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九
月
十
九
日
は
俳
人
・
正
岡
子
規
の
命
日
で
あ
る
。
子
規
は
明
治
三
十
五
年
の
今
日
、

三
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
。 

 

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
若
い
頃
、
子
規
は
大
の
野
球
フ
ァ
ン
。
選
手
と
し
て
も 

活
躍
し
た
。
ま
た
、
野
球
用
語
の
日
本
語
化
に
も
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
る
。
「
バ
ッ
タ
ー
」

「
ラ
ン
ナ
ー
」「
フ
ォ
ア
ボ
ー
ル
」「
ス
ト
レ
ー
ト
」
と
い
っ
た
外
来
語
に
「
打
者
」「
走
者
」

「
四
球
」「
直
球
」
と
い
う
訳
語
を
つ
け
た
の
も
子
規
だ
。 

 

が
、
二
十
八
歳
の
時
に
喀
血
し
て
野
球
か
ら
足
を
洗
い
、
療
養
生
活
に
入
る
。
療
養
中

の
子
規
は
大
変
な
読
書
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
読
書
は
少
し
変
わ
っ
て
い
た
。 

一
冊
の
本
を
最
後
ま
で
読
む
こ
と
は
し
な
い
。
少
し
読
ん
で
は
、
頁
を
開
い
た
ま
ま
、

自
分
の
周
り
に
並
べ
て
い
く
。
い
つ
の
間
に
か
、
何
冊
も
の
読
み
か
け
の
本
が
ぐ
る
り
と

彼
の
寝
床
を
と
り
囲
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

似
た
よ
う
な
行
動
を
と
る
動
物
が
い
る
。

獺
カ
ワ
ウ
ソ

で
あ
る
。
カ
ワ
ウ
ソ
の
猟
は
変
わ
っ
て

い
て
、
獲
っ
た
魚
を
直
ぐ
に
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
は
し
な
い
。
少
し
食
べ
て
は
傍
に
置
き
、

次
の
魚
を
獲
り
に
行
く
。
や
が
て
、
捕
ま
え
た
獲
物
の
魚
が
岸
辺
に
ズ
ラ
リ
と
並
ぶ
こ
と

に
な
る
。
そ
の
様
子
は
、
ま
る
で
、
カ
ワ
ウ
ソ
が
魚
を
神
に
捧
げ
て
お
祭
り
を
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、「
獺 ダ

ッ

祭 サ
イ

」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
。 

晩
年
の
子
規
は
自
分
の
こ
と
を
好
ん
で
「
獺
祭
書
屋
主
人
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、 

「
獺
祭
書
屋
俳
話
」
と
い
う
単
行
本
も
出
し
て
い
る
。 

子
規
の
没
後
、
彼
の
命
日
を
表
す
の
に
「
獺
祭
忌
」
と
い
う
言
葉
が
で
き
、
秋
の
季
語

と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

獺
祭
忌 

明
治
は
遠
く 

な
り
に
け
り 

 

大
正
の
末
期
、
志
賀

シ

ガ

芥
子

カ

イ

シ

と
い
う
少
年
が
地
方
の
新
聞
に
投
稿
し
た
と
さ
れ
る
句
だ
。 

新
聞
少
年
だ
っ
た
志
賀
芥
子
が
尊
敬
す
る
正
岡
子
規
を
偲
ん
で
詠
ん
だ
も
の
と
言
わ
れ
る
。 

 

一
年
後
、
明
ら
か
に
こ
の
句
を
真
似
た
よ
う
な
作
品
が
世
に
出
る
。 

  
 

降
る
雪
や 

明
治
は
遠
く 

な
り
に
け
り 

  

こ
ち
ら
は
、
昭
和
初
期
に
は
俳
句
界
の
大
御
所
に
な
っ
た
中
村
草
田
男
の
句
だ
。
彼
が
、

東
大
生
の
時
、
昔
通
っ
た
青
山
小
学
校
を
訪
れ
て
、
雪
の
降
る
校
庭
で
詠
ん
だ
と
い
う
。 
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こ
の
句
が
発
表
さ
れ
た
時
、
季
語
で
あ
る
「
獺
祭
忌
」
を
「
降
る
雪
や
」
に
替
え
た
だ

け
の
草
田
男
の
句
は
、
剽
切
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
だ
。
が
、 

「
無
名
の
新
聞
少
年
」
対
「
俳
句
界
の
重
鎮
」
と
い
う
構
図
で
は
、
結
論
は
見
え
て
い
る
。 

 

単
に
子
規
の
命
日
に
子
規
を
偲
ん
だ
と
い
う
だ
け
の
句
に
対
し
て
、
草
田
男
の
作
品
は 

奥
の
深
い
秀
作
だ
と
い
う
理
由
で
お
咎
め
無
し
と
な
っ
た
。 

 

大
阪
の
Ｍ
Ｂ
Ｓ
（
毎
日
放
送
）
が
制
作
、
毎
週
木
曜
日
の
夜
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
で
も
配
信
す
る 

「
プ
レ
バ
ト
」
と
い
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
が
あ
る
。
芸
能
人
が
作
る
俳
句
を
夏
井
い
つ
き

と
い
う
俳
人
が
批
評
す
る
番
組
。
夏
井
の
毒
は
あ
る
が
悪
意
の
な
い
、
ボ
ロ
ク
ソ
批
評
が 

面
白
く
、
人
気
番
組
に
な
っ
て
い
る
。 

も
し
出
来
る
こ
と
な
ら
、「
毒
舌
先
生
」
の
異
名
を
と
る
夏
井
い
つ
き
先
生
に
草
田
男
の 

「
降
る
雪
や
」
の
評
価
を
お
願
い
し
た
い
。
大
先
輩
、
草
田
男
の
句
を
歯
に
衣
着
せ
な
い

調
子
で
こ
き
下
ろ
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
期
待
し
て
い
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

無
名
の
志
賀
芥
子
の
存
在
を
世
間
が
少
し
は
認
識
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

余
談
だ
が
、
清
酒
の
世
界
で
近
年
、
急
速
に
人
気
を
博
し
て
き
た
吟
醸
酒
に
「
獺
祭
」

と
い
う
銘
柄
が
あ
る
。
こ
の
名
前
の
由
来
は
、
蔵
元
の
旭
酒
造
本
社
の
所
在
地
か
ら
来
て

い
る
。「
山
口
県
岩
国
市
周
東
町
（
し
ゅ
う
と
う
ま
ち
）
獺
越
（
お
そ
ご
え
）」 

 

獺
越
の
由
来
は
、
そ
の
昔
、
隣
村
に
住
む
古
い
獺
が
子
ど
も
を
化
か
し
て
こ
の
村
ま
で

追
い
越
し
て
き
た
と
す
る
伝
承
か
ら
来
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
獺
」
が
正
岡
子
規
の

屋
号
「
獺
祭
書
屋
主
人
」
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
意
識
し
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

普
通
な
ら
読
め
な
い
「
獺
祭
」
と
い
う
難
し
い
字
を
お
酒
好
き
の
人
は
難
な
く
読
む
。

が
、
そ
の
意
味
を
問
う
と
ほ
と
ん
ど
の
人
は
答
え
ら
れ
な
い
。
左
党
の
人
た
ち
が
獺
祭
に

つ
い
て
も
う
少
し
勉
強
し
て
く
れ
れ
ば
、
志
賀
芥
子
の
名
前
が
浮
か
び
上
が
る
チ
ャ
ン
ス

に
も
な
る
の
だ
が
…
…
。 

 

余
談
つ
い
で
に
、
無
名
の
大
学
浪
人
生
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
戯
れ
句
を
一
句
。 

 

 

早
稲
田
落
ち 

明
治
も
遠
く 

な
り
に
け
り 

  

【
二
〇
一
九
年
九
月
十
九
日 

原
稿
用
紙
五
・
五
枚 

課
題
「
毒
」】 


