
　

シ
リ
ー
ズ
86
と
119
で
、
正
岡
子
規
が
学
生

時
代
の
明
治
二
十
四
年
（
一
九
〇
一
）、
善

光
寺
か
ら
木
曽
へ
と
善
光
寺
街
道
を
た
ど
っ

た
紀
行
文
「
か
け
は
し
の
記
」
に
触
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
中
に
は
道
中
で
の
感
慨
を
も

と
に
子
規
が
作
っ
た
俳
句
や
短
歌
が
い
く
つ

も
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
一
つ
趣
向

の
違
う
短
歌
が
あ
り
ま
す
。

　　

む
ら
き
え
し
や
ま
の
白
雪
き
て
み
れ
ば

　

駒
の
あ
か
き
に
ゆ
ら
ぐ
卯
の
花

　

▽
姿
形
が
沁
み
入
る

　

子
規
の
旅
は
六
月
下
旬
。
こ
の

歌
は
乱

み
だ
れ
ば
し
じ
ゅ
く

橋
宿
（
旧
坂
北
村
、
現
筑

北
村
）
で
一
泊
し
て
翌
日
、
馬
に

乗
っ
て
立
峠
に
上
る
途
中
の
風

情
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
が
、
夏
本

番
を
前
に
道
端
に
た
く
さ
ん
咲

く
白
い
花
が
「
卯う

の
花
」
で
あ
る

こ
と
を
馬
子
に
教
え
て
も
ら
い
、

「
い
と
う
れ
し
く
て
」（
本
文
の
表

記
の
ま
ま
）、
つ
ま
り
「
と
て
も

う
れ
し
く
な
っ
た
の
で
」
と
歌
を

作
っ
た
動
機
を
説
明
し
て
い
る

の
で
す
（
卯
の
花
は
下
の
写
真
、

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
か
ら
借
用
）。

　

ほ
か
の
句
歌
に
は
、
作
っ
た
事

情
を
説
明
し
た
目
立
つ
言
葉
が

添
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
不
思

議
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
、
俳

人
、
坪
内
稔
典
さ
ん
の
著
書
「
正
岡
子
規
の

<

楽
し
む
力>

」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
を
読
ん
で

い
た
ら
、
子
規
が
肺
結
核
を
患
っ
て
喀か

っ
け
つ血

し

た
の
は
二
十
二
歳
（
明
治
二
十
二
年
）
の
と

き
の
卯う

づ

き月
（
陰
暦
四
月
、
現
在
の
暦
だ
と
五

月
ご
ろ
）
で
、「
卯
の
花
」
は
子
規
に
と
っ

て
特
別
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
最
初
の
子
規
の
喀
血

は
善
光
寺
街
道
を
歩
く
二
年
前
で
す
が
、
当

時
、
肺
結
核
は
致
死
の
病
と
み
な
さ
れ
て
い

た
の
で
、
そ
れ
は
深
刻
な
事
態
で
し
た
。

　

喀
血
し
た
と
き
に
は
「
卯
の

花
を
め
が
け
て
き
た
か
時

ホ
ト
ト
ギ
ス鳥

」

「
卯
の
花
の
散
る
ま
で
鳴
く
か

子ホ
ト
ト
ギ
ス

規
」
と
い
う
卯
の
花
を
強
く

意
識
し
た
句
も
作
っ
て
い
る
そ

う
で
す
。
た
だ
、「
か
け
は
し

の
記
」の
中
で「
教
え
て
も
ら
っ

て
卯
の
花
だ
と
分
か
っ
た
」
と

い
う
趣
旨
の
こ
と
を
明
か
し
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
子
規

は
喀
血
し
た
と
き
に
は
ま
だ
卯

の
花
が
ど
ん
な
花
な
の
か
よ
く

は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
い
や
全
く
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
な

い
に
し
て
も
、
立
峠
に
上
る
旅
の
途
上
で
初

め
て
子
規
の
心
身
に
卯
の
花
の
姿
形
が
沁
み

入
っ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
（
立
峠
の
卯

の
花
が
五
月
で
は
な
く
六
月
下
旬
に
咲
い
て

い
た
の
は
、
山
間
地
な
の
で
開
花
が
遅
れ
て

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
）。

　

子
規
が
卯
の
花
に
強
い
思
い
入
れ
を

抱
い
た
の
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
い
う
鳥

と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
は

「
特ト

ッ
キ
ョ
キ
ョ
カ
キ
ョ
ク

許
許
可
局
」「
テ
ッ
ペ
ン
カ
ケ
タ
カ
」
な

ど
と
記
さ
れ
る
鳴
き
声
で
よ
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
鳴
き
方
が
懸
命
で
の
ど
の
赤

い
部
分
を
見
せ
る
た
め
、
子
規
は
結
核
の
た

め
血
を
吐
い
た
自
分
を
そ
の
姿
を
重
ね
、
俳

句
を
作
る
と
き
の
名
前
で
あ
る
号
に
ホ
ト
ト

ギ
ス
と
も
読
む「
子
規
」と
い
う
漢
字
を
使
っ

た
の
で
し
た
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
古
来
、「
春

の
ウ
グ
イ
ス
」
に
次
い
で
夏
の
到
来
を
象
徴

す
る
鳥
だ
っ
た
の
で
、
同
じ
季
節
の
代
表
的

な
花
で
あ
る
卯
の
花
と
深
く
子
規
の
中
で
結

び
あ
っ
た
の
で
す
（
子
規
は
卯
年
の
生
ま
れ

で
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
）。

　

両
者
の
結
び
つ
き
は
古
く
、
万
葉
集
の
歌

に
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
卯
の
花
は
野

山
に
自
生
す
る
落
葉
灌
木
で
庭
や
垣
根
に
も

植
え
ら
れ
、
そ
の
形
姿
が
稲
の
穂
と
似
て
い

る
こ
と
か
ら
豊
穣
の
予
祝
に
使
わ
れ
縁
起
も

い
い
の
で
、
こ
の
花
を
自
分
の
分
身
の
よ
う

に
位
置
付
け
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
卯
月

は
「
卯
の
花
の
月
」
か
ら
生
ま
れ
た
呼
び
名

と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

　

▽
必
死
の
旅
？

　

そ
う
気
づ
い
て
か
ら
も
う
一
度
「
か
け
は

し
の
記
」
を
読
み
直
す
と
、
子
規
は
善
光
寺

街
道
を
相
当
な
覚
悟
を
も
っ
て
歩
い
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
い
く
つ
も
見
つ

か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

冒
頭
に
す
で
に
「
仏
の
御
力
を
杖
に
た
の

み
て
よ
ろ
よ
ろ
と
病
の
足
も
と
覚
束
な
く

草わ

ら

じ鞋
の
緒
も
結
び
あ
え
で
い
そ
ぎ
都
を
立
ち

い
で
ぬ
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。「
病

身
の
自
分
の
足
元
は
不
安
定
だ
が
、
と
に
か

く
東
京
を
出
発
し
た
」
と
病
の
身
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

続
け
て

　

五
月
雨
に
菅す

げ

の
笠
ぬ
ぐ
別
れ
哉か

な

　

と
い
う
句
を
添
え
て
い
ま
す
。

　

雨
が
触
れ
ば
菅す

げ
が
さ笠

は
か
ぶ
る
の
が
普
通

だ
と
思
い
ま
す
が
、
あ
え
て
「
ぬ
ぐ
」
と

詠
ん
だ
の
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
旅
が
ど

ん
な
旅
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
、
自
分
の

命
も
分
か
ら
な
い
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
知
人

に
顔
を
見
せ
て
お
こ
う
、
と
い
う
覚
悟
を

詠
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
て
き
ま

し
た
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
に
「
友
人
た
ち
が
は
な

む
け
の
詩
文
を
寄
せ
て
く
れ
た
」
と
し
て

　

卯
の
花
を
雪
と
み
て
こ
よ
木
曽
の
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
古
白
）

　

と
い
う
句
を
添
え
て
い
ま
す
。

　

古こ

は

く白
と
は
子
規
の
従
弟
（
本
名
・
藤
野
潔
）

で
す
。
子
規
が
旅
す
る
信
州
は
卯
の
花
が

咲
く
季
節
な
の
で
「
道
中
に
き
っ
と
卯
の

花
が
あ
る
は
ず
」
と
い
う
会
話
が
子
規
と

古
白
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
ま
す
。

　

ま
た
子
規
の
弟
子
で
あ
る
河か

わ
ひ
が
し
・
へ
き
ご
と
う

東
碧
梧
桐

が
子
規
に
寄
せ
た
文
も
載
せ
、
そ
こ
に
は

「
願
は
く
は
足
を
強
く
し
顔
を
焦
し
て
昔
の

我
君
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
と
故
郷
人
に
い

わ
れ
給
は
ん
事
を
」
と
あ
り
ま
す
。
善
光

寺
街
道
を
た
ど
る
子
規
の
こ
の
と
き
の
旅

は
故
郷
の
愛
媛
県
松
山
に
帰
る
途
上
だ
っ

た
の
で
、「
し
っ
か
り
歩
い
て
病
の
身
で
な

い
と
い
う
ほ
ど
に
日
に
焼
け
て
た
く
ま
し

く
な
っ
た
姿
を
故
郷
の
人
に
見
せ
て
き
て

ほ
し
い
」
と
は
な
む
け
の
言
葉
を
送
っ
て

い
ま
す
。
子
規
に
と
っ
て
は
覚
悟
、
必
死

の
旅
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

右
下
の
写
真
は
乱
橋
宿
の
現
在
の
様
子

で
す
。
中
央
奥
の
少
し
凹
ん
だ
部
分
が
立

峠
。
数
年
前
の
五
月
の
連
休
に
撮
影
し
た

も
の
で
す
。
街
道
沿
い
に
は
ま
だ
花
を
見

か
け
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
六

月
、
田
植
え
の
季
節
の
こ
ろ
に
な
る
と
今

も
峠
に
至
る
山
道
に
は
、
卯
の
花
が
咲
き

誇
る
の
で
し
ょ
う
か
。
左
上
の
写
真
は
立

峠
を
越
え
て
旧
四
賀
村
、
会
田
宿
に
下
っ

て
行
く
途
中
の
風
景
で
す
。
奥
に
見
え
る

の
が
雪
が
残
る
北
ア
ル
プ
ス
で
す
。
子
規

は
こ
ん
な
ア
ル
プ
ス
の
姿
も
眺
め
て
冒
頭

の
歌
を
作
っ
た
の
で
す
。

更
級
へ
の
旅

善
光
寺
道
で
発
見
、
感
激
し
て
歌
を
詠
む

121

松
尾
芭
蕉
が
歩
い
た

　

更
科
紀
行
街
道
の

今
・
そ
の
18

　

発
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編
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「卯の花」を病身の自分と重ねた正岡子規

→

→


