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季
語
よ
り
見
た
時
代
と
俳
人
の
特
色
に
つ
い
て

は
じ
め
に

従
来
、
俳
句
の
特
色
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、

一
、
五
音
七
音
五
音
の
コ
一
句
十
七
音
で
あ
る
こ
と

二
、
季
語
を
含
む
こ
と

で
あ
る
。

子
規
没
後
、
こ
の
制
約
を
き
ら
い
、
自
由
律
、
無
季
を
唱
え
る
新

傾
向
派
が
台
頭
し
て
き
た
が
、
私
は
や
は
り
俳
句
の
生
命
は
季
語
に

あ
る
と
思
う
。
四
季
の
風
物
を
鋭
敏
に
感
受
す
る
日
本
民
族
の
特
異

性
は
世
界
に
誇
り
得
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
季
節
感
を
巧
み
に
十

七
文
字
に
詠
み
こ
ん
だ
短
詩
形
文
学
も
又
、
世
界
的
な
文
学
価
値
を

持
っ
て
も
当
然
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
悠
久
な
白
然
に
対
す
る

俳
人
の
態
度
、
感
銘
は
今
も
昔
も
変
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
花
に
酔
い
、
月
を
賞
で
る
一
試
句
の
態
度
は
今
も
昔
も

少
し
も
変
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

河
東
碧
梧
桐
は
こ
の
季
感
に
つ
い
て
、

総
て
の
自
然
感
、
季
感
も
、
亦
た
大
体
か
や
う
に
、
一
般
性
、
伝

統
性
、
実
在
性
、
想
化
性
と
時
代
又
た
個
人
に
よ
っ
て
変
化
し
推
移

大

野

香

代

す
る
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
或
天
才
の
創
作
に

よ
っ
て
、
飛
躍
的
な
変
化
を
来
す
場
合
も
あ
り
、
又
た
時
代
の
思
想

趣
味
性
に
よ
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
変
化
し
て
ゐ
る
と
一
立
回
っ
た
事
も

有
り
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
言
っ
て
、
元
日
と
年
の
暮
が
転
倒
し
た
り
、
梅
の
花
が
牡
丹
の

花
に
な
っ
た
り
す
る
や
う
な
混
乱
が
発
生
し
得
る
と
は
考
へ
ら
れ
ま

せ
ん
。
季
感
も
そ
の
先
天
性
が
失
は
れ
、
無
限
の
後
天
性
の
変
化
を

見
る
も
の
と
も
想
像
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
季
感
の
恒
久
性
と
流
転

性
と
い
ふ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
元
日
感
は

い
つ
ま
で
も
元
日
感
で
あ
り
、
梅
は
梅
、
牡
丹
は
牡
丹
、
其
の
季
感

に
或
不
動
の
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
が
恒
久
性
で
あ
り
、
そ
の
恒
久
性

の
上
に
派
生
し
て
行
く
時
代
又
た
は
人
に
よ
っ
て
生
ず
る
変
化
、
そ

れ
が
流
転
性
で
あ
り
ま
す
。

本
来
季
感
も
、
人
生
と
共
に
生
き
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
死
灰
と

同
じ
に
不
動
固
定
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
の
歳
時
記
を
見
ま

す
と
、
何
々
神
社
の
祭
日
と
か
、
何
々
寺
の
供
養
と
い
ふ
や
う
な
項

目
が
沢
山
あ
り
支
す
。
が
、
今
日
で
は
も
は
や
過
去
に
属
し
て
何
等

の
感
興
を
も
惹
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
大
き
な
季
感
の
動
き
で
、
概
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念
的
に
季
感
及
び
季
語
の
流
転
を
示
し
て
を
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
流

転
は
、
神
仏
の
祭
日
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
の
草
木
禽
獣
に
も
亦
た

有
り
得
る
と
想
像
し
て
い
い
と
思
い
支
ず
。

円
註
二
と
述
べ
て
い
る
。

彼
の
一
言
の
よ
う
に
季
語
が
時
代
的
に
変
遷
し
、
個
人
に
よ
る
差
異

が
あ
る
か
ど
う
か
は
こ
れ
か
ら
の
統
計
に
待
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
、
新
ら
し
く
外
国
か
ら
は
い
っ
て
き
た
動
物
、
植
物
等
に
よ
る

季
語
の
時
代
変
化
は
特
別
だ
と
し
て
も
、
俳
句
、
が
生
ま
れ
る
以
前
か

ら
存
在
し
て
い
る
月
、
雪
、
桜
、
菊
：
：
：
等
々
の
時
代
変
遷
を
辿
る

こ
と
は
面
白
い
こ
と
だ
と
思
う
。
わ
ず
か
十
じ
文
字
の
中
に
占
め
る

季
語
の
割
合
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
季
語
に
対
す
る

俳
人
の
関
心
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
各
季
語
の
使
用
度
か
ら

俳
人
の
特
色
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
紙
数
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
最
初
に
季
語
の
全
体
的

な
統
計
と
、
季
語
の
時
代
的
変
化
を
の
ベ
、
次
に
、
研
究
対
象
と
し

て
選
ん
だ
十
一
人
の
中
か
ら
、
特
に
大
正
末
期
の
新
興
俳
句
運
動
に

活
躍
し
た
日
野
草
城
・
山
口
哲
一
子
・
水
原
秋
桜
子
、
又
こ
の
運
動
に

続
い
て
昭
和
十
三

l
十
四
年
頃
に
活
醒
し
た
中
村
草
田
男
な
ど
現
代

の
四
俳
人
の
特
色
に
つ
い
て
の
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
季
語
よ
り
み
た
時
代

ω
時
候
・
天
文
・
地
理

ま
ず
十
一
人
の
時
候
・
天
文
・
地
理
に
関
す
る
季
語
の
全
体
的
な

統
計
を
と
っ
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。
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こ
の
表
で
み
る
と
圧
倒
的
に
多
い
の
が
「
月
」
で
あ
る
。
「
月
」

は
古
来
歌
に
よ
ま
れ
、
詩
に
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
俳
句
も
も
と
も
と

和
歌
か
ら
一
発
達
し
た
連
歌
の
発
句
で
あ
る
と
い
う
性
質
上
、
和
歌
に

多
く
歌
わ
れ
て
い
る
「
月
」
が
多
い
の
も
官
け
る
。
芭
蕉
は
時
候
、
天

文
、
地
理
の
部
門
で
は
、
四
季
の
中
で
は
、
十
本
二
四
句
、
夏
七
一
句

秋
一
五
六
旬
、
冬
二
一
二
句
で
、
秋
、
が
一
番
多
い
が
、
そ
の
秋
の
季

語
の
中
で
も
「
月
」
は
四
六
・
二
%
と
約
半
分
を
占
め
、
芭
蕉
の
「

月
」
に
対
す
石
関
心
が
高
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
又
、
其
角
も
芭
蕉

に
続
い
て
多
く
、
次
の
蕪
村
と
の
聞
に
大
き
な
差
を
つ
け
て
い
る
。

芭
京
・
其
角
・
蕪
村
・
一
茶
等
江
戸
時
代
の
同
俳
人
の
中
で
、
蕪
村

か
ら
一
急
に
「
月
」
の
使
用
度
が
落
ち
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
他
の
季
節
の
月
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
λ

る
こ
と
に
す

る。
表

r
h
J
 

n〈

υ

二友

他
の
季
節
の
月
一

7

6

友
二
に
よ
っ
て
白
夜
・
其
角
に
お
い
て
は
「
秋
の
月
」
が
断
然
多



久
く
、
そ
の
他
の
季
節
の
「
月
」
は
非
常
に
少
な
い
。
し
か
し
、
蕪
村

・
一
茶
に
な
る
と
「
秋
の
月
」
は
急
激
に
減
少
す
る
が
、
そ
の
か
わ

り
に
他
の
季
節
の
「
月
」
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
芭
蕉
・
其
角
で
は
、
「
芭
蕉
俳
譜
の
全
体
的
素
地
（

心
の
地
）
は
大
部
分
伝
統
和
歌
の
な
か
で
育
て
ら
れ
た
も
の
と
一
言
ふ

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
o
」
〔
註
二
〕
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

心
の
地
は
と
も
か
く
、
素
材
そ
の
も
の
が
和
歌
の
伝
統
を
引
い
て
い

る
こ
と
が
「
月
」
の
場
合
に
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蕪
村
以
後

は
、
月
は
「
秋
の
月
」
で
あ
る
と
い
う
固
定
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、

詠
匂
の
対
象
の
範
囲
を
広
げ
つ
つ
、
そ
こ
に
和
歌
か
ら
の
独
立
を
目

ざ
そ
う
と
す
る
気
運
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。

全
体
的
に
季
語
を
眺
め
た
場
合
の
特
色
と
し
て
は
、
一
位
か
ら
コ
一

位
ま
で
を
占
め
て
い
る
「
月
」
「
雪
」
「
時
雨
」
は
、
芭
蕉
・
其
角

・
蕉
村
・
一
茶
ま
で
は
、
蕪
村
を
除
い
て
は
そ
の
順
序
が
い
く
ら
か

違
っ
て
い
て
も
三
位
ま
で
を
占
め
て
い
る
。
子
規
以
後
は
虚
子
を
除

い
て
「
時
雨
」
を
詠
む
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
草
田
男
は
全
然
詠
ん

で
い
な
い
。
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こ
れ
と
逆
に
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
、
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ
る

が
次
第
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
季
語
は
「
露
」
で
あ

る。
次
に
「
梅
雨
」
と
「
五
月
雨
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す

る。
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表
四
を
み
る
と
碧
梧
桐
を
中
心
と
し
て
そ
れ
以
前
は
「
五
月
雨
」

が
多
く
使
わ
れ
、
そ
れ
以
後
は
「
梅
雨
」
の
使
用
が
多
く
な
っ
て
い

る
。
も
っ
と
も
「
梅
雨
」
一
語
だ
け
で
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
「
梅

雨
の
雲
」
「
梅
雨
の
竃
」
稀
に
「
梅
雨
の
あ
め
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

「
五
月
雨
」
と
い
う
直
接
雨
を
表
現
し
て
い
る
季
語
は
非
常
に
少
な

い
が
、
背
後
に
長
期
間
に
わ
た
る
ジ
メ
ジ
メ
し
た
季
節
感
を
出
し
て

い
る
の
は
「
梅
雨
」
も
「
五
月
雨
」
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
現
在
の

私
達
の
生
活
に
は
「
梅
雨
」
は
よ
く
口
に
し
耳
に
す
る
け
れ
ど
も
、

「
五
月
雨
」
、
が
口
に
の
ぼ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

「
五
月
雨
」
と
い
う
日
本
独
得
の
季
語
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
も
、
時
代

が
た
つ
に
つ
れ
て
次
第
に
私
達
か
ら
遠
い
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

ω
動
物

動
物
に
つ
い
て
の
統
計
を
と
っ
て
そ
の
十
位
ま
で
を
示
し
た
の
が

表
五
で
あ
る
。
現
代
に
な
る
に
つ
れ
て
次
第
に
一
訴
ま
れ
る
こ
と
が
少

四表

- 36ー



記元
｜司丸i五

五表な
く
な
っ
て
い
る
季
語
は
「
時
鳥
」
「
鷺
」
「
雁
ハ
帰
雁
を
含
む
）
」

「
鹿
」
「
雑
」
「
閑
古
鳥
」
「
千
鳥
」
「
水
鶏
」
で
あ
る
。
逆
に
次

第
に
よ
ま
れ
て
い
る
の
は
「
夏
蝶
」
「
灯
取
虫
（
蛾
〉
」
「
蟻
」
「
ト

カ
ゲ
」
「
鳩
」
「
蜘
昧
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
期
の
俳
人
に

多
か
っ
た
「
時
鳥
」
「
鷺
」
「
鹿
」
な
ど
の
鳥
や
動
物
に
か
わ
っ
て

昆
虫
類
が
多
く
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
近
代
・
現
代
俳
句
の

特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
胡
蝶
」
（
春
の
蝶
）
」
は
今
も
昔
も
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
が

江
戸
時
代
の
四
俳
人
に
よ
り
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
夏
の

蝶
」
を
詠
ん
で
い
る
の
は
現
代
の
俳
人
の
特
色
で
あ
る
。
春
の
蝶
は

紋
白
蝶
、
紋
黄
蝶
が
多
く
色
が
は
か
な
く
小
型
で
あ
る
。
夏
の
蝶
に

は
揚
羽
蝶
が
多
く
色
も
多
彩
で
形
も
大
き
い
。
現
代
に
な
る
に
つ
れ

て
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
「
蛾
」
や
「
ト
カ
ゲ
」
等
々
の
季
語
と
合
わ

せ
考
え
れ
ば
こ
こ
に
江
戸
時
代
の
俳
人
の
特
色
と
現
代
の
俳
人
の
特

色
の
相
違
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

(3) 

植

物

ムノ、

記長1~1

討すIH~i
1521~1判手l
二二記1

表

芭
蕉
・
其
角
・
蕪
村
・
一
茶
ま
で
は
「
花
」
「
梅
」
「
菊
」
「
桜

」
は
常
に
上
位
を
占
め
て
い
る
が
、
子
規
以
後
に
な
る
と
か
な
り
よ

ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
前
記
の
四
人
ほ
ど
で
は
な
く
、
上
位
は
他
の

植
物
に
ゆ
ず
っ
て
い
る
。

子
規
か
ら
こ
れ
ら
の
季
語
の
使
用
度
が
急
に
少
な
く
な
っ
て
い
る

の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
彼
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の

混
沌
と
し
た
月
並
調
の
時
代
か
ら
脱
け
出
そ
う
と
し
て
俳
句
革
新
運

動
を
起
し
た
が
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
芭
蕉
・
蕪
村
」
の
時
代
に

帰
れ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
統
計
か
ら
み
る
と
何

も
芭
蕉
・
蕪
村
時
代
の
素
材
そ
の
も
の
を
踏
襲
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
反
対
に
伝
統
的
な
季
語
を
駆
使
す
る
こ

と
で
「
俳
句
た
り
」
と
し
て
い
る
安
易
な
季
題
趣
味
を
廃
し
、
芭
蕉

・
蕪
村
の
精
神
の
復
活
を
説
い
た
と
こ
ろ
に
彼
の
主
眼
が
あ
り
、
そ

の
為
に
は
観
念
上
一
の
季
語
だ
け
に
頼
ら
ず
、
自
分
の
ま
わ
り
に
あ
る

事
物
を
自
分
の
心
で
よ
む
こ
と
の
必
要
を
主
張
し
た
。
実
際
に
子
規

の
植
物
に
関
す
る
季
語
を
み
る
と
「
花
」
一
一
一
一
旬
、
「
梅
」
六
句
、

「
桜
」
五
句
よ
り
も
多
い
使
用
度
を
み
せ
て
い
る
の
が
、
「
柿
」
一
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五
句
、
「
稲
」
七
句
、
「
芋
」
七
句
で
、
彼
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
新

し
い
季
語
の
範
囲
が
広
げ
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

碧
梧
桐
に
な
る
と
「
花
」
「
梅
」
「
菊
」
「
桜
」
を
合
わ
せ
て
わ

ず
か
二
六
句
し
か
よ
ん
で
い
な
い
。

「
季
題
の
新
し
い
趣
味
を
見
出
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
従
来
養
は
れ

た
約
束
を
破
聾
す
る
趣
き
が
あ
る
」
〔
註
一
ユ
〕
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

古
臭
い
季
題
趣
味
を
廃
そ
う
と
す
る
彼
の
態
度
は
こ
れ
ら
の
季
語
の

使
用
度
の
低
い
こ
と
か
ら
み
で
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
彼
の
季
語
の

順
位
を
み
る
と
「
柿
」
「
つ
く
し
」
「
落
葉
」
「
す
ず
き
」
「
枯
草

」
そ
の
次
に
「
桜
」
「
梅
」
が
続
い
て
い
る
。
又
「
た
け
の
こ
」
「

蕗
」
「
む
く
げ
』
な
ど
の
季
語
も
彼
の
特
色
で
あ
る
、
今
ま
で
多
く

よ
ま
れ
た
「
菊
」
「
梅
」
「
桜
」
な
ど
の
華
や
か
な
色
彩
感
に
く
ら

べ
る
と
こ
れ
ら
は
い
か
に
も
田
舎
じ
み
て
く
す
ん
で
み
え
る
。
し
か

し
、
う
っ
か
り
す
る
と
見
過
し
て
し
ま
い
そ
う
な
野
山
の
幸
に
ま
で

目
を
と
め
た
の
は
、
従
来
の
季
語
か
ら
の
脱
皮
で
も
あ
り
、
彼
の
句

風
の
特
徴
で
も
あ
る
。

ω
人

事

人
事
面
で
は
時
候
、
天
文
、
地
理
の
「
月
」
「
雪
」
「
時
雨
」
、

動
物
の
「
時
鳥
」
「
鷺
」
「
蝉
」
、
植
物
の
「
桜
」
「
梅
」
な
ど
の

よ
う
に
き
わ
だ
っ
て
多
い
季
語
と
い
う
の
は
な
い
。
ま
ず
五
位
ま

で
を
あ
げ
て
み
る
と
「
納
涼
」
六
七
句
、
「
冬
寵
」
五
三
句
、
「
雛

（
祭
〉
」
四
六
句
、
「
汗
」
三
九
句
、
「
昼
寝
」
一
二
七
句
と
な
っ
て

い
る
。
白
酒
を
「
雛
ハ
祭
〉
」
の
中
に
加
え
る
と
四
七
句
と
な
る
。

又
、
綜
・
臓
・
菖
蒲
湯
・
菖
蒲
茸
く
・
柏
餅
・
端
午
を
全
て
「
端
午

」
の
中
に
加
え
る
と
三
八
句
に
な
る
。
七
夕
〈
星
祭
〉
も
三
四
匂
あ

り
、
こ
の
三
つ
は
五
節
句
の
中
で
も
よ
く
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る。

二
、
季
語
よ
り
み
た
俳
人
の
特
色

ω
時
候
・
天
文
・
地
理

誓
子
は
「
雪
」
「
雪
嶺
」
「
枯
野
」
等
々
の
季
語
が
多
い
が
、
そ
の

他
に
彼
の
特
色
あ
る
季
語
は
「
稲
妻
」
「
夕
焼
」
「
炎
天
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
一
連
の
季
語
か
ら
受
け
る
凄
惨
で
牡
大
な
感
じ
は
そ
の
ま
ま

誓
干
の
厳
し
く
力
動
性
の
あ
る
句
風
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
o

な
お
「
雪
」
は
十
一
人
の
俳
人
の
中
で
一
番
多
く
詠
ん
で

い
る
季
語
で
あ
る
が
、
そ
の
「
雪
」
を
背
景
と
し
て
そ
こ
に
配
さ
れ

て
い
る
も
の
は
「
機
関
車
」
や
「
線
路
」
で
あ
る
。
（
機
関
車
五
句

線
路
四
句
・
駅
二
旬
、
機
関
手
二
旬
、
鉄
橋
・
踏
切
・
汽
樺
（
カ
マ

）
そ
れ
ぞ
れ
一
句
）
即
ち
白
と
黒
と
の
強
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
妙

を
見
せ
て
い
る
。

秋
桜
子
の
特
色
と
み
ら
れ
る
の
は
、

春
↓
春
曙
ハ
春
暁
）
六
句
、
か
す
み
七
句
。

夏
↓
梅
雨
四
七
句
、
夏
山
の
霧
」
五
旬
、
薫
風
七
句

秋
↓
霧
九
句

で
特
に
「
霧
」
は
多
く
、
山
に
立
つ
霧
、
湖
よ
り
湧
く
霧
、
又
植
物

で
は
白
樺
と
一
緒
に
詠
ん
で
い
る
の
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
秋
桜
子

も
誓
子
も
山
を
詠
ん
だ
句
が
多
い
が
、
秋
桜
子
の
句
は
、
「
自
然
の
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大
き
さ
や
き
び
し
さ
に
人
間
と
し
て
立
向
う
」
〔
註
四
〕
誓
子
に
対
し

て
清
々
し
い
大
気
の
中
で
自
然
の
美
じ
さ
に
目
を
そ
そ
ぎ
、
自
然
の

美
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
句
で
あ
る
。

草
田
男
の
特
色
あ
る
季
語
は
、

夏
↓
清
水
二
一
句
、
緑
蔭
一

O
句
、
虹
八
句
、
泉
四
句

秋
↓
天
の
川
七
句

で
あ
る
。
誓
干
の
「
夕
焼
」
「
炎
天
」
な
ど
真
赤
な
灼
け
つ
く
よ
う

な
感
じ
に
く
ら
べ
る
と
、
草
田
男
の
「
清
水
」
「
緑
蔭
」
「
泉
」
は

火
に
対
す
る
水
、
赤
に
対
す
る
緑
な
ど
い
か
に
も
正
反
対
の
印
象
を

与
え
て
面
白
い
。
虹
に
し
て
も
雨
あ
が
り
の
空
に
か
か
る
淡
色
の
七

色
の
帯
は
い
か
に
も
き
わ
や
か
で
美
し
い
。
彼
の
句
を
「
み
づ
み
づ

し
い
セ
ン
ス
」
〔
註
五
〕
と
称
し
た
香
西
照
雄
氏
の
評
が
適
当
で
あ
る

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
季
語
か
ら
み
て
も
容
易
に
肯
け
よ
う
。

彼
等
と
同
時
代
の
草
城
で
他
の
俳
人
と
違
う
点
は
「
春
の
夜
」
「

春
の
宵
」
は
蕪
村
の
一
二
句
を
除
く
と
非
常
に
少
な
く
、
草
城
の
一

六
を
頂
点
と
し
て
そ
れ
以
後
は
殆
ん
ど
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
詠
ま
れ

て
い
な
い
。
虚
子
編
の
『
新
歳
時
記
』
に
よ
る
と
「
春
の
宵
と
は
、

春
の
日
が
暮
れ
て
ま
だ
聞
も
な
い
宵
の
ほ
ど
で
、
秋
の
夜
な
ど
と
ち

が
い
、
ど
こ
と
な
く
若
々
し
い
和
や
か
さ
、
明
る
さ
据
め
か
し
さ
が

あ
り
、
色
彩
的
な
感
じ
に
み
ち
て
い
る
。
魅
惑
的
な
歓
楽
的
な
淡
い

感
傷
が
漂
っ
て
ゐ
る
や
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
」
と
解
説
し
て
あ
る
。

し
て
み
る
と
蕪
村
の
句
に
於
け
る
優
美
さ
色
彩
感
な
ど
、
こ
う
い
う

季
語
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
も
鮮
や
か
に
胃
彫
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

草
城
の
句
を
二
・
二
一
拾
っ
て
み
る
と
、

「
ひ
る
が
へ
る
く
ち
び
る
紅
L
春
の
宵
」
ハ
春
芝
抄
）

「
春
の
夜
の
く
つ
し
た
を
ぬ
ぐ
女
か
な
」
（
青
芝
抄
）

「
春
の
宵
妻
の
ゆ
あ
み
の
音
き
こ
ゆ
」
（
旦
暮
抄
）

な
ど
で
い
ず
れ
も
誓
子
・
秋
桜
子
・
草
田
男
等
の
句
と
本
質
的
に
異

な
る
句
風
を
示
し
て
い
る
。
女
の
姿
態
を
詠
み
込
ん
で
豊
満
さ
と
艶

美
さ
を
出
し
、
「
従
来
の
さ
び
・
し
を
り
、
俳
味
と
い
っ
た
既
成
概

念
か
ら
大
胆
に
脱
出
」
〔
註
六
U

し
て
い
る
。
色
で
た
と
え
る
な
ら

ば
、
誓
子
を
黒
、
秋
桜
子
を
透
明
な
白
、
草
田
男
を
緑
と
し
て
み
る
と
、

草
城
は
ピ
ン
ク
の
ム

l
ド
を
持
っ
た
俳
人
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

「
冬
の
雪
」
三
句
に
対
し
、
「
春
の
雪
」
六
句
と
春
の
雪
を
詠
ん
だ

句
が
多
い
の
も
彼
の
特
色
で
あ
る
。

ω
動

物

誓
子
は
他
の
全
て
の
俳
人
に
く
ら
べ
て
植
物
よ
り
も
動
物
を
詠
ん

だ
匂
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
「
こ
お
ろ
ぎ
」
三

O
句
、
「
蝉
」

一
六
句
、
「
鴎
」
一
五
句
、
「
き
り
ぎ
り
す
」
九
句
が
多
い
が
、
彼

の
特
色
と
み
ら
れ
る
の
は
「
夏
蝶
」
一
四
旬
、
「
カ
ニ
」
一
四
句
、

「
蟻
」
一

O
句
、
「
蟻
地
獄
」
七
旬
、
「
鯛
牛
」
七
句
で
あ
ろ
う
。

「
春
の
蝶
」
よ
り
も
「
夏
の
蝶
」
を
好
ん
で
詠
む
の
は
現
代
の
俳
人

の
特
色
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
誓
子
は
「
春
の
蝶
」
四
句
に
対
し

「
夏
の
蝶
」
一
四
句
と
一
番
多
く
詠
ん
で
い
る
。
「
カ
ニ
」
「
蟻
」
「

蟻
地
獄
」
な
ど
は
一
般
に
美
の
対
象
と
は
な
ら
ず
む
し
ろ
醜
恵
で
滑
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稽
な
も
の
で
あ
る
。

草
田
男
が
多
く
詠
ん
で
い
る
の
は
「
蝉
」

「
賜
」
七
句
で
あ
る
。

こ
れ
ら
現
代
の
俳
人
の
中
で
も
一
人
秋
桜
子
は
違
っ
た
季
語
を
使

用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
時
鳥
」
二
七
旬
、
「
鴬
」
一
一
一
旬
、
「

欄
」
七
旬
、
「
慈
悲
心
鳥
」
七
旬
、
「
ひ
よ
ど
り
」
六
旬
、
「
瑠
璃

鳥
」
五
句
、
「
白
魚
」
五
句
な
ど
昆
虫
類
よ
り
も
小
鳥
を
詠
む
こ
と

が
多
く
、
特
に
「
時
鳥
」
「
鴬
」
「
白
魚
」
な
ど
は
江
戸
時
代
の
俳
人

に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
秋
桜
子
の
著
し
い
古
典
感
覚
を
こ
れ
ら

の
季
語
か
ら
も
よ
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ
う
o

助

植

物

草
城
に
つ
い
て
は
そ
の
順
位
を
示
す
と
、
「
牡
丹
」
「
花
」
「
パ

ラ
」
「
梅
」
で
あ
る
。
「
牡
丹
」
「
バ
ラ
」
は
従
来
夏
の
植
物
で
あ

る
が
「
索
、
牡
丹
」
「
冬
パ
ラ
」
な
ど
も
詠
ん
で
お
り
、
彼
の
好
み
が

窺
わ
れ
る
。
草
城
の
次
に
「
牡
丹
」
を
多
く
詠
ん
で
い
る
の
は
蕪
村

で
あ
る
。
時
候
天
文
地
理
の
項
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
植
物
で
も
こ

の
二
人
は
相
似
点
が
み
ら
れ
る
。
「
パ
ラ
」
は
外
国
種
の
植
物
で
あ

る
が
、
も
し
蕪
村
の
蒔
代
に
も
色
と
り
ど
り
の
大
輪
の
バ
ラ
が
あ
っ

た
と
し
た
ら
ど
ん
な
よ
み
ぶ
り
を
し
た
ろ
う
か
と
し
り
た
く
思
わ
れ

る
。
草
城
は
こ
の
他
に
も
「
リ
ラ
の
花
」
「
ア
マ
リ
リ
ス
」
「
サ
イ

ネ
リ
ア
」
な
ど
外
国
種
の
植
物
を
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
詠
ん
で
い

る
。
彼
の
勾
か
ら
受
け
る
都
会
的
セ
ン
ス
は
こ
れ
ら
の
季
語
の
イ
メ

ー
ジ
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

句

燕
L_ 

七
句

誓
子
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
非
常
に
植
物
を
詠
ん
だ
句
が
少
な

い
が
、
そ
の
順
位
を
示
す
と
「
甘
藷
」
「
無
花
果
」
「
皇
珠
沙
華
」

「
桜
」
「
菊
」
で
あ
る
。
「
昼
珠
沙
華
」
は
根
に
毒
を
持
つ
為
に
死

人
花
・
幽
霊
花
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
毒
々
し
い
ほ
ど
真
赤
な
花
は
そ

う
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
少
し
も
お
か
し
く
な
い
。

誓
子
と
正
反
対
に
秋
桜
子
は
「
菊
」
「
も
み
じ
」
「
つ
つ
じ
」
「

桜
」
「
棒
」
「
あ
や
め
」
「
梅
」
「
藤
」
な
ど
古
典
的
な
お
だ
や
か

な
季
語
が
多
く
、
特
に
「
葛
」
「
馬
酔
木
」
な
ど
は
江
戸
時
代
の
俳

人
に
も
み
ら
れ
な
い
季
語
で
あ
る
。
虚
子
編
の
『
新
歳
時
記
』
に
よ

る
と
「
馬
酔
木
と
い
ふ
と
先
づ
奈
良
を
思
ひ
浮
べ
る
。
（
中
略
）
極

め
て
地
味
な
古
風
な
花
で
近
寄
る
と
灰
か
な
香
を
放
っ
。
」
と
解
説

し
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
古
典
的
な
味
わ
い
の
あ
る
季
語
、
が
多
く
、

諸
家
に
万
葉
調
俳
人
と
評
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
清
純
で
素
朴
な

よ
み
ぶ
り
は
万
葉
調
で
は
あ
る
が
、
万
葉
時
代
の
人
々
の
よ
う
に
感

情
を
生
の
ま
ま
ぶ
つ
け
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
感
情
を
自
然
の
中

に
包
ん
で
、
そ
こ
に
静
か
で
悠
久
な
息
づ
か
い
を
聞
く
こ
と
が
出
来

る
と
い
っ
た
よ
う
な
俳
風
で
あ
る
。

糾

人

事

「
汗
」
は
芭
蕉
・
蕪
村
、
が

O
句
で
あ
る
、
が
、
極
端
な
差
は
な
く
今

も
昔
で
同
様
に
詠
ま
れ
て
い
る
季
語
で
あ
る
。
た
だ
例
外
は
草
田
男

の
一
八
句
で
、
「
七
夕
」
や
「
雛
」
な
ど
と
く
ら
べ
る
と
人
聞
の
生

活
の
匂
い
が
よ
り
強
く
漂
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
。

秋
桜
子
は
「
七
夕
」
「
重
陽
」
「
端
午
」
「
春
祭
」
・
な
ど
の
句
が

- 40 



多
い
。
や
は
り
こ
れ
ら
の
季
語
か
ら
見
て
も
日
本
的
、
野
情
的
な
秋

桜
子
の
匂
風
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

誓
子
に
は
「
泳
ぎ
」
の
句
が
二

O
句
も
あ
っ
て
、
力
動
性
の
あ
る

彼
の
句
風
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

伊

以
上
、
季
語
の
変
化
と
俳
人
の
特
色
を
み
て
き
た
が
、
統
計
的
考

察
に
も
か
か
わ
ら
ず
紙
面
の
都
合
で
統
計
を
割
愛
し
た
の
で
わ
か
り

に
く
か
っ
た
と
思
う
。

門
註
一
〕
俳
句
文
学
全
集
「
一
向
東
碧
梧
桐
篇
」
東
京
第
一
書
房

〔
註
二
〕
岩
波
講
座
日
本
文
学
「
芭
蕉
と
伝
統
和
歌
」
太
田
水
穂
岩
波
書
店

〔
註
一
己
国
文
学
六
月
号
第
八
巻
第
八
号
「
近
代
俳
句
と
風
土
」
井
木
農
一

〔
註
四
〕
国
文
学
第
八
巻
第
八
号
「
秋
桜
子
と
風
景
俳
句
」
能
村
登
四
郎

〔
註
五
〕
角
川
文
庫
「
中
村
草
回
男
句
集
」
香
西
照
雄
篇
解
説

〔
註
六
〕
新
潮
文
庫
「
日
野
草
城
句
集
」
日
野
長
子
編
解
説
（
山
本
健
士
口
〉

｛
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