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一
、
は
じ
め
に

　

和
歌
の
上
の
句
は
下
の
句
の
七
七
を
予
想
し
、
そ
れ
を
引
き
出
し
、
も

し
く
は
そ
れ
に
流
れ
て
ゆ
く
趣
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
五
七
五
と
い
う

形
で
詠
ま
れ
た
発
句
と
い
う
の
は
そ
の
表
現
の
流
れ
に
切
れ
目
を
入
れ
る

も
の
、
即
ち
切
字
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
体
言
を
中
心
に
詠
ま
れ
た
発

句
に
あ
る
助
詞
、
助
動
詞
は
調
子
を
整
え
る
た
め
に
取
り
入
れ
、
句
の
中

で
「
口
合
」
の
役
割
を
果
た
す
一
方
、
句
中
に
切
れ
目
を
入
れ
る
。
ま
た

そ
の
「
切
れ
」
に
よ
っ
て
、
十
七
文
字
で
詠
ま
れ
た
短
い
句
の
中
で
一
つ

の
広
い
空
間
が
造
営
さ
れ
、
一
句
が
重
層
性
を
持
つ
作
品
へ
と
昇
華
さ
せ

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
名
月
や
池
を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら
」、「
雲
雀

よ
り
上
に
や
す
ら
ふ
峠
哉
」
に
あ
る
「
や
」、「
か
な
」
が
そ
の
例
で
あ
る
。

よ
く
使
わ
れ
る
切
字
は
「
か
な
、
も
が
な
、
ぞ
、
か
、
や
、
よ
、
け
り
、
ず
、

じ
、
ぬ
、
つ
、
ら
む
、
け
、
せ
、
へ
、
れ
、
し
、
け
」
と
連
歌
師
池
坊
専

順
が
表
し
た
『
専
順
法
眼
之
秘
詞
之
事
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
季

吟
の
『
埋
木
』
に
お
い
て
切
字
の
数
が
二
十
七
へ
と
増
え
て
き
た
。
そ
し

て
、『
去
来
抄
』
故
実
に
は
、

第
一
は
、
切
字
を
入
る
々
は
、
句
を
切
る
た
め
な
り
。
き
れ
た
る
句

は
、
字
を
以
て
切
る
に
及
ば
ず
。
い
ま
だ
句
の
切
る
切
れ
ざ
る
を
知

ら
ざ
る
作
者
の
た
め
に
、
先
達
は
切
字
数
を
定
ら
る
。

此
定
字
を
入
る
と
き
は
、
十
に
七
八
は
お
の
づ
か
ら
切
る
な
り
。
残

り
二
三
は
、
入
て
も
切
ざ
る
句
あ
り
。
又
、
入
ず
し
て
も
切
れ
る
句

あ
り
。
此
故
に
、
或
は
、
こ
の
や
は
口
合
ひ
の
や
、
こ
の
し
は
過
去

の
し
に
て
切
れ
ず
、
或
は
是
は
三
段
切
、
是
は
何
切
な
ど
と
、
一
々

名
目
を
し
て
伝
え
受
る
伝
授
事
と
せ
り
。

と
い
う
よ
う
に
、
切
字
は
先
達
が
初
心
者
に
発
句
に
切
れ
を
入
れ
る
べ
き

芭
蕉
「
や
」
、「
か
な
」
考
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で
あ
る
こ
と
を
伝
授
す
る
た
め
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
句
意
に
よ
っ

て
こ
の
字
は
切
字
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
口
合
、
過
去
な
ど
を
表
し
て
い

る
語
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
分
析
し
な
い
と
い
け
な
い
。
更
に
、
同
じ
く

『
去
来
抄
』
故
実
に
「
先
師
曰
、
き
れ
字
に
用
る
時
は
、
四
十
八
字
皆
切

れ
字
な
り
。
用
ひ
ざ
る
時
は
、
一
字
も
き
れ
字
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
芭
蕉
は
切
字
に
対
し
、
作
法
書
な
ど
に
定
め
ら
れ
た
十
八
文
字
、

二
十
七
文
字
を
理
論
的
、
概
念
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
句
意
に

よ
っ
て
切
字
を
用
い
、
自
然
に
句
に
切
れ
目
を
差
し
入
れ
、
感
覚
的
に
認

識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
本
論
で
は
、
発
句
の
句
意
と
緊
密
に
関
わ
る
切
字
、

特
に
一
番
多
く
用
い
ら
れ
る
「
や
」
と
「
か
な
」
が
芭
蕉
発
句
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
考
え
る
。

二
、「
や
」、「
か
な
」
の
使
用
状
況

　

順
徳
院
の
歌
論
書
『
八
雲
御
抄
』
に
あ
る
「
発
句
は
必
ず
言
ひ
切
る
べ

し
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
連
歌
に
お
い
て
は
、
発
句
と
脇
句
の
間
に

は
切
断
が
求
め
ら
れ
、
発
句
を
一
つ
の
独
立
体
と
し
て
完
結
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
俳
諧
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
更
に
連

句
か
ら
独
立
し
た
発
句
に
お
い
て
、
切
断
の
役
割
を
持
つ
切
字
が
大
き
く

働
い
て
い
る
。

　

芭
蕉
句
に
使
わ
れ
て
い
る
頻
度
の
最
も
高
い
切
字
と
い
え
ば
、「
や
」

と
「
か
な
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
か
ん
ず
く
芭
蕉
は
「
夕
顔
や
秋
は
い

ろ
い
ろ
の
瓢
哉
」
と
、「
や
」、「
か
な
」
を
一
句
の
中
で
同
時
に
詠
み
込

ん
だ
例
も
あ
る
。
従
っ
て
、
本
論
で
は
切
字
「
や
」
と
「
か
な
」
を
中
心

に
考
察
し
て
い
く
。『
校
本
芭
蕉
全
集　

発
句
篇（

1
（

』
に
収
録
さ
れ
た
総
計

九
八
〇
句
の
芭
蕉
発
句
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、芭
蕉
に
お
け
る
「
や
」
と
「
か

な
」
が
使
用
さ
れ
た
句
数
は
下
記
の
よ
う
に
な
る
。

【
や
】　
　

上
五
末　
　

中
七
末　
　

下
五
末　
　

句
中　
　

総
計

寛
文　
　
　

一
〇　
　
　

八　
　
　
　

〇　
　
　
　

一
二　
　

三
〇

延
宝　
　
　

二
一　
　
　

九　
　
　
　

三　
　
　
　

三　
　
　

三
六

天
和　
　
　

六　
　
　
　

〇　
　
　
　

一　
　
　
　

一　
　
　

八

貞
享　
　
　

二
四　
　
　

八　
　
　
　

〇　
　
　
　

一
〇　
　

四
二

元
禄　
　
　

一
二
九　
　

五
五　
　
　

一　
　
　
　

三
八　
　

二
二
三

【
か
な
】 

基
本
的
に
下
五
の
末
に
あ
る
。
寛
文
六
句
、延
宝
六
句
、

天
和
九
句
、
貞
享
四
五
句
、
元
禄
一
二
三
、
年
代
不
詳

一
二
句
、
総
計
二
〇
一
句
。

　
　
　
　
　
　
　

下
五
末
に
あ
る　
　

二
〇
〇
句

　
　
　
　
　
　
　

 

句
中
に
二
つ
あ
る　

一
句
（
天
和
二
年
）
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梅
柳
さ
ぞ
若
衆
か
な
女
か
な

　

こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
発
句
に
お
い
て
、「
や
」
の
用
い
ら
れ
た
句
は
ほ

ぼ
全
体
の
三
五
％
を
占
め
、
ま
た
「
か
な
」
は
お
よ
そ
二
一
％
を
占
め
て

い
る
。
そ
の
上
、
貞
享
年
間
に
入
っ
て
か
ら
、「
や
」
と
「
か
な
」
の
使

用
頻
度
が
大
幅
に
増
え
る
一
方
で
あ
る
。
右
記
の
デ
ー
タ
を
通
し
、
芭
蕉

は
句
に
切
目
を
入
れ
る
こ
と
を
非
常
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
蕉
風
俳
諧
を
追
求
す
る
中
、
表
現
を
練
り
上
げ

る
こ
と
、
そ
し
て
切
字
の
活
用
な
ど
に
次
第
に
関
心
を
深
め
つ
つ
あ
る
こ

と
も
看
取
で
き
る
。
従
っ
て
、
本
論
で
は
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
「
や
」
と

「
か
な
」
の
構
造
及
び
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

切
字
「
や
」
と
「
か
な
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
学
者
に
よ
っ

て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
浅
野
信
は
『
切
字
の
研
究
』
に
お
い
て

二
句
一
章
、
取
り
合
わ
せ
の
視
点
か
ら
、
切
字
の
あ
る
句
と
切
字
を
表
に

出
さ
な
い
句
と
分
け
て
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
切
れ
の
う
ま
さ
や
切
字
に

よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
発
句
の
詩
的
重
量
感
を
詳
細
に
分
析
し
た
。
ま
た

川
本
晧
嗣
は
「
切
字
論
」
に
お
い
て
、「
や
」
な
ど
の
切
字
、
あ
る
い
は

助
詞
に
あ
る
結
び
係
り
助
詞
の
働
き
に
つ
い
て
論
じ
た
。
切
字
が
あ
っ
て

も
一
句
の
切
れ
目
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
川
本

氏
の
論
説
に
対
し
、井
上
弘
美
は「
蕉
句
、切
れ
の
構
造
―
川
本
晧
嗣
の『
切

字
論
』
の
検
証
を
通
し
て
―
」
の
中
で
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

次
の
例
か
ら
従
来
の
「
や
」
と
「
か
な
」
に
関
す
る
論
説
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　

①
夏
草
や
兵
共
が
ゆ
め
の
跡　
　
　
　
『
奥
の
細
道
』　

元
禄
二
年

　
　
　

②
象
潟
や
雨
に
西
施
が
合
歓
の
花　
　
『
奥
の
細
道
』　

元
禄
二
年

　
　
　

③
病
雁
の
夜
さ
む
に
落
て
旅
ね
哉　
　
『
猿
蓑
』　

元
禄
三
年

　

①
の
句
に
対
し
て
、川
本
晧
嗣
は「〈
夏
草
や
〉の『
や
』と〈
ゆ
め
の
跡
〉

は
、
係
り
結
び
の
よ
う
に
相
互
に
呼
び
合
っ
て
、
句
中
で
一
つ
の
ま
と
ま

り
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る（

2
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
①
に
お

け
る
「
や
」
は
切
字
の
働
き
よ
り
、結
び
係
り
助
詞
の
よ
う
に
上
五
の
「
夏

草
」
を
座
五
の
「
ゆ
め
の
跡
」
と
関
連
付
け
、「
夏
草
」
が
「
ゆ
め
の
跡
」

を
具
象
化
し
た
も
の
と
な
り
、「
兵
共
が
ゆ
め
の
跡
」
と
い
う
発
想
を
担

う
土
台
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
井
上
氏
は
大
野
晋
の
『
係
り
結
び
の

研
究
』
に
基
づ
き
、
切
字
で
あ
る
「
や
」
は
こ
こ
で
提
示
の
働
き
を
果
た

し
て
い
る
と
主
張
し
、「『
夏
草
や
』
と
呼
び
起
こ
さ
れ
た
夏
の
日
盛
り
の

草
原
は
、
そ
の
強
い
生
命
力
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
逆
に
限
ら
れ
た
命

や
人
の
営
み
の
は
か
な
さ
を
想
起
さ
せ
る（

3
（

」
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、
第

②
句
に
つ
い
て
井
上
氏
は
浅
野
信
が
指
摘
し
た
地
名
な
ど
の
枕
詞
に
つ
く

「
や
」
は
切
字
で
は
な
い
と
い
う
観
点
に
対
し
、「
地
名
の
イ
メ
ー
ジ
を
提

示
し
、
中
七
以
下
に
対
し
て
『
一
つ
の
区
切
れ
』
を
置
い
て
い
る（

4
（

」
と
論

じ
た
。
し
か
し
、
浅
野
信
は
地
名
に
つ
く
「
や
」
の
働
き
を
、「
呼
び
出

し
の
や
」
と
「
軽
い
詠
嘆
の
や
」
と
二
つ
の
面
か
ら
分
析
を
行
っ
た
。
つ
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ま
り
、
浅
野
氏
は
こ
の
「
や
」
は
切
字
で
は
な
い
と
言
い
な
が
ら
、
切
字

に
よ
く
似
て
い
る
働
き
を
持
ち
、
句
に
お
い
て
は
、
感
嘆
の
意
を
加
え
、

物
事
を
提
示
す
る
役
割
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
浅
野
氏
が

言
う
「
呼
び
出
し
の
や
」
は
井
上
氏
が
言
い
出
し
た
「
提
示
機
能
」
と
も

よ
く
似
通
っ
て
い
る
。
③
句
目
の
座
五
に
あ
る
「
哉
」
に
対
し
、
川
本
氏

は
切
字
が
座
五
に
あ
る
ゆ
え
、
切
断
す
る
働
き
を
持
た
ず
、
一
句
の
切
れ

目
は「
落
ち
て
」の
後
ろ
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。
井
上
氏
は
浅
野
氏
の「
一

句
一
章
」
の
理
論
を
踏
ま
え
、
川
本
が
示
唆
し
て
い
る
「
落
ち
て
」
の
後

ろ
に
微
妙
な
停
頓
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
座
五
の
「
哉
」
は
「
旅

ね
」
と
い
う
語
に
深
い
詠
嘆
的
感
慨
を
与
え
て
い
る
切
字
で
あ
る
と
強
く

主
張
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
川
本
晧
嗣
は
結
び
係
り
助
詞
を
出
発
点
と
し
て
、
切
れ
目

と
切
字
の
違
い
を
述
べ
た
が
、
井
上
弘
美
は
そ
の
反
面
か
ら
切
字
の
働
き

を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
井
上
氏
は
「
や
」、「
か
な
」
の
役
割
を
「
呼
び

出
し
」、「
詠
嘆
の
意
を
加
え
る
」
と
い
う
よ
う
に
二
つ
に
絞
り
込
ん
だ
。

浅
野
信
は
一
個
一
個
の
切
字
の
意
味
を
分
析
し
た
が
、句
に
お
け
る
「
や
」

の
働
き
、
ま
た
そ
の
意
味
に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
枕

詞
の
後
ろ
に
つ
く
「
や
」
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
も
疑
念
を
抱
か
ざ
る

を
得
な
い
。
次
節
か
ら
、
具
体
例
を
通
し
、
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
「
や
」

と
「
か
な
」
の
働
き
や
特
徴
に
つ
い
て
具
体
例
を
通
し
て
見
て
い
く
。

三
、「
や
」
に
つ
い
て

　
　
　

春
や
こ
し
年
や
行
け
ん
小
晦
日　
　
　
『
千
宜
日
記
』　

寛
文
二
年

　
　
　

杜
若
に
た
り
や
に
た
り
水
の
影　
　
　
『
続
山
の
井
』　

寛
文
七
年

こ
の
二
句
に
お
い
て
、「
や
」
は
基
本
的
に
上
五
、
中
七
の
末
に
あ
り
、

と
き
に
は
座
五
の
末
に
来
る
場
合
も
あ
る
。
大
野
晋
は
文
中
に
あ
る「
や
」

に
つ
い
て
、「
体
言
を
承
け
て
主
格
に
立
ち
、
下
に
疑
問
を
従
え
る
形
、

用
言
の
連
用
形
、
已
然
形
、
副
詞
な
ど
を
承
け
る
形
（
下
の
用
言
は
連
体

形
で
終
結
す
る
）、
ま
た
、
歌
の
一
句
と
し
て
音
数
律
が
と
と
の
わ
な
い

と
き
に
間
投
詞
的
に
投
入
す
る
用
法（

5
（

」
な
ど
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
例

え
ば
、「
春
や
こ
し
年
や
行
け
ん
小
晦
日
」、「
杜
若
に
た
り
や
に
た
り
水

の
影
」
の
二
句
は
そ
の
よ
う
で
あ
る
。「
春
や
こ
し
」
は
『
古
今
集
』
に

あ
る
在
原
元
方
の
歌
「
年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
一
年
を
こ
ぞ
と
や
い
は

む
今
年
と
や
い
は
む
」
と
い
う
歌
を
見
做
し
て
詠
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る

が
、
歌
に
お
い
て
「
や
…
む
」
の
形
で
音
律
数
を
整
え
る
だ
け
で
な
く
、

疑
問
を
強
調
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
芭
蕉
の
句
に
あ
る
「
や
」
の

用
法
か
ら
見
れ
ば
助
詞
の
使
い
方
ま
で
も
在
原
元
方
の
歌
を
真
似
し
て
い

る
。
ま
た
「
杜
若
に
た
り
や
に
た
り
水
の
影
」
の
「
や
」
は
一
句
の
音
律

数
を
調
整
し
、「
口
合
の
や
」
の
好
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、こ
れ
ら
の
「
や
」

は
切
字
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
元
禄
十
年
に
刊
行
さ
れ
た『
真
木
柱
』
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と
い
う
俳
諧
作
法
書
に
は
右
の
よ
う
に
、「
や
の
七
体
」
と
い
う
の
が
示

さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、「
口
あ
ひ
の
や
、
切
や
、
捨
や
、
中

の
や
、
は
の
や
、
す
み
の
や
、
こ
し
の
や
、
呼
出
や
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
分
類
の
中
で
「
切
や
」
と
「
捨
や
」（
時
々
「
は
の
や
」
も
）

の
み
が
切
字
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
次
に
、「
や
」
が
切
字
の
働
き
を

果
た
し
て
い
る
芭
蕉
の
句
に
踏
み
入
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　

名
月
や
海
に
む
か
へ
ば
七
小
町　
　
　
『
初
蝉
』　

元
禄
三
年

　
　
　

六
月
や
峰
に
雲
置
く
嵐
山　
　
　
　
　
『
笈
日
記
』　

元
禄
七
年

　
　

布
袋
の
絵
讃　
　
　

物
ほ
し
や
袋
の
う
ち
の
月
と
花　
　
　
『
続
別
座
敷
』　

元
禄
七
年

　

芭
蕉
発
句
に
お
け
る
「
や
」
を
調
べ
る
と
、「
や
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、

座
五
は
体
言
止
め
に
な
る
ケ
ー
ス
が
最
も
多
い
。
右
記
の
三
句
で
は
、
い

ず
れ
も
上
五
の
末
に
「
や
」
が
用
い
ら
れ
、
つ
ま
り
初
句
切
れ
の
句
形
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
上
五
と
中
七
の
間
に
停
頓
が
読
み
取
れ
る
。

「
名
月
や
」
の
句
で
は
「
や
」
で
名
月
を
提
示
し
、
美
し
い
名
月
の
夜
だ

な
あ
と
感
嘆
の
意
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

月
夜
な
の
か
に
つ
い
て
、
切
字
「
や
」
の
後
ろ
で
説
明
を
付
け
足
し
て
い

る
。「
七
小
町
」は
謡
曲
に
あ
る
小
野
小
町
の
生
涯
を
表
す
山
本
・
草
紙
洗
・

通
・
卒
都
婆
・
関
寺
・
鸚
鵡
・
清
水
と
い
う
小
町
物
を
指
す
。
芭
蕉
は
一

句
に
お
い
て
琵
琶
湖
に
こ
の
七
小
町
が
浮
か
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
、
素

晴
ら
し
い
湖
月
の
風
景
を
称
賛
し
た
。
名
月
に
対
す
る
写
実
描
写
か
ら
空

想
の
世
界
に
移
り
変
わ
り
、
ま
た
幻
想
を
通
し
て
実
物
の
美
し
さ
を
強
調

し
て
い
る
。
要
す
る
に
、「
や
」
の
後
ろ
に
あ
る
内
容
は
上
五
を
よ
り
具

体
的
に
説
明
す
る
も
の
と
な
り
、「
や
」は
上
五
を
提
示
す
る
の
み
な
ら
ず
、

後
半
の
内
容
に
も
よ
く
関
わ
っ
て
い
る
。
切
字
「
や
」
に
よ
っ
て
「
名
月
」

と
「
七
小
町
」
と
い
う
関
係
の
薄
い
も
の
、
不
調
和
で
あ
る
も
の
が
一
句

の
中
で
取
り
合
わ
せ
ら
れ
、
お
互
い
に
交
感
し
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、「
六
月
や
」
の
句
で
は
、「
や
」
に
よ
っ
て
「
六
月
」
と
い
う

語
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
杉
風
宛
の
書
簡
な
ど
に
よ
る
と
、「
六

月
」
は
「
ろ
く
が
つ
」
と
読
む
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、『
俳
諧
古
今

抄
』
に
綴
ら
れ
て
い
る
「
人
も
し
み
な
月
と
訓
に
唱
え
ば
、
語
勢
に
炎
天

の
響
き
な
か
ら
ん
と
ぞ
、
こ
れ
ら
は
音
訓
の
妙
用
と
い
ふ
べ
き
也
」
と
い

う
解
釈
か
ら
見
る
と
、
一
句
で
は
熱
い
真
夏
の
景
色
が
詠
み
出
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、「
や
」
の
後
ろ
に
嵐
山
の
白
雲
の
か
か
っ
て
い
る
様
子
を

率
直
に
詠
み
上
げ
る
こ
と
を
通
し
、
翠
滴
る
連
山
、
炎
暑
の
こ
と
を
髣
髴

さ
せ
な
が
ら
、「
六
月
や
」
と
い
う
上
五
を
よ
く
具
現
し
て
い
る
。
山
本

健
吉
が
「
詩
人
的
認
識
の
在
り
場
所
を
冒
頭
確
か
に
教
え
、続
く
七
五
は
、

上
五
の
具
象
化
・
反
復
・
細
叙
で
あ
り
、
取
り
合
わ
せ
で
は
な
い
が
、
こ

の
上
五
と
七
五
の
い
わ
ば
二
重
映
し
の
上
に
は
微
妙
な
ハ
ー
モ
ニ
イ
が
あ

る（
6
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
や
」
の
後
ろ
に
来
る
内
容
は
上
五
と
深
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く
関
わ
り
、
上
五
の
情
景
を
よ
り
具
象
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
「
物
ほ
し
や
」
の
句
で
は
一
層
こ
の
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
上
五
は

物
が
欲
し
い
と
感
慨
の
心
持
を
言
い
出
し
、
た
だ
具
体
的
に
欲
し
が
っ
て

い
る
の
は
何
だ
ろ
う
か
は
「
や
」
の
後
ろ
の
内
容
で
説
明
し
て
い
る
。
そ

れ
は
布
袋
和
尚
の
袋
に
あ
る
「
月
と
花
」
と
い
う
風
雅
の
種
と
な
る
も
の

で
あ
る
と
上
五
と
対
応
し
な
が
ら
補
足
し
、
上
五
の
感
嘆
の
意
を
更
に
深

め
た
。
も
し
「
や
」
を
「
は
」
な
ど
に
置
き
換
え
る
と
、
感
嘆
の
意
が
な

く
な
る
の
み
な
ら
ず
、「
ほ
し
い
も
の
は
布
袋
和
尚
の
袋
に
あ
る
月
と
花
」

と
い
う
よ
う
に
、
陳
述
の
文
に
な
り
、
一
句
に
あ
る
、「
で
き
れ
ば
宝
物

で
は
な
く
、
風
流
の
も
と
と
な
る
月
と
花
を
も
ら
え
れ
ば
い
い
な
あ
」
と

の
感
慨
や
、
芭
蕉
が
風
雅
に
対
す
る
愛
着
の
念
が
見
て
取
れ
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
五
の
末
尾
に
あ
る
「
や
」
は
上
五
の
内
容
を
提
示
し

な
が
ら
、
そ
の
上
五
の
情
景
と
関
係
し
て
い
る
風
景
（
目
の
前
の
景
色
及

び
連
想
さ
せ
ら
れ
る
景
色
）、
比
喩
表
現
な
ど
を
引
き
出
し
、
上
五
の
表

す
風
情
の
具
象
化
さ
れ
た
景
色
と
し
て
例
示
的
に
取
り
挙
げ
、
上
五
の
言

葉
を
具
体
的
に
説
明
し
、
あ
る
い
は
増
幅
し
て
表
現
す
る
。
本
節
の
最
初

に
取
り
挙
げ
た
「
象
潟
や
雨
に
西
施
が
合
歓
の
花
」
の
「
や
」
も
こ
の
類

に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
切
字
「
や
」
が
中
七
の

末
尾
に
あ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　

う
ら
み
の
瀧
に
て

　

し
ば
ら
く
は
瀧
に
籠
る
や
夏
の
始　
　
　
『
鳥
の
道
』　

元
禄
二
年

暫
く
は
こ
の
清
浄
な
裏
見
の
瀧
の
あ
た
り
に
籠
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る

よ
と
感
嘆
の
意
を
述
べ
な
が
ら
、
そ
れ
は
夏
籠
り
の
始
め
だ
か
ら
で
あ
る

と
理
由
を
付
け
て
い
る
。
上
記
の
上
五
末
に
あ
る
「
や
」
と
同
様
に
、
こ

こ
の
「
や
」
も
上
下
の
内
容
を
緊
密
に
結
び
付
け
、
ま
た
両
方
に
感
嘆
の

意
を
加
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
切
字

「
や
」
の
一
つ
の
特
徴
と
も
言
え
よ
う
。
更
に
、
次
の
句
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　

神
前

此
松
の
み
ば
へ
せ
し
代
や
神
の
秋　
　
「
鹿
島
敬
」　

貞
享
四
年

須
磨
寺
や
ふ
か
ぬ
笛
き
く
木
下
や
み　
『
笈
の
小
文
』　

貞
享
五
年

竹
の
子
や
稚
き
時
の
絵
の
す
さ
み　
　
『
猿
蓑
』　

元
禄
四
年

　
「
此
松
の
」
句
は
鹿
島
神
社
に
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る
。
秋
の
鹿
島
神
社

の
神
々
し
さ
を
褒
め
称
え
て
い
る
が
、
率
直
に
そ
の
厳
粛
さ
を
吟
じ
た
の

で
は
な
く
、
境
内
に
繁
々
で
あ
る
松
を
借
り
、
其
の
松
は
実
生
し
た
遠
い

昔
を
連
想
し
な
が
ら
、由
緒
正
し
く
社
頭
の
荘
厳
さ
を
言
い
出
し
て
い
る
。

切
字
「
や
」
の
前
は
昔
を
偲
ぶ
内
容
と
な
り
、
下
五
は
今
の
様
子
を
言
い

出
し
て
い
る
内
容
と
な
る
。
昔
を
通
し
て
今
を
讃
頌
し
て
い
る
が
、
一
句

の
主
体
は
今
現
在
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
切

字
「
や
」
は
一
句
に
切
れ
目
を
入
れ
な
が
ら
、
昔
を
偲
ぶ
内
容
を
受
け
、

空
間
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
働
き
も
備
え
て
い
る
。
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「
須
磨
寺
や
」
の
句
で
は
須
磨
寺
に
参
詣
し
た
際
に
、
こ
の
お
寺
に
保

蔵
さ
れ
て
い
る
宝
物
「
青
葉
の
笛
」
を
思
い
出
し
、
木
々
の
下
闇
に
涼
し

さ
を
享
受
す
る
と
、
そ
の
笛
の
美
し
い
音
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
心
持
ま
で

し
た
。
故
事
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
一
句
で
あ
る
が
、
敦
盛
の
事
を
偲
び
、

懐
古
の
情
が
「
き
く
」
と
い
う
語
か
ら
し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る
。「
や
」

は
地
名
で
あ
る
須
磨
寺
を
提
示
し
、社
頭
の
現
在
の
様
子
を
吟
詠
し
つ
つ
、

「
無
弦
の
琴
」
と
同
じ
く
、
吹
か
れ
て
い
な
い
が
そ
の
笛
の
音
が
聞
こ
え
、

ま
さ
に
遥
か
な
古
に
立
ち
戻
っ
た
か
の
よ
う
に
嘆
い
て
い
る
芭
蕉
の
懐
旧

の
思
い
を
引
き
出
し
た
。
現
在
と
古
代
と
の
対
比
、
時
間
の
推
移
は
こ
の

「
や
」
に
作
ら
れ
た
切
断
に
よ
っ
て
一
句
の
中
で
実
現
で
き
た
の
で
あ
る
。

浅
野
信
は
地
名
の
後
ろ
に
あ
る
「
や
」
は
切
字
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
句
の
よ
う
に
、
地
名
に
く
っ
つ
く
「
や
」
に
し
て
も
相
変
わ
ら

ず
一
句
の
中
で
切
字
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。　
　

ま
た
「
竹
の
子
や
」
の
句
も
同
様
で
あ
る
が
、
竹
の
子
を
見
て
幼
い
時

に
竹
の
子
の
絵
を
描
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
昔
の
こ
と
を
懐
か
し
く
偲

ぶ
作
者
の
心
持
が
感
じ
取
れ
る
。
こ
の
「
竹
の
子
」
は
今
と
昔
を
結
び
合

わ
せ
る
媒
介
と
な
っ
て
い
る
が
、「
や
」
に
賦
与
さ
せ
ら
れ
た
感
嘆
の
意

に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
作
者
の
心
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
「
や
」

に
よ
っ
て
、
一
句
が
二
章
に
分
け
ら
れ
、
一
句
の
空
間
も
よ
り
広
く
拡
大

さ
れ
、
今
昔
の
風
景
が
句
中
で
よ
り
緊
密
に
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
の「
や
」も
同
じ
く「
は
」な
ど
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
。
も
し「
は
」

で
あ
る
場
合
、
一
句
の
句
意
が
「
幼
い
時
に
竹
の
子
の
絵
を
描
い
た
」
と

い
う
意
に
な
り
、
一
句
に
あ
る
今
と
昔
の
対
応
、
時
間
の
移
り
替
わ
り
な

ど
が
一
瞬
消
え
う
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

要
に
、
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
切
字
「
や
」
は
多
く
の
場
合
、
昔
を
偲
ぶ

内
容
と
結
び
付
け
る
。
今
昔
の
感
を
叙
す
る
と
と
も
に
、「
や
」
で
形
成

さ
れ
た
一
句
二
章
の
形
で
今
昔
の
内
容
が
一
句
の
中
で
お
互
い
に
働
き
か

け
、
句
意
や
一
句
の
空
間
性
も
「
や
」
に
よ
っ
て
拡
大
さ
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は
泪　
　
　
『
奥
の
細
道
』　

元
禄
二
年

此
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮　
　
『
其
便
』　

元
禄
七
年

『
三
冊
子
・（
黒
冊
子
）』
に
は
、「
発
句
の
事
は
行
き
て
帰
る
心
の
味
也
。

た
と
へ
ば
、
山
里
は
万
歳
お
そ
し
梅
の
花
、
と
い
ふ
類
な
り
。
山
里
は
万

歳
お
そ
し
と
い
ひ
は
な
し
て
、
む
め
は
咲
け
り
と
い
ふ
心
の
ご
と
く
に
、

行
き
て
帰
る
の
心
、
発
句
也
。
山
里
は
万
歳
遅
し
と
い
ふ
ば
か
り
の
ひ
と

へ
は
、
平
句
の
位
な
り
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
章
一

句
の
句
に
お
い
て
も
、前
後
の
関
連
性
が
非
常
に
大
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、

『
三
冊
子
』
に
あ
る
「
行
き
て
帰
る
の
心
」
は
多
く
の
場
合
、切
字
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　

杜
甫
の
「
感
レ
時
花
濺
レ
涙
、
恨
レ
別
鳥
驚
レ
心
」
と
同
じ
意
趣
を
有
す
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る
「
行
く
春
や
」
の
句
で
は
や
が
て
春
が
過
ぎ
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
嘆

き
な
が
ら
、
啼
く
鳥
と
目
に
涙
を
宿
っ
て
い
る
魚
を
通
し
、
親
し
い
人
々

と
の
別
れ
を
悲
し
み
、
嘆
き
出
し
て
い
る
。「
行
く
春
や
」
の
「
や
」
は

上
五
と
後
半
の
内
容
の
間
に
切
れ
を
作
り
、
暮
春
に
対
す
る
感
嘆
の
意
を

深
め
る
一
方
、
後
半
の
作
者
自
身
の
内
心
活
動
を
暗
示
し
、
心
内
の
悲
し

み
な
ど
を
よ
り
現
実
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
切
字
「
や
」
は
短
い
一
句

の
内
容
を
二
章
に
分
け
、
行
く
春
に
対
す
る
未
練
が
ま
し
さ
を
嘆
き
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
親
し
い
人
々
と
別
れ
る
時
の
悲
し
み
が
よ
り
痛
切
に
伝

わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
「
や
」
は
一
つ
の
事

象
（
こ
こ
で
は
行
く
春
）
を
受
け
て
自
身
の
気
持
ち
や
内
心
の
動
き
を
引

き
出
す
役
割
も
備
え
て
い
る
。　
　

元
禄
七
年
の
「
こ
の
道
や
」
の
句
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
道
は
実
景
で

あ
る
か
ど
う
か
は
判
断
し
が
た
い
が
、
俳
諧
の
真
髄
を
追
求
し
よ
う
と
す

る
芭
蕉
の
人
生
の
道
で
解
釈
し
て
も
読
み
過
ぎ
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
き
っ
と
寂
し
さ
の
溢
れ
る
道
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
感
慨
を
発

し
た
後
、
道
連
れ
と
な
っ
て
く
れ
る
人
一
人
も
い
な
い
と
悲
し
く
吟
じ
上

げ
た
の
で
あ
る
。「
秋
の
暮
」
は
暮
秋
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も

秋
の
夕
暮
れ
で
あ
ろ
う
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
人
影
が
少
な
く
な
る
寂
寥

た
る
季
節
感
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
や
」
と
い
う
切
字
は
「
こ

の
道
」
に
感
慨
の
念
を
加
え
た
上
、
更
に
後
半
の
共
に
行
く
人
が
い
な
い

と
い
う
物
悲
し
い
内
容
を
引
き
出
し
、
切
に
一
句
の
寂
寞
感
を
写
し
出
し

て
い
る
。　

　

上
記
の
よ
う
に
、
芭
蕉
発
句
に
お
け
る
切
字
「
や
」
は
主
に
一
句
全
体

に
感
嘆
の
意
を
加
え
、
ま
た
一
句
を
二
章
に
分
け
、
句
意
を
更
に
豊
富
に

し
、
一
句
を
重
層
的
に
作
り
上
げ
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
「
や
」
の
後
ろ
に
く
っ
つ
く
句
の
意
味
は
前
の
言
葉
と
関
連
す
る
内
容
、

懐
古
の
内
容
、
あ
る
い
は
作
者
心
内
の
嘆
き
や
動
き
に
な
る
内
容
な
ど
に

分
け
ら
れ
る
。こ
れ
ら
の
内
容
は「
や
」に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
、ま
た「
や
」

に
よ
っ
て
前
半
の
内
容
と
緊
密
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
芭
蕉

発
句
に
あ
る
切
字
「
や
」
の
働
き
と
特
色
と
言
え
よ
う
。
引
き
続
き
、「
や
」

と
同
じ
く
多
く
用
い
ら
れ
た
「
か
な
」
を
論
じ
る
。

四
、「
か
な
」
に
つ
い
て

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
川
本
晧
嗣
は
座
五
の
末
に
来
る
「
か
な
」

は
切
字
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
一
句
の
切
断
は
中
七
と
座
五
の

間
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
に
対
し
、
井
上
弘
美
は
大
い
に
批
判

し
た
。

応
々
翁
方
山
は
『
俳
諧
暁
山
集
』
に
お
い
て
、「
か
な
」
を
そ
の
意
味

か
ら
「
落
着
の
哉
」、「
願
の
哉
」、「
う
き
た
る
哉
」、「
し
ず
む
哉
」、「
現
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在
の
哉
」
と
い
う
よ
う
に
五
つ
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、

浅
野
信
は
『
俳
諧
講
座
9
・
研
究
』
の
中
で
接
続
用
法
か
ら
、
用
言
連
体

形
に
続
く
「
か
な
」
を
「
浮
き
哉
」、
助
詞
に
続
く
「
か
な
」
を
「
沈
む

哉
」
と
分
類
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
分
け
方
に
お
い
て
も
発
句
に
お

け
る
「
か
な
」
は
文
を
切
る
役
割
を
持
ち
、
切
字
の
機
能
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
浅
野
氏
が
指
摘
し
た
「
浮
き

哉
」
に
関
し
て
、
貞
門
、
談
林
の
句
集
か
ら
は
そ
の
用
例
が
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
が
、
芭
蕉
発
句
に
も
次
の
一
句
し
か
確
認
で
き
な
い
。

　
　

狂
句
木
枯
の
身
は
竹
斎
に
似
た
る
哉

 

　
　
　
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』　

貞
享
元
年

　

古
来
か
ら
こ
の
句
に
関
す
る
解
釈
が
か
な
り
多
い
が
、
基
本
的
に
そ
の

冒
頭
の
二
文
字「
狂
句
」に
重
点
を
置
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。『
冬
の
日
』

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
の
句
の
前
書
き
、「
む
か
し
狂
歌
の
才
士
、
此
国

に
た
ど
り
し
事
を
、
不
図
お
も
ひ
出
て
申
し
侍
る
」
に
よ
る
と
、
一
句
は

木
枯
ら
し
に
吹
か
れ
、
狂
句
を
詠
み
な
が
ら
旅
を
続
け
て
き
た
自
分
は
昔

こ
の
国
ま
で
さ
す
ら
っ
た
狂
歌
の
才
士
竹
斎
に
似
て
い
る
と
い
う
意
に
な

る
。「
哉
」止
め
で
豊
か
な
余
情
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
も
し「
哉
」を「
な

り
」
な
ど
の
き
っ
ぱ
り
と
言
い
切
る
言
葉
に
置
き
換
え
る
と
、
一
句
の
広

が
り
が
な
く
な
り
、
断
定
し
過
ぎ
る
と
、
逆
に
感
嘆
の
意
を
弱
め
る
こ
と

に
も
な
る
。
こ
こ
の
「
哉
」
は
上
五
、
中
七
、
そ
し
て
下
五
の
「
似
た
る
」

を
同
時
に
受
け
て
い
る
た
め
、句
中
に
切
断
が
見
て
取
れ
な
い
。
従
っ
て
、

次
か
ら
体
言
に
続
く
「
か
な
」
の
役
割
を
中
心
に
見
て
い
く
。　

　
　
　

さ
ま
ざ
ま
の
事
お
も
ひ
出
す
桜
か
な　
『
笈
の
小
文
』　

貞
享
五
年

　
　
　
　
　

酒
の
み
居
た
る
人
の
絵
に

　
　
　

月
花
も
な
く
て
酒
の
む
ひ
と
り
哉　
　
『
阿
羅
野
』　

元
禄
二
年

病
雁
の
夜
さ
む
に
落
て
旅
ね
哉　
　
　
『
猿
蓑
』　

元
禄
三
年

　
「
病
雁
の
」
句
に
関
し
て
上
述
で
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
川
本
晧
嗣
の

切
れ
目
が
「
落
て
」
の
後
ろ
に
あ
る
と
い
う
説
に
同
意
し
、
井
上
弘
美
は

「
旅
ね
」
の
一
語
が
深
い
詠
嘆
的
感
慨
を
も
っ
て
響
く
の
は
、「
落
て
」
の

後
ろ
に
あ
る
切
れ
目
と
切
字
「
か
な
」
に
よ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

浅
野
信
が
い
う
一
句
一
章
の
句
、
つ
ま
り
切
字
が
座
五
に
あ
る
場
合
は
一

体
句
中
で
何
を
切
断
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
、
井
上
氏
は
そ

れ
を
論
じ
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
言
い
述
べ
た
。
そ
し
て
、「
さ
ま

ざ
ま
の
事
お
も
ひ
出
す
桜
か
な
」に
つ
い
て
、井
上
氏
は「
座
五
の『
切
字
』

は
、
一
句
の
内
容
と
深
く
関
わ
っ
て
、
一
句
を
柔
ら
か
く
受
け
止
め
た
り
、

強
く
言
い
放
っ
た
り
、
し
み
じ
み
と
し
た
余
韻
を
残
し
た
り
、
ま
た
こ
の

よ
う
な
相
反
す
る
働
き
を
同
時
に
行
う
な
ど
、
絶
妙
な
働
き
を
す
る（

7
（

」
と

示
唆
し
、句
末
の
「
か
な
」
の
切
字
と
し
て
の
働
き
を
強
く
認
め
て
い
る
。

　
「
か
な
」
に
つ
い
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
「
体
言
お
よ
び
活
用
語

の
連
体
形
に
付
く
終
助
詞
。
詠
嘆
の
意
を
表
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
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か
し
、
こ
の
詠
嘆
は
字
面
通
り
に
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

朝
妻
力
は「〈
か
な
〉と
言
い
切
る
こ
と
に
よ
る
断
定
の
強
さ
、そ
れ
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
余
情
が
終
助
詞
『
か
な
』
の
最
大
の
効
果
と
い
う
べ
き
」
と

説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
座
五
の
末
に
く
る
「
か
な
」
は
余
韻
を
引
き
出

す
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、「
病
雁
の
夜
さ
む
に
落
て
旅

ね
哉
」
に
お
け
る
「
哉
」
は
井
上
氏
の
言
う
通
り
、
一
句
の
中
で
余
韻
を

残
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、「
旅
ね
」
の
後
ろ
に
付
く
「
哉
」

は
「
旅
ね
」
が
内
包
し
て
い
る
作
者
の
心
情
を
仄
め
か
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。「
旅
ね
哉
」
は
体
言
文
節
で
あ
る
た
め
、「
連
体
形
」
を
受
け
る

こ
と
が
一
般
で
あ
る
が
、「
夜
さ
む
に
落
て
」
は
連
用
形
で
終
わ
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
句
の
中
七
と
下
五
の
間
に
は
少
し
齟
齬
が
生
じ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
に
「
落
て
」
の
後
ろ
に
は
情
景
を
説
明
す
る
内

容
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
省
略
お
よ
び
「
哉
」
に
強
く
提

示
さ
れ
た
「
旅
ね
」
の
間
に
は
空
白
が
感
じ
取
れ
、
面
白
さ
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
川
本
氏
が
言
う
切
れ
目
が
中
七
の
後

ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
切
れ
目
が
で
き
た
理

由
は
、「
哉
」
と
い
う
切
字
の
提
示
作
用
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
堅
田
で
病
で
倒
れ
た
芭
蕉
の
哀
愁
が
「
旅
ね
哉
」
と
い
う
五
文
字
か

ら
強
く
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
嘆
き
を
引
き
出
し
、
或
は
こ
の
愁

い
を
強
め
た
の
は
夜
寒
に
飛
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
群
れ
を
離
れ

た
落
ち
て
き
た
一
羽
の
病
雁
で
あ
る
。「
哉
」
は
句
末
に
あ
る
が
、
下
五

に
あ
る
作
者
の
嘆
き
を
強
く
表
出
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
漂
泊
の
思
い

を
誘
発
し
た
事
象
に
も
か
か
っ
て
い
る
。「
旅
ね
」
に
対
す
る
嘆
き
、
病

雁
を
目
に
し
た
際
の
感
嘆
な
ど
は
す
べ
て
「
哉
」
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、「
哉
」
は
「
旅
ね
」
を
強
く
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
病
雁
の
姿
を
描
く
「
上
五
・
中
七
」
と
「
下
五
」
の
間
に
自
然
に
切

断
が
形
成
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
句
末
に
あ
る
「
哉
」
は
切
字
と
見
ら
れ

る
べ
き
で
あ
り
、
中
七
末
に
お
け
る
切
断
は
「
落
て
」
と
い
う
動
詞
連
用

形
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、体
言
を
受
け
る
「
哉
」
と
い
う
語
の
接
続
用
法
、

そ
し
て
句
全
体
に
感
嘆
の
意
を
賦
与
さ
せ
る
「
哉
」
の
意
味
合
い
な
ど
と

も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
右
に
挙
げ
た
ほ
か
の
二
句
、「
さ
ま
ざ
ま
の
事
お
も
ひ

出
す
桜
か
な
」、「
月
花
も
な
く
て
酒
の
む
ひ
と
り
哉
」、
の
中
七
は
全
部

連
体
形
で
終
わ
っ
て
い
る
。
東
海
呑
吐
は『
芭
蕉
句
解
』に
お
い
て
、「
年
々

歳
々
花
相
似
、
歳
々
年
々
人
不
同
」
と
劉
希
夷
の
「
代
悲
白
頭
翁
」
の
詩

句
を
引
い
て
「
さ
ま
ざ
ま
の
」
の
句
を
解
釈
し
て
い
る
。
嘗
て
の
主
人
蝉

吟
の
お
宅
に
招
待
さ
れ
、
そ
の
庭
先
の
桜
を
見
る
と
、
昔
蝉
吟
に
仕
え
た

と
き
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
思
い
出
し
た
。「
か
な
」
で
「
桜
」
を
提
示

し
て
い
る
が
、
一
句
に
感
嘆
の
意
を
付
き
添
え
て
い
る
。
そ
し
て
句
末
の

「
か
な
」
で
「
桜
」
を
強
調
し
、
一
句
に
お
い
て
は
桜
は
置
き
換
え
ら
れ
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な
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
桜
は
単
な
る
季
節
を
表
す
も
の
だ
け
で
な
く
、

昔
の
こ
と
を
髣
髴
と
さ
せ
、
ま
た
喚
起
さ
せ
る
媒
介
と
も
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
朝
妻
力
が
い
う
「
か
な
」
に
よ
る
「
断
定
の
強
さ
」
に
よ
っ
て
、

緊
密
に
繋
が
る
一
句
一
章
の
句
に
し
て
も
、
中
七
と
下
五
の
間
に
切
れ
が

感
じ
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
意
味
上
で
句
を
二
部
に
分
け
る
た
め
で

は
な
く
、「
桜
」
の
特
別
性
を
強
調
し
、
作
者
の
感
慨
を
如
実
に
再
現
す

る
た
め
で
あ
る
。
更
に
、「
月
花
も
な
く
て
酒
の
む
ひ
と
り
哉
」
の
句
も

同
様
で
あ
る
が
、
信
天
翁
信
胤
は
『
笈
の
底
』
に
お
い
て
、

　
　

此
吟
は
至
て
深
々
の
意
有
べ
し
。
今
案
に
、
是
は
聖
賢
は
其
独
を
楽

む
と
云
義
を
云
出
た
る
也
。
則
一
句
は
月
花
も
な
く
て
楽
む
独
か
な

と
云
吟
な
れ
ど
も
、
夫
に
て
は
俳
諧
も
な
く
ま
た
余
情
も
な
し
。
依

て
画
に
随
て
酒
飲
と
云
出
た
る
也
。
此
酒
は
楽
と
云
字
と
見
る
べ
き

也
。
此
月
花
は
一
句
の
模
や
う
に
て
有
と
見
れ
ば
有
り
、
無
と
見
れ

ば
な
し
。
此
酒
の
水
共
酒
と
も
唯
天
地
の
万
物
と
見
る
べ
し
。
此
吟

は
唯
楽
し
む
独
か
な
と
云
句
意
也
。

と
解
釈
し
て
い
る
。
前
書
き
「
酒
の
み
居
た
る
人
の
絵
に
」
か
ら
、
こ
の

句
は
絵
賛
句
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
絵
に
画
か
れ
て
い
る
独

り
ぼ
っ
ち
で
酒
を
飲
ん
で
い
る
人
の
姿
を
見
る
と
、
芭
蕉
は
月
を
見
て
い

る
の
で
も
な
く
、
花
を
見
て
い
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
一
人
酒
を
楽
し
ん

で
い
る
と
賛
を
加
え
た
。『
笈
の
底
』
に
よ
る
と
、
一
句
は
決
し
て
寂
し

い
気
持
ち
で
詠
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、む
し
ろ
何
事
に
も
煩
わ
さ
れ
な
く
、

一
人
の
時
を
楽
し
む
人
の
こ
と
を
尊
く
詠
み
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
る
。
そ
れ
は
芭
蕉
が
憧
れ
て
い
る
姿
で
も
あ
る
。「
哉
」
で
「
ひ

と
り
」
を
受
け
、「
ひ
と
り
」
と
い
う
言
葉
の
大
事
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
「
ひ
と
り
」
は
絵
に
忠
実
し
て
吟
じ
た
「
ひ
と
り
」
の
姿
の
み
な
ら

ず
、
芭
蕉
が
望
む
「
ひ
と
り
」
の
有
り
様
、
楽
し
む
べ
き
「
ひ
と
り
」
の

境
地
と
い
う
の
で
あ
る
、
そ
れ
を
も
し
二
人
以
上
に
す
る
と
、
こ
れ
ほ
ど

高
い
境
地
が
感
じ
取
れ
な
く
な
り
、
一
句
の
深
み
も
消
え
失
せ
て
し
ま
う

の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
発
句
下
五
末
に
あ
る
「
か
な
」
は
発
句
の
中
で
切
字
と

し
て
の
働
き
を
よ
く
果
た
し
て
い
る
。
下
五
の
言
葉
に
感
嘆
の
意
を
加
え

な
が
ら
、
中
七
と
下
五
の
間
に
切
断
を
産
み
出
し
、
句
全
体
に
感
慨
の
気

持
ち
を
賦
与
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
は
芭
蕉
発
句
に

限
ら
ず
、
ほ
か
の
俳
人
の
句
か
ら
も
読
み
取
れ
る
が
、
上
記
の
よ
う
に
、

芭
蕉
発
句
に
お
け
る
句
末
の
切
字
「
か
な
」
は
多
く
の
場
合
、
自
分
自
身

の
気
持
ち
、
自
分
の
境
遇
を
提
示
す
る
言
葉
に
く
っ
つ
き
、
そ
し
て
心
内

の
動
き
、
嘆
き
、
哀
愁
な
ど
が
「
か
な
」
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
如
実
に
具

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
次
の
「
別
れ
」
の
句
か
ら
も
窺
え
る
。

　
　
　
　

花
を
宿
に
は
じ
め
終
り
や
二
十
日
程

こ
の
ほ
ど
を
花
に
礼
い
ふ
わ
か
れ
哉　
『
蕉
翁
全
伝
』　

貞
享
五
年
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麦
の
穂
を
便
り
に
つ
か
む
別
か
な　
　
『
有
磯
海
』　

元
禄
七
年

　

芭
蕉
は
発
句
の
座
五
の
「
わ
か
れ
」
に
対
し
、ほ
と
ん
ど
の
場
合
、「
哉
」

で
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
蕉
門
ほ
か
の
俳
人
の
句
か
ら

も
窺
え
る
。
文
法
的
に
言
う
と
、
同
じ
完
結
の
役
割
を
持
つ
「
け
り
」
な

ど
に
置
き
換
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
芭
蕉
は
「
か
な
」
を
多
く
用
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
仙
田
洋
子
は
「
か
な
」
と
「
け
り
」
に
対
し
て
、

「
か
な
」
は
最
も
柔
ら
か
く
ま
ろ
や
か
、
云
わ
ば
女
性
的
な
響
き
の

切
字
で
あ
る
。
一
方
、
一
番
男
性
的
な
の
は
「
け
り
」
だ
。
ロ
ー
マ

字
表
記
す
る
と
、「
か
な
」
は
「K

A
N

A
」、「
け
り
」
は
「K

ERI

」。

「
か
な
」
の
場
合
、K

の
音
に
は
緊
張
感
が
あ
る
け
れ
ど
も
、A

の

音
が
の
び
や
か
な
の
で
、
さ
ほ
ど
き
つ
い
感
じ
が
し
な
い
。N

A

の

響
き
が
更
に
い
っ
そ
う
ま
ろ
や
か
だ
。「
け
り
」
に
な
る
と
、
同
じ

母
音
で
あ
っ
て
も
、E

やI

はA

ほ
ど
の
び
や
か
で
は
な
い
。
い

き
お
い
、
同
じ
カ
行
で
始
ま
っ
て
も
、「
か
な
」
に
比
べ
て
「
け
り
」

は
断
定
的
な
き
つ
い
響
き
に
な
る（

8
（

。

と
論
述
し
た
。
仙
田
洋
子
は
俳
句
実
作
者
で
あ
る
た
め
、
論
の
中
に
は
多

少
言
い
過
ぎ
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
が
、「
け
り
」
と
比
べ
て
「
か
な
」

の
ほ
う
は
「
け
り
」
よ
り
そ
れ
ほ
ど
強
い
語
感
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
断
定

的
な
響
き
も
「
け
り
」
よ
り
は
ま
ろ
や
か
で
あ
る
こ
と
は
仙
田
氏
の
論
述

か
ら
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、。
す
る
と
、
芭
蕉
は
な
ぜ
別
れ
の
場
に
お

い
て
、
強
烈
な
語
感
を
持
つ
「
け
り
」
で
悲
し
い
気
持
ち
を
表
現
し
よ
う

と
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
こ
の
ほ
ど
を
花
に
礼
い
ふ
わ
か
れ
哉
」
の

句
は
伊
賀
上
野
の
瓢
竹
庵
か
ら
吉
野
へ
旅
立
つ
時
に
、「
花
」
を
そ
の
宿
、

更
に
そ
の
主
人
に
比
し
、庵
主
に
贈
っ
た
挨
拶
吟
で
あ
る
。「
こ
の
ほ
ど
や
」

で
滞
在
中
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
言
い
出
し
、
そ
し
て
、
こ
の
瓢

竹
庵
の
主
人
を
美
し
い
花
と
見
做
し
、
別
れ
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
句
に
は
別
れ
の
悲
し
み
よ
り
主
人
に
対
す
る
感
謝
の
意
が
強
く
読

み
取
れ
る
。「
哉
」
で
「
わ
か
れ
」
に
感
嘆
の
意
を
加
え
な
が
ら
、
上
五

中
七
の
内
容
を
引
き
受
け
、一
句
の
挨
拶
性
を
深
め
て
い
る
。も
し「
か
な
」

を
「
け
り
」
に
置
き
返
す
と
、
厚
く
招
待
し
て
い
た
だ
い
た
主
人
に
お
礼

を
言
っ
て
別
れ
た
な
あ
と
い
う
意
に
な
っ
て
し
ま
い
、
主
人
に
対
す
る
謝

意
が
消
え
失
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
麦
の
穂
を
」
の
一
句

は
故
郷
に
旅
出
た
と
き
に
、
川
崎
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
人
た
ち
に
贈
っ
た

送
別
吟
で
あ
る
。
頼
り
に
も
な
ら
な
い
麦
の
穂
を
掴
め
、
力
と
頼
む
と
こ

ろ
か
ら
、芭
蕉
の
心
細
い
気
持
ち
が
あ
り
あ
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
。「
か
な
」

で
別
れ
の
悲
し
み
を
強
調
し
つ
つ
、
持
病
を
持
つ
こ
の
身
で
再
び
こ
の
人

た
ち
に
会
え
る
の
か
と
哀
傷
の
気
持
ち
も
読
者
に
連
想
さ
せ
る
。
も
し
句

末
の
「
か
な
」
を
「
け
り
」
に
換
え
る
と
、
別
れ
の
悲
し
み
は
減
る
こ
と

は
な
く
痛
切
に
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
上
五
と
中
七
と
の
関
連
性
が
薄
く
な

り
、
別
れ
に
面
し
た
際
の
様
々
な
複
雑
な
感
情
が
見
て
取
れ
な
く
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
芭
蕉
は
座
五
の
「
別
れ
」
に
対
し
て
全
部
「
か
な
」
で

言
い
切
っ
て
い
る
。
別
れ
の
寂
し
さ
、
悲
し
み
を
強
め
る
と
と
も
に
、
別

れ
に
面
し
た
時
の
複
雑
な
心
境
を
「
か
な
」
で
示
唆
し
て
い
る
。
別
れ
の

み
な
ら
ず
、
座
五
の
体
言
が
季
語
、
心
情
を
表
す
言
葉
で
あ
る
場
合
、
芭

蕉
は
多
く
「
か
な
」
で
一
句
を
結
び
、「
か
な
」
を
通
し
て
季
語
の
本
意

な
ど
を
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
滑
ら
か
な
リ
ズ
ム
で
吟

詠
し
た
「
道
の
べ
の
木
槿
は
馬
に
く
は
れ
け
り
」
で
は
、「
私
意
」
を
離

れ
、道
端
に
咲
い
た
木
槿
が
馬
に
ぱ
く
っ
と
食
べ
ら
れ
た
実
景
を
描
写
し
、

ま
た
そ
の
風
景
を
目
に
し
た
と
き
の
驚
き
や
心
の
動
き
を
言
い
出
し
て
い

る
。
句
に
「
け
り
」
で
強
く
一
句
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。「
け
り
」
と

い
う
語
の
力
を
借
り
て
ご
く
自
然
に
木
槿
と
馬
が
な
し
て
い
る
風
景
を
調

和
的
、
均
衡
的
に
詠
出
し
て
い
る
。「
か
な
」
と
は
違
い
、「
け
り
」
は
一

句
の
中
七
と
下
五
の
間
に
切
れ
目
を
作
る
機
能
が
弱
く
、
ス
ム
ー
ズ
に
、

如
実
に
目
に
し
た
風
景
を
表
出
す
る
の
で
あ
る
。

五
、
終
わ
り
に

　

切
字
も
単
な
る
一
句
の
中
で
切
断
を
作
る
だ
け
で
な
く
、
句
意
や
余
韻

な
ど
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
詩
人
が
感
情
を
表
そ
う
と
す
る
際
、
言

葉
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
は
い
え
、
十
七
文
字
だ
け
で
感
情
を
言
い

切
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
た
め
、
文
に
切
字
を
使
い
、
読
者
に
文
字
以

上
の
高
次
の
世
界
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

芭
蕉
は
発
句
を
吟
じ
る
際
に
、
切
字
を
よ
り
慎
重
に
使
い
、
意
識
し
な

が
ら
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
は
上
述
か
ら
窺
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
切
字
に
か
な
り
豊
か
な
機
能
を
賦
与
さ
せ
て
お
り
、「
や
」
を
通
し
て

感
嘆
の
意
を
強
調
し
、
ま
た
懐
旧
の
念
を
引
き
出
し
、
あ
る
い
は
自
分
の

心
情
を
匂
わ
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
か
な
」
で
自
分
自
身
の
感
慨
を
述

べ
、
ま
た
心
内
の
動
き
を
仄
め
か
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
ま
た
こ
の
よ
う

な
特
徴
は
芭
蕉
に
限
る
か
と
問
わ
れ
か
ね
な
い
。
お
そ
ら
く
他
の
俳
人
の

句
を
読
ん
で
み
て
も
類
似
の
機
能
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
例

え
ば
「
別
れ
」
の
場
面
に
「
か
な
」
を
多
用
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
上

述
の
句
に
表
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
芭
蕉
の
中
に
潜
在
す
る
文
字
意
識

や
詩
的
表
現
習
慣
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
切
れ
字
を
一

つ
の
媒
介
と
し
、
句
に
お
け
る
芭
蕉
の
考
え
を
よ
り
深
く
突
き
止
め
る
こ

と
が
本
論
文
の
一
目
的
で
あ
る
。
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