
昭
和
の
俳
壇
は
、
昭
和
六
年
十
月
の
、
水
原
秋
桜
子
・
中
田
み
づ
ほ
の

論
争
を
緒
と
し
て
革
新
的
動
向
を
表
面
的
と
し
、
以
後
の
約
十
年
間
、
俳

句
を
一
般
文
芸
の
「
場
」
に
還
す
た
め
の
種
灸
の
試
み
を
見
せ
る
の
で
あ

る
が
、
俳
壇
で
は
こ
の
一
連
の
動
き
を
新
興
俳
句
運
動
と
呼
び
習
わ
し
て

い
る
。
運
動
の
内
容
は
多
様
で
、
そ
の
相
互
に
関
聯
は
あ
る
も
の
の
、
質

的
に
見
て
同
一
範
晴
に
入
る
も
の
て
は
な
い
。
例
え
ば
、
初
期
の
秋
桜
子

の
試
み
は
、
俳
句
に
主
情
性
を
回
復
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
が
、
現

実
の
作
者
の
生
活
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
中
期
の
山
口
誓
子
、
吉
岡
禅
寺
洞
は
、
自
己
の
内
面
を
端
的
に

俳
句
に
打
出
す
こ
と
、
或
い
は
、
都
会
生
活
者
と
し
て
の
自
己
を
詠
い
上

げ
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
志
向
に
於
い
て
同
一
で
は
な

い
。
更
に
、
後
期
の
、
古
家
榧
夫
、
東
京
三
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
提
唱
の
内

容
は
、
思
想
的
人
間
と
し
て
の
作
者
の
自
覚
を
一
義
と
す
る
、
そ
の
意
味

で
の
、
俳
句
の
現
実
性
推
得
と
い
う
こ
と
で
、
前
二
者
の
「
個
」
の
内
容

の
追
究
と
い
う
ゆ
き
方
と
は
そ
の
根
源
を
異
に
し
て
い
る
。
い
っ
て
み
れ

ば
、
リ
ァ
リ
テ
イ
を
「
社
会
的
人
間
と
し
て
の
自
覚
」
の
中
に
見
出
し
て

ゆ
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
革

『

新
興
俳
句
と
花
烏
弧
詠
論

虚
子
が
巌
初
に
花
鳥
柧
詠
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
は
昭
和
二
年
四
月

一
日
の
山
茶
花
句
会
の
席
上
で
、
こ
こ
で
は
「
花
鳥
弧
詠
と
申
し
ま
す
の

は
花
烏
風
月
を
弧
詠
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
、
一
層
厳
密
に
云
へ
ぱ
、
春
夏

秋
冬
四
時
の
移
り
変
り
に
依
っ
て
起
る
自
然
界
の
現
象
並
に
そ
れ
に
伴
ふ

人
事
界
の
現
象
を
認
詠
す
る
の
詔
て
あ
り
ま
す
」
と
い
う
、
俳
句
素
材
の

規
定
と
、
花
鳥
風
月
を
吟
味
す
る
こ
と
は
天
下
無
用
の
こ
と
で
、
「
子
規

の
口
吻
を
学
ぶ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
天
下
有
用
の
学
問
事
業
は
全
く

私
等
の
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
私
達
は
花
鳥
風
月
を
吟
詠
す

る
外
、
一
向
に
役
に
立
た
ぬ
人
間
で
あ
り
ま
す
」
と
し
て
、
俳
句
と
現
実

新
的
動
向
を
そ
れ
迄
の
動
き
と
同
一
範
曠
に
入
れ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
稿
で
こ
の
一
連
を
一
般
の
扱
い
に
従
っ
て
一
つ
の
運
動

と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
こ
の
運
動
が
終
始
、
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
を
意
識

し
て
い
た
、
そ
の
点
で
一
貫
し
て
い
た
こ
と
に
基
く
も
の
で
、
以
下
、
各

期
の
運
動
が
そ
れ
ぞ
れ
に
花
鳥
調
詠
論
を
意
識
し
た
具
体
的
な
内
容
、
こ

の
両
者
の
絡
み
合
い
と
い
っ
た
も
の
を
眺
め
て
み
た
い
。
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と
の
か
か
わ
り
方
の
輪
廓
に
触
れ
て
い
る
。

こ
の
、
俳
句
と
現
実
と
の
か
か
わ
り
方
が
、
他
の
文
学
ヂ
ャ
ン
ル
と
の

質
的
な
差
異
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
他
の
国
の
人
盈
は
日

本
独
得
の
文
学
は
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
特
に
気
を
つ
け
」
る
、

「
そ
の
時
分
、
戯
曲
、
小
説
な
ど
の
群
が
っ
て
ゐ
る
後
ろ
の
方
か
ら
」
「
こ

こ
に
花
鳥
調
詠
の
俳
句
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
な
り

は
す
ま
い
か
と
考
へ
て
を
る
、
と
い
う
言
葉
で
‐
も
汲
み
と
れ
な
く
は
な
い

が
、
（
以
上
『
虚
子
句
集
』
序
昭
３
．
６
春
秋
社
刊
）
こ
の
点
を
、
翌
年
の

四
月
二
十
一
日
の
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
講
演
会
で
は
よ
り
明
ら
か
に
し
、

「
翻
っ
て
考
へ
て
み
ま
す
と
西
洋
の
文
芸
の
影
響
を
受
け
た
今
日
の
小
説

界
ま
た
は
戯
曲
界
そ
の
他
短
詩
の
ご
と
き
も
、
往
灸
に
し
て
花
鳥
弧
詠
と

い
ふ
こ
と
は
全
然
閑
却
し
て
、
人
事
の
纒
綿
、
人
情
の
葛
藤
、
な
ん
で
も

人
間
に
関
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
問
題
に
し
な
い
・
花
鳥
孤
詠
な
ど
い
ふ

こ
と
ば
ほ
と
ん
ど
老
人
の
隠
居
仕
事
で
あ
る
と
考
へ
、
頭
か
ら
こ
れ
を
軽

視
し
て
ゐ
る
向
が
あ
り
ま
す
」
・
「
外
来
の
影
響
を
受
け
て
今
は
大
い
な
る

刺
戟
あ
る
が
如
く
心
強
く
感
ぜ
ら
れ
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
。
「
が
さ
う

い
ふ
時
代
に
か
か
は
ら
ず
、
俳
句
は
依
然
と
し
て
花
鳥
を
訓
詠
し
て
ゐ
ま

す
」
。
そ
し
て
、
「
日
本
人
の
国
民
性
を
物
語
っ
て
ゐ
る
一
個
の
特
異
の
文

芸
で
あ
り
ま
す
」
（
「
花
鳥
調
詠
」
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
小
説
・
戯
曲
、
そ
の
他
の
短
詩
も
、
人
事
の
纒
綿
、
人
情
の
葛
藤
、

そ
の
他
人
間
に
関
す
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
、
俳
句
は
外
来
の
影
響
を
受

け
な
い
で
花
鳥
を
弧
詠
す
る
、
と
い
う
風
に
説
明
し
た
も
の
で
、
こ
の
対
比

に
よ
っ
て
、
俳
句
に
盛
る
感
情
内
容
が
か
な
り
明
か
に
浮
び
上
っ
て
く
る
。

新
興
俳
句
と
花
鳥
訓
詠
論

そ
れ
で
は
一
体
、
虚
子
は
俳
句
に
盛
る
。
へ
き
感
情
内
容
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
、
大
正
期
の
発
言
の
中
か
ら
と
り
出
し
て
み
る
と
、
「
我
等
が

其
煩
悩
の
二
咽
に
あ
る
時
は
俳
句
で
は
満
足
出
来
な
い
」
。
「
猶
ほ
進
ん
で

ゆ
け
ば
、
俳
句
で
も
な
い
和
歌
で
も
な
い
も
っ
と
剴
切
に
煩
悩
を
現
は
す

文
芸
を
要
求
す
る
。
即
ち
長
篇
の
小
説
、
戯
曲
な
ど
は
此
辺
の
要
求
か
ら

起
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
夫
れ
が
一
旦
煩
悩
の
二
叩
で
な
い
場
合
即
ち
悟
，

り
の
一
而
に
在
っ
た
場
合
に
は
、
煩
悩
の
文
芸
で
無
く
っ
て
も
満
足
す
る

こ
と
が
出
来
る
、
俳
句
は
さ
う
い
ふ
時
に
恰
好
の
文
芸
と
し
て
要
求
を
充

た
す
の
で
あ
る
」
（
「
虚
子
先
生
俳
話
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
６
．
３
）
と
か
、
「
和

歌
は
煩
悩
の
文
芸
、
俳
句
は
悟
り
の
文
学
に
な
る
傾
き
が
あ
る
と
考
へ
る

の
で
あ
り
ま
す
」
（
「
和
歌
と
俳
句
の
境
地
の
相
違
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
巧
・
２
）

と
い
っ
た
も
の
で
、
俳
句
で
は
「
悟
り
」
の
境
地
を
詠
う
と
考
え
て
い
る

の
で
あ
り
、
昭
和
に
入
っ
て
、
小
説
、
戯
曲
で
は
人
事
の
纒
綿
、
葛
藤
を
、

俳
句
で
は
と
述
べ
る
言
葉
は
、
こ
の
「
僻
り
」
を
前
提
に
し
た
発
言
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
、
俳
句
は
素
材
と
し
て
花
鳥
風
月
、
季
節
的
人
事
を

扱
う
、
内
容
と
し
て
は
戯
曲
、
小
説
が
人
事
の
纒
綿
関
藤
以
外
の
感
情
内

容
を
盛
る
と
い
う
考
え
方
は
、
昭
和
三
年
の
中
頃
に
、
方
法
と
し
て
の
与

生
（
描
写
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
「
広
い
文
壇
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
が
あ
っ
て
よ
い
訳
で
あ

り
ま
す
。
人
情
世
相
を
拙
き
、
人
事
の
鯉
綿
葛
藤
を
解
剖
し
描
写
し
た
、

戯
曲
小
説
の
類
が
盛
ん
な
の
も
ま
こ
と
に
結
構
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
が
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、

そ
の
傍
に
し
ば
ら
く
人
事
の
葛
藤
纒
綿
か
ら
離
れ
て
自
然
に
愛
情
を
注
ぎ
、

又
そ
れ
に
酬
ゅ
る
自
然
の
愛
情
を
享
受
し
て
、
自
然
を
描
写
す
る
文
芸
が

あ
っ
て
も
差
支
な
い
訳
で
あ
り
ま
す
。
」
（
「
花
鳥
訓
詠
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
昭
４
。

２
こ
の
文
章
は
、
数
ヶ
月
前
か
ら
組
置
き
に
な
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
附
記
さ
れ
て
い

る
）
と
述
べ
て
い
る
、
そ
の
「
自
然
を
描
写
す
る
文
芸
」
と
述
雫
へ
た
こ
と

で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
期
に
花
鳥
弧
詠
論
が
そ
の
方
法
を
持
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
描
写
と
い
う
方
法
、
写
生
観
そ
の
も
の
は
大
正
末
年
か
ら
公
に
さ

れ
て
き
た
も
の
で
、
「
事
実
は
写
生
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
小

景
で
あ
っ
て
、
微
細
な
こ
と
が
微
細
に
拙
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
点
に
近
代

的
特
色
が
あ
る
」
（
「
雑
詠
選
集
雑
記
」
口
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
皿
・
２
）
の
で
あ

マ
マ

リ
、
「
小
さ
い
自
己
を
立
て
や
う
と
す
る
努
力
を
一
切
郷
っ
て
、
大
自
然

の
一
行
を
忠
実
に
写
生
し
よ
う
と
志
す
所
に
人
間
の
大
き
な
念
願
が
無
け

れ
ば
な
ら
ぬ
・
さ
う
い
ふ
立
場
か
ら
見
て
此
の
近
代
的
な
仙
向
に
私
は
特

別
な
価
値
を
認
め
る
」
（
「
雑
詠
選
集
雑
記
」
白
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
皿
・
３
）
近

代
人
の
句
と
い
う
の
は
、
「
無
色
透
明
で
あ
る
。
作
者
の
頭
と
い
ふ
も
の

を
通
り
は
す
る
が
、
殆
ど
其
処
で
色
は
つ
か
ぬ
。
唯
透
明
に
自
然
が
描
き

出
さ
れ
る
」
（
「
芭
蕉
の
境
涯
と
我
等
の
境
涯
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
蚫
・
７
）
と
い

う
風
に
、
作
者
の
反
映
を
極
限
し
、
事
物
の
部
分
の
描
写
に
主
眼
を
置
く

①

も
の
で
、
こ
の
傾
向
は
大
正
十
三
年
の
原
田
浜
人
の
批
判
以
後
、
一
層
徹

底
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

作
品
で
い
え
ば
、

ち
ゃ
ぼ
檜
葉
に
飛
ぶ
蜂
の
輪
の
い
び
つ
か
な
元

」
’

新
米
を
渡
れ
る
蜘
蛛
の
み
ど
り
か
な
非
風

と
い
っ
た
傾
向
を
推
す
も
の
で
、
こ
れ
が
、
そ
れ
迄
、
花
鳥
調
詠
の
提

唱
と
別
に
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
関
聯
づ
け
ら
れ
た
も
の

で
、
以
後
の
三
年
間
は
、
こ
の
細
部
が
明
ら
か
に
さ
れ
整
理
さ
れ
て
ゆ
く

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
づ
、
三
年
九
月
に
は
、
花
鳥
訓
詠
の
人
事
の
扱
い
に
つ
い
て
、
「
人

事
と
申
し
ま
し
て
も
、
小
説
や
戯
曲
で
取
扱
ふ
人
事
と
は
た
い
へ
ん
趣
き

を
異
に
し
ま
す
。
小
説
や
戯
曲
で
扱
ふ
人
事
は
主
と
し
て
恋
や
そ
の
他
の

欲
望
や
人
事
の
葛
藤
を
主
と
し
て
題
材
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
俳
句

で
は
術
や
梅
と
同
じ
や
う
な
縄
度
に
、
人
邪
の
現
れ
を
た
だ
人
事
の
現
れ

と
し
て
、
浅
く
、
し
か
し
な
が
ら
愉
快
に
、
し
か
し
な
が
ら
有
趣
味
に
、

取
扱
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」
（
「
俳
句
と
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
浅
く
、
愉
快
に
、
楽
し
く
」
と
い
う
扱
い
方

は
、
そ
の
ま
ま
花
鳥
風
月
の
扱
い
に
通
ず
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

が
、
同
時
に
、
大
正
末
期
、
「
悟
り
」
の
語
で
示
さ
れ
た
感
情
（
心
的
内
容

、
、
、

と
い
う
》
へ
き
か
）
の
あ
り
方
が
、
花
鳥
弧
詠
論
の
中
で
、
扱
い
方
と
し
て
説

か
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
最
初
の
講
演
で
示
さ
れ
た
ヂ
ャ
ン
ル
の
差
異
の
説

明
が
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
文

中
、
虚
子
は
写
生
に
つ
い
て
も
触
れ
、
「
心
に
嬉
し
い
と
か
悲
し
い
と
か

感
じ
た
な
ら
ば
、
そ
の
感
じ
を
ひ
き
起
し
た
景
色
事
物
を
描
け
ば
よ
い
の

で
あ
り
ま
す
」
．
「
作
者
の
心
も
ち
、
即
ち
感
じ
の
方
に
な
ら
な
い
で
、
目
で

見
た
り
耳
で
聞
い
た
り
す
る
こ
と
、
即
ち
具
体
的
の
こ
と
で
あ
れ
ば
差
支

へ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
描
写
を
主
眼
と
し
た
写
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生
の
方
法
と
し
て
は
当
然
の
物
言
い
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
た
だ
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
へ
虚
子
が
写
生
に
当
っ
て
も
「
作
者
の
心
も
ち
」

「
感
じ
」
の
存
在
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
明
治

期
か
ら
有
情
の
作
家
と
し
て
の
特
性
を
見
せ
、
大
正
期
に
も
「
子
規
時
代

夕

の
俳
句
並
に
俳
句
に
対
す
る
居
士
の
主
張
と
、
今
日
の
我
等
の
俳
句
並
に

俳
句
に
対
す
る
主
張
の
上
で
著
し
く
相
違
し
て
居
る
の
は
主
観
的
な
る
こ

と
で
あ
る
」
（
「
進
む
ゞ
へ
き
俳
句
の
道
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
４
．
７
）
主
観
句
時
代
に

注
意
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
「
第
一
は
主
観
の
真
実
な
る
べ
き
こ
・
と
で

あ
る
。
い
く
ら
主
観
句
が
い
い
と
い
っ
た
所
で
そ
れ
が
作
り
も
の
や
借
り

も
の
で
あ
っ
て
は
何
に
も
な
ら
ぬ
」
人
々
は
他
人
の
「
真
似
を
し
な
く
と

も
自
分
の
境
地
は
別
に
あ
る
の
で
あ
る
」
（
「
進
む
。
へ
き
俳
句
の
道
」
ホ
ト
ト

ギ
ス
大
４
・
皿
）
他
の
発
言
で
、
作
者
の
色
彩
を
、
感
情
そ
の
他
に
濃
く

反
映
す
る
こ
と
を
説
い
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

②

い
え
る
が
、
そ
の
後
、
季
題
趣
味
へ
の
偏
向
を
脱
し
て
自
在
な
る
作
法
に

③

至
り
つ
く
意
図
か
ら
、
「
只
事
柄
許
り
を
叙
し
た
」
句
を
近
代
の
句
と
し
、

進
歩
と
す
る
考
え
方
に
到
達
、
推
賞
す
る
作
家
と
し
て
も
高
野
素
十
を
推

し
、
「
素
十
君
の
心
は
唯
無
我
で
自
然
に
対
す
る
。
対
し
た
瞬
間
に
こ
の

作
者
の
心
は
美
し
い
自
然
を
受
取
る
」
「
厳
密
な
意
味
に
於
け
る
写
生
と

い
ふ
言
葉
は
こ
の
素
十
君
の
如
き
に
当
て
嵌
ま
る
」
（
「
秋
桜
子
と
素
十
」
ホ

ト
ト
ギ
ス
昭
３
．
ｍ
）
と
評
し
た
時
期
に
、
何
故
、
作
者
の
「
心
」
の
側

の
問
題
賑
触
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
人
間
を
問
題
に
す
る
と
い
う
文
芸
一
般
の
趨
勢

で
、
俳
句
と
し
て
も
そ
う
し
た
動
き
を
無
視
出
来
な
い
状
態
の
中
に
置
か

新
興
俳
句
と
花
鳥
調
詠
諭

れ
て
い
た
こ
と
、
又
、
元
来
主
情
的
な
作
家
で
あ
っ
た
虚
子
自
身
、
こ
の

「
心
」
の
側
と
描
写
と
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
ゆ
く
か
が
大
き
な
関
心

事
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
問
題
点
を
改
め
て

こ
の
期
に
表
面
に
出
し
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
期
に
こ
の
矛
盾
し
た
二

点
に
つ
い
て
の
虚
子
な
り
の
解
決
法
を
思
い
つ
い
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
で

圭
拓
》
マ
（
》
。

そ
れ
は
、
翌
年
二
月
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
公
に
さ
れ
た
「
俳
譜
趣
味
」
、

三
月
に
公
に
さ
れ
た
「
写
生
主
義
」
の
文
中
に
見
え
る
言
葉
、
「
俳
句
は

も
と
よ
り
詩
で
あ
る
。
詩
は
志
で
あ
っ
て
、
人
々
が
心
の
底
に
持
っ
て
ゐ

る
感
情
を
詠
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
其
点
に
於
て
は
俳
句
と
い
へ
ど

も
何
等
他
の
詩
と
変
り
は
な
い
。
が
唯
俳
句
は
花
鳥
を
仮
り
て
情
を
陳
ゞ
へ

る
点
が
一
特
色
を
為
し
て
を
る
・
」
そ
し
て
「
花
鳥
風
月
の
写
生
と
い
ふ
事

に
多
年
力
を
尽
し
て
を
る
う
ち
に
、
花
鳥
風
月
を
弧
詠
す
る
事
と
自
分
の

マ
マ

胸
奥
の
感
情
を
吐
露
し
や
う
と
い
ふ
事
と
だ
ん
だ
ん
距
離
が
近
づ
い
て
来

て
、
遂
に
両
者
が
合
致
し
て
一
に
し
て
二
な
ら
ざ
る
も
の
に
な
っ
て
仕
舞

ふ
・
」
（
「
俳
詰
趣
味
」
）
「
俳
句
の
方
は
形
が
短
い
為
か
句
に
精
進
す
る
も

の
の
多
い
為
め
か
、
恐
く
両
者
が
原
因
を
為
し
て
ゐ
る
こ
と
と
思
ふ
が
、

花
鳥
風
月
の
写
生
と
い
ふ
こ
と
と
自
己
胸
奥
の
熱
情
を
う
た
ふ
と
い
ふ
こ

と
が
合
致
し
て
、
唯
一
不
二
の
も
の
と
な
っ
．
て
ゐ
る
こ
と
は
己
に
久
し
い
」

（
「
写
生
主
義
」
）
と
述
ゞ
へ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
描
写
を
す
れ

ば
そ
の
作
品
に
は
作
者
の
内
面
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
、
安
心
し
て
描
写
の
み
の
句
を
推
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
者
の
「
心
」
を
論
議
の
中
に

一
〈
一
二



導
入
さ
せ
た
と
い
へ
る
。
（
描
写
句
で
も
叙
景
技
法
が
と
ら
れ
た
場
合
に
は
、
作

者
の
内
面
が
全
面
的
に
表
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
、
嗜
好
的
情
感
か
、
或
ひ
は

感
情
を
感
知
さ
せ
ぬ
作
と
な
る
）
こ
の
、
描
写
即
感
情
表
出
と
い
う
理
解
は
、

勿
論
、
虚
子
の
特
異
な
写
生
の
理
解
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
兎
に

ｂ
、
、
、
、

角
、
こ
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
あ
る
期
間
、
描
写
偏
向
の
作
風
を
推
す
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
の
て
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
描
写
と
、
俳
句
を
作
る
こ
と
は
閑
事
業
で
、
現
実
を

軽
く
、
愉
快
に
、
楽
し
く
取
扱
う
句
作
態
度
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け

ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。
一
般
的
に
い
へ
ば
、
人
が
小
事
物
、
小
部
分
を
自

己
の
詠
う
対
象
と
し
た
場
合
、
そ
こ
に
全
面
的
な
働
き
か
け
は
な
く
、
吟

好
的
情
感
が
抱
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
、
そ
の
意
味
で
、
小
事
物
の

描
写
は
弧
詠
性
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
が
、
虚
子
は
こ
の

辺
の
こ
と
を
、
「
花
鳥
風
月
に
情
を
よ
せ
て
、
之
を
十
七
字
に
調
詠
す
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
此
花
鳥
の
趣
味
が
漸
次
心
に
諒
解
さ
れ
て
」
「
常
に
心

に
一
種
の
慰
楽
を
感
」
ず
る
よ
う
に
な
る
、
「
花
鳥
を
調
詠
す
る
こ
と
が

根
本
の
基
礎
に
な
っ
て
、
其
後
に
所
謂
風
雅
と
い
ふ
心
の
状
態
に
到
達
す

る
」
（
昭
３
．
ｍ
「
現
代
の
俳
句
」
）
も
の
で
、
「
俳
味
と
い
ふ
も
の
は
、
十
七

字
と
い
ふ
其
の
形
と
花
鳥
調
詠
と
い
ふ
其
内
容
か
ら
養
は
れ
来
る
‐
｜
も
の

で
あ
る
が
、
「
作
者
の
所
調
、
柳
緑
花
紅
と
い
ふ
文
字
の
現
す
と
こ
ろ
の

も
の
は
、
即
ち
こ
の
秀
で
た
る
俳
句
の
境
涯
と
甚
だ
似
寄
っ
た
と
こ
ろ
の

も
の
と
考
へ
る
の
で
あ
る
」
「
唯
柳
は
緑
、
花
は
紅
、
と
感
ず
る
と
こ
ろ

に
、
宇
宙
の
本
体
を
会
得
し
た
と
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ

く
何
等
の
理
窟
を
も
言
は
ず
、
説
明
を
も
加
へ
ず
、
唯
柳
は
緑
、
花
は
紅

秋
桜
子
の
批
判
は
、
こ
の
よ
う
に
花
鳥
調
詠
論
が
一
応
そ
の
形
を
整
え
、

公
に
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
表
面
で
は
中
剛
み
づ
ほ
の
秋
桜
子

の
作
品
評
を
契
機
と
し
て
い
る
。

④

そ
れ
は
、
昭
和
六
年
三
月
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
、
「
句

修
行
漫
談
」
と
題
し
た
、
み
づ
ほ
、
浜
口
今
夜
の
対
談
形
式
の
文
中
で
、

六
四

を
写
す
と
こ
ろ
に
俳
句
本
来
の
面
目
が
あ
る
。
」
（
「
街
頭
に
出
て
法
を
説
く
」

ホ
ト
ト
ギ
ス
昭
４
．
４
）
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
言
葉
は
、
大
正
期
の
「
様
灸
の
主
観
の
色
彩
を
排
除
し
尿
し
て
岐

後
に
と
ど
ま
る
も
の
は
所
謂
花
紅
柳
緑
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
「
写
生
と

い
ふ
こ
と
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
皿
・
９
）
に
も
つ
ら
な
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
こ

れ
ら
を
整
理
し
て
み
る
と
、

○
俳
句
は
慰
楽
、
風
雅
の
心
の
状
態
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
実
を

静
観
す
る
境
地
か
ら
出
る
。

○
あ
り
の
ま
ま
を
写
す
た
め
に
、
主
観
を
排
し
、
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に

観
ず
る
境
地
が
必
要
。

と
い
う
こ
と
で
、
結
局
、
花
鳥
弧
詠
の
境
地
、
手
法
を
実
現
す
る
共
通

な
も
の
と
し
て
の
現
実
に
対
す
る
態
度
、
「
静
観
」
を
説
い
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
遊
芸
的
な
俳
句
を
志
向
す
る
花
鳥
弧
詠

諭
の
歩
み
の
中
で
、
あ
り
の
ま
ま
を
写
す
と
い
う
写
生
の
方
法
が
矛
盾
な

く
位
置
づ
け
ら
れ
、
整
理
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
六
年
一
月
に
は
、

こ
れ
ら
一
切
を
ふ
く
め
、
啓
蒙
的
色
彩
も
含
め
た
文
章
、
「
俳
句
に
志
す

人
の
為
に
」
（
ホ
ト
ト
ギ
ス
）
が
公
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



み
づ
ほ
が
高
野
素
十
の
も

甘
草
の
芽
の
と
び
ノ
ー
、
の
一
と
な
ら
び

刺
貌
の
双
葉
の
ど
こ
か
濡
れ
ゐ
た
る

と
い
っ
た
、
視
覚
描
写
だ
け
に
主
眼
を
置
い
た
句
を
推
し
て
、
「
頭
の

中
で
こ
し
ら
へ
や
う
と
す
る
作
川
は
少
し
も
入
っ
て
居
ら
ぬ
」
こ
れ
に
対

し
秋
桜
子
の
句
は
、
「
写
生
を
数
重
ね
」
｜
‐
あ
つ
ま
り
あ
つ
ま
っ
て
作
者

の
頭
の
中
に
大
へ
ん
大
き
い
も
の
を
創
造
し
一
度
筆
を
お
ろ
せ
ば
応
挙
の

屏
風
に
向
へ
る
が
ご
と
く
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
し
か
し
、

大
作
の
み
が
俳
句
で
は
な
い
と
思
ふ
」
「
ど
こ
ま
で
も
一
筋
に
つ
き
す
す

ん
で
、
然
の
も
つ
美
の
核
心
を
把
握
し
よ
う
、
そ
の
た
め
に
は
、
た
と
ヘ

ス
ヶ
ッ
チ
版
位
の
小
品
で
も
差
支
な
い
」
「
僕
が
怪
し
く
思
ふ
の
は
、
秋

桜
子
が
自
分
等
の
行
き
方
の
是
な
る
を
認
め
る
他
面
に
於
て
、
素
十
の
行

く
道
を
是
認
し
な
い
こ
と
て
あ
る
。
」
「
素
十
君
の
句
は
近
代
的
と
い
ふ
字

を
つ
け
る
こ
と
は
甚
だ
矛
胴
す
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
」
「
が
、
其
点
が

近
代
的
で
あ
る
所
以
で
あ
る
と
恩
ふ
」
と
説
い
た
、
そ
れ
に
対
し
た
も
の

で
、
こ
の
反
論
を
昭
和
六
年
十
川
の
「
賜
酔
木
」
に
、
「
、
然
の
真
と
文

芸
上
の
真
」
と
題
し
て
公
に
し
て
い
る
。

内
容
は
、
小
事
物
の
描
写
に
亜
点
を
置
く
ゆ
き
方
は
十
九
世
紀
か
ら
二

十
世
紀
の
初
に
か
け
て
勢
力
の
あ
っ
た
自
然
主
義
の
も
の
で
あ
る
。
「
現

今
の
文
州
に
於
て
、
此
の
ｎ
然
主
義
を
認
め
る
者
は
な
い
。
『
真
実
』
と

い
ふ
言
葉
は
、
今
専
ら
『
文
芸
上
の
真
』
と
い
ふ
意
味
を
以
て
用
ゐ
ら
れ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
「
而
し
て
『
文
芸
上
の
真
』
と
は
、
後
に
詳
し
く
説

く
如
く
『
自
然
の
真
価
一
の
上
に
唯
も
大
切
な
エ
ヅ
キ
ス
を
加
へ
た
も
の
で

新
興
俳
句
と
花
鳥
調
詠
論

あ
る
」
と
い
っ
た
、
文
芸
と
し
て
の
俳
句
の
あ
り
方
か
ら
説
き
お
こ
し
て
、

素
十
の
作
風
に
及
び
、
「
元
来
自
然
の
真
と
い
ふ
こ
と
Ｉ
例
へ
ば
何
草

の
芽
は
ど
う
な
っ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
Ｉ
は
、
科
学
に
胴
す
る
こ
と

で
、
芸
術
の
領
域
に
入
る
も
の
で
は
な
い
」
、
に
も
か
か
は
ら
ず
「
所
謂
一

木
一
草
を
題
材
と
す
る
俳
句
の
中
に
は
、
此
の
自
然
の
真
の
み
を
内
容
と

す
る
作
が
少
く
な
い
」
と
非
難
、
「
文
芸
上
の
真
』
は
言
ふ
ま
で
も
な
く

文
学
に
於
て
絶
対
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
自
然
そ
の
も

マ
マ

の
で
は
な
い
。
『
自
然
の
真
』
の
心
の
据
え
方
の
確
か
な
芸
術
家
の
頭
脳

に
よ
っ
て
調
理
さ
れ
更
に
技
巧
に
よ
っ
て
叙
さ
れ
た
所
の
も
の
で
あ
る
。

而
し
て
頭
脳
の
調
理
と
言
ふ
言
葉
の
中
に
は
、
勿
論
想
像
力
及
創
作
力
の

働
が
十
分
に
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
従
て
、
「
文
芸
上
の
真
』
に

於
て
は
、
作
者
の
個
性
が
光
り
輝
い
て
居
ら
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
風
に
、

、
、
、
、
、
、
、

素
材
と
し
て
の
自
然
と
、
そ
れ
を
文
芸
に
ま
で
高
め
る
作
者
の
働
き
か
け

の
要
を
強
く
説
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
末
尾
で
は
、
素
十
の
句
は
近
代
の
句
と
は
い
え
ぬ
と
述
，
へ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
、
み
づ
ぼ
の
考
へ
方
は
実
は
昭
和
三
年
十
一
月

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
げ
ら
れ
た
虚
子
の
「
秋
桜
子
と
素
十
」
を
承
け
た

も
の
て
、
そ
の
中
、
虚
子
の
「
素
十
君
は
心
を
空
し
く
し
て
自
然
に
対
す

る
。
自
然
は
何
等
特
別
の
装
ひ
を
し
な
い
で
素
十
君
の
目
の
前
に
現
は
れ

る
。
自
然
は
雑
駁
で
あ
る
が
、
素
十
君
の
透
明
な
頭
は
そ
の
雑
駁
な
自
然

の
中
か
ら
或
る
景
色
を
引
き
杣
っ
て
そ
こ
に
一
片
の
詩
の
天
地
を
構
成
す

る
」
。
そ
れ
は
「
空
想
画
、
理
想
画
と
い
っ
た
趣
は
な
く
、
何
れ
も
現
実
界

に
存
在
し
て
ゐ
る
景
色
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
強
く
認
め
る
力
が
あ
る
。

六
五
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即
ち
真
実
性
が
強
い
」
「
厳
密
な
意
味
に
於
け
る
写
生
と
い
ふ
言
葉
は
、

こ
の
素
十
君
の
句
の
如
き
に
当
て
嵌
ま
る
べ
き
も
の
と
思
ふ
」
と
い
っ
た

考
え
方
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
（
大
正
未
年
、
描
写
句
を
近
代
と
解
し
た
こ

と
も
含
め
て
）
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
決
し
て
難
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
・

そ
れ
に
、
昭
和
六
年
迄
の
花
鳥
調
詠
論
が
、
描
写
即
感
情
表
出
と
す
る

⑤

考
え
方
を
立
て
前
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
素
十
の
よ
う
な
作
風
を
表

面
に
押
し
出
す
こ
と
は
自
然
の
流
れ
で
あ
り
、
み
づ
ほ
対
秋
桜
子
と
い
う

こ
の
対
立
が
、
実
質
的
に
は
、
虚
子
対
秋
桜
子
、
花
鳥
弧
詠
諭
対
秋
桜
子

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
こ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
秋
桜
子
は
「
文
芸
上
の
真
」
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
明

ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
調
べ
」
の
尊
重
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
点

に
つ
い
て
は
、
「
我
等
の
信
ず
る
写
生
俳
句
の
窮
極
は
一
に
し
て
二
は
な

い
。
然
し
な
が
ら
其
の
窮
極
に
達
せ
ん
と
し
て
作
者
等
が
と
る
べ
き
態
度

は
大
別
し
て
二
つ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
」
「
そ
の
一
は
自
己
の
心

を
無
に
し
て
自
然
に
忠
実
な
ら
ん
と
す
る
態
度
、
そ
の
二
は
自
然
を
尊
び

つ
つ
も
尚
ほ
自
己
の
心
に
愛
着
を
も
つ
態
度
で
あ
る
。
第
二
の
態
度
を
持

し
て
進
む
も
の
は
、
先
づ
自
然
を
忠
実
に
観
察
す
る
。
而
し
て
句
の
表
に

は
自
然
の
み
を
描
き
つ
つ
、
尚
ほ
心
を
そ
の
裏
に
移
し
出
さ
ん
と
す
る
。

勢
ひ
調
べ
を
大
切
に
す
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
『
葛
飾
』
序
昭
５
．

４
馬
酔
木
発
行
所
）
と
言
い
、
自
然
を
描
く
写
生
、
心
の
尊
重
、
そ
の
た
め

⑥

の
「
調
べ
」
と
い
う
考
へ
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
改
め
て
言

う
迄
も
な
く
、
描
写
即
感
情
表
出
と
い
う
考
え
方
と
別
な
次
元
に
あ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
意
識
的
に
感
情
を
打
出
し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
図
し
て
い
た

‐
一
〈
｛
ハ

と
こ
ろ
に
、
虚
子
と
の
根
本
的
な
相
異
が
潜
ん
で
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
も
、
こ
の
「
心
」
と
述
べ
ら
れ
た
感
情
の
質
が
、
「
気
品
の
高
さ
」
、

「
高
雅
な
匂
ひ
」
、
（
『
近
代
句
私
紗
』
昭
２
．
９
破
魔
弓
発
行
所
）
と
い
っ
た

言
葉
で
示
さ
れ
、
反
而
、
生
活
句
の
叫
び
を
き
く
が
、
家
事
を
悉
く
俳
句

に
詠
み
出
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
は
愚
か
し
い
限
り
（
「
近
代
句
私
考
」
四

ホ
ト
ト
ギ
ス
昭
３
．
３
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
清
澄
へ
の
惟
恨
と
か
、

自
由
な
幅
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
対
し
た
場
合
、

青
春
感
情
の
横
溢
、
解
放
感
と
い
っ
た
も
の
と
な
り
、
そ
れ
が
新
動
向
と

し
て
多
く
の
人
々
を
ひ
き
つ
け
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
そ
れ
と
し
て
、
兎
に
角
、
作
者
の
感
情
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
ゆ
き

方
と
、
心
の
側
を
重
視
し
て
ゆ
く
歩
み
、
そ
こ
に
、
虚
子
対
秋
桜
子
の
対

立
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
秋
桜
子
の
俳
句
観
は
、
花
鳥
調
詠
論
と
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

ま
づ
、
花
鳥
風
月
を
尊
重
し
た
こ
と
、
人
事
も
自
然
現
象
と
同
じ
よ
う

に
見
る
と
い
う
、
素
材
と
そ
の
扱
い
に
関
し
て
は
、
両
者
に
大
き
な
違
い

は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
人
事
の
扱
い
と
関
係
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る

が
、
生
活
者
の
感
情
を
端
的
に
打
出
す
こ
と
を
意
図
し
な
い
処
も
、
人
事

の
纒
綿
、
葛
藤
を
さ
け
る
と
し
た
こ
と
と
決
定
的
な
違
い
が
あ
っ
た
と
は

い
い
え
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
両
者
の
根
本
的
な
異
い
は
、
作
者
の
反

映
を
拒
否
す
る
か
、
積
極
的
に
押
し
進
め
て
ゆ
く
か
と
い
う
点
に
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
見
方
を
か
え
て
い
え
ば
、
秋
桜
子
は
、
花
鳥
調
泳
論
の
輪
廓

を
身
に
つ
け
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
中
の
作
者
と
作
品
の
関
わ
り
を
修
正
し

』
‐
、
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た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
秋
桜
子
の
と
し
て
、
生
活
感
情
を
詠
う
こ
と
に
重
点
を
置
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

こ
う
し
た
発
言
は
、
一
般
文
芸
に
絶
縁
し
て
い
た
俳
句
を
、
漸
く
現
代
的
生
椚
の
神
か
ら
敵
い
上
げ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点

な
方
向
へ
方
向
づ
け
る
一
歩
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
よ
り
現
代
的
性
格
を
，
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
八
花
鳥
弧
詠
諭
と
の
異
同
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
し
て
み
る
と
、

こ
こ
で
少
し
、
新
興
俳
句
と
い
う
名
称
そ
の
も
の
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
ず
素
材
に
つ
い
て
は
、
「
花
鳥
調
泳
詩
の
弧
泳
せ
ん
と
す
る
「
花
鳥
風

⑦
⑧

る
と
、
昭
和
初
年
に
は
生
活
俳
句
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
俳
句
に
対
し
て
与
え
月
』
は
季
節
の
支
配
を
受
け
た
自
然
と
人
生
で
あ
る
」
と
述
、
へ
て
い
る
。

ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
八
、
九
年
頃
か
ら
秋
桜
子
を
含
め
こ
れ
は
、
厳
密
に
い
へ
ば
、
虚
子
が
自
然
現
象
云
々
と
述
べ
て
い
た
の
に

、
、

た
、
吉
岡
禅
寺
洞
、
山
口
哲
子
ら
の
動
き
に
対
す
る
称
呼
と
し
て
用
い
ら
対
し
、
「
季
節
」
と
い
う
よ
り
抽
象
し
た
と
一
」
ろ
で
素
材
を
把
え
て
い
る

⑨

れ
る
よ
う
に
な
り
、
誓
子
自
ら
も
、
昭
和
九
年
一
月
の
「
か
つ
ら
ぎ
」
誌
点
、
違
い
は
存
在
し
て
い
た
も
の
の
、
略
同
一
の
枠
内
に
あ
っ
た
と
見
る

上
で
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
革
新
運
動
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
ち
、
帆
逆
に
の
つ
た
こ
内
容
に
つ
い
て
は
、
虚
子
の
「
弧
詠
」
と
は
「
心
に
起
る
詠
嘆
」
で
あ

と
を
示
す
現
象
で
あ
る
が
、
誓
子
自
身
八
自
ら
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
に
っ
る
。
『
花
鳥
に
対
し
て
起
る
心
の
糸
の
蔑
動
」
『
作
者
の
感
情
」
を
表
現

い
て
で
「
わ
れ
わ
れ
俳
句
作
家
は
、
こ
れ
ら
生
活
と
自
然
と
の
上
に
術
迷
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
「
俳
句
に
志
す
人
の
為
に
」
）
「
俳
句
は
も
と
よ
り
詩
で

し
、
生
活
と
自
然
と
に
尽
き
ざ
る
変
化
を
断
す
と
こ
ろ
の
「
季
節
』
を
こ
あ
る
。
詩
は
志
で
あ
っ
て
、
人
だ
が
心
の
底
に
持
っ
て
ゐ
る
感
情
を
欣
ふ

よ
な
き
も
の
と
し
、
こ
の
季
節
の
触
発
す
る
感
情
を
十
七
音
詩
と
し
て
詩
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
其
点
に
於
て
は
俳
句
と
い
へ
ど
も
何
等
他
の
詩

は
ん
と
す
る
Ｆ
ま
こ
と
に
季
節
は
、
そ
れ
自
体
永
劫
の
も
の
で
あ
り
、
人
と
変
り
は
無
い
。
が
、
唯
、
俳
句
は
花
鳥
を
仮
り
て
情
を
陳
べ
る
点
で
一

間
の
感
情
は
こ
の
季
節
の
故
に
つ
ひ
に
枯
渇
す
る
こ
と
を
灯
ら
な
い
の
で
特
色
を
為
し
て
を
る
」
（
「
俳
諾
趣
味
」
）
を
引
用
、
「
詩
に
感
情
の
尊
屯
せ

あ
る
。
か
か
る
十
七
音
季
感
詩
が
、
生
活
者
と
し
て
の
人
間
の
所
産
で
あ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
詩
の
根
本
法
で
あ
る
。
」
（
「
誤
ま
ら
れ
た

る
限
り
、
何
よ
り
も
ま
づ
人
間
の
生
活
の
裡
よ
り
、
詠
ひ
冊
て
く
れ
な
け
れ
る
花
鳥
諏
詠
詩
」
昭
８
・
１
か
つ
ら
ぎ
）
と
述
べ
、
俳
句
は
作
者
の
感
情
を

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
必
至
で
あ
る
」
（
「
槻
子
の
花
を
か
ざ
す
」
馬
酔
木
昭
叩
．
述
《
へ
る
詩
で
あ
る
こ
と
を
定
侭
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
に
、
虚
子
の
言
葉
が

８
）
と
い
っ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
、
．
十
七
音
、
季
節
の
尊
重
、
感
情
と
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
虚
子
の
場
合
、
描
写
す
れ
ば
即
ち
感

季
節
の
か
か
わ
り
、
生
活
者
と
し
て
の
感
情
の
尊
重
を
示
し
て
い
る
。
情
が
出
た
と
す
る
、
特
異
な
前
提
に
立
っ
た
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
、
誓

こ
れ
を
先
の
秋
桜
子
の
考
え
方
と
較
べ
て
み
る
と
、
秋
桜
子
が
生
活
者
子
の
場
合
は
、
文
字
通
り
感
情
の
尊
重
を
税
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
実
質

新
興
俳
句
と
花
烏
認
詠
論
六
七

I



的
に
は
大
き
な
違
い
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
、
感
情
の
尊
重
と
い
う
態
度
は
必
然
に
写
生
観
と
か
ら
み
合
っ
て

「
写
生
」
は
句
作
の
態
度
で
あ
る
、
（
「
誤
ま
ら
れ
た
る
花
鳥
調
詠
詩
上
）
と
言

わ
し
め
て
い
る
。
こ
れ
が
、
虚
子
の
方
法
即
目
的
と
し
た
ゆ
き
方
と
異
っ

て
い
る
こ
と
は
説
明
す
る
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
が
て
押

子
を
「
写
生
樵
成
」
と
い
う
考
え
方
に
至
り
つ
か
せ
、
「
写
生
と
は
現
実

の
尊
重
」
、
「
椎
成
と
は
世
界
の
創
造
」
（
「
真
実
と
写
実
」
樺
昭
７
．
６
）

と
言
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
他
で
は
、
虚
子
の
「
滑
稽
趣
味
と
か
、
閑
寂
趣
味
と
か
、
さ
う
い

ふ
趣
味
を
脱
却
し
て
、
只
花
烏
を
弧
泳
す
る
の
が
俳
句
の
目
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
ん
と
考
へ
付
い
た
」
（
「
俳
句
の
話
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
昭
７
．
８
）
を
引

い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
花
鳥
弧
詠
詩
に
於
て
、
一
切
の
俳
句
趣
味
な
る

も
の
を
認
め
な
い
。
従
て
滑
稽
趣
味
、
閑
寂
趣
味
は
勿
論
の
こ
と
、
所
謂

季
題
趣
味
乃
至
、
配
合
趣
味
を
も
徹
底
的
に
排
除
せ
ん
こ
と
を
期
す
る
も

の
で
あ
る
」
（
「
誤
ま
ら
れ
た
る
花
鳥
調
詠
詩
」
）
と
述
ゞ
へ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

誓
子
が
従
前
の
俳
句
世
界
か
ら
脱
皮
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た

言
葉
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
掲
げ
た
順
子
の
言
葉
は
、
俳
句
は
小
沈
戯
川

と
異
っ
て
人
事
の
抑
綿
葛
藤
を
は
な
れ
、
浅
く
、
愉
快
に
、
有
趣
味
に
詠

う
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
過
去
の
美
的
範
嶢
を
拒
否
し
た
言
葉
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
誓
子
の
場
合
は
、
「
自
己
の
俳
句
に
対
し
て
全
人
的
の
努
力

を
傾
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
「
責
任
と
い
ふ
｝
」
と
」
京
鹿
子
大
皿
・
４
）

と
し
、
生
命
（
内
面
）
の
自
覚
、
言
葉
の
修
練
、
「
生
命
に
対
し
て
言
葉
を

最
も
柔
順
に
従
は
し
め
る
」
（
「
雑
詠
句
評
合
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
巧
１
）
と

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
秋
桜
子
、
誓
子
の
ゆ
き
方
を
軸
と
し
た
新
興

俳
句
運
動
は
、
昭
和
九
年
五
月
、
禅
寺
洞
が
無
季
俳
句
を
容
認
す
る
こ
と

か
ら
新
ら
し
い
進
展
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

禅
寺
洞
の
文
を
引
用
し
て
み
る
と
、
「
私
は
俳
句
に
無
季
を
承
認
し
ま

す
」
「
季
題
を
内
か
ら
味
は
な
い
で
、
漫
然
と
伝
統
的
鉄
則
に
華
が
れ
て
、

勢
ひ
無
季
と
な
る
べ
き
時
に
も
、
取
落
し
た
も
の
を
拾
ひ
上
・
ぐ
る
や
う
に

し
て
、
季
題
を
あ
て
は
め
る
」
そ
れ
は
「
季
胆
さ
へ
あ
れ
ば
俳
句
だ
と
思

っ
て
人
々
の
な
す
業
で
す
」
「
季
題
に
は
四
季
の
支
配
を
受
け
て
ゐ
る
も

の
と
、
さ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
り
ま
す
」
「
要
す
る
に
私
た
ち
は
十
七

字
詩
が
俳
句
で
あ
る
と
い
ふ
観
念
の
も
と
に
す
す
み
た
い
の
で
、
季
題
問

題
は
自
然
ど
ち
ら
に
な
っ
て
も
そ
の
内
容
に
よ
り
、
価
値
観
照
に
よ
る
外

な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
ゞ
（
無
季
の
問
題
等
」
禅
寺
洞
天
の
川
昭
９
．
５
）
と
い

っ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
、
季
題
に
は
季
節
の
支
配
を
う
け
な
い
も
の
も

六
八

い
っ
た
考
え
方
に
立
っ
て
、
従
前
の
俳
句
世
界
を
拒
否
し
て
ゆ
く
発
言
で

あ
っ
た
の
を
見
れ
ば
、
こ
の
点
で
も
両
者
の
差
異
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
出
來
よ
う
。

結
励
、
こ
の
両
者
も
十
七
字
、
季
節
の
淳
亜
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
、

更
に
、
現
実
か
ら
素
材
を
え
て
く
る
と
い
う
仙
処
で
は
埴
な
り
合
い
、
そ
こ

に
立
っ
て
、
遊
戯
性
を
推
す
、
単
な
る
捕
写
に
主
眼
を
置
く
ｌ
感
情
の
尊

重
、
生
活
の
中
の
感
情
の
確
偲
（
そ
の
為
の
描
写
を
重
ん
ず
る
）
と
い
う
と
こ

ろ
で
乖
離
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ら
に
、
秋
桜
子
、
誓
子
の
花
鳥
弧

泳
諭
と
の
絡
み
合
い
と
、
脱
皮
の
方
向
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。



あ
る
の
で
、
無
季
の
句
も
出
来
る
必
然
が
あ
る
、
制
度
と
し
て
季
題
を
認

め
て
ゆ
く
こ
と
に
反
対
す
る
。
俳
句
は
十
七
字
の
詩
で
あ
る
と
述
、
へ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
虚
子
が
、
俳
句
素
材
を
自
然
物
と
し
、
季

⑩

節
の
支
配
を
受
け
た
も
の
と
限
定
し
た
こ
と
へ
の
反
駁
で
あ
り
、
富
士
山

で
も
季
節
の
支
配
を
受
け
て
い
る
、
ま
し
て
地
上
の
花
鳥
風
月
に
つ
き
纒

わ
れ
て
い
る
も
の
は
当
然
と
す
る
見
解
へ
の
反
対
意
見
で
あ
り
、
俳
句
を

季
節
尊
重
の
文
芸
と
す
る
ゆ
き
方
に
反
対
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

も
っ
と
も
、
禅
寺
洞
は
、
こ
の
、
季
の
点
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
迄
に

も
、
「
芸
術
本
来
の
意
義
は
、
繁
雑
な
る
業
務
に
峡
掌
す
る
が
故
に
、
堆

本
面
の
花
鳥
風
月
を
友
と
す
る
な
ど
と
し
て
、
存
在
し
て
は
を
ら
な
い
」

（
「
努
力
の
何
避
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
」
天
の
川
大
ｎ
．
９
）
、
俳
句
は
感
情
の
自

然
の
流
露
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
「
銀
漢
亭
」
天
の
川
昭
６
．
１
）
、
「
現
代
人

は
」
「
特
殊
な
風
流
者
と
し
て
、
生
活
界
か
ら
隠
遁
す
る
事
は
出
来
な
い

‘
編

の
で
、
否
生
活
界
に
ゐ
て
、
句
作
す
る
・
こ
と
を
以
て
、
現
代
人
の
境
地
と

す
べ
き
で
あ
る
」
（
「
現
代
の
俳
句
に
就
て
」
天
の
川
昭
６
．
５
）
「
高
潮
し
た

感
動
か
ら
透
り
出
て
、
極
め
て
単
一
な
表
現
に
、
結
晶
さ
る
る
も
の
、
俳

句
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
詩
の
も
つ
本
能
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で

も
な
い
」
（
「
異
色
考
片
言
」
天
の
川
昭
８
．
４
）
と
い
う
風
に
、
断
片
的
に
、

花
鳥
風
月
に
隠
遁
す
る
こ
と
の
否
定
、
現
実
の
生
活
感
情
の
表
出
を
説
い

て
き
た
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
季
題
の
制
度
意
識
を
否
定
し
た
と
い
う
こ

と
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
の
輪
廓
と
、
花
鳥
調
詠
論
を
比
較
し
て
み
る
と
、

○
素
材
を
花
鳥
風
月
（
季
節
）
に
限
ら
な
い
。

新
興
俳
句
と
花
鳥
調
詠
諭

○
季
節
に
こ
だ
わ
っ
て
、
現
実
の
生
活
（
感
情
）
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
を
拒
存
す
る
。

の
二
点
で
対
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
、
新
與
俳
句
運
動
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
誓
子
・
秋
桜
子
ら
の

革
新
を
前
提
と
し
、
更
に
花
鳥
調
詠
諭
の
一
・
つ
の
骨
子
を
否
定
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
意
慾
と
し
て
は
、
よ
り
現
実
に
即
し
た
い

と
い
う
考
え
方
の
あ
ら
わ
れ
が
辿
ら
せ
た
道
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

と
い
う
の
は
、
現
実
に
、
都
会
と
い
う
も
の
が
形
を
整
え
は
じ
め
、
従
前

の
よ
う
に
季
節
を
感
ぜ
し
め
な
く
な
っ
た
、
そ
の
事
実
を
反
映
さ
せ
よ
う

と
し
た
か
ら
で
、
禅
寺
洞
の
弟
子
篠
原
鳳
作
は
こ
の
辺
を
、
自
分
は
「
季

な
き
世
界
こ
そ
新
興
俳
句
の
開
拓
す
，
へ
き
沃
野
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
新

興
俳
句
に
よ
る
若
人
の
前
に
は
、
花
鳥
は
色
あ
せ
た
絵
馬
の
よ
う
な
第
二

の
自
然
と
し
て
後
退
し
つ
つ
、
ビ
ル
デ
ン
グ
が
、
工
場
が
、
機
関
車
が
輝

か
し
い
生
気
に
満
ち
た
第
一
の
自
然
と
し
て
現
出
し
つ
つ
あ
る
。
」
「
花
烏

と
機
械
と
の
位
置
の
転
倒
で
あ
る
。
」
（
「
二
つ
の
問
題
‐
｜
天
の
川
昭
９
．
．
９
）

と
い
っ
た
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
、
無
季
俳
句
と
都
会
の
関
聯
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
日
野
草
城
も

１
旨
で
、
結
局
、
こ
う
し
た
無
季
俳
句
運
動
は
、
都
会
と
い
う
現
実
を
踏

ま
え
て
、
制
度
と
し
て
の
季
物
尊
重
と
、
季
節
感
尊
重
に
対
す
る
反
駁
を

主
眼
と
し
つ
つ
、
花
鳥
弧
詠
論
の
も
つ
非
現
実
的
性
格
を
改
革
し
よ
う
と

し
た
ｌ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
試
み
が
強
力
で
あ
り
、

激
し
く
拡
が
っ
て
い
っ
た
そ
の
こ
と
は
、
異
返
せ
ば
、
俳
壇
に
於
け
る
花

鳥
弧
詠
諭
の
存
在
の
重
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
は

し
ま
い
か
。

六
九



こ
の
よ
う
に
、
新
興
俳
句
運
動
が
、
制
約
と
い
う
面
に
批
判
の
眼
を
向

け
て
い
っ
た
、
そ
の
動
き
に
一
方
で
は
同
調
し
つ
つ
、
そ
れ
に
加
え
て
リ

ア
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
を
提
唱
す
る
流
れ
が
、
昭
和
十
年
か
ら
姿
を
見
せ

て
い
る
。

こ
の
動
き
の
中
心
に
な
っ
た
の
は
、
古
家
榧
夫
と
東
京
三
（
秋
元
不
死
男
）

で
、
榧
夫
は
、
「
新
興
俳
句
は
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
の
み
正
し
い
発
展

を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
、
明
日
の
俳
句
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
」

（
「
リ
ア
リ
ズ
ム
序
論
」
土
上
昭
皿
・
皿
）
と
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
り

む

ア
リ
ズ
ム
は
現
実
の
探
求
を
第
一
の
目
的
と
す
る
が
故
に
、
よ
く
現
実
の

発
展
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
。
」
「
リ
ア
リ
ズ
ム
は
決
し
て
技
法
だ

け
の
問
題
で
完
了
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
「
リ
ア
リ
ス
ト
は
自
分
自
身

で
身
を
以
て
こ
の
仙
界
観
を
樅
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
「
各
人
の
課

題
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
土
上
昭
哩
・
１
）
と
い
い
、
作
者
と
リ
ア
リ
ズ

ム
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
事
実
の
多
形
の
描
写
に
満
足
し
て
ゐ
な
い
で
、

我
灸
は
個
性
を
生
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
人
生
や
社
会
の
真
実
を

究
明
す
る
た
め
の
視
角
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
・
が
問
題
に
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
」
（
同
上
）
と
述
べ
つ
つ
、
俳
句
と
い
う
詩
型
が
懐
疑
・
不
安
を

盛
る
に
適
し
な
い
と
い
う
考
え
方
に
反
対
（
「
伝
統
を
見
る
眼
」
土
上
昭
、

・
８
）
や
「
小
市
民
の
願
ひ
、
不
安
、
矛
盾
を
あ
る
が
ま
ま
に
い
つ
は
り
な

く
投
出
し
て
貰
ひ
た
い
も
の
だ
。
さ
う
し
て
之
は
現
下
の
我
禽
の
小
市
民

に
一
番
適
し
た
事
だ
と
思
ふ
」
「
過
渡
期
に
於
け
る
小
市
民
の
矛
盾
を
先

づ
さ
ら
け
出
す
事
だ
」
（
｜
‐
各
人
の
課
題
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
）
と
述
、
へ
て

’

＝

七
○

い
る
。こ

れ
は
、
そ
れ
迄
の
新
興
俳
句
運
動
と
そ
の
性
格
を
異
に
し
、
作
家
の

現
実
に
対
す
る
態
度
、
世
界
観
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
味
か
ら
い
え
ば
、
明
治
以
後
の
俳
壇
が
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
え
な
か
っ

た
課
題
に
至
り
つ
い
た
も
の
と
い
え
る
。

リ
ア
リ
ズ
ム
の
主
張
の
内
容
は
京
三
も
略
同
様
で
、
「
わ
れ
わ
れ
が
進

ん
だ
よ
き
作
家
に
な
ら
う
と
思
へ
ば
、
ま
づ
現
実
か
ら
諸
称
の
材
料
を
受

け
取
り
、
そ
の
中
か
ら
真
理
を
探
し
出
さ
う
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

「
今
日
の
リ
ァ
リ
ス
ト
と
し
て
は
」
「
今
日
の
現
実
の
中
で
典
型
的
、
具

体
的
、
性
格
的
な
も
の
を
見
、
そ
れ
を
リ
ア
リ
ス
テ
ッ
ク
に
作
品
化
さ
う

と
す
る
努
力
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
「
今
日
の
現
実
の
中
で
、
典
型
的
、

具
体
的
、
性
格
的
な
も
の
は
」
「
資
本
主
義
の
矛
盾
が
生
ん
だ
、
或
は
現

に
生
み
つ
つ
あ
る
諸
左
の
相
Ｉ
人
間
的
な
、
又
は
社
会
的
な
、
都
会
的
、

農
村
的
な
諸
相
ｌ
で
あ
る
・
こ
れ
を
リ
ァ
リ
ス
テ
ヅ
ク
に
高
い
世
界
観

を
通
し
て
う
た
ふ
の
が
真
の
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
」
（
「
リ
ア
リ
ズ
ム
に
於
け

る
俳
句
」
土
上
昭
岨
・
２
）
と
い
い
、
世
界
観
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、

榧
子
の
場
合
よ
り
明
瞭
に
、
溌
本
主
義
の
矛
盾
云
灸
と
言
い
切
っ
て
い
る

点
注
意
さ
れ
て
よ
い
・

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
榧
子
も
京
三
も
、
共
に
虚
子
の
花
鳥
調
詠
前
を

批
判
し
て
い
る
。
そ
の
辺
に
つ
い
て
記
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
花
鳥
覗
泳
論

が
現
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
観
ず
る
と
い
う
態
度
を
前
提
に
し
た
こ
と
に
対

し
て
、
「
芭
蕉
は
瓜
雅
の
み
ち
と
云
っ
た
。
虚
子
氏
は
花
鳥
弧
詠
と
云
ふ
。

こ
れ
ら
は
大
変
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
現
実
の
社
会
か
ら
は
は
な

b



領

は
だ
縁
の
遠
い
も
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
風
流
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
う
つ
つ

を
抜
か
し
て
ゐ
る
事
の
出
来
な
い
の
が
現
実
の
社
会
で
あ
る
」
（
「
新
は
深

な
り
」
土
上
昭
加
５
）
と
い
う
風
に
、
現
実
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
薄

さ
と
い
う
点
か
ら
批
判
、
又
、
俳
句
を
閑
事
業
と
し
て
現
実
の
動
き
と
遊

離
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
「
虚
子
氏
は
俳
句
を
時
代
の
影
響
娘
も
少

な
き
文
学
と
規
定
し
て
ゐ
る
。
俳
句
が
時
代
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
を
い
か

に
も
名
誉
あ
る
こ
と
の
様
に
云
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
誤
謬
で
あ
る
。
時
代

を
遊
離
し
て
何
の
文
学
で
あ
る
か
」
（
「
伝
統
を
見
る
眼
」
士
上
昭
ｎ
．
８
）

と
述
、
へ
、
時
代
と
共
に
歩
む
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
他
で
は
、
視
覚
描
写
が
浅
薄
な
傍
観
性
を
も
っ
て
い
る
点
の
非
難

態
（
「
主
観
を
尊
亜
せ
よ
に
就
い
て
」
土
上
昭
皿
・
２
）
、
素
材
を
間
然
に
限
る
こ

と
の
不
当
を
指
摘
（
「
個
人
主
義
の
限
界
」
土
上
昭
ｕ
，
２
）
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
そ
れ
迄
の
新
興
俳
句
運
動
の
辿
っ
た
歩
み
と
同
じ
道
筋
に
あ
る

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
そ
れ
迄
の
新
興
俳
句
運

動
を
踏
ま
え
つ
つ
、
更
に
世
界
観
の
改
革
を
俳
句
に
試
み
よ
う
と
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

京
三
の
場
合
は
、
「
虚
子
氏
が
言
ひ
切
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
小
説
戯
曲

の
類
が
人
事
を
描
く
如
く
、
俳
句
は
花
鳥
を
描
く
べ
き
で
あ
る
と
な
し
、

二
者
の
間
に
超
ゆ
く
か
ら
ざ
る
境
界
を
置
い
て
は
っ
き
り
両
者
を
対
立
さ

せ
る
の
は
、
余
り
偏
狭
過
ぎ
て
ゐ
る
」
（
「
俳
壇
時
評
」
土
上
昭
皿
・
３
）

と
い
い
、
「
俳
句
を
革
新
す
る
も
の
は
進
歩
的
階
級
人
と
し
て
の
社
会
的

俳
人
だ
」
（
「
俳
句
の
為
に
」
昭
９
．
６
土
上
）
と
述
べ
、
そ
こ
に
自
ら
の
リ

ア
リ
ズ
ム
の
手
が
か
り
を
示
し
て
い
る
。

新
興
俳
句
と
花
鳥
調
詠
論

､

以
上
、
新
興
俳
句
運
動
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
、
そ
の
主
張
の
内
容

と
、
そ
の
主
張
が
術
に
花
鳥
柧
詠
論
と
の
か
ら
み
合
い
の
上
に
展
開
し
て

き
た
こ
と
を
述
課
へ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
絡
み
合
い
の
深
さ
か
ら
、
新
興

俳
句
運
動
の
複
雑
な
展
開
は
花
鳥
弧
詠
諭
の
多
面
性
に
対
応
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
川
来
、
又
、
花
鳥
弧
泳
論
の
時
代
遊
離
の
度
合
、

遊
芸
性
が
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
新
興
俳
句
運
動
が
急
激
に
、

し
か
も
幾
つ
か
の
試
み
を
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
言
い
方
も
成
り
立
つ
で

あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
昭
和
俳
句
と
花
鳥
弧
詠
論
、
新
興
俳
句
運
動
を
考
え

合
せ
て
み
る
と
、
花
鳥
弧
詠
而
が
大
正
期
に
断
片
的
に
結
論
づ
け
ら
れ
て

い
た
、
素
材
観
、
感
情
の
規
定
、
方
法
と
し
て
の
描
写
を
昭
和
に
入
っ
て

組
織
づ
け
た
、
そ
の
意
味
合
か
ら
大
正
的
性
格
を
色
濃
く
負
う
も
の
て
あ

り
、
新
典
俳
句
運
動
は
、
同
諭
の
も
つ
特
異
な
性
格
、
一
般
文
学
の
「
場
」

か
ら
俳
句
を
孤
絶
さ
せ
、
そ
れ
こ
そ
「
俳
句
的
」
な
枠
内
で
の
あ
り
方
を

考
え
た
、
そ
れ
に
抗
し
、
多
様
な
試
み
を
し
つ
つ
俳
句
を
一
般
文
芸
の

「
場
」
に
ひ
き
も
ど
し
、
大
正
的
な
も
の
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
意
欲
的
な

Ｌ試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

七
一

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
主
張
も
、
兎
に
角
、
虚

子
の
花
鳥
調
詠
論
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
否
定
の
対
象

が
、
素
材
の
枠
と
い
う
線
を
越
え
て
、
人
生
観
・
世
界
観
そ
れ
も
一
つ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ヅ
シ
ュ
な
色
彩
を
見
せ
た
と
こ
ろ
に
、
末
期
新
興
俳
句
の
特

性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。



堂

註
①
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
新
年
号
の
句
に
つ
い
て
」
す
そ
の
大
過
・
１
、
「
純
容
観

写
生
に
低
掴
す
る
勿
れ
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
過
・
５
。

②
「
俳
談
会
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
大
８
．
浬
。

③
「
芭
蕉
の
句
を
三
種
類
に
分
け
て
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
昭
３
．
５
。

④
昭
５
．
７
「
ま
は
ぎ
」
の
も
の
を
転
載
。

⑤
間
接
的
に
は
こ
の
傾
向
が
、
連
作
を
表
面
的
と
し
、
新
興
俳
句
運
動
を
多
様

に
し
て
い
る
が
、
こ
の
稿
で
は
、
直
接
の
対
立
の
み
を
と
り
上
げ
た
。

q

⑪ ⑩⑨⑧⑦⑥

「
偶
感
」
ホ
ト
ト
ギ
ス
昭
２
．
１
。

『
新
興
俳
句
へ
の
道
』
碧
梧
桐
昭
４
・
皿
改
造
社
。

「
現
代
俳
句
序
説
」
『
俳
句
誰
座
』
（
八
）
昭
７
・
辺
改
造
社
。

「
十
二
月
の
感
想
と
作
口
出
。

「
俳
句
に
志
す
人
の
為
に
」
。

「
無
季
俳
句
要
綱
」
俳
句
研
究
昭
皿
・
皿
。

七
二

L


