
本
欄
、
資
料
渉
猟
余
話

そ
の
７４
で
、
明
治
の
俳

人
、
木
下
釣
月
の
六
冊
の

俳
句
稿
集
『
月
光
風
聲
』

を
紹
介
し
た
。
そ
の
中
の

一
冊
、
明
治
３１
年
１１
〜
１２

月
の
集
は
、
俳
句
仲
間
か

ら
の
手
紙
や
投
稿
作
品
の

草
稿
な
ど
を
綴
っ
た
雑
然

と
し
た
集
で
あ
る
。
読
み

に
く
い
ペ
ー
ジ
が
多
い

が
、
そ
の
中
に
「
俳
句
四

季
雑
題
」
と
題
が
あ
り
、

筆
と
ペ
ン
で
俳
句
が
書
か

れ
た
ペ
ー
ジ
が
あ
っ
た

（
写
真
参
）。題
下
に
ペ
ン

で
「
四
十
三
句
」、題
上
に

は
朱
墨
で
「
文
庫
へ
投
ぜ

し
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

「
投
ぜ
し
」
と
い
う
の
は

投
稿
し
た
と
い
う
意
味
。

こ
の
４３
句
は
『
文
庫
』
に

投
稿
し
た
作
品
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

同
時
期
で
『
文
庫
』
と

い
え
ば
少
年
園
と
い
う
出

版
社
が
出
し
た
文
芸
投
稿

雑
誌
で
あ
る
。
明
治
２８
年

か
ら
４３
年
ま
で
発
刊
さ

れ
、
読
者
か
ら
投
稿
さ
れ

た
小
説
、
詩
、
俳
句
短

歌
、
評
論
等
を
掲
載
し
て

い
た
。
釣
月
は
こ
の
雑
誌

に
も
投
稿
を
し
て
い
た
の

だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
投

稿
結
果
が
気
に
な
る
と
こ

ろ
。
そ
こ
で
釣
月
活
躍
期

に
当
た
る
明
治
３０
年
か
ら

３３
年
の
『
文
庫
』
を
借
り

調
べ
て
み
た
。

調
べ
て
み
る
と
釣
月
作

品
は
『
月
光
風
聲
』
の
草

稿
と
同
時
期
の
明
治
３１
年

１２
月
号
に
十
句
が
掲
載
さ

れ
て
い
た
（
写
真
参
）。こ

の
時
の
選
者
は
石
井
露

月
。
そ
の
直
前
ま
で
高
濱

虚
子
が
選
者
を
し
て
い
た

が
、
虚
子
が
雑
誌
『
ほ
と

と
ぎ
す
』
の
発
行
人
と
な

っ
た
の
で
露
月
に
『
文

庫
』
を
譲
っ
た
の
だ
ろ

う
。
釣
月
と
し
て
は
虚
子

に
選
ん
で
も
ら
お
う
と
の

投
句
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

露
月
は
秋
田
出
身
。
子

規
の
弟
子
と
し
て
は
虚

子
、
碧
梧
桐
に
次
ぐ
存

在
。
露
月
は
虚
子
か
ら
の

掲
載
体
裁
を
引
き
継
ぎ
句

の
上
に
◎
○
丶丶
（
点
）
印

を
つ
け
、
句
の
横
に
簡
単

な
評
を
つ
け
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
釣
月
句
で
子
規
直

近
の
人
か
ら
の
評
は
発
見

さ
れ
て
い
な
い
。
全
文
を

紹
介
し
た
い
（
…
以
下
が

評
に
な
る
）。

丶丶
蒲
公
英
に
鼬
寝
て
居
る

日
南
か
な

…
人
工
の
け

し
き
な
る
べ
し

◎
酒
く
さ
き
人
に
逢
ひ
け

り
朧
月

…
但
し
酒
く
さ

き
の
実
感
は
、
む
し
ろ
不

快
な
り
。

○
牛
が
啼
く
桃
の
小
村
の

日
午
な
り

…
陳
に
属
す

べ
し
。

◎
山
を
越
え
水
を
渉
り
て

日
の
永
き

…
春
日
和
煦

を
叙
し
得
た
り
。

○
浅
草
や
若
葉
の
雨
に
鳩

が
飛
ぶ

…
少
し
く
窮
屈

な
ら
ず
や
。

丶丶
雫
落
つ
る
岩
穴
暗
き
若

葉
哉

…
若
葉
の
雫
は
、

岩
穴
の
外
に
落
つ
べ
け
れ

ば
、
岩
穴
は
、
さ
ほ
ど
妙

な
り
と
も
覚
え
ず
。

丶丶
絵
幟
の
小
さ
き
を
立
て

し
山
家
か
な

…
『
小
さ

き
を
立
て
し
』
は
い
か

が
、
む
し
ろ
絵
幟
な
ら
ぬ

し
か
も
大
な
る
が
立
て

る
、
却
っ
て
山
家
に
適
切

に
て
お
も
し
ろ
き
を
思

う
。

丶丶
短
夜
や
連
歌
戻
り
の
鷄

の
聲

…
連
歌
に
鷄
は
さ

し
た
る
手
柄
に
あ
ら
じ
。

丶丶
秋
立
や
草
に
か
く
る
る

白
い
蝶

…
中
下
の
七
五

は
面
白
し
、
初
五
を
何
と

か
換
へ
ま
ほ
し
。

○
掾
先
に
迎
火
焚
く
や
宵

の
雨

（
同
句
は
評
無

し
）４３

句
応
募
し
て
１０
句
選

ば

れ
◎
二
、
○
三
、
丶丶

五
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う

な
評
。
こ
れ
を
他
の
投
句

者
と
比
較
す
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
高
い
評
価
を
得

た
と
は
言
い
難
い
。
釣
月

に
と
っ
て
は
厳
し
い
評
価

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

も
と
も
と
こ
の
投
稿
句

は
、「
四
季
雑
題
」
と
題
が

あ
る
よ
う
に
、
応
募
時
に

作
っ
た
句
で
は
な
い
よ
う

だ
。
日
本
新
聞
や
『
ほ
と

と
ぎ
す
』
掲
載
句
を
除
い

た
、
過
去
に
作
っ
た
句
や

そ
の
改
作
句
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
句
で
高
評
価
を

得
る
の
は
難
し
か
っ
た
。

釣
月
句
の
『
文
庫
』
掲

載
は
結
局
こ
の
一
回
だ

け
。『
月
光
風
聲
』
に
も
こ

れ
以
外
に
「
文
庫
」
と
い

う
言
葉
は
見
あ
た
ら
な

い
。
こ
の
一
回
が
唯
一
の

投
句
だ
っ
た
よ
う
だ
。
一

回
だ
け
に
終
わ
っ
た
の

は
、
選
者
が
露
月
に
代
わ

っ
て
い
た
こ
と
や
、
思
っ

た
ほ
ど
の
評
価
を
得
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と

な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。

釣
月
は
こ
の
直
後
、
越

中
高
岡
の
越
友
会
、
松
本

の
松
聲
會
な
ど
の
句
会
へ

参
加
投
句
し
、
積
極
的
に

自
分
の
句
を
評
価
し
て
も

ら
う
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
う
見
れ
ば
、
こ
の

露
月
の
俳
句
評
は
釣
月
の

新
た
な
る
行
動
の
契
機
に

な
っ
た
も
の
と
言
え
よ

う
。
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木下釣月『月光風声』より
「文庫へ投ぜし」俳句のページ

『文庫』明治３１年１２月号
俳句欄の釣月作品
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