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能
謡
曲
と
俳
句 

― 

身
体
で
日
本
語
の
美
し
さ
を
体
験
す
る 

    

梶
原 

宣
俊 

 

一
、
は
じ
め
に
―
能
謡
曲
と
の
出
会
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私
は
敗
戦
の
翌
年
に
生
ま
れ
、
小
学
校
時
代
か
ら

福
岡
板
付
米
軍
基
地
の
ラ
ジ
オ
放
送
を
聞
い
て
い
た
。

流
暢
な
英
語
と
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
に

憧
れ
、
中
学
高
校
と
英
語
ク
ラ
ブ
に
入
り
英
会
話
を

勉
強
し
た
。
日
本
語
よ
り
英
語
が
好
き
で
あ
っ
た
。

米
国
留
学
に
憧
れ
た
が
家
庭
の
事
情
で
叶
わ
ず
、
大

学
に
入
っ
て
か
ら
は
、
日
本
の
近
現
代
史
や
戦
後
思

想
文
学
に
関
心
を
持
ち
学
ん
で
き
た
。 

大
学
卒
業
後
、
広
島
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
と
い
う
国
際
教
育

団
体
に
就
職
し
、
専
門
学
校
や
日
本
語
学
校
の
経
営

と
教
育
、
国
際
交
流
に
尽
力
し
て
き
た
。
海
外
十
五

か
国
に
三
十
回
以
上
訪
問
し
、
青
少
年
の
交
流
を
体

験
し
て
き
た
。
夜
の
交
流
会
で
各
国
の
若
者
た
ち
が

自
国
の
文
化
芸
能
を
披
露
し
て
く
れ
た
。
わ
が
日
本

の
若
者
は
日
本
の
歌
を
歌
う
く
ら
い
で
あ
る
。
私
は

自
分
自
身
を
含
め
て
、
若
者
た
ち
が
日
本
の
伝
統
芸

能
文
化
を
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
現
実
に
愕
然
と
し

た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
、
私
は
福
山
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に

転
勤
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
大
き
な
人
生
の
転
機
と
な

る
。
福
山
に
は
全
国
で
も
珍
し
い
能
楽
堂
が
あ
る
。

そ
こ
で
喜
多
流
能
楽
師
大
島
政
允
氏
と
そ
の
家
族
に

出
会
い
、
謡
曲
を
習
い
始
め
た
。
す
で
に
五
十
二
才

に
な
っ
て
い
た
。
き
っ
か
け
は
福
山
県
立
歴
史
博
物

館
十
周
年
記
念
行
事
と
し
て
開
催
さ
れ
た
「
音
楽
で

綴
る
福
山
千
年
の
歴
史
絵
巻
・
瀬
戸
内
の
夜
明
け
」

組
曲
に
ナ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
出
演
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
島
先
生
の
奥
様
で
あ
る
大
島
泰
子
さ
ん
の



2 

 
企
画
で
あ
っ
た
。
福
山
に
転
勤
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
ら
、
私
は
能
謡
曲
に
出
会
う
こ
と
も
、
日
本
の
伝

統
芸
能
文
化
に
関
心
を
も
つ
こ
と
も
、
日
本
語
の
美

し
さ
に
感
銘
を
受
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

毎
月
四
回
、
仕
事
が
終
わ
っ
て
夜
に
自
転
車
で
能

楽
堂
に
通
い
続
け
た
。
漆
黒
の
闇
の
中
で
大
き
な
声

を
出
し
な
が
ら
家
に
帰
っ
た
。
初
め
て
出
会
う
謡
曲

は
六
〇
〇
年
の
歴
史
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
魅
力
的

な
日
本
語
の
美
し
さ
に
満
ち
て
い
た
。
謡
曲
の
典
拠

と
な
っ
て
い
る
の
は
「
平
家
物
語
」
や
「
古
今
和
歌

集
」「
万
葉
集
」
を
は
じ
め
五
十
以
上
の
文
献
に
の
ぼ

る
。
中
国
の
古
典
も
三
〇
以
上
あ
る
。
謡
曲
は
美
し

い
日
本
の
伝
統
的
言
語
文
化
の
宝
庫
で
あ
る
。
そ
の

名
文
を
、
腹
式
呼
吸
に
よ
っ
て
大
声
で
謡
う
。
身
体

の
中
に
五
七
五
調
の
リ
ズ
ム
が
心
地
よ
く
響
き
あ
う
。

謡
は
全
部
で
二
百
曲
以
上
あ
り
、
私
は
全
部
で
百
曲

の
稽
古
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
異
例
の

速
さ
で
教
士
免
状
を
い
た
だ
い
た
。
六
〇
歳
の
時
で

あ
る
。 

 

私
は
、
多
く
の
能
を
鑑
賞
し
、
謡
を
稽
古
し
、
能

舞
台
で
地
謡
も
務
め
た
。
台
湾
で
も
ア
ジ
ア
太
平
洋

芸
術
学
会
で
「
黒
塚
」
の
地
謡
を
務
め
た
。 

私
は
こ
の
よ
う
な
能
謡
曲
体
験
を
通
じ
て
、
次
第

に
日
本
語
の
美
し
さ
と
伝
統
的
語
り
音
楽
に
興
味
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
団
伊
玖
磨
の
「
日
本
音
楽
史
」

を
読
み
、
お
経
・
声
明
か
ら
始
ま
る
日
本
の
豊
か
な

語
り
音
楽
の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
、
小
唄
・
長
唄
・

端
唄
・
浪
曲
・
浄
瑠
璃
等
、
Ｃ
Ｄ
を
買
っ
て
き
て
真

似
を
し
た
。 

定
年
退
職
後
、
私
は
妻
の
故
郷
で
あ
る
鹿
児
島
県

出
水
市
に
定
住
す
る
こ
と
を
決
心
し
、
謡
曲
教
室
を

開
い
た
。
わ
ず
か
三
名
で
あ
っ
た
が
一
生
懸
命
指
導

し
た
。
鹿
児
島
謡
曲
連
合
会
及
び
出
水
市
文
化
協
会

に
入
り
、
毎
年
秋
の
発
表
会
に
出
演
し
て
き
た
。 

二
年
後
、
大
学
教
授
を
し
て
い
た
高
校
時
代
の
親

友
か
ら
東
京
の
日
本
教
育
大
学
院
大
学
の
仕
事
の
話
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が
あ
り
、
私
は
初
め
て
東
京
で
三
年
間
働
い
た
。
多

忙
な
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
、
私
は
毎
週
日
曜
日
に

浅
草
に
通
っ
た
。
そ
し
て
、
浪
曲
、
浄
瑠
璃
、
新
内

節
を
鑑
賞
し
、
習
い
に
行
っ
た
。
目
黒
に
あ
る
喜
多

流
能
楽
堂
に
も
月
数
回
通
い
、
東
京
在
住
の
大
島
輝

久
氏
に
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
。
東
京
は
日
本
最

大
の
現
代
都
市
で
あ
り
な
が
ら
、
伝
統
文
化
芸
能
の

宝
庫
で
あ
る
。
江
戸
時
代
が
生
き
て
お
り
、
私
は
日

本
の
伝
統
芸
能
文
化
を
堪
能
し
た
。
私
は
長
年
、
教

育
の
仕
事
を
し
て
き
た
の
で
、
和
文
化
教
育
大
会
で

も
発
表
し
、
そ
の
成
果
を
「
伝
統
文
化
教
育
論
ー
日

本
の
語
り
音
楽
の
魅
力
」（
Ｂ
５
六
十
一
Ｐ
）
と
し
て

小
冊
子
を
発
行
し
た
。
東
京
の
三
年
間
は
私
に
と
っ

て
人
生
後
半
の
最
大
の
充
実
し
た
思
い
出
で
あ
る
。 

 
 

内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。  

 

は
じ
め
に
―
今
な
ぜ
伝
統
文
化
教
育
な
の
か 

 

第
一
章 

伝
統
文
化
と
学
校
教
育  

・
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
継
承
―
能
謡
曲
の 

 
 

す
す
め 

・
日
本
の
語
り
音
楽
の
歴
史
と
魅
力 

 

・
学
校
教
育
へ
の
期
待 

第
二
章 

日
本
の
伝
統
と
創
造 

 

 

・
伝
統
と
革
新
、
不
易
と
流
行 

 

・
変
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
・
伝
統
と
は
何 

 
 
 
 

 
 

か 

 

・
二
度
に
わ
た
る
伝
統
断
絶
の
歴
史
―
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失 

 

・
日
本
の
伝
統
文
化 

 

・
着
物
の
思
想
文
化
と
武
士
道
の
思
想 

第
三
章 

江
戸
の
芸
能
文
化 

 

・
能
と
謡
曲 

 

・
世
阿
弥
の
「
風
姿
花
伝
」
に
お
け
る
人
生
論
・

処
世
術 

・
歌
舞
伎
、
文
楽
、
義
太
夫
節
、
新
内
節
、
浪 

 
 

花
節 
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・
口
演 

日
本
の
語
り
音
楽
の
魅
力 

第
四
章 

能
に
学
ぶ
古
典
の
世
界 

 
・
大
伴
旅
人
論
―
権
力
闘
争
と
亡
妻
挽
歌 

 

・
小
説
「
鞆
の
む
ろ
の
木
」 

 

・
俊
寛
論
―
鬼
界
島
紀
行 

第
五
章 

芸
術
と
は
何
か
・
芸
術
文
化
立
国
論 

お
わ
り
に
―
地
域
・
学
校
を
活
性
化
す
る
伝
統
文

化
教
育
と
キ
ャ
リ
ア
教
育 

 

二
、
俳
句
と
の
出
会
い
―
能
俳
句
の
交
流 

そ
し
て
二
〇
一
九
年
の
一
月
、
思
い
が
け
な
く
俳

句
と
の
出
会
い
が
始
ま
っ
た
。 

毎
年
一
月
に
開
か
れ
る
文
化
協
会
理
事
の
新
年

会
で
、
新
し
く
理
事
に
な
ら
れ
た
白
男
川
孝
仁
さ
ん

が
偶
然
隣
に
座
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
初
め
て

お
会
い
し
、
お
話
し
て
い
る
と
「
夕
鶴
俳
句
会
」
の

主
宰
者
で
、
俳
句
会
に
入
り
ま
せ
ん
か
と
お
誘
い
を

受
け
た
。
私
は
俳
句
川
柳
短
歌
に
も
多
少
関
心
を
持

っ
て
い
た
の
で
二
つ
返
事
で
入
会
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
同
時
に
、
能
謡
曲
に
関
心
が
あ
る
の
で
謡
を
教

え
て
ほ
し
い
と
の
要
望
が
あ
り
、
能
謡
曲
と
俳
句
の

交
流
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
能
と
俳
句
は
あ
ま

り
関
係
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
調
べ
て
み
る
と
、
意

外
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
驚
い
た
。 

俳
句
は
、
古
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
五
・

七
・
五
・
七
・
七
と
い
う
短
歌
の
定
型
が
決
ま
り
中

国
の
漢
詩
に
対
し
「
や
ま
と
の
歌
」「
和
歌
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
安
か
ら
室
町
に
か
け
て
連

歌
、
元
禄
時
代
に
は
連
句
、
発
句
と
呼
ば
れ
、
明
治

時
代
に
正
岡
子
規
に
よ
っ
て
「
近
代
俳
句
」
と
し
て

確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
俳
句
は
私
に
も
身
近
な

存
在
で
は
あ
っ
た
が
、
い
ざ
作
っ
て
み
る
と
予
想
以

上
に
難
し
い
。
私
の
句
は
実
に
平
凡
で
通
俗
的
な
の

で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
だ
け
で
あ
る
。 

最
初
は
自
分
の
思
い
や
考
え
を
五
七
五
に
し
た

だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
け
ど
面
白
く



5 

 
も
お
か
し
く
も
な
い
。
私
は
真
剣
に
俳
句
の
勉
強
を

始
め
た
。 

白
男
川
さ
ん
に
推
敲
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
毎

月
一
回
の
俳
句
会
が
楽
し
み
で
毎
日
、
俳
句
に
取
り

組
み
、
日
本
語
の
感
覚
を
磨
き
な
お
し
て
い
る
。
特

に
淵
脇
護
先
生
の
毎
回
の
コ
メ
ン
ト
は
的
確
で
大
変

勉
強
に
な
る
。
日
本
語
に
は
、
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、

カ
タ
カ
ナ
が
あ
り
豊
富
な
表
現
が
可
能
で
あ
る
。
俳

句
は
、や
り
始
め
る
と
四
季
の
変
化
に
敏
感
に
な
り
、

日
本
語
の
魅
力
や
美
し
さ
を
再
発
見
し
つ
つ
あ
る
。

季
語
は
二
千
五
百
以
上
あ
り
日
本
人
の
感
性
と
歴
史

の
宝
庫
で
あ
る
。 

一
年
間
の
俳
句
体
験
を
通
じ
て
、
私
の
言
語
感
覚

の
貧
弱
さ
、
鈍
感
さ
、
つ
ま
り
は
思
考
の
貧
弱
さ
、

人
間
の
浅
薄
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
痛
感
さ
せ
ら
れ

た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
生
き
方
そ
の
も

の
を
問
わ
れ
る
辛
い
作
業
、
過
程
で
あ
り
続
け
て
い

る
。 

私
は
こ
れ
ま
で
、
書
く
こ
と
と
話
す
こ
と
が
好
き

で
、高
校
以
来
詩
や
小
説
を
日
記
に
書
い
て
い
た
が
、

全
く
文
才
が
な
く
結
局
評
論
や
随
想
な
ど
を
書
い
て

き
た
。
講
演
も
か
な
り
多
く
こ
な
し
て
き
た
。
モ
ッ

ト
ー
は
「
わ
か
り
や
す
さ
」
で
あ
っ
た
。
難
し
い
こ

と
を
い
か
に
わ
か
り
や
す
く
書
き
話
す
か
が
私
の
関

心
事
で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
わ
か
り
や
す
い
「
情
報
社
会
論
」
や
「
太

宰
治
論
」「
吉
本
隆
明
論
」「
キ
ャ
リ
ア
教
育
論
」
を

書
き
出
版
し
て
き
た
。 

し
か
し
、
俳
句
は
わ
か
り
や
す
さ
で
は
な
い
。
論

理
で
は
な
い
。
評
論
で
は
な
く
詩
で
あ
る
。
私
が
最

も
苦
手
と
す
る
分
野
で
あ
る
。 

白
男
川
さ
ん
に
推
敲
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
毎

月
一
回
の
俳
句
会
が
楽
し
み
で
毎
日
、
俳
句
に
取
り

組
み
、
日
本
語
の
感
覚
を
磨
い
て
い
る
。 

俳
句
は
、
や
り
始
め
る
と
四
季
の
変
化
に
敏
感
に

な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
自
然
は
好
き
で
特
に
海
が
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好
き
で
あ
っ
た
が
、
自
然
の
移
り
変
わ
り
を
漠
然
と

感
じ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
俳
句
を
通
し
て
、
日
本

語
の
魅
力
や
難
し
さ
を
再
発
見
し
つ
つ
あ
る
。
季
語

は
二
千
五
百
以
上
あ
り
日
本
人
の
感
性
と
歴
史
の
宝

庫
で
あ
る
。
謡
曲
と
俳
句
に
は
、
日
本
の
伝
統
文
化

と
美
し
い
日
本
語
の
リ
ズ
ム
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と

を
改
め
て
感
じ
始
め
た
。
謡
曲
と
俳
句
は
、
と
も
に

日
本
文
化
の
深
い
味
わ
い
が
あ
り
、
実
に
楽
し
い
。 

俳
句
の
季
語
に
は
日
本
の
長
い
伝
統
文
化
、
四
季

の
豊
か
な
感
性
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
能
謡
曲
の
古
文

や
歴
史
物
語
の
世
界
と
通
底
し
て
い
る 

能
謡
曲
も
ま
た
奈
良
時
代
に
、
中
国
か
ら
伝
来
し

た
散
楽
が
日
本
古
来
の
芸
能
と
融
合
し
、
猿
楽
と
し

て
発
展
し
十
四
世
紀
後
半
、
観
阿
弥
世
阿
弥
に
よ
っ

て
夢
幻
能
が
完
成
す
る
。 

謡
曲
は
月
二
回
教
え
て
い
る
。
有
名
な
「
高
砂
」

「
羽
衣
」
か
ら
始
ま
り
現
在
「
鬼
界
島
」
と
「
船
弁

慶
」
を
教
え
て
い
る
。
白
男
川
さ
ん
は
、
郷
土
の
歴

史
に
も
関
心
が
あ
り
、さ
ら
に
意
気
投
合
し
て
い
る
。

私
も
「
い
ず
み
郷
土
研
究
会
」
に 

六
年
前
か
ら
入

会
し
、
研
究
誌
に
毎
回
発
表
し
て
き
た
。
特
に
、
俊

寛
と
の
出
会
い
は
劇
的
で
あ
っ
た
。
私
は
「
鬼
界
島
」

（
他
流
派
で
は
「
俊
寛
」）
に
福
山
時
代
に
出
会
い
、

そ
の
悲
劇
的
物
語
と
名
曲
に
感
銘
を
受
け
て
い
た
。

鹿
児
島
県
出
水
市
に
住
み
着
い
て
、
東
京
か
ら
戻
っ

た
時
、
私
は
野
田
の
感
応
禅
寺
の
近
く
で
偶
然
「
俊

寛
僧
都
碑
」
を
発
見
し
た
。 

な
ぜ
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
碑
が
あ
る
の
か
と
不
思

議
に
思
い
郷
土
史
を
調
べ
て
い
く
と
、何
と
阿
久
根
、

野
田
に
俊
寛
が
逃
げ
て
き
て
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
と

い
う
伝
説
と
遺
跡
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
狂
喜
し
て

調
べ
始
め
た
。
そ
の
成
果
は
、「
最
期
の
俊
寛
伝
説
」

と
し
て
「
郷
土
研
究
誌
」
に
発
表
し
た
。
さ
ら
に
、

野
田
領
主
で
あ
っ
た
島
津
忠
兼
公
の
生
誕
四
五
〇
周

年
記
念
行
事
が
あ
り
、
私
も
実
行
委
員
と
し
て
協
力

し
て
き
た
。
そ
し
て
、
悲
運
の
名
君
で
あ
る
島
津
忠
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兼
公
を
偲
び
小
謡
を
創
作
し
、
野
田
の
若
宮
神
社
で

毎
年
八
月
八
日
に
行
わ
れ
る
例
大
祭
で
披
露
し
て
き

た
。
白
男
川
さ
ん
は
、
こ
れ
に
共
感
さ
れ
、
シ
テ
と

ワ
キ
の
セ
リ
フ
を
追
加
さ
れ
、
今
年
の
例
大
祭
に
て

二
人
で
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

謡
曲
と
俳
句
に
は
、
と
も
に
日
本
の
伝
統
文
化
と

美
し
い
日
本
語
の
リ
ズ
ム
が
息
づ
い
て
い
る
。
俳
句

の
季
語
に
は
日
本
の
長
い
伝
統
文
化
、
四
季
の
豊
か

な
感
性
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
能
謡
曲
の
古
文
や
歴

史
物
語
の
世
界
と
通
底
し
て
い
る
。 

能
謡
曲
の
原
典
は
八
十
以
上
に
上
る
。
さ
ら
に
中

国
の
文
献
は
二
十
以
上
あ
る
。
万
葉
集
は
じ
め
古
今

和
歌
集
、
平
家
物
語
等
実
に
多
様
で
あ
る
。
能
謡
曲

を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
や
中
国
の
古
典
を
ま

な
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
宝
生
流
教
授
で
あ
る
門
脇
達
祐

氏
の
「
謡
曲
基
歌
集
」（
平
成
十
四
年
）
に
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
貴
重
な
労
作
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
ら
に
調
べ
て
い
く
と
、
俳
句
の
巨
匠
た
ち
が
能 

謡
曲
に
関
心
を
持
ち
俳
句
も
作
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
狂
喜
し
た
。
正
岡
子
規
や
高
浜
虚
子
、
夏
目
漱

石
は
、
能
謡
曲
を
た
し
な
み
共
に
交
流
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
能
謡
曲
に
深
く
関
心
を
持
ち
俳
句
に
も
作

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
私
は
驚
く
と
同

時
に
嬉
し
く
な
り
、
能
謡
曲
と
俳
句
の
関
連
を
調
べ

て
い
っ
た
。 

ま
ず
高
浜
虚
子
で
あ
る
。
俳
句
を
始
め
て
、
私
は

分
厚
い
歳
時
記
を
買
い
求
め
、
季
語
の
勉
強
を
し
て

き
た
。
私
は
、
た
ま
た
ま 

高
浜
虚
子
の
孫
で
あ
る

稲
畑
汀
子
の
「
大
き
な
活
字
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
新
歳
時

記
」（
一
九
九
一
年
三
省
堂
九
四
九
ｐ
）
を
愛
用
し
て

き
た
。
こ
れ
は
虚
子
が
編
集
し
た
歳
時
記
に
基
づ
き

改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
歳
時
記
は
字
も
大
き
く
、
季
語
の
数
も
多
く
、

わ
か
り
や
す
い
説
明
と
多
く
の
先
人
た
ち
の
名
句
が

た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
そ
の
中
で
も

こ
れ
は
い
い
な
と
思
う
句
が
高
浜
虚
子
の
句
で
あ
る
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こ
と
が
多
い
こ
と
に
不
思
議
な
縁
を
感
じ
て
い
た
。

私
は
根
が
単
純
で
、
浅
学
菲
才
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま

り
難
し
い
技
巧
を
凝
ら
し
た
俳
句
は
苦
手
で
全
く
理

解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
虚
子
の
句
は
私

に
は
と
て
も
分
か
り
や
す
く
感
じ
た
。「
花
鳥
諷
詠
」

「
客
観
写
生
」を
主
張
し
て
き
た
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。 

三
、
能
と
俳
句
の
共
通
性
と
関
連
性
―
高
浜
虚

子
に
学
ぶ 

さ
て
高
浜
虚
子
は
、
生
涯
に
二
十
万
句
を
超
え
る

俳
句
を
詠
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
俳
句
の
巨
匠
で
あ

る
が
、
能
も
ま
た
、
プ
ロ
の
能
楽
師
な
み
の
実
力
を

有
し
て
い
た
。 

謡
曲
だ
け
で
な
く
、
鼓
や
笛
も
こ
な
し
、
仕
舞
や

シ
テ
ワ
キ
を
演
じ
、
新
作
能
ま
で
作
っ
て
い
る
。
私

な
ど
謡
曲
だ
け
で
、
足
元
に
も
及
ば
な
い
。 

三
村
昌
義
の
「
虚
子
能
楽
関
係
年
譜
」
に
基
づ
き
、

虚
子
の
能
と
俳
句
の
歴
史
を
簡
単
に
要
約
し
て
み
る
。 

高
浜
虚
子
は
、
一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
愛
媛 

県
松
山
市
の
旧
松
山
藩
士
池
内
政
忠
の
五
男
と
し
て

生
ま
れ
た
。
虚
子
の
家
柄
は
、
旧
幕
時
代
伊
予
松
山

藩
の
演
能
に
深
く
か
か
わ
り
祖
父
は
宝
生
流
を
習
い
、

父
は
松
山
で
の
演
能
の
世
話
役
を
引
き
継
ぎ
、
能
楽

に
造
詣
が
深
く
、
明
治
維
新
後
の
松
山
の
能
楽
は
虚

子
の
父
が
世
話
し
て
い
た
と
い
う
。
兄
の
池
内
信
嘉

は
宝
生
流
か
ら
喜
多
流
に
転
じ
、
明
治
三
十
五
年
に

上
京
し
、
雑
誌
「
能
楽
」
を
発
行
し
維
新
後
衰
退
し

て
い
た
能
楽
の
復
興
に
尽
く
し
た
。
虚
子
も
ま
た
幼

児
か
ら
能
に
親
し
み
、
自
ら
能
を
舞
い
、
大
小
の
鼓

を
打
ち
、
新
作
能
ま
で
創
っ
て
い
る
。 

九
才
で
祖
母
の
実
家
の
高
浜
家
を
継
ぎ
、
一
八
八

八
年
明
治
二
一
年
伊
予
尋
常
中
学
校
（
現
松
山
東
高

校
）
に
入
学
す
る
。
一
歳
年
上
の
河
東
碧
梧
桐
と
同

級
に
な
り
、
彼
を
介
し
て
正
岡
子
規
に
俳
句
を
教
わ

る
。
明
治
二
四
年
、
子
規
に
「
虚
子
」
の
号
を
授
か

る
。
明
治
二
七
年
、
二
〇
歳
の
時
、
下
宝
生
流
家
元

に
碧
梧
桐
と
と
も
に
謡
を
習
う
。 
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明
治
二
八
年
、
松
山
で
漱
石
と
出
会
う
。 

明
治
三
〇
年
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
創
刊 

明
治
三
五
年 

二
八
才 

子
規
庵
や
虚
子
宅
で

謡
会
を
催
す
。「
能
楽
」
に
「
謡

曲
羽
衣
」
を
掲
載
。 

明
治
三
六
年
、
宝
生
会
で
「
鞍
馬
天
狗
」
の
ワ
キ

を
つ
と
め
る
。 

明
治
三
七
年 

三
十
歳
「
能
楽
」
誌
上
に
「
第
一

回
謡
曲
放
談
会
」
掲
載 

以
後 

明
治
三
九
年 

三
十
二
才 

漱
石
を
能
に
招
待
、

謡
を
進
め
る
。 

明
治
四
十
年
～
四
十
二
年 

三
十
三
才
～
三
十

五
才 

漱
石
を
訪
ね
、
謡
を
う
た

う
。 

大
正
二
年 

 

三
八
才 

健
康
を
損
ね
い
よ
い

よ
能
に
親
し
む
、
喜
多
六
平
太
の

「
巴
」
を
賞
賛 

大
正
三
年 

三
十
九
才 

鎌
倉
能
舞
台
完
成 

大
正
八
年 

四
十
三
才 

新
作
能
「
実
朝
」
発
表 

昭
和
三
十
四
年 

八
十
四
才 

皇
太
子
成
婚
祝 

 

賀
曲
と
し
て
舞
囃
子
「
花
一
時
に
開 

く
」
を
作
詞 

四
月
八
日
永
眠 

（
三
村 

昌
義
「
虚
子
能
楽
関
係
年
表
」
か
ら
要
約
） 

 

以
上
が
高
浜
虚
子
の
能
の
歩
み
の
要
約
で
あ
る

が
、
プ
ロ
の
能
楽
師
以
上
に
造
詣
が
深
く
、「
能
楽
」

雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
文
章
は
、
優
れ
た
能
楽
評
論
に

な
っ
て
い
る
。
私
は
謡
曲
だ
け
だ
が
、
虚
子
は
仕
舞

か
ら
能
の
シ
テ
ワ
キ
の
役
を
演
じ
、
新
作
能
ま
で
創

作
し
て
い
る
。そ
の
才
能
の
豊
か
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

宝
井
其
角
は「
謡
は
俳
諧
の
源
氏
」と
書
い
て
い
る
。 

私
は
、
高
浜
虚
子
に
出
会
う
こ
と
に
よ
り
、
俳
句

だ
け
で
な
く
、
能
の
理
解
も
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ

る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
い
わ
ん
や
俳
句
お
や

で
あ
る
。 
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以
上
の
反
省
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
能
を
ベ
ー
ス
に

し
た
俳
句
を
調
べ
て
み
た
。
予
想
以
上
に
多
く
の
俳

句
が
作
ら
れ
て
い
た
。
子
規
が
約
七
〇
句
、
漱
石
が

約
七
〇
句
、
虚
子
は
そ
の
何
倍
も
の
句
を
作
っ
て
い

る
が
数
は
現
在
不
明
で
あ
る
。 

こ
こ
で
は
有
名
な
句
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み

た
い
。 

 

江
戸
期
先
駆
作
家 

・
お
も
し
ろ
う
て 

や
が
て
悲
し
き 

鵜
舟
哉

（
芭
蕉
） 

・
朝
風
の 

吹
き
さ
ま
し
た
る 

鵜
河
哉
（
蕪
村
） 

正
岡
子
規 

・
寒
月
や 

人
去
る
あ
と
の 

能
舞
台 

・
松
風
や 

謡
半
ば
や 

春
の
雨 

・
あ
つ
ら
え
の 

扇
出
来
た
り 

謡
初 

・
草
の
家
の 

隣
に
遠
く 

謡
初 

・
謡
ヲ
談
ジ 

俳
句
ヲ
談
ス 

新
茶
哉 

高
浜
虚
子 

・
鼓
あ
ぶ
る 

夏
の
火
桶
や 

ほ
と
と
ぎ
す 

・
鏡
板
に 

秋
の
出
水
の 

あ
と
あ
り
ぬ 

・
能
す
み
し 

面
の
衰
へ 

暮
の
秋 

・
一
面
に 

月
の
江
口
の 

舞
台
か
な 

・
夏
潮
の 

今
退
く
平
家 

亡
ぶ
時
も 

 
 

河
東
碧
梧
桐 

・
神
事
近
き 

作
り
舞
台
や 

楠
若
葉 

・
曲
す
み
し 

笛
の
余
韻
や 

春
の
月 

・
両
肩
の 

富
士
と
浅
間
や 

二
日
灸 

・
薪
能 

小
面
映
ゆ
る 

片
明
か
り 

・
舞
殿
や 

薫
風
昼
の 

楽
起
こ
る 

夏
目
漱
石
（
熊
本
時
代
） 

・
白
雲
や 

山
又
山
を 

這
い
回
り 

・
憂
ひ
あ
ら
ば 

此
の
酒
に
酔
へ 

菊
の
主 

・
弁
慶
に 

五
条
の
月
の 

寒
さ
哉 

・
落
ち
延
び
て 

只
一
騎
な
り 

萩
の
原 

・
梅
散
る
や 

源
太
の
箙 

は
な
や
か
に 
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四
、
お
わ
り
に
―
世
界
詩
と
し
て
の
能
と
俳
句 

二
〇
一
八
年
、
青
山
学
院
大
学
英
米
文
学
科
同
窓

会
創
立
二
〇
周
年
の
記
念
講
演
で
、
福
岡
出
身
の
詩

人
高
橋
睦
郎
が
「
世
界
詩
と
し
て
の
能
と
俳
句
」
と

題
し
て
講
演
を
し
て
い
る
。 

高
橋
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
養
人
に
説
明
な
し
に

理
解
さ
れ
る
日
本
の
伝
統
芸
術
が
二
つ
あ
る
。
一
つ

は
俳
句
で
、
も
う
一
つ
は
能
。
パ
リ
を
拠
点
に
国
際

的
に
活
躍
し
て
い
る
韓
国
人
画
家
の
言
葉
だ
。
俳
句

は
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
を
通
し
て
二
〇
世
紀
の
世
界

詩
を
大
き
く
変
え
た
と
い
わ
れ
る
。
能
は
二
十
一
世

紀
の
世
界
演
劇
を
変
え
う
る
か
。
変
え
う
る
と
し
た

ら
ど
う
変
え
う
る
の
か
」
と
述
べ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
能
と
俳
句
は
歴
史
的
に
も
内
容

的
に
も
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

俳
句
は
現
在
、
大
変
な
ブ
―
ム
で
多
く
の
方
々
が
俳

句
を
学
ん
で
お
ら
れ
る
。
テ
レ
ビ
の
プ
レ
バ
ト
も
人

気
が
あ
り
、
多
く
の
有
名
人
が
出
演
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
能
謡
曲
は
、
極
め
て
少
数
で
あ
る
。
理

由
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。
プ
ロ
の
能
楽
師
が
少

な
い
こ
と
、
大
都
市
に
集
中
し
て
お
り
地
方
都
市
は

一
部
を
除
い
て
皆
無
に
近
い
。
さ
ら
に
謡
を
指
導
す

る
教
士
、
教
授
の
数
が
極
め
て
少
な
い
。
私
は
現
在

謡
曲
を
習
っ
て
お
ら
れ
る
方
に
教
士
の
免
状
を
取
り

多
く
の
方
々
に
指
導
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て

い
る
。
日
本
能
楽
協
会
も
、
も
っ
と
能
謡
曲
を
普
及

す
る
た
め
に
よ
り
安
価
な
免
状
取
得
シ
ス
テ
ム
を
考

え
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
俳
句
の
よ
う
に
も

っ
と
だ
れ
で
も
気
楽
に
始
め
れ
る
よ
う
、
尽
力
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
能
謡
曲
は
、
指
導

者
が
少
な
く
、
と
て
も
カ
ネ
と
時
間
が
か
か
る
の
が

ネ
ッ
ク
で
あ
る
。
私
も
少
な
い
給
料
か
ら
費
用
を
捻

出
す
る
の
に
苦
労
し
た
。
提
案
と
し
て
は
、
謡
教
士

の
下
に
謡
見
習
い
の
よ
う
な
資
格
を
新
設
し
、
誰
で

も
気
軽
に
安
い
値
段
で
謡
を
学
べ
る
よ
う
に
し
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
能
楽
協
会
で
検
討
し
て
も
ら 
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え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
能
謡
曲
の
フ
ァ

ン
の
層
が
広
が
り
、能
の
鑑
賞
者
も
増
え
る
だ
ろ
う
。 

国
と
し
て
も
、
も
っ
と
伝
統
文
化
芸
能
に
多
く
の

人
々
が
気
軽
に
安
価
に
参
加
で
き
る
よ
う
資
金
援
助

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
が
、
よ
り
豊

か
な
日
本
人
の
文
化
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
俳
句
人
口
な
み
に
能
謡

曲
人
口
が
増
え
れ
ば
、
よ
り
豊
か
な
精
神
文
化
生
活

を
送
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。 

か
く
し
て
、
小
中
高
と
ア
メ
リ
カ
に
あ
こ
が
れ
、

英
語
が
好
き
だ
っ
た
私
が
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
で
の
多
く
の

国
々
と
の
国
際
交
流
体
験
を
通
じ
て
、
五
十
代
に
な

っ
て
よ
う
や
く
日
本
の
歴
史
、
伝
統
芸
能
文
化
「
能

謡
曲
」
に
目
覚
め
、
そ
の
過
程
で
、
日
本
の
伝
統
芸

能
文
化
、と
り
わ
け
語
り
音
楽
の
奥
深
さ
を
味
わ
い
、

今
俳
句
の
奥
深
さ
を
知
り
、
日
本
人
に
生
ま
れ
た
こ

と
を
心
か
ら
幸
せ
と
感
じ
て
い
る
。現
在
七
十
三
歳
、

こ
れ
か
ら
い
つ
ま
で
生
き
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、

死
ぬ
ま
で
謡
曲
と
俳
句
を
続
け
て
い
き
た
い
と
願
っ

て
い
る
。 

（
出
水
市
文
化
協
会
理
事
、
喜
多
流
謡
教
士
） 
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