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写

生

説

1

特
に
伊
藤
左
千
夫
と
長
塚
節

管
田

中

順

二

正
岡
子
規
が
俳
句
改
革
の
余
勢
を
も

っ
て
短
歌
改
革
に
乗
り
出
し
た
の
は
明
治

三
十

一
・
二
年
ご
ろ
だ

っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
落
合
直
文
あ
て
の
書
簡

に

「
拙
歌
に
就
き
て
は
攻
撃
四
方
よ
り
至
り
候

へ
ど
も
自
ら
多
少
信
ず
る
所
有
之

候
上
は
死
を
決
し
て
や
る
所
存
に
候
」
と
か
、
明
治
三
十
三
年

「
竹
里
歌
話
」
に

「
我

一
昨
年
歌
に
志
し
て
後
進
歩
極
め
て
遅
か
り
し
者
、昨
年
来
同
志
の
友
を
得
て

梢
々
悟
る
所
あ
り
し
が
如
く
覚
ゆ
」

と
か
あ
る
の
で
わ
か
る
。
事
実
根
岸
短
歌
会

の
第

一
回
が
子
規
枕
頭
で
開
か
れ
た
の
は
明
治
三
十

一
年
三
月
の
こ
と
で
あ
り
、

新
聞

「
日
本
」
に
「
百
中
十
首
」
と
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
が
連
載
さ
れ
た
の
は
同

年

二
月
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
と

こ
ろ
で
、
子
規
の
脳
裡
に
俳
句
改
革
の
方
法

と
し
て
客
観
写
生
観
の
あ

っ
た
こ
と
は
そ
れ
よ
り
早
く
、
例
え
ば

「
初
め
主
観
的

な
り
暑

漸
く
変
じ
て
籟

的
儲

け
り
」

(明
治
29
年

「わ

が
俳
句
」

)
と
か
、
河
東
碧
梧

桐
の
句
を

「
印
象
の
明
瞭
な
る
句
」
で
「
恰
も
写
生
的
絵
画
の
小
幅
を
見
る
と
略
々

同
じ
」
(
「
明
治
二
十
九
年

の
俳
句
界
」

)と
か
、

「
実
景
を
葺

し
天
然
薩

倣
し
て
毫
も
修
飾

を
加

へ
ざ
る
者
は
、
多
少

の
欠
点
無
き
に
非
る
も
最
下
等
に
落
つ
る
こ
と
無
し
」

(魏

羅

L扉

)
と
か
い
っ
て
い
る
な
ど
が
そ
の
こ
と
を
示
し
イ、
い
る
が
、

「
歌

 よ
み
に
与
ふ
る
書
」
で
も
、
例
え
ば

八
田
知
紀
の

「
芳
野
山
霞
の
奥
は
知
ら
ね
ど

も
見
ゆ
る
限
り
は
桜
な
り
け
り
」
と
い
う
歌
に
つ
い
て

「
此
芳
野
山
の
歌
の
如
く

全
体
が
客
観
的
即
ち
景
色
な
る
に
其
中
に
主
観
的
理
窟
の
句
が
ま
じ
り
て
は
殺
風

景

い
は
ん
方
無
く
候
」
と
か
、
凡
河
内
躬
恒
の

「心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初

霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
」
に
つ
い
て
こ
れ
を

「
駄
歌
」
と
し

「有
の
儘

に
正
直
に
詠
む
が
宜
し
く
候
」
と
か
い
い
、
特
に

「油
画
師
は
必
ず
写
生
に
依
り

候

へ
ど
も
」
な
ど
と
言

っ
て
、
泰
西
の
絵
画
に
写
生
の
方
法
の
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
の
は
、
子
規
の
写
生
説
が
洋
画
の
画
法
に
刺
戟
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
興
味
が
あ
る
。
ま
た

「例

へ
ば
鳥

一
羽
、
花

一
枚
画
い
て
も
写
生
が

う
ま
く
出
来
れ
ば
其
画
に
精
禦

出
来
る
」
(明
治
31
年
12
月

「写
生
、
写
実
」
)な
ど
豊

一面
・
て
い

る
の
は
写
生
が
内
面
を
蓄
え
る
も
の
と
し
て
い
る
点
で
注
意
さ
れ
る
。
子
規
自
身

に
は
も
と
絵
ご
こ
ろ
が
あ
り
、
従

っ
て
や
や
後
に
は

「実
際
の
有
の
ま
ま
を
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

り
」

(明
治
33
年
1
月

「叙
事
文
」

)
と
い
い
、
浅
惹

・
中
村
不
折

・
下
村
為
山
ら
洋
画
家
に

接
触
し
て
、
彼
ら
か
ら
絵
画
の
写
生
説
を
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
こ

と
を
明
治
三
十
二

・
三
年
の

「画
」

「
病
躰
譜
言
」
な
ど
で
記
し
て
い
る
。
当
時

香
取
秀
真
に
与
え
た
歌
に

「青
丹
よ
し
奈
良

の
仏
も
う
ま
け
れ
ど
写
生
に
ま
す
は

あ
ら
じ
と
そ
思
ふ
」

「第

一
に
線
の
配
合
其
次
も
亦
其
の
次
も
写
生
々
々
な
り
」

な
ど
が
あ
り
、
す
こ
し
後
に
は

「朝
顔
や
わ
れ
に
写
生
の
心
あ
り
」

「
草
花
を
画
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く
日
課
や
秋
に
入
る
」
な
ど
の
句
も
あ
る
。
最
晩
年
の

「
病
鉢
六
尺
」
に
は

「
此

ご
ろ
モ
ル
ヒ
ネ
を
飲
ん
で
か
ら
写
生
を
や
る
の
が
何
よ
り
の
楽
し
み
と
な

っ
て
居

る
」
と
か

「
草
花
の

一
枝
を
枕
元
に
置
い
て
、
そ
れ
を
正
直
に
写
生
し
て
居
る
と
、

造
化
の
秘
密
が
段
々
分

っ
て
来
る
や
う
な
気
が
す
る
」
と
か
言

っ
て
お
り
、
子
規

の
写
生
説
が
絵
画
の
写
生
説
と
深
く
相
わ
た

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
子
規
の
こ
の
よ
う
な
写
生
説
は
、
文
学
論
と
し
て
見
て
、
ま
だ
素
朴

単
純
な
も
の
で
は
あ

っ
た
が
、
当
時

の
因
襲
的
で
陳
腐
な
俳
句
や
短
歌
を
改
革
す

る
に
当

っ
て
は
、
十
分
な
効
を
奏
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

春
風
に
こ
ぼ
れ
て
赤
し
歯
磨
粉
(糊
治
29
)

雪
残
る
頂

一
つ
国
境
(鯛
諺

菜
の
花
や
小
学
校
の
昼
餉
時
(鯛
診

薔
薇
を
勇
る
鋏
刀
の
お
と
や
五
月
晴
(囎

35
)

華

さ
す
市
の
植
木
の
下
陰
に
金
魚
あ
き
な
ふ
夏
は
来
に
け
り
(明
治
31

年

)

四
年
寝
て
匠

び
立
て
ば
木
も
草
も
皆
眼
の
下
に
花
咲
き
に
け
り
(糊
諺

く
れ
な
ゐ
に
二
尺
伸
び
た
る
薔
薇
の
芽
の
針
や
は
ら
か
に
春
雨
の
ふ
る
(糊
治

年
)

な
ど
の
子
規
の
作
品
が
当
時
の
俳
壇
歌
壇
の
作
品
中
、
い
か
に
清
新
な
姿
を
も

っ
て
位
置
を
占
め
て
い
た
か
は
今
で
は
も
は
や
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

の
写
生
説
を
継
承
し
た
が
、
両
者
径
庭
の
事
情
に
は
な
お
考
う
べ
き
問
題
が
あ
る
。

伊
藤
左
千
夫
は
明
治
三
十

一
年
、
子
規
の

「歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
に
先
立

つ

こ
と
二
日
、
新
聞

「
日
本
」
に
歌
論
を
投
じ
た
が
、
子
規
に
批
判
さ
れ
、
つ
い
で

同
三
十
三
年

一
月
同
新
聞
に
子
規
選
の
募
集
歌
が
載
り
、
三
首
採
ら
れ
た
の
を
機

に
、

一
月
三
日
初
め
て
子
規
庵
を
訪
問
、
同
七
日
根
岸
短
歌
会
に
出
席
、
以
後
子

規
門
の
歌
人
と
し
て
そ
の
没
年
ま
で
師
事
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
子
規
三
十
四
歳
、

左
千
夫
三
十
七
歳
。
爾
来
深
く
子
規
に
心
酔
し
た
が
、
子
規
没
後

「
馬
酔
木
」
を

創
田
、
同
三
十
九
年
小
説

「
野
菊
の
墓
」
を

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
、
短
歌
の

ほ
か
に
子
規
の
唱
導
す
る
写
生
文
や
小
説
に
も
力
を
注
い
だ
。
同
四
十

一
年

「
馬

酔
木
」
終
刊
号
を
出
し
、
同
年
十
月
上
総
の
蕨
真
に
よ

っ
て

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
が
創

刊
さ
れ
る
と
、
翌
年
九
月
こ
れ
を
東
京
に
移
し
て
編
集
に
努
め
た
。
長
塚
節
は
ほ

ん
の
す

こ
し
遅
れ
て
子
規
庵
を
訪
問
し
て
入
門
、
時
に
二
十
二
歳
。
子
規
亡
き
あ

と

「馬
酔
木
」
同
人
と
な
り
、

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
が
発
刊
さ
れ
る
と
こ
れ
に
参
加
、

左
千
夫
と
と
も
に
同
人
と
し
て
重
き
を
な
し
た
。
短
歌
の
ほ
か
に
明
治
四
十
二
年

ご
ろ
か
ら
小
説
に
専
念
、
翌
年
の

「土
」
は
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
。
今
、
こ

の
よ
う
な
経
歴
を
辿
り
な
が
ら
、
両
者
の
子
規

へ
の
親
爽
度
を
思
う
と
、

一
見
し

た
と
こ
ろ
、
子
規
生
前
も
没
後
も
左
千
夫
の
方
が
深
い
よ
う
に
見
え
る
し
、
左
千

夫
が
主
導
的
な
形
を
と

っ
て
い
た
か
の
印
象
を
与
え
る
よ
う
で
あ
る
が
、
写
生
説

の
継
承
発
展
に
つ
い
て
は
微
妙
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

左
千
夫
は
明
治
三
十
三
年
十

一
月

「
歌
に
就
き
て
の
吾
が
今
日
の
考
」
の
中
で

「吾

々
が
常
に
公
に
し
来
り
た
る
の
歌
が
、
如
何
に
客
観
歌
多
き
か
は
、
是
又
少

し
く
注
意
し
て
見
る
者
の
、
容
易
に
知
り
得
る
所
な
ら
ず
や
」
と
い
い
、
そ
の
こ

ろ
か
ら
の
作
品
に
は

二

 

さ
て
、
根
岸
短
歌
会
の
同
門
二
人
、
伊
藤
左
千
夫
と
長
塚
節
と
は
と
も
に
子
規

か

つ
し
か
や
市
川
あ
た
り
松
を
多
み
松
の
林
の
な
か
に
寺
あ
り
(明
治
33

年

)

さ
夜
ふ
け
て
訪

ひ
よ
る
人
の
水
音
に
軒
の
こ
ほ
ろ
ぎ
声
な
き
や
み
ぬ
(同
年
)
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奈

米
あ
ら
ふ
白
き
に
ご
り
は
咲
き
垂
れ
し
秋
海
巣
の
下
な
が
れ
過
ぐ
(明
治
37

年

)

の
よ
う
な
写
生
歌
が
多
く
見
ら
れ
、

左
千
夫
が
主
人
に
示
し
た
俳
句

明
治
三
十
五
年
四
月
、
子
規
庵
を
訪
れ
た

三
穂
に
渡
る
舟
の
日
傘
や
あ
げ

雲
雀

に
対
し

「
そ
れ
ぞ
れ
其
の
日
傘
だ
、
そ
れ
が
山
だ
、
そ
れ
は
写
生
で
あ
ら
う
」

と
子
規
に
褒
め
ら
れ
た
こ
と
を
得
々
と
記
し
て
い
る
左
千
夫
は
、
そ
の
こ
ろ
子
規

の
写
生
説
に
ひ
た
す
ら
随
順
し
て
い
る
趣
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
三
十
八
年
、

節
が
自
分
の
作
品
を
反
省
し
て

「
こ
れ
ま
で
の
は
客
観
と
は
い
つ
て
も
主
観
を
表

は
す
た
め
の
方
便
で
あ

つ
た
、
僕
は
暫
く
之
を
棄
て
て
主
観
と
い
ふ
の
も
客
観
が

主
と
な
る
も
の
を
作
り
た
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
」

(』
購

木
L
)
と
い

っ
た
の
に

対
し
、左
千
夫
は

「
歌
は
俳
句
よ
り
長
い
、字
数
が
多
い
か
ら
そ
れ
だ
け
精
し
く
写

す
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
は
極
め
て
浅
薄
な
考
で
あ
る
。
(中
署
)。
故
に
写
生
趣

味
の
点
に
於
て
は
歌
は
到
底
俳
句
に
は
及
ば
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
」

(
「歌
諌

抄
」

)

と
反
駁
し
た
。
節
は
そ
の
後
そ
の
写
生
説
を
多
少
修
正
は
し
た
が
、
節
の
論
と
そ

の
作
品
を
見
る
と
、
子
規
の
写
生
説

を
忠
実
に
受
け
つ
ぎ
、
子
規
よ
り
も
さ
ら
に

細
密
な
自
然
観
察
に
徹
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
点
左
千
夫
よ
り
も

よ
き
継
承
者
で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
左
千
夫
は
そ
の
性
情
が
主
情
的
で

放
漫
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
子
規
の
冷
静
明
徹
な
写
生
説
を
後
に
な
る
に
従

っ
て
自

己
流
に
変
改
し
て
行

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
節
は
そ
の
点
端
正
清
澄
な
性
格
か
ら
い

っ
て
も
子
規
の
写
生
説
を
深
切
に
深

め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
例
え
ば
同
じ
写
生
文
か
ら
出
発
し
た
小
説
で
あ
っ
て
も
、
左
千
夫
の

「野

菊
の
墓
」
は
節
の

「
芋
掘
り
」
の
細
密
さ
に
比
し
て
、
い
か
に
も
主
情
的
な
傾
向

が
い
ち
じ
る
し
い
。
試
み
に
両
者
の
書
き
出
し
の
部
分
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

後
の
月
と
い
ふ
時
分
が
来
る
と
、
ど
う
も
思
は
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
幼
な

い
訳
と
は
思
ふ
が
何
分
に
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
最
早
十
年
余
も
過
去

つ
た
昔
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
細
か
い
事
実
は
多
く
は
覚
え
て
居
な
い
け
れ
ど
、

心
持
だ
け
は
今
猶
咋
日
の
如
く
、
其
時
の
事
を
考

へ
て
る
と
、
全
く
当
時
の
心

持
に
立
ち
返
つ
て
、
涙
が
留
め
ど
な
く
湧
く
の
で
あ
る
。

(
「野
菊
の
墓
」
)

小
春
の
日
光
は
岡
の
畑

一
杯
に
射
し
か
け
て
居
る
。
岡
は
田
と
櫟
林
と
鬼
怒

川
の
土
手
と
で
囲
は
れ
て
、
他
の

一
方
は
村
か
ら
村

へ
通
ふ
街
道
へ
お
り
る
。

田
は
岡
に
添
う
て
狭
く
連
つ
て
居
る
。
田
甫
を
越
し
て
竹
薮
交
り
の
村
の
林
が

田
に
添
う
て
延
び
て
居
る
。
竹
薮
の
間
か
ら
草
家
が
ぼ
つ
く

隠
見
す
る
。

(
「
芋
掘
り
」
)

画
論
に
発
し
た
子
規
の
写
生
説
は
、
こ
れ
を
見
て
も
左
千
夫
よ
り
節
に
よ
く
受

け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
門
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
は
写

生
説
に
お
い
て
は
左
千
夫
よ
り
節
の
方
が
子
規
に
近
い
。

「
野
菊
の
墓
」
は
明
治
三
十
九
年
、

「
芋
掘
り
」
は
同
四
十

一
年
。
そ
の
頃
の

両
者
の
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

伊
藤
左
千
夫

あ
め
つ
ち

よ

も

よ
り
あ
ひ

九
十
九
里
の
磯
の
た
ひ
ら
は
天
地
の
四
方
の
寄
合
に
雲
た
む
ろ
せ
り

こ

け

秋
の
空
の
物
か
な
し
き
に
顧
み
て
虚
仮
を
い
だ
け
る
心
悔
や
し
も

は
ロ
お
も

吾
妹
子
が
歎
き
明
か
し
て
脹
面
に
術
伏
し
居
れ
ば
生
け
り
と
も
な
し

長
塚

節

芋
が
ら
を
壁
に
吊
せ
ば
秋
の
日
の
か
げ
り
又
さ
し
こ
ま
や
か
に
射
す

鬼
怒
川
を
夜
ふ
け
て
わ
た
す
水
樟
の
遠
く
聞
え
て
秋
た
け
に
け
り

う
ま

お

ひ

馬
追
虫
の
髭
の
そ
よ
う
に
来
る
秋
は
ま
な
こ
を
閉
ぢ
て
想
ひ
見
る
べ
し
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人
事
に
執
着
し
て
自
然
を
お
お
ら
か
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
頃
の
左
千
夫

と
、
人
間
に
浸
透
せ
ず
に
自
然
を
凝
視
し
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
頃
の
節
と
が
知

ら
れ
よ
乞

百

ら
人
生
を
親
し
み
自
然
を
傍
観
す
る
に
至
れ
り
L
(朔
髄

薪

朋

の
消
息
L
)
と
い
う
左
千
夫
と
、

「余

は
天
然
を
酷
愛
す
.
故
に
余
が
製
作
は
常
に

天
然
と
相
離
る
る
こ
と
能
は
ず
」

(明
治
42
年
1
月

「写
生
断
片
」
)
と
い
う
節
と
の
写
生
の
慶

が
遠
く
相
離
れ
て
い
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ

っ
だ
。

三

 

左
千
夫
は

「
馬
酔
木
」
第

一
、
二
号
に

「万
葉
論
」
を
掲
げ
、
万
葉
集
の
歌
人

を
二
大
別
し

「
主
調
子
即
ち
形
式
派
之
を
人
麻
呂
派
と
云
ふ
べ
く
、
主
意
味
即
ち

写
実
派
之
を
憶
良
赤
人
派
と
云
ふ
べ
く
、
更
に
詳
に
云

へ
ば
形
式
派
成
功
時
代
と

写
実
派
開
達
時
代
と
云
ふ
べ
し
」
と
い
い
、
形
式
上
の
調
子
を
重
ん
じ
た
人
麻
呂

よ
り
も
、
あ
り
の
ま
ま
の
意
味
す
な
わ
ち
心
を
重
ん
じ
た
憶
良
赤
人
を
、
現
代
の

歌
人
の
学
ぶ
べ
き
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
て

「
写
実
派
に
向
つ
て
猛
進
す
べ

き
は
明
治
詩
人
た
る
も
の
が
当
然
の
職
務
た
る
を
認
め
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
言

っ

て
い
る
が
、
左
千
夫
の
い
う

「
写
実
」
の
意
は
子
規
の
い
う

「
写
生
」
を
拡
大
し

て

「
主
意
味
」
す
な
わ
ち
作
者
の
主
情
を
包
み
込
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
す
で

に
子
規
の
考
え
を
逸
脱
し
か
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
論
の
執
筆
さ

れ
た
の
が
明
治
三
十
六
年
で
あ

っ
た

こ
と
を
思
え
ば
、
根
岸
派
の
棟
梁
を
自
認
し

て
い
た
左
千
夫
に
、
隆
昌
時
代
を
迎
え
た
新
詩
社
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
同
論
末
尾
に
は

「
自
ら
新
派
と
誇
称
す
る
、
新
詩
社

の
諸
氏
が
、
今
猶
理
想
を
標
榜
し
、
形
式
趣
味
に
固
着
せ
る
の
迂
を
憐
み
、
絵
画

界
に
於
け
る
美
術
院
の

一
派
が
、
遅
蒔
な
が
ら
大
い
に
写
実
に
勉
む
る
所
あ
ら
む

と
宣
言
せ
る
を
多
と
す
る
」
と
あ
る
。
写
生
説
の
混
乱
の
由

っ
て
来
た
る
と
こ
ろ

は
、
も
と
も
と
人
生
問
題
を
論
ず
る
こ
と
を
好
む
左
千
夫
の
性
情
が
、
同
じ
こ
ろ

鈴
木
大
拙

・
加
藤
玄
智

・
高
島
米
峰

・
結
城
素
明
ら
の

「
新
仏
教
」
に
接
触
し
は

じ
め
た
こ
と
な
ど
に
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
晩
年
の
左
千
夫
独
特
の
主
情
的
な

作
品
や
論
を
思
う
時
に
こ
の
こ
と
は
重
要
な
点
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
こ
の
よ
う

な
左
千
夫
が
そ
れ
よ
り
二
年
後
、
節
の

「
写
生
の
歌
」
に
対
し
て
論
争
を
し
か
け

た
と
い
う
の
も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
、
子
規
説
を
忠
実
に
継
承
し
な
が
ら
、
そ
の

写
生
説
を
さ
ら
に
精
細
に
自
然
観
察
の
上
に
及
ぼ
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
節
と
烈
し

く
対
立
し
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
だ

っ
た
ろ
う
。

「
歌
の
上
で
写
生
を
す
る
な

ど
云
ふ
こ
と
は
殆
ど
滑
稽
で
あ
る
。
止
む
こ
と
な
く
ば
写
実
と
で
も
云
う
て
置
く

が
よ
か
ら
う
と
思
ふ
」
と
か

コ

体
三
十

一
文
字
で
写
生
趣
味
を
顕
さ
う
と
云
ふ

が
大
間
違
で
あ
る
」

(
「歌
諏
抄
」
)
と
か
言
う
左
千
夫
説
に
は
、
強

引

に
子

規

と
節
の
写
生
説
を
自
己
流
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。

明
治
四
十

一
年

一
月

「
『馬
酔
木
』
終
刊
の
消
息
」
に
、
左
千
夫
は

「子
規
子
の

研
究
的
態
度
は
文
学
は
只
文
学
を
目
的
と
し
、
歌
は
只
歌
を
目
的
と
為
す
と
云

へ

る
見
地
に
立
ち
た
る
も
の
と
見
る
べ
く
、
従
て
其
の
作
物
の
跡
に
就
き
て
見
る
も
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

自
然
を
親
し
み
人
生
を
傍
観
せ
る
の
趣
あ
り
」
と
い
い
、

「
文
学
美
術
上

一
切
の

問
題
が
、
人
間
の
研
究
を
根
本
と
せ
る
如
く
、
歌
に
於
て
も
勿
論
寧
ろ
人
間
其
の

物
に
最
も
直
接
な
る
べ
き
を
論
じ
、
作
歌
理
想
は
子
規
子
時
代
と
頗
る
其
の
中
心

ヘ

へ

を
異
に
し
、
明
確
に
其
の
然
る
べ
き
理
由
を
自
覚
せ
り
。
故
に
其
の
態
度
は
自
ら

蚕

霧

い
み
慰

露

攣

念

森

か

(鞘
都
)
と
言
っ
た
.
言
り
と
こ
ろ

は
短
歌
に
蜀
踏
せ
ず
、
広
く
小
説
の
世
界
に
も
拡
大
し
て
人
生
問
題
を
こ
と
と
す

べ
き
で
、
短
歌
に
し
て
も
自
然
よ
り
も
人
生
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
人
生
と
自
然
と
を
両
天
秤
に
か
け
て
物
を
言

っ
て
い
る
気
味
が

あ
り
、
子
規
と
は
異
な

っ
た
方
向
に
活
路
を
見
出
だ
そ
う
と
し
て
い
た
そ
の
頃
の

左
千
夫
の
心
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
か
た
が
た
節
と
も

一
線
を
画
し
て
い
た
こ
と

も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
写
生
説
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
柴
生

田

稔

氏

が

「
左
千
夫
と
節
と
で
は
、
節
の
方
が
左
千
夫
よ
り
も
子
規
を
受
け
つ
ぐ
と
こ
ろ
が
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多
い
、
ま
た
は
よ
り
多
く
子
規
と
の
共
通
点
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
意
見
も

割
合
に
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
反
対
に
左
千
夫
の
方
が
そ
う
だ
と
い
う

意
見
は
少
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
前
者
は

一
般
の
人
々
の
間
に
多
く
、
後
者

は
子
規
派
内
部
の
人
々
の
問
の
や
や
突
込
ん
だ
意
見
だ
と
言
え
よ
う
か
」
と
言

っ

て
い
る
が
、
子
規
写
生
説
の
継
承
な
い
し
展
開
の
問
題
に
つ
い
て
は
ど
う
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
同
氏
は
さ
ら
に

「
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
よ
り
も
、
左
千
夫
、

節
の
両
者
が
揃

っ
て
子
規
と
相
違
し
て
い
る
点
、
ま
た
は
後
年
相
違
す
る
よ
う
に

な
っ
た
点
の
方
が
注
意
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
た
考
え
方
も
で
き
そ
う

で
あ

る
」

(昭
和
52
年
6
月

「
明
治
文
学

全
集
」

56
巻
附
録
月
報

)
毒

9
り
.

左
千
夫
は
晩
年
に
至

っ
て
常
に
歌
は

「
叫
び
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
い
、

節
は
死
期
近
く
歌
は

「
冴
え
」
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ
残
さ

れ
た
最
後
に
近
い
こ
ろ
の
作
品
と
し
て
、
左
千
夫
に
は

(
「ほ
ろ
び
の
光
」
)

お
り
た
ち
て
今
朝
の
寒
さ
を
驚

き
ぬ
露
し
と
し
と
と
柿
の
落
葉
深
く

べ
に

鶏
頭
の
紅
古
り
て
来
し
秋
の
末

や
我
れ
四
十
九
の
年
行
か
ん
と
す

ほ
ろ

び

今
朝
の
あ
さ
の
露
ひ
や
び
や
と
秋
草
や
総
べ
て
幽
け
き
寂
滅
の
光

節
に
は

(
「鍼
の
如
く
」
)

白
埴
の
瓶
こ
そ
よ
け
れ
霧
な
が

ら
朝
は
つ
め
た
き
水
く
み
に
け
り

小
夜
ふ
け
て
あ
い
う
も
わ
か
ず
悶
ゆ
れ
ば
明
日
は
疲
れ
て
復
た
眠
る
ら
む

臼
銀
の
鍼
打

つ
ご
と
き
き
り
み
＼
す
幾
夜
は

へ
な
ば
涼
し
か
る
ら
む

晩
年
の

(
「し
ひ
て
筆
を
取
り
て
」
)

い
ち
は

つ
の
花
咲
き
い
で
て
我
目
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
行
か
ん
と
す

夕
顔
の
棚
つ
く
ら
ん
と
思

へ
ど
も
秋
待
ち
が
て
ぬ
我
い
の
ち
か
も

若
松
の
芽
だ
ち
の
緑
長
き
日
を
夕
か
た
ま
け
て
熱
い
で
に
け
り

な
ど
の
境
地
に
不
思
議
に
相
か
よ
う
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
子
規
に
は
じ

ま
る
写
生
説
が
左
千
夫
と
節
と
に
ど
の
よ
う
に
う
け

つ
が
れ
、
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
来
た
か
を
細
か
く
詮
議
す
る
よ
り
も
、
私
は
三
者
至
り
つ
い
た
こ
れ
ら
の
歌

を
味
わ
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
解
答
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
し
、
さ
ら
に
い

え
ば
、
島
木
赤
彦
の

「
一
心
集
中
」
の
説
や
斎
藤
茂
吉
の

「
実
相
観
入
」
の
説
は

も
う
す
ぐ
そ
こ
に
待
ち
か
ま
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
歌
は
仏
教
者
の
諦
念
と
病
者
の
哀
感
と
が
、
そ

れ
ぞ
れ
至
り

つ
い
た
境
地
と
し
て
人

の
心
を
打

つ
。
そ
れ
ら
は
あ
た
か
も
病
子
規
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