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本
日
は
五
・
七
・
五
の
十
七
文
字
と
云
う
最
も
短
い
文
芸
で
あ
る
俳
諧
が
江
戸
時

代
後
半
に
庶
民
の
あ
い
だ
に
普
及
し
た
実
態
と
そ
の
意
味
―
特
に
房
総
に
定
着
し
て

行
く
過
程
を
中
心
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
白
井
鳥
酔
・
加
舎
白
雄
師

弟
の
明
和
三
年
の
房
総
行
脚
を
軸
に
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
レ
ジ
ュ
メ
の
「
は
じ
め
に
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
全
体
と
し
て
一
般
庶
民
に
俳
諧
が
広
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
歴
史
的
な
意
味
と
い
う
か
、
い
ろ
ん
な
意
味
合
い
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど

も
、
最
初
に
二
点
ば
か
り
そ
こ
に
挙
げ
た
点
を
考
え
て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
。

一
つ
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
「
庶
民
文
化
の
普
及
」
と
い
う
こ
と
で
す
。（
文
字
文

化
の
民
衆
へ
の
普
及
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
）
と
い
う
ふ
う
に
括
弧
の
中
に
書
い

て
お
き
ま
し
た
が
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
文
字
と
い
う
の
は
、
圧
倒
的
に
支
配
者
の

も
の
で
あ
り
、
一
般
農
民
、
庶
民
が
文
字
に
親
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
江
戸

時
代
以
降
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
来
文
字
と
い
う
の
は
支
配
者

の
独
占
物
だ
っ
た
。
そ
れ
が
俳
諧
と
い
う
非
常
に
親
し
み
や
す
い
五
七
五
の
十
七
文

字
の
文
芸
を
媒
介
に
し
て
、
一
般
農
民
の
中
に
も
非
常
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
意

味
が
一
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
と
関
連
し
な
が
ら
、
俳
諧
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
い
う
こ
と
も

考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
お
も
い
ま
す
。
俳
諧
と
い
う
の
は
「
連
」
と
か
、
あ
る
い

は
「
連
衆
」
と
い
う
組
織
を
基
本
と
す
る
文
芸
で
す
。
要
す
る
に
一
人
で
作
っ
た
り

楽
し
ん
だ
り
す
る
そ
う
い
う
部
分
も
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
本
来
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ

て
、
そ
れ
を
お
互
い
に
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
宗
匠
、
先
生
に
そ
れ
を
見
て
も
ら
っ

た
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
連
」
が
他
の
「
連
」
と
交
流
し
た
り
し
ま
す
。
そ
の
「
連
」

の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
を
「
連
衆
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
わ
け
で
す
け

ど
も
、
本
来
的
に
そ
う
い
っ
た
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
、
俳
諧
を
通
し
て
つ
な

が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
本
来
的
に
持
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

ま
た
、
そ
の
契
機
も
地
縁
血
縁
は
勿
論
、
商
品
流
通
や
宗
教
な
ど
多
面
的
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
辺
に
俳
諧
が
江
戸
時
代
後
半
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
歴
史
的

意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
か
ら
二
番
目
に
「
在
村
文
化
の
形
成
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
お
き
ま
し
た

の
は
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
の
文
化
、
そ
の
前
の
文
化
も
そ
う
で
す
け
ど
も
、
わ
れ

わ
れ
が
学
校
の
教
科
書
な
ん
か
で
江
戸
時
代
の
文
化
と
い
う
場
合
に
、
元
禄
文
化
と

か
、
あ
る
い
は
文
化
文
政
時
代
の
化
政
文
化
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
が
教
科
書
に
書

か
れ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は
す
べ
て
都
市
の
、
特
に
元
禄
文
化
と

い
う
の
は
関
西
を
中
心
に
し
て
展
開
し
て
い
た
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
の

化
政
期
に
な
る
と
、
江
戸
へ
中
心
が
来
た
と
か
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
が
、
高
等
学

校
の
歴
史
の
教
科
書
な
ん
か
に
は
出
て
く
る
ん
で
す
け
ど
、
と
こ
ろ
が
そ
の
場
合
に

も
す
べ
て
都
市
、
大
阪
と
か
江
戸
と
か
、
都
市
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
る
文
化

な
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
後
半
に
出
て
く
る
こ
の
俳
諧
を
中
心
と
し
て
、
農
民
の
中

［
房
総
の
歴
史
と
文
化
講
演
録
１
］
二
〇
〇
九
年
一
月
三
十
一
日
講
演
実
施

房
総
の
俳
諧

―
白
井
鳥
酔
、
加
舎
白
雄
の

　
　
　
　
　
両
総
行
脚
か
ら
―加

藤
　
時
男
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房総の俳諧―白井鳥酔、加舎白雄の両総行脚から―

に
、
農
村
、
要
す
る
在
地
で
俳
諧
を
媒
介
に
し
な
が
ら
広
が
っ
て
い
く
、
そ
れ
を
「
在

村
文
化
」
と
い
う
言
葉
で
表
す
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
俳
諧
は
文

学
を
専
攻
と
す
る
方
々
が
中
心
的
に
研
究
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
最
近
は
歴
史

を
研
究
す
る
方
々
が
、
文
学
と
し
て
の
俳
句
で
は
な
く
て
文
化
と
し
て
の
、
あ
る
い

は
農
民
の
間
に
文
字
文
化
が
普
及
し
て
い
く
と
か
、
農
民
の
間
の
相
互
の
連
携
が
深

ま
っ
て
い
く
と
か
、
そ
う
し
た
点
に
注
目
し
た
研
究
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
実
態
が
江
戸
時
代
後
半
に
は
非
常
に
広
が
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
意
味
を
込
め

て
、「
在
村
文
化
」
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
新
し
い
言
葉
の
よ
う
で
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
人
た
ち
も
増
え

て
き
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
通
し
て
、
江
戸
時
代
後
半
に
農
民
の
間
の
教
育
水
準
と
か
、

あ
る
い
は
識
字
率
、
文
字
を
書
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
能
力
が
非
常
に
高
ま
っ
て
、

恐
ら
く
江
戸
時
代
後
半
の
識
字
率
、
あ
る
い
は
教
育
レ
ベ
ル
と
い
う
の
は
世
界
で

も
日
本
は
一
、
二
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
い
っ
た
状
態
が
出
て
く
る
一
つ

の
契
機
と
し
て
、
俳
諧
の
広
が
り
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
が
、
そ
こ
に
表
記
の
「
在
村
文
化
の
形
成
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
次
の

明
治
維
新
を
可
能
に
し
て
い
く
。
明
治
以
降
の
日
本
の
近
代
化
を
可
能
に
し
て
い
く

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

大
き
く
言
え
ば
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
江
戸
時
代
後
半
に
俳
諧
が
農
村
に

ま
で
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
意
味
を
、
ま
ず
最
初
に
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、「
は

じ
め
に
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
っ
た
大
き
な
意
味
を
考
え
た
上
で
、
で
は
次
に

具
体
的
に
、（
２
）
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
以
下
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
俳
諧
が

こ
の
房
総
に
、
こ
の
千
葉
県
に
い
つ
ご
ろ
ど
の
よ
う
に
し
て
一
般
農
民
に
、
千
葉
県

と
い
う
こ
と
は
農
村
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
ら
、
俳
諧
が
広
が
っ
て
い
っ
た

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
の
と
き
に
こ
の
房
総
に
俳
諧
が
広
が
っ
て
い
く
契
機
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
の
が
、
そ
こ
に
「
白
井
鳥
酔
、
加
舎
白
雄
の
俳
諧
史
に
お
け
る
位
置
」
と
い

う
ふ
う
に
一
行
書
い
て
お
い
た
こ
と
で
す
。
白
井
鳥
酔
、
加
舎
白
雄
と
い
っ
て
も
あ

る
い
は
な
じ
み
の
な
い
名
前
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
の
二
人
、
白
井
鳥
酔
、

加
舎
白
雄
に
つ
い
て
、
俳
諧
の
事
典
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
ん
で
す
け
ど
も
、
鳥

酔
、
白
雄
に
つ
い
て
概
略
を
そ
こ
へ
書
い
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
少
し
だ
け
読
ん
で

み
ま
す
。

鳥
酔
に
つ
い
て
は
、
元
禄
十
四
年
に
上
総
の
地
引
村
、
と
い
う
の
は
今
の
長
生
郡

長
南
町
で
、
現
在
で
も
そ
こ
に
子
孫
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
け
ど
も
、
地
引
村
に
生
ま

れ
て
、
江
戸
に
出
て
、
佐
久
間
柳
居
に
入
門
し
、
そ
の
主
張
を
継
承
し
、
蕉
風
俳
諧

復
興
に
尽
力
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
後
半
生
に
は
多
く
の
俳
書
も
出
板
し
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
出
板
事
情
か
ら
す
る
と
大
変
な
こ
と
で
す
。

こ
の
鳥
酔
の
お
墓
は
品
川
鮫
洲
の
海
晏
寺
と
、
そ
れ
か
ら
長
南
町
の
正
善
寺
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
長
南
町
の
正
善
寺
の
お
墓
と
い
う
の
は
千
葉
県
の
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
お
り
、
白
井
鳥
酔
は
千
葉
県
の
偉
人
の
一
人
に
な
っ
て
い
ま
す
。
俳
諧
を

専
門
に
や
っ
て
い
る
と
か
そ
う
い
う
人
で
は
な
い
と
、
な
か
な
か
鳥
酔
の
名
前
ま
で

は
あ
る
い
は
な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
日
本
の
俳
諧
史
に
お
い
て
も

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
千
葉
県
の
史
跡
に
も
な
っ
て
い
る
。
品

川
の
鮫
洲
の
海
晏
寺
の
墓
所
は
、
こ
れ
は
戦
前
は
東
京
の
史
跡
で
も
あ
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
そ
れ
ぐ
ら
い
に
鳥
酔
と
い
う
の
は
、
俳
諧
史
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
ん
で
す
。
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鳥
酔
は
実
は
も
う
一
カ
所
お
墓
が
あ
っ
て
、
分
骨
で
す
。
も
う
一
つ
は
ど
こ
か
と

い
う
と
、
大
磯
な
ん
で
す
。
大
磯
と
い
う
と
、
西
行
で
有
名
な
鴫
立
庵
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
中
に
鳥
酔
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
鳥
酔
の
弟
子
、
孫
弟
子
ぐ
ら
い
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、

ち
ょ
っ
と
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
経
緯
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
加
舎
白
雄
は
、
そ
こ
に

あ
り
ま
す
よ
う
に
元
文
三
年
、
江
戸
深
川
の
上
田
藩
の
藩
邸
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ

と
で
、
信
州
の
上
田
の
出
身
の
方
。
江
戸
で
生
ま
れ
て
、
大
体
江
戸
で
活
躍
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
天
明
の
時
期
に
活
躍
し
て
、
日
本
を
代
表
す
る
天
明
期
の
俳
人
と
し

て
与
謝
蕪
村
と
並
ん
で
、「
西
の
蕪
村
、
東
の
白
雄
」
と
ち
ょ
っ
と
白
雄
を
オ
ー
バ
ー

に
言
っ
て
ま
す
け
ど
も
、
と
い
う
ふ
う
に
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
俳
人
な
ん
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
鳥
酔
、
白
雄
、
こ
の
二
人
、
師
弟
が
房
総
に
非
常
に
縁
が
あ
り
ま

し
て
、
関
東
を
中
心
に
し
て
多
く
の
門
弟
を
育
成
し
て
、
勢
力
を
広
げ
て
い
く
ん
で

す
け
ど
も
、
中
で
も
鳥
酔
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
房
総
に
は
何
度
も
足
を
運
ん
で
、
そ

の
門
弟
が
結
構
多
い
ん
で
す
。
そ
の
二
人
の
房
総
へ
の
足
跡
、
行
脚
の
跡
を
た
ど
り

な
が
ら
、
房
総
に
ど
う
い
う
門
下
が
育
成
さ
れ
て
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
今
日
は
考

え
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
れ
を
考
え
る
場
合
に
、
そ
こ
に
「
白
井
鳥
酔
、
加
舎
白
雄
の
俳
諧
史
に
お
け
る

位
置
」
と
一
言
書
い
て
お
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
鳥
酔
と
白
雄
と

い
う
経
歴
の
間
に
、
ち
ょ
っ
と
そ
こ
に
「
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
年
）　

佐
久
間

柳
居
ら
『
五
色
墨
』
出
板
」
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
れ
が
一
つ
、
こ
の

二
人
の
俳
諧
史
に
お
け
る
位
置
を
考
え
る
場
合
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。

と
い
う
の
は
、
俳
諧
と
い
い
ま
す
と
誰
で
も
ご
存
じ
の
と
お
り
、
元
禄
の
芭
蕉
に

よ
っ
て
俳
諧
と
い
う
文
芸
は
一
つ
の
到
達
点
に
達
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
俳
諧
が
次

に
江
戸
時
代
に
大
き
く
盛
り
上
が
る
の
は
天
明
中
興
俳
諧
と
い
う
こ
と
で
、
与
謝
蕪

村
と
か
加
舎
白
雄
を
中
心
と
す
る
天
明
期
に
非
常
に
高
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
間
に
約
一
〇
〇
年
間
、
元
禄
と
天
明
の
間
に
約
一
〇
〇
年
間
あ
る

わ
け
で
す
け
ど
も
、
順
風
満
帆
で
元
禄
か
ら
天
明
に
発
展
し
た
か
と
い
う
と
、
そ
う

で
は
な
く
て
、
芭
蕉
が
亡
く
な
っ
た
後
、
芭
蕉
の
残
し
た
俳
諧
と
い
う
の
は
少
し
寂

れ
る
と
い
う
か
、
量
的
に
は
広
が
っ
て
い
く
ん
で
す
け
ど
も
、
内
容
的
に
芭
蕉
の
精

神
が
少
し
置
き
去
り
に
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
中
で
、
芭
蕉
の
俳
諧
、
い
わ
ゆ
る
蕉

風
俳
諧
と
い
う
の
が
少
し
衰
え
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。

そ
う
い
っ
た
時
期
の
享
保
十
六
年
、
こ
の
「
佐
久
間
柳
居
ら
『
五
色
墨
』
出
板
」

と
い
う
の
は
、「
五
色
墨
運
動
」
と
い
い
ま
し
て
、『
五
色
墨
』
と
い
う
当
時
の
新
興

の
俳
人
、
江
戸
の
俳
人
た
ち
が
五
人
で
句
集
を
出
し
て
、
そ
し
て
従
来
の
芭
蕉
没
後

に
多
少
堕
落
し
て
い
っ
た
、
世
俗
化
し
た
俳
諧
を
批
判
す
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が

起
こ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
五
色
墨
運
動
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い

る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
「
芭
蕉
の
精
神
に
返
れ
」
と
い
う
よ
う
な
一

種
の
ル
ネ
サ
ン
ス
運
動
み
た
い
な
も
の
が
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
の
中
心
に
な
っ
た
の
が
佐
久
間
柳
居
と
い
う
江
戸
の
俳
人
で
す
。
こ
の
人
は
白

井
鳥
酔
の
先
生
な
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
の
柳
居
の
「
五
色
墨
運
動
」
が
き
っ
か
け
に

な
っ
て
、
も
う
一
遍
芭
蕉
の
精
神
を
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
関
連
資
料
と
し
て
、
お
配
り
し
た
資
料
の
中
の
二
枚
目
に
「
房
総
の

俳
系
」
と
い
う
、
芭
蕉
を
頂
点
に
し
た
そ
の
後
の
師
弟
関
係
と
か
、
俳
諧
と
い
う
の

は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、「
連
」
と
い
う
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
を
通

し
て
発
展
し
て
い
き
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
師
弟
関
係
を
中
心
と
し
た
特
に
後
半
の
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ほ
う
は
こ
の
千
葉
県
で
活
躍
す
る
俳
人
を
中
心
に
し
て
系
譜
を
作
っ
て
、
そ
こ
に
お

示
し
し
た
ん
で
す
。

そ
の
系
譜
の
中
で
、
芭
蕉
を
頂
点
に
し
て
、
そ
の
後
、
榎
本
其
角
と
か
服
部
嵐
雪

と
か
と
い
う
芭
蕉
の
弟
子
た
ち
が
俳
諧
を
広
げ
て
い
く
ん
で
す
け
ど
も
、
と
こ
ろ
が

芭
蕉
が
亡
く
な
っ
た
後
、
芭
蕉
の
「
わ
び
」
と
か
「
さ
び
」
と
か
と
い
う
芸
術
性
の

高
い
俳
諧
の
精
神
と
い
う
の
が
、
少
し
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な

動
き
が
享
保
の
こ
ろ
出
て
く
る
。

そ
の
表
で
、
ち
ょ
う
ど
芭
蕉
の
右
の
ほ
う
に
中
川
乙
由
、
そ
の
次
に
佐
久
間
柳
居

と
い
う
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
が
白
井
鳥
酔
の
先
生
な
ん
で
す
け
ど
、

そ
の
佐
久
間
柳
居
と
か
、
そ
れ
か
ら
そ
の
二
つ
ば
か
り
上
に
杉
山
杉
風
の
次
に
中
川

宗
瑞
と
い
う
人
が
い
ま
す
け
ど
、
そ
の
人
と
か
、
あ
る
い
は
ず
っ
と
下
の
ほ
う
に
山

口
素
堂
の
次
に
長
谷
川
馬
光
と
い
う
人
が
い
ま
す
け
ど
、
こ
れ
は
小
林
一
茶
な
ん
か

の
系
統
の
先
生
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
辺
の
三
人
、
あ
る
い
は
ほ
か
に
あ
と
松
木

蓮
之
、
大
場
咫
尺
の
二
人
、
当
時
の
江
戸
の
若
手
俳
人
が
五
人
で
『
五
色
墨
』
と
い

う
自
分
た
ち
の
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
句
集
を
出
し
て
、
従
来
の
江
戸
で

盛
ん
だ
っ
た
、
榎
本
其
角
と
か
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
俳
諧
を
批
判

し
、「
芭
蕉
の
精
神
に
返
れ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
が
「
五
色
墨
運
動
」
と
い

う
ん
で
す
。

そ
し
て
そ
の
運
動
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
高
ま
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
口

火
を
き
っ
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
心
の
佐
久
間
柳
居
の
そ

う
い
う
精
神
を
受
け
継
い
で
、「
芭
蕉
に
返
れ
」
と
い
う
運
動
を
さ
ら
に
展
開
し
た

の
が
、
今
日
お
話
の
中
心
で
あ
る
白
井
鳥
酔
で
す
。
こ
の
人
が
柳
居
の
一
番
の
お

弟
子
さ
ん
で
、
そ
し
て
柳
居
の
精
神
を
受
け
継
い
で
、
芭
蕉
の
跡
の
奥
の
細
道
を

た
ど
っ
た
り
、
あ
る
い
は
大
阪
へ
行
っ
て
、
あ
る
い
は
芭
蕉
の
ふ
る
さ
と
、
伊
賀
に

行
っ
て
、
い
お
り
を
組
ん
で
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
大
体
俳
人
と

い
う
の
は
旅
か
ら
旅
へ
と
い
う
の
が
生
涯
の
通
例
で
す
け
ど
、
こ
の
鳥
酔
も
房
総
に

も
い
ろ
い
ろ
旅
し
ま
し
た
け
ど
、
房
総
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
全
国
に
、
関
西
の
ほ
う

に
も
、
生
涯
そ
う
い
う
ふ
う
な
旅
か
ら
旅
へ
の
中
で
門
弟
を
育
成
し
た
り
、
芭
蕉
の

精
神
を
鼓
吹
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
ん
で
す
。

た
だ
、
関
西
の
ほ
う
で
は
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
門
下
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来

ず
、
結
局
は
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
鳥
酔
の
門
下
、
そ

の
精
神
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
の
は
関
東
と
か
、
そ
れ
か
ら
あ
と
は
信
州
、
長
野
県
を

中
心
と
し
て
門
下
が
広
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
関
西

の
ほ
う
に
お
い
て
も
芭
蕉
の
遺
跡
を
保
存
し
た
り
、
作
品
を
発
掘
し
た
り
盛
ん
に
運

動
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、
白
井
鳥
酔
な
わ
け
で
す
。

そ
し
て
そ
の
白
井
鳥
酔
の
お
弟
子
さ
ん
と
し
て
、
そ
の
門
下
で
そ
の
精
神
を
受
け

継
い
で
い
く
の
は
加
舎
白
雄
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
実
は
そ
の
次
の
系
図
の

と
こ
ろ
で
、
加
舎
白
雄
と
い
う
の
は
直
接
鳥
酔
の
弟
子
に
な
っ
て
い
な
い
。
と
い
う

の
は
、
実
は
鳥
酔
の
門
下
に
、
そ
の
次
の
と
こ
ろ
に
系
図
で
一
番
上
に
杉
坂
百
明
、

こ
れ
は
（
東
金
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
あ
る
い
は
白
井
三
瓦
、
そ
れ
か
ら

昨
非
窓
左
明
、
そ
れ
か
ら
作
田
東
睡
。
作
田
東
睡
は
東
金
の
田
間
と
い
う
と
こ
ろ
に

お
墓
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
東
金
市
の
史
跡
に
な
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
こ
の
作
田
東
睡

も
鳥
酔
の
同
門
な
ん
で
す
。
同
門
で
、
非
常
に
東
金
地
域
に
鳥
酔
系
、
佐
久
間
柳
居

の
系
統
の
俳
句
を
広
げ
て
い
く
役
割
を
果
た
す
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
中
心
は
鳥
酔
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
の
下
に
、
木
耳
庵
烏
明
、「
烏
明
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
後
の

寺
井
弄
船
、
田
中
百
井
な
ん
て
い
う
の
は
銚
子
。
銚
子
も
非
常
に
鳥
酔
の
勢
力
圏
な

ん
で
す
。
そ
の
中
で
一
番
上
の
百
明
、
そ
れ
か
ら
一
つ
飛
ん
で
左
明
、
左
明
と
い
う
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の
は
（
九
十
九
里
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
、
九
十
九
里
に
一
時
い
た
ら
し
い
ん

で
す
け
ど
、
実
際
に
は
江
戸
の
人
で
、
江
戸
の
武
士
な
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
烏
明
、

こ
の
人
も
江
戸
の
商
人
な
ん
で
す
け
ど
も
、
百
明
、
左
明
、
烏
明
、
こ
の
三
人
を
み

ん
な
「
明
」
と
い
う
字
が
付
い
て
ま
す
か
ら
「
三
明
」
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
、
鳥

酔
の
三
大
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
三
人
に
つ
い
て
は
、
俳
諧
の
い
ろ
ん
な
事
典
に
も
名
前
が
出
て
く
る
人
で
す

の
で
、
そ
れ
な
り
に
俳
諧
史
で
名
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

そ
し
て
そ
の
三
番
目
の
烏
明
と
い
う
人
の
お
弟
子
さ
ん
に
、
こ
の
加
舎
白
雄
が

入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
実
際
、
加
舎
白
雄
は
烏
明
の
弟
子
に
な
る
ん
で
す
け
ど
も
、

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
烏
明
の
先
生
の
鳥
酔
に
も
接
触
を
す
る
中
で
、
鳥
酔
に
心
酔

し
て
い
く
ん
で
す
。
逆
に
烏
明
よ
り
も
鳥
酔
の
ほ
う
に
傾
い
て
い
く
と
い
う
か
。
そ

の
中
で
、
鳥
酔
の
俳
句
の
精
神
を
最
も
受
け
継
い
だ
の
が
加
舎
白
雄
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
た
め
に
後
に
烏
明
と
白
雄
は
仲
違
い
し
て
、
烏
明
に

よ
っ
て
加
舎
白
雄
は
破
門
さ
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
破
門
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
も
と

も
と
俳
人
と
し
て
は
加
舎
白
雄
の
ほ
う
が
は
る
か
に
レ
ベ
ル
も
高
か
っ
た
し
、
江
戸

で
門
人
も
た
く
さ
ん
育
成
し
て
い
ま
す
。
結
局
、
破
門
し
た
と
は
い
い
な
が
ら
、
白

井
鳥
酔
の
系
統
の
門
下
は
烏
明
に
付
く
か
白
雄
に
付
く
か
と
い
う
こ
と
で
分
裂
す
る

ん
で
す
け
ど
、
白
雄
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
有
能
だ
っ
た
し
勢
力
も
あ
っ
た
ん
で
、
結

局
房
総
の
俳
人
た
ち
は
白
雄
の
系
統
が
多
く
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
そ
れ
は
全
部
が

全
部
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
方
向
で
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
そ
の
う
ち
に
百
明
、
あ
る
い
は
烏
明
と
か
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
門
下
で

こ
の
地
域
の
、
こ
の
東
金
、
山
武
を
中
心
と
す
る
地
域
の
俳
人
た
ち
を
そ
こ
に
挙
げ

て
お
き
ま
し
た
。
俳
諧
の
事
典
を
見
て
も
名
前
は
出
て
き
ま
せ
ん
け
ど
、
地
域
で
農

業
、
商
業
に
従
事
し
な
が
ら
「
在
村
文
化
」
の
担
い
手
と
し
て
活
躍
し
た
、
鳥
酔
門

下
の
俳
人
と
し
て
、
地
元
の
、
こ
の
地
域
に
は
い
ろ
ん
な
資
料
が
残
っ
た
り
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

例
え
ば
そ
の
中
で
、
地
元
の
東
金
を
中
心
に
ち
ょ
っ
と
見
て
み
ま
す
と
、
例
え
ば

広
瀬
求
魚
、
こ
の
系
譜
の
中
で
（
東
金
）
と
書
い
て
あ
っ
て
、
こ
れ
は
地
元
の
方
だ

と
、
地
元
以
外
の
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
け
ど
も
、
東
金
の
広
瀬
の
人

な
ん
で
す
。
と
い
う
と
、
地
元
の
人
は
、
あ
、
あ
ち
ら
の
人
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
君
塚
天
年
、
こ
れ
は
（
東
金
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
、
東
金
の
前

之
内
と
い
う
、
こ
こ
城
西
国
際
大
学
の
す
ぐ
そ
ば
で
す
。
あ
る
い
は
篠
原
鶴
洲
、
こ

れ
は
東
金
の
堀
上
と
い
う
と
こ
で
、
こ
れ
も
す
ぐ
地
元
の
人
は
分
か
る
感
じ
で
す
。

あ
と
そ
の
鶴
洲
の
下
に
関
原
巨
梅
（
東
金
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
、
こ
の
人
は

東
金
の
最
福
寺
に
句
碑
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
い
は
そ
の
下
の
と
こ
に
飯
田
雨
林
（
東
金
）、
こ
の
人
は
本
漸
寺
に
お
墓
が

あ
り
ま
す
。
内
田
梅
香
と
か
、
こ
の
人
も
東
金
の
人
、
東
金
の
豪
商
の
夫
人
な
ん
で

す
。
勝
田
乙
驢
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
東
金
の
田
間
の
勝
田
と
い
え
ば
、
ま
た
分
か

る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
で
、
当
時
の
東
金
か
ら

山
武
郡
を
中
心
と
す
る
有
力
な
お
宅
の
先
祖
が
結
構
、
鳥
酔
、
加
舎
白
雄
の
門
下
に

組
織
さ
れ
て
い
る
、
地
元
で
活
躍
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ

う
に
白
井
鳥
酔
の
系
統
、
加
舎
白
雄
の
系
統
が
、
こ
の
房
総
の
中
で
も
東
金
、
山
武

郡
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

も
う
一
つ
全
体
と
し
て
、
先
ほ
ど
の
話
に
戻
り
ま
し
て
、
天
明
の
俳
諧
と
い
う
こ

と
で
は
、
佐
久
間
柳
居
、
白
井
鳥
酔
の
そ
う
い
っ
た
「
芭
蕉
に
返
れ
」
と
い
う
精
神

を
継
承
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
方
向
が
花
開
く
の
が
天
明
と
い
う
時
期
だ
と
。
そ

し
て
そ
の
天
明
の
五
傑
と
い
わ
れ
て
、
後
に
近
代
俳
句
の
祖
、
正
岡
子
規
に
よ
っ
て
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大
き
く
評
価
さ
れ
て
、
天
明
俳
諧
と
い
う
の
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
わ
け
で

す
。そ

の
正
岡
子
規
の
評
価
を
受
け
た
五
傑
と
い
わ
れ
る
俳
人
が
そ
の
表
の
四
角
で
く

く
っ
た
、
与
謝
蕪
村
、
そ
れ
か
ら
二
番
目
の
大
島
蓼
太
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
飛
ん

で
高
桑
闌
更
、
そ
れ
か
ら
加
藤
暁
台
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
右
の
ほ
う
へ
行
っ
て
加

舎
白
雄
と
い
う
こ
の
五
人
が
、
近
代
俳
句
の
創
始
者
、
正
岡
子
規
が
、
芭
蕉
以
後
衰

退
し
た
俳
諧
が
天
明
の
時
期
に
ま
た
復
活
し
た
と
い
う
よ
う
な
評
価
が
さ
れ
て
、
中

で
も
蕪
村
、
蓼
太
、
闌
更
、
暁
台
、
白
雄
、
こ
の
五
人
が
、
こ
れ
は
高
等
学
校
の
国

語
の
教
科
書
に
も
俳
諧
史
で
出
て
く
る
「
天
明
の
五
傑
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

中
で
も
関
西
で
は
与
謝
蕪
村
だ
し
、
関
東
で
は
加
舎
白
雄
と
か
い
う
ふ
う
な
言
い
方

が
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
鳥
酔
と
い
う
の
は
大
き
な
役
割
を
果
た
す

と
同
時
に
、
門
下
か
ら
加
舎
白
雄
を
輩
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
俳
諧
史
に
お
け
る
大

き
な
役
割
に
な
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
で
は
、
ま
た
最
初
の
ほ
う
の
レ
ジ
ュ
メ
に
戻
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
な

二
人
の
俳
諧
史
に
お
け
る
位
置
付
け
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
二
人
が
こ
の
房
総
に

ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
門
下
を
育
成
し
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
な
行
動
を
と
っ

て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
次
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
次
の
問
題

な
ん
で
す
。

そ
こ
で
そ
の
次
に
、「
は
じ
め
に
」
に
続
い
て
一
と
い
う
こ
と
で
書
い
て
お
き
ま

し
た
の
は
、
今
日
の
テ
ー
マ
の
中
心
で
あ
る
鳥
酔
、
白
雄
が
こ
の
房
総
に
ど
う
い
う

ふ
う
に
し
て
門
下
を
拡
大
す
る
、
そ
の
た
め
に
行
脚
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
育
成
し

た
門
下
に
呼
ば
れ
て
房
総
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

最
初
、
全
体
と
し
て
、
一
と
い
う
と
こ
ろ
に
書
い
て
お
い
た
の
は
、
白
井
鳥
酔
と

加
舎
白
雄
が
現
在
分
か
っ
て
い
る
こ
の
房
総
へ
足
を
踏
み
入
れ
た
、
い
つ
何
回
ぐ
ら

い
来
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
抜
き
出
し
た
の
が
そ
の
年
表
な
ん
で
す
。
あ
と
細
か

い
こ
と
は
そ
の
表
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け
ど
、
最
初
に
来
た
の
が
、
鳥
酔

が
寛
保
二
年
に
先
生
の
、
ま
だ
こ
の
こ
ろ
は
佐
久
間
柳
居
が
存
命
な
わ
け
で
す
け
ど

も
、
佐
久
間
柳
居
を
案
内
し
て
、
自
分
の
故
郷
の
地
引
村
に
案
内
し
て
、
そ
こ
か
ら

小
湊
と
か
鹿
野
山
と
か
、
あ
る
い
は
こ
っ
ち
の
東
金
の
ほ
う
に
も
来
て
い
る
よ
う
で

す
け
ど
も
、
そ
れ
が
一
番
最
初
の
、
江
戸
の
そ
れ
な
り
に
著
名
な
俳
人
が
房
総
に
足

を
踏
み
入
れ
て
、
門
下
を
育
成
し
て
い
く
、
組
織
し
て
い
く
と
い
う
最
初
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ま
で
は
個
人
的
に
江
戸
へ
行
っ
て
、
江
戸
の
宗
匠
に
俳
諧
を
見
て
も
ら
う

と
か
、
あ
る
い
は
飛
脚
便
で
江
戸
の
宗
匠
に
俳
諧
を
送
っ
て
見
て
も
ら
う
、
そ
う
い

う
ふ
う
な
個
人
と
し
て
の
俳
諧
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て

も
、
地
域
の
人
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
さ
き
ほ
ど
の
「
連
」
と
い
え

る
よ
う
な
形
で
組
織
さ
れ
た
り
、
俳
諧
活
動
を
し
て
い
く
と
い
う
の
は
ど
う
も
こ
の

辺
か
ら
で
は
な
い
か
と
、
房
総
で
は
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。

そ
の
後
、
鳥
酔
が
江
戸
で
活
躍
し
て
い
く
中
で
、
地
元
の
房
総
へ
も
何
回
か
足
を

踏
み
入
れ
て
い
く
中
で
、
門
下
も
広
が
っ
て
い
く
。
鳥
酔
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま

し
た
よ
う
に
房
総
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
大
阪
と
か
伊
賀
と
か
東
北
、
芭
蕉
の
『
奥
の

細
道
』
の
跡
と
か
、
非
常
に
全
国
的
に
歩
い
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
こ
の
関
東
で
も

今
の
群
馬
と
か
神
奈
川
に
も
非
常
に
門
下
が
多
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
中
で
、

こ
の
地
元
の
房
総
に
も
何
回
か
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
中
で
、
今
現
在
分
か
っ
て
い
る
い
ろ
ん
な
記
録
な
り
、
い
ろ
ん
な
本
の
中

で
分
か
っ
て
い
る
の
が
、
そ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
し
て
今
日
は
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そ
の
中
の
明
和
三
年
、
そ
こ
に
一
七
六
六
年
、「
両
総
行
脚
、
昨
烏
」
と
い
う
の
は
、

加
舎
白
雄
が
こ
の
と
き
に
は
昨
烏
と
い
う
、
俳
人
と
い
う
の
は
号
を
変
え
ま
す
か

ら
、
こ
の
時
期
は
昨
烏
と
い
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
も
、
先
生
の
鳥
酔
に
付
い
て
こ
の

房
総
を
行
脚
し
て
い
く
。
そ
の
と
き
の
記
録
を
中
心
に
し
て
、
今
日
は
少
し
具
体
的

に
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

な
お
、
白
雄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
明
和
六
年
に
鳥
酔
が
亡
く
な
る
ん
で
す
け
ど
も
、

そ
の
前
年
の
明
和
五
年
も
含
め
て
二
度
、
鳥
酔
と
一
緒
に
房
総
に
来
る
と
同
時
に
、

亡
く
な
っ
た
後
も
何
回
か
来
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
は
、
そ
こ
に
天
明
四
年
、「
両

総
行
脚
」
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
の
は
、
そ
の
天
明
四
年
に
こ
の
山
武
の
ほ
う
に
白

雄
が
来
た
と
き
の
資
料
が
地
元
に
残
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
こ

と
が
分
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
両
総
行
脚
の
と
き
に
は
、
そ
こ
に
「
常
世
田
長
翠
従
う
」
っ
て
書
い
て
あ

り
ま
す
け
ど
、
こ
の
常
世
田
長
翠
と
い
う
俳
人
も
か
な
り
全
国
的
に
も
著
名
な
俳
人

で
、
加
舎
白
雄
の
一
番
弟
子
、
二
番
弟
子
ぐ
ら
い
に
な
る
人
な
ん
で
す
。
こ
の
人
が

実
は
木
戸
村
と
い
う
、
横
芝
光
町
の
出
身
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け

ど
も
、
と
こ
ろ
が
そ
の
木
戸
村
の
ど
こ
の
お
宅
の
人
で
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
ま

だ
に
分
か
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
木
戸
村
の
、
常
世
田
と
い
う
の
は
、
確

か
銚
子
の
ほ
う
に
常
世
田
と
い
う
名
字
が
多
い
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
ど
ち
ら
の
常

世
田
さ
ん
の
先
祖
だ
と
か
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
、
い
ろ
ん
な
資
料
が
出
て
く
る
と

大
変
参
考
に
な
り
ま
す
。
こ
の
常
世
田
長
翠
と
い
う
の
は
俳
諧
史
で
も
か
な
り
の
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
な
ん
で
す
。
こ
の
と
き
に
、
常
世
田
長
翠
が
一
緒
に
こ
っ

ち
の
ほ
う
に
来
て
い
る
ん
で
す
。

そ
こ
で
天
明
四
年
の
こ
と
も
少
し
含
め
な
が
ら
、
明
和
三
年
の
鳥
酔
、
白
雄
師
弟

の
こ
の
房
総
へ
の
歩
み
を
た
ど
り
な
が
ら
、
具
体
的
に
房
総
へ
の
行
脚
の
動
き
を
見

て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。
下
の
ほ
う
の

二
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
、「
明
和
三
年
の
両
総
行
脚
の
具
体
的
行
程
」
と
い
う
こ

と
で
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

な
お
、
関
連
し
て
言
い
ま
す
と
、
明
和
三
年
の
春
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
こ
の
房

総
へ
来
る
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
の
年
は
非
常
に
重
要
な
年
で
も
あ
り
、
前
半
の
春
に

は
、
例
の
大
磯
の
鴫
立
庵
に
鳥
酔
は
い
る
ん
で
す
。
そ
の
大
磯
の
鴫
立
庵
は
こ
の
と

き
創
立
と
い
う
か
、
鳥
酔
が
こ
の
春
に
大
磯
鴫
立
庵
を
築
い
て
、
鴫
立
庵
を
再
興
す

る
。
平
安
末
期
の
歌
人
西
行
の
歌
枕
で
有
名
な
鴫
立
庵
を
大
磯
で
再
興
し
て
と
い
う

こ
と
で
す
。

こ
の
明
和
三
年
の
鳥
酔
、
白
雄
師
弟
の
旅
は
、
翌
年
紀
行
文
『
玩
世
松
陰
集
』
と

し
て
出
板
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
平
成
一
四
年
刊
行
の
『
千
葉
県
の
歴
史
』
資
料

編
に
収
録
さ
れ
、
活
字
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
紀
行
文
に
よ
り
鳥

酔
、
白
雄
の
旅
を
あ
と
づ
け
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
元
来
、
こ
の
旅
は
ヒ
ゲ
タ
醤

油
の
先
祖
田
中
玄
蕃
百
井
な
ど
銚
子
に
多
く
い
た
鳥
酔
門
人
を
訪
ね
る
こ
と
が
目
的

で
あ
っ
た
の
で
銚
子
に
お
け
る
記
事
が
圧
倒
的
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
途
中
は
点
と
線

の
み
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
空
白
を
埋
め
る
よ
う
な
史
料
が
地
元
、
山
武

郡
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
『
玩
世
松
陰
集
』
の
記
述
と
地
元
史
料
を
手
が
か

り
に
鳥
酔
、
白
雄
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

ま
ず
、
鳥
酔
は
生
家
地
引
村
で
七
月
十
三
日
に
両
親
の
法
要
を
営
ん
だ
の
ち
銚
子

へ
出
発
し
ま
す
。『
玩
世
松
陰
集
』
に
あ
る
最
初
の
記
事
は
「
大
網
駅
野
酔
子
の
も

と
に
投
宿
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
途
中
の
茂
原
周
辺
の
記
事
は
あ
り

ま
せ
ん
。
大
網
駅
野
酔
子
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
史
料
と
し
て
、
板
倉
野
酔
亭
で
揮

毫
し
た
懐
紙
が
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
北
総
へ
赴
と
て
七
月
念
五
、

の
こ
る
あ
つ
さ
の
日
大
あ
み
駅
野
酔
子
の
も
と
に
扶
老
を
靠
ぬ
」
と
あ
り
、
大
網
通
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房総の俳諧―白井鳥酔、加舎白雄の両総行脚から―

過
が
七
月
二
五
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
懐
紙
は
、
現
在
、
長
南
町

郷
土
資
料
館
が
所
蔵
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
入
手
経
路
は
不
明
で
す
。
元
来
、
大

網
板
倉
家
に
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、
板
倉
野
酔
の
子
孫
が
ど
ち
ら
の
板
倉
家
で
あ
る

か
は
判
明
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
か
ら
鳥
酔
は
東
金
の
門
人
を
訪
ね
ま
す
が
、
途
中
、
田
中
村
の
「
赤
人
塚
」

に
立
ち
寄
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
の
感
懐
を
同
行
の
白
雄
が
「
赤
人
社
頭
詞
」
と

し
て
残
し
て
お
り
ま
す
。
赤
人
塚
は
当
時
か
ら
文
学
遺
跡
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い

た
ら
し
く
、
鳥
酔
の
師
佐
久
間
柳
居
も
立
ち
寄
っ
て
い
る
し
、
白
雄
は
天
明
四
年
の

行
脚
の
と
き
に
も
寄
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
門
人
の
多
く
い
た
東
金
に
行
き
一
〇
数
日
滞
在
し
て
お
り
ま
す
。
東
金

の
有
力
門
人
杉
坂
百
明
の
も
と
で
は
句
会
も
開
か
れ
た
と
思
わ
れ
「
遊
土
龍
庵　

東

金
殿
下
」
と
い
う
記
事
も
あ
り
ま
す
。
百
明
は
土
龍
庵
と
号
し
、
左
明
、
烏
明
と
並

ん
で
「
三
明
」
と
い
わ
れ
た
鳥
酔
門
人
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

鳥
酔
の
あ
と
を
継
い
で
「
鴫
立
庵
」
四
世
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
因
み
に
「
鴫
立
庵
」

五
世
は
白
雄
で
す
。
東
金
で
は
さ
き
に
触
れ
た
君
塚
天
年
、
勝
田
乙
驢
、
飯
田
雨
林
、

内
田
梅
香
な
ど
も
集
ま
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
銚
子
を
目
ざ
し
て
お
り
、『
玩
世
松
陰
集
』
で
は
、
東
金
に
つ
い
で
銚

子
の
記
事
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
途
中
、
成
東
や
横
芝
な
ど
門

人
宅
を
訪
問
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
成
東
で
は
富
田
村
の
大
髙
鳥
湖
、
亀
足
父

子
―「
子
育
て
善
兵
衛
」
の
先
祖
で
す
―
な
ど
を
訪
ね
て
い
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、

こ
の
と
き
の
直
接
の
史
料
は
残
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
関
連
史
料
と
し
て

は
、
大
髙
家
か
ら
鳥
酔
系
門
人
の
採
点
帖
「
亀
足
集
」
六
〇
余
冊
が
発
見
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

次
の
横
芝
で
は
、
こ
の
と
き
の
足
跡
を
実
証
す
る
珍
し
い
史
料
が
発
見
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
は
小
堤
村
（
横
芝
光
町
）
の
神
保
家
か
ら
発
見
さ
れ
た
鳥
酔
の
懐
紙

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
懐
紙
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
鳥
酔
の
真
蹟
で
「
過
日
社
夜
松
亭
・
・
・
」
と

い
う
前
書
に
続
い
て
「
落
栗
や
三
と
せ
の
う
ち
に
も
と
の
庭　

丙
戌
仲
秋　

鳥
酔
」

と
い
う
句
が
揮
毫
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
間
違
い
な
く
鳥
酔
が
明

和
三
年
の
八
月
に
神
保
家
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、

こ
の
懐
紙
の
貴
重
な
こ
と
は
、
約
二
〇
年
後
の
天
明
四
年
に
白
雄
が
再
度
神
保
家
に

立
ち
寄
り
、
こ
の
懐
紙
を
実
見
し
、「
ふ
と
こ
ろ
紙
に
し
る
せ
し
真
蹟
は
た
と
せ
を

経
て
此
家
に
拝
す
、・
・
・
天
明
四
年
春
二
月　

白
雄
書
」
と
極
め
書
き
を
し
て
い

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
白
雄
の
天
明
四
年
の
房
総
行
脚
が
実
証

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
僅
か
一
枚
の
懐
紙
で
す
が
、
様
々
の
情
報
を
提
供
し

て
く
れ
ま
し
た
。
神
保
家
か
ら
は
、
こ
の
他
に
も
鳥
酔
、
白
雄
の
短
冊
や
鳥
酔
系
俳

人
、
神
保
一
族
の
短
冊
、
懐
紙
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
昭
和
六
四
年
の
こ

と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
横
芝
の
神
保
家
と
い
え
ば
、
大
方
の
人
が
承
知
し
て
い
る
地
理
学
者

伊
能
忠
敬
の
実
父
神
保
貞
恒
の
生
家
で
あ
り
ま
す
。
鳥
酔
、
白
雄
師
弟
が
訪
れ
た
と

き
の
当
主
神
保
幸
宗
は
忠
敬
の
従
弟
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
と
き
発
見
さ
れ
た
俳
諧

史
料
か
ら
、
神
保
幸
宗
は
夜
松
と
号
し
、
忠
敬
の
父
貞
恒
も
都
船
と
号
す
る
鳥
酔
門

下
の
俳
人
で
あ
る
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
神
保
家
と
俳
諧
の
関
係
は
全

く
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
俳
諧
を
通
し
て
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
意
外
な
広
が
り
を
持
つ
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
後
、
鳥
酔
、
白
雄
師
弟
は
一
ヶ
月
以
上
も
銚
子
の
門
人
宅
を
周
遊
し
、
江
戸

に
帰
っ
た
よ
う
で
す
が
、
明
和
三
年
の
旅
の
実
相
と
俳
諧
の
普
及
―
特
に
房
総
に
お

け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
拡
大
の
実
情
の
一
部
も
判
明
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。



9

日本研究センター紀要　第４号

そ
の
後
、
俳
諧
は
天
明
期
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
が
、
文
化
文
政
期
か
ら
幕
末
に

か
け
て
の
俳
諧
は
、
近
代
俳
句
の
創
始
者
正
岡
子
規
に
よ
り
「
月
並
俳
諧
」
と
し
て
、

そ
の
文
芸
的
価
値
を
否
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
俳
諧
の
庶
民
へ
の
普
及
は
爆
発

的
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
実
態
と
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
機
会
が
あ
れ

ば
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

 
（
か
と
う　

と
き
お
・
千
葉
県
文
書
館
古
文
書
調
査
員
）




