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客
あ
り
。
草
蘆
を
敲たた
い
て
俳
句
を
談
ず
。
そ
の
標
準
は
誤
り
、
そ
の
嗜
好
し
こ
う
は
俗
に
、
称
揚
す
る
所
の

　
　
句
と
指
斥
し
せ
き
す
る
所
の
句
と
多
く
は
彼ひ
此し 

顛  

倒 

て
ん
と
う

せ
り
。
予
曰
く
、
子し
の
言
ふ
所
、
悉
こ
と
ご
とく
予
の
感
ず
る

　
　
所
と
相
反
す
。
予
を
以
て
見
れ
ば
子
の
言
甚
だ
幼
稚
な
り
。
も
し
子
も
ま
た
予
を
以
て
俳
句
を
解
せ

　
　
ざ
る
者
と
な
さ
ば
予
は
こ
と
さ
ら
に
是
非
を
争
は
ざ
る
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
子
が
言
を
以
て
予
が
俳

　
　
句
に
入
ら
ん
と
せ
し
十
数
年
前
と
対
照
す
る
に
、
当
時
の
予
の
意
見
と
符
節
を
合
す
が
如
き
者
あ
り
。

　
　
あ
る
い
は
十
数
年
前
の
予
に
し
て
子
と
会
談
せ
し
な
ら
ん
に
は
、
手
を
拍う
つ
て
子
の
説
を
賛
成
し
た

　
　
ら
ん
も
、
爾じ
後ご
予
の
嗜
好
は
月
々
歳
々
に
変
じ
て
、
今
は
復また
当
時
の
余
波
を
だ
に
留
め
ざ
る
に
至
れ

　
　
り
。
子
が
説
く
所
果
し
て
正
し
き
か
。
予
が
嗜
好
の
変
遷
は
か
へ
つ
て
正
路
を
脱
し
て
邪
路
に
陥
り

　
　
た
る
か
。
感
情
に
本もと
づ
く
美
の
正
否
は
、
固もと
よ
り
理
論
を
以
て
窮
む
べ
き
に
あ
ら
ず
、
経
験
の
多
寡

　
　
を
以
て
判
ず
べ
き
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
普
通
の
道
理
よ
り
推
せ
ば
、
予
が
十
年
の
経
験
と
研
究

　
　
と
は
、
予
を
し
て
全
く
邪
路
に
陥
ら
し
め
を
は
れ
り
と
は
信
ず
る
能
は
ず
。
縦よ
し
予
の
嗜
好
の
変
遷

　
　
に
し
て
往
々
邪
路
に
迷
ふ
こ
と
あ
り
と
す
る
も
、
十
年
前
の
嗜
好
が
十
年
後
の
嗜
好
よ
り
も
高
尚
に
、

　
　
俳
句
界
に
入
り
し
当
時
の
標
準
が
、
幾
多
の
研
究
を
経
し
今
日
の
標
準
よ
り
も
正
確
な
り
と
は
信
ず

　
　
る
能
は
ず
。
果
し
て
予
に
一
日
の
長
あ
ら
ん
か
、
予
は
子
の
た
め
に
十
年
前
の
懺
悔
ざ
ん
げ
談
を
為
し
て
参
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考
に
供
せ
ん
と
す
。
子
聴
く
や
否
や
。

　
予
の
初
め
俳
句
に
入
る
や
、
自
ら
思
ひ
立
ち
て
入
り
し
に
非
ず
、
人
に
勧
め
ら
れ
て
入
り
し
に
非
ず
。

師
に
就
く
に
非
ず
、
友
と
共
に
す
る
に
非
ず
。
た
ま
た
ま
一
、
二
巻
の
俳
書
を
見
る
、
敢
て
研
究
せ
ず
、

熟
読
せ
ず
、
句
の
解
せ
ざ
る
者
十
中
に
九
、
乃
す
な
わち
巻
を
抛
な
げ
うつ
て
他
を
為
す
。
戯
た
わ
むれ
に
一
、
二
の
俳
句
を
作

る
、
趣
味
に
お
い
て
得
る
所
あ
る
に
非
ず
、
語
句
に
お
い
て
練
る
所
あ
る
に
非
ず
、
あ
る
い
は
縁
語
、
駄だ

洒
落
じ
ゃ
れ
に
思
ひ
を
凝こ
ら
し
、
あ
る
い
は
極
め
て
浅
薄
陳
腐
な
る
意
匠
を
繰
り
返
し
て
独
り
自
ら
喜
ぶ
。
そ
れ

す
ら
一
、
二
句
を
得
れ
ば
即
ち
思
想
涸
渇
こ
か
つ
し
て
復また
一
字
を
吐
く
能
は
ず
。
あ
る
い
は
奉
納
の 

行  

燈 

あ
ん
ど
ん

に
立

ち
寄
り
て
俗
句
に
感
ぜ
し
事
も
あ
り
、
あ
る
い
は 

月  

並 

つ
き
な
み

の
巻
を
見
て
宗
匠
輩
の
選
評
を
信
仰
せ
し
事
も

あ
り
。
我
に
句
な
し
、
彼
の
句
を
妙
と
称
す
。
自
ら
標
準
を
立
て
ず
、
他
の
標
準
を
正
し
と
為
す
。
俳
句

に
心
ざ
す
所
あ
ら
ざ
り
し
と
は
い
へ
、
実
に
お
ろ
か
に
あ
さ
は
か
な
る
少
年
に
て
あ
り
き
。

　
嘘
か
ら
出
た
誠
と
や
ら
、
か
か
る
戯
れ
に
一
時
の
興
を
取
り
し
予
は
、
或
る
時
一
の
俳
書
を
見
て
ふ
と

面
白
し
と
思
ひ
ぬ
。
中
に
は
身
に
入し
み
て
感
ず
る
句
さ
へ
あ
り
し
か
ば
、
た
だ
そ
の
句
、
そ
の
書
を
面
白

し
と
思
ふ
の
み
な
ら
ず
、
俳
句
と
い
ふ
者
を
面
白
し
と
ま
で
思
ひ
な
り
ぬ
。
こ
れ
予
の
俳
句
に
入
る
第
一

歩
に
し
て
、
し
か
も
こ
の
時
の
予
は
い
ま
だ
俳
句
の
趣
味
の
大
体
を
も
解
せ
ず
、
俳
句
固
有
の
句
法
を
も

解
せ
ず
、
僅
わ
ず
かに
俳
句
の
一
小
部
分
を
解
し
た
る
の
み
。
一
小
部
分
と
は
何
ぞ
。
即
ち
予
が
こ
こ
に
述
べ
ん
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と
す
る
所
な
り
。

　
当
時
予
が
好
み
し
所
の
句
に
つ
き
、
こ
れ
を
数
箇
条
に
分
ち
て
左
に
説
明
す
べ
し
。

（
一
）
　
理●

窟●

を●

含●

み●

た●

る●

句●

　
理
窟
に
美
を
含
ま
ざ
る
は
論
を
待
た
ず
。
も
し
理
窟
に
美
あ
り
と
い
ふ

人
あ
ら
ば
、
そ
の
人
は
必
ず
美
を
解
せ
ざ
る
人
な
ら
ん
。
い
や
し
く
も
理
窟
以
外
に
多
少
の
美
を
認
め
た

る
者
は
、
理
窟
に
美
あ
る
事
を
許
さ
ざ
る
べ
し
。
し
か
し
て
当
時
の
予
は
実
に
こ
の
必
要
な
る
一
事
を
も

解
せ
ざ
り
し
な
り
。
理
窟
を
含
み
た
る
俳
句
と
い
ふ
、
い
か
に
理
窟
多
し
と
も
、
既
に
俳
句
と
い
ふ
上
は

幾
何
の
文
学
趣
味
を
含
ま
ざ
る
は
あ
ら
ず
。
も
し
理
窟
的
俳
句
に
美
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
の
美
は
理
窟
の

部
分
に
あ
ら
ず
し
て
、
文
学
的
の
部
分
に
あ
る
べ
き
は
ず
な
り
。
当
時
予
が
好
み
し
中
に
は

　
　
　
　
　
物
い
へ
ば
唇
く
ち
び
る寒
し
秋
の
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉

　
　
　
　
　
葉
隠
れ
て
見
て
も
朝
顔
の
浮
世
か
な
　
　
　
　
　
野や
坡ば

　
　
　
　
　
世
の
中
は
三
日
見
ぬ
間
に
桜
か
な
　
　
　
　
　
　 

蓼  

太 

り
ょ
う
た

の
如
き
あ
り
。
も
し
こ
れ
の
み
な
ら
ん
に
は
、
あ
る
い
は
こ
の
句
の
文
学
趣
味
の
上
に
取
る
べ
き
所
あ
り

て
取
り
た
り
と
も
見
る
を
得
ん
。
し
か
れ
ど
も
こ
れ
と
同
時
に
予
の
好
み
し
句
に
は
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よ
つ
ひ
く
は
勇
な
り
放
た
ぬ
は
仁
な
り

　
　
　
　
　
智
の
一
つ
足
ら
で
を
か
し
き
案か
山か
子し
か
な
　
　
　
楽
翁

の
如
き
あ
り
。
こ
の
句
は
五
七
五
の
音
調
を
除
き
て
外
は
純
粋
の
理
窟
よ
り
成
る
者
に
て
、
こ
の
句
の
文

学
趣
味
と
し
て
目
す
べ
き
者
は
針
の
さ
き
ほ
ど
も
あ
ら
ざ
る
に
、
予
は
こ
の
句
を
好
み
た
り
と
す
れ
ば
、

当
時
の
予
の
嗜
好
は
純
粋
の
理
窟
の
上
に
美
を
認
め
た
る
者
な
り
。
し
か
れ
ど
も
理
窟
の
上
に
美
の
あ
る

べ
き
道
理
な
け
れ
ば
、
そ
の
美
と
認
め
た
る
は
真
の
美
に
非
ず
し
て
、
知
識
の
上
よ
り
生
ず
る
一
種
の
快

感
を
美
と
誤
認
せ
し
な
り
。
知
識
の
上
よ
り
生
ず
る
快
感
は
謎
を
解
き
、
数
学
の
問
題
を
解
き
た
る
時
に

生
ず
る
快
感
の
類
に
し
て
、
む
つ
か
し
き
書
物
（
殊こと
に
外
国
語
の
書
物
）
を
漸
よ
う
やく
読
み
得
し
時
の
快
感
も

ま
た
こ
の
種
に
属
す
。
芭
蕉
の
秋
風
の
句
は
世
間
に
て
往
々
過
賞
を
蒙
こ
う
むれ
ど
も
、
こ
は
口
は
禍
わ
ざ
わ
いの
門
と
い

へ
る
極
め
て
陳
腐
な
る
理
窟
を
十
七
字
に
並
べ
た
る
に
過
ぎ
ず
。
世
人
は
理
窟
な
る
が
故
に
こ
れ
を
賞
す

る
者
に
し
て
、
も
し
理
窟
な
ら
ざ
り
せ
ば
こ
れ
を
賞
せ
ざ
る
べ
し
。
か
つ
陳
腐
な
る
理
窟
な
る
が
故
に
こ

れ
を
賞
す
る
者
に
し
て
、
新
し
き
理
窟
な
ら
ば
こ
れ
を
賞
せ
ざ
る
べ
し
。
何
故
と
い
ふ
に
世
人
は
こ
の
句

を
読
ん
で
、
自
己
が
か
つ
て
よ
り
知
り
得
た
る
理
窟
に
遭
遇
し
た
る
が
た
め
に
愉
快
を
感
ず
る
者
に
し
て
、
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そ
の
愉
快
は
外
国
の
書
物
の
中
に
、
自
己
が
解
し
得
る
語
に
遭
遇
し
た
る
時
の
愉
快
と
同
じ
く
、
知
識
の

上
よ
り
来
る
者
な
り
。
感
情
の
上
よ
り
来
る
美
感
と
全
く
種
類
を
異
に
す
。
こ
れ
ら
の
句
縦よ
し
幾
多
の
文

学
的
技
倆
を
現
し
得
た
り
と
も
、
根
本
に
お
い
て
理
窟
に
陥
る
者
、
特
に
こ
れ
を
賞
す
る
は
美
を
解
せ
ざ

る
が
た
め
な
り
。

（
二
）
　
譬●

喩●

の●

句●

　
譬ひ
喩ゆ
の
句
は
一
事
物
を
以
て
他
の
一
事
物
と
比
較
す
る
者
な
る
が
故
に
、
比
較
と

い
ふ
知
識
上
の
作
用
を
要
す
。
予
が
譬
喩
の
句
を
好
み
し
は
こ
の
知
識
上
の
作
用
、
即
ち
理
窟
を
含
み
し

が
た
め
た
り
。
譬
喩
の
中
に
も
比
較
す
べ
き
両
個
の
事
物
を
並
べ
た
る

　
　
　
　
　
茶
の
花
や
利
休
が
目
に
は
吉
野
山
　
　
　
　
　
　
素
堂

の
如
き
あ
り
。
予
は
当
時
こ
の
無
趣
味
な
る
句
を
以
て
、
茶
の
花
を
詠
ず
る
空
前
絶
後
の
名
句
な
り
と
思

へ
り
。
こ
れ
を
賞
す
る
は
今
よ
り
見
て
殆
ほ
と
んど
不
思
議
な
る
が
如
く
な
れ
ど
も
、
物
を
解
せ
ざ
る
時
の
愚
か

さ
を
回
顧
す
れ
ば
、
多
く
こ
の
類
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
譬
喩
の
句
に
は
右
の
如
く
両
事
物
を
対
し
た
る
は

稀まれ
に
し
て
、
比
較
す
べ
き
他
の
一
事
物
は
こ
れ
句
中
に
現
さ
ぬ
が
多
し
。
例
へ
ば
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手
に
取
る
な
や
は
り
野
に
置
け 

蓮 

華 

草 

れ
ん
げ
そ
う

　
　
　
　
　
精
出
せ
ば
氷こお
る
間
も
無
し
水
車

　
　
　
　
　
　
　
姑
む
つ
か
し
と
い
ふ
人
に
示
す

　
　
　
　
　
け
む
く
と
も
の
ち
は
寐
易
き
蚊
遣
か
や
り
か
な
　
　
　
　
不
角
ふ
か
く

の
如
く
表
面
に
は
蓮
華
草
、
水
車
、
ま
た
は
蚊
遣
を
詠
み
た
る
の
み
な
れ
ど
、
各
裏
面
に
教
訓
の
意
を
寓
ぐ
う

す
る
が
如
し
。
譬
喩
に
は
多
少
の
理
窟
あ
れ
ど
も
、
趣
味
を
主
と
し
た
る
譬
喩
は
全
く
殺
風
景
な
る
者
に

非
ず
。
し
か
る
に
右
三
句
の
如
き
は
、
譬
喩
と
い
ふ
理
窟
の
上
に
教
訓
と
い
ふ
理
窟
を
加
へ
た
る
者
な
れ

ば
、
そ
の
無
味
索
莫
た
る
は
あ
ら
た
め
て
言
ふ
ま
で
も
な
し
。
さ
れ
ど
当
時
の
予
は
こ
れ
を
好
み
、
今
な

ほ
俗
人
の
こ
れ
を
称
す
る
を
聞
く
。

　
　
　
　
　
浮
草
や
け
さ
は
あ
ち
ら
の
岸
に
咲
く
　
　
　
　
　
乙
由

　
こ
は
無
常
の
意
を
寓
し
た
る
な
り
。
無
常
は
教
訓
の
如
く
理
窟
め
き
た
る
者
に
は
非
れ
ど
も
、
無
常
は

や
や
長
き
時
間
を
含
み
、
俳
句
は
長
き
時
間
を
写
す
に
適
せ
ざ
る
が
故
に
多
く
殺
風
景
と
な
る
。
か
つ
て
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予
が
賞
讃
し
、
今
な
ほ
俗
人
の
劇
賞
す
る
乙
由
の
句
の
如
き
、
固
よ
り
浅
薄
見
る
に
足
ら
ざ
る
の
み
。

　
こ
の
外
譬
喩
の
句
に
し
て
予
の
劇
賞
せ
し
者
は
、
婦
女
子
殊こと
に
遊
女
等
が
自
己
の
境
遇
を
詠
み
し
句
に

し
て
、
こ
の
種
の
句
に
は
多
少
の
愛
す
べ
き
思
想
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
多
く
は 

素  

人 

し
ろ
う
と

の
作
な
る
を
以
て
、

語
句
の
間
に
瑕
瑾
か
き
ん
を
存
す
。
当
時
予
は
こ
れ
を
識
別
す
る
の
力
な
か
り
き
。

　
　
　
　
　
　
　
始
め
て
嫁
ぐ
時

　
　
　
　
　
渋
か
ろ
か
知
ら
ね
ど
柹
の
初
ち
ぎ
り
　
　
　
　
　
千
代

　
　
　
　
　
　
　
客
よ
り
凧たこ
を
送
り
こ
し
た
る
返
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
御
約
束
の
凧
御お
こ
し
下
さ
れ
、
早
く
揚あげ
て
見
参
ら
せ
た
く
、
こ
よ
な
う 

嬉  

敷 

う
れ
し
く

ぞ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ま
ゐ
ら
せ
候
、
此  

猩    

々    
凧  

し
ょ
う
じ
ょ
う
だ
こ

こ
そ
乙
女
の
姿
に
は
似
ず
と
も
、
雲
の
通かよ
ひ
路

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ら
〳
〵
と
し
て
ど
こ
を
ま
ひ
ぶ
み
せ
ん
と
て
か
、
さ
り
と
て
は
あ
ぶ
な
く
見
え
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
一
枚
凧
の
す
わ
ら
ぬ
や
う
に
み
だ
れ
足
と
や
ら
ん
は
よ
ほ
ど
酔
て
の
こ
と
か
、
し
か
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し
盃
と 

柄  

杓 

ひ
し
ゃ
く

落
さ
ぬ
は
ほ
ん
の
乱
れ
足
と
も
見
え
ず
、
又
か
た
ぶ
け
ん
と
や
、
清

　
　
　
　
　
　
　
　
玄
凧
の
に
く
げ
に
な
ま
づ
凧
の
お
ど
ろ
〳
〵
し
き
に
か
ら
ま
り
て
、
落
ち
て
や
ぶ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
や
せ
ん
と
心
ぐ
る
し
き
う
ち
に
、
風
も
か
は
り
て
猩
々
舞
を
や
め
て
ゑ
び
す
く
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
も
を
か
し
、
い
と
め
の
ち
が
は
ぬ
う
ち
に
は
や
〳
〵
お
ろ
し
て
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
あ
げ
ら
れ
て
く
る
し
き
日
あ
り
凧
い
か
の
ぼ
り　
　
　
　
　
　
瀬
川

　
　
　
　
　
　
　
伏
猪
を
画
い
て
客
の
賛
せ
よ
と
望
み
け
る
に

　
　
　
　
　
　
　
気
に
そ
ま
ぬ
客
と
思
ひ

　
　
　
　
　
猪
に
だ
か
れ
て
寝
た
り
萩
の
花
　
　
　
　
　
　
　
高
尾

　
こ
れ
ら
皆
作
者
の
さ
だ
か
な
ら
ぬ
の
み
な
ら
ず
、
語
句
の
上
は
い
づ
れ
も
疵きず
あ
り
。
さ
れ
ど
予
は
こ
れ

を
こ
よ
な
き
名
句
と
思
ひ
、
殊
に
伏
猪
に
萩
の
一
句
を
愛め
で
て
、
人
間
の
至
情
を
尽
し
俳
句
の
巧
妙
を
極

め
た
る
古
今
無
比
の
句
な
り
と
ま
で
思
へ
り
。
予
の
か
く
称
讃
せ
し
は
第
一
に
作
者
が
婦
女
子
な
る
事
、

第
二
に
人
情
（
後
に
い
ふ
）
を
含
む
事
、
第
三
に
作
者
実
際
の
境
遇
よ
り
出
で
た
り
と
思
ふ
が
た
め
に
同

情
を
惹ひ
く
多
き
事
、
等
に
因
る
者
に
し
て
、
も
し
予
を
し
て
幾
何
か
俳
句
の
高
遠
な
る
趣
味
、
写
実
的
無
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理
想
の
趣
味
を
解
し
、
語
句
の
練
磨
に
多
少
の
心
を
傾
け
し
め
ば
、
こ
れ
ら
の
句
に
対
す
る
感
情
は
今
少

し
冷
淡
な
る
者
あ
り
し
な
ら
ん
。

（
三
）
　
擬●

人●

法●

を●

用●

ゐ●

し●

句●

　
　
　
　
　
手
を
つ
い
て
歌
申
し
あ
ぐ
る
蛙
か
な
　
　
　
　
　
宗
鑑

　
　
　
　
　
は
づ
か
し
や
蓮
に
見
ら
れ
て
居
る
心
　
　
　
　
　
湖
春

　
湖
春
の
句
は
擬
人
法
を
用
ゐ
し
処
に
巧
妙
を
感
じ
た
れ
ど
、
半
ば
蓮
に
つ
き
て
の
理
想
を
描
き
出
だ
せ

し
処
に
、
我
嗜
好
を
惹ひ
き
し
者
あ
り
し
な
る
べ
し
。
宗
鑑
の
句
は
初
め
面
白
し
と
も
思
は
ざ
り
し
が
、
或あ

る
情
史
（
柳
の
横
櫛
と
い
ふ
者
な
り
け
ん
）
の
中
の
見
出
し
に
こ
の
句
を
置
き
、
そ
の
下
に
番
頭
が
若
旦

那
の
不
身
持
を
諫いさ
む
る
事
を
書
き
し
を
見
し
よ
り
、
忽
た
ち
まち
こ
の
句
に
味
を
生
じ
た
る
が
如
き
心
地
せ
り
。

け
だ
し
譬
喩
に
用
ゐ
ら
れ
し
が
た
め
な
り
。
「
提
灯
の
空
に
せ
ん
な
し
時
鳥
」
も
譬
喩
の
句
に
非
れ
ど
も
、

同
じ
書
に
譬
喩
的
に
引
用
せ
ら
れ
し
た
め
に
、
そ
れ
よ
り
我
記
憶
を
は
な
れ
ぬ
句
と
な
れ
り
。
さ
れ
ば
最

初
に
は
予
の
嗜
好
は
む
し
ろ
擬
人
法
の
上
に
あ
ら
ざ
り
し
が
如
く
な
り
し
も
、
僅
に
一
歩
を
進
め
た
る
後

は
、
擬
人
法
は
最
も
愛
す
べ
き
手
段
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
擬
人
法
の
句
な
ら
ば
と
に
か
く
に  

一    

誦  

い
っ
し
ょ
う

の

11



価
あ
る
が
如
く
思
へ
り
。
こ
の
弊
は
近
年
に
至
る
ま
で
予
の
胸
底
に
蟠
わ
だ
か
まり
て
長
く
害
毒
を
流
し
た
り
。
俗

宗
匠
輩
ま
た
こ
の
法
を
慣
用
す
る
者
多
し
。
擬
人
法
必
ず
し
も
悪あ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
譬
喩
と
同
じ
く

理
窟
に
傾
き
や
す
く
俚
俗
に
陥
り
や
す
き
者
な
れ
ば
、
こ
れ
を
作
る
に
は
注
意
を
要
す
。
山
笑
、
山
眠
な

ど
い
へ
る
題
に
て
佳
句
を
得
が
た
き
は
、
そ
の
題
の
擬
人
的
な
る
が
故
な
り
。

（
四
）
　
人●

情●

を●

現●

し●

た●

る●

句●

　
俳
句
を
知
ら
ぬ
人
も
し
或
る
俳
句
を
劇
賞
し
た
り
と
聞
か
ば
、
そ
の
俳

句
は
理
窟
の
句
か
、
譬
喩
の
句
か
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
人
情
を
現
し
た
る
句
な
る
こ
と
問
は
ず
と
も
知
る
べ

し
。
予
も
ま
た
こ
の
種
の
句
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
た
る
一
人
な
り
。
人
情
は
文
学
に
は
極
め
て
必
要
な
る

者
に
て
、
小
説
の
如
き
、
演
劇
の
如
き
、
一
歩
も
人
情
の
外
に
出
づ
る
能
は
ず
。
俳
句
に
も
ま
た
人
情
を

嫌
ふ
に
非
ず
。
人
情
は
譬
喩
等
の
如
く
理
窟
を
含
む
者
に
非
れ
ば
、
毫
も
美
以
外
の
分
子
を
有
す
る
事
な

し
。
さ
れ
ど
人
情
は
極
め
て
複
雑
に
し
て
、
到
底
十
七
、
八
字
の
短
文
字
に
て
こ
れ
を
描
写
す
る
事
難
く
、

た
ま
た
ま
巧
に
こ
れ
を
描
写
し
た
る
者
あ
り
と
も
、
そ
は
俳
句
に
適
当
な
る
或
る
簡
単
な
る
場
合
の
、
し

か
も
陳
腐
な
ら
ざ
る
者
を
択
み
た
る
者
な
れ
ば
、
多
数
に
見
出
だ
し
得
べ
き
に
非
る
な
り
。
予
が
愛
し
た

る
句

　
　
　
　
　 

夏  

痩 

な
つ
や
せ

と
答
へ
て
あ
と
は
涙
か
な
　
　
　
　
　
　
　
季
吟

12俳句の初歩



　
　
　
　
　
君
は
今
駒
形
あ
た
り
ほ
と
ゝ
ぎ
す
　
　
　
　
　
　
高
尾

　
　
　
　
　 

魂  

棚 

た
ま
だ
な

の
奥
な
つ
か
し
や
親
の
顔
　
　
　
　
　
　
　
去
来

　
　
　
　
　
井
の
端
の
桜
あ
ぶ
な
し
酒
の
酔
　
　
　
　
　
　
　
秋
色

　
　
　
　
　
　
　
信
章
江
戸
よ
り
下
る
に

　
　
　
　
　
い
や
見
せ
じ
富
士
を
見
た
目
に
日
枝
の
雪
　
　
　
季
吟

　
　
　
　
　
　
　
芭
蕉
翁
を
と
ゞ
め
て

　
　
　
　
　
我
宿
は
蚊
の
ち
ひ
さ
き
を
馳
走
か
な
　
　
　
　
　 

秋 

之 

坊 

あ
き
の
ぼ
う

　
　
　
　
　
　
　
夫
に
お
く
れ
て

　
　
　
　
　
起
き
て
見
つ
寐
て
見
つ
蚊
帳
の
広
さ
か
な
　
　
　
千
代
（
？
）

の
如
き
は
品
格
の
高
卑
こ
そ
あ
れ
、
い
づ
れ
も
悪
句
俗
句
に
非
ず
し
て
、
む
し
ろ
佳
句
に
属
す
べ
き
者
多

し
。
さ
れ
ば
予
が
こ
の
種
の
句
を
愛
せ
し
は
、
全
く
そ
の
標
準
を
誤
る
者
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
、
こ
の
種
の

句
ば
か
り
を
愛
せ
し
は
、
い
ま
だ
俳
句
を
解
せ
ざ
り
し
が
た
め
に
し
て
、
当
時
古
俳
書
を
見
て
尽
く
つ
ま

ら
ぬ
句
の
如
く
思
ひ
し
は
、
我
嗜
好
の
狭
か
り
し
を
証
す
る
に
足
る
。
け
だ
し
人
情
的
俳
句
は
全
俳
句
の

百
分
の
一
を
も
占
領
せ
ざ
る
べ
し
。
人
情
は
到
底
俳
句
の
材
料
と
し
て
普
通
な
る
能
は
ず
。
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（
五
）
　
天●

然●

の●

美●

を●

誇●

張●

的●

に●

形●

容●

し●

た●

る●

句●

　
天
然
の
美
、
殊
に
花
樹
花
草
の
美
は 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

も
こ
れ

を
感
ぜ
ざ
る
は
あ
ら
ず
、
予
は
特
に
こ
れ
に
感
じ
や
す
き
性
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
こ
の
時
は
な
ほ
写
実
的

の
趣
味
を
解
す
る
能
は
ざ
り
し
を
以
て
、
誇
張
的
に
形
容
し
た
る
者
の
み
を
好
め
り
。

　
　
　
　
　
散
る
花
の
音
聞
く
程
の
深
山
み
や
ま
か
な
　
　
　
　
　
　
心
敬

　
深
山
の
静
か
さ
を
現
さ
ん
と
て
花
と
い
ふ
美
し
き
材
料
を
用
ゐ
た
る
は
、
幾
何
の
美
を
捉
へ
得
た
る
者

な
れ
ど
、
「
花
の
音
」
と
い
ふ
に
至
り
て
は
誇
張
に
過
ぎ
て
か
へ
つ
て
趣
味
を
失
ふ
。
花
の
音
な
る
者
実

際
に
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
「
花
の
音
」
と
い
へ
ば
既
に
人
間
の
偽
り
と
い
ふ
一
種
の
悪
感
情
を

感
じ
来
る
な
り
。
偽
り
も 

御 

伽 

話 

お
と
ぎ
ば
な
し
の
「
舌
切
雀
」
「
猿
蟹
合
戦
」
「
桃
太
郎
」
の
如
く
、
ま
た
は
白
髪

三
千
丈
と
い
ふ
が
如
く
、
分
り
き
つ
た
る
偽
り
は
悪
か
ら
ず
。
こ
れ
に
反
し
て
誠
ら
し
き
嘘
は
人
を
欺
あ
ざ
むか

ん
と
す
る
傾
き
あ
り
て
不
愉
快
な
る
者
な
り
。
誇
張
は
多
く
後
の
種
類
に
属
す
。
さ
れ
ど
当
時
予
は
こ
の

句
を
以
て
俳
句
中
の
最
も
っ
と
も微
妙
な
る
者
と
思
へ
り
。
も
し
感
情
に
訴
へ
た
ら
ば
さ
る
誤
り
は
生
ぜ
ざ
る
べ
き

も
、
予
は
か
へ
つ
て
知
識
（
理
窟
）
に
訴
へ
て
誇
張
の
処
に
愉
快
を
求
め
た
り
し
が
如
し
。

14俳句の初歩



　
　
　
　
　
我
駒
の
沓くつ
あ
ら
た
め
ん
橋
の
霜
　
　
　
　
　
　
　
湖
春

　
こ
れ
も
愛
誦
せ
し
一
句
な
り
。
霜
の
美
を
認
め
た
る
は
さ
る
事
な
が
ら
、
そ
れ
が
た
め
に
駒
の
沓
を
正

す
と
ま
で
は
何
人
も
思
は
ざ
る
べ
し
。
こ
れ
誇
張
な
り
。

　
　
　
　
　
朝
顔
に
釣
瓶
つ
る
べ
取
ら
れ
て
も
ら
ひ
水
　
　
　
　
　
　
千
代

　
こ
の
句
を
好
み
し
は
擬
人
法
を
用
ゐ
し
処
に
も
あ
り
し
な
れ
ど
、
主
と
し
て
朝
顔
の
美
を
誇
張
的
に
現

さ
ん
と
し
た
る
処
に
あ
り
き
。
こ
の
句
の
欠
点
は
誇
張
的
の
処
、
擬
人
法
を
用
ゐ
し
処
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
外
に
も
あ
り
。

　
　
　
　
　
鰯
い
わ
し焼
く
隣
に
く
し
や
窓
の
梅
　
　
　
　
　
　
　
　 

秀  

和 

し
ゅ
う
わ

　
こ
の
句
は
誇
張
の
程
度
少
く
し
て
前
の
諸
句
に
勝
り
た
る
だ
け
、
最
初
は
予
を
感
ぜ
し
め
ず
、
や
や
進

ん
で
後
漸
く
こ
れ
を
感
ず
。
そ
の
感
じ
た
る
は
「
憎
し
や
」
の
一
語
あ
る
に
因
る
者
に
し
て
、
こ
の
一
語
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即
ち
誇
張
の
処
、
即
ち
こ
の
句
の
欠
点
な
り
。

　
誇
張
は
写
実
の
反
対
な
り
。
誇
張
を
好
む
者
写
実
を
解
せ
ず
、
写
実
を
解
す
る
者
誇
張
を
好
ま
ず
、
固

よ
り
そ
の
理
な
り
。

（
六
）
　
語●

句●

の●

上●

に●

巧●

を●

弄●

す●

る●

句●

　
趣
味
の
上
に
お
い
て
写
実
的
自
然
を
好
ま
ず
、
詐
偽
的
誇
張
を

愛
し
た
る
が
如
く
、
語
句
の
上
に
も
平
易
な
る
よ
り
は
む
し
ろ
技
巧
を
弄
も
て
あ
そび
た
る
を
喜
べ
り
。

　
　
　
　
　
こ
れ
は
〳
〵
と
ば
か
り
花
の
吉
野
山
　
　
　
　
　
貞
室

　
当
時
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
・
オ
ヴ
・
メ
ン
タ
ル
・
エ
ナ
ー
ジ
ー
と
い
ふ
謬
論
を
信
じ
ゐ
た
る

故
、
こ
の
句
は
美
麗
と
い
は
ず
し
て
美
麗
を
現
し
た
り
と
て
感
心
せ
り
。
さ
れ
ど
そ
は
理
窟
上
の
解
釈
に

し
て
、
そ
の
実
予
は
世
人
一
般
の
如
く
は
こ
の
句
を
愛
せ
ざ
り
し
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
舟
呼
べ
ば
た
ゞ
川
霧
の
答
か
な
　
　
　
　
　
　
　  

昌    

琢  

し
ょ
う
た
く

「
川
霧
の
答
」
と
い
ふ
無
理
な
言
葉
に
感
ぜ
し
な
ら
ん
。

16俳句の初歩



　
　
　
　
　
涼
し
さ
の
か
た
ま
り
な
れ
や
夜
半
の
月
　
　
　
　
貞
室

「
涼
し
さ
の
か
た
ま
り
」
と
い
ふ
い
や
な
言
葉
を
手
柄
の
や
う
に
思
ひ
し
な
り
。

　
　
　
　
　
白
魚
や
椀
の
中
に
も
角
田
川

や
う
の
厭
ふ
べ
き
句
を
好
み
た
る
は
、
僅
に
俳
句
に
入
り
て
月
並
調
を
解
し
た
る
時
な
り
。

（
七
）
　
雑●

　
こ
れ
ら
の
外
に
予
の
感
じ
た
る
句
を
挙
げ
ん
に

　
　
　
　
　
鳥
一
羽
濡
れ
て
立
ち
け
り
朝
桜

『  

類    

聚  

る
い
じ
ゅ
う

』
に
出
で
し
句
と
覚
ゆ
れ
ど
、
予
の
は
じ
め
こ
れ
を
見
て 

艶  

麗 

え
ん
れ
い

の
感
に
堪
へ
ざ
り
し
は
、

  

春    

水  

し
ゅ
ん
す
い

の
『  

梅    

暦  

う
め
ご
よ
み

』
の
中
に
あ
り
し
な
り
。
当
時
『
梅
暦
』
を
愛
せ
し
余
波
は
俳
句
に
及
び
て
、

こ
の
俳
句
を
見
る
ご
と
に
幾
多
の
聯
想
に
打
た
れ
た
る
に
や
あ
ら
ん
。
こ
の
句
清
婉
な
れ
ど
も
品
格
卑
し
。
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秋
や
け
さ
一
足
に
知
る
ぬ
ぐ
ひ
縁
　
　
　
　
　
　
重
頼

　
言
葉
つ
き
気
に
入
ら
で
、
は
じ
め
は
感
服
せ
ざ
り
し
が
、
後
に
立
秋
を
足
の
裏
に
感
ず
る
処
に
感
服
せ

り
。
し
か
し
善
き
句
に
非
ず
。

　
　
　
　
　
む
つ
と
し
て
戻
れ
ば
庭
に
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
蓼
太

　
端
唄
は
う
た
に
て
感
心
し
た
り
。
こ
の
句
厭
味
の
頂
上
な
り
。

　
　
　
　
　
行
き
〳
〵
て
倒
れ
伏
す
と
も
萩
の
原
　
　
　
　
　
曾そ
良ら

　
情
の
極
端
を
現
し
て
か
つ
萩
の
美
を
い
へ
る
処
に
感
心
せ
り
。
こ
れ
は
悪
句
に
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
長
々
と
川
一
筋
や
雪
の
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
兆
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こ
の
自
然
の
句
、
初
め
は
感
ぜ
ざ
り
し
が
、
後
漸
く
こ
れ
を
感
ず
る
に
至
れ
り
。
こ
れ
ら
や
予
が
自
然

に
入
る
の 
階  

梯 
か
い
て
い

な
り
し
な
ら
ん
。

　
以
上
論
ず
る
所
は
予
が
入
門
の
第
一
歩
に
し
て
、
第
二
歩
以
後
な
ほ
幾
多
の
邪
路
に
迷
ひ
し
は
言
ふ
ま

で
も
な
し
。
予
が
進
歩
の
順
序
を
い
は
ば
、
初
め
貞
徳
派
、
天
保
調
な
ど
に
入
り
、
次
に
『
三
傑
集
』
一

部
に
よ
り
や
や
天
明
、
寛
政
を
覗
う
か
がひ
し
も
、
僅
に
蓼
太
の
俗
調
を
称
讃
せ
し
に
過
ぎ
ず
。
漸
く
『
七
部
集
』

（
殊
に
「
猿
蓑
」
）
に
眼
を
開
き
、
始
め
て
元
禄
の
貴
ぶ
べ
き
を
知
れ
り
。
そ
の
後
あ
る
い
は
『 

五 

色 

ご
し
き
ず

墨 み
』
に
擬
し
、
あ
る
い
は
文
化
、
文
政
に
摸
す
る
所
あ
り
し
が
、
終つい
に
蕪
村
に
帰
著
す
。
予
の
進
歩
は

近
時
の
俳
人
の
如
く
一
躍
し
て
堂
に
上
る
が
如
き
快
事
に
遭
遇
せ
ず
、
一
歩
々
々
刻
苦
に
刻
苦
し
て
漸
く

に
進
み
た
る
者
な
れ
ば
、
著
き
変
遷
は
固
よ
り
あ
る
べ
き
は
ず
な
け
れ
ど
、
『
七
部
集
』
を
見
て
言
ふ
べ

か
ら
ざ
る
愉
快
を
感
ぜ
し
時
は
、
始
め
て
夜
の
明
け
た
る
が
如
き
心
地
に
、
大
悟
徹
底
あ
る
い
は
こ
れ
な

ら
ん
か
な
ど
、
い
た
づ
ら
に
思
ひ
驕おご
り
し
事
を
記
憶
す
。
と
に
か
く
予
が
理
窟
を
捨
て
て
自
然
に
入
り
た

る
は
こ
の
時
な
り
。
写
実
的
自
然
は
俳
句
の
大
部
分
に
し
て
、
即
ち
俳
句
の
生
命
な
り
。
こ
の
趣
味
を
解

せ
ず
し
て
俳
句
に
入
ら
ん
と
す
る
は
、
水
を
汲く
ま
ず
し
て
月
を
取
ら
ん
と
す
る
に
同
じ
。
い
よ
い
よ
取
ら

ん
と
し
て
い
よ
い
よ
度
を
失
す
。
月
影
紛
々
終つい
に
完
円
を
見
ず
。
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（
明
治
三
十
二
年
二
月
）
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