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第
四
五
九
回

俳
文
学
会
東
京
研
究
例
会
／
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
か
る
み
」
の
新
展
開(

第
三
二
回
テ
ー
マ
研
究)

二
〇
二
二
年
九
月
二
四
（
土
）
一
四
時
三
○
分
～
一
七
時
○
○
分

於
江
東
区
芭
蕉
記
念
館

軽
み
と
写
生

谷

地

快

一

【
本
日
の
話
】
い
ろ
い
ろ
な
「
軽
み
」
論
が
あ
っ
て
よ
い(

稲
葉
有
祐
氏)

▼
好
き
な
よ
う
に
話
し
て
く
れ
て
よ
い(

中
森
康
之
氏)

▼
研
究
史

を
踏
ま
え
た
学
術
的
な
論
旨
を
整
え
る
見
識
は
な
い
の
で
、「
軽
み
」「
写
生
」
の
カ
ギ
括
弧
を
外
し
て
、
芭
蕉
と
近
代
俳
句
と
の
通
路
を
さ

ぐ
る
こ
と
に
。
そ
れ
は
、
た
ぶ
ん
実
見(

実
景
）
の
尊
重
と
寛
容(

咎
め
な
い
こ
と
、
現
世
を
承
認
す
る
こ
と)

だ
と
思
う
。

【
写
生
な
ど
を
持
ち
出
す
理
由
】
俳
諧
研
究
を
始
め
た
際
に
村
松
友
次(

紅
花)

な
る
師
匠
が
俳
人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
▼
以
後
句
作
を
続

け
、
師
匠
没
す
る
ま
で
句
会
に
引
き
ま
わ
さ
れ
る
▼
俳
諧
研
究
者
は
句
作
を
す
る
も
の
と
信
じ
て
研
究
会
や
学
会
へ
▼
学
会
で
も
俳
壇
で
も

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
る
を
自
覚
▼
平
成
十
八
年
に
学
者
で
も
俳
人
で
も
な
い
、
そ
の
中
間
の
道
を
求
め
て
芭
蕉
会
議
ス
タ
ー
ト
▼
僧
に
も
あ
ら

ず
、
俗
に
も
あ
ら
ず
、
鳥
鼠
の
間
に
名
を
か
う
ぶ
り
の(

芭
蕉
・
鹿
島
詣)

▼
平
成
十
九
年
に
無
花
果
句
会
を
引
き
受
け
る
。

て
う

そ

か
ん

【
村
松
友
次(

紅
花)

】
正
岡
子
規(

ホ
ト
ト
ギ
ス)

▼
高
浜
虚
子(

ホ
ト
ト
ギ
ス
▼
高
野
素
十(

芹)

▼
村
松
紅
花(

雪
・
葛)

。

【
無
花
果
歴
代
庵
主
】
井
本
健
作(

兀
山
人)

▼
井
本
農
一(

茫
亭)

▼
高
藤
武
馬(

馬
山
人)

▼
青
木
幹
生
▼
井
本
商
三(

田
痴)

▼
谷
地
快
一(

海
紅)

。

【
芭
蕉
は
特
殊
な
俳
諧
師
】
俳
諧
は
近
世
の
人
々
に
と
っ
て
最
も
安
直
で
身
近
な
楽
し
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
楽
し
み
か
た
も
実
に
多
様
で
、

親
し
い
人
々
と
句
会
を
開
く
、
刷
物
・
選
集
と
し
て
刊
行
し
知
人
に
配
る
、
発
句
合
・
前
句
付
に
投
句
し
入
選
落
選
に
一
喜
一
憂
す
る
等
々

で
あ
る
が
、
懐
紙
・
画
賛
・
短
冊
を
染
筆
し
遣
り
取
り
を
す
る
こ
と
も
楽
し
み
か
た
の
一
つ
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
短
冊
を
染
筆
し
た
の
は

著
名
俳
人
の
み
の
仕
業
で
は
な
い
。(

略)

俳
諧
史
に
全
く
痕
跡
を
残
し
て
い
な
い
よ
う
な
人
た
ち
で
も
短
冊
を
染
筆
し
遣
り
取
り
を
し
て
楽

し
ん
だ
。
そ
の
事
実
を
よ
り
広
く
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俳
諧
と
い
う
文
芸
の
在
り
方
を
正
確
に
把
握
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(

永
井
一
彰
・
俳
諧
短
冊
纂
攷
序
・2022.8

）

《
注
》『
俳
諧
短
冊
纂
攷
』
はD

V
D

-RW

版
。
先
に
『
誹
諧
短
冊
手
鑑
』(2015.8

八
木
書
店)

を
出
版
し
た
氏
が
「
全
て
カ
ラ
ー
図
版
で
と
い
う
無
謀

な
企
て
に
付
き
合
っ
て
く
れ
る
版
元
、
何
処
に
も
お
わ
し
ま
さ
ず(

中
略)

、
私
家
版
な
ら
ぬ
私
家
盤
」(

添
状)

の
家
蔵
俳
諧
短
冊
三
千
枚
余
の
整
理
。

【
師
説
】
人
は
自
分
の
レ
ベ
ル
以
上
の
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
▼
我
々
の
よ
う
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
学
者
に
芭
蕉
を
理
解
出
来
る
は
ず
が
な
い
。

【
私
説
】
軽
み
は
重
み
と
相
対
的
な
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
抽
出
さ
れ
た
二
者
の
比
較
に
お
い
て
〈
Ａ
は
Ｂ
よ
り
軽
い
〉
あ
る
い
は
〈
Ａ

は
Ｂ
よ
り
重
い
〉
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
。
芭
蕉
の
場
合
、
そ
の
規
矩
は
実
見(
実
景)

と
寛
容(

あ
わ
れ
の
承
認)

の
実
践
で
は
な
か
ろ

う
か
。
近
代
俳
句
の
写
生
も
究
極
は
芭
蕉
の
到
達
点
と
同
じ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
、
明
白
な
実
見(

実
景)

論

（
嵯
峨
日
記
よ
り
）

二
十
九
日

晦
日

つ
ご
も
り

『
一
人
一
首
』
奧
州
高
舘
の
詩
を
見
る
。

あ
う
し
う
た
か
だ
ち

高
館
は
天
に
聳
え
て
星

冑

に
似
た
り

た
か
だ
ち

そ
び

か
ぶ
と

衣

川
は
海
に
通
じ
て
月
弓
の
如
し

こ
ろ
も
が
は

つ
き
ゆ
み

ご
と

そ
の
地
の
風
景
、
い
さ
さ
か
以
て
か
な
は
ず
。
古
人
と
い
へ

も
つ

ど
も
、
そ
の
地
に
至
ら
ざ
る
時
は
、
そ
の
景
か
な
は
ず
。

《
注
》
高
館
が
天
に
聳
え
る
と
は
誇
張
に
過
ぎ
る
。
衣
川
は
直

接
海
に
流
れ
込
ん
で
い
な
い
。
『
一
人
一
首
』
は
『
本
朝
一
人
一

首
』
の
略
。
林
鵞
峰(

羅
山
の
息)

編
。
万
治
三
年(

一
六
六
〇)

自

序
。
寛
文
五
年(

一
六
六
五)

刊
。
最
初
の
日
本
漢
文
学
研
究
書
で

三
百
余
人
の
各
一
首
に
言
及
。
落
柿
舎
に
入
っ
た
四
月
十
八
日
に

座
右
に
置
い
た
書
物
の
一
つ
。『
芭
蕉
文
集
』(

新
潮
日
本
古
典
集

成)

を
参
考
に
し
た
。

二
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
平
泉

（
史
実
は
発
句
の
外
に
）

三
代
の
栄
耀
一
睡
の
中
に
し
て
、
大
門
の
跡
は
一
里
こ
な
た

さ
ん
だ
い

え

え
う
い
つ
す
い

う
ち

だ
い
も
ん

あ
と

に
有
り
。
秀
衡
が
跡
は
田
野
に
成
り
て
、
金
鶏
山
の
み
形
を
残
す
。

あ

ひ
で
ひ
ら

で
ん

や

な

き
ん
け
い
ざ
ん

先
づ
高
舘
に
の
ぼ
れ
ば
、
北
上
川
南
部
よ
り
流
る
ゝ
大
河
也
。

ま

た
か
だ
ち

き
た
か
み
が
は
な
ん

ぶ

た
い

が

な
り

衣

川
は
和
泉
が

城

を
め
ぐ
り
て
、
高
舘
の
下
に
て
大
河
に
落
入

こ
ろ
も
が
は

い

づ

み

じ
や
う

も
と

お
ち

い

る
。
康
衡
等
が
旧
跡
は

衣

が
関
を
隔
て
て
南
部
口
を
さ
し
堅
め
、

や
す
ひ
ら

ら

き
う
せ
き

こ
ろ
も

せ
き

へ
だ

な
ん

ぶ

く
ち

か
た

夷
を
ふ
せ
ぐ
と
み
え
た
り
。
偖
も
義
臣
す
ぐ
つ
て
此
の

城

に
こ

え
ぞ

さ
て

ぎ

し
ん

こ

じ
や
う

も
り
、
功
名
一
時
の

叢

と
な
る
。「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
。

城

こ
う
め
い
い
ち

じ

く
さ
む
ら

く
に
や
ぶ

さ
ん

が

じ
や
う

春
に
し
て
草
青
み
た
り
」と
、笠
打
敷
き
て
、時
の
う
つ
る
ま
で

泪

く
さ

か
さ
う
ち

し

な
み
だ

を
落
し
侍
り
ぬ
。

お
と

は
べ

夏
草
や

兵

ど
も
が
夢
の
跡

な
つ
く
さ

つ
は
も
の

（
以
下
略
）

三
、『
猿
蓑
』
の
平
泉

（
史
実
は
前
書
き
に
縮
小
）

奥
州
高
館
に
て

夏
草
や

兵

共
が
ゆ
め
の
跡

芭
蕉

つ
は
も
の
ど
も

38四
、
明
白
な
寛
容(

承
認)

論

（
去
来
・
不
玉
宛
論
書
よ
り
）

膳
所
ノ
洒
堂
ガ
句
ニ
、

日
ノ
影
ヤ
ゴ
モ
ク
ノ
上
ノ
親
雀

二
三
子
笑
ツ
テ
曰
ク
「
此
レ
只
事
ナ
リ
。
発
句
ト
云
ヒ
ガ
タ
シ
」。

翁
之
ヲ
聞
キ
テ
曰
く
、
「
二
三
子
ノ
此
ノ
句
ヲ
笑
フ
ハ
、
イ
マ
ダ

此
ノ
場
ヲ
踏
マ
ザ
ル
ナ
リ
」。
右
ノ
句
ヲ
以
テ
、
軽
キ
ヲ
好
ミ
重

キ
ヲ
悪
ム
差
別
ヲ
考
ヘ
給
へ
。
尚
此
ク
ノ
事
、
コ
ト
ゴ
ト
ク
尽
ク

シ
難
シ
。
暫
ク
筆
ヲ
指
シ
ヲ
ク
。

《
注
》
初
稿
本
「
春
の
日
」。
再
稿
本
「
春
ノ
影
」
を
改
め
る
。

よ
っ
て
「
日
ノ
影
」
で
春
季
と
い
う
判
断
。「
ゴ
モ
ク
」
は
〈
塵
〉

〈
芥
〉
。「
只
事
」
は
否
定
的
に
〈
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
〉
。『
猿
蓑
』

に
「
日
の
影
や
ご
も
く
の
上
の
親
す
ゞ
め

珍
碩
」。
な
お
本
文

は
読
解
の
便
を
考
慮
し
て
『
去
来
先
生
全
集
』(

落
柿
舎
保
存
会)

を
基
に
送
り
仮
名
を
補
い
、
改
め
て
書
き
下
し
た
。
軽
み(

実
見

に
よ
る
あ
わ
れ
の
承
認)

の
教
材
と
し
て
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
句
。

五
、
イ
マ
ダ
此
ノ
場
ヲ
踏
マ
ザ
ル
ナ
リ(

芭
蕉)

ま
だ
世
の
中
の
あ
わ
れ
が
わ
か
っ
て
い
な
い(

人
間
が
出
来
て

い
な
い)

か
ら
で
あ
る
。(

谷
地
解)

／
人
は
自
分
の
レ
ベ
ル
以
上

の
こ
と
は
理
解
で
き
な
い(

村
松
友
次
・
師
説)

。

六
、
高
浜
虚
子
の
素
十
評

（
写
生
は
現
世
の
肯
定
）

厳
密
な
る
意
味
に
於
け
る
寫
生
と
い
ふ
言
葉
は
こ
の
素
十
君
の

句
の
如
き
に
當
て
嵌
ま
べ
き
も
の
と
思
ふ
。
素
十
君
は
心
を
空
に

し
て
自
然
に
對
す
る
。
自
然
は
何
等
特
別
の
装
ひ
を
し
な
い
で
素
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十
君
の
目
の
前
に
現
は
れ
る
。
自
然
は
雑
駁
で
あ
る
が
、
素
十
君

の
透
明
な
頭
は
そ
の
雑
駁
な
自
然
の
中
か
ら
或
る
景
色
を
引
き
抽

き
來
つ
て
そ
こ
に
一
片
の
詩
の
天
地
を
構
成
す
る
。
そ
れ
が
非
常

に
敏
感
で
あ
つ
て
か
く
て
出
來
上
つ
た
句
は
空
想
畫
、
理
想
畫
と

い
ふ
や
う
な
趣
は
な
く
、
何
れ
も
現
實
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る

景
色
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
強
く
認
め
し
め
る
力
が
あ
る
。
即
ち
眞

實
性
が
強
い
。(

「
秋
桜
子
と
素
十
」
に
よ
る)

磁
石
が
鐵
を
吸
ふ
如
く
自
然
は
素
十
君
の
胸
に
飛
び
込
ん
で
來

る
。
素
十
君
は
劃
然
と
し
て
そ
れ
を
描
く
。
文
字
の
無
駄
が
な
く
、

筆
を
使
ふ
こ
と
が
少
く
、
そ
れ
で
ゐ
て
筆
意
は
確
か
で
あ
る
。
句

に
光
が
あ
る
。
こ
れ
は
人
と
し
て
の
光
で
あ
ら
う
。

古
今
を
通
じ
て
素
十
君
の
句
は
獨
歩
で
あ
る
が
、
ま
づ
聯
想
す

る
も
の
は
、
元
祿
の
凡
兆
ぐ
ら
ゐ
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。
凡
兆
の

句
と
も
違
つ
て
ゐ
る
が
、
強
い
て
類
を
求
む
れ
ば
、
ま
づ
猿
蓑
の

凡
兆
を
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。(

中
略)

こ
の
光
と
い
ふ
も
の
を

説
明
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
く
、
素
十
君
自
身
に
も
わ
か
ら
ん
か

し
ら
ん
が
、
そ
の
人
と
そ
の
技
巧
か
ら
來
て
ゐ
る
も
の
と
思
ふ
。

凡
兆
に
も
い
く
ら
か
あ
る
か
と
思
ふ
が
、
然
し
素
十
君
に
は
及
ば

な
い
。(

『
初
鴉
』
序
に
よ
る)

七
、
高
野
素
十
の
句

柔
ら
か
き
草
柔
ら
か
き
焔
上
げ

風
吹
い
て
蝶
々
迅
く
飛
び
に
け
り

乳
の
ま
せ
き
し
子
が
眠
り
夏
木
か
げ

打
水
や
萩
よ
り
落
ち
し
子
か
ま
き
り

湖
の
月
の
明
る
き
村
に
住
む

石
一
つ
崩
し
て
水
を
落
し
け
り

大
榾
を
か
へ
せ
ば
裏
は
一
面
火

水
仙
の
花
の
伏
し
た
る
雪
の
上

八
、
人
間
を
養
う
た
め
に
俳
句
を
教
え
る
の
だ(

高
野
素
十)

お
前
に
は
俳
句
を
教
え
る
の
で
は
な
い
。
人
間
を
養
う
た
め
に

俳
句
を
教
え
る
の
だ
。
本
当
は
人
間
が
出
来
て
か
ら
俳
句
を
習
う

方
が
い
い
ん
だ
が
、
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
ん
か
ら
ナ
。

《
注
》
高
野
素
十
が
門
下
に
説
い
た
発
言
。
長
谷
川
耕
畝
「
沐
猴

而
冠
」(

モ
ツ
コ
ウ
ジ
カ
ン
／
モ
ツ
コ
ウ
ニ
シ
テ
カ
ン
ム
リ
ス)

よ

り
抽
出
。
長
谷
川
耕
畝
著
『
俳
人
高
野
素
十
と
の
三
十
年
』(

新

潟
俳
句
会
叢
書

、
新
潟
雪
書
房
刊
、
Ｈ
５
・

2

〉
所
収
。
ち

37

12

な
み
に
「
沐
猴
而
冠
」
の
「
沐
猴
」
は
猿
の
類
の
意
。
沐
猴
而
冠

は
「
外
見
は
立
派
で
も
内
実
が
伴
わ
な
い
人
物
の
譬
え
」(

史
記･

項
羽
本
紀
）(

ブ
ロ
グ
「
海
紅
山
房
日
誌
」(

二
〇
二
〇
・
六
・
一

三
）
の
「
な
ぜ
俳
句
を
詠
む
の
か
Ⅳ
◆
素
十
「
人
間
を
養
う
た
め

に･
･･

」〉
に
よ
る
。

九
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
ら
し
い

故
翁
奥
羽
の
行
脚
よ
り
都
へ
越
え
た
ま
ひ
け
る
、
当
門
の
は

い
諧
す
で
に
一
変
す
。
我
と
も
が
ら
笈
を
幻
住
菴
に
に
な
ひ
、

オ
ヒ

ゲ
ン
ジ
ウ

杖
を
落
柿
舎
に
受
て
、
畧
そ
の
お
も
む
き
を
得
た
り
。『
瓢

』『
さ

ホ
ヾ

ヒ
サ
ゴ

る
み
の
』、
是
也
。
そ
の
後
ま
た
ひ
と
つ
の
新
風
を
起
さ
る
。『
炭

俵
』
『
続
猿
簑
』
な
り(

『
俳
諧
問
答
』
贈
晋
氏
其
角
書
・
元
禄

ゾ
ク
サ
ル
ミ
ノ

・
閏

)

10

2

十
、
行
脚
の
目
的

（
実
見
・
実
景
の
把
握
）

耳
に
ふ
れ
て
い
ま
だ
め
に
見
ぬ
さ
か
ひ
、
若
し
生
き
て
帰
ら

も

ば
と(

草
加)

十
一
、
主
た
る
目
的
地
（
白
河
の
関
・
松
島
・
象
潟
）

春
立
て
る
霞
の
空
に
、
白
河
の
関
こ
え
ん(

深
川
出
庵)

／
松

嶋
の
月
先
づ
心
に
か
ゝ
り
て
（
深
川
出
庵
）
／
こ
の
た
び
松
し

ま
・
象
潟
の
眺
め
共
に
せ
ん
事
を
悦
び(

日
光
山)

《
注
》
代
表
的
な
歌
枕
は
発
句
の
外
に
出
す
し
か
な
か
っ
た
。

十
二
、『
猿
蓑
』
に
入
る
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
句

夏
野
を
横
に
馬
引
き
む
け
よ
ほ
と
と
ぎ
す

芭
蕉

3

松
島
一
見
の
時
、
千
鳥
も
か
る
や
鶴
の
毛
衣
と
よ
め
り
け
れ
ば

松
島
や
鶴
に
身
を
か
れ
ほ
と
と
ぎ
す

曽
良

12

奥
州
高
館
に
て

夏
草
や

兵

共
が
ゆ
め
の
跡

芭
蕉

つ
は
も
の
ど
も

38

這
ひ
出
で
よ
か
ひ
屋
が
下
の
蟾
の
声

同

39

奥
州
名
取
の
郡
に
入
り
て
、
中
将
実
方
の
塚
は
い
づ
く
に
や
と
尋
ね
侍

れ
ば
、
道
よ
り
一
里
半
ば
か
り
左
リ
の
方
、
笠

嶋
と
い
ふ
處
に
有
り

か
さ
じ
ま

と
を
し
ゆ
。
ふ
り
つ
づ
き
た
る
五
月
雨
い
と
わ
り
な
く
打
ち
過
る
に

笠
嶋
や
い
づ
こ
五
月
の
ぬ
か
り
道

芭
蕉

44

し
ら
川
の
関
こ
え
て

風
流
の
は
じ
め
や
奥
の
田
植
う
た

芭
蕉

55

出
羽
の
最
上
を
過
ぎ
て

眉
掃
き
を
面
影
に
し
て
紅
粉
の
花

芭
蕉

べ

に

56

秋
文
月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず

芭
蕉

11

元
禄
二
年
翁
に
供
せ
ら
れ
て
、
み
ち
の
く
よ
り
三
越
路
に

ぐ

か
ゝ
り
行
脚
し
け
る
に
、
か
が
の
國
に
て
い
た
は
り
侍
り

て
、
い
せ
ま
で
先
達
け
る
と
て

い
づ
く
に
か
た
ふ
れ
臥
す
と
も
萩
の
原

曽
良

27

《
注
》「
行
き
〳
〵
て
」(

『
お
く
の
ほ
そ
道
』)

加
賀
の
小
松
と
云
ふ
処
、
多
田
の
神
社
の
宝
物
と
し
て
、

実
盛
が
菊
か
ら
草
の
か
ぶ
と
、
同
じ
く
錦
の
き
れ
あ
り
。

遠
き
事
な
が
ら
ま
の
あ
た
り
憐
れ
に
お
ぼ
え
て

む
ざ
ん
や
な

甲

の
下
の
き
り
ぎ
り
す

芭
蕉

か
ぶ
と

33

元
禄
二
年
つ
る
が
の
湊
に
月
を
見
て
、
気
比
の
明
神
に
詣
で
て
、

き

ひ

遊
行
上
人
の
古
例
を
き
く

月
清
し
遊
行
の
も
て
る
砂
の
上

芭
蕉

ゆ
ぎ
や
う

48《
注
》
主
た
る
目
的
地
の
一
つ
で
あ
る
象
潟
の
句
は
な
く
、
前
書

き
の
な
い
句
は
三
句
の
み
。
実
見(

実
景)

を
尊
重
す
れ
ば
、
知
識

(

耳
に
触
れ
る
も
の
は
十
七
拍
の
外
に
出
て
ゆ
き
、
俳
文
の
模
索

へ
と
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
か
。

十
三
、「
イ
マ
ダ
此
ノ
場
ヲ
踏
マ
ザ
ル
」
句

雉
子
の
眸
の
か
う
か
う
と
し
て
売
ら
れ
け
り(

加
藤
楸
邨)

死
ぬ
も
の
は
死
に
行
く
躑
躅
燃
え
て
を
り(

臼
田
亞
浪)

戦
争
と
畳
の
上
の
団
扇
か
な(

三
橋
敏
雄)

愛
さ
れ
ず
し
て
沖
遠
く
泳
ぐ
な
り(

藤
田
湘
子)

白
露
や
死
ん
で
ゆ
く
日
も
帯
締
め
て(

三
橋
鷹
女)

冬
蜂
の
死
に
ど
こ
ろ
な
く
歩
き
け
り(

村
上
鬼
城)

足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻(

杉
田
久
女)

〔
畢
〕


