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（87）1024

一

は
じ
め
に

「
わ
た
し
の
俳
句
は
、
わ
た
し
と
い
ふ
小
説
家
の
、
戯
曲
家
の
、
新
劇
運
動

従
事
者
の
余
技
で
し
か
な
い
」（『
も
ゝ
ち
ど
り
』、
一
九
三
四
・
六
、
文
体
社
、

「
跋
」）
│
│
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
久
保
田
万
太
郎
は
自
ら
の
俳
句
を
「
余

技
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
。
一
方
、
そ
う
し
た
本
人
の
認
識
と
は
裏
腹
に
、
彼

の
多
彩
な
文
業
の
な
か
に
あ
っ
て
、
ま
ず
俳
句
に
指
を
屈
す
る
論
者
は
少
な
く

な
い
。
た
と
え
ば
戸
板
康
二
は
、
万
太
郎
の
俳
句
に
「
追
随
を
許
さ
な
い
独
特

の
句
境
」
を
認
め
、
彼
の
「
全
芸
術
の
中
で
、
俳
句
が
最
も
高
く
評
価
さ
れ
て

も
、
そ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
）
1
（

。
し
か
し
、
万
太

郎
が
俳
句
を
「
余
技
」
と
位
置
づ
け
る
以
前
、
未
だ
戯
曲
や
小
説
を
著
し
て
お

ら
ず
、「
暮
雨
」
の
俳
号
を
用
い
て
い
た
明
治
期
の
俳
業
は
、
こ
れ
ま
で
十
分

に
検
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

た
し
か
に
万
太
郎
自
身
、
第
一
句
集
『
道
芝
』（
一
九
二
七
・
五
、
俳
書
堂
）

の
自
跋
に
お
い
て
、
同
集
に
漏
れ
た
往
時
の
句
は
「
す
べ
て
を
未
練
な
く
わ
た

し
か
ら
ふ
り
捨
て
ゝ
悔
い
な
い
つ
も
り
で
あ
る
」
と
綴
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と

も
あ
っ
て
か
、
今
日
愛
誦
さ
れ
る
彼
の
著
名
句
│
│
「
時
計
屋
の
時
計
春
の
夜

ど
れ
が
ほ
ん
と
」
や
「
湯
豆
腐
や
い
の
ち
の
は
て
の
う
す
あ
か
り
」
等
│
│
は

概
ね
大
正
期
以
降
の
作
で
あ
り
、
後
年
の
句
集
に
載
ら
な
い
明
治
期
の
句
は
ほ

と
ん
ど
議
論
の
埒
外
に
置
か
れ
て
き
た
。
加
え
て
、
中
央
公
論
社
版
『
久
保
田

万
太
郎
全
集
』
第
十
四
巻
（
一
九
六
七
・
六
）
の
「
季
題
別
全
俳
句
集
」
と
、

第
十
五
巻
（
一
九
六
八
・
六
）
の
「
季
題
別
全
俳
句
集

拾
遺
」
で
は
、『
国

民
新
聞
』
掲
載
句
を
除
く
明
治
期
の
句
に
は
概
ね
出
典
を
付
し
て
お
ら
ず
、
遺

漏
も
多
い
）
2
（

。
従
来
の
万
太
郎
研
究
は
そ
う
し
た
偏
り
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
後
年

に
編
ま
れ
た
一
部
の
句
集
や
「
全
俳
句
集
」
か
ら
安
易
に
万
太
郎
俳
句
の
全
貌

を
描
き
出
そ
う
と
し
て
き
た
の
で
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
実
際
に
当
時
の
新
聞

雑
誌
に
載
る
暮
雨
句
や
句
会
報
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
等な
お
ざ
り閑
に
さ
れ

て
き
た
初
期
の
万
太
郎
俳
句
の
様
相
を
考
察
す
る
。

ま
ず
は
『
道
芝
』
の
跋
文
に
拠
り
な
が
ら
彼
の
俳
歴
を
簡
単
に
確
認
し
て
お

久
保
田
万
太
郎
の
初
期
俳
句

田

部

知

季
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こ
う
。
明
治
二
十
二
年
生
ま
れ
の
万
太
郎
は
、
同
三
十
九
年
、
東
京
府
立
第
三

中
学
校
で
四
年
へ
の
進
級
試
験
に
落
第
し
、
慶
應
義
塾
の
普
通
部
に
再
び
三
年

生
と
し
て
転
校
す
る
。「
み
や
う
見
真
似
」
で
句
作
を
始
め
た
の
は
こ
の
頃
か

ら
で
、
同
時
代
の
俳
壇
に
は
疎
か
っ
た
が
、
早
く
か
ら
正
岡
子
規
の
著
作
は
読

ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
運
座
に
関
心
を
持
ち
、「
深
川
の
秉
燭
会
、
新
橋

の
竹
馬
会
、
牛
込
の
行
余
会
」
と
い
っ
た
秋
声
会
系
の
句
会
に
出
席
す
る
と
、

度
々
句
を
抜
か
れ
て
好
成
績
を
収
め
た
。

一
年
ほ
ど
し
て
同
級
の
大
場
白
水
郎
と
と
も
に
三
田
俳
句
会
に
加
わ
り
、
岡

本
癖
三
酔
や
籾
山
江
戸
庵
（
庭
後
、
梓
月
と
も
号
す
）、
吉
村
椿
花
（
江
戸
庵

の
実
弟
で
、
後
の
上
川
井
梨
葉
）
ら
が
集
う
こ
の
会
で
、「「
運
座
」
の
澄
明
な

空
気
を
感
得
す
る
と
同
時
に
、
真
実
な
、
つ
ゝ
ま
し
い
、
し
み
〴
〵
し
た
俳
句

の
生
命
感
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
会
に
参
加
し

て
い
た
『
俳
諧
草
紙
』
の
同
人
に
誘
わ
れ
、
同
誌
発
行
所
の
例
会
に
出
席
、
渡

辺
水
巴
や
岡
本
松
浜
ら
を
知
る
。
松
浜
選
の
『
趣
味
』
俳
句
欄
に
熱
心
に
投
句

し
た
が
、
松
浜
が
東
京
を
去
る
こ
と
に
な
る
と
、
万
太
郎
は
松
根
東
洋
城
に
預

け
ら
れ
、
彼
が
選
句
を
担
当
す
る
『
国
民
新
聞
』
の
俳
句
欄
（「
国
民
俳
壇
」、

「
国
民
俳
句
」
と
呼
ば
れ
た
）
に
活
躍
の
場
を
移
す
こ
と
と
な
る
。

一
連
の
俳
句
修
行
の
期
間
は
、「
慶
應
義
塾
普
通
部
の
五
年
の
春
か
ら
同
じ

く
大
学
予
科
二
年
の
秋
ま
で
」、
す
な
わ
ち
「
明
治
四
十
一
年
の
三
四
月
ご
ろ

か
ら
四
十
二
年
の
十
月
ご
ろ
ま
で
」
の
お
よ
そ
一
年
半
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の

間
に
彼
の
「
俳
諧
生
活
は
す
ゝ
む
と
こ
ろ
ま
で
す
ゝ
ん
だ
」
と
い
う
。
だ
が
そ

の
頃
台
頭
し
始
め
た
『
白
樺
』
や
『
ス
バ
ル
』、『
三
田
文
学
』
の
新
た
な
文
芸

思
潮
に
感
化
さ
れ
、
万
太
郎
は
し
ば
ら
く
俳
句
か
ら
離
れ
て
小
説
や
戯
曲
に
専

念
す
る
。
小
説
「
朝
顔
」
が
『
三
田
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
る
の
は
明
治
四
十
四

年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
五
年
ほ
ど
経
っ
た
大
正
五
年
秋
、
岡
村
柿
紅

や
田
村
車
前
草
、
喜
多
村
緑
郎
ら
に
よ
る
運
座
、
句
楽
会
に
誘
わ
れ
て
再
び
俳

句
を
嗜
む
よ
う
に
な
り
、
俳
句
は
万
太
郎
に
と
っ
て
「
公お
つ
け然

晴
れ
て
の
「
余
技
」

に
な
」
る
。

大
方
の
先
行
論
で
も
こ
の
『
道
芝
』
跋
文
に
拠
っ
て
万
太
郎
の
俳
歴
を
確
認

し
て
い
る
が
）
3
（

、
戸
板
康
二
『
久
保
田
万
太
郎
』（
前
掲
）
4
（

）
は
そ
の
他
の
資
料
も

交
じ
え
な
が
ら
考
証
し
て
お
り
益
す
る
所
が
大
き
い
。
そ
う
し
た
来
歴
を
踏
ま

え
た
う
え
で
問
題
と
な
る
の
が
、
彼
の
句
風
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
安
住
敦

は
、
万
太
郎
の
句
を
以
て
「
国
民
俳
壇
の
頃
か
ら
一
つ
の
完
成
を
示
し
て
ゐ
た
」

と
す
る
反
面
、「
そ
の
句
脈
は
終
始
一
貫
し
な
が
ら
も
、
し
か
も
、
き
は
め
て

隠
微
な
と
こ
ろ
で
、
少
し
づ
つ
変
つ
て
来
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
）
5
（

。『
道
芝
』

以
降
の
句
集
を
想
定
し
た
発
言
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
安
住
は
「
一
知
半
解

に
、
所
謂
万
太
郎
調
な
る
概
念
を
も
つ
て
こ
の
作
家
の
俳
句
を
規
定
す
る
こ

と
」
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
万
太
郎
俳
句
に
関
す
る
先
行
論
の
大
半
は
大
正
期
以
降
の
句
に
注

目
し
て
お
り
、
安
住
の
言
う
句
風
の
微
細
な
変
化
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
は
意
を

用
い
て
い
な
い
）
6
（

。
た
と
え
ば
楠
本
憲
吉
は
、『
道
芝
』
以
降
の
「
万
太
郎
俳
句

の
一
貫
性
・
均
質
性
の
恐
る
べ
き
強
靭
さ
」
に
驚
嘆
し
）
7
（

、「
出
発
の
姿
勢
が
そ

の
ま
ま
到
達
の
姿
勢
で
あ
る
と
い
う
ま
こ
と
に
稀
有
な
俳
歴
の
持
ち
主
」
と
称

揚
す
る
）
8
（

。
他
方
、
髙
柳
克
弘
は
「
下
町
の
抒
情
俳
人
」
と
い
う
従
来
的
な
万
太
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郎
評
価
を
見
直
す
目
論
見
の
も
と
、「
写
生
」
に
囚
わ
れ
な
い
そ
の
多
面
性
に

光
を
当
て
る
が
、
そ
こ
で
も
明
治
期
の
句
は
概
ね
除
外
さ
れ
て
い
る
）
9
（

。

一
連
の
先
行
論
で
は
大
正
期
以
降
の
「
万
太
郎
調
」
が
評
価
の
根
底
に
あ
り
、

暮
雨
時
代
の
句
は
そ
れ
を
補
強
す
る
傍
証
と
し
て
後
年
の
句
集
か
ら
僅
か
に
取

り
上
げ
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
だ
が
、
そ
う
し
て
析
出
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
も

句
集
編
纂
時
の
選
句
眼
に
基
づ
く
「
万
太
郎
調
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
万
太
郎

俳
句
の
「
一
貫
性
・
均
質
性
」
に
ま
で
言
い
及
ぶ
の
は
早
計
で
あ
る
。

実
際
、
福
井
拓
也
は
『
道
芝
』
に
お
け
る
万
太
郎
の
自
己
演
出
的
な
編
纂
態

度
に
注
目
し
て
い
る
）
10
（

。
福
井
に
よ
る
と
、『
道
芝
』
で
は
句
の
配
列
や
前
書
き
、

跋
文
に
よ
っ
て
句
集
全
体
を
「
私
小
説
」
的
に
読
む
よ
う
企
図
さ
れ
て
お
り
、

中
に
は
初
出
時
と
異
な
る
意
味
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
句
も
あ
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
明
治
期
の
句
「
露
の
ふ
る
け
し
き
に
消
ゆ
る
水
泡
か
な
」
は
、
関
東

大
震
災
に
関
す
る
句
群
の
直
後
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
震
災
後
の
感
懐
を
詠
ん

だ
句
と
し
て
装
わ
れ
て
い
る
）
11
（

。
当
時
の
俳
壇
で
は
作
者
の
「
人
生
」
に
直
結
し

な
い
「
客
観
写
生
」
が
台
頭
し
て
い
た
が
、『
道
芝
』
は
そ
う
し
た
時
流
に
逆

ら
い
つ
つ
、
同
時
に
、
文
壇
で
支
配
的
な
「
私
小
説
」
に
俳
句
を
接
続
す
る
試

み
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
。

そ
も
そ
も
、『
道
芝
』
に
載
る
明
治
期
の
句
は
『
三
筋
町
よ
り
』（
一
九
二
一
・

九
、
金
星
堂
）
の
俳
句
篇
「
水
中
花
」
か
ら
さ
ら
に
精
選
し
た
も
の
で
、
既
に

多
く
の
暮
雨
句
が
篩
か
ら
零
れ
落
ち
て
い
る
。
ま
た
、『
草
の
丈
』（
一
九
五

二
・
一
一
・
創
元
文
庫
）
の
一
部
「
浅
草
の
こ
ろ
」
に
は
明
治
四
十
二
年
か
ら

大
正
十
二
年
ま
で
の
六
十
九
句
が
収
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
が
明
治
期
の
句
か

は
判
然
と
せ
ず
、
改
稿
の
痕
跡
も
認
め
ら
れ
る
。
万
太
郎
自
身
は
同
集
の
序
文

に
お
い
て
、「
浅
草
の
こ
ろ
」
の
句
群
は
「
た
ゞ
単
な
る
前
奏
曲
で
し
か
な
い
」

と
評
し
、
他
の
部
立
と
差
別
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
過
去
の
自
作

に
不
満
を
覚
え
る
態
度
に
こ
そ
、
万
太
郎
に
お
け
る
俳
句
評
価
の
変
化
、
言
い

換
え
れ
ば
、
通
時
的
な
一
貫
性
の
な
さ
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
大
正
五
年
に
俳
句
を
再
開
す
る
以

前
、
明
治
四
十
年
代
に
お
け
る
万
太
郎
の
俳
業
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
特
に
、

実
際
に
当
時
の
新
聞
雑
誌
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
暮
雨

時
代
の
句
作
の
実
態
を
探
っ
て
い
く
。
句
風
の
変
遷
を
も
含
め
た
「
万
太
郎
俳

句
」
の
全
体
像
は
、
能
う
限
り
多
く
の
句
を
考
慮
し
て
は
じ
め
て
、
朧
気
な
が

ら
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
「
運
座
育
ち
」
の
歩
み

草
間
時
彦
は
万
太
郎
の
句
歴
の
特
徴
と
し
て
、「
雑
誌
育
ち
で
は
な
く
、
運

座
育
ち
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
）
12
（

。「
特
定
の
結
社
に
属
し
、
そ
の
結
社
の

雑
誌
の
雑
詠
に
投
句
し
て
勉
強
す
る
と
い
う
過
程
を
全
然
経
て
い
な
い
」
と
い

う
の
だ
。
草
間
に
よ
る
と
、
万
太
郎
は
松
浜
選
の
雑
誌
『
趣
味
』
と
東
洋
城
選

の
『
国
民
新
聞
』
に
投
句
し
て
い
た
が
、「
そ
れ
が
久
保
田
万
太
郎
の
俳
句
の

活
字
に
な
る
機
会
に
過
ぎ
な
か
つ
た
」
と
い
う
。
だ
が
、
事
実
関
係
は
ひ
と
ま

ず
措
き
、
こ
こ
で
言
う
「
運
座
」
に
対
す
る
「
雑
誌
」
の
位
置
づ
け
は
ど
れ
ほ

ど
当
時
の
実
態
に
即
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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万
太
郎
は
後
年
、
初
期
の
俳
業
を
振
り
返
る
な
か
で
、
水
巴
ら
の
「
運
座
へ

は
と
き
〴
〵
行
つ
た
け
れ
ど
も
、
俳
諧
草
紙
へ
は
句
を
出
さ
な
か
つ
た
」、
あ

る
い
は
、「『
藻
の
花
』
の
人
達
と
は
つ
き
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
俳
句
は
出
し
た

こ
と
が
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
）
13
（

。
こ
う
し
た
発
言
に
鑑
み
れ
ば
草
間
の
指
摘
も

一
見
妥
当
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
『
俳
諧
草
紙
』
に
も
『
藻
の
花
』
に
も
暮

雨
の
句
は
載
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
万
太
郎
本
人
が
投
句
し
て
い
な
く
て
も
、

彼
の
句
が
活
字
に
な
る
機
会
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
『
国
民
新
聞
』

に
初
め
て
載
っ
た
霍
乱
八
句
（
明
四
二
・
七
・
二
三
）
も
、
松
浜
宅
で
句
作
し

た
際
に
同
紙
の
選
者
だ
っ
た
東
洋
城
が
偶
々
同
席
し
て
お
り
、
後
日
万
太
郎
の

知
ら
ぬ
間
に
紙
上
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
）
14
（

。

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
俳
句
雑
誌
に
載
る
句
会
報
で
あ
る
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

の
「
東
京
俳
句
界
」
欄
、「
地
方
俳
句
界
」
欄
を
は
じ
め
、
当
時
の
俳
誌
に
は

各
地
の
句
会
で
出
さ
れ
た
句
を
報
じ
る
た
め
の
句
会
報
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
ら
の
欄
で
は
、
各
会
の
報
告
者
が
当
日
の
高
点
句
な
ど
を
取
り
ま
と
め
て

投
稿
し
、
欄
全
体
の
選
者
が
採
否
を
決
定
す
る
。
当
然
、
多
く
の
運
座
に
顔
を

出
し
た
万
太
郎
の
句
も
そ
う
し
た
句
会
報
欄
に
頻
繁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
記
事
に
よ
っ
て
は
参
加
者
や
会
場
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か

ら
句
会
を
通
じ
た
交
友
圏
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
。
以
下
で
は
、
実
際
に
当
時

の
俳
誌
に
掲
載
さ
れ
た
句
会
報
に
触
れ
つ
つ
、
万
太
郎
と
句
会
の
関
わ
り
を
整

理
し
直
し
て
み
よ
う
。

万
太
郎
自
身
の
回
想
に
よ
る
と
、
彼
の
実
家
の
袋
物
屋
に
は
通
い
や
住
み
込

み
の
職
人
が
大
勢
お
り
、
そ
の
な
か
に
旧
派
の
俳
句
を
嗜
む
者
が
い
た
た
め
、

彼
ら
を
通
じ
て
自
然
と
俳
句
に
親
し
ん
で
い
っ
た
の
だ
と
い
う
）
15
（

。
実
際
に
句
作

を
始
め
た
正
確
な
時
期
は
不
明
だ
が
、『
中
学
世
界
』
第
九
巻
第
三
号
（
明
三

九
・
三
・
一
〇
）
に
「
絵
だ
く
み
は
京
に
か
へ
り
ぬ
桃
の
春
」
が
天
位
で
採
ら

れ
て
い
る
。

ま
た
白
水
郎
の
証
言
で
は
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
翌
三
十
九
年
ま
で
転
地
療

養
中
だ
っ
た
彼
の
も
と
に
万
太
郎
か
ら
手
紙
が
届
き
、「
こ
の
頃
、
俳
句
を
始

め
た
」
と
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
）
16
（

。
そ
の
後
、
三
十
九
年
末
に
帰
京
し
た
白
水
郎

は
、
伊
藤
鷗
二
ら
の
句
会
に
誘
わ
れ
、
万
太
郎
と
と
も
に
出
席
す
る
。
こ
の
と

き
の
状
況
に
つ
い
て
は
別
の
箇
所
で
、
家
の
前
に
あ
る
俥
屋
の
息
子
で
俳
人
の

田
中
紫
水
か
ら
鷗
二
宅
の
句
会
に
呼
ば
れ
、「
そ
の
半
年
前
か
ら
、
わ
た
し
に

俳
句
を
す
ゝ
め
て
ゐ
た
久
保
田
を
誘
つ
」
た
と
も
記
し
て
い
る
）
17
（

。
こ
の
記
述
か

ら
も
、
万
太
郎
の
句
作
開
始
は
明
治
三
十
九
年
前
半
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
楠
本
憲
吉
が
石
川
久
羅
四
郎
（
俳
号
は
蒼
海
）
か
ら
伝
え
聞
い
た
話

で
は
、
万
太
郎
は
明
治
三
十
九
年
に
白
水
郎
の
紹
介
で
白
菊
会
と
い
う
歌
留
多

会
に
入
会
し
た
が
、
同
会
は
ほ
ど
な
く
文
芸
の
会
に
転
じ
、『
白
菊
』
と
い
う

雑
誌
を
出
し
て
随
筆
や
歌
俳
を
載
せ
て
い
た
と
い
う
）
18
（

。
ま
た
明
治
四
十
年
七
月
、

万
太
郎
は
蒼
海
や
白
水
郎
、
鷗
二
と
銚
子
に
遊
び
、
そ
の
際
の
運
座
で
「
鬼
灯

や
小
銭
は
さ
み
し
昼
夜
帯
」
の
一
句
を
投
じ
た
と
さ
れ
る
。
鷗
二
に
よ
る
と
、

万
太
郎
や
白
水
郎
を
含
む
当
時
の
俳
句
仲
間
は
、「
笹
川
四
絃
郎
（
魚
屋
の
倅
）、

池
田
紅
葩
（
仲
見
世
人
形
師
の
倅
）、
三
橋
某
（
田
原
町
酒
舗
の
倅
）
達
」、
そ

し
て
鷗
二
ら
「
日
本
橋
党
五
六
人
に
、
後
に
碧
梧
桐
の
新
傾
向
に
走
つ
た
鹿
嶋

鳴
秋
」
と
い
っ
た
面
々
だ
っ
た
と
い
う
）
19
（

。
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こ
う
し
た
身
近
な
仲
間
と
の
句
会
は
後
々
ま
で
続
く
が
、
そ
れ
に
加
え
て
秋

声
会
派
の
運
座
に
も
足
を
運
ぶ
よ
う
に
な
る
。
白
水
郎
に
よ
る
と
、
明
治
四
十

一
年
一
月
か
ら
万
太
郎
や
鷗
二
ら
と
「
運
座
あ
る
き
を
は
じ
め
」、
同
年
の
「
春

か
ら
夏
に
か
け
て
は
、
秋
声
派
の
運
座
へ
出
て
、
た
ゞ
滅
茶
苦
茶
に
作
つ
て
ゐ

た
」
と
い
う
）
20
（

。
こ
の
記
述
は
、
万
太
郎
が
『
道
芝
』
の
自
跋
で
、
運
座
に
参
加

し
始
め
た
時
期
を
「
明
治
四
十
一
年
の
三
四
月
ご
ろ
か
ら
」
と
し
て
い
た
こ
と

と
も
合
致
す
る
。

加
え
て
留
意
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
「
句
会
あ
る
き
」
が
当
時
の
暮
雨
と
俳

誌
を
結
び
つ
け
る
最
初
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
万
太
郎
は
後
年
、

「
僕
の
句
が
始
め
て
活
字
に
な
つ
た
の
は
、「
卯
杖
」
の
会
報
だ
つ
た
つ
け
」
と

振
り
返
っ
て
い
る
）
21
（

。『
卯
杖
』
は
明
治
三
十
六
年
か
ら
続
く
秋
声
会
派
の
俳
誌
で
、

当
時
は
文
屋
菱
花
が
編
集
の
任
を
担
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
同
誌
を
繙
い
て
い

く
と
、
第
六
巻
第
六
号
（
明
四
一
・
六
・
五
）
の
「
各
地
俳
句
会
報
」
欄
、「
土

筆
会
（
浅
草
）」
と
「
白
菊
会
（
日
本
橋
少
年
俳
句
会
）」
の
項
に
暮
雨
の
句
が

一
句
ず
つ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

土
筆
会
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
報
告
者
は
万
太
郎
で
、
彼
の
句
と
し
て
「
駕

二
梃
麦
に
か
く
れ
て
揚
雲
雀
」
が
載
る
。
ま
た
、
第
六
巻
第
八
号
（
明
四
一
・

八
・
五
）
の
同
欄
で
は
「
鳴
鏑
会
（
土
筆
会
改
称
、
浅
草
）」
と
記
載
さ
れ
、

再
び
万
太
郎
が
報
告
す
る
。
こ
の
と
き
は
五
月
十
七
日
と
六
月
六
日
の
分
を
ま

と
め
て
報
じ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
万
太
郎
に
よ
る
簡
略
な
前
書
が
置
か
れ
る
。

同
記
事
の
暮
雨
句
は
六
月
の
会
に
出
さ
れ
た
「
紫
陽
花
に
小
暗
き
寮
の
と
ぼ
そ

哉
」
の
み
。
か
つ
て
『
中
学
世
界
』
に
載
っ
た
「
寮
の
夜
の
皷
に
緋
桃
零
れ
け

り
」（
明
三
九
・
四
・
一
〇
、
九
巻
五
号
）
を
思
わ
せ
る
和
歌
的
な
趣
向
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
「
土
筆
会
」
が
「
鳴
鏑
会
」
に
改
称
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
別
の
俳
誌
に
は
そ
の
後
も
「
土
筆
五
句
集
（
浅
草
区
）」（
松
浜
選
「
東

京
俳
句
界
」
欄
、
明
四
二
・
四
・
一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
二
巻
七
号
）
や
「
土

筆
会
（
日
本
橋
）」（「
俳
句
会
況
」
欄
、
白
水
郎
報
、
同
・
七
・
一
五
『
藻
の
花
』

六
巻
三
号
）
と
い
っ
た
句
会
報
が
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
記
事
に
は
暮
雨
や
白
水

郎
、
四
絃
郎
ら
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
称
は
せ
ず
に
活
動
を
続
け

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
先
の
『
卯
杖
』
の
句
会
報
欄
に
は
、
土
筆
会
と
と
も
に
白
菊
会
の
記

事
も
載
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
の
暮
雨
句
は
「
菜
の
花
に
芝
居
触
れ
行
く
太
皷

か
な
」
で
、
ほ
か
に
も
白
水
郎
や
、
彼
を
初
め
て
句
会
に
誘
っ
た
紫
水
の
句
も

見
え
る
。
万
太
郎
に
よ
る
と
、
同
会
は
浜
町
に
住
む
白
水
郎
が
近
所
の
「
同
志

を
糾
合
し
て
（
…
…
）
こ
し
ら
へ
た
」
も
の
で
、「
絶
え
ず
競
吟
を
し
た
り
運

座
を
し
た
り
し
」
て
い
た
と
い
う
）
22
（

。
先
述
の
よ
う
に
白
菊
会
は
当
初
歌
留
多
会

だ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
頃
に
は
既
に
句
会
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
よ
う
だ
。

実
際
、
日
本
橋
大
杉
亭
で
開
催
さ
れ
た
明
治
四
十
一
年
九
月
九
日
の
白
菊
会
に

は
、
暮
雨
ら
と
並
ん
で
竹
馬
吟
社
の
森
鷗
洲
や
行
余
会
の
出
口
叱
牛
の
名
も
見

え
る
（「
各
地
会
報
」
欄
、
暮
雨
報
「
白
菊
会
」
の
項
、
明
四
一
・
一
一
・
五
『
卯

杖
』
六
巻
一
一
号
）。
以
降
、
同
会
の
句
会
報
は
『
俳
諧
草
紙
』
や
『
ホ
ト
ト

ギ
ス
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
、
明
治
四
十
四
年
一
月
ま
で
暮
雨
の
句
が
確
認
で
き

る
。こ

う
し
た
仲
間
内
の
句
会
が
『
卯
杖
』
で
初
め
て
報
じ
ら
れ
た
の
は
、
秋
声
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会
派
の
「
句
会
あ
る
き
」
の
縁
に
よ
る
が
、
万
太
郎
が
最
初
に
出
席
し
た
該
派

の
句
会
は
深
川
の
秉
燭
会
だ
っ
た
。
彼
ら
の
俳
句
仲
間
の
叔
父
が
同
会
の
常
連

で
、
そ
の
人
に
誘
わ
れ
て
参
加
し
始
め
た
の
だ
と
い
う
）
23
（

。
当
時
の
幹
事
は
津
谷

至
青
で
、
秋
声
会
派
の
重
鎮
で
あ
る
伊
藤
松
宇
や
森
無
黄
が
選
者
を
務
め
た
）
24
（

。

同
会
の
句
会
報
は
以
前
か
ら
『
卯
杖
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
暮
雨

の
名
が
初
め
て
見
え
る
の
は
第
六
巻
第
九
号
（「
東
京
地
方
俳
句
界
」
欄
、
明

四
一
・
九
・
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
記
事
に
は
暮
雨
や
白
水
郎
ほ

か
四
十
名
以
上
の
句
が
並
ん
で
お
り
、
暮
雨
の
句
は
「
潮
浴
て
松
の
径
を
戻
り

け
り
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
秉
燭
会
の
句
会
報
に
は
毎
号
の
よ
う
に

暮
雨
句
が
載
る
が
、『
卯
杖
』
自
体
が
明
治
四
十
二
年
三
月
で
廃
刊
し
た
た
め
、

万
太
郎
が
い
つ
頃
ま
で
出
席
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
）
25
（

。

他
方
、
鷗
二
は
万
太
郎
ら
と
参
加
し
た
句
会
と
し
て
、
秉
燭
会
や
竹
馬
吟
社

と
並
ん
で
樋
口
銅
牛
の
朝
日
俳
句
会
を
挙
げ
て
い
る
）
26
（

。
万
太
郎
自
身
は
こ
の
会

へ
の
参
加
に
つ
い
て
特
段
言
及
し
て
い
な
い
が
、
早
く
は
明
治
四
十
一
年
六
月

二
十
四
日
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
「
廻
廊
は
南
に
長
し
杜
若
」
と
「
鉄
門
や

若
葉
に
ひ
た
と
鎖
し
け
り
」
の
二
句
が
見
え
る
。
そ
の
後
も
「
勘
当
の
う
き
身

を
痩
せ
て
秋
袷
」（
明
四
一
・
一
〇
・
二
三
）
や
「
返
し
歌
の
遅
き
を
怨
ず
る

松
の
内
」（
明
四
二
・
一
・
八
）
と
い
っ
た
人
事
句
が
散
見
し
、
四
十
二
年
四

月
に
は
一
ヵ
月
で
三
十
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
当
時
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
は
通
常
の
俳
句
掲
載
に
加
え
、
毎
月

の
句
会
の
成
績
と
高
点
句
も
発
表
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
記
事
も
含
め
て
同
紙

に
は
総
計
五
十
句
以
上
の
暮
雨
句
が
載
る
が
、
こ
の
運
座
に
は
左
程
注
力
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
成
績
表
に
彼
の
名
が
見
え
る
こ
と
は
割
合
少
な
い
。
た

だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
高
点
句
に
は
選
者
の
銅
牛
が
句
評
を
寄
せ
て
お
り
、

僅
か
な
が
ら
暮
雨
の
句
に
対
す
る
同
時
代
評
も
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
改
め
て
万
太
郎
の
句
会
歴
を
確
認
し
て
お
く
と
、
ま
ず
明
治
三
十
九

年
末
頃
に
仲
間
内
の
小
規
模
な
集
ま
り
に
加
わ
り
、
四
十
一
年
春
か
ら
夏
に
か

け
て
秉
燭
会
や
竹
馬
会
と
い
っ
た
秋
声
会
系
の
句
会
、
朝
日
俳
句
会
に
も
出
席

し
始
め
る
。
そ
し
て
同
年
秋
、
活
動
を
再
開
し
た
三
田
俳
句
会
に
出
席
す
る
に

及
び
、
彼
の
句
会
め
ぐ
り
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

同
会
に
参
加
後
も
明
治
四
十
二
年
初
め
頃
ま
で
は
秉
燭
会
や
朝
日
俳
句
会
と
関

わ
り
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
白
菊
会
な
ど
は
相
変
わ
ら
ず
頻
繁
に
開
催
さ
れ
て

い
た
よ
う
だ
。

三
田
俳
句
会
は
元
々
籾
山
江
戸
庵
や
岡
本
癖
三
酔
ら
が
明
治
三
十
年
代
に
始

め
た
句
会
で
、
早
く
は
虚
子
や
碧
梧
桐
ら
も
顔
を
出
し
て
い
た
。
同
会
の
記
事

は
『
慶
應
義
塾
学
報
』
に
も
断
続
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
万
太
郎
ら
が
「
句

会
あ
る
き
」
を
始
め
た
明
治
四
十
一
年
頃
に
は
一
時
活
動
が
途
絶
え
て
い
た
。

こ
の
三
田
俳
句
会
の
活
動
再
開
に
つ
い
て
は
白
水
郎
の
証
言
に
詳
し
い
）
27
（

。

き
っ
か
け
は
虚
子
門
の
今
村
一
声
が
世
話
す
る
句
会
だ
っ
た
。
一
声
は
牟
田
口

元
学
（
東
京
鉄
道
会
社
社
長
）
の
別
荘
の
門
前
に
住
み
、
別
荘
番
を
し
て
い
た
。

こ
の
牟
田
口
の
息
子
と
吉
村
椿
花
が
慶
應
義
塾
で
同
期
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

一
声
が
学
生
た
ち
の
句
会
の
面
倒
を
見
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
気
紛
れ
に

開
か
れ
る
小
会
を
、
椿
花
が
三
田
俳
句
会
と
し
て
ま
と
め
直
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
明
治
四
十
一
年
秋
、
白
水
郎
は
再
開
初
回
の
告
知
を
慶
應
義
塾
の
掲
示



久保田万太郎の初期俳句

（93）1018

場
で
目
に
し
、
万
太
郎
と
と
も
に
出
席
す
る
こ
と
と
な
る
。

当
時
の
三
田
俳
句
会
は
椿
花
と
北
島
桂
華
が
世
話
役
で
、
椿
花
の
師
で
あ
る

水
巴
を
招
く
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
水
巴
は
内
藤
鳴
雪
や
虚
子
に
学
ん
だ

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
系
の
俳
人
で
、
当
時
は
千
鳥
吟
社
を
率
い
て
機
関
誌
『
俳
諧

草
紙
』
を
刊
行
し
て
い
た
。
万
太
郎
は
桂
華
の
誘
い
で
こ
の
千
鳥
吟
社
の
運
座

に
も
顔
を
出
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
一
方
で
水
巴
が
桂
華
に
連
れ
ら
れ
て
白
菊

会
に
参
加
し
た
こ
と
も
あ
る
）
28
（

。
こ
う
し
て
、
近
所
の
俳
句
仲
間
や
秋
声
会
系
の

俳
人
た
ち
と
は
異
な
る
、
新
た
な
交
流
の
輪
が
広
が
っ
て
い
く
。

さ
ら
に
千
鳥
吟
社
の
集
ま
り
で
、
客
分
と
し
て
参
加
し
て
い
た
松
浜
を
知
る
。

『
道
芝
』
の
跋
文
で
は
「
松
浜
を
知
つ
」
て
「
間
も
な
く
、
わ
た
し
は
、
松
浜

を
選
者
に
も
つ
「
趣
味
」
の
俳
壇
の
勤
勉
な
作
者
の
一
人
に
な
つ
た
」
と
あ
り
、

知
遇
を
得
た
後
に
投
句
し
始
め
た
よ
う
に
も
読
め
る
。
だ
が
別
の
箇
所
で
は
、

彼
を
知
る
前
に
『
趣
味
』
に
投
句
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
と
き
に
優
遇
さ
れ

た
た
め
、
以
後
同
誌
の
熱
心
な
投
句
者
に
な
っ
た
の
だ
と
も
語
っ
て
い
る
）
29
（

。
暮

雨
の
句
が
同
誌
に
初
め
て
載
る
の
は
第
四
巻
第
一
号
（「
趣
味
俳
壇
」、
明
四

二
・
一
・
一
）
で
あ
り
、
遅
く
と
も
二
月
七
日
に
開
か
れ
た
千
鳥
吟
社
の
例
会

で
万
太
郎
は
松
浜
と
同
席
し
て
い
る
（「
各
地
俳
壇
」
欄
、「
千
鳥
吟
社
例
会
」

の
項
、
明
四
二
・
三
・
一
〇
『
俳
諧
草
紙
』
四
巻
五
号
）。
そ
の
後
明
治
四
十

三
年
七
月
に
至
る
ま
で
、
万
太
郎
は
「
趣
味
俳
壇
」
の
常
連
と
し
て
七
十
句
以

上
を
同
欄
に
掲
げ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
松
浜
と
出
会
っ
た
明
治
四
十
二
年
に
は
、
三
宅
孤
軒
や
栗
原
士
桜
ら

の
藻
花
吟
社
に
も
接
近
し
た
よ
う
で
、
同
会
会
誌
『
藻
の
花
』
掲
載
の
「
六
月

中
の
入
会
者
」
の
な
か
に
暮
雨
の
名
が
見
え
る
（
明
四
二
・
七
・
一
五
、
六
巻

三
号
）。
加
え
て
、
本
郷
俳
句
会
と
の
繋
が
り
も
無
視
で
き
な
い
。
同
年
秋
、

白
水
郎
は
「
本
郷
五
丁
目
の
淀
見
軒
と
い
ふ
洋
食
屋
の
横
丁
に
引
越
し
た
）
30
（

」。

そ
の
近
所
に
千
鳥
吟
社
の
先
輩
で
あ
る
山
田
蕙
子
が
住
ん
で
お
り
、
水
巴
の
勧

め
で
彼
と
二
人
で
『
俳
人
』
と
い
う
雑
誌
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
『
俳
人
』

は
本
郷
俳
句
会
の
機
関
誌
だ
が
、
万
太
郎
や
鷗
二
も
同
人
に
名
を
連
ね
て
お
り
、

彼
ら
の
交
友
圏
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
実
際
、
同
誌
の
句
会
報
欄
に
は
千
鳥

吟
社
と
の
合
同
句
会
の
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（「
会
報
」
欄
、「
本
郷
俳
句

会
二
月
例
会
」
の
項
、
明
四
三
・
三
・
一
五
、
一
巻
三
号
）。
ま
た
、
上
毛
桐

生
の
谷
口
桃
園
が
上
京
し
た
際
に
は
、
本
郷
俳
句
会
と
藻
花
吟
社
が
合
同
で
歓

迎
会
を
催
し
て
お
り
、
暮
雨
や
白
水
郎
、
鷗
二
、
蕙
子
、
四
絃
郎
な
ど
が
出
席

し
て
い
る
（「
俳
句
会
報
」
欄
、「
桃
園
氏
歓
迎
俳
莚
」
の
項
、
明
四
三
・
一
〇
・

一
五
『
藻
の
花
』
七
巻
六
号
）。

そ
れ
で
は
、
暮
雨
が
運
座
に
出
し
た
句
は
当
時
の
新
聞
雑
誌
と
ど
う
関
わ
る

の
か
。
一
例
と
し
て
、
明
治
四
十
一
年
十
一
月
二
十
日
の
三
田
俳
句
会
の
句
に

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
日
の
句
会
報
は
『
俳
諧
草
紙
』
第
四
巻
第
二
号
の

「
各
地
俳
壇
」
欄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
桂
華
報
「
三
田
俳
句
会
」
の
項
、
明

四
一
・
一
二
・
一
〇
）。
当
日
の
参
加
者
は
九
名
（
暮
雨
、
水
巴
、
椿
花
、
杏
所
、

俤
葵
子
、
白
水
郎
、
一
声
、
桂
華
、
静
敏
）
で
、
第
一
回
の
運
座
は
霙
十
句
、

五
句
互
選
。
結
果
は
暮
雨
が
十
四
点
で
首
位
だ
っ
た
。
彼
の
句
と
し
て
は
「
畳

さ
す
土
間
に
火
を
乞
ふ
霙
か
な
」
が
載
る
。
二
回
目
の
運
座
は
枯
野
と
榾
の
二

題
十
句
で
、
再
び
五
句
互
選
。
十
六
点
の
桂
華
を
筆
頭
に
、
白
水
郎
（
一
四
点
）
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と
水
巴
（
一
〇
点
）
が
続
く
。
暮
雨
は
九
人
中
六
番
目
の
八
点
で
、「
馬
市
を

雪
に
戻
り
て
榾
火
か
な
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
句
会
後
の
新
聞
雑
誌
を
見
渡
す
と
、
万
太
郎
と
近
し
い
人
々
の
選

句
の
な
か
に
そ
の
日
の
作
と
思
し
き
句
が
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
『
俳
諧
草
紙
』

の
水
巴
選
「
冬
雑
吟
」（
明
四
二
・
一
・
一
〇
、
四
巻
三
号
）
に
は
、
右
の
句

会
報
で
も
採
ら
れ
て
い
た
「
馬
市
を
」
句
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
目
次
に
は
「
募

集
俳
句
」
と
あ
る
が
、
句
会
当
日
は
水
巴
も
同
座
し
て
お
り
、
彼
が
そ
の
席
で

録
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
松
浜
選
の
『
趣
味
』
に
初
め
て
載
っ
た

六
句
の
う
ち
、「
栗
飯
を
す
ゝ
つ
て
淋
し
榾
の
宿
」、「
雪
国
の
人
と
か
な
し
き

榾
火
か
な
」、「
門
に
来
て
や
む
雪
舟
唄
や
榾
明
り
」、「
畑
中
の
家
に
灯
早
し
夕

霙
」
の
四
句
も
、
季
題
か
ら
見
て
こ
の
会
で
詠
ま
れ
た
句
と
推
測
さ
れ
る
。
松

浜
は
当
日
参
加
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
先
の
発
言
に
鑑
み
て
も
、
万
太
郎
自
身
が

投
句
し
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
癖
三
酔
選
の
『
時
事
新
報
』
俳
句
欄
で
も
、
記
事
名
の
下
に
「
三

田
俳
句
会
」
と
注
記
の
う
え
、「
壁
土
の
桶
に
莚
や
夕
霙
」（「
時
事
俳
題マ
マ

」、
明

四
二
・
一
・
二
一
）、「
大
嘘
の
男
と
め
た
る
榾
火
か
な
」（
同
前
、
同
・
一
・

二
二
）、「
売
り
し
馬
思
ひ
惜
し
み
や
榾
の
主
」（
同
前
）、「
梁
の
煤
け
て
高
し

榾
明
り
」（
同
前
）
と
い
っ
た
句
が
載
っ
て
い
る
。
万
太
郎
は
『
白
水
郎
句
集
』

（
前
掲
）
の
序
文
に
お
い
て
、
自
身
は
「
松
浜
の
艶
冶
な
句
風
に
傾
倒
し
て
そ

の
主
宰
す
る
『
趣
味
』
の
俳
壇
の
投
句
家
に
な
つ
た
」
と
し
つ
つ
、
白
水
郎
は

「『
時
事
新
報
』
の
俳
壇
の
勤
勉
な
作
者
に
な
つ
た
」
と
対
比
的
に
語
っ
て
い
る
。

だ
が
右
の
句
以
降
、
同
年
六
月
十
七
日
ま
で
の
間
に
暮
雨
の
句
も
三
十
句
以
上

『
時
事
新
報
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
白
水
郎
に
よ
る
と
、
同
紙
上
の
句

は
癖
三
酔
に
よ
っ
て
「
親
切
に
加
朱
し
て
掲
載
さ
れ
」
て
い
た
そ
う
で
、
何
を

以
て
暮
雨
句
と
み
な
す
か
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
）
31
（

。

三

暮
雨
の
句
風

こ
こ
ま
で
、
明
治
期
の
俳
誌
に
載
る
句
会
報
を
交
え
な
が
ら
、
万
太
郎
の
最

初
期
の
俳
歴
を
辿
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
当
時
の
暮
雨
句
に
は
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
傾
向
が
見
出
せ
る
の
か
。
後
年
の
彼
は
自
身
の
俳
句
を
「
即
興
的
な

抒
情
詩
、
家
常
生
活
に
根
ざ
し
た
抒
情
的
な
即
興
詩
」
と
位
置
づ
け
て
い
る

（『
道
芝
』、「
跋
」）。
さ
ら
に
後
に
は
、「
小
説
家
で
あ
り
、
戯
曲
家
で
あ
り
、

新
劇
運
動
従
事
者
で
あ
り
す
る
わ
た
く
し
の
「
心
境
小
説
」
の
素
に
外
な
ら
な

い
」（『
ゆ
き
げ
が
は
』、
一
九
三
六
・
八
、
双
雅
房
、「
後
記
」）、
あ
る
い
は
、「
わ

た
く
し
の
生
活
識
域
を
は
な
れ
て
わ
た
く
し
の
俳
句
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り

ま
す
」（『
久
保
田
万
太
郎
句
集
』、
一
九
四
二
・
五
、
三
田
文
学
出
版
部
、「
後

記
」）
と
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
家
常
生
活
」
や
「
生
活
識
域
」
に
根
差

し
た
「
抒
情
詩
」
と
い
う
自
己
評
価
は
、
抽
象
的
で
あ
る
が
故
に
例
句
の
選
択

次
第
で
ど
の
時
期
の
句
作
に
も
当
て
は
ま
り
得
る
嫌
い
が
あ
り
、
傾
向
の
指
摘

と
し
て
は
些
か
具
体
性
に
欠
け
る
。

芥
川
龍
之
介
は
『
道
芝
』
に
寄
せ
た
序
文
の
な
か
で
、
万
太
郎
の
句
風
を
「
抒

情
詩
的
」
と
概
評
し
つ
つ
、
具
体
的
な
句
の
傾
向
に
も
言
及
し
て
い
る
。
芥
川

の
見
立
て
に
よ
る
と
、
万
太
郎
に
は
「
所
謂
人
事
の
句
が
頗
る
多
」
く
、「
所
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謂
天
文
地
理
の
句
も
大
柢
は
人
間
を
、
│
│
生
活
を
、
│
│
下
町
の
匂
を
漂
は

せ
て
ゐ
る
」
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
久
米
正
雄
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

万
太
郎
の
句
に
は
「
楽
屋
落
」
と
も
言
え
る
ほ
ど
深
く
浅
草
の
生
活
に
根
差
し

た
側
面
が
あ
る
）
32
（

。
久
米
は
そ
の
一
例
と
し
て
、
浅
草
界
隈
の
「
茶
畑
」
に
由
来

す
る
、「
浅
草
の
茶
の
木
ば
た
け
の
雪
解
か
な
」
と
「
茶
ば
た
け
の
な
か
の
夜

寒
を
た
ど
る
か
な
」
を
挙
げ
る
が
、
暮
雨
時
代
の
「
茶
畑
の
家
で
灯
す
秋
の
暮
」

（
東
洋
城
選
、
明
四
三
・
一
〇
・
二
八
『
国
民
新
聞
』）
も
同
様
の
背
景
を
控
え

た
句
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
地
名
を
明
示
し
た
句
と
し
て
は
、「
深
川
の

埃
佗
ぶ
な
り
古
日
傘
」（
東
洋
城
選
、
明
四
二
・
八
・
一
四
『
国
民
新
聞
』）
や

「
舟
人
や
江
戸
深
川
の
濁
り
酒
」（
同
前
、
同
・
一
〇
・
二
三
、
同
前
）、「
短
日

や
け
ふ
の
案
内
の
泉
岳
寺
」（
明
四
三
・
二
・
五
、
同
前
）、「
品
川
の
茶
屋
の

眺
め
の
干
潟
か
な
」（
松
浜
選
「
趣
味
俳
壇
」、
同
・
七
・
一
『
趣
味
』
五
巻
七

号
）
な
ど
が
あ
り
、
山
の
手
に
材
を
得
た
句
は
少
な
い
よ
う
だ
。

「
秋
風
の
廓
に
近
き
箕
輪
か
な
」（
東
洋
城
選
、
明
四
二
・
一
一
・
一
七
『
国

民
新
聞
）
33
（

』）
も
そ
う
し
た
下
町
の
地
名
を
含
む
一
句
。
当
時
の
万
太
郎
に
廓
の

句
が
特
段
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
海
蠃
打
や
廓
灯
り
て
別
れ
け
り
」（
同
・

一
一
・
一
二
、
同
前
）
34
（

）
は
情
趣
あ
る
土
地
の
風
俗
に
追
懐
の
情
も
相
俟
っ
て
、

代
表
句
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
灯
点
し
頃
の
廓
の
情
景
は
殊
に
万

太
郎
の
意
に
適
っ
て
い
た
よ
う
で
、「
廓
の
灯
も
蘆
の
江
遠
し
夏
の
月
」（
松
浜

選
「
募
集
句
選
」、
同
・
七
・
一
〇
『
手
紙
雑
誌
』
八
巻
七
号
）
や
「
廓
の
灯

の
幾
夜
淋
し
き
燈
籠
か
な
」（
同
前
「
六
十
句
」、
同
・
一
一
・
三
〇
『
俳
諧
草

紙
』
四
巻
一
三
号
）、「
燈
籠
や
廓
の
花
に
萩
桔
梗
」（
同
前
）
と
い
っ
た
句
も

詠
ま
れ
て
い
る
。

他
方
、
万
太
郎
自
身
の
「
生
活
」
に
ま
つ
わ
る
句
と
し
て
は
、
彼
の
読
書
体

験
を
窺
わ
せ
る
句
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、「
春
を
待
つ
人
が
書
い
た
る

戯
作
か
な
」（
松
浜
選
「
俳
句
」、
明
四
三
・
二
・
一
『
警
世
』
八
巻
二
号
）
で

は
眼
前
の
戯
作
か
ら
、
時
を
隔
て
た
作
者
の
境
涯
に
思
い
を
馳
せ
る
。
ま
た
、

「
世
之
助
の
幾
つ
の
春
の
雛
か
な
」（
東
洋
城
選
、
明
四
二
・
四
・
二
四
『
国
民

新
聞
』）
は
井
原
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
の
、「
草
餅
や
田
含マ
マ

源
氏
の
誰
に
似
て
」

（
松
浜
選
「
趣
味
俳
壇
」、
同
・
五
・
一
『
趣
味
』
四
巻
五
号
）
は
柳
亭
種
彦
『
偐

紫
田
舎
源
氏
』
の
登
場
人
物
に
関
す
る
句
だ
が
、
い
ず
れ
も
先
の
「
春
を
待
つ
」

句
同
様
、「
雛
」
や
「
草
餅
」
を
契
機
と
し
て
そ
れ
ら
を
思
い
浮
か
べ
る
点
に

眼
目
が
あ
る
。「
俳
諧
に
其
角
あ
り
け
る
師
走
か
な
」（
松
浜
選
「
俳
句
」、
明

四
三
・
三
・
一
『
警
世
』
八
巻
三
号
）
の
場
合
、
師
走
と
い
う
こ
と
で
歌
舞
伎

の
『
松
浦
の
太
鼓
』
な
ど
に
描
か
れ
る
宝
井
其
角
と
大
高
源
五
の
逸
話
を
想
起

し
た
の
か
、
江
戸
の
都
市
俳
人
に
思
い
を
致
す
。
万
太
郎
自
身
が
其
角
の
俳
風

に
親
炙
し
た
と
見
る
必
要
は
な
く
、
そ
う
し
た
想
起
の
あ
り
様
自
体
を
趣
向
と

し
た
一
句
と
言
え
る
。

さ
ら
に
江
戸
の
諸
文
芸
以
外
に
も
、「
藤
咲
く
や
伊
勢
読
み
あ
き
て
大
鏡
」

（
水
巴
選
「
春
季
雑
吟
」、
明
四
二
・
五
・
一
〇
『
俳
諧
草
紙
』
四
巻
七
号
）
35
（

）
で

は
、
歌
物
語
や
歴
史
物
語
に
拘
ら
な
い
気
儘
な
読
書
子
の
姿
が
描
か
れ
る
。
ま

た
そ
こ
に
藤
を
取
り
合
わ
せ
る
と
き
、『
源
氏
物
語
』
の
面
影
も
漂
う
が
、
暮

雨
に
は
別
に
「
菊
雛
は
淋
し
源
氏
の
何
の
巻
」（
松
浜
選
「
六
十
句
」、
同
・
一

一
・
三
〇
『
俳
諧
草
紙
』
四
巻
一
三
号
）
36
（

）
の
一
句
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
特
定
の
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場
面
の
描
写
で
は
な
く
、「
菊
雛
は
淋
し
」
と
い
う
感
興
か
ら
直
ち
に
『
源
氏

物
語
』
を
想
起
す
る
よ
う
な
、
古
典
に
馴
染
ん
だ
人
物
の
姿
が
髣
髴
と
す
れ
ば

よ
い
。

こ
の
「
菊
雛
は
」
句
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
芥
川
は
万
太
郎
の
句
に

「
淋
し
」
や
「
あ
は
れ
」
と
い
っ
た
表
現
が
散
見
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
前
掲
『
道
芝
』「
序
」）。
岩
下
南
子
も
同
様
に
、
万
太
郎
に
は
「
淋
し
」
や
「
な

つ
か
し
」、「
あ
は
れ
」、「
は
か
な
し
」
と
い
っ
た
「
感
情
を
直
叙
す
る
言
葉
を

好
ん
で
用
」
い
る
傾
向
が
あ
る
と
し
、
そ
の
句
の
根
底
に
「
淡
い
哀
愁
感
」
を

読
み
取
る
（
蕙
子
記
「
研
究
会
紀
要
」、
一
九
三
一
・
二
・
一
『
春
泥
』
一
二
号
）。

こ
れ
ら
は
主
に
『
道
芝
』
に
対
す
る
評
言
だ
が
、「
淋
し
」
を
用
い
た
句
は
明

治
四
十
一
年
末
か
ら
四
十
四
年
初
め
ま
で
の
お
よ
そ
二
年
の
間
に
三
十
句
以
上

見
出
せ
る
。
た
と
え
ば
、「
荷
に
包
む
雛
淋
し
や
お
国
替
」（
水
巴
選
「
二
季
雑

吟
」、
明
四
二
・
三
・
一
〇
『
俳
諧
草
紙
』
四
巻
五
号
）、「
灯
に
そ
む
く
人
淋

し
け
れ
蓬
餅
」（
松
浜
選
「
春
夏
雑
吟
（
八
号
分
）」、
同
・
七
・
一
〇
『
俳
諧

草
紙
』
四
巻
八
・
九
号
）、「
夏
菊
の
赤
き
は
淋
し
鮓
の
桶
」（
同
「
東
京
俳
句
界
」

欄
、「
浜
町
俳
句
会
」
の
項
、
明
四
二
・
九
・
一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
二
巻
一

二
号
）
な
ど
で
、「
淋
し
」
と
い
う
端
的
な
心
境
の
表
現
が
「
哀
愁
感
」
を
演

出
す
る
要
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
こ
う
し
た
「
淋
し
」
の
句
で
は
、「
霍
乱
の
人
の
夢
路
や
波
淋
し
」（
東

洋
城
選
、
明
四
二
・
七
・
二
三
『
国
民
新
聞
』）
や
「
海
蠃
打
に
日
影
移
り
ぬ

菊
淋
し
」（
同
前
、
同
・
一
一
・
一
二
、
同
前
）、
あ
る
い
は
以
下
の
句
な
ど
の

よ
う
に
、
名
詞
に
直
接
接
続
す
る
終
止
形
「
淋
し
」
の
用
例
が
散
見
す
る
。

渡
る
鳥
も
な
く
て
暮
れ
け
り
霧
淋
し

（
松
浜
選
「
東
京
俳
句
界
」
欄
、「
松
柏
廬
句
録
」
の
項
、
明
四
二
・

一
一
・
一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
三
巻
二
号
）

門
を
出
る
時
客
淋
し
夕
霙

（
同
前
、「
白
菊
会
」
の
項
、
明
四
三
・
三
・
一
、
同
前
一
三
巻
六

号
）
37
（

）

橋
下
の
夕
浪
淋
し
汐
干
人

（
松
浜
選
「
俳
句
」、
同
・
六
・
一
『
警
世
』
八
巻
六
号
）

紫
蘇
淋
し
水
濁
り
た
る
冷
奴
（
同
前
、
同
・
九
・
一
、
同
前
八
巻
九
号
）

梅
淋
し
我
の
み
待
ち
て
こ
の
忌
日

（
松
浜
選
「
東
京
俳
句
界
」
欄
、「
芙
蓉
会
」
の
項
、
明
四
四
・
二
・

一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
四
巻
六
号
）

連
体
形
「
淋
し
き
」
の
場
合
は
「
浜
寺
の
松
は
淋
し
き
蓮
か
な
」（
松
浜
選

「
東
京
俳
句
界
」
欄
、
笹
川
徳
太
郎
報
「
春
の
夜
会
」
の
項
、
明
四
二
・
九
・

一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
二
巻
一
二
号
）
の
よ
う
に
、「
淋
し
」
が
主
に
後
続
す

る
語
句
の
性
質
を
説
明
し
て
い
る
。
一
方
、
右
の
句
群
で
は
感
情
形
容
詞
「
淋

し
」
に
前
接
す
る
格
助
詞
を
用
い
て
い
な
い
た
め
、
感
情
を
喚
起
す
る
対
象
だ

け
で
な
く
「
淋
し
」
と
感
じ
る
主
体
の
存
在
が
言
外
に
想
起
さ
れ
る
。
こ
う
し

た
用
法
に
は
「
暮
淋
し
花
の
後
の
鬼
瓦

友
五
」（
荷
兮
編
『
阿
羅
野
』
巻
之
一
、

元
禄
二
序
）
や
「
品
川
の
横
町
淋
し
蔦
か
づ
ら

桃
隣
」（
桃
隣
編
『
陸
奥
鵆
』

一
、
元
禄
一
〇
跋
）
の
例
も
あ
り
、
暮
雨
の
創
見
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い
が
、

名
詞
と
「
淋
し
」
の
間
に
助
詞
を
欠
く
こ
と
で
詰
屈
な
印
象
を
与
え
、
平
仮
名
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を
多
用
し
た
後
年
の
緩
や
か
な
句
風
と
は
些
か
趣
を
異
に
す
る
。

こ
こ
ま
で
主
に
句
の
趣
向
に
注
目
し
て
き
た
が
、
最
後
に
句
法
上
の
特
色
、

特
に
切
字
の
傾
向
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
三
度
芥
川
の
『
道
芝
』
序

文
を
参
照
す
る
と
、「
久
保
田
氏
は
下
五
字
の
中
に
「
け
り
」
を
使
ふ
こ
と
を

好
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
成
瀬
櫻
桃
子
は
芥
川
の
評
に
賛
同
し
つ
つ
、

「
万
太
郎
俳
句
に
は
（
…
…
）「
け
り
」
で
詠
嘆
し
た
句
が
、
ず
ば
抜
け
て
多
い
」

と
述
べ
て
お
り
）
38
（

、
髙
柳
克
弘
も
万
太
郎
の
句
集
に
お
け
る
「「
け
り
」
の
多
さ
」

に
言
及
し
て
い
る
）
39
（

。
た
し
か
に
、『
道
芝
』
に
は
「
新
参
の
身
に
あ
か
〳
〵
と

灯
り
け
り
）
40
（

」
や
「
神
田
川
祭
の
中
を
な
が
れ
け
り
」（
前
書
「
島
崎
先
生
の
「
生

ひ
立
ち
の
記
」
を
読
む
。
│
│
あ
り
し
日
の
柳
橋
の
ほ
と
り
の
家
々
の
さ
ま
思

ひ
い
で
ら
る
」）
と
い
っ
た
下
五
「
け
り
」
切
れ
の
印
象
的
な
句
も
含
ま
れ
る
。

だ
が
実
際
に
同
集
所
収
句
に
は
下
五
「
か
な
」
切
れ
の
方
が
若
干
多
く
、
さ
ら

に
暮
雨
時
代
に
関
す
る
限
り
、
特
段
「
け
り
」
を
多
用
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。一

方
、
万
太
郎
の
切
字
の
特
色
と
し
て
、「
か
な
」
に
注
目
す
る
先
行
論
も

少
な
く
な
い
。
山
本
健
吉
に
よ
る
と
、「
秋
の
雲
み
づ
ひ
き
ぐ
さ
に
と
ほ
き
か

な
」（『
冬
三
日
月
』、
一
九
五
二
・
三
、
創
元
文
庫
）
の
よ
う
な
「
体
言
を
承

け
な
い
か
な

0

0

止
め
」（
傍
点
マ
マ
）
は
「
体
言
に
つ
く
「
か
な
」
よ
り
ず
っ
と

軽
く
」、
万
太
郎
に
は
こ
の
用
例
が
多
い
と
い
う
）
41
（

。
ま
た
成
瀬
櫻
桃
子
も
、『
流

寓
抄
』（
一
九
五
八
・
一
一
、
文
藝
春
秋
新
社
）
と
『
流
寓
抄
以
後
』（
一
九
六

三
・
一
二
、
文
藝
春
秋
新
社
）
の
句
を
例
に
、「
沖
の
荒
レ
こ
ゝ
ま
で
と
ゞ
く

芒
か
な
」
の
よ
う
な
「
名
詞
か
な
止
」
と
、「
鮟
鱇
も
わ
が
身
の
業
も
煮
ゆ
る

か
な
」
の
よ
う
な
「
形
容
詞
・
動
詞
か
な
止
」
を
分
け
、
後
者
を
万
太
郎
句
の

特
徴
と
す
る
）
42
（

。
他
方
、
髙
柳
克
弘
は
「
万
太
郎
の
特
徴
」
の
一
つ
と
し
て
、「
鶯

に
人
は
落
ち
め
が
大
事
か
な
」（
前
掲
『
流
寓
抄
』）
の
よ
う
に
「「
に
」
の
あ

と
に
軽
い
切
れ
が
入
る
」、「「
○
○
に
×
×
か
な
」
の
文
体
」
に
言
及
す
る
）
43
（

。

切
字
「
か
な
」
を
好
ん
で
闇
雲
に
多
用
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
用
法
に
も
特

色
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。

明
治
期
の
暮
雨
句
お
よ
そ
八
〇
〇
句
を
通
観
し
て
み
る
と
、「
け
り
」
切
れ

の
句
が
百
句
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
下
五
「
か
な
」
切
れ
の
句
は
三
五
〇
句

に
垂
ん
と
す
る
。
ま
た
、「
や
」
切
れ
の
句
も
約
二
八
〇
句
あ
る
こ
と
か
ら
、

む
し
ろ
「
け
り
」
の
用
例
は
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、「
か

な
」
切
れ
の
な
か
で
も
先
行
論
で
言
わ
れ
る
「
体
言
を
承
け
な
い
か
な

0

0

止
め
」

（
山
本
健
吉
）、「
形
容
詞
・
動
詞
か
な
止
」（
成
瀬
櫻
桃
子
）
は
僅
か
に
二
、
三

例
に
止
ま
る
。
ま
た
助
詞
「
に
」
を
併
用
す
る
場
合
も
、「
本
所
に
住
み
て
小

さ
き
炭
家
か
な
」（
松
浜
選
「
趣
味
俳
壇
」、
明
四
三
・
一
・
一
『
趣
味
』
五
巻

一
号
）
の
よ
う
に
、
明
確
に
場
所
や
対
象
を
指
示
す
る
用
例
が
主
で
あ
り
、
髙

柳
の
言
う
よ
う
な
万
太
郎
独
自
の
傾
向
は
認
め
難
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
右

に
言
わ
れ
る
万
太
郎
句
の
特
徴
は
早
く
と
も
大
正
五
年
の
俳
句
復
帰
以
降
の
も

の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
移
行
時
期
に
つ
い
て
も
精
査
が
必
要
で
あ
る
。

付
言
し
て
お
く
と
、
後
年
の
万
太
郎
は
自
句
の
な
か
に
平
仮
名
を
多
用
し
て

い
る
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
句
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
明
治
期
に
そ
う
し

た
顕
著
な
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
世
評
の
高
い
前
書
付
き
の
句
に
つ

い
て
も
、
暮
雨
時
代
に
は
「
小
説
「
竹
の
木
戸
」」
の
前
書
が
あ
る
「
盗
ま
れ
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し
炭
の
詮
議
や
霜
の
朝
」（
樋
口
銅
牛
選
、
明
四
一
・
一
二
・
一
二
『
東
京
朝

日
新
聞
』
朝
刊
）
ほ
か
、
二
、
三
句
を
数
え
る
程
度
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
後

年
の
万
太
郎
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
系
脈
に
は
属
さ
な
い
独
特
の
句
境
が
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
暮
雨
時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
そ
れ
ら
の
個
性
は
、

い
つ
、
ど
の
よ
う
か
過
程
で
前
景
化
し
て
き
た
の
か
。
こ
の
点
は
今
後
検
証
の

余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

四

暮
雨
句
に
対
す
る
同
時
代
評

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
期
の
暮
雨
句
に
は
後
年
に
通
じ
る
趣
向

が
散
見
す
る
反
面
、
切
字
や
仮
名
、
前
書
と
い
っ
た
表
現
的
な
側
面
に
際
立
っ

た
個
性
は
認
め
が
た
い
。
そ
れ
で
は
、
彼
の
句
は
同
時
代
に
は
ど
の
よ
う
に
評

価
さ
れ
て
い
た
の
か
。「
運
座
育
ち
」
の
暮
雨
だ
け
あ
っ
て
、
新
聞
雑
誌
に
俳

論
や
俳
人
評
を
掲
げ
る
な
ど
、
同
時
代
俳
壇
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ま
た
、
句
会
で
接
し
た
俳
人
た
ち
の
顔
触
れ
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

明
治
四
〇
年
代
に
興
隆
す
る
新
傾
向
俳
句
と
は
縁
遠
い
。
万
太
郎
本
人
も
後
年
、

「
新
傾
向
句
の
お
よ
そ
生
硬
な
、
押
し
つ
け
が
ま
し
い
、
感
情
の
渇
き
切
つ
た

表
現
か
ら
し
て
気
に
喰
は
な
か
つ
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
）
44
（

。
翻
っ
て
、
俳
壇

の
主
潮
と
は
一
線
を
画
す
る
彼
の
句
が
、
当
時
殊
更
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

そ
う
し
た
暮
雨
句
の
数
少
な
い
同
時
代
評
の
一
つ
に
、『
東
京
朝
日
新
聞
』

に
お
け
る
樋
口
銅
牛
の
評
語
が
あ
る
。
万
太
郎
は
「
運
座
あ
る
き
」
の
な
か
で

東
京
朝
日
俳
句
会
に
も
顔
を
出
し
て
い
た
が
、
彼
の
句
が
初
め
て
高
点
句
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
十
五
回
の
朝
日
俳
句
会
の
記
事
で
あ
る
。
選
者

の
銅
牛
は
こ
の
と
き
の
暮
雨
句
「
八
つ
頃
に
雨
降
り
出
で
し
門
茶
哉
」
に
つ
い

て
、「
平
淡
の
中
に
複
雑
の
景
を
含
め
り
、
悪
句
に
あ
ら
ず
」
と
評
し
て
い
る

（「
朝
日
新
聞
俳
句
会
高
点
句
」、
明
四
一
・
九
・
三
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
）。

「
門
茶
」
は
陰
暦
七
月
の
風
習
で
、
供
養
の
た
め
に
寺
の
門
前
な
ど
で
通
行
人

に
茶
を
施
す
こ
と
。
雨
に
降
ら
れ
て
捗
々
し
く
な
い
門
茶
を
詠
ん
だ
一
句
で
、

中
七
ま
で
の
描
写
か
ら
や
や
時
間
の
経
過
し
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
本
句
に

対
す
る
銅
牛
の
評
価
は
肯
定
的
だ
が
、
彼
の
句
評
は
概
し
て
批
判
的
で
あ
り
、

高
点
句
で
あ
っ
て
も
辛
辣
に
批
判
し
て
い
る
。
実
際
、「
野
埃
に
芽
ぐ
む
大
樹

も
詣
で
哉
」
の
場
合
、「「
詣
で
か
な
」
と
ば
か
り
で
は
少
々
不
明
」
だ
と
し
、

「
一
句
に
亘
り
て
叙
法
が
未
熟
」
な
「
未
製
品
」
と
し
て
一
蹴
す
る
（「
朝
日
俳

句
会
高
点
句
（
二
）」、
明
四
二
・
三
・
三
一
『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
）。

ま
た
、
銅
牛
は
句
評
に
際
し
て
改
案
を
示
す
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
万

太
郎
と
の
関
心
の
ず
れ
も
垣
間
見
え
る
。
た
と
え
ば
「
あ
ら
ぬ
夢
見
て
う
き
風

邪
の
夜
頃
哉
」
に
つ
い
て
は
、「
夢
見
て
」
を
「
夢
見
る
」
に
す
べ
き
だ
と
し

た
う
え
で
、
銅
牛
流
の
改
案
「
う
き
風
邪
の
夜
頃
悪
夢
も
見
た
り
け
り
」
を
示

し
て
い
る
（「
朝
日
俳
句
会
高
点
句
」、
明
四
一
・
一
二
・
二
『
東
京
朝
日
新
聞
』

朝
刊
）。
銅
牛
の
案
で
は
夢
の
内
容
を
「
悪
夢
」
に
限
定
し
て
お
り
、「
あ
ら
ぬ

夢
」
と
含
み
を
持
た
せ
た
原
句
の
趣
向
を
単
純
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
ま
た
、「
菜
の
花
や
駕
か
ら
ま
き
し
供
養
銭
」（「
朝
日
俳
句
会
高
点
句

（
二
）」、
明
四
二
・
四
・
二
九
同
前
）
の
場
合
、
中
七
の
助
動
詞
「
し
」
は
過
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去
を
表
す
と
指
摘
し
た
う
え
で
、「
既
に
ま
き
た
る
後
の
光
景
な
り
、
現
在
と

せ
む
に
如
か
ず
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
銅
牛
は
、「
供
養
銭
駕
か
ら
ま

く
や
花
菜
道
」
と
の
改
案
を
示
し
、「
御
忌
詣
な
ど
の
富
家
翁
を
想
は
し
む
べ

し
」
と
提
案
す
る
。
原
句
で
は
、
撒
い
た
場
面
を
過
去
と
し
て
詠
ん
だ
の
か
、

既
に
撒
か
れ
た
供
養
銭
に
焦
点
を
当
て
た
の
か
分
か
り
に
く
い
。
銅
牛
は
前
者

を
強
調
し
た
が
、「
富
家
翁
」
ま
で
想
到
し
得
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
原
句
の

趣
向
を
よ
り
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
「
あ
ら
ぬ
夢
」
句
に
通
じ
る
添
削

と
言
え
る
。
と
も
あ
れ
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
お
け
る
暮
雨
は
数
多
の
投
句

者
の
一
人
と
い
う
位
置
づ
け
で
、
特
段
注
目
を
集
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
松
浜
選
「
連
夜
会
句
録
」（
明
四
三
・
五
・
一
『
趣

味
』
五
巻
五
号
）
と
、
同
記
事
に
対
す
る
渡
辺
水
巴
の
評
で
あ
る
。
こ
の
句
会

は
明
治
四
十
三
年
二
月
上
旬
か
ら
二
十
日
間
に
わ
た
っ
て
松
浜
宅
で
催
さ
れ
、

彼
の
庵
号
に
因
ん
で
「
寒
菊
堂
連
夜
句
会
」
と
称
さ
れ
た
）
45
（

。
記
事
に
は
各
日
の

出
席
者
数
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
松
浜
の
選
を
経
た
句
し
か
掲
出
し
て
お
ら
ず
、

初
日
は
三
名
が
出
席
し
て
一
句
も
載
っ
て
い
な
い
（
以
下
、
同
記
事
の
記
述
に

倣
い
各
日
の
会
を
「
第
一
会
」、「
第
二
会
」
と
表
す
）。
そ
れ
ゆ
え
、
各
会
の

出
席
者
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
暮
雨
の
句
は
第
二
会
か
ら

第
二
十
会
ま
で
十
会
に
わ
た
っ
て
計
十
二
句
載
る
。
彼
の
ほ
か
に
句
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
蛇
笏
（
一
八
句
）、
松
浜
（
一
四
句
）、
喜
舟
（
四
句
）、
句

之
都
（
一
句
）、
水
巴
（
一
句
）、
章
荷
（
一
句
）、
掬
詩
泉
（
一
句
）
で
あ
り
、

ご
く
小
規
模
な
催
し
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
連
夜
句
会
に
対
し
て
水
巴
が
『
文
庫
』
誌
上
に
批
評
を
掲
げ
お
り
（「
連

夜
会
句
録
評
」、
明
四
三
・
六
・
一
五
、
四
〇
巻
一
〇
号
）、
当
時
と
し
て
は
割

合
大
き
く
暮
雨
の
句
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
二
十
日
間
の
う
ち
二
度
ほ
ど
飛
び

入
り
で
参
加
し
た
水
巴
は
、「
作
家
〳
〵
の
苦
心
」
を
「
愉
快
」
と
感
じ
、
所

感
を
書
く
気
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
記
事
で
は
句
録
中
の
句
を
作
者
ご
と
に

取
り
上
げ
て
お
り
、
最
初
に
暮
雨
の
句
か
ら
批
評
を
始
め
て
い
る
（
以
下
、
句

の
表
記
は
水
巴
の
記
事
に
拠
り
、
元
の
記
事
の
会
数
と
題
を
併
記
し
た
）。

ま
ず
、「
山
谷
迄
行
か
ば
駕
あ
る
暮
雪
か
な
」（
二
会
、
題
「
雪
」）
に
つ
い

て
は
、「
如
何
な
る
場
合
か
種
々
に
解
さ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
何
処
を
起

点
と
し
て
山
谷
と
指
し
た
の
か
も
不
明
」
だ
と
す
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、「
漫

然
と
し
て
何
等
取
り
と
ま
つ
た
景
色
も
現
は
れ
ね
ば
心
持
も
起
ら
ぬ
」
と
い
う
。

こ
こ
で
の
水
巴
は
想
起
さ
れ
る
「
景
色
」
に
重
き
を
置
く
が
、
万
太
郎
と
し
て

は
夕
暮
れ
時
に
雪
に
降
ら
れ
て
「
山
谷
迄
行
か
ば
」
云
々
と
思
い
つ
く
、
そ
の

土
地
勘
こ
そ
が
眼
目
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
四
会
の
暮
雨
句
は
「
胼
の
手
に
こ
は
古
雛
の
お
ん
衣ぞ

か
な
」（
題
「
胼
、

鴛
鴦
」）
だ
が
、
水
巴
は
「
斧
鑿
の
痕
が
あ
り
〳
〵
と
見
え
る
」
と
し
、「
胼
の

手
」
と
「
古
雛
の
お
ん
衣ぞ

」
を
「
取
り
合
せ
て
見
せ
付
け
た
厭
味
な
句
」
と
難

じ
て
い
る
。
ま
た
、
第
六
会
の
「
寒
声
や
昔
曇
り
し
京
の
月
」（
題
「
寒
声
」）

に
つ
い
て
は
、「
作
者
選
者
共
に
好
嗜
と
す
る
「
な
つ
か
し
み
」
の
句
で
あ
ら

う
が
、
中
七
が
余
り
曇
り
過
ぎ
て
む
づ
痒
い
」
と
評
す
る
。
こ
れ
ら
の
評
か
ら

は
、
趣
向
の
作
為
性
を
嫌
う
水
巴
の
批
評
眼
が
窺
え
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は

作
者
暮
雨
と
選
者
松
浜
に
共
通
の
嗜
好
を
認
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
水
巴
の
言
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う
「
な
つ
か
し
み
」
が
「
昔
」
を
思
い
遣
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
述
し
た

近
世
文
芸
へ
の
愛
着
な
ど
も
同
系
統
の
句
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
寒
声

や
」
句
に
つ
い
て
は
、
月
に
力
点
を
置
い
て
「
内
容
を
ほ
の
め
か
」
さ
な
け
れ

ば
「
作
者
の
一
人
好
が
り
に
な
る
」
と
し
、
そ
の
点
を
以
て
「
常
に
暮
雨
君
の

欠
点
と
認
め
る
」
と
説
く
。
平
生
か
ら
暮
雨
句
に
接
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る

評
で
、「
作
者
の
一
人
好
が
り
」
と
い
う
指
摘
は
馴
染
み
の
地
名
を
詠
ん
だ
句

に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

続
い
て
、「
乾
鮭
を
吊
る
は
売
る
な
り
山
眠
る
」（
七
会
、
題
「
凍
、
山
眠
る
」）、

「
二
三
軒
枯
野
の
宿
の
冬
至
か
な
」（
一
一
会
、
題
「
枯
野
、
寒
さ
」）、「
餅
搗

や
ほ
ど
な
く
消
え
し
芝
の
火
事
」（
一
二
会
、
題
「
名
草
枯
、
餅
搗
」）「
春
雨

や
淵
の
廂
の
花
一
朶
」（
一
七
会
、
題
「
春
雨
、
壺
焼
」）
を
ま
と
め
て
、「
作

者
が
従
来
の
行
き
方
と
甚
だ
異
つ
て
居
る
処
に
先
つ
興
味
が
あ
つ
て
面
白
く
読

ん
だ
」
と
評
価
し
、
な
か
で
も
「
春
雨
や
」
句
に
つ
い
て
は
、
同
記
事
の
暮
雨

句
中
で
最
も
「
秀
逸
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。
水
巴
に
よ
る
と
、「
廂
の
花
一
朶
」

と
い
う
「
技
巧
」
に
は
「
斧
鑿
の
痕
が
無
く
」、「
景
趣
の
叙
法
」
に
大
き
な
効

果
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、「
調
子
も
緊
密
」
で
「
潤
沢
が
あ
る
」

と
し
、
特
に
「
淵
」
の
一
字
を
取
り
上
げ
て
こ
う
評
す
る
。「
大
景
の
一
部
分
、

蕭
条
た
る
春
雨
に
一
朶
の
花
の
下
、
底
知
れ
ぬ
水
紺
碧
に
湛
え
て
流
る
ゝ
と
も

な
き
を
見
れ
ば
、
一
種
悽
愴
の
感
を
生
じ
て
種
々
の
聯
想
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
と

起
る
」。

こ
う
し
た
手
放
し
の
称
賛
は
「
春
雨
や
」
句
に
の
み
顕
著
で
あ
り
、
続
く
「
花

人
に
貸
し
た
る
船
の
蛙
か
な
」（
一
八
会
、
題
「
紙
鳶
、
蛙
」）
に
つ
い
て
は
、

松
浜
の
説
明
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
の
解
釈
に
異
を
唱
え
て
い
る
。
松
浜
に
よ

る
と
、
本
句
は
「
花
見
の
人
に
乞
は
れ
て
其
処
の
川
辺
に
繋
い
で
あ
る
夫
れ
も

水
垢
浸
つ
て
む
さ
く
る
し
い
小
舟
（
百
姓
所
有
の
物
と
で
も
見
る
）
を
貸
し
た
、

そ
れ
に
蛙
が
居
る
」
と
い
う
趣
向
の
句
だ
と
い
う
。
小
舟
の
説
明
は
松
浜
の
恣

意
的
な
想
像
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
水
巴
は
こ
れ
に
対
し
、
中
七
は

「「
貸
す
船
」
と
現
在
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
指
摘
す
る
。
そ
う
で
な
い
た
め
に

「
貸
主
と
漕
ぎ
出
す
船
と
の
間
が
生
じ
て
、「
蛙
か
な
」
が
後
か
ら
据
え
物
に
し

た
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
い
う
の
だ
。
こ
の
点
は
先
述
し
た
朝
日
俳
句
会
高
点

句
の
「
籠
か
ら
ま
き
し
」
や
、
第
六
会
の
「
昔
く
も
り
し
」
に
通
じ
る
手
癖
と

言
え
よ
う
か
。

第
十
九
、
二
十
会
の
句
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
同
記
事
か
ら
は
、
暮
雨

句
の
従
来
の
傾
向
を
指
摘
す
る
ほ
ど
、
水
巴
が
彼
の
句
に
接
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
は
多
く
の
投
句
者
と
同
列
に
遇
さ
れ
て
い
た

万
太
郎
だ
が
、
松
浜
や
東
洋
城
を
含
め
、
こ
う
し
た
近
し
い
俳
人
た
ち
と
の
交

流
の
な
か
で
彼
の
初
期
俳
句
は
磨
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
明
治
四
十
年
代
の
新
聞
雑
誌
を
辿
り
な
が
ら
、
万
太
郎
が
暮
雨

と
号
し
て
い
た
頃
の
俳
業
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
、
先
行
研
究
で
は

考
証
が
不
十
分
だ
っ
た
最
初
期
の
「
句
会
あ
る
き
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
動
向

を
整
理
し
直
し
、
当
時
の
諸
媒
体
に
載
る
句
と
の
関
係
性
な
ど
に
つ
い
て
指
摘
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し
た
。
次
に
、
従
来
参
照
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
俳
句
欄
や
句
会
報
を
も
と
に
、

暮
雨
の
句
風
や
彼
に
対
す
る
同
時
代
評
を
概
観
し
た
。
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ

る
明
治
期
の
句
は
、
概
ね
後
年
の
句
集
に
依
拠
し
て
い
た
が
、
暮
雨
時
代
に
は

そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
個
性
の
多
く
は
認
め
難
い
。「
生
活
」
に
根
差
し

た
「
抒
情
詩
」
と
い
う
抽
象
的
な
評
価
に
含
ま
れ
得
る
句
も
少
な
く
な
い
が
、

そ
う
し
た
傾
向
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
検
証
の
余
地
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
暮
雨

時
代
の
初
期
俳
句
に
も
光
を
当
て
る
こ
と
は
、
自
明
視
さ
れ
た
「
万
太
郎
俳
句
」

の
一
貫
性
を
批
判
的
に
見
直
す
手
掛
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
改
め
て
強
調
し
て
お
く
と
、
本
稿
で
見
て
き
た
暮
雨
句
の
傾
向
を
以

て
直
ち
に
万
太
郎
俳
句
の
全
体
像
が
更
新
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
本

稿
で
触
れ
た
句
や
句
会
報
も
暮
雨
時
代
の
俳
業
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
特
に
、

明
治
四
十
年
頃
に
白
水
郎
や
鷗
二
ら
と
開
い
た
と
い
う
仲
間
内
の
句
会
に
つ
い

て
は
、
未
刊
行
の
資
料
を
含
め
た
調
査
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
大
正
期
以
降

の
俳
業
に
し
て
も
、
自
選
句
集
に
収
め
ら
れ
た
句
の
み
を
考
察
し
て
い
て
は
、

句
集
編
纂
時
に
演
出
さ
れ
た
既
存
の
「
万
太
郎
調
」
を
追
認
す
る
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
偏
向
性
を
気
に
留
め
な
い
ま
ま
安
易
な
「
全
貌
」
や
「
全

体
像
」、「
全
句
」
を
喧
伝
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
公
表
さ
れ
た
万
太
郎
句

を
で
き
る
限
り
収
集
し
、
初
出
や
改
作
過
程
を
整
理
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
ろ
う
。

論
者
が
期
待
す
る
「
万
太
郎
調
」
で
は
な
く
、
句
風
の
変
遷
を
跡
づ
け
る
に
足

る
研
究
基
盤
の
整
備
が
俟
た
れ
る
。

注

（
１

）
戸
板
康
二
『
久
保
田
万
太
郎
』（
一
九
六
七
・
一
一
、
文
藝
春
秋
、「
そ
の
教
室
」、「
そ

の
俳
句
」）。
安
住
敦
に
よ
る
と
、
俳
句
は
万
太
郎
の
「
数
多
く
の
文
学
作
品
の
最
上
位

に
さ
へ
置
か
れ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
は
な
い
」
と
い
う
（『
久
保
田
万
太
郎
全

句
集
』、
一
九
七
一
・
五
、
中
央
公
論
社
、「
解
説
」）。

（
２

）
「
季
題
別
全
俳
句
集
」
と
「
季
題
別
全
俳
句
集

拾
遺
」
は
『
久
保
田
万
太
郎
全
句
集
』

（
同
注（
１

））
に
も
併
録
さ
れ
る
が
、
句
の
追
加
は
な
い
。
な
お
、
拙
稿
「
暮
雨
久
保

田
万
太
郎
俳
句
纂
録
│
│
明
治
四
十
二
、
三
年
の
句
を
中
心
に
│
│
」（
二
〇
二
一
・

一
一
『
文
藝
と
批
評
』
一
三
巻
四
号
）
で
は
、
全
集
未
収
録
句
を
含
む
明
治
期
の
句
お

よ
そ
八
〇
〇
句
を
紹
介
し
た
。

（
３

）
安
住
敦
「
解
説
」（
久
保
田
万
太
郎
『
草
の
丈
』、
一
九
五
二
・
一
一
、
創
元
文
庫
）、

石
川
桂
郎
「
久
保
田
万
太
郎
」（『
俳
句
講
座
８

現
代
作
家
論
』、
一
九
五
八
・
一
二
、

明
治
書
院
）、
草
間
時
彦
「
俳
人
久
保
田
万
太
郎
」（
一
九
七
四
・
五
『
俳
句
』
二
三
巻

五
号
）、
後
藤
杜
三
『
わ
が
久
保
田
万
太
郎
』（
一
九
七
四
・
五
、
青
蛙
房
、「
朝
顔
」）

な
ど
。

（
４

）
戸
板
康
二
『
久
保
田
万
太
郎
』、
同
注（
１

）。

（
５

）
安
住
敦
「
解
説
」（
同
編
『
久
保
田
万
太
郎
句
集
』、
一
九
五
四
・
七
、
角
川
文
庫
）。

石
川
桂
郎
も
安
住
の
記
事
を
引
き
な
が
ら
、
万
太
郎
句
に
「
微
妙
な
変
化
」
を
認
め
る

（「
久
保
田
万
太
郎
」、
同
注（
３

））。

（
６

）
戸
板
康
二
・
高
橋
健
二
編
『
日
本
近
代
文
学
大
系

第
41
巻
』（
一
九
七
三
・
八
、

角
川
書
店
）、
小
島
政
二
郎
『
俳
句
の
天
才
、
久
保
田
万
太
郎
』（
一
九
八
〇
・
六
、
彌

生
書
房
）、
戸
板
康
二
『
万
太
郎
俳
句
評
釈
』（
一
九
九
二
・
一
〇
、
富
士
見
書
房
）、

成
瀬
櫻
桃
子
『
久
保
田
万
太
郎
の
俳
句
』（
一
九
九
五
・
一
〇
、
ふ
ら
ん
す
堂
）、
伊
藤

通
明
『
蝸
牛
俳
句
文
庫
㉔

久
保
田
万
太
郎
』（
一
九
九
七
・
一
、
蝸
牛
社
）、
小
澤
實

『
万
太
郎
の
一
句

365
日
入
門
シ
リ
ー
ズ

澤
俳
句
叢
書
第
二
篇
』（
二
〇
〇
五
・
七
、

ふ
ら
ん
す
堂
）
な
ど
。

（
７

）
楠
本
憲
吉
『
近
代
俳
句
の
成
立
』（
一
九
五
五
・
六
、
現
代
書
房
、「
万
太
郞
俳
句
私

観
」）。
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（
８

）
楠
本
憲
吉
「
久
保
田
万
太
郎
の
俳
句
」（
佐
藤
朔
・
池
田
弥
三
郎
・
白
井
浩
司
編
『
久

保
田
万
太
郎
回
想
』、
一
九
六
四
・
一
二
、
中
央
公
論
社
）。

（
９

）
髙
柳
克
弘
『
ど
れ
が
ほ
ん
と
？

万
太
郎
俳
句
の
虚
と
実
』（
二
〇
一
八
・
四
、
慶

應
義
塾
大
学
出
版
）。

（
10
）
福
井
拓
也
「
久
保
田
万
太
郎
『
道
芝
』
論
」（
二
〇
二
〇
・
二
『
国
語
と
国
文
学
』

九
七
巻
二
号
）。

（
11
）
福
井
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
初
出
は
明
治
四
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
の
『
国
民
新

聞
』
俳
句
欄
。
た
だ
し
、
上
五
・
中
七
の
表
記
は
「
露
の
降
る
景
色
に
消
ゆ
る
」。
以
下
、

掲
載
紙
誌
に
よ
っ
て
表
記
に
異
同
が
あ
る
場
合
は
そ
の
箇
所
の
み
を
注
で
示
す
。

（
12
）
草
間
時
彦
「
俳
人
久
保
田
万
太
郎
」、
同
注（
３

）。

（
13
）
久
保
田
万
太
郎
・
鈴
木
燕
郎
「
対
談

国
民
俳
壇
そ
の
他
」（
一
九
五
四
・
一
〇
『
俳

句
』
三
巻
一
〇
号
）。

（
14
）
久
保
田
万
太
郎
・
楠
本
憲
吉
「
対
談
俳
句
史

第
６

回

来
し
方
万
太
郎
俳
句
」（
一

九
六
〇
・
一
『
俳
句
』
九
巻
一
号
）。
楠
本
憲
吉
『
対
談

近
代
俳
句
』（
一
九
六
六
・

七
、
桜
楓
社
）
に
収
録
。
引
用
は
同
書
に
拠
っ
た
。
な
お
、
楠
本
は
「
晒
井
の
衆
の
誰

へ
の
使
か
な
」
を
霍
乱
八
句
以
前
の
句
と
し
て
「
国
民
俳
壇
」
の
「
先
登
の
第
一
句
」

と
位
置
づ
け
る
が
（
楠
本
健
吉
「
久
保
田
万
太
郎
の
俳
句
」、
同
注（
８

））、
同
句
は
七

月
二
十
九
日
の
掲
載
で
あ
り
、
霍
乱
八
句
よ
り
も
六
日
遅
れ
る
。

（
15
）
久
保
田
万
太
郎
・
楠
本
憲
吉
「
対
談
俳
句
史

第
６

回

来
し
方
万
太
郎
俳
句
」、

同
注（
14
）。

（
16
）
大
場
白
水
郎
・
中
村
汀
女
・
富
安
風
生
「
座
談
会

初
学
時
代
」（
一
九
五
五
・
五
『
俳

句
』
四
巻
六
号
）。

（
17
）
大
場
白
水
郎
「
序
」（
伊
藤
鷗
二
『
鷗
二
俳
論
』、
一
九
三
〇
・
一
〇
、
俳
華
堂
書
房
）。

（
18
）
楠
本
憲
吉
「
久
保
田
万
太
郎
の
俳
句
」、
同
注（
８

）。
楠
本
は
情
報
提
供
者
を
「
石

川
久
」
と
す
る
が
、
戸
板
康
二
は
同
じ
挿
話
の
人
物
を
「
石
川
久
羅
四
郎
」
と
し
て
お

り
（『
久
保
田
万
太
郎
』、
同
注（
１

））、
後
者
が
正
確
な
記
述
と
見
ら
れ
る
た
め
、
そ

ち
ら
を
採
用
し
た
。

（
19
）
伊
藤
鷗
二
「
万
太
郎
さ
ん
の
一
面
」（
一
九
五
五
・
一
一
『
俳
句
』
一
二
巻
一
一
号
）。

（
20
）
大
場
白
水
郎
『
縷
紅
亭
雑
記
』（
一
九
四
〇
・
五
、
春
泥
社
、「
明
治
四
十
一
年
の
こ

と
」）。

（
21
）
久
保
田
万
太
郎
・
小
泉
迂
外
・
伊
藤
鷗
二
・
山
田
蕙
子
・
内
田
誠
・
長
谷
川
春
草
「
俳

諧
無
駄
話
」（
一
九
三
〇
・
一
二
・
一
『
春
泥
』
一
〇
号
）。

（
22
）
久
保
田
万
太
郎
「
序
」（
大
場
白
水
郎
『
白
水
郎
句
集
』、
一
九
二
八
・
八
、
俳
書
堂
）。

（
23
）
久
保
田
万
太
郎
「
夏
と
町
々
」（「
不
動
さ
ま
」
の
条
、
一
九
三
〇
・
三
『
海
酸
漿
』、

大
岡
山
書
店
）。た
だ
し
、後
年
の
発
言
で
は
「
仲
間
の
一
人
の
親
父
」
と
し
て
い
る
（
久

保
田
万
太
郎
・
楠
本
憲
吉
「
対
談
俳
句
史

第
６

回

来
し
方
万
太
郎
俳
句
」、
同
注

（
14
）。）

（
24
）
大
場
白
水
郎
・
中
村
汀
女
・
富
安
風
生
「
座
談
会

初
学
時
代
」、
同
注（
16
）。

（
25
）
た
だ
し
、
俳
誌
『
千
代
田
』
第
二
巻
第
一
号
（
明
四
三
・
一
・
一
八
）
の
「
各
地
俳

壇
」
欄
、
至
靑
報
「
秉
燭
会
」
の
項
で
は
、
暮
雨
句
「
朝
霜
に
掃
き
居
る
や
よ
べ
の
十

日
僧
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）
伊
藤
鷗
二
「
万
太
郎
さ
ん
の
一
面
」、
同
注（
19
）。

（
27
）
大
場
白
水
郎
・
楠
本
憲
吉
「
対
談
俳
句
史

第
４

回

三
田
俳
句
会
か
ら
俳
諧
雑
誌

ま
で
」（
一
九
五
九
・
一
〇
『
俳
句
』
八
巻
一
〇
号
）。

（
28
）
大
場
白
水
郎
「
藻
花
吟
社
・
千
鳥
吟
社
時
代
│
│
明
治
大
正
俳
壇
史
話
（
七
）

│
│
」
一
九
三
九
・
一
『
俳
句
研
究
』
六
巻
一
号
）。
実
際
、『
俳
諧
草
紙
』
の
「
各
地

俳
壇
」
欄
（
暮
雨
報
「
白
菊
会
」
の
項
、
明
四
一
・
一
二
・
一
〇
、
四
巻
二
号
）
で
水

巴
の
出
席
が
確
認
で
き
る
。

（
29
）
久
保
田
万
太
郎
・
楠
本
憲
吉
「
対
談
俳
句
史

第
６

回

来
し
方
万
太
郎
俳
句
」、

同
注（
14
）。

（
30
）
大
場
白
水
郎
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
㈢
│
│
内
藤
鳴
雪
│
│
」（
一
九
五
三
・
三
『
俳
句
』

二
巻
三
号
）。

（
31
）
大
場
白
水
郎
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
㈠
│
│
岡
本
癖
三
酔
│
│
」（
一
九
五
二
・
一
二
『
俳

句
』
一
巻
七
号
）。

（
32
）
久
米
正
雄
「
万
太
郎
俳
句
覚
書
」（
久
米
正
雄
・
久
保
田
万
太
郎
『
互
選
句
集
』、
一

九
四
六
・
九
、
文
藝
春
秋
社
）。
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（
33
）
下
五
「
三
輪
か
な
」（
松
浜
選
「
東
京
俳
句
界
」
欄
、「
趣
味
俳
壇
五
句
集
（
麴
町
区
）」

の
項
、
明
四
三
・
二
・
一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
三
巻
五
号
）。

（
34
）
「
海
蠃
う
ち
や
廓
と
も
り
て
わ
か
れ
け
り
」（
前
掲
『
三
筋
町
よ
り
』）、「
海
蠃
の
子

の
廓
と
も
り
て
わ
か
れ
け
り
」（
前
掲
『
草
の
丈
』）。

（
35
）
中
七
「
伊
勢
読
み
飽
き
て
」（「
東
京
俳
句
界
」
欄
、「
春
の
夜
会
」
の
項
、
明
四
二
・

六
・
一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
二
巻
九
号
）。

（
36
）
下
五
「
な
ん
の
巻
」（「
東
京
俳
句
界
」
欄
、「
紫
芳
吟
社
」
の
項
、
明
四
二
・
一
二
・

一
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
三
巻
三
号
）、
下
五
「
何
ん
の
巻
」（
天
郎
・
燕
郎
「
俳
壇
」、
同
・

一
一
・
一
『
宗
教
界
』
五
巻
一
一
号
）。

（
37
）
下
五
「
夕
み
ぞ
れ
」（「
会
報
」
欄
、「
白
菊
会
」
の
項
、
明
四
三
・
三
・
一
五
『
俳
人
』

一
巻
三
号
）。

（
38
）
前
掲
成
瀬
書
、
同
注（
６

）、「
俳
人

久
保
田
万
太
郎
」。

（
39
）
前
掲
髙
柳
書
、
同
注（
９

）、「
切
れ
と
切
字
」。

（
40
）
本
句
は
「
新
参
の
身
に
あ
け
や
す
し
帳
磅
」（「
俳
句
界
」
欄
、
川
野
一
昇
報
「
七
夕

吟
社
」
の
項
、
明
四
二
・
八
・
一
『
ア
ラ
レ
』
六
巻
八
号
）
を
夕
刻
の
情
景
に
転
じ
た

か
。

（
41
）
山
本
健
吉
『
定
本

現
代
俳
句
』（
一
九
九
八
・
四
、
角
川
選
書
、「
久
保
田
万
太
郎
」）。

（
42
）
前
掲
成
瀬
書
、
同
注（
６

）、「
万
太
郎
俳
句
の
構
造
１

│
│
切
字
に
つ
い
て
│
│
」。

（
43
）
前
掲
高
柳
書
、
同
注（
９

）、「
切
れ
と
切
字
」。

（
44
）
久
保
田
万
太
郎
「
三
汀
の
句
」（
前
掲
『
互
選
句
集
』、
同
注（
32
））

（
45
）
野
村
喜
舟
「
岡
本
松
浜
氏
の
想
ひ
出
」（
一
九
三
九
・
一
〇
『
俳
句
研
究
』
六
巻
一

〇
号
）。
岡
本
春
人
編
『
定
本
岡
本
松
浜
句
文
集
』（
一
九
九
〇
・
七
、
富
士
見
書
房
）

に
収
録
。
引
用
は
同
書
に
拠
っ
た
。

※
引
用
に
際
し
て
ル
ビ
と
圏
点
は
原
則
と
し
て
削
除
し
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
た
。

引
用
中
の
省
略
は
三
点
リ
ー
ダ
（
…
…
）
で
示
し
た
。
作
者
名
の
な
い
句
の
引
用
は
す

べ
て
暮
雨
の
句
で
あ
る
。
ま
た
、
句
会
報
の
表
題
に
地
区
名
が
併
記
さ
れ
て
い
る
場
合

は
適
宜
省
略
し
た
。




