
村
上
鬼
城
な
ど

　俳
句
で
に
ぎ
わ
い
　

　
楽
し
い
こ
と
や
う
れ
し
い
こ
と
、
人
生

で
直
面
す
る
つ
ら
く
悲
し
い
出
来
事
も
す

べ
て
が
題
材
で
、
17
文
字
で
伝
え
ら
れ
る

の
が
俳
句
の
醍
醐
味
で
す
。

　
利
根
沼
田
は
江
戸
時
代
か
ら
俳
句
が
盛

ん
で
、
写
生
や
写
実
を
基
に
し
た
詩
風
は

今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
群
馬
を
代
表
す
る

俳
人
村
上
鬼
城
は
、
県
内
各
地
の
結
社
に

影
響
を
与
え
、
金
子
刀

と

う

す

い水
な
ど
沼
田
の
門

下
生
も
、
後
に
世
間
に
名
が
知
ら
れ
多
く

の
功
績
を
残
し
て
い
ま
す
。

丁
寧
な
暮
ら
し

　俳
句
で
心
豊
か
に
　

　
俳
句
は
、
紙
と
ペ
ン
が
あ
れ
ば
思
い

立
っ
た
と
き
に
一
人
で
も
で
き
る
手
軽
さ

が
あ
り
、
題
材
は
日
常
に
あ
ふ
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
す
れ
違
う
人
た
ち
の
服
装

の
変
化
や
前
日
の
夕
飯
の
内
容
を
振
り

返
っ
た
り
と
、
日
々
の
小
さ
な
出
来
事
に

意
識
を
向
け
る
だ
け
で
、
い
つ
も
と
少
し

違
う
世
界
が
生
ま
れ
ま
す
。
俳
句
を
詠
む

習
慣
が
で
き
て
く
る
と
、
言
葉
の
意
味
や

俳
聖
の
心
　

　
　
　風
土
に
生
き
る

語
源
な
ど
を
調
べ
た
り
、
人
の
句
を
た
く

さ
ん
詠
ん
で
語ご

い彙
や
表
現
を
増
や
し
た
り

と
、
言
葉
の
一
つ
一
つ
に
向
き
合
う
時
間

が
増
え
ま
す
。
併
せ
て
、
エ
ッ
セ
ン
ス
を

一
つ
も
削
ら
ず
、
余
計
な
情
報
も
一
切
入

れ
ず
に
練
り
上
げ
る
訓
練
や
技
巧
を
磨
く

こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
俳
句
を
始
め
る

と
20
年
、
30
年
と
長
く
続
け
る
人
が
多
い

と
い
わ
れ
る
の
は
、
小
さ
な
物
事
に
丁
寧

に
向
き
合
う
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
人
生

が
豊
か
に
な
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
理

由
の
一
つ
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。

今
世
に
つ
な
が
る
芭
蕉
の
句
　

　
松
尾
芭
蕉
の
句
は
分
か
り
や
す
く
、
言

葉
の
広
が
り
や
深
さ
か
ら
、
静
寂
の
中
の

自
然
美
や
人
生
観
が
心
に
響
く
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
、
石

川
県
小
松
市
の
多
太
神
社
を
訪
れ
た
芭
蕉

が
、
斎
藤
実

さ

ね

も

り盛
の
か
ぶ
と
を
見
て
偲
び
吟

じ
た
有
名
な
句
が
あ
り
ま
す
。

む
ざ
ん
や
な

　
甲
の
下
の

　
蟋

き
り
ぎ
り
す蟀 

　松
尾
芭
蕉
を
敬
慕
す
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
全
国
各
地
に
建
て

ら
れ
た
芭
蕉
句
碑
は
、
市
内
に
15
基
点
在
し
、
選
句
の
内
容
が
そ

の
地
に
合
致
し
今
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
前
期
に
全
国

を
旅
し
た
芭
蕉
が
群
馬
を
訪
れ
た
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当

時
、
沼
田
で
俳
句
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

武具塚の前で一句。赤とんぼが飛び始め、秋の情景を思い巡らせる（右から貝瀬さん、白井さん、真下さん）
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（
句
の
背
景
／
源
為

た

め

よ

し義
・
義

よ

し

と

も朝
父
子
に
仕

え
た
斉
藤
実
盛
は
、
幼
い
木
曽
義
仲
の
命

を
救
っ
た
が
、
年
を
経
て
平
家
方
と
し
て

義
仲
と
戦
い
討
た
れ
る
。
恩
人
実
盛
の
首

に
涙
し
た
義
仲
は
、
多
太
神
社
に
実
盛
の

か
ぶ
と
を
奉
納
し
た
）

　
俳
句
の
道
を
歩
み
50
年
に
な
ろ
う
と
す

る
貝
瀬
久
代
さ
ん
は
、
地
域
の
俳
句
教
室

で
講
師
を
努
め
、
俳
句
の
魅
力
を
広
め
て

い
ま
す
。
芭
蕉
が
義
仲
を
偲
ぶ
心
と
、
か

ぶ
と
の
下
で
コ
オ
ロ
ギ
も
悲
し
み
を
思
い

鳴
い
て
い
る
情
景
を
表
す
中
に
、
貝
瀬
さ

ん
は
「
い
つ
の
時
代
に
も
戦
争
は
あ
り
、

こ
の
句
が
今
世
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
」
と
、
想
像
を
膨
ら
ま
せ
ま
す
。

　
貝
瀬
さ
ん
は
沼
田
市
内
の
町
田
観
音
堂

内
に
、
同
じ
句
が
刻
ま
れ
た
句
碑
が
あ
る

こ
と
を
知
り
、
そ
の
場
所
を
訪
れ
る
史
跡

巡
り
に
参
加
。
「
沼
田
氏
最
後
の
主
将
平

八
郎
景
義
が
真
田
昌
幸
に
謀
殺
さ
れ
た
と

き
、
甲

か
っ
ち
ゅ
う冑

を
埋
め
た
と
伝
え
ら
れ
た
塚
の

上
に
芭
蕉
の
悲
劇
の
句
を
し
た
た
め
た
」

と
、
ガ
イ
ド
か
ら
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

詠
ま
れ
た
の
は
１
６
８
９
年
頃
で
、
句
碑

が
建
て
ら
れ
た
の
は
１
８
２
３
年
と
約

１
５
０
年
後
。
情
報
が
届
き
づ
ら
い
時
代

に
、
な
ぜ
内
容
が
合
致
し
た
句
が
建
て
ら

県
道
上
発
知
・
材
木
町
線

至
沼
田
IC

至玉原

虚空蔵堂

266戸神山

関越自動車道

卍町田観音堂

武具塚

至薄根小学校

寺久保坂

寺久保橋

れ
た
の
だ
ろ
う
と
感
じ
な
が
ら
、
芭
蕉
の

句
が
こ
の
場
所
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

に
思
い
を
寄
せ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
心
模
様
を
表
現
　

　
心
地
よ
い
秋
風
を
感
じ
ら
れ
る
９
月
下

旬
。
貝
瀬
さ
ん
と
俳
句
会｢

桔
梗｣

に
所
属

す
る
メ
ン
バ
ー
が
、
武
具
塚
の
前
で
句
を

詠
み
ま
し
た
。
〈
秋
麗
や
武
具
塚
に
観
る

芭
蕉
の
句
／
貝
瀬
久
代
〉
〈
武
具
塚
の
円

し
色
な
き
風
の
中
／
真
下
章
子
〉
〈
芭
蕉

句
碑
の
う
す
る
る
文
字
や
赤
と
ん
ぼ
／
白

井
幸
四
郎
〉

　
同
じ
風
景
を
見
て
同
じ
史
実
を
知
っ
て

も
、
感
じ
方
や
表
現
は
十
人
十
色
で
、
さ

ま
ざ
ま
情
景
が
広
が
り
ま
す
。
俳
句
は
一

人
で
で
き
る
手
軽
さ
が
あ
る
一
方
、
人
数

が
集
ま
れ
ば
世
界
が
広
が
り
、
自
分
の
思

い
も
共
感
し
て
も
ら
え
心
の
交
感
が
で
き

ま
す
。
貝
瀬
さ
ん
は
「
芭
蕉
の
よ
う
に
情

景
を
正
確
に
伝
え
る
表
現
の
力
を
磨
き
続

け
、
地
域
と
人
を
つ
な
ぐ
俳
句
の
魅
力
を

発
信
し
て
い
き
ま
す
」
と
、
話
し
ま
す
。

栄
町
十
二
山
神
社
境
内
。
中
央
に
草
書
体
で
大
き
く

「
芭
蕉
翁
」
と
刻
ま
れ
る
。
「
華
王
」
は
サ
ク
ラ
の
意
。

昔
、
こ
の
地
に
サ
ク
ラ
の
大
木
が
あ
り
名
所
だ
っ
た

む
ざ
ん
や
な

　
甲
の
下
の

　
螽

き
り
ぎ
り
す斯 

芭
蕉
の
神
格
化
し
た
神
名
が
「
花
之
本
桃
青
大
神
」

で
、
「
桃
青
」
は
俳
号
で
あ
る
。
こ
の
神
に
祀
っ
た
石

碑
は
戸
神
山
の
中
腹
に
あ
る
虚
空
蔵
堂
境
内
に
あ
る

好々爺の顔容で宗匠帽をかぶり、旅のつれづれに句
を詠む姿の芭蕉像（個人所蔵）

平等寺の芭蕉句碑。三角形で左側に銘
文、右側に翁とあり、1893（明治26）年
に芭蕉没後200年忌追慕として建てら
れた。県内三碑に入る名碑

八
九
間

　
空
で
雨
ふ
る
柳
か
な
　

春
の
夜
は

　
華
王
に
明
て
し
ま
い
け
り
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