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俳
句
の「
意
味
」
と
は
　

―
　

序
に
代
え
て

Ａ　

お
邪
魔
し
ま
す
。
ま
た
論
文
の
こ
と
で
ご
相
談
し
た
い
ん
で
す
が
。

Ｂ　

ど
う
、
仕
事
は
は
か
ど
っ
て
い
ま
す
か
。

Ａ　

え
え
、
な
ん
と
か
進
ん
で
い
た
ん
で
す
け
ど
、
と
つ
ぜ
ん
言
っ
て
る
こ
と
に
自
信
が
な
く
な
っ
て
。
あ
せ
る
ば
か
り
で
、

一
行
も
書
け
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。

Ｂ　

は
は
あ
。

Ａ　

も
う
頭
の
な
か
が
真
っ
白
で
す
。

Ｂ　

い
っ
た
い
ど
う
し
た
の
。

Ａ　

先
生
、
文
学
研
究
っ
て
何
で
す
か
。
学
問
で
す
か
。

Ｂ　

な
る
ほ
ど
、
悩
み
込
ん
じ
ゃ
っ
た
わ
け
だ
。
い
い
ね
。
論
文
の
途
中
で
一
度
、
パ
ニ
ッ
ク
に
お
ち
い
る
の
は
い
い
こ
と

で
す
。
と
く
に
初
め
て
の
大
論
文
で
は
ね
。
ど
う
ぞ
し
っ
か
り
悩
ん
で
く
だ
さ
い
。

Ａ　

そ
ん
な
。
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
か
。

Ｂ　

ま
あ
人
に
よ
る
け
ど
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
ね
。
優
秀
な
学
生
ほ
ど
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
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Ａ　

で
、
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
。
文
学
の
こ
と
で
す
け
ど
。

Ｂ　

い
ち
ば
ん
か
ん
た
ん
な
答
え
方
は
、
こ
う
で
す
。
現
に
多
く
の
大
学
で
文
学
の
教
育
と
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
専

門
の
教
師
が
お
り
、
学
生
が
い
る
。
だ
か
ら
社
会
に
よ
っ
て
意
義
と
必
要
性
を
認
め
ら
れ
た
、
り
っ
ぱ
な
学
問
で
あ
る
。

も
っ
と
も
今
で
は
、
地
球
規
模
で
生
き
残
り
を
賭
け
た
大
競
争
が
始
ま
り
、
弱
肉
強
食
の
あ
ら
れ
も
な
い
弾
圧
や
強
奪
が

は
び
こ
る
な
か
で
、
文
学
な
ど
は
無
用
の
学
問
と
し
て
、
座
敷
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
た
り
、
下
手
を
す
る
と
箒
で
外
に

掃
き
出
さ
れ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
だ
。
で
も
、
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
で
、
そ
う
い
う
今
こ
そ
文
学
の

力
が
必
要
だ
と
思
う
け
ど
ね
。

Ａ　

も
し
学
問
だ
と
し
た
ら
、
真
理
を
追
究
す
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

Ｂ　

一
応
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
学
問
は
理
論
的
真
理
に
か
か
わ
り
、
技
術
は
特
定
の
結
果
を
生
み
出
す
方
法
に
か
か
わ
る
。

む
ろ
ん
、
自
然
科
学
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
文
学
的
な
「
真
理
」
の
幅
と
い
う
か
、
許
容
誤
差
の
よ
う
な
も
の
は
、
相
当

に
大
き
い
だ
ろ
う
け
ど
ね
。

Ａ　

で
は
例
え
ば
文
学
の
解
釈
に
、
こ
れ
は
真
理
だ
と
言
え
る
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。
手
近
な
例
で
言
い
ま
す
と
、『
お
く

の
細
道
』
に
出
て
く
る
芭
蕉
の
句
に
、

田た

一
枚
植
ゑ

て

立
ち

去
る

柳
か

な　
　
　
　
　

 

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
芭
蕉
が
那
須
か
ら
白
河
へ
向
か
う
途
中
で
、
遊ゆ
ぎ

行ょ
う

柳や
な
ぎを
見
に
立
ち
寄
っ
て
、
詠
ん
だ
句
で
す
。

こ
の
解
釈
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
な
ん
だ
か
考
え
込
ん
じ
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
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Ｂ　

遊
行
柳
と
い
う
の
は
、
西
行
法
師
が
そ
の
昔
、
え
え
と
何
だ
っ
け
、「
道
の
べ
に
清し
み
づ水
流
る
る
柳
か
げ
し
ば
し
と
て
こ

そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
、
名
高
い
柳
だ
ね
。
謡
曲
『
遊
行
柳
』
の
材
料
に
も
な
っ
て
い
る
。

Ａ　

え
え
。
で
、
こ
の
句
の
意
味
で
す
が
、
例
え
ば
今
栄
蔵
編
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
五
一　

芭
蕉
句
集
』（
一
九
八
二
）の
注

は
、
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。「
西
行
ゆ
か
り
の
柳
の
陰
に
た
た
ず
み
、
し
ば
し
懐
古
の
情
に
ふ
け
っ
て
、
ふ
と
気
づ
く
と
、

早さ

乙お
と
め女
は
す
で
に
田
一
枚
を
植
え
終
っ
て
い
る
。
あ
あ
思
わ
ず
時
が
経
っ
た
な
あ
と
、
思
い
を
残
し
て
柳
の
も
と
を
立
ち

去
っ
た
こ
と
だ
」﹇
今　

一
七
九
﹈。
ほ
か
の
解
釈
も
、
た
い
て
い
は
似
た
り
寄
っ
た
り
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
定
説
に
対
し

て
、
気
に
な
る
異
論
が
出
て
い
る
ん
で
す
。
尾
形
仂つ
と
む『

松
尾
芭
蕉
』（
一
九
七
一
）で
見
つ
け
ま
し
た
。
問
題
な
の
は
、「
田

一
枚
」
を
植
え
た
の
は
誰
か
と
い
う
点
で
す
。

 

　

そ
の
尾
形
説﹇
尾
形
Ａ　

七
二
―
七
七
﹈に
よ
る
と
、
こ
こ
で
芭
蕉
は
謡
曲
『
遊
行
柳
』
の
幻
想
世
界
に
入
り
込
み
、
み
ち

の
く
巡
礼
の
ワ
キ
僧
を
気
取
っ
て
い
る
の
だ

―
つ
ま
り
、
謡
曲
で
よ
く
ワ
キ
僧
が
や
る
よ
う
に
、
柳
の
精
や
西
行
の

「
跡
を
と
ぶ
ら
い
」、
魂
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
、
芭
蕉
自
身

0

0

0

0

が
せ
め
て
も
の
手
向
け
に
と
、
田
に
下
り
立
っ
て
、
早
乙
女
た

ち
と
い
っ
し
ょ
に
田
を
一
枚
植
え
た
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
と
て
も
面
白
い
見
方
で
す
し
、
文
法
的
に
見
て
も
た
し
か
に

こ
の
方
が
、「
植
ゑ
」
た
の
と
「
立
ち
去
」
っ
た
の
が
別
人
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
よ
り
自
然
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

に
し
て
も
、
こ
の
二
説
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
ま
す
。
そ
の
上
、
つ
い
で
で
す
が
、「
立
ち
去
」
っ
た
の
は
芭
蕉
で

は
な
く
、
農
夫
や
早
乙
女
た
ち
だ
と
い
う
説
ま
で
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

Ｂ　

ど
う
、
と
い
う
と
。

Ａ　

も
ち
ろ
ん
、
真
理
は
一
つ
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
一
つ
に
決
め
て
ほ
し
い
、
な
ん
て
素
朴
な
注
文
を
つ
け
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
。
た
だ
こ
ん
な
ふ
う
に
、
同
じ
問
題
に
い
く
つ
も
の
違
っ
た
「
答
え
」
が
平
気
な
顔
で
出
さ
れ
て
い
て
、
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ど
れ
も
が
本
当
ら
し
く
見
え
る
と
き

―
逆
に
言
え
ば
、
ど
れ
も
が
決
定
的
な
証
明
を
欠
い
て
い
る
と
き
に
、「
学
者
」

の
は
し
く
れ
と
し
て
は
、
ど
う
い
う
態
度
を
と
れ
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
説
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
科
学
的
」

な
証
明
な
ん
か
、
で
き
っ
こ
な
い
で
す
よ
ね
。

Ｂ　

で
き
ま
せ
ん
。

Ａ　

初
め
の
う
ち
は
、
こ
の
句
が
例
外
的
に
難
し
い
か
ら
、
も
と
も
と
意
味
が
あ
い
ま
い
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
問
題
が
起
こ

る
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
原
則
に
対
す
る
例
外
」
で
、
ほ
か
の
た
い
て
い
の
句
に
つ
い
て
は
、
安
定
し
て

揺
る
ぎ
の
な
い
解
釈
、
つ
ま
り
真
理
の
読
み
取
り
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
、
そ
う
た
か

0

0

を
く
く
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
あ
、
厳

密
な
証
明
は
む
り
だ
と
し
て
も
で
す
ね
。

 

　

と
こ
ろ
が
、
だ
ん
だ
ん
ほ
か
の
句
に
当
た
っ
て
い
く
う
ち
に
、
た
い
て
い
大
な
り
小
な
り
解
釈
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
つ
も
り
で
見
て
い
く
と
、
何
の
問
題
も
な
さ
そ
う
な
単
純
な
句
の
解
釈
さ

え
、
な
ん
だ
か
疑
わ
し
く
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ
ん
な
句
で
も
、
や
は
り
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
ほ
か
に
い
ろ
い
ろ
面
白

い
解
釈
が
で
き
そ
う
だ
し
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
解
釈
を
は
っ
き
り
否
定
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
、
と
い
う
わ
け
で

す
ね
。
そ
う
な
る
と
、
自
分
が
い
っ
た
い
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
ん
で
す
。

Ｂ　

答
え
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
い
ら
い
ら
す
る
っ
て
こ
と
で
す
か
。

Ａ　

い
や
、
い
ろ
ん
な
解
釈
が
で
き
る
こ
と
自
体
は
、
べ
つ
に
い
い
ん
で
す
。
文
学
な
ん
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
は
当
然

あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
「
研
究
」
の
方
は
ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
も
し
文
学
も
学
問
の
一
種

だ
と
す
る
と
、
そ
の
学
問
の
研
究
者
と
し
て
は
、
せ
め
て
態
度
の
上
だ
け
で
も
、
た
だ
一
つ
の
真
実
に
こ
だ
わ
る
べ
き
で

し
ょ
う
か
。
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
日ひ
よ
り和
見み

を
し
た
り
せ
ず
、
断
固
と
し
て
ど
れ
か
一
つ
の
説
に
味
方
し
て
、
そ
の
論
証
に
つ
と
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め
た
ほ
う
が
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
た
い
て
い
の
学
者
は
、
少
な
く
と
も
表
面
で
は
、
で
き
る
だ
け
異
説
の
弱
味
を
つ
い

て
、
あ
く
ま
で
自
説
こ
そ
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
言
い
方

0

0

0

を
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
。

Ｂ　

言
い
方
、
と
い
う
の
は
面
白
い
言
い
方
だ
ね
。
そ
の
点
を
さ
き
に
片
づ
け
よ
う
。
文
学
ば
か
り
で
な
く
、
ほ
か
の
分
野

で
も
そ
う
だ
け
ど
、
論
文
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
、
な
る
べ
く
は
っ
き
り
と
、
自
説
こ
そ
が
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

言
い
切
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。「
…
…
と
思
わ
れ
も
す
る
」
と
か
、
極
端
な
場
合
に
は
、「
…
…
と
言
え
な
く
も
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」
な
ん
て
、
妙
に
ふ
ん
ぎ
り

0

0

0

0

の
悪
い
言
い
方
を
濫
用
す
る
の
は
、
警
戒
の
し
す
ぎ
で
か
え
っ
て
嫌
味
だ
よ
。

Ａ　

え
え
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
で
も
慣
れ
な
い
う
ち
は
自
信
も
な
い
し
、
断
言
す
る
の
が
空
お
そ
ろ
し
く
て
、
つ
い
及
び

腰
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
。

Ｂ　

ど
う
せ
論
文
を
書
く
と
い
う
の
は
、
限
ら
れ
た
個
人
が
限
ら
れ
た
、
つ
ま
り
多
少
な
り
と
も
偏
っ
た
主
張
を
す
る
こ
と

だ
ね
。
完
璧
を
期
し
て
ど
れ
ほ
ど
努
力
し
て
も
、
そ
れ
が
究
極
の
決
定
版
と
い
う
こ
と
に
は
、
け
っ
し
て
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
他
人
か
ら
い
ろ
い
ろ
つ
つ
か
れ
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
で
、
主
張
は
さ
ら
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
わ
け
だ
。
そ
れ
な

ら
ば
、
誰
か
に
揚
げ
足
を
と
ら
れ
る
の
を
怖
が
っ
て
、
い
ち
い
ち
裾
の
乱
れ
な
ん
か
を
気
に
か
け
る
必
要
は
な
い
。
む
し

ろ
素
直
に
、
旗き

幟し

鮮
明
に
主
張
を
打
ち
出
す
方
が
、
よ
ほ
ど
謙
虚
な
や
り
方
だ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

文
体
の
話
だ
よ
。
論
文
の
内
容
の
方
ま
で
粗
っ
ぽ
い
独
断
と
偏
見
を
押
し
通
せ
と
い
う
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

Ａ　

は
い
。
気
を
つ
け
ま
す
。

Ｂ　

そ
れ
は
余
談
だ
け
ど
、
と
も
か
く
君
が
俳
句
の
こ
と
で
解
釈
の
問
題
に
突
き
当
た
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
当
然
の
成
り
行

き
だ
よ
。
こ
れ
は
ど
ん
な
文
学
形
式
に
も
通
じ
る
こ
と
だ
け
ど
、
な
か
で
も
そ
う
し
た
問
題
が
い
ち
ば
ん
は
っ
き
り
表
わ

れ
る
の
が
詩
、
詩
の
な
か
で
も
俳
句
だ
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
話
が
し
や
す
い
ね
。
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独
断
と
偏
見
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
詩
と
い
う
も
の
の
特
徴
は
二
つ
あ
る
。
表
現
の
意
外
性
と
意
味
の
不
確
定
性
だ
。

ま
ず
ど
こ
か
引
っ
か
か
る
、
へ
ん
な
言
い
方
を
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と

―
こ

れ
が
そ
う
だ
と
意
味
を
は
っ
き
り
断
定
で
き
な
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
文
学
一
般
の
も
つ
特
徴
だ
け
ど
、
詩
は
と
く
に
そ
う
。

と
い
う
よ
り
も
、
そ
う
い
う
特
徴
を
あ
ら
わ
に
し
て
、
そ
こ
に
読
者
の
注
意
を
惹
く
こ
と
自
体
に
、
詩
の
最
大
の
ね
ら
い

が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

Ａ　

意
味
の
不
確
定
性
と
い
う
と
、
パ
ー
ス
と
か
デ
リ
ダ
と
か
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
か
、
何
や
ら
舌
を
嚙
む
よ
う
な
名
前
が

飛
び
出
し
て
き
そ
う
で
す
ね
。
友
達
で
そ
っ
ち
の
方
面
に
く
わ
し
い
の
が
い
て
、
か
な
り
吹
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
例
え
ば

ど
ん
な
こ
と
ば
で
も
、
そ
の
意
味
を
厳
密
に
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
。

Ｂ　

そ
う
そ
う
。

Ａ　

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
英
英
辞
典
で
思
い
当
た
る
ふ
し

0

0

が
あ
る
ん
で
す
。
英
語
の
授
業
で
先
生
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
英
和

辞
典
に
頼
っ
て
い
て
は
だ
め
だ
、
あ
れ
は
た
だ
の〈
翻
訳
語
辞
典
〉だ
か
ら
、
は
や
く
英
語
の〈
国
語
辞
典
〉に
慣
れ
な
さ
い

と
言
わ
れ
て
、
さ
っ
そ
く
英
英
辞
書
を
買
っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
辞
書
で
あ
る
単
語
を
引
い
て
み
る
と
、
英
語

で
そ
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
ん
で
す
ね
、
当
た
り
前
で
す
け
ど
。
で
、
そ
の
説
明
に
出
て
く
る
単
語
を
英
英
辞
典
で
引

く
と
、
ま
た
ま
た
別
の
単
語
が
出
て
く
る
と
い
う
具
合
で
、
い
つ
ま
で
追
っ
か
け
て
い
て
も
き
り
が
な
い
。
こ
れ
で
打
ち

ど
め
、
と
い
う
確
か
な
意
味
に
た
ど
り
着
か
な
い
ん
で
す
。
何
だ
か
も
ど
か
し
い
よ
う
な
、
足
が
地
に
つ
か
な
い
よ
う
な
、

じ
つ
に
変
て
こ
な
気
分
で
し
た
。

Ｂ　

う
ん
、
し
か
も
お
そ
ろ
し
い
こ
と
に
、
実
は
日
本
語
に
せ
よ
イ
タ
リ
ア
語
に
せ
よ
、
ど
こ
の
国
語
辞
書
で
も
み
な
そ
う

な
ん
だ
、
こ
れ
も
当
た
り
前
の
話
だ
け
ど
。
つ
ま
り
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
意
味
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
、
数
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学
で
言
え
ば
公
理
の
よ
う
な
、
確
実
な
意
味
の
土
台
は
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
と

ば
は
そ
う
し
て
仲
間
う
ち
で
堂
々
め
ぐ
り
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
そ
の
外
に
あ
る（
か
も
し
れ
な

い
）現
実
と
は
、
ぴ
っ
た
り
嚙
み
合
わ
な
い
ん
だ
ね
。

Ａ　

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
の
は
…
…
。

Ｂ　

だ
っ
て
、
も
し
か
り
に
、
こ
と
ば
の
向
こ
う
に

0

0

0

0

何
か
現
実
と
い
え
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
た
と
え
そ
れ
が
目
に
見
え
、

耳
に
聞
こ
え
、
肌
で
感
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
つ
か
ま
え
る
た
め
に
は
、
こ
と
ば
で
言
い
表
わ
す
以
外

に
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
だ
と
す
れ
ば
、
い
っ
た

い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。

Ａ　

は
あ
。

Ｂ　

だ
が
ね
、
こ
れ
は
よ
く
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
思
う
け
ど
、
こ
ん
な
こ
と
は
新
発
見
で
も
何
で
も
な
い
ん
だ
。
人
間
が

こ
と
ば
を
使
い
始
め
た
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
、
こ
と
ば
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
し
、
そ
れ
以
上
の
何
物
で

も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
人
間
は
そ
の
こ
と
を
、
た
と
え
無
意
識
に
せ
よ
、
ち
ゃ
ん
と
承
知
し
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
何
よ

り
の
証
拠
に
、
人
間
は
詩
と
い
う
へ
ん
な
も
の
を
発
明
し
て
、
た
え
ず
そ
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
そ
の
ふ
し
ぎ
さ
に
あ

き
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
遊
び
戯
れ
て
い
た
ん
だ
よ
。

 

　

た
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
特
殊
な
文
化
圏
に
は
、
努
力
を
重
ね
て
い
け
ば
、
や
が
て
は
き
っ
と
こ
と
ば
の
意
味
が
確

定
で
き
る

―
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
と
ば
の
向
こ
う
に
あ
る
た
だ
一
つ
の
真
実
を
、
こ
と
ば
で
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
信
じ
る
人
々
が
い
た
と
い
う
だ
け
さ
。
だ
が
、
ど
う
し
て
も
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
実
は
こ
と
ば
の

方
に
問
題
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
よ
う
や
く
考
え
始
め
た
ん
だ
。
も
っ
と
も
今
じ
ゃ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ぼ
く
ら
の
一
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部
に
な
っ
て
も
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
他ひ

と人
ご
と
で
は
な
い
け
ど
ね
。

Ａ　

す
み
ま
せ
ん
が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
具
体
的
に
話
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

Ｂ　

例
え
ば
、
さ
っ
き
の
芭
蕉
の
句
を
考
え
て
ご
ら
ん
。「
田
一
枚
植
ゑ
て
立
ち
去
る
柳
か
な
」
と
い
う
句
を
残
し
た
と
き
、

芭
蕉
は
、
こ
れ
こ
そ
が
こ
の
句
の
唯
一
正
し
い

0

0

0

意
味
だ
と
い
う
も
の
を
、
は
っ
き
り
心
に
決
め
て
い
た
と
思
う
か
い
。
も

し
そ
う
な
ら
、
こ
ん
な
舌
足
ら
ず
な
言
い
方
、
へ
ん
な
言
い
方
を
し
な
い
で
、
ち
ゃ
ん
と
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
言
っ
た
は

ず
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
俳
句
の
よ
う
に
短
い
不
自
由
な
形
式
を
使
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
片か
た

言こ
と

み
た
い
に
こ
と
ば
を
は
し
ょ
っ

0

0

0

0

て0

何
か
を
言
え
ば
、
き
っ
と
い
ろ
ん
な
違
っ
た
受
け
取
り
方
を
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
、
芭
蕉
ほ
ど
の
詩
人

な
ら
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
ね
。

Ａ　

そ
う
で
す
ね
。
ど
う
し
て
も
は
っ
き
り
言
い
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
何
と
か
工
夫
し
て
、
も
っ
と
別
の
や
り
方
で
言
っ

た
は
ず
で
す
ね
。
べ
つ
に
芭
蕉
は
俳
句
と
い
う
、
お
そ
ろ
し
く
窮
屈
な
形
式
し
か
使
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
、
誰
か
に
命
令

さ
れ
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
ら
。

Ｂ　

だ
か
ら
、
芭
蕉
は
わ
ざ
と

0

0

0

そ
う
し
て
い
る
ん
だ
。
片
言
だ
か
ら
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
決
め
ら
れ
な
い
、
そ
う
い

う
表
現
の
も
つ
面
白
さ
と
可
能
性
に
こ
そ
、
芭
蕉
は
賭
け
て
い
た
ん
だ
ね
。
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
取
り
の
可
能
性
、
意
味
の

ひ
ろ
が
り
や
交
錯
や
矛
盾
の
可
能
性
―
俳
句
と
い
う
の
は
、
こ
と
ば
が
本
来
も
っ
て
い
る
意
味
の
不
確
定
性
そ
の
も
の

を
表
面
化
し
、
強
調
し
、
読
者
に
痛
感
さ
せ
る
こ
と
を
、
い
ち
ば
ん
の
付
け
目
と
す
る
遊
び
、
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
芸

術
な
ん
だ
。

Ａ　

な
る
ほ
ど
。

Ｂ　

で
、
さ
っ
き
詩
の
第
一
の
特
徴
に
挙
げ
た
、
へ
ん
な
言
い
方
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
意
味
の
不
確
定
性
に
読
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者
の
注
意
を
惹
き
つ
け
る
た
め
の
わ
な

0

0

、
し
か
も
、
そ
れ
自
体
が
面
白
く
て
魅
力
の
つ
き
な
い
わ
な

0

0

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
ぼ
く
ら
は
ふ
だ
ん
、
お
金
を
使
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、
お
金
そ
の
も
の
に
興
味
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

く
て（
な
か
に
は
そ
う
い
う
妙
な
人
も
い
る
け
ど
ね
）、
そ
れ
と
交
換
に
、
何
か
物
が
手
に
入
り
さ
え
す
れ
ば
い
い
。
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、
ぼ
く
ら
は
こ
と
ば
を
使
っ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
意
味（
お
お
よ
そ
の
意
味
だ
ね
）と
い
う
物
が
手
に
入
り
、
そ
の

場
の
用
が
足
り
さ
え
す
れ
ば
、
こ
と
ば
は
も
う
お
役
ご
免
で
、
ど
こ
か
へ
消
え
て
な
く
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
ふ
だ
ん

は
誰
も
、
こ
と
ば
を
通
貨
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
意
識
し
な
い
で
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
だ
。

Ａ　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
芭
蕉
と
い
う
詩
人
が
い
て
、「
田
一
枚
植
ゑ
て
立
ち
去
る
柳
か
な
」
な
ど
と
、
へ
ん
な
こ
と
を
言

い
出
す
わ
け
で
す
ね
。
そ
も
そ
も
い
っ
た
い
誰
が
田
を
植
え
て
、
誰
が
立
ち
去
っ
た
の
か
さ
え
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

「
柳
か
な
」
と
い
う
、
何
の
説
明
も
な
い
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
断
定
の
し
か
た
も
、
や
は
り
へ
ん
で
す
よ
ね
。
た
だ
柳
だ
な

あ
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
う
受
け
取
っ
て
い
い
ん
だ
か
、
す
ぐ
に
は
見
当
も
つ
き
ま
せ
ん
。

Ｂ　

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
た
ぐ
い
の
発
言
が
、
五
・
七
・
五
と
い
う
何
だ
か
規
則
的
な
拍
数
を
も
つ
語
句

で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
っ
て
、
や
は
り
妙
に
気
に
か
か
る
こ
と
の
一
つ
だ
ね
。
気
に
か
か
っ
て
、
し
か
も
面
白

い
。
だ
か
ら
そ
う
し
た
意
外
性
の
せ
い
で
、
読
者
は
ふ
つ
う
の
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
の
よ
う
に
、
さ
っ
さ
と
こ
の
発
言

を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
わ
ば
、
し
ば
ら
く
こ
と
ば
を
ご
ろ
ご
ろ
と
掌
の
上
で
転
が
し
て
、
つ
く
づ
く
そ
の
姿
を
眺

め
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
い
つ
も
と
違
っ
て
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
頭
に
引
っ
か
か
っ
て
、
そ
の
意
味
を
あ
あ
で
も
な
い

こ
う
で
も
な
い
と
、
探
し
始
め
る
わ
け
だ
。

Ａ　

そ
う
か
。
へ
ん
な
言
い
方
だ
か
ら
こ
そ
、
意
味
が
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
意
味
を
探
す
ん
だ
け
ど
、
も
と
も

と
へ
ん
な
言
い
方
だ
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
意
味
が
は
っ
き
り
決
め
ら
れ
な
い
。
表
現
の
意
外
性
と
意
味
の
不
確
定
性
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と
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

Ｂ　

そ
の
通
り
。
そ
し
て
、
よ
く
で
き
た
俳
句
の
妙
味
は
、
最
終
的
・
決
定
的
な
意
味
の
読
み
取
り
で
は
な
く
、
そ
う
い
う

き
り

0

0

の
な
い
往
復
運
動
に
あ
る
。
そ
の
間
、
読
者
は
句
の
こ
と
ば
そ
の
も
の
か
ら
、
一
歩
も
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
ば
を
見
捨
て
て
、
あ
っ
さ
り
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
だ
ね
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
て
表
現
と
解
釈
の
あ

い
だ
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
行
為
そ
の
も
の
が
、〈
詩
〉な
ん
だ
。
た
だ
一
つ
の
正
し
い

0

0

0

解
釈
と
引
き
換
え
に
、
表
現
自

体
が
あ
っ
さ
り
手
放
さ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
、〈
詩
〉の
出
る
幕
が
な
い
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

Ａ　

で
、
結
果
と
し
て
は
、
こ
と
ば
本
来
の
ふ
し
ぎ
さ
、
面
白
さ
が
強
く
実
感
さ
れ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

Ｂ　

う
ん
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
も
と
も
と
文
学
に
は
そ
う
い
う
性
質
が
あ
る
。
た
だ
、
例
え
ば
小
説
に
は
、
描
写
と
か
ス

ト
ー
リ
ー
と
か
思
想
と
か
、
い
ろ
い
ろ
他
の
要
素
が
混
じ
り
込
ん
で
い
る
た
め
に
、
こ
の
点
が
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
る

だ
け
だ
。
も
ち
ろ
ん
詩
の
場
合
で
さ
え
、
必
ず
し
も
こ
と
ば
の
働
き
だ
け
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ

に
も
物
語
が
あ
っ
た
り
、
教
訓
が
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
ね
。
た
だ
、
俳
句
は
あ
ま
り
に
も
短
く
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
容

れ
る
余
裕
が
あ
ん
ま
り
な
い
か
ら
、
本
来
の
特
徴
が
と
く
に
目
立
つ
わ
け
だ
。
短
い
か
ら
こ
そ
、〈
詩
〉が
前
面
に
出
る
ん

だ
ね
。
そ
の
意
味
で
、
俳
句
は
詩
の
な
か
の
詩
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

Ａ　

そ
れ
で
は
う
か
が
い
ま
す
が
、
結
局
、
こ
の
句
の
解
釈
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。
学
問
と
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
扱
え
ば
い

い
ん
で
し
ょ
う
か
。

Ｂ　

君
は
ど
う
思
う
。

Ａ　

そ
う
で
す
ね
。
そ
の
目
で
あ
ら
た
め
て
眺
め
て
み
る
と
、
こ
の
句
は
ま
っ
た
く
片
言
そ
の
も
の
で
す
ね
。「
田
一
枚
」

「
植
ゑ
て
」「
立
ち
去
る
」「
柳
か
な
」
―
こ
の
四
つ
の
部
分
が
文
法
的
に
、
た
が
い
に
ど
う
関
係
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
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何
の
指
示
も
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
が
、
い
つ
、
何
を
、
ど
う
し
た
の
か
。
だ
か
ら
、
さ
っ
き
挙
げ
た
三
つ
の
解
釈
ど
こ
ろ
じ

ゃ
な
く
、
も
っ
と
斬
新
な
解
釈
だ
っ
て
で
き
そ
う
で
す
ね
。
例
え
ば
、
田
を
植
え
た
の
は
、
実
は
柳
で
あ
る

―
「
柳
が0

田
一
枚
を
植
ゑ
て
」
立
ち
去
っ
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
。
柳
の
精
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
で
き
そ
う
だ
し
、

謡
曲
に
せ
よ
民
話
に
せ
よ
、
何
と
か
そ
れ
な
り
の
説
明
は
つ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
も
「
田
一
枚
」
の
貧

弱
な
土
地
柄
を
哀
れ
ん
で
、
語
り
手
の
人
物
が
親
切
に
「
柳
を0

植
ゑ
て
」
や
っ
た
の
だ
、
と
か
ね
。

Ｂ　

お
や
お
や
、
こ
れ
以
上
解
釈
の
数
を
増
や
し
て
ど
う
す
る
の
。
ち
ゃ
ん
と
収
拾
を
つ
け
て
く
れ
な
く
ち
ゃ
。

Ａ　

す
み
ま
せ
ん
、
ち
ょ
っ
と
悪
乗
り
し
す
ぎ
ま
し
た
。

Ｂ　

と
も
か
く
こ
う
し
た
事
実
を
前
に
し
て
、
研
究
者
に
で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
句
の
意
味
の
あ
い
ま
い

0

0

0

0

性
、
つ
ま
り
多
義

性
を
あ
く
ま
で
尊
重
し
て
、
可
能
な
解
釈
を
列
挙
す
る
こ
と
、
そ
の
な
か
か
ら
、
い
ち
ば
ん
あ
り
そ
う
だ
と
思
わ
れ
る
釈

義
を
論
証
す
る
こ
と
、
そ
し
て
あ
と
は
読
者
の
判
断
と
好
み
に
ま
か
せ
る
こ
と
だ
と
思
う
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
り
そ
う
だ

と
は
い
っ
て
も
、
た
だ
文
法
的
・
論
理
的
に
可
能
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
謡
曲
を
取
り
込
ん
だ
さ
っ
き
の
解
釈

の
よ
う
に
、
背
後
の
文
化
的
伝
統
を
た
し
か
に
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
句
の
ひ
び
き
や
意
味
に
つ
な
が
る
含
意
や
連

想
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
、
し
っ
か
り
見
定
め
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
妥
当
な
解
釈
と
、
そ
う
で
な
い（
い
ま
の
君
の
迷0

解

の
よ
う
な
）解
釈
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

Ａ　

で
も
、
ど
れ
が
妥
当
な
解
釈
か
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
問
題
で
す
ね
。

Ｂ　

う
ん
、
い
ろ
ん
な
読
み
取
り
の
角
度
が
あ
る
か
ら
ね
。
で
も
と
り
あ
え
ず
、
俳
句（
つ
ま
り
俳
諧
連
歌
の
発ほ
っ

句く

だ
ね
）に
つ

い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
う
考
え
る
と
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
君
が
か
り
に
、
こ
の
句
を
発
句
と
す
る
連
句
の
座
に
の

ぞ
ん
だ
場
合
、
ど
ん
な
面
白
い（
新
鮮
で
、
し
か
も
誰
も
が
納
得
す
る
よ
う
な
）脇わ
き（

第
二
句
）を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
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か
と（
た
だ
し
芭
蕉
の
こ
ろ
ま
で
に
は
、
必
ず
し
も
あ
と
に
脇
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
な
い
、
独
立
し
た
発
句
も
作
ら
れ
、
読
ま

れ
て
い
た
よ
う
だ
が
ね
）。
発
句
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
て
他
人
が
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
し
て
、
自
分
な
り
の
付つ
け

句く

を
す
る
楽

し
み
を
残
す
た
め
に
、
わ
ざ
と
「
脇
を
あ
ま
く
」
し
て
あ
る
ん
だ
よ
。
こ
の
点
を
無
視
し
て
、
た
っ
た
一
つ
の
真
実
、

「
正
し
い
」
解
釈
に
こ
だ
わ
る
よ
う
で
は
、
何
の
た
め
の
俳
句
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
肝
心
の〈
詩
〉の
真
実
の
方
が
死
ん
じ

ゃ
う
よ
。
即
死
だ
ね
。

Ａ　

は
あ
、
耳
が
痛
い
で
す
。
も
う
ち
ょ
っ
と
で
皆
殺
し
に
手
を
貸
す
と
こ
ろ
で
し
た
。

Ｂ　

す
べ
て
文
学
作
品
に
は
、
い
ろ
ん
な
解
釈
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
が
文
学
の
値
打
ち
だ
よ
。
だ
が
む
ろ
ん
、
そ
の

な
か
で
ど
れ
が
妥
当
な
解
釈
な
の
か
を
考
え
る
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
当
然
の
仕
事
だ
。
た
し
か
に
こ
と
ば
の
多
義
性

も
大
事
、〈
詩
〉も
大
事
だ
け
ど
、
ど
ん
な
と
き
に
も
見
境
な
く
、
あ
れ
も
い
い
、
こ
れ
も
い
い
、
ど
れ
と
も
決
め
か
ね
る

と
い
う
の
で
は
、
始
末
が
つ
か
な
い
か
ら
ね
。

Ａ　

は
い
。
だ
と
す
る
と
、
先
生
、
こ
れ
は
解
釈
の
問
題
に
限
ら
ず
、
文
学
研
究
の
い
ろ
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ
や
方
法
一
般
に

も
通
じ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

Ｂ　

そ
う
さ
、
そ
れ
が
言
い
た
か
っ
た
ん
だ
よ
。
む
ろ
ん
学
問
的
研
究
と
銘
打
つ
か
ら
に
は
、
何
か
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
、

厳
密
に
、
フ
ェ
ア
に
論
証
を
進
め
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
ろ
う
。
た
だ
の
幼
い
感
想
文
に
終
わ
ら
な
い
た
め
に
は

ね
。

 

　

た
だ
し
そ
の
さ
い
に
、
そ
れ
が
あ
り
得
る
方
法
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
ほ
か
に
も
接
近
の
方
法
が
あ
り
得
る
こ
と

を
、
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る
こ
と
が
肝
心
だ
。
そ
し
て
、
あ
る
見
方
が
妥
当
だ
と
い
う
場
合
に
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
、
誰

に
と
っ
て
、
い
つ
、
ど
こ
で
妥
当
な
の
か
を
は
っ
き
り
意
識
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。
あ
る
時
代
、
あ
る
場
所
、
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あ
る
人
々
に
は
、
そ
れ
な
り
の
切
実
な
問
題
意
識
や
美
意
識
が
あ
る
は
ず
だ
ね
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
そ
う
い
う
差
し
迫

っ
た
関
心
に
引
き
つ
け
て
作
品
を
読
む
の
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
こ
と
だ
。
作
品
の
意
味
づ
け
や
評
価
が
次
々
に
変
わ
っ

て
い
く
の
は
、
た
い
て
い
そ
う
い
う
理
由
か
ら
だ
と
い
っ
て
い
い
。
た
だ
、
そ
の
方
法
を
決
定
版
だ
と
決
め
込
ま
な
い
こ

と
。
た
と
え
論
述
の
ス
タ
イ
ル
で
は
、
あ
る
程
度
そ
う
い
う
ふ
り

0

0

を
し
て
見
せ
る
に
し
て
も
ね
。

Ａ　

よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
思
い
が
け
な
い
結
論
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
実
は
き
っ
と
そ
う
な
る
よ
う
な
気
も
し
て
い

た
ん
で
す
。
何
と
か
面
白
い
続
き
が
書
け
そ
う
で
す
。
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1　

短
詩
型
と
は
何
か
　

―
　

い
ひ
お
ほ
せ
て
何
か
あ
る

一

　

短
詩
に
は
何
が
で
き
る
か
。
そ
れ
を
考
え
る
順
序
と
し
て
、
ま
ず
東
ア
ジ
ア
と
は
反
対
に
、
西
洋
で
は
短
詩
が
い
か
に
例

外
的
で
、
い
か
に
軽
く
見
ら
れ
て
き
た
か
、
そ
の
点
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
カ
ヴ
ァ
ノ
ー
お
よ
び
ミ
チ
ー
編
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
短
詩
選
』T

he O
xford Book of Short Poem

s

と
い

う
本
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
西
洋
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
は
、
か
な
り
珍
し
い
部
類
に
属
す
る
。
そ
の
序
文
に
は
、

　

こ
う
い
う
短
詩（
き
わ
め
て
短
い
詩
　

―
　

本
書
が
ソ
ネ
ッ
ト
で
埋
め
尽
く
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
十
四
行
未
満
の
詩
と
す
る
）の
選

集
を
編
ん
だ
の
は
、
そ
う
し
た
長
さ
の
制
限
に
よ
っ
て
、
一
般
に
詩
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
何
か
新
し
い
も
の
が
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
か
ら
だ
。
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
詩
人
や
詩
が
見
落
と
さ
れ
、
粗
末
に
扱
わ
れ
て
き

た
こ
と
か
。
ま
た
、
た
と
え
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
め
ら
れ
た
場
合
で
も
、
ま
わ
り
を
取
り
囲
む
も
っ
と
長
い
仲
間
た
ち

の
せ
い
で
、
短
詩
の
効
果
が
ど
れ
ほ
ど
押
し
殺
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
。
つ
ま
り
短
い
詩（
と
い
っ
て
も
、
た
だ
息
が
長
く
続

か
な
い
だ
け
の
詩
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）に
、
ゆ
っ
た
り
と
呼
吸
す
る
機
会
を
与
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 

﹇K
avanagh 37

﹈　
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と
あ
る
。
編
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
詞
華
集
は
ど
れ
も
同
じ
詩
を
載
せ
が
ち
で
あ
り
、
し
か
も
「
そ
れ
ら
は
た
い
て
い
長
い
か
、

ま
た
は
長
め
の
詩
ば
か
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
詩
人
の
真
価
が
問
わ
れ
る
の
は
、
い
ち
ば
ん
大
が
か
り
な
作
品
に
よ
る
も
の

だ
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
」﹇K

avanagh 37

﹈と
い
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ふ
つ
う
東
ア
ジ
ア
で
は
、
む
し
ろ
短
詩
の
ほ
う
が
主
流
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
日
本
で
は
、「
短
詩
型
」

と
い
う
特
殊
な
呼
び
名
が
流
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
、
た
だ
短
い
詩
の
定
型
を
指
す
も
の
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
が
、

も
と
も
と
は
日
本
の
俳
句
と
短
歌
と
い
う
特
定
の
詩
的
形
式
を
言
う
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
作
ら
れ
て
、
の
ち
用
途
の
ひ
ろ
が

っ
た
語
で
あ
る
。
例
え
ば
欧
米
の
詩
に
は
、「
定
型
」
と
い
う
専
門
用
語（
英
語
でfixed form

、
フ
ラ
ン
ス
語
でform

e fixe

）は

あ
る
が
、「
短
詩
型
」
と
い
う
固
定
し
た
言
い
方
は
見
当
た
ら
な
い
。
最
近
目
に
す
るshort form

やform
e brève

は
、

他
な
ら
ぬ
「
短
詩
型
」
の
訳
語
と
し
て
、
日
本
の
俳
句
や
短
歌
を
指
す
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
「
短
詩
」

に
当
た
る
英
語
のshort poem

や
、
フ
ラ
ン
ス
語
のpetit poèm

e

（
あ
る
い
はpoèm

e bref

）も
、
し
っ
か
り
定
着
し
た
詩

法
上
の
術
語
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ふ
つ
う
の
日
常
語
に
近
い
感
覚
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
て
見
る
と
、
短
詩
が
り
っ
ぱ
な
詩
の
定
型
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、（
イ
ス
ラ
ム
や
イ
ン
ド
な
ど
、

よ
く
知
ら
な
い
他
の
文
化
圏
で
の
伝
統
は
さ
て
お
き
）き
わ
め
て
東
ア
ジ
ア
的
な
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
ぐ
思
い
当
た
る
の

は
、
漢
詩
の
五
言
絶
句（
二
十
音
節
）、
七
言
絶
句（
二
十
八
音
節
）、
短
歌（
三
十
一
音
）
1
（

節
）、
俳
句（
十
七
音
節
）な
ど
で
あ
る
。
日

本
の
感
覚
で
は
や
や
長
い
と
感
じ
ら
れ
る
五
言
律
詩（
四
十
音
節
）、
七
言
律
詩（
五
十
六
音
節
）、
韓
国
の
「
時
調（
シ
ジ
ョ
）」

（
一
部
が
不
定
型
）、『
万
葉
集
』
の
「
長
歌
」
で
さ
え
、
欧
米
の
詩
か
ら
み
れ
ば
、
か
な
り
短
い
ほ
う
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
西
洋
の
詩
的
伝
統
に
は
、
短
歌
や
俳
句
の
よ
う
に
、
極
端
に
短
く
て
「
ま
じ
め
」
な
詩
の
定
型
自
体
が
存
在
し
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な
）
2
（

い
。
詩
は
一
般
に
長
い
の
が
常
識
な
の
で
あ
っ
て
、
英
語
詩
最
大
の
傑
作
の
一
つ
と
さ
れ
る
ミ
ル
ト
ン
の
叙
事
詩
『
失
楽

園
』Paradise Lost

（
第
二
版
、
一
六
七
四
）は
、
一
万
五
六
五
行
に
及
ぶ
。
も
っ
と
も
、
叙
事
詩
や
劇
詩
、
さ
ら
に
物
語
詩

な
ど
は
、
む
し
ろ
長
大
で
あ
る
こ
と
を
本
領
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
抒
情
詩
の
代
表
的
な
作
品
に
し
て

も
、
例
え
ば
キ
ー
ツ
の
死
を
悼
む
シ
ェ
リ
ー
の
挽
歌
「
ア
ド
ネ
イ
ス
」A

donais

（
一
八
二
一
）は
四
九
五
行
、
熱
い
恋
の
思

い
出
に
こ
と
寄
せ
て
、
人
の
世
の
無
常
を
嘆
く
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
「
オ
ラ
ン
ピ
オ
の
悲
し
み
」T

ristesse 
d’O
lym
pio

（
一
八
三
七
）は
、
一
六
八
行
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　

し
か
も
実
は
、「
行
」
と
い
う
単
位
そ
の
も
の
が
、
西
洋
と
日
本
と
で
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
原

詩
と
日
本
語
へ
の
翻
訳
と
の
平
均
的
な
長
さ
か
ら
概
算
し
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
余
情
や
言
外
の
連
想
は
別
と
し
て
、
日
本

語
の
詩
句
一
つ
の
伝
え
る
情
報
量
は
同
じ
音
節
数
の
英
仏
詩
の
詩
句
の
二
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
。
俳
句
の
一
句
が
直
接
伝
え

る
表
面
的

0

0

0

な
情
報
量
は
、
英
詩
の
標
準
的
な
弱
強
五
歩
格
の
一
行（
十
音
節
）や
、
フ
ラ
ン
ス
語
詩
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
ン
の

一
行（
十
二
音
節
）の
分
量
に
さ
え
達
し
な
い
。
そ
の
わ
け
は
、
日
本
語
の
音
節
構
造（
母
音
一
つ
か
、
子
音
一
つ
プ
ラ
ス
母
音
一

つ
）が
極
度
に
単
純
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
節
に
含
ま
れ
る
情
報
量
は
、
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（
例
え
ば
極
端

な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
英
語
で
一
音
節
のstring

「
ひ
も
」
は
、
日
本
語
に
直
す
と
「
ス
・
ト
・
リ
・
ン
・
グ
」
と
五
音
節
に
な
る
。
つ
ま
り

一
音
節
当
た
り
の
情
報
量
は
、
五
分
の
一
程
度
だ
）。
短
歌
一
首
は
、
英
・
仏
詩
の
せ
い
ぜ
い
一
行
半
に
当
た
る
だ
ろ
う
。

　

俳
句
が
五
・
七
・
五
音
、
短
歌
が
五
・
七
・
五
・
七
・
七
音
と
い
う
リ
ズ
ム
分
節
で
で
き
て
い
る
た
め
に
、
西
洋
で
は
前

者
を
三
行
詩
、
後
者
を
五
行
詩
と
と
ら
え
、
翻
訳
で
も
そ
の
形
を
用
い
る
傾
向
が
強
い
。
だ
が
三
行
詩
、
五
行
詩
と
い
う
言

い
方
は
、
詩
行
が
長
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
西
洋
で
は
誤
解
を
生
み
や
す
く
、
短
詩
型
が
実
際
ど
れ
ほ
ど
極
端
に
短
い
か
に

気
づ
く
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン
・
サ
ロ
ッ
キ
が
言
う
よ
う
に
、
も
と
の
句
を
日
本
語
で
読
ん
だ（
あ
る
い
は
目
で
見
た
）者
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だ
け
で
あ
る
。「
日
本
語
で
表
記
さ
れ
た
俳
句
を
読
ん
で
み
れ
ば
、（
あ
れ
こ
れ
頭
を
働
か
す
前
に
）ひ
と
目
見
る
だ
け
で
、
そ

こ
に
は
三
行
詩
な
ど
な
い（
ま
た
は
め
っ
た
に
な
い
）こ
と
に
、
す
ぐ
気
づ
く
だ
ろ
う
」﹇Sarocchi 19

﹈。
そ
の
一
方
で
、
あ
ま
り

西
洋
詩
に
な
じ
ん
で
い
な
い
日
本
人
作
者
や
読
者
の
多
く
も
ま
た
、
俳
句
や
短
歌
の
異
常
な
短
さ
を
、
本
当
に
自
覚
し
て
は

い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
西
洋
の
詩
は
長
く
、
日
本
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
の
詩
は
短
め
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、

実
は
そ
れ
ぞ
れ
の
韻
律
形
式
の
違
い
に
あ
る
。
も
と
も
と
音
数
律（
音
節
的
韻
律
）に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
日
本
語
の
詩
で
は
、

各
リ
ズ
ム
分
節（
七
音
節
か
五
音
節
の
フ
レ
ー
ズ
）の
切
れ
目
と
文
法
的（
意
味
的
）切
れ
目
と
を
揃
え
る
必
要
が
あ
る（
字
余
り
や
字

足
ら
ず
が
頻
繁
に
重
な
る
と
、
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
）た
め
、
退
屈
な
リ
ズ
ム
が
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
本
来
、
長
詩

に
は
向
い
て
い
な
い（「
七
と
五
の
韻
律
論
」
を
参
照
）﹇
川
本
Ａ　

三
二
一
―
二
二
﹈。
例
え
ば
七
・
五
、
七
・
五
の
詩
行
が
延
々
と

何
百
行
も
繰
り
返
さ
れ
る
詩
を
考
え
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
漢
詩
で
も
、
五
言
・
七
言
と
い
う
リ
ズ
ム
分
節
や
、
さ

ら
に
そ
の
内
部
で
の
二
・
三
や
四
・
三
と
い
っ
た
義
務
的
な
切
れ
目
が
あ
る
の
で
、（「
平ひ
ょ

仄う
そ
く」

と
呼
ば
れ
る
声
調
的
ア
ク
セ
ン

ト
の
変
化
が
あ
る
と
は
い
え
）や
は
り
長
大
な
詩
に
は
適
し
て
い
な
い
。
日
本
や
中
国
に
叙
事
詩
が
な
）
3
（

く
、
そ
の
種
の
語
り
で

は
散
文
、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
緩
や
か
な（
規
則
的
で
な
い
）韻
律
を
も
つ
韻
文（
辞
・
賦
な
ど
）が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
主
と
し

て
そ
の
せ
い
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
西
洋
の
主
な
言
語
の
韻
律
は
、
必
ず
し
も
リ
ズ
ム
の
切
れ
目
と
文
法
的（
意
味
的
）切
れ
目
を
一
致
さ
せ

な
く
て
も
い
い
と
い
う
点
で
、
音
数
律
よ
り
は
る
か
に
柔
軟
性
が
あ
り
、
長
い
詩
の
リ
ズ
ム
に
変
化
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で

き
）
4
（

る
。『
平
家
物
語
』
に
は
叙
事
詩
に
近
い
面
も
あ
り
、
楽
器
の
伴
奏
で
詠
唱
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
ホ
メ
ロ
ス
の
そ
れ
を

思
わ
せ
も
す
る
が
、
き
ま
っ
た
韻
律
を
も
た
な
い（「
定
韻
律
詩
」
で
は
な
い
）点
が
大
き
く
異
な
る
。
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
と
能
の
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類
似
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　

そ
し
て
第
二
に
、
西
洋
の
詩
が
、
叙
事
詩
で
な
く
て
も
あ
る
程
度
の
長
さ
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た

形
式
面
よ
り
も
む
し
ろ
内
容
の
面
で
、
西
洋
の
文
化
的
・
宗
教
的
背
景
に
根
ざ
す
、
も
っ
と
深
い
理
由
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
イ
ヴ
・
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ
の
「
俳
句
と
短
詩
型
と
日
本
の
詩
人
た
ち
」（
拙
訳
）に
よ
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
詩
の
歴
史
で
は
、
こ
れ
ま
で
短
詩
型
は
あ
ま
り
目
立
っ
た
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
か
と
言

え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
長
い
間
、
現
実
は
た
ん
な
る
神
の
創
造
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
に
神
が
宿
る
も
の
で
は
な

い
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
精
神
は
、
風
の
音
に
耳
を
傾
け
た
り
、
木
の
葉
が
落
ち
る
の
を

眺
め
た
り
す
る
よ
り
も
、
神
学
的
な
、
あ
る
い
は
哲
学
的
な
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
た
り
す
る
こ
と
の
方
に
、
ず
っ
と
忙
し

か
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
詩
は
、
そ
こ
で
あ
る
思
考
を
き
ち
ん
と
展
開
す
る
た
め
に
、
十
分
な
長
さ
を
必

要
と
し
ま
す
。 

﹇
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ　

一
九
三
﹈　

　

最
短
の
詩
型
で
あ
る
ソ
ネ
ッ
ト（
四
連
、
十
四
行
の
定
型
詩
）で
さ
え
、「
前
提
と
結
論
を
立
派
に
そ
な
え
た
三
段
論
法
に
似

て
い
る
ふ
し
」
が
あ
り
、「
少
な
く
と
も
詩
で
あ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
、
論
説
で
も
あ
る
」。
そ
し
て
十
九
世
紀
に
な
る
と
、

「
つ
か
の
間
の
印
象
を
語
る
以
外
に
何
の
野
心
も
な
い
短
詩
の
作
者
た
ち
は
、（
…
…
）下
ら
な
い
詩
人
、
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
、
も
っ
と
長
大
な
詩
の
作
者
よ
り
も
マ
イ
ナ
ー
な
詩
人
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
さ
え
」﹇
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ　

一
九
四
﹈な
っ
た
と

い
う
。

　

む
ろ
ん
今
日
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
も
、「
自
分
た
ち
の
宗
教
的
な
い
し
形
而
上
学
的
な
信
念
の
多
く
が
、
た
だ
の
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神
話
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
学
び
、
理
解
し
」
て
い
る
。「
現
象
の
裏
に
は
何
も
な
い
と
い
う
考
え
、
人
間
が
必
ず
し
も
自
然

よ
り
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
え
は
、
今
後
、
誰
も
が
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
い
も
の
」﹇
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ　

一
九
六
﹈

で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
や
は
り
、

一
個
の
人
格
と
し
て
の
彼
の
自
意
識
は
、
け
っ
し
て
弱
ま
る
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
。
個
人
そ
の
も
の
が
現
実
で
あ
り

絶
対
的
な
価
値
を
持
つ
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
、
西
洋
人
が
忘
れ
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
人
は
今
後
も
「
自
己
の
内
面
を
解
明
す
る
と
い
う
長
い
仕
事
」
を
続
け
る
ほ
か
は
な
く
、

そ
う
し
て
「『
自
我
』
が
相
変
わ
ら
ず
独
り
言
を
続
け
る
」﹇
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ　

一
九
七
﹈の
を
と
ど
め
る
す
べ
は
な
い
。

以
前
の
フ
ラ
ン
ス
詩
と
同
様
、
今
日
の
詩
で
も
、
短
詩
は
ま
だ
つ
か
の
間
の
現
象
で
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
時
に
は

そ
れ
に
近
づ
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
程
度
、
そ
れ
以
上
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
可
能
性
と
言
え
ば
、

ま
だ
ま
だ
長
い
詩
の
さ
な
か
で
、
短
詩
に
向
か
う
動
き
を
起
こ
す
こ
と
だ
け
で
し
ょ
う
。 

﹇
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ　

一
九
六
﹈　

　

西
洋
の
抒
情
詩
が
長
く
な
る
根
本
的
な
理
由
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ
も
言
う
よ
う
に
、
欧
米
で
い
ち
ば
ん
短
い

定
型
は
ソ
ネ
ッ
ト（
十
四
行
詩
）で
あ
り
、
そ
れ
以
下
の
作
品
が
、
エ
ピ
グ
ラ
ム（
寸
鉄
詩
）や
リ
メ
リ
ッ
ク（
ふ
ざ
け
た
脚
韻
を
売

り
物
と
す
る
五
行
の
定
型
詩
）な
ど
を
も
含
め
て
、
諷
刺
詩
か
軽
妙
詩（
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
ト
・
ヴ
ァ
ー
ス
」）扱
い
を
受
け
、
と
か

く
軽
視
の
対
象
と
な
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
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実
際
に
は
日
本
の
俳
句
や
短
歌
よ
り
ず
っ
と
長
い
「
短
詩
」
で
さ
え
、
こ
う
し
て
小
物
扱
い
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
俳
句
や

短
歌
に
注
が
れ
る
西
洋
の
目
が
一
般
に
、
必
ず
し
も
日
本
人
が
期
待
し
、
想
像
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
当

然
で
あ
り
、
こ
れ
も
一
面
の
事
実
と
し
て
承
知
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
幕
末
に
来
日
し
た
外
交
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ス
ト
ン

や
、
明
治
の
初
め
に
東
京
大
学
で
教
え
た
言
語
学
者
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
が
、
は
じ
め
て
俳
句
に
出
会
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
ど

う
し
て
も
「
ま
じ
め
」
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
も
と
も
と
西
洋
側
に
、
そ
う
し
た
抜
き
が
た
い
先
入
見

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

芭
蕉
を
敬
愛
す
る
と
い
う
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ
で
さ
え
、
当
初
、
俳
句
は
「
一
冊
の
植
物
標
本
集
」﹇
芳
賀
Ａ　

一
八
七
﹈の
よ
う
な

も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
芳
賀
徹
の
解
説
に
よ
れ
ば
、

「
月
」
と
い
い
、
小
さ
な
「
蛙
」
と
い
い
、「
菊
」
あ
る
い
は
「
大
根
」
と
さ
え
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
俳
句
と
い
う
短

詩
の
な
か
に
す
ば
や
く
鮮
明
に
よ
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
と
、
西
欧
人
が
「
自
然
」
と
呼
ぶ
も
の
と
は
か
か
わ
り
が
な
い

も
の
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
輪
郭
明
瞭
な
一
世
界
の
一
粒
一
粒
の
要
素
で
あ
っ
て
、
西
欧
人
に
と
っ
て
の

自
然
、
つ
ま
り
認
識
の
進
展
と
と
も
に
た
え
ず
吟
味
し
な
お
し
、
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
種
の
氾
濫
状
態
、

測
り
知
れ
ぬ
深
遠
と
は
範
疇
が
異
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

﹇
芳
賀
Ａ　

一
八
八
﹈　

　

俳
句
が
西
洋
に
紹
介
さ
れ
て
か
ら
、
も
う
百
年
以
上
に
な
る
。
そ
の
間
、
芭
蕉
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
的
作
品
の
鑑
賞
や

研
究
の
面
で
も
、
ま
た
詩
そ
の
他
の
創
作
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響（
こ
と
に
一
九
一
〇
年
代
、
英
米
圏
の
詩
に
画
期
的
な
飛
躍
を
も

た
ら
し
た
イ
マ
ジ
ス
ム（
イ
メ
ー
ジ
中
心
主
義
）（
本
書
Ⅳ-

2
「
詩
語
の
力
」
を
参
照
）の
淵
源
の
一
つ
と
し
て
）の
面
で
も
、
欧
米
の
言
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語
に
よ
る
ハ
イ
ク
や
ア
イ
カ
イ（「
俳
諧
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
）制
作
の
面
で
）
5
（

も
、
俳
句
の
存
在
感
は
い
ち
じ
る
し
く
強
ま
っ
た
。

小
学
校
や
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
で
の
ハ
イ
ク
作
り
は
、
今
で
は
作
文
教
育
に
欠
か
せ
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
ご
く
ふ
つ
う
一
般
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
日
本
の
俳
句
や
海
外
諸
国
の
創
作
ハ
イ
ク
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語

で
ハ
イ
ク
を
書
い
て
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
現
代
詩
人
ト
ラ
ン
ス
ト
ロ
ン
メ
ル（T

om
as T

ranström
er,

一
九
三
一
―
二

〇
一
五
）ら
の
め
ざ
ま
し
い
例
外
を
除
け
ば
、
東
洋
趣
味
の
典
型
と
し
て
、
神
秘
主
義
と
瑣
末
主
義
を
な
い
ま
ぜ
に
し
た
マ

イ
ナ
ー
な
も
の
だ
と
い
う
印
象
が
、
か
な
り
根
強
く
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
俳
句
や
ハ
イ

ク
自
体
の
性
質
よ
り
も
、
む
し
ろ
西
洋
詩
歌
の
伝
統
に
付
き
ま
と
う
先
入
見
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
い
ま
触
れ
た
欧
米

の
イ
マ
ジ
ス
ム
が
、
ま
と
ま
っ
た
運
動
と
し
て
は
わ
ず
か
数
年
で
衰
え
た
の
も
、
や
は
り
主
と
し
て
、
わ
ず
か
数
行
か
ら
十

数
行
を
出
な
い
そ
の
作
品
が
、
詩
と
し
て
は
小
粒
に
過
ぎ
る
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
と
い
っ
て
も
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
が
、
長
篇
小
説
も
短
篇
小
説
も
同
じ
く
「
小
説
」
と
呼
ん
で
、

両
者
の
間
に
大
き
な
差
異
を
認
め
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
西
洋
で
は
、
長
い
も
の
はnovel（
フ
ラ
ン
ス
語
で
はrom

an

）、
短

い
も
の
はshort story

ま
た
は
単
にstory
（conte

）と
称
し
て
、
は
っ
き
り
と
区
別
を
立
て
て
い
る
。
中
篇
小
説
だ
け
を

指
すnovella

（nouvelle

）と
い
う
呼
び
名
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
い
う
西
洋
側
の
通
念
を
離
れ
て
み
る
と
、
こ
う
し
て
量
の

違
い
に
質
的
な
違
い
を
見
る
や
り
方
に
、
格
別
の
理
由
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
別
の
名
を
用
い
る
ほ
ど
に
、
根

本
的
な
差
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
詩
の
場
合
に
は
、
西
洋
で
も
呼
び
名
に
区
別
は
な
い
が
、
や
は
り
サ
イ
ズ
の
大
小
に

よ
る
価
値
づ
け
の
違
い
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
同
様
に
、
た
し
か
な
根
拠
を
欠
い
て
い
る
。

　

そ
の
点
を
見
据
え
た
上
で
、
詩
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
逆
に
短
詩
の
ほ
う
に
あ
る
と
指
摘
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
・
小

説
家
の
ポ
ー（「
作
詩
論
」T

he Philosophy of Com
position

）﹇Poe 31-46
﹈で
あ
る
。
ポ
ー
は
、
一
度
の
読
書
で
読
み
き
れ
な


