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イ
メ
ー
ジ
の
宙
吊
り

─
─
川
端
茅
舎
「
花
鳥
巡
礼
」
に
お
け
る
美
術
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

堀
切　

克
洋

　

俳
人
・
川
端
茅
舎
（
一
八
九
七
～
一
九
四
一
年
）
は
、
そ
の
短
い
生
涯

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
句
が
い
ま
な
お
歳
時
記
に
収
録
さ
れ
、
ま
た

評
価
も
高
い
。
と
り
わ
け
第
二
句
集
『
華
厳
』（
一
九
三
九
年
）
の
序
に

書
か
れ
た
「
花
鳥
諷
詠
真
骨
頂
漢
」
と
い
う
虚
子
の
言
葉
は
、
茅
舎
が
当

時
の
「
花
鳥
諷
詠
」
と
い
う
新
し
い
理
念
の
実
践
を
体
現
す
る
ひ
と
り
で

あ
る
こ
と
を
簡
潔
に
物
語
っ
て
い
る
。
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
た
め
に
外
出
も

容
易
で
な
か
っ
た
若
き
日
の
茅
舎
か
ら
み
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
は
二
冊

の
句
集
（『
川
端
茅
舎
句
集
』『
華
厳
』）
を
刊
行
し
た
の
み
な
ら
ず
、も
っ

と
も
旺
盛
に
執
筆
活
動
を
行
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
が
、改
造
社
か
ら『
俳

句
研
究
』
が
創
刊
さ
れ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
水
原
秋
櫻
子
や
山
口
誓
子

の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
離
脱
に
見
ら
れ
る
俳
壇
の
地
殻
変
動
期
に
、
茅
舎
は

虚
子
す
な
わ
ち
「
花
鳥
諷
詠
」
の
擁
護
者
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
虚
子
と
い
う
存
在
は
い
と
も
た
や
す
く
擁
護
で

き
る
よ
う
な
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。そ
の
煩
悶
は
、

一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
六
年
に
か
け
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
で
連
載

さ
れ
た
「
花
鳥
巡
礼
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
明
白
に
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
る
。虚
子
の
句
は
茅
舎
の
理
解
を
遥
か
に
超
え
た
も
の
で
あ
り
、

文
章
の
端
々
に
は
「
擁
護
」
の
た
め
に
思
考
の
ア
ク
ロ
バ
シ
ー
が
求
め
ら

れ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る）

1
（

。
本
稿
で
は
そ
の
「
煩
悶
」
を
読
み
解
く
べ
く
、

こ
の
連
載
に
お
け
る
美
術
作
品
に
対
す
る
言
及
を
コ
ー
パ
ス
と
し
て
、
彼

に
と
っ
て
の
「
美
」
と
い
う
概
念
が
作
品
と
現
実
を
ど
の
よ
う
に
架
橋
し
、

ま
た
「
花
鳥
諷
詠
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し

て
み
た
い
。
こ
こ
に
は
、
正
岡
子
規
が
切
り
拓
い
た
俳
句
の
「
美
術
化
」

と
い
う
テ
ー
マ
が
、
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。

１　
「
花
鳥
巡
礼
」
に
お
け
る
美
術
の
比
喩

　

一
九
一
六
年
、
親
友
の
西
島
麦
南
と
と
も
に
、
武
者
小
路
実
篤
が
主
宰

す
る
「
新
し
い
村
」
の
会
員
と
な
っ
た
川
端
茅
舎
は
、
一
九
二
一
年
か
ら

画
家
・
岸
田
劉
生
に
師
事
す
る
機
会
を
得
て
、
画
業
に
専
念
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
十
二
歳
違
い
の
異
母
兄
で
あ
る
川
端
龍
子
（
一
八
八
五
～

一
九
六
六
）
が
、
美
術
界
の
巨
匠
・
横
山
大
観
率
い
る
日
本
美
術
院
の
同

人
に
推
挙
さ
れ
る
ほ
ど
の
画
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
（
一
九
二
八
年
に

院
展
か
ら
脱
退
）、
茅
舎
の
絵
画
へ
の
情
熱
が
彼
の
俳
句
美
学
を
規
定
し
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て
い
た
と
し
て
も
驚
く
こ
と
は
な
い
。
茅
舎
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
へ
の
投

句
を
は
じ
め
た
の
は
一
九
一
五
年
、
つ
ま
り
獨
逸
協
会
学
校
（
現
・
獨
協

学
園
）
を
卒
業
し
た
翌
年
の
こ
と
だ
。
一
九
二
四
年
に
は
、
同
誌
の
表
紙

の
裏
表
を
茅
舎
と
龍
子
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
と
い
う
「
共
演
」
を
果
た

し
て
い
る
（
図
１
）。

　

深
川
正
一
郎
作
成
に

よ
る
略
年
譜
に
よ
れ

ば
、
一
九
三
〇
年
に
劉

生
が
死
去
し
た
こ
と
を

境
目
と
し
て
、
茅
舎
は

絵
画
か
ら
は
遠
ざ
か
っ

て
俳
句
に
専
念
し
た

と
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
だ

が
、
仮
に
制
作
か
ら
離

れ
て
い
た
と
し
て
も
、

一
九
三
三
年
か
ら
「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
で
開

始
さ
れ
た
連
載
「
花
鳥

巡
礼
」
に
お
い
て
、
茅

舎
は
し
ば
し
ば
美
術

的
な
比
喩
を
も
っ
て
句
評
＝
解
釈
を
行
っ
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
俳
句
と

絵
画
は
根
底
で
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
で
は
、

彼
の
美
的
趣
味
と
は
ど
の
よ
う
な
範
疇
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
「
花
鳥
巡
礼
」
全
三
十
二
回
か
ら
抽
出
し
て
い
こ
う
。

ム
ン
ク
／
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
と
中
村
草
田
男
（
第
一
回
）

ま
ず
は
連
載
第
一
回
（「
感
傷
」）
に
、
中
村
草
田
男
の
〈
と
ら
へ
た
る

蝶
の
足
が
き
の
に
ほ
ひ
か
な
〉
と
い
う
句
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
評
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
非
現
実
的
な
に
お
い
か
ら
現
実
な
に
お
い
を
ば
感
じ
さ
せ
ら
れ

て
僕
は
苦
し
か
っ
た
。
こ
の
怪
し
い
に
お
い
は
草
田
男
君
が
い
つ
も

好
む
ム
ン
ク
で
は
な
く
意
外
に
も
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
こ
の

に
お
い
は
作
者
の
圧
え
ら
れ
た
性
欲
が
無
意
識
的
に
発
す
る
感
傷
で

は
な
い
か
、
作
者
の
示
教
を
待
つ）

3
（

。

ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
期
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
リ
ト
グ
ラ

フ
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
ア
ン
リ
・
ド
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
＝
ロ
ー
ト
レ
ッ

ク
（
一
八
六
四
～
一
九
〇
一
年
）
は
、
パ
リ
の
ム
ー
ラ
ン
・
ル
ー
ジ
ュ
を

は
じ
め
と
し
た
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
や
酒
場
な
ど
に
入
り
浸
り
な
が
ら
、
旺
盛

な
性
欲
を
も
と
に
娼
婦
た
ち
と
頻
繁
に
関
係
を
持
つ
デ
カ
ダ
ン
な
生
活
を

送
っ
た
。
彼
の
画
業
は
、
そ
の
意
味
で
「
性
欲
」
と
深
く
結
び
つ
い
て
い

る
。
一
方
、
草
田
男
の
蝶
の
句
は
、
捕
え
ら
れ
た
蝶
が
逃
げ
よ
う
と
必
死

に
も
が
い
て
い
る
と
い
う
場
面
を
切
り
取
っ
た
も
の
だ
。
そ
こ
か
ら
「
に

ほ
ひ
」
が
漂
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
断
定
的
に
一
句
に
仕
上

げ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
の
性
欲
に
結
び
つ
け
る
根

拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。

　

し
か
し
、
も
が
い
て
い
る
対
象
が
昆
虫
の
な
か
で
も
美
し
い
紋
様
と
翅

を
も
つ
蝶
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
も
が
い
て
い
る
脚
が
糸
の
よ
う
に
か
細

図１　 雑誌「ホトトギス」1924 年 9 月号 
（表紙を兄・龍子が、裏表紙を弟・茅舎が担当した）
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い
こ
と
は
、
蝶
を
捕
え
た
人
間
の
圧
倒
的
な
大
き
さ
か
ら
、
描
写
を
超
え

た
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
性
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

茅
舎
は
、「
蝶
」
を
「
娼
婦
」
の
隠
喩
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
昆
虫
界

の
現
実
に
「
現
実
的
な
に
お
い
」
を
嗅
ぎ
取
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
発
動

さ
せ
て
い
る
の
は
、
一
句
全
体
の
「
非
現
実
的
な
に
お
い
」、
つ
ま
り
現

実
に
感
じ
取
ら
れ
る
以
上
の
感
覚
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
句

の
内
容
の
非
現
実
性
が
、
茅
舎
を
隠
喩
と
し
て
の
読
解
へ
と
向
か
わ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
茅
舎
は
鑑
賞
が
困
難
な
俳
句
作
品
を
、

美
術
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
も
っ
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。

デ
ュ
ー
ラ
ー
、
マ
テ
ィ
ス
と
高
濱
虚
子
（
第
三
回
・
第
七
回
）

　

次
に
美
術
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
出
て
く
る
の
は
、第
三
回
の
句
評
で
あ
る
。

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
高
濱
虚
子
の
〈
悴
め
る
手
を
暖
か
き
手
の

包
む
〉
と
い
う
句
だ
。

そ
れ
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
合
掌
す
る
手
で
あ
っ
た
。
万
人
の
等
し
く
持

つ
自
ら
の
手
で
あ
っ
た
。
誰
も
が
包
ま
れ
誰
も
が
包
ん
だ
事
の
あ
っ

た
手
で
あ
っ
た
。
今
僕
は
ぬ
く
も
り
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る）

4
（

。

　

デ
ュ
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
茅
舎
が
の
ち
に
「
少
年
の
日
の
憧
憬
」
で

あ
っ
た
と
告
白
し
て
い
る）

5
（

。
こ
と
に
《
祈
り
の
手
》（
一
五
〇
九
年
）
は
、

当
時
の
美
術
教
育
で
写
生
の
手
本
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
た
作
品
の
ひ
と

つ
で
あ
り
（
図
２
））

6
（

、岸
田
劉
生
は
『
図
画
教
育
論
』
の
な
か
で
、ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
や
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
デ
ッ
サ
ン
を
模
写
し
な
が
ら
素
描
の
線
の
動
き
か

ら
感
情
の
動
き
を
認
識
す
る
こ
と

で
、
鑑
賞
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
磨
く

こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
鑑
賞
を
、
茅
舎
は
虚

子
の
俳
句
に
お
い
て
行
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
描

か
れ
る
手
は
、「
誰
の
も
の
で
も

な
い
／
あ
る
」
と
い
う
普
遍
性
を

獲
得
し
、
一
種
の
感
情
的
機
能
が

生
じ
る
。

　

ご
く
一
般
的
に
言
っ
て
、「
悴

め
る
手
」
と
「
暖
か
き
手
」
の
主

体
が
別
々
な
の
だ
と
し
た
ら
、
一

方
が
他
方
を
温
め
て
い
る
と
い
う

場
面
と
し
て
解
さ
れ
る
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、ふ
た
つ
の
（
よ
っ
つ
の
）

手
が
「
包
む
」
と
い
う
動
作
を
通

じ
て
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
場

面
が
想
像
的
に
描
か
れ
る
わ
け
だ

が
、
そ
れ
を
平
凡
な
景
と
し
て
切

り
捨
て
る
か
、
そ
こ
に
感
情
を
没

入
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か

は
、
果
た
し
て
読
み
手
の
リ
テ
ラ

シ
ー
の
問
題
で
あ
る
に
ち
が
い
な

図２　『新図画帖教師用書　中学校用　改訂』（1925 年）
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い
。
草
田
男
の
句
と
比
べ
れ
ば
、
単
に
現
実
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

現
実
に
あ
り
ふ
れ
た
光
景
を
描
い
て
い
る
と
も
い
え
る
し
、
加
え
て
き
わ

め
て
平
易
な
言
葉
遣
い
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、結
果
的
に（
草

田
男
の
句
の
よ
う
に
）
比
喩
と
し
て
解
す
る
必
要
性
が
表
面
上
は
生
じ
な

い
。
一
見
す
る
と
「
た
だ
ご
と
」
に
見
え
る
よ
う
な
虚
子
の
「
平
明
」
な

句
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
。
こ
れ
は
、こ
の
連
載
の
最
大
の
課
題
だ
。

　

第
七
回
で
は
、
虚
子
の
〈
金
魚
玉
包
む
煙
草
の
煙
か
な
〉
と
い
う
句
に

対
し
、
マ
テ
ィ
ス
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
金
魚
玉
は
煙
草
の
煙
の
中
に
彷
彿
と
包
ま
れ
な
が
ら
浴
泉
解
脱

の
肉
体
の
よ
う
に
縹
渺
と
自
ら
息
づ
き
感
覚
す
る
。
最
も
そ
れ
は
よ

き
意
味
の
近
代
が
持
つ
明
朗
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
の
裸
婦

で
は
な
く
、
二
十
世
紀
の
裸
婦
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
六
十
を
越
え
た

青
年
マ
チ
ス
の
明
朗
さ
と
等
し
い）

7
（

。

　

茅
舎
は
「
金
魚
玉
」
の
句
が
、従
来
的
な
「
寂さ
び

栞し
お
り」
と
い
う
基
準
を
も
っ

て
は
も
は
や
評
価
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
虚
子
句

の
評
価
に
お
い
て
、「
花
鳥
諷
詠
」
の
論
じ
る
べ
き
基
準
が
見
出
せ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
煙
草
の
煙
が
金
魚
玉
（
金
魚
鉢
）
を
包
み

込
む
─
─
こ
の
よ
う
な
単
純
描
写
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
か
は
、
現

代
の
作
家
の
な
か
で
も
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
言

及
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
野フ

ォ
ー
ヴ獣
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
ろ
の
色
彩
豊
か
な

ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
（
一
八
六
九
～
一
九
五
四
年
）
で
は
な
い
。「
六
十

を
越
え
た
青
年
」
と
い
う
言
葉
を
真
に
受
け
取
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
《
裸

婦
》（
一
九
二
九
年
）
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
図
３
））

8
（

。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
連
載
回
に
お
い
て
、
茅
舎
が
「
先
生
の
金
魚
の
句
か

ら
急
に
こ
の
句
を
思
い
出
し
て
し
ま
っ
た
」
と
語
る
の
は
、
星
野
立
子
の

〈
笹
鳴
が
耳
に
残
り
て
支
那
料
理
〉
で
あ
る
。

僕
は
こ
の
句
を
読
ん
だ
時
い
き
な
り
五
色
の
支
那
料
理
の
中
へ
鶯
色
の

一
つ
が
飛
込
ん
だ
感
じ
が
し
て
面
く
ら
っ
た
。
そ
れ
は
現
実
で
は
あ
り

な
が
ら
超
現
実
的
な
美
し
さ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
奔
放
な
ア
ラ
ベ
ス
ク

の
よ
う
に
自
然
は
完
全
に
装
飾
と
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る）

9
（

。

　

冬
の
鶯
の
鳴
き
声
が
「
耳
に
残
」
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
料
理
が
並
べ

ら
れ
て
い
る
室
内
に
鳥
の
声
は
聴
こ
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
チ
ッ

図３　アンリ・マティス《裸婦》（1929 年）
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チ
ッ
と
い
う
笹
鳴
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
い
わ
ば
残
響
と
し
て
現
前
し
て

い
る
。
そ
れ
は
茅
舎
に
と
っ
て
「
現
実
で
は
あ
り
な
が
ら
超
現
実
的
な
美

し
さ
」
で
あ
り
、「
奔
放
な
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
よ
う
に
自
然
は
完
全
に
装
飾

と
な
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」。こ
の
指
摘
は
実
に
重
要
だ
。な
ぜ
な
ら
、

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
『
劉
生
画
集
及
芸
術
観
』（
一
九
二
〇
年
）
に
お
い

て
示
さ
れ
た
「
内
な
る
美
」
の
第
三
分
類
、
つ
ま
り
「
想
像
の
美
」（「
自

然
を
装
飾
的
に
見
る）

（1
（

」）
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
茅
舎
は
、

現
実
世
界
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、平
板
な
客
観
写
生
の
信
奉
者
で
は
な
い
。

最
大
の
問
題
は
、
現
実
を
「
詩
」
に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
で

あ
り
、
そ
の
問
い
に
答
え
を
出
す
た
め
に
、
現
代
美
術
の
展
開
を
伴
奏
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ク
ー
ル
べ
と
相
島
虚
吼
（
第
十
一
回
）

第
四
の
事
例
は
、
第
十
一
回
「
葡
萄
樹
」
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
。
相

島
虚
吼
の
〈
滴
り
や
時
々
太
く
滴
り
て
〉
と
い
う
句
を
対
象
に
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

ク
ウ
ル
ベ
ー
に
就
い
て
高
村
光
太
郎
が
丸
太
ん
棒
の
よ
う
な
神
経
の

感
じ
を
親
切
に
書
い
た
事
が
あ
っ
た
。
丁
度
こ
の
句
の
滴
り
の
感
じ

方
も
全
く
丸
太
ん
棒
の
よ
う
に
率
直
に
感
じ
せ
ら
れ
る）

（（
（

。

　

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ク
ー
ル
ベ
（
一
八
一
九
年
～
一
八
七
七
年
）
は
、
芸

術
の
各
領
域
に
お
い
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
運
動
が
進
行
中
で
あ
っ

た
昭
和
初
期
か
ら
す
れ
ば
、「
写
実
」
の
開
拓
者
と
し
て
す
で
に
歴
史
化

さ
れ
た
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
相
島
虚
吼
も
ま
た
大
正
期
（「
初
期
雑
詠
」）
か
ら
の
古
参
の
俳

人
で
あ
り
、「
滴
り
」
そ
の
も
の
を
し
ぶ
と
く
観
察
せ
ん
と
す
る
強
い
意

志
に
茅
舎
は
共
感
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
十
七
音
詩
で
あ
る
俳
句
に
お
い
て
「
滴
り
」
と
い
う

四
音
の
言
葉
が
二
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
、
句
の
独
自
性
も
情
報

量
も
削
ぎ
か
ね
な
い
。
実
際
に
、
茅
舎
も
「
余
り
に
も
大
胆
な
表
現
に
僕

は
し
ば
し
ば
当
惑
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、そ
の
当
惑
は
「
太

い
神
経
と
同
時
に
そ
れ
は
木
食
上
人
が
作
っ
た
仏
像
が
持
つ
表
情
の
よ
う

な
素
朴
な
微
笑
を
漂
わ
す
」
と
肯
定
す
る
に
至
る
。
木
喰
（
一
七
一
八
～

一
八
一
〇
年
）
は
、
日
本
各
地
を
巡
り
、
多
く
の
仏
像
・
神
像
を
刻
ん
だ

と
い
う
点
で
、
円
空
と
並
び
称
さ
れ
る
が）

（1
（

、
そ
の
素
朴
な
木
彫
り
は
、
唯

一
性
を
標
榜
す
る
芸
術
作
品
と
い
う
よ
り
も
、
命
を
こ
め
な
が
ら
も
量
産

さ
れ
て
ゆ
く
工
芸
品
と
い
う
趣
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
直
後
に
つ
づ
く
箇
所
で
、
茅
舎
が
「
神
経
」
の

「
太
さ
／
弱
々
し
さ
」
を
鍵
語
と
し
て
、「
フ
ォ
ー
ヴ
の
人
達
や
特
に
ピ
カ

ソ
や
ル
オ
ー
」
の
よ
う
な
二
〇
世
紀
的
な
画
家
た
ち
の
「
荒
々
し
い
兇
暴

さ
」
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う）

（1
（

。
つ
ま
り
木
喰
仏
は
、
現
代

に
お
け
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ズ
ム
の
系
譜
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
フ
ォ
ー
ヴ
（
野
獣
）」
と
い
う
呼
称

は
一
九
〇
五
年
、
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
で
展
示
さ
れ
た
マ
テ
ィ
ス
や
ヴ

ラ
マ
ン
ク
ら
の
作
品
を
酷
評
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
語
に
端
を
発
す
る

が
、
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
絵
画
が
日
本
に
お
い
て
本
格
的
に
出
現
し
た
の
は

一
九
一
二
年
、
岸
田
劉
生
、
萬
鐵
五
郎
ら
が
中
心
と
な
っ
て
開
か
れ
た
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「
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
」
第
一
回
展
で
あ
っ
た
。

フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
の
最
大
の
特
徴
は
、
マ
テ
ィ
ス
の
オ
レ
ン
ジ
色
の
ダ

ン
サ
ー
た
ち
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
固
有
色
を
離
れ
た
純
粋
の
色
彩
が

平
面
世
界
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
作
品

は
、自
然
主
義
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
の
現
実
世
界
を
描
き
な
が
ら
も
、

結
果
的
に
は
主
観
的
傾
向
を
帯
び
る
。
西
欧
へ
の
留
学
経
験
を
も
た
な
い

劉
生
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
美
の
あ
り
か
た
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け

て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
絵
画
の
方
向
性
は
、
お
そ
ら
く
は
茅
舎
に
と
っ
て

み
て
も
「
余
り
に
も
大
胆
な
表
現
に
僕
は
し
ば
し
ば
当
惑
す
る
」
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
「
神
経
の
太
さ
」
に
感
嘆
す
べ
き
も
の
で
も
あ
っ

た
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
日
本
画
の
伝
統
を
ふ
ま
え

た
「
美
」
の
規
範
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、予
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
と
多
田
菜
花
（
第
十
二
回
）

　

第
五
の
事
例
は
、
多
田
菜
花
と
い
う
俳
人
の
〈
梯
子
立
て
ゝ
干
草
の
馬

車
馭
し
来
る
〉
と
い
う
句
に
対
す
る
評
で
あ
る
。

「
梯
子
立
て
ゝ
」
が
風
景
を
大
き
く
の
び
の
び
と
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

梯
子
を
立
て
て
干
草
の
馬
車
を
馭ぎ

ょ

す
風
景
は
日
本
で
も
特
に
東
北
や

北
海
道
の
よ
う
な
大
陸
的
な
感
じ
と
ぴ
っ
た
り
す
る
。
正
直
で
純
朴

で
堅
実
な
力
強
い
タ
ッ
チ
。
一
寸
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
よ
う
で
あ
る）

（1
（

。

　
「
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
」
は
一
八
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
一
八
七
〇
年
代
に
か
け

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
周
辺
を
中
心
と
し
て
、
戸
外
で
風
景
画

や
風
俗
画
を
制
作
し
た
集
団
だ
。
日
本
で
最
も
有
名
な
作
品
は
、
ミ
レ
ー

の
《
落
穂
拾
い
》（
一
八
五
七
年
）
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
西
欧
美
術
受

容
に
お
い
て
は
、
工
部
美
術
学
校
教
授
と
し
て
来
日
し
た
ア
ン
ト
ニ
オ
・

フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
が
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
影
響
を
受
け
た
画
家
で
あ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
自
然
主
義
的
な
「
写
実
」
の
移
植
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
ひ
と

つ
と
な
っ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
描
か
れ
る
農
村
風
景
は
、
都

市
化
が
進
む
以
前
の
日
本
で
も
容
易
に
観
察
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
労

働
が
過
酷
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、「
神
聖
な
讃
歌
」
と
し
て
美
化
さ

れ
て
き
た
こ
と
も
ミ
レ
ー
が
愛
さ
れ
て
き
た
理
由
と
す
る
向
き
も
あ
る）

（1
（

。

　

産
業
革
命
に
よ
る
工
業
化
・
機
械
化
に
よ
っ
て
都
市
の
近
代
化
が
進
む

な
か
で
、
コ
ン
ト
流
の
科
学
主
義
・
実
証
主
義
が
時
代
の
風
潮
に
な
っ
て

い
く
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
美
術
界
に
お
い
て
も
、
宗
教
画
や
歴
史
画
の
よ

う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
の
二
次
元
化
で
は
な
く
、
現
実
の
自
然
を
素
材

と
す
る
写
実
主
義
的
傾
向
が
現
れ
て
き
た）

（1
（

。「
東
北
や
北
海
道
」
に
足
を

運
ぶ
こ
と
が
難
し
い
茅
舎
に
と
っ
て
、
失
わ
れ
て
ゆ
く
田
園
風
景
が
自
身

の
中
心
的
な
句
材
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派

の
風
景
画
を
通
し
て
、現
実
世
界
を「
正
直
で
純
朴
で
堅
実
な
力
強
い
タ
ッ

チ
」
で
描
く
こ
と
の
意
味
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

北
画
と
石
井
紫
雲
僧
（
第
十
三
回
）

　

第
六
の
事
例
は
、
石
井
紫
雲
僧
と
い
う
俳
人
の
〈
龍
尾
よ
り
龍
首
へ
の

ぼ
る
月
の
径
〉
と
い
う
句
で
あ
る
。
前
書
き
に
「
鉄
嶺
龍
首
山
観
月
」
と

あ
る
が
、「
鉄
嶺
」
は
現
在
の
遼
寧
省
北
部
に
あ
た
る
。
日
露
戦
争
後
に

は
日
本
人
居
留
地
が
増
加
し
、
日
本
軍
の
駐
屯
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
龍
首
山
は
如
何
に
も
陵
々
た
る
山
形
岩
容
を
連
想
さ
す
の
で

「
龍
尾
よ
り
龍
首
へ
」
は
そ
の
ま
ま
完
全
に
嶮け

わ

し
い
「
月
の
径
」
を

表
現
し
て
余
蘊
な
い
。
そ
う
し
て
月
光
の
照
し
出
す
峯
頭
の
線
描
も

南
画
で
は
な
く
北
画
の
厳
し
さ
で
あ
る）

（1
（

。

　

図
式
的
に
い
え
ば
、「
北
画
」（
北
宗
画
）
は
職
業
画
家
（
宮
廷
画
院
の

画
家
）
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
鋭
い
輪
郭
線
を
用
い
た
峻
厳
と
し
た
画
風

で
あ
る
。
対
し
て
、「
南
画
」（
南
宗
画
）
は
文
人
画
家
（
士
大
夫
、
官
僚

の
余
技
）
に
よ
る
も
の
で
、
柔
ら
か
い
描
線
が
用
い
ら
れ
た
主
観
的
写
実

に
よ
る
表
現
を
特
色
と
し
て
い
る
。
中
国
絵
画
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の

は
、
中
国
の
景
を
描
い
た
句
の
評
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ

こ
で
は
句
の
描
写
が
「
線
描
」
つ
ま
り
輪
郭
線
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
と
く
に
目
を
ひ
く
。
な
ぜ
な
ら
、「
龍
尾
よ
り
龍
首
へ
」
と
い
う

見
立
て
を
含
ん
だ
漢
語
の
使
用
が
、
前
出
の
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
的
な
一
句
と

は
対
照
的
に
、
現
実
に
取
材
を
し
な
が
ら
抽
象
化
す
る
と
い
う
視
点
へ
と

合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

２　

俳
句
と
美
術
に
お
け
る
「
レ
ア
リ
ズ
ム
」

　

以
上
の
よ
う
に
「
花
鳥
巡
礼
」
に
お
い
て
茅
舎
は
、虚
子
を
含
め
た
「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
の
秀
句
鑑
賞
を
通
じ
て
、「
花
鳥
諷
詠
」
と
い
う
新
し
い
哲

学
の
基
礎
づ
け
を
試
み
て
お
り
、
そ
こ
で
は
た
び
た
び
美
術
史
か
ら
さ
ま

ざ
ま
な
作
品
や
美
学
が
「
借
用
」
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
連
載
も
中
盤

に
な
る
と
、
美
術
は
単
な
る
比
喩
と
し
て
で
は
な
く
、
俳
句
の
未
来
を
考

え
る
う
え
で
の
重
要
な
指
針
と
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
美
術
に
お
け
る

同
時
代
の
動
き
が
、
直
接
的
に
俳
句
を
論
じ
る
た
め
の
基
礎
と
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
中
村
不
折
か
ら
の
影
響
に
よ
り
「
写
生
」
を
新
し
い
俳
句

の
標
語
と
し
て
い
っ
た
子
規
と
同
様
に
、
茅
舎
は
変
わ
り
ゆ
く
美
術
の
動

向
に
批
評
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
載
を
書
き
進
め
て
い
く

こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

安
井
曾
太
郎
と
虚
子
（
第
十
四
回
）

　

契
機
は
、
一
九
三
四
年
十
二
月
の
稿
と
記
さ
れ
て
い
る
第
十
四
回
で
、

茅
舎
が
安
井
曾
太
郎
の
《
Ｔ
先
生
の
像
》（
図
４
）
を
見
物
し
た
こ
と
が

冒
頭
に
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
安
井
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
と
な
る
同

作
は
、
同
年
秋
の
第
二
十
一
回
二
科
美
術
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
（
の
ち
に
「
玉
蟲
先
生
像
」
と
改
題
）、
茅
舎
は
虚
子
の
〈
日
向

ぼ
こ
し
て
ゐ
て
根
太
な
ほ
さ
ば
や
〉
と
い
う
句
を
も
っ
て
、
安
井
の
肖
像

画
を
思
い
出
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
僕
は
ど
う
し
て
「
Ｔ
先
生
」
を
思
出
し
た
の
だ
ろ
う
。「
Ｔ

先
生
」
の
画
面
は
お
よ
そ
枯
淡
的
諦
観
的
な
も
の
を
無
視
し
て
い
る

は
ず
だ
が
。
た
だ
僕
は
先
生
の
枯
淡
の
よ
う
な
味
も
そ
の
底
の
根
太

の
よ
う
な
執
拗
さ
を
持
つ
レ
ア
リ
ズ
ム
が
本
質
し
て
い
る
事
を
指
摘

し
て
置
け
ば
よ
い
の
だ
っ
た
。
そ
の
底
の
執
拗
さ
が
「
Ｔ
先
生
」
の

手
強
い
絶
対
の
写
実
と
共
通
す
る
事
を
指
摘
し
て
置
け
ば
よ
い
の
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だ
っ
た）

（1
（

。

　

茅
舎
が
「
く
し
ゃ
く
し
ゃ
し
た
顔
に
も
拳
固
を
握
っ
た
姿
勢
に
も
本
当

の
現
代
が
生
き
て
い
た
」
と
述
べ
る
《
Ｔ
先
生
の
像
》
は
、
彼
に
と
っ

て
「
写
実
」
の
現
在
形
を
考
え
さ
せ
る
好
材
料
で
あ
っ
た
。
現
実
を
モ
デ

ル
と
し
な
が
ら
現
実
の
再
現
で
は
け
っ
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
、
言
う
な

れ
ば
キ
ャ
ン
バ
ス
の
な
か
に
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る

こ
と
を
茅
舎
に
納
得
さ
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
茅
舎
は
こ
こ
で
安

井
と
虚
子
を
類
比
的
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
レ
ア
リ
ズ
ム
」
な
い

し
は
「
絶
対
の
写
実
」
の
現
代
的
意
義
を
再
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
背
後

に
は
、「
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
や
ピ
ュ
リ
ズ
ム
ま
が
い
の
写
実
を
離
れ

た
画
面
が
如
何
に
も
ふ
わ
ふ
わ
と
し
て
空
々
し
く
滑
稽
に
見
え
て
な
ら
な

か
っ
た
」
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る）

（1
（

。

　

大
正
初
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
安
井
が
日
本
の
画

壇
に
圧
倒
的
な
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
印
象
派
の
作
風
が
支

配
的
で
あ
っ
た
環
境
の
な
か
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
的
な
色
彩
感
覚
と
ご
つ
ご
つ

と
し
た
造
形
性
を
取
り
入
れ
た
表
現
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
眩
い
光

の
ス
ペ
ク
ト
ル
に
よ
る
描
写
力
を
武
器
と
し
て
き
た
画
家
は
、
明
暗
の
差

が
は
っ
き
り
と
し
た
日
本
の
風
物
と
の
あ
い
だ
で
板
挟
み
と
な
っ
て
苦
悶

す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
が
、
し
か
し
一
九
三
〇
年
前
後
か
ら
の
安
井
は
、

白
や
黒
を
意
識
的
に
取
り
上
げ
（
と
く
に
白
を
基
調
と
す
る
混
色
が
好
ん

で
取
り
上
げ
ら
れ
）、
ま
た
筆
触
そ
の
も
の
を
画
面
の
重
要
な
構
成
要
素

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、《
Ｔ
先
生
の
像
》
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
新
し

く
独
自
の
日
本
的
な
油
彩
画
の
様
式
に
到
達
し
た
。そ
の
よ
う
な
変
化
は
、

一
九
三
三
年
一
月
に
『
美
術
新
論
』
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
「
私
の
レ
ア

リ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

自
分
は
あ
る
も
の
を
、
あ
る
が
儘
に
現
わ
し
た
い
。
迫
真
的
な
も
の

を
描
き
た
い
。
本
当
の
自
然
そ
の
も
の
を
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
は
り
つ
け

た
い
。（
…
）
殊
に
近
年
写
真
術
も
随
分
進
歩
し
て
（
…
）
自
分
は

表
現
上
そ
れ
等
の
写
真
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
か
ら
題
材
の

選
び
方
で
あ
る
が
、そ
れ
は
、理
想
的
、回
顧
的
な
も
の
は
排
し
た
い
。

そ
う
い
う
も
の
は
、今
の
自
分
に
は
画
家
の
道
楽
の
よ
う
に
見
え
る
。

自
分
は
ど
う
し
て
も
現
代
の
生
活
文
化
の
中
に
取
材
し
た
い）

11
（

。

　

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
安
井
の
レ
ア
リ
ズ
ム
論
に
茅
舎
は
激
し
く
共
鳴

図４　安井曾太郎《T 先生の像》（1934 年）
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し
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
レ
ア
リ
ズ
ム
」（
写
実
主
義
）
は
、
明
ら
か

に
正
岡
子
規
の
「
写
生
」
に
お
け
る
そ
れ
と
は
正
反
対
の
方
向
を
向
い
て

お
り
、一
言
で
い
え
ば
、「
内
面
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
取
材
の
段
階
で
は
「
理
想
的
、
回
顧
的
な
も
の
」
は
排
除
さ

れ
、
現
実
世
界
の
一
片
が
対
象
と
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
を
描
き
出

す
写
実
の
眼
は
、「
消
極
的
な
運
命
を
感
じ
さ
せ
ず
積
極
的
な
摂
理
の
正

見
正
語
を
感
じ
さ
せ
る）

1（
（

」。「
外
形
だ
け
で
な
く
、
内
面
的
に
も
現
代
で
あ

り
た
い）

11
（

」
の
だ
と
安
井
は
先
の
宣
言
の
な
か
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
茅

舎
は
虚
子
の
「
底
」
に
あ
る
レ
ア
リ
ス
ト
た
る
面
、
つ
ま
り
内
面
の
レ
ア

リ
ズ
ム
を
称
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。続
く
連
載
で
茅
舎
は
こ
の
点
か
ら
、

〈
富
家
の
菊
貧
家
の
菊
と
相
似
た
り
〉
と
い
う
句
に
対
す
る
批
判
（「
ち
ゃ

ん
と
貧
富
の
差
別
を
つ
け
て
い
る
の
だ
」）
を
取
り
上
げ
、「
清
廉
潔
白
」

を
低
級
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
退
け
て
い
る
。

３　

俳
句
／
美
術
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ

　

し
か
し
、
茅
舎
の
俳
句
と
美
術
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
思
考
は
、
や
が
て

「
日
本
的
な
も
の
」
の
検
討
へ
と
移
っ
て
い
く
。
第
十
四
回
に
続
き
、
第

十
八
回
に
お
い
て
も
美
術
界
の
動
向
は
、
俳
句
を
考
え
る
う
え
で
の
羅
針

盤
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
美
術
は
比
喩
と
し
て
の
役
割
を
大
き
く

超
え
て
、
俳
句
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
語
ら
れ
る
べ
き
芸
術
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
テ
ー
マ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
が
、「
日
本
人
的
」

で
あ
る
こ
と
と
「
倭
的
」
で
あ
る
こ
と
の
差
な
の
で
あ
る
。

梅
原
龍
三
郎
と
池
内
友
次
郎
（
第
十
八
回
）

倭
臭
と
日
本
人
的
と
は
同
等
の
意
味
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
純
粋
な

日
本
人
的
な
作
品
こ
そ
倭
臭
を
持
っ
て
お
ら
な
い
の
だ
。（
…
）
絵

画
の
み
で
は
な
く
俳
句
の
場
合
に
も
新
し
い
作
品
を
鑑
賞
す
る
時
こ

の
倭
臭
の
有
無
を
見
れ
ば
一
番
明
瞭
に
真
物
か
偽
物
か
は
判
明
す

る）
11
（

。

　

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、池
内
友
次
郎
（
一
九
〇
六
～
一
九
九
一
年
）

の〈
雲
割
れ
て
紫
紺
の
空
の
枯
木
か
な
〉と
い
う
一
句
で
あ
る
。こ
の
時
期
、

作
曲
家
と
し
て
の
勉
強
を
す
る
た
め
パ
リ
に
留
学
中
で
あ
っ
た
友
次
郎

は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
た
び
た
び
パ
リ
の
芸
術
や
風
俗
に
つ
い
て
の
エ
ッ

セ
イ
を
寄
稿
し
て
い
た
（
そ
れ
は
や
が
て
、
一
九
三
六
年
の
父
・
虚
子
の

渡
仏
へ
と
直
線
的
に
つ
な
が
っ
て
い
く
）。
友
次
郎
に
か
ぎ
ら
ず
、
東
京

市
長
を
務
め
た
永
田
青
嵐
（
一
八
七
六
～
一
九
四
三
年
）
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

視
察
や
、
一
九
一
三
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
へ
移
民
し
た
佐
藤
念
腹
（
一
八
九
八

～
一
九
七
六
年
）
の
現
地
報
告
お
よ
び
投
句
な
ど
、
一
九
三
〇
年
代
の
同

誌
は
き
わ
め
て
国
際
色
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

茅
舎
が
「
物
欲
し
そ
う
な
新
興
の
二
字
を
冠
し
た
安
価
な
近
代
感
覚
の

俳
句
が
横
行
す
る
中
で
友
次
郎
氏
の
よ
う
な
真
物
の
新
し
い
俳
句
に
接
す

る
事
は
嬉
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
九
三
一
年
ご
ろ
か
ら
展

開
さ
れ
た
「
新
興
俳
句
」
が
仮
想
敵
と
し
て
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
も
理
解

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
倭
臭
」
と
い
う
の
は
、

ス
タ
イ
ル
や
様
式
の
模
倣
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
内
面
化
さ
れ
て
い
な
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い
）
創
作
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
友
次
郎
の
「
日
本

人
性
」
を
語
る
た
め
に
、茅
舎
が
持
ち
出
す
の
は
梅
原
龍
三
郎
（
一
八
八
八

～
一
九
八
六
年
）
で
あ
る
。

　

梅
原
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
巨
匠
ル
ノ
ワ
ー
ル
に
絵
画
を
学
び
な
が
ら
も
、

帰
国
後
は
琳
派
や
南
画
な
ど
の
「
日
本
美
術
」
を
混
淆
さ
せ
る
こ
と
で
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
生
命
感
溢
れ
る
作
品
を
制
作
し
て
い
っ
た
画
家
で
あ
っ

た
。
友
次
郎
の
句
も
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
作
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
フ
ラ
ン

ス
と
日
本
を
明
確
に
分
離
す
る
要
素
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
し
か
に
フ
ラ

ン
ス
の
冬
は
灰
色
の
雲
が
覆
わ
れ
て
い
て
寒
々
し
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と

い
っ
て
、「
紫
紺
の
空
」
を
特
定
の
都
市
や
国
に
限
定
す
る
証
拠
は
ど
こ

に
も
な
い
。
梅
原
の
例
示
は
や
や
極
端
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
な
く
も
な

い
が
、
ス
タ
イ
ル
の
模
倣
を
自
己
目
的
化
す
る
「
安
価
な
近
代
感
覚
」
が

問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
両
者
を
並
べ
る
意
図
は
理
解
で
き
る
。

カ
リ
エ
ー
ル
、
ロ
ダ
ン
、
ゴ
ッ
ホ
と
虚
子
（
第
十
九
回
・
第
二
十
回
）

第
十
九
回
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
日
本
的
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
継
続
的

に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、虚
子
の〈
か

す
み
け
り
議
会
の
塔
も
や
は
ら
か
に
〉
だ
。
茅
舎
に
よ
れ
ば
、
虚
子
の
俳

句
は
「
日
本
的
な
る
も
の
」
と
し
て
称
賛
さ
れ
る
一
方
で
、「
悪
意
の
攻

撃
の
材
料
」
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
、
彼

は
カ
リ
エ
ー
ル
を
持
ち
出
し
て
擁
護
す
る
。

し
か
し
こ
の
日
本
的
な
る
純
粋
さ
は
外
国
の
真
実
の
作
品
と
比
較
し

て
見
る
時
か
え
っ
て
光
輝
を
増
す
よ
う
で
あ
る
。
僕
は
こ
の
句
を
読

み
な
が
ら
議
会
の
塔
の
霞
の
中
の
白
い
表
情
か
ら
カ
リ
エ
ー
ル
の
描

い
た
人
物
の
柔
か
い
表
情
を
彷
彿
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た）

11
（

。

ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
カ
リ
エ
ー
ル
（
一
八
四
九
～
一
九
〇
六
年
）
は
、
象
徴

主
義
の
時
代
の
画
家
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
茶
色
と
灰
色
を
主
体
と
し
た
光

と
影
の
表
現
に
よ
る
褐
色
の
靄
が
か
か
っ
た
よ
う
な
独
特
の
絵
画
手
法
で

知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
霞
」
と
い
う
季
題
が
、
対
象
（「
議
会
の
塔
」）

の
輪
郭
を
曖
昧
な
も
の
に
し
て
い
る
（「
や
は
ら
か
に
」）
こ
と
か
ら
カ
リ

エ
ー
ル
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
疑
い
え
ず
、
逆
に
そ
れ
以
上
の
共
通

項
を
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
た
だ
し
、
第
十
八
回
の
連
載
の
要
旨

を
鑑
み
れ
ば
、
虚
子
の
句
が
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
主
義
絵
画
に
準
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
意
味
は
、
俳
句
を
日
本
特
殊
的
な
、
つ
ま
り
保
守
的
な
文
芸

で
あ
る
と
い
う
批
判
か
ら
解
放
し
つ
つ
、
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
潮
を

た
や
す
く
輸
入
し
て
し
ま
う
よ
う
な
「
安
価
な
近
代
感
覚
」
と
も
か
け
離

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の

こ
と
を
彼
は
「
純
粋
な
日
本
的
な
る
も
の
俳
句
的
な
る
も
の
に
ひ
そ
む
進

歩
的
な
積
極
的
な
本
質
」
と
い
う
言
葉
で
述
べ
て
い
る
。

　

第
二
十
回
で
は
、
虚
子
の
か
の
〈
酌
婦
来
る
灯
取
虫
よ
り
汚
き
が
〉
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
句
を
堂
々
と
逞
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
と
主
張
す
る
と
変
な
顔
を

す
る
人
達
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ロ
ダ
ン
の
売
春
婦
は
浄

裸
々
と
赤
灑
々
と
し
て
露
骨
だ
が
こ
の
句
の
酌
婦
は
仮
面
を
そ
の
ま

ま
に
露
骨
に
罷
り
出
る）

11
（

。
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ロ
ダ
ン
に
つ
い
て
は
、
第
三
回
で
虚
子
の
〈
マ
ス
ク
し
て
眼
許
り
光

る
男
か
な
〉
と
い
う
句
を
扱
う
と
き
に
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
（
一
八
四
〇
～
一
九
一
七
年
）
は
、
人
間
か
ら

型
取
り
を
し
た
の
で
は
と
い
う
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
が
示
す

通
り
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
彫
刻
作
品
に
新
し
い
写
実
性
を
実
現
し
た

彫
刻
家
だ
。
茅
舎
曰
く
、「
ロ
ダ
ン
は
鼻
欠
け
の
男
を
捕
え
た
。
先
生
は

マ
ス
ク
を
し
た
ピ
エ
ロ
を
こ
こ
に
平
然
と
紹
介
す
る）

11
（

」。「
酌
婦
来
る
」
の

評
が
、
こ
の
類
比
の
延
長
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ダ
ン

が
身
体
が
欠
損
し
た
「
鼻
欠
け
の
男
」
を
「
美
」
と
し
て
提
示
し
た
よ
う

に
、
虚
子
の
句
は
古
典
主
義
的
で
良
識
的
な
真
善
美
に
は
と
ど
ま
っ
て
お

ら
ず
、
む
し
ろ
世
界
の
空
隙
の
よ
う
な
瞬
間
を
写
し
と
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
虚
子
の
写
実
の
眼
は
、（
秋
櫻
子
や
誓
子
の
よ
う
な
）
理

想
化
さ
れ
た
美
的
感
性
に
よ
っ
て
は
達
成
さ
れ
な
い
。「
鼻
欠
け
の
男
」

の
よ
う
な
現
実
を
受
け
容
れ
、
句
の
世
界
そ
の
も
の
の
裾
野
を
広
げ
て
い

く
こ
と
の
実
践
は
、
現
実
の
上
位
な
い
し
は
外
部
に
美
の
基
準
を
設
定
す

る
の
で
は
な
く
、
逆
に
現
実
そ
の
も
の
を
「
美
」
に
限
り
な
く
近
づ
け
て

い
く
試
み
で
あ
る
。
ま
さ
に
〈
秋
風
や
眼
中
の
も
の
皆
俳
句
〉
と
い
う
境

地
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
虚
子
の
花
鳥
諷
詠
の
最
大
の
賭
け
金
だ
っ
た
よ

う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
、
俳
句
を
世
界
そ
の
も
の
と
等
価
で
結
ぶ
と

い
う
困
難
な
芸
の
あ
り
方
を
、
茅
舎
は
近
代
美
術
の
展
開
を
思
考
の
基
礎

に
据
え
る
こ
と
で
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
句
に
話
を
戻
せ
ば
、「
酌
婦
」

は
そ
の
存
在
価
値
を
貶
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
俳
句
の
な

か
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ
、
肯
定
さ
れ
、
表
象
界
に
意
気
揚
々
と
参

入
す
る
の
だ
。

　

同
じ
第
二
十
回
で
は
、
虚
子
の
〈
背
低
く
麦
か
つ
ぎ
を
る
孀
か
な
〉
と

い
う
句
に
対
し
、
今
度
は
ゴ
ッ
ホ
が
並
べ
立
て
ら
れ
て
い
る
。

い
き
な
り
ゴ
ッ
ホ
の
素
描
を
思
出
し
た
。
太
陽
に
麦
に
汗
に
埃
に
眩

し
く
匂
っ
て
い
る
孀
の
姿
は
和
蘭
の
田
舎
も
日
本
の
田
舎
も
大
し
て

相
違
は
な
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
白
隠
も
こ
う
い
う
素
朴
な
農
婦

を
歌
っ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
け
ど
。
一
寸
文
句
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た）

11
（

。

　

先
に
見
た
〈
梯
子
立
て
ゝ
干
草
の
馬
車
馭
し
来
る
〉
と
い
う
句
が
、
バ

ル
ビ
ゾ
ン
派
の
描
く
農
村
風
景
と
類
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
俳
句
の
主
た

る
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
農
事
詠
は
、
茅
舎
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
つ
ね

に
世
界
に
共
通
す
る
地
方
性
（
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
）
と
し
て

立
ち
現
れ
る
。
ゴ
ッ
ホ
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
「
麦
」
か
ら
の
連
想
で
あ

る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
け
れ
ど
も
、
俳
句
と
い
う
文
芸
が
誤
解
さ
れ
て

い
る
保
守
性
を
、茅
舎
は
現
代
美
術
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
進
歩
性
」
な
い
し
は
「
積
極
性
」
へ
と
読
み
替
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
読
み
替
え
は
、
第
三
十
一
回
の
〈
緑
蔭
を
出
れ
ば
明
る
し
芥
子

は
実
に
〉
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。

「
緑
蔭
を
出
れ
ば
明
る
し
」
と
い
っ
た
そ
れ
は
モ
ネ
ー
の
よ
う
に
明

る
く
モ
ネ
ー
の
よ
う
に
若
々
し
い
。
そ
れ
か
ら
「
芥
子
は
実
に
」
と

変
化
転
身
す
る
調
べ
の
軽
み
は
森
羅
万
象
の
ま
ま
に
公
開
し
た
秘
密

を
感
じ
さ
せ
る）

11
（

。



― 38 ―

　

こ
の
時
期
、虚
子
は
息
子
・
友
次
郎
に
会
う
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ

て
お
り
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
に
は
一
九
三
六
年
七
月
号
か
ら
「
渡
仏

日
記
」
が
連
載
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
茅
舎
が
「
花
鳥
巡
礼
」
で
扱
っ
て

い
る
虚
子
の
句
は
「
句
日
記
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
一
年

前
に
作
ら
れ
、
虚
子
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
句
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
茅

舎
に
対
し
て
は
、
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
進
行
す
る
虚
子
の
フ
ラ
ン
ス
滞

在
時
の
句
を
取
り
上
げ
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
な
が
ら
、
彼
は

そ
れ
を
固
辞
し
て
句
日
記
に
拘
泥
し
た
。そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、

日
本
で
詠
ま
れ
た
句
に
対
し
て
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
の
《
散
歩
、
日
傘
を
さ

す
女
性
》（
一
八
七
五
年
）
の
よ
う
な
戸
外
の
逆
光
の
明
暗
が
、
こ
の
句

に
対
し
て
は
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

４　

確
率
論
的
な
美

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
東
洋
の
美
術
は
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ

う
に
、
連
載
「
花
鳥
巡
礼
」
で
美
術
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
と
き
、
多

く
の
事
例
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
（
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
）
近
代
絵
画
で
あ
っ

た
わ
け
だ
が
、
さ
り
と
て
茅
舎
が
東
ア
ジ
ア
の
美
術
に
無
関
心
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。す
で
に
第
十
三
回
で
は
北
画
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
た
。

と
は
い
え
、
そ
れ
は
対
象
が
中
国
で
の
句
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ

を
除
け
ば
、
東
洋
美
術
が
連
載
の
な
か
に
現
れ
る
の
は
、
だ
い
ぶ
後
半
と

な
っ
て
か
ら
で
、
前
節
に
見
た
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
考
察
を
経
て
か

ら
の
こ
と
で
あ
る
。

宗
元
画
と
高
野
素
十
（
第
二
十
三
回
）

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
高
野
素
十
（
一
八
九
三
～

一
九
七
六
年
）
の
〈
桔
梗
の
花
の
中
よ
り
く
も
の
糸
〉
で
あ
る
。
素
十
の

句
で
よ
り
有
名
な
〈
く
も
の
糸
一
す
ぢ
よ
ぎ
る
百
合
の
前
〉
や
〈
ひ
つ
ぱ

れ
る
糸
ま
つ
す
ぐ
や
甲
虫
〉
を
思
わ
せ
る
描
写
だ
。

も
う
こ
の
句
は
一
線
一
画
の
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ

の
句
は
言
葉
に
よ
っ
て
引
い
た
線
の
解
決
な
の
で
あ
る
。
正
し
い
桔

梗
の
花
の
中
か
ら
流
れ
出
た
蜘
蛛
の
糸
は
宗
元
一
流
の
線
に
匹
敵
す

る
。
現
代
で
こ
う
い
う
線
を
引
け
る
画
家
を
僕
は
未
だ
し
ら
な
い）

11
（

。

　

立
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
世
界
の
な
か
で
、
あ
え
て
二
次
元
的
に
「
糸
」

に
注
目
す
る
素
十
の
目
に
、
茅
舎
は
感
嘆
し
て
い
る
。
モ
ネ
の
よ
う
な
明

暗
の
描
写
と
は
対
照
的
に
、
輪
郭
線
そ
の
も
の
か
ら
対
象
の
存
在
感
に
迫

る
方
法
に
言
及
す
べ
く
、
彼
は
こ
こ
で
（
一
木
一
草
を
描
く
よ
う
な
）
宗

元
画
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
な
ぜ
こ
の
句
が

「
言
葉
に
よ
っ
て
引
い
た
線
の
解
決
」
と
な
る
の
か
と
い
え
ば
、「
桔
梗
の

花
」（
秋
の
季
語
）
か
ら
「
蜘
蛛
の
糸
」（
夏
の
季
語
）
が
流
れ
出
て
く
る

現
実
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
こ
の
点
で
は
「
百
合
の

前
」
の
句
と
同
様
で
あ
る
）。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
は
、
茅
舎
が
「
美
」

を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
こ
と
を
振
り
返
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
僕
達
は
均
整
を
乱
し
た
偶
然
の
破
調
を
捕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

」。
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茅
舎
に
と
っ
て
の
「
美
」
は
、
確
率
論
的
な
一
瞬
の
輝
き
に
照
準
を
定

め
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
紫
色
の
星
形
を
し
た
桔
梗
の
花
の
な
か
か
ら

現
れ
た
蜘
蛛
の
糸
は
、
ま
さ
に
「
偶
然
の
破
調
」
の
一
例
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
偶
然
の
美
が
も
た
ら
す
ユ
ー
モ
ア
は
、
子
規
の
時
代
の

「
写
生
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
要
素
で
あ
る
以
上
、虚
子
の
「
客
観
写
生
」

時
代
（
と
そ
の
批
判
）
を
経
て
、
茅
舎
が
た
ど
り
つ
い
た
結
論
の
ひ
と
つ

だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
こ
と
が
彼
の
言
葉
に
よ
っ
て
じ
か
に
語
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
連
載
の
終
盤
（
第
二
十
九
回
）
で
あ
り
、
そ
れ

を
茅
舎
は
「
事
の
美
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、《
信
貴
山
縁
起
》、《
粉
河
寺
縁
起
》、《
鳥
獣

戯
画
》
な
ど
の
「
藤
原
末
期
鎌
倉
初
期
の
絵
巻
」
で
あ
る
。

例
え
ば
信
貴
山
縁
起
の
中
で
俵
が
空
中
を
飛
行
し
て
い
る
荒
唐
無
稽

の
事
件
は
全
く
現
実
よ
り
以
上
に
生
き
生
き
と
し
た
現
実
に
感
じ
さ

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
事
の
美
」
の
含
ん
で
い
る
高
い

力
強
い
ユ
ー
モ
ア
の
伝
統
は
純
粋
の
東
洋
的
な
日
本
的
な
芸
術
の
血

脈
に
絶
え
な
い
よ
う
で
あ
る）

1（
（

。

　

第
二
十
九
回
の
冒
頭
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
虚
子
の
〈
春
泥

の
タ
イ
ヤ
も
遺
失
物
と
か
や
〉
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
茅
舎
は
、「
春
泥
の

タ
イ
ヤ
」
の
句
か
ら
信
貴
山
縁
起
に
お
け
る
「
俵
」
を
想
像
し
た
よ
う
な

の
だ
。今

こ
の
「
春
泥
の
タ
イ
ヤ
」
は
不
安
混
迷
の
時
代
に
対
す
る
先
生
の

嘲
笑
で
も
皮
肉
で
も
な
く
そ
れ
は
全
く
信
貴
山
縁
起
の
空
中
を
飛
ぶ

俵
の
よ
う
に
忽
然
と
警
視
庁
の
遺
失
物
と
な
っ
て
飛
込
ん
だ
出
鱈
目

で
無
軌
道
で
滑
稽
な
怪
物
の
現
実
を
捕
縛
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　
《
信
貴
山
縁
起
》（
図
5
）
は
平
安
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
絵
巻
で
、
信
貴

山
朝
護
孫
子
寺
に
伝
わ
る
国
宝
の
絵
巻
で
三
つ
の
説
話
か
ら
な
る
が
、
こ

こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、い
わ
ゆ
る
「
山
崎
長
者
の
巻
」（
飛
倉
の
巻
）

で
あ
る
。
信
濃
国
の
法
師
が
、
山
崎
の
長
者
の
も
と
に
托
鉢
に
使
用
す
る

鉢
を
飛
ば
し
、
そ
の
鉢
に
校
倉
造
り
の
倉
が
乗
っ
て
、
倉
ご
と
信
貴
山
に

い
る
命
蓮
の
所
ま
で
飛
ん
で
き
た
と
い
う
奇
跡
譚
だ
。
茅
舎
の
「
均
整
を

乱
し
た
偶
然
の
破
調
」
は
、
連
載
終
盤
に
お
い
て
、
半
ば
空
想
的
な
現
実

世
界
へ
と
迫
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
虚
子
は
「
春
泥
の
タ
イ
ヤ
」
が
「
俵
」
の
よ
う
に
空
中
を

飛
ぶ
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
茅
舎
と
て
そ
の
よ
う
な
現
実
に

起
こ
り
う
る
と
は
考
え
て
い
な
い
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ

う
な
奇
想
を
茅
舎
に
許
し
て
し
ま
う
の
は
、
俳
句
と
い
う
文
芸
が
文
脈
の

不
安
定
性
を
構
造
に
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
単
に
「
も
の
」
だ
け
が

示
さ
れ
た
、
つ
ま
り
描
写
を
欠
い
た
句
を
前
に
し
た
読
者
は
、
遺
失
物
た

る
「
春
泥
の
タ
イ
ヤ
」
を
前
触
れ
も
な
く
、
つ
ま
り
理
由
も
状
況
も
不
確

定
な
ま
ま
、
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宙
吊
り
に
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
は
、
容
易
な
意
味
づ
け
を
許
し
て
く
れ
な
い
。
そ
し
て
読
者
は
、

現
実
に
潜
む
空
想
的
世
界
へ
と
誘
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。こ
こ
に
お
い
て
、

茅
舎
が
立
子
の
〈
笹
鳴
が
耳
に
残
り
て
支
那
料
理
〉
の
な
か
に
「
現
実
で

は
あ
り
な
が
ら
超
現
実
的
な
美
し
さ
」
を
見
出
し
て
い
た
理
由
が
よ
り
よ
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く
理
解
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
茅

舎
が
「
純
粋
の
東
洋
的

な
日
本
的
な
芸
術
の
血

脈
」
と
い
う
論
評
を

行
な
っ
て
い
る
こ
と
に

は
留
保
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、《
信

貴
山
縁
起
》
の
空
飛
ぶ

俵
の
よ
う
な
空
想
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
で

い
え
ば
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム

ス
・
ボ
ス
（
一
四
五
〇

頃
～
一
五
一
六
年
）

の
《
快
楽
の
園
》
に

も
、
観
察
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
茅
舎
は
、
ボ
ス
の
作
品
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
二
八
年
に
発
売
さ
れ
た
『
世
界
美
術
全
集
第
十
八
卷
』
に
収
め
ら

れ
て
い
た
ボ
ス
の
作
品
は
《
十
字
架
を
担
う
キ
リ
ス
ト
》
の
み
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
刊
行
の
サ
ロ
モ
ン
・
レ
ー
ナ
ッ
ク
『
あ
ぽ
ろ　

西
洋
美
術
史
』

に
紹
介
さ
れ
た
ボ
ス
の
作
品
も
《
い
か
さ
ま
師
》
の
み
。
茅
舎
が
ボ
ス
の

奇
怪
な
《
快
楽
の
園
》
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
は
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い

と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

連
載
「
花
鳥
巡
礼
」
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
一
九
三
六
年
九
月
号
で
終

了
し
た
。
同
年
六
月
一
五
日
、
虚
子
の
帰
国
を
横
浜
に
出
迎
え
た
と
き

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
っ
て
「
巡
礼
」
を
終
え
た
茅
舎
は
、「
事
の
美
」
と

い
う
発
見
を
し
た
こ
と
に
満
足
し
て
筆
を
擱
い
た
よ
う
に
見
え
な
く
も
な

い
。「
花
鳥
諷
詠
」
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
な
理
念
の
謎
と
向

か
い
あ
う
た
め
に
ス
タ
ー
ト
し
た
連
載
は
、
け
っ
し
て
直
線
的
に
は
進
ん

で
い
か
な
い
ま
で
も
、
岸
田
劉
生
の
「
卑
近
美
」
や
安
田
曾
太
郎
の
「
絶

対
の
写
実
」な
ど
を
消
化
吸
収
し
な
が
ら
、「
均
整
を
乱
し
た
偶
然
の
破
調
」

が
、
俳
句
と
い
う
鋳
型
を
通
し
て
、
実
に
不
可
思
議
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

立
ち
上
が
っ
て
く
る
こ
と
の
意
味
を
、
そ
れ
も
「
不
安
混
迷
の
時
代
」
の

な
か
で
、
考
え
抜
い
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

結
論
に
代
え
て
─
─
花
鳥
諷
詠
に
お
け
る
「
美
」

　

連
載
「
花
鳥
巡
礼
」
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
新
興
俳
句
へ
の
反
感
が

示
さ
れ
る
も
の
の
、「
美
」
と
い
う
概
念
に
限
っ
て
い
え
ば
、
茅
舎
が
是

非
に
反
駁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
相
手
は
、
間
違
い
な
く
山
口
誓
子

で
あ
っ
た
。
一
九
二
四
年
か
ら
三
十
二
年
ま
で
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
雑
詠

入
選
句
を
収
録
し
た
第
一
句
集
『
凍
港
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
三
二

年
で
あ
り
、
連
載
が
は
じ
ま
る
前
の
年
の
こ
と
で
あ
る
。
誓
子
が
「
ホ
ト

ト
ギ
ス
」
を
脱
退
す
る
の
は
、
連
載
が
終
盤
を
迎
え
た
一
九
三
五
年
ご
ろ

だ
が
、
そ
の
直
前
、
第
六
回
で
次
の
よ
う
な
啖
呵
を
切
っ
て
い
る
。

「
い
ま
だ
に
、
多
く
の
俳
句
作
家
は
『
美
』
と
い
う
一
種
の
貴
族
主

図５　《信貴山縁起》（平安時代、奈良国立博物館蔵）
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義
に
捉
わ
れ
て
い
る
。山
口
誓
子（
結
社
の
頂
角
）」こ
の
言
葉
が
ま
っ

と
う
の
言
葉
で
あ
る
か
反
語
で
あ
る
か
今
俄
に
は
捕
捉
し
得
な
い
け

ど
、
し
か
し
そ
れ
が
全
く
美
を
正
面
で
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
は
考

え
る
事
が
出
来
な
い）

11
（

。

　

引
用
は
、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
一
九
三
四
年
四
月
号
、
連
載
第
六
回
が
掲

載
さ
れ
た
前
月
の
号
に
、
誓
子
が
寄
稿
し
た
俳
話
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

断
章
形
式
で
書
か
れ
た
挑
発
的
な
テ
ク
ス
ト
は
、
統
一
的
な
解
釈
を
拒
ん

で
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、「
美
」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
両
者
が
真
っ

向
か
ら
対
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
茅
舎

は
、「
美
を
讃
え
る
ば
か
り
」
と
し
て
、
虚
子
句
の
鑑
賞
を
続
け
て
ゆ
く
。

　

だ
が
、
虚
子
句
の
、
ひ
い
て
は
花
鳥
諷
詠
に
お
け
る
「
美
」
と
は
何
な

の
か
と
問
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
花
鳥

諷
詠
の
試
み
と
は
、
第
三
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
と
俳
句
を
等
価

で
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
、つ
ま
る
と
こ
ろ
問
う
べ
き
は
、俳
句
＝
世
界
の「
美
」

と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
仮
に
、
客
観
的
な
美

の
基
準
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
く
ぐ
っ
た
具
体

物
が
現
実
的
な
美
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
岸
田
劉
生
の
も
と
で
画
家

を
志
し
た
茅
舎
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
「
美
」
は
「
内
な
る
美
」
と
し
て

内
面
化
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
虚
子
句
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
一
方
で
は
あ
ま
り

に
平
凡
な
、
他
方
で
は
あ
ま
り
に
偶
然
的
な
現
実
が
、
と
て
も
平
易
な
言

葉
で
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
晩
年
の
茅
舎
に
と
っ
て
の
俳
句
創
作
を
よ

り
自
由
で
解
放
的
な
も
の
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
、
亡

く
な
る
直
前
に
詠
ま
れ
た
〈
約
束
の
寒
の
土
筆
を
煮
て
く
だ
さ
い
〉（『
白

痴
』）
は
、〈
金
剛
の
露
ひ
と
つ
ぶ
や
石
の
上
〉（『
川
端
茅
舎
句
集
』）
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
現
実
の
位
相
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

病
気
の
進
行
だ
け
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く

る
。

注（
１
）　

連
載
「
花
鳥
巡
礼
」
を
対
象
と
し
た
考
察
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
岸
本
尚
毅

「
川
端
茅
舎
『
花
鳥
巡
礼
』
に
つ
い
て
」（『「
夏
潮
」
別
冊　

虚
子
研
究
号
』V

ol.

X
II

、
二
〇
二
二
年
、
十
二
―
十
八
頁
）
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
岸
本
は
石

原
八
束
の
発
言
を
受
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
虚
子
の
句
に
対
し
、
茅

舎
が
八
束
の
及
び
も
つ
か
な
い
理
解
に
達
し
て
い
る
と
し
て
も
、『
花
鳥
巡
礼
』

の
読
み
難
さ
は
八
束
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
難
解
さ
が
、
感
性
と
思
考

の
豊
饒
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
を
探
ろ
う
と
す
る
読
者
に

は
、
相
応
の
忍
耐
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
十
八
頁
）。

（
２
）　

川
端
茅
舎
『
川
端
茅
舎
全
句
集
』
角
川
書
店
、
二
〇
二
二
年
、
三
七
一
頁
。
以
下

で
は
、『
全
句
集
』
と
だ
け
記
す
。

（
３
）　
『
全
句
集
』、
一
九
九
頁
。

（
４
）　
『
全
句
集
』、
二
〇
六
頁
。

（
５
）　

一
九
三
八
年
、
茅
舎
は
「
俳
句
研
究
」
に
作
品
「
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
崖
」
九
句
を
、

次
の
前
書
を
添
え
て
寄
稿
し
て
い
る
（『
現
代
俳
句
文
学
全
集　

川
端
茅
舎
集
』

角
川
書
店
、
一
九
五
七
年
、
三
十
五
―
三
十
六
頁
）。「
ア
レ
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー

ラ
ー
は
我
が
少
年
の
日
の
憧
憬
な
り
し
が
、
先
頃
不
圖
も
我
が
本
門
寺
裏
な
る
三
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方
の
崖
の
皆
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
形
相
の
目
の
あ
た
り
に
現
ぜ
る
を
ば
發
見
し
て
眞
に

蕭
條
と
冬
た
り
得
た
る
藝
術
の
怪
し
さ
を
ば
再
び
少
年
の
如
く
驚
き
ぬ
」。
な
お
、

こ
の
作
品
か
ら
句
集
『
華
厳
』
に
収
録
さ
れ
た
の
は
、〈
霜
柱
崖
は
毛
細
根
を
な
し
〉

の
み
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
と
い
う
文
脈
も
外
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
白
浜
徴
編『
新
図
画
帖
教
師
用
書
中
学
校
用
改
訂
』大
日
本
図
書
、一
九
二
五
年
、

二
十
八
―
二
十
九
頁
。

（
７
）　
『
全
句
集
』、
二
二
一
頁
。

（
８
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
調
査
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
書
か

れ
た
直
前
に
発
売
さ
れ
た
世
界
美
術
叢
書
第
二
巻『
マ
チ
ス
』（
芸
術
学
研
究
会
編
、

一
九
三
三
年
）
で
は
、『
裸
婦
』
が
見
開
き
の
一
作
品
目
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　
『
全
句
集
』、
二
二
三
頁
。

（
10
）　
「
劉
生
画
集
及
芸
術
観
」『
岸
田
劉
生
全
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、

三
七
〇
頁
。

（
11
）　
『
全
句
集
』、
二
三
九
頁
。

（
12
）　

円
空
の
入
滅
か
ら
二
十
三
年
後
、
甲
斐
国
に
生
ま
れ
た
木
喰
は
、
二
十
二
歳
で
出

家
し
、五
十
六
歳
の
と
き
に
諸
国
行
脚
の
旅
に
出
た
。
全
国
各
地
を
旅
し
な
が
ら
、

六
十
一
歳
の
と
き
に
神
仏
像
を
彫
り
始
め
た
木
喰
は
、
柔
ら
か
く
丸
み
を
帯
び
た

像
を
各
地
に
遺
し
た
。

（
13
）　
『
全
句
集
』、
二
四
〇
頁
。

（
14
）　
『
全
句
集
』、
二
四
三
頁
。

（
15
）　

丹
尾
安
典
「
日
本
人
の
見
た
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
」
西
武
美
術
館
・
兵
庫
県
立
近

代
美
術
館
編
『
ミ
レ
ー
、
コ
ロ
ー
展　

バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
と
そ
の
仲
間
た
ち
』、

一
九
八
〇
年
、
一
六
五
頁
。

（
16
）　

こ
れ
は
戦
後
日
本
の「
風
土
性
俳
句
」に
お
い
て
、「
写
生
」が
再
評
価
さ
れ
て
い
っ

た
事
態
と
も
関
連
す
る
が
、
こ
こ
で
は
本
題
か
ら
逸
れ
る
の
で
触
れ
な
い
。

（
17
）　
『
全
句
集
』、
二
四
三
頁
。

（
18
）　
『
全
句
集
』、
二
五
四
―
二
五
五
頁
。

（
19
）　

日
本
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
表
現
が
初
め
て
話
題
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
二
九
年
の
第
十
六
回
二
科
展
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
が
ピ
ュ
リ
ス
ム
（
純
粋
主
義
）
と
並
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば

や
や
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
お
そ
ら
く
阿
部
金
剛
が
『
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
絵
画

論
』（
一
九
三
〇
年
）
を
、
一
九
一
〇
年
代
に
同
運
動
を
起
こ
し
た
ア
メ
デ
・
オ

ザ
ン
フ
ァ
ン
の
理
論
に
依
拠
し
て
書
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
影
響
と
考
え
ら
れ
る

（
速
水
豊
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
と
日
本
─
─
イ
メ
ー
ジ
の
受
容
と
想
像
』

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
四
十
三
―
四
十
四
頁
）。

（
20
）　

日
本
経
済
新
聞
社
『
安
井
曽
太
郎
展
』
一
九
七
八
年
、
一
四
五
頁
。

（
21
）　
『
全
句
集
』、
二
五
五
頁
。

（
22
）　

同
書
。
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
語
る
よ
う
な
「
内
的
必
然
性
」
を
日
本
の
洋
画
化

た
ち
が
消
化
吸
収
し
て
い
く
た
め
に
は
、
舶
来
の
油
絵
具
を
使
っ
た
表
現
の
動
機

付
け
が
必
要
に
な
る
と
い
う
点
で
、
い
っ
そ
う
複
雑
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
と
い

え
る
。
一
九
一
〇
年
代
か
ら
印
象
派
や
未
来
派
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
な
ど
外
来
の
手
法

を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
取
り
入
れ
て
き
た
萬
鐵
五
郎
は
、『
み
づ
ゑ
』
一
九
二
三
年
六
月

号
に
「
自
分
の
考
を
言
ふ
」
と
題
し
た
文
章
の
な
か
で
「
内
的
必
然
性
」
を
用
い

て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
表
現
主
義
受
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を

参
照
。
深
町
浩
祥
「
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
思
潮
と
展
開
─
─
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

を
中
心
に
─
─
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
紀
要
』二
〇
二
二
年
、

一
―
二
十
四
頁
。

（
23
）　
『
全
句
集
』、
二
六
九
―
二
七
〇
頁
。
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（
24
）　
『
全
句
集
』、
二
七
四
頁
。

（
25
）　
『
全
句
集
』、
二
七
八
頁
。

（
26
）　
『
全
句
集
』、
二
〇
五
頁
。

（
27
）　
『
全
句
集
』、
二
七
九
頁
。

（
28
）　
『
全
句
集
』、
三
二
八
頁
。

（
29
）　
『
全
句
集
』、
二
九
五
頁
。

（
30
）　
『
全
句
集
』、
二
一
三
頁
。

（
31
）　
『
全
句
集
』、
三
一
八
頁
。

（
32
）　
『
全
句
集
』、
三
一
九
頁
。

（
33
）　
『
全
句
集
』、
二
一
八
頁
。


