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正
岡
子
規
の
有
名
な
俳
句
に
「
柿
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
」
が
あ
る
。
こ
の
俳
句
に

初
め
て
出
会
っ
た
子
供
が
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
、
間
違
い
だ
ろ
う
か
。 

「
男
の
子
が
柿
を
食
べ
て
い
た
ら
『
早
く
家
に
帰
れ
』
と
法
隆
寺
の
鐘
が
な
っ
た
」 

「
お
寺
の
お
坊
さ
ん
が
男
の
子
の
動
き
を
見
て
い
て
、
柿
を
が
ぶ
っ
と
か
じ
り
つ
い
た
瞬
間

に
鐘
を
鳴
ら
し
て
驚
か
せ
た
」 

「
お
皿
の
上
に
並
ん
だ
果
物
の
中
か
ら
、
男
の
子
が
考
え
て
い
た
果
物
と
同
じ
の
を
女
の
子

が
食
べ
た
ら
、
男
の
子
が
『
当
た
り
！
』
と
鐘
を
つ
い
た
」 

色
々
な
解
釈
が
出
て
き
そ
う
だ
が
、
こ
の
句
に
関
し
て
は
す
で
に
決
ま
っ
た
解
釈
が
あ
る

の
で
、
右
の
よ
う
な
解
釈
は
テ
ス
ト
に
な
る
と
ど
れ
も
バ
ツ
が
つ
い
て
し
ま
う
。
で
は
、
こ
の

句
を
真
似
し
て
柿
で
は
な
く
桃
に
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
い
い
の
か
、
ま
た
法
隆

寺
で
は
な
く
浅
草
寺
だ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。 

 
 以

前
中
学
入
試
で
、
「
夕
暮
れ
の
中
、
男
の
子
は
一
人
停
留
所
で
バ
ス
が
来
る
の
を
待
っ
て

い
た
」
こ
の
時
の
男
の
子
の
気
持
ち
は
ど
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
次
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
と

い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
答
え
は
「
暗
く
な
っ
て
不
安
な
気
持
ち
」
が
正
解
の
よ
う
だ
が
、
記
述

で
答
え
る
場
合
、
「
仕
事
か
ら
帰
っ
て
く
る
母
親
に
『
早
く
会
っ
て
伝
え
た
い
な
』
と
、
い
つ

も
の
バ
ス
が
来
る
の
を
気
を
も
ん
で
待
っ
て
い
る
」
と
書
い
た
ら
マ
ル
を
も
ら
え
る
だ
ろ
う

か
。
な
ぜ
、
背
景
も
何
も
書
い
て
い
な
い
た
っ
た
三
十
字
の
文
か
ら
答
え
を
一
つ
に
絞
ら
な
い

と
い
け
な
い
の
か
。
私
に
と
っ
て
は
ず
っ
と
謎
で
あ
る
。 

 

俳
句
や
漢
詩
な
ど
決
ま
り
か
ら
外
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
俳
句
で
も
漢
詩
で
も
な
く
な
る
。

だ
か
ら
、
右
の
三
十
字
よ
り
短
い
た
っ
た
十
七
文
字
や
二
十
語
（
一
番
短
い
漢
詩
の
五
言
絶
句
）

で
深
い
内
容
を
表
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
出
て
く
る
は
ず
だ
。
却
っ

て
い
く
つ
も
の
解
釈
が
で
き
る
作
品
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
。
私
た

ち
の
日
々
の
生
活
で
は
、
二
千
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
周
の
時
代
の
『
五
経
』
な
ど
の
書
物
を

時
代
に
合
わ
せ
て
当
初
と
は
異
な
っ
た
意
味
に
解
釈
し
、
現
代
に
も
生
か
す
こ
と
が
あ
る
。
そ

う
い
え
ば
、
三
月
末
に
本
ク
ラ
ブ
で
散
策
し
た
松
陰
神
社
に
「
備
え
あ
れ
ば
患
い
な
し
『
書

経
』
」
と
書
か
れ
た
紙
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
昔
は
戦
い
に
備
え
、
今
は
地
震
に
備
え
る
と
解
釈

す
る
の
が
い
ち
ば
ん
当
て
は
ま
り
そ
う
だ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


