


久
保
田
万
太
郎
�
句

い
つ
濡
れ
し
松
の
根
方
ぞ
春
し
ぐ
れ

　

思
索
に
疲
れ
ふ
と
目
を
あ
げ
れ
ば
、
い
つ
の
間
に
降
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
、
春
の
時
雨
が
松
の
根
方
を
濡
ら
し
て
い
た
。

　
「
い
つ
濡
れ
し
」
の
上
五
の
措
辞
に
、
そ
こ
は
か
と
な
き
人
生

の
孤
独
感
、
俳
句
の
生
命
と
言
わ
れ
る
余
情
が
滲
む
。

　

前
掲
の
句
に
芝
居
の
一
幕
を
見
る
。「
こ
の
場
面
よ
り
幕
開
け
、

こ
こ
で
幕
切
れ
の
方
が
」
と
想
像
を
め
ぐ
ら
す
。
十
七
音
の
作
り

出
す
世
界
の
広
が
り
の
大
き
さ
と
深
さ
を
学
ん
だ

太

田

慶

子

句
集
『
流
寓
抄
』
昭
和
三
十
三
年



周
総
理
小
春
の
眉
の
濃
か
り
け
り

　

半
世
紀
以
上
も
前
の
こ
と
、
当
時
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
の
る

故
周
恩
来
総
理
の
眉
毛
の
濃
さ
に
驚
嘆
し
た
も
の
だ
が
、
俳
句
に

無
知
な
若
者
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
俳
句
に
詠
ま
れ
る
と
い
う

こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
勉
強
を
重
ね
る
中
、

先
師
櫻
桃
子
編
の
『
こ
で
ま
り
抄
』
の
中
に
掲
句
を
見
つ
け
、
改

め
て
俳
句
固
有
の
本
質
と
方
法
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
感
動
が
、
俳
句
開
眼
へ
の
端
緒
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。

生

方

義

紹

「
春
燈
」
昭
和
三
十
一
年

久
保
田
万
太
郎
�
句



安

立

公

彦

く
り
返
す
自
問
ひ
と
つ
や
冬
暁

短
日
の
や
ま
ひ
加
齢
は
分
つ
べ
し

木
枯
を
真
夜
聞
く
旅
の
寝
覚
め
か
な

惜
年
の
大
河
は
流
す
も
の
多
し

い
ま
さ
ら
に
敦
は
と
ほ
し
帰
り
花

主

宰

の

句



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

久

米

憲

子

夫
在
ら
ば
結
婚
記
念
日
文
化
の
日

風
船
葛
ふ
く
ら
み
切
れ
ず
萎
え
に
け
り

残
る
虫
一
夜
ひ
と
よ
と
鳴
き
継
げ
り

表
札
に
愛
犬
の
名
や
冬
う
ら
ら

葱
大
根
育
つ
赤
塚
散
歩
圏

綿
虫
や
文
殊
菩
薩
の
髪
ゆ
た
か

水
仙
花
俯
き
癖
は
我
に
も
ま
た

真
つ
向
に
秩
父
連
山
冬
夕
焼

冬
至
梅
仏
の
夫
に
見
せ
に
け
り

七
階
の
暮
し
に
も
慣
れ
蕪
汁

蕪

汁



燈
下
集
作
家
特
別
作
品
（
抄
）

岩

井

泉

樹

扁
額
の
大
書
の
寺
号
冬
帽
子

冬
ぬ
く
し
右
手
が
「
ぱ
あ
」
の
仁
王
像

猫
・
鴉
・
鳩
・
老
人
や
冬
日
向

迫
真
の
説
法
像
や
冬
木
立

山
茶
花
や
露
伴
幸
田
成
行
墓

歴
代
の
仁
左
衛
門
墓
や
柿
落
葉

溝
口
・
花
柳
並
び
た
る
墓
碑
冬
ざ
く
ら

笹
鳴
や
大
家
の
墓
所
の
名
刺
受
け

そ
れ
ぞ
れ
の
墓
石
の
家
紋
山
眠
る

短
日
や
く
の
字
に
下
る
女
坂

墓
地
日
和



当

月

集

安
立　

公
彦
選あ

る
い
は
朱
し
名
も
な
き
草
の
枯
野
道

枯
蟷
螂
い
の
ち
な
け
れ
ば
手
に
の
せ
て

雲
染
め
て
小
春
の
ひ
と
日
終
り
け
り

白
障
子
風
呂
に
入
れ
と
祖
母
の
こ
ゑ

眼
裏
に
わ
が
血
の
赤
し
日
向
ぼ
こ

○

三
代
川
玲
子

悴
み
て
草
城
句
碑
に
佇
め
り

住
み
古
り
し
庭
の
山
茶
花
日
和
か
な

風
花
や
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
検
診
車

金
鍔
に
茶
を
濃
く
点
て
よ
漱
石
忌

松
籟
の
騒
ぐ
古
墳
や
草
紅
葉

○

中

上

馥

子

寒
鴉
か
の
日
の
雨
を
語
り
継
ぐ　
（
神
宮
外
苑
）

冬
紅
葉
鴉
の
影
の
濃
か
り
け
り

映
像
の
Ｆ
Ｉ
Ｎ
の
字
幕
冬
木
道

落
葉
し
て
天
に
梢
の
残
り
け
り

さ
う
か
う
を
す
る
う
ち
時
雨
上
り
け
り

○

𠮷

川　

隆

木
枯
や
誰
も
渡
ら
ぬ
歩
道
橋

話
相
手
欲
し
く
て
仰
ぐ
返
り
花

些
事
ひ
と
つ
明
日
へ
ま
は
せ
り
懐
手

転
居
し
て
日
々
を
大
事
に
根
深
汁

恙
ゆ
ゑ
の
下
戸
を
通
せ
り
木
の
葉
髪

○

北

岸

邸

子

冬
麗
や
大
樹
の
影
に
師
を
思
ふ　
（
花
柳
宗
岳
先
生
一
周
忌
〕

冬
の
日
や
塔
に
か
ぶ
さ
る
山
の
影

時
雨
る
る
や
櫛
目
の
粗
き
お
六
櫛

道
の
駅
積
み
上
げ
て
売
る
蕪
の
嵩

松
島
の
一
景
な
る
や
時
雨
舟

○

豊

谷

青

峰



寒
灯
や
一
座
を
占
む
る
老
い
の
席　

 

東
京　

吉
田
と
よ
子

願
ひ
ご
と
一
つ
を
胸
に
冬
の
虹

洗
心
の
音
の
時
雨
と
な
り
に
け
り

読
み
継
ぎ
し
一
書
や
冴
ゆ
る
午
前
四
時

顔
見
世
や
鬘
に
残
る
紙
の
雪　

 

埼
玉　

大
文
字
孝
一

旅
先
の
地
酒
に
酔
ひ
て
時
雨
か
な

予
定
な
き
旅
の
ひ
と
日
や
冬
茜

再
会
は
あ
り
え
ぬ
別
れ
冬
紅
葉

凩
や
寛
次
郎
窯
に
火
の
気
無
く　

 

東
京　

佐
藤　

博
重

二
畳
間
は
黙
考
の
部
屋
花
八
手

対
岸
の
三
階
茶
屋
の
白
障
子

賀
茂
川
の
水
透
き
通
る
枯
野
か
な

世
間
よ
り
己
を
隠
す
秋
日
傘　

 

神
奈
川　

葦
原　

葭
切

襤
褸
市
の
コ
ー
ト
そ
の
ま
ま
着
て
帰
る

冬
う
ら
ら
海
は
ア
メ
リ
カ
ま
で
続
く

ぽ
つ
ね
ん
と
野
中
の
地
蔵
冬
の
蝶

日
記
買
ふ
た
だ
そ
れ
だ
け
で
愉
し
か
り　

 

東
京　

河
村
紀
美
子

献
立
を
考
へ
て
ゐ
る
日
向
ぼ
こ

冬
木
立
こ
こ
ろ
寂
し
う
な
り
に
け
り

マ
ン
シ
ョ
ン
の
た
つ
た
二
枚
の
障
子
張
る

点
描
の
街
と
な
り
ゆ
く
夜
の
雪　

 

神
奈
川　

駒
野
目
信
之

淋
し
さ
に
落
葉
の
山
を
崩
し
け
り

島
陰
の
港
灯
れ
る
寒
さ
か
な

舞
ひ
上
が
る
落
葉
を
さ
そ
ふ
風
の
道

 

春
燈
の
句

安
立　

公
彦
選



余

言
安
立
公
彦

　
　

冬
の
日
や
塔
に
か
ぶ
さ
る
山
の
影　

 

豊
谷　

青
峰

　

端
正
な
句
だ
。
こ
の
作
者
に
は
旅
の
句
が
多
い
。
こ
の
句
も
そ
う

い
う
旅
の
途
次
ふ
と
見
か
け
た
景
か
も
知
れ
な
い
。「
塔
に
か
ぶ
さ
る
」

が
一
句
の
背
景
を
よ
く
写
し
て
い
る
。「
冬
の
日
や
」
と
い
う
上
五
の

納
ま
り
も
い
い
。

　

私
た
ち
は
句
を
作
る
と
き
、
対
象
の
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
よ
う
か

と
思
案
す
る
。
し
か
し
対
象
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
そ
の
対
象
と
自

分
の
心
に
、
通
い
合
う
思
い
が
生
じ
て
来
る
の
を
感
じ
る
。
図
式
に

す
る
と
、凝
視
↓
交
感
↓
言
葉
、と
な
ろ
う
か
。
も
っ
と
詰
め
る
と「
描

写
」
と
な
る
。
こ
の
句
も
そ
う
い
う
描
写
の
句
で
あ
る
。

　
　

枯
蟷
螂
い
の
ち
な
け
れ
ば
手
に
の
せ
て　

 

三
代
川
玲
子

　

冬
期
の
昆
虫
類
に
は
、
冬
の
蝶
・
冬
の
蜂
・
冬
の
蝗
な
ど
の
よ
う
に
、

「
冬
の
」
を
冠
し
た
季
語
が
多
い
。
そ
う
い
う
中
で
蟷
螂
だ
け
は
「
枯
」

を
戴
い
て
い
る
。こ
れ
は
蟷
螂
へ
の
尊
称
で
あ
る
、と
言
っ
て
も
良
い
。

　

作
者
は
今
、
そ
の
枯
蟷
螂
を
掌
に
の
せ
て
い
る
。
今
に
も
前
肢
の

鎌
を
ふ
り
上
げ
そ
う
な
蟷
螂
だ
。
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の

昆
虫
は
う
ご
か
な
い
。「
い
の
ち
な
け
れ
ば
」
の
中
に
、
枯
蟷
螂
へ
の

深
い
思
い
が
読
み
と
れ
る
。

　
　

悴
み
て
草
城
句
碑
に
佇
め
り　

 

中
上　

馥
子

　

去
る
十
一
月
末
日
、
請
じ
ら
れ
て
阪
神
句
会
を
訪
れ
た
。
各
地
区

句
会
の
窓
口
で
あ
る
三
上
程
子
さ
ん
と
一
緒
だ
っ
た
。句
会
は
、大
阪
・

京
都
・
兵
庫
・
岡
山
・
香
川
の
各
地
か
ら
約
五
十
名
の
参
加
者
が
あ
っ

て
盛
会
だ
っ
た
。
中
島
和
昭
さ
ん
、
西
川
保
子
さ
ん
、
上
野
昌
子
さ

ん
と
も
久
し
ぶ
り
に
お
会
い
出
来
た
。

　

日
野
草
城
は「
春
燈
」と
言
う
よ
り
安
住
敦
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
。

二
十
歳
で
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
巻
頭
を
占
め
た
草
城
は
、
昭
和
十
年

三
十
四
歳
の
時
「
旗
艦
」
の
主
宰
と
な
る
。「
旗
艦
」
は
新
興
俳
句
運

動
の
一
拠
点
と
な
り
、
草
城
は
翌
年
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
同
人
を
除
籍

さ
れ
る
。
戦
後
昭
和
二
十
四
年
に
「
青
玄
」
を
創
刊
、主
宰
と
な
る
が
、

七
年
後
の
昭
和
三
十
一
年
一
月
、
五
十
四
歳
で
死
去
。

　

昭
和
十
五
年
刊
行
さ
れ
た
安
住
敦
の
第
一
句
集
、『
ま
づ
し
き
饗
宴
』

の
序
文
の
中
で
草
城
は
こ
の
愛
弟
子
に
、「
敦
で
な
け
れ
ば
歩
け
な
い

道
、
ま
っ
た
く
彼
一
人
に
の
み
賦
与
さ
れ
た
独
自
の
道
を
彼
は
歩
い

て
来
た
。
こ
れ
か
ら
の
道
も
恐
ら
く
彼
独
得
の
道
に
違
ひ
な
い
と
思



ふ
が
、
今
ま
で
の
道
の
延
長
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
全
然
異
っ
た

方
向
へ
転
換
さ
れ
た
道
で
あ
ら
う
か
。」
と
書
い
て
い
る
。
い
み
じ
く

も
戦
後
の
敦
の
辿
る
道
を
予
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

句
会
の
席
で
隣
り
合
っ
た
中
島
和
昭
さ
ん
の
話
で
は
、
こ
の
句
碑

は
、
和
昭
さ
ん
の
と
こ
ろ
か
ら
も
、
作
者
の
と
こ
ろ
か
ら
も
近
い
「
服

部
緑
地
公
園
」
の
一
隅
に
、
五
句
連
記
で
建
て
ら
れ
て
い
る
と
の
こ

と
だ
っ
た
。
そ
の
内
の
二
句
を
記
す
。

　
　

春
暁
や
ひ
と
こ
そ
知
ら
ね
木
々
の
雨

　
　

見
え
ぬ
眼
の
方
の
眼
鏡
の
玉
も
拭
く

　

前
句
は
『
花
氷
』、後
句
は
『
人
生
の
午
後
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
人
生
の
午
後
』
に
は
、〈
高
熱
の
鶴
青
空
に
漂
へ
り
〉〈
切
干

や
い
の
ち
の
限
り
妻
の
恩
〉
な
ど
、
愛
唱
措
く
能
わ
ざ
る
句
も
多
い
。

た
だ
、草
城
の
俳
句
に
対
す
る
万
太
郎
と
敦
の
見
解
は
大
き
く
隔
た
っ

て
い
た
。

　

日
野
草
城
は
最
晩
年
の
住
い
を
「
日
光
草
舎
」
と
称
し
て
い
た
が
、

こ
の
句
碑
の
建
つ
公
園
は「
日
光
草
舎
」に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
こ
れ
は
帰
宅
し
て
か
ら
思
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

作
品
に
戻
る
。
こ
の
句
の
中
で
「
草
城
句
碑
」
は
多
く
の
こ
と
を

語
り
か
け
て
い
る
。
そ
れ
を
作
者
は
「
悴
み
て
」
と
い
う
季
語
で
具

体
化
し
て
い
る
。
勿
論
、
句
碑
が
語
り
か
け
る
多
く
の
思
い
の
一
端

に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
季
語
と
「
草
城
句
碑
」
は
み
ご
と

に
調
和
し
て
い
る
。
こ
の
一
句
を
知
っ
た
こ
と
は
喜
び
だ
っ
た
。

　
　

艨
艟
の
ま
ぼ
ろ
し
見
し
や
冬
の
濤　

 

劔
持　

信
夫

「
艨
艟
」（
も
う
ど
う
）
と
は
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
だ
。
辞
書
を
引
く

と
中
国
の
史
書
『
南
史
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
い
く
さ
船
」
と
あ
る
。

十
八
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
。

　

俳
句
に
使
う
言
葉
は
、
中
学
生
が
教
わ
る
語
学
で
充
分
だ
と
い
う

説
が
あ
る
。
一
理
あ
る
説
だ
。
反
面
、
特
異
な
言
葉
を
使
っ
て
も
、

そ
の
言
葉
が
一
句
の
内
容
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

使
用
価
値
は
充
分
に
あ
る
。

　

こ
の
句
の
「
艨
艟
」
は
、「
ま
ぼ
ろ
し
見
し
や
」
と
不
離
の
関
係
に

あ
る
。
濤
高
い
冬
の
海
に
、
折
か
ら
の
濃
霧
を
つ
い
て
現
れ
た
「
艨

艟
」
は
、
さ
な
が
ら
戦
艦
大
和
を
間
近
に
見
た
驚
き
と
同
じ
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
幻
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。

一
句
良
く
一
編
の
物
語
り
を
呈
す
る
一
つ
の
例
句
と
言
え
よ
う
。

　
　

寒
灯
や
一
座
を
占
む
る
老
い
の
席　

 

吉
田
と
よ
子

　

か
つ
て
私
た
ち
の
日
常
に
は
こ
う
い
う
不
文
律
の
よ
う
な
決
ま
り

が
あ
っ
た
。
長
幼
序
あ
り
の
生
活
が
あ
っ
た
。
作
者
は
八
十
四
歳
。

作
者
の
日
常
は
、
今
も
こ
の
句
の
通
り
な
の
だ
ろ
う
。〈
読
み
継
ぎ
し

一
書
や
冴
ゆ
る
午
前
四
時
〉。
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
凜
と
し
た
作
者
の
姿

勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
前
向
き
な
姿
勢
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の

俳
句
に
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。


