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今
わ
た
く
し
か
こ
の
教
材
「
俳
句
」
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
学
習
上
の

問
題
点
を
取
拙
し
、
そ
の
扱
う
、
へ
き
方
法
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

思
う
の
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
昭
和
三
十
七
年
度
か
ら
学
習
指
要
領
改
定

に
基
く
新
し
い
教
科
書
が
使
用
さ
れ
て
、
従
来
と
は
幾
分
改
ま
っ
た
形
で

文
学
作
品
が
位
侭
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
中
で
も
「
俳
句
」

と
い
う
文
学
作
品
の
国
語
教
科
書
に
お
け
る
位
置
は
、
そ
の
目
標
が
か
な

り
変
っ
た
要
求
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
目
標
が

「
作
り
方
」
と
い
う
創
作
面
の
解
説
が
け
づ
ら
れ
て
鑑
賞
中
心
に
な
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。

こ
の
言
い
方
は
少
し
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
わ
た

性
①

く
し
の
管
見
に
触
れ
た
国
語
教
科
書
十
四
種
類
の
教
材
で
は
、
そ
の
俳
句

の
作
り
方
と
い
う
創
作
に
つ
い
て
の
解
説
を
採
用
し
て
い
る
も
の
は
、
二
、

三
種
類
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
は
っ
き
り
と
「
俳
句

中
学
校
に
お
け
る
俳
句
鑑
賞
指
導
上
の
問
鼬
点
に
つ
い
て

中
学
校
に
お
け
る
俳
句
鑑
賞
指
導
上
の

問
題
点
に
つ
い
て

ｌ
特
に
季
語
、
切
れ
字
を
中
心
に
Ｉ

注
②

の
作
り
方
」
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
も
の
は
一
種
も
な
く
、
「
俳
句
に

注
③

つ
い
て
」
（
中
村
草
田
男
氏
）
と
か
、
「
家
庭
句
会
」
（
生
徒
作
品
）
だ
と
か
、

注
④

「
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
か
」
（
安
住
敦
氏
）
と
い
う
表
題
で
解
説
を
施
し

て
い
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
前
の
教
材
で
取
上
げ
ら
れ
て
い
た
「
作

り
方
」
と
い
う
形
式
で
の
扱
い
方
と
は
か
な
り
相
違
し
て
き
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
創
作
の
面
で
の
指
導
は
、
作
文
あ
る
い
は
課

外
活
動
と
い
う
学
習
作
業
の
中
で
行
な
わ
れ
る
べ
く
改
め
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
と
思
う
が
、
こ
れ
も
学
習
指
導
要
領
改
定
の
目
的
が
中
学
校
の
場
合
、

科
学
技
術
教
育
の
向
上
と
い
う
こ
と
が
中
心
的
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
を
「
短
歌
」
の
場
合
と
比
、
へ
て
み
る
と
、
特
に
俳
句

の
み
が
作
り
方
な
り
、
創
作
面
で
の
指
導
学
習
が
必
要
視
さ
れ
、
教
材
内

容
に
折
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
省
り
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
の
が
、

同
じ
日
本
の
伝
統
的
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
な
が
ら
不
可
解
な
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
し
い
現
状
の
よ
う
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な
形
に
す
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
俳
句
に
と
っ
て
当
然
あ
る
￥
へ
き
形
に
な

っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
方
が
俳
句
と
し
て
も
す

っ
き
り
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
て
み
る
と
、
俳
句
と

い
う
も
の
が
今
ま
で
は
教
材
の
上
で
、
あ
る
特
殊
な
文
学
形
式
と
し
て
考

え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
特
殊
な

文
学
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
「
や
」
や
「
か
な
」
を
つ
け

な
く
て
は
俳
句
で
は
な
い
と
い
っ
た
風
な
観
念
と
関
連
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
だ
か
ら
、
今
度
の
教
科
書
の
教
材
に
取
上
げ
ら
れ
た
俳
句
の
位
置

は
、
か
な
り
す
っ
き
り
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
指
導
の
如
何
に
よ
っ
て

は
、
生
徒
た
ち
に
も
理
解
し
や
す
く
な
り
、
身
近
か
な
文
学
と
し
て
創
作

意
欲
を
も
か
り
立
て
る
よ
う
な
道
が
開
け
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
、

そ
れ
は
ま
た
日
本
の
伝
統
的
な
俳
句
文
学
が
老
衰
化
す
る
こ
と
な
く
、
新

し
い
世
代
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
く
糸
口
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
そ
の
鑑
賞
の
在
り
方
の
上
で
、
ま

た
鑑
賞
の
指
導
上
で
、
従
来
か
ら
担
っ
て
き
た
俳
句
文
学
の
問
題
点
で
あ

る
。
ま
ず
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
季
語
（
季
題
と
も
い
う
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
に

統
一
す
る
）
の
取
扱
い
方
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
般
的
に
俳
句
が
季
節
を
う
た
う
文
学
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
否
定
す
る
こ
と
な
く
話
を
進
め
た
い
。

い
ま
わ
た
く
し
ど
も
が
俳
句
の
鑑
賞
に
つ
い
て
指
導
す
る
場
合
、
季
節
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感
の
捉
え
方
に
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
を
と
考
え

な
お
し
て
み
る
と
、
ご
く
一
般
的
に
考
え
て
、
こ
の
季
節
感
の
捉
え
方
に

は
つ
ぎ
の
ふ
た
通
り
の
方
法
が
思
い
あ
た
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
俳
句
が
用

い
る
季
語
を
ま
ず
前
提
と
し
て
の
季
節
感
の
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合

「
季
寄
せ
」
と
か
、
「
俳
諾
歳
時
記
」
と
か
を
そ
の
中
心
と
し
て
季
節
感
を

つ
か
む
方
法
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
ひ
と
つ
は
、
俳
句
そ
の
も
の
の
中
か
ら

季
節
感
を
受
取
っ
て
、
そ
の
根
拠
と
な
る
表
現
を
作
品
の
巾
か
ら
見
出
さ

せ
、
そ
の
背
景
や
、
中
心
に
な
る
季
節
の
こ
と
ば
を
把
握
さ
せ
る
方
法
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
者
の
場
合
で
も
、
最
終
的
に
は
歳
時
記
な
ど
が
落
着

く
地
点
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
的
に
は
後
者
の
方
が
正
し
い
理
解
の

し
か
た
で
、
順
当
な
作
仙
鍬
賞
の
教
授
法
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
事
実

わ
た
く
し
ど
も
は
そ
の
通
り
や
っ
て
い
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
が
、
正

直
に
言
っ
て
、
俳
句
の
鑑
賞
を
す
る
場
合
の
季
節
を
つ
か
む
決
め
手
は
、

後
者
の
方
法
だ
け
で
は
充
分
に
い
か
な
い
場
合
が
応
灸
に
し
て
あ
る
わ
け

で
、
そ
の
結
果
が
、
前
者
の
よ
う
な
歳
時
記
本
位
な
方
法
で
行
な
わ
れ
る

こ
と
が
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
｝
」
れ
が
古
典
俳
句
の
場
合
な
ら
ば
そ
う

あ
っ
て
も
当
然
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
代
俳
句
と
も
な
れ
ば
、

や
は
り
後
者
の
方
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
教
材
の
中
に
は
や
は
り
や
っ
か
い
な
問
題
を
含
ん
だ
句
が
出

て
く
、
る
。

さ
ざ
な
み
の
中
に
動
か
ず
か
は
づ
の
目

こ
れ
は
川
端
茅
舎
の
作
品
だ
が
、
生
徒
の
間
で
は
こ
の
季
感
を
夏
だ
と

す
る
意
見
が
か
な
り
多
い
わ
け
で
あ
る
。
わ
た
く
し
ど
も
は
「
蛙
」
と
言

ろ

ﾄ｡



え
ば
、
田
水
を
張
っ
た
時
節
に
鳴
い
て
い
る
蛙
の
生
態
が
念
頭
に
あ
っ
て
、

普
通
な
ん
と
な
し
に
そ
れ
を
初
夏
の
趣
を
も
っ
て
受
け
止
め
て
い
る
。
だ

か
ら
「
夏
」
と
い
う
季
節
が
頭
に
浮
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
実
際
に

歳
時
記
を
あ
た
っ
て
見
れ
ば
こ
れ
が
「
春
」
の
季
に
属
し
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
い
ま
手
元
に
あ
る
新
湘
社
刊
の
「
俳
譜
歳
時
記
」

に
拠
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
、
そ
の
例
句
が
示
さ
れ
て
い
る
．

蛙
の
声
は
春
の
夜
の
眠
さ
を
誘
ふ
物
愛
さ
が
あ
り
、
季
節
の
感
じ
の
深
い
も
の

で
あ
る
。
昔
か
ら
俳
諾
的
な
滑
稽
味
と
野
趣
を
愛
さ
れ
て
居
り
、
俳
材
と
し
て
も
、

極
め
て
広
範
囲
に
亙
っ
て
ゐ
る
。
Ⅱ
中
太
陽
の
照
り
渡
っ
て
ゐ
る
水
田
に
↓
」
ろ
こ

ろ
と
鳴
い
て
ゐ
る
蛙
、
真
暗
な
雨
夜
に
が
あ
が
あ
と
喚
い
ゐ
る
蛙
、
寺
の
池
の
夕

暮
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
芦
の
中
に
鳴
い
て
ゐ
る
蛙
、
夫
左
に
面
白
い
。

眠
剤
を
飲
ま
ぬ
久
し
き
夜
の
蛙

大
原
路
や
こ
ろ
ｋ
こ
ろ
上
と
昼
蛙

小
倉
山
く
だ
れ
ば
小
田
の
蛙
か
な

遠
蛙
夜
語
り
い
つ
か
亡
き
ひ
と
に

み
そ
汗
の
味
噌
が
か
は
り
ぬ
朝
蛙

石
臼
の
よ
く
噛
む
音
と
遠
蛙

．
こ
の
解
説
を
読
ん
で
、
実
際
に
春
ら
し
い
気
分
の
記
述
は
傍
点
の
「
春

の
夜
の
云
灸
」
の
項
の
み
で
、
解
説
文
や
例
句
に
お
い
て
も
、
春
の
季
感

の
乏
し
さ
を
感
じ
る
。
こ
と
に
文
中
の
「
水
田
の
云
々
」
な
ど
は
、
も
う

全
く
初
夏
の
感
じ
で
あ
る
よ
う
に
受
取
れ
る
。
そ
こ
で
、
で
は
い
っ
た
い

「
蛙
」
が
な
ぜ
春
の
季
語
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
な
る

と
、
そ
の
説
明
ら
し
き
こ
と
を
す
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
と
理
由
づ
け
を

中
学
校
に
お
け
る
俳
句
鑑
賞
指
導
上
の
問
題
点
に
つ
い
て

し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。

古
池
や
か
ば
づ
飛
び
こ
む
水
の
音

「
蛙
」
と
い
え
ば
す
ぐ
に
思
い
当
た
る
こ
の
蕪
風
開
眼
の
芭
蕉
の
句
は
、

こ
の
場
合
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
こ
の
句
が
「
雌
」
に
よ
っ
て
春
の
句
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
定

説
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
「
古
池
や
」
の
句
の
成
立
す
る
折
の

様
子
を
芭
蕪
の
弟
子
で
あ
る
支
考
が
「
胸
の
松
腺
」
で
述
ゞ
へ
て
い
る
こ
と

は
よ
く
引
用
さ
れ
る
。
「
弥
生
も
名
残
お
し
き
比
に
や
あ
り
け
む
、
蛙
の

水
に
落
る
音
、
し
ば
し
ば
な
ら
ね
ば
、
言
外
の
風
情
こ
の
筋
に
う
か
び
て
、

蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
、
と
い
へ
る
七
、
五
は
得
給
ひ
け
り
・
」
と
し
、
「
古

池
や
」
と
上
五
を
決
定
す
る
以
前
に
、
そ
こ
を
「
山
吹
や
」
と
す
る
か
ど

う
か
の
論
議
も
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
支
考
の

「
弥
生
も
名
残
お
し
き
云
盈
」
で
「
蛙
」
を
春
の
も
の
と
し
て
、
こ
の
句

を
理
解
す
る
に
は
ま
だ
早
計
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
傍
証
も
必
要

だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
実
作
の
立
場
か
ら
考
え
て
、
支
考
の
言
う
よ
う
に
座

敷
の
中
に
あ
っ
て
、
か
は
づ
の
飛
び
こ
む
音
を
聞
き
つ
け
て
の
作
と
は
と

う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
句
が
芭
蕉
の
即

興
句
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
作
者
は
江
戸
深
川
の
己
が
草
庵
の
庭

に
出
て
、
川
か
池
か
の
辺
り
を
散
策
途
上
、
足
元
か
ら
水
に
飛
び
こ
ん
だ

も
の
に
は
つ
と
心
が
惹
か
れ
、
そ
の
眼
の
先
に
蛙
が
泳
い
で
い
た
と
い
う

過
程
が
あ
り
、
そ
の
と
き
の
驚
き
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
「
あ
れ
、
，
も
う
蛙
が
姿
を
見
せ
て
い
る
。
」
と
い
う
感
興
が
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ほ
と
ば
し
り
出
た
中
下
の
七
・
五
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
季
節
感

こ
そ
、
ま
だ
夏
に
な
ら
な
い
晩
春
の
一
景
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
過
程
は
、
あ
く
ま
で
も
想
像
で
は
あ

る
が
、
「
石
山
の
石
よ
り
白
し
秋
の
風
」
が
大
津
石
山
寺
で
の
作
で
は
な

な
や

く
て
、
那
谷
寺
の
石
山
で
の
そ
れ
を
対
象
に
し
た
作
品
で
あ
る
と
さ
れ
て

注
⑤

い
る
。
こ
の
詩
的
発
想
か
ら
推
し
て
も
、
「
古
池
や
」
の
句
の
発
想
契
機

が
前
述
し
た
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ

〃
〈
》
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
古
池
や
」
の
句
か
ら
、
「
蛙
」
を
春
の
季
感
と

し
て
受
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
茅
舎
の
前
掲
し
た
「
さ
ざ
な
み
の
」

句
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
古
典
俳
句
と
現
代
俳
句
と
の

差
は
あ
る
と
し
て
も
、
「
古
池
や
」
の
句
で
求
め
得
ら
れ
た
よ
う
な
春
の

季
感
へ
の
論
証
は
、
句
全
体
か
ら
し
て
困
難
な
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
わ

た
く
し
は
一
部
の
生
徒
を
対
象
に
「
さ
ざ
な
み
」
の
す
る
場
所
の
想
定
を

試
み
た
と
こ
ろ
、
殆
ん
ど
の
者
が
田
圃
と
す
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の

「
か
は
づ
の
目
」
は
水
を
張
り
終
え
た
田
中
で
の
発
見
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
茅
舎
の
句
は
ど
う
し
て
も
夏
、
初
夏
の
感
じ
を
打
ち
消
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
「
蛙
」
に
対
す
る
歳
時
記
で
の
「
春
」

の
感
覚
は
、
現
実
の
作
品
鑑
賞
と
の
間
に
ず
れ
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

現
代
俳
句
だ
け
で
な
し
に
、
一
茶
の
次
の
句
。

．
や
せ
蛙
負
け
る
な
一
茶
こ
れ
に
あ
り

に
お
い
て
も
、
こ
の
「
蛙
‐
｜
が
夏
で
は
な
い
か
と
疑
う
気
に
な
る
の
は

わ
た
く
し
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
か
。
無
頓
着
な
一
茶
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら

Ｐ

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ほ
ん
の
一
づ
の
例
に
過
ぎ
な
い
。
季
語
と
現
実
感
と
の
誤
差
は
、

こ
の
他
「
踊
り
」
「
七
夕
」
｜
星
祭
」
「
中
元
」
な
ど
盆
に
関
す
る
一
連

の
季
語
、
「
朝
顔
」
「
西
瓜
」
な
ど
い
ず
れ
も
こ
れ
を
夏
に
す
る
か
、
秋

と
す
る
か
。
ま
た
「
若
葉
」
（
「
椎
若
葉
」
「
柿
若
葉
」
「
楠
若
葉
」
な
ど
）
は

夏
、
「
草
若
葉
」
「
蔦
若
葉
」
「
葎
若
葉
」
「
菊
若
葉
」
「
萩
若
葉
」
は

春
と
す
る
あ
い
ま
い
さ
が
一
応
上
げ
ら
れ
る
。

前
述
の
「
蛙
」
の
季
語
が
春
に
な
っ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
古

池
や
」
の
芭
蕉
の
句
を
上
げ
て
説
明
の
手
段
と
し
た
が
、
こ
の
経
緯
の
中

か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
俳
句
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
一
つ
の
動
機
を
、
生
徒

た
ち
に
示
唆
す
る
時
期
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
．
国
語
教
材

に
お
い
て
俳
句
の
作
り
方
と
い
う
線
が
弱
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
従

来
か
ら
の
厳
密
な
季
語
の
考
え
方
か
ら
、
も
っ
と
実
際
的
な
季
語
の
在
り

方
が
再
認
識
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
俳
句
の
鑑
賞
を
、

そ
の
創
作
意
欲
に
ま
で
近
づ
け
る
た
め
に
も
、
現
場
の
教
師
が
も
っ
と
大

胆
に
な
っ
て
も
よ
い
の
て
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
お
断
り

し
て
お
き
た
い
の
は
、
従
前
の
俳
諸
歳
時
記
な
ど
の
季
語
の
在
り
方
を
全

面
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
ど
も
は
、
や
は
り
あ
く
ま
で

も
従
前
の
歳
時
記
の
季
語
を
指
導
の
根
底
に
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
。
そ
う
し
て
そ
の
充
分
な
る
研
讃
の
も
と
で
、
改
む
べ
き
は
改

め
て
い
っ
て
指
導
の
一
端
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

八
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さ
て
、
季
語
に
つ
い
て
の
問
題
の
も
う
一
点
、
こ
れ
は
蛇
足
か
も
知
れ

な
い
が
、
季
語
と
し
て
の
表
現
が
二
つ
以
上
一
句
の
中
に
存
在
す
る
場
合

の
考
え
方
で
あ
る
。
普
通
「
季
重
な
り
」
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
な
が
ら
、

実
は
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
二
つ
以
上
の
季
語
の
含
ま
れ
た
俳
句
が
あ
る
。

い
ま
資
料
と
し
て
調
査
し
た
十
四
種
の
教
科
書
の
中
の
俳
句
に
も
十
五
六

句
は
散
見
す
る
の
で
あ
る
。

朝
露
に
よ
ご
れ
て
涼
し
う
り
の
ど
ろ
芭
蕉

ね
ぎ
買
う
て
枯
木
の
中
を
帰
り
け
り
蕪
村

雲
海
や
鷹
の
ま
ひ
い
る
嶺
ひ
と
つ
秋
桜
子

蚊
帳
の
中
に
親
い
ま
は
な
し
月
あ
が
る
鬼
城

な
ど
そ
の
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
俳
句
の
よ
う
に
、
二

つ
、
ま
た
は
二
つ
以
上
の
季
語
の
中
で
、
ど
れ
を
最
も
主
た
る
季
語
と
見

る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
迷
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
古
典
俳
句
の
場
合
な
ら
ば
、
い
ろ
い
ろ
と
学
者
の
研
究
も
あ
っ
て
、
わ

た
く
し
ど
も
に
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
が
、
現
代
俳
句
で
は
な
お
か
な
り
の

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

ま
ず
一
応
、
先
ほ
ど
掲
げ
た
古
典
俳
句
と
さ
れ
る
芭
蕉
、
蕪
村
の
例
句
、

を
考
え
て
み
る
と
、
芭
蕉
の
「
朝
露
に
」
の
句
で
は
、
「
露
」
「
涼
し
」

「
瓜
」
の
三
つ
の
季
語
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
句
は
「
笈
日
記
」

か
ら
付
合
さ
せ
て
立
証
す
る
こ
と
は
、
い
ま
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
傍
証
は
度
外
視
し
て
も
、
句
そ
の
も
の
か
ら
の
鑑
賞
と
し
て
、
や
は
り

中
学
校
に
お
け
る
俳
句
鑑
賞
指
導
上
の
問
題
点
に
つ
い
て“

3

’

「
瓜
の
ど
ろ
」
に
作
句
の
主
題
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
体
言
止
め
で

強
調
し
た
印
象
的
な
表
現
法
か
ら
し
て
も
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
場
合
「
露
‐
一
や
「
涼
し
」
は
座
五
「
瓜
の
ど
ろ
」
に
蘂
が
っ
て
い
る
単

な
る
助
辞
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
蕪
村
の
「
ね
ぎ
買
う
て
」
の
句
で
は
、
「
ね
ぎ
」
と
「
枯
木
」
が

い
ず
れ
も
冬
の
季
語
と
し
て
一
句
に
よ
み
こ
ま
れ
、
季
感
は
「
冬
」
で
あ

る
こ
と
は
厳
然
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
を
主
役
と
見
る
ゞ
へ
き
か
・

前
記
芭
蕉
の
句
に
比
較
し
て
、
か
な
り
や
っ
か
い
な
句
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
句
は
端
的
に
言
っ
て
、
ね
ぎ
を
買
っ
て
戻
っ
て
来
る
一
人
間

を
テ
ー
マ
に
し
た
、
・
小
説
的
な
内
容
を
含
ん
だ
作
品
と
見
る
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
「
ね
ぎ
買
う
て
」
が
目
的
で
あ
っ
て
、
「
柿

木
の
中
云
灸
」
は
背
景
描
写
と
し
て
の
役
目
を
も
っ
て
い
る
と
見
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
「
ね
ぎ
買
う
て
」
の
中
に
主
人
公
が
あ
っ
て
、
そ
の
生
活

の
わ
び
し
さ
を
中
・
下
の
句
に
よ
っ
て
明
瞭
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
が
色
彩
的
な
対
象
と
見
る
と
き
も
、
枯
れ
色
の

中
に
鮮
や
か
な
ね
ぎ
の
青
さ
は
優
位
を
占
め
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
が
現
代
俳
句
と
も
な
る
と
、
も
っ
と
考
証
の
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
前
掲
の
「
実
海

や
」
の
水
原
秋
桜
子
の
作
品
に
し
て
も
、
こ
の
句
の
場
合
「
雲
海
」
に
と

る
か
、
「
鵬
」
に
と
る
か
に
よ
っ
て
季
感
は
全
く
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
。

前
者
は
夏
の
季
語
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
れ
を
冬
の
句
と

し
て
扱
っ
て
い
る
参
考
書
に
も
出
会
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
句
の
発

想
契
機
は
「
鷹
」
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
句
の
主
要
な

八
五

１
１
白



季
語
と
し
て
、
こ
れ
を
「
鷹
」
に
す
る
こ
と
に
は
や
は
り
問
匙
が
残
る
の

て
は
な
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
雲
海
」
と
い
う
語
に
切
れ
字
が
か
か

っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
傍
証
と
し

て
、
実
は
こ
の
句
を
作
者
は
「
赤
城
山
」
に
て
作
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

注
⑥

か
に
な
っ
て
い
る
。
「
二
の
湖
に
麿
舞
ひ
す
め
る
紅
葉
か
な
」
や
「
き
つ

つ
き
や
落
葉
を
急
ぐ
牧
の
木
を
」
は
、
こ
の
句
と
同
じ
時
期
の
作
品
で
あ

り
、
「
き
つ
つ
き
や
」
の
句
は
教
材
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
同

じ
よ
う
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
後
に
説
明
を
加
え
た

い
と
思
う
が
、
「
二
の
湖
」
の
句
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ

の
句
に
も
「
鷹
」
が
出
て
く
る
わ
け
で
問
題
の
句
と
同
時
の
作
と
考
え
る
。

す
る
と
、
こ
の
「
厩
」
は
「
雲
海
」
や
「
紅
葉
」
の
句
に
配
さ
れ
た
照
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
紅
葉
」
は
山
頂
に
近
い
木
々
は

紅
葉
し
は
じ
め
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
、
ま
た
「
雲
海
」
も
作
者
自
身
が

登
頂
の
折
の
感
興
を
う
た
い
上
げ
る
素
材
と
な
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
雲
海
の
か
な
た
に
見
え
る
遠
徹
に
舞
っ
て
い
る
朧
と
、
同
じ
高
さ
に

あ
る
自
己
発
見
が
発
想
の
動
機
と
な
っ
て
、
「
雲
海
」
を
も
っ
て
そ
の
雄

大
さ
に
統
一
点
を
求
め
て
い
っ
た
作
品
と
見
る
の
が
至
当
と
思
わ
れ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
「
き
つ
つ
き
や
」
の
句
も
、
「
雲
海
や
」
と
同
じ
系
列
に

属
す
る
作
品
と
考
え
ら
れ
、
内
容
は
い
か
に
も
「
落
葉
」
に
主
眼
が
お
か

れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
句
の
本
意
は
、
や
は
り
落
葉
の
様

子
を
「
き
つ
つ
き
」
と
い
う
秋
の
季
語
に
属
す
る
烏
に
託
し
て
、
急
速
に

訪
れ
る
季
節
の
変
化
を
そ
れ
に
求
め
よ
う
と
す
る
意
図
は
明
白
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
句
の
季
感
は
冬
の
「
落
葉
」
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
晩

秋
に
こ
と
寄
せ
た
「
き
つ
つ
き
」
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
残
さ
れ
た
村
上
鬼
城
の
「
蚊
帳
の
中
に
親
い
ま
は
な
し
月
あ
が

る
」
は
、
夏
の
「
蚊
帳
」
と
、
秋
の
「
月
」
と
い
う
二
つ
の
季
語
を
も
っ

た
句
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
材
の
上
で
は
解
説
に
用
い
る
例
句
に
上
げ
ら
れ

性
⑦

て
い
る
句
で
、
こ
こ
で
は
く
だ
く
だ
し
く
述
ゞ
へ
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
に

感
情
が
あ
ふ
れ
て
い
る
か
に
注
意
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
次

の
よ
う
な
操
作
を
考
え
て
み
る
。
「
月
あ
が
る
親
い
ま
は
な
し
蚊
帳
の
中
」

と
上
・
下
の
入
れ
替
え
を
考
慮
し
て
み
た
い
。
こ
う
し
た
場
合
は
完
全
に

「
蚊
帳
」
が
中
心
に
浮
き
彫
り
さ
れ
て
く
る
が
、
原
句
を
見
る
と
き
は
、

そ
こ
に
そ
れ
と
相
違
す
る
感
興
を
い
だ
く
わ
け
て
あ
る
。
こ
う
見
る
と
き
、

こ
の
句
は
「
月
あ
が
る
」
の
中
に
全
て
が
沈
潜
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら

れ
、
「
蚊
帳
」
は
少
な
く
と
も
そ
の
叙
述
の
部
分
と
見
る
、
へ
き
で
あ
っ
て
、

助
辞
的
役
目
を
果
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ

は
秋
の
句
で
あ
り
、
亡
き
親
へ
の
追
憶
の
っ
の
る
心
情
が
「
月
あ
が
る
」

の
語
の
中
に
に
じ
み
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
例
を
上
げ
て
解
い
て
き
て
わ
か
る
こ
と
は
、
二
つ
の
季
語

ま
た
は
二
つ
以
上
の
季
語
を
も
つ
俳
句
は
、
あ
る
程
度
「
切
れ
字
」
に
負

う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
「
や
」
「
か
な
」
な
ど
の
判
然
と
し
た
切
れ
字
で

あ
る
な
ら
ば
容
易
で
あ
る
が
、
実
際
に
秋
桜
子
の
「
雲
海
や
」
と
か
「
き

つ
つ
き
や
」
の
場
合
を
除
け
ば
、
ま
だ
そ
の
判
断
に
は
っ
き
り
し
な
い
も

の
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｉ
、
一
、
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そ
こ
で
そ
の
「
切
れ
字
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
え
を
繩
め
て
い
き
た

い
と
思
う
。
こ
の
俳
句
の
切
れ
字
に
つ
い
て
、
中
村
草
田
男
氏
は
あ
る
教

注
⑧

科
書
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

俳
句
は
、
リ
ズ
ム
の
上
で
三
つ
の
部
分
に
く
ぎ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
三
つ
の

部
分
の
ど
れ
か
の
般
後
に
位
置
し
て
い
て
、
そ
こ
で
意
味
が
一
応
く
ぎ
れ
る
こ
と

を
示
す
役
を
し
て
い
る
語
が
、
す
、
へ
て
切
れ
字
な
の
で
す
。
Ｉ
中
略
ｌ
「
や
」

か
「
か
な
」
か
の
切
れ
字
が
添
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
部
分
の
倣
い
印

象
、
感
銘
を
読
者
に
与
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
切
れ
字
の
添
っ
た
部
分
が
、
一
句
に

含
ま
れ
た
詩
の
世
界
の
気
分
、
情
趣
の
中
心
点
、
統
一
点
に
な
る
わ
け
で
す
。
．

こ
れ
は
「
俳
句
に
つ
い
て
」
と
い
う
小
単
元
に
お
け
る
解
説
で
、
同
氏

著
「
俳
句
入
門
」
か
ら
転
用
さ
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
論
拠
に

は
少
な
く
と
も
蕉
風
の
作
句
作
法
を
説
い
た
去
来
抄
の
「
先
師
日
、
き
れ

字
に
用
時
は
、
四
十
八
字
皆
切
レ
字
也
・
」
と
か
、
三
冊
子
（
し
ろ
）
の
中

の
「
切
れ
字
な
く
て
ば
ほ
句
の
姿
に
あ
ら
ず
、
付
句
の
躰
也
・
」
な
ど
か

ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
た
く
し
ど
も
は
俳
句
鑑
賞
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
ど
れ

が
「
切
れ
字
」
か
と
い
う
こ
と
を
、
解
釈
の
手
段
と
し
て
句
中
か
ら
詮
索

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
鑑
賞
指
導
上
や
む
を
え
な
い
手
段
で
あ
り
、

当
然
の
方
法
に
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
果
し
て
そ
う
い
う
や
り
方
が
最

も
正
し
い
実
用
的
な
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
も
、
二
つ
以
上
の

季
語
が
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
が
重
点
的
に
把
握
す
。
へ
き
季
語
か
を
捉
え

中
学
校
に
お
け
る
俳
句
鑑
賞
指
導
上
の
問
題
点
に
つ
い
て

4

る
判
断
に
、
あ
る
程
度
有
効
的
な
役
割
を
切
れ
字
が
果
す
こ
と
を
云
々
し

た
け
れ
ど
も
、
本
来
「
切
れ
字
」
そ
の
も
の
は
俳
句
創
作
上
の
作
法
の
上

で
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
俳
句
の
作
品
鑑
賞
上

で
は
、
「
切
れ
字
」
そ
の
も
の
を
あ
れ
こ
れ
と
詮
索
す
る
よ
り
も
、
も
っ

と
都
合
の
い
い
別
な
方
法
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
殊
に
現
代
俳
句
の
鑑
賞
で
、
か
な
り
の
重
要
な
こ
と
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
思
う
。

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
れ
野
を
か
け
め
ぐ
る
芭
蕉

降
る
雪
が
父
子
に
言
を
も
た
ら
し
ぬ
鍬
邨

ピ
ス
ト
ル
が
プ
ー
ル
の
堅
き
面
に
響
き
誓
子

例
え
ば
、
こ
の
句
の
よ
う
な
場
合
、
い
っ
た
い
ど
れ
が
切
れ
字
か
と
問

わ
れ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
戸
惑
っ
て
し
ま
う
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
芭
蕉
の

有
名
な
辞
世
の
句
を
古
典
俳
句
の
中
か
ら
も
抽
出
し
た
。
ま
た
こ
こ
に
上

げ
た
現
代
俳
句
は
、
何
も
新
傾
向
の
異
質
な
作
品
で
も
な
ん
て
も
な
い
、

や
は
り
一
応
俳
句
の
作
法
に
か
な
っ
た
作
品
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
草
旧
男
氏
の
言
を
僻
り
れ
ぱ
、
気
分
、
・
情
趣
の
中
心
点
、
統
一

点
を
示
す
も
の
が
切
れ
字
だ
と
し
て
も
、
右
の
句
な
ど
に
は
な
お
「
切
れ

字
」
に
つ
い
て
の
指
摘
に
問
題
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
昨
今
の
俳
人
仲
間

で
は
、
切
れ
字
な
ど
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
や
か
ま
し
く
言
わ
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
に
代
る
べ
き
こ
と
ば
と
し
て
、
二
者
触
発
と
い

う
｝
」
と
が
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
俳
句
は
二
元
の
世
界
を
捉
え
て
、
両
者

の
間
に
何
ら
か
の
繋
り
を
満
ま
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま

た
、
切
り
捨
て
の
文
学
と
し
て
俳
句
を
説
明
し
、
そ
の
切
断
さ
れ
た
断
層
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が
、
俳
句
の
中
に
な
く
て
は
な
ら
れ
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
の

「
切
れ
字
」
に
代
る
べ
き
言
い
方
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
が
作
品
鑑
賞
上
で
も
、
内
容
理
解
の
上
で
も
考
慮
す
べ
き
こ
と
が
ら
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
前
掲
の
三
句
に
し
て
も
、
一
元
的
な
単
な
る
叙
述
の
切
り
抜
き
の

よ
う
な
作
品
だ
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
が
内
容
の
上
で
断
層
が
見
ら
れ
る
。

古
典
俳
句
の
芭
蕉
の
「
旅
に
病
ん
で
」
は
あ
ま
り
に
も
知
ら
れ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
こ
の
上
五
の
部
分
で
一
応
の
休
止
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る

し
、
以
下
の
二
句
も
、
い
ず
れ
も
「
降
る
雪
が
」
と
、
「
ピ
ス
ト
ル
が
」

と
い
う
点
に
お
い
て
断
層
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場

合
そ
れ
は
全
く
偶
然
で
あ
る
が
、
三
句
共
に
上
五
の
部
分
に
据
え
ら
れ
た

世
界
と
、
中
、
下
の
七
・
五
に
置
か
れ
た
世
界
と
を
と
も
共
に
持
っ
て
い

る
。
そ
う
し
て
俳
句
は
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
二
つ
の
世
界
の
触
れ
あ

い
の
中
に
、
一
つ
の
詩
の
世
界
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
が
、
例
え
ば
「
旅
に
病
ん
で
」
の
世
界
と
、
「
夢

は
枯
れ
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
世
界
の
ど
ち
ら
に
作
者
と
し
て
の
感
情
の
重

点
が
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

は
作
品
に
よ
っ
て
相
違
す
る
が
、
芭
蕉
の
こ
の
句
の
場
合
、
す
で
に
わ
た

く
し
が
解
く
ま
で
も
な
く
、
そ
の
主
意
は
中
・
下
の
「
夢
は
枯
れ
野
を
か

け
め
ぐ
る
」
に
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
部
分
こ
そ
、
そ

の
生
命
を
閉
じ
る
芭
蕉
に
と
っ
て
の
絶
叫
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
以
下
、

現
代
俳
句
の
二
句
に
お
い
て
は
、
加
藤
鍬
邨
の
「
降
る
雪
が
」
は
、
互
い

に
黙
し
あ
っ
て
い
た
父
と
子
が
、
降
っ
て
き
た
雪
を
動
機
に
し
て
こ
と
ば

が
交
さ
れ
る
．
少
な
く
と
も
こ
の
句
に
は
「
降
る
雪
」
に
作
者
の
焦
点
が

し
ぼ
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
山
口
誓
子
の
「
ピ
ス
ト
ル
が
」

の
句
に
は
、
ピ
ス
ト
ル
の
音
を
象
徴
さ
せ
る
た
め
の
一
句
と
し
て
、
上
五

に
そ
の
主
題
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
わ
た
く
し
は
「
切
れ
字
」
と
い
う
も
の
を
度
外
視
し
て
、

二
元
の
壯
界
を
よ
む
と
い
う
別
な
感
覚
か
ら
そ
の
解
釈
な
り
、
鑑
賞
の
方

法
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
切
れ
字
に
つ
い
て
の

あ
い
ま
い
さ
、
っ
堂
り
「
切
れ
字
」
が
俳
句
の
感
動
の
中
心
を
示
す
と
い

う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
明
確
化
さ
れ
た
定
義
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
お
き
た
い
。

古
池
や
か
ば
づ
飛
び
こ
む
水
の
音

ま
た
も
、
こ
の
作
品
を
引
用
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
句
に
お
い
て
も
、

そ
れ
が
明
ら
か
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
．
「
古
池
や
」
の
句
で
芭
蕉
が
心

を
動
か
し
た
の
は
『
「
古
池
」
で
は
な
く
て
「
か
は
づ
飛
び
こ
む
水
の
音
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
井
本
農
一
氏
は
「
俳
句
講
座
」
（
明
治

書
院
刊
）
の
中
で
も
、
「
こ
の
句
の
俳
諾
的
要
素
は
「
蛙
飛
び
こ
む
』
を
中

核
と
し
て
い
る
。
」
と
述
・
へ
て
お
ら
れ
、
ま
た
こ
の
句
の
初
案
が
「
山
吹

や
か
は
づ
飛
び
こ
む
水
の
音
」
で
あ
っ
て
、
後
に
「
古
池
」
の
句
に
定
め

た
と
い
う
こ
と
は
、
感
動
し
た
も
の
が
「
古
池
」
で
な
い
こ
と
を
裏
づ
け

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
こ
の
「
古
池
」
に
「
切
れ
字
」
が
添
え
ら

れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
句
で
の
「
古
池
」
の
位
置
は
、
中
七
、
座

五
の
感
動
を
得
た
世
界
か
ら
、
芭
蕉
の
求
め
得
ら
れ
た
最
終
的
な
到
達
点
、

感
動
の
統
一
点
が
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
つ
き
つ
め
て
説

八
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明
し
た
か
っ
た
の
は
、
や
や
も
す
れ
ば
切
れ
字
の
「
や
」
と
か
「
か
な
」

が
単
純
に
感
動
の
中
心
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
、
草
田
男
氏
の

言
う
「
統
一
点
」
と
い
う
位
置
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で

あ
る
。
多
分
、
同
氏
の
言
う
「
統
一
点
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
古
池

や
」
の
地
点
を
言
う
の
で
あ
る
と
思
う
ｐ
「
古
池
や
」
と
同
じ
よ
う
な
切

れ
字
の
働
き
を
し
て
い
る
句
は
、
い
ま
ま
で
に
掲
げ
た
例
句
の
中
に
も
、

例
え
ば
「
雲
海
や
」
も
、
「
降
る
雪
が
」
や
「
ピ
ス
ト
ル
が
」
な
ど
に
も

見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
切
れ
字
」
が
気
分
・
情
趣
の
中

心
点
（
感
動
の
中
心
点
と
い
っ
て
も
よ
い
）
を
示
す
場
合
も
あ
る
が
、
ま
た
こ

の
よ
う
な
統
一
点
（
到
達
点
と
い
っ
て
も
ょ
じ
を
示
す
場
合
も
、
し
ば
し

ば
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
早
こ
の
よ
う
な
「
切
れ
字
」
観
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
ど
も
は
俳
句
に
お
い
て
「
や
」
・
「
か
な
」
だ
け

が
切
れ
字
な
ら
ば
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
が
故
に
切
れ

字
の
詮
索
に
走
り
惑
う
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
そ
う
し
た
切
れ
字
に

執
済
す
る
と
い
う
こ
と
な
く
、
俳
句
の
持
つ
二
つ
の
世
界
の
断
層
、
切
り

ｎ
を
追
究
し
て
こ
そ
本
筋
で
あ
り
、
そ
の
二
分
さ
れ
た
世
界
の
触
れ
あ
う

響
き
の
中
に
、
俳
句
の
正
し
い
鑑
賞
や
理
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
る
。

中
学
校
に
お
け
る
俳
句
鑑
賞
指
導
上
の
問
題
点
に
つ
い
て

､

５

以
上
、
季
語
が
も
つ
現
代
的
な
矛
盾
に
対
す
る
考
え
方
、
そ
れ
に
「
季

重
な
り
」
的
な
二
つ
以
上
の
季
語
を
も
つ
作
品
に
関
す
る
問
題
、
「
切
れ

字
」
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
ど
う
す
る
か
、
俳
句
の
作
品
内
容
の
捉
え
方

な
ど
を
述
。
へ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
点
を
解
明
し
た
わ
け
は
、
要
約
す
．

れ
ぱ
、
現
今
と
も
す
れ
ば
老
衰
化
し
た
よ
う
に
見
ら
れ
が
ち
な
俳
句
に
対

し
て
、
も
つ
と
こ
れ
が
新
鮮
な
か
た
ち
で
受
け
止
め
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
の

世
代
の
人
た
ち
に
も
、
そ
の
鑑
賞
な
り
、
創
作
の
上
に
ま
で
意
欲
を
も
た

せ
る
た
め
に
ど
う
取
扱
う
べ
き
か
。
そ
の
効
果
的
な
指
導
の
一
つ
の
あ
り

方
を
述
、
へ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
一
つ
の
参
考
と
も
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

ｌ
了
ｌ

注
①
別
表
資
料
末
尾
参
照
の
こ
と

②
大
修
館
刊
「
新
中
等
国
語
」
二
学
年
用

③
大
日
本
図
書
刊
「
私
た
ち
の
国
語
」
二
学
年
用

④
教
育
図
書
研
究
会
刊
「
新
中
学
国
語
」
二
学
年
用

⑤
俳
句
講
座
４
「
古
典
名
句
評
釈
」
（
明
治
書
院
刊
）

⑥
山
本
健
吉
著
「
現
代
俳
句
（
上
）
」
（
角
川
耆
店
刊
）
並
に
俳
句
講
座
６
「
現

代
名
句
評
釈
」
（
明
治
洪
院
刊
）

⑦
学
校
図
書
刊
「
中
学
校
国
語
」
二
学
年
用
下
巻

⑧
大
修
館
刊
「
新
中
等
国
語
」
二
学
年
用

⑨
俳
句
講
座
４
「
古
典
名
句
評
釈
」
（
明
治
書
院
刊
）

（
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
七
日
大
阪
市
中
学
校
教
育
研
究
会
に
て
発
表
の
要
旨
）
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