
｢瀬
祭
書
屋
俳
話
｣
に
お
け
る

子
規
の
俳
句
理
解
に
つ
い
て

松

田

昌

哉

｢

｢詩
歌
の
起
源
及
び
変
遷
｣
に
お
け
る

俳
句
論
そ
の
も
の
の
挫
折

｢詩
歌
の
起
源
及
び
変
遷
｣
は
､

一
八
九
九

(明
治
二
二
)
年
四
月
三

(-)

日
に
常
盤
会
の
人
々
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
四
六
判

二
二
ペ
ー
ジ
の
小
冊

子

r真
砂
集
｣
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
正
岡
子
規
に
と
っ
て
こ
れ

は
､
初
め
て
印
刷
さ
れ
た
文
芸
評
論
で
あ
り
､
こ
の
中
で
子
規
は
､
か
な

-
ま
と
ま
っ
た
形
で
､
自
分
の
俳
句
論
を
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
そ

こ
で
ま
ず
､
こ
の

｢詩
歌
の
起
源
及
び
変
遷
｣
を
と
り
あ
げ
て
､
｢姫
祭
書

屋
俳
話
｣
へ
と
至
る
子
規
の
問
題
意
識
の
あ
-
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
と
思
う
｡
子
規
は
ま
ず
､
詩
歌
の
起
源
を
ま
だ
文
字
が
な
か
っ
た

｢声

音
｣
の
み
の
時
代
に
設
定
す
る
｡
子
規
に
よ
れ
ば
､
｢声
音
｣
を
結
合
す
る

ハーモ
∴-

と
､
そ
こ
に

｢調
子
｣
が
生
ま
れ
る
｡
そ
し
て

｢此
の
如
-
殆
ど
偶
然
に

出
で
し
調
子
こ
そ
大
方
は
詩
歌
の
始
な
り
し
な
る
べ
し
｣
と
し
､
｢面
白
き

こ
と
感
動
せ
し
こ
と
を
故
ら
に
調
子
よ
-
作
り
､
之
を
歌
ふ
に
至
り
て
始

め
て
真
正
の
詩
歌
と
は
な
り
た
る
な
り
｡｣
と
言
う
｡
こ
の
う
え
で
､
｢文

字
を
以
て
書
き
し
｣
文
章
と
詩
歌
と
を
対
立
さ
せ
'
詩
歌
の
起
源
を
文
章

よ
り
先
に
設
定
す
る
と
い
う
論
理
を
展
開
し
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら
は
､
詩

歌

･
音
声
/
文
章

･
文
字
と
い
う
'
子
規
の
中
で
の
対
応
関
係
が
あ
ら
わ

に
な
っ
て
お
り
､
そ
れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
問
題
と
な
-
う
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
だ
が
､
こ
こ
で
は
む
し
ろ
､
こ
の
後
に
展
開
さ
れ
て
い
る
､
詩

歌
の

｢変
速
｣
に
関
す
る
部
分
に
目
を
向
け
て
み
た
い
と
思
う
｡

子
規
は
ま
ず
､
詩
歌
全
体
の

｢変
遷
｣
を
律
す
る
原
理
を
提
出
し
て
い

る
｡

前
に
述
ぶ
る
が
如
-
初
め
詩
歌
の
世
に
出
づ
る
は
目
前
の
事
の
其

感
情
を
動
か
せ
し
者
を
言
語
に
発
す
る
に
外
な
ら
ね
ば
､
太
古
の
詩

歌
は
文
句
も
平
易
に
感
情
も
単
純
に
､
且
つ
其
材
料
も
己
の
境
遇
よ

り
得
来
-
し
者
な
る
べ
き
は
理
の
然
る
べ
き
所
に
し
て
､
之
を
実
際
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に
徹
し
て
益

-
其
信
な
る
を
知
る
べ
し
｡
(略
)
然
る
に
世
の
進
む
に

つ
れ
智
力
も
発
達
し
感
情
も
高
尚
と
な
る
に
及
ん
で
は
､
目
前
の
あ

-
ふ
れ
た
る
事
を
感
ず
る
に
止
ら
ず
､
目
の
前
に
な
き
事
即
ち
過
去

の
事
を
思
ひ
出
し
､
未
来
の
事
を
想
像
し
､
猶

一
層
発
達
す
れ
ば
能

-
無
形
の
事
を
も
推
知
す
る
に
至
る
も
の
な
れ
ば
､
従
っ
て
詩
歌
の

領
分
も
広
-
な
り
､
材
料
も
面
白
-
な
り
､
終
に
は
長
篇
大
作
巻
を

重
ぬ
る
に
至
れ
り
｡

時
代
が
下
る
に
従
っ
て
､
人
間
の
感
情
が

｢発
達
｣
し
て
複
雑
化
し
､

そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
､
詩
歌
は
長
文
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
､

(2
)

松
井
利
彦
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

｢明
治
初
期
の
､
進
化
論
的
詩
歌
観
｣

と
表
現
で
き
る
発
想
を
､
子
規
も
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
､
こ
の
部
分
か

ら
は
あ
り
あ
り
と
窺
え
る
｡

こ
の
後
中
国
に
お
け
る
漢
詩
や
日
本
に
お
け
る
和
歌
に
関
す
る
検
討
が

続
き
､
よ
-
引
用
さ
れ
る
､
俳
句
と
和
歌
と
の
比
較
に
関
す
る
記
述
が
な

さ
れ
て
い
る
｡
以
下
､
こ
の
部
分
を
取
り
上
げ
､
検
討
し
て
み
る
こ
と
に

す
る
｡

子
規
は
ま
ず
､
｢詩
歌
は
人
間
の
感
情
と
思
想
の
複
雑
と
な
る
に
つ
れ
て

益

-
長
-
も
な
る
べ
き
は
前
に
も
云
ふ
如
き
者
な
る
に
､
漢
詩
は
白
楽
天

の
歌
行
以
後
長
篇
な
-
､
日
本
に
て
も
万
葉
以
後
長
歌
を
作
る
者
稀
な
り
｡｣

と
､
｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
が
､
必
ず
し
も
中
国
や
日
本
の
文
学
史
と

一
敦

し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
そ
の
上
で
､
｢か
の
三
十
余
文
字
の
歌
の

如
き
､
単

一
の
意
な
ら
で
は

一
首
中
に
含
ま
せ
難
さ
は
勿
論
の
事
な
れ
ば
､

今
の
歌
人
も
亦
太
古
の
純
粋
無
味
の
歌
を
以
て
無
上
の
書
き
者
と
恩
へ
る

こ
そ
い
と
も
愚
の
至
り
な
れ
｡｣
と
､
和
歌
と
い
う
､
｢感
情
と
思
想
｣
の

単
純
な
太
古
に
生
ま
れ
た
､
｢単

二

の
意
し
か
含
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
な

い
形
式
に
し
が
み
つ
き
､
｢感
情
と
思
想
の
複
雑
と
な
る
｣
当
代
に
お
い
て

も
'
や
は
り

｢太
古
の
純
粋
無
味
の
歌
｣
を
評
価
す
る
歌
人
を
批
判
す
る
｡

子
規
は
こ
こ
で
､
｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
と
日
本
の
現
状
と
の
間
に
ず
れ
を

感
じ
取
り
つ
つ
も
､
日
本
の
現
状
の
方
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ

の
ず
れ
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
論
理
展
開
に
反
し
て
子
規
は
､
和
歌
に
対
す
る
俳
句
の
優

位
を
主
張
す
る
｡

こ
れ
に
比
べ
な
ば
俳
句
の
方
字
数
少
な
け
れ
ど
も
意
味
深
く
し
て

エコノミー
･オ
フ
･メンタル
･エナIジー

遥
に
面
白
し
｡
こ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
の

心

力

省

減

説

に

よ

り

て

も

知

り
得
べ
き
事
に
て
､
古
池
の
吟
の
僅
々
十
七
字
中
に
深
き
意
味
を
含

み
た
る
は
､
山
鳥
の
尾
の
な
が
-

し
き
文
句
中
に
只

-

一
意
を
現

し
た
る
と
は
其
面
白
さ
如
何
ぞ
や
｡

長
文
化
を
要
求
す
る

｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
を
用
い
て
和
歌
を
否
定
す

る
子
規
の
論
理
の
延
長
に
は
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
俳
句
の
そ
れ
以
上

の
否
定
が
待
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
､
子
規
は
そ
れ
を
回
避
し
､
む
し
ろ
簡

略
化
を
要
求
す
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
文
体
論
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

俳
句
を
優
位
に
お
い
て
お
こ
う
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
論
理
展
開
か
ら
は
､

松
井
氏
の
い
う
よ
う
な
､
｢詩
歌
進
化
論
を
､
自
己
流
に
解
釈
し
､
ス
ペ
ン

サ
ー
の
学
説
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
積
極
的
に
短
詩
を
肯
定
す

(3)

る
｣
と
い
っ
た
態
度
は
取
-
出
し
ょ
う
も
な
い
｡
子
規
の
中
に
は
､
和
歌

よ
り
も
俳
句
が
優
位
に
立
つ
べ
き
だ
と
い
う
確
信
が
既
に
あ
る
も
の
の
､

そ
の
論
証
の
た
め
に
相
反
す
る
志
向
性
を
持
つ
二
つ
の
論
理
を
導
入
し
､
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結
局
そ
の
分
裂
に
よ
っ
て
､
目
的
を
達
成
で
き
ず
に
論
理
的
に
は
破
綻
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
破
綻
は
､
子
規
が
次
の
よ
う
に
語
る
時
､
更

に
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
｡

只
主
情
む
ら
-
は
発
句
も
亦
十
数
字
を
以
て
限
り
と
な
す
者
な
れ

パ1･,ユー丁
ンヨン

ば
､
其
如
何
に
変
化
し
得
ら
る
べ
き
と
す
る
も
､
錯
列
法

の

定
式
に

由
っ
て
対
数
表
を
繰
り
開
け
ば
'
此
言
語
を
以
て
作
-
得
べ
き
俳
句

の
全
数
は
何
首
の
上
に
出
で
ず
と
明
言
す
る
は
最
容
易
の
事
な
り
｡

此
限
あ
る
十
七
字
の
小
天
地
間
に
は
吾
人
の
無
数
の
感
情
を
写
し
壷

す
だ
に
い
と
難
し
き
に
､
ま
し
て
吾
人
の
感
情
思
想
は
発
達
す
る
に

従
ひ
て
益

～
こ
み
い
る
こ
と
は
屡
～
説
き
し
如
-
な
れ
ば
､
到
底
俳

句
を
以
て
完
全
な
る
詩
歌
と
な
す
に
足
ら
ざ
る
な
-
0

子
規
は
､
蔽

押

離

〕

と
い
う
､
お
も
に
俳
句
の
音
数
に
お
け
る
限
界
に

着
目
し
た
発
想
を
通
し
て
､
俳
句
否
定
の
方
向
へ
と
引
き
戻
さ
れ
て
い
-
0

し
か
し
､
そ
の
至
り
つ
く
先
は
､
俳
句
は
､
複
雑
化
し
て
い
-

｢吾
人
の

感
情
｣
を
表
現
で
き
な
い
､
即
ち

｢完
全
な
る
詩
歌
と
な
す
に
足
ら
ざ
る

な
り
｡｣
と
い
う
､
｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
に
基
づ
-
俳
句
否
定
な
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
そ
の
結
果
､
｢我
国
の
歌
は
古
よ
-
変
遷
な
し
と
謂
ふ
て
可
な

り
｡
若
し
之
れ
有
り
と
謂
は
ゞ

悪
き
方
に
変
り
た
る
な
り
｡｣
と
俳
句
は
和

歌
と
同
列
､
ま
た
は
そ
れ
以
下
の
地
位
へ
と
転
落
さ
せ
ら
れ
て
い
-
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
｡

｢詩
歌
の
起
源
及
び
変
遷
｣
に
見
ら
れ
る
､
こ
の
よ
う
な
論
理
展
開
と

そ
の
破
綻
か
ら
汲
み
出
せ
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
､
そ
れ
は
ま
ず
第

一

に
'
こ
の
時
期
の
子
規
が
､
｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
に
脅
迫
的
な
ま
で
に
つ

き
ま
と
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
実
際
に
は
子
規
は
､
｢進
化
論

的
詩
歌
観
｣
が
､
日
本
の
詩
歌
の
現
状
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
っ

て
い
る
｡
ま
た
､
｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
を
主
張
す
る
者
達
の
間
で
､
お
手

本
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
西
洋
の
韻
文
と
､
日
本
の
詩
歌
と
の
間

に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
お
り
'
日
本
の
詩
歌
は
西
洋

の
韻
文
の
よ
う
に
押
韻
を
行
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
､
押
韻
を
徹
底
し
ょ

う
と
し
た
ら
､
｢先
づ
今
の
言
語
の
組
立
を
改
め
､
テ
ニ
ハ
の
類
を
追
ひ
払

ふ
事
を
企
て
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
｡｣
と
､
言
語
そ
の
も
の
の
変
更
が
必

要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
も
､
｢進
化
論

的
詩
歌
観
｣
は
､
子
規
の
思
考
形
式
に
根
づ
い
て
い
て
､
そ
れ
に
よ
っ
て

俳
句
を
も
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
､
こ
こ
に
は
'
進
化
論

と
い
う
思
想
が
､
当
時
の
知
識
人
に
与
え
た
影
響
の
強
力
さ
の
一
例
を
見

(4)

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

だ
が

一
方
､
｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
の
持
つ
論
理
的
整
合
性
と
､
同
時
代

に
お
け
る
あ
る
程
度
の
普
遍
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
子
規
が
抱
え
て
い
る

問
題
意
識
が
､
解
決
さ
れ
て
い
な
い
の
も
確
か
で
あ
ろ
う
｡
子
規
が
俳
句

に
与
え
て
い
る
評
価
の
高
さ
は
､
結
局

｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
で
は
論
理

化
で
き
ず
､
そ
の
外
側
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
し
て

｢詩
歌
の
起

源
及
び
変
遷
｣
を
子
規
に
書
か
せ
て
い
る
原
動
力
は
､
当
然
の
こ
と
な
が

ら

｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
で
は
な
-
､
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
て
し
ま
う

俳
句
に
対
す
る
親
近
感
の
方
な
の
で
あ
る
｡
子
規
は
そ
こ
で
､
俳
句
に
積

極
的
な
評
価
を
下
す
た
め
に
､
ス
ペ
ン
サ
ー
の
文
体
論
を
導
入
す
る
｡
し

か
し
､
そ
れ
は
簡
単
に

｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
の
中
に
回
収
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
現
象
は
､
子
規
が
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
､

俳
句
に
対
す
る
強
い
関
心
を
裏
書
き
す
る
た
め
に
､
ス
ペ
ン
サ
ー
の
理
論
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が
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
､
｢詩
歌
の
起
源
及
び
変
遷
｣
が
､
実
は
､

俳
句
の
評
価
や
意
義
づ
け
を
巡
る
議
論
を
志
向
し
つ
つ
､
そ
れ
に
挫
折
し

て
い
-
過
程
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
-
の
で
あ
る
｡
｢進
化
論
的
詩
歌

観
｣
で
あ
れ
､
ス
ペ
ン
サ
ー
の
文
体
論
で
あ
れ
､
ま
た
蘇

卵

離

〕

に
よ

る
限
界
論
で
あ
れ
､
そ
れ
ら
は
､

1
般
論
､
概
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
元

に
､
俳
句
形
式
の
音
数
に
お
け
る
短
さ
と
い
う
特
徴
を
､
そ
れ
ら
の
理
論

に
は
め
込
ん
で
い
-
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
俳
句
形
式
の
側
か
ら
い
え

ば
､
そ
の
形
式
が
ど
の
よ
う
な
要
請
の
も
と
に
発
生
し
､
存
在
し
て
い
る

の
か
､
ま
た
､
そ
の
形
式
が
他
ジ
ャ
ン
ル
と
の
比
較
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
違
い
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
､
俳
句
形
式
の
持
つ
独
自
性
な
ど

は
無
視
さ
れ
た
上
で
､
そ
の
短
さ
の
み
を
通
し
て
適
用
で
き
る
'
外
在
的

な
理
論
に
よ
っ
て
解
釈
を
受
け
て
い
る
と
い
う
状
況
が
現
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
い
わ
ば
､
俳
句
形
式
の
短
さ
と
い
う
命
題
を
舞
台
と
し
て
､
｢進

化
論
的
詩
歌
観
｣
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
文
体
論
と
い
う
､
俳
句
の
独
自
性
を

問
題
に
し
な
-
て
も
展
開
で
き
る
よ
う
な
､
二
つ
の
理
論
に
基
づ
-
思
考

の
綱
引
き
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
､
こ
の
思
考
の
過
程
が
､
｢詩
歌
の

起
源
及
び
変
遷
｣
の
論
理
展
開
を
作
り
上
げ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
､

こ
の
よ
う
な
思
考
過
程
に
お
い
て
､
歴
史
的
叙
述
に
よ
る
説
得
性
と
､
同

時
代
に
お
け
る
あ
る
程
度
の
普
遍
性
を
保
持
し
て
い
る

｢進
化
論
的
詩
歌

観
｣
の
方
が
勝
利
を
お
さ
め
る
の
は
､
あ
な
が
ち
疑
問
視
さ
れ
る
よ
う
な

こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

括
弧習

ま
と
め
て
み
れ
ば
､
｢詩
歌
の
起
源
及
び
変
遷
｣
は
､
子
規
が
高

い
評
価
を
与
え
､
親
近
感
を
感
じ
て
い
る
､
俳
句
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
意

図
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
､
独
自
性
を
踏
ま
え
た
上
で
の
俳
句
の
対
象
化
に

失
敗
し
て
し
ま
っ
た
､
と
い
う
事
実
を
示
す
評
論
に
は
か
な
ら
な
い
の
で

あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
､
こ
の
評
論
に
お
い
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
混

乱
は
､
子
規
に
と
っ
て
自
明
の
存
在
で
あ
っ
た
俳
句
と
い
う
も
の
を
､
意

識
化

･
対
象
化
す
る
と
き
に
生
ま
れ
た
困
難
が
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
｡
以
上
の
よ
う
に
､
こ
の
時
期
の
子
規
に
と
っ
て

欠
け
て
い
た
の
は
､
俳
句
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
や
､
他
ジ
ャ
ン
ル
と
の

差
異
と
い
っ
た
､
俳
句
の
独
自
性
を
設
定
す
る
､
俳
句
を
語
る
た
め
の
枠

組
み
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
し
て
､
俳
句
の
定
義
を
ど

う
設
定
す
る
か
は
'
子
規
が
こ
れ
以
後
､
俳
句
を
扱
っ
て
い
-
際
の
問
題

意
識
の
あ
り
か
た
と
､
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ

う
な
作
業
を
か
な
-
ま
と
ま
っ
た
形
で
試
み
た
の
が
､
｢瀬
祭
書
屋
俳
話
｣

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
論
の
目
的
は
､
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
い
て
､
｢瀬
祭
書
屋
俳
論
｣

を
､
子
規
が
'
独
自
の
観
点
か
ら
俳
句
を
と
ら
え
､
俳
句
を
論
ず
る
こ
と

に
成
功
し
た
､
最
初
の
評
論
で
あ
る
と
位
置
づ
け
'
そ
の
俳
句
理
解
の
あ

(6)

り
方
を
取
-
出
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
｡

二
㌧
｢琳
禁
書
屋
俳
話
｣
に
お
け
る
子
規
の
自
己
規
定

｢親
祭
書
屋
俳
話
｣
は
､
新
聞

r日
本
｣
に
､

一
八
九
二

(明
治
二
五
)

年
六
月
二
六
日
か
ら

一
〇
月
二
〇
日
ま
で
の
間
､
三
八
回
の
長
き
に
わ
た

っ
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
俳
論
は
､
後
に

｢瀬
祭
書
屋
俳
話
し

と
し
て
､

一
八
九
三

(明
治
二
六
)
年
五
月
二
十

一
日
'
日
本
新
聞
社
か

ら
刊
行
さ
れ
た
｡
こ
の
際
､
子
規
は
､
加
筆
修
正
し
て
､
連
載
当
時
の
各
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章
を
い
れ
か
え
､
｢俳
譜
史
､
俳
藩
論
､
俳
人
俳
句
､
俳
書
批
評
｣
(｢親
祭

番
屋
俳
話

小
序
｣
､
明
治
二
五
年

一
〇
月
二
四
日
の
日
付
有
-
)
の
順
に

整
理
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､

一
八
九
五

(明
治
二
八
)
年
九
月
五
日
､
r増

補
再
版

槻
祭
書
崖
俳
話
l
と
し
て
､
｢芭
蕉
雑
談
｣
(
一
八
九
二
二
明
治

二
六
】
年

二

月
～
一
八
九
四

【明
治
二
七
】
年

一
月
)
等
と
共
に
､
再

版
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
作
品
を
連
載
順
に
読
ん
で
い
っ
た
と
き
の
印
象
は
､

ま
さ
に

｢俳
句
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
を
し
ば
ら
-
書
き
続
け
る
つ

も
り
で
始
め
た
と
こ
ろ
､
好
評
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
､
子
規
の
な
か
に
も

お
の
ず
か
ら
せ
き
を
切
っ
て
あ
ふ
れ
て
-
る
も
の
が
あ
っ
て
'
俳
句
に
つ

い
て
の
お
の
れ
の
考
え
を
本
格
的
に
述
べ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

(7)

た
の
だ
ろ
う
｡｣
と
い
う
粟
津
則
雄
氏
の
指
摘
そ
の
ま
ま
の
も
の
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
た
｡
し
か
し
同
時
に
､
子
規
が

｢俳
句
に
つ
い
て
の
お
の
れ
の

考
え
を
本
格
的
に
述
べ
て
み
よ
う
｣
と
し
始
め
る
､
｢俳
譜
と
い
ふ
名
稀
｣

(第

一
〇
回
)
､
｢連
歌
と
俳
譜
｣
(第
九
回
)
と
い
っ
た
章
段
以
前
に
も
､

す
で
に
子
規
の
俳
譜
に
対
す
る
評
価
の
あ
り
よ
う
を
見
出
す
こ
と
の
で
き

る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
子
規
は
'
第
三
回
の

｢嵐
雪
の
古
調
｣
の
中
に
お
い
て
､
次

の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
｡

又
同
人

(注

･
松
田
､
嵐
雪
の
こ
と
)
の
句
に

行
燈
を
月
の
夜
に
せ
ん
ほ
と
､
ぎ
す

と
い
ふ
は
世
の
中
へ
知
れ
渡
り
た
る
も
の
な
る
が
こ
は
万
葉
集
に
あ

る
家
持
のほ

と

と

ぎ

す

こ

ゆ

な

き

わ

た

れ

と

も

し

ぴ

を

保

等

登

芸

須

許

欲

奈

棋

和

多

礼

登

毛

之

備

平

取
如
凱
軌
か
酔
掛
軒
掛
和
知
か
知
和

と
い
へ
る
歌
を
そ
の
ま

､
俗
訳
せ
し
も
の
に
し
て
余
り
珍
重
す
べ
き

も
の
と
も
思
ほ
れ
ず
｡
さ
れ
ど
俳
家
者
流
の
宗
匠
及
ひ
其
の
門
弟
等

は
骨
学
間
浅
薄
な
る
者
の
み
多
か
れ
ば
さ
る
こ
と
の
あ
り
と
も
知
ら

ず
｡
よ
し
之
れ
を
知
る
者
あ
れ
ば
却
っ
て
そ
を
賞
講
し
て
古
歌
に
ち

な
み
た
る
名
句
な
り
な
ど

二
石
ふ
こ
と
恰
も
今
日
の
平
凡
学
者
が
こ

は
欧
州
の
学
者
某
の
説
な
り
と
い
は
ゞ

尤
も
書
き
謹
論
な
り
と
恩
へ

る
が
如
し
｡
げ
に
も
片
腹
い
た
き
こ
と
ぞ
か
し
｡
余
は
此
の
嵐
雪
の

句
よ
り
も蝋

燭
の
ひ
か
り
に
-
L
や
郭
公

捷
灯
の
空
に
詮
な
し
郭
公

な
ど
と
い
ふ
旬
の
同
じ
意
な
が
ら
古
歌
を
翻
案
し
た
る
こ
そ
い
と
妙

な
れ
と
思
ふ
な
り
｡

こ
こ
で
子
規
は
､
か
つ
て
の
自
分
の
よ
う
に
､
西
洋
の
理
論
を
無
批
判

に
持
ち
込
む
こ
と
で
解
決
を
は
か
ろ
う
と
す
る

｢平
凡
学
者
｣
を
厳
し
-

批
判
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
こ
の
時
点
に
お
い
て
子
規
は
､
坪
内
稔
典
氏

の
言
う
､
｢｢西
洋
J
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
も
の
を
承
認
す
る
と
い
う
当
時

(8
)

の
流
行
的
な
思
惟
の
か
た
ち
｣
か
ら
距
離
を
お
い
た
立
場
に
立
っ
て
､
俳

語
を
把
撞
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
､
日
本
の
伝

統
的
な
文
学
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
お
い
て
'
無
批
判

に
俳
譜
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
肯
定
す
る
態
度
で
も
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
発

想
は
､
は
る
か
過
去
に
美
的
な
も
の
と
し
て
の
評
価
が
定
ま
り
､
長
い
時

間
の
中
で
美
意
識
の
規
範
と
し
て
強
化
さ
れ
て
き
た
､
和
歌
的
な
世
界
を

基
準
に
'
嵐
雪
の
旬
を
評
価
し
て
し
ま
う
宗
匠
達
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
｡
む
し
ろ
子
規
は
､
旬
と
し
て
の
完
成
度
の
前
に
､
魅
入
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や
杉
風
の
句
の
持
つ
､
和
歌
的
な
美
意
識
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
､
家
持
の
和

歌
と
は
別
の
世
界
を
作
ろ
う
と
す
る
発
想
を
評
価
し
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
､

子
規
の
､
和
歌
と
は
違
っ
た
価
値
観
､
違
っ
た
表
現
を
持
っ
た
ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
､
俳
語
を
考
え
た
い
と
い
う
志
向
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
'
｢平
凡
学
者
｣
と
も
宗
匠

と
も
違
っ
て
い
る
子
規
自
身
の
位
置
づ
け
は
､
連
載
第
九
回
以
降
に
お
い

て
は
､
｢俳
静
に
詳
し
い

r俳
語
社
会
｣
の
局
外
者
｣
と
い
う
自
己
規
定
と

し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
｡

子
規
は

｢俳
許
と
い
う
名
稀
｣
の
章
段
で
､
俳
許
の
定
義
を
語
り
つ
つ
､

巧
妙
に
自
身
の
位
置
を
決
定
し
て
い
-
｡
ま
ず
子
規
は
､
｢俳
譜
と
い
ふ
語

は
其
道
に
入
り
た
る
も
の
ゝ
平
生
言
ふ
意
義
と

一
般
の
世
人
が
学
問
的
に

解
釈
す
る
意
義
と
相
異
な
る
が
如
し
｡｣
と
し
て
､
俳
譜
の

｢其
道
に
入
り

た
る
も
の
､
平
生
言
ふ
意
義
｣
を
説
明
し
て
い
-
｡
こ
の
点
に
お
い
て
､

子
規
は
､
｢
一
般
の
世
人
｣
に
対
し
､
俳
譜
に
つ
い
て
啓
蒙
す
る

｢其
道
｣

に
詳
し
い
権
威
者
と
し
て
､
自
身
の
立
場
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
､
こ
の
章
段
の
最
後
に
お
い
て
子
規
は
､
自
身
の
こ
と
を
､
｢余
は

世
上
の
俳
許
仲
間
に
交
は
り
し
こ
と
な
け
れ
ば
｣
と
､
｢俳
譜
社
会
｣
の
外

側
に
お
-
の
で
あ
る
｡

こ
の
発
言
が
現
実
と
は
違
っ
て
お
り
､
子
規
自
身
が
､
実
は
こ
の
時
期

に
も
う
､
｢俳
許
社
会
｣
の
住
人
連
､
勿
論
宗
匠
達
と
も
交
友
を
深
め
て
い

た
こ
と
は
､
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
､
こ
の
発
言
が

｢対
外

(q〉)

的
｣
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
論
を
待
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
実
際
､

｢瀬
祭
書
屋
俳
話
｣
を
発
表
し
た
当
時
の
子
規
は
､
｢俳
譜
社
会
｣
の
中
で

は
ま
だ
末
席
を
占
め
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
し
､
豊
か
な
知
識
に
裏
付
け
ら

れ
た
俳
語
の
専
門
家
達
を
も
読
者
と
し
て
意
識
す
る
と
き
､
そ
こ
か
ら
受

け
る
潜
在
的
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
､
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
か
ら
だ
｡
し
か
し
､
例
え
ば
､
｢発
句
作
法
指
南
の
評
｣
の
章
段
に
お
け

る
､
｢蓋
し
今
日
の
如
-
腐
敗
し
毒
せ
る
併
評
者
流
の
中
よ
り
此

1
人
現
れ

出
で
ゝ
同
学
者
の
汚
点
と
浅
識
と
を
指
摘
し
た
る
の
勇
気
と
見
識
と
は
局

外
者
の
万
言
を
吸
々
す
る
に
勝
り
て
愉
快
な
る
を
覚
ゆ
る
な
り
｣
と
い
っ

た
評
言
を
見
て
み
る
と
､
こ
の
､
自
身
を

｢俳
静
社
会
｣
の

｢局
外
者
｣

に
置
く
と
い
う
態
度
は
､

一
時
的
な
言
い
訳
の
み
に
終
始
す
る
の
で
は
な

く
'
そ
れ
な
り
に
一
貫
性
の
あ
る
､
俳
許
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
表
れ

の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡

つ
ま
り
､
こ
の

｢俳
譜
に
詳
し
い

r俳
許
社
会
L
の
局
外
者
｣
と
い
う

子
規
の
自
己
規
定
は
､
子
規
自
身
が
あ
ら
た
め
て
も
う

1
度
､
俳
静
と
い

う
も
の
を
意
識
化
し
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
｡
俳
語
と
い
う
も
の
が
､
ご
-
自
明
な
生
活
文
化
の
一
部

と
な
っ
て
い
る

｢俳
語
社
会
｣
の
外
側
に
立
ち
つ
つ
､
俳
静
と
い
う
も
の

を
研
究
し
て
み
よ
う
と
す
る
態
度
､
そ
れ
は
俳
静
と
い
う
も
の
を
､
も
う

1
度
意
識
的
に
､
独
自
の
視
点
か
ら
把
握
し
直
そ
う
と
す
る
態
度
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
｡

で
は
そ
の
独
自
な
視
点
と
い
う
も
の
が
'
ど
の
よ
う
に
求
め
ら
れ
､
そ

し
て
自
明
な
も
の
で
あ
っ
た
俳
静
と
い
う
も
の
が
､
ど
う
意
識
化
さ
れ
て

い
る
の
か
｡
そ
の
指
針
が
､
｢延
宝
天
和
貞
享
の
俳
風
｣
(第

二

回
)
に

お
い
て
､
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
っ
て
表
れ
て
い
る
｡
子
規
は
こ

の
章
段
に
お
い
て
､
明
治
の
現
在
と
､
元
禄
時
代
と
を
重
ね
て
､
次
の
よ

う
に
総
括
し
て
い
る
｡

明
治
の
大
改
革
あ
り
て
よ
り
文
学
も
亦
過
劇
の
変
遷
を
生
じ
翻
訳
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文
､
新
体
詩
､
言
文

1
敦
等
の
諸
体
を
唱
ふ
る
も
の
あ
り
て
大
に
文

学
界
を
騒
が
し
共
棲
世
人
を
し
て
其
帰
着
す
る
所
を
知
ら
ず
責
に
多

岐
亡
羊
の
感
を
起
き
し
む
る
に
至
れ
り
｡
然
れ
ど
も
天
下
の
大
勢
よ

り
観
察
し
来
れ
ば
是
等
も
亦
文
学
進
歩
の
一
段
落
に
過
ぎ
ず
し
て
後

来
大
文
学
者
と
し
て
現
出
す
る
者
は
必
ず
古
文
学
の
粋
を
抜
き
併
せ

て
今
日
の
新
文
学
の
長
所
を
も
採
取
す
る
者
な
る
べ
-
而
し
て
是
等

は
皆
元
禄
時
代
に
俳
譜
の
変
遷
し
た
る
と
同
じ
こ
と
な
ら
ん
と
思
は

る
ゝ

な
り
｡

こ
の
部
分
に
つ
い
て
粟
津
氏
は
､
こ
の
言
葉
が

｢子
規
の
批
評
眼
の
健

康
と
正
確
と
を
お
の
ず
か
ら
示
し
て
い
る
｣
も
の
だ
と
し
て
'
次
の
よ
う

な
指
摘
を
し
て
い
る
｡

彼
に
と
っ
て
元
禄
時
代
は
､
同
時
代
の
混
乱
と
対
照
的
な
安
定
を

示
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
同
時
代
の
混
乱
に

村
す
る
生
き
生
き
と
し
た
反
応
そ
の
も
の
が
､
彼
に
､
元
禄
時
代
を
､

す
で
に
過
ぎ
去
っ
た

1
時
代
と
し
て
で
は
な
-
､
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱

を
は
ら
ん
だ
同
時
代
的
な
も
の
と
し
て
再
発
見
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
｡

そ
し
て
､
ま
さ
し
-
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢古
文
学
の
粋
を
抜
き
併
せ
て
今

日
の
新
文
学
の
長
所
を
も
採
取
す
る
｣
と
い
っ
た
､
ひ
と
つ
ま
ち
が

え
ば
あ
い
ま
い
な
折
衷
主
義
に
堕
し
か
ね
ぬ
言
い
ま
わ
し
が
'
鋭
い

(柑)

批
評
的
照
明
力
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
｡

子
規
に
と
っ
て
'
元
禄
時
代
と
は
､
明
治
時
代
の
混
乱
状
況
の
モ
デ
ル

的
な
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
た
､
と
粟
津
氏
は
言
う
｡
で
は
､
そ
の
よ
う

な
意
識
の
も
と
に
俳
語
の
成
立
史
を
語
る
と
は
､
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
｡
そ
う
考
え
る
と
き
'
｢古
文
学
の
粋
を
抜
き
併
せ
て
今
日
の
新
文

学
の
長
所
を
も
採
取
す
る
者
｣
と
い
う
言
葉
が
､
｢是
等
は
管
元
禄
時
代
に

俳
譜
の
変
遷
し
た
る
と
同
じ
こ
と
な
ら
ん
と
思
は
る
ゝ
な
り
｡｣
と
い
う
言

葉
が
､
意
味
深
-
早
見
て
-
る
｡
｢瀬
祭
書
屋
俳
話
｣
に
お
い
て
､
俳
静
の

成
立
過
程
は
､
連
歌
と
い
う

｢古
文
学
｣
を
母
胎
と
し
な
が
ら
､
｢今
日
の

新
文
学
｣
の
要
請
に
従
っ
た
新
し
い
表
現
を
生
み
出
し
て
い
-
'
創
造
的

な
過
程
の
モ
デ
ル
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
創
造
過
程
こ
そ
､
今
現
在
の
子
規
自
身
に
お
い
て
も
､
問
題
と
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
過
去
に
お
い
て
な
さ
れ
た
､
新
し
い

表
現
の
創
造
過
程
と
し
て
､
俳
静
の
成
立
を
読
む
と
い
う
行
為
が
､
そ
の

ま
ま
現
在
の
自
分
の
創
造
行
為
の
モ
デ
ル
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
い
く
｡

｢瀬
祭
書
屋
俳
話
｣
の
持
つ
意
味
を
､
そ
の
よ
う
な
子
規
の
と
っ
た
､
俳
譜

に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
あ
り
方
に
見
る
こ
と
は
､
不
可
能
な
こ
と
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
｡

で
は
､
子
規
は
､
｢瀬
祭
書
屋
俳
話
｣
に
お
い
て
､
俳
譜
が
連
歌
に
対
し

て
持
っ
た
新
し
さ
を
､
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
｡
俳
譜
の
成
立
は
､
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
創
造
的
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
｡

lll､
｢解
禁
書
屋
俳
話
｣
に
お
け
る
俳
句
理
解

連
載
第
六
回
に
あ
た
る

｢女
流
と
俳
譜
｣
の
中
に
お
い
て
子
規
は
､
女

性
は
和
歌
を
作
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
に
対
し
て
､
和
歌
で
使
用

す
る
言
葉
は
､
現
在
使
用
し
て
い
る
言
葉
と
の
間
に
隔
た
り
が
あ
り
､
使
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い
こ
な
す
た
め
に
か
な
り
の
教
養
を
必
要
と
す
る
と
反
論
し
た
上
で
､
｢且

や
古
今
の
相
違
は
言
語
の
上
の
み
に
あ
ら
ず
生
活
の
方
法
眼
前
の
景
物
ま

で
壷
-
変
り
は
て
た
れ
ば
日
常
の
事
又
は
そ
れ
よ
り
起
る
連
想
の
た
ぐ
ひ

も
古
人
の
窺
ひ
得
さ
る
所
多
し
｡
而
し
て
そ
を
詠
み
出
で
ん
と
す
る
に
は

是
非
と
も
今
日
の
俗
語
を
用
ひ
ざ
る
べ
か
ら
ず
｡｣
と
指
摘
す
る
｡
い
わ
ば

和
歌
に
お
け
る
雅
語
が
､
現
実
を
反
映
す
る
力
が
な
い
と
い
う
指
摘
な
の

で
あ
る
が
､
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
､
既
に

｢詩
歌
の
起
源
及
び
変
遷
｣

に
お
い
て
も
提
出
さ
れ
て
い
る
｡

日
本
語
は
二
千
余
年
の
昔
よ
り
今
日
に
至
る
迄
､
時
の
長
き
ば
か

り
に
て
も
遷
り
変
る
は
尤
の
事
な
る
が
､
ま
し
て
中
古
漢
学
の
入
-

来
り
て
よ
り
上
等
社
会
は
皆
之
を
用
ふ
る
こ
と
を
務
め
､
従
っ
て

上
下
の
言
語
は
自
ら
懸
隔
を
生
じ
､
其
後
封
建
政
体
の
為
に
国
々
に

特
異
の
方
言
を
さ
へ
生
ず
る
事
移
し
-
､
明
治
以
来
は
洋
楽
の
為
に

亦
多
-
の
変
化
を
受
け
た
り
｡
然
る
に
今
の
歌
人
は
成
る
べ
く
古
昔

の
倭
語
を
用
ゐ
て
之
を
雅
言
と
稀
し
､
其
他
の
言
葉
を
俗
言
と
稀
し

て
之
を
斥
-
る
を
以
て
､
昔
は
木
樵
山
が
つ
よ
-
み
る
め
刈
る
海
人

早
苗
を
植
う
る
嬢
の
女
さ
へ
よ
み
得
し
歌
も
､
今
は
雲
の
上
人
か
､

さ
な
-
と
も
朝
夕
古
書
に
目
を
晒
す
和
学
者
な
ら
で
は
よ
み
得
ぬ
様

に
な
れ
り
｡
唯
も
俳
句
に
は
言
語
の
限
り
広
き
故
､
昔
よ
り
俗
人
に

て
も
之
を
弄
ぶ
者
少
か
ら
ず
｡

子
規
は
階
層
化
し
'
分
化
し
た
明
治
の
言
語
状
況
を
鋭
-
指
摘
し
た
上

で
､
雅
語
の
み
を
使
用
す
る
和
歌
を
作
っ
て
い
る
の
は
､
明
治
の
言
語
状

況
に
背
を
向
け
た

｢雲
の
上
人
｣
か
､
｢朝
夕
古
書
に
日
を
晒
す
和
学
者
｣

の
み
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
の
上
で
､
｢言
葉
の
限
り
広
き
故
｣
に
､
俳
許
を

高
-
評
価
し
て
み
せ
る
の
で
あ
り
'
子
規
は
こ
こ
で
､
俳
許
の
持
つ
､
多

様
な
言
葉
を
取
り
込
む
機
能
に
着
目
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
以

上
の
よ
う
な
､
同
時
代
の
言
語
的
な
現
実
を
反
映
す
る
た
め
の
､
多
様
な

言
葉
の
取
り
込
み
を
可
能
に
す
る
形
式
､
と
し
て
俳
許
を
定
義
し
得
た
と

い
う
点
に
お
い
て
､
｢詩
歌
の
起
源
及
び
変
遷
｣
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
､
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
俳
静
の
把
握
が
､
本
格
的
に
な
さ
れ
た
と

(〓)

い
J呈
ロだ
お
い
て
､
｢瀬
葉
書
屋
俳
話
｣
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
の
で
あ
る
｡

子
規
は

｢連
歌
と
俳
譜
｣
の
章
段
で
'
連
歌
に
つ
い
て

｢上
代
の
言
語

を
以
て
上
代
の
思
想
を
叙
す
る
に
止
ま
れ
ば
其
文
学
と
し
て
読
者
を
感
ぜ

し
む
る
の
度
は
在
来
の
和
歌
に
比
し
て
却
て
之
に
劣
る
も
の
と
い
ふ
べ

し
｡｣
と
指
摘
す
る
｡
引
用
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
子
規
は
こ
の
評
論
で
､

連
歌

･
俳
語
の
歴
史
を
､
｢言
語
｣
と

｢思
想
｣
･
｢趣
向
｣
の
関
連
と
し

て
解
釈
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
｡

例
え
ば
､
子
規
は
､
｢新
題
目
｣
の
章
段
に
お
い
て
､
明
治
の

｢新
観
念
｣

を
俳
静
の
中
に
取
り
込
め
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
れ

は
､
｢此
新
題
目
此
新
観
念
｣
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
､
｢新
選
日
新

言
語
｣
の
問
題
へ
と
発
展
す
る
｡
そ
し
て
､
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
は
子
規

に
と
っ
て
､
｢蒸
気
機
関
な
る
語
｣
｢選
挙
競
争
懲
戒
裁
判
等
の
言
語
｣
と

い
っ
た
､
具
体
的
な
言
葉
の
問
題
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
｢瀬
無
音

屋
俳
話
｣
に
関
す
る
限
り
､
｢言
語
｣
と

｢思
想
｣
と
は
'
切
り
離
せ
な
い

～_/)

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
た
め
､
連
歌
に
お
け
る

｢上
代
の
言
語
｣
と
い
う
制
約
は
そ
の
ま

ま
､
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る

｢思
想
｣
の
世
界
も
､
｢上
代
｣
の
領
域

に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
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こ
の
よ
う
な
閉
塞
状
況
を
打
開
す
る
も
の
と
し
て
俳
静
を
考
え
る
と
す
れ

ば
､
俳
語
は
､
言
葉
を
巡
る
問
題
と
関
連
す
る
形
で
意
義
づ
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
､
必
然
的
に
､
｢上
代
と
異
な
-
た
る
通
俗
の
言
語
又
は
文
法
を

用
ひ
し
も
の
｣
と
､
｢俳
譜
と
い
ふ
名
稗
｣
の
章
段
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

｢足
利
時
代
よ
り
元
禄
に
至
る
発
句
｣
の
章
段
に
お
い
て
子
規
は
､
貞

門
俳
譜
や
談
林
俳
譜
の
滑
稽
か
ら
､
詩
的
世
界
を
内
蔵
し
た
俳
譜
へ
の
移

行
の
一
契
機
と
し
て
､
其
角
の
存
在
を
評
価
し
て
い
る
｡
ま
ず
､
子
規
の

其
角
に
対
す
る
評
言
を
引
用
し
て
み
る
事
に
す
る
｡

天
下
稗

-
壇
林
の
俗
風
に
厭
-
に
際
し
て
機
敏
桐
眼
の
一
俳
人
宝

井
其
角
は
別
に

一
新
体
を
創
し
て
世
人
を
驚
か
さ
ん
と
企
て
た
-
0

然
れ
と
も
俗
語
を
用
ひ
て
俗
客
の
1
笑
を
買
ふ
が
如
き
は
則
ち
前
車

の
覆
轍
を
踏
む
に
等
-
し
て
到
底
之
れ
を
倣
ふ
べ
か
ら
ず
｡
さ
-
と

また

て
和
歌
的
連
歌
の
句
法
を
学
ぶ
は
陳
腐
に
し
て
復

一
個
の
新
題
目
を

加
へ
1
種
の
新
思
想
を
叙
述
す
る
に
地
な
し
.
是
に
於
て
其
角
は
之

を
漠
土
の
詩
に
求
め
て
始
め
て
一
種
の
新
体
を
成
せ
り
｡

俳
欝
を
支
え
る
言
葉
は
､
｢俗
客
の
一
笑
を
買
ふ
｣
俗
語
と
､
相
変
わ
ら

ず
権
威
化

･
固
定
化
し
た
美
的
規
範
を
再
生
産
し
続
け
る

｢和
歌
的
連
歌

の
句
法
｣
の
二
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
､
両
者
は
機
能
上
の
棲
み
分
け
を
し
つ

つ
あ
っ
た
の
だ
と
､
子
規
は
指
摘
す
る
｡
そ
こ
に
其
角
が
､
連
歌

･
俳
譜

の
系
列
と
は
異
質
な
詩
的
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
､
漢
詩
の
言
葉
を
取
り
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
1
種
の
新
体
｣
を
創
遺
し
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
､
｢新
題
目
｣
､
｢新
思
想
｣
を
作
り
出
す

｢地
｣
と

し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
｡
こ
こ
で
も
子
規
は
､
｢言
語
｣
と

そ
の
運
営
の
あ
り
方
を
､
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
-

｢思
想
｣
と
､

表
裏

1
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
｡

そよ

こ
こ
で
､
子
規
が
其
角
の
例
句
と
し
て
挙
げ
て
い
る
､
｢鐘
カ
ン
く

尊

ヤ破
時
鳥
草
の
戸
に
｣
と
い
う
旬
を
問
題
と
し
て
み
よ
う
｡
こ
の
句
を
単
純

に
句
解
し
て
し
ま
え
ば
､
｢か
ん
か
ん
と
た
た
き
鉦
の
音
が
す
る
｡
あ
あ
､

あ
れ
は
き
っ
と
'
世
を
捨
て
た
誰
か
が
､
そ
の
庵
に
ホ
-
-
ギ
ス
の
声
を

聞
き
､
自
分
の
現
在
の
俺
び
し
き
を
か
み
し
め
つ
つ
､
読
経
を
し
て
鉦
を

鳴
ら
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡｣
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
な
ろ
う
か
｡
こ
の
句

の
面
白
さ
は
､
た
た
き
鉦
の
音
と
い
う
日
常
的
な
事
象
か
ら
､
ホ
ト
ト
ギ

ス
の
声
を
聞
-
世
捨
て
人
と
い
う
辞
中
の
人
物
へ
と
､
空
想
を
飛
躍
さ
せ

て
い
る
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
の
飛
躍

の
大
き
さ
は
､
｢鐘
か
ん
-

｣
と
い
う
､
口
語
的

･
俗
語
的
な
言
い
回
し

そ
よ
ヤ

か
ら
'
｢
驚

破

～
｣
と
い
う
､
連
歌

･
俳
譜
の
系
列
と
は
異
質
な
言
葉
の
運

用
法
で
あ
り
な
が
ら
､
同
時
に
詩
的
な
表
現
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
､

漢
詩
的
な
言
い
回
し
の
導
入
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
勿
論
､
こ
れ
は
俳
句
が
漢
詩
化
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
｢鐘
か
ん
-

｣
と
い
う
俗
語
的

言
い
回
し
に
始
ま
る
こ
の
句
は
､
い
わ
ば
日
常
的
な
事
象
を
俗
語
で
語
る

話
手
が
､
漢
詩
的
表
現
を
口
ま
ね
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
｡
以
上
の
よ
う
に
こ
の
旬
は
､
俗
語
か
ら
漢
詩
的
言
い
回
し

へ
､
日
常
的
事
象
か
ら
詩
的
な
連
想
へ
と
大
き
く
飛
躍
し
な
が
ら
､
同
時

に
､
漢
詩
的
言
い
回
し
を
俗
語
的
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
変
換
す

る
こ
と
で
､
当
の
詩
的
世
界
に
対
し
､
あ
る
程
度
の
批
評
的

･
パ
ロ
デ
ィ

的
な
位
置
取
り
を
す
る
と
い
う
､
俳
許
的
な
表
現
を
獲
得
し
て
い
る
の
で

31



(2
'

あ
る
｡

あ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
他
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
言
葉
や
言
い
回

し
が
引
用
さ
れ
る
際
'
引
用
さ
れ
た
言
葉
は
､
も
と
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に

お
け
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
'
も
と
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
が
持
つ
文

化
的
意
味
づ
け
を
そ
の
身
に
ま
と
い
つ
つ
､
新
し
-
所
属
す
る
ジ
ャ
ン
ル

の
中
で
､
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
独
特
の
言
葉
や
言
い
回
し
と
の
間
に
､
新
し
い

関
係
を
築
き
始
め
る
｡
そ
れ
は
当
然
､
子
規
の
い
う

｢言
語
｣
か
ら

｢思

想
｣
に
至
る
範
囲
全
体
で
の
変
換
'
即
ち
新
し
い
表
現
の
創
造
に
結
び
つ

-
の
で
あ
る
｡
勿
論
そ
れ
は
､
俳
譜
に
限
ら
ず
'
他
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て

も
起
こ
り
う
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
､
こ
の
よ
う
な
､
｢言
語
｣
の
運
用
が

表
現
そ
の
も
の
に
連
動
す
る
様
を
､

一
番
明
瞭
に
認
識
し
う
る
ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
､
俳
語
は
子
規
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
｡

か
-
し
て
子
規
は
､
俳
譜
の
完
成
者
と
し
て
の
芭
蕉
に
つ
い
て
､
｢芭
蕉

又
は
其
門
弟
等
が
俳
語
は
滑
稽
な
-
と
稀
す
る
其
滑
稽
と
い
ふ
語
は
余
が

前
に
述
べ
た
る
滑
稽
即
ち
通
常
世
人
が
用
ふ
る
滑
稽
に
非
ず
｡
只
和
歌
の

単

一
淡
泊
な
る
に
対
し
て
其
雅
俗
の
言
語
混
清
し
其
思
想
の
変
化
多
く
し

て
且
つ
急
劇
な
る
を
謂
ふ
の
み
｡｣
と
い
っ
た
評
言
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
｡

以
上
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
､
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
｡

｢瀬
祭
書
屋
俳
論
｣
で
は
'
俳
譜
は
､
規
範
化
さ
れ
た
言
語
表
現
か
ら
､
他

ジ
ャ
ン
ル
の
言
葉
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
､
言
葉
の
多
様
性
を
許
す

特
質
を
持
つ
こ
と
か
ら
､
俳
語
は
､
絶
え
ず
新
し
い
表
現
を
作
り
出
す
可

能
性
を
持
つ
形
式
と
し
て
､
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢正
風
｣
の
持

つ

｢思
想
｣
の

｢変
化
｣
の
幅
の
広
さ
は
､
具
体
的
に
は

｢雅
俗
の
言
語

(E
)

混
清
｣
と
い
う
､
使
用
す
る
言
葉
を
選
ば
な
い

｢言
語
の
多
様
性
｣
と
し

て
表
れ
る
｡
そ
し
て
俳
譜
が
､
こ
の

｢言
語
の
多
様
性
｣
を
､
そ
の
形
式

の
本
質
と
し
て
､
ま
た
､
表
現
創
造
の
原
理
そ
の
も
の
と
し
て
､
内
蔵
し

て
い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
が
､
明
治
の
言
語
状
況
を
取
り
込
み
､
明
治
の

現
実
を
反
映
し
う
る
表
現
形
式
を
問
題
と
す
る
際
の
モ
デ
ル
と
し
て
､
子

規
を
魅
了
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(

2
)

常
盤
会
は
､
在
東
京
の
松
山
藩
出
身
者
有
志
の
嘆
願
に
よ
り
､
旧
松
山

藩
主
の
久
松
家
が
中
心
と
な
っ
て
資
金
を
拠
出
し
､
1
八
八
三

(明
治

〓
ハ)
年
に
発
足
し
た
､
旧
松
山
藩
士
族
を
対
象
と
す
る
育
英
団
体
で

あ
る
.
子
規
は
､
1
八
八
四

(明
治
1
七
)
年
三
月
に
常
盤
会
給
費
生

に
選
抜
さ
れ
､
一
八
九
二

(明
治
二
五
)
年
九
月
に
辞
退
を
申
し
出
る

ま
で
､
同
会
に
所
属
し
､
翌
一
〇
月
ま
で
奨
学
金
を
支
給
さ
れ
て
い
る
｡

松
井
利
彦

『俳
句
シ
リ
ー
ズ
人
と
作
品
4

正
岡
子
規
』
(桜
楓
社

1
九
六
七

【昭
和
四
二
】
年
1
月
二
〇
日
初
版
発
行
｡)
引
用
は
'
一

九
八
七

【昭
和
六
二
】
年
一
二
月
一
〇
日
新
訂
版
第
四
刷
の
六
七
ペ
ー

ジ
に
よ
る
｡
松
井
氏
は
､
本
書
に
お
い
て
､
｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
を

主
張
し
た
作
品
の
代
表
例
と
し
て
､
『新
体
詩
抄
』
二
八
八
二

【明
治

一
五
】
年
八
月
)
の
外
山
正
一
に
よ
る
序
､
坪
内
道
遥

｢詩
歌
の
改
良
｣

二
八
九
〇

【明
治
二
三
】
年
五
月
)
を
挙
げ
､
そ
の
背
景
に
､
イ
ギ

リ
ス
の
歴
史
家

･
政
治
家
で
あ
る
マ
コ
-
レ
I
の
､
｢ミ
ル
ト
ン
論
｣

な
ど
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
｡
ま
た
､
松
井
氏
は
'
『近
代
俳
論
史
』

(桜
楓
社

一
九
六
五

【昭
和
四
〇
】
年
八
月
二
十
五
日
)
に
お
い
て
､

こ
れ
ら
と
同
じ
性
格
を
持
つ
評
論
と
し
て
､
坪
内
遺
遥

『小
説
神
髄
』

(
1
八
八
五

【明
治
1
人
】
年
九
月
か
ら
1
八
八
六

【明
治
1
九
】
年

四
月
に
か
け
て
九
分
冊
に
分
け
て
刊
行
｡
)
を
も
挙
げ
て
い
る
｡
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(
3
)
松
井
利
彦
､
前
掲
､
『正
岡
子
規
』､
六
八
ペ
ー
ジ
｡

(
4
)
｢進
化
論
的
詩
歌
観
｣
が
同
時
代
の
俳
壇
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に

つ
い
て
は
､
松
井
氏
の
前
掲

『近
代
俳
論
史
』
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て

い
る
｡

(
5
)
粟
津
則
雄
氏
は
､
『正
岡
子
規

朝
日
評
伝
選
二
五
』
(朝
日
新
聞
社

一
九
八
二

【昭
和
五
七
】
年
三
月
三
〇
日
)
に
お
い
て
､
ス
ペ
ン
サ
ー

の
影
響
は
'
｢お
の
れ
の
な
か
で
湧
き
立
っ
て
い
た
考
え
が
収
赦
し
て

ゆ
く
先
を
明
確
に
意
識
し
え
た
｣
(七
〇
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
効
果
を
与

え
た
程
度
に
止
ま
る
も
の
で
､
一
八
九
〇

(明
治
二
三
)
年
の

｢ス
ペ

ン
サ
ー
氏
文
体
論
｣
(『筆
ま
か
せ
』
所
収
)
に
至
っ
て
は
､
子
規
の
､

｢こ
の

(注

･
松
田
､
ス
ペ
ン
サ
ー
の
理
論
に
対
す
る
)
疑
念
と
､
文

章
観
そ
の
も
の
に
対
す
る
確
信
と
の
共
存
が
'
子
規
に
或
る
苛
立
ち
を

強
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｣
二

〇
七
～
一
〇
八
ペ
ー
ジ
)
と
指
摘

し
て
い
る
｡
ま
た
､
学
生
時
代
に
つ
づ
ら
れ
た
随
筆
集

『筆
ま
か
せ
』

二

八
八
四

【明
治

一
七
】
～
一
八
九
二

【明
治
二
五
】
年
)
で
は
､

｢文
章
の
繁
簡
｣
で
散
文
を
､
ま
た
､
｢き
た
な
き
こ
と
を
締
麓
に
い
ふ

ママ
方
｣
で
漢
文
を
､
そ
れ
ぞ
れ
批
評
す
る
際
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
文
体
論
に

基
づ
く
発
想
が
用
い
ら
れ
て
お
り
､
ス
ペ
ン
サ
ー
の
文
体
論
が
､
必
ず

し
も
俳
句
の
本
質
を
規
定
す
る
た
め
に
の
み
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
､
他
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
適
用
で
き
る
汎
用
性
の
あ
る

理
論
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
の
事
情
は
､

森

那

勘

に
お
い
て
も
同
じ
で
､
『筆
ま
か
せ
』
に
お
い
て
は
､
こ
の

発
想
が
碁
や
将
棋
と
い
っ
た
日
常
的
な
事
象
に
村
し
て
も
適
用
さ
れ
て

ママ

い
る

(｢秦
と
将
棋
｣
､
｢碁
論
｣
)｡
こ
こ
か
ら
は
､
こ
れ
ら
の
理
論
が
､

俳
句
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
に
対
す
る
洞
察
か
ら
導
入
さ
れ
た
も

の
で
は
な
-
､
逆
に
俳
句
形
式
の
方
こ
そ
が
'
今
ま
で
使
い
慣
れ
た
こ

れ
ら
の
理
論
に
あ
わ
せ
て
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
､
こ
の
時
期

の
子
規
の
俳
論
の
あ
り
方
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

(
6
)
｢親
嬰
曹
屋
俳
話
｣
が
､
連
歌

･
俳
語
に
関
す
る
評
論
で
あ
る
こ
と
か

ら
､
第
二
章
以
降
で
は
､
そ
れ
に
合
わ
せ
て

｢俳
譜
｣
の
語
を
使
用
す

る
が
､
こ
の
評
論
に
お
い
て
子
規
が
既
に
､
発
句
の
み
を
問
題
と
し
て

取
り
上
げ
､
｢俳
静
｣
の
意
義
を
発
句
の
独
立
性
に
認
め
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
､
｢瀬
無
音
屋
俳
話
｣
に
お
け
る

｢俳
語
｣
は
､
後
の

｢俳

句
｣
概
念
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
7
)
粟
津
則
雄
､
前
掲
､
【正
岡
子
規
』'
一
二
七
ペ
ー
ジ
｡

(
8
)
坪
内
稔
典

『子
規
随
考
』
(沖
構
金口

一
九
八
七

【昭
和
六
二
】
年
三

月
三
日
)､
二

五
ペ
ー
ジ
｡

(
9
二

日
本
近
代
文
学
大
系
第
十
六
巻

正
岡
子
規
集
』
(角
川
書
店

1
九

七
二

【昭
和
四
七
】
年
一
二
月
二
〇
日
)
の
松
井
利
彦
氏
の
注

(
一
三

八
ペ
ー
ジ
)
に
よ
る
｡

(
10
)
粟
津
則
雄
､
前
掲
､
『正
岡
子
規
』､
一
四
一
ペ
ー
ジ
｡

(
11
)
子
規
が
俳
句
の
持
つ
｢言
語
の
多
様
性
｣
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
を
柄

谷
行
人
氏
は
､
｢淑
石
論
第

一
部

詩
と
死
-

子
規
か
ら
軟
石
へ
｣

(『群
像
』

1
九
九
二

【平
成
四
】
年
五
月
増
刊
号
所
収
.)
に
お
い
て

指
摘
し
て
い
る
｡
な
お
､
子
規
が
､
同
時
代
の
言
語
状
況
に
強
い
関
心

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
､
『筆
ま
か
せ
j
の
､
｢帰
化
外
国
語
｣
｢漢
字

の
構
造
｣
｢日
本
の
人
称
代
名
詞
｣
｢方
言
｣
｢方
言
第
二
｣
な
ど
の
諸

篇
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡

(
12
)
こ
の
よ
う
な
子
規
の
表
現
意
軌
は
､
既
に
､

一
八
九
〇

(明
治
二
三
)

年
に
､
淑
石
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
､
往
復
青
筒
の
中
に
表
れ
て

い
る
｡
二
通
の
書
簡
に
わ
た
っ
て

｢総
て
文
章
の
妙
は
胸
中
の
思
想
を

飾
り
気
な
-
平
た
-
造
作
な
-
直
叙
ス
ル
ガ
妙
味
と
被
存
候
｣
､
ま
た

は

｢文
章
is
an
ideaw
hich
is
e
x
p
r
esse
d
b
y
m
ean
s
o
f
w
o
r
d
s
on

p

ap
er
故
こ
小
生

ノ
考

ニ
チ
ハ
id
e
aガ
文
章
ノ
E
ssen
c

e
こ
テ

w
o
r
ds
ヲ

arran
g
e
ス
ル
方
ハ
e
lem
en
t
こ
ハ
相
違
ナ

ケ
レ
ド

essen
ce
ナ
ル

idea
程
大
切
ナ
ラ
ズ
｣
と

､
｢idea｣
と

｢
w
ords
ヲ
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(
13
)

arrange
ス
ル
｣
｢
RhetoricL
と
を
､
実
体
的
で
独
立
し
た
も
の
と
し

て
定
義
し
た
上
で
､
｢
idea
J
の
優
位
を
説
-
軟
石
に
対
し
､
子
規
は
､

｢未
有
無

R
he
toric
之
文
章
也
｣
｢況
於
文
学
尤
重

Rhetoric
乎
｣
と

｢R
hetoric｣
の
重
要
性
を
主
張
す
る
｡
こ
の
部
分
か

ら
は
､本
章
で
逮

べ
た
子
規
の
表
現
意
識
に
つ
な
が
る
よ
う
な
'
言
葉
を
運
用
す
る
行
為

こ
そ
が
､
表
現
と
い
う
も
の
に
接
触
す
る
際
､
1
番
最
初
の
接
点
で
あ

る
と
い
う
認
識
の
存
在
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
さ
ら
に
子
規
は
､

｢何
不
謂

G
ood
idea
exp
resse
d
b
y
bad
rh
eto
ric
与
B
ad
idea

e

xpressedb
ygood
rhetoric
其
価
値
略
相
等
耶
｣
と
主
張
し
て
お
り
､

軟石
におい
ては
独
立
し
て
い
た
､
｢
Rhetoric｣
と

｢ideaJ
の
概
念

を
､
共
に
相
関
し
あ
う
要
素
と
し
て
読
み

なお
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
よ
や

｢驚
破
｣
は
､
白
楽
天

｢長
恨
歌
｣
の

｢驚
破
寛
裳
羽
衣
曲
｣
を
踏
ま

え
た
言
葉
で
あ
る
｡
｢そ
よ
や
｣
は
､
｢驚
破
｣
の
古
訓
で
､
謡
曲

｢楊

貴
妃
｣
の

｢そ
よ
や
寛
裳
羽
衣
の
曲
｡
そ
よ
や
寛
裳
羽
衣
の
曲
そ
ぞ
ろ

に
､
滞
る
る
挟
か
な
｣
を
踏
ま
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
､

場
景
妃
が
'
宮
廷
に
居
た
頃
を
思
い
出
し
た
と
き
の
懐
旧
の
言
葉
で
あ

る
｡
こ
の
場
合
､
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
持
つ
役
割
は
､
｢草
の
戸
｣
に
住
む

世
捨
て
人
に
懐
旧
の
情
を
引
き
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
､

そ
れ
は
こ
の
句
が
下
敷
き
に
し
て
い
る
､
｢む
か
し
思
ふ
草
の
い
は
り

の
夜
の
雨
に
涙
な
そ
へ
そ
山
ほ
と
と
ぎ
す
｣
(藤
原
兼
実

『新
古
今
和

歌
集
』
)
の
歌
意
に
も
一
致
し
て
-
る

(以
上
､
一
九
八
九

【平
成
元
】

年
七
月
三
一
日
に
､
富
士
見
章
居
よ
り
刊
行
さ
れ
た
､
『校
本
芭
蕉
全

集
』
第
七
巻
に
お
け
る
､
大
内
初
夫
氏
の
注
を
参
考
と
し
た
｡
)
が
'

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
重
層
性
を
､
子
規
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は

疑
問
で
あ
り
､
こ
こ
で
は
む
し
ろ
､
本
論
で
述
べ
た
よ
う
な
､
漢
語
の

使
用
に
よ
る
効
果
を
問
題
と
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
｡

(
14
)
柄
谷
行
人
､
前
掲
､
｢軟
石
論
策
一
部

詩
と
死
-

子
規
か
ら
軟
石

へ
｣
(前
掲
音
､
二
二

ペ
ー
ジ
)0

※
正
岡
子
規
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
'
講
談
社
版

『子
規
全
集
』
を
使
用
し
､

適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
｡
ま
た
､
表
記
の
都
合
上
､
傍
点
を
省
略
し

た
｡

(ま
つ
だ

ま
さ
や

･
東
京
都
立
大
学
大
学
院

人
文
研
究
科
科
目
履
修
生
)
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