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三
好
達
治
の
詩
と
俳
句

飛

両

隆

夫

一
二
好
達
治
に
は
、
自
ら
の
詩
歌
の
出
発
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
詩
歌
の
思
出
」
（
「
短
歌
研
究
」
昭
和
日
・

5
）
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

三
好
達
治
は
、
そ
の
文
章
の
中
で
、
ま
ず
、
「
小
学
校
の
卒
業
前
に
、
文
学
好
き
の
若
い
先
生
に
受
け
持
っ
て
貰
っ
た
の
で
、

そ
の
頃
樗
牛

や
独
歩
や
激
石
、

さ
う
い
ふ
文
学
者
の
名
前
を
初
め
て
覚
え
た
。
「
滝
口
入
道
」
や
「
武
蔵
野
」
や
「
猫
」
を
読
ん
だ
の
も
そ
の
頃
で
あ
る
。
」

と
文
学
の
世
界
に
初
め
て
触
れ
た
思
い
出
を
述
べ
て
い
る
。
「
し
か
し
当
時
は
、
新
体
詩
と
い
ふ
も
の
の
存
在
さ
へ
も
私
は
ま
だ
知
ら
な
か
っ

た
。
」
と
断
っ
て
い
る
の
は
、

三
好
が
、
最
終
的
に
は
、
詩
の
創
作
に
生
涯
の
道
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

三
好
達
治
は
、
次
に
、
同
級
生
の
「
出
来
の
い
い
お
ま
せ
な
少
年
」
が
、
俳
句
を
作
り
、
学
校
の
新
聞
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
思
い
出
を
述
べ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
身
の
す
ゑ
を
錦
に
つ
つ
む
蚕
か
な
」
と
い
う
句
で
あ
る
が
、
「
た
い
へ
ん
う
ま
い
も
の
だ
と
感
心
し
た
の
を
今
に
忘
れ
な

驚
い
た
の
は
、

ぃ
。
」
と
い
い
、
「
私
が
そ
も
そ
も
詩
歌
と
い
ふ
も
の
に
初
め
て
感
心
し
た
の
は
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
自
ら
制
作
す
る
人
物
を
身
辺
に
見
出
し
て

そ
れ
が
最
初
の
機
会
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
身
の
す
ゑ
」
の
句
は
、
い
わ
ゆ
る
月
並
み
俳
句
の
典
型
的
な
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
、
三
好
は
、
詩
歌
と
い
う
も
の
が
、
自
分
に
と
っ
て
、

た
だ
読
む
ば
か
り
の
も
の
で
は
な
く
、
制
作
し

好
達
治
の
詩
と
俳
句

一
四
九



「五
O

う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
も
、
感
得
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
三
好
は
、
「
中
学
へ
上
る
や
う
に
な
っ
た
頃
」
、
近

所
の
や
は
り
俳
句
を
作
る
商
家
の
若
い
主
人
と
知
り
、
「
見
ょ
う
見
ま
ね
で
彼
の
ま
ね
ご
と
」
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
人
物
が
得
意
と
し
て
い
た
の
は
、
「
真
面
目
な
俳
句
よ
り
も
寧
ろ
川
柳
」
で
あ
っ
た
の
で
、
三
好
が
始
め
た
の
も
、
「
さ
う
い
ふ
川

柳
の
ま
ね
ご
と
」
で
あ
っ
た
。
一
二
好
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
当
時
私
は
ま
た
浪
六
も
の
の
所
謂
擁
髪
小
説
を
愛
読
し
て
ゐ
た
の
で
、
駄

酒
落
や
諮
謹
は
少
年
な
り
に
理
解
も
し
愛
好
も
し
て
、
ひ
い
て
は
さ
う
い
ふ
つ
ま
ら
ぬ
ま
ね
ご
と
も
始
め
た
の
で
あ
る
。
」
と
、
い
く
ぶ
ん
言

い
訳
が
ま
し
く
付
け
加
え
て
い
る
が
、
「
駄
酒
落
」
は
別
と
し
て
も
「
譜
語
」
は
、
三
好
の
本
性
に
そ
な
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、

三
好
の
詩
の
一
特
色
を
示
す
も
の
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

の
ち
の
ち
、

い
ず
れ
に
し
ろ
、
三
好
ば
、
「
内
証
で
こ
っ
そ
り
試
み
た
」
そ
の
「
ま
ね
ご
と
」
が
、
そ
の
後
継
続
し
、
「
今
日
ま
づ
い
詩
歌
の
類
を
、

な
ほ

こ
り
ず
今
に
作
り
つ
づ
け
て
ゐ
る
の
も
、
そ
の
頃
の
そ
の
出
発
の
引
続
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
へ
な
い
こ
と
も
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
」
と
、
自

ら
の
詩
歌
の
道
の
出
発
点
を
、
こ
の
「
ま
ね
ご
と
」
に
見
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
三
好
は
、
家
庭
の
事
情
か
ら
一
年
遅
れ
て
入
学
し
た
大
阪
府
立
市
岡
中
学
校
を
二
年
で
中
退
し
、
大
阪
陸
軍
地
方
幼
年
学
校
、
東
京

陸
軍
中
央
幼
年
学
校
本
科
、
陸
軍
土
官
学
校
と
軍
人
へ
の
道
を
辿
り
、
そ
の
中
途
で
挫
折
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
陸
軍
の
学
校
に
在

学
中
も
、
「
ま
っ
た
く
内
証
で
泌
密
に
」
「
そ
の
文
芸
を
続
げ
る
こ
と
は
怠
」
ら
ず
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
愛
読
し
、
そ
の
模
倣
を
し
て
い
た
、

と
述
べ
て
い
る
。
「
ま
ね
ご
と
」
と
い
い
、
「
模
倣
」
と
い
う
の
は
、
「
ま
づ
い
詩
歌
」
と
述
べ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
一
一
一
好
独
特
の
謙
辞
で
あ

る
と
と
も
に
、
一
二
好
の
詩
に
対
す
る
妥
勢
と
も
深
く
関
わ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

三
好
は
、
「
千
句
二
千
句
」
も
作
っ
た
と
い
う
当
時
の
俳
句
に
つ
い
て
、
「
卒
ひ
に
し
て
そ
の
頃
の
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
は
い
つ
の
ま
に
か
紛
失
し

て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
日
で
は
冷
げ
も
の
の
そ
の
片
見
の
品
は
残
っ
て
ゐ
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
虚
実
の
程
は
分
か
ら
な
い
が
、

お

お
よ
そ
、
そ
の
通
り
に
受
け
取
っ
て
お
い
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
好
の
俳
句
が
」
伺
め
て
活
字
に
な
っ
た
の
は
、
「
青
空
」
大
正
十
五
年

十
月
号
の
次
の
二
句
で
あ
る
。



痩
と
し
て
膳
蜘
は
葉
を
わ
た
り
け
り

柿
う
る
る
夜
は
よ
も
す
が
ら
水
車

総
題
は
「
賜
の
秋
」
で
、
こ
の
句
の
後
に
、
無
題
の
短
歌
六
首
、

好
ら
し
い
。

お
よ
び
、
詩
「
私
の
猫
」
を
並
べ
て
発
表
し
て
い
る
が
、

い
か
に
も
、
三

こ
こ
で
、
少
し
視
点
を
変
え
て
、
三
好
達
治
が
、
小
学
校
の
高
学
年
の
時
に
、
担
任
の
若
い
先
生
に
よ
っ
て
、
文
学
の
世
界
に
導
か
れ
る

や
、
た
ち
ま
ち
に
、
そ
の
世
界
に
の
め
り
込
む
よ
う
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
こ
と
の
背
景
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
好
は
、
自
伝
的
文
章
「
魂
の
遍
歴
」
〈
筑
摩
書
房
刊
『
現
代
倫
理
』
第
八
巻
、
昭
四
・

5
）
を
、
次
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
。

い
つ
じ
ぶ
ん
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
学
校
へ
上
る
よ
り
は
ず
っ
と
以
前
、
四
五
歳
の
頃
に
見
た
夕
空
の
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
私
の
最
も

古
い
記
憶
の
一
つ
、
こ
の
齢
と
な
っ
て
み
る
と
、
も
う
人
ご
と
の
や
う
な
感
じ
も
し
ま
す
。
以
前
に
は
そ
れ
が
妙
に
鮮
明
に
、

い
つ
も
眼

底
に
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
た
だ
今
と
な
っ
て
は
距
離
を
お
い
て
回
想
さ
れ
ま
す
。

そ
の
時
刻
、
風
向
き
に
従
っ
て
、

丘
の
上
の
竹
薮
は
、

し
な
や
か
に
反
携
し
な
が
ら
、
片
な
び
き
に
鹿
い
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
方
向

を
、
私
は
も
の
見
の
役
目
で
、

日
暮
れ
に
な
る
と
縁
側
に
立
っ
て
、

じ
っ
と
一
っ
と
き
眺
め
て
ゐ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
私
の
報
告
か
ら
、

祖
母
は
明
日
の
天
候
を
占
ひ
ま
し
た
。
そ
ん
な
日
課
が
、

い
く
度
く
り
か
へ
さ
れ
た
こ
と
か
、
そ
れ
は
い
つ
か
う
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
記
憶
に
は
、

た
っ
た
一
回
き
り
の
や
う
に
、
影
絵
に
な
っ
た
竹
薮
の
上
に
、
く
っ
き
り
と
青
く
澄
ん
だ
、
前
方
の
地
形
と
軒
端
に

か
ぎ
ら
れ
た
一
つ
の
夕
空
が
残
っ
て
ゐ
ま
す
。
宵
の
明
星
が
た
だ
一
つ
、
そ
の
あ
る
位
置
に
、
今
も
は
っ
き
り
と
輝
い
て
ゐ
ま
す
。

そ
ん
な
年
齢
の
私
に
は
、

い
づ
れ
言
葉
の
持
合
せ
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
ら
う
か
ら
、
そ
の
眺
望
は
、

い
つ
ま
で
も
沈
黙
の
ま
ま
、
そ
こ

三
好
達
治
の
詩
と
俳
句

五



「五

に
そ
の
ま
ま
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
美
し
く
懸
っ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
印
象
は
、

だ
か
ら
、
私
だ
け
の
も
の
、
と
い
ふ
外
は
な
い
も
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。

長
い
引
用
と
な
っ
た
が
、

さ
て
、
一
二
好
は
、
こ
の
段
落
を
、
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
死
の
恐
怖
を
覚
え
る
よ
り
先
に
、
自
然
の
美
し
さ
を
承
認
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
た
だ
今
、

さ
ま
ざ
ま
な
反
省
を
く
り
か
へ
し
て

み
て
、

さ
う
考
へ
ま
す
。

そ
し
て
、
「
学
校
へ
上
る
と
間
も
な
く
」
、
「
最
初
の
、
第
u

一
回
目
の
、
死
の
恐
怖
に
襲
は
れ
」
た
こ
と
、

そ
れ
を
「
秘
密
の
恐
怖
」
と
し
て
、

「
人
に
告
げ
て
み
よ
う
」
と
は
考
え
な
か
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
、
「
死
の
恐
怖
」
は
そ
の
後
も
「
く
り
か
へ
し
周
期
的
に
」
少
年
の
三
好
を
悩

ま
し
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
た
後
、
「
中
学
に
上
る
じ
ぶ
ん
」
の
次
の
よ
う
な
話
に
落
ち
着
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

私
の
育
っ
た
大
阪
の
空
に
も
、

ま
だ
そ
の
頃
は
、
夕
暮
れ
に
な
る
と
無
数
の
璃
が
東
の
空
に
帰
っ
て
ゆ
く
の
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
鍵
に

な
り
梓
に
な
り
す
る
雁
行
の
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
も
の
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
て
ゐ
る
と
き
に
、
私
は
既
に
、
世
に
無
用

の

一
隅
の
人
間
と
な
り
か
か
っ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
た
だ
今
反
省
し
て
み
て
納
得
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

三
好
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
こ
と
の
第
一
は
、
「
死
の
恐
怖
を
覚
え
る
よ
り
先
に
、
自
然
の
美
し
さ
を
承
認
」
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
三
好
に
と
っ
て
、
「
学
校
へ
上
る
と
間
も
な
く
」
襲
わ
れ
た
「
死
の
恐
怖
」
は
、
時
を
経
て
顧
み
た
時
、
自
己
の
性
情
、
経
歴
の
特
異

さ
を
痛
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
幼
少
年
時
の
最
大
の
事
件
と
し
な
が
ら
も
、
コ
一
好
は
、
「
死
の
恐
怖
を
覚
え
る
よ
り
先

に
、
自
然
の
美
し
さ
を
承
認
」
し
て
い
た
こ
と
を
、
自
己
の
「
魂
の
遍
歴
」
の
あ
り
様
と
し
て
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
三
好
が
「
承

認
」
し
た
「
自
然
の
美
し
さ
」
の
、

そ
の
美
し
さ
の
傾
向
に
は
、
孤
独
感
や
死
の
静
誼
に
通
じ
る
あ
る
感
じ
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

語
っ
て
い
る
こ
と
の
第
二
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
自
然
に
惹
か
れ
て
い
た
自
分
は
、
「
既
に
、
世
に
無
用
の
、

一
隅
の
人
間
と
な
り
か
か
っ
て

ゐ
た
の
か
も
知
れ
」
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
半
年
後
に
、
「
あ
る
魂
の
径
路
」
（
「
知
性
」
昭
日
・

1
）
の
中
で
、
コ
一
好
が
、

「
詩
歌
に
於
て
私
の
追
及
し
た
興
趣
は
一
種
『
世
外
の
感
興
』
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
、

と
述
べ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
あ
と
で



見
る
よ
う
に
、
俳
句
を
ご
種
世
外
の
文
学
」
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
と
、
直
接
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る

ま
ず
俳
句
と
い
う
文
学
形
式
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
と
も
、
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え

自
然
の
美
へ
の
い
ち
早
い
目
覚
め
は
、
三
好
が
、

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
三
好
達
治
が
、
そ
の
詩
歌
の
道
に
、
偶
然
の
力
の
作
用
も
受
け
な
が
ら
、
俳
句
か
ら
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
当
然
、
必
然
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
一
二
好
は
、
前
出
の
「
あ
る
魂
の
径
路
」
の
中
で
、
「
私
が
一

番
最
初
に
詩
歌
の
類
に
関
心
を
覚
え
た
の
は
言
葉
が
あ
る
制
約
ー
ー
ー
フ
オ
ル
ム
の
中
で
う
ま
く
終
結
し
完
結
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
へ
の
興
味

か
ら
で
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
「
秩
序
へ
の
愛
だ
と
か
、
形
式
美
へ
の
何
だ
と
か
」
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
「
地

口
や
駄
酒
落
や
語
呂
合
せ
や
の
、
そ
の
場
限
り
の
あ
の
言
葉
の
遊
戯
の
方
に
、
い
っ
そ
う
多
く
の
共
通
性
」
を
持
っ
て
お
り
、
「
「
言
葉
が
ウ
マ

グ
運
ん
で
ゐ
る
」
と
い
ふ
こ
と
へ
の
興
味
」
で
、
「
内
容
な
ど
は
全
く
問
題
で
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
宜
し
い
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
、
「
詩
歌
へ
の
最
初
の
興
味
」
が
「
「
言
葉
が
ウ
マ
ク
運
ん
で
ゐ
る
」
こ
と
へ
の
興
味
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
三
好

が
、
何
を
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、

い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
か
ら
詩
歌
の
道
に
近
づ
い
て
い
っ
た
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、

ま
た
、
形
式
と
い
う
も
の
へ
の
関
心
と
、

ま
っ
た
く
、
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
三
好
が

最
初
に
近
付
い
た
詩
歌
が
、

五
・
七
・
五
と
い
う
形
式
を
そ
な
え
た
川
柳
、
俳
句
で
あ
っ
た
こ
と
の
必
然
性
を
十
分
に
納
得
さ
せ
て
く
れ
る
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
陸
軍
士
官
学
校
を
中
退
し
た
三
好
は
、
第
三
高
等
学
校
に
入
学
す
る
が
、
三
高
在
学
中
に
、
以
前
と
は
「
別
な
意
識
と
情
熱
と
で

文
学
を
愛
し
、
詩
歌
を
愛
す
る
や
う
に
な
」
り
、
「
二
年
間
ば
か
り
は
夢
中
で
、
短
歌
を
作
り
つ
づ
け
」
（
前
出
「
詩
歌
の
思
出
」
）
、

つ
い
で
、
室
生

三
好
達
治
の
詩
と
俳
句

一五一一一



↓
五
四

犀
生
と
萩
原
朔
太
郎
に
魅
惑
さ
れ
、
丸
山
薫
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
詩
作
へ
と
転
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
三
好
の
心
か
ら
、
そ
の
ま

ま
、
俳
句
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
「
鳴
の
秋
」
の
発
表
形
態
｜
｜
俳
句
・

短
歌
・
詩
の
並
列
的
発
表
ー
ー
を
見
て
も
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
昭
和
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
三
好
の
最
初
の
詩
集
『
測
量
船
』
は
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
詩
の
氾
濫
す
る
中
で
、
当
代
に
お
け
る
持
情
詩
の
可
能
性
を
追
及
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
の
一
つ
は
、

古
典
的
な
詩
歌
と
の
融
合
の
可
能
性
の
追
及
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
レ

1
ヌ
・
ボ

I
ド
レ
l
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
な
ど
の
影
を
残
し
た
暗

欝
な
散
文
詩
や
軽
快
な
テ
ン
ポ
の
斬
新
な
作
品
群
の
一
方
に
、
文
語
自
由
詩
や
短
歌
形
式
の
作
品
も
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
作
品
が
。

秋
夜
弄
筆
（
「
亜
」
第
三
十
五
号
、
昭
和
2

・ロ）

日
か
ず
経
て
呼
子
鳥
時
か
ず
な
り
し
を
、
そ
れ
か
と
も
き
き
あ
や
し
み
て
外
の
も
に
出
づ
れ
ば
、
土
日
に
澄
み
て
鳴
け
る
は
遠
き
螺
障
な

り
け
り
。
柿
の
突
し
た
た
か
に
石
に
落
ち
、
空
を
仰
ぐ
に
風
早
く
雲
飛
ん
で
月
も
ま
た
飛
ぶ
こ
と
早
し
。
野
に
粛
殺
の
兆
あ
り
て
客
心
を

し
う
き
ん

痛
ま
し
め
、
夜
頃
を
宿
の
ほ
と
り
に
、
我
は
秋
蚕
の
匂
ひ
あ
る
な
か
を
さ
ま
よ
ひ
ぬ
。
ま
た
室
に
帰
り
て
怠
り
て
弓
臥
す
る
に
、
時
は
な

ほ
衣
手
の
う
す
き
を
明
つ
に
早
け
れ
ど
も

ひ
と
と
き
は
風
ち
か
き
ひ
ぢ
枕

ま
た
時
あ
り
て
山
雨
の
わ
づ
か
に
た
ば
し
り
去
る
を
前
庭
の
ひ
ろ
き
に
知
り
ぬ
。

楠
天
の
葉
う
ら
も
白
き
月
夜
か
な



落
葉
や
ん
で
〈
「
信
天
翁
」
第
二
号
、
昭
和
3

・2
）

雌
鶏
が
土
を
掻
く
、
土
を
掻
い
て
は
一
歩
す
ざ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
小
頚
を
傾
け
る
。
時
雨
模
様
に
曇
っ
た
空
へ
、
雄
鶏
が
叫
び
を
あ
げ

る
。
下
女
は
庭
の
落
葉
を
掻
き
集
め
て
、
白
い
エ
プ
ロ
ン
の
、
よ
く
働
く
下
女
だ
、
そ
れ
に
火
を
放
っ
、
私
の
部
屋
は
、
廊
下
の
前
に
藤

棚
が
あ
っ
て
、
昼
も
薄
暗
い
。
と
き
ど
き
そ
の
落
葉
が
座
布
団
の
下
に
入
っ
て
ゐ
た
。

一
日
、
そ
の
藤
棚
が
す
っ
か
り
黄
葉
を
撒
い
て
し

ま
っ
て
、
潤
然
と
空
を
透
か
し
て
ゐ
た
。

飴
売
り
や
風
吹
く
秋
の
女
竹

や
ま
ふ
人
の
今
日
鉄
す
る
石
棺
か
な

病
を
養
っ
て
伊
豆
に
客
な
る
梶
井
基
次
郎
君
よ
り
返
書
あ
り
、
石
摺
の
句
は
欽
す
る
の
と
こ
ろ
、
算
定
の
意
な
り
や
収
穫
の
意
な
り

ゃ
、
弁
じ
難
し
と
お
答
め
蒙
っ
た
。
重
ね
て
、

一
つ
の
み
時
雨
に
赤
き
石
棺
か
な

そ
し
て
私
も
、
自
ら
の
微
志
の
篤
か
ら
ん
こ
と
を
怖
れ
て
、
あ
わ
た
だ
し
く
故
郷
へ
帰
っ
た
。
そ
こ
に
も
同
じ
果
実
が
熟
し
て
い
た
。

海
の
藍
石
棺
日
に
日
に
割
る
る
の
み

好
達
治
の
詩
と
俳
句

一
五
五



一
五
六

冬
浅
き
軍
鶏
の
け
づ
め
の
よ
ご
れ
か
な

二
三
度
母
の
お
小
言
を
聞
い
て
、
そ
し
て
全
く
冬
に
な
っ
た
。
或
は
家
居
し
、
或
は
海
辺
を
さ
迷
ひ
な
が
ら
。

冬
と
い
ふ
壁
に
し
づ
も
る
樵
欄
の
影

冬
と
い
ふ
日
向
に
鶏
の
坐
り
け
り

落
葉
や
ん
で
鶏
の
眼
に
海
う
つ
る
ら
し

阪
本
越
郎
は
、
『
日
本
の
詩
歌

22 

三
好
達
治
』
の
「
鑑
賞
」
で
、
「
秋
夜
弄
筆
」
に
つ
い
て
、
「
達
治
が
少
年
時
代
か
ら
手
な
れ
た
俳
句

を
生
か
し
た
新
俳
文
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
「
作
者
は
当
時
の
「
新
散
文
詩
」
に
対
抗
し
、
こ
の
よ
う
な
擬
古
文
的
な
散
文
を
試
み

た
。
」
「
詩
歌
の
伝
統
を
新
し
い
限
で
見
直
し
て
、
そ
の
根
底
を
な
す
持
情
精
神
か
ら
真
の
日
本
の
詩
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」

と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
秋
夜
弄
筆
」
「
落
葉
や
ん
で
」
に
含
ま
れ
る
達
治
の
俳
句
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
写
生
俳
句
の
系
統
を
踏
ん
だ

明
る
い
鮮
烈
な
も
の
で
あ
る
。
」
「
達
治
の
俳
句
に
色
彩
感
覚
の
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
は
、
そ
の
詩
と
同
様
で
あ
る
。
」
と
評
し
て
い
る
。

と
も
に
、
納
得
で
き
る
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
試
み
を
二
つ
の
文
体
で
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
に
、
三
好
の
実
験
者
と
し
て
の
面
白
が
う
か
が
え

る
。
『
測
量
船
』
に
収
録
し
た
の
は
こ
の
二
篇
だ
け
で
あ
る
が
、
三
好
は
、
他
に
も
数
篇
の
「
新
俳
文
」
を
書
い
て
い
る
。

三
好
が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
を
思
い
つ
い
た
背
景
に
は
、
蒲
原
有
明
が
詩
集
『
春
鳥
集
』
（
明
治
犯
・
7
）
の
序
に
記
し
た
象
徴
詩
論
の
中
で
、

わ
が
国
の
古
典
文
学
に
お
け
る
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
清
少
納
言
の
枕
草
子
の
一
節
と
と
も
に
、
芭
蕉
の
句
や
、
近
世
の
俳
文
を
あ
げ
て
い

る
こ
と
も
、

一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
直
接
の
刺
激
と
し
て
は
、
詩
誌
「
亜
」
と
、
そ
の
同
人
安
西
冬
衛
、
滝
口
武



土
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
「
亜
」
は
、
北
川
冬
彦
ら
と
呼
応
し
て
短
詩
運
動
を
お
し
進
め
た
、
前
衛
的
な
詩
誌
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
安
西
、

滝
口
と
も
に
本
格
的
な
作
句
力
の
持
ち
主
で
あ
り
、
誌
上
に
時
折
、
そ
の
句
作
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
二
好
を
「
亜
」
に
近
づ
け

る
一
契
機
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
次
に
掲
げ
る
安
西
の
一
篇
な
ど
は
、
同
じ
く
、
安
西
の
「
臓
月
ノ
記
」
（
「
亜
」
お
号
・
大
正
日
・
ロ
）
な
ど

と
共
に
、
一
二
好
の
「
新
俳
文
」
の
着
想
に
、
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

春
の
鱈
（
「
亜
」
m
A
号
、
昭
和
2
・
2
）

し

た

、

あ

ぢ

は

ひ

、
日
私
は
春
一
中
間
一
や
で
、
鱈
の
美
を
太
か
喫
し
た
。
味
は
頗
る
脆
美
で
あ
っ
た
。
4

ん
も
私
は
性
、
魚
介
を
暗
ま
な
い
。
だ
か
ら
満
喫
し
た

と
い
っ
て
も
、
実
は
遠
く
か
ら
そ
の
庖
丁
を
望
ん
だ
に
止
ん
だ
。
断
っ
て
置
く
が
春
雷
亭
と
は
、
仮
に
私
が
命
名
し
た
、
私
の
俳
友
の
新

た
や
ひ

か
の
市
井
の
廃
合
、
或
は
狭
斜
の
類
で
は
な
い
。

居
で
あ
っ
て
、

私
は
私
の
日
記
「
桜
の
落
葉
」
を
抄
出
し
て
、

又
私
が
仮
一
に
春
吉
平
と
命
名
し
た
そ
の
所
以
を
書
き
記
さ
う
。
以
下
が
即
ち
そ
れ
で
あ

ス出。
l
i
i座
右
の
書
架
に
は
エ
セ

l
ニ
ン
の
詩
集
に
隣
り
、
桜
井
ち
か
子
の
叩
烹
の
本
な
ぞ
見
え
、
新
居
の
気
分
掬
す
べ
し
。
時
に
股
段
と

轟
き
過
ぐ
る
も
の
あ
り
。
春
宮
か
と
間
へ
ば
、
否
電
車
と
云
ふ
。
云
云
。

因
に
い
ふ
。
私
の
俳
友
と
は
、
詩
集
「
杏
」
の
著
者
、
加
藤
郁
哉
の
こ
と
で
あ
る
。

葉
に
鱈
の
身
白
き
二
月
か
な

好
達
治
の
詩
と
俳
句

一
五
七



「
五
八

安
西
冬
衛
が
、

目
録
風
の
形
式
を
取
り
、
誌
上
の
扱
い
も
そ
の
よ
う
で
あ
る
の
に
対
し
、

三
好
の
「
秋
夜
弄
筆
」
は
、
凝
り
に
凝
っ
た
擬
古

文
風
の
ス
タ
イ
ル
に
従
っ
て
お
り
、
「
落
葉
や
ん
で
」
は
、

日
常
雑
記
風
、
あ
る
い
は
随
想
風
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
相
違
す
る
と

こ
ろ
は
、
三
好
が
、
あ
く
ま
で
、
こ
の
二
篇
を
詩
と
し
て
待
遇
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
「
新
俳
文
」
の
試
み
以
外
に
も
、
一
ニ
好
は
、
俳
句
を
詩
の
中
に
持
ち
こ
ん
で
い
る
。
三
好
が
昭
和
二
年
十
二
月
、
「
亜
」
訪
号
に
発
表

し
た
「
し
ゅ
う
し
よ
う
と
ま
ん
」
（
噴
き
）
四
篇
の
中
の
一
篇
「
池
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

鯉
ー
ー
ー
い
く
た
び
か
鮒
た
む
ろ
す
る
今
朝
の
秋

鮒
ー
ー
一
一
一
一
一
枚
う
ろ
こ
落
し
て
鯉
の
秋

「
し
ゅ
う
し
よ
う
と
ま
ん
」
は
、
岸
田
国
土
訳
ジ
ュ
ー
ル
・
ル
ナ
I
ル
の
『
萄
葡
畑
の
萄
葡
作
り
』
に
学
ん
だ
も
の
で
、
動
物
や
植
物
や
鉱

物
や
、

ま
た
、

さ
ま
ざ
ま
な
器
物
た
ち
が
賑
や
か
に
会
話
を
か
わ
す
世
界
で
あ
る
。
賑
や
か
に
と
い
っ
た
が
、

ル
ナ
l
ル
の
作
品
の
多
く
は
、

お
互
い
に
批
判
し
あ
い
、

け
な
し
あ
う
、
自
己
主
張
の
強
い
、

い
わ
ば
、
人
間
臭
い
、
俗
物
が
幅
を
き
か
せ
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ

る
と
、

三
好
の
場
合
は
、
皮
肉
を
き
か
せ
よ
い
も
の
も
多
い
が
、
全
体
と
し
て
上
品
な
諮
語
の
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
「
池
」
は
、
見
る
と

お
り
、
鯉
と
鮒
と
が
お
互
い
に
、
相
手
を
俳
句
を
使
っ
て
噺
笑
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
嫌
味
は
な
い
。

つ
い
で
に
い
っ
て
お
く
と
、
「
し
ゅ

う
し
よ
う
と
ま
ん
」
の
一
篇
「
川
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

鵠
偽
｜
｜
｜
川
の
石
の
み
ん
な
ま
る
い
の
は
、
私
の
尾
で
た
た
い
た
た
め
で
す
。



河
鹿
1
l
l
い
い
え
、
私
が
と
お
く
か
ら
こ
ろ
が
し
て
き
た
た
め
で
す
。

石
｜
｜
』
俺
は
昔
か
ら
ま
る
か
っ
た
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
、
三
好
の
第
二
詩
集
『
南
箇
集
』
ハ
昭
和
7
・8
〉
は
す
べ
て
四
行
詩
の
集
で
あ
る
が
、
そ
の
一
篇
「
鶴
鵠
」
は
、

黄
葉
し
て

日
に
日
に
山
が
明
る
く
な
る

掛
川
は
そ
れ
だ
け
緑
り
を
押
し
流
す

白
い
ひ
と
組

黄
色
い
ひ
と
組

鶴
鵠
が
私
に
告
げ
る

「
こ
の
川
の
石
が
み
ん
な
ま
る
い
の
は

私
の
尻
尾
で
敵
い
た
か
ら
よ
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
し
ゅ
う
し
よ
う
と
ま
ん
」
が
、
三
好
の
『
南
宮
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
四
行
詩
へ
の
、

か
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
こ
の
一
一
一
好
の
「
し
ゅ
う
し
よ
う
と
ま
ん
」
に
つ
い
て
も
、
三
好
に
先
立
っ
て
、
安
西
冬
衛
の
、
昭

一
つ
の
き
っ

和
二
年
二
月
の
「
E
」
却
号
の
次
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
、
記
し
て
お
き
た
い
。

春

昭島

あ
た
し

春
は
私
か
ら
始
ま
る
の
よ
。
ホ
ラ
「
鴨
の
外
に
は
誰
も
春
を
語
る
も
の
は
な
い
。
お
お
、
ま
あ
、
な
ん
と
い
ふ
鴨
の
群
だ
」

っ
て
チ

エ
ホ
フ
っ
て
ひ
と
が
言
っ
て
い
る
ぢ
ゃ
あ
な
い
の
。

三
好
達
治
の
詩
と
俳
句

「
五
九
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フ
ン
、
「
ど
こ
か
ら
か
月
さ
し
て
ゐ
る
猫
の
恋
」

っ
て
ネ
。

壁
に
掛
け
た
地
図

ポ
カ
ポ
カ
し
て
く
る
と
、

そ
こ
ら
中
が
淳
く
っ
て

l

吊
洋
燈

日
が
永
い
な
あ
。

『
南
宮
集
』
の
中
に
、
も
う
一
話
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
「
馬
」
と
題
さ
れ
た
一
慌
で
あ
る
。

茶
の
丘
や

は
ね
つ
る
ベ

桔
皐

，馬梅
の
花

こ
れ
は
、

五
・
七
・
五
と
い
う
俳
句
の
形
式
を
備
え
て
い
る
が
、
一
二
好
は
、
詩
と
し
て
待
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
田
精
一
は
、
『
日
本

近
代
詩
鑑
賞

昭
和
篇
』
（
新
潮
文
内
、
昭
和

m
・
2
）
に
お
い
て
、
二
一
好
の
四
行
詩
の
特
色
の
一
つ
を
、
「
俳
詰
に
あ
る
や
う
な
自
然
の
き
り
と

り
方
と
、
伝
統
的
な
情
緒
と
を
も
っ
て
ゐ
る
」
こ
と
と
指
摘
し
、
「
馬
」
を
例
と
し
て
示
し
て
、
「
全
く
俳
句
の
リ
ズ
ム
を
踏
ん
で
、

し
か
し
俳

句
の
も
つ
暗
示
と
象
徴
の
世
界
を
去
り
、
印
象
派
風
の
明
瞭
な
感
覚
と
色
彩
を
生
か
し
た
詩
」
と
鑑
賞
し
て
い
る
。
こ
の
鑑
賞
は
、
三
好
の
俳

句
論
は
あ
と
で
見
る
が
、
三
好
が
、
俳
句
の
詩
と
し
て
の
特
質
を
、
「
陪
一
不
性
」
と
し
て
い
る
こ
と
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
『
測
量
船
』
に
も
ど
っ
て
、
三
好
の
俳
句
と
詩
と
の
関
わ
り
を
、
も
う
一
つ
、
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
俳
句
の
配
合
と
い
う



手
法
の
、
詩
に
お
け
る
採
用
で
あ
る
。

村
（
「
青
空
」
第
三
巻
第
六
号
、
昭
和
2
・向〉

鹿
は
角
に
麻
縄
を
し
ば
ら
れ
て
、
暗
い
物
置
小
屋
に
い
れ
ら
れ
て
ゐ
た
。
何
も
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
、

そ
の
青
い
眼
は
す
み
、
き
ち
ん
と

風
雅
に
坐
わ
っ
て
ゐ
た
。
芋
が
一
っ
こ
ろ
が
っ
て
ゐ
た
。

そ
と
で
は
桜
の
花
が
散
り
、
山
の
方
か
ら
、

ひ
と
す
ぢ
そ
れ
を
自
転
車
が
し
い
て
い
っ
た
。

背
中
を
見
せ
て
、
少
女
は
薮
を
眺
め
て
ゐ
た
。
羽
織
の
一
肩
に
、
黒
い
リ
ボ
ン
を
と
め
て
。

吉
田
精
一
は
、
前
出
の
『
日
本
近
代
詩
鑑
賞
』
の
中
で
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
当
時
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
に
く
ら
べ
て
、
「
こ
れ
は
、
俳
句
の

世
界
に
あ
る
や
う
な
視
覚
的
な
叙
景
に
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
時
代
の
背
景
に
置
い
て
見
る
と
、

い
か
に
こ
れ
が
古
典
的
な
感
じ
を
も
っ
て
ゐ
る

か
が
分
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
静
か
な
山
村
の
片
隅
の
情
景
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
前
半
と
後
半
と
の
そ
れ

ぞ
れ
の
情
景
は
、

一
見
何
の
関
わ
り
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
不
安
の
情
緒
、
あ
る
い
は
不
吉
な
感
情
に
よ
っ
て
、

一
つ
に
結
ば
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
初
出
の
際
に
は
一
続
き
の
作
品
で
あ
っ
た
も
の
を
、
二
連
に
分
け
た
と
こ
ろ
に
、
取
合
わ
せ
（
配
合
）
の
手
法
へ
の
意
識

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
の
「
風
雅
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
詩
の
、
古
典
的
情
趣
を
強
め
て
い
る
。

村
（
「
詩
と
詩
論
」
昭
和
4
・
口
、
原
題
「
林
」
）

好
達
治
の
詩
と
俳
句

一ムハ



一六一

恐
怖
に
澄
ん
だ
、

そ
の
眼
を
ば
っ
ち
り
と
見
ひ
ら
い
た
ま
ま
、
も
う
鹿
は
死
ん
で
ゐ
た
。
無
口
な
、
理
屈
ぽ
い
青
年
の
や
う
な
顔
を
し

て
、
木
挽
小
屋
の
軒
で
、
夕
暮
の
糖
雨
に
語
れ
て
ゐ
た
。
ハ
そ
の
鹿
を
犬
が
噛
み
殺
し
た
の
だ
。
〉
藍
を
含
む
だ
淡
墨
い
ろ
の
毛
な
み
の
、

大
腿
同
｛
目
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
ぼ
っ
と
白
い
毛
が
水
を
含
む

で
、
は
ぢ
ら
っ
て
ゐ
た
。

ど
こ
か
ら
か
、
葱
の
呑
り
が
ひ
と
す
ぢ
流
れ
て
ゐ
た
。

み
つ
ま
た

三
極
の
花
が
咲
き
、
小
麗
の
水
車
が
大
き
く
廻
っ
て
ゐ
た
。

こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
鹿
は
す
で
に
犬
に
噛
み
殺
さ
れ
て
い
て
、
悲
劇
性
は
強
い
が
、
「
風
雅
」
を
中
心
に
据
え
た
詩
情
は
共
通
し
て
い
る
。

死
ん
で
い
る
鹿
に
、
「
葱
の
香
り
」
や
「
三
極
」
の
淡
い
花
を
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
は
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
、
「
峠
」
（
「
詩
神
」
昭
和
5

・5
）
の
次
の
一
節
、

：
既
に
旅
の
日
数
は
重
な
っ
て
ゐ
た
。
私
は
旅
情
に
病
の
如
き
悲
哀
を
感
じ
て
ゐ
た
。
し
か
し
私
に
あ
っ
て
今
日
旅
を
行
く
心
は
、

Tこ

だ
左
右
の
風
物
に
身
を
托
し
て
行
く
行
く
季
節
を
謡
っ
た
古
人
の
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
：
：
：

を
最
後
に
、
三
好
に
お
け
る
、
詩
と
俳
句
と
の
直
接
的
な
関
係
は
姿
を
消
し
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
。
以
上
に
引
用
し
た
詩
は
、
す
べ
て
『
測

量
船
』
の
前
半
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
三
好
は
、
晩
年
に
句
作
を
再
開
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
問
、
一
二
好
が
俳
句
と
、
ま
っ
た

く
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
で
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
三
好
は
、
昭
和
十
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
幾
篇
も
の
俳
句
論
を
書

き
、
ま
た
、
他
に
、
俳
句
の
鑑
賞
も
多
く
も
の
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ご
一
好
に
お
け
る
詩
と
俳
句
と
の
関
連
を
、
諸
家
の
見
解
を
参
照
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

し
ば
し
ば
引
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
吉
田
精
一
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
前
掲
書
の
中
で
、
三
好
の
詩
は
、
彼
が
影
響
を
受
け
た
フ
ラ

ン
シ
ス
・
シ
ャ
ム
の
詩
の
よ
う
な
「
は
ば
が
な
い
代
り
に
、
そ
の
冗
長
と
散
漫
、
か
な
く
、
遥
か
に
簡
潔
で
、
澄
明
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
そ
の

よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
、
三
好
の
俳
句
修
行
に
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
伝
統
的
な
俳
句
の
世
界
、
俳
句
の
精
神
が
、
彼
の
自
然
を
見
る

眼
と
表
現
の
仕
方
を
凝
縮
し
た
の
で
あ
る
。
俳
境
を
生
か
し
た
詩
の
ス
タ
イ
ル
に
於
て
、
彼
は
自
然
の
レ
ア
リ
テ
を
追
及
し
、
把
握
し
た
の
で

あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

越
前
三
国
の
こ
ろ
』
に
お
い
て
、
「
俳
句
は
人
と
言
葉
を
ス
ト
イ
ッ
ク
に
す
る
。
三
好
達
治
の
心
理
的

に
抑
制
の
効
い
た
作
品
は
、
俳
句
か
ら
学
ん
だ
も
の
だ
。
／
三
好
達
治
が
萩
原
朔
太
郎
に
思
想
的
な
共
感
を
覚
え
な
が
ら
、
室
生
犀
星
に
惹
か

畠
中
哲
夫
は
、
『
詩
人

三
好
達
治

れ
て
い
っ
た
の
は
、
犀
星
に
は
言
葉
を
厳
し
く
抑
え
る
俳
句
的
な
節
度
感
覚
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
う
。
」
と
考
え
て
い
る
。

石
川
淳
は
、
一
二
好
の
追
悼
文
の
中
で
、
室
生
犀
星
と
三
好
と
の
俳
句
と
の
関
わ
り
方
を
比
較
し
て
、
「
一
二
好
に
お
け
る
俳
人
は
、
室
生
さ
ん

の
場
合
と
は
事
情
が
ち
が
う
よ
う
で
あ
る
。
詩
人
の
犀
星
は
、
俳
人
犀
星
を
胸
裡
の
『
離
れ
屋
』
に
お
い
て
、
詩
境
一
般
に
み
だ
り
に
踏
み
越

せ
な
い
よ
う
な
、
庭
つ
く
り
の
法
を
こ
こ
ろ
え
て
い
た
が
、
三
好
は
こ
の
有
季
十
七
字
形
の
『
離
れ
屋
』
に
踏
み
こ
ん
で
、

そ
こ
に
根
を
す
え

た
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
い
い
、
「
三
好
が
そ
こ
に
見
つ
け
た
の
は
、
あ
た
え
ら
れ
た
約
束
に
於
て
言
葉
を
み
が
く
、
自
然
と
生
活
と
の
関

係
の
中
に
機
微
を
さ
ぐ
っ
て
ゆ
く
、

い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
生
活
の
仕
方
に
か
か
わ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
」
と
判
定
し
て
い
る
。
士
口

田
精
一
や
畠
中
哲
夫
の
見
解
が
、
主
と
し
て
、
詩
法
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
石
川
淳
は
、
詩
と
俳
句
と
の
関
わ
り
で
は
な

く
、
一
一
一
好
に
お
け
る
俳
句
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
三
好
の
「
生
活
の
仕
方
」
に
ま
で
踏
み
こ
ん
で
、
俳
句
の
影
響
を
見
ょ
う
と
し
て
い

三
好
達
治
の
詩
と
俳
句

~ ノ、
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る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
好
自
身
は
、
ど
う
い
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
好
は
、
河
盛
好
蔵
と
の
対
談
で
、
「
三
好
君
は
俳
句
の
方
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
で
す
か
。
」
と
間
わ
れ
て
、
「
い
や
、
そ
れ
は
俳
句
を
や
っ

た
と
言
う
事
と
、
詩
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
と
は
、
時
間
的
に
は
、

そ
う
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
質
の
上
で
、
そ
の
心
持
が

連
続
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
だ
と
思
い
ま
す
。
」
「
そ
の
二
つ
の
聞
は
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
ね
。
」
と
答
え
て
い
る
。

こ
の
小
文
の
は
じ
め
に
取
り
上
げ
た
、
「
詩
歌
の
思
出
」
の
中
で
、
少
年
時
代
に
始
め
た
俳
句
に
つ
い
て
、
三
好
が
、
「
今
日
ま
づ
い
詩
歌
の

類
を
、

な
ほ
こ
り
ず
今
に
作
り
つ
づ
け
て
ゐ
る
の
も
、
そ
の
頃
の
そ
の
出
発
の
引
続
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
へ
な
く
も
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
」

と
い
っ
て
い
る
一
方
、
詩
作
に
入
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
以
前
と
は
「
別
な
意
識
と
情
熱
と
で
文
学
を
愛
し
、
詩
歌
を
愛
す
る
や
う
」
に
な
っ

た
、
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
見
た
通
り
で
あ
る
。
結
局
、
俳
句
か
ら
詩
歌
の
道
に
入
り
、
そ
の
引
続
き
と
し
て
今
日
の
詩
も
あ
る
が
、
俳
句
か

ら
詩
に
移
っ
た
時
、
「
そ
の
心
持
が
連
続
し
て
い
た
」
と
は
い
い
が
た
い
、

し
か
し
、
そ
の
後
も
、
俳
句
は
詩
の
一
形
態
と
し
て
、
三
好
の
心

の
一
隅
に
あ
り
つ
づ
け
た
、
と
い
う
の
が
妥
当
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
三
好
が
、
「
放
下
箸
」
（
「
文
学
界
」
昭
和
泊
・
5
1
7
）
の
中
で
、

「
年
少
の
頃
か
ら
人
真
似
に
暗
ん
だ
俳
譜
趣
味
は
彩
光
の
よ
い
外
界
、
繊
細
な
自
然
美
の
一
つ
一
つ
を
私
に
示
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

も
、
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
三
好
の
、
詩
人
と
し
て
の
全
生
涯
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。

五

最
後
に
、
三
好
達
治
の
俳
句
観
を
、
コ
一
好
の
「
詩
歌
と
科
学
」
（
初
出
未
詳
〉
、
「
俳
句
の
行
情
性
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
ロ
・

9
V
「
現
代
俳
句

の
詩
的
基
礎
」
（
「
俳
句
研
究
」
昭
和
叩
・

2
〉
の
三
論
文
を
参
考
に
、
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

三
好
は
ま
ず
、
「
詩
歌
の
基
礎
」
に
つ
い
て
、
詩
歌
と
事
実
の
関
係
を
述
べ
る
。
「
詩
歌
は
事
実
を
直
叙
す
る
も
の
で
あ
」
り
、
「
詩
歌
の
魅



力
は
、
総
て
例
外
な
く
詩
歌
の
裡
に
内
在
す
る
現
実
性
に
か
か
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
詩
歌
と
し
て
普
遍
性
の
あ
る

も
の
は
、
人
関
心
理
の
現
実
性
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
詩
歌
は
事
実
を
追
究
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ

ど
の
よ
う
に
「
事
実
を
追
究
」
し
た
ら
よ
い
の
か
、
三
好
は
、
画
家
中
川
一
政
の
、
「
見
え
な
い
か
ら
描
け
な
い
。
見
え

と
に
な
る
。
で
は
、

る
時
を
の
が
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
て
考
え
る
。
「
見
え
る
時
の
、
見
え
る
も
の
」
そ
れ
が
「
現
実
（
事
実
ど
あ
る
い

は
「
現
実
の
現
実
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
「
現
実
の
現
実
」
は
「
現
実
に
何
か
の
加
は
っ
た
時
」
あ
る
い
は
「
現
実

か
ら
何
か
の
爽
雑
物
の
取
除
か
れ
た
時
」
に
現
れ
る
の
で
あ
る
と
。
そ
の
、
「
現
実
の
現
実
」
が
現
れ
た
時
、
「
あ
る
正
確
な
る
も
の
」
「
必
ず

繰
返
さ
れ
る
あ
る
同
質
の
も
の
」
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
、
と
三
好
が
い
う
の
は
、
実
作
者
と
し
て
の
体
験
を
踏
ま
え
て
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
、
「
あ
る
一
種
美
的
な
調
和
感
」
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
、
三
好
は
、
今
度
は
数
学
者
ポ
ア
ン
カ
レ
の
言
葉
を
通
し
て

確
認
す
る
。
つ
ま
り
、
詩
歌
は
、
そ
の
「
現
実
の
現
実
」
を
「
最
も
的
確
」
な
言
葉
に
「
翻
し
記
録
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
歌

は
、
「
一
つ
の
確
固
と
し
た
認
識
の
記
録
」
「
一
つ
の
秩
序
、
調
和
的
審
美
感
覚
の
写
象
」
「
事
実
を
事
実
と
し
て
述
べ
た
平
明
直
叙
の
記
録
」

で
あ
る
。
そ
こ
に
形
成
さ
れ
た
詩
歌
の
表
現
は
、
「
読
者
の
胸
裡
に
、
そ
れ
の
出
発
で
あ
る
調
和
感
覚
を
喚
起
し
再
現
す
る
」
作
用
が
あ
る
。

言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
詩
歌
は
、
「
言
語
を
以
て
、
人
間
の
精
神
機
構
そ
の
も
の
を
計
量
す
る
と
こ
ろ
の
認
識
｜
｜
去
は
ば
一
箇
の
白
己
認

識
で
」
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
項
の
結
論
で
あ
る
。

で
は
、
三
好
は
、
俳
句
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
、
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
三
好
は
、
ま
ず
、
「
詩
で
あ
る
以
上
、
俳
句
も
や
は
り
持
情
詩

で
あ
る
。
」
と
断
定
す
る
。
そ
し
て
、
和
歌
と
比
較
対
照
し
て
、
「
和
歌
は
三
十
一
文
字
の
形
式
に
よ
り
、
人
間
感
情
の
最
も
自
然
な
流
露
を
歌

う
の
に
適
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
の
「
自
然
的
行
情
詩
」
で
あ
り
、
「
俳
句
は
、
色
一
種
人
生
観
的
な
、
反
省
的
な
｜
｜
即
ち
思
想
と
態
度
と
を
以

て
歌
う
持
情
詩
」
で
あ
る
、
と
見
る
。
「
俳
句
は
、
内
省
的
・
思
想
的
・
一
種
世
外
の
文
学
・
解
脱
の
文
学
・
花
鳥
風
月
の
自
然
観
賞
」
を
も

つ
ば
ら
と
し
、
「
所
調
寂
び
擦
り
の
や
や
微
温
的
な
程
度
に
於
て
」
「
人
生
否
定
の
観
念
」
を
樹
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
三
好
は
、
自
由
律
の
匂
に
つ
い
て
は
、
「
言
葉
の
詩
的
魅
力
｜
｜
主
と
し
て
形
式
か
ら
来
る
韻
律
的
魅
力
を
全
く
火
如
し
た
、
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一
六
六

単
に
、
極
端
に
短
い
散
文
、
時
に
は
、

た
だ
作
者
に
と
っ
て
し
か
散
文
と
し
て
の
意
味
を
も
な
さ
な
い
と
こ
ろ
の
、

ナ
ン
セ
ン
ス
な
言
語
の
羅

列
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
し
て
全
否
定
し
て
い
る
。
三
好
は
、
自
由
律
の
句
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
「
不
定
型
句
」
「
不
定
型
作
家
」
と
い
い
、

「
俳
」
の
字
を
ま
っ
た
く
使
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
季
題
」
に
つ
い
て
は
、
「
俳
句
に
季
題
の
約
束
が
あ
る
の
は
」
「
詩
歌
の
暗
示
力
と
い
ふ
、
自
ら
の
暗
躍
足
を
撞
ま
に
の
ベ
ん
が
た
め
の
、
川
年

な
る
約
束
と
云
は
ん
よ
り
は
寧
ろ
必
然
の
手
法
と
も
称
す
べ
き
、
重
要
不
可
欠
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
い
る
。

そ
の
よ
う
な
三
好
は
、
当
代
の
俳
壇
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
と
い
う
と
、
「
嘱
目
の
小
景
を
写
し
と
る
筒
純
素
朴
な
写
象
の
巧
み
さ
」

に
当
代
の
俳
人
の
特
質
を
見
る
が
、
そ
れ
が
た
め
に
、
「
時
に
ま
た
一
律
単
調
の
弊
に
陥
る
憂
い
」
が
あ
る
、
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
写

生
道
に
か
た
ま
り
す
ぎ
、
簡
撲
の
趣
味
に
傾
倒
し
て
、
多
く
退
屈
に
阻
し
、
俳
道
本
来
の
酒
脱
な
趣
に
乏
し
く
、

ま
た
、
絢
澗
富
一
蹴
な
巧
技
に

乏
し
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
三
好
の
、
意
中
の
俳
人
は
、
と
い
え
ば
、
高
浜
虚
子
を
別
格
と
し
て
、

ど
う
や
ら
、
飯
田
蛇
第
あ

た
り
に
落
ち
着
き
そ
う
で
あ
る
。


