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は
じ
め
に

　

俳
句
が
〈
た
し
な
み
の
詩
歌
〉
と
し
て
、
長
く
生
き
延
び
る
こ
と
を
願
い
、
考

現
学
と
も
い
う
べ
き
世
界
を
模
索
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
た
め
に
、「
四
季
を

発
見
す
る
」
こ
と
の
意
義
を
主
に
指
導
者
に
向
け
て
説
く
も
の
で
あ
る
。

　

題
目
に
い
う
「
子
ど
も
俳
句
」
の
対
象
は
中
学
生
で
、
そ
の
教
育
の
現
場
と
現

状
を
踏
ま
え
て
、
俳
句
の
定
義
を
五
・
七
・
五
を
基
本
と
す
る
十
七
拍
の
定
型
詩
と

規
定
す
る
。

　

ま
た
、「
震
災
」
と
は
直
接
に
は
東
日
本
大
震
災
（
以
下
「
大
震
災
」
と
略
す
（

を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
（
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
と
津
波
に
よ
る
大
災
害
で
あ
る
。
広
義
に
は
こ
の
地
震

と
津
波
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
事
故
と
い
う
悲
劇
を
含
む
が
、
こ
こ
に
そ
の
事
故

は
取
り
上
げ
な
い
。
理
由
は
考
察
の
対
象
と
し
た
地
域
を
、
原
子
力
発
電
所
被
害

を
こ
う
む
っ
た
福
島
で
な
く
、
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

女
川
も
ま
た
原
子
力
発
電
所
を
も
つ
町
で
あ
る
。
Ｍ
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
（

９
・
０
と
い
う
大
地
震
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
域
に
も
高
さ
十
三
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ

津
波
が
押
し
寄
せ
て
、
町
は
壊
滅
に
等
し
い
被
害
を
受
け
た
。
だ
が
、
発
電
所
は

直
後
か
ら
翌
日
未
明
に
か
け
て
停
止
し
、
幸
い
に
も
甚
大
な
る
被
害
を
免
れ
て
い

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
青
森
県
八
戸
市
か
ら
岩
手
県
の
太
平
洋
岸
を
南
下
し
て
宮
城
県
の

牡
鹿
半
島
ま
で
、
こ
の
海
沿
い
は
リ
ア
ス
式
海
岸
や
海
岸
段
丘
の
景
勝
地
で
、
三

陸
海
岸
と
呼
ば
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
美
し
さ
は
地
震
と
津
波
に
よ
る
悲
劇
と
裏
腹

な
関
係
に
あ
っ
た
。

　

手
も
と
に
『
田
老
物
語
─
記
憶
編
─
』（
平
二
七
・
一
一
、
宮
古
市
編
（
と
い
う

冊
子
が
あ
る
。
こ
れ
は
岩
手
県
宮
古
市
の
田
老
地
区
復
興
整
備
事
業
の
業
務
記
録

と
し
て
編
ま
れ
た
三
冊
の
う
ち
の
一
つ
だ
が
、
そ
こ
か
ら
三
陸
沖
大
震
災
の
歴
史

を
要
約
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

一�
、
貞
観
地
震　

平
安
時
代
の
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
（
五
月
二
十
六
日
発

生
。
推
定
Ｍ
８
・
３
の
、
大
津
波
を
伴
う
巨
大
地
震
。
藤
原
時
平
・
菅
原
道

真
ら
が
編
ん
だ
『
日
本
三
代
実
録
』（
巻
十
六
（
に
克
明
な
記
録
が
あ
り
、

「
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む
」（
古
今

子
ど
も
俳
句
と
震
災　

─
四
季
を
発
見
す
る
─

谷　
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集
・
東
歌
（
や
「
ち
ぎ
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ
末
の
松
山
波
越

さ
じ
と
は
」（
清
原
元
輔
・
後
拾
遺
集
・
恋
四
（
に
お
け
る
歌
枕
「
末
の
松

山
」
の
契
機
に
な
っ
た
悲
劇
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
は
こ
の
地
震
の
再
来

と
さ
れ
て
い
る
。

二�

、
慶
長
三
陸
地
震　

江
戸
時
代
の
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
（
十
月
二
十
八

日
発
生
。
推
定
Ｍ
８
・
１
の
、
大
津
波
を
伴
う
巨
大
地
震
。『
駿
府
政
事
録
』

と
い
う
徳
川
の
記
録
に
、
伊
達
政
宗
（
仙
台
藩
（
が
「
津
波
」
の
語
を
用
い

て
、
本
件
を
家
康
に
報
告
し
た
旨
が
記
さ
れ
る
。

三�

、
明
治
三
陸
地
震　

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
（
六
月
十
五
日
発
生
。
推

定
震
度
２
程
度
な
が
ら
、
当
時
、
世
界
史
上
第
二
位
、
日
本
史
上
最
大
の
津

波
が
襲
う
。
そ
の
回
数
は
翌
日
の
正
午
こ
ろ
ま
で
に
大
小
数
十
回
に
及
ん
だ

と
い
う
。
折
し
も
端
午
の
節
句
（
旧
暦
五
月
五
日
（
で
、『
大お

ほ
す
い
が
い

水
海
』
と
い

う
庶
民
の
絵
入
り
記
録
に
「
み
な
こ
の
と
う
り
。
し
ん
で
な
が
れ
る
も
あ

り
。
い
キ
て
い
る
も
あ
り
。
き
さ
あ
が
る
も
あ
り
。
ま
た
カ
キ
ニ
ト
リ
ツ
キ

テ
タ
ス
カ
ル
モ
ア
リ
。
山
ニ
ア
ガ
ル
モ
ア
リ
」
と
か
「
大
ツ
海ナ

ミ　

コ
ノ
ツ
海ナ

ミ

ハ
仙
代

（
マ
マ
（ヨ

リ
八
ノ
戸
マ
テ
」「
人
ハ
ナ
ン
千
人
ガ
し
に
た
る
か
、
か
つ
し
れ

づ
」
と
あ
り
。
中
に
「
水す

い
が
い海

に
ツ
キ
御お

哥う
た

が
御ご

坐ざ

る
」
と
前
置
き
し
て
「
音お

と

に
聞き

こ
ゑ
し
ツ
海な

み
の
あ
と
に
き
て
み
れ
バ
泪

な
み
だハ

な
が
れ
て
そ
て
ぞ
ぬ
れ
け

る
」
な
ど
と
い
う
和
歌
も
記
さ
れ
て
い
る
。

四�

、
昭
和
三
陸
地
震　

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
（
三
月
三
日
発
生
。
推
定
Ｍ

８
・
５
の
規
模
で
、
津
波
は
第
六
波
ま
で
続
き
、
町
は
翌
朝
に
は
荒
野
と
化

し
て
い
た
と
い
う
。
明
治
三
年
の
地
震
か
ら
わ
ず
か
三
十
七
年
後
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

五�

、
東
日
本
大
震
災　

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
（
三
月
十
一
日
発
生
。
三

陸
沖
全
体
が
Ｍ
９
・
０
の
規
模
で
、
観
測
史
上
世
界
で
四
番
目
の
巨
大
地
震
。

東
北
地
方
太
平
洋
沿
岸
部
の
地
域
が
、
地
震
と
津
波
に
よ
り
多
く
の
人
命
と

町
を
失
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ざ
っ
く
り
と
歴
史
を
振
り
返
る
だ
け
で
も
、
震
災
は
「
末
の
松

山
」
と
い
う
歌
枕
や
、「
音お

と
に
聞き

こ
ゑ
し
」
と
歌
い
出
す
和
歌
に
つ
な
が
る
事
実

に
逢
着
す
る
。
大
震
災
の
経
験
を
つ
づ
る
中
学
生
の
俳
句
を
教
材
に
、
詩
歌
の
治

癒
力
を
模
索
し
た
い
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

一
、
教
材
の
選
定

　

考
察
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
教
材
は
、
女
川
町
立
女
川
中
学
校
（
宮
城
県

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
（
で
調
査
し
た
全
二
六
七
句
の
俳
句
で
あ
る
（
附
録
「
女
川

中
俳
句
」
参
照
（。
こ
の
学
校
は
町
内
の
高
台
に
位
置
し
て
、
も
と
女
川
第
一
中

学
校
と
称
し
た
が
、
大
震
災
に
よ
り
閉
校
と
な
っ
た
離
島
の
女
川
第
二
中
学
校

（
女
川
町
出い

ず
し
ま島

合
ノ
浜
（
を
併
合
し
、
大
震
災
か
ら
約
二
年
後
の
平
成
二
十
五
年

（
二
〇
一
三
（
四
月
、
女
川
中
学
校
と
し
て
再
出
発
し
て
い
る
。

　

私
は
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
（
七
月
二
十
八
日
（
木
（、
宮
城
県
石
巻
か

ら
Ｊ
Ｒ
石
巻
線
を
利
用
し
て
女
川
町
へ
向
か
っ
た
。
直
接
の
目
的
は
「
女
川
い
の
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ち
の
石
碑
」
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
写
真
参
照
（。

　

女
川
町
役
場
・
教
育
委
員
会
を
経
て
、
女
川
中
学
校
へ
た
ど
り
着
く
と
、
そ
の

碑
は
正
門
前
の
草
地
に
建
っ
て
い
た
。
次
に
碑
文
の
す
べ
て
を
示
す
。

　

碑
面
中
央
に
名
目
と
し
て
「
女
川
い
の
ち
の
石
碑
」
と
刻
み
、
す
ぐ
左
に
「
千

年
後
の
命
を
守
る
た
め
に
」
と
建
碑
の
目
的
を
添
え
る
。
さ
ら
に
、
碑
面
の
右
に

は
「
二
〇
一
一
・
三
・
一
一　

こ
こ
は
、
東
日
本
大
震
災
津
波
到
達
点
よ
り
高
い
」

と
安
全
な
高
度
に
位
置
す
る
こ
と
を
明
言
し
、
碑
面
の
左
に
は
「
夢
だ
け
は　

壊

せ
な
か
っ
た　

大
震
災
」（
附
録
「
女
川
中
俳
句
」
262
参
照
（
と
い
う
句
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
碑
面
下
段
に
横
書
き
で
、
後
世
の
人
々
に
向
け
た
悲
願
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
刻
む
。
そ
れ
を
縦
書
き
に
直
す
以
外
、
極
力
原
文
に
誠
実
に
示

す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
、
多
く
の
人
々
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
地
震
後
に

起
き
た
大
津
波
に
よ
っ
て
、
ふ
る
さ
と
は
飲
み
込
ま
れ
、
か
け
が
え
の
な
い
た

く
さ
ん
の
宝
物
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
人
た
ち
に
、
あ
の
悲
し
み
、
あ
の
苦
し
み
を
、

再
び
あ
わ
せ
た
く
な
い
‼
」
そ
の
願
い
で
、「
千
年
後
の
命
を
守
る
」
た
め
の

対
策
案
と
し
て
、
①
非
常
時
に
助
け
合
う
た
め
普
段
か
ら
の
絆
を
強
く
す
る
。

②
高
台
に
ま
ち
を
作
り
、
避
難
路
を
整
備
す
る
。
③
震
災
の
記
録
を
後
世
に
残

す
。
を
合
言
葉
に
、
私
た
ち
は
こ
の
石
碑
を
建
て
ま
し
た
。

　
こ
こ
は
、
津
波
が
到
達
し
た
地
点
な
の
で
、
絶
対
に
移
動
さ
せ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

　
も
し
、
大
き
な
地
震
が
来
た
ら
、
こ
の
石
碑
よ
り
も
上
へ
逃
げ
て
く
だ
さ

い
。

　
逃
げ
な
い
人
が
い
て
も
、
無
理
や
り
に
で
も
連
れ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
家
に
戻
ろ
う
と
し
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、
絶
対
に
引
き
止
め
て
く
だ
さ
い
。
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今
、
女
川
町
は
、
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

　

悲
し
み
で
涙
を
流
す
人
が
少
し
で
も
減
り
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る
町
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
祈
り
、
そ
し
て
信
じ
て
い
ま
す
。

 

２
０
１
４
年
３
月　

女
川
中
卒
業
生
一
同

　

こ
の
石
碑
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
圧
倒
さ
れ
つ
つ
カ
メ
ラ
に
収
め
、
統
合
さ
れ

た
女
川
中
学
校
の
受
付
を
訪
ね
て
訪
問
の
目
的
を
告
げ
る
と
、
教
頭
の
山
内
芳
明

先
生
（
当
時
（
が
応
接
し
て
く
れ
、
い
き
さ
つ
を
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
女
川
い
の
ち
の
石
碑
」
と
い
う
建
碑
事
業
は
、
震
災
当
時
に
小

学
六
年
生
で
あ
っ
た
子
供
た
ち
を
中
心
と
す
る
活
動
で
、
保
護
者
有
志
が
指
導
に

あ
た
り
、
中
学
校
は
直
接
関
わ
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
。
石
碑
は
今
後
も
増
え
続

け
て
、
最
終
的
に
は
二
十
一
基
に
な
る
計
画
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

悲
劇
を
千
年
後
の
人
々
に
も
伝
え
、
後
世
の
人
々
の
命
を
守
る
目
的
で
建
て
始
め

た
こ
と
は
碑
文
に
明
ら
か
だ
が
、「
夢
だ
け
は
」
の
句
に
作
者
名
が
な
い
こ
と
に

関
す
る
質
問
は
控
え
た
。

　

教
頭
先
生
は
、
統
合
さ
れ
て
以
後
、
震
災
俳
句
を
作
る
こ
と
が
毎
年
の
行
事
に

な
っ
て
い
る
が
、
今
年
は
震
災
そ
の
も
の
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
が
全
体
の
二
割
に

す
ぎ
な
い
と
い
い
、
季
語
の
強
制
も
し
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
れ
を
聞
き
な
が

ら
、
わ
た
し
は
詩
歌
の
治
癒
力
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
可
能
性
を
ぼ
ん
や

り
と
信
じ
始
め
て
い
た
。
大
震
災
の
悲
し
み
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
そ
の
悲
劇
を

少
し
ず
つ
脱
し
て
生
き
る
力
を
得
る
こ
と
。
そ
こ
に
詩
歌
教
育
の
夢
を
み
た
い
と

思
う
の
で
あ
る
。

　

正
面
玄
関
に
は
、
壁
一
面
に
Ａ
４
判
と
思
わ
れ
る
紙
が
貼
っ
て
あ
り
、
全
体
に

保
護
の
た
め
の
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
が
か
け
て
あ
る
。
照
明
の
た
め
に
読
み
取
り
に

く
い
角
度
も
あ
る
が
、
右
上
冒
頭
に
赤
い
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
で
、
廃
校
に
な
っ
た

「
女
川
二
中
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
り
、
一
枚
に
ほ
ぼ
三
句
が
記
さ
れ
た
全

二
六
七
句
の
俳
句
で
あ
る
。
見
出
し
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
全
句
が
女
川
第
二
中
学

校
の
生
徒
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
確
証
は
得
て
い
な
い
。
筆
は
ほ
ぼ
黒
い

フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
を
用
い
て
、
い
ず
れ
も
作
者
名
は
な
い
が
、
碑
文
に
あ
る
「
夢
だ

け
は　

壊
せ
な
か
っ
た　

大
震
災
」（
附
録
「
女
川
中
俳
句
」
262
参
照
（
と
い
う

句
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
女
川
い
の
ち
の
石
碑
」
の
も
と
に
な
る
資
料

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
快
く
撮
影
を
許
可
し
て
い
た
だ
き
、
本
稿
の
教
材

に
で
き
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
本
稿
で
は
す
べ
て
の
句
に
言
及
す
る
紙
幅
が
な
い
。
よ
っ
て
、
見
出

し
の
「
女
川
二
中
」
を
「
女
川
中
俳
句
」
と
読
み
替
え
て
、
附
録
と
し
て
末
尾
に

一
覧
す
る
。
排
列
は
ほ
ぼ
五
十
音
順
と
し
、
通
し
番
号
を
付
し
た
の
で
、
適
宜
参

照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二
、
カ
タ
ル
シ
ス
と
し
て
の
俳
句

　

一
般
の
芸
術
に
異
な
ら
ず
、
俳
句
に
描
か
れ
る
感
慨
と
は
物
事
に
ふ
れ
て
起
こ

る
心
の
動
き
、
つ
ま
り
実
感
を
も
と
に
す
る
。
そ
の
心
持
ち
は
生
き
る
力
と
な
っ

て
、
人
生
を
支
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
日
々
の
暮
ら
し
は
〈
あ
っ
て
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あ
た
り
ま
え
〉
の
連
続
だ
か
ら
、
こ
の
時
空
を
大
切
な
も
の
と
し
て
、
常
に
自
覚

的
に
、
意
識
的
に
暮
ら
す
の
は
む
ず
か
し
い
。

　

大
切
な
日
常
を
大
切
と
思
う
の
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
れ
を
失
っ
た
と
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
心
の
乱
れ
や
身
体
の
不
調
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た

り
す
る
。
そ
の
回
避
や
安
定
の
た
め
に
日
記
が
有
効
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
恐

怖
や
怒
り
を
書
き
出
す
こ
と
で
、
カ
タ
ル
シ
ス
、
つ
ま
り
心
の
浄
化
が
期
待
さ
れ

る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

体
験
的
に
言
っ
て
、
初
心
の
こ
ろ
の
俳
句
は
日
々
の
出
来
事
を
、
喜
怒
哀
楽
と

し
て
さ
ら
け
だ
す
点
で
日
記
に
似
て
い
る
。
日
記
は
日
々
の
出
来
事
を
記
録
で
あ

る
。
そ
れ
は
淡
水
の
魚
介
類
を
料
理
す
る
際
の
下
ご
し
ら
え
、
つ
ま
り
泥
抜
き

（
泥
吐
き
（
に
似
て
い
る
。
程
度
の
差
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
初
心
の
俳
句
も
、
悲

し
み
や
怒
り
を
客
観
視
す
る
こ
と
で
、
一
定
の
浄
化
は
期
待
し
て
よ
い
。
附
録

「
女
川
中
俳
句
」
を
参
照
す
れ
ば
、「
235
ぼ
く
た
ち
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
ひ
な
ん
し

た
」「
16
あ
の
時
に
見
た
こ
う
け
い
は
忘
れ
な
い
」「
203
バ
ス
通
学
毎
日
見
え
る
あ

の
景
色
」「
215
ひ
さ
し
ぶ
り
出
合
っ
た
友
は
泣
い
て
い
た
」
な
ど
は
そ
う
し
た
例

で
、
俳
句
の
定
義
を
守
り
つ
つ
、
そ
の
記
録
性
を
装
っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
自
分
の
住
ん
で
い
た
土
地
、
通
っ
て
い
た
学
校
は
離
島
だ
か
ら
、

自
力
避
難
は
不
可
能
ゆ
え
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
。
町
や
人
々
を
呑
み

込
ん
で
ゆ
く
、
津
波
の
悲
慘
な
光
景
は
忘
れ
ら
れ
な
い
、
い
や
忘
れ
て
は
い
け
な

い
と
つ
ぶ
や
く
。
震
災
後
は
仮
設
住
宅
暮
ら
し
で
、
高
台
に
あ
る
新
し
い
中
学
校

へ
は
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で
通
っ
て
い
る
が
、
毎
日
車
窓
か
ら
ガ
レ
キ
の
景
色
は
見
る

の
は
辛
い
。
震
災
が
一
段
落
し
て
友
だ
ち
と
再
会
し
た
が
、
被
災
で
目
に
し
た
も

の
、
感
じ
た
こ
と
は
、
た
だ
泣
く
こ
と
で
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

例
示
を
続
け
る
。「
46
失
っ
て
初
め
て
気
づ
く
大
切
さ
」
と
は
代
償
の
大
き
す

ぎ
る
教
訓
。「
237
毎
日
が
ケ
ン
カ
だ
っ
た
が
で
も
今
は
」
は
兄
弟
喧げ

ん
か嘩

で
あ
ろ
う

か
。「
で
も
今
は
」
と
は
、
そ
の
兄
弟
の
い
ず
れ
か
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
暗
示

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
喧
嘩
さ
え
懐
か
し
く
、
死
者
を
追
慕
す
る

句
で
も
あ
る
。「
14
あ
の
壁
は
心
の
中
に
倒
れ
こ
む
」
の
「
壁
」
は
津
波
と
い
う

名
の
悲
慘
で
あ
ろ
う
、「
心
の
中
に
倒
れ
こ
む
」
と
い
う
見
立
て
は
知
的
で
あ
る

し
、「
３
逢
い
た
く
て
で
も
会
え
な
く
て
逢
い
た
く
て
」
に
は
、
も
う
逢
え
な
い

と
い
う
現
実
を
承
認
で
き
な
い
、
美
し
い
リ
ズ
ム
さ
え
流
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
十
七
拍
の
記
録
を
右
の
よ
う
に
解
説
で
き
る
の
は
、
大
震
災

と
い
う
主
題
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
、
そ
の
題
目
な
し
に
は
鑑
賞
す
る
の
は

む
ず
か
し
い
。
こ
れ
が
「
女
川
い
の
ち
の
石
碑
」
に
刻
ま
れ
た
句
「
262
夢
だ
け
は

壊
せ
な
か
っ
た
大
震
災
」
と
の
相
違
で
あ
る
。
こ
の
句
は
前
提
と
な
る
「
大
震

災
」
を
十
七
拍
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
表
現
と
し
て
自
立
を
果
た

し
て
い
る
。
取
り
込
ま
な
い
場
合
は
「
大
震
災
」
を
前
書
に
据
え
る
こ
と
で
、
不

足
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
十
七
拍
の
表
現
は
散
文
の
一
部

を
切
り
出
す
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。

　

和
歌
に
詞
書
が
許
さ
れ
た
よ
う
に
、
俳
句
に
も
前
書
は
許
さ
れ
て
い
る
。
前
書

は
作
品
の
一
部
で
あ
る
。
子
ど
も
俳
句
に
限
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
詩
歌
の
掲
出
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に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
題
目
や
前
書
を
共
に
示
す
と
い
う
心
掛
け
を
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
。三

、
失
わ
れ
た
も
の

　
「
女
川
中
俳
句
」
は
大
震
災
で
何
を
失
っ
た
と
詠
ん
で
い
る
の
か
。

　

子
ど
も
た
ち
が
失
っ
た
も
の
は
、
た
と
え
ば
「
家
」
で
あ
り
「
家
族
」「
友
だ

ち
」
で
あ
っ
た
。「
53
大
津
波
全
て
を
飲
み
込
み
家
壊
れ
」
で
あ
り
、「
８
あ
た
た

か
い
家
族
の
笑
顔
そ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
「
そ
こ
」
と
は
壊
れ
る
前
の
家
と
い
う

時
空
で
あ
ろ
う
。「
41
今
は
な
き
お
ば
と
歩
い
た
浜
の
道
」
は
伯
母
（
叔
母
（
も

浜
沿
い
の
道
も
す
で
に
な
い
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。「
54
お
じ
い
ち
ゃ
ん
海
が
恋

人
デ
ー
ト
し
に
」
と
い
う
句
の
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」
と
「
海
」
は
赤
い
フ
ェ
ル
ト

ペ
ン
で
強
調
し
て
い
あ
る
。
た
だ
書
き
下
す
の
で
は
受
け
入
れ
が
た
い
思
い
が
赤

ペ
ン
を
手
に
と
ら
せ
た
の
だ
。
そ
の
気
持
ち
を
汲
む
と
、
海
す
な
わ
ち
漁
場
を
仕

事
場
に
生
き
た
祖
父
は
津
波
に
の
ま
れ
、
行
方
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
死
を

承
認
す
る
こ
と
を
拒
み
、
今
も
生
き
続
け
る
存
在
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
痛
々
し

い
ふ
る
ま
い
が
「
恋
人
」
と
い
う
こ
と
ば
を
紡
ぎ
出
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
「
213
ぴ
ー
ち
ゃ
ん
の
笑
っ
た
顔
に
ま
た
会
い
た
い
」
と
願
う
「
ぴ
ー
ち
ゃ
ん
」

と
は
誰
か
。
実
は
こ
の
句
に
は
、
弟
と
も
、
妹
と
も
み
え
る
似
顔
絵
を
添
え
て
い

る
。
嘆
き
は
「
３
逢
い
た
く
て
で
も
会
え
な
く
て
逢
い
た
く
て
」
と
同
じ
で
あ

る
。
ど
う
あ
が
い
て
も
、「
161
た
だ
い
ま
と
聞
き
た
い
声
が
き
こ
え
な
い
」
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
230
会
い
た
い
な
君
を
思
っ
て
泣
い
た
夜
」
で
も
あ
ろ
う
。

　

失
っ
た
も
の
は
、
た
と
え
ば
「
景
色
・
風
景
」
で
あ
っ
た
。
め
ず
ら
し
く
「
悪

者
」
と
い
う
前
書
を
付
し
て
「
106
黒
つ
な
み
女
川
町
の
景
色
を
消
し
さ
っ
た
」
と

い
う
句
が
あ
る
。
前
書
を
踏
ま
え
れ
ば
「
悪
者
」
は
「
黒
つ
な
み
」
で
あ
る
。
震

災
後
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
こ
の
黒
い
津
波
は
三
陸
に
多
い
入
り
海
の
、
流
れ
の
少

な
い
海
底
に
堆
積
し
た
ヘ
ド
ロ
（
粘
性
の
強
い
沈
殿
物
（
で
、
油
や
重
金
属
な
ど

の
有
害
物
質
を
含
ん
で
重
た
く
、
そ
の
押
し
流
す
力
が
被
害
を
大
き
く
し
た
と
い

う
。「
悪
者
」
と
い
う
前
書
は
ま
こ
と
に
率
直
な
叫
び
な
の
だ
。

　

同
じ
視
点
は
「
色
泥
棒
」
と
い
う
前
書
で
「
105
黒
い
波
の
ま
れ
て
消
え
る
町
の

色
」
と
描
か
せ
、「
104
黒
い
海
心
も
町
も
持
っ
て
っ
た
」
と
嘆
か
せ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
「
悪
者
」
が
残
し
た
も
の
は
「
211
春
な
の
に
明
る
い
色
が
な
い
景
色
」
で
あ

り
、「
243
窓
の
外
い
つ
も
と
違
う
あ
の
景
色
」「
247
見
る
景
色
い
つ
も
と
違
う
ふ
る

さ
と
が
」
と
い
う
悲
し
み
で
、「
71
女
川
の
昔
の
景
色
思
い
出
す
」「
48
海
の
町
ど

こ
へ
行
っ
た
の
あ
の
風
景
」
と
い
う
回
想
で
あ
っ
た
。
幸
い
に
し
て
被
害
を
免
れ

た
ア
ル
バ
ム
を
見
て
「
196
な
つ
か
し
や
写
真
で
見
て
い
る
あ
の
景
色
」
と
つ
ぶ
や

く
気
持
ち
に
は
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

失
っ
た
も
の
は
、
た
と
え
ば
「
町
」
で
あ
っ
た
。
女
川
湾
は
北
上
山
地
と
太
平

洋
が
織
り
な
す
リ
ア
ス
式
海
岸
で
、
金
華
山
沖
の
漁
場
か
ら
豊
富
な
種
類
の
水
揚

げ
が
あ
る
有
数
の
漁
港
。
そ
の
繁
栄
ぶ
り
は
「
251
み
な
と
祭
り
こ
ん
な
状
況
で
も

や
り
た
い
な
」
と
か
「
256
も
う
一
度
み
た
い
け
し
き
は
夏
祭
り
」
と
い
う
願
望
に

つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
七
月
の
女
川
港
一
円
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
女
川
み

な
と
祭
り
」
で
、
海
上
に
獅
子
舞
が
舞
い
、
花
火
が
あ
が
る
、
発
展
の
象
徴
の
よ
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う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
聞
く
。
だ
が
、
悲
し
み
に
く
れ
る
子
ど
も
た
ち
は
「
145
好

き
だ
っ
た
女
川
町
が
流
れ
て
く
」「
264
夜
寝
る
と
前
の
女
川
思
い
出
す
」「
82
思
い

出
す
津
波
が
の
み
こ
む
女
川
町
」
と
嘆
く
し
か
な
か
っ
た
。

　

失
っ
た
も
の
は
、
た
と
え
ば
「
思
い
出
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
般
に
は
「
255

目
を
と
じ
れ
ば
思
い
出
さ
れ
る
あ
の
日
々
を
」
や
「
158
大
好
き
な
思
い
出
、
時
間

宝
物
」
の
よ
う
に
、
心
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

「
83
思
い
出
が
宝
物
な
の
に
全
部
な
い
」「
85
思
い
出
は
ガ
レ
キ
の
山
に
な
っ

ち
ゃ
っ
た
」「
163
楽
し
か
っ
た
あ
の
日
の
思
い
出
流
さ
れ
た
」
な
ど
を
見
る
と
、

「
194
流
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム
の
中
の
思
い
出
が
」
と
い
う
句
と
同
様
に
、
そ
れ
は
昔

を
思
い
浮
か
べ
る
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
、
つ
ま
り
写
真
集
な
ど
を
指
す
よ
う

だ
。「
ア
ル
バ
ム
」
と
は
津
波
に
流
さ
れ
た
写
真
帳
と
、
思
い
出
の
日
々
と
が
一

つ
の
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
は
眠
る
と
夢
に
出
て
く
る
「
264
前
の
女
川
」
で
あ
り
、

「
158
大
好
き
な
、
時
間
」
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
便
宜
的
に
失
わ
れ
た
も
の
を
「
家
」「
家
族
」「
友
だ
ち
」「
景
色
（
風

景
（」「
町
」「
思
い
出
」
に
分
け
て
子
ど
も
俳
句
を
紹
介
し
て
み
た
が
、
こ
れ
ら

を
一
括
す
れ
ば
〈
幸
せ
を
実
感
す
る
心
〉
と
も
言
え
る
。「
122
幸
せ
と
感
じ
な

か
っ
た
あ
の
頃
は
」「
136
震
災
に
い
つ
も
の
幸
せ
教
え
ら
れ
」
な
ど
は
、
震
災
前

の
あ
り
ふ
れ
た
毎
日
こ
そ
、
か
け
が
え
の
な
い
幸
福
の
日
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
子
ど
も
ら
し
く
疑
問
符
を
つ
け
て
「
199
ね
え
神
様
ホ
ン
ト
の
幸
せ
ど

こ
で
す
か
？
」
と
問
い
掛
け
る
た
び
に
起
き
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
。〈
心
の
浄

化
〉
の
道
が
あ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
れ
ら
も
「
大
震
災
」
と
い
う
主
題
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
散
文
の

断
片
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
前
章
の
句
と
同
じ
で
あ
る
。
彼
ら
に
将
来
に
わ

た
っ
て
俳
句
と
い
う
文
化
を
担
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
こ
の
散
文
の
断
片
を
抜
け

出
す
た
め
に
先
を
急
ぎ
た
い
。

四
、
四
季
を
発
見
す
る

　

見
出
し
の
「
四
季
を
発
見
す
る
」
と
は
、
春
夏
秋
冬
の
移
ろ
い
を
五
感
で
と
ら

え
、
こ
と
ば
に
移
す
こ
と
を
い
う
。「
二
、
カ
タ
ル
シ
ス
と
し
て
の
俳
句
」
や

「
三
、
失
わ
れ
た
も
の
」
の
章
で
例
示
し
た
句
の
散
文
性
は
「
大
震
災
」
と
前
書

す
る
か
、
そ
れ
を
十
七
拍
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
一
応
技
術
的
に
は
解
決
す

る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
意
識
的
に
、
と
ら
わ
れ
て
い
る
日
常
を
離
れ

る
意
思
（
気
持
ち
（
と
、
意
志
（
心
の
働
き
（
を
確
か
な
も
の
に
し
て
、
悲
し
み

の
堪
え
が
た
い
重
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
を
探
り
た
い
。

　

人
間
の
暮
ら
し
が
〈
あ
っ
て
あ
た
り
ま
え
〉
の
時
間
で
あ
る
こ
と
は
「
カ
タ
ル

シ
ス
と
し
て
の
俳
句
」
の
章
で
述
べ
た
。
実
は
「
四
季
を
発
見
す
る
」
行
為
は
、

そ
の
す
ぐ
傍
ら
に
あ
る
〈
も
う
一
つ
の
あ
た
り
ま
え
〉
を
発
見
す
る
行
為
で
あ

る
。「
大
震
災
」
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
忘
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

宙
を
舞
う
蝶
や
、
地
を
這
う
蟻
も
、
私
た
ち
と
同
じ
く
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
こ
と
。
こ
れ
が
「
四
季
を
発
見
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
木
も
生
き
て
い
る
し
、

夢
も
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
目
の
涵か

ん
よ
う養

で
あ
る
。
先
に
、「
失
わ
れ
た
も
の
」
を
一

括
し
て
〈
幸
せ
を
実
感
す
る
心
〉
と
述
べ
た
が
、
そ
の
「
心
」
を
和
ら
げ
、
復
元
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へ
と
導
く
学
習
で
あ
る
。

　

私
が
「
女
川
中
俳
句
」
の
調
査
に
あ
た
っ
た
の
は
、 

平
成
二
十
八
年

（
二
〇
一
六
（
の
夏
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
大
震
災
」
か
ら
六
年
後
、「
女
川
い
の
ち

の
石
碑
」
建
碑
か
ら
二
年
後
に
あ
た
る
。
よ
っ
て
、「
女
川
中
俳
句
」
に
は
喪
失

の
悲
鳴
ば
か
り
で
な
く
、
四
季
の
移
ろ
い
に
癒
や
さ
れ
て
い
る
句
も
含
ま
れ
る
。

そ
こ
で
、
作
者
名
も
詠
ま
れ
た
時
期
も
未
確
認
な
が
ら
、
春
の
句
が
多
い
こ
と
に

注
目
し
て
、
以
下
に
「
四
季
を
発
見
す
る
」
子
ど
も
俳
句
を
あ
げ
て
、
痛
み
を
和

ら
げ
て
ゆ
く
様
子
を
確
認
し
た
い
。
な
お
、
季
題
（
季
語
（、
お
よ
び
季
題
に
な

る
可
能
性
の
あ
る
言
葉
に
傍
線
を
つ
け
た
が
、
一
句
に
二
つ
の
季
題
を
含
む
場
合

の
二
つ
目
以
降
に
は
二
重
傍
線
を
用
い
た
。
そ
れ
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
季

重
な
り
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。

　

ま
ず
冬
の
句
な
が
ら
、
春
を
意
識
し
た
句
か
ら
始
め
る
。

　
「
210
春
近
し
恋
の
香
り
が
し
て
き
た
よ
」
と
は
〈
春
が
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
〉

と
い
う
晩
冬
の
句
。
そ
こ
に
「
恋
の
香
り
」
を
嗅
ぎ
と
る
の
は
「
春
」
に
新
生
や

再
生
の
意
味
を
与
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
43
う
ぐ
い
す
よ
早
く
泣
け
泣
け
春

よ
こ
い
」
の
「
う
ぐ
い
す
」
は
春
季
の
こ
と
ば
だ
が
、「
春
よ
こ
い
」
は
「
春
近

し
」
に
同
じ
で
、
待
春
つ
ま
り
「
春
を
待
ち
わ
び
る
思
い
」
ゆ
え
、
晩
冬
の
句
と

す
る
。「
泣
け
泣
け
」
は
「
鳴
け
鳴
け
」
の
つ
も
り
で
他
意
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
は
春
の
句
で
あ
る
。

　

前
段
に
「
43
う
ぐ
い
す
」
が
登
場
し
た
の
で
、
続
け
て
二
例
を
あ
げ
る
。「
62

女
川
に
新
た
な
春
を
告
げ
る
鳥
」
と
「
231
ホ
ー
ケ
キ
ョ
春
を
知
ら
せ
に
訪
れ
た
」

で
あ
る
。
本
人
の
意
図
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
前
者
の
「
鳥
」
は
「
新
し
い

春
を
告
げ
る
」
と
い
う
句
意
か
ら
「
う
ぐ
い
す
」
に
な
る
。
句
意
は
〈
う
ぐ
い
す

が
鳴
い
た
〉
と
だ
け
言
っ
て
い
る
が
、
春
告
げ
鳥
と
よ
ば
れ
て
、
初
春
の
梅
の
開

花
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
山
か
ら
人
里
に
姿
を
現
す
生
態
に
合
致
。「
新
た
な
春
」

に
震
災
後
の
町
と
い
う
意
を
こ
め
て
明
る
い
世
界
に
転
じ
て
い
る
。
後
者
は

「
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
」
が
鶯
の
聞
き
な
し
で
あ
る
。

　

春
は
二
十
四
節
気
の
立
春
（
二
月
四
日
こ
ろ
（
を
初
め
と
す
る
。「
春
が
来
た
」

と
い
え
ば
立
春
の
こ
と
だ
が
、
子
ど
も
俳
句
の
場
合
は
も
う
少
し
ゆ
る
や
か
で
、

広
い
時
空
で
あ
ろ
う
。「
207
春
が
き
た
あ
た
ら
し
い
コ
ト
始
め
よ
う
か
な
」
に
は

句
末
に
吹
き
だ
し
を
作
り
、
そ
の
中
に
弦
楽
器
（
ギ
タ
ー
か
（
の
絵
が
描
か
れ
て

い
る
。
俳
句
は
古
来
、
和
歌
の
上
の
句
（
五
・
七
・
五
（
と
下
の
句
（
七
・
七
（
を

掛
け
合
う
文
芸
だ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
十
七
拍
に
不
足
な
も
の
を
、
絵
で
補
う

行
為
は
理
に
叶
っ
た
も
の
で
、
受
け
入
れ
る
べ
き
様
式
で
あ
る
。「
208
春
が
来
た

見
え
る
け
し
き
は
も
う
ち
が
う
」
と
い
う
句
は
「
大
震
災
」
を
引
き
ず
っ
て
い
る

が
、「
見
え
る
け
し
き
は
も
う
ち
が
う
」
に
は
新
し
い
日
常
へ
自
分
を
開
放
し
よ

う
と
す
る
前
向
き
な
心
持
ち
が
見
え
よ
う
。

　

同
じ
気
持
ち
は
春
風
の
句
に
も
あ
る
。「
18
あ
の
と
き
を
し
ば
し
忘
れ
る
春
一

番
」「
206
春
風
は
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
」
と
い
う
二
句
が
あ
っ
て
、
両
句

と
も
言
外
に
「
大
震
災
」
を
匂
わ
せ
る
が
、「
205
春
風
が
背
中
を
押
し
て
ふ
い
て

い
く
」
と
同
じ
く
、
心
の
回
復
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
205
春
風

が
」
の
句
は
「
春
風
」
と
「
押
」
を
色
塗
り
し
て
強
調
し
、
十
七
拍
で
は
言
い
足
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り
な
い
思
い
が
見
え
て
微
笑
ま
し
い
。
な
お
、「
春
風
」
が
あ
る
の
で
、「
ふ
い
て

ゆ
く
」
は
一
見
し
て
無
駄
だ
が
、「
あ
の
と
き
」
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
風
、

過
ぎ
去
る
風
の
動
き
を
伝
え
た
い
と
理
解
す
れ
ば
有
効
な
表
現
と
い
っ
て
よ
い
。

　
「
残
雪
」「
雪
解
け
」
を
題
と
す
る
句
が
二
つ
あ
る
。「
260
雪
残
る
春
の
大
地
に

芽
吹
く
花
」「
261
雪
ど
け
は
新
し
い
季
節
の
香
り
か
な
」
で
あ
る
。
前
者
は
残
雪

の
他
に
「
春
」「
芽
吹
く
花
」
と
三
つ
の
季
題
が
あ
っ
て
、
今
後
指
導
す
べ
き
課

題
が
多
い
が
、
ま
ず
は
〈
残
雪
に
め
げ
る
こ
と
の
な
い
生
命
力
を
と
ら
え
て
い

る
〉
点
を
評
価
し
て
や
る
べ
き
だ
ろ
う
。
後
者
に
は
雪
国
の
人
な
ら
で
は
の
〈
雪

解
の
匂
い
〉
と
い
う
観
察
が
あ
っ
て
新
鮮
。

　
「
芽
吹
き
」
は
「
芽
立
ち
」
の
こ
と
だ
か
ら
、
木
の
芽
が
そ
れ
ら
し
い
形
に

な
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
260
雪
残
る
」
の
下
五
「
芽
吹
く
花
」
の

「
花
」
は
無
駄
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
「
31
一
度
き
り
別
れ
も
出
会
い
も
芽
ぶ
く

春
」
に
も
言
え
て
、
次
の
段
階
で
は
「
芽
ぶ
く
」
が
あ
れ
ば
「
花
」
は
い
ら
な

い
、「
花
」
が
あ
れ
ば
「
芽
ぶ
く
」
で
は
な
い
と
い
う
知
識
を
学
び
た
い
。
だ
が
、

〈
別
れ
に
お
い
て
も
、
出
会
い
に
お
い
て
も
春
は
特
別
な
季
節
〉
と
い
う
認
識
は

育
む
べ
き
感
性
で
あ
る
。
も
う
一
句
「
223
蕗
の
と
う
強
く
芽
を
出
し
告
げ
る
春
」

は
木
の
芽
で
は
な
い
し
、「
蕗
の
と
う
強
く
芽
を
出
し
」
も
詩
歌
に
親
し
ん
で
く

れ
ば
「
蕗
の
芽
」
で
済
む
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
子
ど
も
俳
句
に
お
い
て

は
〈
蕗
の
薹
で
春
が
始
ま
る
〉
と
い
う
発
見
を
新
鮮
と
見
て
お
き
た
い
。

　
「
蒲
公
英
」
の
句
が
三
句
あ
る
。
一
句
目
は
「
35
い
つ
だ
っ
て
道
の
タ
ン
ポ
ポ

負
け
て
な
い
」
と
い
う
も
の
で
、
句
末
に
蒲
公
英
の
絵
を
描
き
添
え
る
。
こ
こ
に

は
「
207
春
が
き
た
あ
た
ら
し
い
コ
ト
始
め
よ
う
か
な
」
に
添
え
ら
れ
た
弦
楽
器

（
ギ
タ
ー
か
（
の
絵
の
場
合
と
似
て
い
な
が
ら
、
少
し
異
な
る
課
題
が
み
え
る
。

そ
れ
は
弦
楽
器
の
絵
は
「
207
春
が
き
た
」
と
い
う
句
に
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か

ら
、
絵
を
添
え
る
こ
と
で
俳
句
の
世
界
を
ひ
ろ
げ
た
が
、「
35
い
つ
だ
っ
て
」
の

句
末
に
描
か
れ
た
蒲
公
英
は
十
七
拍
の
句
中
に
「
タ
ン
ポ
ポ
」
と
し
て
存
在
す
る

か
ら
、
屋
上
屋
を
架
す
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
子
ど
も
が
す

ぐ
に
マ
ス
タ
ー
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、〈
描
き
添
え
た
い
願

望
が
あ
る
と
き
は
、
十
七
拍
の
言
葉
の
外
に
あ
る
も
の
が
お
も
し
ろ
い
〉
と
い
う

程
度
の
こ
と
は
伝
え
た
い
。
残
る
二
句
は
「
167
た
ん
ぽ
ぽ
の
わ
た
げ
が
と
ん
で
る

春
風
と
」
と
「
168
た
ん
ぽ
ぽ
や
風
に
吹
か
れ
て
舞
う
綿
毛
」
で
あ
る
。
共
に
蒲
公

英
の
花
で
な
く
「
綿
毛
」
を
詠
ん
で
、
心
地
よ
い
景
色
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

メ
ル
ヘ
ン
の
よ
う
に
風
に
飛
ぶ
「
綿
毛
」
は
、
実
は
〈
綿
毛
に
包
ま
れ
た
種
〉
と

い
う
の
が
正
確
で
、「
蒲
公
英
の
絮わ

た
」
と
書
く
の
が
通
例
だ
が
、
漢
字
制
限
の
あ

る
教
育
現
場
で
「
絮
」
の
字
を
求
め
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

複
数
の
例
句
が
あ
る
季
題
に
、
も
う
一
つ
「
し
ゃ
ぼ
ん
だ
ま
（
石
鹼
玉
（」
が

あ
る
。
こ
れ
に
は
一
年
の
始
ま
り
に
明
る
さ
を
添
え
る
子
ど
も
の
遊
び
と
し
て
、

春
の
季
節
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
例
句
は
「
大
震
災
」
で
亡
く
な
っ
た
人
々
を

供
養
す
る
行
事
を
背
景
に
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
４
青
い
空
見
上
げ
て
み
れ

ば
し
ゃ
ぼ
ん
玉
」「
52
大
空
へ
わ
れ
ず
に
と
ん
で
け
し
ゃ
ぼ
ん
玉
」「
128
し
ゃ
ぼ
ん

だ
ま
大
空
と
ん
だ
あ
の
人
た
ち
と
」「
129
し
ゃ
ぼ
ん
玉
空
を
突
き
抜
け
宇
宙
ま
で
」

と
い
う
四
句
に
、
等
し
く
鎮
魂
の
「
空
」
が
見
え
る
。
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そ
の
他
、
例
句
が
一
句
ず
つ
あ
る
季
題
を
ま
と
め
る
と
、「
土
筆
」
で
「
250
道

ば
た
に
立
て
る
つ
く
し
も
夢
抱
く
」、「
風
光
る
」
で
「
89
風
光
り
女
川
町
に
希
望

あ
り
」、「
春
の
海
」
で
「
224
複
雑
な
思
い
で
見
つ
め
る
春
の
海
」、「
温
か
し
（
ぬ

く
し
（」
で
「
217
一
人
じ
ゃ
な
い
み
ん
な
で
つ
な
げ
ば
ほ
ら
温
か
い
手
」
な
ど
が

あ
る
。
す
べ
て
「
大
震
災
」
の
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
表
現
と
し
て
自
立
し
、

ま
ば
ゆ
い
風
景
に
、
や
わ
ら
か
い
風
を
吹
か
せ
て
、
希
望
の
き
ざ
し
を
感
じ
さ
せ

る
。

　

最
後
に
と
り
わ
け
例
句
の
多
い
「
花
」
と
「
桜
」
に
つ
い
て
、
解
釈
と
鑑
賞
の

ヒ
ン
ト
に
古
典
文
学
の
約
束
事
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
花
と
い
う
言
葉
の
源
は
ハ

ナ
（
端
（
で
、
意
味
は
物
事
の
初
め
。
よ
っ
て
百
花
に
先
が
け
て
咲
く
こ
と
を
愛

し
て
、
梅
の
花
を
い
う
時
代
が
あ
り
、
愛
で
る
対
象
を
桜
の
花
に
代
表
さ
せ
た
平

安
時
代
後
期
に
つ
な
が
る
。
以
後
は
「
花
」
す
な
わ
ち
「
桜
」
の
例
が
主
流
。
愛

で
る
理
由
は
〈
美
し
い
も
の
と
し
て
心
に
映
る
〉
か
ら
だ
が
、
そ
の
感
動
を
支
え

て
き
た
も
の
は
「
121
桜
花
咲
く
も
散
る
の
も
早
き
か
な
」
と
い
う
句
が
示
す
よ
う

に
、〈
咲
い
て
、
散
る
〉
と
い
う
〈
変
わ
り
や
す
さ
〉
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
63
女

川
に
桜
の
花
び
ら
ひ
ら
ひ
ら
と
」「
119
桜
散
る
ま
た
咲
き
ほ
こ
れ
満
開
に
」「
177
津

波
に
ね
負
け
な
い
大
き
な
桜
の
木
」
な
ど
に
は
、「
209
春
が
き
て
心
の
中
に
も
花

が
咲
く
」
と
い
う
句
が
教
え
る
よ
う
に
、
植
物
と
し
て
の
「
桜
」
に
重
ね
る
よ
う

に
、「
心
の
花
」
と
で
も
い
う
べ
き
生
き
る
力
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。「
79
女
川

は
町
じ
ゅ
う
全
体
花
が
咲
く
」「
169
散
っ
た
花
ふ
た
た
び
い
つ
か
花
開
く
」「
92
枯

れ
ち
ゃ
っ
た
だ
か
ら
再
び
花
咲
か
す
」
な
ど
の
「
花
」
に
も
、
前
向
き
に
生
き
て

ゆ
こ
う
と
す
る
意
思
が
見
え
て
美
し
い
。
例
外
は
「
249
道
ば
た
に
希
望
が
咲
い
た

青
い
花
」
で
、
こ
れ
を
桜
と
み
る
人
は
い
な
い
が
、「
四
季
を
発
見
す
る
」
ゆ
と

り
が
感
じ
ら
れ
る
点
は
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に

　

本
稿
を
書
い
て
い
る
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
（
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
九
年
目

の
こ
と
で
、
あ
た
り
ま
え
な
が
ら
、
や
が
て
来
る
三
月
十
一
日
は
満
十
年
の
節
目

で
あ
る
。「
女
川
い
の
ち
の
石
碑
」
は
当
時
小
学
六
年
生
の
児
童
が
中
学
生
に

な
っ
て
か
ら
の
活
動
が
実
を
結
ん
だ
も
の
と
い
う
か
ら
、
今
は
二
十
歳
を
過
ぎ
た

大
人
に
な
っ
て
い
る
。
大
人
に
な
っ
て
、
今
も
俳
句
を
続
け
て
い
て
く
れ
る
だ
ろ

う
か
と
思
う
。
彼
ら
が
続
け
て
い
な
け
れ
ば
、
他
に
ど
ん
な
若
者
が
こ
の
文
化
を

受
け
継
ぐ
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
う
。

　

小
賢
し
い
と
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
俳
句
と
い
う
文
化
は
ひ
た
す
ら

衰
退
の
道
を
す
す
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
松
尾
芭
蕉
が
達
成
し

た
「
軽
み
」
や
、
正
岡
子
規
が
説
き
始
め
た
「
写
生
」
と
い
う
指
標
は
大
衆
化
を

め
ざ
す
擬
死
再
生
の
試
み
だ
っ
た
が
、
今
日
そ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
さ
せ

る
動
き
は
な
い
。
そ
れ
が
俳
人
の
高
齢
化
と
若
手
育
成
の
困
難
に
拍
車
を
か
け
て

い
る
。
古
典
俳
諧
を
仕
事
に
し
て
来
た
者
と
し
て
は
、
そ
れ
が
悲
し
い
。
こ
う
し

た
「
た
し
な
み
の
文
化
」
を
人
生
の
杖
と
し
て
、
多
く
の
人
々
を
支
え
て
き
た
歴

史
を
見
続
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

す
で
に
俳
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
身
に
つ
け
た
美
学
を
全
う
す
れ
ば
よ
い
の
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で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
に
継
承
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
学
校
教
育
の
場

を
借
り
る
よ
り
道
は
な
い
。
本
稿
は
そ
ん
な
こ
と
を
願
い
な
が
ら
模
索
す
る
考
現

学
の
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。

〔
附
録
〕
女
川
中
俳
句
（
全
）

１
愛
し
て
た
き
れ
い
な
町
並
み
ま
た
見
た
い

２
愛
す
べ
き
未
来
の
た
め
に
我
が
道
を

注
・「
愛
」「
未
来
」「
道
」
を
朱
文
字
に
す
る
。

３
逢
い
た
く
て
で
も
会
え
な
く
て
逢
い
た
く
て

４
青
い
空
見
上
げ
て
み
れ
ば
し
ゃ
ぼ
ん
玉

５
青
い
空
見
て
る
と
な
ん
だ
か
頑
張
れ
る

６
青
い
空
み
ま
も
っ
て
て
ね
い
つ
ま
で
も

７
あ
き
ら
め
ず
立
ち
向
か
お
う
よ
高
い
壁

８
あ
た
た
か
い
家
族
の
笑
顔
そ
こ
に
あ
る

９
あ
た
た
か
さ
そ
の
日
が
最
後
思
い
出
す

10
あ
た
ら
し
い
町
を
お
れ
ら
が
つ
く
っ
て
み
せ
る

11
新
し
い
明
日
目
指
し
て
一
歩
ず
つ

12
新
し
く
女
川
は
今
生
ま
れ
変
わ
る

13
新
し
く
き
ざ
ん
で
ゆ
く
よ
思
い
出
を

14
壱
あ
の
壁
は
心
の
中
に
倒
れ
こ
む

15
あ
の
景
色
ま
た
女
川
で
見
る
た
め
に

16
あ
の
時
に
見
た
こ
う
け
い
は
忘
れ
な
い

17
あ
の
と
き
の
た
く
さ
ん
の
星
き
れ
い
だ
な

18
あ
の
と
き
を
し
ば
し
忘
れ
る
春
一
番

19
あ
の
波
を
こ
え
て
見
る
の
は
あ
の
花
火

20
あ
の
日
ま
で
幸
せ
な
の
は
あ
た
り
ま
え

21
あ
の
街
に
ま
た
も
ど
り
た
い
な
あ
の
場
所
に

22
あ
の
町
を
ま
た
歩
き
た
い
ゆ
っ
く
り
と

23
天
の
川
流
れ
星
降
れ
ば
願
い
事

24
あ
め
っ
こ
は
震
災
時
の
非
常
食

25
あ
り
が
と
う
き
っ
と
伝
わ
る
希
望
だ
よ

26
あ
り
が
と
う
感
謝
の
気
持
ち
大
切
に

27
あ
り
が
と
う
今
な
ら
恥
じ
ず
心
か
ら

28
あ
り
が
と
う
今
度
は
私
が
頑
張
る
ね

注
・
感
謝
の
相
手
は
震
災
に
よ
る
死
者
か
。

29
あ
り
が
と
う
自
衛
隊
に
伝
え
た
い

30
一
週
間
遅
れ
て
や
っ
た
卒
業
式

31
一
度
き
り
別
れ
も
出
会
い
も
芽
ぶ
く
春

32
い
つ
か
ま
た
み
ん
な
で
に
ぎ
わ
う
あ
の
町
へ

33
い
つ
だ
っ
て
キ
ラ
キ
ラ
輝
く
女
川
町

注
・
星
（
☆
）
の
絵
八
個
を
ち
り
ば
め
る
。

34
い
つ
だ
っ
て
消
え
る
こ
と
な
い
青
い
空

35
い
つ
だ
っ
て
道
の
タ
ン
ポ
ポ
負
け
て
な
い

注
・
句
末
に
蒲
公
英
の
の
絵
。

36
い
つ
の
日
か
再
び
会
え
る
あ
の
町
に

37
今
こ
そ
だ
日
本
み
ん
な
で
が
ん
ば
ろ
う

38
今
だ
か
ら
笑
顔
が
大
事
女
川
町

39
今
だ
っ
て
き
れ
い
な
海
だ
女
川
湾

注�

・「
海
」
と
「
女
川
湾
」
を
青
色
で
な
ぞ
り
、
句
末
に
鳥
の
飛
ぶ
女
川
湾
を
防
潮

堤
と
と
も
に
描
く
。

40
今
放
つ
希
望
の
シ
ュ
ー
ト
に
思
い
の
せ

41
今
は
な
き
お
ば
と
歩
い
た
浜
の
道

42
忌
ま
わ
し
い
あ
の
日
は
未
だ
君
の
中

43
う
ぐ
い
す
よ
早
く
泣
け
泣
け
春
よ
こ
い

44
失
っ
た
町
の
風
景
取
り
も
ど
す

45
失
っ
た
町
は
き
っ
と
取
り
戻
す

46
失
っ
て
初
め
て
気
づ
く
大
切
さ

47
海
の
上
船
の
上
で
は
し
し
が
舞
う



126

48
海
の
町
ど
こ
へ
行
っ
た
の
あ
の
風
景

49
海
を
見
て
思
う
心
は
月
に
い
く

50
う
ら
ん
で
も
う
ら
み
き
れ
な
い
青
い
海

51
絵
を
か
い
て
梅
干
し
食
べ
て
本
を
読
む

52
大
空
へ
わ
れ
ず
に
と
ん
で
け
し
ゃ
ぼ
ん
玉

注
・「
大
空
」
を
赤
く
塗
り
、「
し
ゃ
ぼ
ん
玉
」
を
青
字
に
す
る
。

53
大
津
波
全
て
を
飲
み
込
み
家
壊
れ

54
お
じ
い
ち
ゃ
ん
海
が
恋
人
デ
ー
ト
し
に

注
・「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」「
海
」
を
赤
く
強
調
。

55
お
だ
づ
な
よ
、
地
震
の
せ
い
で
、
津
波
き
た

注
・「
お
だ
づ
な
よ
」
未
詳
。

56
お
と
う
と
と
一
緒
に
歩
く
通
学
路

57
女
川
町
い
つ
か
あ
の
頃
取
り
戻
す

58
女
川
町
元
気
と
笑
顔
で
復
興
へ

59
女
川
町
復
興
に
む
け
て
が
ん
ば
ろ
う

60
女
川
町
未
来
の
た
め
に
が
ん
ば
ろ
う

61
女
川
が
光
輝
く
復
興
後

62
女
川
に
新
た
な
春
を
告
げ
る
鳥

63
女
川
に
桜
の
花
び
ら
ひ
ら
ひ
ら
と

注
・「
桜
」「
花
び
ら
」
を
赤
く
強
調
。

64
女
川
に
笑
い
が
も
ど
る
子
ど
も
た
ち

65
女
川
に
や
さ
し
い
人
が
ほ
ほ
え
ん
だ

注
・
64
・
65
の
二
句
は
筆
蹟
が
酷
似
。
同
一
作
者
の
可
能
性
あ
り
。

66
女
川
に
笑
い
が
も
ど
る
ま
で
が
ん
ば
る
ぞ

67
女
川
の
希
望
の
星
は
ぼ
く
た
ち
だ

68
女
川
の
き
れ
い
な
景
色
も
う
一
度

69
女
川
の
た
め
に
俺
は
何
で
き
る

70
女
川
の
人
々
絶
対
く
じ
け
な
い

71
女
川
の
昔
の
景
色
思
い
出
す

72
女
川
に
き
れ
い
な
け
し
き
を
と
り
も
ど
せ

73
女
川
は
明
日
へ
の
道
を
切
り
開
く

74
女
川
は
新
た
な
ス
タ
ー
ト
切
っ
て
い
る

75
女
川
は
今
、
何
色
に
見
え
ま
す
か
？

76
女
川
は
美
し
い
町
負
け
な
い
ぞ

注
・「
美
し
い
」
を
赤
い
文
字
で
強
調
。

77
女
川
は
絶
対
元
に
戻
る
は
ず

78
女
川
は
流
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
ね
え
ん
だ
よ

79
女
川
は
町
じ
ゅ
う
全
体
花
が
咲
く

80
女
川
を
き
れ
い
な
町
に
も
ど
し
た
い

81
女
川
を
造
っ
て
い
こ
う
い
い
町
に

82
思
い
出
す
津
波
が
の
み
こ
む
女
川
町

83
思
い
出
が
宝
物
な
の
に
全
部
な
い

84
思
い
出
と
あ
と
に
残
る
は
海
の
跡

85
思
い
出
は
ガ
レ
キ
の
山
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た

86
音
楽
で
み
ん
な
の
心
が
一
つ
に
な
れ
る

注
・
句
末
に
八
分
音
符
の
絵
。

87
□
□
□
□
□
笑
顔
に
な
っ
た
畳
ふ
み

注
・
上
五
文
字
難
読
。「
畳
ふ
み
」
未
詳
。

■
か

88
海
水
に
つ
い
た
す
ず
ら
ん
咲
い
て
い
た

注
・
鈴
蘭
一
輪
の
絵
を
添
え
る
。

89
風
光
り
女
川
町
に
希
望
あ
り

90
が
れ
き
見
て
空
に
誓
っ
た
涙
こ
ら
え
て

91
神
様
が
与
え
た
試
練
乗
り
越
え
て

92
枯
れ
ち
ゃ
っ
た
だ
か
ら
再
び
花
咲
か
す

注
・
句
末
に
花
び
ら
の
絵
。
こ
の
「
花
」
は
桜
と
も
桜
で
な
い
と
も
と
れ
る
。

93
か
ん
ど
う
だ
あ
の
日
の
が
れ
き
も
う
消
え
た

94
が
ん
ば
る
ぞ
こ
ん
な
の
に
ま
け
て
た
ま
る
か
よ
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95
ガ
ン
バ
レ
と
さ
さ
や
く
町
の
風
の
声

96
が
ん
ば
ろ
う
女
川
町
復
興
の
た
め
に

97
消
え
て
っ
た
大
切
な
も
の
ま
た
造
る

98
き
っ
と
い
る
ペ
ッ
ト
の
カ
メ
は
海
の
中

99
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
海
が
好
き
な
ん
で
す

100
き
れ
い
な
町
み
ん
な
の
笑
顔
で
取
り
も
ど
そ
う

101
く
や
し
い
な
ど
う
し
て
皆
が
こ
ん
な
め
に

102
暗
い
夜
た
く
さ
ん
あ
る
さ
希
望
の
星

103
グ
ラ
ン
ド
に
光
り
輝
く
笑
顔
と
絆

104
黒
い
海
心
も
町
も
持
っ
て
っ
た

105
黒
い
波
の
ま
れ
て
消
え
る
町
の
色

注
・「
色
泥
棒
」
と
い
う
前
書
あ
り
。

106
黒
つ
な
み
女
川
町
の
景
色
を
消
し
さ
っ
た

注
・「
悪
者
」
と
い
う
前
書
あ
り
。

107
工
事
中
沈
む
私
の
応
援
歌

108
子
供
達
笑
う
事
を
忘
れ
な
い

109
こ
の
風
が
あ
の
真
実
を
か
た
っ
て
る

110
こ
の
星
に
い
ろ
ん
な
願
い
こ
め
ら
れ
る

111
こ
の
町
を
黒
い
カ
ー
テ
ン
包
み
ゆ
く

112
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
つ
く
る
そ
の
一
歩

113
こ
れ
を
機
に
和
を
広
げ
よ
う
こ
の
世
界

114
こ
ん
な
と
き
だ
か
ら
深
ま
る
友
情
が

注
・
一
句
全
体
に
花
び
ら
を
ち
り
ば
め
る
。

■
さ

115
さ
あ
行
こ
う
明
る
い
未
来
へ
一
歩
前
進

116
さ
え
ず
り
が
平
和
に
響
く
こ
の
世
界

117
坂
の
ぼ
り
上
か
ら
見
え
る
ス
タ
ー
ト
地
点

118
サ
ッ
カ
ー
は
い
つ
で
も
人
つ
な
ぐ
ゴ
ー
ル
へ
向
か
っ
て

119
桜
散
る
ま
た
咲
き
ほ
こ
れ
満
開
に

120
桜
の
木
毎
年
撮
っ
て
た
あ
の
木
は
ど
こ
へ

121
桜
花
咲
く
も
散
る
の
も
早
き
か
な

122
幸
せ
と
感
じ
な
か
っ
た
あ
の
頃
は

123
支
援
を
ね
、
い
っ
ぱ
い
も
ら
い
大
切
に

注
・「
ね
」
は
語
調
を
整
え
る
口
語
調
の
特
色
の
ひ
と
つ
。

124
地
震
雲
み
か
ん
見
た
い
に
オ
レ
ン
ジ
だ

注
・「
地
震
雲
」
は
俗
伝
。
大
地
震
の
前
後
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
形
状
特
殊
な

雲
。

125
し
ず
け
さ
や
日
暮
と
共
に
訪
ず
れ
る

126
知
っ
た
こ
と
そ
れ
は
家
族
の
大
切
さ

127
死
ぬ
前
に
一
度
食
べ
た
い
焼
肉
飯

128
し
ゃ
ぼ
ん
だ
ま
大
空
と
ん
だ
あ
の
人
た
ち
と

129
し
ゃ
ぼ
ん
玉
空
を
突
き
抜
け
宇
宙
ま
で

130
将
来
は
小
さ
な
子
供
に
今
を
伝
え
る

131
新
学
期
新
た
な
決
意
胸
に
秘
め

132
震
災
後
女
川
見
た
時
お
ど
ろ
い
た

133
震
災
で
心
が
一
つ
に
な
っ
た
復
興
‼

134
震
災
で
み
ん
な
が
一
つ
に
希
望
の
輪

135
震
災
で
ふ
と
っ
た
体
を
し
ぼ
ら
な
き
ゃ

136
震
災
に
い
つ
も
の
幸
せ
教
え
ら
れ

137
震
災
に
負
け
じ
と
が
ん
ば
る
子
供
た
ち

138
震
災
に
負
け
ず
に
夢
を
追
い
か
け
る

139
震
災
に
負
け
た
ら
だ
め
だ
自
分
た
ち

140
震
災
に
負
け
て
た
ま
る
か
女
川
町

注
・「
負
け
て
た
ま
る
か
」
を
赤
い
波
線
で
囲
む
。

141
震
災
は
心
を
つ
な
ぐ
第
一
歩

142
震
災
は
新
女
川
の
第
一
歩

143
震
災
を
う
け
て
も
ふ
る
さ
と
離
れ
な
い

144
震
災
を
忘
れ
ら
れ
な
い
い
つ
ま
で
も
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145
好
き
だ
っ
た
女
川
町
が
流
れ
て
く

146
少
し
ず
つ
笑
顔
が
戻
る
ぼ
く
た
ち
に

147
雀
の
子
と
べ
よ
と
べ
よ
と
せ
か
す
母

148
全
国
の
希
望
を
の
せ
て
復
興
だ

149
全
国
の
決
勝
戦
で
大
歓
声

150
そ
ば
に
い
る
仲
間
が
ず
っ
と
そ
ば
に
い
る

151
ソ
フ
ト
部
の
先
輩
か
っ
こ
い
い
あ
こ
が
れ
る

注
・「
部
活
」
と
い
う
前
書
あ
り
。

152
そ
よ
そ
よ
と
風
に
吹
か
れ
て
な
び
く
海

153
空
い
っ
ぱ
い
皮
肉
だ
け
れ
ど
星
光
る

注
・「
停
電
」
と
い
う
前
書
あ
り
。

154
そ
ら
の
上
見
守
ら
れ
て
る
私
達

■
た

155
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
き
っ
と
あ
る

156
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
そ
れ
は
希
望
の
合
い
言
葉

157
大
震
災
今
だ
か
ら
こ
そ
や
っ
て
や
る

注
・「
大
震
災
」
で
切
れ
て
い
る
。

158
大
好
き
な
思
い
出
、
時
間
宝
物

159
太
平
洋
、
女
川
の
町
に
牙
を
む
く

160
女
川
に
豊
（
か
（
な
海
が
牙
を
む
く

　

注
・
原
文
「
豊
な
」
に
「
か
」
を
補
っ
た
。
159
・
160
は
筆
蹟
か
ら
同
一
生
徒
の
作
か
。

161
た
だ
い
ま
と
聞
き
た
い
声
が
き
こ
え
な
い

162
達
成
は
一
歩
い
っ
ぽ
の
つ
み
か
さ
ね

163
楽
し
か
っ
た
あ
の
日
の
思
い
出
流
さ
れ
た

164
旅
に
出
た
や
さ
し
い
あ
か
り
帰
っ
て
こ
い

165
食
べ
た
い
な
毎
年
楽
し
み
か
き
氷

166
単
調
な
た
だ
濃
淡
の
こ
の
日
々
よ

167
た
ん
ぽ
ぽ
の
わ
た
げ
が
と
ん
で
る
春
風
と

168
た
ん
ぽ
ぽ
や
風
に
吹
か
れ
て
舞
う
綿
毛

169
散
っ
た
花
ふ
た
た
び
い
つ
か
花
開
く

170
中
学
校
制
服
な
し
で
の
初
登
校

171
町
民
を
元
気
に
す
る
ぞ
中
学
生

注
・「
元
気
に
す
る
ぞ
」
を
波
線
で
包
む
。

172
月
を
見
て
世
界
の
思
い
空
に
い
く

173
伝
え
た
い
み
ん
な
の
気
持
ち
音
楽
で

注
・
句
末
に
八
分
音
符
の
絵
。

174
包
み
込
め
希
望
の
光
で
こ
の
女ま

 
ち川

を

175
つ
な
げ
よ
う
み
ん
な
の
心
み
ん
な
の
笑
顔

176
津
波
か
ら
復
興
に
向
か
っ
て
か
け
上
が
る

177
津
波
に
ね
負
け
な
い
大
き
な
桜
の
木

注
・「
ね
」
は
123
「
支
援
を
ね
」
同
様
、
語
調
を
整
え
る
口
語
調
の
特
色
。

178
つ
ら
か
っ
た
水
、
電
気
が
な
い
震
災
後

179
辛
く
て
も
あ
の
人
の
た
め
に
一
歩
ず
つ

180
つ
ら
く
て
も
笑
顔
に
変
わ
る
と
き
が
く
る

181
つ
れ
て
こ
う
痛
み
も
つ
ら
さ
も
何
も
か
も

182
手
を
つ
な
ぎ
明
る
い
未
来
へ
さ
あ
行
く
ぞ

183
天
国
と
地
獄
の
境
は
ど
こ
で
す
か
？

注
・「
天
国
」
を
黄
色
で
、「
地
獄
」
を
赤
で
強
調
す
る
。
疑
問
符
も
子
ど
も
俳
句

ら
し
い
試
み
。

184
天
国
の
人
た
ち
き
っ
と
笑
っ
て
る

185
東
北
は
地
震
な
ん
か
に
負
け
な
い
ぞ

186
時
も
ま
た
雲
と
一
緒
に
進
ん
で
る

187
友
達
と
今
も
変
わ
ら
ぬ
カ
タ
リ
合
い

188
ト
ラ
ン
プ
を
み
ん
な
で
や
っ
て
楽
し
い
な

189
取
り
戻
す
空
（
に
（
誓
う
こ
の
思
い

注
・
仮
に
「
に
」
を
補
っ
た
。

190
取
り
戻
す
ど
ん
な
に
時
間
か
か
っ
て
も

191
取
り
戻
せ
自
然
豊
か
な
女
川
を
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192
取
り
も
ど
せ
自
分
の
ふ
る
さ
と
女
川
町

193
と
り
も
ど
そ
う
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
女
川
町

■
な

194
流
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム
の
中
の
思
い
出
が

195
な
く
な
っ
た
ま
た
一
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ

196
な
つ
か
し
や
写
真
で
見
て
い
る
あ
の
景
色

197
乗
り
超
え
る
そ
れ
が
俺
た
ち
女
川
っ
子

198
西
側
と
東
で
変
わ
る
観
る
世
界

199
ね
え
神
様
ホ
ン
ト
の
幸
せ
ど
こ
で
す
か
？

注
・
183
同
様
疑
問
符
は
子
ど
も
俳
句
ら
し
い
試
み
。

■
は

200
配
食
の
少
な
さ
で
思
う
あ
り
が
た
さ

201
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
で
た
く
て
素
ぶ
り
す
る

202
は
し
ゃ
い
で
た
あ
の
頃
に
ま
た
も
ど
り
た
い

203
バ
ス
通
学
毎
日
見
え
る
あ
の
景
色

204
花
び
ら
の
ピ
ン
ク
に
染
ま
る
椿
か
な

注
・「
ピ
ン
ク
」
に
色
づ
け
す
る
。

205
春
風
が
背
中
を
押
し
て
ふ
い
て
い
く

注
・「
春
風
」
と
「
押
」
を
色
塗
り
す
る
。

206
春
風
は
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に

207
春
が
き
た
あ
た
ら
し
い
コ
ト
始
め
よ
う
か
な

注
・
句
末
に
吹
き
だ
し
を
作
り
、
そ
の
中
に
弦
楽
器
（
ギ
タ
ー
か
）
の
絵
。

208
春
が
来
た
見
え
る
け
し
き
は
も
う
ち
が
う

209
春
が
き
て
心
の
中
に
も
花
が
咲
く

210
春
近
し
恋
の
香
り
が
し
て
き
た
よ

211
春
な
の
に
明
る
い
色
が
な
い
景
色

212
晴
れ
の
日
は
海
が
キ
ラ
キ
ラ
宝
石
箱

注
・
句
頭
に
太
陽
、
句
末
に
海
の
絵
。

213
ぴ
ー
ち
ゃ
ん
の
笑
っ
た
顔
に
ま
た
会
い
た
い

注
・
弟
と
も
妹
と
も
み
え
る
似
顔
絵
を
添
え
る
。

214
被
災
地
（
の
（
皆
と
協
力
復
興
へ

注
・「H

appy

」
と
、
も
う
一
文
字
（
難
読
）
を
添
え
る
。

215
ひ
さ
し
ぶ
り
出
合
っ
た
友
は
泣
い
て
い
た

216
一
人
じ
ゃ
な
い
仲
間
が
い
る
よ
い
つ
ま
で
も

217
一
人
じ
ゃ
な
い
み
ん
な
で
つ
な
げ
ば
ほ
ら
温
か
い
手

218
昼
飯
を
楽
し
み
に
し
て
も
同
じ
だ
よ

219
ひ
ろ
げ
よ
う
世
界
中
の
希
望
の
輪

220
貧
血
で
食
べ
物
逃
が
し
腹
が
減
る

221
部
活
中
ボ
ー
ル
を
す
か
し
て
す
っ
こ
け
た

222
部
活
動
一
生
懸
命
が
ん
ば
る
ぞ

223
蕗
の
と
う
強
く
芽
を
出
し
告
げ
る
春

224
複
雑
な
思
い
で
見
つ
め
る
春
の
海

225
復
興
に
向
け
て
広
が
る
青
い
空

226
復
興
を
い
の
り
続
け
る
子
供
達

227
故
郷
を
奪
わ
な
い
で
と
手
を
伸
ば
す

228
プ
ロ
野
球
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
に
胸
お
ど
る

229
勉
強
中
君
と
笑
っ
た
あ
の
時
間

230
会
い
た
い
な
君
を
思
っ
て
泣
い
た
夜

注
・
229
・
230
は
筆
蹟
か
ら
同
一
生
徒
の
作
か
。

231
ホ
ー
ケ
キ
ョ
春
を
知
ら
せ
に
訪
れ
た

232
ぼ
く
達
が
女
川
町
を
と
り
も
ど
す

233
僕
達
が
元
気
に
さ
せ
る
女
川
を

234
ぼ
く
た
ち
の
心
は
一
つ
復
興
だ

235
ぼ
く
た
ち
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
ひ
な
ん
し
た

236
滅
び
切
り
再
び
築
け
も
う
一
度

注
・「
一
度
」
を
白
抜
き
の
イ
ラ
ス
ト
文
字
に
す
る
。
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■
ま

237
毎
日
が
ケ
ン
カ
だ
っ
た
が
で
も
今
は

238
前
向
い
て
歩
き
続
け
て
こ
の
時
を

239
負
け
な
い
で
み
ん
な
の
希
望
か
な
う
は
ず

240
真
っ
暗
闇
ど
れ
だ
け
明
り
を
灯
せ
る
か

241
ま
っ
て
て
ね
今
、
届
け
る
よ
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

注
・
郵
便
ポ
ス
ト
の
絵
を
添
え
て
い
る
。

242
窓
ぎ
わ
で
見
え
て
く
る
の
は
未
来
の
町

243
窓
の
外
い
つ
も
と
違
う
あ
の
景
色

244
み
あ
げ
れ
ば
が
れ
き
の
上
に
こ
い
の
ぼ
り

245
見
え
て
来
た
あ
の
日
に
消
え
た
笑
い
顔

246
見
た
こ
と
な
い
女
川
町
を
受
け
と
め
る

247
見
る
景
色
い
つ
も
と
違
う
ふ
る
さ
と
が

248
見
渡
す
と
あ
た
り
一
面
ガ
レ
キ
だ
け

249
道
ば
た
に
希
望
が
咲
い
た
青
い
花

注
・「
泥
の
道
」
と
い
う
前
書
あ
り
。

250
道
ば
た
に
立
て
る
つ
く
し
も
夢
抱
く

251
み
な
と
祭
り
こ
ん
な
状
況
で
も
や
り
た
い
な

252
未
来
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
女
川
は

253
未
来
を
ね
『
力
』
を
合
わ
せ
て
つ
く
っ
て
い
こ
う

254
み
ん
な
の
前
笑
え
て
る
か
な
自
分
の
顔

255
目
を
と
じ
れ
ば
思
い
出
さ
れ
る
あ
の
日
々
を

256
も
う
一
度
み
た
い
け
し
き
は
夏
祭
り

257
戻
し
た
い
笑
顔
集
ま
る
女
川
町

注
・
黄
色
で
星
二
つ
を
あ
し
ら
う
。

258
戻
し
た
い
笑
顔
あ
ふ
れ
る
女
川
町

注
・
覗
く
太
陽
の
絵
を
赤
く
描
き
、「
笑
顔
」
も
赤
く
塗
る
。

259
戻
り
た
い
笑
顔
あ
ふ
れ
た
あ
の
時
に

■
や

260
雪
残
る
春
の
大
地
に
芽
吹
く
花

261
雪
ど
け
は
新
し
い
季
節
の
香
り
か
な

262
夢
だ
け
は
壊
せ
な
か
っ
た
大
震
災

注
・
記
念
碑
に
刻
ま
れ
た
句
。

263
夢
を
よ
り
固
く
決
意
し
明
日
へ
行
く

注
》「
明
日
」
に
「
あ
す
」
と
ル
ビ
。

264
夜
寝
る
と
前
の
女
川
思
い
出
す

■
わ

265
忘
れ
な
い
こ
の
悲
し
み
を
苦
し
み
を

266
私
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
が
ん
ば
っ
ぺ
」

267
笑
う
事
忘
れ
て
い
け
な
い
子
供
た
ち

〔
付
記
〕
本
稿
は
山
崎
甲
一
氏
を
代
表
と
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
、
モ
ン
ゴ

ル
、
イ
ン
ド
、
中
国
に
お
け
る
共
生
的
精
神
文
化
の
諸
相
」（
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究

所
、
平
成
26
〜
28
（
の
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

東
日
本
大
震
災
・
カ
タ
ル
シ
ス
・
日
常
・
詩
歌
の
治
癒
力
・
四
季
の
発
見


