
作
品
を
鑑
賞
す
為
場
合
、
一
句
に
こ
め
ら
れ
た

作
者
②
お
も
い
が
、
い
つ
⑰
湯
合
で
も
、
そ
の
ま

ま
読
者
に
伝
達
き
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
□

こ
と
ば
が
、
概
念
の
記
号
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
以
卜
、
作
者
の
な
ま
な
ま
し
い
お
も
い
は
、
吾

く
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
た
ち
ま
ち
抽
象
化
き

れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
作
口
叩
の
価
値
と
い
う
も
の
は
、
作

者
に
と
っ
て
も
、
読
者
に
と
三
Ｌ
も
、
竹
品
が
人

間
的
存
在
弗
間
、
勺
お
も
い
の
誼
或
へ
ど
の
よ
う
に

深
く
か
か
わ
一
っ
て
い
く
か
に
よ
っ
て
異
定
す
る
。

仲
而
の
干
題
が
、
生
き
る
お
も
い
的
嫌
杣
で
あ

牙

は
じ
め
に

【
第
五
回
・
昭
和
六
十
一
年
度
】
現
代
俳
句
協
会
評
論
賞
受
賞
作

鑑
賞
の
諸
相

ｌ
俳
句
の
本
質
を
求
め
て

れ
ば
、
そ
れ
を
伝
達
す
る
た
め
に
は
、
こ
と
ば
は

手
段
と
し
て
の
実
用
的
機
韮
を
越
え
て
、
こ
と
ば

の
美
灼
機
能
を
推
得
し
、
こ
と
ば
自
身
に
よ
る
Ⅲ

律
的
な
言
耐
空
間
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。し
た
が
二
に
、
俳
句
を
吉
く
と
い
う
こ
と
は
、

日
常
的
な
こ
と
ば
の
枠
の
中
で
、
既
存
の
こ
と
ば

の
枠
を
越
え
た
《
（
虚
》
の
世
界
を
描
き
だ
す
こ
と

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
作
者
の
心
の
真
実
を
よ
み
と

ろ
う
と
す
る
営
為
こ
そ
鑑
賞
と
い
う
べ
き
で
あ
る

程つ
だ
か
ら
鑑
賞
に
は
、
読
者
の
主
体
釣
鞭
働
き
か

け
が
不
叫
欠
と
な
り
、
そ
れ
故
に
、
鑑
賞
め
諸
扣

が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
相
に
触
れ
左
が
ら
、
半

加
藤
鍬
邨
の
有
に

涼
き
声
硯
に
月
の
き
し
ゐ
た
り

と
い
う
句
が
あ
る
。

俳
句
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
作
者
の
体
験
②

巾
で
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

作
者
は
、
い
ま
、
月
の
き
し
こ
人
で
く
る
書
斎

で
鍵
用
の
硯
考
な
が
錦
て
い
る
＆
こ
れ
は
、
作
者

の
日
常
甑
陣
駛
で
あ
る
，
月
の
も
と
で
伺
ざ
し
口

も
硯
を
な
が
め
た
で
あ
ろ
う
し
、
来
る
ｎ
も
ま

た
、
硯
を
手
に
と
っ
て
賞
美
す
る
に
ち
が
い
斬
い

来
俳
句
と
は
侭
か
と
い
、
っ
問
題
に
っ
一
い
て
考
え
て

み
た
い
“

二
体
験
に
よ
る
相
違

昂

野

昌

彦
- ■ ゴ ー . ． - . ＝ 一 一 一 一 一

謂１






























