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は
じ
め
に

　
小
説
家
の
作
風
が
多
様
な
の
と
同
様
、
そ
の
俳
句
も
多
様
で
す
。

　
泉
鏡
花
、
内
田
百ひ

や
つ

閒け
ん

、
川
上
弘
美
な
ど
の
句
は
、
そ
の
小
説
と
同
質
の
あ
や
し
さ
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。

　
幸
田
露
伴
、
尾
崎
紅
葉
、
森
鷗お

う

外が
い

、
室む
ろ
う生
犀さ
い

星せ
い

な
ど
は
、
日
記
や
評
伝
か
ら
窺う
か
がわ
れ
る
作
家
の
生
き
方
と
俳

句
と
の
関
わ
り
が
興
味
深
い
。

　
俳
句
を
俳
句
と
し
て
き
っ
ち
り
読
ま
せ
る
の
は
芥
川
龍
之
介
で
す
。

　
太だ

宰ざ
い

治
や
宮
沢
賢
治
は
俳
句
の
中
で
も
太
宰
で
あ
り
、
賢
治
で
す
。

　
横
光
利
一
の
場
合
、
深
く
俳
句
を
愛
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
体
質
的
に
小
説
家
で
あ
り
す
ぎ
た
た
め
、
心

の
底
か
ら
俳
人
に
な
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
多
様
な
小
説
家
の
多
様
な
俳
句
に
ど
う
切
り
込
む
か
。
頭
を
悩
ま
せ
な
が
ら
書
き
進
め
、
最
終
章
で
は
夏
目

漱
石
対
永
井
荷
風
の
句
合
わ
せ
を
試
み
ま
し
た
。
は
た
し
て
ど
ち
ら
が
勝
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
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凡
　
例

一
、
引
用
部
は
二
字
下
げ
に
し
て
、
地
の
文
と
区
別
し
た
。

一
、
旧
字
体
の
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。

一
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
引
用
部
に
は
ル
ビ
を
適
宜
施
し
た
。
そ
の
際
、
ル
ビ
に
﹇
　
﹈
を
付
し
、
原

文
の
も
の
と
区
別
し
た
。
ま
た
、
著
者
の
判
断
に
よ
り
、
ル
ビ
を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、
引
用
に
は
一
部
、
今
日
の
人
権
意
識
に
照
ら
し
て
不
適
切
な
表
現
が
あ
る
が
、
原
典
の
時
代
性
に
鑑
み
、

原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
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〈
幸
田
露
伴
〉
の
章　
─
　

露
伴
流
俳
句
の
楽
し
み
方

幸
田
露
伴
〔
こ
う
だ
・
ろ
は
ん
〕

一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
〜
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
年
。
江
戸
・
下
谷
生
ま
れ
。
小
説
家
・
国
文
学

者
。
小
説
『
風
流
仏
』『
五
重
塔
』
な
ど
の
名
作
で
明
治
期
に
尾
崎
紅
葉
と
並
び
「
紅
露
時
代
」
と
称
さ

れ
る
一
時
期
を
画
し
た
。
以
降
、
和
漢
・
仏
典
の
学
識
を
基
に
、
史
伝
『
頼
朝
』『
運
命
』、
戯
曲
『
名
和

長
年
』、
長
編
詩
集
『
出
廬
』、『
評
釈
芭
蕉
七
部
集
』
な
ど
を
残
す
。
慶
応
か
ら
昭
和
戦
後
ま
で
を
生
き

抜
き
、
第
一
回
文
化
勲
章
受
章
。
別
号
は
蝸
牛
庵
、
叫
雲
老
人
ほ
か
。
俳
句
は
少
年
期
よ
り
親
し
む
。
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最
後
の
誕
生
日

『
五
重
塔
』
で
知
ら
れ
る
幸
田
露
伴
は
明
治
の
代
表
的
文
豪
の
一
人
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
幕
府
の
表

坊
主
（
江
戸
城
内
で
大
名
の
用
を
弁
じ
る
お
坊
主
）
を
務
め
る
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
生
粋
の
江
戸
っ
子
で
、
夏
目

漱
石
、
正
岡
子
規
、
尾
崎
紅
葉
と
同
年
生
ま
れ
。
こ
の
う
ち
最
も
長
く
生
き
た
の
が
露
伴
で
す
。

　

露
伴
が
亡
く
な
っ
た
の
は
昭
和
二
十
二
年
七
月
三
十
日
。
寝
た
き
り
で
あ
っ
た
晩
年
の
露
伴
は
小
石
川
の
家

を
戦
火
で
失
い
、
市
川
の
仮か

寓ぐ
う

で
次
女
の
文
子
（
作
家
の
幸
田
文
）、
孫
の
玉
子
（
随
筆
家
の
青
木
玉
）
と
暮
ら
し

て
い
ま
し
た
。
亡
く
な
る
一
週
間
前
の
七
月
二
十
三
日
、
露
伴
は
八
十
歳
の
誕
生
日
を
祝
い
ま
し
た
。
そ
の
様

子
を
幸
田
文
が
『
父
│
そ
の
死
│
』
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。
文
は
祝
い
の
た
め
、
近
所
の
魚
屋
に
尾
頭
付
き

を
頼
み
ま
し
た
。
鱸す

ず
きを
期
待
し
た
が
、
手
に
入
っ
た
の
は
二
十
セ
ン
チ
程
の
鯛た
い

。
そ
の
魚
屋
の
女お
か
み将
に
つ
い
て
、

文
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　

魚
屋
の
お
か
み
さ
ん
は
当
時
ち
ぎ
れ
た
鰯
で
も
、
と
ろ
と
ろ
し
た
烏
賊
で
も
取
り
あ
い
で
売
れ
て
行
く

な
か
に
、
盤
台
を
の
ぞ
い
て
小
な
ま
い
き
な
註
文
を
す
る
私
を
、
や
み
小
料
理
屋
の
姐
さ
ん
と
踏
ん
だ
こ

と
か
ら
冗
談
を
云
う
よ
う
に
な
り
、
八
十
の
年
よ
り
だ
か
ら
極
い
い
も
の
を
と
云
っ
た
ら
、「
当
節
お
と

っ
つ
ぁ
ん
に
い
い
も
の
食
わ
せ
る
な
ん
て
は
や
ら
な
い
よ
」
と
ま
ぜ
っ
か
え
し
た
。
新
聞
の
話
を
聞
い
た
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と
云
っ
て＊

、「
ロ
ケ
ン
先
生
っ
て
い
う
の
は
あ
ん
た
の
お
と
っ
つ
ぁ
ん
だ
と
い
う
話
じ
ゃ
な
い
か
」
と
わ

か
っ
た
よ
う
な
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
た
。
学
士
院
と
学
習
院
と
は
彼
女
に
は
同
一
の
も
の

で
あ
り
、
没
落
権
力
階
級
の
す
が
た
が
私
の
し
お
た
れ
た
か
た
ち
の
後
ろ
に
ち
ら
ち
ら
す
る
ら
し
く
も
思

え
た
。

＊
こ
の
箇
所
に
先
立
っ
て
「
そ
の
こ
ろ
毎
日
新
聞
が
父
の
日
常
を
伝
え
た
」
と
あ
る
。
引
用
者
注
。

「
ロ
ケ
ン
」
は
露
伴
が
露
件
と
誤
読
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
寝
た
き
り
の
露
伴
を
囲
ん
で
の
「
お
椀
・
野
菜
の

甘
煮
・
ひ
た
し
も
の
・
塩
焼
、
そ
れ
に
赤
の
御
飯
を
つ
け
た
膳
は
、
ち
ま
ぢ
ま
と
わ
び
し
か
っ
た
」
と
、
文
は

記
し
て
い
ま
す
。

　

小
さ
い
鯛
は
四
人
で
分
け
て
た
べ
た
。
最
初
に
箸
を
つ
け
た
玉
子
が
、「
水
無
月
や
鯛
は
あ
れ
ど
も
塩

く
じ
ら
」
と
祖
父
を
ま
ね
て
お
ど
け
て
云
い
、「
か
あ
さ
ん
意
外
に
お
い
し
い
わ
よ
」
と
云
っ
た
。
夏
、

鯛
を
使
う
と
父
は
必
ず
こ
の
句
を
云
っ
て
「
元
禄
か
ら
何
百
年
た
っ
て
る
と
思
う
」
と
云
っ
て
歎た

ん

じ
て
い

た
。

　

こ
の
と
き
玉
子
は
十
七
歳
。
露
伴
が
身
内
を
相
手
に
自
宅
で
俳
諧
を
講
じ
て
い
た
と
き
、
小
学
生
だ
っ
た
玉

子
も
参
加
し
て
い
た
の
で
す
。

「
水み

無な

月づ
き

や
鯛
は
あ
れ
ど
も
塩し
お

鯨く
じ
ら」
は
芭ば

蕉し
よ
うの
句
で
す
。
安あ

倍べ

能よ
し

成し
げ

や
太
田
水
穂
な
ど
と
行
っ
た
芭
蕉
研
究
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で
、
露
伴
は
こ
の
句
を
次
の
よ
う
に
評
し
ま
し
た
。

「
塩
く
ぢ
ら
」
は
水
無
月
の
食
ひ
物
で
あ
る
。
く
ぢ
ら
の
皮
を
強
い
塩
に
漬
け
て
木
枕
ほ
ど
の
形
に
し
て

あ
る
の
を
、
う
す
く
刺
身
の
や
う
に
き
り
、
そ
れ
へ
熱
湯
を
か
け
る
。
す
る
と
そ
れ
が
は
ぜ
た
や
う
に
な

り
て
、
ち
り
ち
り
と
縮
ん
で
、
玉
の
如
く
白
く
な
る
。
そ
れ
を
冷
水
に
冷
や
し
た
う
へ
で
酢
味
噌
で
食
ふ

の
で
す
。
冷
た
く
き
れ
い
で
全
く
暑
月
の
嘉
味
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
鯛
の
な
ま
ぬ
る
さ
よ
り
も
塩
く

ぢ
ら
と
い
ふ
の
で
す
。
暑
熱
の
時
分
の
鯛
は
い
け
ま
せ
ん
、
鯛
よ
り
は
鱸
、
鱸
よ
り
は
塩
鯨
で
す
。
然
し

あ
つ
さ
り
し
た
も
の
と
思
は
れ
て
は
困
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
全
体
が
脂
肪
で
す
か
ら
ね
。
何［

ど
う
］様
か
御
上
り

な
す
つ
て
下
さ
い
。
芭
蕉
の
夏
の
献
立
で
す
か
ら
。
ハ
ヽ
ヽ
。
辛
子
酢
味
噌
、
蓼
酢
味
噌
、
唐
辛
子
酢
味

噌
な
ど
が
甚
だ
宜
し
い
。 

（『
芭
蕉
俳
句
研
究　

続
々
』）

　

露
伴
以
外
の
評
者
は
「
鯛
の
様
な
結
構
な
或
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
な
く
、
塩
鯨
こ
そ
六
月
の
我
庵
に
相
応

し
い
と
云
ふ
位
の
意
味
」（
安
倍
）、「
六
月
と
い
ふ
季
節
に
は
烈
し
い
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
へ
塩
く
ぢ
ら
と

い
ふ
塩
か
ら
い
烈
し
い
も
の
を
持
つ
て
来
た
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
塩
く
ぢ
ら
と
い
ふ
語
調
の
ひ
ゞ
き
も
酷
熱
の

六
月
に
ふ
さ
は
し
い
」（
太
田
）
な
ど
と
、
水
無
月
と
鯛
と
塩
鯨
の
関
係
を
、
俳
諧
味
や
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
で

説
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
露
伴
は
「
鯛
の
な
ま
ぬ
る
さ
よ
り
も
塩
く
ぢ
ら
」「
辛
子
酢
味

噌
、
蓼
酢
味
噌
、
唐
辛
子
酢
味
噌
な
ど
が
甚
だ
宜
し
い
」
と
、
食
味
に
徹
し
た
句
解
を
し
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
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と
こ
ろ
に
も
「
格
物
致
知
」（
事
物
に
触
れ
て
理
を
窮き
わ

め
る
と
い
う
朱
子
学
の
理
念
）
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
露
伴
の

面
目
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

余
談
な
が
ら
「
ハ
ヽ
ヽ
」
は
「
こ
う
い
う
笑
声
を
文
章
に
勝
手
に
入
れ
る
の
が
露
伴
の
口
語
文
に
一
特
色
を

な
す
」（
塩
谷
賛
『
幸
田
露
伴
』）
の
だ
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
俳
人
の
高
浜
虚
子
宛
の
書
簡
で
、
其き

角か
く

の
句
に

触
れ
た
く
だ
り
に
「
行
徳
ハ
塩
や
く
と
こ
ろ
な
り
し
な
ら
ん　

今
は
蠣
灰
つ
く
る
の
み
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
」
と
あ

り
ま
す
（「
虚
子
宛
書し
よ

翰か
ん

」「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
大
正
十
三
年
八
月
号
）。

「
鯛
よ
り
は
鱸
、
鱸
よ
り
は
塩
鯨
」
と
言
っ
た
露
伴
で
す
が
、
生
涯
最
後
の
誕
生
日
に
供
さ
れ
た
の
は
、
塩
鯨

で
も
鱸
で
も
な
く
、
小
さ
な
、
し
か
し
、
文
の
心
づ
く
し
の
鯛
で
し
た
。
そ
の
七
日
後
、
露
伴
は
亡
く
な
り
ま

し
た
。
葬
儀
で
の
思
い
を
、
文
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　

一
日
雲
に
乗
っ
て
去
る
、
行
く
処
を
知
ら
ず
。「
喜
撰
法
師
っ
て
お
か
し
い
の
ね
、
お
じ
い
ち
ゃ
ま
。」

つ
い
こ
の
間
し
た
、
玉
子
と
祖
父
と
の
会
話
で
あ
っ
た
。「
そ
う
さ
、
お
じ
い
さ
ん
も
仙
人
に
な
れ
ば
雲

に
乗
っ
て
ど
っ
か
へ
行
く
。」「
そ
ん
な
の
少
し
変
だ
わ
。」「
変
じ
ゃ
な
い
さ
、
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。」
い

ず
こ
へ
行
き
た
も
う
父
上
よ
、

　
　

老
子
霞
み
牛
霞
み
流り

ゆ
う沙さ

か
す
み
け
り
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逝
き
た
も
う
か
父
上
よ
、

　
　

獅
子
の
児
の
親
を
仰
げ
ば
霞
か
な

　

親
は
遂
に
捐す

て
ず
、
子
も
ま
た
捐
て
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
死
は
相
捐
て
た
。
躍
り
あ
が
れ
ぬ
文
子
が
一

人
こ
こ
に
い
る
。 

（『
父
│
そ
の
死
│
』）

　

露
伴
の
死
に
直
面
し
た
文
の
心
の
中
に
、
露
伴
の
俳
句
が
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　
　

老
子
霞
み
牛
霞
み
流
沙
か
す
み
け
り　

露
伴

　

牛
に
乗
っ
た
老
子
は
定
番
の
画
題
で
す
。
露
伴
は
そ
れ
を
も
う
ひ
と
ひ
ね
り
し
ま
し
た
。
道
教
の
祖
の
老
子

は
乱
世
を
逃
れ
、
牛
に
乗
っ
て
西
方
へ
去
る
途
中
で
老
子
道
徳
経
を
著
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
流
沙

か
す
み
け
り
」
は
西
域
の
イ
メ
ー
ジ
。
露
伴
の
助
手
だ
っ
た
土
橋
利
彦
（
筆
名
・
塩
谷
賛
）
は
「
流
沙
は
死
を

象
徴
す
る
」（
新
潮
文
庫
『
父
・
こ
ん
な
こ
と
』
解
説
）
と
し
て
い
ま
す
。

　

流
沙
が
か
す
む
西
域
の
景
を
、
露
伴
は
、
俳
諧
の
季
語
の
「
霞
」
に
転
じ
ま
し
た
。
日
本
の
春
の
湿
潤
な
大

気
を
思
わ
せ
る
「
霞
」
は
「
流
沙
」
と
正
反
対
。
そ
こ
に
大
胆
な
俳
諧
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
さ
い
漢
字
の
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「
霞
」
と
仮
名
の
「
か
す
み
」
を
使
い
分
け
た
の
は
芸
の
細
か
い
と
こ
ろ
。

　

俳
句
の
実
作
者
は
「
霞
」
の
繰
り
返
し
が
わ
ざ
と
ら
し
く
な
い
か
、
漢
字
と
仮
名
の
バ
ラ
ン
ス
は
ど
う
か
、

な
ど
と
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
句
は
「
老
子
霞
み
牛
霞
み
」
ま
で
は
俳
諧
的
な
「
霞
」
の
中
の
桃
源
郷
的

世
界
。
そ
こ
か
ら
「
流
沙
か
す
み
け
り
」
と
い
う
茫ぼ

う

漠ば
く

た
る
砂
漠
の
イ
メ
ー
ジ
に
転
じ
ま
す
。
そ
の
転
じ
方
を

鮮
明
に
見
せ
る
た
め
、
句
の
前
半
の
「
霞
み
」
と
句
の
後
半
の
「
か
す
み
」
を
使
い
分
け
た
も
の
と
想
像
し
ま

す
。
漢
字
に
う
る
さ
い
露
伴
で
す
か
ら
、「
流
」
と
「
沙
」
の
サ
ン
ズ
イ
に
さ
ら
に
「
霞
」
の
ア
メ
カ
ン
ム
リ

が
加
わ
る
と
、
句
が
湿
気
っ
ぽ
く
な
る
と
思
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

露
伴
は
、
老
子
に
つ
い
て
「
漠
然
と
し
て
心
を
動
さ
ず
、
泊
然
と
し
て
神

た
ま
し
いを
安
ん
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

老
仏
の
徒
の
為
す
と
こ
ろ
に
近
し
。
恬
淡
に
し
て
、
愛
す
可
き
こ
と
は
愛
す
べ
し
、
寂
静
に
し
て
、
欣

［
よ
ろ
こ
］ぶ
可

き
こ
と
は
欣
ぶ
べ
し
、
所
謂
生せ

い

機き

払も
と

ら
ず
、
克こ
く

長ち
よ
う

条じ
よ
う

暢ち
よ
うす
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
足
ら
ず
と
い
ふ
べ
し
」（『
悦

楽
』）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
啓け
い

蒙も
う

家か

た
る
露
伴
は
、
老
子
や
仏
教
の
悟
り
澄
ま
し
た
思
想
は
愛
す
べ
き
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
生
き
生
き
、
伸
び
伸
び
と
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
で
す
。
し
か
し
俳
句
で
は
霞
に

消
え
て
ゆ
く
老
子
の
姿
に
心
を
遊
ば
せ
ま
し
た
。

　
　

獅
子
の
児
の
親
を
仰
げ
ば
霞
か
な　

露
伴
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「
躍
り
あ
が
れ
ぬ
文
子
が
一
人
こ
こ
に
い
る
」
と
文
が
書
い
た
通
り
、
親
獅
子
に
よ
っ
て
谷
に
突
き
落
と
さ
れ

た
子
獅
子
を
詠
ん
だ
句
で
す
。
親
は
は
る
か
に
遠
く
、
そ
の
姿
は
霞
に
距へ

だ

て
ら
れ
て
い
る
。
子
獅
子
の
悲
し
み

が
季
語
の
「
霞
」
に
託
さ
れ
て
い
ま
す
。『
蝸か

牛ぎ
ゆ
う

庵あ
ん

句
集
』
で
は
、
こ
の
句
は
次
の
よ
う
に
発
句
に
脇
を
添
え

た
形
で
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

獅
子
の
児
の
親
を
仰
げ
ば
霞
か
な

　
　
　

巌
間
の
松
の
花
し
ぶ
く
滝

　

霞
に
距
て
ら
れ
た
子
獅
子
の
目
に
映
る
の
は
、
岩
の
間
の
松
と
飛し

ぶ
き沫
を
飛
ば
す
滝
だ
け
。
親
獅
子
の
厳
し
さ

を
詠
っ
た
発
句
を
、
岩
や
松
を
詠
み
込
ん
だ
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
脇
が
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
滝
は
垂
直
方
向
に
句

の
空
間
を
広
げ
、
親
獅
子
の
居
所
が
は
る
か
高
み
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
松
の
花
の
生
命
感

と
滝
の
生
動
感
が
、
こ
の
二
句
を
観
念
だ
け
の
句
に
な
る
こ
と
か
ら
救
っ
て
い
ま
す
。

俳
句
の
読
み
手
と
し
て
の
露
伴

　

露
伴
は
、
大
正
九
年
に
着
手
し
た
『
評
釈
芭
蕉
七
部
集
』
を
昭
和
二
十
二
年
に
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
丁
寧
に

仕
上
げ
て
未
完
成
に
終
わ
る
の
と
、
ざ
っ
と
仕
上
げ
て
完
成
さ
せ
る
の
と
ど
ち
ら
が
良
い
か
と
露
伴
は
文
に
意

見
を
求
め
、
文
は
「
ざ
っ
と
で
も
終
り
ま
で
し
て
頂
き
た
い
」
と
願
っ
た
の
で
す
（
青
木
玉
『
小
石
川
の
家
』）。
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そ
の
口
述
の
さ
ま
を
、
青
木
玉
は
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

日
も
夜
も
な
く
夜
中
目
覚
め
て
、

「
や
ろ
う
か
ね
」

と
始
ま
れ
ば
時
を
越
え
て
、
七
部
集
の
元
禄
俳
諧
連
歌
の
座
が
壁
の
向
う
に
招
き
寄
せ
ら
れ
、
時
に
祖
父

の
目
は
軽
く
と
じ
ら
れ
、
又
時
に
う
す
暗
い
天
井
を
見
つ
め
て
は
い
て
も
気
は
読
み
手
の
心
の
動
き
を
捉

え
て
、

「
次
は
」

と
促
す
声
が
聞
え
、
土
橋
さ
ん
が
読
み
上
げ
る
。

「
う
ん
、
お
ろ
し
お
く
鐘
し
づ
か
な
る
か
、
鐘
が
下
し
て
あ
る
、
ど
う
し
て
、
い
や
違
う
、
お
ろ
し
お
く
、

お
ろ
し
お
く
鐘
、
そ
う
一
つ
こ
と
に
捉
わ
れ
て
は
い
け
な
い
、
も
っ
と
懐
を
ひ
ろ
く
考
え
を
置
か
な
く
て

は
駄
目
だ
」

　

そ
の
ま
ゝ
声
が
絶
え
て
い
る
。
土
橋
さ
ん
は
多
分
大
き
な
目
を
一
そ
う
見
ひ
ら
い
て
、
祖
父
の
顔
を
身

じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
に
見
守
っ
て
次
の
言
葉
を
待
っ
て
い
る
。
頭
の
中
は
、
あ
の
説
こ
の
注
が
ひ
し
め
き
合
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

（『
小
石
川
の
家
』）

「
お
ろ
し
お
く
鐘
し
づ
か
な
る
」
は
「
お
ろ
し
を
く
鐘
し
つ
か
な
る
霰
あ
ら
れ

哉　

勝
吉
」
と
い
う
句
で
す
。
鐘
楼
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か
ら
下
ろ
さ
れ
た
鐘
が
静
か
に
置
か
れ
、
霰
が
降
っ
て
い
る
。
鐘
の
静
と
霰
の
動
が
対
照
的
で
す
。
字
面
を
た

ど
っ
て
景
を
述
べ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
す
が
、
露
伴
の
評
釈
は
こ
の
句
に
先
立
つ
「
待
よ
ひ
の
鐘
は
堕
ち
た
る
草

の
中
」
と
い
う
芭
蕉
の
句
に
及
び
ま
す
。
芭
蕉
の
句
は
三み

井い

寺で
ら

の
鐘
を
詠
ん
だ
作
。
当
時
、
鐘
は
下
ろ
し
て
あ

り
、
そ
れ
を
「
鐘
は
堕
ち
た
る
草
の
中
」
と
詠
ん
だ
の
は
詩
的
創
作
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。

「
鐘
が
下
し
て
あ
る
、
ど
う
し
て
…
…
」
と
呟つ

ぶ
やく
露
伴
。
鐘
が
下
ろ
し
て
あ
る
理
由
を
問
い
、
眼
前
の
景
に
捉

わ
れ
ず
、
景
の
背
後
に
あ
る
歴
史
や
伝
承
、
先
行
句
な
ど
を
求
め
て
頭
の
中
を
探
し
回
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

同
じ
よ
う
に
鐘
を
詠
ん
だ
芭
蕉
の
句
に
た
ど
り
つ
い
た
の
で
す
。

　

勝
吉
の
句
と
芭
蕉
の
句
は
、
と
も
に
鐘
楼
か
ら
下
ろ
さ
れ
た
鐘
を
詠
ん
だ
作
で
す
。
芭
蕉
門
の
勝
吉
は
、
芭

蕉
の
句
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
俳
句
の
評
釈
と
は
、
多
く
の
作
者
や
多
く
の
作
品
の
間
に
あ
る

目
に
見
え
な
い
つ
な
が
り
を
見み

出い
だ

し
、
た
ど
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
露
伴
は
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　

勝
吉
の
句
の
主
題
は
鐘
で
は
な
く
、
静
か
な
鐘
を
詠
ん
で
霰
の
景
を
躍
如
と
見
せ
た
句
だ
と
露
伴
は
結
論
づ

け
ま
し
た
。
芭
蕉
の
句
を
知
ら
な
い
で
も
こ
の
結
論
は
得
ら
れ
ま
す
が
、
芭
蕉
の
句
と
併
置
対
照
す
る
こ
と
に

よ
り
、
句
の
評
釈
に
厚
み
が
増
し
ま
す
。

　

露
伴
の
読
み
を
、
別
の
読
み
手
と
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
以
下
は
、
芭
蕉
の
「
草く

た
び
れ臥
て
宿
か
る
こ
ろ
や
藤
の

花
」（
詞こ
と
ば

書が
き

「
大や
ま
と和
行
脚
の
と
き
」）
を
鑑
賞
し
た
室む
ろ
う生
犀さ
い

星せ
い

の
文
章
で
す
。
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「
丹
波
市
の
泊
り
に
し
や
う
か
？
」

　

芭
蕉
は
尾
張
か
ら
伴
ふ
た
杜
国
を
か
へ
り
見
た
。
美
青
年
の
俤

［
お
も
か
げ
］あ
る
杜
国
は
芭
蕉
よ
り
も
先
き
に
草

臥
れ
、
右
足
を
引
摺
つ
て
ゐ
た
く
ら
ゐ
で
あ
つ
た
。

「
わ
た
く
し
も
す
つ
か
り
疲
れ
ま
し
た
。」

　

路
上
に
奥
大
和
か
ら
の
駄
馬
が
落
し
て
行
つ
た
糞
さ
へ
、
乾
い
て
埃
白
い
ほ
ど
蒸
し
あ
た
た
か
い
日
で

あ
つ
た
。

　

宿
は
往
来
か
ら
入
り
込
ん
だ
茶
店
も
兼
ね
て
ゐ
る
旅
籠
屋
で
あ
つ
た
。
馬
の
草
鞋
に
駄
菓
子
を
鬻

［
ひ
さ
］ぐ
店

の
間
も
埃
だ
ら
け
だ
つ
た
。
洗
足
に
立
つ
た
芭
蕉
は
、
堀
井
戸
の
冷
た
い
水
に
足
を
浸
し
な
が
ら
、
手
を

額
の
あ
た
り
に
動
か
し
旅
の
具
の
始
末
を
し
て
居
る
杜
国
を
差
し
招
い
た
。

　

格
子
型
に
編
ん
だ
竹
の
棚
か
ら
垂
れ
た
藤
の
花
が
、
虻
と
蜂
の
唸
り
声
の
中
か
ら
美
事
に
咲
き
揃
ふ
て

ゐ
た
。

「
だ
い
ぶ
老
木
ら
し
い
ぢ
や
な
い
か
。」

　

根
の
幹
は
太
く
巌
丈
だ
つ
た
。
芭
蕉
は
そ
の
明
る
い
花
の
下
に
立
つ
た
。 

（
犀
星
『
芭
蕉
襍ざ
つ

記き

』）

　

犀
星
は
詩
人
の
想
像
力
を
駆
使
し
、
芭
蕉
の
姿
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
描
き
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

露
伴
の
『
評
釈
芭
蕉
七
部
集
』
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
（
現
代
語
に
訳
し
て
引
用
）。
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「
行
脚
」
は
禅
家
か
ら
出
た
言
葉
な
の
で
、
宋
音
で
ア
ン
ギ
ャ
と
読
む
習
い
で
あ
る
。
山
河
を
歩
き
、
精

神
を
澄
ま
せ
、
法
を
求
め
、
道
を
確
か
め
る
た
め
修
行
す
る
こ
と
を
い
う
。
草
臥
の
二
字
、
く
た
び
れ
と

読
む
。
疲
労
の
意
味
。『
芳
野
紀
行
』
に
、
旅
の
道
具
が
多
い
と
邪
魔
に
な
る
の
で
、
物
を
み
な
捨
て
て

し
ま
っ
た
も
の
の
、
夜
寝
る
た
め
の
紙
衣
一
枚
、
合
羽
の
よ
う
な
も
の
、
硯
筆
紙
薬
や
昼
食
な
ど
を
包
ん

で
背
負
っ
た
ら
、
甚
だ
足
腰
が
弱
く
て
力
の
無
い
身
に
は
、
後
ろ
に
ひ
か
れ
る
よ
う
で
道
が
な
お
進
ま
ず
、

た
だ
憂
鬱
な
ば
か
り
で
あ
る
、
と
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
こ
の
句
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
句
、

春
の
日
の
旅
の
さ
ま
が
昼
の
よ
う
に
見
え
て
、
め
で
た
い
。

　

見
て
来
た
よ
う
な
犀
星
の
鑑
賞
と
は
対
照
的
に
、
露
伴
の
評
釈
は
一
字
一
句
の
意
味
を
確
認
し
、
最
小
限
の

言
葉
で
句
の
輪
郭
を
見
定
め
ま
す
。
犀
星
が
想
像
力
に
ま
か
せ
て
描
き
出
し
た
情
景
を
、
露
伴
は
「
春
の
日
の

旅
の
さ
ま
昼
の
如
く
に
見
え
て
め
で
た
し
」
と
端
的
に
述
べ
ま
し
た
。「
春
の
日
」「
旅
の
さ
ま
」「
昼
の
如
く

に
見
え
て
」「
め
で
た
し
」
と
い
う
一
語
一
語
が
刻
ん
だ
よ
う
に
確
か
で
す
。

　

露
伴
は
後
半
生
の
三
十
年
に
わ
た
っ
て
『
七
部
集
』
の
評
釈
を
断
続
的
に
進
め
、
最
晩
年
に
完
成
さ
せ
ま
し

た
。
亡
く
な
る
三
日
前
の
七
月
二
十
七
日
の
露
伴
の
言
葉
を
、
文
が
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　

評
釈
の
こ
と
、
出
版
の
こ
と
は
度
々
話
し
て
い
た
が
、
今
も
ま
た
承
知
し
て
い
る
こ
と
を
確
め
る
よ
う

に
話
し
た
。「
七
部
は
あ
れ
は
も
う
で
き
ち
ま
っ
て
い
る
ん
だ
よ
、
お
ま
え
は
心
配
は
い
ら
な
い
よ
。」
仕
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事
に
は
一
切
関
係
し
な
か
っ
た
私
だ
か
ら
、
説
明
し
て
お
く
つ
も
り
ら
し
か
っ
た
。（
略
）

「
じ
ゃ
あ
お
れ
は
も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
と
何
の
表
情
も
な
い
、
穏
か
な
目
で
あ
っ
た
。 

（『
終し
ゆ
う

焉え
ん

』）

　

露
伴
は
、『
七
部
集
』
の
評
釈
が
完
成
し
た
こ
と
を
自
分
で
自
分
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
、「
じ
ゃ
あ
お
れ
は

も
う
死
ん
じ
ゃ
う
よ
」
と
、
文
に
別
れ
を
告
げ
た
の
で
す
。

　

芭
蕉
の
俳
諧
を
こ
れ
ほ
ど
大
事
に
し
た
露
伴
で
す
が
、
六
十
二
歳
の
と
き
刊
行
さ
れ
た
評
釈
書
（『
炭
俵
・
続

猿
蓑
抄
』）
の
跋ば
つ

に
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

│
夢
に
現
れ
た
人
か
ら
「
愚
か
者
よ
。
詩
経
の
解
釈
か

と
思
っ
た
ら
、
俳
諧
な
ど
の
評
釈
を
す
る
と
は
一
体
何
事
だ
」
と
言
わ
れ
た
。
目
が
覚
め
て
茫
然
自
失
。
そ
の

後
、
俳
諧
の
評
釈
を
す
る
気
も
な
く
過
ご
し
て
い
た
が
、
愚
か
に
も
、
約
束
を
果
た
す
よ
う
な
心
持
ち
に
な
っ

て
、
や
っ
と
連
句
の
評
釈
を
完
了
し
た

│
（
現
代
語
に
訳
し
て
引
用
）。

　

詩
経
な
ど
の
漢
学
こ
そ
が
露
伴
の
真し

ん

面め
ん

目も
く

で
あ
り
、「
俳
諧
な
ん
ど
を
評
す
る
と
は
何
事
ぞ
」
と
自
問
し
な

が
ら
も
、
露
伴
は
生
涯
俳
諧
を
手
放
さ
ず
、
そ
の
後
も
断
続
的
に
発
句
の
評
釈
を
続
け
ま
し
た
。

『
露
団
々
』

　

露
伴
の
駆
け
出
し
の
作
に
『
露
団
々
』（
明
治
二
十
二
年
）
が
あ
り
ま
す
。
米
国
の
大
富
豪
が
娘
の
婿
を
新
聞

で
公
募
し
た
。
そ
こ
に
或
る
中
国
人
が
、
日
本
人
の
青
年
を
自
分
の
身
代
り
に
応
募
さ
せ
た
ら
婿
に
選
ば
れ
て
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し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
娘
に
は
別
に
恋
人
が
い
た
。
コ
ミ
カ
ル
な
展
開
を
経
て
娘
の
恋
は
め
で
た
く
成
就
す
る

と
い
う
筋
書
き
で
す
が
、
婿
た
る
資
格
が
、
人
柄
・
容
姿
・
財
産
・
宗
教
な
ど
は
一
切
不
問
、「
決
し
て
不
愉

快
の
感
覚
を
抱
か
ず
し
て
、
常
に
愉
快
な
る
生
活
を
な
し
得
る
」
こ
と
だ
け
が
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点

を
め
ぐ
っ
て
「
不
愉
快
」「
愉
快
」
に
つ
い
て
交
わ
さ
れ
る
作
中
の
問
答
が
面
白
い
。

　

こ
の
小
説
は
二
十
一
章
か
ら
成
り
、
露
伴
は
、
各
章
の
冒
頭
に
芭
蕉
の
句
を
掲
げ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
「
も

の
い
へ
ば
唇
寒
し
秋
の
風
」
に
「
赤
く
熟
せ
し
柿
も
淋
し
く
、
真ま

こ
と情
も
虚あ

言だ

に
見
え
勝
の
も
の
」（
熟
し
た
柿
の

よ
う
な
赤
誠
の
思
い
も
、
相
手
に
通
じ
な
い
こ
と
が
多
い
）
と
添
え
て
い
ま
す
。
こ
の
章
で
は
、
誠
実
な
人
物
が
大

富
豪
に
対
し
、
娘
の
恋
を
叶か

な

え
る
よ
う
に
説
得
を
試
み
ま
す
が
、
一
蹴
さ
れ
る
。
こ
の
顚て
ん

末ま
つ

を
読
ん
だ
読
者
は

「
物
い
へ
ば
唇
寒
し
」
と
は
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
意
味
だ
っ
た
の
か
と
納
得
し
、
微
笑
す
る
。
露
伴
は
芭
蕉
の

句
を
借
り
て
読
者
サ
ー
ビ
ス
を
試
み
た
の
で
す
。

　

俳
句
を
使
っ
た
小
説
と
い
う
と
横
溝
正
史
の
『
獄
門
島
』
を
思
い
出
し
ま
す
。
釣
鐘
の
中
に
あ
っ
た
死
体
。

芭
蕉
の
「
む
ざ
ん
や
な
甲
の
下
の
き
り
〴
〵
す
」
が
、
そ
の
死
に
ざ
ま
の
〈
見
立
て
〉
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

芭
蕉
の
句
を
見
出
し
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
露
伴
は
「
誰
も
驚
き
や
し
ま
せ
ん
、
そ
れ
は
昔
の
行
き
方
で
す

か
ら
」
と
語
っ
て
い
ま
す
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
幸
田
露
伴
集
』）。「
昔
の
行
き
方
」
と
は
漠
然
と
し
て
い
ま

す
が
、『
露
団
々
』
の
約
八
十
年
前
の
山
東
京
伝
『
双そ

う

蝶ち
よ
う記き

』
で
も
俳
句
が
見
出
し
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
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す
。「
む
ざ
ん
や
な
甲
の
下
の
き
り
〴
〵
す
」
を
、
京
伝
は
「
む
ざ
ん
や
な
兜
の
下
の
亡
者
の
計
略
」
と
改
作

し
ま
し
た
。
読
者
が
「
兜
の
下
は
き
り
ぎ
り
す
の
は
ず
。
な
ん
で
亡
者
な
ん
だ
」
と
思
っ
て
読
み
進
め
る
と
、

陣
笠
を
か
ぶ
せ
た
死
体
を
使
っ
て
敵
を
欺
き
、
味
方
の
落
ち
武
者
を
逃
が
す
場
面
が
出
て
き
ま
す
。「
兜
の
下

の
亡
者
」
は
、
陣
笠
を
か
ぶ
っ
た
亡
者
の
〈
見
立
て
〉
な
の
で
す
（
佐
藤
至
子
「
山
東
京
伝
『
双
蝶
記
』
考
」）。

江
戸
文
学
を
読
み
込
ん
で
い
た
露
伴
は
、
俳
句
を
〈
見
立
て
〉
に
使
う
と
い
う
「
昔
の
行
き
方
」
を
、
読
者
サ

ー
ビ
ス
に
取
り
入
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

読
み
物
と
し
て
楽
し
い
『
露
団
々
』
で
す
が
、
大
富
豪
に
体
現
さ
れ
る
西
洋
的
価
値
観
と
、
婿
に
選
ば
れ
た

日
本
人
の
東
洋
的
価
値
観
を
対
比
さ
せ
た
小
説
で
あ
る
、
と
研
究
者
は
指
摘
し
ま
す
（
馬
場
美
佳
「〈
自
由
〉
と

い
う
照
応
」）。
大
富
豪
の
執
事
が
、
こ
の
日
本
人
を
「
不
愉
快
」
に
さ
せ
よ
う
と
悪
口
を
言
い
ま
す
が
、
こ
の

日
本
人
は
「
西
洋
の
賢
人
は
、
こ
の
世
に
こ
の
自
分
を
怒
ら
せ
る
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
言
っ
た

そ
う
で
す
が
、
東
洋
人
の
私
は
、
こ
の
自
分
は
果
し
て
何
か
に
対
し
て
怒
る
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
男
だ
ろ
う
か
、

と
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
は
ゝ
ゝ
ど
う
で
す
、
誰
が
怒
る
も
の
で
す
か
」（
現
代
語
訳
）
な
ど
と
答
え
ま
す
（
こ

こ
に
も
「
は
ゝ
ゝ
」
が
出
て
来
ま
し
た
）。

　

東
洋
精
神
の
体
現
者
の
よ
う
な
日
本
人
の
青
年
の
名
を
、
露
伴
は
「
吟ぎ

ん

蜩ち
よ
う子し

」
と
し
ま
し
た
。「
吟
蜩
子
」

は
芭
蕉
の
「
閑し

ず
かさ
や
岩
に
し
み
入い
る

蟬せ
み

の
声
」
に
由
来
す
る
そ
う
で
す
（
ち
な
み
に
芭
蕉
の
若
き
日
の
主
君
の
俳
号
は
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「
蟬せ
ん

吟ぎ
ん

」
で
し
た
）。

　

青
年
の
間
で
西
洋
の
思
想
が
流
行
し
て
い
た
時
代
、
露
伴
は
一
石
を
投
じ
る
よ
う
に
『
露
団
々
』
を
世
に
問

い
ま
し
た
。
そ
こ
に
芭
蕉
の
句
が
使
わ
れ
、
ま
た
、
芭
蕉
を
連
想
さ
せ
る
人
物
が
活
躍
し
ま
す
。
露
伴
の
芭
蕉

へ
の
愛
、
俳
句
へ
の
愛
は
、
す
で
に
こ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
に
見
出
さ
れ
る
の
で
す
。

『
蝸
牛
庵
句
集
』
か
ら

　

以
下
『
蝸
牛
庵
句
集
』
か
ら
句
を
拾
い
、
評
伝
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
読
ん
で
い
き
ま
す
。

　
　

里
遠
し
い
ざ
露
と
寝
ん
草
ま
く
ら　

露
伴

『
蝸
牛
庵
句
集
』
巻
頭
の
句
。
明
治
二
十
年
、
露
伴
二
十
歳
の
作
。
露
伴
は
子
供
の
頃
か
ら
俳
書
に
親
し
み
ま

し
た
。
維
新
後
の
実
家
の
経
済
的
事
情
か
ら
、
学
費
の
要
ら
な
い
電
信
修
技
学
校
を
修
了
し
、
逓
信
省
電
信
局

職
員
と
し
て
北
海
道
の
余よ

市い
ち

に
赴
任
し
て
い
ま
し
た
。
余
市
で
の
三
年
目
、
露
伴
は
無
断
で
帰
京
し
、
免
官
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
句
は
東
京
へ
の
途
上
、
福
島
か
ら
郡
山
へ
夜
道
を
た
ど
っ
た
と
き
「
野
た
れ
死
を
す
る
時
が

あ
っ
た
な
ら
ば
、
き
っ
と
こ
ん
な
光
景
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
の
作
。「
露
伴
」
と
い
う
号
は
こ
の
「
露
と
寝
ん
」

と
い
う
句
に
由
来
す
る
そ
う
で
す
（『
幸
田
露
伴
』）。
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と
ん
ぼ
う
の
帽
子
に
睡
る
小
春
か
な　

露
伴 

吹
風
の
一
筋
見
ゆ
る
枯
野
か
な

　

帽
子
に
蜻と

ん
ぼ蛉
が
と
ま
っ
た
り
、
枯
野
を
吹
く
風
を
見
つ
め
て
い
た
り
。
余
市
か
ら
無
断
で
帰
京
し
、
浪
人
生

活
の
身
と
な
っ
た
露
伴
青
年
の
胸
中
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　
　

酔
狂
の
旅
を
い
さ
む
る
吹
雪
か
な　

露
伴

　

明
治
二
十
二
年
一
月
、『
露
団
々
』
の
原
稿
料
で
旅
を
し
て
い
る
途
中
、
木
曾
路
の
鳥
居
峠
で
吹
雪
に
遭
遇

し
ま
し
た
。
木
曾
路
か
ら
『
風
流
仏
』
を
連
想
す
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

露
伴
は
さ
ら
に
大
阪
ま
で
足
を
延
ば
し
て
西
鶴
の
墓
に
詣
で
「
九
天
の
霞
を
も
れ
て
つ
る
の
声
」
と
詠
ん
で

い
ま
す
。
駆
け
出
し
の
作
家
で
あ
っ
た
二
十
二
歳
の
露
伴
の
西
鶴
へ
の
挨
拶
句
で
す
。

　
　

蝶
の
羽
に
我
が
俳
諧
の
重
た
さ
よ　

露
伴

　

露
伴
二
十
二
歳
、
赤
城
山
へ
の
旅
中
の
句
。
こ
の
句
は
後
年
「
飛
ぶ
蝶
に
我
が
俳
諧
の
重
た
さ
よ
」
と
改
め

ら
れ
ま
し
た
。
同
じ
と
き
詠
ま
れ
た
短
歌
に
「
亡
き
人
の
魂た

ま

に
も
あ
ら
ば
飛
ぶ
蝶
の
袖
に
も
入
れ
や
わ
れ
し
め
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て
寐ね

む
」
が
あ
り
ま
す
。「
し
め
て
」
は
抱
き
し
め
る
と
い
う
意
味
。
塩
谷
賛
は
「
亡
き
人
は
北
海
道
の
人
」

で
あ
り
、
余
市
で
の
「
悪
因
縁
と
い
う
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
相
手
の
名
前
だ
の
事
件
だ
の
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

短
歌
の
「
亡
き
人
」
を
「
し
め
て
寐
む
」
は
思
い
が
露あ

ら
わで
す
。
俳
句
の
「
我
が
俳
諧
の
重
た
さ
よ
」
は
、
そ

れ
だ
け
で
は
何
の
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
句
に
は
「
対
蝶
欲
語
一
片
心
」（
蝶
に
向
か
っ
て
我
が
心
の
一

片
を
語
り
た
い
）
と
い
う
詞
書
が
あ
り
ま
す
。
魂
魄
の
よ
う
に
蝶
は
軽
や
か
に
飛
ん
で
ゆ
く
の
に
、「
我
が
俳

諧
」
は
重
た
く
、
自
分
の
気
持
は
飛
ぶ
蝶
に
届
か
な
い
、
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
露
伴
は
後
年
、
自
宅
で
の

俳
諧
講
義
の
さ
い
「
蝶
に
ァ
句
が
重
く
な
っ
ち
ゃ
ァ
い
け
ね
え
。
お
れ
の
句
だ
が
」
と
言
っ
て
、
こ
の
句
を
挙

げ
ま
し
た
（
高
木
卓
『
露
伴
の
俳
話
』）。

　

こ
の
句
と
同
時
の
作
に
「
蝶
ひ
と
つ
わ
れ
に
添
寝
の
山
家
か
な
」「
夢
も
な
き
我
ゆ
め
甜な

む

る
蝴
蝶
哉
」「
我
が

夢
を
蝶
の
出
ぬ
け
る
山
家
か
な
」
が
あ
り
ま
す
。「
我
が
俳
諧
」「
わ
れ
に
添
寝
」「
我
ゆ
め
甜
る
」「
我
が
夢
を

蝶
の
出
ぬ
け
る
」
と
、
ど
の
句
も
「
我
」
を
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
青
年
ら
し
い
。
こ
れ
ら
若
き
日
の
句
は
、

波
乱
に
富
ん
だ
露
伴
の
青
春
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
　

吹
け
や
吹
け
扇あ

ふ
ぎ子
車ぐ
る
まに
青
嵐　

露
伴
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明
治
二
十
三
年
頃
の
作
。
露
伴
は
自
宅
で
の
俳
諧
講
義
で
、
天
保
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
『
俳
諧
職
業
尽
』
を

参
加
者
に
見
せ
、「
職
人
と
は
大
工
、
左
官
は
も
ち
ろ
ん
、
虚
無
僧
や
琴
の
師
匠
な
ど
も
含
め
て
い
う
の
で
、

そ
れ
ら
の
職
業
を
季
節
に
あ
わ
せ
る
の
だ
。
職
人
を
露
骨
に
出
し
て
は
お
も
し
ろ
く
な
い
。
仕
事
に
し
た
が
っ

て
よ
ん
で
い
く
の
で
、
こ
れ
は
お
れ
の
昔
の
句
だ
が
」
と
、
掲
句
と
「
屋
根
葺
の
笠
に
蜻
蜒
の
眠
か
な
」（
屋

根
葺
の
職
人
の
笠
に
蜻
蛉
が
眠
っ
た
よ
う
に
と
ま
っ
て
い
る
）、「
荒
打
に
ぬ
り
こ
む
風
の
木
の
葉
哉
」（
蔵
の
壁
の
下

地
を
塗
る
左
官
が
、
風
に
吹
か
れ
て
来
た
落
葉
を
塗
り
込
ん
だ
）
を
示
し
ま
し
た
（『
露
伴
の
俳
話
』）。

「
扇
子
車
」
は
「
扇
を
ひ
ろ
げ
た
の
を
三
つ
葉
形
に
円
く
な
ら
べ
上
棟
式
の
と
き
に
立
て
る
も
の
」（
露
伴
）

で
、
青
嵐
（
草
木
を
吹
き
抜
け
る
夏
の
風
）
に
「
吹
け
や
吹
け
」
と
命
じ
る
と
こ
ろ
に
大
工
の
心
意
気
を
感
じ
ま

す
。「
吹
け
や
吹
け
」
か
ら
『
五
重
塔
』
の
一
場
面
を
連
想
す
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。『
五
重
塔
』

の
主
人
公
の
大
工
の
十
兵
衛
は
、
心
血
を
注
い
で
建
て
た
五
重
塔
を
襲
う
暴
風
雨
の
中
、
塔
の
最
上
層
で
鑿の

み

を

握
っ
た
ま
ま
風
雨
を
睨に

ら

ん
で
い
た
の
で
し
た
。

　

露
伴
の
俳
諧
講
義
と
は
、「
露
伴
の
無

［
ぶ
り
よ
う
］
聊
を
慰
め
か
た
が
た
、
親
戚
が
い
つ
と
も
な
く
日
を
さ
だ
め
て
露
伴

の
宅
に
あ
つ
ま
り
、
露
伴
か
ら
い
ろ
い
ろ
物
を
教
わ
る
と
い
う
一
種
の
な
ら
わ
し
が
生
じ
」（『
露
伴
の
俳
話
』）、

易
、
書
に
続
い
て
の
俳
諧
の
講
義
と
な
っ
た
も
の
で
し
た
。
露
伴
は
、
参
加
者
の
「
寒
げ
い
こ
籠こ

手て

を
と
ら
れ

る
痛
さ
か
な
」
を
「
籠
手
と
ら
れ
た
る
」
に
直
し
た
り
、「
鶯
に
迎
へ
ら
れ
た
る
湯
宿
か
な
」
に
「
こ
れ
じ
ゃ
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あ
鶯
が
番
頭
か
亭
主
だ
」
と
つ
っ
こ
ん
だ
り
、
歴
史
上
の
故
事
を
詠
む
詠
史
の
句
の
説
明
の
中
で
「
義
朝
も
は

じ
め
は
ふ
り

0

0

で
戦
は
ず
」（
浴
場
で
襲
わ
れ
た
源
義
朝
は
最
初
は
片
手
で
前
を
お
さ
え
て
戦
っ
た
こ
と
よ
）
と
い
う
川

柳
を
婦
女
子
の
前
で
披
露
し
た
り
、
俳
句
の
歴
史
を
講
じ
た
り
、
と
き
に
は
連
句
を
し
た
り
、
娘
、
孫
、
甥お

い

な

ど
を
相
手
に
ず
い
ぶ
ん
本
格
的
に
指
導
を
し
て
い
ま
す
。

「
扇
子
車
」
の
句
に
言
及
し
た
俳
諧
講
義
は
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
俳
文
学
者

の
山
下
一
海
は
「
十
二
月
八
日
に
真
珠
湾
攻
撃
が
お
こ
な
わ
れ
、
二
十
一
日
と
い
え
ば
、
国
中
が
緒
戦
の
勝
利

に
酔
っ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
近
世
俳
書
の
話
を
す
る
な
ど
、
あ
る
い
は
こ
れ
も
、
露
伴
の
時
勢

に
対
す
る
不
機
嫌
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」（『
露
伴
の
俳
話
』
解
説
）
と
記
し
て
い
ま
す
。

　
　

長
き
夜
を
た
ゝ
る
将
棋
の
一
ト
手
哉　

露
伴

　

秋
の
夜
長
に
将
棋
で
負
け
た
、
あ
の
一
手
が
祟た

た

っ
た
と
い
う
の
で
す
。
露
伴
は
将
棋
の
愛
好
家
で
し
た
。
棋

士
の
木
村
義
雄
は
幸
田
文
と
の
対
談
で
、
露
伴
の
将
棋
を
「
素
人
の
天
才
で
す
ね
」
と
語
っ
て
い
ま
す
（『
増

補　

幸
田
文
対
話
（
上
）』）。

　

あ
る
と
き
露
伴
は
夜
中
に
大
声
で
ア
ッ
ハ
ッ
ハ
と
笑
っ
た
。
そ
の
日
に
負
け
た
将
棋
の
詰
め
手
を
考
え
つ
い

た
の
で
し
た
。
夫
人
は
そ
ん
な
露
伴
を
、「
あ
な
た
は
原
稿
を
書
く
の
に
あ
ん
な
に
本
気
に
な
っ
て
い
る
の
を
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27　〈幸田露伴〉の章─露伴流俳句の楽しみ方

見
た
こ
と
が
な
い
。
将
棋
な
ど
で
あ
ん
な
馬
鹿
げ
た
声
を
夜
中
に
出
し
た
り
す
る
の
は
情
な
い
」
と
諫い
さ

め
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
将
棋
に
耽ふ

け

っ
て
い
た
露
伴
は
、
こ
れ
を
機
に
将
棋
か
ら
手
を
引
い
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
も
っ

と
も
木
村
義
雄
が
「
戦
前
、
わ
た
し
が
名
人
の
座
を
す
べ
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
と
き
先
生
（
露
伴
。

引
用
者
注
）
が
「
バ
カ
ヤ
ロ
ー
」
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
伝
え
き
き
、
そ
れ
ほ
ど
わ
た
し
を
思
っ
て
て
く
れ
た
の

か
と
思
い
、
奮
起
し
て
名
人
を
と
り
戻
し
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
木
村
の
フ
ァ
ン
で
は
あ
り
続
け

た
の
で
し
ょ
う
。

　
　

子
を
持
つ
て
河
豚
の
仲
間
を
は
づ
れ
け
り　

露
伴

　

三
十
代
後
半
の
作
。「
如
何
な
る
折
に
か
」
と
詞
書
が
あ
り
、
掲
句
と
「
河
豚
喰
ふ
て
斗
酒
飲
ん
で
我
死
な

ん
哉
」「
お
と
ろ
へ
や
河
豚
食
ひ
よ
ど
む
四
十
よ
り
」
が
並
ん
で
い
ま
す
。
掲
句
は
、
子
を
持
つ
と
命
が
惜
し

く
な
り
、
河
豚
を
食
う
仲
間
か
ら
抜
け
た
と
い
う
の
で
す
。
句
意
は
常
識
的
で
す
が
、『
蝸
牛
庵
訪
問
記
』
を

書
い
た
小
林
勇
（
露
伴
に
兄
事
し
た
編
集
者
。
岩
波
茂
雄
の
女
婿
）
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
若
い

小
林
が
、
今
夜
の
汽
車
で
小
海
線
の
ス
キ
ー
地
探
検
に
行
く
と
露
伴
に
話
し
た
ら
、
露
伴
は
苦
い
顔
を
し
て
墨

を
磨す

り
、
こ
の
句
を
色
紙
に
書
き
、
小
林
の
前
へ
投
げ
る
よ
う
に
置
い
た
と
い
う
の
で
す
。
お
前
は
も
う
人
の

親
な
の
だ
か
ら
自
重
せ
よ
と
、
俳
句
で
小
言
を
言
っ
た
の
で
す
。
こ
の
句
を
書
い
た
色
紙
の
複
製
が
、
日
本
近
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代
文
学
館
ウ
ェ
ブ
シ
ョ
ッ
プ
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

は
る
〴
〵
の
原
や
小
狐
霙
空　

露
伴

　

昭
和
十
四
年
作
。
小
狐
が
広
い
野
原
を
は
る
ば
る
と

や
っ
て
来
た
。
寒
々
と
霙み

ぞ
れの
降
る
空
の
下
を
。
字
面
だ

け
で
は
こ
う
解
さ
れ
ま
す
が
、
詞
書
に
「
名
器
小
狐　

霙
空
」
と
あ
り
ま
す
。
知
人
が
所
蔵
す
る
光
悦
な
ど
の

楽ら
く

茶ぢ
や

碗わ
ん

を
見
せ
て
も
ら
い
、
そ
の
中
の
「
小
狐
」
と

「
霙
空
」
に
露
伴
は
感
心
し
た
（『
蝸
牛
庵
訪
問
記
』）。

こ
の
句
は
茶
碗
へ
の
挨
拶
で
す
。
二
つ
の
茶
碗
の
銘
を

一
句
に
収
め
た
と
こ
ろ
が
巧う

ま

い
。

　

露
伴
は
上
五
に
「
は
ろ
〴
〵
」
を
考
え
た
そ
う
で
す
が
、
露
伴
と
親
し
い
歌
人
の
斎
藤
茂
吉
の
意
見
を
採
用

し
て
「
は
る
〴
〵
」
と
し
ま
し
た
。
句
の
主
人
公
が
小
狐
な
の
で
、
古
風
に
気
取
っ
た
「
は
ろ
〴
〵
」
よ
り
、

素
直
な
「
は
る
〴
〵
」
の
ほ
う
が
良
さ
そ
う
に
思
え
ま
す
。

「子を持つて河豚の仲間をはづれけり」の
複製色紙（日本近代文学館発行）
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あ
の
先
で
修
羅
は
こ
ろ
が
れ
雲
の
峯　

露
伴

　

昭
和
十
七
年
作
と
思
わ
れ
る
。「
修
羅
」
は
闘
争
、
争
い
。
こ
の
句
を
色
紙
に
書
い
て
小
林
勇
に
与
え
た
と

き
、
露
伴
は
「
こ
ん
な
句
を
人
に
見
せ
た
ら
、
𠮟
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
青
木
玉
は
、

昭
和
二
十
年
三
月
に
信
州
に
疎
開
す
る
露
伴
が
「
春
寒
し
手て

舁か
き

よ
り
す
る
汽
車
の
旅
」
と
詠
ん
だ
こ
と
に
つ
い

て
「
目
に
は
破
壊
さ
れ
焼
け
く
ず
れ
た
町
の
さ
ま
を
眺
め
、
疲
弊
し
切
っ
た
人
々
の
姿
を
見
て
、
句
作
り
を
す

る
気
分
と
は
か
け
離
れ
た
憤
り
に
不
機
嫌
な
顔
付
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
の
中
に
あ
え
て
句
作
り
に
心
を
向
け
た

祖
父
は
嘗
て
、『
あ
の
先
に
修
羅
は
転
が
れ
雲
の
峰
』
と
詠
ん
だ
人
で
あ
る
」（『
小
石
川
の
家
』）
と
記
し
ま
し

た
。「
手
舁
」
は
、
体
が
不
自
由
な
露
伴
が
担
架
に
乗
せ
ら
れ
て
列
車
に
乗
り
込
む
様
子
で
す
。

　

戦
争
中
の
露
伴
に
つ
い
て
は
、
真
珠
湾
攻
撃
の
報
を
聞
い
て
「
若
い
人
た
ち
が
な
あ
」
と
涙
を
流
し
た
こ
と
、

文
学
報
国
会
の
会
長
就
任
を
断
っ
た
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
露
伴
は
身
近
な
人
に
「
徳
富
で
も
頼
ん

だ
ら
よ
か
ろ
う
」
と
洩
ら
し
て
お
り
、
じ
っ
さ
い
蘇
峰
が
就
任
）。

　

掲
句
の
「
修
羅
」
も
、
露
伴
の
頭
の
中
で
は
太
平
洋
戦
争
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
句
の
鑑
賞
と
し

て
は
、
人
を
闘
争
に
駆
り
立
て
る
修
羅
な
る
も
の
が
、
入
道
雲
の
向
こ
う
側
を
奈
落
へ
転
落
し
て
ゆ
く
と
い
う

幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
い
て
も
よ
い
。「
こ
ろ
が
れ
」
と
い
う
命
令
に
気
迫
を
感
じ
ま
す
。
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露
伴
は
出
世
作
の
『
風
流
仏
』
で
、
仏
師
が
恋
の
一
念
で
彫
り
上
げ
た
仏
像
に
魂
が
入
る
さ
ま
を
「
恋
に
必

ず
、
必
ず
、
感か

ん

応の
う

あ
り
て
、
一
念
の
誠
御
心
に
協か
な

ひ
、
珠
運
は
自
が
帰
依
仏
の
来
迎
に
辱
な
く
も
拯す
く

ひ
と
ら
れ

て
、
お
辰
と
共
に
手
を
携
へ
肩
を
騈な

ら

べ
悠
々
と
雲
の
上
に
行
し
後
に
は
白ホ
ワ
イ
ト
ロ
ー
ズ

薔
薇
香に
お
ひ薫
じ
て
」
と
描
写
し
ま
し

た
。
幻
想
的
な
シ
ー
ン
を
描
く
筆
力
が
「
あ
の
先
で
修
羅
は
こ
ろ
が
れ
」
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
字
面
に
即
し
て
読
め
ば
、「
修
羅
」
は
木
材
な
ど
を
滑
ら
せ
て
運
ぶ
仕
掛
で
、
そ
こ
か
ら
「
こ
ろ
が

れ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
来
た
も
の
と
想
像
し
ま
す
。

　
　

長
き
夜
や
鼠ね

ず
みも
憎
き
の
み
な
ら
ず　

露
伴

　

死
の
前
年
の
作
。『
評
釈
芭
蕉
七
部
集
』
の
口
述
筆
記
の
た
め
露
伴
宅
に
泊
っ
た
塩
谷
は
、
真
夜
中
に
露
伴

が
は
っ
き
り
し
た
声
で
何
か
を
言
う
の
を
聞
き
ま
し
た
。
翌
朝
、
露
伴
に
問
う
と
、
真
面
目
な
顔
で
「
女
と
話

を
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
床
の
間
の
隅
か
ら
出
て
来
る
の
だ
よ
。
私
の
よ
う
に
物
を
書
く
も
の
に
は
そ
ん
な
に

不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
私
に
は
始
終
あ
る
よ
」、
し
か
も
そ
の
女
は
「
知
ら
な
い
人
だ
」
と
言
う
（『
幸
田

露
伴
』）。
こ
の
逸
話
の
導
入
の
よ
う
に
、
塩
谷
は
こ
の
鼠
の
句
を
引
い
て
い
ま
す
。
憎
い
ば
か
り
で
は
な
い
鼠

の
正
体
が
、
も
し
か
す
る
と
、
真
夜
中
に
現
れ
る
女
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

鼠
を
詠
ん
だ
句
に
は
、
た
と
え
ば
「
炭
に
く
る
鼠
の
立
つ
て
あ
る
き
け
り　

森
川
暁
水
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
雑
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詠
選
集 

冬
の
部
』）
が
あ
り
ま
す
。
暁
水
は
眼
前
の
鼠
の
姿
を
描
写
し
ま
し
た
。「
炭
」
と
い
う
具
体
物
が
詠
み

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
対
照
的
に
「
鼠
も
憎
き
の
み
な
ら
ず
」
は
じ
っ
さ
い
に
鼠
を
見
た
か
ど
う
か
わ
か

ら
な
い
。「
長
き
夜
」
の
趣
と
あ
い
ま
っ
て
「
鼠
も
憎
き
の
み
な
ら
ず
」
は
謎
め
い
た
鑑
賞
を
誘
い
ま
す
。

　
　

蘆
い
ま
だ
芽
ぐ
ま
ず
春
の
水
し
よ
ろ
り　

露
伴

　

水
の
中
か
ら
葦あ

し

が
芽
吹
く
の
を
「
葦
の
角つ
の

」
と
い
っ
て
春
の
季
語
と
し
ま
す
が
、
こ
の
句
で
は
ま
だ
芽
が
出

て
い
ま
せ
ん
。「
し
ょ
ろ
り
」
は
、
わ
ず
か
な
水
が
か
す
か
に
流
れ
て
い
る
様
子
で
す
。

　

昭
和
十
七
年
五
月
十
日
、
露
伴
を
囲
ん
だ
俳
諧
講
義
の
席
上
、
文
は
こ
の
露
伴
の
句
に
似
せ
た
句
を
提
出
し

ま
し
た
。
さ
て
ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

父
の
俳
句
は
随
分
父
の
色
が
濃
い
。
そ
こ
を
狙
っ
て
や
る
の
を
、
私
は
ロ
ハ
ニ
ズ
ム
と
ひ
そ
か
に
称
し

て
い
た
。

　

句
会
。
は
た
し
て
私
の
ロ
ハ
ニ
ズ
ム
に
は
点
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　

風
そ
よ
り
山
吹
ほ
ろ
り
水
し
ょ
ろ
り

「
こ
れ
は
り0

の
字
を
ろ0

に
し
た
ら
ど
う
だ
い
。」
風
に
易か

う
る
に
陽
を
以
［
も
つ
］て
せ
ば
如い
か
ん何
と
か
、
感
情
を
附
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す
は
如
何
と
か
、
古
臭
さ
を
脱
す
る
工
夫
如
何
と
か
、
を
話
し
て
く
れ
た
。「
が
、
一
体
こ
う
乙
に
気
取

っ
た
の
は
誰
だ
い
。」
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
な
あ
ん
だ
、
お
ま
え
か
い
！　

こ
ー
い
つ
め
！
」
み
ん

な
は
も
と
よ
り
事
の
筋
は
知
ら
な
い
の
だ
が
、
父
の
ふ
ざ
け
お
ど
け
た
こ
と
ば
の
調
子
に
つ
ら
れ
て
笑
っ

た
。
私
は
大
い
に
愉
快
だ
っ
た
。

　

父
の
歿
後
、
俳
句
の
話
が
出
た
と
き
に
私
は
こ
れ
を
し
ゃ
べ
っ
た
。
座
に
い
た
人
た
ち
は
お
も
し
ろ
が

っ
て
笑
っ
た
。
私
も
楽
し
く
笑
っ
た
が
、
笑
っ
て
い
る
う
ち
に
雫
が
ほ
ろ
っ
と
こ
ぼ
れ
た
。
小
説
家
露
伴
、

学
究
露
伴
、
そ
し
て
私
に
は
露
伴
な
る
ち
ち
お
や
で
あ
る
。 

（『
こ
ん
な
こ
と
』）

「
こ
ー
い
つ
め
！
」
と
言
っ
た
露
伴
は
七
十
四
歳
。
文
は
三
十
七
歳
。
文
は
、
父
露
伴
と
の
幸
せ
な
俳
句
の
時

間
を
思
い
出
し
な
が
ら
『
こ
ん
な
こ
と
』
の
筆
を
置
い
た
の
で
し
た
。

　

文
の
「
水
し
ょ
ろ
り
」
は
、
露
伴
の
「
春
の
水
し
ょ
ろ
り
」
に
似
せ
た
も
の
。
露
伴
は
「
山
吹
が
ほ
ろ
り

0

0

0

は

お
か
し
い
、
ほ
ろ
ろ
だ
。
こ
れ
に
風
の
そ
よ
ろ

0

0

0

を
あ
わ
せ
て
、『
風
そ
よ
ろ
山
吹
ほ
ろ
ろ
…
…
』
と
す
べ
き
だ
」

（『
露
伴
の
俳
話
』）
と
評
し
、
文
の
句
を
「
風
そ
よ
ろ
山
吹
ほ
ろ
ゝ
水
し
ょ
ろ
ゝ
」
と
直
し
ま
し
た
。「
し
ょ
ろ

り
」
は
春
先
の
冷
た
い
感
じ
で
す
。
文
の
句
は
晩
春
で
す
か
ら
「
し
ょ
ろ
り
」
よ
り
「
し
ょ
ろ
ろ
」
の
ほ
う
が

合
っ
て
い
ま
す
。
山
吹
が
散
る
の
も
、
芭
蕉
の
「
ほ
ろ
〳
〵
と
山
吹
ち
る
か
滝
の
音
」
の
よ
う
に
、「
ほ
ろ
り
」

よ
り
「
ほ
ろ
ろ
」
の
ほ
う
が
合
っ
て
い
ま
す
。
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オ
ノ
マ
ト
ペ
に
こ
だ
わ
っ
た
露
伴
は
、
高
浜
虚
子
の
句
（「
朝
霜
や
ぢ
や
ら
ん
〳
〵
と
馬
の
鈴
」）
に
文
句
を
つ

け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
露
伴
は
、
上
五
に
「
朝
霜
や
」「
春
風
や
」
の
二
パ
タ
ー
ン
、
中
七
に
「
ぢ
や
ら
ん

〳
〵
と
」「
ち
や
ら
ん
〳
〵
と
」「
ち
や
り
ゝ
〳
〵
と
」
の
三
パ
タ
ー
ン
、
上
五
中
七
に
二
に
三
を
乗
じ
た
六
パ

タ
ー
ン
あ
る
こ
と
を
図
示
し
ま
し
た
（
露
伴
は
算
術
が
得
意
で
学
校
は
技
術
系
の
電
信
修
技
学
校
で
し
た
！
）。
そ
し

て
「
ぢ
や
ら
ん
」
と
「
ち
や
ら
ん
」
は
響
き
に
ゆ
る
み
が
あ
る
の
で
朝
霜
よ
り
春
風
に
ふ
さ
わ
し
い
、
朝
霜
に

合
う
の
は
「
ち
や
り
り
」
だ
と
指
摘
し
ま
し
た
（『
あ
す
な
ら
う
』
明
治
二
十
九
年
）。

　

こ
の
こ
と
を
覚
え
て
い
た
虚
子
は
、
以
下
の
よ
う
に
露
伴
の
思
い
出
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
田
舎
に
居
る
時
分
に
、
露
伴
に
手
紙
を
送
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
俳
句
を
書
い
て
送

り
ま
し
た
。
そ
の
俳
句
は

　

順
礼
の
笠
に
影0

あ
る
さ
く
ら
か
な

と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
頃
子
規
が
露
伴
を
谷
中
天
王
寺
の
ほ
と
り
に
訪
ね
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
露
伴
は
私
の
手
紙
を
と
り
出
し
て
「
虚
子
と
い
ふ
男
が
手
紙
を
く
れ
た
中
に
俳

句
が
書
い
て
あ
つ
た
。
そ
の
俳
句
は

　

順
礼
の
笠
に
願0

あ
る
さ
く
ら
か
な

と
い
ふ
の
で
あ
る
。」
と
云
つ
た
さ
う
で
あ
り
ま
す
。
子
規
は
そ
の
こ
と
を
私
に
話
し
ま
し
た
。
私
は
影0
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と
い
ふ
字
を
略
し
て
書
い
た
の
が
、
露
伴
に
は
願0

と
読
め
た
も
の
と
見
え
ま
す
。
私
［
ひ
そ
］か
に
先
輩
と
し
て
尊

敬
し
て
ゐ
た
露
伴
が
「
順
礼
の
笠
に
願
あ
る
さ
く
ら
か
な
」
と
私
の
句
を
解
し
て
呉
れ
た
と
い
ふ
の
で
、

そ
れ
以
来
自
分
の
句
は
願0

の
方
と
し
て
今
日
に
来
て
居
り
ま
す
。（
略
）

　

は
じ
め
露
伴
の
「
風
流
仏
」
と
か
「
対
［
た
い

髑ど
く

髏ろ
］
」
と
か
い
ふ
も
の
に
接
し
た
時
分
に
は
、
そ
の
自
由
な
空

想
の
所
産
で
あ
る
と
こ
ろ
に
興
味
を
覚
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
俳
句
を
作
る
や
う
に
な
つ
て
、
段
々

写
生
と
い
ふ
こ
と
に
傾
い
て
来
て
、
必
ず
し
も
空
想
の
所
産
を
尚
ば
な
く
な
り
、
写
生
と
い
ふ
方
面
の
興

味
が
強
く
な
つ
て
今
日
に
来
ま
し
た
。
元
来
私
の
句
の
「
順
礼
の
笠
に
願
あ
る
さ
く
ら
か
な
」
と
い
ふ
露

伴
の
褒
め
て
く
れ
た
句
よ
り
も
、
や
は
り
元
の
「
順
礼
の
笠
に
影
あ
る
さ
く
ら
か
な
」
と
い
ふ
句
の
方
が

本
来
の
自
分
の
句
で
あ
り
、
又
「
ち
や
り
り
〳
〵
」
と
い
ふ
よ
り
も
「
ぢ
や
ら
ん
〳
〵
」
と
云
つ
た
方
が

矢
張
り
私
の
句
で
あ
る
か
と
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
露
伴
が
亡
く
な
つ
て
後
に
、
そ
の
俳
句
を
集
め
た

も
の
を
見
て
、
露
伴
の
俳
句
の
作
り
方
は
、
私
と
は
大
分
異
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
致
し
た
の
で
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
反
し
て
鷗
外
は
、
俳
句
に
関
す
る
限
り
は
私
等
仲
間
の
俳
句
の
作
者
で
あ
つ
た
と
考
へ
る
の
で

あ
り
ま
す
。 
（「
耶
馬
渓
俳
話
」「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
昭
和
二
十
五
年
十
月
号
）

「
露
伴
の
俳
句
の
作
り
方
は
、
私
と
は
大
分
異
つ
て
ゐ
る
」
と
虚
子
が
言
っ
た
通
り
、
虚
子
が
期
待
す
る
よ
う
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な
「
写
生
」
の
妙
味
は
、
露
伴
の
句
に
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
露
伴
の
句
は
、
そ
の
句
の
字
面
だ
け
睨
ん
で
も

さ
ほ
ど
面
白
く
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
点
は
龍
之
介
や
百ひ

や
つ

閒け
ん

と
違
い
ま
す
。
露
伴
の
場
合
、
露
伴
と
い
う
巨

人
の
頭
の
て
っ
ぺ
ん
が
俳
句
の
世
界
に
チ
ラ
ッ
と
現
れ
て
い
る
。
そ
う
思
っ
て
露
伴
の
句
を
読
む
と
、
句
の
向

こ
う
に
文
人
露
伴
の
巨
大
な
影
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
て
く
る
。
俳
句
に
と
っ
て
露
伴
は
そ
ん
な
存
在
で
す
。

　

で
は
、
露
伴
に
と
っ
て
俳
句
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
少
年
時
代
か
ら
俳
書
に
親
し
ん
だ
。
青
春
の
鬱

屈
を
俳
句
に
託
し
た
。
小
説
の
趣
向
に
芭
蕉
の
句
を
使
っ
た
。
身
内
を
相
手
に
自
宅
で
俳
諧
を
講
じ
た
。
最
晩

年
ま
で
芭
蕉
の
俳
句
の
評
釈
を
続
け
た
。
そ
し
て
、
膨
大
な
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
の
折
々
の
句
作
。

　

俳
句
を
精
妙
に
仕
上
げ
る
才
に
お
い
て
、
露
伴
は
龍
之
介
の
足
元
に
も
及
び
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
文
人
と

し
て
の
全
人
格
を
以
て
、
作
り
手
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
読
み
手
と
し
て
俳
句
と
向
き
合
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、

俳
句
が
家
族
と
の
絆き

ず
なに
な
っ
た
こ
と
な
ど
も
含
め
れ
ば
、
露
伴
の
俳
句
生
活
は
と
て
も
充
実
し
、
幸
せ
な
も
の

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。


