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俳
句
季
題
の
分
類
は
普
通
に
時
候
、
天
文
、
地
理
、
人
事
、
動
物
、
植
物
と
い
ふ
風
に
な
つ
て
居
る
。

此
等
の
う
ち
で
後
の
三
つ
は
別
と
し
て
、
初
め
の
三
つ
の
項
目
中
に
於
け
る
各
季
題
の
分
け
方
は
現
代
の

科
學
知
識
か
ら
見
る
と
、
決
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。

　
今
日
の  

天  
文  
學  

ア
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー

は
天
體
、
即
、
星
の
學
問
で
あ
つ
て 

氣 

象 

學 

メ
テ
オ
ロ
ヂ
ー
と
は
全
然
其
分
野
を
異
に
し
て
居

る
に
も
拘
ら
ず
、
相
當
な
教
養
あ
る
人
で
さ
へ
天
文
臺
と
氣
象
臺
と
の
區
別
の
分
ら
な
い
こ
と
が
屡
々
あ

る
。
此
れ
は
俳
諧
に
於
て
の
み
な
ら
ず
昔
か
ら
支
那
日
本
で
所
謂
天
文
と
稱
し
た
も
の
が
、
昔
の
ギ
リ
シ

ャ
で
「
メ
テ
オ
ロ
ス
」
と
云
つ
た
も
の
と
同
樣
「
天
と
地
と
の
間
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
」
と
い
ふ
意

味
に
相
應
し
て
居
た
か
ら
、
其
因
習
が
ど
う
し
て
も
拔
け
切
ら
な
い
せ
ゐ
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
か
う
い
ふ

混
雜
の
起
る
や
う
に
な
つ
た
事
の
起
り
の
責
任
は
、
或
は
寧
ろ
天
文
と
い
ふ
文
字
を
星
學
の
方
へ
持
つ
て

い
つ
た
人
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
其
れ
は
兎
に
角
、
俳
句
季
題
の
中
で
今
日
の
意
味
で
の
天
文
に
關
す
る
も
の
は
月
と
か
星
月
夜
と
か
銀

河
と
か
い
ふ
種
類
の
も
の
が
極
め
て
少
數
に
あ
る
だ
け
で
、
他
の
大
部
分
は
殆
ど
皆
今
日
の
所
謂
氣
象
學

的
現
象
に
關
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

　
さ
う
か
と
思
ふ
と
又
季
題
で
「
時
候
」
の
部
に
は
い
つ
て
居
る
立
春
と
か
夏
至
と
か
い
ふ
の
は
解
釋
の
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し
や
う
に
よ
つ
て
は
星
學
上
の
季
節
で
あ
り
、
又
考
へ
方
に
よ
つ
て
は
氣
象
學
上
の
意
味
を
も
含
ん
で
居

る
。
又
一
方
で
餘
寒
と
か
肌
寒
と
か
、
涼
し
と
か
暑
し
と
か
い
ふ
の
は
當
然
氣
象
學
上
の
事
柄
で
あ
る
。

　
又
一
方
で
は
通
例
「
地
理
」
の
部
に
は
い
つ
て
居
る
も
の
ゝ
う
ち
で
も
雪
解
と
か
、
水
温
む
と
か
、
凍

て
る
と
か
、
水
涸
る
と
か
い
ふ
の
は
當
然
氣
象
で
あ
り
、
汐
干
や
初
汐
な
ど
は
考
へ
方
に
よ
つ
て
は
寧
ろ

天
文
だ
と
も
云
は
ゞ
云
は
れ
な
く
は
な
い
。

　
併
し
か
う
い
ふ
季
題
分
類
法
に
關
す
る
問
題
は
、
此
講
座
で
は
自
分
の
受
持
以
外
の
事
で
あ
る
か
ら
、

此
處
で
詳
論
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
唯
此
の
一
篇
の
主
題
と
し
て
の
「
天
文
」
を
、
從
來
の
分
類
に
よ
る

天
文
だ
け
に
限
ら
ず
、
時
候
及
地
理
の
一
部
分
も
引
く
る
め
た
、
メ
テ
オ
ロ
ス
の
意
味
に
解
釋
す
る
こ
と

に
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
季
節
の
感
じ
は
俳
句
の
生
命
で
あ
り
第
一
要
素
で
あ
る
。
此
れ
を
除
去
し
た
も
の
は
最
早
俳
句
で
は
な

く
て
、
そ
れ
は
川
柳
で
あ
る
か
一
種
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
に
過
ぎ
な
い
。
俳
句
の
内
容
と
し
て
の
具
體
的
な
世

界
像
の
構
成
に
要
す
る
「
時
」
の
要
素
を
決
定
す
る
も
の
が
、
此
の
季
題
に
含
ま
れ
た
時
期
の
指
定
で
あ

る
。
時
に
無
關
係
な
「
不
易
」
な
眞
の
宣
明
の
み
で
は
決
し
て
俳
諧
に
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
「
流
行
」

す
る
時
の
流
の
中
の
一
つ
の
點
を
確
實
に
把
握
し
て
指
示
し
な
け
れ
ば
具
象
的
な
映
像
は
現
は
れ
得
な
い

の
で
あ
る
。
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時
に
對
立
す
る
空
間
的
要
素
が
、
少
く
も
表
面
上
、
何
處
に
も
指
定
さ
れ
て
居
な
い
や
う
な
俳
句
は
可

能
で
あ
る
。
例
へ
ば
「
時
鳥
ほ
と
ゝ
ぎ
す
と
て
明
け
に
け
り
」
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
も
矢
張
發
句
で
あ

り
得
る
の
で
あ
る
。
勿
論
此
れ
と
て
も
句
の
裏
面
に
は
殘
燈
の
下
に
枕
を
欹
て
ゝ
居
る
作
者
の
居
室
の
光

景
の
潜
在
像
は
現
在
し
て
居
て
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
此
等
の
句
は
全
然
無
意
味
な
譫
語
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
ら
う
。

　
併
し
、
此
の
や
う
に
、
兎
も
角
も
表
面
上
で
は
場
所
の
空
間
の
表
象
を
省
略
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
に

拘
ら
ず
、
時
の
要
素
の
明
瞭
な
表
面
が
絶
對
必
要
と
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
此
れ
に
は
深
い
理
由
が
あ
り
、

此
事
が
又
あ
ら
ゆ
る
文
學
中
で
俳
句
と
い
ふ
も
の
に
獨
自
な
地
位
を
決
定
す
る
根
本
義
と
も
連
關
し
て
居

る
と
思
は
れ
る
。
此
に
就
て
此
處
で
詳
し
く
述
べ
て
居
る
餘
裕
は
な
い
が
、
無
常
な
時
の
流
れ
に
浮
ぶ
現

實
の
世
界
の
中
か
ら
切
り
取
つ
た
生
き
た
一
つ
の
斷
面
像
を
、
そ
の
生
き
た
姿
に
於
て
活
々
と
描
寫
し
よ

う
と
い
ふ
本
來
の
目
的
か
ら
、
自
然
に
又
必
然
に
起
つ
て
來
る
要
求
の
一
つ
が
此
の
「
時
の
決
定
」
で
あ

る
こ
と
は
、
恐
ら
く
容
易
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
花
鳥
風
月
を
俳
句
で
詠
ず
る
の
は
植

物
動
物
氣
象
天
文
の
科
學
的
事
實
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
て
、
具
體
的
な
人
間
の
生
き
た
生
活
の
一
斷
面

の
表
象
と
し
て
此
等
の
も
の
が
現
は
れ
る
と
き
に
始
め
て
詩
に
な
り
俳
句
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
時
の
流
れ
を
客
觀
的
に
感
ず
る
の
は
何
等
か
の
環
境
の
流
動
變
化
に
た
よ
る
外
は
な
い
。
年
々
の
推
移
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を
「
感
ず
る
」
の
は
春
夏
秋
冬
の
循
環
的
再
歸
に
よ
る
の
で
あ
る
。
南
洋
の
孤
島
の
う
ち
に
、
も
し
も
、

年
中
同
じ
や
う
な
氣
候
ば
か
り
持
續
し
て
居
る
處
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
其
島
の
人
に
は
季
節
と
い
ふ
の
は

唯
の
言
葉
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
、
春
風
も
な
け
れ
ば
秋
風
も
な
い
國
で
は
、
季
節
の
感
じ

は
あ
り
や
う
は
な
く
、
從
つ
て
俳
句
も
生
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
氣
候
の
循
環
に
よ
つ
て
示
さ

れ
る
尺
度
に
よ
つ
て
、
吾
々
人
間
生
活
の
中
に
起
り
つ
ゝ
あ
る
變
轉
の
進
路
に
一
里
塚
の
道
標
を
打
込
む

と
い
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
、
從
つ
て
四
月
の
風
も
九
月
の
風
も
、
名
前
が
ち
が
ふ
だ
け
の
恆
信
風
で

あ
つ
て
、
嬉
し
さ
や
淋
し
さ
の
連
想
を
伴
ふ
春
風
秋
風
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
實
際
、
季
節
風
（M

onsoon
）
と
い
ふ
も
の
ゝ
な
い
西
洋
に
は
、
「
春
風
」
も
な
け
れ
ば
「
秋
風
」
も

な
い
。
少
く
も
日
本
の
俳
人
の
感
ず
る
春
風
秋
風
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
、
西
洋
だ
け
し
か
知
ら

な
い
西
洋
人
に
春
風
秋
風
の
句
の
味
が
正
當
に
分
か
る
筈
は
な
い
と
私
に
は
思
は
れ
る
。

　
大
陸
と
大
洋
と
の
境
に
細
長
い
瑤
珞
の
や
う
に
連
な
る
島
環
國
日
本
は
一
つ
に
は
又
其
複
雜
多
樣
な
地

質
地
形
の
お
か
げ
て
短
距
離
の
間
に
樣
々
な
風
俗
人
情
の
變
化
を
示
す
と
同
時
に
、
又
さ
ま
ざ
ま
な
氣
候

風
土
の
推
移
を
見
せ
て
居
る
。
此
れ
が
爲
に
色
々
な
天
文
の
季
題
の
背
後
に
は
數
限
り
も
な
い
風
土
民
俗

の
連
想
の
モ
ザ
イ
ク
の
や
う
な
世
界
が
包
藏
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
雨
の
降
り
方
だ
け
考
へ
て
見
て
も
、
日
本
で
は
實
に
色
々
な
降
り
方
が
あ
る
。
所
謂
五
月
雨
の
や
う
な
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も
の
は
日
本
の
中
で
も
北
海
道
に
は
も
う
な
い
位
の
特
産
物
で
あ
る
。
時
雨
で
も
我
邦
の
と
同
じ
や
う
な

も
の
が
西
洋
に
あ
る
か
ど
う
か
疑
は
し
い
。
夕
立
に
似
た
雨
は
あ
つ
て
も
、
「
日
本
の
夏
」
を
知
ら
な
い

西
洋
の
驟
雨
は
決
し
て
「
夕
立
」
の
句
を
生
み
出
し
得
な
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
此
の
や
う
な
自
然
界
の
多
種
多
樣
な
現
象
の
分
化
は
、
自
ら
此
れ
等
の
微
細
な
差
別
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に

對
す
る
日
本
人
の
感
覺
を
鋭
敏
に
し
た
で
あ
ら
う
と
想
像
さ
れ
る
。
芭
蕉
が
「
乾
坤
の
變
は
風
雅
の
た
ね

也
」
と
云
つ
た
と
い
ふ
の
に
も
、
い
く
ら
か
此
の
意
味
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
實
際
滿
洲
と

か
西
比
利
亞
と
か
露
西
亞
と
か
、
あ
ゝ
い
つ
た
や
う
な
單
調
な
風
土
氣
候
を
も
つ
た
國
の
住
民
の
中
か
ら

當
然
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
生
れ
て
も
俳
句
が
生
れ
よ
う
と
は
ど
う
に
も
想
像
さ
れ
に
く
い

こ
と
で
あ
る
。

　
人
事
、
動
物
、
植
物
の
季
題
で
も
そ
れ
が
所
謂
季
題
で
あ
る
限
り
矢
張
其
の
背
後
に
隱
れ
た
天
文
の
背

景
を
も
つ
て
居
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
飯
を
食
ふ
こ
と
や
散
歩
す
る
こ
と
は
季
題
に
な
ら
ず
、

鴉
や
松
は
季
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
俳
句
に
取
つ
て
そ
れ
程
に
大
事
な
季
節
を
直
接
に
指
定
す
る
天
文
の
季
題
の
句
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る

か
を
點
檢
し
て
見
る
。
實
際
に
統
計
し
て
見
た
譯
で
は
な
い
が
、
兎
も
角
も
、
私
の
此
處
で
所
謂
天
文
に

關
す
る
句
の
多
數
な
こ
と
は
明
白
な
事
實
で
あ
る
。
尤
も
、
さ
う
い
ふ
季
題
で
も
、
一
般
の
人
々
に
實
感
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の
少
な
い
特
殊
な
も
の
、
例
へ
ば
虎
が
雨
と
か
黄
雀
風
と
か
云
つ
た
も
の
は
稀
で
あ
る
が
、
誰
に
で
も
濃

厚
な
實
感
の
あ
る
春
雨
と
か
秋
風
と
か
に
は
古
今
を
通
じ
て
非
常
に
多
數
な
句
が
あ
る
。
此
れ
は
前
述
の

理
由
か
ら
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
季
節
の
感
じ
の
最
直
接
な
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
季
節
的
連
想

の
背
景
と
な
り
セ
ッ
ト
と
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
併
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
さ
う
い
ふ
句
の
う
ち
で
、
他
の
景
物
を
配
す
る
こ
と
な
し
に
單
に
此
等
の

天
文
の
季
題
そ
の
も
の
を
諷
詠
し
敍
述
し
た
も
の
は
比
較
的
に
少
數
で
佳
句
は
猶
更
少
な
い
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
「
い
な
づ
ま
や
き
の
ふ
は
東
け
ふ
は
西
」
（
其
角
）
と
か
「
春
の
雨
霽
れ
ん
と
し
て
は
烟
る
か

な
」
（
漱
石
）
と
い
つ
た
や
う
な
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
れ
程
で
な
く
て
も
季
題
自
身
を
主
題
と
し

て
此
れ
に
他
の
景
物
を
配
し
、
そ
の
配
合
の
效
果
を
借
り
て
此
を
描
寫
し
た
も
の
で
さ
へ
も
割
合
に
少
數

で
あ
る
。
「
白
雨
に
し
ば
ら
く
土
の
匂
ひ
哉
」
（
徳
圃
）
と
か
、
「
五
月
雨
の
折
々
く
わ
つ
と
野
山
か
な
」

（
鳴
雪
）
と
い
ふ
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
併
し
此
れ
に
反
し
て
、
天
文
の
季
題
が
他
の
景
物
の
背
景
と
し

て
取
合
せ
の
材
料
と
し
て
使
は
れ
て
居
る
も
の
は
非
常
に
多
數
で
あ
る
。
例
へ
ば
春
風
と
い
つ
た
や
う
な

季
題
だ
と
實
際
大
概
の
も
の
を
持
つ
て
來
て
配
合
す
れ
ば
ど
う
や
ら
俳
句
の
や
う
な
も
の
が
出
來
易
い
。

併
し
、
そ
れ
だ
け
に
本
當
に
「
動
か
な
い
」
春
風
の
句
を
作
る
の
は
容
易
で
な
い
の
で
あ
つ
て
、
例
へ
ば

い
ゝ
加
減
な
句
集
の
中
で
春
風
を
秋
風
で
置
換
へ
て
も
大
し
た
差
し
つ
か
へ
の
な
い
や
う
な
も
の
を
物
色
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す
れ
ば
一
頁
に
二
三
は
す
ぐ
に
見
付
か
る
位
で
あ
る
。
併
し
「
秋
風
や
白
木
の
弓
に
弦
は
ら
ん
」
（
去
來
）

や
、
「
日
の
入
や
秋
風
遠
く
鳴
つ
て
來
る
」
（
漱
石
）
や
、
「
あ
か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風
」

と
い
つ
た
や
う
な
の
で
は
、
ど
う
に
も
春
風
の
代
へ
玉
で
は
間
に
合
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
此
の
や
う
に
、
季
題
そ
の
も
の
を
描
寫
し
た
句
が
少
な
く
て
他
の
景
物
を
配
合
し
た
も
の
ゝ
多
い
と
い

ふ
こ
と
は
必
し
も
天
文
の
季
題
に
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
つ
て
、
例
へ
ば
任
意
の
句
集
を
繙
い
て
櫻
と
か
雁

と
か
の
題
下
に
並
ん
だ
澤
山
の
句
を
點
檢
し
て
も
す
ぐ
に
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
此
の
事
實
は
併
し
俳
句

と
い
ふ
も
の
ゝ
根
本
義
か
ら
考
へ
て
寧
ろ
當
然
な
こ
と
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
芭
蕉
が
説
い
た
と
云
は
る
ゝ
不
易
流
行
の
原
理
は
實
は
あ
ら
ゆ
る
藝
術
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思

は
れ
る
。
此
れ
に
就
て
は
他
日
別
項
で
詳
説
す
る
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
茲
で
は
略
す
る
が
、
要
す
る
に
俳

句
は
抽
象
さ
れ
た
不
易
の
眞
の
言
明
だ
け
で
は
な
く
て
具
體
的
な
流
行
の
姿
の
一
映
像
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
其
れ
が
爲
め
に
は
一
見
偶
然
的
な
他
物
と
の
配
合
を
要
す
る
、
し
か
も
其
配
合
物
は
偶
然
な
や
う

で
あ
つ
て
も
、
其
配
合
に
よ
つ
て
其
處
に
或
必
然
な
決
定
的
の
眞
の
相
貌
を
描
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
芭
蕉
が
「
發
句
は
物
を
と
り
合
す
れ
ば
出
來
る
物
也
。
夫
を
よ
く
取
合
す
る
を
上
手
と
い
ひ
、

あ
し
き
を
下
手
と
い
ふ
な
り
」
と
云
つ
た
と
い
ふ
。
此
れ
は
俳
句
が
所
謂
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
藝
術
で
あ
る

こ
と
を
明
示
す
る
。
併
し
何
で
も
取
合
は
せ
れ
ば
い
ゝ
の
で
は
な
い
。
單
に
い
ゝ
か
げ
ん
に
「
物
二
つ
三
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つ
と﹅
り﹅
あ﹅
つ﹅
め﹅
て
作
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
こ
が
ね
を
打
の
べ
た
る
や
う
に
あ
り
た
し
」
で
あ
る
。

　
か
う
い
ふ
標
準
に
照
ら
し
て
見
る
と
き
に
澤
山
な
句
集
の
中
で
佳
句
と
稱
す
べ
き
も
の
ゝ
少
な
い
事
は

怪
し
む
に
足
り
な
い
わ
け
で
あ
ら
う
。

　
俳
句
の
一
般
的
な
理
論
的
考
察
は
他
日
に
讓
る
と
し
て
、
茲
で
は
與
へ
ら
れ
た
「
天
文
と
俳
句
」
の
題

目
の
下
に
若
干
の
作
例
を
取
上
げ
て
、
前
述
の
如
き
自
己
流
の
見
地
か
ら
少
し
ば
か
り
評
釋
を
試
み
度
い

と
思
ふ
。
例
句
は
何
等
の
系
統
も
順
序
も
な
く
唯
手
近
な
句
集
を
開
い
て
眼
に
觸
る
ゝ
ま
ま
に
取
上
げ
た

の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
あ
か
〳
〵
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風
　
　
　
　
　
芭
蕉

と
い
ふ
句
が
あ
る
。
秋
も
稍
更
け
て
北
西
の
季
節
風
が
次
第
に
卓
越
し
て
來
る
と
本
州
中
部
は
常
に
高
氣

壓
に
蔽
は
れ
て
空
氣
は
次
第
に
乾
燥
し
て
來
る
。
す
る
と
氣
層
は
其
透
明
度
を
増
し
て
、
特
に
雨
の
あ
と

な
ど
一
層
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
乾
燥
し
た
大
氣
を
透
し
て
來
る
紫
外
線
に
富
ん
だ
日
光
の
、
乾
燥
し
た

皮
膚
に
對
す
る
感
觸
に
は
一
種
名
状
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
さ
う
し
て
其
れ
に
習
々
た
る
秋
風
の
感
觸
の

加
は
つ
た
場
合
に
此
等
の
あ
ら
ゆ
る
實
感
の 

複 

合 
系 

コ
ム
プ
レ
キ
ス
を
唯
十
七
字
で
云
ひ
盡
く
せ
と
云
は
れ
た
と
し
て

巧
に
此
れ
を
仕
遂
げ
得
る
人
は
稀
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
す
ら
〳
〵
と
云
ひ
お
ほ
せ
た
の
が
此
句
で
あ
る
と

思
ふ
。
そ
れ
だ
か
ら
、
凡
て
の
佳
い
句
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
此
句
も
亦
一
方
で
は
科
學
的
な
眞
實
を
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正
確
に
捕
へ
て
居
る
上
に
、
更
に
散
文
的
な
言
葉
で
現
は
し
難
い
感
覺
的
な
心
理
を
如
實
に
描
寫
し
て
居

る
の
で
あ
る
。
此
の
句
の
「
あ
か
〳
〵
」
は
決
し
て
「
赤
々
」
で
は
な
く
て
、
か
ら
〳
〵
と
明
か
る
く
乾

き
切
り
澄
み
切
つ
て
「
つ
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
つ
れ
な
い
」
の
は
日
光
だ
け
で
も
な
く
又
秋

風
だ
け
で
も
な
く
、
此
處
に
描
出
さ
れ
た
世
界
全
體
が
つ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
複
雜
な
も
の
を

唯
十
七
字
に
「
頭
よ
り
ず
ら
〳
〵
と
云
ひ
下
し
來
」
て
正
に
「
こ
が
ね
を
打
の
べ
た
や
う
」
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
正
岡
子
規
は
句
解
大
成
と
い
ふ
書
に
此
句
に
對
し
て
引
用
さ
れ
た
「
須
磨
は
暮
れ
明
石
の
方
は
あ

か
あ
か
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
風
ぞ
吹
く
」
と
い
ふ
古
歌
が
あ
る
か
ら
と
云
つ
て
、
芭
蕉
の
句
を
剽
竊
で

あ
る
に
過
ぎ
ず
と
評
し
、
一
文
の
價
値
も
な
し
と
云
ひ
、
又
假
り
に
剽
竊
で
な
く
創
意
で
あ
つ
て
も
猶
平

々
凡
々
で
あ
り
、
「
つ
れ
な
く
も
」
の
一
語
は
無
用
で
此
句
の
た
る
み
で
あ
る
と
云
ひ
、
む
し
ろ
「
あ
か

〳
〵
と
日
の
入
る
山
の
秋
の
風
」
と
す
る
方
が
或
は
可
な
ら
ん
か
と
云
つ
て
居
る
。
併
し
自
分
の
考
は
大

分
ち
が
う
や
う
で
あ
る
。
此
の
通
り
の
古
歌
が
本
當
に
あ
つ
た
と
し
て
、
此
れ
を
芭
蕉
の
句
と
並
べ
て
見

る
と
、
「
須
磨
」
や
「
明
石
」
や
「
吹
く
」
の
字
が
無
駄
な
蛇
足
で
あ
る
の
み
か
、
此
等
が
あ
る
爲
に
却

つ
て
芭
蕉
の
句
か
ら
感
じ
る
や
う
な
「
さ
び
」
も
「
し
を
り
」
も
悉
く
拔
け
て
し
ま
つ
て
殘
る
も
の
は
平

凡
な
概
念
的
の
趣
向
だ
け
で
あ
る
。
此
の
一
例
は
、
俳
句
と
い
ふ
も
の
が
映
畫
で
所
謂
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と

同
樣
な
藝
術
的
才
能
を
要
す
る
と
い
ふ
こ
と
の
適
例
で
あ
ら
う
。
平
凡
な
ニ
ュ
ー
ス
映
畫
の
中
の
幾
呎
か
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を
適
當
に
切
取
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
は
立
派
な
藝
術
映
畫
の
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
に
な
り
得
る
。
一
枝

の
野
梅
で
も
そ
れ
を
切
取
つ
て
活
け
る
活
け
方
に
よ
つ
て
、
そ
れ
が
見
事
な
い
け
花
に
な
る
の
と
一
般
で

あ
る
。

　
同
じ
く
秋
風
の
句
で
去
來
の
「
秋
風
や
白
木
の
弓
に
弦
は
ら
ん
」
も
有
名
で
あ
り
又
優
れ
た
句
で
あ
る
。

夏
中
に
仕
舞
つ
た
ま
ゝ
で
忘
ら
れ
て
居
た
白
木
の
弓
を
秋
風
來
と
共
に
取
出
し
て
弦
を
張
ら
う
と
い
ふ
、

表
面
に
現
は
れ
た
も
の
だ
け
で
も
颯
爽
と
し
た
快
味
が
あ
る
が
、
句
の
裏
面
に
隱
れ
た
眞
實
に
は
さ
ま
／

″
＼
の
も
の
を
拾
出
す
こ
と
が
出
來
よ
う
。
秋
風
が
立
つ
て
か
ら
、
眼
に
見
え
て
吾
人
の
身
の
𢌞
り
の
も

の
が
乾
燥
し
て
來
る
と
い
ふ
氣
象
學
的
現
象
の
實
感
、
同
時
に
氣
温
濕
度
の
急
變
か
ら
起
る
生
理
的
、
ひ

い
て
は
又
精
神
的
な
變
化
の
表
現
が
、
活
々
と
し
た
句
の
裏
面
か
ら
映
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
因
襲
的
な
秋

風
の
淋
し
さ
に
囚
は
れ
ず
に
、
此
の
句
を
作
つ
た
去
來
が
如
何
に
頭
の
い
ゝ
、
獨
創
的
な
自
然
の
觀
察
者

で
あ
つ
た
か
を
證
明
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
五
月
雨
を
集
め
て
早
し
最
上
川
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
五
月
雨
や
色
紙
へ
ぎ
た
る
壁
の
跡
　
　
　
　
　
同

　
前
者
は
梅
雨
の
雨
量
と
、
河
水
の 

運 

動 

量 

モ
ー
メ
ン
タ
ム
を
、
數
字
を
用
ゐ
ず
し
た
數
字
以
上
に
表
現
し
て
居
り
、

後
者
は
濕
度
計
を
用
ゐ
ず
し
て
煤
け
た
草
庵
の
室
内
の
濕
氣
を
感
ぜ
し
め
、
黴
臭
い
匂
ひ
を
暗
示
す
る
。
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前
者
に
は
廣
大
な
希
望
が
あ
り
、
後
者
に
は
靜
寂
な
あ
き
ら
め
が
あ
る
。
映
畫
な
ら
ば
前
者
は
ロ
ン
グ
シ

ョ
ッ
ト
、
後
者
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
あ
る
。

　
同
じ
雨
の
濕
め
つ
ぽ
さ
で
も

　
　
　
春
雨
や
蜂
の
巣
つ
た
ふ
屋
根
の
漏
　
　
　
　
　
芭
蕉

に
は
萌
え
出
る
生
命
の
暗
示
を
含
む
と
同
時
に
何
處
と
な
く
春
の
淋
し
さ
が
に
じ
ん
で
あ
る
。
細
み
が
あ

つ
て
、
し
か
も
弱
か
ら
ず
、
し
を
り
が
あ
つ
て
し
か
も
感
傷
に
陷
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
く
ら
で
も
作
れ

さ
う
で
中
々
作
れ
な
い
句
で
あ
ら
う
。

　
　
　
市
中
は
物
の
に
ほ
ひ
や
夏
の
月
　
　
　
　
　
凡
兆

　
夏
の
晴
れ
た
宵
の
無
風
状
態
を
「
物
の
匂
ひ
」
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
月
は
銅
色
を
し
て
居
て
、
町

か
ら
町
へ
架
け
渡
し
た
橋
の
下
に
は
堀
河
の
淀
み
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
あ
れ
〳
〵
て
末
は
海
行
野
分
哉
　
　
　
　
　
猿
雖

　
七
百
三
十
ミ
リ
メ
ー
タ
ー
の
颱
風
中
心
は
本
邦
を
斜
斷
し
て
大
平
洋
へ
拔
け
た
。
濱
邊
に
打
上
げ
ら
れ

た
藻
屑
の
匂
を
感
じ
、
ひ
や
ひ
や
と
肌
に
迫
る
汐
霧
を
感
じ
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
だ
ま
さ
れ
し
星
の
光
や
小
夜
時
雨
　
　
　
　
　
羽
紅

　
見
方
に
よ
つ
て
は
厭
味
な
所
謂
月
並
に
も
な
り
得
る
で
あ
ら
う
が
、
時
雨
と
い
ふ
現
象
の
特
徴
を
よ
く
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現
は
し
た
も
の
で
、
氣
象
學
教
科
書
に
引
用
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う
。
古
人
の
句
に
は
往
々
か
う
い
ふ
科

學
的
の
眞
實
を
含
ん
だ
句
が
あ
つ
て
、
理
科
教
育
を
受
け
た
今
の
人
の
に
、
そ
の
わ
り
に
少
な
い
や
う
に

思
は
れ
る
の
も
不
思
議
で
あ
る
。
昔
の
人
は
文
部
省
流
の
理
科
を
教
は
ら
な
い
で
、
自
分
の
眼
で
自
然
を

見
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
灰
色
の
雲
垂
れ
か
ゝ
る
枯
野
哉
　
　
　
　
　
漱
石

　
此
れ
も
極
め
て
平
易
な
や
う
で
、
し
か
も
雪
空
の
如
實
な
描
寫
で
あ
り
、
一
幅
の
淡
彩
畫
で
あ
る
。
描

寫
の
祕
密
は
中
七
字
に
あ
る
。
所
謂   

落     

下     

縞   

フ
ァ
ル
ス
ト
ラ
イ
フ
ェ
ン

を
寫
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
發
句
で
な
い
連
句
中
の
附
句
の
中
に
は
、
天
文
の
季
題
そ
の
も
の
を
描
寫
し
た
句
で
佳
句
が
甚
だ
多
い

や
う
で
あ
る
。
此
れ
に
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
畢
竟
、
附
句
は
隣
の
句
と
の
取
合
せ
に
よ
つ
て
一

つ
の
全
體
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
句
自
身
の
中
で
の
色
々
な
取
合
せ
を
さ
け
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
併

し
此
處
で
は
そ
れ
に
就
い
て
述
べ
る
べ
き
餘
白
が
な
い
。

　
要
す
る
に
此
處
で
所
謂
「
天
文
」
の
季
題
は
俳
句
の
第
一
要
素
た
る
「
時
」
を
決
定
す
る
と
同
時
に

「
天
と
地
の
間
」
の
空
間
を
暗
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
或
は
廣
大
な
景
色
の
描
寫
と
な
り
、
或
は
他
の
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景
物
の
背
景
と
な
る
。
子
規
が
天
文
地
理
の
季
題
が
壯
大
な
こ
と
を
詠
ず
る
に
適
し
て
居
る
と
云
つ
た
の

も
所
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
動
物
や
植
物
の
季
題
で
空
間
的
背
景
を
暗
示
す
る
こ
と
は
一
般
に
は
困
難

で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
限
ら
れ
た
紙
數
の
爲
に
、
擧
げ
た
い
と
思
ふ
多
數
の
作
例
佳
句
を
悉
く
割
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
止
む
を
得
な
い
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
七
年
八
月
　
俳
句
講
座
）
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