
三
好
達
治
に
お
け
る
俳
句
の
影
響

三
好
に
は
束
洋
的
な
面
と
西
洋
的
な
面
が
あ
り、

そ
の
抒
惜
精
神
に
お
け

る
二
元
性
は
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る。

簡
単
に
説
明
す
る
と、

日
本
古
来
の
伝
統
詩
で
あ
る
俳
句
・
短
歌
か
ら
二
行
詩
•
四
行
詩
な
ど
の
短

詩
型
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
流
れ
を
東
洋
的
と
し、

晩
年
に
は
陸
碗
・
杜

甫
・
李
白
な
ど
の
中
国
詩
文
か
ら
の
影
咽
を
強
く
受
け、

そ
の
東
洋
的
な
面

は
一
屈
の
広
が
り
を
見
せ
た。

ま
た
一

方
の
西
洋
的
な
面
に
つ
い
て
は、

フ

ラ
ン
ス
象
徴
詩
か
ら
の
影
響
が
強
く、

代
表
的
な
象
徴
詩
人
で
あ
る
ポ
ー
ド

レ
ー
ル
を
始
め
と
し、

ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ、

ル
ナ
ー
ル、

ジ
ャ
ム
な
ど
の
影
寄

を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て、

そ
の
象
徴
主
義
を
深
め
て
い
っ
た
と
哲
え
る。

•

そ
し
て
こ
の
二
元
性
が
組
合
わ
さ
っ
た
形
で
で
き
あ
が
っ
た
の
が、

第一
詩

集
の
「
測
飛
船」

で
あ
る。
こ
の
「
測
最
船」
は
複
雑
な
性
格
を
も
つ
詩
集

で
あ
り、

そ
の
理
由
の
一

端
は
三
好
の
こ
の
二
元
性
に
あ
る
と
言
え
る
が、

も
う
―
つ
の
理
由
と
し
て
は
昭
和
初
期
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
（
超
現
実

主
義）＇
を
中
心
と
し
た
新
詩
遥
勁
で
あ
っ
た。

北
川
冬
彦
ら
に
代
表
さ
れ
る

「
亜」
「
詩
と
詩
論」

が
そ
の
中
心
的
な
雑
誌
で
あ
っ
た
が、

三
好
も
そ
の

活
動
に
同
人
と
し
て
参
加
し、

多
大
な
彩
饗
を
受
け
た。

そ
の
痕
粉
と
も
い

え
る
の
が
「
測
荒
船」
の
多
く
の
散
文
詩
で
あ
る。

「
測
飛
船」

は
時
代
の
混
乱
期
に
生
ま
れ、

そ
し
て
ま
だ
独
自
の
詩
法
が

確
立
さ
れ
て
い
な
い、

三
好
に
と
っ
て
は
昭
中
模
索
の
詩
集
で
あ
っ
た。

し

か
し
三
好
の
詩
人
と
し
て
の
資
質
の
多
く
が
こ
の
中
に
発
揮
さ
れ
て
お
り、

特
に
東
洋
的
な
而
は
「
測
最
船
j

以
後
の
詩
作
活
勁
に
大
き
く
反
映
さ
れ
て

い
る。
「
測
批
船」

以
後、

神
経
衰
弱
を
煩
い、

療
森
中
で
あ
っ
た
三
好
は

四
行
詩
を
作
り
出
す。

四
行
詩
三
詩
集
の
「
南
硲
染」
「
間
呆
集
J

「
山
呆

集」

で
あ
る。
こ
れ
ら
は
定
型
詩
と
い
う
こ
と
で
詩
精
神
の
衰
え
な
ど
と
批

判
さ
れ、

三
好
の
時
集
の
中
で
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に

そ
の
四
年
後
に
「
紳
千
里」

を
発
表
し、

こ
れ
以
後
は
文
語
定
型
を
守
っ
て

独
自
の
古
典
的
詩
境
を
作
り
上
げ
た。

三
好
の
詩
作
に
至
る
ま
で
の
過
程
を

考
え
て
み
た
と
こ
ろ、

前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
原
点
は
俳
句
・
短
歌
と
い
っ

た
定
型
詩
で
あ
る。
ま
た
随
節
「
自
側
（
自
分
の
こ
と）
」

の
中
に
「「
＊
ト

ト
ギ
ス」

派
俳
諧
に
親
し
ん
だ
こ
と
が
あ
る。

十
三
四
歳
頃
か
ら
十
餃
年
に

JI I 

西

真

紀

子
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及
ん
だ
が
社
中
に
加
わ
ら
ず、
ひ
そ
か
に
内
謹
ご
と
の
よ
う
に
独
学、
つ
い

に
物
に
な
ら
ず」
と
い
う
下
り
が
あ
る
の
だ
が、
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
三
好
の
文
学へ
の
第一
歩
は
俳
句
で
あ
っ
た。
そ
し
て
し
ば
し
ば
言
及
さ

れ
る
三
好
の
伝
統
的
抒
情
精
神
は
こ
の
俳
句
が
原
点
に
な
っ
て
い
る
と
酋
え

る。
そ
こ
で
今
回
は
三
好
の
詩
精
神
の
原
点
を
探
る
ぺ
＜
俳
句
を
中
心
と
し

て、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
嗜
を
受
け
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思

、つ
随
鮫
集
「
短
下
言
j

に
「
私
に
自
慢
が
二
つ
あ
る。
そ
の一
っ、
い
つ
ぞ

や、
高
浜
虚
子
先
生
に
俳
句
を
ほ
め
て
も
ら
っ
た。
た
い
そ
う
招
し
か
っ
た

か
ら
生
涯
の
自
悛
に
し
て
ゐ
る」
と
あ
る。
高
浜
虚
子
は
い
う
ま
で
も
な
く、

俳
誌
「
＊
ト
ト
ギ
ス」
の
諏
鋲
で
あ
っ
た
俳
人
で
あ
る。
「
＊
ト
ト
ギ
ス」

は
明
治
三
十
年一
月
に
愛
妓
松
山
で
創
刊
さ
れ、
明
治
三
十一
年
十
月
に
正

岡
子
規
に
よ
っ
て
東
京
に
移
さ
れ、
虚
子
を
編
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
俳
句

雑
誌
で
あ
る。
明
治
の
俳
句
は
子
規
に
よ
っ
て
文
学
と
し
て
息
を
吹
き
返
し

た。
子
規
は
「
写
生
文」
を
起
こ
し、
当
時
の
散
文
を
風
靡
し
た
浚
艶
な
美

文
に
対
す
る
客
観
的
で
作
飾
の
な
い
新
文
体
を
創
始
し
た。
そ
し
て
何
よ
り

も
沿
的
に
自
分
の
感
情・
実
感
を
表
現
す
る
こ
と
を
第一
と
し、
従
来
の
小

主
題
に
と
ら
わ
れ
た
技
巧
的
な
趣
味
を
排
し、
平
凡・
陳
腐
な
詩
材
を
退
け、

眼
前
の
事
物
に
直
接
に
取
材
す
る
写
生
を
主
張
し
た。
そ
の
上、
季
姐
と
十

七
音
の
制
約
を
守
り
な
が
ら
時
代
に
即
応
す
る
新
し
い
季
題
も
積
極
的
に
採

用
し
た。
こ
の
子
規
の
態
度
が
俳
句
を
近
代
芸
術
の一
っ
と
し
て
発
展
さ
せ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る。
し
か
し
明
治
三
十
五
年
に
子

規
が
没
し
て
後
は
高
浜
虚
子
と
河
束
碧
梧
桐
が
俳
堕
を
二
分
す
る
こ
と
と
な

る。
虚
子
は
「
＊
ト
ト
ギ
ス」
を
主
宰
す
る
が、
俳
句
よ
り
写
生
文
に
熱
中

し、
小
説
な
ど
に
も
手
を
仲
ば
し、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス」
は一
時
俳
誌
と
い
う

よ
り
は
文
芸
雑
誌
の
観
が
強
く
な
る。
一
方
碧

梧桐
は
熱
心
に
句
作
を
続
け、

実
質
上
俳
坦
の
中
心
と
な
る。
盛
ん
に
新
機
軸
を
出
し、
新
し
い
材
料
を

探
っ
て一
応
完
成
し
た
か
に
見
え
る
平
淡
な
外
面
的
写
生
に
め
ざ
ま
し
い
変

化
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
に、．
子
規
が
開
拓
し
た
新
境
地
を
虚
子
と
磐

梧桐

が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
発
展
さ
せ
て
い
っ
た。
そ
し
て
碧
梧
桐
は
子
規
の
主
張

し
た
写
生
の
道
を
「
横
に
横
に
と
掘
り
広
げ
る」
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
季

題
を
珪
れ、
十
七
字
の
制
約
を
破
壊
す
る
に
至
っ
た。
虚
子
は
子
規
が
や
や

軽
ん
じ
た
季
感
を
強
瞬
し、
「
深
く
深
く
掘
り
下
げ
る」
こ
と
に
よ
っ
て
俳

句
の
古
典
性
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た。
こ
れ
が
明
治
末
期
の
俳
堕
の
様
子
で

あ
る
（
注
1)。
ま
た
自
然
主
義
が
影
響
し
始
め、
全
て
の
伝
統
や
形
式
の

制
約
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
な
り、
よ
り
OO
性
的
な
実
感
を
誼

ん
じ
よ
う
と
す
る
流
れ
が
生
じ
る。
し
か
し
当
初
は
客
観
的
な
叙
事
叙
景
か

ら
隆
れ
て、
俯
性
を
重
視
し、
十
七
音
詩
と
季
姐
趣
味
で
の
現
実
把
姐
が
目

的
で、
そ
の
意
味
で
完
全
な
形
式
破
壊
で
は
な
か
っ
た。
俳
坦
に
お
け
る
新

領
向
が
次
第
に
強
ま
っ
て
い
く
中
で、
そ
れ
に
対
し
て
反
発
を
惑
じ
た
虚
子

は
明
治
四
十
五
年
五
月
か
ら
「
ホ
ト
ト
ギ
ス」
を
俳
句
に
開
放、
五・
七・

五
の
開
子
と
季
題
趣
味
を
厳
守
し、
自
ら
雑
詠
襴
の
選
を
し
た。
こ
こ
に
集
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ま
っ
た
も
の
を
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
雑
詠
集」

と
し
て
大
正
四
年
十
月
に
刊
行
し、

主
観
的
な
情
趣
を
季
題
象
徴
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
。

虚
子
は
大
正
四
年

四
月
か
ら
大
正
六
年
八
月
ま
で
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」．
に
「
巡
む
べ
き
俳
句
の

道」

を
執
箪、

俳
句
の
守
る
ぺ
き、

行
く
べ
き
方
向
を
指
示
し
た
。

以
後
伝

統
俳
句
は
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」

を
中
心
と
し
て
虚
子
の
も
と
に
集
ま
っ
た
人
た

ち
に
継
承
さ
れ、

昭
和
初
期
ま
で
そ
の
勢
い
は
絞
く。
一

方
硲
梧
桐
を
中
心

と
し
た
新
傾
向
は
口
語
自
由
詩
の
新
詩
運
動
後
の
よ
う
に
次
第
に
分
裂
し
始

め、

そ
の
勢
い
は
弱
小
化
し
て
い
く。

そ
れ
に
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に

「
＊
ト
ト
ギ
ス
」

は
陸
盛
を
極
め
る
。

そ
し
て
虚
子
の
「
花
烏
諷
詠」

論
が

・

出
て
く
る
の
で
あ
る
。

三
好
が
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」

派
俳
帯
に
親
し
み
だ
し
た

の
は
こ
の
こ
ろ
で
あ
る。

三
好
に
も
「
花
鳥
風
月」

を
題
材
に
し
た
俳
句
が

た
ん
さ
ん
あ
る。

例
え
ば
「
路
上
百
句」

に

競
偽
の
よ
け
て
走
り
し
落
椿

菜
の
花
や
か
づ
き
や
す
ま
ぬ
か
い
つ
ぶ
り

秋
風
の
山
を
越
え
ゆ
く
蝶
一
っ

柿
う
る
る
夜
は
夜
も
す
が
ら
水
車

な
ど
が
あ
る
。

三
好
は
そ
の
題
材
の
多
く
が
「
花
烏
風
月」

で
あ
る
が
ゆ
え、

自
然
詩
人
と
称
さ
れ
る
が
三
好
の
こ
の
自
然
現
象
を
写
生
す
る
詩
法
は
俳
句

か
ら
学
ん
だ
も
の
で、

そ
の
根
本
思
想
に
は
虚
子
の
「
花
烏
諷
詠」

論
の
影

得
が
見
ら
れ
る
。

虚
子
は
「
花
烏
諷
詠
と
申
し
ま
す
る
の
は、

花
烏
風
月
を
諷
詠
す
る
と
云

ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す」
「
春
夏
秋
冬
四
時
の
遷
り
変
り
に
よ
っ
て
起
る
天
然

界
の
現
象
並
ぴ
に
そ
れ
に
伴
ふ
人
事
界
の
現
象
を
諷
詠
す
る
間
で
あ
り
ま

す」
（
『
虚
子
句
集」）
「
俳
句
は
単
に
凪
択
を
詠
ず
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く、

そ
の
主
眼
と
す
る
処
は、

春
夏
秋
冬
の
移
り
変
り
に
よ
っ
て
起
つ
て
来
る
自

然
界、

人
事
界
の
現
象
を
諷
詠
す
る
文
学
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す。

こ
の
春

夏
秋
冬
の
移
り
変
り
に
よ
っ
て
起
つ
て
来
る
現
象
を
古
来
花
烏
風
月
の
四
字

で
代
表
さ
し
て
ゐ
る
か
と
考
へ
ま
す」
（
m
俳
句
読
本」）

と
し
て
俳
句
の
本

質
は
「
花
烏
諷
詠
J

で
あ
る
と
し
た。

そ
し
て
「
俳
句
は
花
鳥
膜
詠
詩
な

り」

と
し
て、

抒
情
詩
や
叙
事
詩
と
区
別
し
て
詩
を
戯
曲、

叙
事
詩、

花
鳥

諷
詠
詩、

抒
惰
詩
の
四
つ
に
分
け、
「
季
姐
を
諷
詠
す
る
も
の
」
「
季
四
を
諷

詠
し
て、

人
々
の
感
情
の
や
り
場
所
を
見
出
す
も
の
」

と
俳
句
の
季
題
を
誼

視
し
た。

三
好
は
俳
句
の
季
屈
に
つ
い
て
「
俳
句
と
季
図」
（
昭
和
十
一

年
四
月

「
俳
句
研
究」）

の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
「
私
達
の
日
本
文
私

東
洋
文
學
偲
統
世
界
で
は、

凪
素
描
況
的
傾
向
の
文
母
領
域
が、

異
常
に
発

達
し、

充
貿
さ
れ
洗
純
さ
れ
て、

語
袋
語
法
が
繊
細
代
宮
に
な
っ
て
ゐ
る、

さ
う
い
ふ
遺
産
を
受
け
継
い
で
ゐ
る
」

の
で
「
俳
句
の
や
う
な、

世
界
に
稀

有
な
短
詩
形
詩
が、

私
遠
の
詩
歌
と
し
て
発
生
し、

成
長
し、

完
成
し
て、

今
日
も
な
ほ
そ
の
詩
的
生
命
を
保
つ
て
ゐ
る
の
は、

他
に
も
種
稲
な、

そ
の
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然
る
ぺ
き
原
因
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
せ
う
が、
右
に
略
述
し
た
と
こ
ろ
の、

．
藝
術
上
文
半
上
の
束
洋
的
日
本
的
な
領
向
性
格
を、
そ
れ
が
そ
の
背
景
斑
境

と
し
て
所
有
し、
そ
れ
に
依
存
し、
聰
明
に
も
そ
れ
を
利
用
し
て
ゐ
る、
こ

の
重
要
な
1

事
宜
を
決
し
て
見
落
と
し
て
は
な
り
ま
す
ま
い
と、
ま
づ
私
は

考
へ
た
い
の
で
あ
り
ま
す。
抑
々
俳
句
の
や
う
な
短
詩
形
詩
の
詩
的
魅
力
は、

詩
歌
そ
れ
自
ら
の
も
つ
形
態
上
の
船
力
は
幽
は
二
の
次
で
あ
っ
て、
寧
ろ
そ

れ
の
暗
示
す
る、
聯
想
作
用
上
の
詩
的
魅
力
に、
そ
の
第一
の
重
黙
を
置
い

て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
る
の
が、
鑑
貨
上
享
受
上
の
事
裳
に
近
い
も
の
で
あ
り

ま
す
ま
い
か。
も
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば、
俳
句
が

蹟者
の
鑑
貨
卒
受
に
喜
ば

れ
る
所
以
の
も
の
は、
先
に
述
ぺ
た
私
達
の
文
學
的
僻
統
が、
紐
者
の
教
養

を
豫
め
準
偏
し
鍛
錬
し
て、
恰
も
か
く
の
如
き
短
詩
形
詩
を
迎
へ
入
れ
ち
の

に
恰
好
な
手
筈
を
整
へ
て
ゐ
る、
さ
う
い
ふ
背
後
の
事
情
を
軽
視
す
る
潤
に

は
行
き
ま
す
ま
い。
俳
句
に
季
姐
の
約
束
が
あ
る
の
は、
懃
明
に
も
か
く
の

如
き
事
情
を
U
ぶ
こ
ん
で、
詩
歌
の
暗
示
力
と
い
ふ、．
自
ら
の
猿
足
を
檀
ま

に
の
ぺ
ん
が
た
め
の、
単
な
る
約
束
と
云
は
ん
よ
り
は
寧
ろ
必
然
の
手
法
と

も
稽
す
ぺ
き、
砥
要
不
可
訣
の
生
命
線
の
や
う
に
見
う
け
ら
れ
る
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か」
と
し
て
季
剋
は
「
詩
歌
の
暗
示
力」
だ
と
し
て
い
る。
そ
し
て

「
俳
句
自
ら
の
形
式
が、
印
象
的
商
生
詩
（
ー
感
情
を
も
そ
の
中
に
ひ
つ
く

る
め
た、）
と
し
て
の
沿
的
な
性
能、
詩
的
能
力
を、
心
理
表
現
の
場
合
に

も、
そ
の
ま
ま
布
利
な
武
器
と
し
て
貌
使
し
う
る
か
否
か
は、・
大
い
に
疑
問

の
存
す
る
と
こ
ろ」
で、
「
俳
句
の
詩
形
そ
の
も
の
が、
既
に
印
象
的
窮
生

詩、
路
生
的
感
慨
詩
と
し
て
の、
所
開
俳
句
的
性
格
か
ら
決
定
さ
れ
た
と
こ

ろ
の
短
小
詩
形
で
あ
っ
て、
従
っ
て
そ
の
形
式
を
そ
の
ま
ま、
撫
季
俳
句
の

心
理
詩
形
と
し
て
直
ち
に
踏
躾
す
る
の
は、
些
か
見
哉
の
不
十
分
な
早
計
た

る
を
ま
ぬ
が
れ
難
い」．
と
し
て
無
季
俳
句
の
創
作
を
否
定
し
て
い
る。
こ
の

点
は
虚
子
の
「
守
旧
派」
と
同
じ
意
見
で
あ
る。
俳
句
の
季
姐
は
「
間
深
な

詩
的
表
現
を
助
け、
沿
的
な
詩
的
効
果
を
高
め
て」
お
り、
よ
り
「
詩
歌
の

暗
示
力」
を
強
め
て
い
る
と
す
る。

三
好
が
俳
句
に
引
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
こ
の
「
詩
歌
の
暗
示

カ」
で
は
な
か
っ
た
か。
そ
の・「
詩
歌
の
暗
示
力」
を
い
か
に
現
代
詩
に
持

た
せ
る
か
が
三
奸
の
独
自
の
詩
法
確
立
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
う。
そ
し
て

三
好
は
自
分
を
「
常
に

他統
精
神
に
忠
貨
で
あ
り、
そ
れ
を
深
く
理
解
し、

そ
れ
を
保
裔
愛
眼
し
て、
し
か
も
自
ら
な
る
新
凪
新
墜
を
そ
の
間
に
創
造
す

る、
さ
う
い
ふ
や
り
方
を
最
も
賢
明
済
貨
な
も
の
と
し
て、
ま
た
最
も
困
難

な
迫
と
し
て、
苓
敬
し
悠
孤
す
る
者」
で
あ
る
と
す
る。
伝
紐
の
上
に
自
ら

の
詩
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
三
好
は、
一
見
時
代
に
逆
行
し
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
が、
そ
の
伝
統
を
「
理
解
し、
保
育
愛
設」
す
る
こ
と
は
哀

の
時
代
性
と
い
う
も
の
を
見
つ
め、
現
代
詩
が
い
か
に
あ
る
ぺ
き
か
を
考
え

る
も
と
と
な
る。
そ
の
意
味
で、
三
好
は
時
代
の
流
れ
を
見
極
め
る
服
を
持

ち、
そ
の
中
で
い
か
に
あ
る
ぺ
き
か
を
自
rJJ
自
答
す
る
姿
勢
を
持
っ
た
詩
人

で
あ
る
と
目
え
よ
う。

ま
た
「
詩
人
の
胸
裡
に
油
然
と
湧
き
起
る
詩
恨
詩
情
を、
詩
人
が
自
ら
反

省
し
て、．
そ
の
因
つ
て
来
る
と
こ
ろ
の
機
構
環
境
と
誘
因
祓
縁
と
を
探
究
し、

そ
れ
を
殺
も
簡
単
に
最
も
明
院
に
柑
き
留
め
る
ー
即
ち
窟
生
す
る
こ
と
に
依
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■
J

つ
て、
一
箭
の
詩
を
創
作
す
る。
さ
う
し
て
そ
の
作
品
を
し
て、
韻
者
の
胸

裡
に、
先
に
詩
人
の
胸
裡
に
袖
然
と
動
い
た
も
の
に
等
債
の
も
の
を
生
ぜ
し

め
る。
こ
れ
が
即
ち
私
の
旨
と
す
る
詩
法
で
あ
っ
て、
詩
語
の
音
楽
性
も、

た
だ
そ
の
た
め
の
従
閏
的
甜
助
的
役
割
を
し
か
も
つ
て
ゐ
な
い
と
見
る
の
で

あ
る。
即
ち
最
も
肝
要
の
貼
は、
精
確
と
明
瞭
の
二
貼
で
あ
っ
て、
詩
絣
の

音
楽
性
が
俣
り
に
も
そ
れ
を
ま
や
か
す
如
き
は、
排
し
て
こ
れ
を
採
ら
な
い

の
で
あ
る」
と
随
鉦
「
詩
坦
十
年
記
j

で
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
「
写
生」
に

よ
っ
て
詩
人
自
ら
が
感
じ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
読
者
に
も
感
得
さ
せ
よ
う
と

す
る
の
だ
と
い
っ
て
い
る。
そ
れ
は
俳
句
で
云
え
ば
季
題
に
よ
っ
て
俳
人
と

読
者
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
物
で
あ
り、
伝
統
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
「
詩
歌
の
暗
示
力」
で
あ
る。
し
か
し
「
詩
託
の
音
楽
性」
に
つ
い
て

は
半
否
定
的
な
立
場
を
と
り、
詩
語
の
音
楽
性
は
そ
の
時
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

よ
り
弛
め
る
役
割
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が、
そ
れ
の
み
を
追
究
し
た
詩
は
詩

で
は
な
く、
あ
く
ま
で
も
音
楽
性
は
補
助
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る。

こ
の
「
詩
語
の
音
楽
性」
に
つ
い
て
は、
三
好
は
か
な
り
弧
い
意
見
を
打

ち
だ
し
て
い
る。
そ
れ
は
朔
太
郎
の
「
氷
島」
に
対
す
る
感
想
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
「
詩
集
「
氷
島
j

に
就
て
ー
萩
原
朔
太
郎
氏
へ
の
私
信
ー」
か
ら
始

ま
っ
た、
所
謂
「
氷
島
j

論
争
が
発
端
で
あ
る。
こ
の
「
詩
集
『
氷
島」
に

就
て
ー
萩
原
朔
太
郎
氏
へ
の
私
信
ー」
の
中
で
「「
月
に
吠
え
る」
以
来

「
邪
土
望
景
詩
j

に
瓦
る
期
間
に
於
て、
密
て
見
ら
れ
な
か
っ
た―
つ
の
病

弊」
が
こ
の
「
氷
烏
j

に
は
あ
る
と
し
て、
例
に
「
新
年」
と
い
う
詩
を
挙

げ、
「
或
は
貨
家
は、
言
語
の
音
婆
的
閲
感
に
詩
心
を
托
し
て
ゐ
ら
れ
る
の

か
と
も
推
察
し
て
み
ま
す
が、
詩
句
の
意
味
の
上
で、
無
貨
任
に
硝
者
を
は

ぐ
ら
か
す
こ
と
は、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
濫
り
に
許
さ
れ
よ
う
と
も
思
は

れ
ま
せ
ん」
と
し
て
い
る。

ま
た
朔
太
郎
と
の
論
争
が
粧
く
中、
「
日
本
語
の
飢

律ー
萩
原
朔
太
郎
氏

著
「
純
正
詩
論」
限
後
の
感

想ー」
と
い
う
文
章
で
は
「
現
代
文
化
の
混
乱、

現
代
國
語
の
猥
雑
を
術
感
し、
詩
歌
の
税
境
と
し
て
の
文
化
と、
詩
歌
の
素

材
と
し
て
の
言
語
と
の、
甚
本
的
な
こ
の
二
大
要
件
の、
甚
だ
非
恩
恵
的
な

る
現
状
に
就
て、
か
ね
が
ね
悲
観
説
を
抱
懐
し
て
ゐ
る」
点
は
同
意
見
で
あ

る
が、
朔
太
郎
の
「
詩
歌
の
音
韻
的
効
果
を
最
も
謀
菰
し
拍
節
ゃ
韻
律
の、

漢
詩
や
西
詩
に
お
け
る
が
如
き
詩
的
効
呆
を
我
ら
の
詩
歌
の
上
に
も
ま
た
期

待
し
て
ゐ
ら
れ
る」
点
に
は
反
対
し
て
い
る。
そ
れ
は
「
わ
が
日
本
語
の
如

き、
雖
な
る
押
韻
の
法
則
に
の
み
さ
へ
も、
到
底
耐
ふ
ぺ
く
も
な
い、
脆
肪

の
言
語
を
以
て
し
て
は、
そ
の
貼、
西
詩
や
漢
詩
の、
詩
法
の
諏
心
を、
そ

の
ま
ヽ
拝
借
し
踏
穀
す
る
繹
に
は
到
底
参
り
難
い」
か
ら
だ
と
し
て
い
る。

そ
し
て
「一
言
に
云
つ
て、
我
ら
の
母
因
語
は、
最
も
非
音
楽
的
な
言
語
で

あ
る。
然
る
が
故
に、
俳
句
の
如
き、
非
音
楽
的
な、
訊
に
印
象
的
な
特
異

の
詩
歌
を
産
出
し
た
の
で
あ
ら
う」
と
す
る。
そ
し
て
「
俳
句
は
も
と
も
と、

音
楽
的
な
効
果
な
ど
を
企
図
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い、
そ
れ
は
端
的
な
詩

的
印
象
を、
最
も
無
表
情
な
言
菜
で
認
識
し
よ
う
と
心
掛
け
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る。
そ
の
定
型
の
如
き
も
印
象
を
最
も
手
短
に
整
理
す
る、
便
宜
の
手
段

で
あ
っ
て、
音
楽
的
の、
言
語
の
反
復
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な

い」
と
す
る。
「
詩
歌
の
朗
律
的
約
束
と
雌
れ
た
そ
の
意
味、
即
ち
そ
の
詩
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的
印
象
も
ま
た、

獨
立
し
て
心
理
的
に、
一

稲
の
ポ
エ
ジ
イ
を
構
成
し
う
る

も
の
」

で
あ
り、
「
百
の
詩
人
を
百
の
詩
人
と
し
て、

味
硝
し
判
別
し
う
る

も
の
は、

そ
の
墜
図
に
よ
っ
て
よ
り
も、

寧
ろ
主
と
し
て
こ
の
心
理
的
の、

詩
的
印
象
に
依
頼
す
る
も
の
で
あ
ら
う
」

と
し、
「
詩
歌
の
音
楽
性」

は

「
箪
な
る
二
次
的
の
屈
性」

と
し
て
い
る
。

そ
し
て
結
論
と
し
て
「
た
だ
我

ら
の
詩
歌
は、

わ
れ
ら
の
母
因
語
の
宿
命
に
従
っ
て、

そ
の
獨
自
の
途、

私

見
を
以
て
す
れ
ぱ、

と
も
あ
れ
詩
的
印
象
を
把
持
せ
ん
と
す
る、

そ
の
意
味

で
印
象
派
的
な
る
手
法
を
追
ふ
、

そ
の
獨
自
の
途
を
開
拓
す
ぺ
き
で
あ
ら

う」

と
い
っ
て
い
る。

い
か
に
も
三
好
ら
し
い
意
見
で
あ
る
。

そ
の
結
論
の

と
お
り
三
好
は
非
音
楽
的
な
日
本
語
に
西
欧
詩
や
漢
詩
の
よ
う
な
音
楽
性
を

無
理
に
求
め
ず、

詩
的
印
象
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

俳
句
・

短
歌
の

時
代
か
ら
踪
頂
さ
れ
て
き
た
「
詩
歌
の
暗
示
性」

な
る
も
の
を
自
ら
の
現
代

詩
に
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た。

こ
の
論
争
に
は
も
う
一

っ
「
萩
原
朔
太
郎
氏
へ
の
お
答
へ
」

と
い
う
文
章

が
あ
る。

こ
こ
で
は
「
詩
歌
の
音
楽
性」

を
不
必
要
と
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く、

よ
り
「
詩
的
印
象」

を
頂
視
し
て
い
る
の
だ
と
朔
太
郎
に
対
し
て
前

回
の
意
見
を
端
的
に
繰
返
し、

な
ぜ
そ
の
「
詩
的
印
象」

を
重
視
す
る
に

至
っ
た
か
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
ラ
ジ
オ
な
ど
の
詩
歌
の
「
朗

読」

に
端
を
発
し
て
い
る
と
す
る
。

そ
れ
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る

「
不
快」

な
惑
情
は
「
日
本
的
精
神
傾
向
と
日
本
語
の
言
語
的
性
格」

の
た

め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
詩
歌
を
朗
読
す
る
に
営
つ
て、

所
簡、

朗
読
的
何
ら
か
の
表
情
を、

言
語
に
附
具
す
る
ゃ
否
や、

忽
ち
一

種
の
娘
悪

感
が
我
々
を
襲
つ
て
く
る
の
は、

我
々
の
詩
歌
の、

所
謂
詩
魂
な
る
も
の
が`

公
衆
的
な、

朗
読
法
的
発
啓
を、

希
望
し
て
ゐ
な
い
か
ら
」

だ
と
い
う
の
で

あ
る
。

そ
し
て
我
々
日
本
的
精
神
を
も
つ
も
の
は
こ
の
母
国
語
の
「
音
韻
上

の
股
し
い
法
則
を
樹
立
す
る
た
め
の、

何
ら
の
足
場
も
手
が
か
り
も
見
出
し

え
な
い
と
い
ふ
、

言
栢
私
的
宿
命
j

を
直
感
し
て
「
朗
読
的
発
墜
表
惰
を、

辟
退
し、

断
念
し、

あ
ま
つ
さ
へ
媒
悪
さ
へ
し
て
ゐ
る
ゃ
う
に
思
は
れ
」

る

と
い
う。
「
詩
歌
の
音
楽
性」

を
否
定
し
て
は
い
な
い
が、

日
本
語
に
お
け

る
音
楽
性
と
い
う
も
の
は
古
来
あ
ま
り
菰
要
視
さ
れ
て
お
ら
ず、

そ
れ
は
根

本
的
な
日
本
的
精
神
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら、

む
し
ろ
仕
方
が
な
い
と

し
て
い
る
。

そ
し
て
「
詩
歌
の
音
楽
性」

と
は
「
朗
読
さ
れ
た
あ
る
詩
が、

姥
党
を
楽
し
ま
せ
る
と
い
ふ
性
傾」

で
あ
り、
「
迎
党
に
輿，へ
ら
れ
る
審
美

感
が、

詩
歌
の
最
も
重
要
な
る
意
味
を
扶
け、

昭
示
す
る
と
い
ふ
事
演」

を

指
し
て
い
る
が
現
代
詩
に
は
そ
れ
は
全
く
見
当
ら
な
い
と
す
る。

ま
た
「
音

楽
と
呼
ぴ、

音
楽
性
と
呼
ぶ
以
上
は、

あ
る
規
則
正
し
い
構
成
と、

あ
る
一

定
の
繰
返
し
を、

そ
の
う
ち
に
含
ん
で
ゐ
る
の
を、

原
則
と
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
す
ま
い
」

が、
「
五
・

七
•

五
の
短
小
な
詩
形、

な
る
ほ
ど
そ
れ
は、

た
と
へ
あ
る
「
規
則
正
し
い
構
成」

と
は
呼
ぴ
う
る
に
し
て
も、

そ
の
う
ち

に
は
何
ら
の
「
繰
返
し
j

が
感
じ
ら
れ
な
い
」

の
で
そ
こ
に
は
音
楽
性
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
し
て
い
る。

そ
れ
ゆ
え
む
し
ろ
「
俳
句
に
お
け
る

音
楽
性」

と
い
う
よ
り
は
「
俳
句
に
於
け
る
し
ら
べ
と
か、

ひ
ぴ
き」

と

い
っ
た
方
が
よ
い
と
し、

ま
た
朔
太
郎
が
「
特
に
芭
蕉
の
如
き
は、

俳
句
の

音
楽
性
を
第
一

義
に
重
視
し
て、

常
に
「
俳
句
は
洞
ぺ
を
旨
と
す
べ
し
j

と
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弟
子
に
教
へ
て
ゐ
た」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
芭
蕉
は、

俳
句
の

音
楽
性
を、

排
他
的
第一
義
的
に、

重
視
し
て
ゐ
た
と
は
息
は
れ
ま
せ
ん●

芭
蕉
は
弟
子
た
ち
に
教
へ
て
「
強
ひ
て
云
は
ん
と
な
ら
ば、

ひ
ぴ
き、

匂
ひ、

寂、

し
を
り、

此
四
つ
を
も
て
四
義
と
云
は
ん
か。

其
れ
も
要
ら
ぬ
事
な
る

ぺ
し。」

と
い
つ
て
ゐ
ま
す。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
四
義
の
う
ち、

匂
ひ
と

か
寂
と
か
し
を
り
と
か
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
は、

悉
く、

あ
る
観
念
的
な
も

の
の
や
う
に
思
は
れ
ま
す。
「
俳
句
の
音
楽
性』
と
OO
迷
の
あ
る
も
の
は、

た
だ
―
つ、

ひ
ぴ
き
と
い
ふ
ー
訴
で
す
が、

そ
の
ひ
ぴ
き
と
い
ふ
言
策
の
う

ち
に
も
ま
た、

あ
る
特
殊
な
観
念
性
が
茂
意
さ
れ
て
ゐ
る
の
を、

見
落
と
し

．
て
は
な
り
ま
す
ま
い」
と
い
っ
て
い
る。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に、

芭
蕉
の
句
に
「
馬
に
寝
て
残
夢
月
遠

し
茶
の
煙」
と
い
う
の
が
あ
る
が、
こ
れ
は
「
三
冊
子

赤
投
紙』
に
よ
る

と
「
此
句、

古
人
の
洞
を
前
世
に
な
し
て、

風
情
を
て
ら
す
也。

初
は、

「
馬
上
眠
か
ら
ん
と
し
て
残
歩
残
月
茶
の
煙
j

と
有
を、
一
た
ぴ、
「
馬
に

寝
て」

と
初
五
文
字
を
な
し
か
へ、

後
又、

句
に
拍
子
有
り
て
宜
し
か
ら
ず

と
て、
「
月
遠
し
茶
の
煙
j

と
直
さ
れ
し
也。」
と
あ
る。
は
じ
め
は
「
馬
上

眠
か
ら
ん
と
し
て
残
夢
残
月
茶
の
煙」
と
あ
っ
た
の
を
「
馬
に
寝
て
残
歩
残

月
茶
の
煙」
と
●
た
が、
「
拍
子
有
り
て
宜
し
か
ら
ず」
と
し
て
「
馬
に
寝

て
残
歩
月
遠
し
茶
の
煙」
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る。
す
る
と、

朔
太
郎

が
言
う
よ
う
に
芭
蕉
が
「
俳
句
の
音
楽
性」
を
最
狐
要
視
し
て
い
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
残
夢
残
月
茶
の
煙」
と
し
た
ほ
う
が

よ
い
は
ず
で
あ
る。
こ
の
こ
と
だ
け
で
朔
太
郎
の
説
を
三
好
の
如
く
切
り
捨

四

て
て
し
ま
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
で
き
な
い
が、
「
残
夢
残
月
茶
の
煙」
の
こ

と
の
み
で
考
え
る
と
三
好
の
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る。

そ
し
て
三
好
は
「
俳
句
に
於
け
る
ひ
ぴ
き
と
か
し
ら
ぺ
と
か
は、

そ
れ
ら

に
よ
っ
て、
一
句
の
生
命
が
虚
空
に
打
出
さ
れ
る
底
の
も
の
で
は
な
く
（
あ

の
十
七
文
字
の
短
小
な
詩
甜
が、

そ
れ
ほ
ど
の
音
楽
を
奏
し
い
で
る
膵
も
あ

り
ま
す
ま
い、）

寧
ろ
一
句
の
主
旨
と
す
る
詩
的
観
念
を、

そ
れ
ら
が
背
後

か
ら
裏
づ
け、

支
へ
て
ゐ
る」
と
考
え、
「
俳
句
は、

そ
の
俳
滞
的
手
法
に

よ
る、

詩
的
印
象
の
具
象
性
に
よ
っ
て、

立
派
に
詩
歌
と
し
て
の
存
在
を
樹

立
し
て
ゐ
る
の
で
す。
そ
こ
で
小
生
は、
こ
こ
に
ヒ
ン
ト
を
得
て、
か
く
の

如
き
詩
的
印
象
そ
の
も
の
を、
一
個
獨
立
し
た
詩
法
の
限
目
と
し
て、

特
殊

な
る
印
象
派
的
詩
歌
の
創
設
を
企
て
得
な
い
も

のか
ど
う
か、
こ
れ
を
理
論

的
に
考
究
し
よ
う」
と
決
意
す
る。
そ
し
て
そ
れ
は
「
母
国
語
の
性
格、

運

命、

性
能
等
に
就
て、

充
分
な
る
検
討
を
加
へ、

そ
れ
ら
を
利
用
し、

そ
れ

ら
に
顛
熙
し、

そ
れ
ら
の
活
路
を
見
出」
し
た
う
え
に
成
立
す
る
も
の
だ
と

考
え
る。
そ
う
す
る
こ
と
で
他
界
の
詩
歌
に
負
け
な
い
日
本
の
詩
歌
と
い
う

も
の
が
で
き
あ
が
る
の
だ
と
い
う。
こ
の
点
が
三
好
が
俳
句・
短
歌
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
口
語
自
由
詩
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
理
由
の
ー
つ
で
は
な
か
ろ
う

、
o三

好
は
俳
句・
短
歌
だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く、

そ
の
抒
情
精
神
を
自

由
詩
へ
と
開
放
し
て
い
っ
た
が、

三
好
の
詩
的
精
神
が
俳
句
に
お
け
る
言
葉．
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へ
の
関
心
か
ら
育
ま
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る。
「
私
が
一

番
最
初
に
詩
歌
の

類
に
関
心
を
覚
え
た
の
は
言
業
が
あ
る
制
約、

フ
ォ
ル
ム
の
中
で
う
ま
く
終

結、

完
結
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
へ
の
典
味
か
ら
で
あ
っ
た
」
（「
あ
る
魂
の

経
路」）

と
い
う
文
章
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
ま
ず
三
好
は
俳
句
の
伝
統
的

な
形
式
美
に
引
か
れ、

俳
句
の
中
で
言
葉
に
対
す
る
鋭
い
感
党
を
養
っ
て

い
っ
た
と
云
え
る。

そ
し
て
詩
の
阻
材
の
と
り
方
も
多
分
に
俳
句
の
季
題
か

ら
の
影
響
が
見
え
る
。

そ
の
俳
句
の
季
題
と
は
前
述
し
た
虚
子
の
「
花
烏
謀

詠」

論
に
も
見
え
る
よ
う
に
「
花
烏
風
月」

で
あ
る
。

季
題
を
通
じ
て
俳
人

と
読
者
は
同
じ
感
動
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が、
一

方、

現
代

詩
は
西
欧
詩
を
手
本
と
し、

象
徴
詩
が
増
え、

詩
人
個
人
の
内
而
性
の
み
に

基
づ
い
た
難
解
な
も
の
が
多
く
な
っ
た
。

そ
ん
な
中
で、

三
好
は
よ
り
「
梢

確
で
明
瞭
な」

詩
を
求
め、

俳
句
の
「
写
生」

を
用
い
た
詩
を
作
る
よ
う
に

な
り、

俳
句
の
季
題
の
「
花
烏
風
月」

を
自
ら
の
姐
材
と
し
て
作
り
だ
し
た

の
だ
ろ
う。

そ
れ
は
特
に
四
行
詩
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。

勿
論、

三
好
に
も
「
形
式
を
か
な
ぐ
り
拾
て
る
こ
と
に
よ
っ
て、

私
の
詩

が
奨
の
詩
で
あ
る
か
さ
う
で
な
い
か‘
―

つ
の
試
練
を
加
へ
て
み
よ
う」

「
そ
ん
な
形
式
を
拗
郷
し
た
後
に、

純
粋
に、

詩
の
詩
た
る
魅
力
で
も
つ
て、

私
の
詩
歌
を
成
立
さ
せ
よ
う」

と
い
う
考
え
か
ら
伝
統
的
形
式
や
自
由
詩
の

形
式
に
至
る
一

切
の
形
式
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
詩
風
を
確
立

さ
せ
よ
う
と
す
る
時
期
が
あ
り、

そ
れ
は
「
測
砥
船」

に
色
濃
く
現
れ
て
い

る
が、

し
か
し
例
え
ば、

村
恐
怖
に
澄
ん
だ、

そ
の
眼
を
ば
っ
ち
り
と
見
ひ
ら
い
た
ま
ま、

も
う
廂

は
死
ん
で
ゐ
た。

燕
口
な、

理
屈
ぼ
い
背
年
の
や
う
な
顔
を
し
て、

木
挽

小
昼
の
軒
で、

夕
雑
の
載
雨
に
雹
れ
て
ゐ
た
。
（
そ
の
廊
を
犬
が
噛
み
殺

し
た
の
だ
。）

藍
を
含
む
だ
淡
扱
い
ろ
の
毛
な
み
の、

大
腿
骨
の
あ
た
り

の
傷
が、

椿
の
花
よ
り
も
紅
い
。

ス
テ
ッ
キ
の
や
う
な
脚
を
の
ば
し
て、

尻
の
あ
た
り
の
ぽ
つ
と
白
い
毛
が
水
を
含
む
で、

は
ぢ
ら
っ
て
ゐ
た。

ね
＞·

ど
こ
か
ら
か、

葱
の
香
り
が
ひ
と
す
ぢ
流
れ
て
ゐ
た。

ん
つ
2
た

三
栢
の
花
が
咲
き、

小
屋
の
水
車
が
大
き
く
廻
つ
て
ゐ
た。

の
よ
う
に、

散
文
詩
で
あ
り
な
が
ら、

写
生
的
で
あ
り、

か
つ
「
廊」
「
葱

の
香
り
J

「
三
栢
の
花」

な
ど、

読
者
に
想
像
し
や
す
い
形
で
詩
を
作
り
上

げ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
俳
句
的
で
あ
る。

ま
た、

庭
夕
袋
と
と
も
に
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
一

人
の
若
い
男
が、

木
立
に
開
れ

て
池
の
中
へ
空
気
銃
を
射
つ
て
ゐ
た。

水
を
切
る
散
弾
の
音
が
築
山
の
か

ぁ
ゃ
"

げ
で
本
を
読
ん
で
ゐ
る
私
に
聞
え
て
き
た。

波
紋
の
中
に
白
い
花
菖
蒲
が

咲
い
て
ゐ
た。

つ
い

ツ

が

會一

築
地
の
裾
を、

め
あ
て
の
な
い
退
だ
し
さ
で
急
い
で
く
る
蝦
務
の
群。

'‘
ちム
し

そ
の
腹
は
山
祀
の
花
の
や
う
に
白
く、

細
い
疵
が
斜
め
に
貰
い
た
ま
ま、
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な
ほ
水
掻
で
一
っ
が
ー
つ
の
背
な
か
を
捉
へ
て
ゐ
る。

そ
の
あ
と
に
冷
た

い
も
の
を
流
し
て、

た
と
へ
ば
あ
の
遠
い
足
へ
ま
で
も
と、

悪
歩
の
や
う

に
重
た
い
も
の
を
踏
ん
で
く
る
蝦
募
の
群。

説
を
か
へ
し
た
頁
の
上
に、

私
は
古
い
指
紋
を
見
た。

私
は
本
を
閉
ぢ

て
部
屋
に
帰
っ
た。

そ
の
一

日
が
暮
れ
て
し
ま
ふ
ま
で、

私
の
額
の
中
に

散
弾
が
水
を
切
り、

白
い
花
苔
前
が
揺
れ
て
い
た。

の
よ
う
な
た
だ
写
生
し
た
だ
け
の
詩
も
『
測
景
船
j

に
は
か
な
り
見
ら
れ
る。

・
し
か
し
そ
こ
に
は
象
徴
的
な
面
も
あ
り、

四
行
詩
へ
と
移
行
す
る
三
好
の
詩

精
神
の
一

端
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る。

三
好
は
「
現
代
俳
句
の
詩
的
僚
値
」

と
い
う
文
章
の
中
で、
「
水
の
如
く

涼
し
き
琴
の
木
目
か
な
（
大
谷
句
佛）

／
琴
と
い
ふ
楽
器
を
中
心
に
し
た、

ー
つ
の
雰
囮
気
を
詠
じ
出
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ、

正
に
象
徴
的
と
い
ふ
ぺ
き
だ

ら
う。

象
徴
的
だ
か
ら
い
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

佳
句
は
自
ら
象
徴
的
な

位
相
を
符
て
く
る
の
で
あ
る。

虚
子
の
次
の
一

句
の
如
き
も、

文
字
通
り
の

腐
生
で
あ
り
な
が
ら、

ま
た
頗
る
象
徴
的
な
趣
致
を
得
て
ゐ
る。

／
人
病
む

で
ひ
た
と
来
て
な
く
堕
の
郷」

と
云
っ
て
い
る
よ
う
に
優
れ
た
写
生
句
・

写

生
詩
は
自
然
に
象
徴
的
な
面
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る。

こ
れ
は
三
好
の
詩

に
於
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る。
『
南
窮
梨
j

に
「
鹿」
「
土」

と
い
う
有

名
な
二
つ
の
詩
が
あ
る。

「
俳
句
の
抒
惜
性」

と
い
う
文
章
の
中
で、

三
好
は
和
歌
と
俳
句
の
性
質

ヨ
ッ
ト
の
や
う
だ

こ
の
四
行
詩
は
文
字
通
り
の
写
生
詩
で
あ
る。

し
か
し
こ
れ
ら
の
詩
は
自
ら

象
徴
的
な
光
を
放
っ
て
い
る。

そ
れ
は
何
故
か。

そ
れ
は
三
好
が
見
つ
め
写

生
し
た
現
実
は
あ
く
ま
で
も
詩
的
現
実
で
あ
っ
て、
一

般
的
な
現
実
と
し
て

の
現
実
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る。

現
実
を
現
実
の
ま
ま
写
生
し
た
だ
け
で
は

抒
梢
詩
と
は
い
え
な
い
。

現
実
か
ら
受
け
た
自
分
の
中
で
の
詩
的
現
実
を
写

生
す
る
か
ら
こ
そ、

そ
こ
に
は
自
然
に
象
徴
的
な
意
味
が
含
ま
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る。

こ
れ
が
三
好
の
四
行
詩
が
印
象
的
写
生
詩
と
云
わ
れ
る
理

由
で
あ
る。

そ
し
て
こ
の
写
生
法
を
三
好
は
俳
句
か
ら
つ
か
み
採
っ
た
の
で

あ
る。 あ

あ
蝶
の
羽
を
ひ
い
て
行
く

土

紐
が

廊
が
坐
つ
て
ゐ
る

鹿

午
前
の
森
に

そ
の
背
中
に

そ
の
角
の
影

皇

微
風
を
問
ぎ
つ
て

虻
が
一

匹
飛
ん
で
く
る

遥
か
な
硲
河
を
屁
い
て
ゐ
る

そ
の
耳
も
と
に
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．
と
抒
情
性
の
述
い
を
述
ぺ、
抒
情
詩
と
し
て
の
俳
句
の
在
り
方
に
つ
い
て
説

テ

ー

マ

．
明
し
て
い
る
の
だ
が、
要
略
す
る
と
「
和
歌
の
第一
の
主
四
は
恋
愛
で、
和

歌
が
そ
の
本
領
を
発
抑
し
て
い
る
世
界
は
恋
愛
歌
の
世
界
で
あ
る。
そ
れ
に

対
し
て
俳
句
は
季
節
の
詩
歌
季
題
の
詩
歌
で
あ
っ
て、
恋
愛
の
詩
歌
で
は
な

い。
そ
れ
は
詩
ー
抒
情
詩
で
あ
り
な
が
ら、
抒
惜
詩
の
最
も
抒
情
詩
ら
し
い

第一
の
主

四T↓恕
愛
を
ほ
と
ん
ど
拒
絶
し
て
い
る
と
さ
え
い
え
る。
ま
た
和

・
歌
は
三
十一
文
字
の
形
式
の
た
め
に
人
間
感
情
の
最
も
自
然
な
流
露
（
例
え

ば
恋
情）
を
歌
う
の
に
適
し
て
い
た
が、
十
七
文
字
の
俳
句
は
そ
れ
に
適
さ

ず、
内
省
的
な
思
想
的
な
方
而
を
と
る
と
共
に、
一
種
世
外
の
文
学
解
脱
の

文
学
と
し
て、
密
接
に
花
鳥
風
月
の
自
然
観
賞
と
結
ぴ
つ
い
た。
つ
ま
り

「
和
歌
が
患
情
を
基
岡
と
し
た
詩
歌
（
最
も
解
り
易
い

抒情
詩）
で
あ
る
の

に
封
し
て、
俳
句
は、
患
惰
が
さ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
的
執
箔、
妄
執

の
情
緒
を
白
脹
視
し
て、
人
生
否
定
の
観
念
を、
所
謂
寂
ぴ
撓
り
の
や
や
微

温
的
な
程
度
に
於
て
で
は
あ
っ
た
が、
詩
歌
の
世
界
に
新
ら
し
く
樹
立
し
た

の
で
あ
る。
j

だ
か
ら
k

和
歌
が
解
り
易
い
抒
情
詩
で
あ
る
や
う
な
風
に
は、

解
り
易
い
抒
情
詩
で
あ
り
え
な
い
の
も
ま
た
や
む
を
得
な
い
諜
合
と
い
ふ
べ

き
だ
ら
う。」」
と
い
っ
て
い
る。
ま
た
「
雑
感」
と
い
う
文
章
の
中
で
は

「
十
七
字
の
短
詩
形
の
捻
い
う
る
世
界
に
自
ら
限
度
の
あ
る
こ
と
も
自
明
の

こ
と
と
肯
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず、
門
外
の
私
の
や
う
な

者
に
も、
そ
の
詩
型
の
妙
味
に一
種、
端
的
な
魅
力
が
合
っ
て
忘
れ
去
り
難

い
も
の
の
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る」
「
眼
前
郎
事
の
句
境
を
生
命
と
す
る」

俳
句
が
「
理
外
の
理
と
も
い
う
ぺ
き
不
可
思
議
作
用
が
あ
っ
て
か
く
ま
で
人

の
心
を
強
く
う
つ
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
ら
う
か、
私
の
か
ね
が
ね
疑
問
に

考
へ
る
と
こ
ろ
で
あ
る」
「
私
に
於
て
俳
句
に
接
す
る
興
味
は
右
の
一
点
を

頂
点
と
し
て
い
る
J

と
述
ぺ
て
い
る。
俳
句
的
抒
情
に
つ
い
て
の
輿
味・
共

感
は、
三
好
の
中
で
大
き
く
な
り、
三
好
の
詩
栢
神
の
核
と
し
て
詩
的
現
実

を
詩
と
し
て
完
成
さ
せ、
伝
統
の
上
に
立
つ
三
好
独
自
の
詩
法
を
作
り
だ
し

た
の
で
あ
る。

「
か
の
5.
7.
5
の
十
七
文
字
の
形
式
は、
短
歌
の
短
歌
た
る
所
以
の、

最
も
性
格
的
な
復
律
を、
峻
拒
し
切
棄
て
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
の、
そ
の
意

味
で、
最
も
非
短
歌
的
な、
非
執
対
的
な、
非
絹
総
的
な、
一
詩
歌
の
身
構

へ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。
さ
う
し
て
事
貨、
俳
句
に
於
け
る
古

今
の
佳
作
秀
作
が、
ま
た
殆
ん
ど
例
外
な
く、
解
脱
迅
世
的
な、
非
欲
惜
的

7

マ

な、
非
患
愛
的
な、
所
開
世
捨
人
の、
厭
離
的
意
志
を
表
面
し
て
ゐ
る
砧
で、

そ
の
形
式
の
性
格
と、
符
節
を
合
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
ぺ
き
で
あ
る」
と
「一

家
言
J

と
い
う
文
章
の
中
で
述
ぺ
て
い
る
の
だ
が、
こ
の
「
解
脱
逍
世
的
な、

非
欲
情
的
な、
非
想
愛
的
な、
所
謂
批
拾
人」
と
い
う
表
現
が
何
故
か
三
好

自
身
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い。
俳
句
に
親
し
ん
だ
た

め
に
三
好
と
い
う
詩
人
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
か、
三
好
と
い
う
詩
人
だ
か

ら
こ
そ
そ
の
俳
句
的
抒
情
に
引
か
れ
て
い
っ
た
の
か、
こ
れ
は
水
掛
け
論
に

過
ぎ
な
い
が、
ど
ち
ら
に
し
て
も
そ
の
詩
精
神
の
根
本・
原
点
は
こ
の
俳
句

的
抒
情
に
あ
る
と
云
え
る。
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日
本
の
伝統的

詩
歌
に
反
逆
す
る
こと
か
ら
現
代
詩
は
始ま

った

ので

あ

る
が、

三
好
は
そ
の
伝
統
的
抒
情
を
十
分
に
活
か
し
た
上
で
の
新
し
い詩を

確
立
さ
せ
た。
「
何
よ
り
も、
ま
づ
自
分
の
時
風
を
樹
立
し
た
い
、
それが

私
の
念
覇
だ
っ
た」
（「詩
堕
十
年
記」
）
と
自
ら
振
り
返る
よ
う
に、
三好

の
時
は
伝
統に基
づ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
永
遠
喘
辺
的
な
命
を持っ

て生き

つ
づ
ける
の
であ
る。

注

（
注1)

この
部
分

の俳
句史

に
つ
い
て
の
記
述
は
「
訪歌
の
伝
統j
吉

田籾
一
若作

全
集
竺＇
四
巻
（
桜
楓
社
・
昭
和
五
七）
を
参
名
に
し
た。

A
テ
キ
スト
＞

・
「
三
好
述
治
全梨
（筑

床凹房

・昭

和雙
0.
lo
)

A
参
考
文
献
＞

・
「
三
好
違
芭
品中

哲夫宅
（

花神社
・
昭
和
五囚
・七
）

•
「
§
浜
虚子
研
匹
山口
牲
子
ほ
か苔
（
右
文
柑院
，昭和
四
九
）

・

「芭
巡

句集」
8

本古
典文
学
大
系
（
岩
波
む
店）

・

「校
本
芭媒
全
集

第
七
冷J

g
g
「-＝-
9子

赤墜

紙」
井
本農
ー校

注

（角
川
密
店・
昭
和
四一
・
七）

・
「
三
舟
子を
餃
む
j

森
田
峠若
（
＊日裔

店
・平
成
四
・
六
）

（
岡
山
大
学
大
学院
文
学研
究
科）
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