日
本
新
聞
』
明
治
26
・
４
・
14
）

（
店
先
／
家
の
前
／
庭
先
に
は
）
鶏
頭
が
植
わ
っ
て
お
り
、
奧
に
は
丹
精
こ
め

て
作
ら
れ
た
黄
菊
白
菊
が
あ
る
と
い
う
桃
雨
句
、
そ
し
て
子
規
句
は
、
過
ぎ
ゆ

く
秋
、
見
れ
ば
赤
く
染
ま
っ
た
紅
葉
の
中
に
た
だ
一
軒
家
が
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。山

茶

花

や

日

南

に

氷

る

手

水

鉢

碧
梧
桐

（『
日
本
新
聞
』
明
治
28
・
12
・
１
）

煤

掃

や

き

の

ふ

も

け

ふ

も

雪

か

ふ

る

可
全
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（『
日
本
新
聞
』
明
治
26
・
12
・
24
）

と
も
に
冬
の
季
重
な
り
で
、
咲
き
誇
る
山
茶
花
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
手

水
鉢
が
南
向
き
に
も
関
わ
ら
ず
氷
っ
て
い
る
と
い
う
碧
梧
桐
句
、
外
は
昨
日
も

今
日
も
雪
が
降
り
つ
づ
け
、
こ
ち
ら
は
家
に
籠
も
っ
て
年
末
の
大
掃
除
を
し
て

い
る
こ
と
だ
と
い
う
可
全
句
で
あ
る
。

次
に
他
季
の
季
重
な
り
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
実
際
、
子
規
達
に
お
い
て
も
圧

倒
的
に
多
い
の
は
「
冬
／
春
」
の
季
重
な
り
で
あ
る
。

鴬

や

善

光

寺

い

ま

た

雪

の

中

其
朝

（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
２
号
、
明
治
30
・
２
、
21
頁
下
段
）

比

良

は

雪

唐

崎

青

し

初

か

す

み

瓢
亭

（『
新
俳
句
』
民
友
社
、
子
規
選
、
明
治
31
・
３
。「
霞
」
項
）

雪

や

ん

で

ほ

つ

と

木

陰

に

春

の

月

枝
英

（『
日
本
新
聞
』
明
治
29
・
５
・
２
）

谷

川

の

落

葉

古

り

に

し

春

の

水

李
坪

（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
２
号
、
明
治
30
・
２
、
18
頁
下
段
）

こ
ち
ら
で
は
鴬
が
鳴
い
て
い
る
が
、
山
深
い
信
州
の
善
光
寺
は
い
ま
だ
雪
に

覆
わ
れ
て
い
る
（
其
朝
句
）。
ま
た
、
比
良
山
に
お
い
て
は
雪
に
覆
わ
れ
て
い
る

が
麓
の
唐
崎
で
は
松
が
は
や
青
み
、
そ
の
山
と
麓
と
を
初
霞
が
包
み
こ
む
の
で

あ
っ
た
（
瓢
亭
句
）。
そ
し
て
雪
が
や
み
、
雲
間
か
ら
春
の
月
が
現
れ
た
時
、
木

陰
に
ぽ
っ
と
光
が
射
す
の
で
あ
り
（
枝
英
句
）、
あ
る
い
は
谷
川
に
落
葉
が
降
り

し
き
っ
た
の
も
去
年
の
こ
と
、
今
や
落
葉
は
朽
ち
は
て
、
川
に
は
春
の
水
が
流

れ
て
い
る
（
李
坪
句
）。

こ
の
よ
う
に
、
子
規
達
に
季
重
な
り
を
見
出
す
の
は
容
易
で
あ
っ
た
。
子
規

は
俳
論
で
「
四
季
の
題
目
は
、
一
句
中
に
一
つ
づ
ゝ
あ
る
者
と
心
得
て
詠
み
こ

む
」（
前
掲
「
俳
諧
大
要
」）
と
述
べ
た
が
、
実
際
に
は
季
重
な
り
を
多
数
詠
ん

で
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
論
と
作
品
が
一
致
し
な
い
子
規
達
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の

か
、
ま
た
彼
ら
が
批
判
し
た
「
月
並
」
句
の
季
重
な
り
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す

れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

宗
匠
達
の
俳
誌
等
に
お
け
る
季
重
な
り
は
、
多
く
が
和
歌
以
来
の
発
想
を
な

ぞ
る
内
容
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。「
月
並
」
に
季
重
な
り
が
多
い
一
因
と
し
て
、

明
治
期
に
は
和
歌
に
端
を
発
す
る
季
感
が
い
ま
だ
身
近
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
「
月
並
」
は
評
価
可
能
で
は
な
い
の
か
。
す
な

わ
ち
、
和
歌
以
来
の
類
型
表
現
を
明
治
期
俳
句
に
至
る
ま
で
保
存
し
続
け
た
の

が
「
月
並
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
定
型
で
あ
る
こ
と
自
体
に
価
値
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
子
規
が
宗
匠
達
へ
の
批
判
を
こ
め
た
「
月
並
」
と
い
う
符

丁
を
使
用
し
た
の
は
、
そ
れ
が
従
来
通
り
の
季
感
と
趣
向
を
遵
守
し
た
こ
と
に

価
値
が
存
在
す
る
と
見
な
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

同
時
に
、
子
規
達
に
も
「
月
並
」
同
様
の
季
重
な
り
は
存
在
し
て
お
り
、
ま

た
内
容
も
ど
の
程
度
の
相
違
が
あ
っ
た
か
は
疑
問
と
い
え
、
む
し
ろ
両
者
は
実

作
者
と
し
て
近
し
い
側
面
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

（
注
10
）

。
子
規
達
も
ま
た
、
和

歌
以
来
の
趣
向
や
季
感
を
十
分
に
身
に
つ
け
た
俳
人
達
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
注
11
）

。

こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
は
次
の
点
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
「
俳
諧
大
要
」
は
実
際

に
は
初
心
者
へ
の
啓
蒙
を
意
図
し
た
俳
論
で
あ
る
た
め
、
子
規
は
句
作
入
門
と

し
て
「
一
句
＝
一
季
語
」
を
述
べ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
二
は
、
類
題
句
集
や
季
寄
に
お
け
る
季
語
の
立
項
は
分
類
上
単
一
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
句
作
現
場
で
は
季
節
の
あ
わ
い
や
う
つ
ろ
い
と
い
っ
た
和
歌
以

来
の
季
感
が
い
ま
だ
定
着
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
に
他
な
ら
な
い
。
季
語
を

分
類
せ
ね
ば
な
ら
な
い
俳
書
や
作
法
書
に
お
け
る
「
季
語
」
の
位
相
で
は
「
一

句
＝
一
季
語
」
に
近
い
認
識
が
存
在
し
て
い
た
が
、
実
際
の
句
作
に
お
い
て
は
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洗
練
さ
れ
た
和
歌
以
来
の
趣
向
か
ら
、
あ
る
い
は
現
実
の
生
活
に
お
け
る
実
感

か
ら
発
せ
ら
れ
た
季
感
に
沿
っ
て
季
重
な
り
が
詠
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

よ
り
い
え
ば
「
季
語
」
に
対
す
る
認
識
と
、
句
作
上
で
の
趣
向
や
実
際
の
季
感

と
の
間
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
類
題
句
集
等
で
季
語
が
単
一
に
立
項
さ
れ
な
が
ら
季

重
な
り
が
例
示
さ
れ
、
あ
る
い
は
子
規
の
論
と
実
作
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
た
の

は
矛
盾
で
は
な
く
、
複
数
の
位
相
に
お
け
る
季
感
の
判
断
が
互
い
に
乗
り
入
れ

た
た
め
と
推
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
現
代
俳
句
の
事
典
や
入
門
書
類
は
子
規
が
論
上
で
主
張
し
た
俳
句

観
に
沿
う
の
み
で
、
明
治
期
に
そ
の
よ
う
な
複
数
の
季
感
が
存
在
し
て
い
た
可

能
性
に
留
意
す
る
こ
と
は
稀
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
現
代

で
あ
る
か
ら
こ
そ
本
稿
で
扱
っ
た
「
月
並
」
の
季
重
な
り
や
寛
政
期
か
ら
明
治

期
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
花
供
養
』
が
、
近
現
代
俳
句
の
季
感
を
問
い
直
す
句
群

と
し
て
価
値
を
帯
び
る
の
で
は
な
い
か
。

明
治
期
の
季
重
な
り
は
多
く
が
「
月
並
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

作
品
群
は
「
一
句
＝
一
季
語
」
が
「
約
束
」（
前
掲
『
俳
句
技
法
入
門
』）
と
な

っ
た
の
が
明
治
期
よ
り
後
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し

（
注
12
）

、
ひ
い
て
は
「
一
句
＝
一
季

語
」
と
い
う
「
約
束
」
を
発
生
さ
せ
、
そ
し
て
季
重
な
り
を
後
方
に
追
い
や
っ

た
近
代
俳
句
の
論
理
と
そ
の
枠
組
み
を
も
問
い
直
す
契
機
を
示
し
て
は
い
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

注（
１
）

現
在
、
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
Ｃ
Ｏ

Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」
拠
点
・
日
本

文
化
研
究
班
の
京
都
俳
諧
研
究
会
が
『
花
供
養
』
調
査
に
携
わ
っ
て
い
る
。

（
２
）

現
代
の
俳
句
事
典
及
び
入
門
書
等
に
お
け
る
季
重
な
り
の
説
明
は
お
よ
そ
二
種
類

で
あ
り
、
季
重
な
り
に
触
れ
ず
「
一
句
＝
一
季
語
」
を
前
提
と
し
て
話
を
進
め
る

か
（
こ
の
時
に
多
く
子
規
が
参
照
さ
れ
る
）、
初
心
者
に
困
難
な
句
法
と
し
て
戒
め

る
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
実
作
に
お
け
る
季
重
な
り
は
技
巧
を
要
す
る
句

法
の
た
め
に
成
功
す
る
確
率
が
低
く
、
よ
っ
て
入
門
書
類
で
は
否
定
的
に
述
べ
ら

れ
る
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
季
重
な
り
を
考
察
す
る
際
、
理
論
上
と
は
別

に
実
作
に
お
け
る
難
易
度
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
３
）

江
戸
期
の
季
重
な
り
に
関
し
て
は
、
東
聖
子
『
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
〈
季
語
・
季

題
〉
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
平
成
15
・
２
・
10
）、
清
登
典
子
『
蕪
村
俳
諧
の
研

究
』（
和
泉
書
院
、
平
成
16
・
11
・
20
）、
宇
城
由
文
「
几
董
―
季
節
の
う
つ
ろ
い
」

（『
俳
文
学
研
究
』
43
号
、
平
成
17
・
３
）
等
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
明
治
期

の
季
重
な
り
を
考
察
す
る
上
で
も
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。

（
４
）

こ
の
蕪
村
句
の
季
重
な
り
に
関
し
て
は
清
登
典
子
『
蕪
村
俳
諧
の
研
究
』（
前
掲
）

に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
句
の
解
釈
は
『
蕪
村
全
句
集
』（
お
う
ふ
う
、
藤

田
真
一
・
清
登
典
子
校
注
、
平
成
12
・
６
・
30
）
を
参
照
し
た
。

（
５
）
「
季
語
」
は
明
治
期
に
定
着
し
て
お
ら
ず
、「
季
題
」「
四
季
の
題
目
」「
季
の
詞
」

等
が
併
用
さ
れ
て
い
た
が
、
本
論
は
「
季
語
」
で
統
一
し
た
。

（
６
）

前
掲
『
蕉
風
俳
諧
に
お
け
る
〈
季
語
・
季
題
〉
の
研
究
』
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
高

浜
虚
子
『
俳
句
入
門
』（
内
外
出
版
協
会
、
明
治
31
・
４
・
20
）
が
「
季
重
な
り
」

の
嚆
矢
と
い
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
一
文
で
あ
る
。「
季
重
り
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。

月
並
宗
匠
な
ど
は
一
概
に
季
重
り
を
排
斥
す
と
聞
け
ど
、
一
概
に
排
斥
す
る
は
僻

せ
り
と
い
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。（
略
）
句
に
季
を
重
ね
用
ゆ
る
可
否
の
ご
と
き
も
進

み
た
る
作
者
の
技
倆
、
進
み
た
る
読
者
の
嗜
好
に
一
任
す
る
方
か
え
っ
て
誤
な
く
、

な
ま
じ
い
に
規
則
を
設
け
て
強
て
こ
れ
を
制
せ
ん
と
す
る
時
は
自
縄
自
縛
に
陥
り

て
そ
の
害
か
え
っ
て
少
な
か
ら
ず
と
せ
ず
」（「
季
重
り
」
項
）。「
月
並
宗
匠
」
が

虚
子
の
指
摘
す
る
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本
稿
の
主
旨
と
正
反

対
の
意
見
を
「
月
並
宗
匠
」
が
抱
い
て
い
た
こ
と
と
な
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。
今
後
の
調
査
に
待
ち
た
い
。
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（
７
）
「
暑
き
日
の
蟻
さ
へ
這
は
ぬ
岩
の
上
」（『
俳
諧
鴨
川
集
』
２
号
、
明
治
27
・
10
）

は
、
実
際
は
「
蟻
」
が
季
語
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
か
微
妙
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
類
題
集
で
あ
る
『
発
句
古
人
五
百
題
』（
明
治
）
は
、「
蟻
」
で
は
な
く
「
羽

蟻
」
と
し
て
立
項
し
て
い
る
。

（
８
）

魚
日
句
、
一
桐
句
の
解
釈
は
、『
芭
蕉
七
部
集
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
70
、
岩

波
書
店
、
白
石
悌
三
・
上
野
洋
三
校
注
、
平
成
２
・
３
・
20
）
を
参
照
し
た
。

（
９
）

明
治
期
、「
春
の
鳥
が
雪
を
散
ら
す
」
と
い
う
趣
向
句
は
多
数
見
ら
れ
、「
鴬
」
の

他
に
は
「
し
ら
雪
を
蹴
立
て
揚
る
ひ
は
り
哉
等
哉
」（『
俳
諧
季
寄
発
句
作
法
指
南
』

明
治
29
・
10
・
１
、
１
０
１
頁
）
と
い
っ
た
「
雲
雀
」
等
も
顕
著
で
あ
る
。

（
10
）
「
月
並
」
と
子
規
達
の
季
重
な
り
は
、
内
容
よ
り
表
現
に
相
違
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。
た
と
え
ば
、
虚
子
句
「
青
薄
萩
の
若
葉
を
圧
す
べ
く
」
に
お
け
る
「
べ
く
」

は
蕪
村
句
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
宗
匠
達
の
俳
誌
等

に
ほ
ぼ
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
碧
梧
桐
句
「
山
茶
花
や
日
南
に
氷
る
手
水
鉢
」

の
「
日
南
に
氷
る
」
と
い
っ
た
措
辞
（
元
禄
の
一
笑
句
「
名
月
の
日
南
に
は
す
る

小
舟
か
な
」
等
が
存
在
す
る
が
、
類
例
が
少
な
い
）
も
「
月
並
」
句
に
ま
ず
見
ら

れ
な
い
表
現
で
あ
り
、
子
規
達
の
句
が
新
鮮
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
こ
れ
ら
珍
し
い

措
辞
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
両
者
の
表
現
の
相
違
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
り

た
い
。

（
11
）

な
か
で
も
、
子
規
は
和
歌
か
ら
俳
諧
に
至
る
ま
で
の
多
く
の
季
節
に
関
す
る
類
型

表
現
を
知
悉
し
て
い
た
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
彼
は
「
梅
」（『
日
本
新
聞
』
明

治
32
・
２
・
12
）
に
お
い
て
『
古
今
和
歌
集
』
等
の
和
歌
の
「
梅
」
と
江
戸
期
俳

諧
に
お
け
る
「
梅
」
句
と
を
多
数
例
示
し
て
お
り
、「
梅
」
が
ど
の
よ
う
な
趣
向
で

詠
ま
れ
て
き
た
か
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
12
）
「
一
句
＝
一
季
語
」
の
風
潮
が
い
つ
頃
よ
り
発
展
し
、
定
着
し
た
か
を
考
察
す
る

際
、
子
規
以
降
の
俳
句
の
趨
勢
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
江
戸
後
期

以
降
に
流
行
し
た
類
題
句
集
の
存
在
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
一
季

語
を
立
項
し
、
そ
の
例
句
を
掲
げ
る
際
、
複
数
の
季
語
が
同
等
の
存
在
感
を
有
す

る
句
は
ど
の
季
語
に
分
類
す
べ
き
か
判
断
に
迷
う
た
め
に
そ
の
よ
う
な
句
は
記
載

さ
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
た
め
で
あ
る
（
清
登
典
子
氏
の
教
示
に
よ
る
）。
ま
た
、

注
２
で
述
べ
た
よ
う
に
、
俳
句
の
季
重
な
り
は
本
来
高
度
な
技
巧
を
要
す
る
句
法

の
た
め
、
江
戸
期
も
「
一
句
＝
一
季
語
」
が
結
果
的
に
句
作
の
基
本
で
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
代
ほ
ど
季
重
な
り
に
神
経
質
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に

く
い
た
め
、「
一
句
＝
一
季
語
」
が
定
着
し
た
の
は
や
は
り
子
規
以
後
の
可
能
性
が

高
い
と
い
え
よ
う
。
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