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は
じ
め
に

　

明
治
も
三
〇
年
を
数
え
よ
う
と
す
る
頃
、
俳
壇
で
は
「
新
派
・
旧
派
」
が
人
々
の
口
吻
に

上
り
は
じ
め
た
。「
旧
派
」
は
江
戸
期
以
来
の
旧
弊
な
俳
句
観
を
有
す
る
派
で
、「
新
派
」
は

明
治
の
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
「
文
学
」
を
標
榜
す
る
派
と
見
な
さ
れ
、
そ
し
て
「
新
派
」

の
雄
が
正
岡
子
規
達
で
あ
る
。

　

そ
の
子
規
は
「
新
派
・
旧
派
」
の
噂
を
受
け
、
次
の
よ
う
な
俳
論
を
発
表
し
た
。

問　

新
俳
句
と
月
並
俳
句
と
は
句
作
に
差
異
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
る
。
果
し
て
差
異
あ

ら
ば
、
新
俳
句
は
如
何
な
る
点
を
主
眼
と
し
、
月
並
句
は
如
何
な
る
点
を
主
眼
と
し
て

句
作
す
る
も
の
な
り
や
。

答　

新
俳
句
と
は
新
派
俳
句
の
事
を
謂
ふ
か
。（
略
）
第
一
、
我
は
直
接
に
感
情
に
訴

へ
ん
と
欲
し
、
彼
（
＝
月
並
句
、
引
用
者
注
）
は
往
々
智
識
に
訴
へ
ん
と
欲
す
。（
略
）

第
二
、
我
は
意
匠
の
陳
腐
な
る
を
嫌
へ
ど
も
、
彼
は
意
匠
の
陳
腐
を
嫌
ふ
こ
と
我
よ
り

も
少
し
、寧
ろ
彼
は
陳
腐
を
好
み
、新
奇
を
嫌
ふ
傾
向
あ
り
。（
子
規
「
俳
句
問
答
」、「
日

本
新
聞
」
明
治
29
・
７
・
27
）

　

子
規
は
「
新
派
＝
新
俳
句
／
旧
派
＝
月
並
俳
句
」
の
差
異
を
問
答
形
式
で
説
き
進
め
、
次

「
菊
」
の
詠
み
ど
こ
ろ

　

―
明
治
期
俳
諧
宗
匠
と
正
岡
子
規
達
の
作
品
か
ら
―
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要旨
　明治時代、正岡子規は俳句革新運動を展開したとされる。しかし、そ
の作品上における実践は従来指摘されることは少なかった。そこで子規
達と、彼らが批判した「旧派」の作品双方を検証して両派の差異を抽出
し、そこから子規達の革新性を検証した。題材は「菊」を詠んだ両派作
品である。本稿は子規達の俳句革新運動の実態を当時の作品状況に即し、
そして作品上から考察するものである。

abstract
 This article compared the work of Shiki Masaoka with "the conservative 
method" and analyzed a haiku innovation campaign in line with a work.
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の
よ
う
に
整
理
し
た
。

新
派
―
直
接
に
感
情
に
訴
え
、
陳
腐
な
意
匠
を
嫌
う
（
新
奇
を
好
む
）

旧
派
―
往
々
に
智
識
に
訴
え
、
陳
腐
な
意
匠
を
好
み
、
新
奇
を
嫌
う

　

そ
し
て
、
彼
は
両
派
の
別
を
具
体
的
に
示
す
た
め
、
次
の
例
句
を
挙
げ
て
説
明
す
る
の
で

あ
る
。黄

鳥
の
初
音
や
老
の
耳
果
報　
　
　

蓬
宇

　

子
規
に
よ
る
と
、こ
れ
は「
意
匠
の
陳
腐
な
る
」（
前
掲「
俳
句
問
答
」）句
と
い
う
。
そ
れ
は
、

蓬
宇
句
以
前
に
類
似
し
た
先
行
句
が
多
々
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
句
の
如
き
、
必
ず
し
も
類
句
を
挙
げ
て
而
し
て
後
始
め
て
そ
の
陳
腐
を
知
る
者

に
あ
ら
ざ
れ
ど
、
念
の
た
め
に
古
人
の
類
句
を
示
さ
ん
に
、

　

鴬
の
耳
に
順
に
今
年
か
な　
　
　
　
　

紹　

巴

　

鴬
や
耳
こ
れ
を
得
て
今
朝
の
春　
　
　

昌　

察

　

鴬
や
耳
の
果
報
を
数
ふ
年　
　
　
　
　

梅　

室

　
　
　

六
十
の
春

　

鴬
に
耳
面
白
き
今
年
か
な　
　
　
　
　

乙　

由

の
如
き
あ
り
。
殊
に
梅
室
の
句
は
最
も
相
類
似
せ
る
を
見
る
。（「
俳
句
問
答
」、「
日
本

新
聞
」
明
治
29
・
７
・
27
）

　

こ
れ
ら
は
論
語
の「
耳
順
」を
借
り
つ
つ
、「
六
十
の
春
」と
は
鴬
声
を
い
ち
早
く
聞
き
と
り
、

風
流
を
解
す
る
「
耳
」
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
趣
向
が
共
通
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
「
鶯
」
句
の
先
例
が
多
々
存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
蓬
宇
は
「
誰
が
聞
き
て
も
陳
腐
な

る
べ
き
を
（
略
）
今
更
の
や
う
に
作
れ
り
」（
前
掲
「
俳
句
問
答
」）
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
子
規
は
「
意
匠
の
陳
腐
な
る
」
と
批
判
し
た
の
だ
っ
た
。

　

で
は
、「
新
派
」
的
な
「
鶯
」
句
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
子
規
は
他
俳
論
で
次
の
句
を

賞
讃
し
て
い
る
。

　

鶯
や
押
上
町
の
家
の
梅　
　
　
　
　
　
　
　

碧
梧
桐

　

こ
の
句
は
、「
印
象
を
明
に
し
た
る
」（「
明
治
二
十
九
年
の
俳
諧
」「
日
本
新
聞
」明
治
30
・
１
・

29
）「
新
調
」
と
い
う
。
そ
れ
は
「
押
上
町
の
家
」
と
町
名
と
場
所
を
明
示
し
た
た
め
に
、「
鶯
」

が
ど
の
地
で
鳴
き
、
ま
た
ど
こ
で
聴
い
た
か
が
明
瞭
と
な
り
、「
印
象
を
明
に
し
た
る
」
効

果
を
獲
得
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
別
の
町
名
を
詠
む
「
鶯
」
句
は
従
来
さ
ほ

ど
存
在
し
な
い
た
め
、
子
規
は
碧
梧
桐
句
を
「
陳
腐
」
を
脱
し
た
と
評
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
子
規
の
俳
論
で
注
目
す
べ
き
は
、
常
に
作
品
を
比
較
分
析
し
た
上
で
判
断
し
て
い
る

点
で
あ
ろ
う
。
彼
は
作
品
を
単
独
で
扱
う
こ
と
な
く
、
先
行
作
品
と
比
較
し
た
上
で
そ
の
つ

ど
価
値
を
測
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
子
規
の
判
断
基
準
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
従

来
は
「
新
派
＝
肯
定
／
旧
派
＝
否
定
」
と
い
う
価
値
観
の
中
で
「
新
派
」
研
究
が
発
展
す
る

傾
向
に
あ
り
、
両
派
を
比
較
す
る
視
点
そ
の
も
の
が
稀
薄
で
あ
っ
た
。

（
１
（

よ
っ
て
、
作
品
の
ど

の
点
が
「
月
並
」
で
、ま
た
ど
の
よ
う
な
句
が
「
新
派
」
的
か
は
不
明
点
が
存
在
す
る
と
い
っ

て
よ
い
。

　

で
は
、
子
規
達
の
「
新
派
」
の
特
徴
を
ど
の
点
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
、

従
来
参
照
さ
れ
た
の
が
「
写
生
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
子
規
が
提
唱
し
、
眼
前
の
事
物
を
あ

り
の
ま
ま
に
写
す
句
法
と
さ
れ
、
そ
し
て
子
規
達
の
「
月
並
」
打
破
を
目
標
と
し
た
俳
句
革

新
運
動
の
原
動
力
と
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

し
か
し
、こ
れ
ま
で
の
研
究
は
子
規
俳
論
を
参
照
し
て「
写
生
」を
確
認
す
る
傾
向
に
あ
り
、

当
時
の
作
品
に
お
け
る
「
月
並
／
写
生
」
の
特
徴
は
い
ま
だ
曖
昧
な
点
が
多
々
存
在
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、「
月
並
＝
陳
腐
／
写
生
＝
俳
句
革
新
」
の
内
実
が
実
際
は
不
明
で
あ
る
こ
と

を
意
味
し
て
お
り
、
こ
こ
に
研
究
の
余
地
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
次
の
句
群
は
ど
の
点
が
「
月
並
／
写
生
」
な
の
だ

ろ
う
。
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平
生
の
心
尽
し
や
菊
の
花

肥
料
し
て
育
て
し
菊
の
葉
勝
な
り

菊
の
香
は
ま
だ
ゝ
し
か
也
初
時
雨

枯
菊
に
煤
漏
れ
こ
ぼ
る
小
窓
哉　
　
（
作
者
名
略
）

　

こ
れ
ら
の
句
に
お
い
て
、「
月
並
／
写
生
」
の
区
別
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
作
品
の
ど
の
よ
う
な
措
辞
や
趣
向
が
「
月
並
」
で
、
ど
の
点
が
「
写
生
」
か
を
把

握
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、「
月
並
／
写
生
」
を
比
較
し
た
上
で
の
両

者
の
特
徴
が
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、新
旧
の
別
を
見
出
し
た
子
規
の
判
断
基
準
で
あ
る
。
彼
は
「
月

並
／
写
生
」
の
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
、「
月
並
＝
陳
腐
／
写
生
＝
新
奇
」（
前
掲
「
俳
句

問
答
」）
と
い
う
結
論
を
得
て
い
た
。
よ
っ
て
、「
月
並
／
写
生
」
の
価
値
観
を
復
元
す
る
に

は
子
規
の
よ
う
に
両
者
の
句
群
そ
の
も
の
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

た
だ
、
彼
に
倣
っ
て
「
月
並
／
写
生
」
の
特
徴
を
比
較
す
る
際
、
留
意
す
べ
き
点
が
存
在

す
る
。

　

子
規
は
同
時
代
作
品
を
評
す
る
時
、「
古
人
の
類
句
」（
前
掲
「
俳
句
問
答
」）
の
多
寡
を

基
準
と
し
つ
つ
、
俳
諧
宗
匠
達
の
句
は
「
類
句
」
が
多
い
た
め
「
陳
腐
」、
自
派
の
句
は
「
類

句
」
が
少
な
い
た
め
「
新
奇
」
と
見
な
し
た
形
跡
が
あ
る
。
そ
の
判
断
は
、
彼
が
室
町
～
江

戸
期
の
発
句
を
季
語
・
主
題
別
に
分
類
し
た
作
業
（「
分
類
俳
句
全
集
」
と
呼
ば
れ
る
）
の

知
見
が
基
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
「
古
人
の
類
句
」
は
長
期
間
を
経
て
醸
成
さ
れ
た
表

現
類
型
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
、
明
治
期
の
あ
る
句
が
「
月
並
」
か
否
か
は
、
少

な
く
と
も
江
戸
期
以
来
の
「
類
句
」
を
踏
査
し
た
上
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
本
稿
の
主
旨
は
明
治
期
の
「
類
句
」
が
江
戸
期
以
来
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て

定
着
し
た
か
を
江
戸
～
明
治
期
の
句
群
を
列
挙
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
な
く
、
そ
の
前
に
確

認
す
べ
き
事
柄
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
期
に
ど
の
よ
う
な
「
類
句

＝
月
並
句
」
が
存
在
し
た
の
か
、
ま
た
子
規
達
の
「
写
生
」
句
が
「
月
並
句
」
と
ど
の
点
が

異
質
で
あ
っ
た
か
を
、
ま
ず
は
明
治
と
い
う
同
時
代
の
中
で
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
目
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
子
規
の
価
値
観
を
全
て
復
元
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
明

治
期
に
お
け
る
「
月
並
／
写
生
」
の
差
異
を
探
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
際
に
子
規
の
判
断
方

法
を
参
考
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
具
体
的
な
検
討
例
と
し
て
、
本
稿
は
「
菊
」
句
に
お
け
る
「
月
並
／
写
生
」
の
あ
り

方
を
考
察
し
た
い
。
菊
は
秋
を
代
表
す
る
花
で
、多
く
の
俳
人
達
に
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
、「
旧

派
」
の
俳
諧
宗
匠
達
と
子
規
達
と
の
差
異
が
明
瞭
に
知
ら
れ
る
句
材
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
は
こ
の
「
菊
」
句
群
の
分
析
を
通
じ
、明
治
期
に
お
け
る
「
月
並
句
」
の
内
実
と
「
写

生
」
の
意
義
を
検
証
す
る
試
論
で
あ
る
。

　
　
　
１　
手
間
の
か
か
る
「
菊
」

　

ま
ず
は
俳
諧
宗
匠
達
に
お
け
る
「
菊
」
の
あ
り
方
を
見
て
み
よ
う
。

　

第
一
に
、「
菊
」
は
手
の
か
か
る
花
と
さ
れ
た
。
根
分
け
や
土
作
り
、
ま
た
水
の
量
に
気

を
配
る
な
ど
て
い
ね
い
に
育
て
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
様
子
は
江
戸
期
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
明
治
期
に
ど
の
よ
う
に
流
布
し
て
い
た
か
、『
発
句
古
人
五
百
題
』（
夜
雪
庵
金
羅
翁

校
訂
・
竹
林
舎
狐
狗
狸
編
述
、
大
川
屋
書
店
、
明
治
31
・
６
・７
）
に
見
て
み
よ
う
。

①
け
ふ
に
な
り
て
き
く
作
ふ
と
思
ひ
け
り　
　
　

二
水

②
き
く
さ
い
て
け
ふ
迄
の
世
話
わ
す
れ
け
り　
　

李
園
（

147
頁
）

　

①
は『
あ
ら
野
』（
元
禄
３〔
１
６
８
９
〕頃
。
後
代
に「
芭
蕉
七
部
集
」の
一
書
と
称
さ
れ
た
）

所
収
句
で
、
菊
は
手
が
け
る
機
会
を
つ
い
見
逃
し
て
し
ま
う
が
、「
け
ふ
に
な
り
て
」
人
が

見
事
に
咲
か
せ
た
菊
を
前
に
す
る
と
改
め
て
後
悔
さ
れ
る
、
と
い
う
句
意
で
あ
る
。
②
は
、

通
常
は
加
賀
の
千
代
女
の
句
と
さ
れ
、『
千
代
尼
句
集
』（
宝
暦
14〔
１
７
６
４
〕）
に
素
園
名

で
掲
載
さ
れ
た
（『
発
句
古
人
五
百
題
』
が
「
李
園
」
と
し
た
の
は
「
素
園
」
の
読
み
誤
り
か
）。

句
意
は
、
手
の
か
か
る
菊
は
面
倒
に
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
花
開
く
時
は
「
け
ふ
迄
の
世

話
わ
す
れ
け
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
菊
の
あ
り
方
は
、『
発
句
古
人
五
百
題
』
と
同
時
代
の
「
旧
派
」
系
俳
人
達
に
お
い
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て
も
同
様
で
、
そ
れ
は
日
々
心
を
尽
く
し
、
丹
誠
を
こ
め
て
こ
そ
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
と

詠
ま
れ
た
。

③
作
り
人
の
心
尽
し
や
菊
の
は
な　
　
　
　
　
　

璞
斎

（「
俳
諧
一
日
集
」
40
編
、
明
治
25
・
７
、
東
京
、
27
頁
上
段
）

④
平
生
の
心
尽
し
や
菊
の
花　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
署
名
）

（「
風
雅
乃
栞
」
23
回
、
明
治
29
・
11
、
大
阪
、

170
頁
１
段
目
）

⑤
手
を
尽
し
心
尽
し
や
菊
の
花　
　
　
　
　
　
　

蟻
屋

（「
俳
諧
鴨
東
新
誌
」
85
号
、
京
都
、
５
頁
上
）

　
「
菊
」
は
一
朝
一
夕
に
育
つ
花
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
作
り
人
」（
③
）
は
「
平
生
」（
④
）

か
ら
「
手
を
尽
し
心
尽
し
」（
⑤
）
を
心
が
け
て
初
め
て
花
を
開
か
せ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

そ
の
手
間
は
菊
作
り
の
醍
醐
味
で
も
あ
っ
た
。

⑥
咲
く
迄
の
心
使
ひ
や
菊
の
花　
　
　
　
　
　
　
（
無
署
名
）　

　
（
前
掲
「
風
雅
乃
栞
」
23
回
、
大
阪
、
２
頁
２
段
目
）

⑦
咲
く
迄
の
世
話
た
の
し
む
や
菊
の
主　
　
　
　

露
卓

　
（「
俳
諧
新
誌
」
１
号
、
明
治
24
・
11
、
金
沢
、
４
オ
下
段
）

⑧
苦
は
楽
の
種
と
思
ひ
て
菊
作
り　
　
　
　
　
　

昶
水

（「
俳
諧
明
倫
雑
誌
」

102
号
、
明
治
23
・
10
、
東
京
、
12
頁
下
段
）

　

菊
作
り
は
手
が
か
か
る
が
、
そ
の
一
方
で
「
咲
く
迄
の
心
使
ひ
」（
⑥
）
が
愉
し
み
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
見
事
に
花
咲
い
た
時
を
想
い
つ
つ
「
苦
は
楽
の
種
と
思
ひ
て
」（
⑧
）、「
咲

く
迄
の
世
話
た
の
し
む
」（
⑦
）
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、「
菊
」
を
首
尾
よ
く
花
を
咲
か
せ
た
折
に
は
育
て
主
に
賞
讃
が
送
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。

⑨
氏
よ
り
も
育
て
は
菊
の
手
入
か
な　
　
　
　
　

堂
て
す

（『
明
治
新
撰
俳
諧
一
万
集
』
明
治
24
・
11
、
博
文
館
、
東
京
、
21
頁
下
段
）  

⑩
丹
誠
の
こ
ら
し
て
菊
の
あ
る
し
哉　
　
　
　
　

柳
明

（「
俳
諧
明
倫
雑
誌
」
39
号
、
明
治
17
・
２
、
東
京
、
５
頁
）

⑪
丹
誠
を
人
に
見
せ
け
り
菊
の
主　
　
　
　
　
　

城
山

（「
越
路
の
雪
」
５
号
、
明
治
33
・
12
、
新
潟
、
25
頁
）

　
「
菊
」
作
り
は
高
貴
な
身
や
素
性
の
良
い
人
物
で
あ
れ
ば
順
調
に
運
ぶ
わ
け
で
な
く
、
実

際
に
ま
め
ま
め
し
い
世
話
が
で
き
る
か
否
か
（
⑨
）、
あ
る
い
は
い
か
に
「
丹
誠
」（
⑩
）
を

こ
め
る
か
否
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
見
事
に
色
づ
く
「
菊
」
は
「
主
」
の
「
丹
誠
」
を
鑑

賞
者
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
（
⑪
）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
「
丹
誠
」
こ
め
た
「
手
入
」
を
愉
し
む
内
容
の
「
菊
」
句
は
一
種

の
教
訓
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
特
に
①
の
二
水
句
は
人
生
訓
に
解
さ
れ
る
例
が
散
見

さ
れ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、『
歌
俳
一
口
説
教
』（
福
田
孝
三
、
明
治
24
・
12
・
28
）
と
い

う
庶
民
教
化
関
連
書（

２
（の

一
節
で
あ
る
。

　
　

今
日
に
な
り
て
菊
つ
く
ら
う
と
思
ひ
け
り　

　

こ
れ
は
二
川
と
云
人
の
句
で
あ
り
ま
す
が
よ
く
言
ふ
た
も
の
で
、（
略
）
余
所
の
花

を
見
る
と
、
さ
す
が
に
う
ら
や
ま
し
く
、
来
年
は
自
分
の
庭
へ
も
根
分
し
て
い
な
が
ら

眺
め
る
や
う
に
し
た
い
も
の
だ
と
感
じ
の
起
る
も
の
で
、
そ
れ
を
今
日
の
事
業
の
上
に

照
ら
し
ま
す
と
、
一
人
ご
と
に
み
な
有
り
ま
す
。

私
も
若
い
時
分
に
少
し
学
問
を
し
て
お
け
ば
、
恥
の
か
き
方
も
少
な
い
の
に
、
親
の
居

る
う
ち
に
し
て
お
け
ば
よ
か
つ
た
の
に
と
後
悔
す
れ
ど
も
益
な
く
、（
略
）
児
等
よ
、

気
が
詰
る
の
、
骨
が
折
る
の
と
気
儘
心
は
後
年
の
苦
し
み
の
下
拵
へ
で
実
に
後
悔
先
に

立
た
ず
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
こ
の
事
は
遅
し
な
ど
と
考
へ
ず
、
思
ひ
た
つ
そ
の
日
が

踏
出
し
で
、
厘
の
た
が
ひ
、
千
里
の
あ
や
ま
ち
と
な
る
か
ら
、
来
年
よ
い
花
を
見
や
う

と
思
は
ば
春
根
分
の
時
分
よ
り
暑
き
日
も
越
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
勤
よ
や

く
（
36

～
38
頁
）
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二
水
句
（『
歌
俳
一
口
説
教
』
で
は
「
二
川
」
と
誤
伝
）
か
ら
「
後
悔
先
に
立
た
ず
」
を

引
き
出
し
、そ
れ
を
「
今
日
の
事
業
」
に
照
ら
し
た
上
で
、「
若
い
時
分
に
少
し
学
問
」
を
し
、

厭
わ
ず
に
苦
労
す
る
大
切
さ
を
説
い
て
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
明
治
期
に
も
流
布
し
て
い

た
形
跡
が
あ
り
、
次
は
俳
人
に
よ
る
二
水
句
の
解
釈
で
あ
る
。　

　

九
月
重
陽
の
日
、
菊
の
花
を
見
て
、
俄
に
好
も
し
く
、
己
も
来
年
こ
そ
春
か
ら
根
分

を
し
て
菊
を
作
り
、
九
月
の
重
陽
に
は
こ
の
楽
し
み
を
せ
め
と
、
思
ふ
た
の
み
て
、
後

悔
先
に
立
ず
と
云
意
な
が
ら
、
菊
の
花
ば
か
り
で
は
な
く
、
結
果
を
得
る
は
前
に
十
分

骨
折
を
尽
し
た
る
功
な
ら
ざ
れ
ば
美
挙
あ
ら
は
る
ゝ
事
な
き
を
、
観
想
せ
し
も
の
な
り
。

（
三
森
幹
雄
「
俳
諧
志
糓
」、「
文
学
心
の
た
ね
」
７
号
〔
明
治
29
・
９
〕、
６
～
７
頁
）

　

先
述
の
庶
民
教
化
書
同
様
、
こ
の
句
解
も
二
水
句
に
「
後
悔
先
に
立
ず
」
を
読
み
と
る
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
菊
」
は
色
づ
か
せ
る
に
は
手
が
か
か
る
が
、
花
開
か
せ
た
時
の
喜
び
は

ひ
と
し
お
で
あ
り
、
ま
た
咲
か
せ
る
に
は
一
朝
一
夕
に
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
「
後
悔
先
に

立
た
ず
」
を
寓
意
す
る
花
と
し
て
も
詠
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、「
菊
」
が
花
開
い
た
後
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
の
か
。
引
き
続
き
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
２　
こ
ぼ
れ
る
芳
香
、
菊
見
物

　

咲
き
誇
る
「
菊
」
は
、
第
一
に
そ
の
芳
香
が
賞
讃
さ
れ
た
。

①
菊
の
香
の
庭
に
こ
ほ
る
ゝ
日
和
か
な　
　
　
　

頼
水

（「
俳
諧
黄
鳥
集
」
17
集
、
明
治
25
・
11
、
東
京
、
３
頁
）

②
白
菊
の
に
ほ
ひ
こ
ほ
る
ゝ
月
夜
哉　
　
　
　
　

常
雄

（「
俳
諧
明
倫
雑
誌
」
21
・
２
合
併
号
、
明
治
15
・
８
、
東
京
、
23
頁
上
段
）

③
白
菊
や
闇
を
離
れ
て
香
の
く
は
り　
　
　
　
　

耕
雪

（
前
掲
「
俳
諧
新
誌
」
１
号
、
金
沢
、
５
オ
上
）

④
雫
ま
で
香
の
移
り
け
り
き
く
の
花　
　
　
　
　

其
樵

（「
俳
諧
芭
蕉
の
露
」
１
号
、
明
治
26
・
２
、
山
口
、
19
頁
上
段
）

　

秋
晴
れ
の「
日
和
」の
中
、「
菊
の
香
」は「
庭
」に「
こ
ほ
る
ゝ
」ば
か
り
満
ち
て
お
り（
①
）、

そ
の
芳
香
は
日
沈
後
も
変
わ
ら
な
い
。
月
冴
え
渡
る
「
夜
」
に
「
白
菊
」
は
い
っ
そ
う
輝
き
、

「
に
ほ
ひ
こ
ぼ
る
ゝ
」
風
情
を
獲
得
し
た
（
②
）。
そ
の
「
白
菊
」
の
香
気
は
月
の
隠
れ
た
「
夜
」

も
「
闇
」
を
隔
て
て
知
ら
れ
る
ほ
ど
で
（
③
）、
夜
が
明
け
て
朝
露
が
下
り
る
頃
も
そ
の
薫

り
は
衰
え
ず
、花
弁
か
ら
し
た
た
る
露
の
「
雫
ま
で
」
か
ぐ
わ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
④
）。

　

①
～
④
句
の
共
通
点
は
、「
菊
の
香
」
は
花
か
ら
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
あ
ふ
れ
、「
雫
」
に
移
り
、

あ
る
い
は
「
庭
」
に
満
ち
る
と
い
う
趣
向
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
菊
の
香
」（
①
）
の
あ
り
方

に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
次
の
句
と
推
定
さ
れ
る
。

菊
の
香
や
瓶
に
こ
ほ
る
ゝ
水
に
迄　
　
　
　
　
　

其
角

（
前
掲
『
発
句
古
人
五
百
題
』、
明
治
版
）

　
『
其
袋
』（
元
禄
３〔
１
６
９
０
〕）等
に
収
録
さ
れ
た
句
で
あ
る
が
、
正
確
に
は「
菊
の
香
や
瓶

よ
り
余
る
水
に
迄
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
句
作
入
門
書
『
発
句
自
在
』（
桃
支
庵

指
直
校
閲
・
白
日
庵
守
朴
編
纂
、
聚
栄
堂
、
明
治
27
・
２
・
20
）
に
「
菊
の
香
や
瓶
に
翻
る
ゝ

水
に
迄
」
と
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
、
明
治
期
は
「
瓶
に
こ
ほ
る
ゝ
」
の
句
形
で
も
人
口
に
膾
炙

し
た
可
能
性
が
高
い
（
た
と
え
ば
、
先
述
の
①
②
に
お
け
る
「
こ
ほ
る
ゝ
」
は
誤
伝
し
た
其

角
句
の
影
響
が
う
か
が
え
る
）。
先
に
引
用
し
た
①
②
④
句
は
其
角
句
に
沿
っ
た
と
判
断
可

能
で
あ
り
、
明
治
期
「
旧
派
」
系
の
「
菊
の
香
」
句
は
、
誤
伝
も
交
え
て
流
布
し
て
い
た
其

角
句
の
影
響
大
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、「
菊
の
香
」
は
草
花
の
枯
れ
る
冬
も
な
お
残
る
と
詠
ま
れ
た
。

⑤
菊
枯
れ
て
薫
り
は
文
に
残
り
け
り　
　
　
　
　

翠
雲

（「
俳
諧
新
誌
」
13
号
、
明
治
25
・
11
、
金
沢
、
５
オ
下
）
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⑥
菊
の
香
は
ま
だ
ゝ
し
か
也
初
時
雨　
　
　
　
　

随
斎

（「
俳
諧
黄
鳥
集
」
19
集
、
明
治
25
・
12
、
金
沢
、
７
頁
）

　

菊
は
枯
れ
て
も
「
薫
り
は
文
に
残
り
」（
⑤
）、「
時
雨
」
が
降
り
こ
め
て
も
香
気
は
「
ま
だ
ゝ

し
か
」（
⑥
）
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
香
り
高
き
菊
は
万
人
の
賞
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
人
々
は
菊
の
見
物
に
飽
か

ず
足
を
向
け
、
そ
の
香
り
や
色
つ
や
を
愉
し
む
の
で
あ
っ
た
。
次
に
あ
げ
る
の
は
「
菊
」
見

物
の
模
様
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。

⑦
見
に
来
よ
と
端
書
便
り
や
菊
の
花　
　
　
　
　

人
木

（「
鴨
東
新
誌
」
86
号
、
明
治
25
・
12
、
京
都
、
12
オ
上
段
）

⑧
菊
咲
て
客
の
な
き
日
の
な
か
り
鳧　
　
　
　
　

紫
雲

（「
俳
諧
芭
蕉
の
露
」
１
号
、
明
治
26
・
１
、
山
口
、
21
頁
上
段
）

⑨
菊
咲
い
て
名
札
見
ら
る
ゝ
戸
口
か
な　
　
　
　

杉
風　

（
前
掲
「
俳
諧
新
誌
」
１
号
、
金
沢
、
７
オ
下
段
）

⑩
残
菊
の
客
や
袴
の
居
り
皺　
　
　
　
　
　
　
　

春
斎

（「
俳
諧
翁
の
友
」
56
回
、
明
治
25
・
11
、
千
葉
、
？
オ
）

　

丹
誠
こ
め
た「
菊
」が
大
輪
を
咲
か
せ
た
折
に
は
、友
人
に「
見
に
来
よ
と
端
書
便
り
」（
⑦
）

を
し
、
そ
し
て
家
に
は
「
客
の
な
き
日
」（
⑧
）
が
な
い
ほ
ど
人
々
が
訪
れ
、
な
か
に
は
「
菊

を
こ
の
よ
う
に
美
し
く
咲
か
せ
る
の
は
一
体
ど
の
よ
う
な
人
物
か
」と「
戸
口
」の
表
札
を「
見

ら
る
ゝ
」（
⑨
）こ
と
も
あ
ろ
う
。
客
は
冬
に
さ
し
か
か
っ
て
も
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。「
残
菊
」

を
見
物
に
訪
れ
た
客
は
、「
袴
の
居
り
皺
」（
⑩
）が
目
立
つ
ほ
ど
端
座
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、「
菊
」
の
中
で
も
特
に
賞
翫
さ
れ
た
の
が
「
白
菊
」
で
あ
り
、
純
白
を
惜
し
ま

な
い
白
菊
は
秋
の
王
花
と
し
て
詠
ま
れ
た
。

⑪
菊
色
く
白
き
に
優
る
色
は
な
し　
　

か
と
り

（「
俳
諧
明
倫
雑
誌
」

137
号
、
明
治
25
・
10
、
東
京
、
16
頁
下
段
）

⑫
白
菊
に
秋
の
け
し
き
を
ま
と
め
け
り　
　
　
　

紅
雪

（「
俳
諧
豊
川
集
」
２
編
、
明
治
23
・
11
、
新
潟
、
３
オ
）

⑬
数
多
き
花
を
し
づ
め
て
菊
白
し　
　
　
　
　
　

竹
愛

（
前
掲
「
俳
諧
新
誌
」
１
号
、
金
沢
、
６
ウ
下
段
）

　

菊
の
中
で
も
白
菊
に
「
優
る
色
」は
な
く（
⑪
）、
そ
れ
は「
秋
の
け
し
き
」
を
代
表
す
る
風

情
を
有
し（
⑫
）、「
数
多
き
花
を
し
づ
め
て
」
君
臨
す
る
王
花
な
の
で
あ
る
（
⑬
）。

　

ま
た
、
白
菊
は
俗
世
の
塵
を
寄
せ
つ
け
ず
、
凛
と
し
た
存
在
と
し
て
も
詠
ま
れ
た
。

⑭
世
の
塵
は
と
ゝ
か
ぬ
菊
の
白
さ
か
な　
　
　
　
（
無
署
名
）

（
前
掲
「
風
雅
の
栞
」
23
回
、
大
阪
、

164
頁
３
段
目
）

⑮
白
菊
や
世
に
へ
つ
ら
は
ぬ
花
の
つ
や　
　
　
　

夫
水

（
前
掲
「
俳
諧
明
倫
雑
誌
」

137
号
、
東
京
、
16
頁
上
段
）

⑯
白
菊
や
世
に
へ
つ
ら
は
ぬ
花
の
色　
　
　
　
　

翠
雲

（
前
掲
「
俳
諧
新
誌
」
13
号
、
金
沢
、
５
オ
下
段
）

　

そ
の
純
白
に
「
世
の
塵
は
と
ゝ
か
ぬ
」（
⑭
）
と
い
う
の
で
あ
り
、「
世
に
へ
つ
ら
は
ぬ
」（
⑮

⑯
）「
花
の
色
」（
⑯
）
と
賞
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

①
～
⑯
を
ま
と
め
る
と
、「
菊
」
は
手
は
か
か
る
が
花
開
い
た
時
に
は
芳
香
が
あ
ふ
れ
、

特
に
「
白
菊
」
は
俗
世
か
ら
超
然
と
し
た
白
色
を
輝
か
せ
る
花
と
し
て
詠
ま
れ
た
と
い
え
よ

う
。

　

そ
し
て
、こ
れ
ら
の
他
に
も「
菊
」は
多
様
な
状
況
と
と
も
に
詠
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は「
菊
」

を
愛
で
る
人
物
の
あ
り
方
に
始
ま
り
、
咲
く
べ
き
場
所
や
環
境
に
加
え
て
長
寿
へ
の
祈
り
、

あ
る
い
は
皇
室
を
寿
ぐ
花
と
し
て
も
詠
ま
れ
て
お
り
、「
菊
」
が
象
徴
す
る
も
の
は
多
岐
に

渡
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
実
際
を
次
節
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
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３　
「
菊
」
が
象
徴
す
る
も
の

　
「
菊
」
を
愛
す
る
人
物
の
境
遇
、ま
た
そ
の
住
処
は
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
は
そ
の
例
句
で
あ
る
。

①
世
の
秋
の
外
の
庵
や
菊
の
花　
　
　
　
　
　
　

魯
堂

（
前
掲
「
柳
桜
吟
集
」
６
集
、
京
都
、
13
オ
）

②
世
の
塵
を
離
れ
し
庵
や
菊
の
は
な　
　
　
　
　

純
栄

（
前
掲
「
俳
諧
新
誌
」
１
号
、
金
沢
、
７
オ
下
）

③
塵
の
世
を
の
け
た
庵
や
菊
薫
る　
　
　
　
　
　

花
村

（「
俳
諧
翁
の
友
」
23
回
、
明
治
22
・
10
、
千
葉
、
５
頁
）

④
捨
て
し
世
に
残
り
し
世
話
や
菊
の
花　
　
　
　

松
樹

（「
俳
諧
鴨
川
集
」
２
号
、
明
治
27
・
10
、
京
都
、
10
頁
）

⑤
世
を
捨
て
世
に
め
で
ら
る
や
菊
の
主　
　
　
　

花
川

（「
清
風
草
紙
」
25
号
、
明
治
32
・
９
、
福
岡
、
14
頁
上
段
）

⑥
隠
れ
家
も
香
は
隠
れ
な
し
菊
の
庵　
　
　
　
　

義
雄

（
前
掲
「
俳
諧
明
倫
雑
誌
」

137
号
、
東
京
、
16
頁
上
段
）

⑦
隠
逸
の
徳
は
香
に
あ
り
菊
の
花　
　
　
　
　
　

北
人

（
前
掲
『
明
治
新
撰
俳
諧
一
万
集
』、
東
京
、

156
頁
下
段
）

　

ま
ず
、「
菊
」
は
「
世
の
秋
の
外
」（
①
）
の
「
庵
」（
①
②
③
⑥
）
に
咲
く
の
が
ふ
さ
わ

し
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
主
は
「
世
を
捨
て
」（
④
⑤
）、「
世
の
塵
を
離
れ
し
」（
②
③
）

こ
と
を
願
う
人
物
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
庵
」
は
「
隠
れ
家
」（
⑥
）
に
他
な
ら
な
い
。「
菊
」

を
賞
翫
す
る
人
物
は
、
俗
世
を
避
け
る
「
隠
逸
」（
⑦
）
の
士
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
漢
詩
文
以
来
の
面
影
が
影
響
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
陶
淵
明
が
「
採
菊
東
籬
下
、

悠
然
見
南
山
」（「
飲
酒
詩
」）
や
「
三
径
荒
に
就
け
ど
も
、
松
菊
猶
存
す
」（「
帰
去
来
」）
と

詠
ん
だ
「
菊
＝
隠
者
の
象
徴
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
宋
代
の
周
敦
頤
が
「
菊
ハ
花
ノ
隠
逸
ナ

ル
者
ナ
リ
」（『
古
文
真
宝
集
校
本
後
集
』〔
明
治
15
・
11
・
10
、
東
京
、
山
中
孝
之
助
〕
所

収
「
愛
蓮
説
」）
と
賞
し
た
「
隠
君
子
」
と
し
て
の
「
菊
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
世
の
塵
」（
②
）

を
逃
れ
、
隠
者
が
愛
で
る
「
菊
」
は
主
同
様
に
凛
と
し
た
姿
を
見
せ
、
か
つ
清
廉
の
気
を
生

じ
る
花
と
詠
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。

⑧
白
菊
や
庵
の
主
は
掃
除
好　
　
　
　
　
　
　
　

湖
水

（
前
掲
「
清
風
草
紙
」
25
号
、
福
岡
、
13
頁
上
段
）

⑨
菊
咲
や
下
女
も
手
ま
め
に
朝
掃
除　
　
　
　
　

一
可

（「
俳
諧
明
倫
雑
誌
」
155
号
、
明
治
27
・
12
、
東
京
、
25
頁
）

⑩
菊
の
香
や
つ
ま
み
て
捨
る
膝
の
塵　
　
　
　
　

丘
烏

（「
俳
諧
芭
蕉
の
露
」
１
号
、
山
口
、
19
頁
上
段
）

　
「
菊
」
は
「
塵
」
を
厭
う
花
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
庵
の
主
」
が
「
掃
除
好
」（
⑧
）
は
無

論
の
こ
と
、「
下
女
も
手
ま
め
に
朝
掃
除
」（
⑨
）
を
怠
っ
て
は
な
ら
ず
、
端
座
し
て
賞
翫
す

る
際
に
も
「
膝
の
塵
」
を
「
つ
ま
み
て
捨
る
」（
⑩
）
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
菊
」
は
古
来
よ
り
重
陽
の
節
供
に
欠
か
せ
な
い
花
で
あ
り
、
特
に
菊
酒
や
菊
の

露
は
長
寿
に
通
じ
る
と
さ
れ
た
。
漢
詩
文
の
「
登
高
」（
山
や
丘
に
登
り
、
菊
酒
を
飲
む
）

や
謡
曲
「
菊
（
枕
）
慈
童
」
な
ど
、
菊
と
長
寿
を
謳
う
文
学
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
明
治
期

の
俳
誌
等
に
お
い
て
も
、「
菊
酒
」
は
多
々
詠
ま
れ
て
い
る
。

⑪
百
年
も
い
き
る
心
地
や
菊
の
酒　
　
　
　
　
　

一
兎　

（「
清
風
草
紙
」
26
号
、
明
治
32
・
11
、
福
岡
、
25
頁
下
段
）

⑫
き
く
酒
に
酔
う
て
出
に
け
り
菊
の
主　
　
　
　

招
鶯

（
前
掲
「
俳
諧
翁
の
友
」
23
回
、
千
葉
、
２
頁
）

　
「
菊
の
酒
」
は
「
百
年
も
い
き
る
心
地
」（
⑪
）
が
し
、
時
に
は
「
酔
う
て
」（
⑫
）
浮
か

れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
明
治
期
に
お
い
て
「
菊
」
は
皇
室
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
次
に
明
治
の
御
代
を
寿

ぐ
句
を
見
て
み
よ
う
。
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⑬
君
が
代
や
朝
日
に
匂
ふ
菊
の
花　
　
　
　
　
　
（
無
署
名
）

（
前
掲
「
風
雅
の
栞
」
23
回
、
大
阪
、

164
頁
３
段
目
）

⑭
し
ら
菊
や
薫
り
も
流
石
皇
国
ぶ
り　
　
　
　
　

逸
清

（「
俳
諧
翁
の
友
」
33
回
、
明
治
23
・
９
、千
葉
、
18
ウ
）

⑮
海
こ
へ
て
輝
き
渡
る
倭
菊　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
署
名
）

（
前
掲
「
風
雅
の
栞
」
23
回
、
大
阪
、
８
頁
２
段
目
）

　

本
居
宣
長
の
歌（
敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ば
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
）を
な
ぞ
り
つ
つ
、「
君

が
代
」の
心
と
は「
朝
日
に
匂
ふ
菊
の
花
」（
⑬
）で
あ
り
、あ
る
い
は「
し
ら
菊
」の「
薫
り
」（
⑭
）

は
皇
国
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
気
高
さ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
海
こ
へ
て
輝
き
渡
る
」

（
⑮
）
に
ふ
さ
わ
し
い
大
日
本
帝
国
の
姿
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
菊
」
に
は
多
様
な
故
事
や
由
来
が
附
随
し
、
そ
れ
は
「
菊
」
を
詠
む
際
に

色
濃
く
反
映
し
て
お
り
、
ま
た
文
明
開
化
を
経
た
皇
室
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

以
上
が
俳
諧
宗
匠
達
の
俳
書
・
俳
誌
等
に
お
け
る
「
菊
」
句
の
諸
相
で
あ
る
。
特
徴
と
し

て
は
措
辞
、
趣
向
と
も
に
一
定
の
類
型
に
沿
っ
て
詠
ま
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
安
定
し
た
美
感
や
風
流
と
感
じ
ら
れ
る
世
界
、
そ
し
て
定
番
の
取

り
合
わ
せ
や
措
辞
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
乱
さ
ず
詠
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
作
品
が
多
数

な
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
こ
の
よ
う
な
「
菊
」
句
の
類
型
が
江
戸
期
以
来
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
は
よ

り
詳
細
な
踏
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
論
の
関
心
は
宗
匠
達
と
子
規
達
の
「
菊
」
句
の
差
異

そ
れ
自
体
の
検
討
に
あ
る
た
め
、
さ
し
あ
た
っ
て
明
治
期
に
お
け
る
「
菊
」
句
の
類
型
の
確

認
に
留
め
た
い
。

（
３
（

　

で
は
、
子
規
達
は
「
菊
」
句
を
ど
の
よ
う
に
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
４　
子
規
達
の
「
菊
」

　

彼
ら
の
「
菊
」
句
は
、「
月
並
」
句
と
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
無
論
、
そ
れ
は
全
作
品

に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

白
菊
に
及
ぶ
も
の
な
き
月
夜
か
な　
　
　
　
　
　

叟
柳

（「
日
本
人
」
30
号
、
明
治
29
・
11
、
52
頁
）

　

こ
の
よ
う
な
趣
向
は
、
先
述
の
句
（
Ⅱ
②
）
と
大
同
小
異
と
い
え
よ
う
。
同
時
に
、
子
規

達
は
「
旧
派
」
に
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
作
品
も
多
々
詠
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
彼
ら
は
次
の

よ
う
に
「
菊
」
を
育
て
る
の
だ
っ
た
。

①
か
り
そ
め
に
植
ゑ
た
る
菊
は
白
か
り
し　
　
　

牛
伴

（『
新
俳
句
』〔
子
規
閲
、
明
治
31
・
３
、
民
友
社
〕「
菊
」
項
）

②
肥
料
し
て
育
て
し
菊
の
葉
勝
な
り　
　
　
　
　

虚
子

（「
青
年
文
」
４
―

４
、
明
治
29
・
11
、
31
頁
）

　
「
丹
誠
」（
Ⅰ
⑩
）
を
こ
め
、「
心
尽
く
し
」（
Ⅰ
③
）
に
育
て
る
べ
き
「
菊
」
を
、
牛
伴
は

「
か
り
そ
め
に
植
ゑ
」
た
と
こ
ろ
偶
然
に
も
「
白
か
り
し
」（
①
）
と
い
う
の
で
あ
り
、
か
た

や
虚
子
は
「
肥
料
」
を
加
え
て
「
育
て
し
」
た
め
に
見
事
な
花
を
咲
か
せ
る
と
思
い
き
や
、「
葉

勝
」（
②
）
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
子
規
達
は
、「
世
を
捨
て
」（
Ⅲ
⑤
）
て
「
隠
逸
の
徳
」（
Ⅲ
⑦
）
を
涵
養
し
、
菊
を

愛
す
る
隠
者
の
姿
を
次
の
よ
う
に
詠
ん
だ
。

③
菊
咲
く
や
市
井
の
隠
者
髭
一
寸　
　
　
　
　
　

狙
酔

（
前
掲
『
新
俳
句
』「
菊
」
項
）

④
菊
の
主
問
へ
ば
銭
な
き
詩
人
か
な　
　
　
　
　

貫
襄　

（「
車
百
合
」
２
号
、
明
治
32
・
11
、
92
頁
）
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⑤
菊
咲
か
ず
主
人
世
を
憂
ふ
こ
と
多
し　
　
　
　

左
右
衛
門（

前
掲
『
新
俳
句
』「
菊
」
項
）

　
「
市
井
」
に
住
む
者
が
菊
を
咲
か
せ
た
が
、
主
と
い
え
ば
「
髭
一
寸
」
程
度
で
、「
隠
者
」

の
姿
と
い
う
よ
り
無
精
髭
に
近
い
。
そ
の
中
途
半
端
さ
は
「
市
井
」
で
「
隠
者
」
を
気
取
る

者
に
似
つ
か
わ
し
い
、
と
興
じ
た
（
③
）。
ま
た
、「
世
の
塵
を
離
れ
し
」（
Ⅲ
②
）「
菊
の
主
」

と
は
聞
こ
え
が
よ
い
が
、
実
際
は
「
銭
な
き
詩
人
」（
④
）
に
過
ぎ
ず
、
あ
る
い
は
咲
か
せ

る
べ
き
菊
が
「
咲
か
ず
」、
そ
の
た
め
「
世
を
憂
う
こ
と
多
し
」（
⑤
）
と
杞
憂
を
重
ね
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
子
規
達
に
は
「
菊
」
を
育
て
る
喜
び
や
育
て
主
の
「
隠
逸
の
徳
」
を
単
純

に
詠
ん
だ
句
は
稀
で
あ
り
、
む
し
ろ
順
調
に
育
た
な
な
い
、
あ
る
い
は
花
が
咲
か
な
い
と
い

う
内
容
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
「
月
並
」
句
群
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

　

ま
た
、
子
規
達
の
菊
は
縁
日
に
売
り
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

⑥
縁
日
へ
押
し
出
す
菊
の
車
か
な　
　
　
　
　
　

子
規（「

日
本
新
聞
」
明
治
26
・
11
・
３
）

⑦
縁
日
に
菊
莟
が
ち
に
埃
し
た
り　
　
　
　
　
　

虚
子

（
子
規
「
文
学
」、「
日
本
人
」
31
号
、
明
治
29
・
11
）

　

菊
を
積
ん
だ
「
車
」
を
「
縁
日
へ
押
し
出
す
」（
⑥
）
情
景
、「
莟
が
ち
」
の
菊
が
「
埃
」（
⑦
）

に
ま
み
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
感
覚
…
…
こ
れ
ら
は
「
旧
派
」
に
見
当
た
ら
な
い
「
菊
」

の
風
景
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
子
規
達
は
菊
酒
に
お
い
て
も
「
旧
派
」
と
異
な
る
詠
み

ぶ
り
で
あ
っ
た
。

⑧
行
き
過
ぐ
る
村
や
酒
売
る
畑
の
菊　
　
　
　
　

碧
梧
桐

（
前
掲
「
車
百
合
」
２
号
、
96
頁
）

　

秋
の
時
節
、
菊
酒
を
売
る
で
あ
ろ
う
村
を
「
行
き
過
ぐ
る
」（
⑧
）
の
で
あ
り
、
長
寿
に

つ
な
が
る
菊
酒
を
飲
も
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。「
旧
派
」
で
あ
れ
ば
菊
酒
は
め
で
た
い
も

の
と
詠
む
と
こ
ろ
を
、
碧
梧
桐
句
は
口
に
付
け
ず
に
た
だ
「
行
き
過
ぐ
る
」
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
旧
派
」
は
菊
の
香
気
は
冬
も
か
ぐ
わ
し
い
と
詠
む
傾
向
が
あ
っ
た
が
（
Ⅱ
⑤
⑥
）、

子
規
達
の
菊
は
単
に
枯
れ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
。

⑨
し
ぐ
る
ゝ
や
白
菊
残
る
背
戸
の
畑　
　
　
　
　

叟
柳（「

日
本
新
聞
」
明
治
28
・
12
・
10
）

⑩
白
菊
の
落
葉
か
ぶ
つ
て
枯
れ
て
ゐ
る　
　
　
　

非
無（

前
掲
「
青
年
文
」
４
―
５
、
27
頁
）

⑪
枯
菊
に
煤
漏
れ
こ
ぼ
る
小
窓
哉　
　
　
　
　
　

子
規

（「
国
民
之
友
」

165
号
、
明
治
31
・
１
、
65
頁
）

⑫
土
凍
て
ゝ
鉢
植
の
菊
枯
れ
果
つ
る　
　
　
　
　

碧
梧
桐

（「
め
さ
ま
し
草
」
11
号
、
明
治
29
・
11
、
45
頁
）

　

冬
の
時
雨
が
降
り
、「
背
戸
の
畑
」（
⑨
）
の
草
花
が
枯
れ
る
中
で
抜
か
れ
も
せ
ず
に
朽
ち

ゆ
く
「
白
菊
」
を
傍
観
す
る
叟
柳
句
。
非
無
句
に
お
い
て
は
、「
白
菊
」
が
落
葉
を
被
っ
て
「
枯

れ
て
ゐ
る
」（
⑩
）。
子
規
句
の
「
枯
菊
」
は
「
煤
漏
れ
こ
ぼ
る
」（
⑪
）
た
め
に
汚
れ
て
お
り
、

碧
梧
桐
句
に
お
い
て
は
手
を
か
け
た
菊
が
「
鉢
植
」
の
中
で
「
枯
れ
果
つ
る
」（
⑫
）
ま
ま

放
置
さ
れ
て
い
た
。

　

無
論
、「
旧
派
」
に
も
枯
菊
の
朽
ち
た
情
景
を
詠
ん
だ
句
は
存
在
す
る
。

菊
か
れ
て
鶴
に
ふ
ま
る
ゝ
畠
か
な　
　
　
　
　
　

真
海

（
前
掲
「
俳
諧
翁
の
友
」
56
回
、
６
オ
）

　
「
畠
」の
枯
菊
が「
鶴
に
ふ
ま
る
ゝ
」情
景
は
、子
規
達
と
共
通
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
気
品
あ
ふ
れ
る
「
鶴
」
と
菊
の
取
り
合
わ
せ
は
優
雅
な
情
景
に
解
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
り
、「
煤
漏
れ
こ
ぼ
る
」（
⑪
）
枯
菊
を
傍
観
す
る
子
規
達
と
は
措
辞
の
選
択
に
対
す

る
認
識
が
異
な
る
と
い
え
る
。
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こ
の
よ
う
な
両
派
の
差
異
は
、
野
菊
を
詠
む
場
合
に
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
「
旧
派
」

句
を
見
て
み
よ
う
。

を
ら
れ
た
る
儘
に
花
さ
く
野
菊
か
な　
　
　
　
　

雅
城

（「
俳
諧
黄
鳥
集
」
15
集
、
明
治
25
・
８
、７
頁
）

寝
つ
起
き
つ
気
儘
に
育
つ
野
菊
哉　
　
　
　
　
　

竹
良

（「
俳
諧
矯
風
雑
誌
」
27
号
、
明
治
24
・
９
、
16
頁
）

　

手
入
れ
さ
れ
た
菊
と
異
な
り
、「
を
ら
れ
た
る
儘
」「
気
儘
に
育
つ
」
の
が
野
菊
で
あ
り
、

そ
こ
に
繕
い
の
な
い
魅
力
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
子
規
達
の
野
菊
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

⑬
倒
れ
伏
す
芒
の
下
の
野
菊
か
な　
　
　
　
　
　

楓
水

（「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
２
―

２
、
明
治
31
・
11
、
59
頁
）

⑭
野
菊
茎
ね
ぢ
け
葉
う
ら
枯
れ
て
花
細
し　
　
　

虚
子

（
子
規
「
文
学
」、「
日
本
人
」
31
号
、
明
治
29
・
11
）

　
「
旧
派
」
な
ら
ば
「
寝
つ
起
き
つ
気
儘
に
育
つ
」
と
詠
む
と
こ
ろ
を
、「
倒
れ
伏
す
芒
の
下
」

と
具
体
的
な
場
所
を
明
示
し
（
⑬
）、
あ
る
い
は
茎
か
ら
葉
裏
、
花
の
状
態
ま
で
を
克
明
に

記
し
て
貧
相
な
野
菊
の
あ
り
よ
う
を
描
写
す
る
の
で
あ
る
（
⑭
）。
一
例
の
み
挙
げ
た
が
、

特
に
虚
子
句
の
よ
う
に
否
定
的
な
措
辞
（「
ね
ぢ
け
・
葉
う
ら
枯
れ
て
・
細
し
」）
は
「
旧
派
」

に
見
当
た
ら
ず
、「
新
派
」
に
顕
著
な
特
徴
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
が
子
規
達
の
「
菊
」
句
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
「
旧
派
」
の
よ
う
に
菊
作
り
に
励
む
こ

と
は
な
く
、
ま
た
手
の
か
か
る
菊
作
り
か
ら
教
訓
を
導
く
句
を
詠
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
芳
香

や
白
色
の
輝
か
し
さ
を
賞
す
る
こ
と
も
な
く
、
彼
ら
は
菊
の
主
の
貧
相
さ
や
縁
日
で
埃
を
か

ぶ
る
菊
を
詠
み
、
あ
る
い
は
煤
で
汚
れ
、
鉢
植
で
枯
れ
果
て
、
茎
の
捻
れ
た
野
菊
を
詠
ん
だ

の
で
あ
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
子
規
達
の
「
菊
」
句
は
「
旧
派
」
と
全
く
異
質
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
な
ぜ

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
際
、
注
目
さ
れ
る
の
が
「
写
生
」
で
あ
る
。

　

は
じ
め
の
程
は
空
想
な
ら
で
は
作
り
得
ぬ
を
常
と
す
。
や
が
て
実
景
を
写
さ
ん
と
す

る
に
つ
か
ま
え
処
な
き
心
地
し
て
、
何
事
も
句
に
な
ら
ず
、
度
々
経
験
の
上
写
実
も
少

し
出
来
得
る
に
至
れ
ば
、
写
実
ほ
ど
面
白
く
作
り
易
き
は
な
か
る
べ
し
。
空
想
の
陳
腐

を
悟
り
、写
実
の
斬
新
を
悟
る
ま
た
こ
の
時
に
あ
り
。（
子
規「
俳
諧
大
要
」、「
日
本
新
聞
」

明
治
28
・
12
・
８
）

　

子
規
は
「
空
想
」
で
詠
む
句
を
「
陳
腐
」
と
し
、ま
た
「
写
実
」
句
を
「
斬
新
」
と
述
べ
た
。

こ
れ
に
本
稿
冒
頭
で
扱
っ
た
「
俳
句
問
答
」
を
重
ね
て
み
よ
う
。「
我
は
意
匠
の
陳
腐
な
る

を
嫌
へ
ど
も
、
彼
は
意
匠
の
陳
腐
を
嫌
ふ
こ
と
我
よ
り
も
少
し
、
寧
ろ
彼
は
陳
腐
を
好
み
、

新
奇
を
嫌
ふ
傾
向
あ
り
」（「
俳
句
問
答
」）。
す
な
わ
ち
、「
彼
＝
旧
派
」は「
空
想
＝
陳
腐
」で
、

「
我
＝
新
派
」
は
「
写
実
・
写
生
＝
斬
新
・
新
奇
」
と
な
る
。

　

整
理
す
る
と
、「
旧
派
」が「
空
想
の
陳
腐
」に
陥
る
の
は「
写
実
」に
拠
ら
ず
に
類
型
に
沿
っ

た
「
月
並
句
」
を
詠
み
続
け
た
た
め
、と
な
る
。
か
た
や
「
新
派
」
が
「
斬
新
」
な
の
は
、「
空

想
の
陳
腐
を
悟
り
、
写
実
の
斬
新
を
悟
る
」
に
至
っ
た
た
め
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
旧
派

／
新
派
」
の
境
目
は
作
品
が
「
写
生
」
か
否
か
で
あ
る
。

　

実
際
に
、先
行
研
究
で
は
「
写
生
」
こ
そ
「
空
想
の
陳
腐
＝
月
並
句
」
に
存
在
し
な
い
「
斬

新
」
さ
を
も
た
ら
し
た
、と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
４
（

し
か
し
、実
景
を
描
写
す
る
「
写
生
」

と
、「
月
並
句
」
を
打
破
す
る
「
斬
新
」
さ
が
常
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

あ
り
の
ま
ま
の
事
物
を
「
写
生
」
し
て
も
、
そ
の
表
現
が
す
で
に
類
型
と
し
て
詠
ま
れ
て
い

た
場
合
も
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、子
規
の
「
空
想
の
陳
腐
を
悟
り
、写
実
の
斬
新
を
悟
る
」（「
俳

諧
大
要
」）
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
彼
が
問
題
と
し
た
の
は
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
る

か
否
か
で
は
な
く
、
作
品
が
「
陳
腐
」
か
否
か
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
子
規
は
実

 
 

「
菊
」
の
詠
み
ど
こ
ろ
　
―
明
治
期
俳
諧
宗
匠
と
正
岡
子
規
達
の
作
品
か
ら
―



 
A

RT RESEA
RC

H  v
o

l.10

30

景
を
忠
実
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
「
写
実
＝
写
生
」
の
第
一
義
と
し
た
の
で
は
な
く
、「
斬
新
」

な
句
を
生
む
可
能
性
が
高
い
た
め
「
写
生
」
を
推
奨
し
た
、
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
写

生
」
の
要
点
は
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
握
す
る
こ
と
自
体
で
は
な
く
、「
空
想
の
陳
腐
＝

月
並
句
」
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
現
実
の
事
物
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
子
規
達
の
「
菊
」
句
を
検
討
す
る
と
、そ
れ
が
「
旧
派
」
と
異
な
る
菊
の
姿
で
あ
っ

た
の
は
偶
然
で
な
く
、
む
し
ろ
意
図
的
に
詠
ん
だ
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

無
論
、
子
規
達
に
こ
の
よ
う
な
証
言
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
論
上
で
「
旧
派
」
批
判
を

展
開
し
た
彼
ら
が
、
菊
の
実
景
を
単
に
「
写
生
」
し
た
作
品
を
発
表
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
、
子
規
達
は
漫
然
と
「
写
生
」
し
た
わ
け
で
は
な
く
、「
月
並
句
」
に
い
ま
だ
詠
ま

れ
な
い
菊
の
姿
を
意
識
的
に
注
視
し
た
結
果
、
反
「
月
並
句
」
と
し
て
の
菊
の
姿
を
発
見
し

た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
姿
を
忠
実
に
示
す
方
法
が
「
写
生
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
子
規
達
の
「
菊
」
句
を
捉
え
た
時
、
彼
ら
の
句
の
特
徴
が
よ
り
鮮

明
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

肥
料
し
て
育
て
し
菊
の
葉
勝
な
り　
　
　
　

虚
子　
（
Ⅳ
②
）

行
き
過
ぐ
る
村
や
酒
売
る
畑
の
菊　
　
　
　

碧
梧
桐
（
Ⅳ
⑧
）

枯
菊
に
煤
漏
れ
こ
ぼ
る
小
窓
哉　
　
　
　
　

子
規　
（
Ⅳ
⑪
）

　
「
肥
料
し
て
育
て
し
」
菊
は
、
行
く
末
に
は
「
平
生
の
心
尽
し
や
菊
の
花
」（
Ⅱ
④
）、
ま

た
は
「
丹
誠
の
こ
ら
し
て
菊
の
あ
る
し
哉
」（
Ⅱ
⑩
）
と
誉
め
ら
れ
る
花
と
な
る
は
ず
が
、「
葉

勝
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
虚
子
句
。
そ
し
て
、「
百
年
も
い
き
る
心
地
や
」（
Ⅲ
⑪
）

と
賞
讃
さ
れ
る
菊
酒
が
売
ら
れ
て
い
る
村
を
、
立
ち
寄
ら
ず
に
通
り
す
ぎ
た
碧
梧
桐
句
。
あ

る
い
は
、
枯
れ
て
も
「
薫
り
は
文
に
残
り
」（
Ⅱ
⑤
）、
時
雨
に
も
「
菊
の
香
は
ま
だ
ゝ
し
か

也
」（
Ⅱ
⑥
）
と
讃
え
ら
れ
る
べ
き
枯
菊
に
、「
煤
漏
れ
こ
ぼ
る
」
現
実
を
発
見
す
る
子
規
句

…
…
彼
ら
の
句
は
、
い
ず
れ
も
「
月
並
句
」
に
お
け
る
定
番
の
「
落
ち
」
を
裏
切
る
趣
向
と

な
っ
て
い
る
。
当
時
、「
月
並
句
」
に
慣
れ
た
読
者
で
あ
れ
ば
、
美
し
い
菊
花
か
ら
主
人
の

日
頃
の
丹
誠
を
思
い
や
り
、
あ
る
い
は
枯
れ
て
も
残
る
菊
の
香
気
を
想
像
し
な
が
ら
子
規
達

の
「
菊
」
句
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
句
は
そ
の
予
想
を
匂
わ
せ
つ
つ
も
素
通
り
し
、

何
の
「
落
ち
」
も
な
い
ま
ま
終
わ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
子
規
達
の
「
菊
」
句
に
は
俳
諧
的
な
滑
稽
味
が
存
在
し
た
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。

　

和
歌
・
漢
詩
、
あ
る
い
は
小
説
や
演
劇
、
こ
れ
ら
が
文
芸
と
し
て
の
意
味
を
み
ず
か

ら
に
問
い
か
け
る
こ
と
は
極
め
て
ま
れ
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
俳
諧
は
、
俳
諧
と

は
な
に
か
、
と
い
う
自
問
自
答
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
文
芸
で
あ
っ
た
。
俳
諧
の

歴
史
は
、俳
諧
性
や
俳
意
と
い
う
も
の
を
、自
己
確
認
し
つ
づ
け
る
宿
命
に
あ
っ
た
。（
藤

田
真
一
「
書
評　

田
中
道
雄
著
『
蕉
風
復
興
運
動
と
蕪
村
』」、「
国
語
と
国
文
学
」
平

成
14
・
９
）

　

俳
諧
は
和
歌
や
連
歌
等
の
規
範
と
な
る
べ
き
価
値
観
と
の
差
異
に
お
い
て
、
自
ら
の
独
自

性
を
主
張
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
い
え
る
。
従
来
の
類
型
や
美
感
を
認
め
、
受
け
入
れ
つ
つ
、

そ
こ
か
ら
は
み
出
る
現
実
の
情
景
を
併
せ
て
詠
む
こ
と
で
、
両
者
の
ず
れ
や
現
実
の
過
度
の

即
物
性
に
滑
稽
味
を
看
取
さ
せ
る
こ
と
が
「
俳
諧
性
」
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
子
規
達
の
「
菊
」
句
も
「
俳
諧
性
」
を
狙
っ
た
作
品
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
単
な
る
自
然
描
写
の
「
写
生
」
に
見
え
る
句
が
、
実
際
は
「
月
並
句
」
を
踏

ま
え
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
る
現
実
の
姿
を

―
「
葉
勝
」「
行
き
過
ぐ
る
村
」「
煤
漏
れ

こ
ぼ
る
」
と
い
っ
た

―
裁
ち
入
れ
て
そ
の
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
る
句
作
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
「
菊
」
の
姿
は
奇
妙
な
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
一
定
の
美
感
と
安
定
し
た
先
入
観
に
支
え

ら
れ
た
「
月
並
句
」
か
ら
す
る
と
、
肥
料
を
与
え
た
菊
が
「
葉
勝
」
に
育
っ
た
り
、
ま
た
枯

菊
に
「
煤
漏
れ
こ
ぼ
る
」
あ
り
さ
ま
は
何
と
も
奇
異
な
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、「
空
想
」

（
前
掲
「
俳
諧
大
要
」）
で
は
発
見
し
え
な
い
現
実
の
過
剰
な
あ
り
よ
う
を
詠
も
う
と
し
た
子

規
達
の
句
に
「
俳
諧
性
」
を
見
出
す
の
は
、
的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
。

　

従
来
、「
月
並
句
」
は
さ
ほ
ど
評
価
さ
れ
ず
、
子
規
達
の
「
写
生
」
句
が
賞
讃
さ
れ
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、そ
の
際
に
は
子
規
の
俳
論
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、そ
し
て
「
写

生
」
は
実
景
を
描
写
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と
定
義
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
規
達
は
論

者
で
あ
る
と
同
時
に
実
作
者
で
あ
り
、
そ
の
彼
ら
が
「
旧
派
」
を
批
判
し
た
と
す
れ
ば
、
実
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際
の
作
品
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
同
時
に
、「
写
生
」

句
の
特
徴
を
把
握
す
る
に
は
「
月
並
／
写
生
」
句
双
方
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
子
規
達
の
「
写
生
」
を
捉
え
た
際
、
そ
れ
は
「
月
並
句
」
か
ら
脱
す
る
こ
と

が
第
一
義
で
、
現
実
の
忠
実
な
描
写
そ
れ
自
体
が
目
的
で
な
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
加
え
て
「
月
並
句
」
を
踏
ま
え
て
「
写
生
」
句
を
捉
え
る
と
、「
俳
諧
性
」
と
称
す
べ

き
滑
稽
味
も
存
在
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

俳
句
に
お
け
る
「
写
生
」
の
意
義
は
、
子
規
達
及
び
「
旧
派
」
と
の
差
異
に
お
い
て
、
そ

し
て
彼
ら
の
作
品
の
差
異
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
菊
」
句
は
一
例
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
明
治
期
俳
句
に
お
け
る
「
写
生
」
の
あ
り
方
を
今
に
伝
え
て
は
い
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

〔
注
釈
〕

（
１
） 「
新
派
＝
肯
定
／
旧
派
＝
否
定
」
は
個
々
の
先
行
研
究
と
い
う
よ
り
、
研
究
全
体
に
底
流
す
る
価

値
観
と
い
え
る
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
否
定
す
る
に
せ
よ
、
従
来
は
新
旧
派
を
比
較
す
る

視
点
が
稀
薄
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
結
論
に
至
る
ま
で
の
具
体
的
な
論
証
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
傾

向
に
あ
る
。
特
に
作
品
面
で
の
検
討
が
稀
薄
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

（
２
） 「
庶
民
教
化
」
と
は
、
江
戸
期
俳
人
に
お
け
る
俳
諧
活
動
と
教
化
運
動
が
連
動
し
て
い
た
こ
と
を

分
析
し
た
飯
倉
洋
一
氏「
常
磐
潭
北
論
序
説
―
俳
人
の
庶
民
教
化
―
」（「
江
戸
時
代
文
学
誌
」8

号
、

平
成
３
・
12
）
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。

（
３
） 

明
治
期
の
「
月
並
句
」
形
成
に
影
響
を
与
え
た
も
の
に
類
題
句
集
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
類
題

句
集
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
膨
大
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
内
容
は
元
禄
期
の
蕉
門

等
の
故
人
句
か
ら
現
存
俳
人
の
句
ま
で
を
収
録
し
た
も
の
が
多
い
。
明
治
期
の
「
月
並
句
」
は
、

た
と
え
ば
「
芭
蕉
七
部
集
」
等
の
俳
書
か
ら
直
接
影
響
を
受
け
た
と
い
う
よ
り
、
こ
の
類
題
句
集

か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
が
、
類
題
句
集
の
研
究
は
進
展
し
て
い
る
と
は
言
い
が

た
く
、
そ
の
た
め
「
月
並
句
」
と
の
関
連
も
不
明
点
が
多
い
。
今
後
の
研
究
に
待
ち
た
い
。

（
４
） 「
写
生
」
が
「
月
並
句
」
に
存
在
し
な
い
「
斬
新
」
さ
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
価
値
観
は
先
行
研

究
に
共
通
す
る
が
、
な
ぜ
実
景
を
描
写
す
る
こ
と
が
「
月
並
句
」
と
異
質
の
「
斬
新
」
さ
を
も
た

ら
す
の
か
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
論
考
は
見
当
た
ら
な
い
。
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。
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