
芭
蕉
に
は
、
辞
世
の
句
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
 
 
 

路
通
に
よ
れ
ば
、
辞
世
に
つ
い
て
の
師
の
考
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
 
 

あ
る
 
 

で
あ
っ
た
。
「
い
に
し
へ
よ
り
、
辞
世
を
残
す
事
は
誰
′
＼
も
有
事
な
れ
 
 

ば
、
翁
に
も
残
し
給
べ
け
れ
ど
、
平
生
別
辞
世
な
り
。
何
事
ぞ
此
節
に
 
 

〔
1
）
 
 

あ
ら
ん
や
と
て
、
臨
終
の
折
一
句
な
し
。
」
 
 
 

ま
た
、
芭
蕉
最
後
の
創
作
句
 
 

め
ぐ
 
 

や
ん
 
 

旅
に
病
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
 
 

に
は
、
「
病
中
吟
」
と
い
う
前
書
が
つ
い
て
お
り
、
作
者
自
身
が
「
是
 
 

は
辞
世
に
あ
ら
ず
、
辞
世
に
も
あ
ら
ざ
る
に
も
あ
ら
ず
、
病
中
の
吟
な
 
 

（
〔
エ
 
 

り
。
」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
茶
道
で
い
う
「
一
 
 

期
一
会
」
に
通
ず
る
気
構
え
で
日
々
一
句
一
句
に
辞
世
に
値
す
る
重
み
 
 

を
持
た
す
べ
し
と
い
う
芸
術
論
・
人
生
論
を
背
負
っ
て
き
て
い
る
以
上
、
 
 

と
り
た
て
て
「
辞
世
の
句
」
と
規
定
さ
れ
る
特
別
な
句
が
芭
蕉
に
あ
る
 
 

道
理
は
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
 
 
 

し
か
し
一
方
、
元
禄
七
年
九
月
二
十
七
日
、
「
病
中
吟
」
の
十
日
ほ
 
 

風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
芭
蕉
 
 

－
 J
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
も
の
の
考
察
 
 

ト
軋
埠
 
 
 

し
た
た
 
 
 

あ
る
い
は
、
そ
の
頃
芭
蕉
が
遺
言
を
認
め
て
こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と
 
 

が
ら
を
整
理
し
よ
う
と
L
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
『
笈
日
記
』
に
支
考
 
 

が
伝
え
る
「
病
中
吟
」
 
の
異
案
お
よ
び
翌
日
の
改
作
句
「
清
滝
や
波
に
 
 

ち
り
込
青
松
彙
」
 
の
両
句
 
－
す
な
わ
ち
最
後
の
二
句
が
と
も
に
季
語
 
 

一
4
）
 
 

を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
何
よ
り
も
、
「
病
中
吟
」
前
後
の
 
 

芭
蕉
の
言
（
「
は
た
生
死
の
転
変
を
前
に
…
…
」
 
「
此
後
は
た
ヾ
生
前
 
 

（
5
）
 
 

の
…
…
」
 
「
是
も
な
き
跡
の
…
…
」
）
な
ど
に
照
ら
す
に
、
芭
蕉
の
あ
 
 

の
創
作
句
が
、
他
の
俳
句
と
は
格
別
異
な
っ
た
心
的
文
脈
の
申
で
作
ら
 
 

れ
た
や
は
り
別
格
の
句
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
ば
難
し
い
。
 
 
 

ど
前
の
こ
と
だ
が
、
『
去
来
抄
』
に
は
次
の
記
事
が
伝
え
ら
れ
る
。
 
 

先
師
、
難
波
病
床
に
、
人
々
に
夜
伽
の
句
を
す
～
め
て
、
今
日
よ
 
 
 

り
我
が
死
後
〔
死
期
〕
の
句
也
。
〓
子
の
相
談
を
加
ふ
る
べ
か
ら
ず
、
－
 
 

三
 
浦
 
俊
 
彦
 
 



l
 
風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
 
 

「
枯
野
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
「
風
雅
へ
の
執
着
」
を
詠
 
 

ん
だ
も
の
で
あ
る
と
か
、
「
妄
執
」
を
機
悔
し
た
言
葉
で
あ
る
と
か
、
 
 

「
自
責
の
念
」
と
「
誇
り
」
と
が
分
か
ち
が
た
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
 
 

か
解
説
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
解
釈
が
み
な
、
門
弟
た
ち
に
よ
る
芭
 
 

蕉
臨
終
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
 
 

で
、
芭
蕉
が
あ
の
句
を
詠
ん
だ
前
後
の
状
況
を
記
し
た
そ
の
種
の
あ
ら
 
 

芭
蕉
の
俳
譜
哲
学
が
い
か
よ
う
の
も
の
で
あ
れ
、
「
旅
に
病
ん
で
 
ー
」
 
 

は
、
思
想
的
論
理
的
な
理
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
芭
蕉
の
生
身
の
心
理
 
 

的
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
紛
れ
も
な
い
辞
世
の
句
で
あ
っ
た
の
だ
と
ひ
と
 
 

あ
る
 
 

ま
ず
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
い
に
し
へ
よ
り
誰
ぐ
も
有
事
 
 

な
」
る
慣
習
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
論
理
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
い
か
 
 

な
い
心
理
と
の
微
妙
な
食
い
違
い
。
伝
記
的
事
実
に
少
し
で
も
照
ら
さ
 
 

れ
る
や
至
極
あ
た
り
ま
え
の
辞
世
と
と
ら
れ
て
然
る
べ
き
「
枯
野
」
の
 
 

こ
だ
わ
 
 

句
を
、
あ
え
て
「
辞
世
に
あ
ら
ず
…
…
」
と
拘
泥
っ
て
お
か
ず
に
は
お
 
 

れ
な
い
芭
蕉
の
浮
動
揺
曳
、
こ
れ
は
、
彼
の
論
理
と
心
理
と
の
 
（
伝
統
 
 

と
革
新
と
の
）
間
の
も
っ
と
広
い
文
脈
に
お
け
る
錯
綜
し
た
関
係
を
予
 
 

感
さ
せ
る
。
以
下
の
論
述
は
、
枯
野
の
句
を
手
掛
り
と
し
て
、
こ
の
一
 
 

般
的
問
題
の
所
在
と
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

な
る
。
 
 

ゆ
る
記
録
の
基
準
と
な
る
べ
き
文
章
、
つ
ま
り
師
に
よ
っ
て
当
の
句
を
 
 

直
接
口
述
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
支
考
の
『
笈
日
記
』
申
の
当
該
箇
所
を
、
 
 

ま
ず
ざ
っ
と
引
用
し
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
 
 

病
中
吟
 
 

め
ぐ
 
 

や
ん
 
 

旅
に
病
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
 
 
翁
 
 

そ
の
後
、
支
考
を
召
し
て
、
小
＼
な
ほ
か
け
廻
る
夢
心
と
い
ふ
句
づ
 
 
 

く
り
あ
り
、
い
づ
れ
を
か
、
と
申
さ
れ
し
に
、
そ
の
五
文
字
ハ
、
い
 
 

さ
う
ら
ほ
ん
ま
う
せ
 
 
 

か
に
承
り
候
半
と
申
ば
、
い
と
む
つ
か
し
き
事
に
侍
ら
ん
と
恩
ひ
て
、
 
 

こ
の
 

さ
う
ら
は
ん
 
 
 

此
句
な
に
に
か
劣
り
候
半
、
と
答
へ
け
る
也
。
い
か
な
る
不
思
議
の
 
 

は
い
 
 
 

五
文
字
か
侍
ら
ん
、
今
は
本
意
な
し
。
、
、
、
づ
か
ら
申
さ
れ
け
る
は
、
 
 

し
よ
う
h
じ
 
 
 

は
た
生
死
の
転
変
を
前
に
お
き
な
が
ら
、
発
句
す
べ
き
わ
ぎ
に
も
あ
 
 

こ
め
 

こ
の
 

す
ぎ
 
 
 

ら
ね
ど
、
よ
の
つ
ね
此
道
を
心
に
籠
て
、
年
も
や
～
半
膏
に
過
た
れ
 
 

ぽ
え
ん
 
 
 

バ
、
い
ね
て
ハ
朝
雲
暮
爛
の
間
を
か
け
り
、
さ
め
て
は
山
水
野
鳥
の
 
 

ま
う
し
ふ
 

た
だ
ち
 
 
 

声
に
お
ど
ろ
く
。
是
を
仏
の
妄
執
と
い
ま
し
め
給
へ
る
直
路
は
、
今
 
 

こ
の
の
ち
 
 
 

の
身
の
上
に
お
ぼ
え
侍
る
也
。
此
後
は
た
ヾ
生
前
の
俳
藷
を
わ
す
れ
 
 

【
5
）
 
 
む
と
の
ミ
お
も
ふ
は
、
と
か
へ
す
′
＼
く
や
ミ
申
さ
れ
し
也
。
 
 

こ
の
芭
蕉
の
悩
み
を
解
す
る
際
、
多
く
の
解
説
書
・
注
釈
書
で
は
、
 
 

こ
れ
は
芭
蕉
の
生
涯
を
貫
く
あ
る
ジ
レ
ン
マ
が
吐
露
さ
れ
た
作
で
あ
る
 
 

と
す
る
の
が
は
ぼ
決
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。
「
斯
く
慨
悔
 
 

は
さ
れ
る
も
の
の
、
『
通
を
切
に
思
う
』
が
故
に
妄
執
と
思
い
知
ら
れ
 
 
 



る
俳
藷
が
捨
て
得
ら
れ
な
い
」
 
「
そ
の
儀
悔
は
斯
る
デ
ィ
レ
ン
マ
に
懸
 
 

っ
た
慨
悔
な
の
で
あ
る
」
 
（
志
田
義
秀
）
と
言
わ
れ
、
「
臨
終
に
至
っ
 
 

て
執
着
を
去
っ
て
澄
み
と
お
っ
た
安
心
の
中
に
瞑
目
し
た
い
願
い
と
、
 
 

そ
の
際
な
お
風
雅
に
執
着
す
る
一
念
と
の
相
剋
は
、
芭
蕉
生
涯
の
縮
図
 
 

と
も
い
う
べ
」
き
で
あ
り
、
「
『
仕
官
懸
命
の
地
』
と
『
俳
敵
視
室
の
 
 

扉
』
と
に
心
惹
か
れ
つ
つ
も
『
此
の
一
筋
』
に
繁
ら
ざ
る
を
え
な
い
嘆
 
 

を
辿
り
つ
め
て
」
 
「
生
涯
の
な
や
み
は
こ
の
一
鮎
に
凝
集
せ
ら
れ
て
い
 
 

る
」
 
（
頴
原
退
蔵
）
と
も
い
う
。
 
 
 

右
の
二
つ
の
評
は
、
と
も
に
、
引
用
箇
所
に
隣
接
し
て
白
楽
天
の
 
 

「
狂
言
綺
語
」
の
概
念
を
掲
げ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
芭
蕉
臨
終
 
 

の
葛
藤
は
、
『
自
民
文
集
』
か
ら
『
和
漢
朗
詠
集
』
『
古
来
風
駄
抄
』
 
 

そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
『
方
丈
記
』
と
つ
づ
く
、
仏
教
思
想
を
背
負
 
 

っ
た
文
学
罪
悪
観
の
系
譜
の
一
環
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
観
察
で
あ
ろ
 
 

う
。
人
生
＝
仏
道
＝
安
心
と
、
芸
術
＝
風
雅
＝
妄
執
と
い
う
、
二
つ
の
 
 

価
値
原
理
の
間
の
相
剋
。
こ
れ
は
確
か
に
、
『
笈
日
記
』
の
 
「
是
を
仏
 
 

ノ
、
だ
り
 
 

の
妄
執
と
い
ま
し
め
給
へ
る
」
云
々
の
件
に
合
致
し
て
お
り
、
最
晩
年
 
 

の
芭
蕉
の
意
識
を
読
解
す
る
上
で
今
日
ま
で
揺
る
が
ぬ
ほ
ぼ
定
説
、
と
 
 

い
う
よ
り
殆
ど
唯
一
の
見
解
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 
 
 

さ
て
、
芸
術
対
仏
道
と
い
う
こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
は
、
見
か
け
の
 
 

深
刻
さ
に
反
し
て
、
歴
史
上
さ
は
ど
難
し
い
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
て
 
 

は
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
二
 
 

つ
の
価
値
原
理
の
一
方
を
否
定
す
る
あ
る
い
は
諦
め
て
捨
て
去
る
か
、
 
 

も
し
く
は
一
方
を
他
方
に
従
属
さ
せ
る
か
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
刻
 
 

な
対
立
は
さ
し
あ
た
り
避
け
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
 
 

ば
、
「
浮
言
給
語
の
戯
れ
に
は
似
た
れ
ど
も
、
こ
と
の
深
き
旨
も
顕
は
 
 

れ
、
こ
れ
を
縁
と
し
て
仏
の
道
に
も
通
は
さ
ん
た
め
…
…
歌
の
深
き
道
 
 

㌻
】
∵
 
 

を
申
す
も
、
空
・
仮
・
中
の
三
諸
に
似
た
る
に
よ
り
て
…
…
」
と
聖
俗
 
 

一
元
化
を
図
っ
て
ジ
レ
ン
マ
を
脱
し
た
藤
原
俊
成
の
戦
略
が
、
明
ら
か
 
 

に
和
歌
を
天
台
仏
教
に
従
属
せ
し
め
る
第
二
の
方
向
を
と
っ
て
い
た
の
 
 

に
対
し
、
己
れ
の
神
官
就
任
を
阻
む
そ
も
そ
も
の
障
害
と
な
っ
て
い
た
 
 

歌
の
道
を
拠
ち
歌
壇
と
の
交
渉
を
断
ち
切
っ
て
仏
道
修
行
に
心
を
傾
け
 
 

た
鴨
長
明
は
、
一
方
の
価
値
原
理
の
否
定
・
放
棄
と
い
う
第
一
の
解
決
 
 

法
を
採
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
 
 

仏
道
－
芸
術
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
は
、
実
際
比
較
的
容
易
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
と
く
に
鴨
長
明
の
場
合
、
な
ぜ
最
後
ま
 
 

で
あ
あ
も
綿
々
と
悩
み
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
日
本
文
学
史
 
 

上
、
芭
蕉
と
一
見
よ
く
似
た
悩
み
・
迷
い
を
終
焉
近
く
に
吐
露
し
て
い
 
 

た
一
人
物
の
コ
ト
バ
と
し
て
、
『
方
丈
記
』
か
ら
引
用
し
て
み
る
の
は
 
 

無
意
義
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

仏
の
教
へ
給
ふ
お
も
む
き
は
、
こ
と
に
触
れ
て
、
執
心
な
か
れ
と
な
 
 
 

り
。
今
、
草
庵
を
愛
す
る
も
、
と
が
と
す
。
閑
寂
に
著
す
る
も
、
障
 
 
 

り
な
る
べ
し
。
い
か
が
、
要
な
き
楽
し
み
を
述
べ
て
、
あ
た
ら
時
を
 
 

こ
り
∴
 
 
過
ぐ
さ
ん
。
 
 
 



出
家
し
隠
遁
し
て
仏
教
修
行
に
励
む
身
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
「
草
 
 

庵
を
愛
」
し
「
閑
寂
に
着
」
す
る
こ
と
自
体
が
一
つ
の
 
「
執
心
」
 
で
あ
 
 

り
、
悟
り
へ
の
障
害
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
反
省
し
て
い
る
わ
け
で
 
 

あ
る
。
仏
道
対
芸
術
と
い
う
一
次
的
表
層
的
ジ
レ
ン
マ
が
難
な
く
解
消
 
 

●
●
●
●
●
 
 

し
た
後
な
お
深
部
に
わ
だ
か
ま
っ
た
の
が
、
こ
の
仏
道
内
部
の
パ
ラ
ド
 
 

ク
ス
だ
っ
た
の
だ
。
執
心
を
去
ら
ん
と
努
め
る
こ
と
即
執
心
。
こ
れ
は
 
 

確
か
に
厄
介
な
、
単
純
な
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
よ
り
も
も
は
や
端
的
に
自
 
 

己
矛
盾
と
言
え
る
深
刻
な
状
況
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

方
丈
の
庵
に
じ
っ
と
匿
れ
棲
ん
だ
文
人
と
風
雅
を
狩
っ
て
諸
国
を
経
 
 

巡
っ
た
俳
人
、
こ
の
対
顔
的
で
あ
り
な
が
ら
と
も
に
「
隠
者
」
と
一
括
 
 

さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
対
比
的
類
比
に
鑑
み
て
、
『
笈
日
記
』
に
み
た
 
 

芭
蕉
の
苦
悩
を
、
こ
こ
で
、
長
明
の
悩
み
と
き
れ
い
な
双
対
を
な
す
も
 
 

の
だ
と
改
め
て
解
釈
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
仏
道
 
 

固
有
の
問
題
で
あ
っ
た
長
明
の
迷
い
を
鏡
像
化
し
て
み
る
な
ら
、
芭
蕉
 
 

の
悩
み
を
こ
れ
は
芸
術
固
有
の
も
の
と
見
傲
す
こ
と
が
で
き
て
く
る
。
 
 

そ
の
と
き
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
状
況
こ
そ
が
、
芭
蕉
の
真
の
ジ
レ
ン
 
 

マ
を
形
成
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

即
ち
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
「
枯
野
」
の
句
へ
の
代
表
的
 
 

＝
風
雅
＝
妄
執
と
の
間
の
相
剋
に
起
因
す
る
と
い
っ
た
ん
定
式
化
し
て
 
 

お
い
た
が
、
そ
れ
は
目
に
つ
き
や
す
い
表
面
的
な
対
立
に
す
ぎ
な
い
の
 
 

な
評
釈
を
読
み
な
が
ら
、
芭
蕉
の
苦
悩
が
人
生
＝
仏
道
＝
安
心
と
芸
術
 
 

で
あ
っ
て
、
真
に
暴
き
出
す
べ
き
問
題
は
、
第
二
群
の
内
部
に
お
け
る
 
 

矛
盾
な
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
縮
約
 
 

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
風
雅
」
と
い
う
一
つ
の
価
値
概
念
に
固
有
の
パ
 
 

ラ
ド
ク
ス
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
風
雅
」
と
は
一
体
 
 

な
ん
な
の
か
が
問
題
と
な
る
。
 
 
 

芭
蕉
は
己
れ
の
俳
諸
芸
術
観
を
体
系
的
に
叙
述
し
た
こ
と
は
な
か
っ
 
 

た
が
、
例
え
ば
あ
の
有
名
な
『
笈
之
小
文
』
冒
頭
近
く
の
断
片
か
ら
だ
 
 

け
で
も
、
「
風
雅
」
 
の
理
念
を
理
論
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
そ
 
 

う
だ
。
 
 

と
こ
ろ
 
 

風
雅
に
お
け
る
も
の
、
造
化
に
随
ひ
て
四
時
を
友
と
す
。
見
る
処
、
 
 
 

花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
思
ふ
所
、
月
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
 
 

か
た
ち
 
 
 

し
。
像
、
花
に
あ
ら
ざ
る
と
き
ハ
、
夷
秋
に
ひ
と
し
。
心
、
花
に
あ
 
 

い
で
 
 
 

ら
ざ
る
と
き
は
、
鳥
獣
に
類
ス
。
夷
狭
を
出
、
鳥
獣
を
離
れ
て
、
造
 
 

〈
川
）
 
 
 

化
に
随
ひ
、
造
化
に
帰
れ
と
な
り
。
 
 

見
る
も
の
全
て
が
花
で
あ
り
、
思
う
も
の
全
て
が
月
で
あ
る
。
即
ち
 
 

私
意
・
私
情
を
去
っ
て
大
自
然
に
同
化
し
、
純
粋
な
静
観
に
徹
す
る
こ
 
 

と
。
こ
こ
ま
で
は
よ
ろ
し
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
境
地
に
達
し
な
い
 
「
夷
 
 

秋
」
 
「
鳥
獣
」
を
排
す
る
段
に
な
る
と
、
．
わ
れ
わ
れ
は
、
「
風
雅
の
パ
 
 

ラ
ド
ク
ス
」
の
徴
候
を
喚
ぎ
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
 
 

り
そ
こ
で
は
、
花
や
月
へ
の
、
そ
し
て
物
事
一
般
を
花
月
と
し
て
み
る
 
 
 



美
意
識
を
欠
い
た
野
蛮
人
や
鳥
獣
が
、
そ
れ
自
体
紛
れ
も
な
く
自
然
な
 
 

存
在
で
あ
り
な
が
ら
放
逐
さ
れ
、
自
然
の
中
に
ぬ
く
ぬ
く
し
て
い
た
の
 
 

で
は
達
成
で
き
な
い
文
化
的
洗
練
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
排
 
 

他
的
な
感
覚
の
錬
成
、
こ
れ
が
、
風
雅
本
来
の
自
然
性
・
包
容
性
と
い
 
 

か
に
し
て
調
和
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
夷
秋
を
出
、
鳥
獣
を
離
れ
」
 
 

る
こ
と
と
、
「
造
化
に
随
ひ
、
造
化
に
帰
」
る
こ
と
と
は
、
真
向
か
ら
 
 

撞
着
し
あ
う
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

芭
蕉
自
身
は
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
つ
い
て
直
接
語
っ
た
こ
と
は
な
い
。
 
 

け
れ
ど
も
芭
蕉
語
録
は
、
そ
も
そ
も
が
不
可
解
な
矛
盾
に
満
ち
て
い
た
 
 

の
で
あ
る
。
「
俳
諸
は
無
分
別
な
る
に
高
み
あ
り
」
 
（
俳
語
間
答
）
「
俳
 
 

諸
は
三
尺
の
童
に
さ
せ
よ
」
 
（
三
冊
子
）
と
風
雅
固
有
の
自
然
性
を
謳
 
 

歌
し
た
か
と
思
う
と
、
「
句
整
は
ず
ん
ば
舌
頭
に
千
転
せ
よ
」
 
（
去
来
 
 

抄
）
と
極
度
の
推
敲
努
力
を
弟
子
に
要
求
す
る
、
と
い
っ
た
具
合
だ
。
 
 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
元
禄
元
年
の
次
の
句
な
ど
 
 

も
微
妙
か
つ
複
雑
な
意
味
を
威
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

の
ち
 
 

木
曽
の
痩
も
ま
だ
な
を
ら
ぬ
に
後
の
月
 
 
 

こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
 
（
無
意
識
の
）
自
嘲
の
念
だ
ろ
う
か
。
 
 

あ
く
せ
く
と
休
む
間
も
な
く
、
身
を
削
っ
て
駆
け
ま
わ
る
風
雅
の
狩
人
。
 
 

忙
し
い
風
雅
と
は
実
に
奇
妙
な
、
自
己
矛
盾
的
な
非
喜
劇
で
は
な
い
だ
 
 

ろ
う
か
。
人
為
的
な
洗
練
へ
の
や
み
が
た
い
衝
動
こ
そ
、
か
の
 
「
妄
執
」
 
 

に
他
な
る
ま
い
。
汎
自
然
美
的
価
値
と
し
て
の
風
雅
と
い
う
規
範
概
念
 
 

を
画
定
し
定
立
す
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
偏
狭
な
る
妄
執
が
要
求
さ
 
 

れ
る
の
か
。
す
る
と
し
か
し
そ
こ
に
実
現
さ
れ
た
風
雅
は
、
真
の
意
味
 
 

で
の
風
雅
と
言
え
る
も
の
な
の
か
。
 
 
 

こ
の
始
末
の
悪
い
パ
ラ
ド
ク
ス
を
、
次
の
よ
う
な
区
別
を
す
る
こ
と
 
 

で
脱
出
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、
「
鳥
獣
を
離
れ
」
 
 

た
不
自
然
な
作
為
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
は
「
造
化
に
 
 

随
」
 
っ
た
自
然
な
作
品
世
界
を
作
り
出
す
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
、
芸
 
 

●
●
●
●
 
 

術
創
作
の
過
程
と
成
果
と
を
峻
別
す
る
こ
と
。
作
品
外
に
お
け
る
排
除
 
 

選
別
と
、
作
品
内
に
定
着
さ
る
べ
き
風
雅
の
理
念
と
は
別
も
の
で
あ
っ
 
 

て
、
そ
こ
に
何
ら
矛
盾
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
す
る
こ
と
。
確
か
に
、
 
 

西
洋
的
古
典
的
な
美
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
馴
染
ん
だ
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
 
 

そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
滑
稽
な
コ
メ
デ
ィ
を
書
く
行
為
そ
れ
自
体
が
滑
 
 

措
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、
崇
高
な
ド
ラ
マ
、
優
美
な
ロ
マ
ン
 
 

ス
を
措
く
作
者
の
人
生
が
崇
高
で
あ
っ
た
り
優
美
で
あ
っ
た
り
し
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
ぬ
い
わ
れ
は
な
い
。
だ
が
、
芭
蕉
の
「
風
雅
」
 
の
よ
う
な
美
 
 

的
範
疇
に
関
し
て
、
創
作
方
法
・
態
度
・
生
活
と
い
う
も
の
を
、
作
品
 
 

の
内
容
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
意
味
を
な
す
の
だ
ろ
う
か
。
大
西
克
礼
 
 

『
風
雅
論
』
に
よ
る
と
、
「
俳
諸
の
如
き
芸
術
は
、
一
方
で
素
材
の
世
 
 

界
が
無
制
限
に
拡
大
さ
れ
う
る
と
同
様
に
、
他
方
そ
の
主
体
的
方
面
に
 
 

於
い
て
も
、
そ
の
特
殊
な
芸
術
性
が
、
単
な
る
句
案
句
作
の
仕
事
に
の
 
 

み
限
ら
れ
ず
し
て
、
広
く
一
般
の
精
神
的
態
度
か
ら
、
更
に
日
常
の
生
 
 

「
〓
，
 
 

活
態
度
の
上
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
、
自
然
の
傾
向
が
あ
る
」
の
で
あ
り
、
 
 

「
風
雅
の
真
骨
頭
は
此
虚
に
至
っ
て
…
…
主
体
の
全
生
活
態
度
を
律
す
 
 
 



（
ほ
）
 
 

る
と
こ
ろ
の
、
特
殊
の
様
式
と
も
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
 
 

一
般
的
姿
勢
と
芸
術
的
結
実
と
の
区
別
が
溶
解
消
去
す
る
こ
の
傾
向
は
、
 
 

確
か
に
、
「
見
る
処
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
と
い
っ
た
、
自
然
 
 

人
事
万
物
へ
と
「
風
雅
の
種
」
を
拡
げ
ん
と
す
る
あ
の
一
元
論
的
美
学
 
 

か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
滑
椿
」
 
「
崇
高
」
 
「
優
 
 

美
」
 
「
悲
壮
」
と
い
っ
た
西
洋
の
古
典
的
美
的
範
噂
と
は
異
な
り
、
風
 
 

雅
の
よ
う
な
理
念
で
は
、
芸
術
作
品
内
部
と
外
の
人
生
と
が
相
互
に
浸
 
 

透
し
て
お
り
、
階
層
（
レ
ベ
ル
）
 
の
区
別
が
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
 
 
 

l
1
3
）
 
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
い
っ
そ
う
厄
介
な
難
問
と
し
て
 
 

舞
い
も
ど
っ
て
く
る
。
し
か
も
、
鴨
長
明
の
仏
道
の
ジ
レ
ン
マ
の
よ
う
 
 

に
、
最
後
に
は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
絶
対
的
規
範
へ
帰
依
す
る
こ
と
で
救
 
 

わ
れ
る
、
と
い
っ
た
解
決
も
、
風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
は
開
か
れ
て
い
 
 

な
い
。
『
方
丈
記
』
を
最
後
ま
で
読
む
と
、
長
明
の
迷
い
は
、
真
の
パ
 
 

ラ
ド
ク
ス
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
己
れ
の
修
道
の
不
 
 

徹
底
を
追
及
し
、
宿
業
と
妄
心
を
自
己
告
発
す
る
過
程
で
の
悶
え
で
あ
 
 

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
未
熟
と
か
不
徹
底
と
か
の
自
覚
は
あ
っ
 
 

て
も
そ
れ
以
上
の
危
機
が
予
覚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
修
行
・
 
 

称
名
と
い
う
絶
対
規
範
の
存
す
る
道
に
お
い
て
は
、
そ
こ
へ
収
赦
す
る
 
 

専
心
に
よ
っ
て
全
て
は
解
決
さ
れ
隠
者
の
平
安
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
 
 

に
な
る
だ
ろ
う
 
（
「
…
…
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ
て
、
不
語
の
阿
 
 

∴
‖
一
 
 

弥
陀
仏
、
両
三
遍
申
し
て
、
や
み
ぬ
」
）
。
 
 
 

芭
蕉
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
も
っ
と
ず
っ
と
根
源
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
風
 
 

雅
と
い
う
概
念
の
構
造
そ
の
も
の
が
窄
む
論
理
的
矛
盾
な
の
で
あ
り
、
 
 

い
か
な
る
人
間
的
修
練
も
努
力
も
受
け
つ
け
は
し
な
い
。
究
極
的
規
範
 
 

を
持
た
な
い
そ
の
相
対
主
義
の
ゆ
え
に
俳
諸
は
、
明
確
に
排
他
的
に
存
 
 

テ
 
 
 

立
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
そ
の
理
念
が
内
側
か
ら
崩
れ
て
い
っ
て
し
ま
 
 

う
と
い
う
、
い
わ
ば
自
己
浸
蝕
の
危
機
に
始
め
か
ら
常
に
つ
き
ま
と
わ
 
 

れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
新
た
な
モ
デ
ル
と
し
 
 

て
、
次
の
よ
う
な
本
居
宣
長
の
議
論
を
思
い
出
し
て
み
る
な
ら
ば
有
益
 
 

な
示
唆
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

イ
ト
ヒ
 
 
 

か
の
老
荘
は
…
…
さ
か
し
ら
を
厭
て
、
自
然
を
尊
ぶ
が
…
…
但
し
か
 
 

イ
ゝ
r
 
 
 

れ
ら
が
道
は
、
も
と
さ
か
し
ら
を
厭
ふ
か
ら
、
自
然
の
道
を
し
ひ
て
 
 

立
ん
と
す
る
物
な
る
故
に
、
そ
の
自
然
は
真
の
自
然
に
あ
ら
ず
、
も
 
 

マ
カ
 
 
 

し
自
然
に
任
す
を
よ
し
と
せ
ば
、
さ
か
し
ら
な
る
世
は
、
そ
の
さ
か
 
 
 

し
ら
の
ま
ゝ
に
て
あ
ら
ん
こ
そ
、
真
の
自
然
に
は
有
べ
き
に
、
そ
の
 
 

イ
ト
 
ニ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ソ
ム
 
 
 
シ
ヒ
ゴ
ト
 
｛
ほ
）
 
 
さ
か
し
ら
を
厭
ひ
悪
む
は
、
返
り
て
自
然
に
背
け
る
強
事
也
。
 
 

無
為
を
説
く
こ
と
ほ
、
不
必
要
で
あ
る
か
自
己
否
定
で
あ
る
か
、
い
 
 

ず
れ
に
せ
よ
無
意
味
な
行
為
に
帰
着
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。
老
荘
思
想
 
 

の
「
無
為
自
然
」
 
に
内
在
す
る
論
理
矛
盾
を
見
事
に
指
摘
し
た
見
解
と
 
 

言
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

「
風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
が
、
構
造
上
宣
長
の
提
起
す
る
無
為
自
然
 
 ー 9   



の
矛
盾
と
同
型
で
あ
る
こ
と
に
、
も
は
や
説
明
の
要
は
あ
る
ま
い
。
芭
 
 

●
●
●
 
 

蕉
を
真
に
悩
ま
せ
た
も
の
、
あ
る
い
は
悩
ま
せ
た
は
ず
の
も
の
を
理
解
 
 

す
る
た
め
に
は
、
彼
を
仏
教
的
文
脈
に
置
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
老
 
 

荘
の
精
神
的
文
脈
に
据
え
て
み
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
芥
川
龍
 
 

之
介
が
小
説
「
枯
野
抄
」
 
で
芭
蕉
の
臨
終
を
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
し
 
 

て
み
せ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
元
禄
の
時
代
に
仏
教
の
力
が
な
お
ど
れ
 
 

は
ど
現
実
的
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
芭
蕉
は
確
か
に
白
楽
天
に
 
 

傾
倒
し
て
い
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
彼
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
 
 

『
荘
子
』
で
あ
っ
た
ろ
う
。
『
笈
之
小
文
』
の
有
名
な
冒
頭
部
な
ど
を
 
 

思
い
出
し
て
は
し
い
。
そ
こ
で
芭
蕉
が
あ
か
ら
さ
ま
に
述
べ
て
い
た
の
 
 

は
、
「
身
を
立
む
事
を
願
へ
ど
も
、
学
で
愚
を
暁
ン
事
を
思
へ
ど
も
」
 
 

と
、
世
間
の
道
と
仏
道
に
挫
折
し
た
自
責
の
念
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
 
 

し
か
し
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
自
然
に
全
体
の
ム
ー
ド
を
支
配
し
て
 
 

い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
百
骸
九
寮
の
中
に
物
有
」
す
な
わ
ち
『
荘
子
』
 
 

斉
物
論
篇
の
 
「
百
骨
九
穴
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
部
分
に
 
 

お
い
て
明
記
さ
れ
た
仏
教
的
要
因
よ
り
も
、
全
般
的
に
暗
示
さ
れ
た
老
 
 

荘
的
気
配
の
方
が
、
確
か
に
彼
の
本
質
に
か
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
 
 

思
わ
れ
る
の
だ
。
 
 
 

「
江
戸
時
代
ま
で
の
わ
が
国
で
は
、
思
想
体
系
と
し
て
の
荘
子
は
は
 
 

と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｛
無
状
況
に
あ
っ
て
お
そ
ら
く
初
め
て
 
 

本
格
的
に
老
荘
に
か
ぶ
れ
、
芸
術
に
活
か
し
お
お
せ
た
芭
蕉
と
い
う
人
 
 

は
、
伝
統
芸
道
の
大
家
で
あ
る
以
上
に
、
思
想
界
・
文
学
界
に
お
け
る
 
 

稀
代
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
で
あ
っ
た
。
先
に
『
笈
日
記
』
に
み
た
臨
 
 

終
の
場
面
に
し
て
も
、
「
是
を
仏
の
妄
執
」
云
々
と
仏
道
と
の
対
立
に
 
 

か
こ
つ
け
て
自
己
の
ジ
レ
ン
マ
を
吐
き
出
し
て
み
せ
て
は
い
た
が
、
こ
 
 

う
し
た
旧
制
と
し
て
の
文
学
罪
悪
観
へ
の
訴
え
は
、
ど
う
考
え
て
も
か
 
 

の
前
衛
作
家
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
紋
切
り
型
の
古
い
イ
デ
ィ
オ
ム
で
あ
 
 

っ
て
、
実
は
こ
れ
は
、
あ
の
も
っ
と
ず
っ
と
深
刻
な
「
風
雅
の
パ
ラ
ド
 
 

ク
ス
」
を
隠
蔽
す
る
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
お
う
か
、
伝
統
的
語
法
を
 
 

反
復
し
て
か
り
そ
め
の
安
定
を
得
よ
う
と
し
た
無
意
識
裡
の
防
衛
的
合
 
 

■
「
■
 
 

理
化
だ
と
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
で
、
「
枯
野
」
の
句
を
筆
者
の
観
点
か
ら
読
み
解
く
た
め
に
必
 
 

要
と
さ
れ
る
背
景
事
情
の
整
理
が
ほ
ぼ
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
 
 

■
●
●
●
 
 

と
め
る
と
、
ま
ず
風
雅
と
は
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
反
仏
教
的
と
い
 
 

●
●
●
 
 

う
よ
り
老
荘
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
よ
っ
て
真
に
問
題
と
な
 
 

る
の
は
、
風
雅
と
風
雅
外
と
の
対
立
で
は
な
く
、
風
雅
内
部
の
矛
盾
に
 
 

●
●
 
 

他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
「
妄
執
」
と
は
、
芭
蕉
の
心
理
の
 
 

上
で
は
仏
道
に
背
馳
し
た
風
雅
の
罪
障
を
ま
ず
意
味
し
た
と
し
て
も
、
 
 

彼
の
無
意
識
あ
る
い
は
論
理
の
上
で
は
、
実
は
妄
執
と
は
、
風
雅
の
概
 
 

念
に
ひ
そ
む
自
家
撞
着
の
裂
け
目
だ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

2
 
「
枯
野
」
分
析
 
 

さ
て
、
以
上
見
て
き
た
パ
ラ
ド
ク
ス
の
焦
点
を
な
す
、
あ
の
枯
野
の
 
 10   



句
を
注
意
深
く
読
み
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
諸
々
の
解
釈
書
に
「
大
 
 

意
」
 
「
句
意
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
が
一
応
の
手
引
 
 

け
 
 

き
と
な
る
は
ず
な
の
で
、
ま
ず
そ
の
い
く
つ
か
を
列
挙
し
て
み
る
。
 
 

旅
の
途
中
に
病
み
臥
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
夢
の
中
で
は
な
お
枯
 
 
 

野
を
か
け
め
ぐ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
谷
地
快
一
）
 
 

あ
の
野
、
こ
の
野
、
そ
れ
ら
が
次
か
ら
次
と
夢
裡
を
か
す
め
去
っ
 
 
 

て
ゆ
く
。
そ
の
中
に
自
分
も
い
て
、
果
て
ど
な
い
枯
野
の
道
を
ひ
と
 
 
 

り
杖
に
す
が
っ
て
と
ぼ
と
ぼ
と
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。
（
今
栄
蔵
）
 
 

病
の
た
め
に
臥
す
身
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
眠
っ
て
い
る
間
も
な
 
 
 

お
寒
々
と
し
た
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
夢
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
（
岩
 
 
 

田
九
郎
）
 
 

再
び
癒
え
て
草
鞋
を
ふ
み
し
め
る
こ
と
も
覚
束
な
い
。
さ
う
恩
ふ
 
 
 

と
夢
の
裡
に
も
な
ほ
吟
魂
は
枯
野
を
か
け
廻
る
の
で
あ
る
。
（
顔
原
 
 
 

退
蔵
）
 
 

旅
中
に
病
み
臥
し
て
ゐ
る
と
、
夢
の
中
に
な
は
粛
候
た
る
枯
野
を
 
 
 

か
け
め
ぐ
る
こ
と
で
あ
る
、
（
加
藤
轍
邸
）
 
 

旅
に
病
み
、
夢
う
つ
つ
の
中
で
、
彼
は
枯
野
を
さ
ま
よ
い
歩
い
て
 
 
 

い
る
自
分
の
姿
を
見
た
。
（
山
本
健
吉
）
 
 
 

し
か
し
例
え
ば
「
吟
魂
は
枯
野
を
か
け
廻
る
の
で
あ
る
」
と
は
、
正
 
 

確
に
は
ど
う
い
う
事
態
を
指
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
言
い
換
え
自
体
へ
 
 

の
評
釈
が
欲
し
い
気
が
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
一
見
し
て
明
ら
か
な
の
 
 

●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
＿
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
●
 
 
’
 
 
●
 
 

は
、
枯
野
の
作
品
世
界
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
何
な
の
か
を
芭
 
 

蕉
研
究
家
た
ち
が
厳
密
に
確
定
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
 
 

確
定
す
る
必
要
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
頴
原
退
蔵
は
 
り
 
 

他
の
と
こ
ろ
で
「
こ
の
句
意
は
別
に
解
す
る
ま
で
も
な
く
明
か
で
あ
る
］
 
 

と
、
考
究
を
は
じ
め
か
ら
当
然
の
こ
と
く
回
避
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
 
 

れ
は
、
使
わ
れ
て
い
る
用
語
が
別
段
難
し
く
な
い
作
品
を
扱
う
と
き
に
 
 

陥
り
や
す
い
錯
覚
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
こ
の
句
意
は
「
解
 
 

す
る
ま
で
も
な
く
明
か
で
」
は
到
底
な
い
か
ら
「
あ
え
て
解
さ
ね
ば
な
 
 

だ
が
見
事
な
ま
で
に
無
自
覚
な
）
相
違
を
見
て
も
よ
く
わ
か
る
は
ず
だ
。
 
 

ら
な
い
」
と
い
う
立
場
か
ら
出
発
す
る
。
現
実
に
こ
の
句
の
解
し
方
が
 
 

決
し
て
自
明
で
は
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
偏
差
を
許
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
 
 

は
、
引
用
し
た
幾
つ
か
の
 
「
句
意
」
 
の
間
に
お
け
る
 
（
無
視
で
き
な
い
、
 
 
 

そ
こ
で
こ
の
句
の
意
味
が
持
つ
潜
在
的
分
岐
の
様
相
を
さ
ら
に
際
立
た
 
 

せ
る
た
め
に
、
外
国
語
訳
に
訴
え
て
み
た
い
。
原
句
を
欧
文
と
く
に
英
 
 

語
に
翻
訳
し
た
も
の
を
、
日
本
人
の
手
に
な
る
も
の
も
含
め
て
な
る
べ
 
 

く
多
く
掲
げ
よ
う
。
俳
句
の
場
合
に
限
ら
ず
、
同
言
語
の
中
で
の
い
か
 
 

な
る
言
い
換
え
・
説
明
に
も
ま
し
て
翻
訳
は
、
一
箇
の
完
結
を
志
し
た
 
 

（
飢
一
 
 

明
瞭
な
解
釈
を
呈
示
し
て
く
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 

①
 
O
n
 
a
j
〇
u
r
n
2
y
∵
亡
－
＼
a
n
d
 
m
y
 
d
r
e
a
m
s
も
n
 
W
i
t
h
e
r
e
d
 
 
 

芽
】
d
s
＼
a
r
2
W
a
n
d
e
r
i
n
閑
S
t
1
日
二
D
O
n
a
－
d
 
K
e
e
n
e
）
 
 

④
 
≧
L
I
N
G
O
n
m
y
t
r
a
邑
s
＼
Y
e
t
m
y
d
r
e
a
m
w
a
n
d
①
r
i
n
明
＼
 
 
 

○
諾
r
 
W
i
t
h
e
r
の
d
 
m
0
0
r
S
．
（
G
e
O
f
f
r
e
y
B
O
W
n
a
S
酔
A
n
t
h
O
n
y
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T
h
w
a
i
t
）
 
 

⑨
 
I
u
 
O
n
 
a
j
O
u
r
n
e
y
こ
M
y
 
d
r
e
a
m
s
 
w
a
n
d
e
r
＼
○
諾
r
 
a
W
i
t
h
・
 
 
 

e
r
e
d
 
m
0
0
r
∴
R
．
H
．
B
－
y
t
h
）
 
 

④
 
O
n
a
j
O
u
r
n
e
y
こ
－
亡
＼
a
n
d
O
孟
r
f
i
e
－
d
s
 
a
u
 
w
i
t
h
e
r
e
d
）
 
 
 

d
r
e
a
m
s
＼
g
O
 
W
a
n
d
e
r
i
n
g
 
s
t
i
〓
二
H
a
r
（
）
l
d
 
H
e
コ
d
e
r
s
〇
コ
）
 
 

㊥
－
、
m
t
a
k
e
n
i
－
－
w
h
i
－
e
t
r
a
く
e
－
－
i
n
g
こ
A
n
d
m
y
 
d
r
e
a
m
s
 
 
 

r
O
a
m
 
O
、
①
r
 
W
i
t
h
e
r
e
d
 
m
0
0
r
S
．
（
A
s
a
t
a
r
O
 
M
i
y
a
m
O
r
i
）
 
 

⑥
 
T
a
k
e
n
i
H
 
O
n
 
m
y
▲
t
r
a
諾
－
s
＼
M
y
 
d
r
e
a
m
s
r
O
a
m
 
O
完
r
 
 
 

w
i
t
h
e
r
e
d
 
m
0
0
r
S
∴
A
s
a
t
a
r
O
 
M
i
y
a
m
O
r
i
）
 
 

⑦
 
0
3
a
j
O
u
r
n
e
y
t
a
♂
n
i
－
－
1
＼
M
y
 
d
r
①
a
m
 
a
 
d
r
i
e
d
・
u
p
 
 
 

p
－
a
i
n
＼
T
h
r
O
u
g
h
w
h
i
c
h
I
w
a
n
d
e
↑
∴
G
－
2
n
n
S
h
a
w
）
 
 

㊥
 
T
O
m
b
か
m
巴
a
d
e
e
n
岩
y
a
軍
＼
E
n
r
㌢
e
去
u
r
u
n
e
p
－
a
i
n
e
 
 
 

d
か
s
e
r
t
e
＼
J
e
m
e
 
p
r
O
m
Ⅳ
n
e
∴
M
i
c
h
e
－
R
e
言
n
）
 
 

⑨
 
N
e
a
r
i
n
g
 
m
y
j
O
弓
n
e
y
㌦
e
n
d
＼
I
n
 
d
r
e
a
m
s
I
 
t
r
u
d
g
e
t
h
e
 
 
 

w
i
－
d
 
w
a
s
t
の
m
0
0
r
＼
A
n
d
 
s
e
各
a
 
k
i
n
d
－
y
 
f
ユ
e
n
d
．
 
 
 

（
W
i
亡
i
a
m
 
N
．
P
O
r
t
雪
）
 
 

⑲
 
T
a
ぎ
i
亡
w
h
i
－
e
j
O
u
r
n
e
y
i
コ
g
J
 
d
↑
2
a
m
t
＼
I
w
a
n
d
e
r
e
d
 
 
 

O
、
e
r
 
a
 
w
i
t
h
e
r
e
d
 
m
0
0
r
二
虎
a
s
i
－
H
a
亡
C
h
a
m
b
e
ユ
a
i
n
）
 
 

⑭
 
L
y
i
n
g
i
－
】
O
n
j
O
弓
n
e
y
｝
＼
A
h
－
m
y
 
d
r
e
a
m
s
＼
R
u
n
 
a
b
O
u
t
 
 
 

t
h
e
 
r
u
i
n
 
O
f
 
f
i
e
－
d
s
∴
Y
O
n
e
N
O
g
u
C
h
i
）
 
 

⑲
 
A
t
 
m
i
d
宅
a
y
 
O
f
m
y
j
O
彗
n
e
y
 
f
a
－
訂
n
i
E
＼
T
〇
・
n
i
嘗
ニ
 
 
 

㌻
r
e
a
笥
芦
＼
I
n
d
r
e
a
m
）
a
C
r
O
S
S
 
a
d
e
s
e
r
t
 
p
－
a
i
n
．
 
 
 

こ
こ
で
た
だ
ち
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
夢
は
」
の
処
理
の
仕
方
で
 
 

あ
る
。
「
夢
」
を
主
格
に
置
い
て
い
る
訳
と
、
i
n
 
d
r
e
a
m
－
w
a
n
d
e
r
 
 

と
い
う
ふ
う
に
「
夢
は
」
を
副
詞
的
に
 
（
「
私
」
を
主
格
に
）
解
し
て
 
 

い
る
訳
、
そ
れ
か
ら
⑦
の
訳
一
つ
だ
け
だ
が
、
「
夢
」
と
「
枯
野
」
と
 
 

を
同
格
に
繋
ぐ
訳
と
、
以
上
大
ま
か
に
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
は
、
主
語
を
明
確
化
せ
ね
ば
文
構
造
が
成
り
立
た
な
い
種
類
 
 

の
言
語
に
日
本
語
を
移
し
換
え
る
場
合
必
ず
や
意
識
さ
れ
表
面
化
さ
れ
 
 

ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
 
 
 

「
は
」
と
い
う
係
助
詞
は
、
一
般
に
、
文
の
「
主
題
」
を
提
示
す
る
 
 

作
用
を
も
つ
と
言
わ
れ
る
。
ハ
ロ
ル
ド
・
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
よ
る
単
語
 
 

も
し
く
は
文
節
ご
と
の
対
訳
を
見
る
と
、
 
 

吊
d
巴
一
己
一
箋
き
訂
÷
盲
責
二
§
二
訂
童
貞
一
S
O
忘
詠
？
ヨ
馬
茫
2
 
 

J
O
u
r
n
e
y
一
〇
n
こ
a
k
e
n
・
i
】
〓
d
r
e
a
m
s
一
a
s
・
訂
二
d
r
i
e
d
・
u
p
嘉
e
l
d
s
一
 
 

〇
n
一
r
u
コ
．
a
b
O
u
㌔
〉
 
 

と
い
う
具
合
に
ご
岩
は
然
る
べ
く
a
S
訂
r
 
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
 
 

よ
う
に
漠
然
と
話
題
を
示
す
の
が
日
本
語
の
「
は
」
 
で
あ
る
わ
け
だ
。
 
 

こ
の
 
「
主
題
を
提
示
す
る
」
と
い
う
作
用
を
分
解
し
具
体
化
さ
せ
て
考
 
 

え
よ
う
。
例
え
ば
「
ハ
」
は
四
つ
の
助
詞
「
ガ
」
 
「
ノ
」
 
「
ニ
」
 
「
ヲ
」
 
 

（
C
u
r
t
i
s
 
h
i
d
d
e
n
 
P
a
g
e
）
 
 

⑲
 
C
n
a
j
O
u
r
n
e
y
忘
i
－
i
n
g
l
＼
M
y
d
r
の
a
m
S
r
O
a
m
 
a
b
O
u
t
＼
 
 
 

〇
く
e
r
 
a
 
W
i
旨
e
r
e
d
 
m
0
0
r
．
（
M
a
k
O
t
O
 
U
e
d
a
）
 
 

12   



一
2
2
）
 
 

の
機
能
を
併
せ
持
つ
、
と
し
た
三
上
章
に
な
ら
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
文
 
 

節
「
夢
は
」
に
関
す
る
四
つ
の
文
法
的
選
択
を
得
る
こ
と
に
な
る
が
、
 
 

そ
れ
ら
は
枯
野
の
句
の
三
通
り
の
解
釈
に
帰
着
す
る
。
 
 
 

夢
ガ
 
と
す
る
と
、
「
私
は
旅
に
病
ん
で
／
夢
ガ
枯
野
ヲ
カ
ケ
廻
ル
」
 
 
 

夢
ノ
 
と
す
る
と
、
「
私
は
旅
に
病
ん
で
、
私
ハ
夢
ノ
枯
野
ヲ
カ
ケ
 
 

廻
ル
」
 
（
夢
ヲ
 
と
し
た
場
合
も
は
ぼ
意
味
は
同
じ
で
、
「
夢
ヲ
枯
野
 
 

ヲ
カ
ケ
廻
ル
」
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
「
夢
＝
枯
野
ヲ
カ
ケ
廻
ル
」
と
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
 
 
 

夢
こ
 
と
す
る
と
、
「
私
は
旅
に
病
ん
で
、
私
ハ
 
（
夢
ニ
）
枯
野
ヲ
 
 

カ
ケ
廻
ル
」
 
 
 

枯
野
の
句
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
三
つ
の
状
況
の
う
ち
の
 
 

ど
れ
か
で
あ
る
。
英
訳
の
分
裂
も
、
こ
の
三
つ
の
可
能
性
に
き
れ
い
に
 
 

対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
従
来
最
も
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
は
、
「
夢
ニ
」
 
 

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
六
つ
は
ど
見
た
注
釈
書
の
口
語
訳
は
、
曖
 
 

昧
な
ま
ま
は
と
ん
ど
が
「
夢
ニ
オ
イ
テ
私
ガ
枯
野
ヲ
…
…
」
と
い
う
解
 
 

釈
に
傾
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
欧
文
訳
で
も
、
十
三
個
の
う
 
 

ち
「
夢
ガ
」
と
し
て
い
る
の
が
八
つ
で
一
番
多
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
 
 

そ
う
し
て
「
ゆ
め
」
を
主
語
に
置
い
て
い
る
英
訳
者
の
場
合
で
さ
え
、
 
 

ひ
そ
か
に
こ
の
副
詞
説
が
心
中
抱
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
濃
厚
な
の
で
 
 

あ
る
。
例
え
ば
宮
森
麻
太
郎
だ
が
、
英
訳
で
は
確
か
に
M
y
 
d
r
e
a
m
∽
 
 

r
O
a
m
…
…
（
㊥
、
⑥
）
と
し
て
お
り
な
が
ら
も
、
そ
の
あ
と
に
彼
が
 
 

付
し
た
解
説
文
に
は
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
 
 

力
強
い
リ
ズ
ム
と
大
胆
な
文
彩
を
持
っ
た
美
し
い
詩
で
あ
る
。
 
 
 

ざ
e
a
m
s
㌔
明
断
力
配
舅
私
は
高
く
評
価
し
た
い
。
ゴ
O
a
m
i
n
 
 
 

d
r
e
a
m
s
－
ぜ
は
な
く
。
M
y
d
r
e
a
m
s
r
O
a
m
…
：
．
3
と
は
卓
抜
し
た
 
 

（
2
3
〉
 
 
 

表
現
で
あ
る
。
（
原
文
英
文
）
 
 

つ
ま
り
、
「
夢
は
」
の
主
格
を
宮
森
は
あ
く
ま
で
言
語
表
現
の
、
 
 

f
i
g
u
r
e
O
叫
s
p
e
e
c
h
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
作
品
世
 
 

界
の
実
在
的
事
実
と
は
認
め
て
い
な
い
。
実
際
は
l
 
r
O
a
m
i
n
 
d
r
①
a
m
S
 
 

●
●
●
 
 

●
●
●
 
 

で
あ
る
状
況
を
、
あ
え
て
d
r
e
a
m
s
 
r
O
a
m
と
し
た
擬
人
法
が
素
晴
ら
 
 

し
い
と
い
う
わ
け
だ
。
「
夢
」
を
主
語
に
訳
し
た
他
の
訳
者
た
ち
も
殆
 
 

ど
全
員
が
、
実
際
に
「
か
け
廻
」
 
っ
て
い
る
主
体
は
「
私
」
で
あ
る
と
 
 

考
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
証
拠
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
 
 

が
、
要
す
る
に
そ
れ
く
ら
い
に
、
「
夢
は
」
＝
「
夢
に
」
説
は
解
釈
者
 
 

の
間
に
汎
く
抱
か
れ
て
い
る
見
方
な
の
で
あ
る
。
 
 

3
 
「
枯
野
」
評
釈
 
 

さ
て
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
こ
の
句
は
「
夢
が
」
 
の
意
味
に
、
つ
ま
 
 

●
●
●
 
 

り
、
夢
は
「
か
け
廻
る
」
動
作
の
比
喩
的
な
主
語
で
は
な
く
本
当
の
主
 
 

語
だ
と
す
る
読
み
方
が
一
番
よ
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
文
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字
通
り
、
「
夢
」
そ
の
も
の
が
枯
野
を
か
け
ま
わ
っ
て
い
る
と
解
す
る
 
 

の
で
 

が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
大
ゆ
れ
に
揺
れ
、
疾
走
し
て
ゆ
く
。
「
風
雅
の
魔
 
 

心
」
た
る
妄
執
と
し
て
の
「
ゆ
め
」
が
、
一
箇
の
実
体
と
し
て
枯
野
の
 
 

低
空
を
ジ
グ
ザ
グ
に
、
あ
る
い
は
大
き
く
輪
を
描
き
な
が
ら
で
も
あ
ろ
 
 

う
、
翔
び
め
ぐ
る
こ
と
が
即
ち
視
界
の
揺
動
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
こ
 
 

こ
で
は
も
は
や
、
出
来
事
の
中
心
は
旅
に
病
ん
で
い
る
「
私
」
 
で
は
な
 
 

い
。
あ
く
ま
で
「
ゆ
め
」
と
い
う
独
立
別
個
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
「
夢
の
枯
野
」
と
解
し
た
場
合
は
ど
う
か
。
そ
こ
 
 

で
は
「
ゆ
め
」
の
枠
組
み
が
枯
野
の
空
間
い
っ
ぱ
い
に
拡
が
り
一
体
化
 
 

し
て
、
あ
た
か
も
巨
大
な
自
然
に
ゆ
き
わ
た
っ
た
風
雅
の
妄
執
が
自
ら
 
 

を
表
現
し
、
こ
れ
は
こ
れ
で
凄
ま
じ
い
光
景
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
り
 
 

そ
う
だ
。
た
だ
、
こ
の
場
合
「
私
」
と
い
う
局
限
さ
れ
た
意
識
主
体
が
 
 

主
語
と
し
て
十
七
文
字
全
体
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

さ
て
三
番
目
に
、
「
夢
に
お
い
て
」
と
す
る
あ
の
最
も
人
気
の
あ
る
 
 

解
釈
。
そ
こ
で
は
「
ゆ
め
」
は
、
背
景
と
し
て
の
生
理
的
状
態
に
す
ぎ
 
 

な
い
。
私
が
枯
野
を
か
け
廻
る
、
と
い
う
具
体
的
事
実
か
ら
「
ゆ
め
」
 
 

は
本
質
的
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
で
は
「
ゆ
め
」
は
実
体
 
 

で
は
な
く
、
あ
る
光
景
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
ど
く
抽
象
的
な
条
件
で
 
 

あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

（
こ
の
三
つ
の
う
ち
の
二
つ
な
い
し
三
つ
の
状
況
が
同
時
に
起
こ
っ
 
 

て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
－
宮
森
麻
太
郎
な
ど
は
 
 

実
際
そ
の
方
向
に
傾
い
て
い
る
が
－
、
そ
の
よ
う
な
二
重
映
し
は
い
 
 

か
に
も
重
苦
し
い
。
確
か
に
二
状
況
の
抱
き
合
わ
せ
と
い
え
ば
 
 

病
雁
の
夜
寒
に
落
ち
て
旅
寝
哉
 
 

な
ど
芭
蕉
に
も
い
く
つ
か
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
右
の
例
は
掛
詞
的
に
 
 

●
●
●
 
 

二
つ
の
別
箇
の
出
来
事
を
観
念
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
 
 

「
軽
み
」
を
保
存
し
て
い
る
と
言
え
る
の
に
対
し
、
枯
野
の
句
の
複
数
 
 

の
解
を
合
成
し
た
場
合
は
一
つ
の
状
況
の
申
に
場
面
の
混
線
が
生
じ
る
 
 

こ
と
と
な
り
、
そ
の
重
み
の
中
で
解
の
い
ず
れ
も
が
圧
迫
さ
れ
ば
や
け
 
 

て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
あ
た
り
は
想
像
力
を
働
か
せ
て
よ
 
 

く
味
わ
っ
て
み
た
い
。
）
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
第
三
の
「
夢
に
私
が
枯
野
を
」
と
い
う
読
み
、
つ
ま
る
 
 

と
こ
ろ
ゆ
め
見
な
が
ら
も
確
実
に
保
持
さ
れ
て
い
る
芭
蕉
の
自
我
・
妄
 
 

執
あ
る
い
は
内
省
的
意
識
と
い
う
も
の
が
、
彼
自
身
の
歩
み
と
い
う
具
 
 

体
的
形
態
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
こ
の
第
三
の
読
み
こ
そ
が
や
は
 
 

り
正
し
い
の
だ
し
、
一
番
発
展
性
も
あ
る
 
－
 
そ
う
い
う
説
が
主
張
さ
 
 

（
2
4
）
 
 

れ
る
こ
と
は
十
分
予
想
さ
れ
る
。
自
己
の
道
程
を
ふ
り
返
る
芭
蕉
の
自
 
 

意
識
を
尊
重
す
る
こ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
そ
の
方
向
へ
読
み
を
徹
底
 
 

化
さ
せ
た
場
合
、
例
え
ば
⑲
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
訳
の
よ
う
に
、
「
私
は
 
 

私
が
さ
ま
よ
う
の
を
夢
み
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
か
ら
さ
ま
な
自
己
 
 

観
察
の
情
景
と
し
て
実
存
的
に
小
ぢ
ん
ま
り
と
ま
と
ま
っ
た
作
品
な
ど
 
 

が
最
も
よ
し
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
に
み
た
邦
文
評
釈
で
 
 

は
山
本
健
吉
と
今
栄
蔵
の
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
が
、
と
も
か
く
枯
野
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病
床
で
み
る
夢
は
、
あ
ち
ら
の
枯
野
、
こ
ち
ら
の
枯
野
と
、
し
き
 
 
 

り
に
か
け
め
ぐ
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
夢
の
中
に
あ
ち
こ
ち
 
 
 

の
枯
野
の
風
景
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
 
 
 

の
意
。
「
夢
の
中
に
も
枯
野
を
歩
き
ま
わ
る
自
分
の
姿
を
見
る
乙
と
 
 
 

だ
」
と
い
う
解
釈
は
、
い
さ
さ
か
理
屈
に
堕
し
て
深
み
に
欠
け
、
せ
 
 

｛
2
5
｝
 
 
 

せ
こ
ま
し
い
感
じ
が
す
る
の
で
従
い
が
た
い
。
 
 

盲
目
的
衝
動
と
し
て
再
体
験
さ
れ
て
こ
そ
迫
力
の
あ
る
風
雅
の
執
念
 
 

を
外
か
ら
傍
観
す
る
よ
う
な
契
機
が
少
し
で
も
、
か
り
に
も
映
像
化
さ
 
 

れ
る
ほ
ど
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
芭
蕉
臨
終
の
葛
藤
劇
が
無
 
 

用
に
不
透
明
な
も
の
と
な
り
は
し
ま
い
か
と
い
っ
た
よ
う
な
単
純
な
直
 
 

観
に
照
ら
し
て
も
、
右
の
見
解
は
一
応
健
全
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
 
 

に
「
私
」
が
原
点
と
し
て
位
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
ん
な
自
分
を
自
 
 

分
が
客
観
的
に
見
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
一
体
こ
の
句
に
は
、
客
体
と
し
て
の
自
己
な
ど
と
い
う
も
 
 

の
が
視
界
の
中
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
被
視
 
 

体
と
し
て
の
自
己
な
ど
と
い
う
も
の
が
。
総
じ
て
無
自
覚
な
邦
文
註
釈
 
 

に
あ
っ
て
、
筆
者
の
日
に
触
れ
た
か
ぎ
り
で
は
こ
の
点
に
こ
だ
わ
ろ
う
 
 

と
し
て
い
る
解
釈
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
学
習
副
読
本
の
 
 

中
で
与
え
ら
れ
て
い
る
評
言
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
い
み
じ
く
も
こ
う
 
 

あ
る
。
 
 

だ
し
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
」
と
い
う
見
 
 

方
が
今
度
は
曲
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
句
に
は
、
見
ら
れ
る
客
 
 

体
と
し
て
の
自
己
ど
こ
ろ
か
、
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
る
、
つ
ま
り
 
 

■
●
■
●
 
 

見
る
主
体
と
し
て
の
自
己
さ
え
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
 
 

そ
う
問
う
て
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
句
の
主
体
は
、
人
で
も
な
 
 

け
れ
ば
自
我
で
も
な
い
、
そ
し
て
い
か
な
る
意
味
で
も
思
考
し
た
り
内
 
 

省
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
非
意
識
的
存
在
で
あ
る
と
し
た
ら
ど
う
か
。
 
 

そ
こ
で
は
無
人
格
的
「
夢
」
が
、
無
人
称
的
身
分
の
ま
ま
、
枯
れ
草
に
 
 

接
し
薙
ぎ
賢
か
せ
な
が
ら
ぐ
ん
ぐ
ん
と
滑
空
し
て
ゆ
く
。
視
野
の
原
点
 
 

に
自
意
識
は
な
く
、
主
体
的
統
覚
も
な
く
、
ゆ
れ
動
く
場
面
だ
け
が
た
 
 

だ
く
り
展
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
i
t
 
r
a
i
n
s
の
よ
う
な
非
人
称
動
 
 

詞
（
i
m
p
e
r
s
O
n
a
－
諾
r
b
）
 
の
構
文
と
し
て
、
さ
し
ず
め
i
t
 
d
r
e
a
m
s
 
 

と
で
も
訳
述
さ
る
べ
き
状
況
と
言
え
よ
う
か
。
 
 
 

枯
野
の
句
に
、
客
体
と
し
て
に
せ
よ
主
体
と
し
て
に
せ
よ
明
確
な
第
 
 

一
人
称
「
わ
た
し
」
を
導
入
す
る
と
い
う
い
ま
斥
け
た
解
釈
は
、
お
そ
・
 
 

ら
く
、
人
生
と
芸
術
と
の
ジ
レ
ン
マ
 
（
実
存
的
決
意
が
絡
む
ジ
レ
ン
マ
）
 
 

に
悩
む
妄
執
の
主
体
と
し
て
の
自
己
、
と
い
う
も
の
を
前
面
に
押
し
出
 
 

し
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
お
な
じ
み
の
仏
教
的
文
脈
で
 
 

こ
の
句
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
必
ず
や
反
映
し
て
い
る
に
違
い
な
 
 

い
。
他
方
、
自
我
の
色
彩
を
拭
い
去
っ
た
地
点
で
無
人
称
的
「
ゆ
め
」
 
 

を
主
体
に
据
え
る
な
ら
ば
、
実
存
的
人
間
的
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
よ
り
「
風
 
 

雅
」
に
内
在
す
る
非
人
格
的
な
概
念
矛
盾
に
囚
わ
れ
た
、
そ
う
、
主
体
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的
に
悩
む
と
い
う
よ
り
ま
さ
に
否
応
な
く
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
風
狂
 
 

人
の
状
況
そ
の
も
の
の
方
に
重
点
を
置
い
た
解
釈
 
－
 
老
荘
的
文
脈
で
 
 

の
解
釈
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
「
ゆ
め
」
 
 

と
は
、
個
人
の
志
向
性
を
超
え
た
、
風
雅
と
い
う
論
理
的
謎
に
他
な
ら
 
 

な
い
。
さ
て
こ
う
し
て
み
る
と
、
筆
者
が
論
駁
し
た
二
つ
の
説
、
つ
ま
 
 

り
、
芭
蕉
最
期
の
悩
み
を
仏
道
－
風
雅
の
対
立
と
見
る
見
方
と
、
枯
野
 
 

の
句
の
 
「
夢
は
」
を
「
夢
に
」
と
解
す
る
解
釈
と
が
と
も
に
通
説
と
言
 
 

え
る
は
ど
支
配
的
優
勢
を
占
め
て
い
る
、
と
い
う
平
行
現
象
は
、
決
し
 
 

て
偶
然
で
ほ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

阿
部
次
郎
が
こ
の
句
を
評
し
て
「
瀕
死
の
病
者
の
脳
髄
の
働
き
具
合
 
 

●
●
●
●
 
 

を
 
－
 
そ
の
か
ら
く
り
を
の
ぞ
く
や
う
な
気
持
を
起
さ
せ
る
。
調
子
が
 
 

（
2
6
）
 
 

天
和
貞
享
頃
の
も
の
に
似
通
っ
て
ゐ
る
の
も
面
白
い
」
と
言
っ
て
い
る
 
 

の
は
的
を
射
て
い
る
。
「
天
和
貞
享
頃
の
も
の
」
と
は
、
例
え
ば
貞
享
 
 

元
年
の
句
 
 

野
ざ
ら
し
を
心
に
風
の
し
む
身
哉
 
 

が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
こ
の
野
ざ
ら
し
の
句
は
、
前
 
 

書
か
ら
し
て
『
荘
子
』
邁
造
遊
篇
の
影
響
が
濃
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
 
 

る
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
こ
れ
は
、
斉
物
論
篇
に
あ
る
「
翔
翔
然
と
し
て
 
 

胡
蝶
な
り
」
、
あ
の
荘
周
の
夢
の
境
地
そ
の
も
の
で
あ
る
。
夢
か
ら
醒
 
 

め
た
荘
周
は
意
識
を
と
り
も
ど
し
て
体
験
を
書
き
と
め
た
が
、
夢
の
さ
 
 

な
か
に
は
荘
周
と
し
て
の
自
我
は
な
く
、
統
覚
も
な
く
、
た
だ
非
人
称
 
 

さ
れ
こ
う
ぺ
 
 

の
蝶
と
し
て
造
化
と
一
体
化
し
て
い
た
。
風
を
吹
き
通
す
開
健
や
風
と
 
 

と
も
に
か
け
廻
る
夢
イ
コ
ー
ル
風
雅
に
な
り
か
わ
っ
た
「
初
初
斎
」
芭
 
 

蕉
も
、
醒
め
る
ま
で
、
天
穀
、
造
化
の
気
息
と
か
り
そ
め
の
同
一
化
を
 
 

得
て
い
た
わ
け
だ
ろ
う
。
記
憶
さ
れ
た
出
来
事
そ
の
も
の
は
、
も
と
も
 
 

と
誰
の
経
験
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

4
 
無
へ
む
か
う
俳
句
 
 

－
 
「
風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と
の
合
流
。
夢
を
主
語
と
し
て
読
む
 
 

べ
き
だ
と
す
る
大
ま
か
な
モ
チ
ー
フ
を
以
上
呈
示
し
た
。
し
か
し
基
本
 
 

●
■
●
●
●
 
 

的
に
は
こ
こ
ま
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
が
正
し
い
と
し
た
な
ら
ば
句
 
 

の
解
釈
が
ど
う
展
開
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
叙
し
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

そ
こ
で
次
に
、
夢
が
主
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
論
拠
 
 

を
、
も
う
少
し
言
葉
の
面
か
ら
固
め
て
お
く
必
要
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
 
 

ろ
う
。
こ
の
論
証
は
全
く
簡
単
な
方
法
で
な
さ
れ
る
。
ま
ず
、
先
に
挙
 
 

げ
た
英
訳
の
リ
ス
ト
に
現
わ
れ
て
い
る
、
あ
る
不
可
解
な
特
徴
に
注
目
 
 

し
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
原
句
の
「
か
け
廻
る
」
と
い
う
目
立
っ
て
 
 

力
強
い
表
現
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
翻
 
 

訳
を
見
よ
。
こ
れ
を
r
u
n
と
し
て
い
る
の
は
た
っ
た
一
例
で
、
は
と
ん
 
 

ど
全
て
の
訳
が
、
こ
の
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
「
か
け
廻
る
」
を
、
r
O
a
m
と
 
 

か
w
a
n
d
e
r
と
か
t
r
u
d
g
e
と
か
s
e
 
p
r
O
m
昌
e
r
と
か
、
速
度
を
大
幅
 
 

に
減
削
し
た
力
の
な
い
表
現
に
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
第
二
節
に
掲
 
 

げ
た
逐
語
対
訳
で
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
カ
ケ
メ
グ
ル
は
 
r
u
n
 
a
b
O
亡
t
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だ
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
④
の
翻
訳
作
品
と
し
て
ほ
g
O
W
a
n
d
e
r
i
n
g
 
 

を
用
い
、
さ
ら
に
そ
の
後
で
次
の
よ
う
な
断
り
書
き
を
つ
け
て
い
る
の
 
 

で
あ
る
。
「
ぎ
訂
ヨ
兎
§
臣
の
力
強
さ
を
得
る
に
ほ
、
．
官
w
a
n
d
e
r
i
n
g
 
 

〈
2
1
－
 
 

に
そ
の
最
も
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
し
か
し
 
 

そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
は
じ
め
か
ら
紛
れ
な
く
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
 
 

の
r
u
n
 
a
b
O
u
t
を
用
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
翻
訳
で
「
か
け
る
」
 
 

が
「
さ
ま
よ
う
」
 
「
ぶ
ら
つ
く
」
に
い
っ
せ
い
に
化
け
た
。
一
体
ど
う
 
 

し
て
だ
ろ
う
。
 
 
 

翻
訳
者
た
ち
は
、
こ
の
句
の
真
の
意
味
、
す
な
わ
ち
作
品
世
界
の
中
 
 

で
「
本
当
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
」
を
捉
え
表
現
し
た
つ
も
り
な
の
で
 
 

あ
る
。
真
の
意
味
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
夢
に
お
い
て
私
は
枯
 
 

野
を
…
…
」
と
い
う
状
況
の
こ
と
だ
。
た
と
え
d
蒜
a
m
が
主
語
に
置
か
 
 

れ
て
い
て
も
、
r
O
a
m
や
w
a
n
d
e
r
な
ら
い
か
に
も
初
老
の
詩
人
に
ふ
 
 

さ
わ
し
い
足
取
り
を
同
時
に
暗
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
原
文
に
は
あ
く
ま
で
「
か
け
め
ぐ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
 
 

比
喩
的
な
抽
象
的
行
為
（
状
態
）
と
と
る
べ
き
強
い
理
由
は
な
い
。
そ
 
 

こ
で
忠
実
に
r
u
n
と
訳
す
な
ら
ば
、
も
は
や
「
夢
に
私
は
…
…
」
の
可
 
 

能
性
は
は
と
ん
ど
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
間
近
に
呂
立
っ
た
目
標
し
 
 

も
な
い
だ
ろ
う
広
い
野
原
を
、
生
身
の
人
間
が
文
字
通
り
駆
け
め
ぐ
る
 
 

と
は
、
奇
妙
で
あ
り
、
な
に
か
滑
穫
で
す
ら
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
句
は
 
 

滑
椿
を
帯
び
た
句
で
あ
ろ
う
か
。
あ
の
 
「
木
曽
の
痩
」
の
句
の
よ
う
に
 
 

し
ば
し
ば
自
嘲
の
念
を
作
品
化
し
て
い
た
芭
蕉
で
あ
る
が
、
嘲
り
と
い
 
 

う
高
度
の
意
識
作
用
を
も
っ
て
自
己
を
対
象
化
す
る
余
裕
は
、
枯
野
の
 
 

句
の
文
脈
に
は
絶
対
的
に
無
縁
だ
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
「
私
」
は
走
 
 

（
2
7
）
 
 

り
ま
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
「
か
け
廻
る
」
の
は
あ
く
ま
で
質
量
の
な
い
 
 

軽
快
な
夢
、
重
力
か
ら
自
由
な
、
時
空
さ
え
も
超
え
た
「
ゆ
め
」
な
の
 
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

し
か
し
反
論
の
芽
は
残
る
。
－
㌢
n
g
 
i
H
と
い
う
上
五
か
ら
の
繋
が
り
 
 

で
、
病
み
伏
し
て
い
る
人
間
主
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
下
五
ま
で
 
 

た
な
び
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
主
張
に
つ
い
て
考
慮
し
 
 

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
「
旅
に
病
ん
で
」
の
主
語
 
 

は
「
私
」
だ
。
し
か
し
、
「
や
ん
で
」
と
い
う
撥
音
便
の
あ
と
の
有
声
 
 

破
裂
音
は
、
さ
ら
に
字
余
り
で
あ
る
と
い
う
効
果
も
加
わ
っ
て
、
切
字
 
 

以
上
に
明
ら
か
で
さ
え
あ
る
断
層
の
感
じ
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
下
七
 
 

五
と
の
問
に
主
語
の
転
換
が
生
じ
て
い
る
く
ら
い
の
こ
と
は
難
な
く
暗
 
 

示
し
て
い
る
。
発
音
ど
お
り
こ
こ
で
意
味
も
一
旦
「
や
む
」
わ
け
だ
。
 
 

い
や
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
足
と
び
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
句
に
 
 

●
●
●
＿
●
●
●
 
 

お
い
て
は
初
五
は
実
は
全
く
余
計
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
次
第
に
感
ぜ
 
 

ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
句
の
真
価
は
、
下
の
七
五
の
み
に
あ
る
 
 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

例
え
ば
、
英
訳
で
は
訳
出
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
が
こ
の
句
に
は
 
 

「
病
中
吟
」
と
い
う
前
書
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
初
五
「
病
 
 

ん
で
」
と
が
重
な
る
の
は
い
か
に
も
冗
長
で
、
上
滑
り
の
印
象
を
与
え
 
 

る
こ
と
ば
否
め
ま
い
。
し
か
も
「
旅
に
病
ん
で
」
と
は
、
自
己
の
現
状
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を
包
括
的
に
把
握
し
た
抽
象
語
で
あ
っ
て
（
「
病
む
」
と
い
う
直
接
経
 
 

験
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
注
意
せ
よ
）
、
「
か
け
廻
る
」
の
具
体
的
体
 
 

験
性
・
即
物
性
と
は
対
立
す
る
。
つ
ま
り
、
下
七
五
の
現
実
性
に
対
し
、
 
 

上
五
は
そ
れ
を
醒
め
た
あ
と
で
客
観
視
し
た
、
い
わ
ば
句
世
界
の
外
、
 
 

前
書
と
同
じ
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
認
識
が
杜
撰
に
も
紛
れ
込
ん
だ
も
の
な
 
 

の
で
あ
る
。
こ
の
杜
撰
さ
の
自
然
な
発
露
が
「
ぎ
ご
ち
な
い
ゃ
字
余
り
 
 

な
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
蔀
離
が
形
式
上
表
面
化
し
て
内
容
と
見
合
っ
 
 

て
い
る
か
ら
こ
そ
こ
の
句
は
上
五
余
計
の
ま
ま
な
ん
と
か
も
っ
て
い
る
 
 

わ
け
で
、
そ
こ
を
形
式
上
無
理
に
な
だ
ら
か
に
一
本
つ
な
げ
て
し
ま
う
 
 

（
2
9
〕
 
 

後
世
の
誤
伝
「
旅
に
ね
て
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
一
つ
の
理
由
が
そ
 
 

（
3
0
）
 
 

れ
な
の
で
あ
る
。
真
の
作
品
世
界
は
下
七
五
の
み
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

本
当
の
作
品
世
界
の
範
耕
・
1
こ
れ
に
芭
蕉
が
気
づ
い
て
い
な
か
っ
 
 

た
は
ず
は
な
い
。
支
考
に
向
っ
て
述
べ
た
第
二
案
に
は
「
な
は
か
け
廻
 
 

る
夢
心
」
と
だ
け
あ
っ
て
上
五
が
欠
け
て
い
た
と
い
う
事
実
ほ
、
た
ぶ
 
 

ん
芭
蕉
が
、
辞
世
の
句
を
純
然
た
る
作
品
世
界
だ
け
か
ら
構
成
し
た
が
 
 

っ
て
い
た
証
し
な
の
だ
。
十
二
文
字
以
上
は
不
要
で
あ
り
、
い
か
な
る
 
 

上
五
も
排
除
す
べ
き
だ
と
の
決
断
が
下
さ
れ
か
け
て
い
た
の
だ
。
こ
こ
 
 

に
い
た
っ
て
芭
蕉
の
あ
の
問
い
か
け
「
い
づ
れ
を
か
」
は
、
い
く
ぶ
ん
 
 

禅
の
考
案
の
色
合
い
を
帯
び
て
く
る
。
支
考
が
「
そ
の
五
文
字
ハ
い
か
 
 

に
候
半
」
な
ど
と
質
さ
ず
に
お
い
た
の
は
、
病
人
を
煩
わ
せ
ま
い
と
い
 
 

う
単
な
る
遠
慮
か
ら
初
案
を
支
持
す
る
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
 
 

え
、
七
五
の
み
の
新
た
な
案
を
可
能
性
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
に
は
な
 
 

っ
た
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
支
考
の
浅
薄
で
常
識
的
な
誤
解
は
、
以
心
 
 

伝
心
を
尊
ん
だ
だ
ろ
う
師
弟
に
と
っ
て
、
結
果
と
し
て
至
極
幸
運
な
こ
 
 

と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

い
っ
た
い
に
、
臨
終
の
と
き
に
限
ら
ず
、
一
般
に
芭
蕉
に
と
っ
て
は
、
 
 

五
七
五
で
さ
え
長
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
よ
く
、
下
七
 
 

五
（
ま
た
は
上
五
七
）
だ
け
を
先
に
作
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
で
ひ
そ
か
 
 

な
完
成
感
を
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
い
よ
い
よ
上
五
を
冠
さ
ね
ば
な
ら
 
 

ぬ
 
（
下
七
を
付
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
）
 
と
い
う
と
き
に
さ
か
ん
に
坤
吟
す
る
 
 

と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
推
敲
過
程
の
こ
う
し
た
 
 

事
実
ほ
 
 

古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
を
と
 
 

の
上
五
の
場
合
が
最
も
有
名
だ
が
、
こ
こ
で
の
悩
み
は
、
芸
術
家
の
彫
 
 

琢
の
努
力
を
示
す
ば
か
り
と
ほ
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
付
け
た
く
な
い
上
 
 

五
を
つ
い
に
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
段
に
な
っ
て
、
其
角
の
「
山
吹
や
」
 
 

と
い
う
慣
用
的
連
想
を
斥
け
た
と
き
す
で
に
芭
蕉
は
、
暗
に
、
五
七
五
 
 

の
慣
習
を
も
い
っ
し
ょ
に
否
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

も
っ
と
直
哉
に
は
、
次
の
去
来
の
報
告
は
ど
う
か
。
 
 
 

よ
も
ぎ
 
 

君
が
春
蚊
屋
ハ
崩
黄
に
極
り
ぬ
 
 
越
人
 
 

よ
に
か
た
り
て
い
は
く
 
 
 

先
師
語
レ
韓
日
、
句
ハ
お
ち
つ
か
ざ
れ
バ
、
真
の
発
句
に
あ
ら
ず
。
 
 
 

越
人
が
句
、
巳
に
落
付
た
り
と
見
ゆ
れ
バ
、
又
お
も
み
出
来
た
り
。
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あ
さ
ぽ
ら
け
 
 
 

よ
も
ぎ
 
 
 

此
句
、
蚊
屋
ハ
崩
黄
に
極
た
る
に
て
足
れ
り
。
「
月
影
」
・
「
朝
朗
」
 
 
 

な
ど
と
置
て
、
蚊
屋
の
発
句
と
な
す
べ
し
。
其
上
に
、
か
ハ
ら
ぬ
色
 
 

さ
い
た
ん
 
 
 

ひ
き
 
 
 

を
君
が
代
に
引
か
け
て
歳
旦
と
な
し
侍
る
ゆ
ゑ
、
心
お
も
く
、
句
き
 
 

（
3
1
）
 
 
れ
い
な
ら
ず
。
 
 

「
お
も
み
」
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
上
五
は
無
用
か
、
申
し
訳
程
 
 

度
の
叙
景
で
よ
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
芭
蕉
芸
術
の
こ
う
し
た
側
面
 
 

に
つ
い
て
は
、
あ
る
現
代
の
俳
句
実
作
者
か
ら
も
っ
と
ダ
イ
レ
ク
ト
な
 
 

形
で
支
持
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
駄
目
押
し
を
厭
わ
ず
引
用
し
て
お
 
 

き
た
い
。
秋
元
不
死
男
が
こ
う
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

「
岩
に
し
み
入
蝉
の
声
」
 
の
す
ば
ら
し
い
詩
句
と
し
て
の
結
晶
を
生
 
 
 

ん
だ
時
、
芭
蕉
は
「
山
寺
」
も
、
「
さ
び
し
さ
や
」
も
、
あ
る
い
は
 
 
 

「
閑
さ
や
」
さ
え
も
実
は
不
必
要
だ
と
心
の
ど
こ
か
で
思
っ
た
こ
と
 
 
 

は
な
か
っ
た
か
…
…
た
だ
「
岩
に
し
み
入
蝉
の
声
」
と
だ
け
に
し
て
 
 
 

お
け
ば
音
楽
性
を
高
め
て
純
粋
に
こ
の
幽
玄
境
に
迫
り
う
る
…
…
芭
 
 
 

蕉
に
そ
ん
な
思
い
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
…
」
凄
 
 

貞
享
の
 
「
古
池
」
か
ら
元
禄
の
 
「
閑
さ
や
」
 
「
旅
に
病
ん
で
」
ま
で
、
 
 

芭
蕉
は
上
五
消
去
へ
の
道
程
を
、
さ
ら
に
は
七
五
か
ら
無
へ
の
傾
斜
を
 
 

ま
っ
す
ぐ
に
滑
っ
て
き
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
自
身
の
生
命
の
 
 

無
化
を
前
に
し
た
「
枯
野
」
の
句
に
お
い
て
、
無
人
称
の
 
「
ゆ
め
」
を
 
 

「
枯
野
」
の
句
か
ら
こ
う
し
て
人
格
的
含
意
を
剖
ぎ
落
と
す
こ
と
は
、
 
 

仏
道
へ
の
芭
蕉
の
配
慮
よ
り
も
芸
術
的
概
念
内
部
の
論
理
矛
盾
の
方
を
 
 

重
視
す
る
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
の
直
接
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
 
 

対
し
て
い
く
つ
か
の
傍
証
を
与
え
て
き
た
わ
け
だ
が
、
翻
っ
て
、
そ
も
 
 

そ
も
こ
う
し
た
視
点
か
ら
芭
蕉
を
読
み
に
か
か
る
こ
と
の
必
要
性
、
も
 
 

し
く
は
現
代
的
意
義
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
何
で
あ
る
の
か
。
 
 
 

仏
道
－
芸
道
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
単
に
時
代
的
に
局
限
さ
れ
た
、
歴
史
 
 

的
な
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
芭
蕉
の
時
代
に
仏
教
倫
理
 
 

が
ど
れ
は
ど
の
実
質
を
保
っ
て
い
た
か
さ
え
疑
わ
し
い
。
風
羅
坊
の
あ
 
 

の
悩
み
は
、
い
わ
ば
伝
統
に
敬
意
を
払
っ
た
伴
狂
の
身
振
り
に
近
い
も
 
 

カ
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
「
風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
 
の
方
は
、
老
荘
 
 

哲
学
と
い
っ
た
思
想
史
的
規
定
を
越
え
て
、
現
代
に
至
る
ま
で
そ
の
脅
 
 

威
と
豊
能
を
ま
す
ま
す
膨
ら
ま
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
 
 

る
。
例
え
ば
、
科
学
を
中
心
に
し
た
現
代
の
諸
々
の
知
的
パ
ラ
ド
ク
ス
 
 

を
論
じ
た
書
物
の
中
に
次
の
よ
う
な
知
見
が
み
え
る
。
 
 

唯
一
の
主
体
と
し
た
俳
句
世
界
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
そ
 
 

の
も
の
の
無
に
化
す
る
緊
張
も
頂
点
に
達
し
え
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
 
 

∴
＝
∵
 
だ
ろ
う
。
 
 

風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
現
代
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音
楽
と
美
術
が
、
伝
統
的
に
観
念
や
感
情
を
「
シ
ン
ボ
ル
」
を
通
 
 
 

じ
て
表
現
し
て
き
た
の
に
対
し
…
…
現
在
で
は
作
品
が
内
包
す
る
、
 
 

●
●
●
●
●
●
●
 
 
 

●
●
●
 
 
 

何
も
の
も
表
現
し
な
い
カ
 
ー
 
た
だ
そ
の
も
の
で
在
る
能
力
が
探
求
 
 
 

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
…
…
し
か
し
、
オ
ブ
ジ
ェ
が
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
 
 
 

展
示
さ
れ
た
り
「
作
品
」
 
の
名
で
呼
ば
れ
た
り
す
る
と
き
、
必
ず
や
 
 
 

そ
れ
は
奥
深
い
隠
れ
た
意
味
の
オ
ー
ラ
を
獲
得
す
る
。
意
味
を
捜
さ
 
 
 

な
い
よ
う
に
と
見
る
者
が
い
く
ら
注
意
を
受
け
て
い
て
も
だ
。
…
・
 
 
 

も
し
美
術
館
の
床
に
置
か
れ
た
木
枠
が
木
枠
で
し
か
な
い
な
ら
、
な
 
 
 

ぜ
そ
こ
の
管
理
人
は
そ
れ
を
裏
庭
に
引
き
ず
っ
て
い
っ
て
ゴ
ミ
の
山
 
 
 

に
投
げ
捨
て
な
い
の
か
？
 
な
ぜ
そ
れ
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
名
が
く
 
 
 

っ
つ
い
て
い
る
の
か
？
 
な
ぜ
前
庭
の
あ
の
土
の
か
た
ま
り
に
は
ア
 
 
 

ー
テ
ィ
ス
ト
の
名
が
貼
ら
れ
て
い
な
い
の
か
？
…
…
短
い
目
で
見
れ
 
 
 

ば
そ
の
芸
術
は
自
己
敗
北
で
あ
り
…
…
き
わ
め
て
禅
風
な
ア
ー
ト
・
 
 
 

オ
ブ
ジ
ェ
が
伝
え
る
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
 
「
も
つ
れ
た
階
層
」
が
あ
る
 
 
 

の
で
あ
っ
て
、
現
代
芸
術
が
き
わ
め
て
不
可
解
だ
と
多
く
の
人
が
恩
 
 

r
封
一
 
 
う
の
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
た
め
だ
。
 
 

登
記
さ
れ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
意
思
と
美
的
論
理
と
の
相
互
否
定
…
 
 

…
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
風
雅
の
パ
ラ
ド
ク
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
っ
 
 

さ
き
に
「
崇
高
」
 
「
優
美
」
 
「
悲
壮
」
と
い
っ
た
美
的
範
疇
に
即
し
て
 
 

触
れ
た
よ
う
に
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
 
「
階
層
」
の
区
別
を
立
て
る
こ
と
に
 
 

よ
り
無
矛
盾
を
誇
っ
た
西
洋
美
学
も
、
今
世
紀
、
と
く
に
ネ
オ
ダ
ダ
イ
 
 

ス
ム
以
降
、
作
品
と
創
作
行
為
の
区
別
、
芸
術
と
非
芸
術
の
区
別
、
芸
 
 

術
と
現
実
と
の
区
別
を
な
く
し
て
い
く
傾
向
を
強
め
、
オ
ブ
ジ
ュ
の
パ
 
 

ラ
ド
ク
ス
に
逢
着
す
る
に
至
っ
て
、
あ
の
風
雅
に
体
現
さ
れ
る
東
洋
的
 
 

「
無
」
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。
無
為
を
め
ぐ
る
 
 

心
理
と
論
理
と
の
こ
の
錯
綜
が
、
外
面
的
に
は
伝
統
と
革
新
的
冒
険
と
 
 

も
の
 
 

の
せ
め
ぎ
あ
い
と
し
て
表
わ
れ
る
。
現
代
芸
術
の
物
化
・
現
実
化
・
自
 
 

然
化
の
傾
向
は
、
芸
術
の
自
己
否
定
な
の
か
、
あ
る
い
は
単
に
芸
術
界
 
 

の
混
乱
を
意
味
す
る
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
新
し
い
創
造
の
出
発
点
 
 

を
示
す
の
か
、
ひ
い
て
は
新
し
い
哲
学
の
必
要
性
を
喚
起
す
る
も
の
な
 
 

の
か
、
こ
こ
は
見
解
の
別
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
本
稿
で
論
ず
る
こ
 
 

と
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
元
禄
の
詩
人
の
苦
悶
、
あ
の
風
雅
 
 

の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
い
ま
や
、
こ
の
世
界
的
な
二
律
背
反
を
先
駆
的
に
 
 

代
表
す
る
際
立
っ
た
一
例
と
し
て
読
み
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

個
人
の
瞬
間
の
夢
を
写
し
た
極
小
の
言
葉
の
そ
の
特
殊
局
在
性
が
、
 
 

万
人
に
通
ず
る
普
遍
的
な
問
題
性
を
撃
み
持
つ
。
芭
蕉
は
、
風
雅
の
宿
 
 

命
、
汎
芸
術
的
自
然
の
論
理
へ
と
自
ら
拡
散
し
大
き
く
融
合
す
る
こ
と
 
 

に
よ
り
、
そ
の
結
実
を
無
化
寸
前
の
コ
ト
バ
と
し
て
凝
縮
さ
せ
る
、
と
 
 

い
う
最
後
の
逆
説
を
演
じ
て
い
た
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
以
上
、
本
論
 
 

文
は
、
従
来
無
視
さ
れ
て
き
た
芭
蕉
芸
術
の
根
底
の
裂
け
目
を
こ
じ
あ
 
 

け
つ
つ
、
そ
こ
に
閃
く
き
わ
め
て
現
代
的
な
ア
ポ
リ
ア
を
感
覚
的
に
読
 
 

み
と
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
一
種
視
角
の
転
換
を
行
な
う
よ
う
勧
告
 
 

し
て
き
た
。
も
し
そ
れ
に
完
全
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
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の
こ
と
は
さ
ら
に
論
議
を
つ
く
し
根
拠
を
固
め
る
必
要
性
を
証
し
て
い
 
 

る
の
み
に
他
な
る
ま
い
 
ー
わ
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
正
し
い
方
向
を
 
 

向
い
て
い
た
と
は
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
今
後
根
拠
を
固
め
 
 

て
い
く
手
だ
て
と
な
る
作
業
の
概
略
を
も
、
本
稿
の
中
で
十
分
に
示
唆
 
 

し
え
た
は
ず
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
 
『
芭
蕉
翁
行
状
記
』
 
（
尾
形
、
加
藤
、
小
西
、
広
田
、
峯
村
編
『
定
 
 

本
芭
蕉
大
成
』
三
省
堂
、
昭
和
3
7
年
、
六
八
九
頁
）
 
 

（
2
）
 
 
『
花
屋
日
記
』
 
（
本
山
桂
川
『
写
真
・
文
学
碑
め
ぐ
り
2
』
芳
賀
書
 
 

店
、
昭
和
4
2
年
、
一
五
五
頁
よ
り
重
引
）
 
 

（
3
）
 
 
『
定
本
芭
蕉
大
成
』
 
四
八
六
頁
。
 
 

の
た
ま
 
 

（
4
）
 
去
来
『
旅
寝
論
』
 
に
こ
う
あ
る
。
「
或
時
宣
ふ
は
、
神
舐
・
釈
教
・
 
 

賀
・
哀
傷
・
無
常
・
述
懐
・
離
別
・
恋
・
旅
・
名
所
等
の
句
は
無
季
の
 
 

あ
り
た
き
 
 

格
有
度
物
な
り
u
 
（
『
定
本
芭
蕉
大
成
』
五
三
五
頁
）
 
『
去
来
抄
』
古
 
 

実
、
『
葛
の
松
原
』
、
「
あ
か
さ
う
し
」
な
ど
に
も
芭
蕉
独
特
の
季
語
 
 

観
が
み
ら
れ
る
。
 
 

（
5
）
 
 
『
定
本
芭
蕉
大
成
』
六
八
六
－
七
頁
。
 
 

（
6
）
 
 
『
問
題
の
鮎
を
主
と
し
た
る
芭
蕉
の
侍
記
の
研
究
』
 
（
河
出
書
房
、
 
 

昭
和
1
3
年
）
二
七
〇
－
〓
且
。
 
 

（
7
）
 
凍
原
退
蔵
、
加
藤
鍬
邸
『
芭
蕉
講
座
』
舞
三
巻
（
三
省
堂
、
昭
和
2
3
 
 

年
）
三
九
七
－
八
頁
。
 
 

（
8
）
 
 
『
古
来
風
駄
抄
』
 
（
『
歌
論
集
』
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
5
0
、
 
 

昭
和
5
0
年
）
二
七
五
貢
。
 
 

（
9
）
 
簗
瀬
一
雄
『
方
丈
記
全
注
釈
』
 
（
角
川
書
店
、
昭
和
4
6
年
）
二
六
八
頁
。
 
 

（
1
0
）
 
 
『
定
本
芭
蕉
大
成
』
三
〇
一
貫
。
 
 

（
1
1
）
 
 
『
風
雅
論
』
 
（
岩
波
書
店
、
昭
和
1
5
年
）
一
二
六
頁
。
 
 

（
1
2
）
 
同
書
一
三
四
－
五
貢
。
 
 

（
1
3
）
 
支
考
『
続
五
論
』
に
こ
う
あ
る
。
「
風
雅
の
理
、
世
間
の
理
と
て
二
つ
 
 

に
な
し
侍
る
は
、
本
情
に
叶
ふ
と
叶
は
ぎ
る
と
の
さ
か
ひ
也
］
 
（
伊
地
知
、
 
 

井
本
、
神
田
、
中
村
、
宮
本
編
『
俳
讃
大
辞
典
』
明
治
書
院
、
昭
和
3
2
年
、
 
 

六
六
七
頁
よ
り
垂
引
）
 
こ
れ
は
芸
術
的
価
値
を
い
か
な
る
領
域
に
も
限
定
 
 

せ
ず
と
す
る
、
風
雅
－
生
活
一
元
論
の
一
つ
の
極
北
で
あ
る
。
 
 

（
1
4
）
 
 
『
方
丈
記
全
注
釈
』
二
七
t
ニ
頁
。
 
 

（
1
5
）
 
 
『
く
ず
花
』
下
つ
巻
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
 
 

和
4
7
年
）
 
〓
ハ
三
頁
。
 
 

（
1
6
）
 
小
川
環
樹
編
『
老
子
 
荘
子
』
世
界
の
名
著
4
 
（
中
央
公
論
社
、
昭
 
 

和
5
3
年
）
五
八
頁
。
 
 

（
1
7
）
 
唐
詩
人
か
ら
五
山
詩
僧
に
至
る
、
芭
蕉
以
前
か
ら
の
「
風
狂
」
を
一
種
 
 

の
伴
狂
と
し
て
捉
え
る
た
め
の
実
証
的
根
拠
と
し
て
は
、
栗
山
理
一
『
芭
 
 

蕉
の
芸
術
観
』
 
（
永
田
書
房
、
昭
和
5
6
年
）
 
l
〇
九
－
二
二
二
頁
な
ど
を
 
 

参
照
。
臨
終
の
芭
蕉
は
さ
し
ず
め
無
意
識
の
伴
狂
を
演
じ
て
い
た
と
言
え
 
 

よ
う
か
。
 
 

（
1
8
）
 
以
下
順
に
、
『
芭
蕉
講
座
』
第
四
巻
（
有
精
望
、
昭
和
5
8
年
）
 
『
新
訂
 
 

俳
句
シ
リ
ー
ズ
 
人
と
作
品
Ⅰ
 
松
尾
芭
蕉
』
 
（
桜
楓
社
、
昭
和
4
2
年
）
 
 

『
語
注
評
釈
芭
蕉
俳
句
大
成
』
 
（
明
治
書
院
、
昭
和
4
2
年
）
 
『
頴
原
退
蔵
 
 

著
作
集
』
第
8
巻
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
5
5
年
）
 
『
芭
蕉
講
座
』
第
三
巻
 
 

（
三
省
堂
、
昭
和
2
3
年
）
 
『
芭
蕉
 
そ
の
鑑
賞
と
批
評
（
全
）
』
 
（
新
潮
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社
、
昭
和
3
2
年
）
よ
り
。
 
 

（
1
9
）
 
頴
原
前
掲
著
作
集
第
6
巻
（
昭
和
5
4
年
）
一
一
七
頁
。
 
 

（
2
0
）
④
は
ゝ
已
ぎ
訂
恥
ヾ
亀
㍉
奄
§
語
句
ト
訂
1
已
§
♪
T
u
邑
2
∴
石
澄
，
 
 
 

つ
－
壷
、
，
守
∵
コ
、
「
こ
ゞ
、
苧
き
二
…
・
、
‥
ミ
・
、
1
、
、
ミ
ミ
・
■
・
、
〓
、
・
‥
（
こ
ぎ
∴
 
 
 

p
L
－
N
．
㊥
は
璧
r
発
q
－
一
ヽ
○
卜
h
5
H
O
K
U
S
巴
D
O
こ
諜
N
も
．
N
声
 
 
 

④
は
A
n
訂
t
r
O
d
u
c
叶
訂
n
t
O
 
H
a
i
k
u
ゝ
O
u
b
訂
d
a
y
詳
C
O
m
p
a
n
y
－
 
 

－
諾
0
0
も
ー
芦
⑧
～
㈲
は
A
s
a
t
a
r
O
 
M
i
y
a
m
O
r
i
－
ゝ
声
ゝ
已
ぎ
訂
g
ヾ
 
 
 

凰
短
P
謎
臣
ゝ
莞
訂
己
P
⊇
軋
旨
0
計
3
．
M
A
R
U
Z
E
N
こ
琵
M
も
p
．
 
 
 

巴
竿
㌶
P
・
⑱
は
定
r
叫
房
q
O
b
ゝ
払
祇
〇
．
T
w
a
y
n
e
P
L
．
－
当
〇
．
p
．
 
 
 

悪
か
ら
採
っ
た
。
 
 

（
2
1
）
 
右
掲
、
④
の
出
典
と
同
箇
所
。
 
 

（
2
2
）
 
三
上
『
象
は
鼻
が
長
い
』
 
（
く
ろ
し
お
出
版
、
昭
和
3
5
年
）
念
の
た
 
 

め
に
「
は
」
の
四
つ
の
機
能
の
例
を
挙
げ
て
お
く
（
必
ず
し
も
三
上
の
 
 

例
と
は
一
致
し
な
い
）
。
 
 

ガ
…
…
父
は
こ
の
本
を
買
っ
て
く
れ
た
。
 
 

ノ
…
…
日
本
は
人
口
が
多
い
。
 
笛
は
横
笛
い
み
じ
う
を
か
し
。
 
 

ニ
…
…
日
本
は
温
泉
が
多
い
。
 
 

ヲ
…
…
こ
の
本
は
父
が
買
っ
て
く
れ
た
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

（
2
3
）
 
宮
森
は
「
夢
は
」
が
文
法
上
主
語
で
あ
る
と
安
易
に
認
め
て
い
る
が
、
 
 

こ
の
譲
歩
は
そ
も
そ
も
不
要
で
あ
る
。
厳
密
に
は
「
夢
は
」
は
た
だ
の
 
 

中
立
的
主
題
で
あ
っ
て
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
よ
う
に
a
∽
訂
r
 
d
r
e
a
m
（
s
）
と
 
 

し
て
解
す
る
の
が
正
し
い
。
 
 

（
2
4
）
 
た
だ
し
、
「
…
…
最
後
ま
で
曖
昧
に
し
て
き
た
が
、
発
句
に
「
夢
は
」
 
 

と
あ
る
主
語
が
 
（
引
用
者
注
・
右
注
（
2
3
）
参
照
）
、
ど
う
し
て
口
語
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

訳
の
中
で
、
「
夢
の
中
で
わ
た
し
は
」
と
な
る
の
か
、
そ
の
間
の
消
息
 
 

を
説
明
し
た
注
釈
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
お
見
出
し
て
い
な
い
」
 
（
上
野
洋
 
 

三
『
芭
蕉
論
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
6
1
年
、
〓
ハ
四
頁
）
。
確
か
に
そ
の
通
 
 

り
で
あ
り
、
上
野
白
身
も
そ
の
「
説
明
」
を
与
え
て
い
な
い
。
 
 

（
至
 
大
平
浩
哉
『
明
解
シ
リ
ー
ズ
掴
 
芭
蕉
・
蕪
村
二
茶
』
 
（
新
樹
社
、
 
 

昭
和
4
3
年
）
一
〇
五
頁
。
こ
れ
と
は
対
照
的
な
感
覚
を
示
し
た
論
と
し
て
、
 
 

岡
崎
義
恵
『
芭
蕉
の
芸
術
』
 
（
宝
文
館
、
昭
和
3
4
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

と
く
に
八
一
責
付
近
。
 
 

（
2
6
）
 
幸
田
、
太
田
、
沼
波
、
阿
部
 
安
倍
、
小
宮
、
勝
峯
、
和
辻
『
続
芭
蕉
 
 

俳
句
研
究
』
 
（
岩
波
書
店
、
大
正
1
3
年
）
五
三
八
頁
。
傍
点
原
文
。
 
 

（
2
7
）
 
し
か
し
次
を
見
よ
。
「
何
か
知
ら
な
い
が
、
目
茶
苦
茶
に
駈
け
め
ぐ
つ
 
 

て
い
る
、
思
い
つ
め
た
自
分
の
姿
を
見
る
。
一
生
の
歩
み
が
パ
ノ
ラ
マ
の
 
 

よ
う
に
、
高
熱
の
幻
想
の
中
を
か
け
め
ぐ
る
］
 
（
山
本
健
吉
『
芭
蕉
 
そ
 
 

の
鑑
賞
と
批
評
（
全
）
』
 
四
九
七
－
八
頁
）
 
「
か
け
め
ぐ
る
」
も
の
の
同
 
 

定
も
混
乱
し
て
い
る
し
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
評
釈
は
論
外
と
し
て
 
 

お
き
た
い
。
 
 

（
2
8
）
 
 
『
続
芭
蕉
俳
句
研
究
』
五
三
六
頁
。
 
 

（
2
9
）
 
旅
に
錬
て
夢
は
か
れ
野
を
か
け
め
ぐ
る
（
土
芳
『
三
冊
子
』
猿
難
本
）
 
 

旅
に
ね
て
夢
は
枯
野
を
か
け
ま
は
る
（
竹
人
『
芭
蕉
翁
全
伝
』
）
 
 

（
3
0
）
 
ま
た
、
「
夢
は
」
を
副
詞
的
に
解
す
る
こ
と
の
無
理
が
い
ま
一
つ
明
瞭
 
 

と
な
る
。
副
詞
的
解
釈
で
は
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
」
ま
で
が
付
帯
状
況
部
 
 

分
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
音
声
的
断
絶
と
意
味
的
切
断
と
が
噴
い
違
い
、
 
 

い
か
に
も
奇
妙
で
あ
る
。
（
た
だ
現
代
の
韻
文
、
例
え
ば
億
万
智
の
作
品
 
 

な
ど
に
こ
う
し
た
形
態
－
意
味
の
ズ
レ
が
効
果
的
に
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
 
 

と
は
事
実
だ
が
。
）
 
 

（
3
1
）
 
 
『
去
来
抄
』
 
（
『
定
本
芭
蕉
大
成
』
四
八
三
頁
）
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（
3
2
）
 
 
『
俳
句
へ
の
招
き
』
 
（
永
田
書
房
、
昭
和
5
0
年
）
二
三
三
頁
。
こ
の
 
 

直
後
秋
元
は
「
私
自
身
、
俳
句
を
し
て
い
る
と
十
七
字
が
長
す
ぎ
る
と
 
 

思
う
こ
と
が
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
 
 

（
3
3
）
 
こ
こ
ま
で
で
得
ら
れ
た
展
望
に
沿
っ
て
、
①
－
⊥
個
の
翻
訳
を
、
試
論
 
 

的
に
価
値
序
列
を
つ
け
配
列
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
段
階
に
達
し
た
。
 
 

用
い
ら
れ
る
評
価
軸
は
二
つ
。
第
一
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
夢
は
」
 
 

を
主
語
と
し
て
訳
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
第
二
は
先
に
見
た
よ
う
に
、
 
 

「
か
け
廻
る
」
を
ど
れ
は
ど
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
訳
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
 
 

と
で
あ
る
。
 
 

run  rOam  Wan der  tr11 dge  fare   

菌 ちア  
が  

1   釜  喜  

夢  
の  

枯  ＋  
野  

薗 琴’  
私に  
が  ④（釘   ⑲   

l  

私  
夢が  
み私  ⑲  

るを  

タ
テ
軸
は
、
夢
主
語
説
（
「
夢
ガ
」
）
私
主
体
説
（
「
夢
ノ
」
 
「
夢
ニ
」
）
 
 

私
客
体
説
（
「
夢
二
私
ヲ
」
）
の
順
に
並
び
、
ヨ
コ
軸
は
動
詞
の
も
つ
 
 

速
度
感
と
具
体
性
の
度
合
で
序
列
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
現
実
の
翻
訳
作
 
 

品
が
ほ
ぼ
左
上
か
ら
右
下
に
流
れ
る
分
布
を
形
成
し
て
い
る
理
由
は
、
 
 

本
文
に
論
じ
た
こ
と
の
う
ち
に
含
意
さ
れ
て
い
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 
 
こ
の
図
式
模
様
が
、
わ
れ
わ
れ
の
「
枯
野
」
読
み
の
す
が
た
で
あ
る
。
 
 

左
上
の
訳
の
方
が
優
れ
て
い
て
右
下
へ
ゆ
く
は
ど
悪
く
な
る
、
と
単
 
 

純
に
は
そ
う
言
い
た
い
わ
け
だ
が
、
（
左
上
方
の
⑪
篭
の
ど
れ
も
 
 

が
日
本
人
の
手
に
な
る
訳
で
あ
る
と
い
う
偶
然
（
？
）
 
へ
の
コ
メ
ン
ト
 
 

も
兼
ね
て
）
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
右
の
表
は
あ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

く
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
文
脈
に
顕
在
化
し
た
価
値
構
成
要
素
の
定
 
 

ヽ
ヽ
 
 

数
部
分
を
反
映
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
変
数
が
介
 
 

入
し
う
る
。
リ
ズ
ム
、
語
順
、
音
、
単
語
の
選
択
…
…
。
具
体
的
に
は
 
 

a
h
｝
の
よ
う
な
感
嘆
詞
の
存
在
や
、
「
ゆ
め
」
を
m
y
 
d
r
e
a
m
（
s
）
と
 
 

す
る
か
単
に
d
r
e
a
m
（
s
）
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
評
価
に
関
わ
っ
て
 
 

こ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
3
4
）
 
D
．
R
．
H
O
訂
t
a
d
t
e
r
〉
G
O
軋
風
向
∽
C
訂
「
、
b
宍
さ
P
e
n
g
u
i
n
 
 

b
0
0
k
s
一
－
慧
戸
p
p
．
霊
u
－
ゴ
忘
 
 

（
付
 
記
）
 
 
 

本
稿
は
、
『
比
較
文
学
』
3
1
巻
（
日
本
比
較
文
学
会
編
、
一
九
八
九
年
）
 
 

所
載
の
同
名
論
文
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
で
あ
る
。
『
比
較
文
学
』
 
の
了
承
を
得
 
 

て
こ
こ
に
発
表
し
た
。
約
半
分
に
縮
め
た
『
比
較
文
学
』
版
の
内
容
は
本
稿
 
 

に
全
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
な
お
 
 

本
稿
の
骨
子
は
最
初
、
第
2
3
回
日
本
比
較
文
学
会
関
西
支
部
大
会
（
於
関
西
 
 

大
学
、
一
九
八
七
年
十
一
月
八
日
）
 
で
発
表
し
た
。
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