
第
十
二
回 

武
蔵
野
文
学
賞
「
高
校
生
部
門
」 

俳
句
部
門 

 

選
評 

 
● 

選
考
委
員 

武
蔵
野
大
学
客
員
教
授 

 

井
上 

弘
美 

武
蔵
野
大
学
教
授 

 
 

 

三
浦 

一
朗 

武
蔵
野
大
学
教
授 

 
 

 
堀
切 

克
洋 

 

 

● 

選
評 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
句
単
独
の
部 

【
佳
作
】 

 
 

 

暮
合
に
馥
郁
た
る
や
木
犀
花 

 
 

朝
日 

七
星 

日
暮
れ
と
い
う
特
別
な
時
間
を
設
定
し
て
、「
暮
合
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
が
印
象
的
。「
木
星
」
の
花
は
中
秋
の
こ
ろ
に
芳



香
を
漂
わ
せ
る
の
で
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
夕
闇
に
周
囲
の
風
景
が
沈
ん
で
い
く
時
間
に
は
、
と
り
わ
け
香
り
が
強
く

感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
「
暮
合
に
馥
郁
た
る
や
」
と
表
現
し
て
歯
切
れ
が
良
く
、
漢
詩
的
な
味
わ
い
。
季
語
は
「
金
木
犀
」、「
銀
木

犀
」
ど
ち
ら
も
置
け
た
だ
ろ
う
が
、「
花
」
の
一
字
に
よ
っ
て
一
句
が
華
や
か
に
ま
と
ま
っ
た
。
動
詞
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
木
星

の
香
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
鮮
や
か
で
し
た
。（
井
上
） 

    

ギ
ュ
ッ
と
手
を
握
る
姉
と
の
夏
ま
つ
り 

 
 

石
塚 

瑞
貴 

「
ギ
ュ
ッ
と
」
姉
の
手
を
握
っ
て
い
る
の
は
、
妹
で
あ
る
作
者
だ
と
理
解
し
て
鑑
賞
し
た
。
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
か
も
し
れ
な
い

が
、「
姉
」
と
二
人
で
「
夏
ま
つ
り
」
と
い
う
、
未
知
の
刺
激
的
な
世
界
へ
繰
り
出
す
期
待
や
不
安
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
句
が

「
夏
ま
つ
り
」
か
ら
始
ま
ら
ず
、「
ギ
ュ
ッ
と
手
を
」
と
い
う
意
表
を
突
く
表
現
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
、
句
の
内
容
を
生
か
し
て

い
る
。「
夏
ま
つ
り
」
の
開
放
感
の
中
で
、
姉
の
手
を
強
く
握
っ
て
い
た
感
覚
が
鮮
明
な
一
句
。
焦
点
の
絞
り
方
に
セ
ン
ス
の
良
さ

を
感
じ
ま
し
た
。（
井
上
） 

 

餌
の
な
い
釣
り
糸
垂
ら
す
夏
休
み 

 
 

河
田 
徹
平 

餌
の
な
い
釣
り
糸
を
垂
ら
し
た
と
言
え
ば
周
の
太
公
望
呂
尚
の
故
事
が
想
起
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
句
の
〈
私
〉
は
仕
え
る

べ
き
主
君
の
訪
れ
を
待
っ
た
わ
け
で
は
当
然
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
句
で
は
、
魚
が
釣
れ
る
は
ず
の
な
い
釣
り
糸
を
垂
ら
す
こ
と
が
、



特
に
目
的
な
く
、
の
ん
び
り
と
無
為
に
時
間
を
過
ご
す
こ
と
の
比
喩
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。「
夏
休
み
」
と
い
う
設
定
と
相
ま
っ

て
、
退
屈
と
は
異
な
る
、
ゆ
っ
た
り
と
穏
や
か
に
流
れ
る
無
為
な
時
間
の
快
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
よ
い
。（
三
浦
） 

 

蓮
池
や
水
面
に
映
る
雲
の
峰 

 
 

福
田 

光
琉 

 

夏
の
蓮
池
で
あ
れ
ば
、
水
面
の
多
く
は
葉
に
覆
わ
れ
て
隙
間
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
わ
ず
か
に
覗
く
水
面
に
、
空
に
も
く

も
く
と
湧
き
上
が
る
入
道
雲
が
映
る
。
池
一
面
の
蓮
の
葉
の
緑
と
、
そ
の
隙
間
の
水
面
に
映
る
「
雲
の
峰
」
の
白
さ
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
が
美
し
い
、
絵
画
的
な
句
で
あ
る
。（
三
浦
） 

 

英
会
話
教
室
の
イ
ン
コ
日
永
し 

 
 

   

福
田 

理
紗 

「
日
永
」
は
、
夏
の
「
短
夜
」、
秋
の
「
夜
長
」、
冬
の
「
短
日
」
と
四
対
に
な
る
季
語
で
、
文
字
通
り
日
が
長
く
な
っ
て
き
た
時

期
、
と
く
に
あ
た
た
か
な
夕
方
を
思
わ
せ
る
。
イ
ン
コ
は
「
し
ゃ
べ
る
鳥
」
な
の
で
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
英
会
話
教
室
に
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
実
景
だ
と
す
れ
ば
滑
稽
味
の
あ
る
現
実
を
切
り
取
っ
た
一
句
。
イ
ン
コ
も
ま
た
「
日
永
」
を
言
い
合
っ
て
い
る
よ

う
で
、
の
ん
び
り
と
し
た
気
分
に
な
る
。（
堀
切
） 

  



叢
に
忘
れ
し
白
球
と
夏
と 

 
 

舟
橋 

知
美 

 

「
草
叢
」
に
紛
れ
込
む
「
白
球
」
と
い
う
題
材
は
珍
し
く
な
い
が
、
ま
る
で
落
と
し
物
の
よ
う
に
「
白
球
」
と
「
夏
」
が
忘
れ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
発
想
は
柔
軟
。
こ
の
句
の
「
忘
れ
し
」
の
主
体
が
作
者
自
身
な
の
か
、
誰
か
が
「
忘
れ
し
」「
白
球
」
を
作
者
が

見
つ
け
た
の
か
が
や
や
曖
昧
だ
が
、
読
者
は
「
草
叢
」
に
「
忘
れ
」
ら
れ
た
「
白
球
」
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
。
こ
の
句
は
「
白
球
」

と
「
夏
と
」
を
組
み
合
わ
せ
た
点
に
工
夫
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
が
俳
句
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
、
評
価
の
分
か
れ
る
点
で
も
あ
る
。

対
象
を
リ
ア
ル
に
詠
み
切
る
方
が
、
俳
句
と
し
て
は
強
い
か
ら
だ
。
こ
の
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
置
き
去
り
の
「
白
球
」
と
「
夏
」

と
い
う
青
春
詠
の
も
つ
眩
し
さ
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。（
井
上
） 

 

灼
く
る
ス
タ
ン
ド
吸
い
込
ま
れ
る
白
球 

 
 

村
松 

奏
哉 

 

俳
句
は
五
七
五
と
い
う
形
式
を
も
っ
て
い
る
が
、「
五
／
七
／
五
」
と
わ
か
り
や
す
く
切
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
句
は
〈
灼

く
る
ス
タ
ン
ド
／
吸
い
込
ま
れ
る
白
球
〉
と
二
連
の
詩
が
一
行
に
収
ま
っ
て
い
る
疾
走
感
が
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
「
吸
い
込
ま
れ
る

白
球
」
と
い
う
ボ
ー
ル
の
落
下
の
ス
ピ
ー
ド
感
と
重
な
り
合
っ
て
い
て
印
象
的
な
一
句
。（
堀
切
） 

 

夏
畑
「
我
、
隊
長
ぞ
」
と
旗
を
振
る 

 
 

山
口 

陽
菜
乃 

「
我
、
隊
長
ぞ
」
と
言
っ
て
旗
を
振
る
の
は
、
探
検
隊
の
ご
っ
こ
遊
び
を
す
る
リ
ー
ダ
ー
役
の
子
供
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
夏
畑



は
、
子
供
の
背
丈
ほ
ど
も
あ
っ
て
迷
路
の
よ
う
な
ト
ウ
キ
ビ
畑
か
、
ヒ
マ
ワ
リ
畑
か
。
今
の
高
校
生
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
実
体
験

で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
何
ら
か
の
映
像
な
ど
で
追
体
験
し
た
「
懐
か
し
い
子
供
時
代
の
原
風
景
」
を
描
い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
点
で
面
白
い
句
で
あ
る
。 

な
お
、
審
査
の
時
に
こ
の
句
に
つ
い
て
、
戦
争
を
生
き
延
び
た
帰
還
兵
が
精
神
に
異
常
を
き
た
し
て
、
終
戦
の
時
期
に
重
な
る
夏

に
「
我
、
隊
長
ぞ
」
と
旗
を
振
る
狂
気
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
す
ご
い
の
だ
が
、
と
い
う
意
見
も
出
た
。
た
だ
し
、
読
者
に
確

実
に
そ
う
い
う
句
だ
と
読
ま
せ
る
に
は
、
表
現
に
ま
だ
説
得
力
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
最
終
的
に
選
考
委
員
の
意
見
が
一
致

し
、
は
じ
め
に
書
い
た
理
解
に
基
づ
い
て
佳
作
と
す
る
に
止
め
た
。（
三
浦
） 

        



複
数
句
の
部 

 【
優
秀
賞
】 

 
背
骨
の
や
う
な 

 
 

 

清
水 

航 

  

〈
手
は
海
の
色
に
染
ま
ら
ず
雛
流
し
〉〈
水
槽
の
砂
利
の
偏
り
台
風
来
〉〈
都
鳥
一
朶
の
雲
も
寄
せ
つ
け
ず
〉
の
三
句
が
特
に
優

れ
て
い
た
。
海
に
流
す
「
雛
」
を
見
送
る
悲
し
さ
を
、
自
分
自
身
の
手
は
「
海
の
色
」
に
染
ま
る
こ
と
も
な
い
と
表
現
す
る
感
性

や
、「
水
槽
の
砂
利
の
偏
り
」
を
、
ま
る
で
「
台
風
」
が
来
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
取
り
合
わ
せ
る
表
現
の
妙
、
さ
ら
に
は
、

「
都
鳥
」
の
白
さ
を
「
一
朶
の
雲
」
も
寄
せ
付
け
な
い
白
さ
で
あ
る
と
一
物
で
捉
え
き
る
手
腕
な
ど
、
申
し
分
の
な
い
三
句
で
、
今

後
の
可
能
性
を
感
じ
た
。 

惜
し
か
っ
た
の
は
〈
木
刀
の
大
鋸
屑
払
ふ
夜
涼
か
な
〉
で
「
大
鋸
屑
払
ふ
」
は
「
お
お
の
こ
く
ず
は
ら
う
」
と
読
む
と
九
音
あ
る

の
で
、「
鋸
屑
払
ふ
」
と
七
音
に
す
る
と
季
語
も
効
果
的
で
良
い
。
生
き
も
の
を
詠
ん
だ
作
品
が
何
句
か
あ
る
中
で
、「
が
う
な
」
や

「
鳩
」
は
よ
く
特
徴
を
捉
え
て
い
る
が
、〈
電
柱
を
蚯
蚓
の
墓
と
思
ひ
け
り
〉
は
な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
冒
頭
の
「
山
笑
ふ
」
は
「
起
工
式
」
に
ユ
ー
モ
ア
が
あ
っ
て
楽
し
く
、「
向
き
変
へ
て
」「
手
拭
い
」
な
ど
も
何
で
も



な
い
題
材
の
描
き
方
、
捉
え
方
が
新
鮮
で
、
季
語
の
置
き
方
に
も
工
夫
が
あ
る
思
っ
た
。
全
体
に
伸
び
や
か
で
瑞
々
し
い
作
品
だ
っ

た
が
、
最
後
の
四
句
が
弱
く
、
ま
と
め
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
だ
っ
た
。
複
数
句
の
場
合
、
必
ず
し
も
春
夏
秋
冬
と
季
節
を
揃

え
る
必
要
は
な
い
の
で
、
始
め
と
終
わ
り
を
よ
く
考
え
て
余
韻
を
残
す
こ
と
を
考
え
て
欲
し
い
。
完
成
度
の
高
い
作
品
が
あ
る
の

に
、
最
後
の
ま
と
め
が
弱
い
と
印
象
が
薄
れ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
の
点
を
ぜ
ひ
解
消
し
て
再
挑
戦
し
て
頂
き
た
い
思
い
ま
し
た
。

（
井
上
） 

 

日
常
的
な
身
の
回
り
の
情
景
の
中
で
何
か
し
ら
目
が
と
ま
っ
た
も
の
、
特
に
そ
の
細
部
に
着
目
し
て
う
ま
く
切
り
取
っ
て
句
に
す

る
こ
と
と
、
も
の
ご
と
の
把
握
に
ユ
ー
モ
ア
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。「
爽
や
か
や
」
句
は
、
鳩
に
も
「
二
つ
鼻
の

穴
」
が
あ
る
と
い
う
微
視
的
な
気
づ
き
を
「
爽
や
か
」
さ
と
取
り
合
わ
せ
て
、
独
特
な
お
か
し
み
を
生
ん
で
い
る
。「
水
槽
の
」
句

も
、
台
風
の
訪
れ
を
「
水
槽
の
砂
利
の
偏
り
」
と
い
う
生
活
の
中
に
あ
る
も
の
の
細
部
に
着
目
し
て
捉
え
て
い
る
の
が
面
白
い
。
冒

頭
句
〈
山
笑
ふ
け
ふ
犬
小
屋
の
起
工
式
〉
は
、
春
の
訪
れ
を
喜
ぶ
気
持
ち
と
、
飼
い
犬
の
小
屋
を
こ
れ
か
ら
作
ろ
う
と
す
る
〈
私
〉

の
意
欲
や
弾
む
気
持
ち
の
取
り
合
わ
せ
が
朗
ら
か
で
楽
し
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
味
わ
い
を
持
つ
。
一
方
で
、
厄
払
い
の
た
め
に
流
す

雛
人
形
と
の
別
れ
を
詠
ん
だ
〈
手
は
海
の
色
に
染
ま
ら
ず
雛
流
し
〉
や
、
都
鳥
の
羽
根
の
白
さ
が
一
層
際
立
つ
〈
都
鳥
一
朶
の
雲
も

寄
せ
つ
け
ず
〉
な
ど
、
必
ず
し
も
日
常
的
で
は
な
い
情
景
を
印
象
的
に
切
り
取
っ
て
他
と
趣
の
異
な
る
句
が
あ
る
の
も
よ
い
。 

た
だ
、
標
題
句
〈
唐
黍
を
切
つ
て
背
骨
の
や
う
な
芯
〉
や
「
独
楽
回
す
」
句
な
ど
、
恐
ら
く
実
景
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
が
、
五
七



五
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
そ
の
ま
ま
の
句
で
、
句
に
広
が
り
や
味
わ
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
日
常

的
な
も
の
ご
と
を
切
り
取
っ
て
句
に
す
る
と
い
う
句
作
り
の
特
徴
の
、
よ
く
な
い
現
れ
方
で
あ
ろ
う
。
身
の
回
り
の
も
の
ご
と
に
着

目
し
て
句
に
す
る
と
き
に
、
そ
の
視
点
、
そ
の
構
図
で
切
り
取
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
や
効
果
が
あ
る
の
か
を
も
っ
と
意
識
す

る
と
よ
い
。
そ
う
し
た
意
識
の
行
き
届
い
た
句
を
よ
り
多
く
揃
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
最
優
秀
賞
も
狙
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。（
三
浦
） 

  

さ
ま
ざ
ま
な
先
人
の
句
を
読
み
、
か
つ
自
身
の
生
活
の
周
囲
に
等
身
大
の
テ
ー
マ
を
探
し
て
作
品
に
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
作
品
と

し
て
評
価
し
た
。
全
体
で
最
も
目
を
引
い
た
の
は
、〈
爽
や
か
や
鳩
に
も
二
つ
鼻
の
穴
〉。
誰
も
が
見
落
と
し
て
い
る
小
さ
な
も
の
に

目
を
向
け
ら
れ
る
感
性
が
あ
り
、
鳩
も
ま
た
呼
吸
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
決
し
て
当
た
り
前
の
認
識
で
は
な
い
気
づ
き
が
、「
爽

や
か
」
と
い
う
秋
の
涼
し
さ
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
る
。〈
水
槽
の
砂
利
の
偏
り
台
風
来
〉。
も
ち
ろ
ん
、
台
風
の
影
響
で
は
な
い

の
だ
が
、
水
の
入
れ
替
え
や
魚
の
動
き
で
、
砂
利
は
均
一
で
は
な
い
。
部
屋
の
な
か
の
わ
ず
か
な
砂
利
の
変
化
が
、
地
球
規
模
の
大

気
の
変
化
と
出
会
い
、
呼
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
独
自
の
目
が
あ
る
。〈
電
柱
を
蚯
蚓
の
墓
と
思
ひ
け
り
〉
も
、
た
ま
た
ま
電
柱
の

横
に
蚯
蚓
が
果
て
て
い
た
の
を
目
撃
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
蚯
蚓
と
電
柱
の
色
合
い
、
あ
る
い
は
形
に
ど
こ
と
な
く
類
似
性
が

感
じ
ら
れ
、「
思
ひ
け
り
」
と
い
う
強
い
主
観
が
し
っ
か
り
と
読
み
手
に
ま
で
届
く
内
容
と
な
っ
て
い
る
。 

 

一
方
で
、
比
喩
や
見
立
て
に
疑
問
が
残
っ
た
句
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
〈
唐
黍
を
切
つ
て
背
骨
の
や
う
な
芯
〉
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ



シ
を
包
丁
で
切
っ
た
と
き
の
認
識
と
し
て
不
思
議
な
感
覚
に
陥
る
の
だ
が
、
冷
静
に
考
え
て
み
る
と
、「
芯
」
は
ま
さ
し
く
背
骨
に

当
た
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
も
思
え
て
し
ま
う
。
タ
イ
ト
ル
を
採
っ
た
句
で
あ
る
だ
け
に
惜
し
い
。〈
縄
跳
び
と
い
ふ
羽
に
身
を

委
ね
つ
つ
〉
も
「
羽
」
と
「
委
ね
る
」
と
い
う
言
葉
の
選
び
方
が
あ
ま
り
練
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。〈
文
旦
や
零
れ

さ
う
な
る
チ
ワ
ワ
の
目
〉
も
、「
文
旦
」
と
い
う
季
語
が
生
き
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
先
に
十
二
音
の
フ
レ
ー
ズ
が
で
き
あ
が
っ
て

し
ま
う
と
、
俳
句
に
魂
が
抜
け
て
し
ま
う
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
。
言
葉
を
定
型
に
は
め
て
い
く
喜
び
の
先

に
、
自
分
だ
け
の
表
現
を
探
す
ス
ト
イ
ッ
ク
さ
を
も
つ
こ
と
を
こ
の
作
者
に
は
望
み
た
い
。（
堀
切
） 

  【
優
秀
賞
】 

  
 

 

泳
ぐ 

 
 

 
 

 

千
田 

大
和 

 

 

全
体
を
統
括
す
る
強
い
テ
ー
マ
や
意
識
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
取
り
立
て
て
何
事
か
が
起
こ
る
わ
け
で
も
な
が
、
穏
や
か
な
日
常

を
、
丹
念
に
写
生
す
る
こ
と
で
掬
い
取
り
、
春
か
ら
夏
へ
と
推
移
す
る
季
節
の
流
れ
に
乗
せ
て
、
一
つ
の
作
品
に
ま
と
め
た
点
に
力

量
を
感
じ
る
。 



 

作
品
と
し
て
印
象
的
だ
っ
た
の
は
〈
炒
め
つ
つ
割
く
え
り
ん
ぎ
や
春
の
朝
〉
の
、「
炒
め
つ
つ
割
く
」
の
描
写
に
よ
る
、
フ
ラ
イ

パ
ン
の
中
が
見
え
そ
う
な
明
る
い
春
の
朝
の
キ
ッ
チ
ン
や
、〈
鳥
雲
に
今
日
は
チ
ャ
イ
ム
の
鳴
ら
な
い
日
〉
の
、
休
日
を
思
わ
せ
る

長
閑
な
一
日
の
描
き
方
。
こ
の
句
は
「
チ
ャ
イ
ム
」
な
ど
と
は
無
関
係
に
、
旅
立
つ
日
を
心
得
て
北
へ
帰
っ
て
ゆ
く
渡
り
鳥
と
の
取

り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
時
間
と
い
う
取
り
決
め
に
従
わ
ざ
る
を
人
間
の
生
活
が
思
わ
れ
る
。
ま
た
〈
永
き
日
や
坊
主
の
わ
け
を
ま
た

聞
か
れ
〉
に
は
、「
坊
主
」
頭
に
な
っ
た
作
者
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
様
々
な
言
葉
が
思
わ
れ
て
「
永
き
日
」
と
い
う
季
語
の
斡
旋
に

も
ユ
ー
モ
ア
が
感
じ
ら
れ
る
。〈
薔
薇
園
や
地
図
見
る
吾
を
抜
か
す
人
〉
に
は
独
特
の
感
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
「
吾
」

を
追
い
抜
く
人
、
と
作
者
の
距
離
感
が
絶
妙
で
、「
抜
か
す
人
」
の
存
在
に
意
味
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
を
捉
え
る
こ
と
で
、
咲
き

誇
る
「
薔
薇
園
」
の
花
の
中
で
、
埋
も
れ
る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
地
図
を
見
て
い
る
作
者
が
見
え
て
く
る
。
表
題
句
に
な
っ
た
〈
反
抗

期
つ
ひ
に
来
る
こ
と
な
く
泳
ぐ
〉
は
、
作
者
像
を
よ
く
捉
え
て
い
る
。
感
情
の
起
伏
が
穏
や
か
な
の
か
、
内
側
に
抱
え
込
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
の
か
、
と
も
か
く
「
反
抗
期
」
を
経
験
し
な
ま
ま
、
裸
の
己
を
水
に
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。「
薔
薇
園
」
同
様
、
人
ご

と
の
よ
う
に
自
己
を
客
観
視
し
て
い
る
の
が
独
特
で
、
強
い
自
己
主
張
が
無
い
こ
と
が
魅
力
と
も
思
え
る
。 

 

最
後
に
、
二
十
句
と
い
う
作
品
を
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
読
み
手
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
存
在
感
の
あ
る
一
句
や
、
作

品
と
し
て
の
盛
り
上
が
り
が
欲
し
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
最
終
部
分
が
弱
か
っ
た
の
が
残
念
だ
っ
た
。（
井
上
） 

 

決
し
て
人
口
の
密
集
し
た
都
会
で
は
な
い
、「
網
戸
に
蝙
蝠
」
が
と
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
〈
腹
丸
き
蝙
蝠
が
ゐ
る
網
戸
か
な
〉
と



い
う
句
が
あ
る
）、
地
方
都
市
の
さ
ら
に
郊
外
と
い
っ
た
自
然
豊
か
な
地
の
理
を
う
ま
く
生
か
し
た
作
品
。
田
圃
や
月
に
も
関
心
を

向
け
な
が
ら
、〈
永
き
日
や
坊
主
の
わ
け
を
ま
た
聞
か
れ
〉〈
反
抗
期
つ
ひ
に
来
る
こ
と
な
く
泳
ぐ
〉
の
よ
う
に
、
日
常
を
ゆ
る
く
楽

し
く
、
自
嘲
を
も
っ
て
描
き
出
し
、
そ
れ
を
自
然
詠
の
な
か
に
さ
り
げ
な
く
混
ぜ
込
ん
だ
こ
と
も
成
功
し
て
い
る
。
後
者
は
藤
田
湘

子
の
有
名
句
〈
愛
さ
れ
ず
し
て
沖
遠
く
泳
ぐ
な
り
〉
も
少
し
頭
を
（
い
い
意
味
で
）
よ
ぎ
る
。 

〈
雁
月
の
ご
ま
濃
き
と
こ
ろ
春
の
雨
〉
は
、「
が
ん
づ
き
」
と
読
み
、
宮
城
全
域
で
食
べ
ら
れ
る
郷
土
菓
子
で
あ
る
ら
し
い
。
丸
い
形

を
月
に
、
乗
せ
ら
れ
た
ゴ
マ
を
満
月
に
向
か
っ
て
飛
ぶ
雁
に
見
立
て
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
知
る
と
「
ご
ま
」

が
ふ
た
た
び
「
雁
」
に
見
え
て
く
る
よ
う
な
味
わ
い
も
あ
る
。
ど
こ
と
な
く
景
色
を
貫
く
の
は
、
侘
し
さ
の
よ
う
な
感
覚
で
、
二
句

目
の
〈
炒
め
つ
つ
割
く
エ
リ
ン
ギ
や
春
の
朝
〉
や
、
後
半
で
出
現
す
る
〈
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
の
値
下
げ
さ
れ
を
り
夏
休
〉
は
、
通
俗
的

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
寂
し
さ
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
才
能
で
あ
る
と
思
う
。
む
し
ろ
、
自
然
詠
は
自
然
を
切
り
取
っ
て
く
る
と
い

う
意
思
が
働
く
だ
け
に
、
逆
に
「
寂
し
い
」
景
が
選
択
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。〈
犬
ふ
ぐ
り
水
路
に
落
ち
て
流
れ
ざ

る
〉〈
蛇
穴
を
出
づ
バ
ス
停
に
椅
子
一
つ
〉〈
夏
近
し
雲
を
遠
く
に
昼
の
月
〉。
こ
の
あ
た
り
の
句
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
く
る
と
、

作
品
全
体
と
し
て
も
強
度
を
増
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
う
。（
堀
切
） 

   



【
佳
作
】 

  
 

 

花
は
葉
に 

 
 

 
 

 

戒
能 

李
咲 

  

標
題
句
「
花
は
葉
に
」
は
、
花
が
散
っ
て
葉
桜
に
な
る
季
節
の
移
ろ
い
と
、
受
験
生
で
あ
ろ
う
〈
私
〉
の
単
語
帳
に
し
だ
い
に

付
箋
が
増
え
て
い
く
と
い
う
二
つ
の
時
間
の
流
れ
を
重
ね
て
描
い
て
、
味
わ
い
が
あ
る
。
こ
の
句
の
他
、
慣
れ
な
い
リ
ン
ゴ
の
皮
む

き
の
失
敗
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
捉
え
た
「
林
檎
む
く
」
句
や
、
家
族
と
の
何
気
な
い
会
話
の
場
面
を
描
い
た
「
湯
豆
腐
や
」
句
な
ど
、

全
体
と
し
て
散
文
的
な
感
覚
で
物
語
の
一
場
面
の
よ
う
に
も
の
ご
と
を
捉
え
た
句
作
り
が
多
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。〈
一
様
に
揺
れ

て
も
各
々
が
コ
ス
モ
ス
〉
は
、
ま
ず
は
秋
の
野
の
情
景
の
中
で
の
気
づ
き
を
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
が
、
ど
の
時
代
で
も
、
若
者
が
若

者
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
が
ち
な
こ
と
へ
の
反
発
も
読
み
取
れ
よ
う
か
。 

 

た
だ
、「
焼
芋
を
」
句
で
仲
直
り
の
た
め
に
焼
き
芋
を
割
っ
て
相
手
に
半
分
差
し
出
す
と
こ
ろ
や
、
冒
頭
句
「
姿
見
の
」
で
お
気

に
入
り
の
コ
ー
ト
を
着
た
〈
私
〉
が
鏡
の
前
で
「
二
度
回
る
」
と
こ
ろ
な
ど
、
物
語
と
し
て
よ
い
場
面
に
し
よ
う
と
す
る
余
り
、
少

し
わ
ざ
と
ら
し
く
、
狙
い
過
ぎ
の
感
が
否
め
な
い
。
難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
考
え
た
方
が
よ
い
。
ま
た
、
身
の
回

り
の
も
の
ご
と
を
題
材
に
し
た
散
文
的
な
感
覚
で
の
句
作
り
は
そ
れ
で
よ
い
が
、
ま
た
異
な
る
方
法
や
題
材
で
の
句
作
り
も
意
識
し

て
取
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
と
、
連
作
と
し
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
あ
る
よ
り
よ
い
作
品
に
な
る
だ
ろ
う
。（
三
浦
） 



  

表
題
句
、〈
花
は
葉
に
付
箋
の
増
え
た
単
語
帳
〉
ほ
か
〈
夏
服
や
背
に
イ
タ
リ
ア
の
港
街
〉〈
制
服
の
藍
色
深
き
初
秋
か
な
〉
な
ど

の
作
品
に
注
目
し
た
。
桜
が
葉
桜
に
な
っ
て
い
く
季
節
の
推
移
と
、「
単
語
帳
」
に
「
付
箋
」
が
た
く
さ
ん
付
い
て
勉
強
量
が
増
え

て
い
く
様
子
、 

「
夏
服
」
の
背
に
描
か
れ
た
「
イ
タ
リ
ア
の
港
街
」
は
旅
に
出
た
く
な
る
よ
う
な
夏
の
開
放
感
そ
の
も
の
、
ま
た
、
初
秋
を
迎
え
た

「
制
服
の
藍
色
」
に
は
、
爽
や
か
な
季
節
を
迎
え
た
清
々
し
さ
が
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
詠
め
て
い
る
。
た
だ
し
、 

「
夕
立
に
」
や
「
子
ら
の
代
わ
る
代
わ
る
」
は
音
読
し
た
時
の
リ
ズ
ム
が
良
く
な
い
の
が
惜
し
い
。
日
常
の
題
材
を
詠
ん
で
い
る
の

は
無
理
が
無
く
て
良
い
が
、〈
一
様
に
揺
れ
て
も
各
々
が
コ
ス
モ
ス
〉
は
あ
り
が
ち
な
捉
え
方
。〈
白
露
や
父
の
涙
を
隠
し
け
り
〉
も

「
露
」
と
「
涙
」
が
近
す
ぎ
て
俳
句
と
し
て
は
印
象
に
残
ら
な
い
。〈
焼
芋
を
割
り
て
謝
罪
の
言
葉
と
す
〉
は
、「
謝
罪
の
言
葉
」
が

ス
ト
レ
ー
ト
す
ぎ
る
の
で
、
一
工
夫
欲
し
い
。〈
節
分
や
鬼
の
見
慣
れ
た
背
に
向
け
て
〉
は
、
見
慣
れ
た
背
中
に
豆
を
打
つ
と
い
う

意
味
だ
と
思
う
が
、「
鬼
の
見
慣
れ
た
背
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
わ
か
り
に
く
い
。「
湯
豆
腐
」
の
句
は
い
い
と
思
う
の
で
、
最
後

を
丁
寧
に
ま
と
め
る
と
良
く
な
る
と
思
い
ま
し
た
。（
井
上
） 

   



【
佳
作
】 

 

石
の
色 

 
 

 
 

西
野 

奏
子 

 
 〈

保
管
庫
の
鍵
渡
さ
れ
し
青
葉
闇
〉〈
電
車
に
も
街
の
匂
い
や
今
朝
の
秋
〉〈
手
の
ひ
ら
で
満
た
せ
り
革
手
袋
の
赤
〉
な
ど
、
感
覚

の
冴
え
た
作
品
だ
と
思
っ
た
。「
保
管
庫
の
鍵
」
に
対
し
て
の
「
青
葉
闇
」
は
、
何
を
保
管
し
て
い
る
の
か
は
と
も
か
く
、
保
管
庫

そ
の
も
の
の
闇
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
ま
た
、
立
秋
を
迎
え
た
日
の
朝
の
「
電
車
」
に
「
街
の
匂
い
」
を
感
じ
る
の
は
独
特
の
感

性
。
さ
ら
に
、「
革
手
袋
」
に
手
の
ひ
ら
を
入
れ
る
時
の
隙
間
の
無
い
感
触
を
、「
手
の
ひ
ら
で
満
た
（
す
）」
と
描
写
す
る
表
現
力

は
秀
逸
。
表
題
句
「
石
の
色
ま
で
な
つ
か
し
く
」
と
い
う
表
現
も
季
語
に
よ
っ
て
し
み
じ
み
伝
わ
る
。
全
体
に
色
彩
感
の
あ
る
作
品

が
ち
り
ば
め
て
あ
る
の
も
良
い
と
思
っ
た
が
、
十
三
句
で
の
構
成
な
ら
季
節
は
せ
い
ぜ
い
二
季
。
四
季
あ
る
と
ば
ら
ば
ら
な
イ
メ
ー

ジ
に
な
っ
て
し
ま
う
。〈
サ
ル
ビ
ア
や
倉
庫
に
の
こ
ぎ
り
つ
る
さ
れ
て
〉
は
五
、
八
、
五
の
リ
ズ
ム
で
中
八
に
な
っ
て
い
る
の
が
惜

し
い
。
例
え
ば
〈
サ
ル
ビ
ア
や
鋸
吊
る
し
た
る
倉
庫
〉
と
解
決
す
る
方
法
も
あ
る
。「
屋
台
片
付
い
て
」
や
「
石
の
色
ま
で
」「
新
品

の
時
計
」
な
ど
は
句
跨
た
が
り
の
リ
ズ
ム
を
生
か
し
て
い
る
が
、
多
用
す
る
と
そ
の
効
果
が
生
き
な
い
。
ま
た
、
基
本
的
に
、
俳
句

表
現
は
受
け
身
は
避
け
る
方
が
句
が
明
瞭
に
な
る
。
力
が
あ
る
の
で
も
う
少
し
句
の
数
を
増
や
し
て
見
せ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
し

た
。（
井
上
） 



【
複
数
の
部 

講
評
】   

 

武
蔵
野
文
学
賞
の
高
校
生
部
門
に
「
俳
句
部
門
」
が
創
設
さ
れ
て
、
四
年
目
を
迎
え
た
。
今
年
は
八
編
の
応
募
で
、
複
数
部
門
が

定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
。
先
ず
は
、
応
募
し
て
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
の
努
力
を
称
え
た
い
。
複
数
部
門
は
数
に
は
規
定

は
無
い
が
、
多
く
の
作
品
が
季
節
を
跨
い
で
い
る
の
で
、
歳
時
記
を
丹
念
に
読
ん
で
の
応
募
だ
っ
た
と
思
う
。
複
数
部
門
に
応
募
す

る
こ
と
で
、
四
季
を
通
し
て
歳
時
記
を
開
き
、
多
く
の
季
語
と
出
合
っ
て
頂
け
れ
ば
と
期
待
し
て
い
る
。（
井
上
） 

  

今
回
最
優
秀
賞
は
出
な
か
っ
た
が
、
力
作
を
寄
せ
て
く
れ
た
皆
さ
ん
に
感
謝
し
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
感
じ
さ
せ
る
詠
み
ぶ

り
で
読
む
の
が
楽
し
か
っ
た
が
、
連
作
と
し
て
見
る
と
き
に
、
十
句
な
り
二
十
句
な
り
に
何
ら
か
の
テ
ー
マ
性
や
一
貫
性
が
あ
る
と

も
っ
と
よ
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
作
品
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
句
を
詠
む
手
法
の
面
で
は
、
一
つ
の
連
作
の
中
で
も
っ
と

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
に
句
を
詠
も
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
て
よ
い
と
も
思
っ
た
。
季
語
の
豊
か
さ
と
先
人
の
句
に
学
ん
で
、
様
々

な
題
材
を
、
様
々
な
切
り
口
と
方
法
で
詠
み
分
け
た
先
に
、
一
貫
し
た
何
か
を
読
者
が
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
句
を
選
び
抜
く
。
も
ち

ろ
ん
難
し
い
こ
と
だ
が
、
連
作
で
句
を
作
る
一
番
の
面
白
み
で
も
あ
る
と
思
う
。
是
非
隅
々
に
ま
で
意
識
の
行
き
届
い
た
作
品
作
り

に
挑
戦
し
て
も
ら
い
た
い
。（
三
浦
） 

  

受
賞
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
関
根
杏
華
さ
ん
の
作
品
「
椀
の
月
」
二
十
句
に
も
注
目
し
た
。
幻
想
的
な
作
風
が
持
ち
味
で
、



〈
ぽ
つ
か
り
と
扉
消
え
た
る
休
暇
明
け
〉〈
卵
巣
の
夢
見
る
さ
か
な
蜜
柑
む
く
〉
な
ど
も
楽
し
く
読
ん
だ
。
た
だ
し
全
体
に
選
ば
れ
る

言
葉
が
互
い
に
独
立
し
す
ぎ
て
い
て
、
全
体
で
詠
み
た
い
テ
ー
マ
が
伝
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
一
句
で
は
面
白
い

句
が
作
れ
て
も
、
複
数
句
と
な
る
と
、
作
者
の
私
性
が
お
の
ず
か
ら
浮
き
出
て
く
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
一
貫
性
が

ほ
し
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
。
俳
句
の
中
に
「
私
」
が
直
接
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
常
で
は
な
い
が
、
選
び
取
っ
た
景
色
や
言
葉
の

集
積
が
、
い
ま
の
「
私
」
を
映
し
出
す
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
た
う
え
で
作
品
を
構
成
す
る
。
そ
の
点
に
こ
そ
、
複
数
句
に
時
間
と

頭
脳
と
身
体
を
費
や
す
価
値
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。（
堀
切
） 

 


