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9７ 

一
九
八
七
年
以
来
、
五
回
に
わ
た
っ
て
木
下
夕
爾
の
文
学
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
書
い
て
来
た
。

昭
和
十
年
代
、
中
央
に
あ
っ
て
詩
を
書
い
た
詩
人
た
ち
に
く
ら
べ
、
止
む
を
得
ず
地
方
に
あ
っ
て
、
孤
絶
し
た
と
こ
ろ
で
（
日
本
共

同
体
に
抗
し
な
が
ら
）
近
代
詩
を
書
き
つ
づ
け
た
詩
人
た
ち
（
宮
沢
賢
治
、
大
手
拓
二
、
伊
東
静
雄
、
中
原
中
也
な
ど
）
の
ほ
う
が
、

中
央
詩
壇
で
活
躍
し
た
詩
人
よ
り
、
詩
作
に
お
い
て
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
木
下
夕
爾

に
は
前
掲
の
詩
人
た
ち
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
面
は
、
容
易
に
は
見
え
ず
、
そ
の
詩
だ
け
が
新
鮮
さ
を
失
わ
ず
に
温
雅
な
姿
を
保
ち

つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
秘
密
は
何
な
の
か
。
こ
の
間
を
と
う
こ
と
は
西
欧
受
容
が
夕
爾
の
詩
や
句
の
表
現
の
裏
が
わ
で
ど
の
よ
う

に
な
さ
れ
た
か
を
探
る
こ
と
で
も
あ
る
。
以
下
の
文
章
は
そ
の
序
章
で
あ
る
。

「
福
山
雑
記
⑪
」
『
わ
が
詩
。
わ
が
旅
上

安
西
冬
衛
の
処
女
詩
集
『
軍
艦
茉
莉
』
が
東
京
で
刊
行
さ
れ
、
詩
壇
で
最
も
評
判
の
高
い
詩
集
と
な
っ
た
の
が
一
九
二
九
年
四
月
。

そ
れ
は
誰
も
が
辿
る
べ
き
道
順
で
あ
ろ
う
が
、
こ
と
に
私
は
自
分
の
俳
句
と
詩
の
摩
擦
に
く
る
し
ん
だ
。
私
の
場
合
両
者
の
世
界

に
あ
ま
り
遥
庭
が
な
い
故
だ
ろ
う
。
私
の
詩
は
殆
ど
全
部
が
多
く
の
言
葉
を
つ
い
や
さ
な
く
て
も
、
そ
の
ま
ま
一
七
文
字
に
圧
縮
で

き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

木
下
夕
爾
の
文
学
と
そ
の
背
景
（
六
）
の
補
記

ｌ
俳
句
に
お
け
る
「
挨
拶
句
一
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

岡
田
秀
子
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9８ 
こ
の
四
年
後
の
一
九
三
三
年
一
月
に
は
第
二
詩
集
『
亜
細
亜
の
鰔
湖
』
、
四
月
に
は
第
三
詩
集
『
渇
け
る
神
』
が
刊
行
さ
れ
、
安
西
の

詩
壇
に
お
け
る
位
置
は
三
十
代
半
ば
で
早
く
も
確
固
と
し
た
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
夕
爾
が
第
一
早
稲
田
高
等
学
院
（
仏
文
）

に
入
学
、
実
兄
卓
司
（
当
時
医
学
生
）
と
自
炊
生
活
を
し
な
が
ら
「
若
草
」
の
投
稿
者
を
糾
合
し
「
第
二
次
文
学
」
を
創
刊
し
た
の
が

一
九
二
九
年
で
あ
る
か
ら
安
西
の
詩
の
影
響
下
に
詩
作
し
て
い
た
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
夕
爾
は
こ
の
ほ
ぼ
二
十
年
後
、
俳
誌

「
春
灯
」
に
「
俳
句
を
如
何
に
詩
の
如
く
書
く
か
、
詩
を
俳
句
の
ご
と
く
如
何
に
完
壁
に
書
く
か
、
と
い
う
よ
う
な
動
き
が
田
舎
の
中

学
生
で
あ
っ
た
私
に
も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
眺
め
ら
れ
た
「
一
と
述
べ
て
、
当
時
、
自
分
の
心
に
ひ
び
い
た
作
品
と
し
て
安
西
冬
衛
の
詩
集

『
軍
艦
茉
莉
』
の
な
か
の
「
春
」
を
あ
げ
て
い
る
。

安
住
冬
衛
の
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
清
岡
卓
行
に
三
十
八
年
後
の
一
九
九
○
年
、
「
蝶
と
海
」
と
題
す
る
短
篇
が
あ
っ
て
、
安
西
の

詩
「
春
」
の
普
遍
的
魅
力
の
秘
密
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
解
き
あ
か
し
て
い
る
。
清
岡
卓
行
は
、
「
二
十
世
紀
前
半
に
現
わ
れ
た
日
本

の
詩
人
の
中
で
だ
れ
か
ら
い
ち
ば
ん
深
く
影
響
さ
れ
た
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
私
は
萩
原
朔
太
郎
と
金
子
光
晴
の
名
前
を
挙
げ
る
。
し
か

し
、
そ
の
時
期
の
な
ん
と
い
う
詩
作
品
が
い
ち
ば
ん
好
き
で
あ
る
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
そ
れ
は
安
西
冬
衛
の
「
春
「
｜
と
題
し
た
一
行

詩
、
「
て
ふ
て
ふ
が
一
匹
鍵
組
海
峡
を
渡
っ
て
行
っ
た
」
で
あ
る
と
答
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
」
と
こ
の
エ
ッ
セ
イ
（
随
筆
で
は

な
く
）
に
近
い
短
篇
を
結
ん
で
い
る
。

清
岡
に
よ
る
と
、
こ
の
一
行
詩
は
片
足
を
失
っ
た
安
西
冬
衛
が
大
連
で
、
一
九
二
四
年
十
一
月
か
ら
ほ
ぼ
三
年
間
、
発
行
し
た

「
亜
」
を
代
表
す
る
最
高
の
傑
作
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
時
期
は
、
満
州
事
変
あ
る
い
は
張
作
森
爆
殺
事
件
以
前
で
あ
っ
て
、
ま
だ
支
那

（
中
国
）
と
の
間
に
亀
裂
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
植
民
地
的
な
生
活
地
盤
を
想
像
さ
せ
る
稀
有
な
背
景
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
一
亜
」
は
口
語
短
詩
や
散
文
詩
へ
の
新
鮮
な
感
覚
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
先
駆
と
な
っ
た
が
、
日
本
の
租
借
地
で
国
際
都
市
、
自

春

て
ふ
て
ふ
が
一
匹
縫
鞄
海
峡
を
渡
っ
て
行
っ
た
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9９ 

つ
け
く
わ
え
る
云
葉
も
な
い
ほ
ど
み
ご
と
な
読
み
で
あ
る
。

夕
爾
は
俳
句
と
の
出
合
い
に
鰯
れ
た
文
章
（
前
掲
、
「
春
灯
」
に
書
い
た
も
の
）
で
一
俳
句
の
枠
を
横
目
に
し
て
の
び
の
び
と
体
操

さ
れ
る
詩
人
岩
佐
さ
ん
の
姿
は
、
ま
こ
と
に
楓
爽
と
新
し
く
私
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
案
外
に
青
春
の
文
学
で
あ
る
ぞ
と
そ
の
時

思
っ
た
」
と
俳
句
を
は
じ
め
た
中
学
時
代
を
回
想
し
て
い
る
。
「
俳
句
を
如
何
に
詩
の
如
く
書
く
か
」
は
、
し
た
が
っ
て
夕
爾
の
持
続

し
た
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
安
西
の
一
春
」
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
「
詩
を
俳
句
の
ご
と
く
如
何
に

由
港
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ふ
う
の
市
街
が
中
心
の
大
連
で
発
行
さ
れ
た
こ
と
が
象
徴
す
る
独
特
に
モ
ダ
ン
な
性
格
を
示
し
た
こ
と
が
重
要
な

の
だ
。
「
凝
縮
さ
れ
た
国
際
性
、
伝
統
的
な
短
歌
や
俳
句
に
通
底
す
る
簡
素
さ
、
そ
し
て
西
欧
の
文
学
、
と
く
に
ジ
ュ
ー
ル
・
ル
ナ
ー

ル
の
あ
る
場
合
の
詩
的
で
簡
潔
な
散
文
の
影
響
、
そ
う
し
た
も
の
が
混
然
と
融
合
し
て
い
た
」
と
清
岡
は
「
亜
」
を
解
説
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
詩
の
初
出
は
、
「
亜
」
第
十
九
号
（
一
九
二
六
年
五
月
）
に
お
い
て
で
、
題
名
は
同
じ
く
一
‐
春
」
で
も
、
「
て
ふ
て
ふ

が
一
匹
間
宮
海
峡
を
渡
っ
て
行
っ
た
」
と
内
容
が
一
部
異
る
。
し
か
も
こ
の
一
行
の
真
下
に
、
「
軍
艦
北
門
ノ
砲
塔
ニ
テ
」
と
い
う
小

さ
な
活
字
が
空
白
を
置
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
作
者
の
視
点
を
明
確
に
示
す
た
め
で
あ
る
。
初
稿
と
定
稿
と
ど
ち
ら
が
い
い
か
、
清
岡

は
「
百
人
の
讃
者
の
う
ち
百
人
が
定
稿
を
断
然
い
い
と
す
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

間
宮
海
峡
と
鍵
組
海
峡
で
は
こ
の
場
合
、
鍵
組
海
峡
と
い
う
名
称
の
方
が
遙
か
に
奔
放
な
抽
象
性
を
孕
ん
で
資
的
に
一
段
と
高
い

詩
美
を
も
つ
し
、
添
書
き
に
よ
る
軍
艦
の
導
入
は
、
か
え
っ
て
詩
の
規
模
を
小
さ
く
し
、
讃
者
の
想
像
を
狭
苦
し
く
さ
せ
よ
う
。

定
稿
自
体
に
お
け
る
決
定
的
な
魅
力
の
一
つ
を
指
摘
す
る
な
ら
、
｜
春
」
と
い
う
季
節
に
お
け
る
「
て
ふ
て
ふ
が
一
匹
」
と
「
鍵

組
海
峡
」
の
鮮
烈
を
き
わ
め
る
対
比
で
あ
る
。
若
々
し
く
可
憐
で
孤
独
な
生
命
の
飛
翔
と
、
激
浪
か
凪
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
国
際
関

係
の
不
安
も
漂
わ
せ
て
、
い
つ
危
難
の
移
動
を
生
じ
さ
せ
る
か
わ
か
ら
な
い
自
然
。
「
て
ふ
て
ふ
」
と
い
う
身
近
で
優
し
い
昆
虫
を

ア
ン
テ
ィ
ー
ム
に
か
た
ど
る
軽
軽
と
し
た
平
仮
名
と
、
｜
鍵
粗
」
と
い
う
古
代
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
野
蛮
あ
る
い
は
武
勇
ま
で
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
連
想
さ
せ
る
重
々
し
い
漢
字
。
そ
う
し
た
対
照
が
い
ろ
い
ろ
と
劇
的
な
形
で
生
じ
て
こ
よ
う
。
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1００ 
完
壁
に
書
く
か
」
の
試
み
が
意
識
、
無
意
識
に
か
か
わ
ら
ず
徹
底
し
て
な
さ
れ
た
上
の
成
果
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
が
、
夕
爾
に
よ
る

こ
う
し
た
指
摘
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
三
年
前
の
一
九
九
三
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
「
寒
い
遺
産
」
と
題
し
て
木
下
夕
爾
の
人
と
詩

が
放
映
さ
れ
た
際
、
さ
さ
や
か
れ
た
の
が
「
寒
い
遺
産
」
と
題
す
る
詩
論
の
遺
稿
が
み
つ
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
っ
そ
く
心
あ

た
り
の
人
に
お
尋
ね
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
も
問
い
合
せ
た
が
、
み
つ
か
ら
ず
、
放
映
さ
れ
た
内
容
に
も
そ
れ
に
つ
い
て
鯛
れ
た
と
こ
ろ
は
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
夕
爾
は
俳
句
を
”
寒
い
遺
産
“
と
感
じ
て
対
し
て
い
た
と
勝
手
に
想
像
す
る
し
か
な
い
が
、
”
寒
い
“
と
い
う
云

葉
は
夕
爾
に
お
い
て
は
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
つ
れ
に
〃
生
き
が
た
さ
”
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
る
。
夕
爾
の
俳
句
へ
の
か

か
わ
り
を
視
点
を
変
え
て
見
る
た
め
に
、
夕
爾
の
死
の
前
後
に
夕
爾
の
詩
に
つ
い
て
書
か
れ
た
、
詩
人
以
外
の
人
の
文
章
を
み
よ
う
。

一
つ
は
、
夕
爾
の
俳
句
へ
の
か
か
わ
り
は
、
一
極
言
す
れ
ば
、
俳
句
と
い
う
ま
こ
と
に
日
本
的
な
そ
し
て
伝
統
的
な
詩
型
へ
の
、
一
時
的

避
難
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
あ
の
き
び
し
い
思
想
と
言
論
の
弾
圧
下
に
あ
っ
て
、
短
歌
と
と
も
に
俳
句
の
世
界
は
他
の
文
芸

と
く
ら
べ
て
比
較
的
安
全
地
帯
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
」
（
清
水
凡
平
「
木
下
夕
爾
小
伝
」
）
と
い
う
も
の
。
い
ま
一
つ
は
、

「
夕
爾
氏
（
蛆
）
は
若
い
こ
ろ
か
ら
現
実
の
傍
観
者
を
心
が
け
て
き
た
の
だ
が
、
戦
中
戦
後
は
さ
す
が
傍
観
者
を
き
め
こ
む
わ
け
に
は

い
か
ず
、
し
た
が
っ
て
詩
も
か
け
な
か
っ
た
。
Ｌ
（
中
国
新
聞
１
９
６
４
．
６
．
肘
）
と
い
っ
た
視
点
で
あ
る
。
当
時
も
そ
の
後
も
夕
爾

が
闘
っ
て
い
た
の
は
、
い
か
に
表
す
か
の
問
題
で
、
思
想
と
行
動
、
そ
れ
を
導
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
が
、
例
外
を

除
い
て
こ
の
国
の
読
み
手
は
そ
れ
を
け
っ
し
て
解
さ
な
い
。
”
杼
情
詩
な
ど
を
作
る
よ
り
田
を
作
れ
“
と
い
う
周
囲
の
暗
黙
の
眼
の
中

で
井
伏
鱒
二
の
『
厄
除
け
詩
集
』
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
『
東
京
行
』
（
一
九
四
九
）
は
書
か
れ
た
。
終
戦
後
四
年
を
経
た
復
興
と
食
べ

る
こ
と
に
懸
命
だ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
「
そ
れ
で
も
詩
文
学
へ
の
想
い
は
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
ま
た
ま
家
の
近
く
で

開
か
れ
て
い
た
俳
句
の
会
に
出
た
の
が
、
俳
句
へ
の
出
発
で
し
た
」
と
兄
、
卓
司
氏
は
語
っ
て
い
る
。
（
前
掲
一
木
下
夕
爾
小
伝
」
）

前
に
も
ふ
れ
た
が
、
夕
爾
は
、
句
作
に
お
い
て
、
た
し
か
に
”
俳
句
を
詩
の
よ
う
に
書
く
”
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
多
く
の
句
集
も
読

ん
で
い
る
。
虚
子
も
例
外
で
は
な
く
一
大
野
氏
の
箸
で
戦
前
に
三
省
堂
か
ら
出
た
『
現
代
の
秀
句
』
『
高
浜
虚
子
』
な
ど
を
私
は
ず
い

ぶ
ん
愛
讃
し
た
」
（
「
福
山
雑
記
（
１
）
」
）
と
書
き
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
俳
句
の
俳
句
性
を
あ
く
ま
で
尊
重
し
た
こ
と
は
書
き
残
し

た
文
章
に
散
見
す
る
し
、
新
興
俳
句
に
加
わ
る
人
に
は
異
和
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
前
項
で
ふ
れ
た
。
俳
句
の
師
、
久
保
田
万
太
郎
よ
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1０１ 
り
も
、
文
芸
の
師
、
人
生
の
師
と
し
て
夕
爾
が
私
淑
し
て
や
ま
な
か
っ
た
井
伏
鱒
二
は
芭
蕉
を
俳
聖
と
し
て
よ
り
は
、
詩
人
と
見
、
文

芸
の
師
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
郷
里
へ
の
疎
界
生
活
を
ひ
き
あ
げ
る
際
、
夕
爾
た
ち
と
の
別
れ
の
気
持
に
も
そ
れ
は
あ
ら
わ
れ

て
、
「
野
ざ
ら
し
紀
行
の
芭
蕉
の
気
持
ち
だ
」
（
木
下
夕
爾
一
井
伏
鱒
二
先
生
の
こ
と
ど
も
」
）
と
小
芭
蕉
を
ふ
る
ま
っ
て
み
せ
る
の

だ
。
こ
の
文
章
の
中
で
夕
爾
は
、
「
い
つ
だ
っ
た
か
先
生
（
井
伏
鱒
二
）
は
某
洋
画
家
の
福
徳
円
満
ぶ
り
を
た
た
え
て
、
〈
訪
問
の
帰
途

ひ
と
り
で
に
笑
い
の
こ
み
上
げ
て
く
る
よ
う
な
人
柄
だ
っ
た
。
あ
ん
な
ふ
う
に
な
り
た
い
〉
と
も
ら
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
私

な
ど
は
、
い
つ
も
あ
ま
え
た
気
持
ち
で
、
先
生
の
一
種
と
ぼ
け
た
よ
う
な
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
雰
囲
気
に
、
つ
い
も
た
れ
か
か
ろ
う
と
す

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
て
恥
じ
い
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
｜
と
往
事
を
し
の
ぶ
の
だ
。
山
本
健
吉
が
格
調
高
く
「
正
風
の

つ
れ
し
ゆ
う

ほ
う
じ
ゆ
ん
か
も

連
衆
と
は
、
座
の
空
気
の
純
一
な
塵
皐
醇
さ
を
醸
し
出
す
た
め
の
情
念
の
訓
練
に
於
て
有
資
格
者
た
る
べ
き
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
座
の

空
気
は
人
か
ら
人
へ
、
自
ら
会
得
の
微
笑
を
以
て
感
通
し
合
う
の
で
あ
っ
た
。
」
と
書
い
た
が
、
井
伏
に
と
っ
て
夕
爾
は
ま
さ
に
こ
の

正
風
俳
譜
の
連
衆
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
生
涯
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
山
本
健
吉
は
、
こ
の
正
風
俳
譜
を
念
頭
に
お
い
て
、
俳
譜

と
い
う
唱
和
応
酬
の
文
学
の
持
つ
性
格
を
「
俳
譜
は
挨
拶
で
あ
る
」
と
言
う
。
（
『
俳
譜
の
心
と
方
法
」
）
詩
に
お
い
て
も
小
説
に
お
い

て
も
、
書
き
手
と
読
み
手
の
間
に
唱
和
応
酬
で
き
る
場
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
今
は
こ
の
こ
と
に
は
ふ
れ
な
い
。
そ
れ
よ

り
夕
爾
が
「
こ
の
句
に
対
し
て
の
私
の
戸
惑
い
は
、
「
理
解
」
以
前
の
も
の
で
、
要
す
る
に
自
分
に
は
全
然
俳
句
が
わ
か
っ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
つ
な
が
る
」
（
「
福
山
雑
記
⑪
｜
）
と
ま
で
書
く
虚
子
の
句
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
た
い
。

夕
爾
は
虚
子
に
直
接
会
っ
て
は
い
な
い
が
子
規
の
弟
子
で
秀
れ
た
俳
人
と
し
て
の
虚
子
の
句
を
敬
愛
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
他
の
俳

人
と
か
わ
ら
な
い
。
福
山
の
俳
句
仲
間
と
映
画
を
見
た
こ
と
を
語
っ
た
文
章
を
み
よ
う
。

野
を
焼
い
て
か
へ
れ
ば
燈
下
母
や
さ
し

映
画
「
路
傍
の
石
」
の
中
の
、
母
親
お
れ
ん
、

一
人
息
子
吾
一
の
す
が
た
か
ら
、
私
は
、
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こ
の
文
章
は
つ
づ
い
て
、
〈
独
り
淋
し
ま
わ
り
燈
篭
に
は
ひ
る
べ
く
〉
の
虚
子
の
句
を
あ
げ
、
「
私
個
人
の
感
傷
を
い
え
ば
、
大
野
氏

の
箸
に
、
〈
ま
わ
り
燈
篭
〉
に
関
す
る
詳
し
い
文
章
は
あ
っ
て
も
、
〈
野
焼
〉
の
句
に
全
然
触
れ
て
な
い
点
で
些
か
寂
し
い
気
持
が
し

た
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
（
五
月
十
四
日
。
年
尾
、
比
古
来
る
）
の
前
書
き
の
あ
る
く
山
国
の
蝶
を
荒

し
と
思
わ
ず
や
〉
で
あ
る
。
遇
然
に
も
安
西
の
一
て
ふ
て
ふ
」
と
同
じ
昆
虫
の
蝶
が
漢
字
で
記
さ
れ
て
い
る
句
だ
。
前
書
き
は
、
そ
の

句
の
出
来
た
条
件
、
そ
の
よ
う
な
心
の
動
き
を
示
し
た
現
実
を
読
み
手
に
説
明
す
る
も
の
で
、
こ
れ
が
あ
る
場
合
、
つ
づ
く
句
は
そ
の

ほ

よ
う
な
背
景
に
お
け
る
作
者
の
〈
感
情
の
鋒
〉
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
｝
」
の
虚
子
の
句
は
あ
き
ら
か
に
〈
挨
拶
〉
（
山
本
健
吉
）

で
あ
り
、
〈
存
問
〉
（
虚
子
）
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
”
田
舎
者
の
私
に
も
こ
の
作
、
発
表
当
時
の
俳
壇
的
評
判
の
ほ
ど
が
身
に
し
み
て

い
た
“
だ
け
に
常
に
一
番
目
に
つ
く
が
、
や
は
り
こ
の
句
の
評
価
に
は
困
惑
を
感
じ
る
と
夕
爾
は
言
う
。

と
い
う
句
を
久
し
ぶ
り
に
思
い
出
し
た
。
大
体
大
正
の
初
期
に
生
ま
れ
た
人
は
、
こ
の
映
画
に
出
て
く
る
、
古
風
な
蒸
気
機
関
車
、

人
力
車
、
山
間
の
分
教
場
の
よ
う
な
篝
筒
袖
に
袴
の
小
学
生
、
ｌ
こ
れ
ら
の
場
を
か
な
り
身
近
か
に
思
い
う
か
べ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
「
野
を
焼
い
て
」
の
句
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
環
境
を
設
定
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
も
杼
情
的
な
点
で
か
ね
て
私

の
愛
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
「
福
山
雑
記
⑪
」
）

こ
の
句
は
眼
前
に
飛
ぶ
山
国
の
蝶
を
示
し
て
年
尾
、
比
古
両
人
を
ね
ぎ
ら
う
と
と
も
に
そ
の
よ
ろ
こ
び
を
託
し
た
句
だ
。
眼
前
の

も
の
を
一
見
無
雑
作
に
と
ら
え
、
こ
れ
を
一
句
に
す
る
こ
と
は
虚
子
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
。
虚
子
の
心
は
弾
ん
で
お
り
、
自
由

む
げ
ふ
う
き
う
ざ
ま

無
擬
の
風
狂
の
態
が
認
め
ら
れ
る
。
眼
前
飛
ぶ
は
人
も
お
そ
れ
ぬ
げ
に
飛
ぶ
蝶
、
四
国
の
山
々
も
、
よ
う
や
く
冬
の
固
い
装
い
を

解
い
て
い
る
。
相
逢
う
客
と
主
人
の
心
は
こ
の
蝶
に
よ
っ
て
一
つ
に
ほ
ぐ
れ
て
ゆ
く
。
…
…

｜
「
虚
子
秀
句
鑑
賞
」
の
中
に
は
右
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
上
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
な
お
こ
の
句
に
対
し
て
の

と
主
些
、
、
、
、
、
、
、
、

私
に
あ
る
戸
惑
い
は
「
理
解
」
以
前
の
も
の
で
、
要
す
る
に
自
分
に
は
全
然
俳
句
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
（
傍
点
筆
者
）

（
１
９
５
９
年
７
月
一
「
福
山
雑
記
⑪
』
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、
、
、
、
、
、
、

「
理
解
」
以
前
の
も
の
と
は
、
お
そ
ら
く
他
者
に
対
す
る
関
係
の
も
ち
方
を
指
し
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
私
に
は
、
こ
れ
を
井

伏
鯛
二
の
宅
を
は
る
ば
る
訪
ね
た
夕
爾
に
お
き
か
え
る
と
、
想
像
も
つ
か
な
い
が
、
虚
子
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
虚
子
な
ら

い
き
お
い
よ
く
飛
ぶ
蝶
を
指
し
て
、
は
る
ば
る
訪
ね
た
客
人
に
自
ら
の
壮
健
を
示
し
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
王
国
の
繁
栄
を
示
し
た
と
も
読
め

る
か
ら
だ
。
夕
爾
は
こ
う
し
た
虚
子
に
は
詩
人
を
感
じ
ら
れ
な
い
の
み
か
、
生
理
的
に
も
拒
否
反
応
が
お
き
る
の
か
。

虚
子
に
つ
い
て
は
多
く
の
文
献
が
あ
り
、
死
か
ら
三
十
年
近
く
た
っ
た
今
も
そ
れ
は
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
、
と
く
に
虚
子
に
対

し
て
は
敵
視
す
る
か
い
ま
だ
に
崇
め
ま
つ
る
か
の
両
極
端
の
態
度
が
目
立
つ
。
田
辺
聖
子
に
杉
田
久
女
（
虚
子
門
下
）
を
書
い
た
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
近
い
小
説
が
あ
る
。
こ
の
小
説
に
よ
っ
て
私
は
杉
田
久
女
の
除
籍
の
い
き
さ
つ
、
久
女
に
と
っ
た
そ
の
後
の
虚
子
の

態
度
を
知
ら
さ
れ
た
。
こ
の
小
説
は
あ
く
ま
で
作
者
の
推
理
と
し
て
描
か
れ
た
虚
子
像
で
あ
る
が
、
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
て
田
辺
聖

子
の
作
家
と
し
て
の
力
量
を
感
じ
さ
せ
る
。

俳
句
雑
誌
「
古
志
」
代
表
の
若
い
二
九
五
○
年
生
）
長
谷
川
擢
は
、
「
田
辺
氏
の
本
の
な
か
に
は
黒
汁
の
よ
う
な
不
気
味
な
虚
子

「
虚
子
を
勉
強
し
て
い
る
と
、
と
き
ど
き
不
気
味
な
虚
子
に
出
合
う
。
久
女
の
場
合
だ
け
に
限
ら
な
い
。
虚
子
に
と
っ
て
は
、
俳
句

と
ホ
ト
ト
ギ
ス
玉
鬮
と
ど
ち
ら
が
大
切
だ
っ
た
の
か
・
俳
人
だ
っ
た
の
か
、
権
力
の
妄
者
で
あ
っ
た
の
か
ｌ
そ
ん
な
疑
問
が
噸
を
も

俳
句
雑
誌
「
古
十

が
い
る
」
と
い
う
。

余
り
に
も
現
世
的
な
姿
の
虚
子
。
そ
れ
は
た
い
て
い
、
暗
く
て
大
き
く
て
、
不
敵
な
笑
い
を
浮
か
べ
て
い
る
。
黒
い
虚
子
。
こ
う
い

う
虚
子
は
な
か
な
か
好
き
に
な
れ
な
い
」
（
『
俳
句
の
宇
宙
ご
と
。

し
か
し
、
長
谷
川
は
一
俳
人
で
あ
っ
た
の
か
、
権
力
の
妄
者
で
あ
っ
た
の
か
、
二
者
択
一
で
割
り
切
れ
な
い
と
こ
ろ
に
虚
子
の
ほ
ん

と
う
の
難
し
さ
、
面
白
さ
が
あ
る
こ
と
を
も
示
す
。
｜
虚
子
の
な
か
で
は
、
よ
き
俳
句
作
家
と
冷
酷
な
権
力
者
と
が
、
た
だ
表
面
上
だ

け
で
な
く
、
深
い
と
こ
ろ
で
融
合
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
と
句
を
あ
げ
て
解
く
の
だ
。

た
げ
て
く
る
。

去
年
今
年
貫
く
棒
の
如
き
も
の
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政
治
学
者
。
丸
山
真
男
は
『
古
事
記
』
の
冒
頭
、
宇
宙
創
生
神
話
の
書
き
出
し
の
部
分
に
、
日
本
人
の
歴
史
意
識
の
－
１
古
層
」
を
讃

み
と
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
日
本
人
の
歴
史
意
識
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
い
き
お
い
よ
く
次
々
に
生

一
句
一
句
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
対
象
を
と
ら
え
、
さ
ま
ざ
ま
の
姿
を
と
る
。
が
、
底
の
方
に
共
通
し
て
読
み
と
れ
る
の
は
一
力
」
で

あ
る
。
そ
の
一
力
」
は
「
棒
の
如
き
も
の
」
か
ら
「
遊
び
ご
出
ろ
」
へ
、
性
的
な
輝
き
か
ら
一
輪
の
花
へ
、
変
幻
を
つ
づ
け
る
。

こ
の
虚
子
の
句
の
底
に
あ
る
「
力
」
と
同
じ
、
「
力
」
が
、
と
き
お
り
、
虚
子
の
実
生
活
の
上
に
も
、
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
現
世
の
悪
の
様
相
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。

虚
子
が
、
こ
の
よ
う
な
「
力
」
の
放
窓
を
自
分
で
抑
え
る
こ
と
は
な
い
。
現
世
の
善
悪
の
色
分
け
は
、
虚
子
に
と
っ
て
、
あ
ま
り

意
味
が
な
い
。
善
で
あ
ろ
う
と
、
悪
で
あ
ろ
う
と
「
力
」
の
お
も
む
く
ま
ま
に
、
な
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
虚
子
は
、
た
だ
、
面

白
い
と
思
っ
て
Ｉ
「
遊
び
ど
こ
ろ
」
で
ｌ
眺
め
入
る
．
そ
れ
は
、
白
牡
丹
の
化
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
自
分
も
含
め
た
現
実

の
人
間
模
様
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。

虚
子
は
、
善
悪
を
超
越
し
た
、
こ

し
、
受
容
す
る
。
（
『
俳
句
の
宇
宙
上

夕
爾
は
こ
れ
ら
の
句
を
ど
う
受
け
と
め
る
だ
ろ
う
か
。
長
谷
川
樅
は
次
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
。

白
牡
丹
と
い
ふ
と
い
へ
ど
も
紅
ほ
の
か

春
の
山
屍
を
う
め
て
空
し
か
り

紅
梅
の
紅
の
通
へ
る
幹
な
ら
ん

世
の
中
を
遊
び
ど
こ
ろ
や
氷
柱
折
る

風
生
と
死
の
話
し
て
涼
し
さ
よ

こ
の
よ
う
な
「
力
」
を
讃
美
し
、
信
仰
す
る
。
そ
し
て
そ
の
一
力
」
に
支
え
ら
れ
た
現
実
を
肯
定
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成
す
る
も
の
へ
の
讃
美
が
「
執
勧
な
持
続
低
音
」
と
な
っ
て
鳴
り
響
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
古
層
」
が
勢
力
へ
の
讃
美
と
現
実
へ

の
楽
観
ｌ
ｌ
そ
の
裏
側
で
の
価
値
判
断
の
排
除
と
客
観
主
義
の
傾
向
を
生
ん
で
き
た
と
い
う
の
だ
。
こ
の
丸
山
氏
の
論
考
は
日
本
人
の

歴
史
意
識
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、
丸
山
氏
が
指
摘
す
る
一
‐
白
眉
」
は
歴
史
意
識
だ
け
に
限
ら
ず
、
日
本
人
の
発
想
全
体
に
あ
て
は
め

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
長
谷
川
は
述
べ
、
「
こ
の
考
え
方
が
、
も
っ
と
も
よ
く
当
て
は
ま
る
の
が
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
王
国
で
あ
り
、
虚

子
の
俳
句
で
あ
る
と
思
う
一
と
話
を
展
開
す
る
。

俳
句
と
い
う
文
芸
の
世
界
に
、
一
時
的
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
一
王
国
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
が
出
現
し
た
の
か
。

虚
子
の
唱
え
た
一
客
観
写
生
１
－
が
あ
れ
ほ
ど
の
支
持
を
集
め
の
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
。

丸
山
氏
の
い
う
「
古
層
」
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
の
解
決
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。

思
う
に
虚
子
の
「
客
観
写
生
」
は
、
虚
子
が
自
然
や
宇
宙
の
も
っ
て
い
る
カ
ー
「
い
き
お
い
」
を
俳
句
の
十
七
字
の
上
に
解
放
し
よ

う
と
し
た
、
そ
の
こ
と
の
裏
側
な
の
で
あ
る
。
虚
子
は
、
今
の
現
実
を
肯
定
し
受
容
す
る
。
自
然
や
宇
宙
の
ま
っ
す
ぐ
な
力
を
、
人
間

の
価
値
判
断
で
汚
す
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
十
七
字
に
す
く
い
と
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
の
主
観
の
排
除
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
れ
が

「
客
観
写
生
一
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
一
「
客
観
写
生
」
の
表
側
に
あ
る
も
の
を
、
虚
子
は
「
花
鳥
調
詠
」
と
呼
ん
だ
。
「
花
鳥
風
詠
，
｜
と
は
、
人
間
が
自
然
や
宇
宙

の
｜
い
き
お
い
」
と
一
体
に
な
っ
て
、
そ
の
「
い
き
お
い
」
の
表
わ
れ
で
あ
る
花
や
鳥
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
ほ
め
た
た
え
る

た
け

｝
」
と
。
｜
麓
芽
の
如
く
萌
え
鵬
る
物
」
へ
の
讃
歌
の
こ
と
だ
。

長
谷
川
擢
の
指
摘
通
り
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
王
国
と
は
、
〈
い
き
お
い
〉
を
た
た
え
る
虚
子
の
俳
句
と
俳
句
観
の
、
子
弟
関
係
へ
の
自
然

な
延
長
で
あ
り
反
映
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
背
最
を
共
有
す
る
時
、
〈
山
国
の
蝶
を
荒
し
と
思
わ
ず
や
〉
は
虚
子
の
秀
句
と
な

る
の
だ
。

「
い
き
お
い
」
よ
り
は
自
然
の
か
す
か
な
音
色
を
「
価
値
判
断
の
排
除
一
よ
り
宇
宙
の
真
実
の
う
な
が
し
に
耳
を
す
ま
す
こ
と
で
単
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、
、
、
、

独
者
と
し
て
思
索
し
よ
う
と
し
た
夕
爾
が
、
〈
山
国
の
…
…
〉
の
句
に
理
解
以
前
と
一
一
一
一
口
い
き
っ
た
の
‐
も
当
然
で
あ
る
。

長
谷
川
は
さ
ら
に
、
「
俳
句
を
〈
花
鳥
調
詠
〉
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
虚
子
の
考
え
方
を
評
価
す
る
に
し
て
も
、
し
な
い
に
し
て

も
、
虚
子
に
と
っ
て
の
〈
花
鳥
楓
詠
〉
と
は
古
臭
い
こ
と
で
も
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
な
く
、
偉
大
な
花
鳥
を
よ
む
偉
大
な
作
業
で

あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
押
さ
え
て
、
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
〈
花
鳥
調
詠
〉
も
そ
の
裏
側
の
〈
客
観
写
生
〉
も
、
虚
子
は

〈
津
波
の
如
く
常
に
身
辺
に
押
し
寄
せ
つ
狸
あ
る
〉
宇
宙
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
”
場
“
で
唱
え
た
の
だ
。
」
と
述
べ
、
虚
子
の
句
を

宇
宙
と
と
も
に
あ
る
思
想
と
し
て
の
「
花
鳥
調
詠
一
と
み
な
し
、
「
虚
子
は
、
〈
花
鳥
調
詠
詩
〉
と
し
て
の
俳
句
を
、
地
球
文
化
全
体
の

な
か
で
も
堂
々
と
通
用
す
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
」
と
推
察
す
る
。

句
の
中
に
句
の
詩
魂
を
見
出
す
の
が
詩
人
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
詩
魂
は
俳
人
よ
り
も
孤
独
な
挑
戦
者
で
あ
る
詩
人
の
も
の

、
、
、
、

で
あ
る
こ
と
を
夕
爾
の
「
理
解
以
前
」
と
い
う
拒
否
の
言
葉
は
示
し
て
い
る
。
安
西
冬
衛
の
詩
「
春
」
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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