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一
　
子
規
と
俳
句
分
類

　

正
岡
子
規
は
三
五
年
の
短
い
生
涯
で
二
万
余
の
俳
句
を
作
っ
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
短
歌
は
二
千
八
百
余
首
、
漢
詩
と
新
体
詩
は

そ
れ
ぞ
れ
数
十
編
、
評
論
、
随
筆
、
写
生
文
、
小
説
等
に
も
健
筆
を

揮
い
続
け
た
。
し
か
も
、
晩
年
の
六
年
間
は
病
床
に
あ
り
、
痛
み
に

堪
え
な
が
ら
の
執
筆
、
あ
る
い
は
口
述
筆
記
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え

ば
、
ま
さ
し
く
子
規
は
「
文
学
の
鬼
」
で
あ
る
。

　

も
と
よ
り
山
な
す
子
規
の
俳
句
の
す
べ
て
に
目
を
通
し
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
拾
い
読
み
し
た
範
囲
で
印
象
に
残
る
の
は
次
の
句
で
あ

る
。

　
　

君
を
送
り
て
思
ふ
こ
と
あ
り
蚊
帳
に
泣
く

　

子
規
の
俳
句
と
言
え
ば
、〈
柿
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
〉〈
赤

と
ん
ぼ
筑
波
に
雲
も
な
か
り
け
り
〉〈
若
鮎
の
二
手
に
な
り
て
上
り

け
り
〉〈
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
〉な
ど
が
す
ぐ
浮
か
ぶ
が
、

こ
の
句
に
は
そ
う
い
っ
た
代
表
作
に
な
い
、
作
ら
ぬ
子
規
の
顔
が
あ

る
。「
人
間
よ
り
花
鳥
風
月
が
す
き
也
」（
注
①
）と
い
う
言
葉
ど
お
り
、

実
景
・
実
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
取
る
平
淡
な
句
が
圧
倒
的
に
多

い
な
か
、
こ
の
句
は
珍
し
く
主
情
に
流
れ
、
極
め
て
異
色
で
あ
る
。

　

こ
の
句
に
は
「
送
秋
山
真
之
米
国
行
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
の
で
、

同
じ
松
山
出
身
で
一
歳
年
下
の
親
友
秋
山
真さ
ね

之ゆ
き

が
、
明
治
三
十
年
の

夏
に
海
軍
の
派
遣
候
補
生
と
し
て
米
国
に
赴
く
時
に
詠
ん
だ
句
と
知

れ
る
。
真
之
と
子
規
は
帝
国
大
学
予
備
門
（
後
の
一
高
）、
さ
ら
に
文

科
大
学
（
後
の
東
大
）
で
も
席
を
並
べ
て
共
に
国
文
学
を
学
ん
で
い
た

の
だ
が
、
兄
の
勧
め
で
真
之
は
海
軍
兵
学
校
へ
進
学
、
同
校
を
首
席

で
卒
業
後
と
ん
と
ん
拍
子
に
出
世
し
て
、
留
学
当
時
は
す
で
に
軍
司

吉

良

幸

生

子
規
「
写
生
説
」
の
不
思
議

︱
︱ 

俳
句
を
革
新
し
た
の
は
写
生
論

4

4

4

で
は
な
い 

︱
︱
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令
部
諜
報
官
と
し
て
海
軍
大
尉
に
叙
せ
ら
れ
て
い
た
。

　

片
や
子
規
は
こ
の
時
、
三
度
目
の
喀
血
の
後
、
長
く
病
床
に
あ
っ

た
。
ひ
た
す
ら
立
身
出
世
を
夢
見
て
き
た
子
規
が
、
親
友
の
晴
れ
が

ま
し
い
門
出
を
聞
い
て
、
彼
我
の
あ
ま
り
も
の
隔
た
り
に
、
声
を
押

し
殺
し
て
一
人
蚊
帳
の
中
で
む
せ
び
泣
く
姿
は
何
と
も
痛
ま
し
い
。

　

足
掛
け
六
年
に
及
ぶ
子
規
の
闘
病
生
活
は
余
人
の
想
像
を
絶
す

る
。
脊
椎
カ
リ
エ
ス
（
骨
の
結
核
）
の
進
行
と
と
も
に
寝
た
き
り
と
な

り
、
間
断
な
く
襲
い
来
る
激
痛
を
モ
ル
ヒ
ネ
で
な
ん
と
か
抑
え
な
が

ら
の
日
々
が
続
い
た
。
膿
瘍
で
汚
れ
た
臀
部
や
腰
部
の
包
帯
を
取
り

替
え
る
時
な
ど
、
子
規
は
激
痛
に
耐
え
か
ね
、
辺
り
構
わ
ず
泣
き
喚

い
た
と
い
う
。
そ
ん
な
過
酷
な
病
床
生
活
に
あ
っ
て
も
俳
句
を
分
類

し
、
旺
盛
に
も
の
を
書
き
、
俳
句
や
短
歌
を
詠
み
、
門
弟
た
ち
と
の

句
会
や
詩
歌
談
義
に
熱
中
し
た
。
し
か
し
、
常
人
で
は
考
え
ら
れ
ぬ

強
靱
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
子
規
も
、
時
に
素
の
ま
ま
の
顔
を

俳
句
や
短
歌
に
覗
か
せ
る
。

　

該
博
な
子
規
の
啓
蒙
思
想
に
は
た
し
か
に
強
い
説
得
力
が
あ
り
、

今
な
お
多
く
の
示
唆
に
富
む
。
た
だ
、
相
手
を
ね
じ
伏
せ
る
が
ご
と

き
論
調
は
時
に
高
圧
的
で
、
時
に
牽
強
付
会
で
、
時
に
恣
意
的
で
、

時
に
独
断
に
走
る
。
な
か
で
も
、
紀
貫
之
や
松
尾
芭
蕉
と
い
っ
た
古

典
文
学
の
泰
斗
ま
で
、
何
す
る
も
の
ぞ
と
ば
か
り
な
ぎ
倒
す
過
激
な

論
述
に
は
正
直
う
ん
ざ
り
し
て
書
を
措
く
こ
と
さ
え
あ
る
。
そ
れ
だ

け
に
、
こ
う
し
た
鎧
を
脱
い
だ
、
本
音
が
ぽ
ろ
り
と
こ
ぼ
れ
出
た
よ

う
な
俳
句
に
接
す
る
と
、
や
は
り
子
規
も
人
の
子
と
思
え
て
ほ
っ
と

す
る
。
だ
が
、
子
規
は
論
戦
こ
そ
お
の
が
命
と
ば
か
り
（
事
実
そ
う

な
の
だ
が
）、
病
苦
に
耐
え
つ
つ
そ
そ
く
さ
と
鎧
を
つ
け
て
筆
を
執

り
、
猛
然
と
書
き
ま
く
る
。

　

子
規
の
本
志
は
、
写
実
主
義
と
い
う
時
代
の
精
神
に
則の
っ
と

っ
て
わ
が

国
の
伝
統
文
学
の
主
軸
で
あ
る
短
歌
・
俳
句
の
旧
弊
を
刷
新
す
る
こ

と
と
、
絵
画
の
写
生
の
技
法
を
文
章
に
取
り
入
れ
た
写
生
文
の
振
興

に
あ
っ
た
。
病
褥
の
子
規
を
突
き
動
か
し
て
い
た
の
は
、
三
分
野
の

革
新
へ
踏
み
出
し
た
以
上
目
鼻
の
付
く
ま
で
絶
対
後
へ
は
退
か
ぬ
情

熱
、
と
い
う
よ
り
執
念
だ
っ
た
。
子
規
は
病
状
の
悪
化
に
苦
し
み
な

が
ら
も
質
問
や
疑
問
に
は
懇
切
丁
寧
に
答
え
、
権
威
や
論
敵
に
は
自

説
を
曲
げ
ず
に
頑
と
し
て
立
ち
向
か
う
、
気
概
の
人
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

政
治
も
経
済
も
大
転
換
を
迎
え
た
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代

に
か
け
て
、
文
学
も
ま
た
文
明
開
化
の
波
に
乗
り
、
一
九
世
紀
後
半

の
西
欧
の
浪
漫
主
義
及
び
写
実
主
義
、
自
然
主
義
と
い
っ
た
文
芸
思

潮
や
文
学
作
品
を
性
急
か
つ
精
力
的
に
取
り
入
れ
て
、
新
し
い
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
文
学
の
樹
立
を
目
指
し
て
ひ
た
走
っ
た
。

　

こ
う
し
た
疾
風
怒
濤
の
よ
う
な
変
革
の
気
運
が
横
溢
す
る
な
か
、

長
い
歴
史
と
伝
統
を
も
つ
わ
が
国
の
短
歌
や
俳
句
は
、
新
し
い
文
芸

思
潮
や
創
作
活
動
を
よ
そ
に
見
て
、
小
世
界
で
ひ
た
す
ら
伝
統
を
墨

守
し
て
い
た
。
短
歌
界
で
は
落
合
直
文
や
与
謝
野
鉄
幹
ら
に
よ
る
革

新
の
試
み
も
あ
っ
た
が
、
俳
句
界
に
至
っ
て
は
天
保
以
降
連
綿
と
続

く
月
並
俳
諧（
注
②
）、
つ
ま
り
蕉
風（
注
③
）の
後
継
を
自
称
す
る
宗
匠
と
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そ
の
門
人
ら
に
よ
る
運
座
（
句
会
）
を
中
心
に
、
陳
腐
な
常
套
句
法

を
専
ら
に
す
る
旧
派
の
独
擅
場
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
旧
態
依
然
の
俳

諧
の
世
界
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
子
規
で
あ
る
。

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）、
子
規
（
本
名
常つ
ね

規の
り

）
は
松
山
藩
士
正
岡

常つ
ね

尚ひ
さ

の
長
男
と
し
て
生
を
受
け
た
。
彼
は
明
治
維
新
さ
ら
に
は
文
明

開
化
と
い
う
激
動
の
時
代
を
生
き
た
若
者
ら
し
く
、
幼
少
期
に
漢
文

や
詩
歌
を
熱
心
に
学
び
、
長
じ
て
は
西
欧
の
文
物
を
貪
る
よ
う
に
摂

取
し
た
。
し
か
し
、
地
が
保
守
的
で
国
粋
的
で
あ
っ
た
子
規
の
学
び

の
対
象
は
次
第
に
哲
学
や
美
学
な
ど
の
洋
学
を
離
れ
、
新
体
詩
や
小

説
の
創
作
熱
も
ほ
ど
な
く
覚
め
る
と
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
詩
歌
、

な
か
で
も
芭
蕉
と
蕪
村
を
軸
に
近
世
の
俳
諧
へ
と
絞
ら
れ
て
い
っ

た
。
明
治
二
四
年
に
子
規
は
不
退
転
の
決
意
で
も
っ
て
、『
類
題
発ほ
っ

句く

集
』
な
ど
の
俳
書
や
歳
時
記
を
し
ら
み
潰
し
に
当
た
っ
て
中
・
近

世
の
古
俳
句
を
八
百
余
も
採
録
し
、
そ
れ
を
四
季
・
雑
の
事
物
、
四

季
以
外
の
事
物
、
表
現
形
式
、
句
調
の
四
種
に
分
類
す
る
と
い
う
遠

大
な
「
俳
句
分
類
」
の
作
業
に
取
り
か
か
っ
た
。
高
浜
虚
子
と
子
規

門
の
双
璧
を
な
す
河
東
碧
梧
桐
が
、
そ
の
時
の
師
の
意
気
込
み
を
こ

う
回
想
し
て
い
る
。

　

子
規
が
詩
に
目
覚
め
て
貞
徳
宗
因（
注
④
）を
排
し
、
芭
蕉
の
「
猿さ
る

蓑み
の

」（『
芭
蕉
七
部
集
』
の
一
つ
）
に
其
の
真
髄
を
自
得
し
、「
俳
句
分
類
」

の
事
業
に
着
眼
し
た
。（『
子
規
の
回
想
』
昭
一
九
）

　

こ
う
し
た
明
確
な
意
図
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
こ
の
作
業
は
そ
の

後
十
年
に
わ
た
っ
て
間
断
な
く
続
き
、子
規
が
心
血
を
注
い
だ
俳
句
・

短
歌
革
新
の
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

翌
二
五
年
、大
学
を
中
退
し
た
子
規
は
新
聞
「
日
本
」（
日
本
新
聞
社
）

に
『
獺だ
っ

祭さ
い

書し
ょ

屋お
く

俳
話
』
を
連
載
し
て
、
ま
ず
俳
句
革
新
に
乗
り
出
し

た
。
こ
の
俳
話
に
は
、
同
書
の
「
俳
句
は
已
に
尽
き
た
り
と
思
ふ
な

り
。
よ
し
未
だ
尽
き
ず
と
も
明
治
年
間
に
尽
き
ん
こ
と
を
期
し
て
待

つ
べ
き
な
り
。」（「
俳
句
の
前
途
」）
と
い
う
一
文
が
示
す
よ
う
に
、
彼

が
俳
句
分
類
の
過
程
で
痛
感
し
た
俳
句
界
の
現
状
に
対
す
る
危
機
意

識
が
根
底
に
あ
る
。
彼
に
あ
っ
て
俳
句
の
危
機
は
焦
眉
の
問
題
だ
っ

た
。
当
時
、
わ
が
国
の
形
骸
化
し
た
短
詩
形
文
学
は
新
思
潮
に
気
圧

さ
れ
て
、
見
る
影
も
な
か
っ
た
。

・
三
十
一
文
字
や
川
柳
等
の
如
き
鳴
方
に
て
能
く
鳴
り
尽
く
す
こ

と
の
出
来
る
思
想
は
、
線
香
烟は
な
び花

か
流よ
ば
い

星ぼ
し

位
の
思
に
過
ぎ
ざ
る

べ
し
。（
外
山
正ま
さ
か
ず一

『
新
体
詩
抄
』
序
文
・
明
一
五
）

・
我
が
短
歌
、
長
歌
の
た
ぐ
ひ
は
、
い
は
ゆ
る
未
開
の
世
の
詩
歌

と
い
ふ
べ
く
、
決
し
て
文
化
の
発は
っ

暢ち
ょ
う

せ
る
現
世
の
詩
歌
と
い
ふ

べ
か
ら
ず
。（
坪
内
逍
遙
『
小
説
神
髄
』
上
巻
・
明
一
八
）

　

等
々
、
伝
統
文
学
の
精
華
で
あ
る
短
歌
で
さ
え
、
新
し
い
時
代
に

は
到
底
間
尺
の
合
わ
ぬ
時
代
遅
れ
の
遺
物
さ
な
が
ら
見
下
さ
れ
て
い

た
。
ま
し
て
や
子
規
以
前
の
俳
諧
な
ど
、
好
事
家
や
隠
居
衆
の
手
す
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さ
び
程
度
に
見
な
さ
れ
、
死
に
体
も
同
然
だ
っ
た
。
こ
れ
も
当
然
の

成
り
行
き
で
、
俳
諧
は
芭
蕉
と
そ
の
門
流
が
活
躍
し
た
貞
享
・
元
禄

期
を
ピ
ー
ク
に
、
天
明
期
に
蕪
村
、
化
政
期
に
一
茶
の
活
躍
を
わ
ず

か
に
見
る
も
の
の
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
蕉
風
の
後
追
い
を
専
ら
に

し
て
新
味
な
く
、
尻
す
ぼ
み
状
態
に
あ
っ
た
。
明
治
初
期
の
宗
匠
句

会
に
至
っ
て
は
高
点
狙
い
、
賭
物
目
当
て
の
遊
興
の
場
と
化
し
て
い

た
。
子
規
は
こ
こ
に
至
る
過
程
を
俳
句
分
類
の
作
業
を
通
し
て
具
に

見
て
き
た
だ
け
に
、
俳
句
の
将
来
に
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。

　

俳
句
の
分
類
作
業
の
過
程
で
子
規
は
も
う
一
つ
、
室
町
の
こ
ろ
か

ら
江
戸
ま
で
地じ

下げ

（
庶
民
）
を
中
心
に
流
行
を
み
た
連
俳

0

0

（
注
⑤
）と
い
う

座
の
文
学

0

0

0

0

に
疑
問
を
抱
い
た
。
連
俳
は
数
人
の
連れ
ん

衆じ
ゅ

が
一
座
に
会
し

て
、
発
句
（
連
句
の
第
一
句
）
を
皮
切
り
に
、
互
い
が
作
り
手
に
な
り

読
み
手
に
な
り
し
て
、
短
句
（
七
七
）
と
長
句
（
五
七
五
）
と
を
順
繰
り

に
詠
み
継
ぎ
な
が
ら
、
付つ
け

合あ
い

・
寄よ
り

合あ
い

と
い
っ
た
付
け
の
妙
を
競
い
合

う
言
葉
の
遊
び
で
あ
り
、
創
作
で
も
あ
る
。
子
規
は
、
こ
う
し
て
連

衆
が
互
い
に
蘊う
ん

蓄ち
く

を
傾
け
な
が
ら
歌
仙
（
三
六
句
・
標
準
型
）
を
巻
い
て

ゆ
く
連
句
は
、
そ
も
そ
も
個
人
の
創
作
が
基
本
で
あ
る
近
代
文
学
に

な
じ
ま
な
い
と
考
え
た
。
さ
ら
に
、
宗
匠
を
囲
む
連
衆
の
運
座
そ
の

も
の
に
相
も
変
わ
ら
ぬ
俗
態
を
生
む
根
源
が
あ
る
と
見
て
取
っ
た
。

『
猿
蓑
』
に
俳
諧
の
真
髄
を
自
得
し
た
子
規
で
は
あ
っ
た
が
、
芭
蕉

を
俳
諧
宗
の
開
祖

0

0

0

0

0

0

の
ご
と
く
崇
め
、
門
流
が
そ
の
跡
目
を
巡
っ
て
醜

い
争
い
を
繰
り
広
げ
て
は
俗
化
の
一
途
を
辿
っ
た
俳
諧
の
歴
史
に
鑑か
ん
が

み
、『
芭
蕉
雑
談
』（『
獺
祭
書
屋
俳
話
』
増
補
）
の
な
か
で
「
発
句
は
文
学

な
り
。
連
俳
は
文
学
に
非
ず
。」
と
、
大
胆
に
言
い
放
っ
た
。

　

続
い
て
子
規
は
発
句
を
連
俳
か
ら
切
り
離
し
て
独
立
し
た
短
詩
と

し
て
扱
い
、
こ
れ
を
俳
句

0

0

と
称
し
た
。
俳
句
と
い
う
呼
称
そ
の
も
の

は
元
禄
期
に
す
で
に
あ
っ
た
。
ま
た
、『
猿
蓑
』
の
前
半
四
巻
は
蕉

門
の
発
句
集
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
発
句
が
連
句
に
併
行
し
て
単
独

で
詠
ま
れ
る
傾
向
に
は
あ
っ
た
の
だ
が
、「
俳
句
は
文
学
の
一
部
な

り
」（『
誹
諧
大
要
』
明
二
八
）
と
し
て
、
俳
句
に
独
立
し
た
短
詩
形
文
学

と
し
て
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
与
え
た
の
は
子
規
で
あ
る
。
こ
れ
は
子
規

の
卓
越
し
た
創
見
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
子
規
が
連
句
の
伝
統
を
完

全
に
断
ち
切
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
近
・
現
代
の
俳
句
は
始
ま
っ
た
こ

と
を
思
え
ば
、
そ
の
宣
言
の
重
さ
は
計
り
知
れ
な
い
。

　

子
規
は
俳
句
分
類
の
過
程
で
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
重
大
な
発
見
を

し
て
い
る
。
わ
ず
か
一
七
音
字
の
俳
句
に
あ
っ
て
、
自
然
を
客
観
的

に
あ
り
の
ま
ま
に
詠
ん
だ
句
に
印
象
明
瞭
な
佳
句
が
多
く
、
理
想
を

追
い
、
理
屈
に
走
っ
た
詠
み
方
を
す
る
句
に
月
並
調
の
駄
句
が
多
い

こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、天
明
の
俳
人
与
謝
蕪
村
の
句
の
う
ち
、

・
牡
丹
散ち
り

て
打
か
さ
な
り
ぬ
二
三
片　

・
さ
み
だ
れ
や
大
河
を
前

に
家
二
軒　

・
釣
鐘
に
と
ま
り
て
眠
る
胡
蝶
か
な　

・
夕
風
や

水
青あ
お

鷺さ
ぎ

の
脛
を
う
つ　

・
柳
枯
れ
水
涸か

れ
石
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

等
々
に
、
彼
が
理
想
と
す
る
客
観
的
で
絵
画
的
な
写
生
美
の
典
型
を

見
た
。
そ
し
て
、「
俳
句
に
於
け
る
蕪
村
の
技
倆
は
俳
句
界
を
横
絶
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せ
り
。
終つ
い

に
芭
蕉
、
其
角
の
及
ぶ
所
に
非
ず
。（
中
略
）
千
首
の
俳
句

尽こ
と
ご
と

く
巧
な
る
に
至
り
て
は
他
に
類
を
見
ざ
る
所
な
り
。」（『
俳
人
蕪
村
』

明
三
二
）
と
ま
で
蕪
村
を
称
揚
し
た
。「
俳
句
の
要
諦
は
写
生
に
在
り
」

（
注
⑥
）と
い
う
子
規
の
確
信
は
、間
違
な
く
蕪
村
の
俳
書『
新
花
摘
』と
、

門
人
高
井
几き

董と
う

が
編
ん
だ
『
蕪
村
句
集
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。

　

尾
形
仂つ
と
む

氏
は
『
座
の
文
学
』
の
な
か
で
、
子
規
の
そ
う
し
た
蕪
村

の
と
ら
え
方
を
、「（
蕪
村
を
）
写
生
の
先
輩
と
仰
い
だ
子
規
た
ち
は
、

蕪
村
が
持
っ
て
い
た
知
的
共
有
財
産
を
無
視
し
、
そ
の
磊ら
い

落ら
く

の
笑
い

を
取
り
失
っ
た
。」（
三 

蕪
村
）
と
厳
し
く
指
弾
し
た
。
ま
た
、著
書
『
与

謝
蕪
村
』
も
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
我
田
引
水
の
記
述
が
随
所
に

見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
子
規
の
蕪
村
の
理
解
に
は
数
々
の
問
題

点
が
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
画
家
蕪
村
の
埋
も
れ
て
い
た

俳
名
を
広
く
世
に
知
ら
し
め
た
子
規
の
功
績
は
忘
れ
て
は
な
る
ま

い
。
蕪
村
が
近
世
俳
諧
の
中
興
の
祖
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
も
、
子
規
あ
れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
子

規
が
俳
句
の
要
諦
は
写
生
に
あ
り
と
確
信
し
た
の
も
、
と
も
す
れ
ば

佶き
っ

屈く
つ

に
解
さ
れ
る
当
初
の
写
生
説
を
柔
軟
な
も
の
に
補
整
し
て
い
っ

た
の
も
、
蕪
村
の
句
を
亀
鑑
と
し
て
き
た
結
果
な
の
だ
。

　

俳
句
に
お
い
て
客
観
描
写
を
重
視
し
た
子
規
の
い
わ
ゆ
る
写
生
説

は
、
友
人
の
画
家
中
村
不ふ

折せ
つ

に
教
わ
っ
た
西
洋
絵
画
に
お
け
る
写
生

の
理
論
と
技
法
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
近
代
絵
画
や
逍
遥
の
『
小
説
神
髄
』、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
文
体
論

（
注
⑦
）、
西
欧
の
写
実
主
義
・
自
然
主
義
等
々
の
影
響
も
も
ち
ろ
ん
あ

る
。
こ
う
し
た
画
論
及
び
写
実
主
義
な
ど
の
新
思
潮
と
、
彼
が
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
し
て
取
り
組
ん
だ
俳
句
分
類
の
稿
本
作
り
で
得
た
豊
富

な
経
験
・
知
見
と
が
両
々
相
俟
っ
て
、
子
規
の
写
生
説
は
形
作
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

　

子
規
は
客
観
写
生
と
い
う
美
の
尺
度

0

0

（
彼
の
言
で
は
標
準

0

0

）
で
以

て
膨
大
な
近
世
俳
諧
を
通
観
し
た
時
、
元
禄
の
芭
蕉
以
後
、
一
人
天

明
の
蕪
村
を
例
外
と
し
て
、
蕉
風
を
崇
め
る
俗
宗
匠
と
、
そ
の
膝
下

に
群
れ
集
う
凡
庸
な
好
事
家
の
夥お
び
た
だ

し
い
群
像
を
見
て
、
長
大
息
し
た

に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
累
代
の
俗
態
・
俗
臭
の
大
元
に
蕉
風
あ
り

と
見
て
、
俳
聖
芭
蕉
の
偶
像
を
打
ち
壊
し
に
か
か
っ
た
。

二
　
子
規
の
写
生
説

　

子
規
の
無
謀
と
も
思
え
る
芭
蕉
の
棚
卸
し
は
、
先
に
述
べ
た
彼
の

連
俳
否
定
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。子
規
は
芭
蕉
嫌
い
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
芭
蕉
の
業
績
を
全
否
定
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

　

万
葉
以
後
始
め
て
真
面
目
に
韻
文
を
成
し
た
る
者
芭
蕉
の
功
亦

大
な
り
。（
中
略
）
深
く
天
然
を
研
究
し
た
る
は
実
に
芭
蕉
を
以
て

始
と
す
べ
し
。
其
炯け
い

眼が
ん

実
に
驚
く
に
堪
え
た
り
。（『
松し
ょ
う

蘿ら

玉ぎ
ょ
く

枝し

』
明

二
九
）

　

子
規
は
韻
文
の
歴
史
の
中
で
果
た
し
た
芭
蕉
の
功
績
や
、
詩
人
と
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し
て
の
稟
性
は
高
く
認
め
て
い
た
。
ま
た
、
連
俳
は
否
定
し
な
が
ら

『
芭
蕉
七
部
集
』、
な
か
で
も
『
猿
蓑
』
に
は
最
上
の
敬
意
を
払
っ
て

い
る
。
彼
が
俎
上
に
載
せ
た
の
は
紀
行
文
で
も
俳
書
で
も
俳
論
で
も

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
芭
蕉
の
発
句
（
俳
句
）
で
あ
る
。
子
規
は
す
で
に

随
筆
『
筆
ま
か
せ
』（
明
二
三
）
の
な
か
で
、「（
芭
蕉
の
句
を
）
一
も

二
も
な
く
む
や
み
や
た
ら
に
ほ
め
あ
げ
る
は
い
か
に
も
笑
止
の
至

り
」（「
第
三
の
ま
き
」）、
と
不
満
を
述
べ
、
芭
蕉
の
俳
句
と
あ
れ
ば
何

で
も
押
し
い
た
だ
く
よ
う
な
風
潮
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
。
そ
の

宿
意
を
晴
ら
す
か
の
よ
う
に
、

　

余
は
劈へ
き

頭と
う

に
一
断
案
を
下
さ
ん
と
す
、
曰
く
芭
蕉
俳
諧
は
過
半

悪
句
駄
句
を
以
て
埋
め
ら
れ
上
乗
と
称
す
べ
き
者
は
其
何
十
分
の

一
た
る
少
数
に
過
ぎ
ず
。
否い
な

僅
か
に
可
な
る
者
を
求
む
る
も
寥り
ょ
う

寥り
ょ
う

晨し
ん

星せ
い

の
ご
と
し
。（『
芭
蕉
雑
談
』）

と
、
前
代
未
聞
の
裁
断
を
下
し
た
。
芭
蕉
俳
諧
の
う
ち
佳
句
は
明
け

の
星
ほ
ど
わ
ず
か
で
、
ほ
と
ん
ど
は
悪
句
駄
句
の
掃
き
溜
め
と
ま
で

極
言
し
た
の
だ
。
そ
の
際
、
子
規
は
何
を
規
矩
準
縄
と
し
て
芭
蕉
の

句
の
佳
し
悪
し
を
決
め
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
見
て
み
よ
う
。

悪
句　

・
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音　

・
道
の
べ
の
木む
く

槿げ

は
馬

に
く
は
れ
け
り　

・
物
い
へ
ば
唇
寒
し
秋
の
風　

・
風
流

の
は
じ
め
や
奥
の
田
植
歌　

・
枯
枝
に
烏
と
ま
り
け
り
秋

の
く
れ                                             

佳
句　

・
夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
の
夢
の
跡　

・
五
月
雨
を
あ
つ

め
て
早
し
最
上
川　

・
あ
ら
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
川 

・
郭ほ
と
と
ぎ
す公

大
竹た
け

藪や
ぶ

を
漏
る
月
夜　

・
菊
の
香
や
奈
良
に
は
古

き
仏
た
ち

　

子
規
が
悪
句
・
佳
句
の
例
と
し
て
上
げ
た
う
ち
の
五
句
を
そ
れ
ぞ

れ
選
ん
で
み
た
。
子
規
に
よ
れ
ば
、
悪
句
は
い
ず
れ
も
蕉
門
自
賛
の

評
を
鵜
呑
み
に
し
て
き
た
「
曰い
わ

く
付
き
」
の
句
で
、
そ
う
し
た
柵し
が
ら
み

を

取
り
除
い
て
素
直
に
読
め
ば
、
蕉
風
開
眼
の
句
と
称
さ
れ
る
「
古
池

や
」
も
、
俗
受
け
す
る
「
平
々
淡
々
の
香
の
無
き
臭
も
無
き
尋
常
の

一
句
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
句
と
並
ん
で
蕉
門
の
奥
義
と
さ
れ
る
「
道

の
べ
の
」
も
、
出
る
杭
は
打
た
れ
る
式
の
俗ぞ
く

諺げ
ん

に
通
じ
る
最
下
等
の

句
で
あ
り
、「
物
い
へ
ば
」
は
教
訓
以
外
何
の
取
り
柄
も
な
く
、「
風

流
の
」
は
何
の
面
白
味
も
な
い
ど
こ
ろ
か
、「
風
流
の
は
じ
め
」
の

ご
と
き
は
嫌
み
そ
の
も
の
と
難
じ
、
幽
玄
の
神
髄
と
さ
れ
る
「
枯
枝

に
」
は
漢
語
枯
木
寒
鴉

0

0

0

0

の
翻
案
に
す
ぎ
な
い
、
と
小
気
味
よ
く
切
っ

て
見
せ
る
。

　

一
方
、
佳
句
の
最
初
に
上
げ
た
「
夏
草
や
」
は
、「
無
造
作
に
詠

み
出
だ
せ
る
一
句
十
七
字
の
中
に
千
古
の
興
亡
を
説
き
人
世
の
栄
枯

を
示
し
俯
仰
感
慨
に
堪
へ
ざ
る
者
あ
り
。（
中
略
）
其
平
淡
と
見
ゆ
る

0

0

0

0

0

0

0

所
即
ち
此
句
の
大
な
る
所
に
し
て
人
工
を
は
な
れ
自
然
に
近
き
が
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
み
。

0

0

0

」
と
、
大
仰
に
褒
め
ち
ぎ
っ
て
い
る
。「
五
月
雨
を
」
は
「
雨
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後
の
大
河
滔と
う

々と
う

と
し
て
岩
を
も
砕
き
山
を
劈さ

か
ん
と
す
る
勢
いマ
マ

を
成

す
を
見
る
の
み
。」
と
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
称
え
、「
あ
ら
海
や
」

は
「
波
濤
澎ほ
う

湃は
い

天
水
際
涯
な
く
唯
一
の
孤
島
」
に
「
這し
ゃ

般は
ん

（
こ
れ
ら
）

の
大
観
銀
河
を
以
て
配
」
し
た
、宇
宙
に
広
が
る
雄
壮
な
句
と
評
し
、

「
郭
公
」
は
「
初
夏
清
涼
の
意
肌
を
襲
ひ
骨
に
徹
す
る
」
ほ
ど
の
妙

手
だ
と
膝
を
打
ち
、「
菊
の
香
や
」
は
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
山
吹
ち
る
か

瀧
の
音
」
と
と
も
に
、
幽
玄
の
趣
の
あ
る
佳
句
と
絶
賛
す
る
。

　

こ
れ
だ
け
の
引
用
で
も
見
て
取
れ
る
が
、
べ
た
褒
め
の
蕪
村
評
と

は
違
っ
て
、
毀
誉
褒
貶
と
も
ど
も
ト
ー
ン
が
高
く
、
句
評
が
誇
大
に

な
っ
て
い
る
。
子
規
の
俳
聖
芭
蕉
に
寄
せ
る
尊
崇
の
念
と
、
そ
れ
を

脇
へ
置
い
て
、
芭
蕉
の
名
句
を
も
先
人
の
評
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
客
観

写
生
の
視
点
か
ら
冷
静
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
俳
句
を
新
時
代
の
思

潮
に
適
う
文
学
に
し
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
と
が
激
し
く
せ
め
ぎ
合

う
か
ら
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
が
褒
貶
と
も
に
口
を
極
め
る

言
葉
は
過
剰
と
は
言
え
、
彼
が
理
想
と
す
る
詩
美
の
コ
ン
セ
プ
ト
か

ら
ほ
と
ば
し
る
数
々
の
言
葉
に
違
い
な
く
、
私
情
の
赴
く
ま
ま
に
発

し
た
気
ま
ぐ
れ
な
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
逆
に
断
片
的
な

数
々
の
言
葉
を
か
き
寄
せ
、
共
通
す
る
特
徴
ご
と
に
仕
分
け
る
こ
と

で
、
コ
ン
セ
プ
ト
そ
の
も
の
が
把
握
し
や
す
く
な
る
は
ず
だ
。
彼
が

力
説
す
る
客
観
写
生
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
判
断
の
要
素
か
ら
成

る
概
念
な
の
か
、
こ
こ
で
補
足
を
加
え
な
が
ら
整
理
し
て
み
よ
う
。

一
、「
曰
く
付
き
」
か
否
か
。
つ
ま
り
、
先
人
の
評
と
か
古
典
作

品
と
の
繋
が
り
と
か
、諸
々
の
柵
か
ら
独
立
し
て
い
る
か
否
か
。

二
、
無
造
作
に
詠
み
出
し
て
い
る
か
否
か
。
つ
ま
り
、
俗
受
け
を

狙
わ
ず
、
功
を
求
め
ず
、
見
た
ま
ま
、
感
じ
た
ま
ま
に
さ
ら
り

と
詠
ん
で
い
る
か
否
か
。

三
、
人
工
的
で
な
く
自
然
体
で
あ
る
か
否
か
。
つ
ま
り
、
技
巧
を

凝
ら
す
、
理
想
に
走
る
、
理
屈
を
含
む
等
々
の
作
為
の
痕
跡

が
あ
る
か
否
か
。（
彼
の
い
う
理
想
は
〈ideal

〉
よ
り
〈idea

〉

に
近
く
、
思
い
つ
き
や
着
想
を
意
味
す
る
。） 

四
、
平
淡
に
し
て
印
象
明
瞭
で
あ
る
か
否
か
。　

五
、
平
淡
に
し
て
幽
玄
（
余
情
・
風
韻
）
の
趣
が
あ
る
か
否
か
。

六
、
平
淡
に
し
て
時
空
と
も
に
広
が
り
の
あ
る
雄
壮
感
が
あ
る
か

否
か
。 

　

子
規
は
こ
う
し
た
判
断
の
要
素
か
ら
成
る
コ
ン
セ
プ
ト
で
以
て
、

芭
蕉
の
俳
句
を
分
別
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
仕
分
け
は
明

快
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
子
規
は
、
芭
蕉
が
築
き
上
げ
て
き
た
、
俳

諧
を
俳
諧
た
ら
し
め
る
肝
心
要か
な
め

を
等
閑
視
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が

彼
の
写
生
説
を
佶
屈
な
も
の
に
し
、
や
が
て
加
筆
や
補
説
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

俳
句
が
多
義
多
解
な
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
は
叙
述
を

拒
否
す
る
、
あ
る
い
は
省
略
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
俳
句
の
宿
命
で

も
あ
る
。『
去
来
抄
』（
注
⑧
）に
、
芭
蕉
が
去
来
に
語
っ
た
「
謂い

ひ
お

ほ
せ
て
何
か
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
お
ほ
す
」
は
「
了お
お

す
」、
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つ
ま
り
「
了お

え
る
」
意
で
あ
る
。
言
い
了
え
た
ら
何
も
残
ら
な
い
、

言
い
了
え
な
い
か
ら
こ
そ
俳
諧
に
は
無
限
に
表
現
の
幅
を
広
げ
る
可

能
性
が
あ
る
、
と
い
う
諭
し
だ
。
そ
う
し
た
俳
諧
が
持
つ
表
現
の
特

性
に
つ
い
て
、
芭
蕉
が
門
流
土ど

芳ほ
う

に
語
っ
た
言
葉
が『
三
冊
子
』（
注
⑨
）

に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

詩
歌
連
俳
は
と
も
に
風
雅
也
。
上
三
の
も
の
は
余
す
所
も
そ
の

余
す
所
迄
、俳
は
い
た
ら
ず
と
云
（
ふ
）
所
な
し
。」（「
し
ろ
さ
う
し
」）

　

俳
諧
は
上
三
の
も
の
（
漢
詩
・
短
歌
・
連
歌
）
と
風
雅
の
道

0

0

0

0

（
芸

術
の
精
神
）
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
俳
諧
に
は
雅み
や

び
、

幽
玄
、
有
心
と
い
っ
た
雅
趣
は
言
う
に
及
ば
ず
、
短
歌
な
ど
が
表
現

し
得
な
い
笑
い
、
滑
稽
、
洒
脱
、
鄙ひ
な

び
等
々
の
俗
趣
に
至
る
ま
で
隈

な
く
表
現
で
き
る
強
み
が
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
「
高
く
こ
こ
ろ
を
悟
り

て
俗
に
帰
れ
」（
高
悟
帰
俗
）、つ
ま
り
、俗
に
い
て
風
雅
の
誠
（
こ
こ
ろ
）

を
責
め
よ
、
と
伝
授
し
て
い
る
の
だ
。
元
来
、
古
典
の
パ
ロ
デ
ィ
ー

を
専
ら
に
し
て
楽
し
む
俗
な
る
俳
諧
を
、
風
雅
の
華
で
あ
る
短
歌
に

並
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
そ
の
芸
術
的
価
値
を
引
き
上
げ
た
芭
蕉
が
、
高
悟

帰
俗
を
説
く
の
は
、
俳
諧
が
た
と
え
高
く
風
雅
の
心
を
悟
っ
た
と
こ

ろ
で
、
俗
に
帰
る
（
変
化
に
移
る
）
こ
と
を
怠
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ

に
俳
風
は
淀
ん
で
し
ま
う
の
を
懼お
そ

れ
る
か
ら
だ
。
言
い
了
え
ぬ
俳
諧

の
言
葉
の
強
み
を
誰
よ
り
も
知
る
芭
蕉
は
、
ま
た
言
葉
の
錆
び
に
誰

よ
り
も
敏
感
な
人
で
も
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
子
規
は
こ
う
し
た
俳
句
の
強
み
で
あ
る
表
現
の
多
様

性
を
こ
と
さ
ら
に
狭
め
、「
あ
ら
ゆ
る
虚
飾
や
作
為
を
斥
け
て
対
象

を
忠
実
に
再
現
す
る
と
い
ふ
方
法
」（
注
⑩
）に
限
定
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏（
注
⑪
）が
異
議
を
申
し
立
て
た
。
子
規

は
、
俳
句
の
客
観
写
生
に
拘
る
あ
ま
り
、
芭
蕉
の
作
っ
た
ど
ん
な
俳

句
も
潜
在
的
に
は
連
句
の
発
句

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
欠
い
て
い
る

と
し
て
、伝
統
文
学
に
対
す
る
子
規
の
理
解
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。

　

言
い
了
え
ね
ば
必
然
的
に
言
葉
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
高
ま
り
、
読

み
手
が
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
相
応
の
想
像
力
を
必
要
と
す
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
作
り
手
は
読
み
手
の
想
像
力
を
信
頼
し
て
い
る
か
ら

言
い
了
え
な
い
の
だ
。
連
句
は
連
衆
間
の
そ
う
し
た
知
的
想
像
力
の

信
頼
の
上
に
成
り
立
つ
高
度
な
言
葉
の
遊
び
で
あ
る
。
相
互
に
想
像

力
へ
の
期
待
と
信
頼
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
詠
む
対
象
を
下
世
話
か
ら

古
典
の
世
界
ま
で
無
際
限
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
句
法
も
写

実
的
な
も
の
は
も
と
よ
り
、
象
徴
的
、
比
喩
的
な
も
の
、
さ
ら
に
は

匂に
お
い

付づ
け

と
か
面
影
と
い
っ
た
余
情
、
風
韻
を
醸か
も

し
出
す
詠
み
方
ま
で
可

能
と
な
る
。
連
句
か
ら
発
句
（
俳
句
）
を
切
り
離
す
の
は
勝
手
だ
が
、

発
句
に
は
こ
う
し
た
屈
伸
自
在
な
連
句
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
内
在
す
る
の
を

忘
れ
て
は
困
る
、
と
キ
ー
ン
氏
は
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。

　

子
規
は
個
人
的
に
は
連
句
を
好
ん
だ
し
、
そ
の
面
白
さ
も
十
分

知
っ
て
い
た
。
そ
の
連
句
に
あ
え
て
引
導
を
渡
す
の
は
、
連
句
が
も

は
や
新
時
代
の
文
学
た
り
得
な
い
と
見
て
い
る
か
ら
だ
。彼
は
た
だ
、

連
句
か
ら
切
り
離
し
た
発
句
（
俳
句
）
は
、
最
短
詩
な
が
ら
客
観
写

生
に
最
も
適
す
る
こ
と
を
経
験
的
に
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
西
洋

絵
画
の
写
生
と
同
じ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
技
法
を
俳
句
に
導
入
す
る
こ
と
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で
旧
派
の
俗
態
を
一
掃
し
、
文
学
と
し
て
の
俳
句
の
未
来
を
切
り
開

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

・
俳
句
は
実
景
を
写
さ
ん
と
心
が
く
べ
し
。（『
俳
諧
反ほ

故ご

籠か
ご

』
明
二
九
）

・
単
に
美
と
感
ぜ
し
め
た
る
客
観
的
事
物
許ば
か

り
を
写
す
。（『
我
が

俳
句
』
明
二
九
）

・
写
生
に
往
き
た
ら
ば
そ
こ
に
あ
る
事
物
、
大
小
遠
近
尽こ
と
ご
と

く
詠
み

込
む
覚
悟
な
か
る
べ
か
ら
ず
。（『
随
問
随
答
』
明
三
二
）

　

等
々
、
天
然
物
も
人
間
界
も
対
象
（
も
の
）
を
忠
実
に
客
観
的
に

詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
手
に
実
際
に
も
の
を
見
る
に
等
し
い
鮮

明
な
像
と
し
て
再
現
さ
せ
る
、そ
れ
が
子
規
の
写
生
の
原
点
で
あ
り
、

そ
の
句
法
に
習
熟
す
る
こ
と
で
「
平
淡
の
中
に
至
味
を
寓
す
る
」（『
病

床
六
尺
』
明
三
五
）
句
を
案
出
す
る
の
が
写
生
の
究
極
の
目
標
だ
っ
た
。

三
　
写
生
説
の
変
容

　

子
規
の
写
生
説
に
つ
い
て
碧
梧
桐
が
後
に
、「
今
の
俳
句
は
あ
ま

り
に
も
単
純
な
写
生
に
偏
し
」
て
い
て
、「
月
並
に
対
す
る
純
写
生

の
唱
道
が
、
漸
く
其
弊
を
現
は
す
に
至
つ
た
。」（『
新
傾
向
の
変
遷
』
明

四
五
）
と
、
反
省
の
弁
を
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
碧
梧
桐
の
言
う
純0

写
生
の
弊

0

0

0

0

は
子
規
の
写
生
説
が
当
初
か
ら
内
包
す
る
欠
陥
で
あ
っ

た
。

　

総
じ
て
実
景
を
有
り
の
儘
に
言
へ
ば
そ
れ
に
対
す
る
自
己
の
感

情
判
断
な
ど
は
言
は
ず
と
も
、
読
者
は
能
く
之
を
想
像
し
得
る
者

な
り
。」（『
誹
諧
反
故
籠
』）

　

こ
の
よ
う
に
純
写
生
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
結
果
と
し
て
相

対
す
る
主
観
、
感
情
、
理
想
と
い
っ
た
人
の
も
つ
自
然
性
を
遠
ざ
け

る
こ
と
に
な
り
、
俳
句
が
眼
前
の
景
物
を
た
だ
再
現
す
る
だ
け
の
、

平
板
な
写
生
に
偏
し
て
し
ま
う
、そ
う
し
た
客
観
写
生
の
限
界
（
弊
）

が
ほ
ど
な
く
見
え
て
き
た
。「
有
り
の
儘
に
写
す
」
こ
と
に
軸
足
を

置
い
た
ま
ま
で
は
純
写
生
が
深
化
せ
ず
、
対
象
の
再
現
あ
る
い
は
単

な
る
形
似
に
終
始
す
る
懼
れ
が
出
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
で
は
、
文
学

で
あ
る
俳
句
も
絵
画
彫
刻
と
同
じ
く
感
情
を
表
現
す
る
も
の
、
と
し

て
き
た
彼
の
文
学
観
そ
の
も
の
が
怪
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
子
規
は

写
生
説
の
補
足
・
修
正
を
迫
ら
れ
た
。

　

子
規
が
新
聞「
日
本
」に
連
載
し
た『
俳
句
問
答
』（
明
二
九
）
に
、「
吾

は
俳
句
を
作
ら
ん
と
て
骨
折
る
に
非
ず
。
只た
だ

吾
感
情
を
見あ
ら

は
さ
ん
と

て
骨
折
る
な
り
。」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
写
生
に
よ
る
平
淡
な
句

に
感
情
を
沈
潜
さ
せ
、
至
味
を
寓
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
述
べ
た
上

で
、
感
情
を
「
有
り
の
儘
に
摑
む
」
こ
と
も
写
生
に
な
る
、
さ
ら
に
、

実
景
、
人
世
、
実
情
の
別
な
く
実
を
写
す
の
が
写
生
で
あ
る
と
、
写

生
の
対
象
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
っ
た
。
し
ま
い
に
は
「
我
謂
ふ
所

の
〈
有
の
儘
に
写
す
〉
と
は
即
ち
〈
誠
〉
に
外
な
ら
ず
。」（『
曙あ
け

覧み

の
歌
』

明
三
二
）、
つ
ま
り
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
、
生
け
る
が
ま
ま
の

ま
こ
と
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
す
の
が
写
生
で
あ
る
と
し
た
。
こ

う
し
た
詠
む
対
象
の
拡
大
は
、
物
皆
す
べ
て
を
あ
る
が
ま
ま
に
写
す

と
す
る
写
実
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
な
の
だ
が
、
子
規
の
写
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生
説
に
限
れ
ば
著
し
く
整
合
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
子

規
が
こ
れ
ま
で
説
い
て
き
た
写
生
説
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

◦
何
を
詠
む
か
（
対
象
）
天
然
物
、
人
間
界 

﹀ 

理
想
、感
情
、判
断  

　

◦
ど
う
詠
む
か
（
句
法
）

　
　
　
「
有
り
の
儘
に
写
す
」　　
　

客
観
的 

﹀ 

主
観
的
、
主
情
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

写
実
的 

﹀ 

工
夫
、余
韻
、余
情

　
　
　
　
　
　

↓
（
句
法
の
熟
達
）   

　
　
　

印
象
明
瞭
に
し
て
平
淡
な
る
句
に
至
味
を
寓
す
る 

　
　
　
　
　
　

＝ 

（ 

至
美
）

　
　
　

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
「
誠
」
の
姿
を
写
す 

　

子
規
が
不
等
号
の
上
方
事
項
を
口
を
極
め
て
強
調
し
た
た
め
に
、

下
方
事
項
は
副
次
的
な
も
の
、
さ
ら
に
は
排
す
べ
き
も
の
と
受
け
取

ら
れ
て
、
下
方
事
項
を
客
観
写
生
に
ど
う
取
り
入
れ
る
か
は
門
人
の

間
で
も
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
。

　

生
（
我
）
は
客
観
的
に
の
み
歌
を
詠
め
と
申
し
た
る
事
は
無こ
れ

之な
く

候
。
客
観
に
重
き
を
置
け
と
申
し
た
る
事
も
無
け
れ
ど
此
方
は
愚

意
に
近
き
や
う
に
覚
え
候
。（『
六
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
明
三
二
）

　

子
規
の
写
生
説
で
は
短
歌
も
俳
句
も
同
列
に
論
じ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
句
法
の
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
だ
客
観
写
生
に
軸
足
を
置
い
て

は
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
い
、
論
調
が
明
ら
か
に
ト
ー
ン
ダ
ウ

ン
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
耳
を
疑
い
た
く
な
る
の
が
次
の
一
節
だ
。

　

文
学
に
於
て
我
が
美
と
す
る
所
は
あ
る
人
の
説
く
如
く
理
想
を

の
み
美
と
す
る
に
非
ず
。
写
実
を
の
み
美
と
す
る
に
非
ず
。
将は
た
ま

た

理
想
的
写
実
又
は
写
実
的
理
想
を
の
み
美
と
す
る
に
非
ず
。
我
の

0

0

美
と
す
る
所
は
理
想
に
も
あ
り
、
写
実
に
も
あ
り
、
理
想
的
写
実
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

写
実
的
理
想
に
も
あ
り
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

而
し
て
我
の
不
美
と
す
る
所
も
亦
此
等

の
内
に
在
り
。（『
我
が
俳
句
』
傍
点
筆
者
）

　

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
子
規
の
説
く
詩
美
は
「
そ
れ
（
主
観
・
理
想
）

よ
り
も
こ
れ
（
客
観
・
写
実
）」
で
は
な
く
、「
そ
れ
も
こ
れ
も
」
ど

こ
ろ
か
、「
そ
れ
の
よ
う
な
こ
れ
も
、
こ
れ
の
よ
う
な
そ
れ
」
も
美

で
あ
る
と
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
主
観
に
よ
る
認
識
か
ら
独
立
し
て

存
在
す
る
も
の
が
客
観
・
客
体
で
あ
り
、
そ
の
客
観
・
客
体
を
「
あ

る
が
ま
ま
」
に
捉
え
る
の
が
客
観
的
認
識
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ

う
し
た
両
刀
遣
い
の
論
法
そ
の
も
の
に
撞
着
は
な
い
。
し
か
し
、
美

は
一
様
で
は
な
い
か
ら
い
い
よ
う
な
も
の
の
、
子
規
の
当
初
の
鮮
烈

な
写
生
説
が
、
な
に
も
か
も
美
で
あ
る
、
に
収
束
さ
れ
る
の
で
は

話
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
空
想
と
写
実
を
合
同
し
て
一

種
非
空
非
実
の
大
文
学
を
製
出
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。」（『
俳
諧
大
要
』
明

二
八
）と
、平
然
と
口
を
消
す
に
至
っ
て
は
何
を
か
言
わ
ん
や
で
あ
る
。

こ
れ
は
も
う
世
人
が
瞠
目
し
た
子
規
の
写
生
説
で
は
な
い
。
子
規
の

力
説
し
た
純
写
生
は
ず
る
ず
る
後
退
し
て
、
耳
に
障
ら
ぬ
総
花
的
な

写
生
説
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
写
生
説

の
変
容
を
成
長

0

0

と
み
る
研
究
者
も
い
る
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。

　

た
し
か
に
、
子
規
の
写
生
説
は
当
初
か
ら
権
威
に
抗
し
、
蒙
を
啓

く
の
を
急
ぐ
あ
ま
り
首
尾
一
貫
し
た
論
理
を
持
た
な
い
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
写
生
論0

で
は
な
い
。
子
規
と
同
時
代
に
評
論
や
翻
訳
で
活
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躍
し
た
内
田
魯ろ

庵あ
ん

は
、い
ち
早
く
子
規
写
生
説
の
欠
陥
を
指
摘
し
た
。

　

正
岡
子
は
古
今
の
俳
句
に
精
通
す
。（
中
略
）
然
れ
ど
も
俳
論
家

と
し
て
の
子
規
子
の
価
値
は
称
賛
す
べ
き
も
の
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

其
論
拠
浅
膚
な
る
の
み
な
ら
ず
独
断
多
く
し
て
極
め
て
薄
弱
な

り
。（「『
獺
祭
書
屋
俳
話
』
を
読
む
」
明
二
八
）

　

近
く
は
桶
谷
秀
昭
氏
が
、「
子
規
の
初
期
に
用
い
た
『
写
生
』
の

意
味
は
未
だ
狭
く
し
て
且
つ
浅
い
」（
注
⑫
）と
、
写
生
説
の
未
熟
を
衝

い
て
い
る
。
た
し
か
に
、
魯
庵
の
指
摘
す
る
よ
う
な
瑕か

疵し

も
多
々
あ

る
。
桶
谷
氏
の
評
言
も
当
を
得
て
い
る
。
そ
れ
に
ま
た
、
子
規
の
詠

ん
だ
夥
し
い
俳
句
も
所
説
の
証
例
と
は
な
り
得
ず
、
皮
肉
な
こ
と
に

ほ
と
ん
ど
は
月
並
調
の
駄
句
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
規

の
写
生
説
が
俳
諧
の
流
れ
を
変
え
る
一
石
と
な
り
得
た
の
は
な
ぜ

か
。
そ
れ
に
は
、
子
規
の
俳
諧
に
関
す
る
蘊
蓄
や
、
弁
論
調
で
覇
気

が
み
な
ぎ
る
文
章
の
力
も
少
な
か
ら
ず
与
っ
て
い
よ
う
が
、
な
に
よ

り
も
写
実
主
義
と
い
う
時
代
の
精
神
に
則
っ
た
客
観
写
生
を
俳
句
革

新
の
中
心
に
据
え
、
敢
然
と
旧
弊
に
挑
み
、
芭
蕉
の
名
句
で
さ
え
所

説
に
合
わ
ね
ば
臆
せ
ず
切
っ
て
ゆ
く
彼
の
心
意
気
と
い
う
か
熱
情

が
、
旧
に
飽
き
新
を
切
望
す
る
若
い
詩
人
た
ち
の
魂
を
揺
さ
ぶ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
不
思
議
と
い
え
ば
不
思
議
だ
が
、
彼
ら
が
共

鳴
共
感
し
た
の
は
間
違
い
な
く
、
あ
れ
も
こ
れ
も
取
り
込
ん
だ
全
円

的
な
写
生
説
で
は
な
く
、旧
派
の
権
威
と
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
打
破
し
、

併
せ
て
俳
句
を
新
時
代
に
適
う
文
学
と
す
る
に
は
こ
れ
に
倚よ

る
ほ
か

な
い
と
意
気
込
ん
だ
、
当
初
の
い
わ
ば
突
っ
張
っ
た
写
生
説
な
の
で

あ
る
。 

　

子
規
の
俳
句
革
新
の
運
動
は
明
治
三
二
年
、『
俳
諧
大
要
』
と
『
俳

人
蕪
村
』
を
上
梓
し
、
句
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
松
山
か
ら
東
京
に

移
し
て
活
動
の
拠
点
と
し
た
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
終
わ
る
。

　

子
規
没
後
、
日
本
派（
注
⑬
）は
虚
子
と
碧
梧
桐
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

を
拠
点
に
し
て
、
子
規
写
生
説
の
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
補
い
な
が
ら

子
規
の
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
写
生
説
に
最
も
忠
実
だ
っ
た
碧

梧
桐
は
、
や
が
て
大
須
賀
乙
字
、
荻
原
井
泉
水
ら
と
俳
句
の
季
題
・

定
型
と
い
っ
た
縛
り
を
な
く
し
て
写
実
に
徹
す
る
、
新
傾
向
の
自
由

律
俳
句
へ
と
進
む
。
一
方
、
虚
子
は
そ
う
し
た
碧
梧
桐
ら
の
動
き
に

危
機
感
を
抱
い
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
復
帰
し
、
花
鳥
諷
詠
論
を
掲

げ
て
子
規
の
正
統
と
な
り
、
飯
田
蛇
笏
、
村
上
鬼
城
、
続
い
て
水
原

秋
桜
子
、山
口
誓
子
、川
端
茅
舎
ら
の
門
流
を
育
て
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

派
の
全
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

詩
人
の
安
東
次
男
氏
は
、
現
代
俳
句
は
「
子
規
以
来
の
写
生
観
に

毒
さ
れ
」（
注
⑭
）て
、
蕪
村
ら
の
句
が
も
つ
詩
的
感
興
を
失
い
、
佶
屈

に
な
っ
た
と
子
規
に
毒
突
い
た
。
辛
辣
な
が
ら
そ
の
見
方
に
も
理
は

あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
批
判
を
よ
そ
に
、
子
規
と
い
う
巨
大
な

水
瓶
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
本
流
と
し
て
二
手
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
が
形
を
変
え
、
枝
分
か
れ
し
て
細
流
と
な
り
な
が
ら
も
涸
れ
る
こ

と
な
く
、
今
な
お
水
系
が
保
た
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
思
え
ば
、

ま
さ
し
く
子
規
は
明
治
の
芭
蕉
で
あ
っ
た
。
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補
　
注

①　

河
東
碧
梧
桐
宛
て
の
書
簡
（
明
治
二
五
年
五
月
二
八
日
付
）
の
一
文
。

②　

月
並
俳
諧 

─ 

月
並
は
月
次
で
毎
月
の
意
。
俗
宗
匠
が
毎
月
催
す
句
会
で

披
露
さ
れ
る
低
俗
な
遊
戯
三
昧
の
俳
句
の
こ
と
。
こ
れ
を
子
規
・
碧
梧
桐

ら
日
本
派
の
仲
間
は
「
月
並
調
」
と
称
し
て
蔑
ん
だ
。

③　

蕉
風 

─ 

正
風
。
俳
諧
で
芭
蕉
及
び
そ
の
門
流
の
俳
風
を
い
う
。
さ
び
・

し
お
り
・
細
み
・
か
る
み
な
ど
。

④　

貞
徳
宗
因 

─ 

松
永
貞
徳
は
江
戸
前
期
の
俳
人
、
京
都
を
中
心
と
し
た
貞

門
派
俳
諧
の
祖
。
俳
風
は
俗
語
や
漢
語
を
用
い
た
言
語
遊
戯
を
専
ら
に
す

る
。
西
山
宗
因
は
江
戸
前
期
の
俳
人
、
上
方
を
中
心
と
し
た
談
林
派
俳
諧

の
祖
。
俳
風
は
奇
抜
な
着
想
、
見
立
て
、
軽
妙
な
言
い
回
し
が
特
色
。
と

も
に
蕉
風
に
押
さ
れ
て
衰
退
し
た
。

⑤　

連
俳 

─ 

俳
諧
の
連
句
の
こ
と
。
二
人
以
上
の
俳
諧
師
（
連
衆
）
が
一
座

に
会
し
、主
客
の
発
句
に
脇
句
、第
三
句
と
順
送
り
に
長
句
と
短
句
を
付
け
、

歌
仙
は
三
六
句
目
の
短
句
（
挙あ
げ

句く

）
で
一
編
の
詩
が
完
成
す
る
。

⑥　

子
規
が
郷
里
松
山
に
帰
省
中
、
俳
句
仲
間
の
柳
原
極き
ょ
く

堂ど
う

に
語
っ
た
言
葉
。

（
極
堂
著
『
友
人
子
規
』
昭
八
）。

⑦　

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー 

─ 

一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
、
倫
理

学
者
。
修
辞
学
に
も
造
詣
が
深
く
、
子
規
は
彼
の
文
体
論
の
一
節
「
最
簡

単
ノ
文
章
ハ
最
良
ノ
文
章
ナ
リ
」
に
感
銘
を
受
け
、
生
涯
そ
の
主
義
を
座

右
の
銘
と
し
た
。（『
筆
ま
か
せ
』（
第
三
の
ま
き
）

⑧　

去
来
抄 

─ 

江
戸
中
期
の
俳
論
書
。
向
井
去
来
著
。
芭
蕉
及
び
そ
の
門
人

の
俳
論
を
集
成
し
た
も
の
。
不
易
流
行
、
か
る
み
、
さ
び
、
し
お
り
な
ど

蕉
風
俳
諧
の
本
質
に
触
れ
た
貴
重
な
資
料
。

⑨　

三
冊
子 

─ 

江
戸
中
期
の
俳
論
書
。
服
部
土
芳
著
。「
し
ろ
さ
う
し
」「
あ

か
さ
う
し
」「
く
ろ
さ
う
し
」
の
三
部
か
ら
な
る
。
蕉
風
俳
論
書
の
一
つ
。

有
名
な
不
易
流
行
論
は
「
あ
か
さ
う
し
」
に
記
す
。

⑩　

北
住
敏
夫
著
『
写
生
説
の
研
究
』「
写
生
説
の
成
立
」（
角
川
書
店
・
昭

四
三
年
版
）。　
　

⑪　

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
著
『
正
岡
子
規
』
第
八
章
「
新
体
詩
と
漢
詩
」（
角

地
幸
男
訳　

新
潮
社
・
平
一
二
年
版
）。

⑫　

桶
谷
秀
昭
著
『
正
岡
子
規
』「
写
生
」（
小
澤
書
店
・
昭
五
八
年
版
）。          

⑬　

日
本
派 

─ 

旧
派
に
対
し
て
新
派
と
も
。
子
規
門
流
の
俳
句
が
新
聞
「
日

本
」
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
子
規
門
流
の
夏
目

漱
石
、
内
藤
鳴
雪
、
村
上
鬼
城
、
河
東
碧
梧
桐
、
高
浜
虚
子
ら
を
さ
す
。

⑭　

安
東
次
男
著
「
与
謝
蕪
村
」
鑑
賞
篇
Ⅰ
（
講
談
社
学
術
文
庫
・
平
三
年
版
）。
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