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新
興
俳
句
運
動
下
の
俳
論
に
お
け
る
俳
句
と
映
画
の
関
連
付
け福

田

浩
之

序
論新

興
俳
句
と
映
画
の
か
か
わ
り
と
い
う
と
、
山
口
誓
子
が
数
々
の
映
画
用
語
を
使

っ
て
俳
句
を
論
じ
た
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る

(こ
。

と
り
わ
け
、
誓
子
が
連
作
の
方
法
を
論
じ
る
際
に

「
モ
ン
タ
ア
ジ
ユ
」
と

い
う
語
を
用
い
た
こ
と
は
、
寺
田
寅
彦
が
同
時
代
に
や
は
り

こ
の
語
を
用

い
て
連
句
を
論
じ
た
こ
と
と
と
も
に
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

三
)。
た
と
え
ば
、
『現
代
俳
句

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』

に

は

「現
代
俳
句
用
語
1
0
0
語
」
の
ひ
と
つ
と
し
て

「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、
執
筆
者
の
仁
平
勝
は
同
項
目
の
説
明

に
あ
た

っ
て
寅
彦
と
誓
子
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
で

「組
み
立
て
」
の
意
味
。

ロ
シ
ア
で
生
ま
れ
た
芸
術
理
論
で
、

エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
映
画
の
手
法
に
こ
れ

を
取
り
入
れ
た
。
本
来
な
ん
の
関
係
も
な

い
複
数
の
カ
ッ
ト
が
、
連
続
し
た
場
面
と
し
て
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
新
た
な
意
味
を
生

み
出
す
と
い
う
手
法
で
、
映
画

「戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
」
は
そ
の
実
践
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
れ
を
寺

田
寅
彦
が
、
「
モ
ン
タ
ー

ジ

ュ
は
矢
張
取
合
せ
の
芸
術
で
あ
る
」
(
『俳
譜
論
』)
と
し
て
、
俳
壇
の
伝
統
的
な
手
法
で
あ
る
取
合
せ

に
結
び
付
け
た
。

こ
の
考
え
を
、
俳
句

の
理
論
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
は
山
口
誓
子
で
、
昭
和
六
年
、「
ホ
ト
ト
ギ

ス
」
に

「戦
艦
ポ
チ
ョ

ム
キ
ン
」
を
論
じ
た
文
章
を
書
き
、
エ
イ
ゼ
ン
シ

ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
を
紹
介
す
る
。
当
時

の
誓
子
が
試
み
た
連
作

俳
句
は
、
こ
の
理
論
を
応
用
し
た
も
の
だ
。
(三)
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し
か
し
、
新
興
俳
句
運
動
下
で
の
試
み
と
映
画
と
の
か
か
わ
り
を
誓
子
ひ
と
り
に
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
、
後
に
参
照
す
る
同
時
代
的
な

数
多
く
の
作
品
や
俳
論
の
存
在
と
そ
の
多
様
な
展
開
を
思
え
ば
、
適
切
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、

一
九
三
二
年

(昭
和

七
年
)
か
ら

一
九
四
〇
年

(昭
和

一
五
年
)
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
新
興
俳
句
運
動
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
俳
論
に
お
け
惹
俳
句
と
映
画

の
関
連
付
け
を
包
括
的
に
捉
え
か
え
し
、
そ
れ
ら
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
。
ま
た
、
そ
の
手
続
き
を
通
じ
て
、
俳
句
の
側
か
ら
み
た

映
画
と
い
う
形
式
の
特
質
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
俳
論
が
俳
句

の
形
式
を
映
画
の
そ
れ
と
関
連
付
け
る
こ
と
の
可
能
性
と
そ

の
限
界
を
考
察
す
る
。

一
、
隠
喩
の
成
立
-

山
口
誓
子
の
連
作
論

「
モ
ン
タ
ア
ジ
ユ
」
な
い
し

「
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
は
本
来

「組
み
立
て
」
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
り
、
映
画
用
語
と
し
て
は
、

狭
義
に
は
編
集
上
の
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ョ
ッ
ト
の
つ
な
ぎ
の
こ
と
を

い
う
が
、
広
義
に
は
、
ト
ー
キ
ー
に
お
け
る
映
像
と
音
声
と
の
組
み

合
わ
せ
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
素
の
配
合
を
指
し
て
用

い
ら
れ
る
。

誓
子
は
、

一
九
三
二
年

(昭
和
七
年
)

一
〇
月
の

『か
つ
ら
ぎ
』
に
掲
載
さ
れ
た

「連
作
俳
句
は
い
か
に
し
て
作
ら
る

・
か
」
に
お

い
て
、
「浮
巣
」
十
句

の
創
作
順
と
完
成
し
た
連
作
の
構
成
と
を
並
置
し
、
こ
の
編
集
過
程
を
連
作
に
お
け
る
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
の
実
践

例
と
し
て
い
る
。

私
が
、
さ
き
ご
ろ

「サ
ン
デ
ー

・
毎
日
」
(七
月
三
日
号
)
に
発
表
し
た

「浮
巣
」
の
連
作
十
句
は
京
饅
寮
即
事
で
あ
る
が
、

ω

「個
」
の
俳
句

の
創
作
過
程
に
於
て
、
「個
」
の
俳
句
は
、
感
情
の
赴
く
ま

・
に
、
次
の
順
序
を
と

っ
た
。

も
た
ら
し
て
あ
は
れ
浮
巣
の
ほ
ぐ
れ
か
な

も
た
ら
し
て
巨
椋
を
隔
つ
浮
巣
か
な

へ
い

京
の
宿
葭
の
浮
巣
を
瓶
に
挿
す

-

日
を
経
て



街
暑
し
巨
椋
の
浮
巣
も
て
か

へ
る

挿
し
置
き
て
夜
と
な
り
け
る
浮
巣
か
な

燈
の
も
と
に
葭
も
浮
巣
も
あ
は
れ
な
り

へ
い瓶

に
挿
す
浮
巣
の
葭
は
瑞

々
し

漂
瀞
と
ひ
か
り
し
沼
の
浮
巣
こ
れ

浮
巣
得
し
田
沢
の
景
猶
存
す

浮
巣
得
し
沼
も
ゆ
ふ
べ
の
ひ
か
り
か
も

②
そ
し
て
、
「個
」
の
俳
句
の
モ
ン
タ
ア
ジ

ユ
過
程
に
於
て
、

を
と

つ
た
。

街
暑
し
巨
椋
の
浮
巣
も

て
か
へ
る

も
た
ら
し
て
巨
椋
を
隔
つ
浮
巣
か
な

も
た
ら
し
て
あ
は
れ
浮
巣

の
ほ
ぐ
れ
か
な

へ
い

京
の
宿
葭
の
浮
巣
を
瓶
に
挿
す

へ
い瓶

に
挿
す
浮
巣
の
葭
は
瑞

々
し

漂
瀞
と
ひ
か
り
し
沼
の
浮
巣
こ
れ

浮
巣
得
し
田
沢
の
景
猶
存
す

浮
巣
得
し
沼
も
ゆ
ふ
べ
の
ひ
か
り
か
も

挿
し
置
き
て
夜
と
な
り
け
る
浮
巣
か
な

燈
の
も
と
に
葭
も
浮
巣
も
あ
は
れ
な
り

(四
)

「個
」

の
俳
句
は
、
感
情
の
流
れ
を
疎
通
せ
し
め
て
、
次
の
構
成

132

誓
子
は
、
こ
こ
で
、
感
情

の
赴
く
ま
ま
に
作
ら
れ
た
句
群
を

「感
情
の
流
れ
」
の
表
現
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
言
う
た
め
に

「
モ

隠
喩
か
ら
類
比

へ

三
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ン
タ
ア
ジ
ユ
」
と

い
う
言
葉
を
用

い
て
い
る
。
㈲
の
二
句
目
と
三
句
目
の

「
も
た
ら
し
て
」
お
よ
び
四
句
目
と
五
句
目
の

「瓶
に
挿
す
」

の
表
現
の
つ
ら
な
り
、
さ
ら
に
は
夏

の
日
中
か
ら
夜
の
深
ま
る
ま
で
の
時
間
の
う

つ
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
全
体
の
構
成
は
、
こ
の

「
モ

ン
タ
ア
ジ
ユ
」
の
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
で
誓
子
が

「
モ
ン
タ
ア
ジ

ユ
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
要
す
る
に
、
詩
的
効
果
を
生
み
出
す
能

動
的
な
順
序
の
組
み
換
え

の
作
業

の
こ
と
な
の
だ
。
誓
子
の
議
論
の
核
心
は
次
の
点
に
あ
る
。

決
し
て
、
事
の
当
初
か
ら
、
「全
」
と
し
て
の
連
作
俳
句
を
作
る
の
で
は
な
い
。

だ
か
ら
、
「個
」
の
俳
句
を
作
る
に
当

つ
て
、
や
が
て
生
成
さ
れ
る
連
作
俳
句

の

「全
体
的
な
見
透
」
「全
体
的
な
意
図
」
を
持

つ
こ
と
は
必
要
条
件
で
は
な
い
。

作
家
は
連
作
俳
句
の
設
計
図
な
し
に
、
無
計
画
に
着
手
し
て
い
・
の
で
あ
る
。
(五
)

ρ

言

い
換
え
る
と
、句

の
創
作
は
必
ず
し
も
は
じ
め
か
ら
連
作
俳
句
の
全
体
を
意
図
し
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
「
モ
ン
タ
ア
ジ
ユ
」
と
い
う
語
は
、
さ
し
あ
た

っ
て
、
全
体

の
編
集
作
業
を
個
別
の
創
作
の
作
業
か
ら
区
別
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年

(昭
和
八
年
)
四
月
の

『ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た

「詩
人
の
視
線
」
に
お
い
て
も
、
誓
子

は
、
全
体
の
編
集
と

個
別
の
創
作
と
の
違

い
を
述
べ
る
た
め
に

「
モ
ン
タ
ア
ジ

ユ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
、
旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
映

画
作
家
で
あ
る
フ
セ
ヴ
ォ
ロ
ド

・
プ
ド
ブ
キ
ン
と
セ
ル
ゲ
イ

・
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
に
お
け
る
シ
ョ
ッ
ト
同
士

の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
原
理
を
念
頭
に
考
え
て
い
た
と

い
う
逸
話
に
も
と
つ
い
て
い
る
。

モ
ン
タ
ア
ジ
ユ
は
連
鎖
で
あ
る
ー

P

モ
ン
タ
ア
ジ
ユ
は
衝
撃
で
あ
る
l

E

一
個
の
作
品
の
構
成
過
程
に
於
て
は
1

殊
に
俳
句

の
間
接
描
写

(「
甲
」
を
描
か
ん
と
し
て
非

「甲
」
を
描
く
こ
と
)
に
於



て
は
ー

プ
ド
ブ
キ
ン
風
の

「連
鎖
」

と

考

へ
ら

れ

も

し

よ

う

。

(六
)

　

　

よ

り

も

、

エ
イ

ゼ

ン
シ

ユ

テ
イ

ン
風

の

「
衝

撃

」

の
方

が

、

よ

り
高

度

の

モ

ン
タ

ア
ジ

ユ

さ
ら
に
誓
子
は
、
「連
作
俳
句
が

「個
」
を
完
全
に
保
存
し
な
が
ら
、
と
同
時
に

「
全
」
に
於

い
て
、
内
面
的
に
、
有
機
的
に
構
成
さ

　

　

　

れ
て
ゐ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
連
作
俳
句

の

「個
」
は
プ
ド
ブ
キ
ン
風
な
連
鎖
を
こ
そ
、
そ
の
モ
ン
タ
ア
ジ

ユ
手
法
と
し
て
採
用
す
べ
き

で
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る

(七
)。

「
詩
人
の
視
線
」
で
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
理
論
に
言
及
す
る
に
あ
た

っ
て
誓
子
が
参
照
し
て
い
る
の
は
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ

テ
イ
ン
の

「枠
を
超
え

て
」
と

い
う
文
章
に
み
ら
れ
る
次
の

一
節
で
お
る
。

私
の
前
に
、
柔
ら
か
そ
う
な
少
し
黄
ば
ん
だ
紙
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
神
秘
的
な
書
き
込
み
が
さ
れ
て
い
る
。

「
連

結

、

1

こ
れ

は

p
、

衝

突

、
-

こ

れ

は

E

」
。

こ

れ

は

、
E

つ
ま

り

私

エ
イ

ゼ

ン

シ

ュ
テ
イ

ン
と

、
P

つ
ま

り

プ

ド

ブ
キ

ン
と

の
あ

い
だ

で
、
モ

ン
タ

ー

ジ

ュ
を

テ
ー

マ
に

年
も

前

か

ら

)
演

じ
ら

れ

て
来

た

立

ち

回

り

の
物

質

的

痕

跡

で
あ

る

。

(八
)

(半
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シ
ョ
ッ
ト
同
士

の
結
合
を
連
鎖
な

い
し
は
連
結
と
し
て
考
え
る
か
衝
撃
な
い
し
は
衝
突
と
し
て
考
え
る
か
。
誓
子

の
記
述
は
こ
の
論
争

を
念
頭
に
置

い
て
い
る
。
た
だ
し
、

エ
イ
ゼ
ン
シ

ュ
テ
イ
ン
は

「連
結
と
い
う

の
は
、
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
あ
り
う
る
、
特
殊
な
場

合
で
し
か
な
い
」
と
し
、
連
結
を
衝
突
の

一
種
と
み
な
し
て
い
る

(九
)。
し
た
が

っ
て
、

エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
論
に
厳
密
に
依
拠

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
衝
突
を
連
結
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誓
子
は
両
者

を
あ
く
ま
で
も
相
反
す
る
も
の
と
し
て
語

っ
て
い
る
。

連
作
俳
句
に
つ
い
て
の
誓
子
の
理
論
は
、
た
し
か
に
映
画
の
そ
れ
と
同
じ
語
彙
を
用
い
て
い
る
が
、
実
質
と
し
て
は
そ
れ
と
は
ま
る

隠
喩
か
ら
類
比
へ

五
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で
異
な
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
前
掲
の

「連
作
俳
句
は
い
か
に
し
て
作
ら
る

・
か
」
に
お
け
る
映
画
理
論

の
参
照

に
し
て
も
、
「
こ
の

点
に
関
す
る
プ
ド
ブ
キ
ン
の
映
画
理
論
を
附
加
し
て
、
読
者
諸
君
の
理
解
を
助
け
よ
う
」
と

い
う
文
に
表
れ
て
い
る
と
お
り
、
あ
く
ま

で
も
付
加
的
な
喩
え
と
し
て
で
し
か
な
か
っ
た

(一〇
)。
同
様
に
、
「
詩
人
の
視
線
」
に
お
け
る

「:
…
・風
」
と

い
う
接
尾
辞
も
、
誓
子

が
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
や
プ
ド
ブ
キ
ン
の
映
画
理
論
を
あ
く
ま
で
も
喩
え
と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
と
し

て
読
ま
れ
る
。
誓
子
は
、
俳
句
の
内
的
な
原
理
に
し
た
が

っ
て
連
作
の
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
な
が
ら
、
そ

の
説
明
の
た
め
の
レ

ト
リ
ッ
ク
と
し
て
映
画
理
論
を
参
照
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

仁
平
勝
は
、
『現
代
俳
句

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』
の

「
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
の
項
で
、
先
に
引
用
し
た
と
お
り
、
誓
子

の
連
作
俳
句
は
ロ
シ

ア
の
映
画
作
家
た
ち
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
理
論
を
応
用
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、誓
子
の
言
葉
の
用
法
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
評
価
は
適
切
と
は
言

い
が
た
い
。
対
し
て
、
た
と
え
ば
今
泉
康
弘
は
そ
の
「隠
喩
と
し
て
の
映
画
-

山
ロ
誓

子
と
キ

ン
タ
ー
ジ

ュ

構
成
」
の
冒
頭
か
ら

「山
ロ
誓
子
は

一
九
三
〇
年
代
前
半
、
俳
句
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
、
映
画
に
関
わ
る
語
を
隠
喩

(た
と
え
)
と

し
て
何
度
も
使

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
と
い
う
語
は
そ
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
る
」
と
し
、

一
貫
し
て
誓
子
の
言

葉
を
隠
喩
と
み
な
し
て
い
る

(=
)。
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
、
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
し
て
正
確
な
認
識
で
あ
る
と

い
え
る
。

二
、
隠
喩
か
ら
類
比

へ
1

俳
句

の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論

の
発
展
と
長
谷
川
素
逝
の
写
生
論

新
興
俳
句
の
理
論
に
お
い
て
映
画
理
論
が
単
な
る
喩
え
以
上
の
も
の
と
な

っ
て
い
っ
た
の
は
、
誓
子
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
の
批
判
者
た
ち
に
よ

っ
て
だ

っ
た
。
な
か
で
も
、
石
橋
竹
秋
子

(石
橋
辰
之
助
)
は
映
画
館
の
技
師
と
し
て
の
自
ら
の
知
見
を
も
と

に
こ
れ
を
論
じ
て
い
る

(一三
。

一
九
三
二
年

(昭
和
七
年
)

一
一
月
の

『馬
酔
木
』
に
掲
載
さ
れ
た

「
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
に
就
て
」
と
い

う

コ
ラ
ム
で
、
竹
秋
子
は
、
誓
子
が
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
理
論
を
援
用
す
る
仕
方
に
着
目
し
、
「誓
子
氏
は
こ
れ
を
も
つ
て
連
作
は

唯
、
「個
」
を
寄
せ
集
め
、
そ
れ
を
創
作
す
る
鋏
に
依

っ
て
整
理
す
れ
ば
成
立
つ
如
く
云
は
れ
る
が
そ
れ
は
テ
ー

マ
の
な
い
レ
ヴ

ユ
ー

の
如
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
以

つ
て
連
作
の
作
り
方
の
す
べ
て
と
噺
定
す
る
の
は
早
計
で
は
あ
る
ま
い
か
」
、
「
誓
子
氏
が
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
を
以
て
連
作
を
説
明
さ
れ
た
こ
と
が
わ
る
い
の
で
は
な
く
、
句
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
カ
ツ
チ
ン
グ
に
依

つ
て

の
み
連
作
が
成
立
す



る
と

い
ふ
の
が
う
な
づ
け
な
い
の
で
あ
る
」
と
疑
義
を
示
し
た

(一三
)。
さ
ら
に
そ
の
後
、
竹
秋
子
は
続
け
ざ
ま
に

「連
作
俳
句
の
作
法
」

と

い
う
俳
論
を
ま
と
め
、
一
九
三
三
年

(昭
和
八
年
)
二
月
の
同
誌
に
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
で
、
竹
秋
子
は
、
誓
子
が
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
に
よ
る
連
作
に
設
計
図
は
不
要
だ
と
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

「あ
る
特
別
な
創
造
的
に
登
見
さ
れ
た
順
序
」
な
る
も
の
を
映
書
の
編
輯
的
構
成
と
い
ふ
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
理
論
よ
り
成
さ
れ
た
言

葉
と
し
て
、
連
作
俳
句
の
作
法
に
鷹
用
す
る
こ
と
は
よ
く
分
る
と
し
て
も
、
作
法
論
は

一
般
的
に

「
モ
ー

テ
イ
フ
」
か
ら
せ
ら
る

べ
き
で
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
作
品
か
ら
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
前
述
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
完
成
手
段
と
し
て
述
べ
ら

れ
た

「あ
る
特
別
な
創
造
的
に
襲
見
さ
れ
た
順
序
」
と

い
ふ
も

の
に
疑
問
が
持
た
れ
て
き
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
映
書
の
展
開
に
は

ぽ
　
　
　

常
に
初
め
か
ら
明
確
な
る
見
透
し
が
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
見
透
の
確
立
に
依

つ
て
ヒ
ル
ム
の

一
断
片
つ
"

は
既
に
計
量
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
こ
に
は
唯
、
見
透
し
を
経
て
來
た
と
こ
ろ
の
よ
り
高

い
位
置
に
あ
る
完
成
が
必
要
と
さ
れ
て
ゐ

る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
(一四
)
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竹
秋
子
の
ス
タ
ン
ス
は

一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
誓
子
が

「
モ
ン
タ
ア
ジ

ユ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
説
明
す
る
連
作
俳
句
の
創
作
法
が
、

い
ま
だ
充
分
に
映
画
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
な
の
で
あ
る
。
竹
秋
子
の
言
葉
か
ら
は
、
彼
が
映
画
と
同
じ
仕
方
で
連
作

俳
句
を
作
る
こ
と
を
考
え
始
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

誓
子
の
比
喩
を
言
葉
ど
お
り
に
受
け
取

っ
た
批
判
に
は
、
ほ
か
に
も

一
九
三
三
年

(昭
和
八
年
)

一
〇
月
の

『句
と
評
論
』
に
掲
載

さ
れ
た
湊
楊

一
郎

「連
作
理
論
は
韓
向
す
べ
し
」
が
あ
る
。
楊

一
郎
は

「衝
突
か
連
錬
か
の
問
題
は
、
映
画
の
作
成
風
と
か
監
督
風
と

か
、
構
成
風
と
か
、
と
云
ふ
こ
と
を
取
り
扱
つ
た
の
で
は
、
全
然
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
、
誓
子
の
言
葉
の
用
法
を
批
判
し
て
い
る

(一五
)。

た
し
か
に
そ
う
だ
が
、誓
子
と
し
て
は
映
画
風
の
俳
句
作
法
を
語

っ
た
ま
で
の
こ
と
だ

っ
た
。
次
の

一
節
に
よ
く
表
れ
て
い
る
と
お
り
、

楊

一
郎
の
ほ
う
が
映
画
理
論
を
よ
り
厳
密
に
俳
句
に
当
て
は
め
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
と

い
え
る
。

隠
喩
か
ら
類
比
へ

七
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エ
イ
ゼ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
説
は
極
端
論
で
あ
る
と
し
て
も
、
衝
突
關
係
の
な
い
詩
は
な

い
だ
ら
う
。
衝
突
と
連
錬
が
二
つ
な
が
ら

あ
る
と
す
る
の
が
穏
當
と
思
ふ
。

そ
し
て
連
作
俳
句
も
結
合
の
敷
果
を
獲
生
せ
ん
と
す
れ
ば
、
衝
突
關
係
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
総
て
の

映
画
に
、
連
錬
と
衝
突
の
二
つ
が
あ
る
と
同
様
に
、
総
て
の
詩
に
も
こ
の
關
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(=
ハ)

楊

一
郎
は
、
連
作
俳
句
に
も
、
映
画
と
同
様
に
衝
突
関
係
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
連
作
俳
句
は
こ
こ
で
も
、
誓
子

が
述
べ
た
以
上
に
映
画
に
近
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
誓
子
が
批
判
さ
れ
る
の
は
そ
れ
ゆ
え

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

竹
秋
子
や
楊

一
郎
の
論
か
ら
分
か
る
の
は
、
誓
子
に
よ

っ
て
単
な
る
隠
喩
と
し
て
援
用
さ
れ
た

「
モ
ン
タ
ア
ジ

ユ
」
と

い
う
語
が
、

誓
子
自
身
の
意
図
を
離
れ
た
誤
読
に
よ

っ
て
、
単
な
る
隠
喩
を
越
え
た
類
比
と
し
て
機
能
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
誓
子
が
連
作
俳
句
を
説
明
す
る
た
め
に
都
合
よ
く
映
画
の
用
語
を
借
用
し
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
に
対
し
、
竹
秋
子
や
楊

一
郎
は
、

連
作
俳
句
に
映
画
と
同
様
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
が
あ
る
と
い
う
文
脈
で
誓
子
の
文
章
を
読
み
、
そ
う
し
た
前
提
に
も

と
づ
き
な
が
ら
連
作

俳
句

の
あ
る
べ
き
か
た
ち
を
演
繹
的
に
思
考
し
て
い
る
の
だ
。

竹
秋
子
や
楊

一
郎
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
類
比
の
発
想
は
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
極
端
な
か
た
ち
で
発
展
す
る

こ
と
に
な
る
。
た
と

え
ば
、
い
ま
こ
こ
に
、
有
馬
宇
月
と

い
う
俳
人
が

一
九
三
四
年

(昭
和
九
年
)

一
一
月
か
ら
翌
年

一
月
に
か
け
て

『京
大
俳
句
』
に
連

載
し
た
未
完
の
論
考
、
す
な
わ
ち
、
掲
載
順
に

「
『績
映
書
的
俳
句

の
研
究
』
前
言
」
、
「績

『映
豊
的
俳
句
の
研
究
』
i

各
論
第
二

節
-

有
音
俳
句
」
お
よ
び

「連
作
俳
句
と
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ

(其
の

一
)
1

績

「映
書
的
俳
句

の
研
究
」
附
録
」
と
題
さ
れ
た
三
篇

の
文
章
が
あ
る

(一七
)。
宇
月
の
論
の
基
本
的
な
前
提
は
、
彼
自
身
が
次
の
と
お
り
記
し
て
い
る
映
画
と
俳
句
の
諸
要
素
の
対
応
関
係
で

あ
る
。

映
豊

A

映
豊
の
断
片

軍 俳
語 句



CB

挿 シ
イ

話 ン

輩
作
俳
句

連
作
俳
句

二
八
)

映
画
の
断
片
が
俳
句
に
お
け
る
単
語
に
、
シ
ー
ン
が

一
句
に
、
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
連
作
に
対
応
す
る
と

い
う
の
だ
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら

宇
月
は

「實
際
の
と
こ
ろ
映
壼
の
噺
片
は
文
藝
に
於
け
る
輩
語
と
同
様
、
そ
れ
自
体
何
等
存
在
理
由
を
持
た
な

い
、
そ
れ
が
智
的
に
配

列
さ
れ
る
こ
と
に
依

つ
て
シ
イ
ン
と
な
り
俳
句
詩
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
す
る

(一九
)。
宇
月
の
論
の
妥
当
性
に

つ
い
て
は
議
論
の
余
地

が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
類
比
に
よ
る
思
考
が
見
て
と
れ
る
。

フ
ィ
ル
ム
断
片
と
単
語
と
を
対
応
さ
せ
る
宇
月
の
論
は
あ
く
ま
で
も
抽
象
的
な
次
元
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
が
、
ト
ー
キ
ー
映
画
と
俳

句
を
類
比
に
よ

っ
て
思
考
す
る
に
至

っ
て
、
彼
は
さ
ら
に
具
体
的
な
比
較
を
お
こ
な

っ
て
い
る
。
あ
る
家
に
自
動
車
で
訪
問
者
が
や

っ

て
く
る
と
い
う
場
面
を
想
定
し
、
宇
月
は
次
の
と
お
り
記
し
て
い
る
。
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映
豊
の
場
合

a

座
せ
る
女

(全
景
)

遠
く
か
ら
自
動
車
の
来
る
音

b

釣
怨

(ク
ロ
オ
ズ

・
ア
ッ
プ
)
…
…
自
動
車
の
停
る
音

廿

i

省
略

l

c

ド

ア

ー
が

開

く

(全

景

)

ド

ア
ー

の

口
金

の
音

　

　

　

　

　

以
上
三
カ
ッ
ト
よ
り
な
る

一
シ
ー
ン
が
あ
る
と
し
た
場
合
、
吾

々
は
b
と

c
と
の
間
に
無
音
映
画
の
場
合
に
は
當
然
必
要
と
さ

る

、

「自
動
車
門
口
に
停
り
主
人
下
り
る
、
そ
し
て
玄
關
に
入
る
」
の
げ
な
る

一
全
景
が
省
略
さ
れ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
を
氣
附

で
あ
ら
う
、
そ
う
し
て
b
は
釣
怨
が
親
覧
的
に
ク
ロ
オ
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
る
る
こ
と
に
依
り
、
而
も
自
動
車

の
停
る
音
と
聴
畳
的
に

組
合
せ
ら
る
・
こ
と
に
依
り
が
が
省
略
さ
れ
た
こ
と
は
詩
的
に
見
て
も
又
手
際
良
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ら
う

、
そ
し
て
私
は
b
を

切
離
し
此
を
俳
句
と
し
て

(勿
論
駄
句
だ
が
)

隠
喩
か
ら
類
比

へ

九
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一
〇
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く

る

ま

自

動

車

来

し

音

が

と

ま

り

ぬ

釣

怨

を
得
た
と
す
る
、
然
る
時
そ
れ
は
映
書
の
本
質
と
し
て
は
或
は
難
あ
る
も
幾
分
映
書
の
如
き
音
に
依
る
省
略
敷
果
を
揚
げ
居
る

で
あ
ら
う
。
三
〇
)

こ
の

一
節
で
は
、
ト
ー
キ
i
映
画
に
み
ら
れ
る
省
略
の
技
法
か
ら
、
俳
句
に
お
け
る
省
略
技
法
が
類
比
的
か

つ
具
体
的
に
思
考
さ
れ
て

い
る
。
宇
月
の
論
は
、
誓
子
の
そ
れ
と
違

い
、
ト
ー
キ
ー
映
画
に
お
け
る
映
像
と
音
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
日
本

の
映
画
産
業
に
お
け
る
サ
イ
レ
ン
ト
か
ら
ト
ー
キ
ー
へ
の
移
行
は

一
九
三

一
年

(昭
和
六
年
)
ご
ろ
か
ら
五
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
な
さ

れ
た

三
一)。
こ
の
移
行
に
あ
わ
せ
て
、
俳
論
に
お
け
る
映
画

へ
の
言
及
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
の
だ
。

新
興
俳
句
の
担

い
手
た
ち
に
よ
る
俳
句
と
映
画

の
類
比
は
、

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
概
念
に
と
ど
ま
ら
な

い
三
三
。
長
谷
川
素
逝
は
、

一
九
三
四
年

(昭
和
九
年
)
五
月
に

『京
大
俳
句
』
に
掲
載
さ
れ
た

「句
作
者
の
映
薔

へ
の
感
想
」
に
お

い
て
、
「か

つ
て
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

と
い
ふ
言
葉
が
や
か
ま
し
く
言
は
れ
た
こ
ろ
、
そ
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
作
品
を
観
て
、
モ
ン
タ
ー
ジ

ユ
さ
れ
て
い
る

一
齪

一
駒
が
俳
句

の

ね
ら
ひ
方
と
よ
く
似
て
を
り
、
又
そ
れ
か
ら
、
何
か
の
暗
示
を
受
け
た
や
う
に
思
つ
た
こ
と
が
あ

つ
た
」
と
し
、
俳
句
に
お
け
る

「
モ

ン
タ
ー
ジ

ュ
」
と
い
う
言
葉
の
扱

い
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
独
自
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る

三
三
)。

素
逝
は
、
ま
ず
、
ミ
ハ
エ
ル

・
カ
ウ
フ
マ
ン
監
督
の

『春
』
(
一
九
三
〇
年
、
ソ
連
)
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル

・
ト
ウ
リ
ン
監
督

の

『ト
ウ

ル
ク
シ
ブ
』
(
一
九
二
九
年
、
ソ
連
)
と
い
う
二
つ
の
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
に
言
及
す
る

(二
四
)。
素
逝
に
と

っ
て
こ
れ
ら
の
作
品

が
重
要
で
あ

っ
た
の
は
、
リ
ア
ル
な
映
像
の

「迫
力
」
ゆ
え
に
だ

っ
た
。

と

こ

ろ

で

正
直

の
と

こ

ろ
、

そ

の

モ

ン

タ

ー
ジ

ュ
と

い

ふ

こ
と

と

、

モ

ン
タ

ー
ジ

ュ
さ

れ
た

全

膿

の
も

の

に
心

を

捉

え

ら

れ

た

の

　

　

　

で
は
な
く
て
、
そ
の

一
齢

一
勧
の
、
自
然
の
す
が
た
そ
の
も
の
の
映
像
に
、
随
時
大
き
な
迫
力
を
受
け
と
り
な
が
ら
、
何
か
俳
句

の
表
現
と
相
似
鮎
が
あ
る
ぞ
と
考

へ
て
ゐ
た
の
だ

つ
た
。
三
五
)



ま
さ
し
く
映
画
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
が
素
逝
の
心
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
素
逝
は
類
比
的
に
俳
句
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
可
能
性

を
思
考
し
て
い
く
。

素
逝
は
こ
れ
ま
で
の
俳
句
の

「客
観
爲
生
」

の
傾
向
に
お
い
て
は

「概
し
て
作
者
は
封
象
に
封
し
て
静
止
し

て
ゐ
る
場
合
が
多
く
、

封
象
も
亦
艀
止
し
て
ゐ
る
場
合
が
多
か

つ
た
。
又
封
象
の
運
動
し
て
ゐ
る
場
合
で
も
、
作
者
の
艀
止
し
て
ゐ
る

こ
と
が
極
め
て
多
か
つ

た
」
と
い
う

こ
と
を
確
認
し
て
い
る

三
六
)。
こ
の
記
述
に
は
高
濱
盧
子
の
教
条
的
な
写
生
論
が
関
連
し
て
い
る
。
虚
子
は
、
『俳
句

の

作
り
や
う
』
に
お

い
て
、
「
じ
つ
と
物
に
眺
め
入
る
こ
と
」
を
説
い
て
い
た

三
七
)。
「
じ
つ
と
」
と

い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
、

一
か
所

に
踏
み
と
ど
ま

っ
て
観
察
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
俳
句

の
ま
な
ざ
し
に
対
し
、
素
逝
は
、
ジ
ョ
セ

ブ

・
フ
ォ
ン

・
ス
タ
ン

バ
ー
グ
監
督
の

『
モ
ロ
ッ
コ
』
(
一
九
三
〇
年
、
ア
メ
リ
ヵ
)
の

一
場
面
を
例
に
挙
げ
、
映
画
的
な
ま
な
ざ
し

の
特
質
を
示
す
。
女
性

が
行
軍
中
の
兵
士
に
沿

っ
て
平
行
移
動
す
る
と
こ
ろ

へ
斜
め
に
カ
メ
ラ
が
接
近
し
て
い
く
そ
の
ト
ラ
ッ
キ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
で
は
、
対
象

と
そ
れ
を
見

つ
め
る
視
点
と
が
と
も
に
大
き
く
移
動
し
て
い
る

(二
八
)。
素
逝
は
次
の
と
お
り
記
し
て
い
る
。

　

　

映
書
に
於
け
る
私
の
受
け
た
迫
力
は
、
た
し
か
に
そ
の
動
き
に
あ

つ
た
。
然
も
そ
の
動
き
の
表
現
が
、
封
象

の
動
き
に
封
し
て
カ

メ
ラ
の
動
き
と
交
錯
さ
せ
ら
れ
た
爲

の
表
現
に
あ

つ
た
。
俳
句
に
於
け
る
、
こ
の
カ
メ
ラ
に
封
し
て
の
作
者
が
、
俳
句
作
品
の
上

に
、
常
に
静
止
さ
れ
、
卒
行
移
動
程
度
の
蓮
動
に
終

つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
の
方
面
に
大
い
に
切
り
ひ
ら
か
れ
る
方
向
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
つ
た
。
(二九
)
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映
画
に
お
い
て
カ
メ
ラ
が
動
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
俳
句
に
お
い
て
作
者
が
動
い
て
み
せ
る
こ
と
。
素
逝
は
、
俳
句
と
映
画
の
類
比
か

ら
、
こ
れ
ま
で
支
配
的
で
あ

っ
た
虚
子
の
写
生
論
の
考
え
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
見
出
し
た
の
だ
。
そ

れ
は
誓
子
の
隠
喩
を
発
端
と
し
た
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
の
可
能
性
と
も
異
な
る
も

の
だ

っ
た
。
素
逝
は
映
画
芸
術
の
独
自
性
が
モ
ン

タ
ー
ジ

ュ
に
限
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
つ
つ
、
別
の
応
用
の
可
能
性
を
探

っ
て
い
た
の
で
あ
る

三
〇
)。

俳
句
と
映
画
の
類
比
は

一
九
三
〇
年
代
の
半
ば
に
至
る
ま
で
の

『京
大
俳
句
』
に
お
い
て
大
き
く
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

隠
喩
か
ら
類
比

へ

一

一



隠
喩
か
ら
類
比

へ

一
二
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類
比
は
い
か
な
る
か
た
ち
で
そ
の
流
行
を
終
え
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
類
比
の
限
界
へ
の
到
達
ー

村
木
馨
の
形
式
主
義
的
芸
術
論

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
誓
子
に
よ
る
隠
喩
を
発
端
と
し
て
、
映
画
と
俳
句

の
類
比
に
も
と
つ
く
俳
論

が
発
達
し
た
の
は

一
九
三
〇
年
代
の
前
半
の
こ
と
だ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
今
度
は
そ
の
類
比
が
も

つ
限
界
が
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
◎

た
と
え
ば
、

一
九
三
七
年

(昭
和

一
二
年
)

=

月
の

『京
大
俳
句
』
に
同
誌
の
中
心
人
物
で
あ
る
平
畑
艀
塔

の
依
頼
で
寄
稿
さ
れ

た
村
木
馨
の

「映
薔
の
ア
ン
グ
ル
と
俳
句

の
ア
ン
グ
ル
の
問
題
」
の
冒
頭
に
は
、
困
惑
の
表
情
が
う
か
が
え
る
。

映
書
と
俳
句
、
こ
れ
は
些
か
奇
想
で
あ
つ
た
。
恐
ら
く
映
壷
人
な
ら
ば
此
の
や
う
な
表
題
に
は
想
致
し
得
な

か
つ
た
"
ら
う
。
事

實
の
と
こ
ろ
僕
は
此
の
表
題
に
慮
ふ
べ
き
自
信
は
全
然
無

い
。
出
題
者
静
塔
氏
も
ま
た
題
目
の
嚴
め
し
い
ほ
ど
に
は
期
待
も
い
だ

い
て
居
ら
れ
な
い
だ
ら
う
し
、
た
"
表
題
の
附
近
を
め
ぐ

つ
て
畳
書
風
に
彷
径
し
て
み
よ
う
と
思
ふ
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
し
て

も
果
た
し
て
何
ら
か
の
結
論
で
も
ひ
き
出
さ
れ
得
る
も
の
だ
ら
う
か
、
そ
れ
さ

へ
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
。
(三
一)

映
画
と
俳
句
を
比
較
す
る
と
し
て
、
い
っ
た
い
そ
れ
で
何
を
論
じ
た
ら
い
い
の
か
。
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
と

い
う
馨
の
態
度
は
、
こ
れ

ま
で
に
見
て
き
た
論
者
た
ち
の
比
較
対
照
の
実
践
に
お
け
る
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
馨
は

「映
豊
の

一
つ
の
書
面
と
俳
句

の
現
は
し
て
ゐ
る

一
つ
の
情
景
と
は
正
當
に
は
比
較
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。
ス
ク
リ
ン
の
上
に

一
瞬
も
と
"
ま
り
得
な

い
こ

と
が
映
書

の
書
面
の
性
格
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
流
動
し
て
ゆ
く
映
書

の

一
情
景
と
し
て
の
み
語
り
得
る
」と
し
て

い
る
三
二
)。
さ
ら
に
、

馨

は
次

の
と
お
り
映
画
と
俳
句
の
差
異
を
強
調
す
る
。

或
意
味
に
於

い
て
映
書
と
俳
句
は
爾
極
端
に
在
る
。
映
書
は
視
覧
藝
術
の
し
か
も
時
間
的
な
物
語
の
性
格
を
持
ち
、
且
つ
集
團
的



肚
會
的
な
制
約
を
多
分
に
受
け
て
ゐ
る
。
然
る
に
俳
句
は
文
學
の
う
ち
で
最
も
象
徴
的
性
格
を
負
う
た
短
詩
な
の
で
あ
り
俳
句
を

環
る
諸
條
件
は
最
も
個
性
的
で
あ
る
こ
と
さ

へ
ゆ
る
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
映
書
と
俳
句
と
が
も

つ
と
親
密
で
あ
れ
と
希
ふ
な
ら

ば
そ
れ
は
木
に
よ
つ
て
魚
を
求
む
る
の
類

で
あ
ら
う
。

正
當
な
意
味
で
俳
句
に
対
す
る
映
書
と
は
映
書
劇
な
の
で
あ
る
。
(三
三
)

こ
こ
か
ら
分
か
る
と
お
り
、
馨

の
論
は
、

一
句
を

一
本

の
映
画
と
比
較
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
俳
句
と
映
画
を
比
較
し

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
に
立

っ
て
い
る
。

前
章
ま
で
に
見
て
き
た
論
で
は
、
い
ず
れ
も

一
句
を
ワ
ン
シ
ー
ン
と
比
較
す
る
こ
と
で
俳
句
と
映
画
の
類
比
を
成
立
さ
せ
て
い
た
。

馨
は
、
こ
う
し
た
立
論
に
対
し
て
、
ひ
と

つ
の
作
品
は
ひ
と

つ
の
作
品
と
比
較
す
る
の
で
な
け
れ
ば
ジ
ャ
ン
ル
の
特
質
を
比
較
す
る
う

え
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
馨
は
、
同
時
に
形
式
主
義

の
基
本
的
な
考
え

に
基
づ

い
て
、
両
者
の

差
異
を
強
調
す
る
。
「映
書
に
は
映
書
狗
自
の
、
俳
句
に
は
俳
句
濁
自

の
形
式
が
あ
る
」
、
「あ
ら
ゆ
る
ジ

ャ
ン
ル
の
藝
術
が
そ
れ
ぞ
れ

内
容
を
異
に
す
る
も
の
と
は
い
へ
な
い
だ
ら
う
、
た
"
表
現
形
式
は
相
違
す
る
」
三
四
)。
馨
が
映
画
と
俳
句

の
類
比
に
訴
え
か
け
る
の

は
、
わ
ず
か
に
「俳
句
に
於
け
る
具
象
性
が
結
局
何
で
あ
る
か
未
だ
述
べ
得
な
い
如
く
映
書
に
於
け
る
具
象
性
も
な
ほ
未
完
成
な
の
だ
」
、

「
キ
ャ
メ
ラ
の
爲
實

の
正
確
さ
を
以
て
描
爲
す
る
こ
と
、
即
實
窮
映
書
は
要
す
る
に
原
始
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ

つ
て
、
そ
れ
が
即
映

画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
決
定
し
得
な

い
こ
と
、
俳
句
に
あ

つ
て
も
具
象
的
文
字
が
必
ず
し
も
俳
句
の
具
象
性
を
保
証
し
得
な
い
の
と
同
じ

で
あ
る
」
と

い
っ
た
自
明
の
こ
と
が
ら
を
め
ぐ

っ
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
(三
五
)。

馨
は
、
そ
の
後
、
一
九
三
八
年

(昭
和

一
三
年
)
五
月
の

『京
大
俳
句
』
に

「映
書
と
俳
句
に
就
て
」
を
寄
稿

し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
文
章
も
ま
た
、
仁
智
榮
坊
の
依
頼
に
応
じ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
馨
が
自
ら
望
ん
で
こ
の
主
題
に
と
り
く
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
こ
と

は
、
次

の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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映
書
と
俳
句
に
就
い
て
急
ん
な
風
に
語
る
こ
と
を
避
け
さ
せ
よ
う
と
て
、
榮
坊
氏
は
用
心
深
く

「ー

詰
り
、
映
書
に
學
ぶ
べ
き
テ

隠
喩
か
ら
類
比
へ

一
三



隠
喩
か
ら
類
比

へ

一
四
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ク
ニ
ク
と
か
、
俳
句

の
映
豊
的
要
素
と
か
さ
う
し
た
俳
句
側
か
ら
観
た
映
書
評
と
云
つ
た
も
の
で
も
」
と
断

つ
て
居
ら
れ
る
。
氏
の

要
求
せ
ら
れ
る
方
向
は
僕
に
と
つ
て
苦
手
な
の
だ
が
、
今
か
ら
で
も
逞
く
は
な
か
ら
う

(と
い
う
て
與

へ
ら
れ
た
紙
数
の
す
で
に
牛

ば
に
達
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
が
)
出
來
う
る
限
り
氏
の
用
心
深
さ
に
鷹
じ
つ
・
筆
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
三
六
)

馨
は
榮
坊

の
こ
の
出
題
を
念
頭
に
お

い
て
書

い
た
の
だ
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
ば

「映
書
が
映
像
に
擦
り
俳
句

は
文
學
に
擦
る
も
の

で
あ
る
に
し
て
も
俳
句
が
映
書
的
な
表
現
を
、
師
視
豊
的
な
描
き
方
を
學
び
撮
り
入
れ
る
こ
と
は
止
む
べ
く
も
な

い
」
と
い
っ
た
譲
歩

は
榮
坊
に
対
す
る
配
慮
か
ら
来
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う

(三
七
)。

馨
の
考
え
は
、
む
し
ろ
、
次
の

一
節
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
俳
句
は
映
書
の
糧
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
俳
句

の
與
ふ
る
情
感
が
映
書
を
創
作
し
よ
う
と
い
ふ
欲
望
を
刺
戟
す
る
。

し
さ
う
な
る
時
は
殊
更
に
映
書
と
俳
句
と
の
関
聯
を
こ
と
あ
げ
す
る
意
義
も
ま
た
牛
ば
減
じ
て
來
る
の
で
あ
る
。
(三
八)

し
か

要
す
る
に
、
俳
句
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
全
体
と
し
て
映
画
の
創
作
を
刺
激
す
る
場
合
に
は
、
と
り
た
て
て
俳
句

の
も
つ
映
画
に
と
っ
て

有
用
な
側
面
を
抽
出
し
て
み
せ
よ
う
と
す
る
努
力
は
意
義
を
も
た
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

馨
に
と

っ
て
、
俳
句
と
映
画
は
、

一
方
で
は
そ
の
形
式
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
大
き
く
隔
て
ら
れ
て
お
り
、
他
方
で
は
芸
術
的
な
創

作
物
で
あ
る
と

い
う
点
で
あ
ま
り
に
も
近
す
ぎ
た
。
俳
句
と
映
画
を
比
較
し
な
が
ら
両
者
の
比
較
そ
れ
自
体
の
限
界
を
見
定
め
よ
う
と

し
た
馨
の
論
は
、
俳
句
と
映
画
と
の
む
や
み
な
こ
じ
つ
け
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
誓
子
と
は
異
な
る
可
能
性
を
示
し
た
が
、

そ
の

一
方
で
、
俳
句
と
映
画
と
の
類
比
は
そ
れ
自
体
の
不
可
能
性
に
直
面
す
る
に
至

っ
た
。

新
興
俳
句
運
動
下
で
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
理
論
の
流
行
も
下
火
と
な
り
、
俳
句
と
映
画
の
類
比
に
よ
る
議
論
は
こ
れ
以
上
の
発
展
を
見

せ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
や
が
て
、

一
九
四
〇
年

(昭
和

一
五
年
)
の
二
月
に

『京
大
俳
句
』
の
創
立
会
員
で
あ

っ
た
静
塔
ほ
か
八
名

が
検
挙
さ
れ
た
こ
と
で
、
新
興
俳
句
運
動
自
体
が

一
旦
の
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る

三
九
)。



結
論新

興
俳
句
運
動
下
で
の
俳
句
と
映
画
の
比
較
は
、
ま
ず
も

っ
て
、
当
時
の
新
し
い
文
化
を
取
り
入
れ
る
こ
と

で
俳
句
を
発
展
さ
せ
て

い
こ
う
と
す
る
運
動
の
担

い
手
た
ち
の
志
向
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
α
だ
が
、
そ
れ
は
単
な
る

一
過
性
の
流

行
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

俳
人
た
ち
に
よ
る
俳
句
と
映
画
の
比
較
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
た
し
か
に
、
広
く
見
積
も

っ
て
も

一
九
三
〇
年
代
と
い
う

ご
く
限
ら
れ
た
期
間
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
の
動
き
は
、
新
興
俳
句
運
動
の
起
こ
る
少
し
前
か
ら
誓
子
の
連
作
俳
句
の
理
論
に
み
ら

れ
た
隠
喩
を
端
緒
と
し
、
そ
れ
ら

へ
の
竹
秋
子
ら
に
よ
る
批
判
の
も
と
で
類
比
と
し
て
展
開
さ
れ
ハ
や
が
て
馨

に
よ
る
形
式
の
比
較
対

象
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
徐
々
に
下
火
と
な

っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
隠

喩
や
類
比
は
決
し
て
単
な
る
時
代
の
徒
花
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
類
比
の
試
み
の
な
か
か
ら
は
、
素
逝
の
写
生
論
が
現
に
そ
う
で
あ

っ

た
よ
う
に
、
虚
子
の
創
作
論
を
乗
り
越
え
る
発
想
が
生
ま
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

俳
句
と
映
画
と
を
比
べ
、
媒
体
の
視
覚
的
な
特
質
と
物
語
の
時
間
性
を
映
画
の
特
長
と
み
な
し
、
形
式
の
差
異
が
両
者
の
比
較
を
限

界
づ
け
て
い
る
と
す
る
馨
の
論
は
、
た
し
か
に
正
当
な
も
の
と
し
て
評
価
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
だ
が
、
歴
史
の
う
え
で
、
両
者
の
比
較

対
照
が
俳
句
の
あ
た
ら
し
い
動
き
を
力
づ
け
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
馨

の
論
に
お
い
て
も
、
そ

の
比
較
は
両
者
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で

一
定

の
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
俳
句
と
は
特
質
の
大
き
く
異
な
る
芸
術
形
式
と
し
て

の
映
画
と
の
遭
遇
は
、
俳
句
の
あ
た
ら
し
い
あ
り
か
た
を
考
え
る
新
興
俳
句

の
担

い
手
た
ち
に
と

っ
て
、
自
ら

の
形
式
の
可
能
性
と
限

界
を
思
考
す
る
た
め
の
重
要
な
機
会
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
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引

用

・
参
照
文
献

一
覧

有
馬
宇
月

「績

『映
豊
的
俳
句

の
研
究
』
1

各

論
第
二
節
ー

有
音
俳
句
」
、

『京
大
俳
句
』
、
第

二
巻
第
十

二
号
、
京
大
俳
句

獲
行
所
、

一
九
三

四
年

=

一月

、

一
六
-

二

四
頁

。

1

「
『績
映
書
的
俳
句

の
研
究
』
前
言
」
、

『京
大
俳
句
』
、
第

二
巻
第

一
一
号
、
京
大
俳
句
獲
行
所
、

一
九
三
四
年
九
月
、

二
六
-

二
九
頁
。

1

「
連
作
俳
句

と

モ
ン
タ
ー
ジ

ュ

(其

の

一
)
1

績

「
映
豊
的

俳
句

の
研
究

」
附
録
」
、

『京
大

俳
句
』
、
第

三
巻
第

一
号
、
京
大

俳
句

獲
行
所
、

一
九
三
五
年

一
月
、

二
ニ
ー

三
〇
頁
。

石
橋

竹
秋
子

「
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
に
就

て
」
、

『馬
醇
木
』
、
第

=

巻
第

=

号
、
馬
酔
木
獲
行
所
、

一
九

三
二
年

一
一
月
、
四
〇
ー

四

一
頁
。

1

「
連
作
俳
句

の
作
法
」
、

『馬
醇
木
』
、
第

=

一巻
第

二
号
、
馬
酔
木
襲
行
所
、

一
九
三
三
年

二
月
、

四
〇
1
四

一
頁
。

稲
畑
汀
子
、
大
岡
信
、
鷹

羽
狩
行
監
修

『現
代
俳
句
大
事
典
』
、
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
。

今
泉
康
弘

「
隠
喩
と
し
て

の
映
画
-

山
ロ
誓
子
と

「
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
構
成
」
」
、
『日
本
文
學
誌
要
』
第

六
八
号
、
法
政
大
学
国
文
学
会
、
二
〇
〇
三
年

七
月
、

=
ニ
ー

二
二
頁
。

牛
山

一
庭

人
、
石
橋
竹

秋
子
、
高
屋
窓
秋

、
石
田
波
郷

「
四
人

の
言
葉
」
、

『馬

酔
木
』
、
第

一

一
巻
第
七
号
、
馬

酔
木
獲
行

所
、

一
九
三

二
年

九
月
、

二
五
ー

二
七
頁
。

エ
イ
ゼ

ン
シ

ュ
テ
イ

ン
、

セ
ル
ゲ

イ

「枠

を
超
え

て
ー

モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
と
日
本
文
化
」
、
鴻
英
良

訳
、

岩
本
憲
児
編

『
エ
イ
ゼ

ン
シ

ュ
テ
イ

ン
解
読

-

論
文
と
作
品

の

一
巻
全
集
』
、

フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、

一
九

八
六
年
、
六
六
-
八
五
頁
。

加
藤
椴
邨
、
大
谷
篤
蔵
、
井
本
農

一
監
修

『俳
文
学

大
辞
典
』
、
角
川
書
店
、

一
九
九
五
年
。

斎
藤
愼
爾
、
坪
内
稔
典
、
夏
石
番

矢
、
復
本

一
郎
編

『
現
代

俳
句

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』
、
雄
山
閣
、

一
九
九
五
年
。

佐
藤
忠
男

『
日
本
映
画
史
』
、
第

一
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
。

高
濱
虚
子

『俳
句

の
作
り

や
う
』
、
高
濱
虚
子

『俳
句

の
作
り
や
う
』
、
實
業
之

日
本
肚
、

一
九

五
二
年
、

一
二
九
-

二

一
五
頁
。

田
島
和
生

『新
興
俳
人

の
群
像
1

「
京
大
俳
句
」

の
光
と
影
』
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
五
年
。

寺

田
寅
彦

「俳
譜

の
本
質
的
概
論
」
、

『寺
田
寅
彦
全
集
』
、
第

一
二
巻

、
岩
波
書
店

、

一
九
九
七
年
、

八
七
ー

一
一
一
頁
。

長
谷

川
素
逝

「句
作
者

の
映
薔

へ
の
感
想
」
、

『京
大
俳
句
』
、
第
二
巻

第
五
号
、
京

大
俳
句
爽
行
所
、

一
九

三
四
年
五
月
、
九
-

一
四
頁
。

松

井
利
彦

『近
代
俳
論
史
』
、
桜
楓
社
、

一
九
六
五
年
%

湊
楊

一
郎

「
連
作

理
論

は
輻
向
す

べ
し
」
、

『句
と
評
論
』
、
第

二
巻
第

一
〇
号
、
帝
都
書

院
、

一
九
三
三
年

一
〇
月
、

一
四
ー

二
一二
頁
。

村

木
馨

「映
書

と
俳
句

に
就

て
」
、

『京
大
俳
句
』
、
第
六
巻
第
六
号
、
京
大
俳
句
獲
行
所
、

一
九
三
八
年

五
月
、
六

ニ
ー
六
六
頁
。

ー

「
映
書

の
ア

ン
グ
ル
と
俳
句

の
ア
ン
グ
ル
の
問
題
」
、
『京
大
俳
句
』
、
第
五
巻
第

=

号
、
京
大
俳
句

獲
行
所
、

一
九
三
七
年

一
一
月
、
四
-

九
頁
。



山

口
誓
子

「
季
節

の
挨
拶
」
、
『
山
口
誓
子
全
集
』
、
第

八
巻
、
明
治
書
院
、

一
九
七
七
年
、
ニ
ー

八
頁
。

1

「
現
実
と
芸
術
」
、

『山
口
誓
子
全
集
』
、
第
七
巻
、
明
治
書
院
、

一
九
七
七
年
、
四
六
-

四
八
頁
。

1

「
詩
人

の
視
線
」
、

『山
口
誓
子
全
集
』
、
第
七
巻
、
明
治
書
院
、

一
九
七
七
年
、
七

一
-

七
五
頁
。

ー
ー

「
俳
譜
疏
茱
店
」
、

『大
阪
毎

日
新
聞
』
、

一
九
三
〇
年
九
月

一
七

日
付
朝
刊
、

一
一
面
。

ー

「
連
作
俳
句
は
如
何
に
し
て
作

ら
る

・
か
」
、

『山

口
誓
子
全
集
』
、
第
七
巻
、
明
治
書
院
、

一
九
七
七
年

、
四
八
ー

五

一
頁
。
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(
一
)

(二
)

(三
)

(四
)

(五
)

(六
)

国
文
学
者

の
松
井
利
彦
が

「
要
約

し
て

い
え

ば
、
最
初

、
新

傾
向

の
流
れ

の
中
に
、

プ

ロ
レ
タ
リ
ア
俳
句

が
お
こ
り
、

そ
れ
が
、
俳
壇

の
新
動
向

と
し

て
注
目
さ
れ
、
文
壇
的
用
法

に
随

っ
て

「
新

興
俳
句

」
と
名

づ
け
ら
れ
た
も

の
が
、

昭
和

七
年
を
境
と

し
て
、

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

に
対
抗

し
、

文
学

の

「
場
」

の
中

で
俳
句

の
あ
り
方
を
考
え

、
現
実

の
人
間
に
関
わ
ら
せ
よ
う
と
す

る
試

み
を
見

せ
た
動

き
に
の
み
用

い
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ

た
と

い
う

こ
と

で
、
こ

の

「新

興
」
の
文
字

の
移
行

と

い
う
事
実

か
ら
も
、
秋
桜

子
の

「自
然

の
真
と
文
芸

上
の
真
」

に
端
を
発
す

る
対

「
ホ
ト

ト
ギ

ス
」

の
運
動

の
俳
壇

で
の
重

さ
を
見
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
ろ
う

」
と
述

べ
て
い
る
と
お
り
、

「新

興
俳
句

」
と

い
う

語

の
指
し
示
す
対

象

に
は
歴
史
的
な
変
遷
が
あ
る

(松
井

『
近
代

俳
論
史
』
、
三
八
〇
1

三
八

一
頁
)
。

以
後

、
本
論

で
は
、
今

日
の
慣
用

に
従

い
、
水

原
秋
櫻
子

に

よ

る

「
自
然

の
真
と
文
芸
上
の
真
」

以
降

の
対

『ホ
ト
ト
ギ

ス
』

の
運
動
を

「
新
興
俳
句
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

な

お
、

誓
子

に
よ
る
連
作

俳
句
と

映
画

の
比
較

は
、

「
モ
ン
タ
ア
ジ

ユ
」
と

い
う

語
を

用

い
る

以
前

に
ま

で
遡

る
こ
と

が
で
き

る
。
誓

子

は
、

え
い
ぐ
わ
さ
つ
え
い

一
九
三

〇
年

(
昭
和

五
年

)
九

月
十
七
日
付

の

『大
阪
毎

日
新
聞
』

に
掲
載
さ
れ
た

「
俳
譜
疏
菓
店
」

に
お

い
て
、
「
映
書
撮
影
に
お
け

る
カ
メ

か
く

れ
ん
さ
く
は
い
く

ラ
の
角
度
は
俳
句
に
も
あ
る
。
連
作
俳
句
だ
」
と
し
、
連
作
俳
句

を
映

画
撮
影

に
な

ぞ
ら
え

て
い
る

(山

口

「俳
譜
疏
菜
店
」
、
=

面
)
。

ア

フ
ォ

リ
ズ

ム
の
形
式
を
と

っ
た
誓

子

の
こ

の
言

葉
は
き
わ
め
て
直
観
的
で
あ
り
、
そ
の
言

わ
ん
と
す

る
と

こ
ろ
は
曖
昧

だ
が
、

い
ず

れ
に
せ
よ
、

こ
れ

が
今
日

一
般
に

い
わ
ゆ
る
新

興
俳
句

運
動

の
は
じ
ま
り
と

み
な
さ
れ

て
い
る

一
九
三

一
年

(昭
和
六
年

)
十
月

の
水

原
秋
櫻

子
の

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

離
脱
に
お
よ
そ

一
年
先
行
し
て

い
る
こ
と

に
は
注
意
が
必
要

で
あ

る
。

斎
藤
ほ
か
編

『現
代
俳
句

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』
、
二

一
五
頁
。

な
お
、
「近

頃
映
画
芸
術

の
理
論

で
云
う
と

こ
ろ
の
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
は
や
は
り
取
合

せ

の
芸
術

で
あ
る
」
と

の
記
述

は
寅
彦

の

「俳
譜

の
本
質
的
概
論
」

に
み
ら
れ
る

(寺
田

「
俳
譜

の
本
質

的
概
論

」、
九

五
頁
)
。

山

口

「
連
作
俳
句
は
如
何
に
し
て
作

ら
る

・
か
」
、

五
〇
1

五

一
頁
。

同
前
、
四
八
頁
。

山

口

「
詩
人

の
視
線
」
、
七
三
頁
。
傍
点

は
原
文
ど
お
り
。
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(七
)

同
前
、
七

四
頁
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
。

(八
)

エ
イ
ゼ

ン
シ

ュ
テ
イ

ン

「
枠
を
超
え
て
」、

七
七
頁
。

(九
v

同
前
、
七
七
頁
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
。

(一〇
)
山
口

「連
作
俳
句
は
如
何
に
し
て
作
ら
る

・
か
」
、
四
九
頁
。

(=
)
今
泉

「隠
喩
と
し

て
の
映
画
」
、

一
三
頁
。

(一
三

『俳
文

学
大
辞
典
』

の

「
石
橋
辰
之
助
」

の
項

(執
筆
者

は
倉

橋
羊
村
)
に

「
旧
号
、
竹
秋
子
。
安

田
保
善

工
業
電
…機
科
卒
。
神

田
日
活

.
新
宿

帝
都

座
で
照
明
係

・
映
写
技
師
を
務
め
、
戦
後

は
日
本
映
画
社
制

作
課
長
」
と
記
述
が
あ

る

(加
藤

ほ
か
監
修

『俳
文

学
大
辞
典
』
、
四
二
頁
)
。

同
様

に
、

『
現
代
俳
句

大
辞
典
』

の

「
石
橋
辰
之
助
」

の
項

(
執
筆

者
は
橋
本
榮
治
)

に
は

「
卒
業
後
、
帝
国
劇
場

に
入
社

、
照
明
助
手
を
務
め

た
後
、
神
田
日
活
館

に
勤
務
」
、
ま

た
そ
の
後
、
「
三
五
年
、
新
宿
帝
都
座

に
転
勤
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る

(稲

畑
ほ
か
監
修

『現
代
俳
句
大
辞
典
』
、

四
八
頁
)
。
ま
た
、

『馬
酔
木
』

の

一
九
三

二
年

(昭
和
七
年
)
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
て

い
る

「
四
人
の
言
葉
」
と

い
う
座
談
会

の
記
事

で
、
竹
秋

子
自
身

が
、
中

田
み
つ

ほ
と
濱

口
今
夜

に
よ
る
俳
句

で
の
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
論
を

「
他

の
藝
術

を
云
々
す

る
場
合

は
自
家
藥
籠
中

の

(そ
れ
も

怪
し

い
も

の
だ

が
)
花
鳥
調
詠

の
上

で
物
を
言

つ
て
ゐ
て
は
駄
目
だ
」
と
批
判
し
た
う
え
で
、
「若

し
も

僕
達

の
言

ふ
こ
と

が
不
満

で
あ

つ
た
ら
、

僕
は
本
業

の
立
場

か
ら
映
書
理
論
を
教

へ
て
や

つ
て
も

い

・
」
と
述

べ
て
い
る
と
お
り
、
竹
秋
子
が
映

画
関
連

の
仕
事

に
就

い
て

い
る
こ
と
は
当

時
か
ら
公

に
知

ら
れ
て
い
た

(牛
山
ほ
か

「
四
人

の
言
葉
」
、
二
六
頁
)。

(;
一)
石
橋

「
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
に
就

て
」
、
四

一
頁
。

(一
四
)
石
橋

「連
作
俳
句

の
作
法
」
、

二

一
ー

二
二
頁
。

(一
五
)
湊

「
連
作

理
論

は
韓
向
す

べ
し
」
、

一
九
頁
。

(エ
ハ)
同
前

、
二
〇
1

一
二

頁
。

二
七
)
表
記
に
細
か
な
違

い
は
あ
る
が
、
主
題

や
副
題
と

し
て

い
ず

れ
も

「績
映
書
的
俳
句

の
研
究
」
と
銘
打
た
れ
て

い
る
と
お
り
、
こ
れ
ら

の
文
章
は

宇
月
自
身

に
よ
る
事
前

の
文
章
を

引
き
継

い
だ
も

の
と
し
て
書

か
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
事
前

の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
は
ず

の

『藍

火
』

一
九
三
三
年

(
昭
和

八
年
)

一
一
月
号

お
よ
び

一
九

三
四
年

(昭
和

九
年
)
六
月
号

は
資
料

の
現
存
が
確
認

で
き
な
か

っ
た
。
宇
月
は
、
「
『績

映
書
的
俳
句

の
研
究
』
前
言
」

に
お

い
て
、
そ
れ
ら

の
文
章

の
概
要
を
次

の
と
お
り
整

理
し
て

い
る
。

「
映
画
的
俳
句

の
研
究

第

一
章

総
論

(獲
表
題
名

11
映
画

の
表
現
法
よ
り
見
た

る
爲
生
俳
句
)
薦
火

昭
八
・
十

一
月
號

　
　
　
　
　
　
　
　

1

檜
画

・
映
画

・
俳
句

(
一
般
詩

の

一
分
野
と
し

て
の
)

の
表
現
禮

11
表

現
要
素

11
及
び
其

の
対
象

2

無
聲
映
画
と
無
聲
俳
句

ー

(附
…
…
有
色
映
画
と
有
色
俳
句
)



3

有
音
映
画
と
有
音

俳
句

第

二
章

各

論

(題
名

11
映

画
的
俳
句

の
研
究

・
其

の

一
)
藍
火
昭
和
九

・六
月
號

ク

ロ
オ
ズ

・
ア
ツ
プ
に
就

い
て

(無
聲

一
般
)

a

眼

の

(方
向
的
)
位
置

d

時

の
観
念

b

詩
的
慣
値

e

音
樂
敷
果

c

省
略
敷

果

f

ク
ロ
オ
ズ

・
ア
ッ
プ
に
依
る
連
作
俳
句

の
構

成

(形
式
的

)
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,

以
上
が
今
迄
私

の
研
究
し
來

つ
た
仕
事

の
内
容

で
あ

る
が
、

こ
れ
等
全

て
は
既
述

の
如
く
今

は
慶
刊
と
な
り
し

「
藍
火
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た

も

の
で
、

二
章

以
下
正

に
途
中
断
絶

の
形
を
成
し

て
居
る

の
で
あ
る
」

(有
馬

「
『
績
映
書
的
俳
句

の
研
究
』
前
言
」
、

」
二
六
-

二
七
頁
)

(
一八
)
有
馬

「
連
作

俳
句

と
モ
ン
タ

ー
ジ

ュ

(其

の

一
)
」
、

二
四
頁
。

(
一九
)
同
前

、
二
五
頁
。

三
9

有
馬

「績

『映
書
的
俳
句

の
研
究
』
」
、

二
二

ー

二
一ご
頁
。

(二
こ

佐
藤
忠
男

『
日
本
映
画
史
』

の
第

一
巻

に
よ
れ
ば
、
「
他

に
も

い
く

つ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ー
キ
ー
が
試
み
ら
れ
た
が
、
結
局
、
完
全
な
形

の
ト
ー

キ
ー
と
し
て
作
ら
れ
た
日
本
映
画

の
最
初

の
成
功
作

は

一
九

三

一

(昭
和
六
)
年

の
松
竹
蒲
田

の
五
所
平
之
助
監
督
作
品

『
マ
ダ
ム
と
女
房
』

と

さ
れ
て

い
る
」

(佐
藤

『
日
本
映
画
史
』
、
第

一
巻
、

三
三
〇
頁
)
。
ま
た
、
「
こ
う
し

て
日
本
映
画

の
ト
ー
キ
ー
化
は
始
ま

っ
た
が
、
日
本
映
画
全

体

が
ほ
ぼ
ト
ー
キ

ー
化
す

る
ま

で
に
は
五
年
ほ
ど
か
か

っ
て

い
る
」

(
同
前
、

三
三
二
頁
)
。

三
二
)
こ
の
点
は
誓
子

に
よ
る
隠
喩
も
同
様

で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
一
九

三

一
年

(昭
和
六
年
)

一
月
の

『ホ
ト
ト
ギ

ス
』
に
掲
載
さ
れ
た

「季

節

の
挨

拶
」

り

　
じ
　

　
　

　
　

に
は
、
「
「
や
」
「
か
な
」
は
大

写
で
あ

る
」
と

い
う
記
述
が
あ
る

(山

口

「季
節

の
挨
拶

」、
五
頁
)
。
ま
た
、
一
九

三
二
年

(昭
和

七
年
)
八
月

の

『樫
』

に
掲
載

さ
れ
た

「現
実
と
芸
術
」
に
は
、
「映
画

に
於

い
て
は

「
カ

メ
ラ
の
眼
」
に
よ

つ
て

「
現
実
」
を
見

る
や
う

に
、
俳
句

に
於

い
て
は

「十
七

字

の
眼
」

に
よ

つ
て

「
現
実
」
を
見
る
」
と
あ
る

(山
口

「現
実
と
芸
術
」
、

四
六
頁
)
。

(二
三
)
長
谷

川

「句

作
者

の
映
書

へ
の
感
想
」
、
九
頁
。
た
だ
し
、
素
逝

の
懐
古

的
な
記
述
が
、
た
と
え
ば
宇

月
が

『
京
大
俳
句
』

に
前
述

の
論
文
を
連

載
す

る
よ
り
も
前

の
も

の
で
あ
り
、

モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
に

つ
い
て
の
議
論
が
実
際

に
は
同
時
代
的

に
続

い
て
い
た
こ
と
は
注
意
を

要
す

る
。

三
四
)
素
逝

は

「
そ
の
映
書
は
、
た
し
か

エ
ー
ゼ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
の
作

品
で

「
春
」
と
、
「
ト

ル
ク
シ
ー
プ
」

と
で
あ

つ
た
や
う
に
思
ふ
。
然
し

こ
の
私

の
記
憶
は
、
か
な
り
以
前

の
こ
と

で
随
分
お
ぼ
ろ
げ
な
も

の
で
、
あ
る
ひ
は
こ
の
映
謁

の
名
前

や
そ

の
監
督

の
名
前

に
思

ひ
ち
が

ひ
、
聞
き
ち
が

ひ
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
し
て

い
る
が
、
「
そ
の
映
書

に
は
、
他

の
映
薔

の
や
う

に
筋
が
な
か

つ
た
」
と

い
っ
た
記
述

か
ら
、
二
篇

の
ド
キ

ュ

メ
ン
タ
リ
ー
映
画

の
タ
イ
ト

ル
の
方
が
よ
り
正
確

な
記
憶

で
あ

る
と
推
測
さ
れ

る
(同
前
、
一
〇
頁
)
。
戦
前
に
日
本
で
公
開
さ
れ
た

エ
イ
ゼ
ン
シ

ュ

テ
イ

ン
の
監
督
作
品
は

『全
線
ー

古

き
も

の
と
新
し
き
も

の
』

(
一
九

二
九
年
、

ソ
連
)

の
み
で
、
こ
れ
は
筋

の
あ
る
劇
映
画

で
あ

る
。

隠
喩
か
ら
類
比

へ

一
九



隠
喩
か
ら
類
比

へ

二
〇
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三
五
)
同

前

、

一
〇

頁

。

傍

点

は

原

文

ど

お

り

。

三
六
)
同

前

、

一
二
頁

。

む

む

三
七
)
「
こ
の

「じ

つ
と
物

に
眺
め
入
る

こ
と
」
に
よ

つ
て
新
ら
し

い
句
を
得
よ
う
と
す
る
努
力
を
、
寓
生
と

い
ひ
ま
す
」

(高
濱

『俳
句

の
作
り

や
う
』
、

一
六

〇
頁
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
)
。

三
八
)
た

だ
し
、
「
こ
れ

は
友
人

か
ら

の
話

の
受

け
う
り

で
は
あ

る
が
、
女

が
、
行
軍
中

の
兵
士

の
中
に
愛
入
を
見

出
そ
う
と
、

そ

の
行
軍

縦
列

に
沿

う

て
馬

を
走
ら
せ

つ

・
、

さ
が
し
求

め
る
場

合
が
あ

つ
た
」
と

い
う

素
逝

の
記

述
は
正
確

で
は
な

い

(長
谷
川

「句

作
者

の
映

書

へ
の
感
想
」
、

一
ニ
ー

=
二
頁
)
。
該
当
す

る
場
面

で
、

ヒ
ロ
イ

ン
は
馬
に
乗

っ
て

い
な

い
。

三
九
)
同
前
、

一
三
頁
。
傍
点
は
原
文
ど
お
り
。

(三
9

映
画

の
特
質
を

モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
で
は
な
く

カ
メ
ラ
で
撮
影
さ
れ
た
映
像
そ
れ
自
体

の
生

々
し
さ
に
見

て
と
ろ
う
と
す
る
素
逝

の
関
心
の
あ
り

よ
う

は
、

ア
ン
ド
レ

・
バ
ザ
ン
の
そ
れ
に
も

い
く

ら
か
通
じ

る
と

こ
ろ
が
あ

る
。
バ
ザ

ン
は

「
禁
じ
ら
れ
た

モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
」
に
お

い
て
、

ア
ル
ベ
ー

ル

・
ラ
モ
リ
ス
の

『赤

い
風
船
』

(
一
九

五
六
年
、

フ
ラ
ン
ス
)
を
評
し

て
次

の
と
お
り
述

べ
て
い
る
。
「
モ
ン
タ
ー
ジ

ュ
は
、
ひ
と
が
私
た
ち

に

対

し
て
実

に
し
ば
し
ば

そ
れ
こ
そ
が
映
画

の

エ
ッ
セ
ン
ス
な

の
だ
と
繰
り
返
し
言

い
聞
か
せ

て
き
た
と

こ
ろ

の
も

の
だ
が
、
こ

の
局
面
に
お

い
て

は
と
り
わ
け
文
学
的

か

つ
反
-
映
画
的
な
手
法
な

の
で
あ
る
。
映
画

の
特
殊
性
は
、
例
外
的
に
純
粋

状
態

に
お

い
て
把
握
さ
れ
る

こ
の
と
き
に
は
、

む
し
ろ
空

間
の
統

一
性
を
単

に
写
真
的

に
尊
重
す

る
こ
と

の
う
ち
に
存
し

て
い
る
」

(しd
9
賦
p

《
ζ
〇
三
①
oq
①
冒
け興
α
サ

噂
騨
α9

日
本
語
訳
は
引
用
者

に
よ
る
)
。
映
画
と

い
う
芸
術

の
特
質

が
決
し
て

モ
ン
タ

ー
ジ

ュ
の
み
に
集
約

さ
れ
る
も

の
で
は
な

い
と

い
う
点
、
そ

し
て
、
誓
子

の
論

と
同
時

代
に
書

か
れ
た
素
逝

の
論

が
そ
う

し
た

可
能
性

に
ひ
ら
か
れ

て
い
た
と

い
う
点
に
は
、
俳
句

の
側
か
ら
み

て
、
今

日
な
お
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
。

(三

)
村

木

「
映
薔

の
ア

ン
グ
ル
と
俳
句

の
ア
ン
グ
ル
の
問
題
」
、

四
頁
。

(三
二
)
同
前
、
五
頁
。

(三
三
)
同
前
、
六
頁
。

三
四
)
同
前
、
八
頁
。

(三
五
)
同
前
、
九
頁
。

-

(三
六
)
村
木

「
映
書
と
俳
句

に
就

て
」
、
六
四
頁
。

(三
七
)
同
前
、
六
四
-

六
五
頁
。

(三
八～
同
前
、
六
五
頁
。

'

一

(三
九
)
こ
の
経
緯
に

つ
い
て
は
、
田
島

『新
興
俳
人

の
群
像
』
、

一
一
五
-

二
〇

一
頁
を
参
照
。


