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研
究
ノ
ー
ト

中
国
語
圏
に
お
け
る
俳
句
の
影
響
に
つ
い
て 

─
─
俳
句
の
中
国
語
訳
を
中
心
に
（
そ
の
二
）

呉
　
衛
峰

は
じ
め
に

　

林
林
は
か
つ
て
『
日
本
古
典
俳
句
選

1』
の
中
国
語
訳
の
後
記
に
、「
試
訳
俳
句
的
体
会
」（「
俳
句
翻
訳
の
心
得
」）
と
い
う
小
文
を
加
え
、

彼
の
俳
句
翻
訳
観
を
ま
と
め
た
。
そ
こ
で
彼
は

　

個
人
的
意
見
で
は
、
翻
訳
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
俳
句
の
内
容
や
言
語
的
特
徴
に
合
わ
せ
て
、
文
語
も
し
く
は
現
代
口
語
体
を
使
い
分
け

る
べ
き
で
あ
る
。
格
律
詩
や
五
言
二
行
も
し
く
は
七
言
二
行
を
使
う
べ
き
で
な
い
（
古
典
詩
的
定
型
は
確
か
に
漢
詩
の
愛
好
者
の
趣
味

に
合
う
が
）。
定
型
と
し
て
固
定
し
て
し
ま
え
ば
、
口
語
的
俳
句
の
翻
訳
の
場
合
、
本
来
の
面
白
さ
と
声
調
を
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
い

の
で
、
長
短
不
揃
い
の
詩
行
で
訳
す
べ
き
だ
と
思
う
。

　
　

我
と
来
て
遊
べ
や
親
の
な
い
雀　

一
茶

　
　

跟
我
来
玩
哟
！
没
有
亲
娘
的
麻
雀
。

も
し
四
言
二
句
の
「
孤
雀
毋
哀
、
與
我
嬉
来
（
孤
雀
哀
し
む
毋
れ
、
我
と
嬉
び
来
れ
）」、
も
し
く
は
五
言
二
句
の
「
孤
雀
毋
心
憂
、
與
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我
共
嬉
游
（
孤
雀
心
を
憂
は
す
毋
れ
、
我
と
共
に
嬉
游
せ
よ
）」（
銭
稲
孫
訳
）
と
す
れ
ば
、
自
由
式
の
現
代
口
語
訳
は
原
作
の
特
徴
を

う
ま
く
伝
え
て
い
る
と
容
易
に
結
論
で
き
よ
う
。
一
九
二
三
年
周
作
人
が
現
代
口
語
体
で
『
日
本
の
諷
刺
詩
』（
川
柳
狂
歌
）
を
訳
し

た
と
い
う
前
例
が
あ
る

2。

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
１
９
８
０
年
以
降
の
和
歌
翻
訳
に
お
け
る
五
言
四
句
定
型
の
流
れ
と
異
な
る
立
場
で
あ
り
、
俳
句
翻
訳
に
関

し
て
林
林
の
柔
軟
な
姿
勢
が
伺
え
る
。

　

こ
こ
に
、
林
林
は
周
作
人
と
銭
稲
孫
と
い
う
日
本
文
学
研
究
の
先
駆
者
に
触
れ
て
い
る
。
俳
句
に
関
し
て
は
、
周
作
人
は
１
９
２
０
年
代

の
小
詩
運
動
に
際
し
て
発
表
し
た
文
章
が
あ
り
、
銭
稲
孫
は
日
本
占
領
下
の
北
京
で
翻
訳
し
た
『
日
本
詩
歌
選

3』
が
あ
る
の
み
で
、
二
人

と
も
踏
み
込
ん
だ
研
究
を
行
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
林
林
の
翻
訳
論
か
ら
、
両
名
の
影
響
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
本
論
は
ま
ず
周
作
人
の
文
章
へ
の

考
察
を
通
じ
て
、
中
国
に
お
け
る
「
俳
句
翻
訳
御
事
始
め
」
の
一
斑
を
覗
き
た
い
。

一

　
「
日
本
の
諷
刺
詩
」（
中
国
語
：「
日
本
的
諷
刺
詩
」

4）
は
周
作
人
が
日
本
の
川
柳
と
狂
歌
を
翻
訳
・
紹
介
し
た
文
章
で
あ
る
為
、
こ
こ
で

は
論
じ
な
い
。
１
９
２
１
年
か
ら
１
９
２
３
年
に
か
け
て
、
彼
は
少
な
く
と
も
「
日
本
の
詩
歌
」（「
中
国
語
：
日
本
的
詩
歌
」

5）、「
一
茶
の

俳
句
」（
中
国
語
：「
一
茶
的
俳
句
」

6）、「
日
本
の
小
詩
」（
中
国
語
：「
日
本
的
小
詩
」

7）
と
い
う
三
つ
の
文
章
を
発
表
し
、
俳
句
を
紹
介
・

翻
訳
し
て
い
る
。

　

文
章
の
作
成
時
間
を
見
る
と
、「
日
本
の
詩
歌
」
は
文
末
の
注
記
で
、
１
９
２
１
年
３
月
よ
り
「
二
年
前
の
旧
作
」
と
い
う
説
明
が
あ
り
、
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１
９
１
８
年
～
１
９
年
の
創
作
と
考
え
ら
れ
る

8。「
一
茶
の
俳
句
」
は
文
末
で
は
１
９
２
１
年
７
月
２
５
日
と
記
さ
れ
て
い
る

9。「
日
本
の

小
詩
」
は
二
年
ほ
ど
遅
れ
た
１
９
２
３
年
３
月
と
注
記
さ
れ
て
い
る

10。
内
容
上
の
重
複
も
見
ら
れ
る
が
、
三
番
目
の
「
日
本
の
小
詩
」
は

俳
句
の
歴
史
に
つ
い
て
の
紹
介
お
よ
び
訳
出
さ
れ
た
句
数
か
ら
し
て
、
最
も
詳
し
い
も
の
に
な
る
。
な
お
、
周
作
人
の
言
う
「
日
本
の
（
古

典
）
詩
歌
」
に
は
漢
詩
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

　

新
文
化
運
動
の
主
力
の
一
人
と
し
て
、
周
作
人
は
終
始
現
代
口
語
体
に
よ
る
翻
訳
を
主
張
し
て
お
り
、
以
下
の
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
。

仏
典
翻
訳
の
鳩
摩
羅
什
が
言
う
に
は
、「
翻
訳
と
は
、
ご
飯
を
噛
み
砕
い
て
か
ら
人
に
食
べ
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
だ
」
と
い
う
。
そ
れ

は
当
た
っ
て
い
る
。
本
気
で
良
い
翻
訳
を
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
翻
訳
し
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
翻
訳
す
る
と
、
二
つ
の
欠
点
が

い
つ
も
つ
き
ま
と
う
。
私
見
で
は
、
そ
の
欠
点
は
そ
も
そ
も
翻
訳
の
本
質
で
あ
る
が
。
そ
の
一
、
中
国
語
に
訳
し
た
以
上
、
原
文
に
及

ば
な
い
。
原
文
と
同
じ
よ
う
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、T

heokritos

に
中
国
語
を
学
ん
で
も
ら
い
、
中
国
語
で
書
い
て
も
ら
う
し
か
な
か

ろ
う
。
そ
の
二
、
外
国
の
作
品
の
訳
だ
か
ら
、
声
調
の
整
っ
た
読
み
や
す
い
漢
文
ら
し
く
な
い
。
も
し
漢
文
と
同
じ
よ
う
な
ス
タ
イ
ル

な
ら
、
き
っ
と
自
分
勝
手
に
書
き
直
し
た
も
の
と
な
り
、
本
当
の
翻
訳
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

二
、
口
語
体
で
詩
を
書
く
な
ら
、
韻
を
踏
ん
だ
五
言
七
言
を
使
う
必
要
が
な
い
。
呼
吸
の
長
短
に
し
た
が
っ
て
文
を
切
れ
ば
よ
い
。
い

ま
訳
し
て
い
る
歌
は
、
以
上
の
方
法
で
試
み
て
い
る
。
こ
れ
は
私
の
い
わ
ゆ
る
「
自
由
詩
」
で
あ
る

11。

ま
た
周
作
人
は
「
一
茶
の
俳
句
」
の
最
後
に
、
和
歌
や
俳
句
の
翻
訳
に
関
し
て
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
日
英
翻
訳
を
参
考
に
、
原
文

の
ロ
ー
マ
字
と
散
文
的
直
訳
の
対
訳
型
を
音
声
上
・
意
味
上
の
最
高
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
い
る

12。
そ
の
一
例
と
し
て
、
周
作
人
訳
の
芭

蕉
名
句
を
見
て
み
よ
う
。（
〇
の
付
い
た
日
本
語
原
文
の
引
用
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
。）
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〇
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
お
と　

芭
蕉

13

Furuike-ya kaw
azu tobikom

u m
izu-no oto.

古
池
呀
，
―
―
青
蛙
跳
入
水
里
的
声
音

14。

切
れ
字
の
「
や
」
は
、「
呀
」
と
い
う
感
動
詞
お
よ
び
二
本
の
棒
線
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
後
の
「
日
本
の
小
詩
」
で
も
、
俳
句
の
必
須
条

件
と
し
て
季
題
と
切
れ
字
（
切
れ
字
の
な
い
「
切
れ
」
を
含
む
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
切
れ
」
と
表
裏
一
体
と
な
る
は
ず
の
「
取
り

合
わ
せ
」
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

さ
ら
に
数
例
の
芭
蕉
句
を
挙
げ
よ
う
。

〇
初
し
ぐ
れ
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
也　

芭
蕉

15

下
时
雨
初
，
猿
猴
也
好
像
想
着
小
蓑
衣
的
样
子

16。

〇
か
れ
朶
に
烏
の
と
ま
り
け
り
秋
の
暮　

芭
蕉

17

枯
枝
上
乌
鸦
的
定
集
了
，
秋
天
的
晚

18

確
か
に
散
文
的
直
訳
に
近
い
も
の
の
、
周
作
人
の
淡
泊
で
流
麗
な
現
代
口
語
体
に
は
詩
情
が
お
の
ず
か
ら
滲
み
出
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と

に
、
周
は
芭
蕉
俳
句
の
特
徴
を
紹
介
す
る
際
に
は
、
枯
淡
閑
寂
で
禅
味
が
出
て
お
り
情
に
富
む
の
で
読
者
の
参
加
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
と

力
説
す
る
。
し
か
し
時
代
の
要
請
に
答
え
る
た
め
か
、
例
と
し
て
訳
し
た
句
に
は
、
下
記
の
よ
う
な
感
情
を
吐
露
す
る
も
の
が
多
い
。

〇
う
き
我
を
さ
び
し
が
ら
せ
よ
か
ん
こ
ど
り　

芭
蕉

19
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多
愁
的
我
，
尽
使
他
寂
寞
罢
，
闲
古
鸟

20。

〇
塚
も
う
ご
け
我
泣
声
は
秋
の
風　

芭
蕉

21

坟
墓
也
动
罢
，
我
的
哭
声
是
秋
的
风
。

〇
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る　

芭
蕉

22

病
在
旅
中
，
梦
里
还
在
枯
野
中
奔
走
。

「
日
本
の
詩
歌
」
で
は
、
周
作
人
は
日
本
の
古
典
詩
歌
（
和
歌
・
俳
句
等
）
と
漢
詩
を
比
較
し
、
主
に
言
語
の
面
で
両
者
の
違
い
を
考
察
し

た
。
例
え
ば
絶
句
に
あ
る
「
孤
舟
蓑
笠
翁
、
独
釣
寒
江
雪
（
孤
舟　

蓑
笠
の
翁
、
独
り
釣
る
寒
江
の
雪
）」（
唐
・
柳
宗
元
、「
江
雪
」）
は
冬

季
題
の
俳
句
に
似
て
い
る
が
、「
孤
」
と
「
独
」
の
連
用
で
「
言
い
尽
く
し
」
の
嫌
い
が
あ
る
。
ま
た
、「
漠
漠
水
田
飛
白
鷺
（
漠
漠
た
る
水

田　

白
鷺
飛
ぶ
）」（
唐
・
王
維
、「
輞
川
積
雨
」）
な
ら
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
完
全
な
俳
句
的
境
地
を
描
出
し
て
い
る
が
、
中
国
語
の
七
文
字
で

は
声
調
の
関
係
で
、
読
む
と
き
息
が
伸
び
き
れ
な
い
の
で
、
十
分
な
印
象
を
残
す
ほ
ど
の
独
立
し
た
詩
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
ず
、
も
っ
と
長
い

詩
の
一
部
と
し
て
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

さ
ら
に
周
作
人
は
俳
句
の
含
蓄
に
つ
い
て
、「
鴬
」
の
例
を
取
り
上
げU

guisu

（
う
ぐ
い
す
）
と
日
本
語
で
は
四
音
と
な
り
、
中
国
語
で

は
た
だ
の
一
音
で
あ
る
が
、
単
音
の
「
鴬
」
は
四
音
のU

guisu
（
う
ぐ
い
す
）
よ
り
含
蓄
的
だ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

即
ち
四
音
の
「
う
ぐ
い
す
」
の
一
句
十
七
音
に
お
け
る
長
さ
故
、
読
者
に
深
い
印
象
を
与
え
ら
れ
、
想
像
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
う

考
え
で
あ
る
。
本
説
の
是
非
は
さ
て
お
き
、
和
歌
を
含
む
日
本
の
古
典
詩
歌
に
お
け
る
「
鴬
（
う
ぐ
い
す
）」
に
は
、
鳴
き
声
が
春
の
到
来

を
知
ら
せ
る
と
い
う
「
本
意
」
の
存
在
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
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二

　
「
日
本
的
小
詩
」
に
は
、
芭
蕉
の
ほ
か
、
蕪
村
と
子
規
も
紹
介
・
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
蕪
村
に
つ
い
て
は
、
蕉
風
の
淡
墨
的
イ
メ
ー
ジ
と

異
な
り
、
よ
り
絵
画
的
で
あ
り
、
色
彩
的
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
芭
蕉
と
比
べ
、
人
事
を
詠
み
こ
ん
だ
句
が
多
い
こ
と
も
説
明
さ
れ

て
い
る
。
翻
訳
は
三
句
あ
る
。

〇
柳
散
清
水
涸
石
処
　々

蕪
村

23

柳
叶
落
了
，
泉
水
干
了
，
石
头
处
处

24。

〇
四
五
人
に
月
落
か
ゝ
る
お
ど
り
哉　

蕪
村

25

四
五
人
的
上
头
月
将
落
下
的
跳
舞
呵
。

〇
易
水
に
ね
ぶ
か
流
る
ゝ
寒
か
な　

蕪
村

26

易
水
上
流
着
葱
叶
的
寒
冷
呀
。

「
柳
散
」
の
訳
は
、
そ
の
ま
ま
散
文
的
直
訳
と
も
言
え
る
が
、
四
文
字
の
繰
り
返
し
が
原
文
の
リ
ズ
ム
を
う
ま
く
移
し
、
周
作
人
の
文
章
の

特
徴
で
あ
る
淡
泊
な
妙
趣
が
感
じ
ら
れ
る
。「
四
五
人
」
お
よ
び
「
易
水
」
の
訳
は
、
動
詞
の
連
体
形
ま
で
移
し
て
い
る
の
で
、「
月
将
落
下

的
跳
舞
」、「
流
着
葱
叶
的
寒
冷
」
と
い
う
、
魯
迅
の
「
硬
訳
」
に
近
い
、
非
常
に
読
み
慣
れ
な
い
中
国
語
文
に
な
っ
て
い
る
。
円
熟
期
に

入
っ
て
か
ら
の
周
作
人
の
翻
訳
と
は
明
ら
か
に
ス
タ
イ
ル
が
異
な
る
。
た
だ
、「
日
本
の
小
詩
」
は
紹
介
的
文
章
で
あ
り
、
翻
訳
集
で
は
な

い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
彼
の
上
記
の
「
直
訳
」
の
目
的
が
理
解
で
き
よ
う
。
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「
日
本
の
小
詩
」
に
は
、
俳
句
の
形
式
の
特
徴
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
や
中
国
の
絶
句
よ
り
も
短
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
周
に
よ
れ
ば
、
他
国
の
短
詩
型
は
短
く
て
も
省
略
は
な
い
の
に
対
し
、
俳
句
は
往
々
に
し
て
独
特
の
助
詞
を
用
い
る
、
数
語
し
か

使
わ
な
い
省
略
法
が
ゆ
え
に
、
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
的
に
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
言
外
の
意
を
醸
し
出
す
に
は
最
適
な
詩
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
認
識
か
ら
出
発
し
て
、
周
訳
は
読
者
に
原
文
の
形
式
的
特
徴
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
中
国
語
の
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
で
は
不
自

然
な
長
い
連
体
修
飾
に
直
訳
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

子
規
と
碧
梧
桐
の
句
の
訳
に
も
部
分
的
に
こ
の
特
徴
が
確
認
さ
れ
る
。

〇
蜂
の
子
の
蜂
に
な
る
こ
と
遅
き
哉　

子
規

27

蜂
窝
的
子
，
化
成
黄
蜂
的
缓
慢
呵
。

〇
飲
み
水
を
運
ぶ
月
夜
の
漁
村
か
な　

碧
梧
桐

28

运
着
饮
水
的
月
夜
的
渔
村
。

前
者
は
原
文
の
「
遅
き
」
を
体
言
化
し
て
、「
蜂
に
な
る
こ
と
」
を
そ
の
体
言
「
緩
慢
」
の
連
体
修
飾
語
と
し
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
原
文
を

直
訳
す
る
と
い
う
よ
り
、「
呼
吸
の
長
短
に
し
た
が
っ
て
文
を
切
れ
ば
よ
い
」
と
の
原
則
に
従
っ
た
訳
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
者
は
、
原
文

は
切
れ
字
「
か
な
」
の
前
は
一
つ
の
名
詞
「
漁
村
」
と
そ
の
連
体
修
飾
語
の
み
か
ら
な
る
の
に
対
し
、
訳
は
「
か
な
」
を
移
さ
ず
、
中
国
語

詩
に
見
ら
れ
な
い
、
長
い
連
体
修
飾
に
つ
づ
く
体
言
止
め
に
な
っ
て
い
る
。

　

周
作
人
は
ま
た
詩
形
と
内
容
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
、
俳
句
は
純
粋
的
な
抒
情
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
写
実
的
（
も
し
く
は
「
寄
物
陳

思
」
的
）
な
作
品
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
元
禄
時
代
の
抒
情
も
寂
寥
悲
哀
の
方
が
中
心
で
あ
り
、
恋
を
謳
う
な
ど
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム

的
抒
情
は
な
い

29。
彼
が
結
論
と
し
て
提
示
し
た
の
は
、
俳
句
の
十
七
文
字
は
省
略
と
凝
縮
を
重
ん
じ
る
詩
型
で
あ
り
、
観
照
と
詠
嘆
に
相
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応
し
い
形
で
あ
る
の
で
、
和
歌
や
新
体
詩
の
よ
う
な
豊
富
な
抒
情
に
は
向
か
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
子
規
の
『
俳
諧
大
要
』
に
お
け
る

主
張
と
一
致
し
て
い
る
。

文
章
を
作
る
者
、
詩
を
作
る
者
、
小
説
を
作
る
者
、
俄
か
に
俳
句
を
も
の
せ
ん
と
し
て
そ
の
語
句
の
簡
単
に
過
ぐ
る
を
覚
ゆ
。
曰
く
、

俳
句
は
終
に
何
ら
の
思
想
を
も
現
は
す
能
は
ず
と
。
し
か
れ
ど
も
こ
れ
聯
想
の
習
慣
の
異
な
る
よ
り
し
て
来
る
者
に
し
て
、
複
雑
な
る

者
を
取
て
尽
く
こ
れ
を
十
七
字
中
に
収
め
ん
と
す
る
故
に
成
し
得
ぬ
な
り
。
俳
句
に
適
し
た
る
簡
単
な
る
思
想
を
取
り
来
ら
ば
何
の
苦

も
な
く
十
七
字
に
収
め
得
べ
し
。
縦
よ
し
ま
た
複
雑
な
る
者
な
り
と
も
、
そ
の
中
よ
り
最
文
学
的
俳
句
的
な
る
一
要
素
を
抜
き
来
り
て

こ
れ
を
十
七
字
中
に
収
め
な
ば
俳
句
と
な
る
べ
し

30。

正
論
で
あ
り
、
現
在
の
伝
統
俳
句
の
発
展
に
も
有
益
な
指
針
だ
と
思
う
。

お
わ
り
に

　

周
作
人
は
、
近
代
の
『
石
川
啄
木
詩
歌
集

31』
を
翻
訳
し
た
こ
と
を
除
い
て
、
纏
ま
っ
た
歌
集
も
し
く
は
句
集
の
翻
訳
を
出
し
て
い
な
い

の
で
、
俳
句
を
紹
介
す
る
文
章
を
通
じ
て
彼
の
翻
訳
観
を
見
て
き
た
。

　

周
作
人
の
翻
訳
は
、
林
林
が
取
っ
て
い
る
原
文
に
合
わ
せ
て
「
文
語
も
し
く
は
現
代
口
語
体
を
使
い
分
け
る
」
と
い
う
手
法
で
は
な
く
、

新
文
化
運
動
以
降
は
全
て
現
代
口
語
体
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
紹
介
す
る
と
い
う
前
提
で
あ
っ
た
の
で
、
訳
自
体
は
余
計
に
「
同
化
翻
訳
」
か
ら
離
れ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
日
本
語
俳
句
の
言
語
構

造
や
声
調
リ
ズ
ム
を
再
現
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
顕
著
に
な
る
。
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本
論
の
冒
頭
を
振
り
返
れ
ば
、
林
林
は
そ
も
そ
も
一
茶
の
口
語
的
俳
句
の
翻
訳
を
取
り
上
げ
た
時
、
先
駆
者
周
作
人
の
前
例
に
頼
っ
た
の

で
、
筆
者
に
は
少
し
「
一
茶
の
俳
句
」
を
紹
介
す
る
義
務
も
生
じ
て
き
た
。
実
際
、「
日
本
の
詩
歌
」
に
は
す
で
に
三
句
翻
訳
さ
れ
、
一
句

目
は
名
句
「
痩
蛙
」
で
あ
る
。

〇
痩
蛙
ま
け
る
な
一
茶
是
に
有　

一
茶

32

Y
asegaeru, m

akeruna, Issa koreni ari!

瘦
蛤
蟆
，
不
要
败
退
，
一
茶
在
这
里
！

33

林
林
訳
：

瘦
青
蛙
，
别
输
掉
，
这
里
有
我
一
茶
！

34

周
作
人
訳
の
ほ
ぼ
百
年
後
の
現
在
で
読
む
と
、
周
作
人
の
直
訳
と
比
較
し
て
、
林
林
の
訳
は
言
葉
遣
い
と
リ
ズ
ム
の
両
面
で
優
っ
て
い
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
「
一
茶
の
俳
句
」
は
一
茶
の
生
涯
お
よ
び
俳
風
を
簡
潔
に
紹
介
し
た
文
章
で
あ
る
。
芭
蕉
や
蕪
村
と
異
な
り
、
平
民
の
視
線
よ
り
詠
ま
れ

た
、
人
情
溢
れ
て
俗
語
の
多
い
一
茶
の
俳
句
は
、
周
作
人
と
林
林
の
二
人
に
特
別
の
共
感
を
得
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
句
掲
げ
て
み
る
。

〇
雀
の
子
そ
こ
の
け
〳
〵
御
馬
が
通
る　

一
茶

35

小
雀
儿
，
回
避
罢
，
回
避
吧
！
马
来
了
呵
！

36

林
林
訳
：

小
麻
雀
，
躲
开
，
躲
开
；
马
儿
就
要
过
来

37。
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前
の
句
と
同
じ
く
、
現
在
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
林
林
の
現
代
口
語
体
が
自
然
的
で
リ
ズ
ム
が
良
い
。
両
訳
の
間
に
、
半
世
紀

以
上
の
隔
た
り
が
存
在
し
、
現
代
口
語
体
の
発
展
は
お
そ
ら
く
日
本
と
同
じ
く
、
戦
前
と
戦
後
と
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
の
で
、
こ
の
二
句

だ
け
を
見
て
優
劣
を
判
別
す
る
の
は
不
公
平
に
な
る
。
戦
後
訳
の
『
石
川
啄
木
詩
歌
集
』
を
読
め
ば
そ
の
差
が
理
解
で
き
る
。

　

周
作
人
の
俳
句
翻
訳
へ
の
考
察
が
半
ば
彼
の
俳
句
理
解
の
分
析
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
し
、
先
駆
者
の
周
作
人
の
俳
句

紹
介
お
よ
び
翻
訳
を
分
析
し
て
は
じ
め
て
、
１
９
８
０
年
代
以
降
の
俳
句
翻
訳
に
存
在
す
る
様
々
な
問
題
点
が
理
解
で
き
よ
う
。
林
林
に
よ

る
文
語
と
口
語
の
「
使
い
分
け
」
と
い
う
方
法
も
、
周
作
人
と
銭
稲
孫
の
両
方
か
ら
影
響
を
受
け
、
融
合
さ
せ
た
手
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注
：

１  

初
版
：
湖
南
人
民
出
版
社
、
１
９
８
３
年
１
２
月
。
再
版
：
人
民
文
学
出
版
社
、
２
０
０
５
年
５
月
。「
俳
句
翻
訳
の
心
得
」（
原
文
：

试
译
俳
句
的
体
会
）
は
１
９
８
５
年
の
文
章
で
、
再
版
の
み
に
載
っ
て
い
る
。

２  

同
書
再
版
、
一
二
〇
～
一
二
一
頁
。
翻
訳
は
筆
者
に
よ
る
。
原
文
： 

 

　

依
我
个
人
的
看
法
，
审
查
原
俳
句
的
风
格
，
什
么
精
神
与
体
态
，
如
用
文
言
合
适
就
用
文
言
，
如
用
白
话
合
适
就
用
白
话
，
不
固
定

用
格
律
诗
型
，
五
言
二
行
或
七
言
二
行
（
虽
然
这
种
形
式
，
较
适
合
汉
诗
读
者
的
审
美
习
惯
），
如
固
定
下
来
，
便
使
那
些
口
语
俳
句
，

无
法
更
好
的
传
神
，
不
如
用
长
短
句
更
自
由
些
。
如
： 

 

　

我
と
来
て
遊
べ
や
親
の
な
い
雀　

一
茶 

 

　

跟
我
来
玩
哟
！
没
有
亲
娘
的
麻
雀
。 

 

　

若
以
四
言
『
孤
雀
毋
哀
，
与
我
嬉
来
！
』
或
五
言
『
孤
雀
毋
心
忧
，
偕
我
共
嬉
游
』（
钱
稻
孙
所
译
句
），
稍
作
比
较
，
容
易
看
出
还

是
用
自
由
式
更
能
传
达
原
作
的
精
神
。
一
九
二
三
年
周
作
人
译
《
日
本
的
讽
刺
诗
》（
川
柳
狂
句
）
即
用
白
话
译
出
。
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３  
北
京
近
代
科
学
図
書
館
編
、
文
求
堂
書
店
発
行
、
１
９
４
１
年
４
月
。

４  
１
９
２
３
年
５
月
。
後
に
『
談
龍
集
』（
初
版
：
開
明
書
店
、
１
９
２
７
年
１
２
月
）
に
収
め
ら
れ
る
。

５  『
小
説
月
報
』
１
２
巻
５
号
（
１
９
２
１
年
３
月
２
０
日
）
に
掲
載
。
後
に
『
藝
術
與
生
活
』（
初
版
：
群
益
書
社
、
１
９
３
１
年
２
月
）

に
収
め
ら
れ
る
。
本
論
に
お
け
る
引
用
は
止
庵
編
『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
２
０
０
２
年
１
月
）
に

よ
る
。

６  

最
初
は
「
日
本
詩
人
一
茶
的
詩
」
と
題
し
て
『
小
説
月
報
』
１
２
巻
１
１
号
（
１
９
２
１
年
１
１
月
１
０
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
後

に
訳
詩
集
『
陀
羅
』（
新
潮
社
、
１
９
２
５
年
９
月
）
に
収
め
ら
れ
、
現
題
に
改
題
さ
れ
た
。
本
論
に
お
け
る
引
用
は
鍾
叔
河
編
訂
『
周

作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
２
０
０
９
年
５
月
）
に
よ
る
。

７  

１
９
２
３
年
４
月
３
日
よ
り
『
晨
報
副
鐫
』
に
掲
載
。
後
に
『
藝
術
與
生
活
』
に
収
め
ら
れ
る
。
本
論
に
お
け
る
引
用
は
『
周
作
人
自

編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』（
河
北
教
育
出
版
社
）
に
よ
る
。

８  『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』、
一
二
一
～
一
二
二
頁
。

９  『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
、
四
七
二
～
四
七
三
頁
。

⓾  『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』、
一
三
二
頁
。

⓫  「『
古
詩
今
譯
』A

pologia

（
題
記
）」、
１
９
１
８
年
２
月
刊
『
新
青
年
』
４
卷
２
号
。
引
用
は
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
、
一
二

～
一
三
頁
。
呉
衛
峰
「
白
話
か
文
言
か
：
日
本
古
典
詩
歌
の
中
国
語
訳
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
―
―
周
作
人
の
場
合
」（『
東
北
公
益
文

科
大
学
総
合
研
究
論
集
』
第
１
７
号
、
２
０
０
９
年
１
２
月
）
を
参
照
。

⓬  『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
、
四
七
三
頁
。

⓭  

井
本
農
一
・
堀
信
夫
注
解
『
松
尾
芭
蕉
集
①　

全
発
句
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
１
９
９
５
年
７
月
）、
一
四
八
頁
。 

 

周
作
人
の
俳
句
翻
訳
に
は
日
本
語
が
付
い
て
い
な
い
の
で
、
本
論
に
お
け
る
俳
句
原
文
の
引
用
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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⓮  『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』、
一
一
七
頁
。

⓯  『
松
尾
芭
蕉
集
①　

全
発
句
』、
三
一
八
頁
。

⓰  「
日
本
的
詩
歌
」『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』、
一
一
九
頁
。

⓱  『
松
尾
芭
蕉
集
①　

全
発
句
』、
七
〇
頁
。

⓲  「
日
本
的
小
詩
」、
一
二
五
頁
。

⓳  『
松
尾
芭
蕉
集
①　

全
発
句
』、
三
七
六
頁
。

⓴  「
日
本
的
小
詩
」、
一
二
五
頁
。
以
下
同
。

㉑  『
松
尾
芭
蕉
集
①　

全
発
句
』、
二
九
三
頁
。

㉒  『
松
尾
芭
蕉
集
①　

全
発
句
』、
五
〇
二
頁
。

㉓  

尾
形
仂
校
注
『
蕪
村
俳
句
集
』（
岩
波
文
庫
、
１
９
８
９
年
３
月
）、
九
六
頁
。

㉔  「
日
本
的
小
詩
」、
一
二
六
頁
。
以
下
同
。

㉕  『
蕪
村
俳
句
集
』、
九
四
頁
。

㉖  『
蕪
村
俳
句
集
』、
一
五
三
頁
。

㉗  『
子
規
全
集
』
第
３
巻
（
講
談
社
、
１
９
７
７
年
１
１
月
）、
二
五
七
頁
。

㉘  『
高
濱
虚
子
・
河
東
碧
梧
桐
集
』
現
代
日
本
文
学
大
系
１
９
（
筑
摩
書
店
、
１
９
６
８
年
１
２
月
）、
三
四
五
頁
。

㉙  「
日
本
的
小
詩
」、
一
三
〇
頁
。

㉚  

岩
波
文
庫
、
１
９
５
５
年
５
月
。
二
三
～
二
四
頁
。 

 

　
『
子
規
全
集
』
第
４
巻
（
講
談
社
、
１
９
７
５
年
１
１
月
）
三
五
六
頁
に
同
じ
内
容
が
載
っ
て
い
る
が
、
漢
字
旧
字
体
が
使
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
お
よ
び
句
読
点
の
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
引
用
は
漢
字
が
新
字
体
で
句
読
点
の
あ
る
岩
波
文
庫
に
依
っ
た
。



中国語圏における俳句の影響について──俳句の中国語訳を中心に（その二）（13）

㉛  
人
民
文
学
出
版
社
、
１
９
６
２
年
１
月
。
卞
立
強
と
の
共
同
訳
で
あ
る
が
、
周
作
人
は
主
要
訳
者
で
あ
る
。

㉜  
丸
山
一
彦
校
注
『
新
訂　

一
茶
俳
句
集
』（
岩
波
文
庫
、
１
９
９
０
年
５
月
）、
二
四
三
頁
。

㉝  「
日
本
的
詩
歌
」、
一
一
九
頁
。

㉞  『
日
本
古
典
俳
句
選
』
再
版
、
一
二
一
頁
。

㉟  『
新
訂　

一
茶
俳
句
集
』、
二
八
七
頁
。

㊱  『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
、
四
六
八
頁
。

㊲  『
日
本
古
典
俳
句
選
』
再
版
、
一
二
〇
頁
。


