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三
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八
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秀
句
鑑
賞 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

 
 

 

叛
く
子
と
対
峙
の
母
や
夜
の
百
足 

 
 
 

幸 

 

子
と
対
峙
し
て
い
る
の
が
母
親
で
あ
っ
て
父
親
で
は
な
い
点
が
少
し
気
に
懸
る
が
、
子
と
日
常
的
に
接
す
る
の
は
、「
生
き
る

糧
を
得
る
」
こ
と
を
大
義
名
分
と
し
て
、
毎
日
帰
宅
が
遅
く
出
張
で
家
を
空
け
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
父
親
と
比
べ
れ
ば
、
母
親

で
あ
る
か
ら
、
仕
方
が
な
い
。
父
親
が
働
き
盛
り
の
家
庭
は
疑
似
母
子
家
庭
と
い
っ
て
も
よ
い
。
子
の
種
々
の
不
満
や
煩
悶
は
身

近
の
母
親
に
真
っ
先
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
。 

百
足
が
出
た
日
の
夜
も
口
を
尖
ら
せ
た
子
と
の
間
で
一
悶
着
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
百
足
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

母
子
の
熱
い
応
酬
に
水
が
差
さ
れ
、
母
子
は
一
緒
に
な
っ
て
そ
の
百
足
に
対
峙
し
た
の
で
あ
る
。
対
峙
対
象
の
転
換
を
句
の
中
心

に
据
え
た
の
が
手
柄
で
あ
る
。
な
お
、「
百
足
」
は
夏
の
季
語
で
あ
る
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

 
 

巡
回
の
猫
の
気
配
や
み
だ
れ
萩 

 
 
 
 

秀
一 

  

俳
味
に
優
れ
た
一
句
で
あ
る
。
萩
の
咲
き
乱
れ
る
区
域
を
縄
張
り
と
し
て
い
る
猫
が
お
り
、
そ
の
猫
が
縄
張
り
の
見
回
り
に
来

る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
現
実
に
猫
の
姿
を
見
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
萩
の
枝
葉
を
揺
ら
し
て
猫
が
立

て
た
か
も
知
れ
な
い
ガ
サ
ガ
サ
と
い
う
物
音
に
、
猫
が
や
っ
て
く
る
気
配
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
作
者
は
、
そ

の
よ
う
な
物
音
が
一
切
な
い
状
態
で
も
、
萩
の
乱
れ
よ
う
に
「
猫
が
来
る
気
配
」
を
感
じ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

 
 

玉
入
れ
の
玉
ま
た
逸
る
る
野
菊
晴 

 
 
 

貞
勝 

 
 

菊
薫
る
時
期
は
各
所
で
運
動
会
が
開
か
れ
る
時
期
で
も
あ
る
。
歳
時
記
で
は
、
野
菊
（
野
菊
晴
）
と
運
動
会
は
別
々
の
季
語
を

と
し
て
秋
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
、
運
動
会
の
代
表
的
な
演
目
の
一
つ
で
あ
る
「
玉
入
れ
」
を
運
動
会
の
象
徴
と
し
て
抽

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
菊
と
運
動
会
を
同
じ
一
句
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
し
か
も
、「
玉
が
網
に
入
る
」
と
単
純
に
述
べ
る
の

で
は
な
く
、「
玉
が
ま
た
逸
れ
る
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
野
菊
晴
の
も
と
で
運
動
会
が
和
気
藹
々
と
の
び
や
か
に
行
わ
れ
て

い
る
様
子
を
活
写
し
て
い
る
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

 

捨
て
舟
に
鳥
の
休
め
る
残
暑
か
な 

 
 
 

友
子 

 
 

 

「
捨
て
舟
」
を
背
景
に
設
定
し
た
の
は
、
い
か
に
も
古
典
的
な
手
法
で
は
あ
る
が
、
残
暑
の
度
合
い
を
よ
り
如
実
に
表
現
す
る

た
め
の
お
膳
立
て
と
し
て
、「
捨
て
舟
に
休
む
鳥
」
に
目
を
付
け
た
の
は
上
手
い
。
鳥
だ
け
で
な
く
、
人
間
も
ま
た
夏
休
み
を
再

び
と
り
た
い
よ
う
な
暑
さ
で
あ
っ
た
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

 

針
の
目
の
見
え
て
見
え
ぬ
や
秋
の
夜 

 
 

ツ
ル
子 

 



「
目
に
見
え
て
い
る
の
に
見
え
な
い
」
と
い
う
言
い
回
し
が
良
い
。
し
か
も
、
対
象
と
す
る
も
の
が
、「
針
の
目
」
で
あ
れ
ば
、

そ
の
も
ど
か
し
さ
が
実
感
と
し
て
読
者
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
来
る
。
夜
、
針
仕
事
を
す
る
女
性
な
ら
で
は
の
句
で
あ
る
。 

男
性
の
評
者
は
、
し
ょ
ぼ
つ
く
目
を
奮
い
立
た
せ
て
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
く
と
き
、
目
的
の
キ
ー
と
一
緒
に
隣
の
キ

ー
も
押
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
ひ
た
ひ
た
と
寄
せ
来
る
老
い
の
波
を
感
じ
る
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

 

幻
想
の
ひ
と
つ
に
平
和
鬼
胡
桃 

 
 
 
 

明
美 

 

 

人
類
の
長
か
ら
ぬ
歴
史
を
顧
み
る
と
き
、
平
和
へ
の
懸
命
な
努
力
が
地
道
に
続
け
ら
れ
て
人
々
が
ほ
っ
と
し
た
の
も
束
の
間
、

そ
れ
が
一
つ
の
欲
望
や
誤
解
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に
破
ら
れ
て
来
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
希
望
と
落
胆
の
繰
り
返
し
を
眺

め
て
み
る
と
、「
平
和
は
幻
想
で
あ
る
」
と
慨
嘆
す
る
作
者
の
心
境
に
は
同
意
す
る
。
季
語
の
「
鬼
胡
桃
」
と
の
配
合
が
効
い
て

い
る
。  

【
自
句
自
解
】 

原
発
の
廃
棄
宣
言
秋
の
虹 

 
 
 
 
 
 

守 

 

秋
の
虹
は
直
ぐ
に
消
え
る
。
儚
い
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
原
発
ゼ
ロ
を
発
表
し
た
か
と
思
え
ば
、
許
可
済
み
原
発
の
建
設
再
開

を
容
認
す
る
な
ど
、
政
府
の
方
針
は
腰
が
据
わ
っ
て
い
な
い
。
経
済
の
発
展
と
国
民
の
健
康
は
別
次
元
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
一
つ

の
天
秤
の
両
側
の
皿
に
載
せ
て
、
比
較
衡
量
す
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
原
発
推
進
派
は
経
済
発
展
へ
の
悪
影
響
を
脅
し
の
材
料

に
使
っ
て
い
る
。
未
来
の
児
孫
の
た
め
に
本
句
の
予
測
が
現
実
と
な
ら
な
い
こ
と
を
望
む
。 

 【
添
削
コ
ー
ナ
ー
】 

 

 

秋
彼
岸
孫
の
背
丈
を
告
げ
て
を
り 

 
 
 

ツ
ル
子 

 
 

 

 

原
句
の
平
叙
文
の
形
で
も
句
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
十
分
に
伝
わ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
こ
れ
で
良
い
と
思
い
ま
す
が
、

助
詞
の
「
を
」
を
使
い
ま
す
と
句
が
説
明
的
に
流
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
を
」
を
消
し
て
フ
レ
ー
ズ
の
順
番
を
入
れ

替
え
、
次
の
よ
う
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

 

告
げ
ゐ
し
は
孫
の
背
丈
よ
秋
彼
岸 

 

こ
れ
に
よ
っ
て
故
人
と
の
対
話
の
主
題
が
「
孫
の
背
丈
」
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
中
心
に
据
え
ら
れ
、
句
に
韻
文
と
し
て
の
リ
ズ

ム
感
が
出
て
来
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 
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