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嵐
牛
の
目
指
し
た
俳
諧
の
世
界
が
だ
い
ぶ
解
か
っ
て
き
ま
し
た

伊
藤
鋼
一
郎

嵐
牛
は
東
遠
州
地
方
で
活
躍
し
た
俳
人
で
、
俳
句
の
世
界
で
有
名
だ
っ
た
と
我
が
家
で

は
口
伝
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
嵐
牛
、
洋
々
以
降
、
我
が
家
で
は
俳
人
は
途
絶
え
て
い
た
こ

と
も
知
っ
て
い
ま
し
た
。
我
が
家
だ
け
で
な
く
、
所
謂
蕉
風
俳
諧
は
明
治
な
か
ご
ろ
よ
り

低
迷
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

明
治
三
十
年
頃
、
正
岡
子
規
は
「
連
歌
形
式
の
俳
諧
」
の
文
学
的
価
値
を
否
定
し
ま
し

た
。
ま
た
嵐
牛
等
が
詠
ん
で
い
た
発
句
に
代
わ
り
俳
句
と
い
う
呼
称
を
唱
え
ま
し
た
。
先

日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
子
供
向
け
番
組
で
も
、
芭
蕉
は
俳
句
を
詠
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。
正
し
く
嵐
牛
は
俳
諧
の
連
歌
（
連
句
）
、
発
句
の
世
界
に
い
た
わ
け
で
、

俳
句
を
詠
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
連
歌
と
俳
諧
、
発
句
と
俳
句
の
違
い

は
友
の
会
で
も
話
に
出
ま
し
た
が
、友
の
会
便
り
を
読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
に
は
、

こ
れ
か
ら
も
知
識
を
深
め
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
連
歌
で
一
番
目
に
詠

む
句
（
五
七
五
）
を
発
句
と
い
い
、
二
番
目
は
発
句
を
受
け
て
詠
む
句
（
七
七
）
で
脇
と

い
い
ま
し
た
。
発
句
は
連
歌
一
巻
を
代
表
す
る
句
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
発
句
だ
け
で
独

立
し
た
作
品
と
し
て
詠
む
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
嵐
牛
は
人
生
の
後
半
を
俳
諧
を
中
心

に
す
ご
し
た
よ
う
で
す
が
、
仲
間
と
と
も
に
連
句
を
巻
く
の
と
並
行
し
て
、
多
く
の
発
句

を
詠
み
ま
し
た
。
こ
の
発
句
が
、
現
代
の
俳
句
に
変
わ
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。

嵐
牛
は
若
い
こ
ろ
、
卓
池
の
門
人
と
し
て
愛
知
県
東
部
に
度
々
出
か
け
、
卓
池
同
門
の

俳
友
と
連
句
を
巻
い
て
い
た
よ
う
で
す
。
連
句
は
複
数
の
人
た
ち
が
一
つ
の
場
に
寄
り
合

っ
て
行
う
も
の
な
の
で
「
座
の
文
芸
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
で
創
作
し
、
そ
し
て

他
人
の
句
を
鑑
賞
し
な
が
ら
再
び
創
作
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
共
同
で
一
つ
の
作
品

を
創
作
し
ま
す
。
個
人
で
詠
む
も
の
で
は
な
く
、
知
識
を
持
っ
た
も
の
が
集
団
で
詠
み
あ

う
も
の
で
、
決
ま
り
事
も
多
く
、
現
代
人
に
は
な
か
な
か
難
儀
で
す
。
正
岡
子
規
は
芭
蕉

の
業
績
を
全
面
的
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
の
句
は
説
明
的
か
つ
散
文
的
な
要

素
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
詩
と
し
て
の
純
粋
性
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
難
じ
た
よ
う
で

す
。
嵐
牛
の
句
も
、
芭
蕉
と
同
じ
様
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
俳
句
は
物
事
の
客
観
的
な
描
写

が
重
要
で
、
視
覚
的
な
も
の
に
な
り
、
且
つ
簡
素
な
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
現

代
人
に
受
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
現
在
俳
句
を
楽
し
ん
で
い
る
方
は
、
時
代
背
景
な
ど
を

ご
理
解
い
た
だ
い
た
上
で
嵐
牛
ら
の
作
品
を
鑑
賞
し
て
く
だ
さ
い
。

念
願
の
『
嵐
牛
俳
諧
資
料
集
』
も
、
何
回
か
の
校
正
を
済
ま
せ
て
校
了
と
な
り
、
発
行

日
も
三
月
三
十
一
日
と
決
ま
り
ま
し
た
。
加
藤
先
生
、
倉
島
先
生
の
御
努
力
で
、
四
月
末

頃
に
は
ご
希
望
の
方
に
お
届
け
で
き
そ
う
で
す
。
嵐
牛
友
の
会
及
び
友
の
会
便
り
は
、
嵐

牛
を
顕
彰
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
且
つ
『
嵐
牛
俳
諧
資
料
集
』
を
世
の
中
の
大
勢
の
方

に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
組
織
で
も
あ
り
ま
す
。
お
受
け
い
た
だ
け
る
方
は
部
数
な
ど

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
四
月
の
友
の
会
で
の
申
込
で
構
い
ま
せ
ん
。
少
数
印
刷
で
少
し
高
め

で
す
が
、
一
部
五
千
円
で
お
願
い
し
ま
す
。
目
次
を
同
封
し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

四
月
の
友
の
会
は
、
一
月
の
友
の
会
で
話
に
出
ま
し
た
、
磐
田
市
立
中
央
図
書
館
（
磐

田
市
見
付
三
五
九
九-

五
）
で
の
「
遠
州
の
俳
諧
」
展
に
出
向
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
嵐

牛
関
係
の
資
料
も
展
示
さ
れ
、
講
演
、
展
示
の
説
明
が
あ
り
ま
す
の
で
、
奮
っ
て
ご
参
加

く
だ
さ
い
。
四
月
十
四
日(

土)

第
二
土
曜
日
で
参
加
料
は
無
料
で
す
。
掛
川
市
以
外
の
方

は
現
地
集
合
と
し
ま
す
。
近
く
の
方
で
誘
い
合
っ
て
参
加
く
だ
さ
い
。
参
加
者
は
人
数
の

把
握
を
し
た
い
の
で
御
一
報
く
だ
さ
い
。
掛
川
市
内
の
方
は
当
嵐
牛
資
料
館
か
ら
車
を
出

し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
人
数
に
よ
り
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
車
二
台
で
十
三
人

ま
で
と
し
、
一
台
目
は
嵐
牛
資
料
館
、
二
台
目
は
市
内
二
、
三
箇
所
の
ご
希
望
の
と
こ
ろ

を
巡
回
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
市
内
以
外
で
も
地
理
に
疎
い
方
、
車
の
運
転
に
自
信

が
な
い
方
は
当
資
料
館
に
来
て
い
た
だ
け
れ
ば
送
迎
し
ま
す
の
で
、
奮
っ
て
ご
参
加
く
だ

さ
い
。
正
午
零
時
に
嵐
牛
俳
諧
資
料
館
を
出
発
予
定
で
す
。
（
「
嵐
牛
・
友
の
会
」
会
長
）
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連
句
に
つ
い
て

―
龍
巣
院
茸
狩
の
半
歌
仙
紹
介
を
兼
ね
て
（
補
遺
）

倉
島

利
仁

一
月
二
十
一
日(

日)

に
行
わ
れ
た
嵐
牛
友
の
会
で
は
、
「
連
句
に
つ
い
て

―
龍
巣
院

茸
狩
の
半
歌
仙
紹
介
を
兼
ね
て
」
と
題
し
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
友
の
会
で

は
発
足
以
来
『
嵐
牛
発
句
集
』
を
講
読
し
て
い
ま
す
が
、
嵐
牛
の
俳
諧
活
動
は
発
句
詠
作

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『
嵐
牛
俳
諧
資
料
集
』
の
編
集
が
進
む
中
で
、
発
句
詠
作
の
他

に
も
、
多
く
の
仲
間
や
弟
子
と
の
連
句
創
作
、
俳
文
創
作
、
月
並
句
合
の
評
、
一
枚
摺
の

作
成
な
ど
、
嵐
牛
の
俳
諧
活
動
が
多
岐
に
亘
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

中
で
も
、
嵐
牛
俳
諧
資
料
館
に
三
十
点
ほ
ど
遺
さ
れ
る
『
俳
諧
ど
め
』
に
記
録
さ
れ
た
連

句
作
品
は
、
嵐
牛
の
俳
諧
活
動
の
中
心
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
と
重
要
性

を
友
の
会
の
会
員
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
た
た
め
で
す
。
ま
た
、『
友

の
会
便
り
』
十
二
号
で
は
「
柿
園
友
垣
抄
（
十
二
）
」
の
中
で
「
た
け
が
り
記
」
と
題
さ

れ
た
資
料
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）

九
月
二
十
一
日
に
嵐
牛
を
招
い
て
岡

崎
の
龍
巣
院
の
裏
山
で
茸
狩
が
行
わ
れ
た
そ
の
日
、
茸
狩
に
参
加
し
た
連
衆
で
巻
か
れ
た

半
歌
仙
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
、
こ
れ
を
題
材
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
友
の
会
の
当

日
は
、
加
藤
先
生
を
初
め
会
場
の
皆
さ
ん
か
ら
、
読
み
や
解
釈
の
誤
り
な
ど
に
つ
い
て
ご

指
摘
を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
友
の
会
の
後
、
い
く
つ

か
の
ご
意
見
や
ご
質
問
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
補
足
説
明
を
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
連
句
の
基
本
的
ル
ー
ル
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
会
員
の
方
か
ら
、「
連

句
は
言
葉
の
連
想
に
よ
り
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
小
さ
な
物
語
の
集
ま
り
と
理
解
し
て
楽
し
め
ば

良
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
の
ご
質
問
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
通
り
で
よ
ろ
し
い
と
思
い

ま
す
。
た
だ
し
、
前
句
と
付
け
句
で
一
つ
の
世
界
を
作
り
、
同
時
に
打
越
と
前
句
で
作
ら

れ
た
世
界
か
ら
離
れ
る
の
が
連
句
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
で
す
の
で
、
例
え
ば
、
脇
か
ら
四

句
目
に
か
け
て
を
「
秋
祭
り
で
さ
ぞ
か
し
若
い
人
た
ち
は
楽
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
」
と
考

え
た
り
、
八
か
ら
十
三
句
目
を
「
素
顔
を
自
分
に
見
せ
た
可
愛
い
女
と
不
義
密
通
で
夜
明

け
前
に
駆
け
落
ち
し
た
」
と
解
し
た
り
と
、
三
句
以
上
に
亘
っ
て
一
つ
の
世
界
や
物
語
を

解
釈
す
る
の
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
脇
と
第
三
と
で
作
ら
れ
た
世
界
は
、
四
句
目
が
付

く
こ
と
で
脇
の
内
容
か
ら
離
れ
、
新
た
な
場
面
に
転
じ
ら
れ
て
い
く
の
が
ル
ー
ル
で
す
。

「
三
句
の
わ
た
り
」
と
も
言
い
ま
す
が
、
打
越
・
前
句
・
付
句
の
三
句
に
よ
る
場
面
や
内

龍
巣
院
に
茸
狩
を
催
せ
し
節

１

香
に
一
日
延
れ
歩
行
や
木
の
子
山

嵐
牛

か

ひ
と

ひ

ひ
か

あ

る

く

２

葛
の
末
葉
の
裏
見
せ
る
月

貫
一

う

ら

ば

３

さ
ら
ゝ
ゝ
と
を
ど
り
の
跡
を
片
付
て

青
嘉

４

耳
の
遠
い
は
を
か
し
み
の
あ
る

四
山

５

大
さ
う
な
改
め
前
の
船
荷
嵩

知
碩

た
い

ふ
な

に

か
さ

６

一
む
れ
づ
ゝ
に
下
り
る
青
鷺

岳
丈

お

あ
を
さ
ぎ

７

川
骨
の
茎
の
水
錆
を
洗
は
せ
て

椿
谷

か
う
ほ
ね

み

さ

び

８

分
別
し
て
は
お
け
ぬ
つ
り
棚

四
山

９

い
つ
も
名
を
か
り
る
手
紙
の
上

封

燕
居

う
は
ふ
う
じ

素
顔
に
興
の
さ
め
る
そ
ば
か
す

嵐
牛

10

け
さ
あ
た
り
旅
立
し
た
る
揃
ひ
笠

知
碩

11

切
戸
は
砂
に
吹
く
ら
む
な
り

青
嘉

き

れ

と

ふ
き

12

月
代
の
わ
た
る
方
よ
り
雁
鳴
て

椿
谷

つ
き
し
ろ

13

焼
米
舂
の
ど
こ
も
い
ち
時

知
碩

つ
き

14

紺
浅
黄
縞
せ
ん
さ
く
の
秋
仕
着
せ

柳
翫

し
ま

15

連
歌
が
済
で
奥
は
ひ
つ
そ
り

ゝ

す
ま

16

包
ま
れ
た
松
を
の
り
越
す
花
明
り

静
嘉

17

蝅
の
神
を
祭
る
三
寸
錫

初
白

か
い
こ

み

き

す
ず

18



容
の
変
化
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
打
越
と
前
句
の
付
合
の
世
界
か
ら
場
面
を
大
き
く
転
じ

る
の
が
連
句
の
原
則
だ
と
い
う
こ
と
を
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。そ
の
上
で
、

次
の
よ
う
な
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
は
、
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

個
人
の
思
い
を
作
品
に
の
せ
る
現
代
の
俳
句
と
違
い
、
連
衆
の
お
互
い
の
生
活
感
、

知
識
・
教
養
を
共
有
し
な
が
ら
、
予
測
不
能
の
物
語
を
大
勢
の
仲
間
で
一
緒
に
紡
ぎ

だ
す
喜
び
と
い
う
の
は
、
ま
ち
づ
く
り
（
人
と
人
と
の
輪
と
和
）
の
必
要
性
が
言
わ

れ
て
い
る
現
在
、
急
速
な
近
代
化
の
た
め
人
と
人
の
つ
な
が
り
が
個
人
に
バ
ラ
バ
ラ

に
さ
れ
て
き
た
明
治
以
降
の
歴
史
を
経
て
、
少
し
立
ち
止
ま
る
必
要
が
で
た
今
、
再

評
価
す
べ
き
文
学
形
式
か
な
と
、
大
変
面
白
く
講
義
を
伺
い
ま
し
た
。

次
に
、
具
体
的
な
付
け
合
い
の
解
釈
に
つ
い
て
確
認
し
ま
す
。
ま
ず
脇
に
つ
い
て
、
友

の
会
で
は
「
葛
の
末
葉
の
暮
見
せ
る
月
」
と
読
ん
で
い
ま
し
た
が
、『
俳
諧
ど
め
』
の
記

録
や
字
体
か
ら
「
暮
」
は
「
裏
」
と
読
む
べ
き
で
し
た
。
発
句
と
脇
に
お
い
て
は
、
一
日

中
茸
狩
に
興
じ
て
山
中
を
歩
き
回
り
す
っ
か
り
夕
暮
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詫
び

る
内
容
だ
と
思
い
ま
す
が
、
第
三
が
付
い
た
場
合
は
、
月
の
光
が
葛
の
末
葉
を
白
く
照
ら

す
月
夜
の
景
と
解
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
当
日
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
通
り
、
一
般
に
盆

踊
り
は
夜
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、盆
踊
り
が
終
わ
っ
た
後
の
夜
遅
く
の
景
と
な
り
ま
す
。

知
碩
の
五
句
目
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

作
者
の
知
碩
は
敷
地
内
に
蔵
が
あ
る
く
ら
い
の
福
田
の
大
地
主
と
の
こ
と
で
す
が
、

名
主
な
ど
の
村
役
人
と
し
て
米
を
税
金
と
し
て
納
め
る
業
務
に
苦
労
も
さ
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
？

領
主
に
米
を
納
め
る
方
法
と
し
て
一
旦
郷
蔵
に
収
め
た
米
を
領

主
の
指
定
で
江
戸
の
札
差
に
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
船
ま
で
の
運
送
は
農
民
の
負
担

と
聞
き
ま
し
た
が
？

す
る
と
、
そ
の
作
業
に
あ
た
っ
た
村
役
人
は
指
定
通
り
の
米

を
届
け
た
と
い
う
確
認
を
領
主
代
理
人
か
ら
得
る
た
め
に
苦
労
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
？

当
時
の
人
々
の
生
活
実
感
体
験
に
基
づ
き
、
お
か
し
み
が
あ
り
、
深
刻
な
話

を
あ
ま
り
深
刻
に
な
ら
ず
、
ど
こ
か
ヒ
ョ
ウ
と
し
て
軽
み
を
持
ち
な
が
ら
詠
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

「
耳
の
遠
い
は
お
か
し
み
の
あ
る
」
人
を
意
地
悪

い
人
と
と
っ
て
、
そ
れ
と
の
折
衝
に
苦
労
し
て
い
る
真
面
目
な
名
主
の
姿
は
、
何
と

な
く
時
代
劇
の
一
場
面
を
思
い
だ
さ
せ
る
よ
う
な
気
が
し
て
質
問
す
る
次
第
で
す
。

「
福
田
の
大
地
主
」
と
い
う
の
は
晴
笠
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
、
ま
た
当
時
の
年
貢
米
の

扱
い
や
名
主
ら
の
役
割
に
つ
い
て
な
ど
、
今
は
っ
き
り
と
返
答
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

が
、
「
当
時
の
人
々
の
生
活
実
感
体
験
」
を
「
深
刻
に
な
ら
ず
」
に
表
現
し
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
っ
た
「
お
か
し
み
」
の
感
覚
こ
そ
俳
諧
ら
し
い
と
こ

ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
作
者
の
経
験
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
だ
と
考
え
る
必
要
は
な
く
、

そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
連
衆
に
共
通
す
る
生
活
感
覚
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

十
二
句
目
に
つ
い
て
の
質
問
で
す
。

当
時
の
大
店
の
構
造
を
知
ら
な
い
の
で
す
が
、
店
の
御
嬢
さ
ん
と
雇
人
が
密
か
に
駆

け
落
ち
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
の
切
り
戸
か
ら
出
る
の
で
し
ょ
う
か
？

こ
の
切

り
戸
か
ら
出
る
と
世
間
の
冷
た
い
風
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ぞ
、
し
か
し
二
人

は
揃
い
笠
で
旅
立
ち
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
「
け
さ
あ
た
り
旅
立
し
た
る
揃
い
笠
／

切
戸
は
砂
に
吹
く
ら
ん
な
り
」
を
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
？

「
切
戸
」
に
つ
い
て
は
、
私
も
「
門
扉
な
ど
に
設
け
た
、
く
ぐ
っ
て
出
入
り
す
る
小
さ

い
戸
口
」
と
解
し
て
い
ま
し
た
が
、
友
の
会
当
日
、
こ
れ
は
地
名
と
解
す
べ
き
と
の
ご
指

摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。『
好
色
五
人
女
』
巻
三
「
中
段
に
見
る
暦
屋
物
語
」、
所
謂
お
さ

ん
と
茂
右
衛
門
の
物
語
の
中
で
、
二
人
が
駆
け
落
ち
し
、
「
や
う
や
う
日
数
ふ
り
て
、
丹

後
路
に
入
り
て
、
切
戸
の
文
珠
堂
に
通
夜
し
て
ま
ど
ろ
み
し
に
」
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま

す
。「
切
戸
の
文
珠
堂
」
は
京
都
府
宮
津
市
、
天
の
橋
立
の
南
に
あ
り
、「
橋
立
の
松
の
風

ふ
け
ば
、
塵
の
世
ぢ
や
も
の
と
、
な
ほ
止
む
事
の
な
か
り
し
」
と
い
う
場
面
を
踏
ま
え
た

や

表
現
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
揃
い
笠
で
旅
立
つ
二
人
か
ら
、
お
さ
ん
茂
右
衛
門
の
物
語
を

通
し
て
風
の
吹
き
付
け
る
今
戸
の
風
景
を
連
想
す
る
の
は
、
こ
の
場
の
連
衆
に
と
っ
て
自

然
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

十
四
句
め
に
つ
い
て
、
友
の
会
当
日
の
レ
ジ
ュ
メ
で
は
「
舂
」
を
「
う
す
」
と
読
ん
で

い
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
『
俳
諧
ど
め
』
に
あ
る
通
り
「
つ
く
」
と
詠
む
べ
き
だ
と
ご
指
摘

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
前
句
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
秋
の

空
の
景
に
季
節
の
農
作
業
を
付
け
た
と
解
し
ま
し
た
が
、
「
焼
米
舂
が
農
作
業
で
あ
る
か

も
悩
む
と
こ
ろ
で
す
」
と
の
御
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

種
籾
と
し
て
保
存
し
て
あ
っ
た
米
の
芽
が
出
て
、
芽
が
出
て
し
ま
う
と
炊
い
て
も
不

味
い
の
で
焼
米
に
し
て
、
保
存
食
、
あ
る
い
は
お
や
つ
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
籾
を
撒
き
終
わ
り
、
種
籾
が
不
要
に
な
り
余
る
の
は
ど
こ
も
同
じ
頃
の
こ
と

で
、
焼
米
つ
き
も
同
じ
頃
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

「
焼
米
」
を
つ
く
理
由
や
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
「
焼
米
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
大
変
よ

く
分
か
り
、
貴
重
な
ご
指
摘
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

連
句
の
解
釈
に
は
、
発
想
の
前
提
と
な
る
当
時
の
生
活
感
覚
や
、
連
衆
に
共
通
す
る
知

識
や
教
養
な
ど
、
現
在
と
な
っ
て
は
容
易
に
知
り
得
な
い
部
分
も
多
く
、
難
し
さ
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
を
読
み
解
く
楽
し
さ
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
ご
意
見
や
ご
質
問

を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
今
後
も
様
々
ご
教
示
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
「
嵐
牛
・
友
の
会
」
幹
事
補
佐
）



講
読
・
鑑
賞
の
会

今
後
の
予
定

第
十
六
回

四
月
十
四
日(

土)
会
場

磐
田
市
立
中
央
図
書
館

時
間

午
後
一
時
三
十
分
～
四
時
三
十
分

内
容

寺
田
良
毅
先
生
の
講
演
拝
聴

企
画
展
「
遠
州
の
俳
諧
」
見
学

※

通
常
と
日
程
、
会
場
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
巻
頭
の
会
長
の
文
章
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

第
十
七
回

六
月
十
七
日(

日)

会
場

嵐
牛
俳
諧
資
料
館
和
室

八
畳
＋
六
畳

時
間

午
後
一
時
三
十
分
～
四
時
三
十
分

内
容

石
川
依
平
「
宇
津
の
山
越
」
講
読

「
嵐
牛
発
句
集
」
講
読

ほ
か

※

友
の
会
に
対
す
る
ご
要
望
な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

ま
た
、
友
の
会
会
員
の
方
、
そ
の
他
嵐
牛
繋
が
り
で
面
白
い
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。

山
茱
萸

（
さ
ん
し
ゅ
ゆ
）・
白
木
蓮

三
月
十
一
日

友
の
会
会
員
（
鈴
木
敏
子
様
）
よ
り
お
花
を
頂
き
、
早
速
花
器
に

こ
の
黄
色
の
お
花
は
、
あ
の
『
ひ
え
つ
き
節
』
で
歌
わ
れ
て
い
る

♪
庭
の
さ
ん
し
ゅ

ゆ
の
き
♪

で
あ
る
事
を
お
教
え
頂
き
ま
し
た
。
樹
の
花
の
美
し
さ

そ
の
生
命
力
に

暫
し
見
と
れ
て平

成
三
〇
年
三
月
一
六
日

撮
影

事
務
局

伊
藤
英
子


