
正
岡
子
規
と
小
杉
天
外
に
関
す
る
ノ
ー
ト

ー
天
外
が
伝
え
る
子
規
の
新
出
句
の
こ
と
な
ど
-

一
『子
規
全
集
』
内
容
見
本
中
の
天
外
の
文
章

ア
ル
ス
版

『子
規
全
集
』
の
大
正
十
五
年
(
一
九
二
六
)
七
月
よ

り
の
刊
行
を
知
ら
せ
る
内
容
見
本
の
巻
末
に
｢子
規
に
対
す
る
諸

家
の
感
想
｣
と
題
す
る
ペ
ー
ジ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
｡
全
二
十

一

ペ
ー
ジ
｡
諸
家
が
子
規
と
の
か
か
わ
り
を
テ
ー
マ
に
'
短
文
を
寄

せ
て
い
る
｡
諸
家
と
は
'
佐
藤
春
夫
を
筆
頭
に
､
芥
川
龍
之
介
'

相
馬
御
風
'
古
泉
千
樫
､
寺
田
寅
彦
'
土
岐
善
麿
'
斎
藤
茂
吉
'

長
谷
川
如
是
閑
'
室
生
犀
星
'
三
宅
や
す
子
､
平
田
禿
木
､
平
福

百
穂
､
吉
植
庄
亮
'
土
井
晩
翠
'
与
謝
野
寛
'
中
村
吉
蔵
'
島
田

青
峰
､
土
田
杏
村
'
川
路
柳
虹
'
加
藤
武
雄
､
内
田
魯
庵
'
岡
村

龍
彦
'
松
本
桑
治
'
中
川

一
政
'
入
揮
達
吉
､
河
井
酔
著
'
杉
村

楚
人
冠
'
笹
川
臨
風
'
萩
原
朔
太
郎
'
小
杉
天
外
'
新
居
格
､
高

須
芳
次
郎
'
井
揮
弘
､
岡
本
か
の
子
'
小
川
剣
三
郎
､
林
若
樹
'

野
上
豊

一
郎
'
野
上
弥
生
子
の
三
十
八
名
｡
中
で
'
今
'
私
が
注

目
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
'
小
杉
天
外
の
｢正
岡
子
規
と
私
｣
と

題
す
る

一
文
｡
さ
ほ
ど
長
い
文
章
で
は
な
い
の
で
'
ま
ず
は
'
左

に
全
文
を
引
用
し
て
み
る
｡
改
行
は
無
視
し
て
引
用
す
る
｡

複

本

一

那

私
の
家
で
は
祖
父
が
俳
指
を
や
っ
て
ゐ
た
の
で
'
そ
ん
な
関

係
か
ら
か
俳
句
が
非
常
に
好
き
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
で
俳
句
にほか

は
若
い
頃
か
ら
注
意
し
'
正
岡
さ
ん
の
新
運
動
に
は
殊
の
外

注
意
し
て
ゐ
た
｡
そ
の
頃
正
岡
さ
ん
が
や
っ
て
を
ら
れ
た
日

本
新
聞
も
常
に
読
ん
で
ゐ
た
し
'
ま
た
'
自
分
の
俳
句
や
小

た
し

説
を
度
々
見
て
貰
っ
た
こ
と
も
あ
る
｡
憶
か
明
治
二
十
七
年

だ
つ
た
と
思
ふ
'
正
岡
さ
ん
は
自
分
の
新
聞
に
私
の
処
女
短

篇
小
説
｢ど
ろ
く

姫
｣
を
推
薦
し
て
く
れ
た
り
し
て
私
を
可

愛
が
つ
て
く
れ
る
'
私
も
氏
を
慕
っ
て
ゐ
た
や
う
な
仲
で
､

谷
中
の
三
崎
町
に
ゐ
た
時
代
な
ど
は
'
わ
ざ
〈

私
の
家
ま

で
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
り
し
た
｡
矢
張
り
谷
中
の
鷺
横
町
に

ゐ
た
頃
は
'
私
は
二
軒
長
屋
の
東
の
方
に
居
り
'
正
岡
さ
ん

は
同
じ
長
屋
の
西
の
方
に
ゐ
た
と
い
ふ
や
う
な
関
係
で
あ
っ

し
き

た
｡
そ
の
頃
私
は
俳
句
を
や
れ
と
切

り
に
奨
め
ら
れ
'
そ
の

内
容
と
し
て
は
人
情
に
基
い
た
句
を
作
れ
と
言
は
れ
た
も
の

で
あ
る
｡
そ
れ
で
､
私
が
病
を
得
て
小
田
原
へ
行
っ
て
ゐ
た

頃
は
よ
く
俳
句
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
興
津
に
居
っ
た
頃

15



わ
ざ
〈

見
舞
に
来
た
り
な
ど
し
て
'
そ
の
都
度
私
に
句
を

賜
ら
れ
た
｡

春
風
に
吹
か
れ
て
君
は
興
津
ま
で

病
む
人
の
病
む
人
を
訪
ふ
小
春
か
な

こ
ん
な
句
は
'
そ
の
時
々
に
私
の
た
め
に
詠
ま
れ
た
句
で
あ

る
｡
そ
ん
な
関
係
だ
っ
た
の
で
'
正
岡
さ
ん
の
著
書
の
殆
ん

ど
総
べ
て
を
持
っ
て
ゐ
た
が
､
全
集
と
な
る
と
私
が
こ
れ
ま

で
に
持
っ
て
ゐ
る
以
外
の
も
の
も
這
入
つ
ゐ
や
あ
し
な
い
か
t

と
い
ふ
考
へ
も
あ
っ
て
矢
張
り
纏
め
て
揃
へ
た
い
気
が
し
て

来
る
｡
私
は
正
岡
さ
ん
の
和
歌
が

一
番
好
き
で
あ
っ
て
'
私

が
家
庭
で
自
分
の
子
供
に
和
歌
を
教
へ
た
と
い
ふ
の
も
'
つ

ま
り
は
正
岡
さ
ん
の
も
の
に
感
服
し
た
結
果
で
あ
っ
て
'
子

供
は
そ
の
和
歌
に
依
っ
て
何
れ
だ
け
育
て
ら
れ
た
か
'
導
か

れ
た
か
知
れ
な
い
｡
兎
に
角
へ
今
全
集
が
出
る
と
い
ふ
こ
と

は
嬉
し
い
気
が
し
ま
す
｡

正
岡
子
規
の
視
点
か
ら
も
'
小
杉
天
外
の
視
点
か
ら
も
'
そ
し

て
両
者
の
交
流
の
視
点
か
ら
も
､
内
容
の
濃
い
文
章
で
あ
る
｡
こ

の
文
章
を
綴
っ
て
い
る
天
外
､
慶
応
元
年

(
一
八
六
五
)
に
生
ま

れ
て
'
昭
和
二
十
七
年
(
一
九
五
二
)
に
没
し
て
い
る
｡
享
年
'
数

え
年
八
十
八
｡
子
規
が
慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
の
生
ま
れ
で
あ
る

の
で
'
子
規
よ
り
二
歳
年
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
秋
田
県
生
ま

れ
｡
斎
藤
緑
雨
門
｡

そ
こ
で
､
天
外
の
文
章
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡
天
外

の
生
家
は
｢農
を
業
と
し
兼
ね
て
醤
油
醸
造
絞
油
呉
服
太
物
商
等

を
営
ん
で
ゐ
｣
た
(松
本
龍
之
助
著

『明
治
大
正
文
学
美
術
人
名
辞

書
』
立
川
書
店
'
大
正
十
五
年
四
月
刊
'
参
照
)
よ
う
で
あ
る
｡
そ

ん
な
中
で
'
祖
父
が
俳
譜
に
親
し
ん
で
い
た
と
記
し
て
い
る
｡
そ

の
影
響
で
'
天
外
自
身
も
若
い
頃
か
ら
俳
詔
に
関
心
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
り
'
子
規
と
い
う
存
在
も
'
｢新
運
動
｣
も
自
ず
か
ら
視
野

の
中
に
入
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
｡
子
規
の
動
向
は
'
新
聞
｢

日
本
｣
を
通
し
て
把
握
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
(｢正
岡
さ
ん
が

や
っ
て
を
ら
れ
た
日
本
新
聞
も
常
に
読
ん
で
ゐ
た
｣)｡
天
外
'
明

治
十
六
年
(
一
八
八
三
)､
数
え
年
十
九
歳
の
折
に

一
度
上
京
し
て

い
る
が
､
徴
兵
検
査
の
た
め
明
治
十
八
年
(
一
八
八
五
)
に
帰
郷
'

そ
し
て
明
治
二
十
二
年
(
一
八
八
九
)､
再
び
上
京
t
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
(伊
藤
整
編
『小
杉
天
外

小
栗
風
葉

後

藤
宙
外
集
』
筑
摩
書
房
､
昭
和
四
十
三
年
十
月
刊
'
所
収
の
大
塚

豊
子
編
｢年
譜

小
杉
天
外
｣
参
照
)｡
子
規
と
天
外
と
の
交
流
は
'

明
治
二
十
二
年
(
一
八
八
九
)
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
今
日
'

子
規
の
天
外
宛
書
簡
は
'
全
四
通
残
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
'
明

治
二
十
八
年
(
1
八
九
五
)
一
月

1
日
付
'
同
七
月
二
十
三
目
付
､

明
治
二
十
九
年
(
一
八
九
六
)
九
月
九
目
付
､
明
治
三
十
年
(
一
八

九
七
)
十
二
月
十

一
日
付
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
'
そ
の
内
容
に
お

い
て
'
小
稿
と
は
当
面
'
直
接
か
か
わ
ら
な
い
｡
対
す
る
天
外
の

子
規
宛
書
簡
は
'
二
通
残
っ
て
い
る
｡

一
つ
は
'
明
治
二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
八
月
十
七
目
付
､
も
う

l
つ
は
､
同
年
九
月
十
四
日
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付
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
'
前
者
の
書
簡
が
'
小
稿
と
か
か
わ
っ
て

す
こ
ぶ
る
興
味
深
い

一
節
を
含
ん
で
い
る
｡
こ
の
時
'
子
規
の
住

所
は
'
東
京
市
下
谷
区
上
根
岸
町
八
十
二
番
､
差
出
し
人
で
あ
る

天
外
の
方
は
'
羽
後
国
仙
北
郡
六
郷
町
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
住

所
は
'
天
外
の
故
郷
の
実
家
の
住
所
で
あ
る
｡
先
の
大
塚
豊
子
氏

の
年
譜
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
'
明
治
二
十
九
年
(
一

八
九
六
)
六
月
十
五
日
の
三
陸
大
地
震
に
よ
る

一
時
帰
郷
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(同
年
九
月
九
日
付
の
天
外
宛
子
規

書
簡
に
は
｢先
日
ハ
御
地
大
地
震
に
て
六
郷
全
潰
と
の
報
に
接
し
､

先
づ
肝
潰
れ
候
へ
ど
も
'
全
潰
と
あ
り
て
ハ
気
遣
ひ
も
気
づ
か
ひ

な
れ
ど
'
手
紙
出
し
た
処
で
ど
ん
な
も
の
か
と
わ
ざ
と
ひ
か
え

候
｣
と
の
文
言
が
見
え
る
)
0

天
外
は
'
ま
ず
'
子
規
の
病
状
を
案
じ
て
左
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
｡小

生
等
を
以
て
見
れ
ば
､
十
分
に
御
治
療
な
さ
れ
候
と
も
申

そ
の

さ
れ
ず
候
｡
其
処
に
は
種
々
と
事
情
も
あ
る
べ
く
'
又
厳
た

これ
あ
る

る
御
観
念

(筆
者
注
･考
え
)
も
有

之

べ
く
候
へ
ど
も
'
今

ひと
し
ほ

一

入

こ
～
に
意
を
用
ゐ
玉
は
ゞ
'
歩
行
の
自
由
な
る
位
に
至

る
は
容
易
の
儀
と
存
ぜ
ら
れ
候
｡
(中
略
)
知
慧
と
い
ふ
も
の

む
く

す
べ

無
き
小
生
な
れ
ば
辱
知
の
恩
に
酬

ふ
べ
き
の
術

も
知
ら
ず
候
｡

こ

只

一
目
に
て
も
此
の
世
に
長
く
ゐ
ま
し
玉
ふ
を
望
む
念
の
み

う
るさ
く

あげ

切
に
候
へ
ば
'
誰
よ
り
も
五

月

蝿

す
～
め
上

候
ひ
し
な
ら
ん

な
ほ

言
葉
な
れ
ど
も
､
猶
御
治
療
に
力
を
致
さ
れ
ん
こ
と
希
望
に

た
へ
ず
候
｡

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
天
外
'
子
規
よ
り
二
歳
年
長
で
は
あ

のち

る
が
､
後

に
述
べ
る
が
ご
と
き
い
き
さ
つ
も
あ
り
'
心
底
よ
り
｢辱

知
の
恩
｣
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
が
､
執
鋤
な
ま
で

に
子
規
に

｢治
療
｣
を
勧
め
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

こ

子
規
に
対
す
る

｢只

一
日
に
て
も
此
の
世
に
長
く
ゐ
ま
し
玉
ふ
を

望
む
念
｣
の
吐
露
は
'
あ
ま
り
に
直
裁
で
'
そ
の
大
胆
さ
に
び
っ

く
り
さ
せ
ら
れ
る
が
'
そ
れ
だ
け
子
規
を
思
う
気
持
ち
が
強
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
子
規
も
､

決
し
て
不
快
な
思
い
は
し
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
｡
-

と
い
う
こ

と
で
'
私
が
大
い
に
注
目
し
た

〓
即
を
見
て
み
る
｡
左
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
｡

俳
句
に
就
き
て
の
御
教
訓
毎
度
な
が
ら
､
小
生
如
き
俗
骨

くだ
され

あ
り
が
た
く

を
御
見
か
ぎ
り
無
く
丁
寧
に
お
示
し
被

下

'

千
万
難

有

存

候
｡
近
ご
ろ
は
暑
気
の
為
か
し
て
心
地
よ
か
ら
ず
､
駄
句
も

これ
な
く

出
す
べ
き
気
力
無

之

相
成
申
候
｡
過
日
'
日
食
の
を
り
､

日
蝕
や
か
ツ
た
い
窓
を
の
ぞ
き
け
り

いま
未
だ
俳
味
と
い
ふ
こ
と
も
分
か
ら
ず
候
へ
ば
'
句
に
な
る
こ

と
や
ら
､
な
ら
ぬ
こ
と
や
ら
､
夢
中
に
て
候
｡

大
変
面
白
い
｡
先
に
全
文
引
用
し
た

｢正
岡
子
規
と
私
｣
の

一

文
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
､
俳
句
と
い
う
文
芸
を
中
に
し
て
の
子
規

と
天
外
の
関
係
が
浮
び
上
っ
て
く
る
｡
た
だ
し
'
今
日
に
あ
っ
て

は
'
そ
の
真
相
を
解
決
し
得
な
い
事
項
も
あ
る
｡
最
も
面
白
い
の
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は
'
子
規
と
天
外
が
隣
同
士
だ
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
｡
天
外

は
'
左
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

谷
中
の
鷺
横
町
に
ゐ
た
頃
は
､
私
は
二
軒
長
屋
の
東
の
方
に

居
り
'
正
岡
さ
ん
は
同
じ
長
屋
の
西
の
方
に
ゐ
た
と
い
ふ
や

う
な
関
係
で
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
'
こ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
文
章

を
書
い
て
い
る
の
が
'
仮
に
大
正
十
五
年

(
一
九
二
六
､
こ
の
年

十
二
月
二
十
五
日
に
昭
和
と
改
元
)
と
す
る
と
'
子
規
が
没
し
て

(子
規
は
'
明
治
三
十
五
年
九
月
十
九
日
没
)､
す
で
に
二
十
四
年

が
経
過
し
て
い
る
｡
天
外

(大
正
十
五
年
の
時
点
で
'
六
十
二
歳
)

の
記
憶
が
'
や
や
混
乱
し
て
い
る
t
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え

くがか
つなん

ら
れ
る
｡
子
規
が
'
恩
人
'
日
本
新
聞
社
社
長
陸

掲

商

家
の
西
隣
､

上
根
岸
八
十
八
番
地
よ
り
'
東
隣
の
上
根
岸
八
十
二
番
地
に
転
居

し
た
の
は
'
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
二
月

一
目
の
こ
と
｡
子

規
門
の
寒
川
鼠
骨
は
'
そ
の
著

『正
岡
子
規
の
世
界
』
(青
蛙
房
､

昭
和
三
十

一
年
十
月
刊
)
の
中
で
'

八
十
二
番
地
へ
の
移
転
は
'
廿
七
年
の

一
月
に
子
規
居
士
を

編
輯
長
と
し
て
新
聞

｢小
目
本
｣
を
創
刊
す
る
議
が
決
し
､

俸
給
も
三
十
円
に
増
額
さ
れ
た
為
に
t
や
～
高
い
家
賃
を
奮

発
L
t
掲
南
先
生
の
東
隣
り
に
空
家
が
出
来
た
の
を
幸
ひ
と

し
て
断
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

と
述
べ
､
｢市
町
名
は
上
根
岸
八
十
二
番
地
で
あ
る
が
'
通
称
は

うぐ
ひすだ
に

鷺
横
町
で
あ
っ
た
｡
(中
略
)
近
く
上
野
へ
登
る
渓
径
に

鷺

漢

の

名

こ

が
あ
つ
た
や
う
に
'
此
の
横
町
も
樹
々
の
茂
り
に
鳴
き
移
る
鷺
が

多
か
つ
た
た
め
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡
｢鷺
横

町
｣
は
､
上
根
岸
八
十
二
番
地
界
隈
の
通
称
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

が
'
子
規
の
住
居
は
'

二
戸
建

(河
東
碧
梧
桐
著

『子
規
の
回
想
』

昭
南
書
房
'
昭
和
十
九
年
六
月
刊
､
の
中
に
､
こ
の
い
わ
ゆ
る
子

規
庵
の
看
取
図
が
示
さ
れ
て
い
る
)｡
ど
う
も
天
外
の
記
憶
違
い

の
よ
う
で
あ
る
｡
が
'
ご
く
近
隣
に
住
ん
で
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
で
あ
ろ
う
｡

天
外
は
続
け
る
｡

し
き

そ
の
頃
私
は
俳
句
を
や
れ
と

切

り

に
奨
め
ら
れ
'
そ
の
内
容

と
し
て
は
人
情
に
基
い
た
句
を
作
れ
と
言
は
れ
た
も
の
で
あ

る
｡

こ
の
記
述
も
大
変
興
味
深
い
｡
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)

と
い
え
ば
､
子
規
が
洋
画
家
中
村
不
折
と
巡
り
合
い
'
｢写
生
｣
の

理
論
を
確
立
し
た
年
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で

｢人
情
に

基
い
た
句
を
作
れ
｣
と
言
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
も
し
'
こ

の
天
外
の
記
述
が
信
悪
性
の
あ
る
も
の
だ
と
し
た
ら
､
子
規
の
真

意
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
､
と
い
う
こ
と
は
､
大
い
に
吟
味
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
-

た
だ
し
'
こ
れ
ら
の
記
述
は
な
に
し
ろ
､

天
外
の
三
十
数
年
前
の
記
憶
に
基
づ
い
て
の
も
の
で
あ
る
の
で
'

い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
点
も
あ
る
｡
対
し
て
'
書
簡
の
ほ
う
は
'

な
に
し
ろ
'
子
規
生
前
に
子
規
に
宛
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
信
悪

性
を
問
題
に
す
る
必
要
は
'
ま
っ
た
く
な
い
｡
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子
規
が
天
外
に
対
し
て
熱
心
に
俳
句
の
指
導
を
し
て
い
た
こ
と

は
'
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
子
規
に
対
し
て
の

｢俳
句
に
就

き
て
の
御
教
訓
毎
度
な
が
ら
'
小
生
如
き
俗
骨
を
御
見
か
ぎ
り
無

くだ
され

あ
り
が
た
く

く
丁
寧
に
お
示
し
被

下

'

千
万

難

有

存
候
｣
と
の
文
言
に
'
そ
れ

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
な
指
導
を
受
け
て
い
た
天
外

で
あ
れ
ば
'
天
外
の
伝
え
る
子
規
の
言
葉

｢人
情
に
塞
い
た
句
を

作
れ
｣
も
'
あ
な
が
ち
否
定
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

そ
ん
な
指
導
の
下
に
､
天
外
が
子
規
に
披
歴
し
た
作
品
が
､

日
蝕
や
か
ツ
た
い
窓
を
の
ぞ
き
け
り

で
あ
っ
た
｡
こ
の
句
を
見
て
い
る
と
'
子
規
が

｢人
情
に
基
い
た

句
を
作
れ
｣
と
の
言
葉
に
込
め
た
真
意
が
窺
知
し
得
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
て
く
る
｡
子
規
は
'
明
治
三
十
年

(
一
八
九
八
)
'
新
聞

｢日
本
｣
に
長
篇
評
論

｢明
治
二
十
九
年
の
俳
詔
｣
(後
に
'
表
題

を

｢明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
｣
に
改
め
て
い
る
)
を
連
載
し
て

い
る
が
'
そ
の
明
治
三
十
年

一
月
二
十
五
日
連
載
分
に
お
い
て
'

ち

俳
句
は
元

と
簡
単
な
る
思
想
を
現
す
べ
く
'
随
っ
て
天
然
を

この

詠
ず
る
に
適
せ
る
を
以
て
､
元
禄
に
在
り
て
既
に
此

傾
向
の

甚
だ
し
き
を
見
る
｡
明
和
･安
永
に
至
り
蕪
村
は
別
に

一
機

軸
を
出
だ
し
､
俳
句
の
趣
向
と
し
て
天
然
を
取
る
と
共
に
人

そ
の

事
を
も
取
り
'
し
か
も
其

点
に
成
功
す
る
を
得
た
り
｡

と
記
し
て
い
る
｡
明
治
二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
'
子
規
'
お
よ
び

そ
の
周
辺
の
人
々

(特
に
虚
子
)
は
'
蕪
村
を
通
し
て
俳
句
に
お

け
る

｢人
事
｣
的
側
面
に
大
い
な
る
関
心
を
示
し
て
い
た
の
で
あ

る
｡
天
外
が
伝
え
て
い
る
子
規
の
言
葉

｢人
情
に
基
い
た
句
を
作

れ
｣
も
'
｢人
事
｣
句
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
'
そ

お
の

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
'
自

ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
'
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
こ
で
天
外
の
(
日
蝕
や
か
ツ
た
い
窓
を
の
ぞ
き
け
り
)
の
句
で

あ
る
が
'
｢か
ツ
た
い
｣
は
'
｢か
た
い
｣
へ
す
な
わ
ち

｢乞
巧
｣
で

あ
る
｡
室
生
犀
星
が
､
後
年

(大
正
二
年
)
へ
｢ふ
る
さ
と
｣
を

か
た
ゐ

｢う
ら
ぶ
れ
て
異
土
の
乞

食

と
な
る
と
て
も

帰
る
と
こ
ろ
に
あ

よ

る
ま
じ
や
｣
(
｢小
景
異
情
｣
)
と
詠

ん
だ
､
そ
こ
に
出
て
く
る
と
こ

ろ
の

｢乞
食
｣
､
｢か
ツ
た
い
｣
で
あ
る
｡
｢日
蝕
｣
と
い
う
現
象
下
､

乞
食
が
人
家
の
窓
を
覗
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ど
こ
か
俺

lつヽ
b

し
く
､
心
淋
し
い
光
景
で
あ
る
｡
ま
さ
し
く
子
規
言
う
と
こ
ろ
の

｢人
事
｣
の
句
で
あ
り
'
ま
た

｢人
情
に
基
い
た
句
｣
で
あ
る
｡

子
規
か
ら
俳
句
の
指
導
を
受
け
た
天
外
で
あ
る
が
'
そ
の
作
品

と
な
る
と
､
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
｡

天
外
俳
句
作
品
の
収
集
は
'
今
後
の
大
き
な
研
究
課
題
で
あ
る
が
'

そ
ん
な
状
況
下
'
こ
の
(
日
蝕
や
)
の
作
品
'
貴
重
で
あ
る
｡
他
に

は

『明
治
大
正
文
学
美
術
人
名
辞
書
』
の

｢小
杉
天
外
｣
の
項
に
'

いも

か
ひな

草
の
汁
妹

の

腕

に

染
め
ん
と
思
ふ

の

一
句
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
句
'
後
代

(大
正
六
年
)
の

萩
原
朔
太
郎
の
詩

｢愛
憐
｣
(
｢月
に
吠
え
る
｣
所
収
)

中
の

｢女

よ
'
こ
の
う
す
青
い
草
の
い
ん
き
で
'
ま
ん
べ
ん
な
く
お
前
の
顔

を
い
ろ
ど
つ
て
｣
の
詩
句
'
あ
る
い
は

｢お
ま
へ
の
美
し
い
皮
膚
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の
上
に
'
青
い
草
の
葉
の
汁
を
ぬ
り
つ
け
て
や
る
｣
の
詩
句
の
先

縦
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
.
す
こ
ぶ
る
詩
的
な
佳
句
｡
そ
し
て
'

こ
の
句
ま
た

｢人
事
｣
句
で
あ
り
､
｢人
情
に
基
い
た
句
｣
で
あ
る
｡

天
外
は
､
子
規
の
指
導
に
素
直
に
従
い
な
が
ら
作
句
に
励
ん
で
い

た
の
で
あ
ろ
う
｡
天
外
俳
句
の
全
貌
'
大
い
に
気
に
な
る
と
こ
ろ

いま

で
あ
る
｡
そ
の
天
外
が
'
｢未
だ
俳
味
と
い
ふ
こ
と
も
分
ら
ず
候

へ
ば
云
々
｣
と
､
｢俳
味
｣
な
る
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
注
意

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
例
え
ば
､
夏
目
淑
石
の

『吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
(明
治
三
十
八
年
)
の
中
に

｢上
田
敏
君
の
説
に
よ
る
と
俳
味

と
か
滑
稽
と
か
云
ふ
も
の
は
消
極
的
で
亡
国
の
音
だ
さ
う
だ
が
｣

と
の
文
言
が
見
え
る
が
､
明
治
二
十
九
年

(
一
八
九
六
)
の
天
外

の
使
用
例
'
｢俳
味
｣
な
る
言
葉
の
比
較
的
早
い
時
期
の
使
用
例
か

も
し
れ
な
い
｡
そ
し
て
'
子
規
'
お
よ
び
子
規
グ
ル
ー
プ
で
は
'

比
較
的
早
く
か
ら

｢俳
味
｣
な
る
言
葉
で
俳
句
の
要
諦
を
語
っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
影
響
下
で
の
天
外
の
使
用
と
考
え

る
の
が
､
自
然
で
あ
ろ
う
｡

二

子
規
の
句
､
二
句

再
び
､
ア
ル
ス
版

『子
規
全
集
』
の
内
容
見
本
中
の
天
外
の

｢正
岡
子
規
と
私
｣
の
文
章
に
戻
る
｡
そ
こ
に
子
規
の
旬
'
二
句

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

春
風
に
吹
か
れ
て
君
は
興
津
ま
で

病
む
人
の
病
む
人
を
訪
ふ
小
春
か
な

で
あ
る
｡
(春
風
に
)
の
句
'
今
日
'
も
っ
と
も
充
実
し
て
い
る
講

談
社
版
の

『子
規
全
集
』
に
は
'
未
収
録
｡
子
規
の
新
出
句
t
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
(病
む
人
の
)
の
句
は
'
『寒
山
落
木
』
中

に
明
治
二
十
八
年

(
一
八
九
五
)
冬
の
句
と
し
て
'

病
む
人
の
病
む
人
を
と
ふ
小
春
哉

の
句
形
で
見
え
る
'
新
聞
'
雑
誌
等
で
の
公
表
は
､
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
｡
他
に
'
明
治
二
十
八
年

(
一
八
九
五
)
三
月
か
ら
十

二
月
末
ま
で
の
俳
句
作
品
を
碧
梧
桐
と
虚
子
が
筆
録
し
た

『病
徐

漫
吟
』
の
中
に
も
'

寄
天
外

病
む
人
の
病
む
人
を
と
ふ
小
春
哉

と
見
え
る
｡
と
な
る
と
'
天
外
の

｢正
岡
子
規
と
私
｣
の
記
述
の

内
容
の
信
悪
性
は
'
俄
然
'
大
き
く
な
っ
て
く
る
｡
天
外
は
､
左

の
ご
と
く
記
し
て
い
た
｡

私
が
病
を
得
て
小
田
原
へ
行
っ
て
ゐ
た
頃
は
よ
く
俳
句
を
作

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
興
津
に
居
っ
た
頃
わ
ざ
〈

見
舞
い
に

来
た
り
な
ど
し
て
､
そ
の
都
度
私
に
句
を
賜
ら
れ
た
｡

春
風
に
吹
か
れ
て
君
は
興
津
ま
で

病
む
人
の
病
む
人
を
訪
ふ
小
春
か
な

こ
ん
な
句
は
､
そ
の
時
々
に
私
の
た
め
に
詠
ま
れ
た
句
で
あ

る
｡

こ
の
天
外
の
言
葉
が
､
信
悪
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
､

先
の

『病
徐
漫
吟
』
中
に
見
え
た

(病
む
人
の
)
頭
書

｢寄
天
外
｣

に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
だ
と
し
た
ら
'
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春
風
に
吹
か
れ
て
君
は
興
津
ま
で

の
旬
も
'
子
規
の
新
出
句
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
に
'
も
は
や

た
め
ら

蘇

繕

い
は
不
要
で
あ
ろ
う
｡
先
の
大
塚
豊
子
編

｢年
譜

小
杉
天

外
｣
に
よ
れ
ば
'
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
の
頃
に
'

こ
の
春
'
肺
患
を
煩
い
'
四
'
五
月
は
修
善
寺
や
興
津
に
遊

び
'
健
康
の
恢
復
を
計
っ
た
｡

と
見
え
る
｡
と
す
れ
ば
'
子
規
の

(春
風
)
に
の

一
句
成
立
は
'

明
治
二
十
七
年
(
一
八
九
四
)
四
月
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
｡
天

外
は
'
｢正
岡
子
規
と
私
｣
の
中
に
'

た
し

憶
か
明
治
二
十
七
年
だ
つ
た
と
思
ふ
､
正
岡
さ
ん
は
自
分
の

新
聞
に
私
の
処
女
短
篇
小
説

｢ど
ろ

く
姫
｣
を
推
薦
し
て

く
れ
た
り
し
て
私
を
可
愛
が
つ
て
く
れ
る
｡

と
記
し
て
い
た
が
､
子
規
が
編
集
主
任
で
あ
っ
た

｢小
日
本
｣
に
'

子
規
の
推
輪
で
天
外
の
短
篇
小
説

｢ど
ろ
く

姫
｣
が
､
｢撫
浪
漁

史
｣
の
筆
名
の
下
'
連
載
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
は
'
明
治
二
十

七
年

(
一
八
九
四
)
六
月

1
日
の
こ
と
で
あ
る
｡
(天
外
が

｢辱
知

の
恩
｣
と
記
す
と
こ
ろ
の
実
際
で
あ
る
)
｡
以
降
､
六
月
十
八
日
ま

で
'
全
十
四
回
の
連
載
で
あ

っ
た
｡
こ
の
作
品
､
美
術
学
校
生

ふ
で
の

つゆ
こ

筆

野

伯
爵
令
妓
艶

子

を
主
人
公
と
L
t
中
村
不
折
の
存
在
が
隠
見

す
る
す
こ
ぶ
る
面
白
い
小
説
で
あ
る
が
へ
今
は
省
略
す
る
｡
興
津

で
の
｢健
康
の
恢
復
｣
が
功
を
奏
し
て
の
連
載
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
｡
だ
と
し
た
ら
､
子
規
と
天
外
と
の
交
流
は

｢ど

ろ
く

姫
｣
連
載
以
前
か
ら
､
す
で
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
t
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
な
ん
と
な
く
す
っ
き
り
し
な

い
｡
こ
れ
は
'
偏
に
小
杉
天
外
の
側
に
詳
細
な
年
譜
が
備
わ
っ
て

い
な
い
こ
と
に
よ
る
｡

が
､
今
は
'
ア
ル
ス
版

『子
規
全
集
』
の
内
容
見
本
の
中
に
小

杉
天
外
の

｢正
岡
子
規
と
私
｣
な
る
小
文
を
見
出
だ
し
得
た
こ
と
､

そ
し
て
'
そ
こ
に
子
規
の
新
出
句
を
発
見
し
た
こ
と
に
満
足
し
っ

つ
､
ノ
ー
ト
と
は
い
い
な
が
ら
も
'
あ
ま
り
に
も
蕪
雑
な
小
稿
を

閉
じ
る
こ
と
に
す
る
｡

※
さ
ら
ば
我
が
育
み
し

｢麟
麟
｣
よ
｡
い
つ
ま
で
も
健
や
か
で

あ
れ
か
し
｡
金
谷
良
夫
教
授
に
'
大
切
な

｢麟
麟
｣
を
託
し

ま
す
｡
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
｡
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