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『
杉
田
久
女
句
集
』
を
読
む
︱
︱
ガ
イ
ノ
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
視
点
か
ら

岡
田
一
実

Ⅰ

は
じ
め
に

谺
し
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
し
い
ま
ゝ

杉
田
久
女

俳
句
史
を
代
表
す
る
こ
の
句
は
、
杉
田
久
女
『
杉
田
久
女
句
集
』（
石
昌
子
編
・
角
川
書
店
、
昭
二
七
）

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。〈
花
衣
ぬ
ぐ
や
ま
つ
は
る
紐
い
ろ
〳
〵
〉〈
朝
顔
や
濁
り
初
め
た
る
市
の
空
〉〈
紫

陽
花
に
秋
冷
い
た
る
信
濃
か
な
〉な
ど
、現
代
で
も
人
口
に
膾
炙
す
る
名
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
句
集
だ
。

本
稿
で
は
『
杉
田
久
女
句
集
』
を
通
読
し
、「
女
性
の
俳
句
」
と
し
て
ど
う
い
っ
た
作
品
が
多
く
照
射
さ

れ
て
き
て
、
ど
う
い
っ
た
俳
句
が
見
落
と
さ
れ
や
す
か
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

Ⅱ

「
台
所
俳
句
」
か
ら
久
女
へ
の
潮
流

明
治
時
代
、
俳
句
を
詠
む
女
性
は
少
な
く
、
伝
統
的
に
俳
句
は
男
性
の
文
芸
と
さ
れ
て
い
た
。
散
文
に

関
心
が
移
り
、
俳
句
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
高
浜
虚
子
は
、
明
治
末
期
に
俳
壇
に
復
帰
し
て
、
女
性
に
も

俳
句
を
勧
め
よ
う
と
考
え
た
。
ま
ず
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
二
年
六
月
号
に
、
長
谷
川
か
な
女
幹
事
の

も
と
、
婦
人
の
み
の
題
詠
一
〇
句
集
欄
を
設
け
た
。
続
い
て
、
大
正
五
年
一
〇
月
号
に
、「
台
所
に
関
す

る
も
の
を
題
と
せ
る
句
を
募
る
」
と
女
性
に
限
定
し
て
募
集
し
、
同
一
二
月
か
ら
台
所
雑
詠
と
し
て
入
選

句
を
発
表
し
た
。
並
行
し
て
、
第
一
次
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
婦
人
句
会
」
も
始
ま
り
、
女
性
俳
句
は
大
き
く
開

花
し
て
い
っ
た
。

当
時
の
女
性
作
家
の
作
品
は
ど
う
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

長
谷
川
か
な
女
は
明
治
二
〇
年
生
ま
れ
で
、
久
女
よ
り
三
歳
年
上
。
婿
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
零
余

子
と
と
も
に
俳
句
に
励
ん
だ
。
虚
子
が
雑
詠
選
集
か
ら
精
鋭
を
選
ぶ
「
進
む
べ
き
俳
句
の
道
」
に
入
集
し

た
中
で
は
唯
一
の
女
性
作
家
で
あ
る
。

羽
子
板
の
重
き
が
う
れ
し
突
か
で
立
つ

長
谷
川
か
な
女

虚
子
は
、
か
な
女
の
〈
時
鳥
女
は
も
の
ゝ
文
秘
め
て
〉〈
汐
上
げ
て
淋
し
く
な
り
ぬ
澪
標
〉
な
ど
を
、「
女

で
な
け
れ
ば
感
じ
得
な
い
情
緒
」
と
し
、〈
切
れ
凧
の
敵
地
へ
落
ち
て
鳴
り
止
ま
ず
〉
な
ど
を
、
非
常
に

力
強
い
「
女
と
思
え
な
い
句
」
と
分
類
し
た
（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』、
大
五
・
一
〇
）。

竹
下
し
づ
の
女
も
明
治
二
〇
年
生
ま
れ
だ
。

短
夜
や
乳
ぜ
り
泣
く
児
を
須
可
捨
焉
乎
（
す
て
つ
ち
ま
を
か
）

竹
下
し
づ
の
女

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
九
年
八
月
号
の
巻
頭
で
あ
る
。
投
句
開
始
か
ら
一
年
半
足
ら
ず
の
作
で
あ
っ
た

が
、
久
女
・
か
な
女
と
並
ん
で
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
掲
句
は
主
に
男
性
作
家
か
ら
「
母
親
失
格
」

「
鬼
の
よ
う
な
母
親
」「
万
葉
仮
名
を
使
用
し
た
知
識
の
ひ
け
ら
か
し
」
な
ど
と
激
し
く
攻
撃
を
受
け
た

（
寺
井
谷
子
「
激
し
く
瞬
時
を
生
き
て
」『
鑑
賞

女
性
俳
句
の
世
界

第
一
巻
』
角
川
学
芸
出
版
、
平
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二
〇
）。

一
方
で
、
久
女
は
掲
句
を
「
近
代
思
想
を
よ
め
る
句
」
と
分
類
し
、
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

乳
た
ら
ず
か
或
は
ひ
よ
わ
児
か
。
火
の
様
に
乳
責
り
な
く
児
を
、
短
夜
の
母
は
寝
も
や
ら
で
、
も

て
あ
ま
し
、
は
て
は
い
つ
そ
捨
つ
ち
ま
ほ
う
か
と
さ
へ
い
ら
〳
〵
す
る
母
の
焦
慮
と
当
惑
と
を
、
須

可
捨
焉
乎
と
い
ふ
言
葉
で
現
は
し
て
ゐ
る
の
は
甘
（
う
ま
）
い
と
思
ふ
。

（
杉
田
久
女
「
大
正
女
流
俳
句
の
近
代
的
特
色
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』、
昭
三
・
二
）

し
づ
の
女
の
俳
句
の
思
想
的
大
胆
さ
や
自
由
さ
を
共
感
的
に
解
釈
し
な
が
ら
、
冷
静
に
技
術
を
見
極
め

た
評
で
あ
る
。

久
女
の
俳
句
が
初
め
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
載
っ
た
の
は
、
大
正
六
年
、
第
二
回
目
の
台
所
雑
詠
欄
で

あ
る
。鯛

を
料
る
に
俎
板
せ
ま
き
師
走
か
な

杉
田
久
女

〈
せ
ま
き
〉
と
い
う
把
握
が
鋭
い
。
豪
盛
な
鯛
の
質
感
や
生
々
し
い
彩
り
が
年
末
の
慌
た
だ
し
さ
の
中

に
置
か
れ
、
手
間
の
中
の
華
や
ぎ
を
表
現
し
て
い
る
。
の
ち
の
久
女
に
つ
な
が
る
原
点
で
あ
ろ
う
。

今
日
で
は
、「
台
所
雑
詠
」
と
標
榜
し
、
厨
事
に
限
定
し
て
女
性
の
俳
句
を
集
め
る
こ
と
は
、
固
定
的

な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
と
性
差
別
的
な
規
範
の
押
し
つ
け
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
得
る
。
当
時
の
多
く
の
女
性

達
は
社
会
規
範
の
圧
力
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
結
婚
し
、
出
産
し
、「
家
」
と
ケ
ア
労
働
に
拘
束
さ
れ
、

自
由
を
制
限
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
俳
句
創
作
の
機
会
が
女
性
に
開
か
れ
た
の
だ
。
家
事
育
児

へ
の
従
事
か
ら
決
し
て
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
周
囲
の
監
視
や
、
自
己
規
範
の
制
約
は
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
機
会
は
、
詩
心
を
解
放
し
た
上
で
自
作
の
評
価
も
問
う
こ
と
の
で
き
る
輝
か
し
い

希
望
と
し
て
、
彼
女
た
ち
の
目
に
映
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
当
時
、
厨
事
や
女
性
特
有
の
装
飾
品
、
髪
な
ど
の
身
体
や
心
情
、
そ
れ
ら
の
関
心
の
傾
向
性
を

「
女
性
性
」
と
見
做
す
、
自
明
の
如
く
扱
う
社
会
構
造
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
女
性
俳
人
の
多
く
も
、

「
女
性
性
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
重
く
見
た
。
こ
こ
に
「
行
為
主
体
性
（agency

）」
を
見
出
せ
る
。

「
行
為
主
体
性
（agency

）」
と
は
、
社
会
構
造
に
対
す
る
個
人
の
主
体
性
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
つ

い
て
、
社
会
学
者
の
佐
藤
文
香
は
、「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
思
想
的
潮
流
の
中
で
、
自
己
決
定
権
を
備
え

た
個
と
し
て
の
主
体
概
念
が
解
体
さ
れ
た
後
に
登
場
し
た
重
要
な
概
念
」
と
位
置
づ
け
、
次
の
よ
う
に
分

析
す
る
。ミ

シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
示
し
た
よ
う
に
、
人
が
主
体(subject)

に
な
る
と
は
既
存
の
秩
序
へ

の
服
属(subject

to)

の
過
程
で
あ
る
が
、
主
体
を
言
説
実
践
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

言
説
実
践
の
遂
行
に
よ
り
事
後
的
に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
ま
っ
た
き
能
動
性
も

ま
っ
た
き
受
動
性
も
回
避
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
概
念
だ
っ

た
。
言
説
実
践
の
媒
体
で
あ
る
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
は
、
既
存
秩
序
の
再
生
産
の
み
な
ら
ず
、
攪
乱

や
変
革
の
可
能
性
も
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

（
佐
藤
文
香
「
戦
争
と
性
暴
力
︱
︱
語
り
の
正
当
性
を
め
ぐ
っ
て
」
上
野
千
鶴
子
／
蘭
信
三
／
平

井
和
子
編
『
戦
争
と
性
暴
力
の
比
較
史
へ
向
け
て
』
岩
波
書
店
、
平
三
〇)

。
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ま
た
、
同
書
で
、
三
名
の
編
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

女
性
史
の
挑
戦
は
、
無
力
化
さ
れ
犠
牲
者
化
さ
れ
た
女
性
と
い
う
「
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
を
歴
史
に
取

り
戻
す(restore

w
om

en's
agency

to
history)

」
実
践
だ
っ
た
。

（
編
者
「
は
じ
め
に
︱
︱
戦
争
と
性
暴
力
の
比
較
史
に
向
け
て
」
同
掲
書)

。

当
時
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
は
、
男
性
主
宰
・
高
浜
虚
子
が
選
句
を
し
、
同
人
や
会
員
が
そ
れ
を
元
に
研

鑽
す
る
と
い
う
、
序
列
を
有
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
家
父
長
制
と
親
和
性
が
高
い
。
そ
し

て
、
新
奇
の
参
加
者
た
る
女
性
の
「
女
性
性
」
を
批
評
・
教
育
す
る
の
は
、
男
性
が
多
い
と
い
う
傾
向
が

あ
っ
た
。
久
女
を
単
な
る
そ
の
秩
序
の
犠
牲
者
と
し
て
で
は
な
く
、「
行
為
主
体
性
」
を
有
す
る
人
間
と

し
て
捉
え
る
視
点
が
、
彼
女
の
作
品
を
歴
史
的
に
眺
め
る
た
め
に
も
、
非
常
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ

久
女
の
代
表
作
と
評
価

久
女
の
略
歴

（1）杉
田
久
女
は
明
治
二
三
年
、
鹿
児
島
に
生
ま
れ
る
。
沖
縄
、
台
北
と
転
居
を
し
た
後
、
東
京
女
子
高
等

師
範
附
属
お
茶
の
水
高
等
女
学
校
に
入
学
し
、
卒
業
す
る
。
明
治
四
二
年
、
東
京
上
野
美
術
学
校
西
洋
科

出
身
の
杉
田
宇
内
と
結
婚
。
宇
内
の
中
学
校
教
師
奉
職
の
た
め
、
福
岡
の
小
倉
へ
移
住
を
し
た
。
大
正
五

年
、
次
兄
で
俳
人
の
赤
堀
月
蟾
（
渡
邊
水
巴
門
下
）
よ
り
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
翌
年
よ
り
俳
壇
の
主
流
結

社
で
あ
っ
た
高
浜
虚
子
主
宰
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
投
句
を
始
め
る
。
虚
子
と
初
め
て
会
っ
た
の
も
こ
の
時

期
で
あ
る
。
大
正
九
年
、
父
の
納
骨
に
行
き
、
腎
臓
病
を
患
っ
て
実
家
に
留
ま
っ
た
の
を
機
に
、
離
婚
問

題
に
発
展
。
母
さ
よ
か
ら
「
子
ど
も
の
た
め
に
辛
抱
し
て
、
夫
が
俳
句
を
嫌
う
の
な
ら
俳
句
を
や
め
る
よ

う
に
」
と
説
得
を
受
け
た
。
大
正
一
一
年
、
夫
婦
揃
っ
て
洗
礼
を
受
け
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
り
、
俳
句

を
趣
味
の
程
度
に
留
め
て
い
た
が
、
大
正
一
五
年
に
は
教
会
か
ら
離
れ
、
俳
句
に
専
心
す
る
気
持
ち
を
固

め
た
。
昭
和
六
年
、
帝
国
風
景
院
賞
金
賞
二
〇
句
に
〈
谺
し
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
し
い
ま
ゝ
〉
で
入
選
。

昭
和
七
年
、
女
性
作
家
だ
け
の
俳
誌
『
花
衣
』
を
創
刊
。
俳
句
の
世
界
で
の
女
性
の
地
位
向
上
を
目
指
す

が
、
同
年
五
号
で
廃
刊
す
る
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
〇
月
号
よ
り
同
人
と
な
る
。
昭
和
八
年
よ
り
、
句
集

上
梓
に
向
け
て
活
動
し
、虚
子
の
序
文
を
要
請
す
る
も
希
望
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。昭
和
一
一
年
、

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
同
人
を
削
除
さ
れ
る
。
理
由
は
不
明
。
昭
和
二
〇
年
一
〇
月
、
福
岡
県
立
筑
紫
保
養
院

に
入
院
す
る
も
、
翌
昭
和
二
一
年
、
一
月
二
一
日
に
逝
去
。
死
因
は
、
戦
時
下
で
極
度
に
食
糧
事
情
が
悪

か
っ
た
た
め
の
栄
養
失
調
（
平
畑
静
塔
説
）
と
も
、
栄
養
慢
性
甲
状
腺
炎
（
橋
本
病
）（
寺
岡
葵
説
）
と

も
推
測
さ
れ
て
い
る
。
享
年
五
六
歳
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
三
年
、
虚
子
が
「
国
子
の
手
紙
」（『
文
体
』

昭
二
三
・
一
二
）
を
発
表
す
る
。
創
作
と
断
り
が
あ
る
が
、
主
人
公
「
国
子
」
の
手
紙
は
実
際
の
久
女
の

も
の
で
、
久
女
が
相
手
の
迷
惑
を
顧
み
ず
支
離
滅
裂
な
手
紙
を
送
り
つ
け
る
「
を
か
し
い
」
状
態
に
あ
っ

た
と
印
象
づ
け
る
小
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
久
女
狂
気
説
が
広
ま
っ
た
。
昭
和
二
七
年
、
長
女
石
昌

子
に
よ
り
『
杉
田
久
女
句
集
』（
角
川
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
る
。
序
は
高
浜
虚
子
。
久
女
へ
の
賛
辞
と
と

も
に
「
行
動
に
や
ゝ
不
可
解
な
も
の
が
あ
り
」、「
精
神
分
裂
の
度
を
早
め
」
な
ど
の
否
定
的
な
言
葉
が

あ
り
、
事
実
誤
認
も
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
次
い
で
、
昭
和
四
四
年
、
虚
子
の
序
文
を
削
除
し
、
石
昌
子

編
『
杉
田
久
女
句
集
（
新
版
）』（
角
川
書
店
）
が
改
め
て
刊
行
さ
れ
た
（『
杉
田
久
女
全
集
』
第
二
巻

立
風
書
房
、
平
元
）（
坂
本
宮
尾
『
真
実
の
久
女
︱
悲
劇
の
天
才
俳
人1890

︱1946

』
藤
原
書
店
、
平
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二
八
）。代

表
作
の
評
価

（2）
花
衣
ぬ
ぐ
や
ま
つ
は
る
紐
い
ろ
〳
〵

杉
田
久
女

掲
句
に
つ
い
て
、
虚
子
は
「
か
う
い
ふ
事
実
は
女
で
な
け
れ
ば
経
験
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
し
、
観
察

し
が
た
い
所
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
此
句
の
如
き
は
女
の
句
と
し
て
男
子
の
模
倣
を
許
さ
ぬ
特
別
の
位
置

に
立
つ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
認
め
る
次
第
で
あ
る
」
と
高
く
評
価
し
た
（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』、
大
八
・
八
）。

中
村
草
田
男
は
「
明
ら
か
に
作
者
は
、
女
性
自
身
と
い
う
自
覚
に
到
達
し
て
お
り
、
女
性
独
特
の
誇
り
を

も
っ
て
、
女
性
独
特
の
体
験
が
活
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
（『
俳
句
講
座

6

現
代
名
句

評
釈
』
明
治
書
院
、
昭
三
三
）。
山
本
健
吉
は
、
掲
句
と
〈
鬢
（
び
ん
）
か
く
や
春
眠
さ
め
し
眉
重
く
〉

な
ど
を
並
べ
て
「
閨
情
と
言
っ
て
も
よ
い
本
然
的
な
女
の
匂
い
が
濃
厚
で
あ
る
」
と
書
い
た
。
ま
た
、〈
丹

の
欄
に
さ
へ
づ
る
鳥
も
惜
春
譜
〉
に
つ
い
て
、「
ひ
た
む
き
な
万
葉
的
情
熱
の
所
有
者
で
あ
り
、
作
品
に

お
い
て
も
実
生
活
に
お
い
て
も
、天
成
の
万
葉
人
で
あ
っ
た
。彼
女
に
恋
愛
詩
の
作
が
見
当
た
ら
ぬ
の
は
、

た
だ
俳
句
の
詩
型
と
し
て
の
制
約
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
恋
愛
を
直
截
に
叙
べ
な
く
て
も
、
彼
女

の
何
か
熱
っ
ぽ
い
、
男
を
た
じ
た
じ
と
さ
せ
る
よ
う
な
息
吹
は
、
一
句
一
句
に
こ
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は

恋
愛
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」
と
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
（『
定
本
現
代
俳
句
』
角
川
書

店
、
平
一
〇
）。
彼
等
の
よ
う
な
当
時
の
男
性
評
者
達
を
、
現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
批
判
す

る
こ
と
は
、
賛
否
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
女
性
性
」
を
讃
え
つ
つ
も
ラ
ベ
リ
ン
グ
に
よ
っ

て
周
縁
化
し
、「
男
性
俳
句
」
の
「
男
性
性
」
を
暗
黙
裏
に
確
認
す
る
〈
飾
り
（
ト
ー
ク
ン
）〉
と
位
置

づ
け
る
価
値
観
を
、
現
代
の
評
者
も
受
け
継
ぐ
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
久
女
の
俳
句
を
ガ
イ

ノ
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
（
女
性
の
文
脈
か
ら
捉
え
る
女
性
文
学
の
分
析
）
の
視
点
か
ら
読
み
直
す
こ
と
は
、

こ
う
し
た
「
女
性
性
」
に
拘
り
す
ぎ
る
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
た
批
評
の
相
を
眺
め
直
し
、
新
た
な
側
面

を
見
出
す
方
法
と
な
り
得
よ
う
。

足
袋
つ
ぐ
や
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
教
師
妻

画
業
に
専
念
せ
ず
「
良
教
師
」
と
し
て
過
す
夫
・
宇
内
。
彼
へ
の
鬱
屈
し
た
思
い
を
、
そ
の
妻
と
し
て

抱
き
つ
つ
、
イ
プ
セ
ン
の
『
人
形
の
家
』
の
ノ
ラ
の
よ
う
に
は
〈
な
ら
ず
〉
と
言
い
切
る
。
つ
ま
り
、
自

分
の
意
思
に
よ
っ
て
、
家
を
出
ず
、
足
袋
を
つ
い
で
い
る
、
一
般
的
に
は
そ
う
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
句
は
、

久
女
の
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
踏
ま
え
る
と
象
徴
的
で
印
象
に
残
り
や
す
い
が
、
反
面
、
俳
句
作
品
と
し

て
は
久
女
俳
句
の
一
面
的
俗
解
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
高
い
。
久
女
自
身
は
こ
の
句
を
「
小
説
的
」
と
分

類
し
、
次
の
よ
う
に
自
解
し
た
。

（
前
略
）
此
句
は
く
す
ぶ
り
き
つ
た
田
舎
教
師
の
生
活
を
背
景
と
し
て
ゐ
る
。
暗
い
灯
を
吊
り
お
ろ

し
て
古
足
袋
を
つ
い
で
ゐ
る
彼
女
の
顔
は
生
活
に
や
つ
れ
、
瞳
は
す
で
に
若
さ
を
失
つ
て
ゐ
る
。
過

渡
期
の
め
ざ
め
た
姿
は
、
色
々
な
悩
み
、
矛
盾
に
包
ま
れ
つ
つ
尚
、
伝
統
と
子
と
を
断
ち
き
れ
ず
、

た
ゞ
忍
苦
と
諦
観
の
道
を
ど
こ
も
ふ
み
し
め
て
ゆ
く
。
人
形
の
家
の
ノ
ラ
と
も
な
ら
ず
の
中
七
に
苦

悩
の
か
げ
こ
く
ひ
そ
め
て
ゐ
る
此
句
は
、
婦
人
問
題
や
色
々
の
テ
ー
マ
を
も
つ
社
会
劇
の
縮
図
で
あ
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る
。

（
杉
田
久
女
「
大
正
女
流
俳
句
の
近
代
的
特
色
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』、
昭
三
・
二
）

客
中
主
体
を
作
者
像
か
ら
切
り
離
し
、
客
観
的
に
眺
め
た
視
座
で
あ
る
。
家
父
長
制
的
社
会
慣
習
の
伝

統
と
つ
な
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
女
性
客
中
主
体
の
諦
め
や
苦
し
み
、
葛
藤
。
そ
れ
ら
を
、
表
現
の
意
図
に

沿
っ
て
具
体
的
に
、
情
理
を
尽
く
し
、
か
つ
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
解
釈
し
て
い
る
。

Ⅳ

久
女
の
女
性
観
、
そ
し
て
ガ
イ
ノ
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
へ

久
女
の
女
性
観

（1）こ
こ
で
、
久
女
自
身
の
内
面
化
し
た
女
性
観
に
も
触
れ
て
お
く
。

（
前
略
）
或
る
男
子
方
が
「
女
は
つ
ま
ら
ぬ
、
ア
ナ
タ
方
は
頭
が
古
い
。
感
情
丈
で
も
の
を
見
た

が
る
。
理
と
感
情
を
す
ぐ
混
同
し
た
が
る
。
ヂ
ヤ
ー
ギ
で
ひ
い
た
線
の
如
く
万
事
が
明
確
で
な
い
。

女
な
ん
か
」
と
私
共
を
よ
く
冷
笑
さ
れ
ま
す
。
私
は
笑
は
れ
つ
ゝ
考
へ
ま
す
。

、
、
、
、

本
を
沢
山
読
ん
で
ゐ
る
頭
の
よ
い
男
子
方
が
、
女
な
ん
か
と
け
な
さ
れ
る
処
に
は
女
の
不
勉
強
研

、
、
、

究
心
の
足
り
な
さ
、
努
力
も
迫
力
も
う
す
く
、
眼
界
せ
ま
い
事
等
、
到
底
男
子
に
追
従
し
て
ゆ
け
ぬ

点
で
、
我
々
は
け
な
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
。

し
か
し
私
は
直
ぐ
考
へ
続
け
ま
す
。

い
や
女
が
男
子
に
け
な
さ
れ
る
其
理
智
と
感
情
と
を
混
同
し
た
が
り
、
時
々
は
命
が
け
に
も
な
る

点
。
ヂ
ヤ
ー
ギ
で
引
い
た
如
く
万
事
が
理
詰
め
で
ゆ
か
ぬ
所
。
女
な
ん
か
、
と
け
な
さ
れ
る
所
に
、

女
性
の
特
色
が
あ
り
、
女
流
俳
句
の
進
む
べ
き
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
か?

と
。（
中
略
）
男
子
が
新
か
ら
新
へ
追
ひ
求
め
、
理
智
的
で
、
誇
ら
か
に
胸
を
は
り
、
他
を
へ
い
げ

い
し
つ
ゝ
、
時
に
は
又
他
を
排
し
つ
ゝ
歩
み
進
ま
る
ゝ
時
。
女
流
は
つ
ゝ
ま
し
く
黙
々
と
時
々
忍
従

し
、
自
然
の
前
へ
ぬ
か
づ
き
、
象
牙
の
塔
に
ぬ
か
づ
き
つ
ゝ
、
敬
虔
な
足
取
で
、
男
の
方
の
な
ぎ
倒

し
ふ
み
に
じ
り
つ
ゝ
通
つ
た
野
菊
を
も
静
か
に
ひ
き
起
す
優
し
さ
女
ら
し
さ
で
侮
蔑
に
ほ
ゝ
ゑ
み
つ

ゝ
婦
人
ら
し
い
近
代
的
感
覚
情
緒
を
、
観
察
を
、
家
庭
内
を
、
自
然
を
素
材
と
し
て
偽
ら
ぬ
自
己
の
、
、
、

俳
句
を
次
第
〳
〵
に
き
づ
き
上
げ
て
ゆ
く
の
が
婦
人
俳
句
の
ゆ
く
べ
き
道
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

、
、婦

人
の
句
は
力
よ
わ
い
と
い
ふ
事
も
よ
く
き
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
婦
人
の
力
量
が
進
歩
洗
練
さ

れ
ぬ
為
め
で
す
か
ら
、
一
層
勉
強
し
、
命
の
こ
も
っ
た
婦
人
独
自
な
句
境
涯
を
開
拓
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
存
じ
ま
す
。

（
杉
田
久
女
「
女
流
俳
句
の
辿
る
べ
き
道
は
那
辺
に
？
」『
か
り
た
ご
』
昭
八
・
九

傍
点
久
女
）

女
性
差
別
的
な
社
会
構
造
に
対
し
、「
劣
等
的
自
画
像
」
を
抱
き
つ
つ
も
、
指
導
的
に
先
陣
を
切
っ
て
、

と
も
に
「
努
力
」
で
乗
り
越
え
よ
う
と
女
性
達
を
励
ま
す
姿
は
頼
も
し
い
。
松
本
て
ふ
こ
も
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
同
様
に
指
摘
し
て
い
る
（「
笑
わ
れ
つ
つ
考
え
続
け
た
女
た
ち
～
杉
田
久
女
と
シ
ス
タ
ー
フ
ッ

ド
～
」『
俳
壇
』
令
三
・
五
）。

し
か
し
、
次
の
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
。
差
別
的
構
造
が
存
在
す
る
社
会
で
成
功
し
た
女
性
が
、「
努

力
」
が
で
き
る
才
能
や
環
境
、
運
、
非
障
害
者
性
や
頑
強
さ
な
ど
に
無
自
覚
な
ま
ま
、「
努
力
」
こ
そ
が

重
要
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
社
会
構
造
を
維
持
し
た
ま
ま
で
、
成
功
で
き
な
い
女
性
達
に

適
応
を
奨
め
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
現
代
で
も
引
き
継
が
れ
や
す
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
男
性
優
位
社
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会
の
温
存
に
与
し
、
女
性
の
中
の
階
級
的
な
差
異
化
を
隠
蔽
し
、
女
性
全
体
の
解
放
を
遠
ざ
け
る
態
度
と

な
る
可
能
性
も
高
い
。
久
女
自
身
も
内
な
る
努
力
至
上
主
義
の
圧
力
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

さ
ら
に
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
固
定
化
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、現
代
的
批
評
を
要
す
る
。

男
性
の
あ
と
に
女
性
が
忍
従
す
る
男
尊
女
卑
の
価
値
観
が
支
配
的
な
だ
け
で
な
く
、
男
女
二
元
化
し
た
ス

テ
ロ
タ
イ
プ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
収
ま
ら
な
い
、
共
約
不
可
能
性
を
有
す
る
多
様
な
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
存
在
が
久
女
の
視
座
に
入
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
時
代
が
制
縛
す
る
価
値
観
の
中
で
生
き
て
い
る
。
当
時
の
社
会
構
造
的
な
性
差

別
主
義
の
価
値
観
に
傷
つ
き
な
が
ら
、
そ
の
中
で
自
己
へ
の
得
心
を
育
み
、
俳
句
を
志
す
女
性
達
を
鼓
舞

し
、
と
も
に
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
を
目
指
す
方
法
に
、
久
女
は
賭
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

求
め
ら
れ
る
ガ
イ
ノ
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
視
点

（2）『
杉
田
久
女
句
集
』
を
ガ
イ
ノ
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
視
点
で
捉
え
る
べ
き
理
由
と
し
て
、
二
つ
の
懸
念

が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
彼
女
が
自
ら
「
女
性
性
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
打
ち
出
し
た
俳
句
は
有
名
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
視
点
か
ら
俳
句
芸
術
の
高
さ
を
志
向
し
た
と
見
ら
れ
る
珠
玉
の
佳
句
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
だ
。
ま
た
、
山
本
健
吉
を
は
じ
め
、
特
に
男
性
評
者
が
、
久
女
の
「
情

の
濃
さ
」
を
主
軸
に
照
ら
し
な
が
ら
、「
男
を
た
じ
た
じ
と
さ
せ
る
息
吹
」
を
賞
め
つ
つ
評
価
を
下
位
に

置
い
た
り
、
そ
の
真
摯
な
姿
を
茶
化
し
て
評
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
正
当
性
に
欠
け
、

俳
句
表
現
の
味
わ
い
を
貧
し
く
す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。こ
れ
が
、二
つ
目
の
懸
念
で
あ
る
。

過
去
の
私
の
歩
み
は
、
性
格
と
環
境
の
激
し
い
矛
盾
か
ら
、
妻
と
し
母
と
し
て
も
俳
人
と
し
て
も

失
敗
の
歩
み
、
茨
の
道
で
あ
つ
た
。

芸
術
〳
〵
と
家
庭
も
顧
ず
、
女
と
し
て
ゼ
ロ
だ
。
妖
婦
だ
。
異
端
者
だ
。
か
う
絶
え
ず
、
周
囲
か

ら
、
冷
め
た
い
面
罵
を
浴
び
せ
ら
れ
、
圧
迫
さ
れ
、
唾
さ
れ
て
、
幾
度
か
死
を
思
つ
た
事
も
あ
る
。

愛
す
る
友
に
も
屢
そ
む
き
去
ら
れ
た
。而
も
猶
生
命
の
火
は
尽
き
な
い
。大
地
は
絶
え
ず
芽
ぐ
む
。

躓
き
倒
れ
、
傷
き
つ
ゝ
も
、
絶
望
の
底
か
ら
立
ち
上
り
、
自
然
と
俳
句
と
を
唯
一
の
慰
め
と
し
て
、

再
び
闘
ひ
進
む
孤
独
の
私
で
あ
つ
た
。
ダ
イ
ヤ
も
地
位
も
脊
景
も
私
に
は
な
か
つ
た
。

自
ら
の
主
宰
誌
『
花
衣
』
の
創
刊
の
辞
と
し
て
、
久
女
は
こ
う
書
い
た
（
杉
田
久
女
『
杉
田
久
女
全
集
』

立
風
書
房
、
平
元
）。
久
女
は
、
時
代
が
要
求
す
る
「
理
想
の
女
性
像
」
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
苦
し
み
な
が

ら
、
時
代
を
と
も
に
生
き
る
女
性
達
を
励
ま
し
、
称
揚
し
、
自
ら
の
芸
術
の
高
さ
を
打
ち
立
て
た
女
性
で

あ
る
。た
と
え
、彼
女
自
身
が
刷
り
込
ま
れ
た
男
尊
女
卑
観
や
努
力
至
上
主
義
を
抱
え
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
作
品
が
優
越
し
て
い
る
こ
と
は
差
し
引
い
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

Ⅴ

努
力
と
熱
意

努
力
至
上
主
義
は
、
周
囲
の
み
な
ら
ず
本
人
を
も
苦
し
め
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
久
女
の
努
力
は

彼
女
に
喜
び
も
与
え
た
。
ま
た
、
彼
女
の
才
能
と
結
び
つ
き
、
俳
句
作
品
に
芸
術
的
高
さ
を
齎
し
た
。

〈
谺
し
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
し
い
ま
ゝ
〉
が
大
阪
毎
日
新
聞
社
と
東
京
日
日
新
聞
社
主
催
の
「
日
本
新

名
勝
俳
句
」
で
帝
国
風
景
院
賞
金
賞
に
選
ば
れ
た
の
は
昭
和
六
年
、
久
女
が
四
〇
歳
の
と
き
だ
。
久
女
は

こ
の
句
を
得
た
と
き
の
経
緯
を
こ
う
記
し
て
い
る
。
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（
前
略
）
行
者
堂
の
清
水
を
く
ん
で
、
絶
頂
近
く
杉
の
木
立
を
た
ど
る
時
、
と
つ
ぜ
ん
に
何
と
も

い
へ
ぬ
美
し
い
ひ
ゞ
き
を
も
つ
た
大
き
な
声
が
、木
立
の
む
か
う
の
谷
ま
か
ら
き
こ
え
て
来
ま
し
た
。

そ
れ
は
単
な
る
声
と
い
ふ
よ
り
も
、
英
彦
山
そ
の
も
の
山
の
精
の
声
で
し
た
。

私
の
魂
は
何
と
も
い
へ
ぬ
興
奮
に
、
耳
は
今
の
声
に
み
ち
、
も
う
一
度
ぜ
ひ
そ
の
雄
大
な
し
か
も

幽
玄
な
声
を
き
ゝ
た
い
と
い
ふ
ね
が
ひ
で
い
つ
ぱ
い
で
し
た
。
け
れ
ど
も
下
山
の
時
に
も
時
鳥
は
二

度
と
き
く
事
が
出
来
な
い
で
、そ
の
妙
音
ば
か
り
が
久
し
い
間
私
の
耳
に
こ
び
り
つ
い
て
ゐ
ま
し
た
。

私
は
そ
の
印
象
の
ま
ゝ
を
手
帳
に
か
き
つ
け
て
お
き
ま
し
た
。（
中
略
）

青
葉
に
つ
ゝ
ま
れ
た
三
山
の
谷
の
深
い
傾
斜
を
私
は
じ
つ
と
見
下
ろ
し
て
、
あ
の
特
色
の
あ
る
音

律
に
心
ゆ
く
迄
耳
を
か
た
む
け
つ
ゝ
、
い
つ
か
句
帳
に
し
る
し
て
あ
つ
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
句
を
、
も

一
度
心
の
中
に
く
り
か
へ
し
考
へ
て
見
ま
し
た
。
ほ
と
と
ぎ
す
は
を
し
み
な
く
、
ほ
し
い
ま
ゝ
に
、

谷
か
ら
谷
へ
と
な
い
て
ゐ
ま
す
。
じ
つ
に
自
由
に
。
高
ら
か
に
こ
だ
ま
し
て
。

（
杉
田
久
女
「
日
本
新
名
勝
俳
句
入
選
句
」
昭
六
、『
杉
田
久
女
全
集
』
第
二
巻

立
風
書
房
、

平
元
）

久
女
の
随
筆
に
よ
る
と
、
当
時
、
小
倉
の
富
野
か
ら
彦
山
鉄
道
で
添
田
ま
で
二
時
間
、
添
田
か
ら
バ
ス

で
四
〇
分
。
バ
ス
を
下
り
銅
（
か
ね
）
の
鳥
居
（
霊
元
天
皇
の
英
彦
山
の
勅
額
）
か
ら
上
宮
ま
で
約
五
．

六
㎞
、
ゆ
っ
く
り
歩
く
と
二
時
間
で
登
れ
た
よ
う
だ
。
豊
前
坊
へ
は
約
四
㎞
。
南
岳
を
へ
て
上
宮
ま
で
約

六
㎞
。「
一
晩
泊
り
で
豊
前
坊
や
鬼
杉
巡
り
を
す
る
の
も
よ
か
ら
う
」
と
彼
女
は
語
っ
た
（
杉
田
久
女
「
英

彦
山
の
仏
法
僧
」『
門
司
新
報
』
一
二
）。
句
を
得
る
た
め
の
登
山
は
繰
り
返
さ
れ
、
入
賞
し
た
あ
と
に

は
、「
御
礼
ま
ゐ
り
」
と
し
て
六
度
目
の
登
山
を
行
っ
た
（
杉
田
久
女
「
英
彦
山
よ
り
」『
葉
桜
』
昭
和

六
・
六
）。
天
性
の
感
覚
の
鋭
敏
さ
や
文
学
的
素
養
が
久
女
に
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
並
々
な
ら
ぬ
努
力

と
熱
意
も
ま
た
、
彼
女
の
俳
句
の
質
の
高
さ
を
支
え
た
。
何
度
も
取
材
を
重
ね
、
多
く
の
作
句
を
重
ね
、

推
敲
し
、
粘
る
。
久
女
の
俳
句
に
感
じ
ら
れ
る
重
厚
さ
は
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

Ⅵ

久
女
俳
句
の
可
能
性

『
杉
田
久
女
句
集
』
は
俳
句
評
論
の
世
界
に
お
い
て
「
女
性
性
の
濃
い
作
風
」
と
し
て
多
く
の
評
者
の

目
を
引
い
て
き
た
。
彼
女
自
身
も
「
女
ら
し
い
感
情
を
ぬ
き
に
し
た
中
性
句
に
も
勿
論
価
値
は
あ
る
が
、

女
性
と
し
て
の
真
の
佳
句
は
、や
は
り
女
と
し
て
匂
ひ
の
高
い
句
で
あ
る
様
に
思
ふ
」と
述
べ
て
い
る（
杉

田
久
女
「
桜
花
を
詠
め
る
句
（
古
今
女
流
俳
句
の
比
較
）」『
花
衣
』
二
号
、
昭
和
七
・
四
）。
し
か
し
、

前
述
の
通
り
、
本
句
集
に
は
そ
れ
の
み
に
留
ま
ら
な
い
佳
句
を
見
出
せ
る
。
作
者
の
意
図
は
ど
う
あ
れ
、

よ
り
多
面
的
で
、
も
の
ご
と
を
繊
細
な
感
受
性
に
よ
っ
て
冷
静
に
把
握
し
、
書
き
急
ぎ
な
く
強
度
あ
る
措

辞
を
使
い
つ
つ
、
豊
か
な
調
べ
を
組
み
入
れ
て
表
現
し
て
い
る
作
品
が
数
多
い
。
そ
の
点
は
、
久
女
俳
句

を
語
る
際
に
見
落
と
さ
れ
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
花
大
根
に
蝶
漆
黒
の
翅
を
あ
げ
て

②
幕
垂
れ
て
玉
座
く
ら
さ
や
雨
の
雛

③
枕
つ
か
み
て
起
上
が
り
た
る
昼
寝
か
な

④
夕
顔
や
ひ
ら
き
か
ゝ
り
て
襞
（
ひ
だ
）
深
く
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⑤
新
涼
や
紫
苑
を
し
の
ぐ
草
の
丈

⑥
西
日
し
て
薄
紫
の
干
鰯

⑦
白
萩
の
雨
を
こ
ぼ
し
て
束
ね
け
り

⑧
寒
林
の
日
す
ぢ
争
ふ
羽
虫
か
な

⑨
行
水
の
提
灯
（
ひ
）
の
輪
う
つ
れ
る
柿
葉
う
ら

⑩
鷄
頭
大
き
く
倒
れ
浸
り
ぬ
潦

⑪
焚
き
や
め
て
蒼
朮
香
る
家
の
中

⑫
鶴
の
影
舞
ひ
下
り
る
時
大
い
な
る

虚
子
は
大
正
七
、
八
年
か
ら
「
客
観
写
生
」
を
説
き
、
次
の
よ
う
な
信
念
を
広
め
た
。

自
然
の
姿
を
生
け
る
が
如
く
描
く
と
い
う
こ
と
は
自
然
を
貴
ぶ
こ
と
で
あ
つ
て
、
な
ま
じ
自
己
の

主
観
な
ど
に
重
き
を
置
か
な
い
で
、
大
自
然
の
懐
に
安
住
す
る
や
う
な
心
持
で
あ
る
。
小
さ
い
自
己

を
立
て
よ
う
と
す
る
努
力
を
一
切
擲
つ
て
、
大
自
然
の
一
行
を
忠
實
に
寫
生
し
よ
う
と
志
す
所
に
人

間
の
大
き
な
念
願
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』、
大
一
二
・
三
）

し
か
し
、
掲
句
は
当
時
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
価
値
観
に
準
じ
た
だ
け
の
穏
当
な
「
写
生
句
」
で
は
な

い
。
①
花
大
根
の
紫
に
漆
黒
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
も
た
ら
し
つ
つ
翅
を
あ
げ
る
蝶
。
②
雨
の
暗
さ
に
よ
っ

て
更
に
暗
さ
を
重
ね
る
幕
と
華
や
ぎ
が
抑
え
ら
れ
た
冷
え
冷
え
と
し
た
雛
の
間
。
③
〈
枕
を
つ
か
み
〉
と

い
う
微
細
な
具
体
的
動
作
へ
の
気
付
き
。
④
夕
顔
の
開
く
か
開
か
な
い
か
の
あ
わ
い
に
見
つ
け
た
襞
の
夕

光
の
奥
行
。
⑤
紫
苑
の
花
と
丈
を
読
者
に
思
い
描
か
せ
る
や
否
や
、
そ
の
他
の
草
が
伸
び
隠
し
て
し
ま
う

か
の
ご
と
き
大
胆
な
書
き
ぶ
り
。〈
し
の
ぐ
〉〈
丈
〉
の
洗
練
さ
れ
た
語
彙
選
択
。
ま
た
、
そ
れ
を
「
新

涼
」
と
響
か
せ
清
々
し
い
空
気
感
で
包
む
感
覚
。
⑥
暑
く
じ
り
じ
り
と
し
つ
こ
く
差
す
西
日
の
中
で
、
干

鰯
に
高
貴
さ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
薄
紫
色
を
感
じ
る
眼
差
し
。
⑦
花
の
点
々
と
つ
く
白
萩
の
長
枝
が
、
光

の
粒
の
よ
う
な
雨
粒
を
こ
ぼ
す
の
は
、
束
ね
る
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
繊
細
な
把
握
。
⑧
〈
日

す
ぢ
争
ふ
〉
の
緊
迫
感
あ
る
韻
文
的
省
略
。
⑨
柔
ら
か
い
翠
の
柿
の
葉
の
裏
側
に
、
提
灯
の
反
射
の
光
を

見
る
、
そ
の
気
付
き
の
鋭
敏
さ
。
⑩
上
五
の
字
余
り
が
つ
く
る
調
べ
の
張
り
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
「
倒

れ
を
り
た
る
」
な
ど
と
ぼ
ん
や
り
さ
せ
ず
、〈
浸
る
〉
ま
で
迫
っ
て
水
の
質
感
を
追
っ
た
動
詞
の
的
確
さ
。

⑪
蒼
朮
の
名
残
を
感
知
す
る
嗅
覚
を
書
く
上
で
、
措
辞
の
余
分
を
全
て
削
ぎ
、
限
界
の
シ
ン
プ
ル
さ
を
選

ぶ
判
断
。
⑫
鶴
と
そ
の
影
の
み
を
描
き
つ
つ
、
驚
き
と
不
穏
さ
を
綯
い
交
ぜ
に
感
じ
さ
せ
る
手
際
。「
客

観
写
生
」
を
基
軸
に
し
な
が
ら
個
性
的
な
美
意
識
に
大
き
く
踏
み
出
す
表
現
は
、
大
正
後
期
か
ら
昭
和
初

期
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
水
準
か
ら
言
っ
て
も
卓
越
し
て
い
る
。

高
等
女
学
校
で
用
ひ
て
ゐ
る
国
語
読
本
中
の
昔
の
女
流
俳
句
を
見
る
と
、
大
部
分
は
女
ら
し
い
と

か
や
さ
し
い
と
か
い
ふ
範
囲
を
出
で
ぬ
句
が
多
く
、
世
上
に
も
兎
角
さ
う
し
た
句
が
喧
伝
さ
れ
が
ち

で
あ
る
の
は
純
文
芸
の
立
場
か
ら
い
つ
て
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。

（
杉
田
久
女
「
近
代
女
流
の
俳
句
」『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
昭
和
三
・
四
）

現
代
以
上
に
権
威
主
義
的
な
空
気
の
濃
か
っ
た
昭
和
初
期
に
あ
っ
て
、
久
女
は
国
語
読
本
と
い
う
権
威
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を
批
判
し
、
大
衆
世
間
に
堂
々
と
意
見
し
、
古
今
の
女
性
の
秀
句
を
世
に
推
挙
し
た
。
彼
女
の
考
え
る
「
女

性
性
」
の
多
様
性
が
大
衆
よ
り
広
く
、
そ
の
多
様
性
の
豊
か
さ
、
個
性
や
美
意
識
こ
そ
を
芸
術
の
高
さ
だ

と
自
負
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

句
集
中
、
全
て
の
句
が
名
句
佳
句
で
あ
る
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
俳
句
芸
術
の
高
さ
を
示
す
べ

く
句
を
残
し
た
久
女
は
、
一
方
で
、
生
活
の
記
録
に
留
ま
る
句
も
多
く
残
し
た
。
そ
れ
ら
も
全
て
含
め
て

自
ら
の
俳
句
人
生
ま
る
ご
と
で
評
価
を
受
け
た
い
、
と
い
う
痛
々
し
い
ま
で
の
生
真
面
目
さ
と
自
負
心
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
久
女
の
多
面
性
を
考
え
る
と
き
、
山
本
健
吉
が
「
閨
情
」
と
評
し
た
よ
う
な
情
感
、「
男
を
た

じ
た
じ
と
さ
せ
る
息
吹
」
を
低
位
に
置
く
べ
き
で
は
な
い
。
多
く
の
「
客
観
写
生
」
俳
句
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
、
句
に
情
を
乗
せ
す
ぎ
ず
、
身
体
性
に
近
寄
り
す
ぎ
ず
、
男
性
的
無
徴
性
に
寄
せ
て
詠
む
こ
と
を
上

位
に
置
く
べ
き
、
と
い
う
志
向
は
、
謂
わ
ば
、
陰
画
と
し
て
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
自
体
が
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
に
お
け
る
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
傾
向
を
権
力
化
し
て
捉
え
る
価
値
観
で

あ
る
可
能
性
も
高
い
の
で
あ
る
。

Ⅶ

お
わ
り
に

最
後
に
、「
英
彦
山

六
句
」
と
題
さ
れ
た
連
作
を
記
す
。
冒
頭
記
し
た
〈
谺
し
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ

し
い
ま
ゝ
〉
に
始
ま
る
六
句
は
、
久
女
の
多
面
性
が
随
所
に
発
揮
さ
れ
、
格
調
、
調
べ
、
崇
高
さ
、
身
体

感
覚
、
情
感
、
繊
細
さ
、
大
胆
さ
、
措
辞
の
確
か
さ
全
て
に
お
い
て
連
作
俳
句
の
最
高
峰
の
一
つ
と
思
わ

れ
る
。
彼
女
の
俳
句
作
品
そ
の
も
の
の
丈
の
高
さ
は
正
当
に
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

英
彦
山

六
句

谺
し
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
ほ
し
い
ま
ゝ

橡
（
と
ち
）
の
実
の
つ
ぶ
て
颪
や
豊
前
坊

六
助
の
さ
び
鉄
砲
や
秋
の
宮

秋
晴
や
由
布
に
ゐ
向
ふ
高
嶺
茶
屋

坊
毎
に
春
水
は
し
る
筧
か
な

三
山
の
高
嶺
づ
た
ひ
や
紅
葉
狩


