
正
岡
子
規
の
取
り
合
わ
せ
観

「
俳
諧
大
要
」
か
ら
「
糞
の
句
」
へ

中

原

幸

子

〔
抄

録
〕

正
岡
子
規
（
慶
応
三
〔
一
八
六
七
〕
〜
明
治
三
五
〔
一
九
〇
二
〕）
は
美

を
生
む
方
法
と
し
て
の
「
取
り
合
わ
せ
」
に
関
し
て
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。

そ
の
中
心
を
な
す
の
は
俳
句
の
方
法
と
し
て
の
取
り
合
わ
せ
観
の
深
化
で
あ

っ
た
。
筆
者
は
明
治
二
十
八
年
の
「
俳
諧
大
要
」、
同
三
十
年
の
「
俳
諧
反

古
籠
」、
同
三
十
三
年
の
「
糞
の
句
」
に
そ
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
が
殊
に
は

っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
と
考
え
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
中
心
に
子
規
の
取
り
合

わ
せ
観
の
軌
跡
を
辿
っ
た
。
そ
の
骨
子
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

一
、「
俳
諧
大
要
」
執
筆
中
に
芭
蕉
の
提
唱
し
た
「
取
り
合
わ
せ
」
へ
の

理
解
を
深
め
、
取
り
合
わ
せ
の
機
能
を
認
識
し
た
。

二
、「
俳
諧
反
故
籠
」
で
は
取
り
合
わ
せ
の
応
用
を
論
じ
た
。

三
、「
糞
の
句
」
で
は
、
俳
句
形
式
の
短
か
さ
が
取
り
合
わ
せ
の
力
の
発

揮
に
不
可
欠
、
と
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

子
規

取
り
合
わ
せ

配
合

美

俳
諧
大
要

俳
諧
反

故
籠

糞
の
句

一

は
じ
め
に

正
岡
子
規
（
慶
応
三
〔
一
八
六
七
〕
〜
明
治
三
五
〔
一
九
〇
二
〕）
は
俳
句
に

お
け
る
「
取
り
合
わ
せ
」
の
理
解
と
実
践
を
年
を
追
っ
て
深
め
、
広
げ
て
い
く
が
、

筆
者
は
そ
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
が
特
に
明
治
二
十
八
年
の
「
俳
諧
大
要１

）

」、
同
三

十
年
の
「
俳
諧
反
古
籠２

）

」、
同
三
十
三
年
の
「
糞
の
句３

）

」
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て

い
る
と
考
え
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
中
心
に
子
規
の
取
り
合
わ
せ
観
の
軌
跡
を
辿
っ

た
。尚

、
子
規
は
「
取
り
合
わ
せ
」
を
「
配
合
」
と
称
し
た
が
、
従
来
「
ほ
ぼ
同

義４
）

」
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
二
語
を
併
用
し
た
子
規
の
意
図
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。

（
引
用
文
中
、
漢
字
は
現
代
通
用
体
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。）
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二

「
俳
諧
大
要
」
以
前

「
俳
諧
大
要
」
執
筆
以
前
の
取
り
合
わ
せ
に
関
わ
る
子
規
の
発
言
を
左
記
に
列

記
す
る
。

①
「
八
犬
伝
第
三５

）

」

義
生
礼
を
知
ら
ば
何
ぞ
年
の
順
序
を
以
て
め
あ
は
せ
ざ
る
、
著
者
殊
更
に

仁
義
八
行
の
順
序
を
重
ん
ず
る
な
ら
ば
、
な
ど
仁
義
礼
知
の
順
と
年
齢
の

順
と
に
従
ふ
て
配
合
せ
ざ
る
、
と
に
か
く
、
余
は
こ
の
縁
組
も
不
都
合
な

る
者
な
り
と
思
は
る
ゝ
也

②
「
一
学
科
の
区
域６

）

」

又
絵
画
を
論
ぜ
ん
と
す
れ
ば
古
今
諸
派
、
東
西
諸
流
の
画
法
と
風
致
と
を

究
め

且
ツ
彩
色
の
配
合
を
も
知
ら
ん
が
た
め
に
は
多
少
の
光
学
の
知
識

も
な
か
る
べ
か
ら
ず

③
「
タ
チ
ツ
テ
ト７

）

」

他
の
行
は
皆
同
じ
子
音
を
母
音
に
配
合
せ
し
も
の
な
れ
ど
「
タ
」
行
は
子

音
混
合
せ
り

④
「
子
供
の
教
育８

）

」

小
児
は
総
て
諸
色
の
配
合
を
好
む
者
故

幼
稚
園
に
て
は
色
紙
又
は
色
つ

け
の
麦
藁
を
用
ゆ
る
こ
と
多
し
。

⑤
「
筆
頭
狩９

）

」

桃
紅
に
麦
緑
な
る
は
補
色
（co

m
p
lim

en
ta
ry
 
co
lo
rs

）
な
り

空
青

く
菜
の
黄
な
る
も
ま
た
補
色
に
近
し

天
然
の
色
の
配
合
実
に
其
宜
し
き

を
得
た
り

春
遊
び
の
快
こ
ゝ
に
極
ま
れ
り
と
い
ふ
べ
し

⑥
「
発
句
作
法
指
南
の
評10

）

」

（

ね
ふ
ら
せ
て
養
ひ
立
て
よ
花
の
雨

貞
徳

の
評
に
お
い
て
）
飴
を
ね

ぶ
ら
せ
て
養
ひ
た
て
よ
と
い
ふ
事
を
花
の
雨
に
取
り
合
は
せ
た
る
も
の
な

る
べ
し

⑦
「
昔
の
若
草

今
の
若
草11

）

」

此
題
（
筆
者
注
「
今
の
若
草
」）
に
牛
馬
の
取
り
合
ひ
は
何
句
と
な
く
言

ひ
ふ
る
し
た
る
に

若
草
や
裾
野
に
眠
る
放
れ
駒

木
同

若
草
に

見
る
〳
〵
馬
の
肥
え
に
け
り

子
規

な
ど
も
の
し
た
る
気
強
さ
よ
。

①
か
ら
④
で
は
「
配
合
」
が
使
わ
れ
る
。
①
は
男
女
を
め
あ
わ
せ
る
意
味
、
②

④
⑤
は
色
の
配
色
で
あ
り
、「
組
み
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
の
は

③
だ
け
で
あ
る
。
但
し
色
の
配
合
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す

る
。⑥

と
⑦
で
俳
句
の
取
り
合
わ
せ
が
出
る
。
取
り
合
わ
せ
が
い
い
か
、
悪
い
か
に

関
わ
る
発
言
で
あ
り
、
俳
句
で
取
り
合
わ
せ
が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と

が
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

三

「
取
り
合
わ
せ
」
と
「
配
合
」

俳
句
に
関
し
て
初
め
て
子
規
が
「
配
合
」
を
使
う
の
は
、「
俳
諧
大
要
」
と
同

じ
時
期
に
連
載
さ
れ
て
い
た
「
棒
三
昧
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
左
記
の
よ
う
に
、

短
い
文
の
中
に
何
度
も
「
配
合
」
と
「
取
り
合
わ
せ
」
が
併
用
さ
れ
る
。

⑧
「
棒
三
昧12

）

」

○
文
学
界

に
醒
雪
の
蕉
下
漫
録
な
る
者
あ
り
。
珍
し
き
古
書
古
例
な
ど
挙

げ
た
れ
ば
、
浅
学
の
我
等
は
益
を
得
る
こ
と
多
し
。
中
に
蕪
村
の
特（
調ママ
と）
も

一
二
六

正
岡
子
規
の
取
り
合
わ
せ
観

（
中
原
幸
子
）



称
す
る
二
句
を
挙
ぐ
。
曰
く

羽
蟻
飛
ぶ
や
富
士
の
裾
野
の
小
家
よ
り

蕪
村

日
は
斜
関
屋
の
槍
に
蜻
蛉
か
な

蕪
村

と
。
而
し
て
著
者
は
此
二
句
を
蕪
村
集
中
の
拙
劣
な
る
者
と
し
て
挙
げ
た
る

が
如
し
。
羽
蟻
の
句
、
固
よ
り
拙
の
拙
な
る
者
な
り
。
然
れ
ど
も
、
蜻
蛉
の

句
は
決
し
て
拙
劣
な
り
と
い
ふ
可
ら
ず
。
句
調
の
功
、
意
匠
の
新
、
配
合
の

和
、
共
に
其
妙
を
見
る
に
足
る
。
著
者
の
之
を
同
一
位
に
見
た
る
、
甚
だ
誤

れ
り
。
単
に
此
二
句
を
挙
げ
て
取
合
の
妙
を
示
し
た
る
も
の
か
、
左
す
れ
ば

蜻
蛉
と
槍
の
配
合
は
妙
な
れ
ど
も
、
羽
蟻
と
富
士
と
の
配
合
は
甚
だ
拙
な
り
。

著
者
亦
此
点
に
於
て
誤
れ
り
。
或
は
取
合
の
巧
拙
を
い
ふ
に
あ
ら
ず
し
て
単

に
取
合
の
上
に
其
特
色
を
示
し
た
る
が
、
蜻
蛉
の
句
は
特
色
な
り
と
い
ひ
得

べ
き
も
羽
蟻
の
句
は
特
色
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
著
者
亦
此
点
に
於
て
誤
れ
り
。

な
ぜ
こ
こ
で
突
然
「
配
合
」
が
使
わ
れ
始
め
た
の
か
、
し
か
も
「
取
り
合
わ

せ
」
を
す
べ
て
「
配
合
」
に
替
え
る
の
で
は
な
く
、
併
用
し
た
か
。
そ
の
点
を
⑨

に
基
づ
き
以
下
の
よ
う
に
考
察
し
た
。

⑨
佐
々
醒
雪
著
「
蕉
下
漫
録13

）

」

（
…
…
）
今
は
唯
、
思
ひ
出
で
し
者
一
二
句
を
記
し
置
か
ん
か
、

は
あ
り
と
ぶ
や
富
士
の
裾
野
の
小
家
よ
り

蕪
村

日
は
斜
関
屋
の
や
り
に
と
ん
ぼ
か
な

蕪
村

翁
曰
、「
発
句
は
取
合
せ
も
の
と
知
る
べ
し
、
二
つ
取
合
せ
て
、
よ
く
取

合
す
る
を
上
手
と
い
ふ
」
と
、
去
来
曰
「
其
題
の
曲
輪
を
千
里
に
飛
出
て
ゝ

案
ず
べ
し
」（「
去
来
抄
」）
と
、
蕪
村
が
鍛
錬
、
こ
の
間
よ
り
来
り
し
者
に

似
た
り
、
所
謂
日
本
派
は
明
ら
か
に
此
傾
向
を
示
せ
り
、
紅
葉
も
近
来
稍
こ

れ
に
感
染
れ
し
に
は
非
る
か
。

芭
蕉
翁
、
又
嘗
て
云
ひ
ぬ
、

発
句
は
頭
よ
り
す
ら
〳
〵
と
云
下
し
来
る
を
上
品
と
す
、
発
句
は
二
つ
三

つ
取
組
て
な
す
は
よ
か
ら
す
、
黄
金
を
う
ち
の
べ
た
る
如
く
作
る
べ（
じママ
（）
俳

語
録
）

名
人
に
は
名
人
の
地
あ
り
、
巧
者
に
は
巧
者
の
堺
あ
り
、
す
べ
て
の
矛
盾
は
、

最
高
き
所
に
於
て
統
一
せ
ら
る
べ
し
。

醒
雪
は
こ
こ
で
芭
蕉
の
「
発
句
は
取
合
せ
も
の
と
知
る
べ
し
、
二
つ
取
合
せ
て
、

よ
く
取
合
す
る
を
上
手
と
い
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、
日
本
派
、
つ
ま
り
子

規
の
一
派
は
「
取
り
合
わ
せ
」
で
俳
句
を
作
る
傾
向
に
あ
る
が
、
芭
蕉
は
「
発
句

は
頭
よ
り
す
ら
〳
〵
と
云
下
し
来
る
を
上
品
と
す
」
と
も
言
っ
て
い
る
、
と
述
べ

て
、
子
規
た
ち
の
や
り
方
を
批
判
し
て
い
る
、
と
も
取
れ
る
。

⑧
は
こ
れ
に
対
す
る
子
規
の
反
論
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
な
ぜ
こ
こ
で
突
然
「
配

合
」
が
使
い
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、
子
規
は
こ
れ
を
書
く
直
前
に
『
俳
諧
問
答14

）

』
を
読
み
、
書
き
入
れ
ま
で

し
て
い
る
が
、
そ
の
時
は
芭
蕉
の
こ
の
言
葉
を
、「
題
詠
の
秘
訣
」
と
捉
え
、「
取

り
合
わ
せ
」
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
と
は
解
釈
し
な
か
っ
た
（
あ
る
い
は
、
出

来
な
か
っ
た
）。
だ
が
、
醒
雪
の
文
に
よ
っ
て
「
取
り
合
わ
せ
」
を
俳
諧
の
方
法

と
し
て
強
く
認
識
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

子
規
は
突
然
「
配
合
」
を
使
い
始
め
た
こ
と
に
つ
い
て
何
の
説
明
も
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
芭
蕉
が
俳
諧
の
世
界
に
持
ち
込
ん
だ
「
取
り
合
わ
せ
」
を
、
新
し
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い
「
俳
句
」
を
め
ざ
す
子
規
が
「
配
合
」
と
呼
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
子
規
の

取
り
合
わ
せ
観
の
表
明
で
は
な
い
か
。
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
⑨
に
示
し
た
「
文
学
界
」
の
佐
々
醒
雪
の
一
文
に
よ
っ
て
、
子
規
が

「
取
り
合
わ
せ
」
は
芭
蕉
が
俳
諧
に
持
ち
込
ん
だ
方
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を

強
く
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
子
規
は
先
人
の
レ
ー
ル
の
上
を
走
り
た

が
ら
な
い
人
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
子
規
は
坪
内
逍
遙
の
『
小
説
神
髄
』
を
読
ん
で
強
く
心
を
動
か

さ
れ
た15

）

が
、
そ
の
逍
遙
が
、
左
記
に
示
す
よ
う
に
、
小
説
の
登
場
人
物
の
造
型
に

つ
い
て
、「
い
く
つ
か
の
物
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
つ
の
も
の
を
作
る
」
と
い
う

意
味
で
「
配
合
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

人
物
を
仮か
作さく
（＝

仮
に
作
る＝

虚
構
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
す
る
も
ま
づ
そ

の
ご
と
く
、
此こ
処こ
彼かし
処こ
な
る
人
間
よ
り
そ
の
性
質
の
原た
素ね
を
も
と
め
て
、
併

せ
て
こ
れ
を
一
箇
ひ
と
つ

と
な
し
、
完
美
善
良
の
人
物
を
ば
小
説
中
に
つ
く
り
い
だ

す
は
、（
も
し
そ
の
配
合
の
方
法
塩
梅
心
理
に
違たが
へ
る
由
な
き
以
上
は
、）
敢

て
苦
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ど
も
、
決
し
て
人じん
界かい
に
望
む
ま
じ
き
咄とつと々つ
奇き
異い
な

る
人
物
な
ど
を
作
者
が
自
侭
の
想
像
も
て
仮つ
作く
り
い
だ
す
は
忌
む
べ
き
な
り
。

造
化
の
配
剤
の
不
可
思
議
な
る
、
傍
観
で
観
る
と
は
大
い
に
異
な
り

小
説
を
出
発
さ
せ
た
逍
遙
が
『
小
説
神
髄
』
で
使
っ
た
の
と
同
じ
語
を
同
じ
意

味
に
用
い
て
俳
句
を
論
じ
る
こ
と
は
、
子
規
に
と
っ
て
、「
俳
諧
大
要
」
の
冒
頭

で
述
べ
た
「
俳
句
は
文
学
の
一
部
な
り
」
と
の
見
解
の
一
傍
証
と
な
り
得
た
で
あ

ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
二
つ
が
動
機
だ
と
す
る
と
、「
取
り
合
わ
せ
」
は
す
べ
て
「
配
合
」

に
入
れ
替
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
子
規
は
「
取
り
合
わ
せ
」
と
「
配
合
」
を

混
在
さ
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
子
規
が
早
く

か
ら
絵
画
の
世
界
で
の
用
語
と
し
て
「
配
合
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
子

規
が
文
学
の
世
界
に
「
写
生
」
を
持
ち
込
ん
だ
の
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
で
あ
り
、

俳
句
に
お
い
て
も
「
配
合
」
と
い
う
語
が
自
然
に
浮
か
び
、
そ
れ
に
抵
抗
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
取
り
合
わ
せ
」
よ
り
ぴ
っ
た
り
来
る
場
合
が

あ
る
、
と
感
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

現
代
、
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
言
葉
と
し
て
の
「
取
り
合
わ
せ
」
と
「
配
合
」

の
主
な
相
違
点
は
、「
取
り
合
わ
せ
」
で
は
二
つ
の
も
の
が
別
々
の
ま
ま
で
調
和

す
る
感
じ
で
あ
り
、
一
方
配
合
に
は
混
じ
り
合
う
、
溶
け
あ
う
、
す
な
わ
ち
、
も

と
の
姿
を
残
さ
な
い
よ
う
な
形
に
な
っ
て
し
ま
う
感
じ
が
あ
る
。
子
規
の
語
彙
の

中
に
早
く
か
ら
「
配
合
」
が
あ
り
、
し
か
も
「
色
の
配
合
」
を
き
ち
ん
と
把
握
し

て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
突
然
「
取
り
合
わ
せ
」
の
代
わ
り
に
「
配
合
」
を
使
っ

た
理
由
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
も
、
矛
盾
は
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

た
だ
、
子
規
が
、
意
味
の
上
で
の
明
瞭
な
使
い
分
け
に
到
っ
て
い
る
か
ど
う
か

は
ま
だ
分
析
が
不
足
で
あ
り
、
更
な
る
考
察
を
要
す
る
。
だ
が
、
配
合
と
い
う
独

自
の
用
語
を
使
っ
た
こ
と
も
子
規
の
取
り
合
わ
せ
観
の
一
端
で
あ
る
こ
と
は
慥
か

で
あ
る
。

四

「
俳
諧
反
故
籠
」
｜
「
取
り
合
わ
せ
」
の
機
能
と
活
用

子
規
は
「
俳
諧
大
要

十
一
」
に
お
い
て
左
記
の
よ
う
に
「
取
り
合
わ
せ
」
の

機
能
を
認
識
し
た
。

「
俳
諧
大
要

十
一16

）

」
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一
、

菊
の
香
や
奈
良
に
は
古
き
仏（
だママ
ち）

芭
蕉

此
句
に
於
て
、
菊
と
仏
と
は
場
所
の
関
係
無
し
。
必（
すママ
し）
も
仏
の
前
に

菊
を
供
へ
た
る
に
も
あ
ら
ず
。
必
ず
し
も
仏
堂
の
側
に
菊
の
咲
き
た
る
に

も
あ
ら
ず
。
強
ひ
て
場
所
の
関
係
を
言
は
ゞ
、
菊
も
古
仏
も
共
に
奈
良
に

あ
る
迄
の
事
な
り
。
作
者
の
奈
良
に
遊
び
し
時
、
恰
も
菊
の
咲
く
頃
な
り

し
な
る
べ
く
、
従
つ
て
此
句
を
以
て
、
奈
良
を
現
は
し
た
る
な
る
べ
し
と

雖
も
、
而
も
菊
花
と
古
仏
と
の
取
り
合
せ
は
共
に
さ
び
尽
し
た
る
処
、
少

し
も
動
か
ぬ
や
う
に
観
ゆ
。
こ
ゝ
、
作
者
の（
闊ママ
眼）
と
知
る
可
し
。

一
、

秋
風
や
白
木
の
弓
に
弦
張
ら
ん

去
来

夏
時
、
白
木
の
弓
に
弦
を
張
れ
ば
膠
が
剥
げ
る
と
て
、
秋
冷
の
候
を
待

ち
て
す
る
な
り
。
故
に
秋
風
や
と
置
け
り
。
さ
れ
ど
も
、
そ
れ
許
り
に
て

は
理
屈
の
句
に
て
、
些
の
趣
味
無
し
。
蓋
し
弓
は
昔
時
に
在
て
は
神
聖
な

る
武
器
に
し
て
、
戦
場
に
用
ゐ
ら
る
ゝ
は
言
ふ
迄
も
無
く
、
蟇
目
な
ど
ゝ

て
妖
魔
を
㐮
ふ
の
儀
式
も
あ
る
位
な
れ
ば
、
金
気
の
粛
殺
た
る
に
取
り
合

せ
て
、
自
ら
無
限
の
趣
味
を
生
ず
る
を
見
る
。
況
ん
や
其
弓
は
白
木
の
弓

な
る
を
や
。
白
色
に
は
神
聖
の
感
あ
り
、
粛
殺
の
感
あ
り
、
故
に
秋
の
色

は
白
と
す
。
此
句
、
無
造
作
に
詠
み
出
で
ゝ
男
ら
し
き
処
を
失
は
ず
。
有

り
難
き
佳
句
な
り
。

こ
の
「
取
り
合
わ
せ
が
無
限
の
趣
味
を
生
ず
る
」
と
い
う
認
識
は
「
俳
諧
反
故

籠
」
以
後
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
「
取
り
合
わ
せ
」
が
生
む
美
へ
と
進
む
。

「
俳
諧
反
故
籠

二17
）

」

○
初
学
の
人
、
実
景
を
見
て
俳
句
を
作
ら
ん
と
思
ふ
時
、（
中
略
）
美
醜
錯

綜
し
玉
石
混
淆
し
た
る
森
羅
万
象
の
中
よ
り
美
を
選
り
出
だ
し
玉
を
拾
ひ
分

く
る
は
文
学
者
の
役
目
な
り
。
無
秩
序
に
排
列
せ
ら
れ
た
る
美
を
秩
序
的
に

排
列
し
、
不
規
則
に
配
合
せ
ら
れ
た
る
玉
を
規
則
的
に
配
合
す
る
は
俳
人
の

手
柄
な
り
、
故
に
実
景
を
詠
ず
る
場
合
に
も
醜
な
る
處
を
捨
て
て
美
な
る
處

の
み
を
取
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
又
時
に
よ
り
て
は
少
し
づ
つ
実
景
実
物
の
位

置
を
変
じ
、
或
は
主
観
的
に
外
物
を
取
り
来
り
て
実
景
を
修
飾
す
る
こ
と
さ

へ
あ
り
。（
略
）
此
の
如
く
選
択
し
修
飾
し
て
得
た
る
俳
句
は
俳
句
中
の
上

乗
な
る
者
な
り
。（
以
下
略
）

「
俳
諧
反
故
籠

三18
）

」

○
近
時
文
学
の
上
に
「
美
」「
不
美
」（
又
は
醜
）
と
い
ふ
語
あ
り
、（
中
略
）

き
れ
い
な
る
者
も
雅
な
る
者
も
材
料
其
物
の
の
上
に
そ
れ
〳
〵
の
き
れ
い
と

か
雅
と
か
い
ふ
性
質
を
具
へ
居
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
主
と
し
て
配
合
の
如

何
に
よ
つ
て
雅
な
る
者
も
俗
と
な
り
き
れ
い
な
る
者
も
き
た
な
き
者
と
な
る
、

同
じ
物
を
活
か
し
て
使
ふ
と
殺
し
て
使
ふ
と
は
俳
人
の
技
倆
次
第
也
、（
以

下
略
）

先
に
引
用
し
た
「
俳
諧
大
要
」
に
も
「
自
ず
か
ら
無
限
の
趣
味
を
生
ず
る
を
見

る
」
と
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
配
合
の
良
し
悪
し
、
即
ち
、
そ
の
「
取
り
合
わ
せ
が

よ
く
調
和
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
て
き
た
子
規
が
、「
取
り

合
わ
せ
」
に
は
「『
趣
味
』
を
発
生
さ
せ
る
機
能
」
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、「
配

合
の
如
何
に
よ
っ
て
雅
な
る
も
の
も
俗
と
な
り
き
れ
い
な
る
者
も
き
た
な
き
者
と

な
る
」
と
考
え
る
に
到
る
。

「
俳
諧
反
故
籠
」
は
言
わ
ば
子
規
か
ら
俳
句
初
心
者
へ
の
渾
身
の
エ
ー
ル
と
も

い
え
る
著
作
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
子
規
が
い
か
に
取
り
合
わ
せ
を
重
視
し
て
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い
た
が
が
窺
え
る
。

更
に
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
こ
と
を
述
べ
る
の
が
、
明
治
三
十
三
年
に
発
表
し
た

「
糞
の
句
」
で
あ
る
。

「
糞
の
句３

）

」
に
お
い
て
、
子
規
は
取
り
合
わ
せ
の
本
質
に
か
か
わ
る
発
言
を
し

て
い
る
。
即
ち
、
糞
の
よ
う
な
汚
い
も
の
も
、
俳
句
の
よ
う
な
短
い
形
式
の
中
で
、

よ
く
調
和
す
る
も
の
と
取
り
合
わ
せ
れ
ば
、
美
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
子
規
が
挙
げ
た
実
例
と
、
そ
の
句
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
中
心
に
、
子
規

の
取
り
合
わ
せ
観
を
追
っ
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

五

「
糞
の
句３

）

」
｜
美
を
つ
く
る
｜

ⅰ
「
馬
糞
紀
行19

）

」

子
規
は
早
く
か
ら
糞
に
関
心
を
寄
せ
、
糞
を
た
だ
汚
い
だ
け
の
も
の
と
は
み
な

さ
ず
、
そ
こ
に
風
流
を
感
じ
取
る
境
地
に
到
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
二
十
五

年
の
「
馬
糞
紀
行
」
と
題
す
る
紀
行
文
は
左
記
の
よ
う
に
終
わ
る
。

家
に
帰
れ
ば
人
来
り
て
旅
路
の
絶
風
光
を
問
ふ
。
答
へ
て
い
ふ
風
流
は
山

に
あ
ら
ず
水
に
あ
ら
ず
道
ば
た
の
馬
糞
累
々
た
る
に
在
り
。
試
み
に
我
が
句

を
聞
か
せ
ん
と
て
、

馬
糞
も
と
も
に
や
か
る
ゝ
枯
野
か
な

馬
糞
の
側
か
ら
出
た
り
み
ぞ
さ
ゞ
ゐ

馬
糞
の
ぬ
く
も
り
に
さ
く
冬
牡
丹

鳥
居
よ
り
内
の
馬
糞
や
神
無
月

馬
糞
の
か
ら
び
ぬ
は
な
し
む
ら
時
雨

と
息
も
つ
が
ず
高
ら
か
に
吟
ず
れ
ば
客
駭
い
て
去
る
。

馬
糞
は
「
う
ま
く
そ
」
と
四
音
に
読
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
馬
糞
と
い
う
汚
い
も

の
を
「
枯
野
」「
ミ
ソ
サ
ザ
イ
」「
冬
牡
丹
」「
神
無
月
」「
時
雨
」
な
ど
と
取
り
合

わ
せ
て
、
そ
こ
に
風
流
を
表
出
し
よ
う
と
の
意
図
が
感
じ
取
れ
る
。
特
に
、
一
句

目
は
馬
糞
と
枯
野
の
取
り
合
わ
せ
を
「
と
も
に
や
か
る
ゝ
」
と
い
う
強
烈
な
色
と

動
き
と
で
つ
な
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
糞
の
き
た
な
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
句
に
な
っ

て
い
る
。

五
年
後
の
明
治
三
十
二
年
に
は
「
隋
問
随
答20

）

」
で
、
俳
句
の
詩
美
に
関
す
る
質

問
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

焼
芋
を
喰
ふ
た
う
れ
し
さ
も
俳
句
に
な
る
、
馬
糞
を
踏
ん
だ
き
た
な
さ
も

俳
句
に
な
る
、
大
概
な
事
は
言
ひ
様
次
第
に
て
人
を
感
ぜ
し
む
可
し
。
親
兄

弟
に
逢
ふ
た
嬉
し
さ
が
無
上
の
材
料
と
思
ふ
や
う
な
狭
い
量
見
に
て
は
到
底

俳
句
の
分
る
期
は
あ
る
ま
じ
。「
何
処
に
詩
美
を
感
じ
た
か
」
て
ゝ
教
へ
様

も
無
け
れ
ど
、
先
づ
郊
外
に
出
で
ゝ
、
げ
ん
〴
〵
蒲
公
英
の
花
で
も
見
給
へ
、

そ
れ
で
分
ら
ず
ば
木
の
芽
を
ふ
か
ん
と
す
る
林
の
け
し
き
つ
く
〴
〵
と
見
給

へ
、
若
し
其
時
、
仰
向
い
た
顔
へ
鳶
が
糞
を
落
し
た
ら
俳
句
は
こ
ゝ
な
り
と

知
り
給
へ
。

「
仰
向
い
た
顔
へ
鳶
が
糞
を
落
し
た
ら
俳
句
は
こ
ゝ
な
り
と
知
り
給
へ
」
と
い

う
く
だ
り
は
、
先
に
述
べ
た
「
馬
糞
紀
行
」
の
「
風
流
は
山
に
あ
ら
ず
水
に
あ
ら

ず
道
ば
た
の
馬
糞
累
々
た
る
に
在
り
」
を
更
に
一
歩
進
め
た
考
え
方
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
子
規
は
、
汚
い
も
の
に
風
流
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
早
く

か
ら
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
、「
糞
の
句
」
に
到
っ
て
、
つ
い
に
、
そ
の
き
た
な

い
も
の
を
美
し
く
表
現
す
る
方
法
は
、
短
い
俳
句
形
式
に
お
け
る
「
取
り
合
わ
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せ
」
し
か
な
い
、
と
の
考
え
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

ⅱ

糞
に
美
を

子
規
は
「
糞
の
句
」
の
冒
頭
で
、「
糞
の
ご
と
く
徹
頭
徹
尾
醜
な
者
は
そ
れ
に

美
の
分
子
を
見
出
す
事
は
出
来
ぬ
け
れ
ど
、
他
物
と
配
合
し
た
上
で
多
少
の
美
を

保
た
し
む
る
事
は
出
来
る
の
で
あ
る
。
此
配
合
と
い
ふ
事
よ
り
他
に
糞
を
美
化
せ

し
む
る
方
法
は
無
い
」
と
き
っ
ぱ
り
断
言
し
、
続
い
て
、「
さ
て
何
か
を
配
合
す

る
と
し
た
処
で
其
配
合
は
極
め
て
簡
単
で
無
け
れ
ば
調
和
の
し
や
う
が
な
い
か
ら
、

つ
ま
り
俳
句
上
の
配
合
で
な
け
れ
ば
調
和
し
な
い
と
い
ふ
事
に
な
る
」
と
し
て
、

実
例
を
も
っ
て
そ
の
論
証
を
進
め
る
。

紅
梅
の
落
花
燃
ゆ
ら
ん
馬
の
糞

蕪
村

梅
咲
く
や
馬
の
糞
道
江
の
南

無

子
規
は
、
こ
の
二
句
は
、
こ
の
よ
う
に
俳
句
に
さ
れ
れ
ば
「
そ
れ
程
き
た
な
く

も
感
じ
な
い
」
ば
か
り
か
、「
却
て
此
馬
糞
に
い
く
ら
か
の
趣
味
が
あ
る
や
う
に

思
は
れ
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
は
俳
句
と
い
う
短
い
形
式
の
中
で
、
よ
く
調
和
す
る

二
物
が
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
趣
味
と
い
う
。
そ
れ
を
証
明

す
る
た
め
、

梅
咲
く
や
馬
の
糞
道
江
の
南

か
ら
一
編
の
詩
を
作
っ
た
。

龍
と
臥
し
た
た
る
幹
の
苔

玉
と
開
き
し
枝
の
花

美
人
頭
上
の
雪
数
点

少
年
胸
間
の
春
一
輪

（
中
略
）

花
咲
き
乱
す
風
の
中
に

五
色
の
馬
車
は
過
ぎ
に
け
り

梅
の
匂
ひ
も
伽
羅
の
香
も

吹
か
れ
て
寒
き
道
の
辺
に

馬
糞
三
つ
四
つ
草
の
上

こ
の
よ
う
に
長
い
詩
に
し
て
し
ま
う
と
、「
馬
糞
が
目
立
っ
て
き
た
な
く
な
る

ば
か
り
だ
」
と
、
子
規
は
い
う
。
た
し
か
に
、
前
に
美
し
い
光
景
を
縷
々
並
べ
た

上
で
、
最
後
に
馬
糞
を
転
が
し
て
み
せ
る
と
、
そ
の
馬
糞
だ
け
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
し
ま
い
、
た
だ
寒
々
と
草
の
上
に
転
が
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
れ
が
、

梅
咲
く
や
馬
の
糞
道
江
の
南

だ
と
、
ど
う
か
。
同
じ
よ
う
に
馬

糞
の
転
が
る
道
を
行
く
光
景
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
句
で
は
梅
は
梅
の
香
を
の
び

の
び
と
ま
わ
り
の
空
間
に
放
ち
、
馬
糞
の
こ
ろ
が
る
道
は
「
江
の
南
」
と
い
う
水

の
風
景
へ
の
途
中
の
ひ
と
つ
の
景
物
、
趣
向
と
な
り
得
て
い
る
。「
南
」
が
北
や

西
と
違
っ
て
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
こ
と
も
、
見
逃
せ
な
い
。

尚
、
こ
の
句
に
関
し
て
は
、
子
規
と
そ
の
仲
間
た
ち
に
よ
る
「
蕪
村
句
集
輪

講
」
に
、
次
の
よ
う
な
会
話
の
記
録
が
あ
る
。

◎
紅
梅
の
落
花
燃
ら
む
馬
の
糞

子
規
氏
日
。「
燃
ら
む
」
は
「
燃
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
」
の
義
な
る
べ
し
。

紅
梅
の
落
花
の
員
赤
な
る
を
形
容
し
て
い
へ
る
な
り
。
黄
色
な
る
馬
糞
の
上

に
落
ち
た
る
為
め
殊
に
反
映
し
て
奇
麗
に
見
ゆ
る
な
る
べ
し
。
此
の
馬
の
糞

或
は
ヒ
リ
タ
テ
の
暖
い
の
に
て
煙
で
も
出
て
ゐ
る
に
は
非
る
歎
。

虚
子
日
。
犬
の
糞
よ
り
も
牛
の
糞
よ
り
も
馬
の
糞
の
方
調
和
よ
き
如
く
覚

ゆ
る
は
子
規
君
の
所
謂
色
の
関
係
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
又
た
馬
糞
の
性
質
の

乾
き
て
カ
ス
〳
〵
し
た
る
が
、
落
花
の
燃
ゆ
る
と
い
ふ
に
適
合
し
た
る
が
為

め
に
は
非
る

。

鳴
雪
氏
日
。
馬
糞
の
燃
ゆ
る
は
事
実
な
り
。
馬
糞
に
て
い
も
を
焼
き
た
る

故
事
も
あ
り
。

子
規
君
の
煙
だ
け
は
ひ
ど
い
と
い
ひ
て
皆
笑
ふ
。
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以
下
は
子
規
の
糞
の
例
句
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。

ⅲ
糞
の
句
さ
ま
ざ
ま

「
糞
の
句
」
で
、
子
規
は
俳
句
の
各
論
に
か
か
る
前
に
ま
ず
糞
そ
の
も
の
に
つ

い
て
考
察
す
る
。「
糞
と
い
ふ
の
は
動
物
が
自
ら
喰
ふ
た
物
の
カ
ス
を
排
泄
し
た

者
で
あ
る
か
ら
動
物
学
の
上
か
ら
糞
と
い
へ
ば
人
間
の
糞
も
鼠
の
糞
も
同
じ
事
で

あ
る
」
と
し
た
上
で
、
美
の
方
面
か
ら
み
た
場
合
の
糞
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

・
鼠
の
糞
に
は
人
間
の
糞
よ
り
も
美
が
多
い
と
い
う
と
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
な

い
が
、
鼠
の
糞
は
人
間
の
糞
に
比
し
て
醜
の
分
子
が
少
な
い
。

・
下
等
動
物
の
糞
は
そ
れ
程
き
た
な
く
な
く
て
、
上
等
動
物
に
な
る
程
き
た
な

さ
が
増
す
。

・
蝶
の
糞
、
蟋
蟀
の
糞
、
螽
の
糞
な
ど
は
き
た
な
い
感
じ
で
も
な
い
が
、
俳
句

に
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
余
り
に
微
細
す
ぎ
る
の
だ
ろ
う
か
。

・
金
魚
の
糞
も
話
に
は
出
る
が
、
俳
句
に
詠
ま
れ
て
い
な
い
。

・
鳥
の
糞
は
、
体
に
か
け
ら
れ
る
と
善
い
こ
と
が
あ
る
、
と
、
諺
に
も
あ
る
ほ

ど
で
、
少
し
も
き
た
な
い
感
じ
は
し
な
い
。

・
獣
の
糞
は
俳
句
で
な
い
と
調
和
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
獣
の
糞

に
も
色
々
あ
り
、
馬
の
糞
は
俳
句
に
よ
く
詠
ま
れ
る
。
こ
れ
は
馬
糞
は
牛
や

犬
の
糞
ほ
ど
き
た
な
く
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

尚
、
見
た
こ
と
の
な
い
糞
に
も
言
及
し
て
い
る
。

・
海
鼠
の
糞
、
蛸
枕
の
糞
は
奇
麗
な
者
か
も
知
ら
ん
が
見
た
こ
と
が
な
い
。

・
鯨
の
糞
を
見
た
ら
見
事
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、「
糞
の
句
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
句
は
、「
糞
」
四
十
句
、「
尿
」

十
八
句
、「
屁
」
四
句
、「
厠
」
二
十
四
句
、「

瓶
」
一
句
、「
ふ
ん
ど
し
・
ゆ
も

じ
」
二
十
二
句
、
合
計
百
九
句
に
の
ぼ
る
。
た
だ
し
、
鳥
類
の
糞
に
つ
い
て
は
、

鳶
、
鶯
、
鷹
、
鵜
、
鶴
、
燕
、
雁
、
雀
な
ど
多
数
の
例
句
は
示
さ
れ
る
も
の
の
、

「
鳥
の
糞
を
体
に
か
け
ら
れ
る
と
善
い
こ
と
が
あ
る
と
諺
に
も
い
ふ
位
で
、
少
し

も
き
た
な
い
感
じ
は
起
ら
ん
」、「
元
来
鳥
の
糞
は
そ
れ
程
き
た
な
い
者
で
は
無

い
」
な
ど
と
述
べ
て
い
て
、
き
た
な
い
も
の
扱
い
を
し
て
い
な
い
。
一
方
、
獣
の

糞
に
関
し
て
は
「
俳
句
で
な
く
て
は
調
和
せ
ぬ
か
も
知
ら
ん
」
と
述
べ
、
獣
の
種

類
ご
と
に
考
察
し
て
い
る
。

ま
ず
、
馬
糞
。「
馬
糞
は
極
め
て
普
通
で
あ
る
上
に
、
牛
糞
犬
糞
程
に
き
た
な

く
な
い
か
ら
自
ら
屡
々
用
ゐ
ら
れ
る
訳
で
あ
ら
う
」
と
い
う
明
治
人
・
子
規
の
感

覚
は
、
現
代
人
に
は
実
感
が
な
い
が
、
し
か
し
、
馬
糞
が
パ
サ
パ
サ
と
し
て
臭
い

が
薄
く
、
乾
け
ば
風
に
飛
び
散
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
牛
糞
は
粘

度
の
あ
る
塊
で
あ
り
、
糞
臭
が
強
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
取
り
合
わ
せ

に
よ
る
美
化
も
よ
り
困
難
を
伴
う
、
と
い
う
考
え
は
、
理
解
で
き
る
。
牛
の
糞
に

つ
い
て
は
、「（
…
…
）
若
し
牛
の
糞
と
い
ひ
た
い
処
が
あ
ら
ば
馬
の
糞
と
い
ふ
て

す
ま
し
て
置
く
位
の
も
の
だ
」
と
ま
で
言
う
。
た
だ
し
、

若
菜
つ
み
包
丁
な
ら
ば
牛
の
ふ
ん

朱
拙

の
句
だ
け
は
、「
ど
う
し
て
も
牛
の
糞
は
動
か
ぬ
」
と
言
う
。
馬
糞
な
ら
乾
け

ば
散
ら
ば
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
こ
う
い
う
景
に
は
な
り
得
な
い
し
、
ま
た
包
丁
を

介
し
た
間
接
的
な
接
触
で
あ
る
こ
と
で
悪
臭
が
や
や
緩
和
さ
れ
る
か
ら
で
も
あ
ろ

う
。さ

て
、
子
規
は
「
牛
糞
が
馬
糞
よ
り
き
た
な
い
」
と
す
る
理
由
を
そ
の
臭
気
に

帰
し
、
人
間
の
糞
を
あ
ら
ゆ
る
糞
の
な
か
で
も
っ
と
も
き
た
な
い
、
と
す
る
理
由
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も
ま
た
そ
の
悪
臭
の
ゆ
え
、
と
す
る
。
こ
れ
だ
け
は
俳
句
を
も
っ
て
し
て
も
美
化

し
が
た
い
、
過
去
の
俳
人
た
ち
も
、
こ
れ
を
詠
む
と
き
は
臭
い
を
避
け
て
通
る
他

な
か
っ
た
、
と
匙
を
投
げ
た
形
で
あ
る
。
だ
が
、
人
の
糞
の
句
も
五
句
探
し
出
し

て
い
る
。

桃
咲
く
や
宇
治
の
糞
船
通
ふ
時

程
己

名
月
や
糞
船
も
行
く
伽
羅
も
行
く

乙
由

下
京
は
菜
の
花
咲
い
て
糞
く
さ
き
（
付
句
）

春
水

大
と
こ
の
糞
ひ
り
お
は
す
枯
野
か
な

蕪
村

女
の
子
を
ね
が
ひ
て
ま
う
け
た
る
人
に

か
に
屎
に
う
つ
ろ
う
花
の
妹
か
な

其
角

た
し
か
に
、
俳
人
た
ち
も
苦
戦
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
と
に
二

句
目
は
、
糞
を
名
月
や
伽
羅
（
を
焚
き
し
め
た
衣
服
を
ま
と
っ
た
貴
人
）
と
取
り

合
わ
せ
た
こ
と
で
、
却
っ
て
糞
尿
を
満
載
し
た
船
が
浮
き
上
が
り
、
悪
臭
た
だ
よ

う
句
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
子
規
は

大
と
こ
の
糞
ひ
り
お
は
す
枯
野
か
な

を
、「
大

徳
の
糞
を
詠
み
た
る
蕪
村
の
力
量
は
古
今
独
歩
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
絶

讃
し
て
い
る
。

子
規
は
、
こ
の
句
の
ど
こ
を
こ
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
糞
の
句
」
に
は
こ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
「
糞
の
句
」
以
前

の
子
規
の
鑑
賞
を
見
て
み
よ
う
。

例
え
ば
、
明
治
三
十
年
の
「
俳
諧
反
故
籠４

）

」
で
は
「
雅
に
し
て
（
き
た
な
く６

）

）

し
か
も
美
と
称
す
べ
き
句
の
例
」
と
し
て
、

蚤
虱
馬
の
尿
す
る
枕
も
と

芭
蕉

な
ど
と
と
も
に
こ
の
句
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
明
治
三
十
年
の
「
与
謝
蕪
村

を
評
す
」
で
は
、「『
大
と
こ
の
糞
ひ
り
お
は
す
枯
野
か
な
』
は
大
徳
と
糞
及
び
枯

野
と
を
反
映
せ
し
め
た
る
者
に
し
て
醜
の
一
極
を
写
し
た
る
に
は
あ
ら
ず
」
と
、

間
接
的
な
表
現
な
が
ら
、
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
糞
を
き
た
な
い
だ
け
の
も
の
と

は
し
て
い
な
い
、
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
「
俳
人
無
村21

）

」
で
も
、「
之
（
筆
者

注
・
糞
尿
の
こ
と
）
を
巧
に
用
ゐ
此
等
不
浄
の
物
を
し
て
殺
風
景
な
ら
し
め
ざ
る

の
み
な
ら
ず
幾
多
の
荒
寒
凄
涼
な
る
趣
味
を
含
ま
し
む
る
を
得
た
り
」
と
称
賛
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
他
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
題
材
に
し
よ
う
と
し
な
い
「
き
た
な
い
」
も

の
を
俳
人
た
ち
だ
け
が
取
り
上
げ
、
し
か
も
、
玉
石
混
淆
で
は
あ
る
も
の
の
、
キ

ラ
リ
と
光
る
作
品
を
得
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
子
規
は
、「
糞
の
句
」
の
最
後

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

世
の
人
は
屎
尿
と
い
ふ
語
を
聞
く
と
す
ぐ
に
い
や
な
感
じ
が
起
つ
て
、
配

合
も
調
和
も
味
ふ
暇
が
な
い
の
で
あ
ら
う
が
、
俳
人
は
総
て
の
物
の
美
を
捉

へ

よ

う
と
常
に
考
へ
て
居
る
か
ら
、
た
と
へ
屎
小
便
で
も
直
に
棄
て
ゝ

は
し
ま
は
ぬ
、
其
配
合
と
調
和
に
気
を
付
け
て
取
る
べ
き
が
あ
れ
ば
取
る
と

い
ふ
次
第
だ
。

（
略
）

こ
ゝ
に
き
た
な
い
題
を
置
い
て
き
た
な
い
物
を
論
じ
た
の
は
糞
小
便
の
美

を
発
揮
し
や
う
と
い
ふ
主
意
で
は
無
い
。
俳
人
の
観
察
の
区
域
が
広
く
て
総

て
の
物
を
網
羅
す
る
や
う
の
傾
向
は
、
終
に
糞
小
便
の
研
究
に
迄
及
ん
で
、

し
か
も
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
に
美
化
し
た
か
と
い
ふ
事
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

子
規
は
、
遂
に
、
美
は
物
質
や
物
体
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
接
す
る
も
の

の
側
が
生
む
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
に
到
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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六

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
俳
句
に
お
け
る
取
り
合
わ
せ
観
を
深
め
て
い
っ
た
子
規
は
、
取
り

合
わ
せ
が
日
常
生
活
に
お
い
て
も
美
を
作
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
最
晩

年
の
著
作
「
病
牀
六
尺

八
十
二
段
」
に
「
破
袴
弊
衣
も
配
合
と
調
和
に
よ
り
て

は
縮
緬
よ
り
も
友
禅
よ
り
も
美
な
る
事
あ
り
」
と
述
べ
る
に
到
る
。

〔
注
〕（
以
下
、『
子
規
全
集
』（
講
談
社
、
一
九
七
五
〜
七
八
年
刊
）
を
「
全
集
巻
」
と

略
称
す
る
）

１
）「
俳
諧
大
要
」（
全
集
四

初
出
「
日
本
」
Ｍ
28
・
10
・
22
〔
一
〕
〜
12
・
31

〔
二
十
七
〕）

（
２
）「
俳
諧
反
古
籠
」（
全
集
四

初
出
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
第
一
号

Ｍ
30
・
１
・
15

〔
一
〕、
第
二
号

Ｍ
30
・
２
・
15
〔
二
〕、
第
三
号

Ｍ
30
・
３
・
15
〔
三
〕）

（
３
）「
糞
の
句
」（
全
集
四

初
出
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
第
三
巻
第
五
号

Ｍ
33
・
３
・

10
）

（
４
）『
俳
文
学
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
五
年
刊
）

（
５
）「
八
犬
伝
第
三
」（
全
集
十
「
筆
ま
か
勢

第
一
編
」
Ｍ
21
）

（
６
）「
一
学
科
の
区
域
」（
全
集
十
「
筆
ま
か
勢

第
一
編
」
Ｍ
22
）

（
７
）「
タ
チ
ツ
テ
ト
」（
全
集
十
「
筆
ま
か
勢

第
一
編
」
Ｍ
22
）

（
８
）「
子
供
の
教
育
」（
全
集
十
「
筆
任
勢

第
二
編
」
Ｍ
23
）

（
９
）「
筆
頭
狩
」（
目
録
で
は
「
筆
頭
菜
狩
」）（
全
集
十
「
筆
ま
か
せ
」
第
三
編

Ｍ

23
）

（
10
）「
発
句
作
法
指
南
の
評
」（
全
集
四
〔
獺
祭
書
屋
俳
話

加
筆
〕
初
出
年
月
不
詳
）

（
11
）「
昔
の
若
草

今
の
若
草
」（
全
集
四

初
出
「
日
本
」
Ｍ
26
・
２
・
11
）

（
12
）「
棒
三
昧

五
」（
全
集
十
二

初
出
「
日
本
」
Ｍ
28
・
12
・
9

署
名
「
地
風

升
」）

（
13
）「
蕉
下
漫
録
」（
佐
々
醒
雪
著
、「
文
学
界
」
第
三
十
五
号

Ｍ
28
・
11
・
30
）

（
14
）『
俳
諧
問
答
』（
去
来
・
許
六
稿
に
よ
る
俳
論
書
）

（
15
）「
天
王
寺
畔
の
蝸
牛
廬
」（
全
集
十
二

初
出
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
第
五
巻
第
十
一

号

Ｍ
35
・
９
・
20
）

（
16
）「
俳
諧
大
要

十
一
」（
全
集
四

初
出
「
日
本
」
Ｍ
28
・
11
・
18
）

（
17
）「
俳
諧
反
故
籠

二
」（
全
集
四

初
出
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
第
二
号
Ｍ
30
・
２
・

15
）

（
18
）「
俳
諧
反
故
籠

三
」（
全
集
四

初
出
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」

第
三
号

Ｍ
30
・

３
・
15
）

（
19
）「
馬
糞
紀
行
」（
全
集
十
三

初
出
「
日
本
」
Ｍ
25
・
12
・
11
〔
一
〕、
Ｍ
25
・

12
・
14
〔
二
〕）（
後
に
「
高
尾
紀
行
」
と
改
題
）

（
20
）「
隋
問
随
答

一
」（
全
集
五

初
出
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
第
二
巻
第
七
号

Ｍ

32
・
４
・
20
）

21
）「
俳
人
無
村
」（
全
集
四

初
出
「
日
本
附
録
週
報
」
Ｍ
30
・
10
・
18
」）

（
な
か
は
ら

さ
ち
こ

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員：

坪
内

稔
典

教
授
）

二
〇
一
四
年
九
月
二
十
九
日
受
理

一
三
四

正
岡
子
規
の
取
り
合
わ
せ
観

（
中
原
幸
子
）


