
石
　

井
　

露
　

月
正
岡
子
規
門
下
の
異
色
の
俳
人

正

岡

子

規

と

対

面

中
央
文
壇
で
も
通
用
す
る
才
能
と
人
脈
を
も
っ
た
俳
人
、
露
月
石
井
祐
治
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五
月
十
七
日

に
、
河
辺
郡
（
現
雄
和
町
）
女
米
木
村
で
生
を
享
け
た
。
高
尾
山
の
麓
で
、
雄
物
川
に
沿
っ
た
山
紫
水
明
の
地
で
あ
る
。



農
業
を
営
む
父
親
が
十
一
歳
の
と
き
他
界
し
、
以
後
は
母
と
祖
父
母
の
手
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
。

小
学
校
時
代
か
ら
読
書
欲
が
旺
盛
で
学
業
成
績
も
よ
く
、
文
部
省
か
ら
『
論
語
』
を
褒
美
に
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。

二
十
一
年
、
十
六
歳
の
と
き
秋
田
中
学
に
入
学
し
た
が
、
や
が
て
脚
気
を
患
い
、
三
年
次
に
退
学
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
中
退
後
は
農
業
を
手
伝
い
な
が
ら
健
康
の
回
復
に
努
め
た
。

露
月
と
い
う
号
は
、
中
学
時
代
に
脚
気
で
帰
省
し
た
失
意
の
折
の
あ
る
日
、
雨
に
濡
れ
た
柿
や
梨
の
若
葉
に
月
光
が

さ
し
て
い
る
の
を
見
て
決
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

二
十
六
年
五
月
に
受
け
た
兵
隊
検
査
は
体
質
虚
弱
で
不
合
格
と
な
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
そ
れ
が
幸
い
し
、
同
年
十

月
に
は
、
文
学
へ
の
情
熱
に
導
か
れ
る
形
で
東
京
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
だ
奥
羽
南
線
（
福
島
―
秋
田
間
）
が
開
通
す
る
前
の
こ
と
と
て
、
横
手
か
ら
山
越
え
し
て
黒
沢
尻
（
現
北
上
）

露月の生家

(上は明治34年の創建当時、
下は現在)

に
出
、
そ
こ
か
ら
東
北
本
線
の
列
車
に
乗
る
と
い

う
旅
で
あ
っ
た
。

上
京
し
た
露
月
は
、
浅
草
に
あ
っ
た
医
院
の
薬

局
で
働
く
か
た
わ
ら
、
友
人
の
紹
介
で
文
豪
坪
内

逍
遙
の
門
を
叩
き
、
文
学
で
身
を
立
て
た
い
旨
の

希
望
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
文
学
者
と
し
て
立
つ

た
め
に
は
、
第
一
に
天
才
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に

一
人
前
に
な
る
ま
で
相
当
の
資
財
が
必
要
で
あ
る



こ
と
を
諭
さ
れ
て
引
き
下
が
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
後
藤
宙
外
を
見
抜
い
た
逍
遙
だ
が
、
露
月
に
は
散
文
の
才
が
欠

け
て
い
る
と
み
た
の
で
あ
っ
た
。

露
月
の
落
胆
は
激
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
機
縁
と
な
り
、
子
規
の
従
兄
弟
で
あ
る
藤
野
古

白
を
通
じ
て
子
規
と
の
劇
的
な
出
会
い
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

子
規
は
初
対
面
で
露
月
に
好
感
を
も
っ
た
ら
し
く
、
露
月
は
新
聞
小
日
本
の
編
集
を
手
伝
わ
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に

な
り
、
後
に
小
説
家
と
し
て
名
を
成
し
た
佐
藤
紅
緑
と
同
僚
に
な
る
。

露
月
の
な
か
に
文
学
的
才
能
を
見
出
し
た
子
規
は
、
編
集
作
業
の
か
た
わ
ら
、
俳
句
や
文
章
な
ど
文
学
全
般
の
指
導

を
露
月
に
対
し
て
ほ
ど
こ
し
、
露
月
も
そ
れ
に
応
え
て
、
先
輩
格
の
内
藤
鳴
雪
、
河
東
碧
梧
桐
、
高
浜
虚
子
な
ど
の
諸

先
輩
を
し
の
ぐ
進
境
を
示
す
。

間
も
な
く
露
月
は
、
子
規
と
と
も
に
陸
羯
南
の
新
聞
日
本
に
移
り
、
子
規
に
導
か
れ
な
が
ら
俳
句
を
本
格
的
に
学
ぶ
。

と
こ
ろ
が
、
再
び
脚
気
が
ひ
ど
く
な
り
、
千
葉
県
の
海
岸
に
転
地
療
養
に
赴
く
な
ど
回
復
の
た
め
の
努
力
を
す
る
が
、

結
局
薬
石
効
無
く
、
二
十
七
年
秋
に
は
帰
郷
の
や
む
な
き
に
到
っ
て
し
ま
っ
た
。

露
月
が
子
規
と
親
し
く
交
遊
で
き
た
の
は
明
治
三
十
六
年
十
月
ま
で
の
六
年
間
だ
が
、
そ
の
間
、
持
病
の
脚
気
の
悪

化
で
、
露
月
は
六
度
に
わ
た
り
上
京
と
帰
郷
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
希
望
に
燃
え
て
上
京
し
、
子
規
と
い
う
恵
ま
れ
た
師
を
得
て
、
よ
う
や
く
文
学
へ
の
道
も
開
け
て
き
た
と
い

う
の
に
、
わ
ず
か
二
年
足
ら
ず
で
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
露
月
自
身
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
師
の
子
規

に
と
っ
て
も
残
念
至
極
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
辺
の
事
情
は
当
時
遣
り
取
り
さ
れ
た
二
人
の
書
簡
に
よ
く
現
れ
て
い



る
。故

郷
に
帰
っ
た
露
月
は
、
母
親
の
も
と
で
療
養
生
活
に
入
る
が
、
緑
濃
い
郷
土
の
自
然
と
風
土
、
そ
れ
に
新
鮮
で
栄

養
の
あ
る
食
べ
物
に
よ
っ
て
順
調
に
健
康
を
回
復
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
露
月
の
関
心
は
次
第
に
医
学

へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

医

業

へ

の

転

向

医
業
へ
の
転
向
の
事
情
に
つ
い
て
は
露
月
自
身
が
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
な
い
の
で
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
露
月

研
究
家
は
、
彼
が
文
学
者
と
し
て
進
む
こ
と
の
難
し
さ
を
悟
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
今
後
の
研
究
課

題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

露
月
が
子
規
に
医
道
へ
の
転
向
希
望
を
伝
え
た
と
き
、
露
月
の
文
学
的
才
能
を
高
く
買
っ
て
い
た
子
規
は
、
大
変
び
っ

く
り
し
て
翻
意
を
う
な
が
し
、
そ
れ
が
無
理
と
知
る
と
不
満
の
色
を
露
わ
に
し
た
と
い
う
。

気
持
ち
の
固
ま
っ
た
露
月
は
、
医
学
試
験
を
受
け
る
た
め
の
準
備
を
独
学
で
第
一
歩
か
ら
始
め
、
夜
を
日
に
継
い
で

猛
勉
強
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
二
十
九
年
秋
に
は
上
京
し
て
、
首
尾
よ
く
医
師
の
前
期
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

受
験
の
た
め
の
在
京
中
も
句
作
の
こ
と
は
忘
れ
ず
、
露
月
は
時
間
の
都
合
を
つ
け
て
子
規
を
訪
れ
、
俳
席
に
も
連
な
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
露
月
を
励
ま
す
べ
く
、
子
規
は
帰
郷
す
る
露
月
の
た
め
に
送
別
の
句
会
を
催
し
て
く
れ
た
り
し
た
。



帰
郷
後
の
露
月
は
、
初
志
を
貫
徹
す
べ
く
今
度
は
後
期
試
験
の
た
め
の
準
備
に
取
り
か
か
っ
た
が
、
後
期
の
そ
れ
は

医
学
の
実
地
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
独
学
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
る
。

意
を
決
し
た
露
月
は
、
翌
年
春
に
再
び
上
京
し
、
子
規
の
は
か
ら
い
で
日
本
に
籍
を
置
か
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
済

生
学
舎
で
疾
病
治
療
の
実
際
を
熱
心
に
学
び
、
翌
三
十
一
年
四
月
、
つ
い
に
後
期
試
験
も
見
事
に
突
破
し
て
医
師
免
許

を
取
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

晴
れ
て
医
者
に
な
っ
た
露
月
が
ま
ず
訪
れ
た
の
は
京
都
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
臨
床
経
験
を
豊
富
に
す
る
た
め
で
あ

る
。
落
ち
着
き
先
は
、
子
規
が
紹
介
し
て
く
れ
た
京
都
の
俳
友
の
斡
旋
に
な
る
東
山
病
院
で
あ
っ
た
。

古
都
の
地
で
露
月
は
多
く
の
症
例
に
接
し
て
医
学
的
な
研
鑚
を
積
む
が
、
同
時
に
、
古
都
の
詩
情
に
触
れ
、
多
く
の

俳
友
を
知
っ
た
。
露
月
の
京
都
滞
在
は
三
十
二
年
の
五
月
か
ら
十
月
ま
で
の
半
年
間
だ
が
、
そ
の
間
に
得
た
も
の
は
、

医
学
的
に
も
文
学
的
に
も
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

露
月
が
東
京
に
戻
る
と
、
碧
梧
桐
、
虚
子
、
四
方
太
な
ど
東
京
の
俳
句
仲
間
た
ち
が
喜
ん
で
、
虚
子
の
と
こ
ろ
で
闇

汁
会
を
催
し
て
く
れ
た
が
、
す
で
に
病
床
に
あ
っ
た
子
規
も
わ
ざ
わ
ざ
起
き
て
き
て
参
加
し
、
露
月
に
南
瓜
道
人
の
あ

だ
名
を
奉
っ
た
。
露
月
は
こ
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
が
気
に
入
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
、
し
ば
し
ば
署
名
に
も
用
い
て
い
る
。

故

郷

を

愛

す

多
く
の
俳
友
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
東
京
を
去
り
、
生
ま
れ
故
郷
に
帰
っ
た
露
月
が
医
院
を
開
業
し
て
再
出
発
し
た
の



は
、
そ
の
年
の
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

明
治
三
十
年
、
子
規
が
俳
句
評
論
を
日
本
に
連
載
し
、
碧
梧
桐
、
虚
子
の
次
に
露
月
を
紹
介
し
た
の
で
、
露
月
は
、

俳
人
と
し
て
一
躍
全
国
的
に
有
名
に
な
る
。

露
月
の
作
品
五
十
六
句
を
取
り
上
げ
て
論
評
し
、
「
碧
、
虚
の
外
に
あ
り
て
、
昨
年
の
俳
壇
に
異
彩
を
放
ち
た
る
者

を
露
月
と
す
」
と
推
賞
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
子
規
に
ほ
め
ら
れ
て
露
月
が
大
い
に
感
激
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
す
る
に
難
く
な
い
。

全
国
的
に
知
ら
れ
た
俳
人
で
あ
り
医
者
で
も
あ
る
露
月
は
、
当
然
村
の
名
士
で
あ
っ
た
。
開
業
し
て
間
も
な
く
村
の

顧
問
に
推
さ
れ
、
自
村
戸
米
川
村
と
対
岸
に
あ
る
種
平
村
の
村
医
に
も
指
名
さ
れ
た
。
開
業
三
年
目
の
三
十
四
年
に
は

妻
コ
ト
を
娶
り
、
医
院
も
新
築
し
た
。
大
木
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
故
郷
に
根
を
張
っ
た
の
で
あ
る
。

露
月
の
最
も
得
意
な
の
は
産
科
で
、
い
か
な
る
難
産
で
も
、
露
月
先
生
が
来
た
旨
を
産
婦
に
伝
え
る
と
、
安
心
し
て
、

ま
だ
診
察
も
し
な
い
う
ち
に
安
産
す
る
こ
と
が
稀
で
は
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

医
師
と
し
て
自
分
の
ふ
る
さ
と
を
見
る
と
き
、
露
月
は
自
分
の
村
が
い
か
に
も
貧
し
い
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
多
く
の
村
民
は
勤
労
意
欲
に
乏
し
く
向
上
心
に
も
欠
け
る
。
露
月
は
合
理
的
な
方
法
に
基
づ
い
て
村
の
実
態

を
よ
り
正
確
に
把
握
し
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
も
順
次
具
体
化
し
て
い
っ
た
。

万
事
ど
ん
ぶ
り
勘
定
に
な
っ
て
い
る
消
費
面
に
節
約
の
メ
ス
を
入
れ
、
借
金
の
償
還
額
や
貯
蓄
額
を
割
り
出
す
な
ど

し
て
、
具
体
的
に
村
と
村
人
の
生
活
の
建
て
直
し
を
図
っ
て
い
く
。

そ
の
一
方
で
青
年
団
の
結
成
に
努
力
し
、
ま
ず
三
十
六
年
に
は
女
米
木
小
学
校
校
友
会
を
組
織
し
た
。
そ
し
て
、
校



友
会
の
活
動
の
一
環
と
し
て
夜
学
会
や
女
米
木
文
庫
な
ど
を
設
け
る
一
方
、
農
産
、
馬
匹
、
堆
肥
な
ど
の
品
評
会
を
開

催
し
て
村
の
生
産
力
向
上
に
も
意
を
注
い
だ
。

三
十
九
年
に
は
新
た
に
青
年
会
を
組
織
し
て
風
紀
の
改
善
や
貯
蓄
の
奨
励
な
ど
に
取
り
組
み
、
青
年
団
長
に
な
る

と
、
率
先
垂
範
し
て
植
林
や
下
刈
り
作
業
な
ど
に
も
取
り
組
ん
だ
。
そ
う
し
た
露
月
の
活
動
は
村
人
の
意
識
を
高
め
、

意
欲
を
刺
激
し
て
村
の
発
展
を
促
し
た
。

村
民
の
尊
敬
を
一
身
に
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
露
月
は
、
明
治
四
十
一
年
、
推
さ
れ
て
村
会
議
員
と
な
り
、
以
後
、

没
す
る
ま
で
二
十
数
年
間
そ
の
席
に
あ
っ
て
、
鋭
意
村
政
の
刷
新
と
発
展
に
努
力
し
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
没

す
る
ま
で
務
め
た
。

近
代
俳
句
の
巨
人
正
岡
子
規
が
三
十
五
歳
で
他
界
し
た
の
は
、
明
治
三
十
五
年
九
月
十
九
日
で
あ
る
。
露
月
の
悲
嘆

は
大
き
く
、
そ
の
後
も
年
を
重
ね
る
ご
と
に
子
規
へ
の
思
慕
の
情
が
強
く
な
っ
て
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
は
村

の
玉
龍
寺
で
子
規
忌
を
催
し
、
十
三
年
に
は
自
宅
で
子
規
の
二
十
三
回
忌
を
執
り
行
っ
て
い
る
。

明
治
四
十
年
七
月
に
は
全
国
行
脚
中
の
碧
梧
桐
が
、
四
十
三
年
八
月
に
は
平
福
百
穂
を
伴
っ
た
虚
子
が
そ
れ
ぞ
れ
露

月
を
訪
れ
る
な
ど
、
露
月
の
俳
句
は
依
然
と
し
て
中
央
で
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
が
、
露
月
は
地
方
俳
壇
の
活
性

化
も
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

露
月
が
最
初
に
働
き
か
け
た
の
は
能
代
の
俳
人
島
田
五
空
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
鵜
川
村
久
米
岡
（
現
八
竜
町
）
の

佐
々
木
北
涯
ら
と
も
図
っ
て
、
明
治
三
十
三
年
に
能
代
か
ら
新
た
に
俳
誌
を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て

子
規
は
大
変
喜
び
、
み
す
が
ら
誌
名
を
「
俳
星
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
初
代
の
主
幹
は
露
月
が
務
め
た
。



創
刊
号
に
は
碧
梧
桐
、
虚
子
、
紅
緑
な
ど
露
月
の
以
前
か
ら
の
文
学
仲
間
が
祝
吟
を
寄
せ
て
い
る
ほ
か
、
安
藤
和
風

な
ど
県
内
在
住
の
文
化
人
も
名
を
連
ね
て
い
る
。

露
月
は
、
江
戸
や
上
方
の
人
に
は
分
か
ら
な
い
俳
句
の
材
料
が
奥
羽
の
地
に
は
あ
る
は
ず
だ
と
言
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

奥
羽
調
を
宣
言
し
て
い
る
。
故
郷
を
新
し
い
目
で
見
つ
め
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
決
意
が
そ
こ
に
は
現
れ
て
い

る
し
、
都
会
的
な
中
央
か
ら
の
見
方
に
対
し
て
地
方
か
ら
も
の
を
見
る
こ
と
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
俗
的
な
栄
達
に
と
ら
わ
れ
ず
、
一
医
家
と
し
て
自
分
の
故
郷
の
発
展
に
尽
く
す
と
同
時
に
、
子
規
門
下
の
異
色
の

存
在
と
し
て
日
本
俳
壇
史
に
永
遠
に
そ
の
名
を
残
し
た
露
月
が
、
村
の
小
学
校
長
送
別
会
の
壇
上
で
倒
れ
、
そ
の
ま
ま

急
逝
し
た
の
は
、
昭
和
三
年
九
月
十
八
日
の
午
後
で
あ
る
。
行
年
五
十
五
歳
で
あ
っ
た
。

遺
吟
と
言
わ
れ
る
一
句
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

花
野
ゆ
く
耳
に
き
の
ふ
の
峡
の
声

平
成
十
四
年
は
、
露
月
の
生
誕
百
三
十
年
に
あ
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
記
念
し
て
「
石
井
露
月
生
誕
百
三
十
年
記
念

世
界
俳
句
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
イ
ン
雄
和
」
が
、
九
月
二
十
日
か
ら
三
日
間
の
日
程
で
、
誕
生
の
地
で
あ
る
雄
和
町
を

中
心
に
開
か
れ
た
。

こ
の
催
し
に
は
、
県
内
外
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
、
韓
国
、
ル
ー
マ
ニ
ア
な
ど
か
ら
も
参
加
者
が
あ
り
、
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
世
界
俳
句
大
会
に
は
、
海
外
か
ら
の
五
百
作
品
を
含
め
、
全
体
で
八
千
三
百
余



り
の
俳
句
、
短
歌
、
詩
な
ど
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
も
露
月
研
究
は
盛
ん
な
そ
う
で
、
今
や
<
秋
田
の
露
月
>
は
<
世
界
の
露
月
>
に
な
り
つ
つ
あ
る

と
言
っ
て
過
言
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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