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詩
、
あ
る
い
は
物
語
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
。」と
あ
る
中
の
俳
句
を

少
し
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。（
各
句
に
は
作
者
自
身
の
解
説
が
付
い

て
い
る
が
省
略
し
た
。
ま
た
／
印
ご
と
に
作
者
は
異
な
る
。）

山
の
中
　
花
と
花
と
が
か
く
れ
ん
ぼ
／
富
士
山
は

雲
よ
り

高
い
お
山
で
す
／
夕
焼
け
と

お
そ
っ
て
き
そ
う
な
雲
の
波

「
思
っ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
何
で
も
い
い
か
ら
俳
句
に
し

な
さ
い
。」
な
ど
と
い
う
指
導
で
は
な
く
、
黒
田
さ
ん
の
よ
う
に

写
真
を
も
と
に
し
て
創
作
さ
せ
る
の
は
、
一
つ
の
手
堅
い
指
導
法

で
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
作
品
に
対
す
る
黒
田
さ
ん
の
眼

は
温
か
く
、「
子
ど
も
た
ち
の
想
像
力
に
は
、
感
心
さ
せ
ら
れ
ま

す
。」
と
い
う
評
語
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。

『
国
語
で
は
っ
け
よ
い
』
は
第
十
三
号
に
な
る
と
「
私
の
お
気

に
入
り
の
俳
句
や
短
歌
」
と
な
る
。
こ
こ
で
は
教
科
書
教
材
（
六

年
上
３２
〜
３３
ペ
ー
ジ
）
を
踏
ま
え
た
指
導
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
図
書
室
に
あ
る
児
童
向
け
の
図
書
を
も
活
用
し
、「
お
気

に
入
り
」
の
俳
句
を
子
ど
も
た
ち
に
探
さ
せ
る
。
そ
し
て
、「
何

度
も
声
に
出
し
て
覚
え
ま
し
ょ
う
。」
と
指
導
す
る
。

子
ど
も
た
ち
は
、
古
典
と
し
て
は
芭
蕉
・
蕪
村
の
句
を
、
近
現

代
と
し
て
は
山
口
誓
子
・
黒
田
杏
子
・
水
原
秋
桜
子
・
高
浜
虚

子
・
日
野
草
城
・
荻
原
井
泉
水
・
渡
辺
白
泉
・
黛
ま
ど
か
・
中
村

草
田
男
な
ど
の
句
を
「
○
○
選
」
と
し
て
選
ん
で
い
る
。

次
い
で
黒
田
さ
ん
は
「
み
な
さ
ん
に
は
、
小
林
一
茶
の
句
を
わ

小
学
校
に
お
け
る
文
学
的
文
章
指
導
の
実
践
発
表
と
い
う
と
、

物
語
文
の
指
導
が
圧
倒
的
に
多
く
、
俳
句
や
短
歌
指
導
の
実
践
発

表
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
傾
向
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
俳
句
や
短
歌
の
鑑
賞
指
導
や
創
作
指
導
に
情

熱
を
傾
け
た
実
践
記
録
が
あ
る
。
指
導
者
は
静
岡
県
賀
茂
郡
東
伊

豆
町
立
熱あ

た

川が
わ

小
学
校
教
諭
の
黒
田
英え

津つ

子こ

さ
ん
で
あ
る
。
黒
田
さ

ん
は
経
験
年
数
二
十
年
に
近
い
中
堅
で
あ
り
、
明
る
く
元
気
で
意

欲
的
な
実
践
家
で
あ
る
。

黒
田
さ
ん
の
国
語
に
か
け
る
情
熱
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
平
成
十
四
年
度
の
場
合
、
四
月
十
五
日
に
第
一
号
を
出
し

た『
国
語
で
は
っ
け
よ
い
』と
い
う
、
六
年
松
組
用
の「
国
語
通
信
」

を
ほ
と
ん
ど
毎
日
の
よ
う
に
発
行
し
、
子
ど
も
た
ち
に
配
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
は「
命
と
ふ

れ
あ
う
」
と
い
う
題
で「
写
真
を
み
て
想
像
し
た
こ
と
を
俳
句
や

「
国
語
通
信
」
を
活
用
し
た
俳
句
の
指
導

―
俳
句
を
子
ど
も
た
ち
と
楽
し
む
実
践
紹
介
―

元

常と
こ

葉は

学
園
大
学
教
授

小こ

林
ば
や
し

國く
に

雄お

た
し
ま
す
の
で
、
自
分
の
お
気
に
入
り
と
、
小
林
一
茶
の
句
を
毎

日
声
に
出
し
て
、
読
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。」
と
し
て
、
一
茶

の
句
を
三
十
数
句
示
し
た
。
黒
田
さ
ん
が
あ
え
て
一
茶
の
句
を
子

ど
も
た
ち
に
提
示
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
茶
の
句
は
い
わ

ゆ
る
生
活
句
で
子
ど
も
た
ち
に
親
し
み
や
す
く
、
リ
ズ
ム
が
あ
る

の
で
音
読
や
暗
唱
に
適
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
平
成
時
代
に

入
っ
て
か
ら
現
行
版
ま
で
の
小
学
校
の
国
語
教
科
書
（
六
社
）
に

採
録
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
古
典
俳
句
を
調
べ
る
と
、
芭
蕉
の
八

句
、
蕪
村
の
五
句
に
対
し
て
、
一
茶
は
二
句
（
旧
課
程
本
で
四
社
、

新
課
程
本
で
三
社
が
採
録
）
で
、
し
か
も
中
学
校
や
高
等
学
校
の

教
科
書
に
は
一
句
も
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。

『
国
語
で
は
っ
け
よ
い
』
の
第
十
四
・
十
五
号
は
「
修
学
旅
行

に
行
く
前
の
気
持
ち
を
俳
句
に
し
よ
う
。」
と
い
う
特
集
で
あ
る
。

「
行
く
前
の
気
持
ち
を
俳
句
に
」
さ
せ
る
実
践
は
珍
し
い
。
子
ど

も
た
ち
の
作
品
を
見
る
と
、

た
く
さ
ん
の
　
期
待
が
ふ
く
ら
む
旅
行
前
／
き
ん
ち
ょ
う
で

地
図
が
さ
か
さ
ま
班
行
動
／
旅
行
前
　
父
さ
ん
の
顔
が
大
仏
に

な
ど
、
お
も
し
ろ
い
作
品
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の

句
を
黒
田
さ
ん
は
学
校
長
・
教
頭
そ
の
他
の
先
生
方
に
選
ん
で

も
ら
い
、「
受
賞
作
と
そ
の
評
を
紹
介
」
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

〈
校
長
先
生
賞
〉
は「
見
る
コ
ー
ス

歩
く
前
か
ら
足
が
棒
」で
、

こ
の
句
に
つ
い
て
の
友
達
の「
評
」に
は「『
歩
く
前
か
ら
足
が
棒
』

っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
い
い
と
思
っ
た
。」、〈
教
頭
先
生
賞
〉
は「
地

図
を
持
ち
　
み
ん
な
で
乗
ろ
う
旅
マ
シ
ン
」で
、
友
達
の
評
に

は「『
旅
マ
シ
ン
』
と
い
う
と
こ
ろ
が
す
ご
く
い
い
。
わ
く
わ
く
し

て
い
て
落
ち
着
か
な
い
感
じ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
」
と
あ
る
。

『
国
語
で
は
っ
け
よ
い
』
の
第
十
八
・
十
九
号
は
「
修
学
旅
行

で
感
じ
た
こ
と
や
見
つ
け
た
こ
と
を
俳
句
に
し
よ
う
。」
で
あ
る
。

〈
校
長
先
生
賞
〉
の
句
は
、「
風
涼
し
　
昔
の
ま
ま
の
切
り
通
し
」、

〈
教
頭
先
生
賞
〉
の
句
は
、「
い
な
か
も
の
　
改
札
口
で
と
お
せ

ん
ぼ
」
で
あ
り
、〈
み
ん
な
が
選
ん
だ
人
気
の
句
〉
は
「
フ
ラ
ッ

シ
ュ
で
　
大
仏
の
頭
五
月
晴
れ
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
に
も

前
と
同
じ
よ
う
に
友
達
の
「
評
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

黒
田
さ
ん
の
評
価
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。

黒
田
さ
ん
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち

を
俳
句
に
親
し
ま
せ
よ
う
と
す
る
熱
意
で
あ
り
、
工
夫
で
あ
る
。

終
わ
り
に
、
紙
面
の
許
す
限
り
、
指
導
上
の
留
意
点
（
私
見
）

を
述
べ
よ
う
。
①
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
俳
句
は
初
め
て
の
学
習

で
あ
る
か
ら
、
教
材
の
選
定
は
学
習
者
の
実
態
に
即
し
て
慎
重

に
行
い
た
い
。
②
季
節
感
を
大
切
に
し
た
先
人
に
目
を
向
け
さ

せ
、
自
分
た
ち
の
生
活
の
中
に
あ
る
季
節
感
を
見
直
さ
せ
た
い
。

③
一
語
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
さ
せ
、
語
句
の
重
み
に
気

づ
か
せ
た
い
。
④
自
分
の
好
き
な
句
の
情
景
を
絵
画
化
さ
せ
る

の
も
一
案
で
あ
る
。
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