
叱
る
人
叱
ら
る
る
人
と

火
鉢
か
な

明
治
時
代
の
俳
句
で
あ

る
。「
叱
る
」
と
い
う
言
葉

に
厳
格
な
明
治
の
父
親
、

あ
る
い
は
上
司
の
姿
が
見

え
る
。
叱
ら
れ
て
い
る
の

は
子
ど
も
か
、
部
下
か
。

し
か
し
、
そ
の
間
に
は
火

鉢
。
二
人
は
手
を
あ
ぶ
り

な
が
ら
叱
り
叱
ら
れ
て
い

る
の
だ
。
そ
の
姿
を
想
像

す
る
と
、
何
か
微
笑
ま
し

い
明
治
の
一
風
景
に
な
っ

て
く
る
。
作
者
の
優
し
い

眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
句
の
作
者
は
木
下

釣
月
。
明
治
３１
年
、
正
岡

子
規
が
編
集
に
係
わ
っ
た

雑
誌
『
ほ
と
と
ぎ
す
』
と

新
聞
『
日
本
』
の
両
方
に

掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
。

ひ
と
し

釣
月
（
齊
）
は
明
治

１３
年
竜
丘
駄
科
の
生
ま

れ
。
下
伊
那
の
地
か
ら
子

規
を
慕
い
、
幾
多
の
俳
句

を
作
り
投
句
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
生
涯
は
短

く
明
治
３３
年
わ
ず
か
２１
歳

（
数
え
年
）、肺
病
で
亡
く

な
っ
て
い
る
。
生
家
に
残

る
釣
月
の
写
真
は
そ
の
作

品
と
同
じ
よ
う
に
優
し

い
。釣

月
に
つ
い
て
は
小
林

郊
人
著
の
『
信
濃
の
俳

人
』
に
「
天
才
的
青
年
俳

人
」「
日
本
の
俳
句
欄
に

も
、
又
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
も

入
集
し
て
子
規
に
見
出
さ

れ
」
た
、
と
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
現
在
そ

の
作
品
は
同
書
に
あ
る
二

十
句
し
か
読
む
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
こ
で
『
ほ
と

と
ぎ
す
』
や
『
日
本
』
そ

れ
に
所
属
し
て
い
た
飯
田

の
松
聲
會
の
日
誌
を
当
た

っ
て
み
た
。
確
か
に
そ
こ

に
は
子
規
な
ど
に
選
ば
れ

た
三
百
以
上
の
句
が
発
見

で
き
た
。

今
回
、
調
べ
て
驚
い
た

の
は
、
明
治
３０
年
と
い
う

初
出
の
早
さ
で
あ
る
。
こ

の
時
期
の
下
伊
那
か
ら
の

掲
載
は
釣
月
だ
け
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
が
中
学

を
出
た
ば
か
り
の
青
年

で
、
雑
誌
・
新
聞
の
申
込

か
ら
投
句
ま
で
を
一
人
で

行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
青
年
の
熱
意
の

ほ
ど
を
感
じ
て
し
ま
う
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
釣
月
を

駆
り
立
て
た
の
は
や
は
り

正
岡
子
規
の
存
在
で
あ
ろ

う
。生

家
に
は
子
規
か
ら
の

手
紙
や
年
賀
状
が
残
る

が
、
右
の
手
紙
は
釣
月
が

送
っ
た
長
月
集
と
い
う
俳

句
集
へ
の
御
礼
の
も
の
で

あ
る
。
長
月
集
は
釣
月
の

作
っ
た
手
作
り
の
俳
句
集

と
考
え
ら
れ
る
。
子
規
を

慕
い
子
規
に
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
夢
見
て
い
た
釣

月
。
目
標
に
向
か
っ
て
一

直
線
な
青
年
の
姿
が
見
え

て
く
る
。

そ
れ
で
は
今
回
発
見
し

た
作
品
を
紹
介
し
よ
う
。

釣
月
作
品
の
特
色
を
一
言

で
い
え
ば
青
春
俳
句
で
あ

る
。
こ
の
年
齢
の
人
に
し

か
作
れ
な
い
よ
う
な
瑞
々

し
い
俳
句
。
そ
こ
に
子
規

の
説
く
写
生
が
実
践
さ

れ
、
さ
ら
に
こ
の
人
の
持

つ
優
し
さ
が
加
わ
り
親
し

み
や
す
い
作
品
を
生
ん

だ
。「
草
籠
に
片
足
折
れ
し

螽
這
ふ
」「
蛇
の
子
は
草
に

か
く
れ
て
風
涼
し
」「
椽
か

わ
に
�
か
け
り
ふ
ゆ
の
あ

め
」「
草
枯
や
狐
に
出
会
う

山
の
裾
」
ほ
ほ
え
ま
し
い

句
で
あ
る
。

ま
た
、
子
規
の
教
え
を

受
け
与
謝
蕪
村
に
学
ぶ
姿

も
見
ら
れ
る
。「
葬
禮
の
町

を
東
す
春
の
月
」「
菜
の
花

に
日
は
落
ち
か
か
る
行
く

手
か
な
」「
う
れ
し
さ
の
清

水
見
つ
け
り
山
路
哉
」「
畑

と
な
り
し
御
城
の
跡
や
い

か
の
ぼ
り
」
当
時
、
子
規

が
『
俳
人
蕪
村
』
を
『
日

本
』
に
連
載
し
て
い
た
。

そ
の
記
事
か
ら
蕪
村
を
学

び
自
ら
の
世
界
を
表
現
し

た
作
品
と
言
え
よ
う
。

明
治
と
い
う
時
代
を
感

じ
さ
せ
る
作
品
も
い
く
つ

か
あ
る
。「
葉
柳

や
お
濠
の
ふ
ち

の
電
氣
燈
」「
郵

便
の
配
達
通
る

枯
野
哉
」「
た
た

ず
み
て
軽
気
球
見
る
日
永

哉
」「
写
真
機
を
岡
に
立
て

た
る
実
り
稲
」
新
し
い
題

材
を
入
れ
た
句
で
あ
る
。

ま
た
、「
茶
の
花
や
畑
と
な

り
た
る
士
族
町
」「
城
跡
へ

帰
る
鴉
や
夕
霞
」
な
ど
過

ぎ
去
っ
た
江
戸
時
代
を
思

う
よ
う
な
句
も
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
三
年
ほ

ど
の
期
間
に
多
く
の
句
を

作
り
、
中
央
に
挑
戦
し
た

若
者
の
力
に
驚
か
さ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
活
動

が
死
に
よ
っ
て
途
絶
え
て

し
ま
っ
た
の
が
何
と
も
残

念
で
な
ら
な
い
。
ま
だ
ま

だ
沢
山
の
秀
逸
句
が
あ

る
。
機
会
が
あ
れ
ば
紹
介

し
た
い
。

�
�
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木下釣月

子
規
の
手
紙

明
治
３１
年

（
写
真
は
と
も
に
駄
科
・
木
下
幹
夫
氏
蔵
）

ち
ょ
う
げ
つ
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