
「
現
わ
れ
る
、
へ
き
書
物
が
現
わ
れ
た
」
ｌ
こ

れ
が
松
井
氏
の
著
書
を
拝
見
し
た
直
後
の
私
の
感

じ
で
あ
る
。
俳
諭
を
手
が
け
て
い
る
私
は
、
松
井

氏
か
ら
数
だ
の
助
言
を
蒙
っ
た
。
今
、
著
書
を
手

に
し
て
み
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
助
言
が
悉
く
整
理

さ
れ
た
膨
大
な
資
料
を
充
分
踏
ま
え
て
の
発
言
で

あ
る
こ
と
を
今
さ
ら
の
よ
う
に
知
っ
て
、
そ
の
博

覧
強
記
ぶ
り
に
驚
際
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
勿

論
、
俳
壇
の
知
名
人
か
ら
、
俳
句
関
係
の
資
料
に

つ
い
て
、
毎
日
の
よ
う
に
照
会
が
あ
る
と
聞
い
て

い
た
し
、
ま
た
そ
の
種
の
も
の
を
拝
見
し
た
こ
と

も
あ
る
。
従
っ
て
助
言
の
一
切
に
つ
い
て
全
幅
の

信
頼
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
著
書
を
手
に

し
て
完
全
に
大
声
一
喝
さ
れ
た
感
じ
で
あ
る
。

氏
は
、
俳
諭
史
に
先
立
つ
、
俳
諭
に
関
し
た
資

料
の
蒐
集
を
昭
和
二
十
七
年
頃
か
ら
始
め
ら
れ
、

書
評
松
井
利
彦
著
「
近
代
俳
論
史
」

書
評松

井
利
彦
著

「
近
代
俳
論
史
」

そ
れ
に
平
行
し
て
そ
の
目
録
を
分
類
、
整
理
さ
れ

て
、
昭
和
三
十
九
年
迄
に
約
四
万
数
千
項
目
を
集

録
、
そ
の
間
約
六
万
冊
の
雑
誌
を
整
理
、
資
料
で

蔵
書
と
な
っ
た
俳
句
関
係
単
行
本
は
一
万
冊
を
越

え
て
い
る
・

氏
が
、
俳
論
の
資
料
蒐
集
を
思
い
た
た
れ
た
の

は
、
敗
戦
後
間
も
な
い
頃
、
即
ち
大
学
在
学
中
の
こ

と
で
、
卒
業
後
生
涯
の
仕
事
と
す
る
こ
と
を
決
意

さ
れ
た
と
聞
き
及
ん
で
い
る
。
当
時
、
著
名
な
歌

人
の
一
人
で
あ
り
、
近
代
短
歌
史
研
究
の
権
威
で

あ
っ
た
小
泉
蓉
三
氏
の
も
と
を
訪
ね
ら
れ
た
氏
は
、

小
泉
氏
か
ら
俳
句
関
係
の
結
社
誌
を
可
能
な
限
り

集
め
て
、
徹
底
的
に
読
破
し
て
ゆ
く
こ
と
を
教
わ

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
氏
の
基
礎
資
料

の
蒐
集
が
始
ま
っ
た
。
文
字
通
り
の
東
奔
西
走
、

そ
し
て
そ
の
間
の
幾
多
の
苦
労
は
誠
実
な
研
究
者

佐
々
木
啓
一

1

な
ら
総
て
が
嘗
め
る
貴
重
な
体
験
の
連
続
で
あ
る
。

勿
論
、
蒐
集
と
そ
の
整
理
だ
け
で
も
価
値
あ
る
業

績
に
ち
が
い
な
い
が
、
氏
は
加
え
る
に
そ
の
道
程

に
お
い
て
最
大
の
権
威
者
・
指
導
者
と
の
出
会
い

を
も
た
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
書
の
序
文

に
筆
を
執
ら
れ
た
高
木
市
之
助
、
吉
田
精
一
両
先

生
で
あ
る
。
研
究
方
法
、
研
究
態
度
の
基
本
的
な

分
野
は
、
両
先
生
か
ら
学
ば
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。

そ
し
て
氏
の
業
績
の
一
端
は
、
昭
和
三
十
年
頃
か

ら
両
先
生
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
東
京

堂
の
「
近
代
日
本
文
学
辞
典
」
編
集
へ
の
参
加
、

筑
摩
書
房
の
「
現
代
日
本
文
学
年
表
」
の
俳
句
に
関

す
る
部
分
は
、
一
切
氏
の
担
当
、
河
出
書
房
の
「
現

代
文
学
論
大
系
」
の
「
評
論
年
表
」
の
「
俳
諭
」

の
部
分
は
氏
の
担
当
、
と
い
う
よ
う
に
、
い
よ
い

よ
俳
文
学
の
領
域
に
も
足
跡
を
拡
大
さ
れ
た
。
そ

の
間
俳
文
学
会
に
も
論
文
及
び
発
表
を
示
さ
れ
た
。

一
方
、
氏
は
、
実
作
、
指
導
の
分
野
に
お
い
て

も
俳
壇
の
有
力
者
で
あ
り
知
名
人
で
あ
る
。
吉
田

精
一
先
生
は
、
氏
の
著
書
の
序
文
に
お
い
て
「
松

井
君
は
た
ん
な
る
研
究
者
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ま
た
長
年
実
作
の
経
験
が
あ
り
、
在
住
し
て
い
る

岐
阜
で
は
、
多
く
の
門
下
を
指
導
し
て
い
る
。
」

四
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と
述
零
へ
て
お
ら
れ
る
の
を
み
て
も
わ
か
る
が
、
こ

の
こ
と
は
一
方
で
は
学
会
で
の
有
力
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で
あ
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
今
、
連
載
の
形

式
で
角
川
書
店
発
行
の
俳
句
総
合
誌
「
俳
句
」
に

「
明
治
俳
句
評
論
年
表
」
を
、
俳
句
研
究
社
発
行

の
同
類
誌
「
俳
句
研
究
」
に
「
昭
和
俳
句
評
論
年

表
」
を
執
筆
中
で
、
そ
の
他
の
有
力
な
結
社
誌
に

も
、
作
品
論
、
俳
論
の
健
筆
を
揮
っ
て
お
ら
れ
る
次

第
で
あ
る
。
ま
た
、
山
口
誓
子
の
主
宰
す
る
「
天

狼
」
の
同
人
、
沢
木
欣
一
の
主
宰
す
る
「
風
」
の

同
人
と
し
て
俳
壇
の
啓
蒙
と
後
進
の
指
導
と
に
尽

力
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
氏
の
高
著
「
近
代
俳
諭
史
」
に
つ
い
て
、

未
見
の
人
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
書
評
を
兼
ね

て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
る
。
書
評

を
お
引
き
受
け
し
た
最
初
、
研
究
の
上
で
氏
の
身

辺
に
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
著
者
の
優
れ
て
い
る

点
に
つ
い
て
も
判
っ
て
い
る
積
り
で
い
る
か
ら
、

単
な
る
内
輪
ぽ
め
の
程
度
の
紹
介
と
批
評
に
終
っ

て
は
な
ら
な
い
と
堅
く
自
分
を
戒
め
て
来
た
の
で

あ
る
が
、
愈
々
個
々
に
調
べ
挙
げ
て
み
る
と
、
遅

疑
逵
巡
の
余
地
が
な
い
程
、
内
容
に
つ
い
て
は
完

壁
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
し
ま
っ
て
書
評
を
記

「

l

■

す
自
信
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
次
第
で
あ
る
。
と

も
あ
れ
、
せ
め
て
紹
介
の
労
ぐ
ら
い
は
と
思
い
直

し
て
以
下
に
記
す
段
に
相
成
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
著
書
に
先
行
す
る
「
俳
論
史
」
な
る
も
の

が
あ
る
か
ど
う
か
の
点
で
あ
る
が
、
氏
の
発
言
及

び
吉
田
精
一
先
生
の
序
文
を
参
照
す
る
と
、
大
森

桐
明
の
「
明
治
大
正
俳
諭
史
」
が
唯
一
の
も
の
だ

そ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
著
書
が
殆
ん
ど
未

開
拓
の
領
域
の
礎
石
を
築
か
れ
た
こ
と
に
な
り
、

さ
ら
に
「
俳
論
史
」
の
あ
り
方
を
学
界
に
向
か
っ

て
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
俳
文
学
の
関
係
分

野
は
勿
論
の
こ
と
、
特
に
近
代
文
学
の
各
分
野
の

研
究
に
、
氏
の
著
書
に
お
け
る
業
績
が
充
分
に
答

え
て
呉
れ
る
も
の
を
包
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
確
信

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
著
書
は
、
「
俳
句
シ
リ
ー
ズ
・
人
と

作
品
」
全
十
五
巻
の
別
巻
の
一
冊
で
あ
る
。
巻
頭

に
写
真
に
よ
る
俳
句
関
係
誌
及
び
俳
人
の
原
稿
の

一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
時
代
順
に
紹
介
、
八
頁
を
使

っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
写
真
を
通
じ
て
初
め
て

見
る
も
の
、
入
手
困
難
な
書
物
の
多
数
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
続
い
て
、
「
は
し
が
き
」
「
目
次
」

そ
し
て
「
近
代
俳
論
史
」
は
、
明
治
篇
（
約
一
三

k

四
八

○
頁
）
・
大
正
篇
（
約
一
○
○
頁
）
・
昭
和
篇
（
約
二

五
○
頁
）
の
三
篇
に
わ
か
た
れ
、
「
あ
と
が
き
」
で

終
っ
て
い
る
。
各
篇
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
項
目
に
わ

か
っ
て
、
「
明
治
篇
」
十
七
章
・
「
大
正
篇
」
十
一
・

章
・
「
昭
和
篇
」
二
十
五
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
各

章
さ
ら
に
小
項
目
に
わ
か
っ
て
具
体
化
さ
れ
、

細
分
化
さ
れ
て
い
る
。

／

最
初
の
「
明
治
篇
」
か
ら
目
次
に
即
し
要
点
の

み
に
し
ぼ
っ
て
み
て
ゆ
く
と
、
「
明
治
十
年
前
後
．

二
十
年
初
期
」
の
第
一
章
か
ら
は
じ
ま
っ
て
第
十

七
章
「
新
傾
向
論
の
分
裂
」
迄
は
次
の
よ
う
に
み

る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
明
治
十
年
前
後
」
の
冒
頭
で
「
開
化
後
の
俳

壇
で
文
芸
的
な
課
題
が
浮
び
上
る
の
は
明
治
十
年

前
後
で
‐
｜
と
述
》
へ
て
俳
諾
の
「
風
雅
」
と
「
実
用
」

の
両
面
性
を
豊
富
な
「
俳
諭
」
の
生
資
料
に
一
々

当
り
な
が
ら
、
俳
譜
が
風
雅
観
に
よ
っ
て
近
代
化

の
前
に
辛
う
じ
て
日
本
的
な
命
脈
を
保
ち
得
た
こ

と
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
特
に
「
滑
稽
風
雅
新
聞
」

（
明
治
、
．
Ⅱ
年
）
の
仮
名
垣
魯
文
の
風
雅
論
は
、

単
に
俳
諭
の
分
野
だ
け
の
問
題
で
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
「
改
暦
」
で
は
、
明
治
五
年
十
二
月
三
日

を
以
て
明
治
六
年
一
月
一
日
と
す
る
こ
と
に
よ
る

h

ト

･ ←



季
感
の
混
乱
が
、
か
え
っ
て
現
実
を
見
直
す
契
機

と
な
り
、
ま
た
発
句
の
独
立
と
い
う
傾
向
を
強
め

て
ゆ
く
一
方
、
連
句
の
頽
勢
に
拍
車
を
か
け
る
一

因
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「
改
暦
」
を
、

文
学
、
少
く
と
も
直
接
影
響
を
生
じ
る
俳
論
史
・

俳
句
史
で
問
題
に
し
た
こ
と
は
皆
無
に
等
し
く
、

氏
の
燗
眼
が
文
献
資
料
を
充
分
駆
使
し
得
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
共
に
、
氏
の
着
想
の
独
自
性
を

如
実
に
証
明
し
て
い
る
部
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
俳
譜
教
訓
派
の
成
立
と
衰
勢
‐
｜
で
は
、
こ
の
派

が
種
々
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
、
明
治
初
年
の
欧
風

偏
重
か
ら
の
脱
皮
と
日
本
的
な
も
の
の
確
認
へ
の

足
が
か
り
を
果
し
た
積
極
的
な
面
で
の
意
義
を
打

ち
だ
し
て
お
ら
れ
る
。
「
国
詩
改
良
論
と
そ
の
周

辺
」
は
「
新
体
詩
抄
」
の
序
文
、
坪
内
遁
遙
の
「
小

説
神
髄
」
の
引
用
等
、
短
詩
否
定
論
を
俳
壇
が
ど
う

受
け
と
り
ど
う
対
時
し
て
い
っ
た
か
が
問
題
に
さ

れ
、
特
に
そ
れ
を
契
機
と
し
て
「
俳
論
」
の
本
格

派
が
出
現
し
、
俳
句
の
革
新
が
説
か
れ
、
新
し
い

文
学
と
し
て
の
俳
句
が
検
討
さ
れ
始
め
た
こ
と
を

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
「
文
学
」
の
文
字
の
見

え
た
最
初
が
「
雅
俗
日
新
録
」
（
明
治
８
年
９
月
）

で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
点
も
精
級
の
一
言
に
尽

書
評
松
井
利
彦
箸
「
近
代
俳
論
史
」

き
る
。
「
紅
葉
と
談
林
」
で
は
、
紅
葉
の
俳
句
体

験
と
「
秋
声
会
」
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
章
「
獺
祭
書
屋
俳
話
」
以
下
「
芭
蕉
雑
談
」
「
写

生
の
導
入
」
「
写
実
的
作
品
の
価
値
づ
け
」
「
蕪

村
尊
重
」
「
俳
句
拡
張
論
の
後
退
」
「
平
淡
の
追

究
」
に
至
る
各
章
は
、
子
規
及
び
子
規
に
対
す
る

俳
論
の
集
大
成
の
観
が
あ
る
。
こ
こ
は
単
に
ス
・
ヘ

ー
ス
の
点
か
ら
で
は
な
く
、
明
治
篇
の
な
か
で
、

氏
が
最
も
情
熱
を
傾
け
ら
れ
た
章
で
は
な
か
ろ
う

か
。
貴
重
な
資
料
を
公
開
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ

は
勿
論
、
資
料
の
配
列
と
論
考
に
異
状
な
ほ
ど
の

情
熱
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
子
規
の
「
芭
蕉
雑
談
」
》

に
み
る
芭
蕉
論
と
、
そ
の
流
出
と
し
て
の
子
規
の

文
学
観
は
「
発
句
は
文
学
な
り
。
連
俳
は
文
学
に

非
ず
」
の
発
言
に
充
分
反
映
し
て
い
る
。
氏
は
こ

の
点
を
と
ら
え
て
「
発
句
の
独
立
」
と
「
連
俳
非

文
学
説
」
の
意
義
を
正
当
化
す
る
も
の
だ
と
み
て

お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
知
識
に
対
す
る
感
情
ｌ

制
作
者
の
感
情
を
表
現
す
る
も
の
こ
そ
文
学
で
あ

る
。
」
と
か
「
発
句
は
完
全
に
『
個
』
の
芸
術
の

立
脚
点
を
も
つ
」
と
い
う
氏
の
解
説
の
仕
方
に
は
、

実
作
者
と
し
て
の
情
熱
の
片
鱗
が
窺
え
る
の
で
あ

る
。
「
俳
句
」
な
る
名
称
の
統
一
的
決
定
的
役
割

を
果
し
た
の
を
子
規
と
み
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「
蕪
村
尊
重
」
で
は
、
子
規
の
「
俳
人
蕪
村
」
を

通
じ
て
写
生
説
、
平
淡
追
究
の
原
理
的
な
面
に
つ

い
て
の
変
化
を
述
べ
、
子
規
の
病
床
生
活
が
子
規

の
表
現
上
で
の
位
相
を
変
え
た
こ
と
に
つ
い
て
詳

細
に
追
究
し
て
お
ら
れ
る
あ
た
り
は
、
氏
の
面
目

躍
如
た
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
「
子
規
俳

論
の
継
承
」
「
碧
梧
桐
・
虚
子
の
対
立
」
「
虚
子

の
創
作
体
験
」
「
碧
梧
桐
の
新
傾
向
論
」
「
無
中

心
論
」
「
新
傾
向
の
分
裂
」
で
は
、
特
に
「
虚
子

の
創
作
体
験
」
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
虚

子
の
小
説
家
志
望
の
一
件
と
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に

お
け
る
漱
石
の
活
躍
と
の
相
互
関
係
が
、
多
く
の

俳
論
の
資
料
で
か
な
り
関
心
を
も
て
る
よ
う
な
追

究
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
。
「
新
傾
向
論
の
分
裂
」

で
は
井
泉
水
の
俳
諭
の
要
約
が
「
層
雲
」
を
資
料

と
し
て
器
用
に
処
理
さ
れ
て
一
目
瞭
然
の
感
が
あ

づ
（
）
○

さ
て
、
「
大
正
篇
」
の
第
一
章
は
「
守
旧
派
理

論
」
か
ら
は
じ
ま
り
、
「
虚
子
の
俳
壇
復
帰
と
新

匝
向
」
「
新
傾
向
論
の
展
開
」
「
虚
子
の
『
主
観

尊
重
」
」
「
描
写
の
尊
重
」
「
大
正
中
期
以
降
の
新

傾
向
」
「
大
正
末
年
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
内
部
の
新
動

四
九



P

向
」
な
ど
と
な
り
、
氏
は
「
虚
子
の
俳
壇
復
帰
と

新
傾
向
」
の
中
で
、
虚
子
の
復
帰
理
由
の
一
つ
に

新
傾
向
の
俳
句
が
十
七
音
季
題
趣
味
の
破
壊
を
も

た
ら
し
た
根
源
を
小
説
へ
の
近
寄
り
過
ぎ
に
あ
っ

た
と
み
て
、
さ
ら
に
小
説
と
の
断
絶
の
徹
底
が
大

正
期
の
作
品
・
俳
論
を
大
き
く
特
色
づ
け
る
と
い

う
言
及
の
仕
方
は
、
氏
の
俳
論
史
を
中
心
と
し
た

多
年
の
研
鑛
の
一
端
で
あ
る
と
考
え
る
。
｜
‐
虚
子

の
『
主
観
尊
重
』
」
で
は
、
虚
子
が
大
正
期
の
趨

勢
と
し
て
作
家
の
個
性
的
な
面
を
重
視
す
る
主
張

が
、
近
代
的
な
傾
向
を
創
り
出
す
と
い
う
本
質
的

な
点
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
辺

の
考
え
方
が
、
秋
桜
子
、
草
田
男
ら
に
大
き
く
働

き
か
け
る
の
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
草
田

男
の
場
合
「
昭
和
篇
」
の
一
‐
新
興
俳
句
に
対
す
る

反
駁
の
動
向
」
「
人
間
探
求
派
の
主
張
‐
一
で
詳
細

に
触
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
史
的
意
義
づ

け
と
し
て
こ
の
部
分
は
比
較
的
重
要
に
考
え
る
の

で
、
俳
諭
以
前
の
問
題
で
あ
る
か
‐
も
し
れ
な
い
が

注
の
部
分
に
詳
述
し
て
欲
し
か
っ
た
と
思
う
。

「
大
正
末
年
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
内
部
の
新
動
向
」

は
、
誓
子
、
草
城
、
秋
桜
子
と
い
う
当
時
の
若
手

作
家
の
自
覚
的
な
意
図
に
立
っ
た
消
息
が
豊
富
な

律

資
料
と
直
接
聞
き
得
た
と
こ
ろ
を
織
り
込
ん
で
適

確
に
究
明
さ
れ
て
い
る
。
次
の
「
昭
和
篇
」
の
第

二
旱
は
「
花
烏
弧
詠
論
の
提
唱
」
続
い
て
「
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
俳
句
と
そ
の
周
辺
」
「
自
然
の
真
と
文

芸
上
の
真
と
そ
の
周
辺
」
「
新
興
俳
句
」
「
新
興

俳
句
運
動
の
展
開
」
「
「
詩
』
意
識
の
革
新
」
「
人

工
素
材
の
開
拓
と
構
成
手
法
」
「
無
季
俳
句
の
肯

定
」
「
新
興
俳
句
に
対
す
る
反
駁
の
動
向
」
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
価
向
を
も
つ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
提

唱
」
「
戦
時
社
会
と
俳
句
」
「
人
間
探
求
派
の
主

張
」
「
戦
時
新
体
制
へ
の
協
調
」
「
閻
黒
時
代
」

「
終
戦
か
ら
第
二
芸
術
論
ま
で
」
「
第
二
芸
術
論
」

「
「
第
二
芸
術
論
」
へ
の
反
駁
」
「
俳
句
性
の
探
究
」

な
ど
て
あ
る
。
こ
の
辺
に
な
る
と
、
他
氏
の
昭
和

俳
句
、
新
興
俳
句
の
研
究
書
も
比
較
的
多
く
眼
に

触
れ
る
が
、
「
俳
論
史
」
の
立
場
か
ら
氏
の
よ
う

に
先
駆
的
業
績
の
数
灸
を
充
分
消
化
し
た
上
で
、

新
資
料
と
直
接
談
話
の
内
容
を
随
所
に
示
し
て
完

壁
な
ま
で
に
解
説
を
加
え
て
い
る
点
に
お
い
て
、

私
な
ど
が
妄
評
を
加
え
る
べ
き
余
地
は
残
さ
れ
て

い
な
い
。

「
人
工
素
材
の
開
拓
と
構
成
手
法
」
の
章
は
、

俳
論
と
俳
句
理
論
の
両
面
か
ら
最
も
私
に
関
心
を

1

1

五
○

与
え
た
部
分
で
あ
る
。
即
ち
新
興
俳
句
運
動
の
旗

頭
で
あ
る
誓
子
の
俳
句
観
及
び
俳
句
理
論
の
核
心

が
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
再
び
繰
り
返
す
よ

う
だ
が
、
氏
の
こ
の
解
説
は
、
俳
論
関
係
の
活
字

の
資
料
を
基
礎
に
、
直
接
の
調
査
研
究
の
膨
大
な

資
料
の
裏
付
け
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が

私
に
も
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
素
材
面
で

の
茂
吉
の
短
歌
か
ら
誓
子
の
俳
句
へ
の
継
承
の
過

程
、
感
覚
的
把
握
の
方
法
の
草
城
か
ら
の
受
容
関

係
、
俳
句
の
構
成
方
法
と
、
誓
子
自
身
理
論
的
根
拠

と
し
て
唱
え
て
い
る
写
生
構
成
理
論
と
写
生
構
成

主
義
者
と
し
て
の
自
負
が
、
史
的
、
系
統
的
に
頭
に

は
い
っ
て
く
る
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
戦

時
社
会
と
俳
句
」
で
は
、
戦
争
と
俳
句
の
問
題
に

つ
い
て
、
最
初
に
意
見
を
公
に
す
る
の
は
誓
子
で

あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
誓
子
が
、
戦
争

は
無
季
新
興
俳
句
で
詠
う
べ
き
だ
と
し
て
戦
争
を

自
ら
の
俳
句
の
世
界
か
ら
遠
ざ
け
た
。
こ
れ
に
対

し
て
草
田
男
は
、
積
極
的
に
戦
争
を
自
ら
の
俳
句

の
中
に
摂
取
し
た
。
こ
こ
に
戦
時
社
会
を
背
景
と

し
て
草
田
男
的
な
俳
論
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
し
か
も
新
興
俳
句
運
動
に
お
け
る
「
如
何

に
生
き
る
か
」
の
問
題
の
追
究
は
、
草
田
男
の
言
‐



う
よ
う
な
国
家
、
社
会
と
い
う
「
全
」
に
帰
一
す

る
と
言
う
追
究
の
仕
方
で
は
な
く
、
社
会
現
実
を

是
認
し
た
上
で
の
追
究
で
あ
っ
て
、
誓
子
が
自
己

の
俳
句
世
界
か
ら
戦
争
を
除
外
し
た
言
葉
な
ど
が
、

か
な
り
な
抵
抗
を
秘
め
た
発
言
で
あ
っ
た
と
解
説

し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
誓
子
の

俳
論
か
ら
質
的
に
一
・
応
賛
成
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

今
少
し
資
料
を
示
し
て
い
た
だ
き
、
他
章
、
例
え

ば
「
閻
黒
時
代
」
と
連
関
を
保
っ
て
、
氏
独
自
の

見
解
を
開
陳
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
も
っ
と
も
出
版
社
側
が
相
当
部
分
に

つ
い
て
氏
に
無
理
な
制
限
を
強
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る
が
。
「
人
間
探
求
派
」
及
び
「
人
間
探
求
派

周
辺
」
で
は
、
戦
争
と
い
う
悲
劇
的
な
現
実
を
通

し
て
俳
壇
が
自
ら
の
後
進
性
を
脱
皮
し
た
運
動
、

そ
れ
が
「
人
間
探
求
派
」
の
運
動
で
あ
っ
た
と
し

て
お
ら
れ
る
。
勿
論
、
氏
の
史
観
に
立
っ
た
広
い

視
野
と
注
意
深
い
分
析
が
窺
わ
れ
て
優
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
解
説
の
論
究
そ
の
も
の
に
鞘
微
視
的

傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
闇
黒

時
代
」
で
は
、
誓
子
・
秋
桜
子
・
虚
子
の
戦
争
末

期
に
お
け
る
俳
論
を
引
用
し
て
、
俳
句
の
自
主
性

を
守
り
抜
こ
う
と
す
る
意
志
を
窺
う
こ
と
が
で
き

書
評
松
井
利
彦
箸
「
近
代
俳
誰
史
」

1

る
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
俳
壇
の
底
を
流
れ
る
抵

抗
精
神
を
通
し
て
こ
れ
ほ
ど
三
大
俳
人
を
く
っ
き

り
と
浮
き
彫
り
に
し
た
章
は
な
い
と
考
え
る
。
な

か
で
も
誓
子
の
態
度
は
微
動
だ
も
せ
ず
「
激
浪
」

の
細
榔
後
記
（
昭
和
四
年
皿
月
）
及
び
「
俳
句
研
究
」

（
昭
和
加
年
７
月
８
日
）
の
俳
論
で
は
、
誓
子
の
厳

し
い
態
度
の
核
心
に
氏
が
触
れ
て
お
ら
れ
る
と
こ

ろ
、
氏
自
身
の
誓
子
に
寄
せ
ら
れ
る
傾
倒
、
凝
祝

が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
次
に
戦
後
の
「
第
二
芸
術

論
」
及
び
「
第
二
芸
術
論
へ
の
反
駁
」
の
章
で
あ
る

が
、
氏
自
身
桑
原
武
夫
か
ら
直
接
聞
き
だ
さ
れ
た

こ
と
が
骨
子
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
結
社
誌
並
び

に
そ
の
俳
論
か
ら
の
孫
引
を
通
じ
て
の
見
解
と
は

質
的
に
全
然
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
の
で

あ
る
。
即
ち
論
証
の
過
程
は
、
厳
密
周
到
で
、
右
顧

左
膀
の
一
端
す
ら
み
ら
れ
な
い
。
章
末
の
一
○
○

項
ｕ
に
わ
た
る
関
係
文
献
資
料
の
紹
介
は
、
質
量

の
両
面
に
わ
た
る
豊
富
さ
を
示
す
と
共
に
、
こ
れ

ら
文
献
の
中
に
は
、
比
較
的
新
し
い
も
の
に
つ
い

て
も
現
在
か
な
り
稀
観
に
属
す
る
も
の
さ
え
あ
り
、

し
か
も
こ
れ
に
関
係
す
る
資
料
は
出
版
社
の
都
合

で
相
当
部
分
描
載
で
き
な
か
っ
た
と
聞
き
及
ん
で

い
る
。
こ
こ
で
も
氏
は
誓
子
が
逸
早
く
反
駁
し
た

こ
と
を
取
り
上
げ
、
し
か
も
誓
子
の
反
論
の
前
に
、

俳
句
の
独
自
性
を
無
視
し
て
散
文
の
基
準
で
俳
句

を
倖
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
桑
原
武
夫
自
身
反
省

し
て
い
る
部
分
の
解
説
は
見
事
で
あ
る
。
秋
桜

子
・
草
城
・
三
鬼
・
不
死
男
・
草
田
男
の
反
論
に

つ
い
て
も
引
用
と
解
説
が
あ
る
が
、
氏
は
章
の
終

り
の
部
分
で
、
戦
後
の
俳
壇
は
「
第
二
芸
術
論
」
に

よ
っ
て
新
ら
し
い
出
発
を
も
つ
た
こ
と
、
し
か
も

見
失
っ
て
い
た
問
題
意
識
を
意
欲
的
に
俳
論
の
課

題
と
し
て
取
り
上
げ
得
た
こ
と
を
「
第
二
芸
術
論
」

の
俳
諭
史
上
の
意
義
と
し
て
認
め
て
お
ら
れ
る
と

こ
ろ
、
本
章
は
特
に
俳
諭
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
文

学
全
般
を
通
じ
て
も
数
々
の
重
要
な
課
題
と
研
究

と
を
紹
介
し
得
た
と
考
え
る
。
終
章
「
俳
句
性
の

探
究
」
で
は
誓
子
の
「
天
狼
」
を
中
心
と
し
た
俳

句
性
の
探
究
を
と
ら
え
、
こ
の
俳
句
性
に
俳
文
学

者
も
参
加
す
る
に
及
ん
で
、
氏
は
「
実
作
者
以
外

の
純
評
論
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、

俳
諭
の
主
体
性
の
漉
得
と
い
う
点
で
画
期
的
な
こ

と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
」
と
結
ん
で
お
ら

れ
る
が
、
こ
の
言
葉
を
通
じ
て
、
氏
自
身
の
俳
論

史
の
未
来
の
見
取
図
を
描
き
得
た
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
故
に
ま
た
氏
自
身
の
俳
論
史
研
究
の
方
向
の

五
一



正
し
さ
を
確
認
し
得
た
こ
と
に
も
な
る
点
、
注
目

で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
章
で
俳
諭
史
を

一
応
終
え
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
も
理
解
で
き
る
の

で
あ
る
。

序
文
で
高
木
市
之
助
先
生
が
述
べ
て
お
ら
れ
る

助
言
を
生
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
氏
の
「
あ
と
が
き
」

が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
即
ち
「
私
自
身
が
顔
を

出
す
こ
と
を
排
し
た
。
こ
れ
は
俳
論
史
と
い
う
立

場
か
ら
意
識
的
に
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
か

「
俳
論
史
は
、
俳
句
史
、
俳
壇
史
と
範
囲
を
異
に

し
て
成
立
っ
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
考
え
方
は
、

著
書
の
業
績
に
さ
ら
に
価
値
を
附
加
す
る
も
の
と

田
や
フ
。

最
後
に
、
こ
の
大
著
に
対
し
て
、
加
え
る
に
学

術
誌
に
お
け
る
書
評
と
し
て
卒
爾
の
言
を
弄
し
た

こ
と
を
お
詑
び
し
、
著
者
松
井
氏
に
改
め
て
敬
意

を
捧
げ
る
と
と
も
に
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
わ

た
る
三
代
の
「
俳
句
史
」
の
刊
行
の
一
日
も
速
や

か
な
ら
ん
こ
と
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

（
Ｂ
６
判
上
製
函
入
・
写
真
八
頁
・
本
篇
五
六
三
頁
・

昭
和
四
十
年
八
月
二
十
五
日
刊
・
一
、
二
○
○
円
・

東
京
都
千
代
田
区
西
神
田
二
の
二
九
桜
楓
社
）

戸
島

○
本
学
会
で
は
従
来
か
ら
会
費
を
納
入
し
て
い
た

だ
い
た
場
合
、
お
申
し
出
の
な
い
限
り
領
収
書
を

発
行
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
か
ら
誌

面
に
一
括
し
て
会
費
納
入
者
、
金
額
、
納
入
年
度

を
掲
載
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
本
号
に
は

昨
年
十
二
月
か
ら
本
年
四
月
に
納
入
し
て
い
た
だ

い
た
分
を
掲
戦
し
ま
し
た
。
次
号
は
五
月
以
降
の

分
を
掲
載
し
ま
す
。
（
学
生
会
員
を
除
く
）

（
十
二
月
）
山
田
容
子
東
辻
保
和
中
溝
郁
子

種
田
滋
磯
田
弘
道
六
百
円
伽
年
度
分
・
水

谷
礼
治
郎
槇
野
広
造
千
二
百
円
釣
ｌ
伽
年

度
分
・
中
谷
紀
夫
千
六
百
円
詔
！
“
年
度
分

橋
本
四
郎
三
百
円
如
年
三
、
四
期
分

（
一
月
）
木
村
真
知
子
六
百
円
釣
年
度
分

（
二
月
）
中
嶋
宏
可
六
百
円
弱
年
度
分
・
横

地
欣
也
千
円
．
詔
ｌ
釣
年
度
分
》
浅
野
達
三

二
千
円
弱
Ｉ
遡
年
二
期
分

（
三
月
）
東
陽
一
郎
六
百
円
蛆
年
度
分

（
四
月
）
塚
田
満
江
六
百
円
伽
年
度
分

○
次
号
は
、
九
月
の
発
行
の
予
定
で
、
安
旧
章
、

佐
々
木
啓
一
、
本
田
義
寿
氏
等
の
論
槁
を
用
意
し

て
お
り
ま
す
。

､

'

｜
昭
和
四
十
一
年
Ⅷ
月
二
十
日
印
刷

昭
和
四
十
一
年
四
月
二
十
五
日
発
行

定
価
百
二
十
円

論
究
日
本
文
学
第
二
十
七
号

編
集
兼
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会

発
行
者
森
本
修

印
刷
所
京
都
市
下
京
区
七
条

御
所
ノ
内
中
町
五
○

中
村
勝
治

発
行
所
京
都
市
上
京
区
河
原
町
通

広
小
路
西
入
ル

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
一

本
会
へ
の
入
会
申
込
・
会
費
の
払
込
は
す
．
へ

て
左
記
へ
お
願
い
致
し
ま
す
。

入
会
金
五
拾
円

会
費
奉
函
叩
一
痔
篝
竺
｝

京
都
市
西
陣
局
区
内

河
原
町
通
広
小
路
西
入
ル

立
命
館
大
学
文
学
部
内

立
命
館
大
学
日
本
文
学
会

振
替
京
都
三
八
八
三
番

五

二


