
俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

は
じ
め
に

正
岡
子
規
と
現
代
俳
句
の
句
法
に
つ
い
て

　
俳
句
で
「
写
生
」
を
提
唱
し
た
の
は
正
岡
子
規
で
あ
る
。
「
写
生
」
は
普
通
、

事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
む
句
法
と
し
て
語
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
俳
句
用
語
の

基
礎
知
識
』
（
昭
和
五
九
）
は
「
実
際
の
有
の
ま
よ
ぜ
写
す
を
仮
に
写
実
と
い

ふ
。
又
写
生
と
も
い
ふ
。
写
生
は
画
家
の
語
を
借
り
た
る
な
悦
」
と
い
う
子
規

の
文
章
を
引
用
し
、
「
俳
句
に
お
け
る
『
写
生
』
の
定
義
と
同
様
と
見
な
し
て

も
よ
ゆ
」
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
子
規
の
次
の
句
を
「
写
生
」
と
し
た
時
、

ど
の
よ
う
に
解
釈
可
能
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
高
浜
海
水
浴

董
風
や
裸
の
上
に
松
の
総

高
浜
虚
子
は
『
子
規
句
解
』
（
昭
和
二
回
で
こ
う
解
説
し
て
い
る
。

　
梅
津
寺
と
い
ふ
寺
が
一
軒
あ
っ
て
、
そ
の
前
が
、
一
面
に
松
原
に
な
っ
て

　
　
　
　
俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

青
　
　
木
　
　
亮
　
　
人

を
る
。
其
処
の
海
岸
が
遠
浅
で
海
水
浴
に
適
し
て
ゐ
る
。
夏
に
な
る
と
此

処
に
仮
停
車
場
が
で
き
て
松
山
か
ら
来
る
人
を
沢
山
に
吐
き
出
す
の
が
常

で
あ
る
。
こ
の
高
浜
海
水
浴
と
あ
る
の
は
恐
ら
く
こ
の
梅
津
寺
の
こ
と
を

言
つ
た
も
の
で
あ
ら
竹
。

　
梅
津
寺
近
辺
の
浜
辺
に
は
松
原
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
松
の
木
陰
に
寝
こ

ろ
が
り
、
暑
い
日
ざ
し
を
避
け
て
い
る
。
木
陰
に
通
う
薫
風
が
浜
辺
に
涼
し
さ

を
添
え
て
い
る
。
－
虚
子
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
子
規
は
実
景
を
「
写
生
」
し

た
事
と
な
る
。
誤
読
で
は
な
い
犬
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
句
の
魅
力
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
こ
の
句
が
次
の
句
を
な
ぞ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

名
月
や
畳
の
上
に
松
の
影
　
其
触

　
子
規
は
連
歌
以
来
の
発
句
を
全
て
分
類
す
る
た
め
『
分
類
俳
句
全
集
』
を
編

ん
だ
俳
人
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
其
角
の
高
名
な
句
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え

に
く
い
。
子
規
の
意
図
は
、
名
月
に
照
ら
さ
れ
畳
に
伸
び
る
松
影
を
海
水
浴
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
　
　
俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

の
裸
の
上
に
落
と
す
事
で
、
其
角
の
格
調
高
い
世
界
を
当
世
の
風
俗
に
ず
ら
し

た
お
か
し
み
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
馳
。

　
本
稿
は
俳
句
を
日
本
の
韻
文
の
フ
ン
ヤ
ン
ル
で
あ
る
と
捉
え
た
い
。
つ
ま
り

俳
句
は
五
七
五
の
調
べ
か
ら
な
り
、
そ
の
形
式
は
和
歌
、
連
歌
、
俳
諧
や
謡
曲

と
共
通
し
、
し
か
も
十
七
字
と
い
う
短
さ
は
類
想
（
発
想
や
言
い
回
し
が
似
て

い
る
こ
と
）
を
強
く
招
く
韻
文
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
韻
文
が
育
ん
で

き
た
世
界
や
趣
向
が
絡
ま
り
が
ち
な
詩
と
い
え
る
。
だ
が
事
実
を
写
す
「
写

生
」
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
俳
句
が
日
本
の
韻
文
に
連
な
っ
て
し
ま
う
詩
で

あ
る
事
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
代
俳
句
に
顕
著
で

は
な
い
か
。
本
稿
は
、
日
本
の
韻
文
と
し
て
の
俳
句
で
子
規
が
「
写
生
」
を
提

唱
し
た
意
義
を
、
現
代
俳
句
を
例
に
考
察
す
る
試
論
で
あ
る
。

一
、
「
写
生
」
の
語
ら
れ
方

『
俳
句
用
語
の
基
礎
知
識
』
は
次
の
よ
う
な
挿
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
写
生
」
と
い
う
と
字
義
ど
お
り
に
「
生
を
写
す
」
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

　
る
人
が
多
い
。
鈴
木
花
蓑
が
、

　
　
　
噴
水
の
石
に
水
の
面
に
落
つ
る
音

い
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
長
谷
川
素
逝
は
写
生
を
訓
練
す
る
た
め
に
、
地

面
に
チ
ョ
ー
ク
か
何
か
で
円
を
描
き
、
そ
の
円
内
の
地
面
を
観
察
し
て
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

　
　
生
句
を
作
っ
た
と
い
竹
。

　
こ
の
引
用
文
か
ら
す
れ
ば
、
よ
い
句
を
得
る
に
は
思
い
こ
み
で
噴
水
や
地
面

を
詠
む
の
で
は
な
く
、
目
の
前
で
吹
き
上
が
る
し
ぶ
き
を
見
つ
め
、
濡
れ
そ
ぽ

る
石
の
音
に
耳
を
澄
ま
せ
、
眼
前
の
地
面
を
凝
視
す
る
事
が
「
写
生
」
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
「
写
生
」
が
句
作
で
尊
ば
れ
る
理
由
を
、
吟
行
を
例
に
考
え
て
み

よ
う
。
『
俳
句
技
法
入
門
』
（
平
成
四
）
は
さ
ま
ざ
ま
な
情
景
に
出
会
っ
た
時
の

機
微
を
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
日
頃
の
忙
し
い
仕
事
や
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
野
山
や
郊
外
な
ど
を
散

　
　
歩
し
な
が
ら
写
生
を
し
て
俳
句
を
作
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
の
雑
事
か
ら
解

　
　
放
さ
れ
て
風
景
が
新
鮮
に
見
え
、
知
ら
な
い
町
の
人
び
と
の
営
み
も
興
味

深
く
眼
に
う
っ
り
ま
す
。
（
略
）
写
生
を
す
る
場
合
に
は
、
対
象
で
あ
る

も
の
と
自
分
の
心
の
回
路
で
あ
る
感
受
性
を
、
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず

　
　
な
感
動
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
傍
線
引
用
者
）

　
ふ
だ
ん
は
目
に
と
め
な
い
情
景
が
目
に
鮮
や
か
に
迫
る
時
、
つ
ま
り
「
日
頃

の
忙
し
い
仕
事
や
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
」
た
ま
な
ざ
し
で
噴
水
や
地
面
を
「
新

鮮
に
見
」
だ
時
、
「
大
き
な
感
動
」
が
湧
き
あ
が
る
。
そ
の
際
「
感
受
性
」
は
、

の
句
を
成
し
た
と
き
は
、
噴
水
を
見
つ
め
て
三
時
間
も
じ
っ
と
す
わ
っ
て
　
　
「
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
で
き
る
だ
け
自
由
に
の
び
の
び
と
し
て
」
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
既
成
概
念
」
と
は
、
引
用
文
の
後
に
「
写
生
で
よ

く
見
つ
め
る
と
対
称
の
中
に
、
は
じ
め
て
見
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
い
ま

に

で
き
る
だ
け
自
由

に
の
び
の
び
と
し

て
お
く
こ
と

に
よ
っ
て

大
き



ま
で
知
ら
な
か
っ
た
も
の
を
発
見
し
て
、
未
知
の
も
の
を
発
見
し
た
感
動
か
お

こ
り
ま
す
」
（
一
四
九
頁
）
と
あ
る
た
め
、
「
日
頃
の
忙
し
い
仕
事
や
生
活
」
に

お
い
て
こ
う
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
情
景
の
あ
り
方
－
落
下
音
の
違
い
ま
で

は
気
に
し
な
い
噴
水
や
何
時
間
も
眺
め
な
い
地
面
－
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

「
大
き
な
感
動
」
を
得
る
「
感
受
性
」
を
抱
く
に
は
、
こ
の
「
既
成
概
念
」
か

ら
白
由
に
な
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
の
が

「
写
生
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
法
を
「
噴
水
の
石
に
水
の
面
に
落
つ
る
音
」
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。

噴
水
の
柱
や
囲
い
と
い
っ
た
石
面
に
、
あ
る
い
は
水
面
に
こ
ぼ
れ
落
ち
る
音
は

「
既
成
概
念
」
に
あ
っ
て
は
取
る
に
た
ら
な
い
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に

こ
そ
「
大
き
な
感
動
」
を
見
出
し
た
た
め
に
佳
句
を
得
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
写
生
」
の
お
陰
で
あ
る

こ
の
説
明
は
、
「
噴
水
を
見
つ
め
て
三
時
問
も
じ

噴
水
の
落
下
す
る
音
変
り
づ
め
　
　
右
城
暮
石
（
昭
和
五
八
年
作
）

噴
水
の
匂
ひ
を
憂
し
と
通
り
け
り
　
飯
島
晴
子
（
昭
和
六
〇
年
巾
）

　
昭
和
期
の
「
噴
水
」
の
句
を
並
べ
る
と
、
鈴
木
花
簑
の
句
は
飛
沫
の
白
さ
や

吹
き
上
げ
ら
れ
た
噴
水
の
先
端
と
い
っ
た
形
象
、
あ
る
い
は
噴
水
が
ぶ
り
ま
く

匂
い
で
は
な
く
、
吹
き
こ
ぼ
れ
る
音
の
違
い
を
「
石
に
水
の
面
に
」
と
詠
ん
だ

と
こ
ろ
に
魅
力
が
あ
る
。
句
作
者
は
実
景
を
「
写
生
」
し
た
の
み
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
句
と
し
て
一
端
立
ち
上
が
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
「
噴
水
」
句
の

一
例
と
し
て
登
録
さ
れ
、
価
値
を
付
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
句

作
者
の
意
図
を
超
え
て
、
青
邨
、
誓
子
ら
の
句
と
の
差
異
と
し
て
帯
び
る
価
値

が
句
に
蔵
さ
れ
て
い
た
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
他
の
現
代
俳
人
の
句

作
で
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、
『
竹
生
島
』
の
世
界

木
の
揺
れ
が
魚
に
移
れ
り
半
夏
生

大
木
あ
ま
り
（
昭
和
一
六
～
）
の
『
雲
の
塔
』
（
平
成
五
）
に
載
仙
。
「
半
夏

生
」
は
七
月
初
句
頃
で
あ
り
、
梅
雨
か
ら
抜
け
た
す
が
す
が
し
い
湖
か
川
辺
で
、

風
に
揺
れ
る
緑
の
木
々
が
影
を
水
に
映
し
、
魚
が
木
々
の
影
を
縫
っ
て
泳
い
で

い
る
。
木
々
の
影
が
魚
に
移
っ
た
か
の
よ
う
ー
現
行
の
中
高
校
の
教
科
書
に

多
く
採
ら
れ
る
句
で
、
例
え
ば
学
校
図
書
出
版
の
教
師
用
指
導
書
に
は
「
カ
メ

ラ
の
焦
点
が
木
の
揺
れ
か
ら
水
面
へ
、
そ
し
て
そ
の
中
の
動
き
の
少
な
い
魚
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三

っ
と
す
わ
っ
て
い
た
」
句
作
者
の
心
理
を
言
い
当
て
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
句
作
者
の
実
体
験
や
心
の
綾
を
な
ぞ
る
事
と
、
句
の
魅
力
を
説
き
っ
く
す

事
は
同
義
で
は
な
い
。
句
の
魅
力
を
捉
え
る
た
め
に
は
噴
水
を
凝
視
す
る
句
作

者
と
は
異
な
る
位
相
を
別
の
次
元
で
、
つ
ま
り
俳
句
に
お
け
る
「
噴
水
」
の
世

界
で
捉
え
う
る
魅
力
を
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
冬
の
園
噴
水
石
に
落
ち
て
白
し
　
　
山
口
青
邨
（
昭
和
一
五
年
作
）

　
　
　
　
噴
水
の
穂
さ
き
も
う
行
き
ど
こ
ろ
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
誓
子
（
昭
和
二
五
年
作
）

　
　
　
　
　
俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

｜



俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

と
絞
り
こ
ま
れ
て
い
帽
」
と
あ
り
、
「
写
生
」
句
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
事
　
　
る
も
の
で
あ
る
。

が
窺
え
る
。
さ
て
、
こ
の
句
を
次
の
句
と
比
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
水
影
や
鮎
の
ほ
る
樹
は
鵜
の
ね
く
ら

　
作
者
は
明
治
期
に
「
月
並
」
と
括
ら
れ
た
俳
諧
宗
匠
、
其
角
堂
永
機
（
文
政

六
～
明
治
三
四
）
で
あ
る
。
入
間
川
の
鮎
釣
り
に
遊
ん
だ
時
の
句
で
、
『
や
ま

と
新
聞
』
明
治
二
〇
年
五
月
三
一
日
に
載
る
。
水
面
に
は
木
々
が
影
を
投
じ
、

鮎
が
水
中
を
逍
遥
す
る
そ
の
姿
は
あ
た
か
も
木
を
登
る
よ
う
で
あ
る
。
木
の
梢

に
は
鵜
の
ね
ぐ
ら
が
あ
る
。
そ
の
ま
ま
鮎
が
木
を
登
れ
ば
鵜
に
捕
ま
る

鮎

が
木
々
の
影
を
「
の
ほ
る
」
と
見
立
て
、
そ
こ
に
は
鵜
が
待
ち
構
え
て
い
る
と

い
う
趣
向
の
句
で
あ
る
。

　
大
木
あ
ま
り
と
永
機
の
句
は
、
ど
の
よ
う
な
相
違
点
と
共
通
点
が
あ
る
か
。

相
違
点
は
句
の
狙
い
が
異
な
る
事
で
あ
る
。
大
木
あ
ま
り
の
句
は
中
七
ま
で
の

情
景
を
「
半
夏
生
」
と
い
う
余
情
あ
ふ
れ
る
季
語
で
括
り
、
一
幅
の
情
景
描
写

に
徹
し
て
い
る
た
め
、
視
覚
に
の
み
強
く
訴
え
る
事
を
狙
っ
て
い
る
。
か
た
や

永
機
の
「
鮎
の
ほ
る
樹
は
鵜
の
ね
く
ら
」
を
括
る
「
水
影
」
は
季
語
で
は
な
い

た
め
、
中
七
ま
で
の
情
景
の
場
所
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
従
っ
て
「
鮎
の
ほ
る

樹
は
鵜
の
ね
く
ら
」
と
い
う
趣
向
を
目
立
た
せ
る
事
を
狙
っ
て
い
る
。
だ
が
、

鵜
の
有
無
の
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
水
面
に
揺
れ
る
木
影
と
逍
遥
す
る
魚
を
重

ね
る
二
句
の
世
界
は
む
し
ろ
似
て
い
な
い
か
。

実
は
こ
の
世
界
は
、
日
本
の
韻
文
で
は
す
で
に
『
竹
生
島
』
で
謡
わ
れ
て
い

七
四

シ
テ
緑
樹
影
沈
ん
で
、
地
魚
木
に
上
る
気
色
あ
り
、
月
海
上
に
浮
か
ん
で

は
、
兎
も
波
を
走
る
か
、
面
白
の
浦
の
景
色
や
。
（
傍
線
引
用
物
）

　
特
に
永
機
の
「
の
ほ
る
樹
」
と
い
う
言
い
回
し
は
読
む
者
に
『
竹
生
島
』
を

求
め
て
い
仙
。
そ
の
上
で
「
魚
」
を
夏
の
季
語
で
あ
る
「
鮎
」
に
し
て
（
新
聞

掲
載
は
五
月
）
、
「
木
に
登
る
」
先
に
「
鵜
の
ね
く
ら
」
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

『
竹
生
島
』
を
知
る
者
は
「
鮎
の
ほ
る
樹
は
」
ま
で
読
み
下
し
か
時
、
「
魚
」
を

「
鮎
」
に
変
え
た
落
ち
を
予
想
す
る
。
す
る
と
下
五
に
「
鵜
の
ね
く
ら
」
と
あ

る
た
め
に
、
そ
の
趣
向
に
お
か
し
み
を
味
わ
う
事
と
な
る
。

　
大
木
あ
ま
り
は
沼
津
の
柿
田
川
で
の
吟
行
句
と
い
沁
。
だ
が
重
要
な
の
は
、

例
え
「
写
生
」
と
し
て
も
、
一
端
句
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
し
ま
え
ば
、
『
竹

生
島
』
の
世
界
に
永
機
の
句
と
共
に
連
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
事
態
で
は
な

い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
例
え
ば
次
の
現
代
俳
句
も
ま
た
『
竹
生
島
』
に
連
な
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
氷
に
上
る
魚
木
に
登
る
童
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
ひ

　
鷹
羽
狩
行
（
昭
和
五
～
）
の
『
十
友
』
（
平
成
四
）
に
載
る
。
「
氷
に
上
る

魚
」
は
春
風
に
氷
も
溶
け
て
魚
が
水
面
に
現
れ
る
時
候
の
季
語
で
あ
る
。
「
写

生
」
と
す
れ
ば
、
周
り
に
木
々
の
茂
る
湖
辺
り
で
水
面
に
顔
を
出
し
始
め
た
魚

と
、
木
に
登
る
子
供
と
を
詠
ん
だ
事
に
な
る
。
魚
と
子
供
と
を
「
上
る
／
登

る
」
と
括
る
取
合
わ
せ
の
意
外
さ
の
中
に
は
、
生
命
が
躍
動
す
る
春
の
中
で
、

｜



活
発
に
動
き
始
め
た
魚
と
成
長
盛
り
・
の
子
供
と
が
響
き
合
っ
て
も
い
る
。

　
こ
の
句
の
情
景
は
「
氷
に
上
る
魚
・
木
に
登
る
童
」
に
分
か
れ
る
。
だ
が
中

七
は
「
魚
木
に
登
る
」
は
『
竹
生
島
』
そ
の
ま
ま
の
文
句
で
あ
る
。
と
す
れ
ば

季
語
「
氷
に
上
る
魚
」
に
ひ
っ
か
け
る
事
で
、
字
面
を
そ
の
ま
ま
に
し
な
が
ら
、

二
つ
の
情
景
に
分
け
る
と
い
う
趣
向
を
凝
ら
し
た
事
と
な
る
。
鷹
羽
の
句
は
単

な
る
「
写
生
」
で
は
な
く
、
『
竹
生
島
』
を
踏
ま
え
て
機
知
を
潜
ま
せ
た
と
見

な
す
方
が
、
句
の
巧
妙
さ
を
よ
り
引
き
出
す
事
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
父
親
が
詩
人
で
美
術
大
学
出
身
の
大
木
あ
ま
り
、
明
治
の
「
旧
派
」
で
あ
る

永
機
、
山
口
誓
子
に
憧
れ
て
句
作
を
始
め
た
鷹
羽
狩
行
－
一
見
脈
絡
の
な
い

彼
ら
の
句
は
、
日
本
の
韻
文
の
中
で
捉
え
た
時
に
は
『
竹
生
島
』
の
世
界
を
踏

ま
え
た
句
と
し
て
同
列
と
な
る
。
大
木
は
「
魚
に
移
れ
り
」
と
い
う
描
写
を

「
半
夏
生
」
で
染
め
あ
げ
た
の
が
新
鮮
で
あ
る
。
永
機
は
「
鵜
の
ね
く
ら
」
と

し
た
趣
向
が
お
か
し
み
を
誘
い
、
狩
行
は
「
氷
に
上
る
魚
」
に
ひ
っ
か
け
た
機

知
が
面
白
い
。
こ
こ
で
『
俳
句
技
法
入
門
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
彼
ら
の
句

は
日
常
の
「
既
成
概
念
」
か
ら
は
確
か
に
離
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
日
本
の
韻

文
の
「
既
成
概
念
」
に
は
忠
実
な
の
で
あ
る
。

　
先
行
す
る
韻
文
の
世
界
が
句
作
者
の
意
識
を
超
え
、
実
景
の
「
写
生
」
句
に

も
宿
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
事
は
、
現
実
の
世
界
と
俳
句
と
い
う
韻
文
の
世
界

に
お
け
る
「
既
成
概
念
」
が
異
な
る
位
相
に
存
在
し
て
い
る
事
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
写
生
」
を
唱
え
た
子
規
に
は
、
現
実
と
韻
文
の
世
界
に
お
け
る

　
　
　
　
　
俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

位
相
の
差
異
は
前
提
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
写
生
と
い
ひ
写
実
と
い
ふ
は
実
際
有
の
ま
ゝ
に
写
す
に
相
違
な
け
れ
ど

　
　
も
固
よ
り
多
少
の
取
捨
選
択
を
要
死
。

　
「
有
の
ま
ゝ
に
写
す
」
に
は
「
取
捨
選
択
を
要
す
」
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ

る
。
だ
が
こ
の
矛
盾
は
、
「
写
生
」
と
は
「
取
捨
選
択
」
に
他
な
ら
な
い
と
子

規
が
考
え
て
い
た
事
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
も
「
取
捨
選
択
」
の
基
準
は
、

句
作
者
で
は
な
く
『
竹
生
島
』
の
よ
う
な
韻
文
の
世
界
が
既
に
規
制
し
て
い
た

と
す
れ
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
を
、
ひ
と
ま
ず
現
代
俳
句
の
入
門
書
を

例
に
考
察
し
て
み
た
い
。

三
、
俳
句
の
「
既
成
概
念
」

　
鷹
羽
狩
行
と
西
宮
舞
の
共
著
『
あ
な
た
も
俳
句
名
人
』
（
平
成
一
五
）
に
、

次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

　
　
　
　
田
園
の
闇
を
大
き
く
蛍
と
ぶ
　
（
原
句
）

　
　
「
闇
を
大
き
く
蛍
飛
ぶ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
蛍
の
様
子
を
よ
く
捉
え
て
い

　
　
ま
す
。

　
　
　
た
だ
田
園
と
い
え
ば
田
や
畑
の
広
が
る
い
な
か
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ひ

　
　
ろ
び
ろ
と
し
た
「
田
園
の
闇
」
で
蛍
が
大
き
く
と
ぶ
の
は
当
た
り
前
の
こ

　
　
と
と
も
い
え
ま
す
し
、
そ
の
「
大
き
さ
」
の
程
度
が
か
え
っ
て
曖
味
に
な

　
　
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

　
こ
れ
を
、
山
に
囲
ま
れ
た
狭
い
イ
メ
上
ン
の
「
山
国
の
闇
」
に
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

　
　
山
国
の
闇
を
大
き
く
蛍
と
ぶ

　
闇
を
限
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
「
大
き
く
」
蛍
の
飛
ぶ
さ
ま
が
よ
く
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

え
る
句
に
な
り
ま
し
た
。

　
闇
夜
の
蛍
を
「
大
き
く
」
飛
ぶ
と
捉
え
た
原
句
の
趣
向
を
生
か
す
た
め
に
、

茫
漠
と
し
た
闇
を
囲
う
事
で
浮
遊
す
る
蛍
を
フ
レ
ー
ム
内
に
収
め
、
焦
点
を

「
大
き
く
」
と
ぶ
有
様
に
定
め
た
。
「
田
園
の
闇
」
を
限
定
す
る
に
は
納
屋
の
よ

う
な
建
物
で
は
狭
く
、
川
べ
り
や
夜
風
の
音
を
添
え
て
も
焦
点
が
散
漫
に
な
る
。

そ
こ
で
「
山
国
」
と
い
う
概
念
で
限
定
し
た
の
が
推
敲
の
妙
で
あ
り
、
加
え
て

巨
大
な
「
山
国
」
と
極
小
の
「
蛍
」
と
い
う
対
比
と
、
意
外
な
取
合
せ
と
が
添

削
句
の
魅
力
を
増
し
て
い
よ
う
。

　
解
説
文
は
「
山
国
」
に
添
削
し
た
由
来
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
説
い
て
い
る
。

だ
が
解
説
文
の
よ
う
な
発
想
を
す
る
事
と
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
語
を
選
択
す

る
事
は
同
じ
位
相
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
二
〇
年
、
高
浜
虚
子
が
信
州
小

諸
で
詠
ん
だ
次
の
句
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。

山
国
の
蝶
を
荒
し
と
思
は
ず
づ

　
可
憐
な
、
頼
り
げ
の
な
い
蝶
と
い
う
日
常
の
「
既
成
概
念
」
か
ら
ず
れ
た
、

田
舎
の
荒
々
し
く
飛
ぶ
蝶
に
着
目
し
た
句
で
あ
る
。
さ
て
、
『
あ
な
た
も
俳
句

名
人
』
に
お
け
る
原
句
か
ら
添
削
句
の
過
程
は
一
見
淀
み
な
い
。
だ
が
解
説
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

よ
う
な
発
想
を
し
え
て
も
、
虚
子
句
の
よ
う
な
「
山
国
」
と
虫
類
の
取
合
せ

（
ま
た
は
「
山
国
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
俳
句
）
を
知
ら
な
け
れ
ば
推
敲
は
困
難

な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
解
説
文
の
発
想
と
別
の
位
相
に
存
在
す
る
俳
句
の

世
界
こ
そ
が
添
削
を
可
能
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
添
削
者
が
虚
子
句
の
よ
う
な
先
例
を
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
た
か
は
不
明
で

あ
る
。
だ
が
、
本
人
の
意
識
を
超
え
て
俳
句
の
世
界
が
実
景
の
「
取
捨
選
択
」

を
行
う
可
能
性
が
あ
る
事
を
、
西
宮
舞
の
句
集
『
千
木
』
（
平
成
一
三
）
に
載

る
句
を
例
に
考
察
し
て
み
た
い
。

猫
の
子
の
組
ん
ず
ほ
ぐ
れ
つ
箱
の
な
他

ど
こ
か
か
ら
貰
っ
た
か
、
ど
こ
か
に
貰
わ
れ
に
い
く
最
中
の
（
あ
る

い
は
空

き
地
や
道
ば
た
に
捨
て
ら
れ
た
）
子
猫
達
を
詠
ん
だ
句
で
、
箱
の
中
の
子
猫
達

の
じ
ゃ
れ
あ
う
姿
を
「
組
ん
ず
ほ
ぐ
れ
つ
」
と
捉
え
た
の
が
眼
目
で
あ
る
。
こ

の
句
を
次
の
句
と
比
べ
て
み
た
い
。

ね
こ
の
子
の
く
ん
づ
ほ
ぐ
れ
つ
胡
蝶
哉
　
其
触

　
蕉
門
の
『
炭
俵
』
つ
冗
禄
四
一
一
六
九
七
一
年
刊
）
に
載
る
。
「
子
猫
同
士
が

縁
側
か
庭
先
あ
た
り
で
組
ん
だ
り
ほ
ぐ
れ
た
り
し
な
が
ら
ふ
ざ
け
あ
っ
て
い
る

と
こ
ろ
へ
、
蝶
が
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
ん
で
き
加
」
情
景
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
西

宮
句
は
実
景
を
「
写
生
」
し
た
も
の
と
い
徊
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
中
七
ま
で
が
其
角
句
と
同
様
だ
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
こ
の
事
は
、
西
宮
句
に
お
け
る
実
景
の
「
取
捨
選
択
」
を
無
意
識
裡
に
規
制



し
た
の
が
俳
句
の
「
既
成
概
念
」
で
あ
る
事
を
意
味
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
西
宮
は
い
つ
か
其
角
句
を
見
知
り
、
そ
れ
が
句
で
あ
る
の
も
忘
れ
ら
れ

記
憶
の
底
に
沈
ん
で
い
た
が
、
じ
ゃ
れ
あ
う
子
猫
達
を
見
た
瞬
間
に
「
ね
こ
の

子
の
く
ん
づ
ほ
ぐ
れ
つ
」
と
い
う
言
葉
が
甦
っ
た
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
其
角

句
が
も
た
ら
し
た
韻
文
の
「
既
成
概
念
」
は
西
宮
の
意
識
に
先
立
っ
て
眼
前
の

子
猫
達
の
あ
り
方
を
「
取
捨
選
択
」
し
、
句
を
整
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
偶
然

の
一
致
で
も
同
様
で
あ
る
。
句
作
者
の
思
惑
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
其
角
句
は

西
宮
句
の
上
五
と
中
七
に
絡
み
つ
く
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
子
規
の
「
固
よ
り
取
捨
選
択
を
要
す
」
に
戻
り
た
い
。
こ
れ
ま
で
述

べ
た
事
を
当
て
は
め
る
な
ら
、
子
規
は
「
固
よ
り
」
と
い
う
一
節
に
、
実
景
と

俳
句
の
世
界
に
お
け
る
「
既
成
概
念
」
は
異
な
る
位
相
に
あ
り
、
し
か
も
両
者

は
連
動
し
て
い
る
事
の
機
微
を
込
め
た
と
解
釈
し
う
る
。
し
か
も
実
景
の
「
取

捨
選
択
」
の
基
準
は
、
句
作
者
に
先
立
っ
て
既
に
俳
句
の
世
界
が
形
成
し
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
も
込
め
て
い
る
、
と
解
釈
し
う
る
。
こ
の
事
を
子
規

自
身
の
句
と
論
を
例
に
考
察
し
た
い
。

四
、
子
規
の
「
既
成
概
念
」
と
「
取
捨
選
択
」

　
　
　
蓼
の
葉
や
泥
鰍
隠
る
ぅ
薄
濁
胆
　
子
規

　
明
治
二
八
年
作
の
句
で
あ
る
。
人
の
気
配
を
感
じ
て
だ
ろ
う
か
、
水
辺
に
落

ち
た
蓼
の
葉
裏
に
泥
楢
が
隠
れ
た
際
に
水
中
に
う
っ
す
ら
泥
が
漂
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

句
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
句
は
、
泥
鱈
と
植
物
の
取
合
せ
と
い
う
「
既
成
概
念
」

に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
。

我
事
と
脱
の
に
げ
し
根
芹
哉
　
丈
牡

　
「
春
、
小
川
の
ほ
と
り
で
根
芹
を
と
ろ
う
と
す
る
と
、
川
ぶ
ち
に
潜
ん
で
い

た
の
で
あ
ろ
う
、
泥
鱈
が
、
自
分
か
つ
か
ま
え
ら
れ
る
の
か
と
勘
違
い
し
て
、

あ
わ
て
て
逃
げ
て
い
っ
仏
」
句
で
あ
る
。
こ
の
句
を
前
提
に
子
規
句
を
捉
え
れ

ば
、
丈
草
句
で
は
根
芹
か
ら
逃
げ
去
っ
て
い
っ
た
泥
餓
を
、
逆
に
蓼
の
葉
に
逃

げ
こ
ん
だ
と
ひ
ね
っ
た
趣
向
が
面
白
い
事
に
思
い
至
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
泥
鰍

と
植
物
を
取
合
せ
た
句
が
多
数
あ
る
中
、
子
規
が
丈
草
句
を
踏
ま
え
た
証
左
と

し
て
下
五
「
薄
濁
り
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
郭
公
鳴
や
湖
水
の
さ
ゝ
に
ご
り
・
　
丈
草

　
子
規
は
「
さ
さ
濁
り
」
を
「
薄
濁
り
」
に
変
え
て
情
景
を
結
ん
だ
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
二
句
を
組
み
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
句
が
実
景
の
「
写
生
」
か
否

か
は
不
明
だ
が
、
例
え
「
写
生
」
句
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
景
の
枠
組
み
を
決

定
し
、
「
取
捨
選
択
」
し
た
の
は
丈
草
句
が
も
た
ら
し
た
「
既
成
概
念
」
で
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
実
は
子
規
に
は
こ
の
よ
う
な
句
が
大
量
に
あ
緬
。

　
こ
の
よ
う
に
、
子
規
の
「
写
生
」
と
は
実
景
と
い
う
日
常
の
「
既
成
概
念
」

を
ず
ら
す
方
法
論
で
は
な
く
、
韻
文
の
世
界
の
「
既
成
概
念
」
を
い
か
に
ず
ら

す
か
と
い
う
認
識
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
彼
に
と
っ
て
は
、
日
常
と

韻
文
の
「
既
成
概
念
」
の
ど
ち
ら
が
先
に
認
識
を
決
定
し
た
か
と
い
え
ば
、
後
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俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

者
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
梅
な
ど
は
尤
も
む
づ
か
し
き
題
な
り
　
六
づ
か
し
き
は
有
り
ふ
れ
た
る

　
　
梅
の
小
景
は
古
人
が
言
ひ
尽
く
し
居
る
故
陳
腐
と
な
る
な
り
　
殊
に
梅
な

　
　
ど
は
古
人
も
今
人
も
容
易
に
詠
じ
出
す
故
悪
句
甚
だ
多
く
其
悪
句
を
見
て

　
　
几
上
に
梅
を
作
る
人
多
き
故
益
々
悪
句
と
な
る
な
り
　
実
際
に
梅
を
見
て

　
　
其
趣
を
探
ら
ば
古
人
の
言
ひ
尽
し
た
る
処
に
は
興
趣
な
く
し
て
古
人
の
知

ら
ぬ
面
白
味
を
見
出
す
べ
し

　
子
規
は
、
梅
を
安
易
に
詠
め
ば
あ
ま
り
に
「
古
人
が
言
ひ
尽
く
し
居
る
故
陳

腐
」
に
陥
る
と
し
た
上
で
、
実
際
に
見
た
時
の
蓄
の
ふ
く
ら
み
を
、
花
弁
の
震

え
を
「
写
生
」
す
る
事
で
初
め
て
「
古
人
の
知
ら
ぬ
面
白
味
」
を
見
い
だ
せ
る
、

と
説
い
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
「
古
人
が
言
ひ
尽
く
し
居
る
故
」
と
い
う
一

節
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
察
す
る
に
、
引
用
文
は
、
和
歌
以
来
の
韻
文
に
お
け
る

梅
の
「
既
成
概
念
」
を
踏
ま
え
た
上
で
、
よ
り
言
え
ば
踏
ま
え
て
し
ま
っ
た
上

で
実
景
と
向
き
あ
う
事
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
韻
文
が
培
っ
て
き
た

梅
と
日
常
目
に
す
る
梅
と
に
横
た
わ
る
溝
を
「
新
鮮
に
」
（
前
掲
『
俳
句
技
法

入
門
』
）
発
見
す
る
認
識
を
可
能
と
す
る
の
が
「
写
生
」
で
あ
り
・
、
「
古
人
」
の

培
っ
て
き
た
「
既
成
概
念
」
と
日
常
の
実
景
と
を
「
新
鮮
に
」
捉
之
直
す
認
識

を
生
成
さ
せ
る
営
為
こ
そ
「
写
生
」
に
他
な
ら
な
い
事
を
、
子
規
は
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
実
景
に
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
「
古
人
」
達
の

「
既
成
概
念
」
が
沁
み
こ
ん
で
な
け
れ
ば
不
可
能
な
認
識
で
あ
る
。
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子
規
に
と
っ
て
「
写
生
」
と
は
韻
文
と
日
常
に
お
け
る
「
既
成
概
念
」
の
差

異
を
発
見
し
、
そ
れ
を
「
新
鮮
に
」
感
じ
る
た
め
の
認
識
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
は
実
景
を
常
に
凝
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
時
に
膨
大
な
韻
文
の
「
既
成

概
念
」
も
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
子
規
の
「
写
生
」
と
は
、

韻
文
と
現
実
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
既
成
概
念
」
を
措
抗
さ
せ
る
事
で
両
者
に
そ
の

つ
ど
新
鮮
さ
を
吹
き
こ
む
た
め
の
認
識
の
あ
り
方
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
扱
っ
た
例
は
僅
か
で
あ
る
が
、
現
代
俳
句
の
入
門
書
や
現
代
俳
人
達

の
語
る
「
写
生
」
は
、
実
景
か
ら
い
か
に
「
大
き
な
感
動
」
（
前
掲
『
俳
句
技

法
入
門
』
）
を
得
る
か
に
つ
い
て
縫
々
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
俳
句
と
い
う
韻

文
世
界
の
「
既
成
概
念
」
に
対
す
る
認
識
と
自
覚
が
強
く
主
張
さ
れ
る
事
は
管

見
で
は
非
常
に
少
な
い
。
し
か
し
第
一
線
で
活
躍
す
る
俳
人
達
の
句
に
は
、
韻

文
の
「
既
成
概
念
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
々
存
在
す
る
。
次
の
句

を
例
に
挙
げ
た
い
。

　
　
　
蜂
の
巣
に
た
そ
が
れ
長
き
庇
か
な
　
岩
城
久
治

　
『
俳
句
研
究
』
平
成
一
八
年
八
月
号
に
載
る
。
夏
の
暑
苦
し
い
西
日
は
庇
に

さ
し
こ
み
、
「
蜂
の
巣
」
が
さ
ら
に
欝
陶
し
い
暑
さ
を
強
め
て
い
る
。
盛
夏
の

長
い
一
日
の
終
わ
り
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
句
は
「
月
間
」
と
題

し
た
十
二
句
中
の
ア
句
だ
か
、
岩
城
は
「
自
句
俳
景
」
と
題
し
て
、



　
　
わ
た
く
し
も
芭
蕉
を
け
じ
め
先
人
に
つ
な
が
る
句
作
法
を
し
き
り
に
し
て

　
　
み
た
い
と
近
頃
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

と
附
し
て
い
る
事
は
興
味
深
い
。
こ
の
句
は
実
景
の
「
写
生
」
と
し
て
も
読
め

柚
。
が
、
「
白
句
俳
景
」
を
踏
ま
え
て
中
七
の
「
た
そ
が
れ
長
き
」
を
捉
え
た

時
、
こ
の
句
は
、

　
　
　
坂
の
上
た
そ
が
れ
長
き
五
月
憂
し
　
　
石
田
波
郷
（
昭
和
一
六
年
作
）

と
い
う
高
名
な
句
へ
の
参
照
を
求
め
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
れ

ば
、

　
　
　
　
大
門
の
と
び
ら
に
す
が
る
春
の
日
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
姉
に
し
ら
藤
た
そ
が
れ
長
き
　
与
謝
野
晶
子

（
明
治
三
五
年
悩
）

と
い
う
短
歌
を
た
ぐ
り
よ
せ
る
事
も
可
能
で
あ
る
。
晶
子
に
あ
っ
て
は
け
だ
る

い
春
愁
の
「
た
そ
が
れ
長
き
」
が
、
波
郷
に
あ
っ
て
は
初
夏
と
な
り
、
岩
城
に

な
れ
ば
盛
夏
と
な
る
。
晶
子
の
「
と
び
ら
に
す
が
る
」
と
い
う
具
体
的
な
事
物

か
ら
、
波
郷
は
だ
ら
だ
ら
続
く
坂
の
向
こ
う
か
、
登
り
き
っ
た
坂
で
下
り
ゆ
く

先
へ
と
視
点
を
移
し
、
「
五
月
憂
し
」
と
ま
と
め
る
事
で
そ
こ
は
か
と
な
い
不

安
を
漂
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
今
や
格
調
高
く
な
っ
た
明
治
や
昭
和
の
韻
文
の

「
た
そ
が
れ
長
き
」
を
「
蜂
の
巣
」
に
ず
ら
し
た
岩
城
の
句
に
は
お
か
し
み
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
時
、
岩
城
の
句
に
は
、
晶
子
や
波
郷
と
い
っ
た
韻

文
の
「
既
成
概
念
」
を
「
白
由
に
の
び
の
び
と
」
（
前
掲
『
俳
句
技
法
入
門
』
）

　
　
　
　
　
俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

捉
え
直
し
か
面
白
み
が
蔵
さ
れ
て
い
る
事
に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
よ
う
に
先
行
す
る
韻
文
を
踏
ま
え
る
事
を
明
示
す
る
場
合
は
、
管

見
で
は
稀
で
あ
る
。
加
え
て
実
景
の
「
写
生
」
を
重
ん
じ
る
現
代
俳
句
に
お
い

て
、
岩
城
句
が
波
郷
句
を
踏
ま
え
た
事
は
魅
力
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
独
創
性
を

放
棄
し
た
瑕
珪
と
見
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
現
代
俳
句
が
類
想
を
嫌
い
、
個
人
の
独
創
性
を
信
奉
す
る
た
め
に
「
写
生
」

を
尊
ぶ
現
象
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
飴
。
だ
が
現
代
俳
句
は
、
独
創
性
や
個
性

と
同
時
に
、
現
実
と
韻
文
の
「
既
成
概
念
」
は
別
の
位
相
に
あ
り
、
両
者
の
歯

車
が
軋
み
合
い
な
が
ら
噛
み
合
う
こ
と
で
句
に
「
大
き
な
感
動
」
が
蔵
さ
れ
る

と
い
う
認
識
を
強
く
抱
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
俳
句
に
お
け
る
「
写
生
」
を
「
有
の
ま
こ
に
写
す
に
相
違
な
け
れ
ど
も
、
固

よ
り
多
少
の
取
捨
選
択
を
要
す
」
と
記
し
か
子
規
の
実
作
や
俳
論
は
常
に
そ
の

事
を
主
張
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
眼
前
に
広
が
る
、

不
定
型
で
偶
然
に
満
ち
た
、
韻
文
の
「
既
成
概
念
」
か
ら
は
み
出
る
可
能
性
を

豊
か
に
蔵
し
か
実
景
の
「
写
生
」
を
提
唱
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
僅
か
十
七
字
の
俳
句
に
は
膨
大
な
韻
文
の
「
既
成
概
念
」
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
時
に
句
作
者
を
超
え
て
句
に
宿
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
子
規
の
「
写

生
」
と
は
、
句
が
立
ち
上
が
っ
た
瞬
間
に
絡
み
つ
い
て
く
る
韻
文
の
「
既
成
概

念
」
か
ら
逃
れ
る
、
あ
る
い
は
対
抗
す
る
た
め
の
、
あ
が
き
に
も
似
た
認
識
に

他
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
韻
文
の
「
既
成
概
念
」
を
「
新
鮮
に
」
捉
え
直
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俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

す
契
機
を
蔵
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
の
韻
文
の
伝
統
に
お
け
る
俳
句
の

「
写
生
」
の
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

注①
　
正
岡
子
規
「
叙
事
文
」
、
『
日
本
附
録
週
報
』
明
治
3
3
・
３
・
1
2
。
引
用
は
『
子
規

　
全
集
J
1
4
巻
（
講
談
社
、
昭
和
5
1
・
１
・
2
0
）
、
2
4
7
頁
に
よ
る
。

②
　
村
山
古
郷
・
山
下
一
海
編
『
俳
句
用
語
の
基
礎
知
識
』
（
角
川
選
書
、
昭
和
5
9
・

　
１
・
3
0
）
、
1
2
6
頁

③
　
『
子
規
全
集
』
２
巻
（
講
談
社
、
昭
和
5
0
・
６
・
1
8
）
、
2
3
7
頁

①
　
高
浜
虚
子
『
子
規
句
解
』
（
創
元
社
、
昭
和
2
1
・
1
0
・
2
5
）
、
4
6
頁

⑤
　
近
藤
元
晋
が
明
治
二
八
年
に
「
子
規
、
漱
石
そ
の
他
十
人
ば
か
り
と
高
浜
の
延
齢

　
館
に
行
っ
て
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
暑
い
の
で
漱
石
や
そ
の
他
の
も
の
は
海
に

　
入
っ
て
泳
い
だ
が
子
規
の
み
は
泳
が
な
か
つ
た
と
記
憶
し
ま
す
」
（
座
談
会
「
子
規

　
を
語
る
」
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
愛
媛
版
、
昭
和
６
・
６
・
1
2
。
引
用
は
『
子
規
全
集
』

　
別
巻
三
、
講
談
社
、
昭
和
5
3
・
３
・
1
8
、
2
4
6
‐
2
4
7
頁
か
ら
）
と
あ
り
、
そ
の
時
の
実

　
景
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

⑥
　
堀
切
実
編
注
『
蕉
門
名
家
句
選
（
上
）
』
（
岩
波
文
庫
、
平
成
１
・
７
・
1
7
）
、
6
0

　
頁

⑦
　
虚
子
が
其
角
句
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
よ
り
も
あ
ま
り
知
ら

　
れ
て
い
な
い
松
山
の
実
景
を
紹
介
す
る
方
を
優
先
し
た
の
と
、
其
角
句
を
素
通
り
す

　
る
事
が
「
写
生
」
と
し
て
句
を
解
す
る
事
と
な
る
た
め
、
虚
子
は
子
規
句
を
戦
略
的

　
に
解
し
た
と
思
わ
れ
る
。

⑧
　
前
掲
『
俳
句
用
語
の
基
礎
知
識
』
、
1
2
9
頁

⑤
　
俳
句
技
法
入
門
編
集
委
員
会
『
俳
句
技
法
入
門
』
（
飯
塚
書
店
、
平
成
４
・
1
1
・

　
3
0
）
、
m
T
1
4
8
頁

八
〇

⑩
　
山
口
青
邨
の
句
は
『
現
代
日
本
文
学
大
系
9
5
　
現
代
句
集
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和

　
4
8
・
９
・
2
5
）
、
2
4
3
頁
か
ら
、
山
口
誓
子
の
句
は
『
山
口
誓
子
全
集
』
３
巻
（
明
治

　
書
院
、
昭
和
5
2
・
６
・
2
5
）
、
2
2
0
頁
か
ら
、
右
城
暮
石
の
句
は
『
定
本
右
城
暮
石
句

　
集
』
言
巴
書
林
、
運
河
俳
句
会
編
集
、
平
成
1
5
・
1
0
L
1
1
）
、
2
3
5
頁
か
ら
、
飯
島
晴
子

　
の
句
は
『
飯
島
晴
子
句
集
』
（
富
士
見
書
房
、
平
成
1
4
・
６
・
3
0
）
、
1
5
9
頁
か
ら
引
用

　
し
た
。
な
お
右
城
の
句
は
鈴
木
花
簑
の
句
と
ど
ち
ら
が
先
が
決
め
が
た
く
、
飯
島
の

　
句
は
花
簑
よ
り
後
の
句
作
だ
が
、
時
系
列
を
捨
象
し
て
も
な
り
た
つ
花
簑
の
句
の
魅

　
力
を
述
べ
る
た
め
に
あ
え
て
羅
列
し
た
。

⑥
　
大
木
あ
ま
り
『
雲
の
塔
』
（
花
神
社
、
平
成
５
・
６
・
１
）
、
4
0
頁

⑩
　
学
校
図
書
編
『
中
学
校
国
語
３
　
教
師
用
指
導
書
』
、
9
2
頁
。
奥
付
が
な
い
が
、

　
教
科
書
『
中
学
校
国
語
３
』
（
学
校
図
書
、
平
成
1
5
・
２
・
1
0
）
の
指
導
書
で
あ
る
。

⑩
　
日
本
古
典
文
学
大
系
4
1
『
謡
曲
集
　
下
』
（
岩
波
書
店
、
横
道
万
里
雄
・
表
章
校

　
注
、
昭
和
3
8
・
２
・
５
）
、
ｍ
頁

⑩
　
『
や
ま
と
新
聞
』
に
は
前
書
に
「
竹
生
島
の
謡
に
緑
樹
影
沈
ん
で
と
あ
り
」
と
あ

　
る
。
其
角
堂
永
機
に
関
し
て
は
村
山
古
郷
『
明
治
俳
壇
史
』
（
角
川
書
店
、
昭
和

　
5
3
・
９
・
2
5
）
、
市
川
一
男
『
近
代
俳
句
の
あ
け
ぼ
の
』
（
中
央
公
論
事
業
出
版
、
昭

和
5
0
・
４
・
1
0
）
と
い
っ
た
評
伝
か
ら
、
越
後
敬
子
「
其
角
堂
永
機
」
（
『
江
戸
文

学
』
2
1
号
、
平
成
1
1
・
1
0
）
な
ど
の
論
考
が
あ
る
が
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い

が
た
い
。
な
お
他
に
拙
稿
「
蕪
村
の
も
う
一
つ
の
受
容
　
　
其
角
堂
永
機
か
ら
秋
声

会
へ

⑤⑩⑤⑨

」
（
『
大
阪
俳
文
学
研
究
会
会
報
』
4
0
号
、
平
成
1
8
・
1
0
）
、
拙
稿
「
近
代

の
『
旧
派
』
の
句
法
」
（
『
俳
文
学
研
究
』
4
6
号
、
平
成
Ｂ
・
1
0
）
、
拙
稿
「
玩
物
喪

志
」
（
『
氷
室
』
1
5
－
２
、
平
成
1
9
・
２
）
な
ど
が
あ
る
。

　
句
作
者
の
大
木
あ
ま
り
氏
か
ら
御
教
示
を
頂
い
た
。

　
鷹
羽
狩
行
『
十
友
』
（
角
川
書
店
、
平
成
４
・
９
・
2
0
）
、
8
4
頁

　
前
掲
「
叙
事
文
」
、
『
子
規
全
集
』
1
4
巻
、
2
4
7
頁

　
鷹
羽
狩
行
・
西
宮
舞
『
あ
な
た
も
俳
句
名
人
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
平
成
1
5
・



　
８
・
2
2
）
、
1
7
7
～
1
7
8
頁

⑩
　
『
定
本
高
浜
虚
子
全
集
』
２
巻
（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
4
8
・
1
1
・
2
0
）
、
2
3
9
頁

⑩
　
西
宮
舞
『
千
木
』
（
富
士
見
書
房
、
平
成
Ｂ
・
８
・
1
0
）
、
1
4
4
頁

⑤
　
前
掲
『
蕉
門
名
家
句
選
（
上
）
』
、
7
0
頁

⑩
　
同
右
頁
参
照

⑩
　
句
作
者
の
西
宮
舞
氏
か
ら
御
教
示
を
頂
い
た
。

⑩
　
前
掲
『
子
規
全
集
』
２
巻
、
2
5
8
頁
。
な
お
初
出
は
『
日
本
』
明
治
2
9
・
１
・
2
9
．

⑩
　
堀
切
実
編
注
『
蕉
門
名
家
句
選
（
下
）
』
（
岩
波
文
庫
、
平
成
１
・
９
・
Ｂ
）
、
1
3
2

　
頁

言
　
同
右
頁
参
照

⑤
　
同
右
書
、
1
4
4
頁

姉
　
子
規
が
先
行
の
句
を
借
り
た
例
は
蕪
村
の
場
合
が
分
か
り
や
す
い
。
藤
田
真
一

　
『
蕪
村
』
（
岩
波
新
書
、
平
成
1
2
・
1
2
・
2
0
）
、
柴
田
奈
美
『
正
岡
子
規
と
俳
句
分
類
』

　
（
思
文
閣
出
版
、
平
成
1
3
・
1
2
・
2
0
）
な
ど
が
子
規
句
と
蕪
村
句
の
関
連
を
具
体
的

　
に
論
じ
て
い
る
。

⑩
　
池
松
迂
巷
宛
子
規
書
簡
、
年
月
日
不
詳
（
明
治
3
2
年
以
降
）
、
全
集
未
収
録
、
和

　
田
克
司
編
『
子
規
の
手
紙
』
（
子
規
選
集
1
0
、
増
進
会
出
版
社
、
平
成
1
4
・
1
0
・
1
0
）
、

　
3
7
8
‐
3
7
9
頁

⑩
　
柄
谷
行
人
「
詩
と
死
　
　
子
規
か
ら
漱
石
へ
」
『
増
補
漱
石
論
集
成
』
（
平
凡
社
ラ

　
イ
ブ
ラ
リ
ー
ー
、
平
成
1
3
・
８
・
８
）
は
「
写
生
」
を
次
の
よ
う
に
読
解
し
て
い
る
。

　
「
月
並
を
斥
け
る
た
め
に
は
月
並
に
習
熟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
子
規
は
い
う
。

　
膨
大
な
『
俳
句
分
類
』
を
や
っ
た
の
は
子
規
そ
の
人
で
あ
る
。
『
写
生
』
と
は
、
む

　
し
ろ
過
去
の
テ
ク
ス
ト
と
の
『
差
異
』
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、

　
そ
れ
は
、
空
想
と
か
現
実
と
か
い
っ
た
言
語
外
の
対
象
自
体
に
存
す
る
の
で
は
な
い

　
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
最
も
理
解
し
て
い
た
」
（
3
2
1
頁
）
。
子
規
の
「
写
生
」
を
考
え

　
る
上
で
非
常
に
示
唆
的
な
一
節
で
あ
る
。

俳
句
の
「
写
生
」
と
日
本
の
韻
文
の
伝
統

⑥
　
句
作
者
の
岩
城
久
治
氏
か
ら
句
は
席
題
で
あ
り
、
石
田
波
郷
を
念
頭
に
置
い
て
詠

　
ん
だ
事
を
御
教
示
頂
い
た
。

⑩
　
石
田
波
郷
の
句
は
『
石
田
波
郷
全
集
』
１
巻

（
富
士
見
書
房
、
昭
和
4
5
・
１
・

　
3
0
）
、
2
3
頁
か
ら
、
与
謝
野
晶
子
の
短
歌
は
『
与
謝
野
晶
子
全
集
』
１
巻
（
講
談
社
、

　
昭
和
5
4
・
１
１
サ
2
0
）
、
9
8
頁
か
ら
引
用
し
た
。

⑩
　
例
え
ば
『
俳
句
四
季
』
2
3
－
９
（
平
成
1
8
・
９
）
に
「
写
生
の
真
髄
を
語
る
」
と

　
い
う
対
談
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
正
岡
子
規
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

　
う
に
、
写
生
の
出
発
は
ム
ー
ド
や
類
想
・
類
型
な
ど
俳
句
が
陥
り
や
す
い
予
定
調
和

　
を
打
開
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
深
見
先
生
（
＝
深
見
け

　
ん
二
、
俳
句
の
実
作
者
、
引
用
者
注
）
の
よ
う
に
、
常
に
眼
や
心
を
養
っ
て
ゆ
く
態

　
度
、
も
の
と
自
分
と
の
距
離
を
縮
め
て
、
も
の
と
自
分
と
が
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ

　
っ
て
、
そ
の
『
も
の
』
の
奥
に
あ
る
命
に
触
れ
る
写
生
の
眼
を
持
っ
て
い
た
い
と
思

　
い
ま
す
」
（
4
9
頁
）
と
あ
る
。
「
命
に
触
れ
る
」
「
写
生
」
が
な
ぜ
「
類
想
」
を
免
れ

　
る
の
か
は
語
ら
れ
ず
に
、
「
命
に
触
れ
る
」
「
自
分
」
の
あ
り
方
の
み
強
調
さ
れ
て
い

　
る
。
実
作
者
に
は
こ
の
よ
う
な
発
言
が
多
い
が
、
実
体
験
を
担
保
と
し
た
独
創
と
個

　
性
へ
の
信
奉
が
根
強
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。

※
引
用
に
際
し
漢
字
は
常
用
漢
字
に
直
し
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。八

一




