
正
岡
子
規
研
究

一

「
鶏
頭
」

は
じ
め
に

　
の
　
一
句

そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

兪
　
　
田

紘
　
文
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十
四
五
本
」
を
「
七
八
本
」
と
置
き
替
え
て

枯
菊
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し

鶏
頭
の
七
八
本
も
あ
り
ぬ
べ
し

　
と
改
作
し
、
そ
の
優
劣
を
比
較
し
て
二
月
の
価
値
を
論
じ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
論
争
の
た
め
の
鑑
賞
に
お
い
て
、
作
句
時
の
子
規

の
位
置
に
つ
い
て
は
全
て
の
論
者
が
た
だ
「
病
床
の
子
規
」
と
し
て
の

み
扱
っ
て
お
り
、
こ
の
二
月
が
実
際
に
作
ら
れ
た
日
や
場
所
、
そ
れ
に

鶏
頭
に
封
す
る
そ
の
頃
の
子
規
の
気
持
（
作
句
時
の
一
瞬
の
感
情
で
は

な
く
）
等
に
つ
い
て
の
考
察
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
又
、
座
五
の
「
あ
り
ぬ
べ
し
」
が
文
法
的
に
い
う
単
な
る
推
量

な
の
か
、
或
い
は
必
然
を
期
し
て
の
推
量
な
の
か
と
い
う
よ
う
な
解
釈

上
の
問
題
も
、
こ
の
子
規
の
位
置
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
自

　
歌
人
長
塚
節
に
発
見
さ
れ
、
斎
藤
茂
吉
氏
が
「
こ
れ
か
ら
子
規
の
進

む
べ
き
純
熟
の
句
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
寸
毫
も
芭
蕉
で
も

蕗
村
で
も
な
い
の
で
あ
る
こ
と
認
め
、
更
に
山
本
健
吉
氏
が
「
こ
の
よ

う
な
句
が
な
か
っ
た
ら
、
子
規
の
俳
句
作
者
と
し
て
の
面
目
は
な
か
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
ぺ
と
ま
で
激
賞
し
た

　
　
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
　
　
子
　
規

　
の
フ
司
は
、
こ
れ
を
つ
ま
ら
な
い
句
だ
と
す
る
否
定
論
も
あ
り
、
昭

和
三
十
年
前
後
に
は
激
し
い
論
争
が
行
な
わ
れ
た
。

　
論
争
の
焦
点
は
「
鶏
頭
」
や
「
十
四
五
本
」
が
必
然
的
で
あ
る
か
否

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
鶏
頭
」
を
「
枯
菊
」
に
、
「



ら
決
ま
る
の
で
あ
り
、
子
規
の
立
場
に
立
っ
た
そ
の
視
点
か
ら
こ
の
一

句
は
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

一

一

子
規
と
鶏
頭

　
明
治
三
十
一
年
十
月
に
書
い
た
子
規
の
『
小
園
の
記
』
に
よ
る
と
、

　
「
我
に
二
十
坪
の
小
園
あ
り
。
園
は
家
の
南
に
あ
り
て
上
野
の
杉
を
垣

の
外
に
控
へ
た
り
」
と
あ
り
、
前
年
（
明
治
三
十
年
）
の
春
森
貼
外
か

ら
贈
ら
れ
た
葉
鶏
頭
や
、
中
村
不
析
が
直
接
持
参
し
て
植
え
た
葉
鶏
頭
、

そ
れ
に
「
向
ひ
の
家
よ
り
貫
ひ
来
た
り
と
て
肥
え
太
り
た
る
鶏
頭
四
本

ば
か
り
」
が
「
か
が
や
く
ば
か
り
は
な
や
か
」
に
子
規
庵
の
裏
庭
に
は

植
え
込
ま
れ
て
い
る
。

　
強
い
生
命
力
を
も
つ
鶏
頭
は
年
々
増
え
つ
づ
け
、
明
治
三
十
三
年
十

月
一
日
の
『
消
息
』
に
は

　
　
　
「
去
る
二
十
八
日
の
大
風
は
被
害
も
少
か
ら
ぬ
や
う
に
聞
え
候
が
、

　
　
草
庵
は
格
別
事
無
く
庭
前
に
立
並
び
た
る
二
十
本
許
り
の
鶏
頭
葉

　
　
鶏
頭
皆
恙
無
き
は
小
生
に
於
て
嬉
し
き
限
に
御
座
候
」

　
と
あ
り
、
鶏
頭
へ
の
気
持
を
書
き
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
こ
の

二
十
本
ば
か
り
の
中
の
葉
鶏
頭
を
除
い
た
十
四
五
本
の
鶏
頭
が
、
問
題

の
二
月
と
し
て
詠
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
庭
に
は
鶏
頭
の
外
に
、
松
や
竹
、
萩
、
朝
顔
、
野
菊
、
百
日
草
等
の

沢
山
の
草
花
が
植
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
の
中
で
鶏

頭
に
対
す
る
特
別
の
気
持
は
、
次
の
書
簡
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
出

　
来
る
。

　
　
　
　
移
転
に
付
き
て
の
御
配
慮
難
有
候
。
実
は
小
生
も
今
度
の
事
に

　
　
　
付
さ
て
は
初
よ
り
貴
兄
に
依
頼
す
る
の
心
特
に
相
成
そ
れ
が

　
　
　
た
め
金
の
事
は
フ
凹
心
配
致
さ
、
‘
り
し
次
第
に
候
。
こ
れ
は
葬
式

　
　
　
費
用
と
し
て
出
し
て
貫
ふ
積
り
に
考
居
候
其
代
り
興
津
で
死
ん
で

　
　
　
も
葬
費
は
十
五
円
位
で
悉
皆
済
ま
せ
た
く
と
存
候
。
こ
れ
は
戯
談

　
　
　
に
は
無
之
候
。

　
　
　
　
移
転
費
は
（
敷
金
を
除
き
）
五
十
円
と
見
積
り
居
候
。
百
円
か

　
　
　
か
る
や
う
に
て
は
止
め
ね
ば
な
ら
ず
と
存
候
。
こ
れ
は
貴
兄
へ
対

　
　
　
す
る
配
慮
の
た
め
に
あ
ら
ず
身
分
の
点
よ
り
割
り
出
し
さ
う
で
な

　
　
　
け
れ
ば
自
ら
安
ん
じ
不
申
候
。

　
　
　
　
鶏
頭
の
花
に
涙
を
澱
ぎ
け
り
　
　
　
規

　
　
　
　
　
九
月
十
四
日

　
　
　
　
唐
子
兄

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
書
簡
』
六
三
七
）

　
　
少
々
長
い
引
用
で
は
あ
る
が
、
こ
の
文
中
に
「
死
に
と
い
う
言
葉
が

　
出
て
お
り
、
そ
の
気
持
の
上
で
「
涙
を
濃
ぎ
け
り
」
と
来
れ
ば
こ
の
関

　
連
は
見
通
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
本
健
吉
氏
の

ｙ
　
　
　
十
四
五
本
の
強
健
頑
丈
な
植
物
の
群
立
が
病
子
規
の
消
え
な
ん

　
　
　
と
す
る
生
命
を
圧
倒
す
る
と
西
京
三
鬼
は
言
う
。
こ
れ
は
「
自
己

　
　
　
の
生
の
深
処
に
触
れ
た
」
と
い
う
誓
子
説
の
延
長
の
上
に
述
べ
ら

　
　
　
れ
た
も
の
で
、
面
白
い
意
見
だ
が
、
死
ま
で
に
ま
だ
三
年
を
余
す

　
　
　
子
規
を
あ
ま
り
に
瀕
死
に
追
い
こ
ん
で
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
む
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し
ろ
面
白
す
ぎ
る
説
で
あ
る
・
害

　
と
い
う
意
見
の
間
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、

西
東
三
鬼
の
「
鶏
頭
の
群
立
が
子
規
の
生
命
を
圧
倒
す
る
」
と
い
う
意

見
に
は
私
も
賛
成
出
来
な
い
が
、
こ
の
年
の
子
規
の
「
死
」
に
対
す
る

気
持
は
、
『
仰
臥
漫
録
　
二
』
　
（
明
治
三
十
四
年
十
月
二
十
七
日
　
曇
）

の　
　
　
去
年
ノ
誕
生
日
ニ
ハ
御
馳
走
ノ
食
ヒ
ヲ
サ
メ
ヲ
ヤ
ル
積
リ
デ
碧

　
　
四
虚
鼠
四
人
ヲ
招
イ
タ
。
北
時
ハ
余
ハ
イ
フ
ニ
イ
ハ
レ
ヌ
感
慨
二

　
　
打
タ
レ
テ
胸
ノ
中
ハ
実
ニ
ヤ
ス
マ
ル
コ
ト
ガ
ナ
カ
ッ
タ
。
余
ハ
北

　
　
口
ヲ
非
常
二
自
分
二
取
ッ
テ
大
切
ナ
日
卜
思
フ
タ
ノ
デ
、
先
ヅ
庭

　
　
ノ
松
ノ
木
カ
ラ
松
ノ
木
へ
白
木
綿
子
張
リ
ナ
ド
シ
タ
。
コ
レ
ハ
前

　
　
ノ
小
菊
ノ
色
ヲ
ウ
シ
ロ
側
ノ
鶏
頭
ノ
色
が
圧
ス
ル
カ
ラ
此
自
発
デ

　
　
鶏
頭
ヲ
隠
シ
タ
ノ
デ
ア
ル
。
ト
コ
ロ
ガ
暫
ク
ス
ル
ト
曇
リ
ガ
少
シ

　
　
取
レ
テ
日
が
赫
ト
サ
シ
タ
ノ
デ
右
ノ
白
発
へ
五
六
本
ノ
鶏
頭
ノ
影

　
　
が
高
低
二
映
ッ
タ
ノ
ハ
実
二
妙
デ
ア
ッ
タ
。

　
と
、
前
年
を
ふ
り
か
え
っ
た
文
中
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

即
ち
「
御
馳
走
ノ
食
ヒ
ヲ
サ
メ
」
の
積
り
で
「
余
ハ
イ
フ
ニ
イ
ハ
レ
ヌ

感
慨
二
打
タ
レ
」
「
北
口
ヲ
自
分
二
取
ッ
テ
大
切
ナ
日
」
と
思
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
「
死
」
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
場
面
に
も
鶏
頭
が
強
く
た
く
ま
し
い
も

の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
年
の
子
規
の
病
状
は

　
　
　
小
生
の
衰
弱
は
月
々
日
々
に
相
増
候
事
故
貪
吏
の
事
に
は
無
之

　
　
候
へ
ど
も
、
殊
に
今
年
の
夏
以
来
衰
弱
一
方
な
ら
ず
、
終
に
例
会

〃″

を
廃
す
る
の
巳
む
を
得
ざ
る
に
至
り
候
。
（
『
消
息
』
明
治
三
十

三
年
十
月
二
十
三
日
）

　
に
は
っ
き
り
と
そ
の
病
気
の
重
さ
を
書
い
て
い
る
。
⑤

　
子
規
は
生
涯
に
鶏
頭
の
句
を
五
十
八
句
作
っ
て
い
る
。
『
寒
山
落
木
』

　
『
俳
句
稿
』
に
五
十
六
句
、
そ
し
て
『
書
簡
』
『
仰
臥
漫
録
』
に
フ
司

ず
つ
載
っ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
作
品
は
、
明
治
二
十
五
年
の

　
　
何
も
か
も
か
れ
て
墓
場
の
鶏
頭
花
　
　
子
　
規

　
で
あ
り

　
　
鶏
頭
や
油
ぎ
っ
た
る
花
の
色

　
　
大
木
に
竺
ん
で
高
し
鶏
頭
花

　
　
こ
け
も
せ
で
二
百
十
日
の
鶏
頭
花

　
の
よ
う
な
強
さ
を
詠
っ
た
も
の
が
多
い
。

れ
た
と
い
う
の
は

子

規

同同そ
の
強
さ
に
子
規
が
魅
か
　
　
1
6

　
　
鶏
頭
や
今
年
の
秋
も
た
の
も
し
き
　
　
子
　
規

　
で
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
鶏
頭
に
心
ひ
か
れ
た
理
由

と
し
て
、
二
つ
ほ
ど
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
鶏
頭
の
色
彩
が
「
赤
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
　
芭
蕉
青
く
鶏
頭
赤
き
野
寺
か
な
　
　
　
子
　
規

　
こ
の
句
に
お
け
る
「
鶏
頭
赤
き
」
の
「
赤
」
に
対
し
て
、
子
規
は
次

の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
色
は
百
種
も
千
種
も
あ
る
け
れ
ど
、
概
し
て
天
然
界
の
色
は
つ

　
　
や
？
か
に
う
つ
く
し
く
、
人
間
界
の
色
は
く
す
ん
で
曇
っ
て
居
る
」

「
併
し
天
然
の
色
で
も
其
中
で
最
も
必
要
な
の
は
赤
で
あ
る
。



　
　
赤
色
の
無
い
天
然
の
色
は
如
何
に
美
し
く
て
も
活
動
す
る
事
が
な

　
　
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
赤
』
明
治
三
十
二
年
六
月
）

　
こ
の
年
子
規
は
『
俳
句
の
初
歩
』
の
中
で
「
写
実
的
自
然
は
俳
句
の

大
部
に
て
、
即
ち
俳
句
の
生
命
な
り
」
と
述
べ
、
又
『
随
問
随
答
』
で

は
「
写
実
の
目
的
を
以
て
天
然
の
風
光
を
探
る
」
と
し
て
、
自
然
へ
の

傾
倒
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
特
に
「
赤
」
色
に
好
意
を
持

ち
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
鶏
頭
を
好
も
し
く
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
二
つ
は

　
　
秋
書
き
ん
と
し
て
鶏
頭
愚
な
り
け
り
　
子
　
規

　
の
如
く
、
鶏
頭
が
い
か
に
も
「
愚
」
と
い
う
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
（
こ
の
愚
に
つ
い
て
は
次
の
項
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
）

　
以
上
鶏
頭
の
強
さ
、
赤
、
愚
か
さ
に
魅
か
れ
た
子
規
は
又

　
　
鶏
頭
ノ
マ
ダ
イ
ト
ケ
ナ
キ
野
分
カ
ナ
　
子
　
規

　
の
よ
う
に
愛
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
見
て
来
る
と
、
「
鶏
頭
」
と
「
枯
菊
」
の
比
奴
等
は
作
者
を
置

き
去
り
に
し
た
単
に
作
品
の
上
の
論
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
き
な

問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

三
　
子
規
の
位
置
と
「
あ
り
ぬ
べ
し
」

と
こ
ろ
で
子
規
の
作
品

　
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し

子
　
規

.〃

　
は
『
俳
句
稿
　
巻
二
』
の
明
治
三
十
三
年
秋
の
「
草
」
の
部
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
一
句
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
句
に
詠
わ
れ
て
い
る
鶏
頭
に

つ
い
て
の
考
察
を
い
く
つ
か
上
げ
て
み
よ
う
。

⑤
　
こ
の
鶏
頭
は
鉢
植
え
の
そ
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
も
す
る

　
　
（
例
え
ば
改
造
礼
服
全
集
一
巻
口
絵
）
の
だ
が
、
い
ま
確
証
が
な

い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
肯
定
評
価
は
絶
対
に
な
る
。

文
男
）

　⑥

－
今

井

⑧
　
こ
の
句
を
百
姓
家
の
景
だ
と
解
す
る
理
解
も
見
ら
れ
る
の
で
あ

　
る
が
、
「
鶏
頭
の
十
四
五
本
」
の
句
に
そ
う
し
た
農
家
の
影
め
い

　
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
何
物
か
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
鶏
頭
の
十

　
本
ば
か
り
百
姓
家
」
の
句
が
、
子
規
の
中
に
下
敷
き
に
な
っ
て
い

　
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
（
松
井
利
彦
）

⑤
　
庭
の
鶏
頭
を
一
瞥
し
て
の
こ
と
か
、
あ
る
い
は
想
像
し
て
の
こ

　
と
か
わ
か
ら
な
い
が
、
十
四
五
本
と
い
う
断
定
は
作
者
の
純
粋
な

　
判
断
で
あ
り
、
そ
の
判
断
の
強
さ
が
こ
の
句
を
支
え
て
い
る
と
言

ヽ
え
ト
で
つ

（
福
永
耕
二
）

⑩
　
こ
れ
は
即
興
窓
側
の
句
な
の
で
あ
る
。
病
床
六
尺
、
晩
秋
の
小

庭
の
雑
然
と
生
え
た
鶏
頭
の
群
落
を
阻
前
に
見
て
、
子
供
の
よ
う

に
喜
ん
で
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
（
山
本
健
吉
）

⑥
　
こ
の
頃
一
部
の
俳
人
仲
間
に
や
か
ま
し
い
「
鶏
頭
の
十
四
五
本

　
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
の
如
き
は
、
病
臥
し
て
ゐ
て
実
際
鶏
頭
の
数
を

　
数
へ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
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と
言
っ

の
で
あ

良治

で
、
十
四
五
本
位
あ
る
で
あ
ろ
う
と
正
直
に
言
っ
た

（
高
浜
虚
子
）

　
以
上
、
最
近
書
か
れ
た
も
の
を
含
め
て
五
つ
あ
げ
て
み
た
が
、
そ
れ

ら
を
一
つ
ず
つ
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
今
井
氏
の
意
見
で
あ
る
が
、
改
造
杜
版
全
集
一
巻
口
絵
に
あ
る

鉢
植
の
鶏
頭
は
、
ど
う
み
て
も
五
六
本
し
か
描
か
れ
て
な
く
、
当
時
「

実
際
の
有
の
ま
ま
を
写
す
を
仮
に
写
実
と
い
よ
。
又
写
生
と
い
ふ
」
（

　
『
叙
事
文
』
明
治
三
十
三
年
）
と
そ
の
写
生
説
を
完
成
し
つ
つ
あ
っ
た

子
規
が
、
こ
れ
を
十
四
五
本
と
詠
う
こ
と
は
な
い
と
思
え
る
。
又
、
鉢

植
え
の
鶏
頭
で
あ
れ
ば
、
鶏
頭
の
も
つ
本
来
の
あ
の
た
く
ま
し
さ
が
失

わ
れ
、
前
項
で
述
べ
た
子
規
の
鶏
頭
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
な
お
、
全
集
六
巻
に
も
鶏
頭
の
口
絵
が
載
っ
て
い
て
、

こ
れ
に
は
確
か
に
十
四
五
本
の
鉢
植
え
の
鶏
頭
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
翌
三
十
四
年
に
近
所
の
床
屋
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
を
写
生
し
た

の
で
あ
り
、
こ
の
句
の
対
象
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
）

　
次
に
松
井
氏
の
説
で
あ
る
が
、
子
規
が
病
臥
の
状
態
で
あ
り
、
外
出

が
思
う
に
ま
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
少
し
お
か
し
く
な
る
。
こ

の
年
の
子
規
は
四
月
二
十
九
日
に
は
じ
め
て
外
出
し
、
伊
藤
左
十
夫
を

訪
ね
て
い
る
。
又
六
月
に
麓
宅
の
歌
会
に
出
て
、
そ
の
後
は
外
出
し
て

い
な
い
。
八
月
十
三
日
朝
の
喀
血
が
ひ
ど
く
、
九
月
よ
り
子
規
庵
の
諸

会
合
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
も
し
「
百
姓
家
」
の
景
だ
と
す
る

と
、
過
去
の
思
い
出
の
中
の
景
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
月
か
六
月
の

〃

外
出
時
に
見
た
鶏
頭
を
ふ
と
思
い
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
も

っ
と
以
前
、
例
え
ば
何
年
か
前
の
印
象
に
残
る
景
を
な
つ
か
し
み
な
が

ら
詠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『

俳
句
稿
』
に
は
こ
の
句
と
同
時
に

　
　
萩
刈
て
鶏
頭
の
庭
と
な
り
に
け
り
　
　
子
　
規

　
と
そ
の
頃
の
子
規
庵
の
情
景
（
後
述
）
を
詠
っ
た
と
思
わ
れ
る
一
句

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
福
永
氏
の
「
想
像
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反

論
に
も
な
り
得
る
。
た
だ
し
、
氏
の
言
わ
れ
る
想
像
の
対
象
は
子
規
庵

の
小
園
で
あ
ろ
う
か
ら
、
場
所
（
鶏
頭
）
は
同
意
見
で
あ
る
が
「
一
瞥
」

　
「
想
像
」
と
い
う
点
で
論
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
「
一
瞥
」
と
い
う

対
象
へ
の
目
の
向
け
方
を
子
規
は
決
し
て
し
な
い
。
「
目
的
が
其
事
を
　
1
8

写
す
に
あ
る
以
上
は
仮
令
う
る
さ
い
迄
も
精
密
に
か
か
ね
ば
読
者
に
は

介
点
が
行
き
難
い
」
　
（
『
病
床
六
尺
』
明
治
三
十
五
年
）
の
こ
の
凝
視

の
態
度
が
病
子
規
の
作
句
姿
勢
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
必
然
的
に
現
実

に
庭
に
燃
え
立
っ
て
い
る
鶏
頭
を
「
想
像
」
し
て
、
等
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
、
や
は
り
こ
の
句
の
鶏
頭
は
大
方
の
言
う
通
り
「

子
規
庵
庭
前
の
鶏
頭
」
と
見
る
の
が
一
番
妥
当
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う

だ
と
す
る
と
、
福
永
氏
を
含
め
て
山
本
、
高
涙
雨
氏
の
説
に
な
る
わ
け

で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
二
人
の
説
に
も
内
容
的
に
大
き
な
ず
れ
が
あ

る
。
「
鶏
頭
の
群
落
を
眼
前
に
見
て
」
と
い
う
山
本
氏
に
対
し
て
、
高

浜
氏
は
「
病
臥
し
て
ゐ
て
実
際
鶏
頭
の
数
を
数
へ
る
こ
と
が
出
未
な
か



っ
た
の
で
」
（
前
の
福
永
氏
の
「
想
像
」
と
同
じ
見
方
で
は
あ
る
が
、

福
永
氏
が
「
あ
り
ぬ
べ
し
」
を
断
定
と
解
し
た
の
に
封
し
、
高
浜
氏
は

　
「
あ
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
単
な
る
推
量
と
し
て
い
る
点
が
異
な
る
）
と

見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
私
は
次
の
子
規
の
一
文

『
明
治
三
十
三
年
十
月
十
五
日
記
事
』
を
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
「
余
が
病
体
の
衰
へ
は
一
年
々
々
と
や
う
や
う
に
は
な
は
だ
し

く
此
頃
は
睡
眠
の
時
間
と
睡
眠
な
ら
ざ
る
時
間
と
の
区
別
さ
へ
明

瞭
に
判
じ
難
き
程
な
り
：
：
：
中
略
…
…
此
日
位
の
熱
は
平
常
な
り
。

　
一
Ｉ
一
　
Ｉ
一
一
一
一
Ｘ
　
Ｉ
％
一
　
ｉ
一
　
Ｉ
一
ｉ
一
Ｉ
Ｘ
一
％
ｉ
ｌ
Ｓ

北
頃
は
筆
取
ら
ぬ
日
さ
へ
多
け
れ
ば
北
日
の
如
き
は
多
く
の
仕
事

を
し
た
る
日
な
り
。
蓋
し
平
日
よ
り
は
余
の
気
分
の
善
か
り
し
を

諾
す
る
に
足
る
…
…
中
略
…
…
…
ハ
コ
日
は
暖
か
な
れ
ば
北
京
の
掃

除
を
な
さ
ん
は
如
何
、
と
母
問
ふ
。
余
同
意
す
。
母
は
座
敷
に
寝

　
　
Ｘ
４
１
　
Ｓ
　
　
Ｉ
Ｘ
　
　
Ｘ
Ｘ
　
　
Ｘ
％
ｉ

恥
か
設
け
て
、
余
に
、
移
れ
、
と
い
ふ
。
・
…
…
中
略
…
…
敷
居
の

難
所
を
越
え
て
、
一
間
の
道
中
恙
無
く
、
座
敷
の
寝
床
に
着
く
。

蒲
団
の
上
に
這
ひ
上
り
て
、
今
度
は
足
を
障
子
に
向
け
て
北
枕
に

寝
ぬ
。
…
…
中
略
…
…
つ
い
で
に
庭
の
け
し
き
を
見
ん
と
、
母
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｘ
一
１
４
Ｉ
Ｓ
％
―
％
一
　
一

呼
び
て
障
子
を
左
右
に
あ
け
し
む
。
同
じ
庭
な
が
ら
病
室
の
前
に

ｉ
一
一
　
Ｉ
４
一
　
　
Ｘ
Ｉ
　
Ｉ
Ｘ
ｘ
ｌ
　
Ｉ
　
Ｉ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｘ
　
一
Ｓ
Ｘ
　
　
Ｘ
　
Ｘ

富
る
処
は
鶏
頭
、
葉
鶏
頭
な
ど
今
に
ぎ
や
か
に
見
ゆ
れ
ど
、
こ
ち

％
Ｘ
Ｘ
Ｘ
　
一
Ｘ
％
Ｉ
Ｘ
Ｘ
一
　
一

ら
の
方
は
見
る
べ
き
花
も
な
き
に
殊
に
日
も
か
げ
り
た
れ
ば
寒
さ

身
に
し
み
て
小
淋
し
き
様
な
り
。
萩
は
已
に
刈
ら
れ
花
も
な
き
菊

の
一
本
二
本
ね
ぢ
く
れ
た
る
が
、
杖
に
扶
け
ら
れ
て
僅
に
腰
を
あ

げ
け
り
。
薔
薇
、
朝
鮮
薔
薇
は
葉
大
方
落
ち
て
返
り
咲
の
一
輪
二

輪
か
す
か
に
は
の
め
く
。

　
其
後
に
あ
る
一
間
ば
か
り
の
大
の
赤
松
の
根
元
に
二
枚
の
板
を

も
た
せ
置
け
る
あ
り
。
こ
は
前
日
の
野
分
に
倒
れ
た
る
を
母
な
ど

が
引
き
起
し
て
瑕
初
の
板
を
置
き
、
そ
れ
で
支
へ
る
積
り
な
り
。

松
に
並
び
て
垣
根
に
あ
る
桜
桃
、
梅
、
柿
、
石
榴
な
ど
の
苗
本
、

殺
風
景
い
は
ん
方
な
し
。

　
鉄
鋼
の
大
鳥
寵
は
こ
こ
よ
り
は
病
室
に
て
見
る
と
反
対
の
側
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
４
ｘ
　
ｌ
一
一
一
　
一
％
ｉ
％
Ｘ
４
％
一
％
４
Ｘ

半
ば
見
る
な
り
。
鉄
鋼
を
隔
て
ヽ
鶏
頭
の
赤
や
黄
が
二
三
本
見
ゆ
。

Ｘ
Ｓ
ゝ
　
一
Ｉ
　
　
一
一
Ｘ
　
一
ｉ
ｌ
一
Ｉ
　
　
１
４
一
一
Ｘ
　
Ｓ
Ｓ
Ｘ
％
ｉ

鉄
鋼
と
鶏
頭
、
如
何
に
俗
な
る
事
ぞ
。
さ
れ
ぞ
池
内
に
面
白
き
所

　
Ｊ
　
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ

ｊ
り
あ
る
な
り

（
傍
　
点

筆
　
者
）

　
こ
れ
は
そ
の
題
の
如
く
、
ま
さ
に
子
規
の
そ
の
日
の
日
記
で
あ
る
が
、

問
題
の
鶏
頭
の
フ
司
は
こ
の
日
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は

想
定
す
る
。

そ
の
理
由
と
し
て

①
「
此
頃
は
筆
取
ら
ぬ
日
さ
へ
多
け
れ
ば
、
此
日
の
如
き
は
多
く
の
仕

　
事
を
し
た
る
日
な
り
」
（
註
・
仕
事
の
主
た
る
も
の
は
ホ
ト
ト
ギ
ス

‘
募
集
の
「
週
間
日
記
」
の
手
入
れ
、
及
び
ホ
ト
ト
ギ
ス
募
集
の
「
一

　
日
記
事
」
を
書
い
た
こ
と
）
と
あ
る
よ
う
に
「
平
日
よ
り
気
分
の
善

　
ひ
」
日
で
あ
っ
た
こ
と
。

②
「
つ
い
で
に
庭
の
け
し
き
を
見
」
て
「
萩
は
己
に
刈
ら
れ
」
て
い
る

、
事
を
は
っ
き
り
確
認
し
た
こ
と
は
、
前
掲
の
「
萩
刈
て
鶏
頭
の
庭
と
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な
り
に
け
り
」
と
重
な
る
。
（
萩
を
刈
っ
た
の
が
こ
の
日
で
た
と
え

　
な
く
て
も
、
「
病
・
堅
の
前
に
京
る
処
は
鶏
頭
、
葉
鶏
頭
な
ど
今
に
ぎ

　
や
か
に
昆
ゆ
れ
ど
」
と
対
称
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
）

③
「
鉄
鋼
を
隔
て
こ
眉
引
の
赤
や
黄
が
二
二
本
日
毎
回
鉄
鋼
と
鶏
頭
如

　
何
に
俗
な
る
事
ぞ
。
さ
れ
ど
池
内
に
面
白
き
所
も
あ
る
」
と
鶏
頭
に
　
’

　
興
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
（
こ
の
「
俗
な
る
㈲
」
を
面
白
き
と
感
じ

　
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
前
哨
の
「
愚
」
を
愛
し
た
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
第
四
巻
第
一
号
の
は
じ
め
ド
」
一
　
（
明

　
治
三
圭
二
年
十
月
）
の
中
に
昆
る
こ
と
の
出
来
る
干
規
の
本
心
に
根

ざ
し
て
い
る
感
情
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
初
め
伊
佐
に
生
れ
た
時
か
ら
私
生
児
の
や
う

　
　
な
取
扱
を
受
け
て
居
て
、
…
匹
の
中
へ
余
り
披
露
せ
ら
れ
な
か
っ
か
ド

　
　
東
京
の
新
聞
雑
誌
へ
広
告
す
る
と
い
ふ
肛
も
な
い
、
真
に
日
陰
者

　
　
境
涯
で
育
っ
て
来
だ
。
」
「
都
の
人
か
ら
見
た
ら
ば
、
さ
ば
け
の

　
　
な
い
、
野
暮
な
肥
料
臭
い
奴
だ
と
Ｔ
百
に
排
斥
せ
ら
れ
る
の
は
諭

　
　
ず
る
迄
も
な
い
。
け
れ
ど
も
い
く
ら
笑
は
れ
て
も
、
江
戸
児
の
鳶

　
　
似
を
し
て
半
可
通
の
お
尻
へ
く
っ
つ
い
て
行
く
の
は
い
や
だ
、
ど

　
　
こ
迄
も
野
暮
で
通
し
て
行
き
た
い
、
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
決
心
し
た
い

　
こ
の
野
蒜
と
愚
と
俗
が
「
面
白
し
」
に
結
び
つ
く
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
　
筆
者
）

　
以
上
の
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
最
も
大
事
な
の
は
「
座
敷
」

よ
り
の
眺
め
で
は
「
鶏
頭
の
赤
や
黄
が
二
三
本
見
」
え
か
こ
一
と
で
あ
る
。

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
年
の
十
月
一
日
（
こ
の
記
事
よ
り
十
四

日
前
）
の
消
息
に
よ
る
と
、
恐
ら
く
庭
前
に
は
五
六
本
の
葉
鶏
頭
と
ト

四
五
本
の
鶏
頭
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
叉
、
同
ト
ー
日
（
記
事
の

四
口
前
）
の
消
息
に
は
「
拙
宅
前
庭
葉
鶏
頭
は
侑
末
方
に
相
成
沢
へ
ど

も
鶏
頭
は
日
に
増
し
て
首
く
椙
成
り
申
沢
」
と
あ
る
。
ご
規
は
‐
1
1
座
敷
」

に
居
て
赤
や
具
に
燃
ゆ
る
二
三
本
の
目
七
半
な
鶏
即
今
実
際
に
眺
め
な
が

ら
、
そ
の
座
敷
か
ら
は
も
の
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
見
え
な
い
が
、
そ
れ
と

具
に
在
る
先
刻
ま
Ｔ
個
聯
で
目
七
帽
れ
て
い
た
鶏
頭
の
群
立
を
も
想
い
浮

か
べ
て
「
十
四
五
本
」
と
捕
え
、
√
め
り
ぬ
べ
し
』
と
き
っ
ぱ
り
Ｉ
．
口
い

放
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
場
ハ
‥
の
想
伴
け
…
ヅ
白
石
想
愧
で
は
な

く
、
具
体
的
浙
実
一
。
ご
二
本
）
を
凝
視
し
な
が
ら
の
士
‐
一
同
五
本
」
（

あ
り
ぬ
べ
し
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
‐
－
子
規
は
す
で
に
十
門
五
本
と
正
確
に
知
っ
て
い
た
）

な
の
で
あ
る
。
故
に
山
本
氏
の
い
う
「
病
床
六
尺
、
晩
秋
の
小
庭
の
雑
　
2
0

　
　
　
　
　
　
Ｘ
Ｘ
　
Ｘ
ｘ
ｌ
　
ｌ
　
一
　
Ｘ
Ｘ
　
Ｘ
Ｘ

然
と
生
え
た
鶏
頭
の
群
落
を
眼
前
に
見
て
」
　
（
鶏
頭
の
群
落
、
即
ち
十

四
五
本
の
全
て
を
現
実
に
見
て
い
る
の
な
ら
ば
、
も
の
の
数
を
正
確
に

捕
え
石
子
規
が
「
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
言
う
こ
と
は
な
い
と
思
え
る
）
い

る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
高
浜
氏
の
「
病
臥
し
て
ゐ
て
実
際
鶏
頭
の
数
を

数
へ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
と
言

っ
た
」
の
で
も
な
い
。

　
　
「
二
三
本
を
阻
前
に
見
な
が
ら
」
と
解
し
た
時
に
は
じ
め
て
「
あ
り

ぬ
べ
し
」
は
単
な
る
文
法
Ｌ
の
推
量
で
は
な
く
な
り
、
楠
本
憲
占
氏
の

い
う
「
〈
ぬ
〉
は
完
了
、
言
へ
し
〉
は
推
量
、
〈
ぬ
べ
し
〉
で
必
然
を

期
し
た
推
量
犬
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
病
室
時
の
記
憶
が
完
了
〈

ぬ
〉
と
し
て
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
楠
本
氏
も
子
規
の



位
置
に
つ
い
て
は
山
本
氏
の
「
眼
前
に
見
る
も
の
を
素
直
に
し
か
も
的

確
に
把
捉
し
」
か
を
引
用
し
て
い
る
点
、
筆
者
と
違
う
立
場
で
あ
る
が
）

　
　
　
四
　
「
十
四
五
本
」
と
「
七
八
本
」

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
山
本
健
吉
氏
の
決
定
的
な
好
論
か
お
る
。

　
　
　
　
「
現
実
の
鶏
頭
を
対
象
と
し
て
、
〈
七
八
本
〉
と
〈
十
四
五
本
〉

　
　
と
ど
ち
ら
が
美
し
い
か
較
べ
る
な
ど
は
、
庭
師
に
で
も
ま
か
せ
て

　
　
置
」
け
ば
良
い
こ
と
で
「
問
題
は
不
安
定
な
現
実
か
ら
ト
ラ
ン
ス

　
　
ポ
ー
ゼ
さ
れ
た
堅
固
な
作
品
の
世
界
な
の
だ
。
現
実
の
鶏
頭
よ
り

　
　
も
現
実
的
な
力
強
い
存
在
性
と
重
量
感
と
を
持
っ
て
立
っ
て
い

　
　
る
作
品
の
鶏
頭
な
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
か
ぎ
リ
〈

　
　
十
四
五
本
〉
と
〈
七
八
本
〉
と
の
優
劣
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
」

　
　
こ
の
句
は
「
鶏
頭
の
無
骨
さ
、
平
凡
さ
、
よ
ざ
ま
さ
こ
そ
鶏
頭
の

　
　
宿
命
に
外
な
ら
ぬ
と
い
う
発
見
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
〈
十
四

　
　
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
〉
と
い
う
在
り
よ
う
は
、
鶏
頭
そ
の
も
の
自

　
　
体
な
の
だ
づ

　
こ
れ
は
、
「
鶏
頭
の
七
八
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
試
み
に
作
り
か
え

て
、
そ
の
〈
十
囚
五
本
〉
に
ゆ
る
ぎ
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
斉
藤
玄
氏

に
反
論
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
の
視
点
も
や
は
り
作

品
の
可
否
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
作
者
と
離
れ
た
作
品
の
価
値
の

み
を
論
ず
る
論
と
し
て
は
完
璧
で
あ
る
と
思
う
。

　
だ
が
、
子
規
を
論
ず
る
陽
介
に
あ
っ
て
は
、
作
品
の
価
値
は
と
も
あ

れ
現
実
に
詠
わ
れ
た
〈
ト
四
五
本
〉
加
入
切
な
の
で
あ
る
。
ｆ
規
の
眼

の
哀
に
は
あ
り
あ
り
と
現
実
の
卜
四
五
本
Ｏ
Ｊ
の
目
。
一
体
的
な
数
字
は
前

項
に
て
詳
述
し
た
）
の
鶏
頭
加
あ
る
の
で
あ
る
。

　
写
生
俳
句
に
お
い
て
は
そ
の
庄
川
態
度
加
よ
り
回
生
的
に
な
れ
は
な

る
ほ
ど
、
そ
の
対
象
を
抽
え
る
の
に
数
詞
使
用
の
。
帽
ぼ
加
増
し
て
ゆ
く

傾
向
が
あ
る
。
（
例
え
ば
、
昭
和
初
出
の
俳
壇
で
主
観
的
傾
向
に
走
っ

た
水
原
秋
桜
子
の
数
詞
使
用
率
は
六
・
四
八
－
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
写
生
的
な
高
野
素
十
は
十
四
八
Ｉ
セ
ン
ト
の
高
率
で
あ
る
づ

そ
の
観
点
か
ら
子
規
の
兪
作
品
（
「
寒
山
落
本
」
「
俳
句
稿
」
）
を
調

べ
て
み
る
と
、
一
七
、
几
四
四
句
中
の
数
詞
使
用
句
加
実
に
Ｉ
、
几
一

七
句
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
体
の
Ｉ
〇
、
六
八
Ｉ
セ
ン
ト
に
当
た
る
、
こ

れ
は
相
当
高
い
使
用
率
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
「
物
」
を
数
的
に
択
捉
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
も
の
の
実
体
を

正
確
に
つ
か
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
叉
「
真
実
性
」
（
「
我
謂
ふ
所

の
有
の
ま
ま
に
写
す
と
は
即
ち
誠
に
外
な
ら
ず
」
『
曙
覧
の
歌
』
（
明

治
三
十
二
年
）
を
生
む
こ
と
で
も
あ
る
、
病
床
の
子
規
は
身
体
の
自
由

を
奪
わ
れ
た
か
わ
り
に
「
眼
力
」
を
得
た
。
そ
の
眼
力
こ
そ
子
規
の
写

生
俳
句
の
恨
本
の
生
八
四
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
作
品
に
お
い
て
〈

｛
ト
回
五
本
〉
と
〈
七
八
本
〉
を
置
き
か
え
て
目
九
る
等
と
い
う
こ
と
は
、

全
く
無
意
昧
な
の
で
あ
る
。
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五
　
お
わ
り
に

-__ノ゛

鶏
�
の
ト
順
ヅ
註
本
も
あ
り
ぬ
べ
し

ド
　
規

　
の
句
に
お
い
て
、
〈
鶏
�
〉
も
〈
十
四
元
本
〉
も
く
あ
り
ぬ
べ
し
〉

も
、
全
て
勤
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
斜
実
を
負
っ
て
詠
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
ま
さ
に
八
規
の
回
生
俳
句
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
本
橋
は
子
規
の
位
置
に
身
か
況
い
て
、
明
治
三
十
三
年
ト
月

ナ
九
ロ
の
子
規
庵
の
「
座
敷
’
」
か
ら
そ
の
脱
営
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

註
①
　
斎
藤
茂
吉
「
俳
句
寸
一
ざ
　
（
春
陽
堂
　
大
正
五
年
）

註
②
　
山
本
健
吉
「
俳
諧
に
つ
い
て
の
十
八
章
」
（
『
俳
句
の
世
界
』
講
談
社

　
　
昭
和
四
十
四
年
）

註
③
　
高
満
座
子
・
河
東
碧
梧
桐
編
『
子
規
句
集
』
（
友
善
堂
）
及
び
高
浜
虚
子

　
　
編
『
子
規
句
集
』
（
岩
波
書
店
）
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

註
④
　
前
掲
註
②
に
同
じ

註
⑤

註
⑥

註
⑦

　
『
子
規
全
集
』
（
改
造
社
版
）
に
よ
る
。

今
井
文
男
『
現
代
俳
句
の
教
え
方
』
（
右
文
書
院
　
昭
和
四
十
七
年
）

松
井
利
彦
『
正
岡
子
規
』
（
桜
楓
杜
　
昭
和
四
十
二
年
）

な
お
フ
ロ
姓
家
の
景
だ
と
解
す
る
理
解
」
と
は
阿
波
野
寺
畝
氏
や
村
野
四

郎
氏
の
意
見
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

註
⑧
　
福
永
耕
二
『
俳
句
鑑
賞
辞
典
』
水
原
秋
桜
子
編
（
東
京
堂
出
版
　
昭
和
四

　
　
ト
六
年
）

註
⑨
　
前
掲
註
②
に
同
じ

註
⑩

註註
⑩⑥

高
浜
虚
子
『
俳
句
へ
の
道
』
（
岩
波
新
書
　
昭
和
三
十
年
）

楠
本
憲
吉
『
正
岡
子
規
』
（
明
治
書
院
　
昭
和
四
十
一
年
）

前
掲
註
②
に
同
じ

註
⑩
　
拙
稿
『
初
鴉
－
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
』
べ
別
府
大
学
国
語
国
文
学
第
十

　
　
二
号
　
昭
和
四
ナ
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
本
学
講
師
－
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