
﹇
論
文
要
旨
﹈

動
植
物
を
め
ぐ
る
俗
信
と
こ
と
わ
ざ
と
俳
諧 

篠
原
徹

　

本
論
文
は
日
本
の
俗
信
と
こ
と
わ
ざ
お
よ
び
俳
諧
の
な
か
に
現
れ
る
他
種
多
様
な
動
物
や
植
物
の

表
現
に
つ
い
て
、
俗
信
と
こ
と
わ
ざ
お
よ
び
俳
諧
の
相
互
の
関
係
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
文
芸
的
世
界
が
華
開
い
た
の
は
、
庶
民
に
あ
っ
て
は
「
歩
く
世
界
」
と
「
記
憶
す
る
世
界
」
が

経
験
的
知
識
の
基
本
で
あ
っ
た
日
本
の
近
世
社
会
の
後
半
で
あ
っ
た
。
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
お
よ
び
俳

諧
は
、
近
世
社
会
の
な
か
で
徐
々
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
農
民
や
漁
民
の
生
業
や
生
活

の
な
か
で
の
自
然
観
察
の
経
験
的
知
識
は
、
記
憶
装
置
で
あ
る
一
行
知
識
と
し
て
蓄
積
さ
れ
人
び
と

に
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
経
験
的
知
識
の
記
憶
装
置
で
あ
る
一
行
知
識
は
、
汽
車
や
飛
行
機
な

ど
の
動
力
に
頼
る
世
界
で
は
な
く
「
歩
く
世
界
」
を
背
景
に
し
た
繊
細
な
自
然
観
察
に
基
づ
い
て
い

る
。
同
時
に
一
行
知
識
は
、
そ
う
し
た
観
察
に
基
づ
く
経
験
的
知
識
を
、
活
字
化
し
書
籍
と
し
て
可

視
化
す
る
世
界
と
は
ま
だ
ほ
ど
遠
く
、
記
憶
し
や
す
い
定
型
化
し
た
文
字
数
に
埋
め
込
ん
だ
も
の
で

あ
る
。

　

経
験
知
と
し
て
の
一
行
知
識
は
、
大
き
く
は
動
植
物
に
関
す
る
観
察
に
よ
る
領
域
と
人
間
に
関
す

る
観
察
に
よ
る
領
域
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
経
験
知
は
基
本
的
に
は
生
活
や
生
業
に
お
け
る

も
の
ご
と
に
対
す
る
対
処
の
方
法
な
の
で
あ
る
が
、
経
験
知
は
感
性
的
な
側
面
と
生
活
の
知
恵
の
側

面
と
生
活
の
規
範
の
側
面
の
三
つ
の
方
向
に
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
定
型
化
の
道
を
歩
ん
だ
の
で
は
な

い
か
。
感
性
的
な
側
面
は
、
季
節
の
う
つ
ろ
い
と
人
生
の
う
つ
ろ
い
を
重
ね
合
わ
せ
る
俳
諧
的
世
界

を
創
造
し
て
い
く
。
生
活
の
知
恵
の
側
面
は
、
自
然
暦
や
動
植
物
の
俗
信
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。
生

活
の
規
範
の
側
面
は
、
人
の
生
き
方
や
社
会
の
な
か
で
の
個
の
あ
り
よ
う
を
示
す
こ
と
わ
ざ
の
世
界

を
豊
饒
に
し
て
い
く
。
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
そ
し
て
俳
諧
の
世
界
に
通
底
し
て
い
る
の
は
「
歩
く
世

界
」
と
「
記
憶
す
る
世
界
」
で
醸
成
さ
れ
た
一
行
知
識
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
三
つ
の
領
域
は
親

和
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
俗
信
、
こ
と
わ
ざ
、
俳
諧
、
一
行
知
識
、「
歩
く
世
界
」、「
記
憶
す
る
世
界
」、
観
察

は
じ
め
に

❶
な
ぜ
一
行
知
識
を
あ
つ
か
う
の
か

❷
経
験
知
と
し
て
の
一
行
知
識

❸
俳
諧
・
俗
信
・
こ
と
わ
ざ
の
関
係
性

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

日
本
の
近
代
の
出
発
が
一
八
六
八
年
の
明
治
維
新
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
五
〇
年

近
い
年
月
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
日
本
の
近
世
社
会
と
そ
れ
以
降
の

近
代
社
会
で
は
人
び
と
の
生
活
と
い
う
点
か
ら
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
も

あ
る
。
人
び
と
が
生
活
す
る
上
で
必
要
な
知
識
の
あ
り
よ
う
も
大
き
く
変
化
し
た

こ
と
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
文
芸
あ
る
い
は
文
学
と
社
会
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
近
代

の
作
者
と
読
者
の
関
係
と
近
世
の
作
者
と
読
者
の
関
係
も
質
的
な
変
化
を
し
た
。
近

世
の
読
者
と
近
代
の
読
者
と
の
大
き
な
相
違
は
音
読
の
世
界
か
ら
黙
読
の
世
界
に
変

わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
し
、
文
芸
の
う
ち
俳
諧
と
俳
句
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
て
い
え

ば
、
座
の
文
学
か
ら
個
人
の
文
学
へ
の
変
化
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い

て
は
前
田
愛
が
『
近
代
読
者
の
成
立
』
で
す
で
に
明
快
に
論
じ
て
い
る
し
〔
前
田　

二
〇
〇
一
〕、
民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
も
「
生
活
の
俳
諧
」
で
鋭
い
指
摘
を
し
て
い

る
〔
柳
田　

一
九
六
九
〕。
そ
の
な
か
で
日
本
の
詩
歌
俳
句
は
近
代
以
前
で
は
、「
い

つ
の
世
に
も
読
者
の
数
よ
り
作
者
の
数
の
方
が
多
い
」
と
柳
田
國
男
は
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
は
現
在
で
も
少
な
く
と
も
俳
句
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
う
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

近
世
の
俳
諧
と
い
う
文
芸
は
旅
と
無
関
係
で
は
な
い
。
い
や
む
し
ろ
旅
の
文
芸
と

さ
え
い
え
る
。
し
か
も
こ
の
旅
は
近
代
の
旅
（
鉄
道
・
車
・
飛
行
機
の
旅
行
と
い
う

べ
き
か
）
と
基
本
的
に
異
な
っ
て
い
て
、
歩
く
旅
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
近
世
と
近

代
の
文
芸
上
重
要
な
差
異
は
知
識
の
存
在
形
態
で
あ
る
。
近
世
の
世
界
は
多
く
の
庶

民
に
と
っ
て
は
「
記
憶
の
世
界
」
で
あ
る
。
近
代
は
個
の
文
学
、
黙
読
の
世
界
な
ど

を
支
え
る
記
録
つ
ま
り
書
物
そ
の
も
の
が
普
遍
的
な
存
在
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

近
代
は
「
記
録
の
世
界
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
近
世
の
日
常
的
な
世
界
が
「
歩
く
世

界
」
で
あ
り
、
旅
は
そ
の
な
か
で
異
常
に
長
く
歩
く
こ
と
で
あ
る
。
近
世
庶
民
の
世

界
は
幕
藩
体
制
と
い
う
封
建
的
世
界
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
つ
の
藩
と
い
う
領
地
を
簡

単
に
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
制
約
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
幕
藩
体

制
下
で
の
移
動
の
自
由
に
対
す
る
制
限
が
制
度
的
に
あ
っ
た
が
、
同
時
に
人
び
と
の

日
常
的
な
生
活
世
界
は
基
本
的
に
は
定
住
生
活
で
あ
り
、
行
動
は
歩
け
る
範
囲
の
な

か
で
あ
っ
た
。
異
常
に
長
く
歩
く
旅
は
危
険
な
も
の
で
あ
り
、
仮
に
可
能
で
あ
っ
た

と
し
て
も
路
銀
や
宿
泊
地
や
健
康
な
ど
の
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
ど
ん
な
場
合
で
も

覚
悟
が
必
要
で
あ
っ
た
。

近
世
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
日
本
の
人
口
は
三
三
〇
〇
万
人
程
度
と
推
測
さ
れ
て
い

る
が
、
農
民
・
漁
民
な
ど
の
生
業
の
人
び
と
つ
ま
り
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
、
書
物
な
ど

を
所
有
し
た
り
寺
社
や
有
力
者
な
ど
の
所
有
す
る
書
物
を
自
由
に
閲
覧
で
き
る
生
活

で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
近
世
の
日
本
の
識
字
率
が
時
代
が
下
る
ほ
ど
相
当
高
く

な
る
事
実
や
出
版
物
が
庶
民
の
あ
い
だ
で
も
か
な
り
流
通
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は

あ
る
。
し
か
し
な
お
、
知
識
は
と
き
ど
き
閲
覧
で
き
る
書
物
や
知
識
人
た
ち
か
ら
教

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
伝
承
や
自
他
の
経
験

な
ど
を
記
憶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
論
じ
て
み
た
い
俗
信
、
こ
と
わ
ざ
、
俳
諧
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
「
歩
く

世
界
」
と
「
記
憶
の
世
界
」
と
い
う
も
の
を
背
景
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の

「
歩
く
世
界
」
と
「
記
憶
の
世
界
」
は
一
種
の
歴
史
的
民
俗
的
拘
束
と
し
て
人
び
と

の
行
動
・
感
性
を
制
約
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
近
代
と
の
比
較
に
お
い
て
知
識
や

感
性
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
故
に

意
外
に
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
中
で
は
も
っ
と
も
有
効
な

知
識
の
あ
り
よ
う
は
「
一
行
知
識
」
と
い
う
短
文
の
知
識
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
一
行
知
識
は
「
歩
く
世
界
」
と
「
記
憶
の
世
界
」
に
適
す
る
よ
う
に
定
型
化
や

常
套
化
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
主
張
し
た

い
こ
と
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
歩
く
世
界
」
と
「
記
憶
の
世
界
」
が
定
住
的
な
生
活
の
中
心
に

あ
る
社
会
と
い
う
の
は
日
本
の
近
世
社
会
に
限
ら
ず
現
在
で
す
ら
世
界
の
多
く
の
地

域
に
存
在
す
る
。
筆
者
は
長
い
間
生
活
世
界
が
近
代
化
や
西
欧
化
と
無
縁
な
世
界
で
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あ
っ
た
エ
チ
オ
ピ
ア
南
部
の
コ
ン
ソ
社
会
と
中
国
・
雲
南
省
と
ベ
ト
ナ
ム
と
の
国
境

沿
い
の
多
民
族
が
共
存
す
る
社
会
を
調
査
し
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
つ
い
て

は
生
活
、
生
業
、
環
境
利
用
な
ど
を
中
心
に
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
記
述
し
て
き
た
〔
篠
原　

一
九
九
八
、
西
谷　

二
〇
一
一
〕。
た
だ
こ
う
し
た
社
会
は
「
歩
く
世
界
」
で
あ
り
「
記

憶
の
世
界
」
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
側
面
は
あ
ま
り
に
デ
ー
タ
の
と
り
に
く
い
事
象

で
あ
り
論
じ
た
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
「
歩
き
」
や
「
記

憶
」
に
頼
る
世
界
の
存
在
が
、
日
本
の
近
世
社
会
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
と
い
っ
た
ほ

う
が
い
い
で
あ
ろ
う
。「
歩
く
こ
と
」
と
「
記
憶
に
た
よ
る
」
世
界
が
、
現
在
の
我
々

の
社
会
や
世
界
と
ほ
ど
遠
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の

挿
話
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

エ
チ
オ
ピ
ア
は
一
九
九
一
年
に
社
会
主
義
国
家
を
標
榜
し
た
社
会
主
義
独
裁
国
家

か
ら
現
在
の
資
本
主
義
を
認
め
る
緩
や
か
な
社
会
主
義
国
家
に
体
制
が
変
わ
っ
た
。

私
は
そ
の
前
後
か
ら
十
年
ほ
ど
エ
チ
オ
ピ
ア
の
南
部
の
コ
ン
ソ
社
会
を
調
査
し
て
き

た
。
こ
の
多
民
族
国
家
は
当
時
首
都
に
あ
る
ア
デ
ィ
ス
・
ア
ベ
バ
大
学
で
さ
え
試
験

に
答
案
用
紙
が
足
ら
な
く
な
る
と
い
っ
た
事
態
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
コ
ン
ソ
の
村

に
到
達
す
る
の
も
日
本
で
い
う
県
毎
に
通
行
手
形
な
ど
が
必
要
で
、
道
も
悪
く
体
制

の
変
化
で
い
わ
ゆ
る
ゲ
リ
ラ
や
山
賊
が
横
行
し
て
い
た
。
コ
ン
ソ
社
会
の
調
査
に
入

る
た
め
に
知
り
合
っ
た
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
人
類
学
者
タ
ダ
ッ
セ
・
ウ
ォ
ー
ル
デ
は
コ
ン

ソ
に
隣
接
す
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
の
人
で
あ
っ
た
。　

こ
の
人
類
学
者
と
つ

き
あ
っ
て
驚
い
た
の
で
あ
る
が
、
ア
デ
ィ
ス
・
ア
ベ
バ
で
の
友
人
知
人
の
住
所
、
電

話
が
あ
れ
ば
電
話
番
号
、
知
人
の
来
歴
や
出
身
地
や
そ
の
近
辺
（
コ
ン
ソ
社
会
の
人

び
と
も
入
る
）
の
人
び
と
に
つ
い
て
の
情
報
を
事
細
か
く
諳
ん
じ
て
い
て
教
え
て
く

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
事
に
限
ら
ず
地
名
や
地
形
は
い
う
に
及
ば
ず
植
物
・

動
物
な
ど
自
然
に
関
す
る
知
識
も
す
べ
て
記
憶
の
倉
庫
か
ら
す
ら
す
ら
と
出
て
く
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
ア
デ
ィ
ス
・
ア
ベ
バ
大
学
出
身
の
エ
リ
ー
ト
人
類
学
者

で
あ
り
、
自
動
車
の
免
許
も
も
ち
イ
ギ
リ
ス
へ
の
留
学
な
ど
も
し
て
い
た
。
た
だ
、

こ
う
し
た
知
識
の
あ
り
よ
う
は
彼
の
育
っ
た
文
化
の
あ
り
よ
う
と
関
係
が
あ
る
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
。

こ
う
し
た
タ
ダ
ッ
セ
・
ウ
ォ
ー
ル
デ
の
知
識
世
界
と
日
本
の
近
世
社
会
の
知
識
の

世
界
は
直
観
的
に
か
な
り
近
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
近
世
社
会
の
芭
蕉
や

蕪
村
の
連
句
と
い
う
よ
う
な
座
の
文
学
が
成
立
す
る
の
は
、
知
識
の
あ
り
よ
う
が
私

た
ち
の
近
代
社
会
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
タ
ダ
ッ
セ
の
友

人
に
ア
ハ
マ
ド
と
い
う
モ
ス
レ
ム
教
徒
が
い
た
が
、
な
に
か
私
に
エ
チ
オ
ピ
ア
で
の

仕
来
り
や
行
動
規
範
を
教
え
る
と
き
諳
ん
じ
て
い
る
コ
ー
ラ
ン
の
一
節
が
よ
く
で
て

き
た
。

座
の
文
学
で
あ
る
連
句
に
お
け
る
古
典
の
教
養
も
エ
チ
オ
ピ
ア
の
知
識
人
と
同
じ

よ
う
に
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
連
句
と
い
う
よ
う
な
文
学
の
背

景
に
は
、
こ
と
わ
ざ
や
俗
信
な
ど
「
歩
く
世
界
」
と
「
記
憶
の
世
界
」
に
必
要
な
知

識
が
動
員
さ
れ
定
型
化
や
常
套
化
で
あ
る
「
一
行
知
識
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
う
し
た
考
え
は
仮
説
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
領
域
の
研
究
で

は
実
証
的
な
こ
と
が
か
な
り
む
つ
か
し
い
。
し
た
が
っ
て
以
下
の
論
は
俗
信
と
い
う

も
の
が
、
自
然
科
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
証
明
を
必
要
と
し
な
い
類
推
に
基
づ
く
経
験

的
知
識
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
類
推
に
も
と
づ
く
仮
説
的
な
も
の
す
ぎ
な
い
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

❶
な
ぜ
一
行
知
識
を
あ
つ
か
う
の
か

俗
信
や
こ
と
わ
ざ
あ
る
い
は
俳
諧
・
俳
句
は
大
き
く
一
行
知
識
の
定
型
化
あ
る
い

は
文
芸
化
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
説
明
を
要
し
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。
た
だ
俳
諧
・
俳
句
と
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
を
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
問
題
と
し

て
あ
つ
か
う
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
近
世
の
俳
諧
、
子
規

以
降
の
俳
句
が
い
ず
れ
も
俗
事
・
俗
情
に
重
き
を
お
い
て
い
て
、
民
衆
生
活
も
ひ
と

つ
の
重
要
な
素
材
に
し
て
描
写
し
て
い
る
こ
と
は
彼
ら
の
句
そ
の
も
の
を
鑑
賞
す
れ

ば
明
か
で
あ
る
。
俗
事
・
俗
情
の
俳
論
的
な
重
要
性
は
芭
蕉
や
蕪
村
あ
る
い
は
子
規
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な
ど
の
俳
論
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
い
し
、
近
世
俳
諧
の
研
究
者
た
ち
も
俗
事
・
俗

情
を
俳
諧
連
句
の
骨
法
と
し
て
重
要
視
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
俗
事
・
俗
情
と
い
う
言
葉
は
誤
解
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
の
で
説
明
し

て
お
き
た
い
。
芭
蕉
の
唱
え
た
不
易
流
行
な
ど
は
俗
事
・
俗
情
か
ら
離
れ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
貴
族
や
大
名
あ
る
い
は
位
の
高
い
僧
侶
や
武
士
な
ど
の

感
性
が
支
配
的
で
あ
っ
た
文
芸
の
世
界
か
ら
、
農
民
的
感
性
な
ど
普
通
の
人
び
と
の

感
性
が
文
学
や
文
芸
の
支
配
的
な
世
界
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
俗
事
・
俗
情
と

言
葉
を
使
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
芭
蕉
の
「
わ
び
」
や
「
さ
び
」
あ

る
い
は
「
し
お
り
」
や
「
ほ
そ
み
」
も
、
子
規
の
唱
え
た
「
写
生
」
も
「
即
物
具
象
」

も
そ
の
意
味
で
は
俗
事
・
俗
情
と
な
る
。
俗
の
字
に
文
学
性
や
芸
術
性
を
否
定
し
て

い
る
よ
う
に
と
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
普
通
の
人
び
と
の
民
俗
や
生
活
に
お
け
る
感
性

と
い
う
こ
と
で
敢
え
て
こ
の
言
葉
を
使
い
た
い
。

民
俗
学
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
柳
田
國
男
も
俳
諧
評
釈
や
連
句
を
嗜
ん
だ
人
で
あ

り
、
俳
諧
連
句
と
い
う
座
の
文
学
は
俗
事
・
俗
情
が
裏
打
ち
し
て
い
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い

が
〔
篠
原　

二
〇
一
〇
〕、
要
は
経
験
知
と
し
て
の
一
行
知
識
の
文
芸
的
展
開
が
俳
諧

連
句
・
俳
句
の
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
俳
諧
や

俳
句
も
こ
と
わ
ざ
や
俗
信
と
同
様
に
こ
れ
を
う
み
だ
し
て
き
た
当
時
の
社
会
の
感

覚
や
感
性
を
探
る
う
え
で
重
要
な
史
資
料
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
事
実
、
明
治
八
年
生
ま
れ
の
柳
田
國
男
は
前
代
知
識
（
彼
に
と
っ
て
は
近
世

社
会
）
の
史
資
料
と
し
て
俳
諧
は
有
力
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
〔
柳
田　

一
九
六
九
〕。

さ
て
、
民
俗
学
が
対
象
と
す
る
民
俗
や
生
活
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま

な
見
解
が
あ
っ
て
統
一
し
た
見
解
は
な
い
。
筆
者
は
か
つ
て
民
俗
学
の
対
象
と
方
法

に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

〔
篠
原　

一
九
九
四
〕。
民
俗
と
は
、
近
代
の
教
育
シ
ス
テ
ム
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て

学
習
さ
れ
共
有
さ
れ
伝
達
さ
れ
る
知
識
の
総
体
で
あ
り
、
そ
の
共
時
的
側
面
を
民
俗

と
い
い
、
通
時
的
側
面
を
伝
承
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
民
俗
学
は
現
在
学
で

あ
り
、
世
相
を
は
じ
め
と
し
た
現
在
の
社
会
や
文
化
を
現
在
と
直
近
の
過
去
と
の
関

係
性
か
ら
説
明
し
た
り
解
釈
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
直
近
の
過
去
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
自
身
は
現
在
民
俗

学
を
研
究
す
る
も
の
と
し
て
直
近
の
過
去
と
は
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
時
代
が
そ
れ

に
相
当
す
る
と
考
え
て
き
た
。
柳
田
國
男
に
と
っ
て
の
直
近
の
過
去
と
は
彼
が
明
治

八
年
生
ま
れ
故
に
日
本
の
近
世
こ
そ
が
彼
の
直
近
の
過
去
で
あ
り
、
直
近
の
過
去
は

研
究
す
る
年
代
に
よ
っ
て
異
な
る
の
だ
と
私
は
主
張
し
て
き
た
。
俗
信
や
こ
と
わ

ざ
あ
る
い
は
俳
諧
・
俳
句
の
世
界
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
近
世
の
時
期
を
含
む
こ
と

に
な
る
。
い
ず
れ
の
も
の
も
む
し
ろ
近
世
の
時
期
の
ほ
う
が
流
行
し
て
い
た
と
さ
え

い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
私
自
身
の
民
俗
学
の
対
象
と
し
て
俗
信
や
こ

と
わ
ざ
や
俳
諧
を
あ
つ
か
う
の
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
の
生
ま
れ
た
の
は

一
九
四
五
年
つ
ま
り
昭
和
二
十
年
で
あ
り
、
直
近
の
過
去
と
は
昭
和
、
大
正
、
明
治

く
ら
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
近
世
を
淵
源
と
す
る
よ
う
な
も
の
を
対
象
と
し

て
扱
う
の
か
若
干
補
足
的
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

ひ
と
つ
は
、
現
在
が
い
く
ら
Ｉ
Ｔ
社
会
に
な
ろ
う
が
高
度
資
本
主
義
社
会
に
な
ろ

う
が
、
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
や
俳
諧
・
俳
句
が
現
在
の
日
本
人
の
行
動
や
思
想
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
朝
日
新
聞
の
「
天
声
人
語
」
は
一

種
の
社
会
批
評
で
あ
る
が
、
俳
諧
・
俳
句
や
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
が
社
会
批
評
の
道

具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
や
警
句
的
な
俳
諧
・
俳
句

の
歴
史
的
民
俗
的
拘
束
は
近
世
・
近
代
を
通
じ
て
依
然
と
し
て
大
き
な
力
を
も
っ

て
い
る
。
俳
諧
の
発
句
と
し
て
芭
蕉
や
蕪
村
の
句
の
な
か
に
、
諺
や
警
句
に
近
い

も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
俳
人
で
あ
る
坪
内
稔
典
も
最
近
論
じ
て
い
る
〔
坪
内　

二
〇
一
〇
〕。
も
ち
ろ
ん
俗
信
と
関
係
あ
る
俳
諧
の
発
句
も
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
は
日
本
の
近
現
代
史
に
お
け
る
時
代
区
分
論
で
あ
る
。
近
代
史
家

の
安
田
常
雄
は
「
あ
る
時
点
に
立
ち
止
ま
っ
た
と
き
、
過
去
の
時
間
が
ひ
と
ま
と

ま
り
の
対
象
と
し
て
自
覚
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
般
に
「
転
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形
期
」
の
特
有
の
出
来
事
と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
こ
に
あ
る
生
き
ら
れ
た
過
去
の

対
象
化
は
、
一
方
で
は
何
が
し
か
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
含
み
、
他
方
で
は
そ
れ
ま

で
と
は
違
う
時
代
に
踏
み
込
ん
だ
と
い
う
不
安
な
自
己
意
識
が
色
濃
く
随
伴
し
て
い

る
」〔
安
田　

二
〇
〇
八
〕
と
し
て
今
こ
そ
が
そ
の
転
形
期
で
あ
り
、
こ
の
日
本
の
近

代
一
五
〇
年
が
過
去
の
時
間
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
対
象
と
し
て
自
覚
化
さ
れ
始
め
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
一
五
〇
年
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
な

か
に
い
く
つ
も
の
亜
転
形
期
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
大
き
く
み
れ
ば
こ
の

一
五
〇
年
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
近
代
の

直
近
の
過
去
と
は
近
世
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
や
や
強
引
な
論
拠
か
も
し
れ
な
い

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
や
俳
諧
・
俳
句
が
依
然
と
し
て
歴
史
的
民
俗

的
拘
束
と
し
て
日
本
人
の
行
動
規
範
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
が
も
っ
と

も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

❷
経
験
知
と
し
て
の
一
行
知
識

俗
信
や
こ
と
わ
ざ
あ
る
い
は
俳
諧
・
俳
句
に
夥
し
い
動
物
植
物
の
種
類
が
登
場
す

る
。
俗
信
の
集
大
成
的
な
研
究
と
し
て
鈴
木
棠
三
の
『
日
本
俗
信
辞
典
』〔
鈴
木　

一
九
八
二
〕
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
「
動
・
植
物
編
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
明
か

で
あ
る
。
こ
の
辞
典
に
登
場
す
る
動
物
・
植
物
の
種
数
は
前
者
が
二
三
七
種
で
あ

り
、
後
者
が
二
四
〇
種
で
あ
る
。
俗
信
と
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
自
然
暦
に
つ

い
て
は
、
自
然
暦
の
構
造
が
ほ
と
ん
ど
が
動
植
物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
自
然

暦
の
構
造
に
つ
い
て
は
す
で
に
何
度
か
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
〔
篠
原　

一
九
九
八
〕。

川
口
孫
治
郎
に
よ
る
『
自
然
暦
』
に
扱
わ
れ
て
い
る
動
物
は
三
八
九
種
、
植
物
は

二
五
七
種
で
あ
る
〔
川
口　

一
九
七
二
〕。
こ
と
わ
ざ
に
関
し
て
も
同
様
で
、
た
と
え

ば
高
橋
秀
治
の
『
動
植
物
こ
と
わ
ざ
辞
典
』
で
扱
わ
れ
て
い
る
動
物
は
一
七
四
種

二
〇
五
〇
項
目
、
植
物
は
一
三
〇
種
八
五
〇
項
目
で
あ
る
〔
高
橋　

一
九
九
七
〕。

俗
信
の
な
か
に
は
多
く
の
動
物
・
植
物
が
現
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
農
耕
社
会
は
近
世
後
期
に
は
か
な
り
成
熟
し
た
も
の
に
な
り
、
農
耕
技
術
と

い
う
点
で
も
農
書
の
普
及
や
農
民
自
身
の
観
察
な
ど
に
よ
っ
て
経
験
的
な
知
識
は
相

当
高
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
観
察
や
経
験
を
一
行
知

識
と
し
て
蓄
積
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
作
物
、
野
菜
、
果
樹
、
経
済
的
樹
木
、
農

用
林
と
し
て
の
周
辺
の
雑
木
林
の
な
か
の
野
生
植
物
、
タ
ン
パ
ク
源
と
し
て
の
魚
介

類
、
農
業
害
虫
と
し
て
の
昆
虫
、
危
険
な
害
獣
で
あ
る
大
形
哺
乳
類
な
ど
が
登
場
す

る
。
近
世
後
期
と
い
う
の
は
近
代
日
本
の
直
近
の
過
去
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
造
化

（
自
然
と
人
事
の
双
方
を
含
め
た
も
の
）
に
対
す
る
一
行
知
識
が
も
っ
と
も
盛
行
し
、

こ
れ
が
近
代
の
日
本
の
自
然
観
や
人
生
観
を
依
然
と
し
て
歴
史
的
民
俗
的
に
拘
束
し

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
鳥
類
に
つ
い
て
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
。
鳥
自
身
が
害
鳥
で
は
な
く
と

も
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
あ
る
い
は
俳
諧
・
俳
句
に
多
く
登
場
す
る
。
鳥
へ
の
関
心
の
高

さ
は
自
然
と
関
わ
る
生
活
者
に
は
共
通
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
鳥
が
多
く
の
社

会
と
く
に
近
代
化
や
西
欧
化
と
遠
い
社
会
で
は
、
ど
う
や
ら
鳥
は
禁
忌
・
予
兆
・
卜

占
・
呪
詛
の
世
界
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
動
物
の
よ
う
だ
。
そ
れ
は
鳥
が
多
く
の
社

会
で
は
「
飛
来
」「
渡
り
」「
鳴
き
声
」
な
ど
の
特
徴
に
よ
り
自
分
た
ち
と
は
異
な
る

世
界
か
ら
「
飛
ん
で
く
る
も
の
」「
何
か
を
も
た
ら
す
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
〔
寺
嶋　

二
〇
〇
二
〕。

俗
信
研
究
の
重
要
性
を
認
識
し
、
吉
川
永
司
、
常
光
徹
の
助
力
を
得
な
が
ら
『
日

本
俗
信
辞
典
』
を
編
ん
だ
の
は
鈴
木
棠
三
で
あ
っ
た
〔
鈴
木　

一
九
八
二
〕。
こ
の
辞

典
の
「
は
じ
め
に
」
は
俗
信
研
究
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
く
つ

か
重
要
な
指
摘
が
あ
る
が
、
俗
信
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
由
来
、
俗
信
は
、
前
代
人
が
持
っ
て
い
た
一
行
知
識
の
よ
う
な
も
の
と
い

え
る
。
各
条
は
一
行
あ
る
か
な
し
か
の
短
文
に
収
ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
採

集
報
告
は
、
箇
条
書
に
す
ぎ
ず
、
ど
う
み
て
も
重
量
感
に
欠
け
る
。
専
門
誌
で

も
、
し
ば
し
ば
「
俗
信
一
束
」
な
ど
の
名
の
も
と
に
軽
く
扱
わ
れ
、
埋
め
草
用

に
掲
載
さ
れ
た
感
の
あ
る
も
の
も
目
に
付
く
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
労
苦
が
必
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要
か
分
ら
ぬ
と
の
考
え
が
先
行
し
、
最
初
か
ら
意
気
阻
喪
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
が
ち
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
分
野
は
、
日
本
人
の
精
神
史
、
生
活
史
の
研
究
を
進
め
る

た
め
に
は
、
是
非
と
も
地
均
し
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
柳
田
先
生
も
、「
私

は
所
謂
俗
信
の
調
査
の
重
要
性
を
認
め
、
是
が
完
全
に
考
察
せ
ら
れ
る
の
を

以
て
、
日
本
民
俗
学
の
成
立
の
目
標
と
さ
へ
し
て
居
る
者
で
あ
る
」（
北
安
曇

郡
郷
土
誌
稿
、
俗
信
俚
諺
篇
所
収
「
俚
諺
と
俗
信
と
の
関
係
」）
と
ま
で
言
い

切
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
俗
信
が
日
本
人
の
精
神
や
生
活
を
歴
史
的
民
俗
的
に
拘

束
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
て
、
柳
田
國
男
も
俗
信
研
究
の
重
要
性
を
認
識
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
國
男
は
身
辺
卑
近
な
と
こ
ろ
に
ど
の
よ
う
な
民

俗
学
が
解
く
べ
き
重
要
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
か
を
発
見
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
天

才
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
問
題
解
決
に
は
し
ば
し
ば
誤
謬
が
あ
っ
た
。
鈴
木
棠
三
は

同
じ
辞
典
の
「
は
じ
め
に
」
で
次
の
よ
う
に
俗
信
に
つ
い
て
重
要
な
指
摘
を
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
柳
田
へ
の
批
判
を
含
ん
で
い
る
。

　
「
俗
信
が
最
も
多
く
盛
ん
だ
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
以
後
だ
っ
た
ら

し
い
、
と
い
う
見
通
し
も
次
第
に
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
笠
森
稲
荷
や
粂

の
平
内
信
仰
の
地
口
的
説
明
な
ど
は
、
全
国
に
ひ
ろ
が
る
俗
信
の
海
に
浮
か
ぶ

一
葉
の
落
葉
み
た
い
な
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
し
た
」

柳
田
國
男
・
監
修
『
民
俗
学
辞
典
』〔
東
京
堂
、
一
九
五
一
〕
の
解
説
で
は
、
俗
信

が
「
古
い
信
仰
の
残
存
、
或
い
は
退
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
解
説
を
柳
田
が
執
筆
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
別
に
問
題
で
は
な
く
、
柳
田
も
こ

の
よ
う
に
了
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
俗
信
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
つ

ま
り
近
世
の
後
期
や
末
期
に
至
っ
て
、
新
た
に
増
加
し
た
俗
信
が
夥
し
く
存
在
し
た

ら
し
い
。
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
し
た
の
か
明
確
で
は
な
い

が
、
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

俗
信
を
構
成
す
る
の
は
動
植
物
が
多
い
。
た
だ
、
日
本
に
お
け
る
野
菜
を
は
じ
め

と
し
た
栽
培
植
物
は
外
来
植
物
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
近
世
期
に
中
国
な
ど
か
ら
伝

来
し
た
も
の
も
多
い
。
十
七
世
紀
後
半
に
伝
来
し
た
と
思
わ
れ
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
や
ス

イ
カ
な
ど
の
俗
信
も
数
多
く
採
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
の
栽
培
が
普
通
に

な
っ
て
い
く
過
程
で
農
民
の
観
察
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
俗
信
が
近
世
で
生
成
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
栽
培
植
物
の
日
本
へ
の
伝
来
時
期
と
植
物
に
関

す
る
俗
信
の
多
寡
や
内
容
と
の
相
関
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
鈴
木
棠
三
の
仮

説
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

鈴
木
棠
三
の
編
集
し
た
『
日
本
俗
信
辞
典
』
の
動
物
植
物
を
も
う
少
し
詳
細
に
み

て
み
た
い
。
動
物
で
は
、
鳥
類
六
十
八
種
、
魚
介
類
六
十
五
種
類
、
昆
虫
な
ど
（
ク

モ
な
ど
昆
虫
で
は
な
い
も
の
も
含
む
）
六
十
四
種
類
、
哺
乳
類
二
十
九
種
類
、
爬
虫

類
・
両
生
類
十
一
種
類
で
あ
る
。
植
物
で
は
、
ま
ず
栽
培
植
物
が
一
三
六
種
類
、
野

生
植
物
は
一
二
四
種
類
で
あ
る
。
さ
ら
に
栽
培
植
物
の
う
ち
作
物
・
野
菜
に
関
す
る

も
の
が
五
十
六
種
類
、
花
卉
が
二
十
種
類
、
果
樹
な
ど
二
十
九
種
類
で
あ
り
、
薬

の
素
材
や
材
木
な
ど
が
三
十
一
種
類
で
あ
る
。
野
生
植
物
の
ほ
う
で
は
草
本
類
が

七
十
三
種
類
、
木
本
類
が
五
十
一
種
類
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
動
物
植
物
が
俗
信
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
農
耕
生
活
の
な
か
で
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
天
候
の
予
知
で
あ
る

と
か
豊
作
・
不
作
の
予
兆
な
ど
に
つ
い
て
、
技
術
や
知
識
と
し
て
一
行
知
識
の
形
で

表
現
さ
れ
る
。
自
然
暦
や
動
物
・
植
物
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
も
同
じ
よ
う
な
も
の
が

多
い
。
俗
信
は
民
間
の
い
い
な
ら
わ
し
で
あ
る
が
、
従
来
は
こ
れ
を
科
学
的
根
拠
の

な
い
迷
信
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
方
で
来
年
の
積
雪
量
や
地

震
な
ど
と
動
物
の
行
動
変
化
や
植
物
の
生
態
的
な
変
化
と
相
関
が
あ
る
の
で
は
と
い

う
こ
と
を
信
じ
る
人
は
現
在
で
も
多
い
。

む
し
ろ
、
こ
う
し
た
こ
と
は
動
物
の
行
動
や
植
物
の
生
態
な
ど
の
進
化
生
態
学
的

な
諸
問
題
で
は
未
知
な
こ
と
が
多
い
こ
と
、
ま
た
今
だ
に
未
解
決
な
問
題
が
多
い
こ

と
な
ど
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
俗
信
は
自
然
科
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
証
明

を
必
要
と
す
る
経
験
知
の
範
疇
に
は
な
い
と
い
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
。
こ
う
し



［動植物をめぐる俗信とことわざと俳諧］……篠原 徹

た
経
験
知
は
証
明
不
可
能
を
前
提
と
し
た
類
推
に
基
づ
く
経
験
的
知
識
で
あ
り
、
人

び
と
の
自
然
の
理
解
や
解
釈
な
の
で
あ
る
。
こ
と
わ
ざ
で
は
動
植
物
を
メ
タ
フ
ァ
ー

と
し
て
利
用
す
る
。「
鳥
な
き
里
の
蝙
蝠
」
と
い
え
ば
、
強
い
も
の
の
い
な
い
世
界

で
は
、
つ
ま
ら
ぬ
も
の
が
大
き
な
顔
を
す
る
と
い
う
意
味
だ
が
、
強
い
も
の
を
昼
の

世
界
の
鳥
に
、
強
い
も
の
の
い
な
い
夕
方
か
ら
夜
の
世
界
を
蝙
蝠
で
隠
喩
し
て
い

る
。
し
か
し
、
俗
信
で
あ
る
「
蜘
蛛
が
朝
巣
を
張
れ
ば
晴
天
」
な
ど
と
い
う
天
気
の

予
兆
は
そ
れ
な
り
の
蓋
然
性
が
あ
り
、
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
は
迷
信
、
隠
喩
、
経
験
知

な
ど
混
在
し
た
世
界
で
あ
り
、
こ
れ
を
迷
信
と
非
迷
信
、
科
学
と
非
科
学
に
分
類
す

る
こ
と
自
身
無
意
味
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

❸
俳
諧
・
俗
信
・
こ
と
わ
ざ
の
関
係
性

俳
諧
や
俗
信
あ
る
い
は
こ
と
わ
ざ
の
主
人
公
は
、
農
耕
生
活
の
周
辺
に
存
在
す
る

動
物
や
植
物
が
圧
倒
に
多
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
相
互
に
関
係
が
あ
り
そ
う
な
の
で

あ
る
。
農
村
居
住
者
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
農
業
社
会
は
日
本
の
近
代
に
も
相
当
長

く
続
い
た
が
、
こ
う
し
た
農
民
は
農
業
の
生
産
性
や
効
率
を
あ
げ
る
た
め
自
然
観
察

を
怠
ら
な
か
っ
た
。
柳
田
は
『
野
鳥
雑
記
』
の
冒
頭
で
「
畠
を
耕
す
人
々
の
、
朝
に

は
ま
だ
蕾
と
見
て
通
っ
た
雑
草
が
、
夕
方
に
は
咲
き
切
っ
て
蝶
の
来
て
居
る
の
を
見

出
す
よ
う
に
、
時
は
幾
か
え
り
も
同
じ
処
を
眺
め
て
居
る
者
に
の
み
神
秘
を
説
く
の

で
あ
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
〔
柳
田　

一
九
七
〇
〕。
こ
れ
は
正
鵠
を
得
た
言
い
方
で

あ
る
が
、
そ
う
し
た
結
果
が
一
行
知
識
と
し
て
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
に
昇
華
し
て
い
っ

た
も
の
で
は
な
い
か
。
正
岡
子
規
が
「
母
の
詞
は
自
ら
句
に
な
り
て
」
の
前
書
き
を

添
え
て
「
毎
年
よ
彼
岸
の
入
り
に
寒
い
の
は
」
と
い
う
句
作
を
発
表
し
た
こ
と
は
有

名
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
動
植
物
こ
そ
で
て
こ
な
い
が
自
然
暦
の
典
型
で
あ
り
、

俳
諧
・
俳
句
が
俗
事
・
俗
情
と
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
俗
信

（
自
然
暦
も
含
む
）
と
こ
と
わ
ざ
と
俳
諧
・
俳
句
の
関
係
性
を
示
す
一
枚
の
図
を
提

示
し
て
み
よ
う
。

図 1　俳諧・俗信・ことわざの関係性
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近
世
人
が
見
て
い
た
自
然
は
、
近
代
人
と
し
て
の
私
た
ち
が
見
て
い
る
自
然
と
は

異
な
る
よ
う
だ
。
客
観
と
し
て
の
自
然
、
客
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
認
識
は
、
や

は
り
明
治
以
降
に
Ｃ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
な
ど
の
進
化
論
を
始
め
と
し
た
欧
米
の
自
然
科

学
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
自
然
は
む
し
ろ
現
在
で
い
う

と
こ
ろ
の
客
体
と
し
て
自
然
と
人
間
の
営
み
は
弁
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
弁
別
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
自
然
と
人
事
を
合
わ
せ
て
造
化
と
み
て
い
た
と
考

え
た
ほ
う
が
い
い
。
芭
蕉
が
『
笈
の
小
文
』
の
俳
文
で
述
べ
た
「
造
化
に
し
た
が
ひ

造
化
に
か
へ
れ
」
と
い
っ
た
「
造
化
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
造
化
」
へ
の

観
察
の
結
果
が
「
経
験
知
と
し
て
の
一
行
知
識
」
で
あ
る
。

こ
の
経
験
知
と
し
て
の
一
行
知
識
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
び
と
が
定
住
的
な
農
耕
民

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
主
要
な
も
の
は
農
耕
生
活
と
関
連
を
も
つ
動
植
物
に
関
す
る

伝
承
と
観
察
に
よ
る
一
行
知
識
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
伝
承
と
い
っ
た
の
は
そ
の

時
点
よ
り
以
前
の
人
び
と
の
農
耕
民
の
観
察
の
蓄
積
を
指
し
て
い
る
。
図
で
は
こ
の

伝
承
的
知
識
も
含
め
て
「
動
植
物
に
関
す
る
観
察
に
よ
る
一
行
知
識
」
と
し
て
お
い

た
。
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
一
行
知
識
は
、
人
間
社
会
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
れ
を

図
で
は
「
人
事
に
関
す
る
観
察
に
よ
る
一
行
知
識
」
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
人
事

に
関
し
て
も
そ
れ
以
前
の
祖
先
た
ち
に
よ
る
観
察
の
伝
承
も
含
ん
で
い
る
。

さ
て
一
行
知
識
の
総
体
は
近
世
後
半
の
社
会
の
成
熟
化
に
対
応
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

方
向
に
精
緻
化
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
三
つ
の
方
向
で
考
え

て
み
た
い
。
文
芸
と
生
活
と
社
会
と
の
関
係
で
こ
の
一
行
知
識
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向

に
展
開
、
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
文
芸
と
い
っ
た
の
は
農
民
や
庶
民
の

感
性
の
側
面
で
の
発
展
を
指
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
動
植
物
に
関
す
る
観
察
に
よ
る

一
行
知
識
は
、
俳
諧
的
な
世
界
で
発
揮
さ
れ
庶
民
の
文
芸
を
昇
華
さ
せ
て
い
っ
た
。

と
く
に
人
生
の
移
ろ
い
を
季
節
の
移
ろ
い
と
重
複
さ
せ
た
り
隠
喩
さ
せ
る
感
受
性
を

研
ぎ
澄
ま
し
、
歳
時
記
や
季
語
の
生
成
に
大
い
に
貢
献
し
た
。

ま
た
こ
の
動
植
物
に
関
す
る
観
察
に
よ
る
一
行
知
識
は
、
農
業
・
漁
業
な
ど
の
生

業
上
で
の
天
候
予
測
の
た
め
予
知
・
予
兆
・
因
果
な
ど
の
自
然
暦
や
俗
信
を
大
い
に

発
展
さ
せ
た
。
こ
れ
は
文
芸
に
対
し
て
生
活
の
知
恵
と
し
て
経
験
知
を
精
緻
化
し
て

い
っ
た
方
向
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
川
口
孫
治
郎
に
よ
る
自
然
暦
の
集
成
的
研
究

『
自
然
暦
』
や
鈴
木
棠
三
に
よ
る
俗
信
の
集
成
的
研
究
『
日
本
俗
信
辞
典
―
動
植
物

編
』
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

人
事
に
関
す
る
人
間
社
会
の
観
察
に
よ
る
一
行
知
識
は
、
私
た
ち
の
な
じ
み
の
多

い
こ
と
わ
ざ
の
世
界
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。
人
び
と
の
社
会
的
行
動
に
対
す
る
規
範

や
あ
り
か
た
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
わ
ざ
が
使
用
さ
れ
る
。
な
か
で
も
動
植
物
の
生

態
や
行
動
を
人
間
の
生
態
や
習
性
へ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
わ
ざ
に

は
秀
逸
な
も
の
が
あ
る
。
先
述
し
た
高
橋
秀
治
の
『
動
植
物
こ
と
わ
ざ
辞
典
』
に
登

場
す
る
動
物
は
一
五
一
種
、
植
物
は
一
〇
八
種
に
お
よ
ん
で
い
る
。「
犬
も
朋
輩
鷹

も
朋
輩
」
と
か
「
飼
い
犬
に
手
を
噛
ま
れ
る
」
な
ど
は
犬
の
習
性
に
仮
託
し
て
人
生

の
警
句
と
し
て
使
用
さ
れ
る
わ
け
で
、
社
会
や
生
活
の
規
範
と
し
て
の
一
行
知
識
の

共
有
化
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

経
験
知
と
し
て
の
一
行
知
識
が
感
性
や
生
活
の
知
恵
あ
る
い
は
生
活
の
規
範
と
し

て
精
緻
化
し
て
い
く
世
界
は
、
や
が
て
俳
諧
的
世
界
や
俗
信
の
世
界
あ
る
い
は
こ
と

わ
ざ
の
世
界
へ
昇
華
し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
こ
う
し
た
経
験
知
と
し
て
の

一
行
知
識
な
ど
の
内
容
と
は
、
多
く
は
自
然
科
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
証
明
を
必
要
と

し
て
い
な
い
経
験
的
知
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
証
明
不
可
能
と
い
う
こ

と
を
前
提
と
し
た
類
推
に
基
づ
く
経
験
的
知
識
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
問
題
は

俳
諧
・
俳
句
の
世
界
と
俗
信
の
世
界
あ
る
い
は
こ
と
わ
ざ
の
世
界
に
通
底
す
る
の
は

一
行
知
識
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

蕪
村
は
十
八
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
俳
人
で
あ
る
。
彼
の
狐
狸
妖
怪
趣
味
は
有
名

で
あ
る
が
、
彼
は
多
く
の
狐
や
狸
を
素
材
に
し
た
句
を
も
の
し
て
い
る
。
有
名
な
も

の
ば
か
り
五
句
を
あ
げ
て
み
よ
う
〔
藤
田
・
清
登　

二
〇
〇
〇
〕。

公
達
に
狐
化
け
た
り
宵
の
春

春
の
夜
や
狐
の
誘
ふ
上
童
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戸
を
た
ゝ
く
狸
と
秋
を
お
し
み
け
り

秋
惜
し
む
戸
に
音
づ
る
ゝ
狸
か
な

秋
の
く
れ
仏
に
化
る
狸
か
な

有
名
な
句
な
の
で
句
の
評
釈
は
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
二
句
は
、
美
し

い
公
達
に
化
け
て
女
性
を
誘
う
狐
と
公
達
の
付
き
人
の
少
年
を
誘
う
妖
艶
な
狐
を
素

材
に
し
て
い
る
。
後
の
三
句
は
、
戸
を
叩
く
狸
と
仏
像
に
化
け
る
狸
を
素
材
に
し
て

い
る
。
蕪
村
自
身
が
狐
狸
妖
怪
の
人
を
誑
か
す
現
象
を
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か

ら
な
い
。

柳
田
國
男
に
「
狸
と
デ
モ
ノ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
興
味
深
い
論
考
が
あ
る
〔
柳
田　

一
九
七
〇
〕。
こ
の
な
か
で
柳
田
は
お
よ
そ
日
本
の
狐
狸
妖
怪
の
デ
モ
ノ
ロ
ジ
ー
は

三
つ
の
時
期
に
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
期
は
「
人
に
憑
く
」

時
期
で
あ
る
。
第
二
期
は
「
人
を
誑
か
す
」
時
期
で
あ
る
。
第
三
期
は
「
人
を
驚
か

す
」
時
期
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
近
世
は
こ
の
三
期
を
歩
ん
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
柳
田
の
デ
モ
ノ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
時
代
区
分
論
と
い
う
か
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
の
炯

眼
に
は
恐
れ
入
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
蕪
村
の
時
期
は
「
人
を
誑
か
す
」
時
期
に
相
当
す
る
。
狐
や
狸

は
相
当
に
人
を
誑
か
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
近
世
に
お
け
る
狸
の
俳

諧
で
の
活
躍
は
柴
田
宵
曲
の
『
俳
諧
博
物
誌
』
の
狸
の
項
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え

て
い
る
〔
柴
田　

一
九
九
九
〕。

さ
て
、
十
八
世
紀
後
半
の
狐
や
狸
の
活
躍
を
人
び
と
は
俗
信
の
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
鈴
木
棠
三
の
辞
典
の
狐
と
狸
の
項
に
よ
る

と
、
俗
信
で
は
狐
と
狸
は
一
般
的
に
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
柳
田
國
男
も

先
の
論
考
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

狐
は
目
を
欺
き
、
狸
は
耳
を
欺
く

狸
は
入
道
、
狐
は
女

こ
の
俗
信
の
解
釈
な
ど
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
狐
が
美
し
い
公
達
に
化
け
た
り
、
女

性
に
化
け
て
若
い
男
を
誑
か
す
の
に
対
し
て
、
狸
は
坊
主
に
化
け
て
人
を
誑
か
す
。

目
を
欺
く
狐
と
耳
を
欺
く
狸
と
い
う
俗
信
が
一
般
的
に
流
布
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た

時
代
が
あ
っ
た
。
こ
の
俗
信
の
文
脈
か
ら
蕪
村
の
句
を
み
て
み
る
と
な
る
ほ
ど
蕪
村

も
俗
信
を
裏
切
る
こ
と
な
く
句
作
を
試
み
て
い
る
。
狐
の
句
は
、
目
を
欺
い
て
公
達

や
女
性
に
、
狸
は
耳
を
欺
い
て
戸
を
叩
き
、
仏
に
化
け
る
。
俗
信
と
句
の
創
造
に
は

関
係
が
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
も
の
を
俳
諧
と
い
う
文
芸
の
歴
史

的
民
俗
的
拘
束
と
い
え
る
か
ど
う
か
問
題
と
し
て
も
、
俗
信
と
い
う
背
景
の
な
か
に

俳
諧
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

近
代
の
自
我
意
識
の
成
立
を
も
っ
と
も
鮮
明
に
表
現
し
た
夏
目
漱
石
に
「
枯
野
原

汽
車
に
化
け
た
る
狸
あ
り
」
と
い
う
句
が
あ
る
こ
と
を
先
の
柴
田
宵
曲
の
著
作
は
紹

介
し
て
い
る
。
近
代
の
象
徴
と
し
て
の
鉄
道
や
汽
車
の
音
を
真
似
る
狸
の
話
は
各
地

の
民
俗
と
し
て
採
集
さ
れ
て
い
る
。
漱
石
が
人
を
誑
か
す
狸
を
信
じ
た
と
は
と
は

と
て
も
思
え
な
い
が
、
漱
石
も
や
は
り
俗
信
を
裏
切
る
こ
と
な
く
句
作
を
試
み
て
い

る
。
俳
句
の
世
界
と
俗
信
の
世
界
が
通
底
し
て
い
て
句
作
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

こ
と
わ
ざ
と
俳
諧
・
俳
句
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
動
植
物
に
関
連
す
る
こ

と
わ
ざ
は
、
俗
信
よ
り
信
頼
度
が
高
い
も
の
や
蓋
然
性
の
高
い
自
然
現
象
の
「
こ
と

わ
ざ
」
化
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
「
こ
と
わ
ざ
」
化
は
記
憶
化
に
と
っ
て
都
合

の
い
い
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
口
承
や
音
読
の
世
界
で
の
語
り
口
、
語

呂
の
良
さ
、
音
律
（
五
七
、七
七
、
対
句
表
現
な
ど
）
に
よ
っ
て
俗
信
が
定
型
化
（
俳

諧
化
も
そ
の
ひ
と
つ
）
し
た
も
の
が
こ
と
わ
ざ
と
い
え
る
。

「
桃
栗
三
年
柿
八
年
柚
子
は
九
年
で
な
り
か
か
る
梅
は
酸
い
酸
い
十
八
年
」
な
ど

の
語
呂
の
良
さ
な
ど
は
記
憶
化
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
。
も
っ
と
も
私
は
こ
の
こ
と

わ
ざ
を
あ
る
山
村
で
「
桃
栗
三
年
柿
八
年
柚
子
は
九
年
で
な
り
さ
が
る
梨
の
馬
鹿
目

は
十
八
年
」
と
教
え
ら
れ
た
。
実
の
な
る
ま
で
の
年
数
の
正
確
さ
に
は
問
題
が
あ
る

と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
俗
信
よ
り
は
る
か
に
蓋
然
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
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木
の
実
に
は
成
り
年
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
て
、
俗
信
や
こ
と

わ
ざ
に
も
多
く
出
現
す
る
。
木
の
実
の
豊
作
・
凶
作
の
間
隔
は
樹
種
に
よ
っ
て
異
な

り
、
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
、
ニ
レ
な
ど
は
毎
年
結
実
、
ク
リ
、
キ
リ
は
一
年
毎
、
ナ
ラ
類
、

ケ
ヤ
キ
、
マ
ツ
類
は
二
、三
年
毎
、
ク
ス
や
ブ
ナ
は
四
年
か
ら
五
年
だ
と
い
う
〔
只

木　

一
九
九
七
〕。
し
か
し
只
木
良
也
に
よ
れ
ば
豊
凶
が
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
生
物

学
的
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
よ
く
俗
信
の
科
学
性
に
つ
い
て
の
議
論
が

あ
る
が
、
俗
信
の
対
象
と
な
る
生
物
の
世
界
に
は
未
解
明
な
こ
と
が
多
く
、
そ
の
こ

と
を
問
題
に
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
む
し
ろ
、
先
の
こ
と
わ
ざ
は
何
ご
と
も

時
期
が
来
な
い
と
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
の
譬
喩
と
考
え
て
お
く
ほ
う
が
い
い
。

こ
と
わ
ざ
と
俳
句
の
関
係
に
つ
い
て
は
俳
人
・
坪
内
稔
典
が
き
わ
め
て
明
快
に
論

じ
て
い
る
。
俳
人
と
し
て
の
自
ら
の
感
覚
と
俳
諧
・
俳
句
の
成
立
史
な
か
で
彼
は
俳

句
と
こ
と
わ
ざ
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
言
葉
の
技
と
し
て
の
俳
句
は
、
人
々
に
比
較
的
容
易
に
覚
え
ら
れ
て
伝
承

さ
れ
、
そ
し
て
名
句
と
し
て
定
着
す
る
。
そ
の
覚
え
て
伝
承
す
る
形
態
は
、
基

本
的
に
は
口
誦
で
あ
る
。
口
誦
、
す
な
わ
ち
口
ず
さ
む
こ
と
が
俳
句
の
生
成
・

鑑
賞
に
関
わ
っ
て
い
る
。
人
々
に
口
ず
さ
ま
れ
な
い
俳
句
は
、
で
き
た
先
か
ら

忘
れ
ら
れ
て
消
え
て
い
く
。

　

口
誦
さ
れ
る
俳
句
に
近
い
表
現
に
は
、
さ
き
に
も
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
た
諺
、

謎
々
、
悪
態
、
し
ゃ
れ
、
あ
だ
名
、
早
口
言
葉
、
唱
え
ご
と
、
隠
語
、
コ
ピ
ー

な
ど
が
あ
る
」〔
坪
内　

二
〇
一
〇
〕

そ
し
て
こ
と
わ
ざ
的
な
俳
句
と
し
て
芭
蕉
の
句
の
な
か
か
ら
典
型
的
な
も
の
と
し

て
次
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。

物
い
へ
ば
唇
寒
し
秋
の
風

坪
内
は
他
に
も
十
四
句
挙
げ
て
い
る
が
、「
こ
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮
」、

「
秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」、「
さ
ま
ざ
ま
な
事
を
思
ひ
出
す
桜
か
な
」、「
や
が

て
死
ぬ
け
し
き
は
見
え
ず
蝉
の
声
」
な
ど
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
句
を
こ
と
わ
ざ
的
な

名
句
と
し
て
い
る
。「
物
い
へ
ば
唇
寒
し
秋
の
風
」
に
は
前
書
き
と
し
て
「
座
右
之

銘　

人
の
短
を
い
ふ
こ
と
な
か
れ　

己
が
長
を
と
く
事
な
か
れ
」
と
あ
る
か
ら
、
高

尚
そ
う
な
わ
び
・
さ
び
の
世
界
と
は
無
関
係
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
俳
諧
・

俳
句
が
そ
う
し
た
側
面
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
俳
諧
・
俳
句

の
世
界
は
俗
信
や
こ
と
わ
ざ
の
世
界
と
共
通
の
基
盤
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

俗
信
、
こ
と
わ
ざ
、
俳
諧
・
俳
句
の
三
つ
の
世
界
が
口
誦
の
世
界
つ
ま
り
音
読
の
世

界
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
庶
民
の
文
芸
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ

う
に
「
歩
く
世
界
」
と
「
記
憶
の
世
界
」
を
共
通
す
る
基
盤
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

日
本
の
近
代
社
会
と
近
世
社
会
を
連
続
し
て
い
る
と
捉
え
る
か
断
続
と
捉
え
る
か

以
前
か
ら
か
な
り
論
議
の
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
議
論
し
て
き
た
一

行
知
識
の
よ
う
な
庶
民
の
知
識
の
あ
り
よ
う
は
こ
う
し
た
大
き
な
歴
史
的
な
変
遷
や

変
革
あ
る
い
は
時
代
区
分
論
の
枠
組
み
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い

こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
俗
信
、
こ
と
わ
ざ
、
俳

諧
・
俳
句
な
ど
の
一
行
知
識
が
、
近
世
社
会
か
ら
の
延
長
と
し
て
近
代
社
会
の
な
か

で
も
依
然
と
言
葉
の
力
と
し
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
お

い
て
い
い
。
こ
の
一
行
知
識
の
近
世
社
会
の
な
か
で
の
あ
り
よ
う
が
、「
歩
く
世
界
」

と
「
記
憶
の
世
界
」
の
な
か
に
存
在
し
て
い
て
、
一
行
知
識
が
「
鉄
道
・
車
・
飛
行

機
の
世
界
」
や
「
記
録
の
世
界
」
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
近
代
社
会
と
大
き
く
相

違
し
て
い
る
こ
と
も
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

芭
蕉
や
蕪
村
な
ど
の
旅
は
、
一
日
の
行
程
と
い
う
レ
ベ
ル
で
も
現
在
な
ら
相
当
な

健
脚
で
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
庶
民
の
旅
も
同
様
で
あ
り
、
旅
で
な

く
と
も
人
び
と
の
生
活
世
界
が
「
歩
く
世
界
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
庶
民
の
文
芸
や
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知
識
の
あ
り
よ
う
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
書
籍
を
み
た
り
読
ん
だ

り
す
る
世
界
も
同
様
に
、
人
び
と
に
と
っ
て
は
通
常
は
簡
単
に
書
籍
は
閲
覧
で
き
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
書
籍
の
知
識
は
、
多
く
の
場
合
は
「
記
憶
の
世
界
」
に
依
存

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
し
て
旅
と
い
う
よ
う
な
空
間
で
は
、
持
ち
運
ん
だ
り
旅

先
で
自
由
に
閲
覧
で
き
る
こ
と
な
ど
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
庶
民
の
文
芸
や
知
識

が
「
歩
く
世
界
」
と
「
記
憶
の
世
界
」
に
存
在
し
て
い
た
故
に
、
俗
信
や
こ
と
わ
ざ

あ
る
い
は
俳
諧
の
世
界
が
相
互
に
親
和
性
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
近
世
社
会
の
俗

信
、
こ
と
わ
ざ
、
俳
諧
に
お
け
る
相
互
の
親
和
性
を
保
証
し
て
い
た
知
識
が
一
行
知

識
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
代
の
俳
句
の
時
代
に

な
っ
て
も
俗
信
、
こ
と
わ
ざ
、
俳
句
は
同
じ
よ
う
に
親
和
性
を
持
続
し
て
い
て
、
こ

れ
ら
の
一
行
知
識
は
私
た
ち
の
社
会
の
底
流
に
言
葉
の
力
の
源
泉
と
し
て
生
き
続
け

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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Folk Beliefs, Proverbs, and Haiku over Animals and Plants

SHINOHARA Toru

This article discusses the mutual relationship among Japanese folk beliefs, proverbs, and seventeen-syllabled 

verses（Haiku）, based on the expressions of various animals and plants appearing in the same. This kind of literary 

world flourished in Japanese society in the last half of the early modern era, when the “world of walking” and the 

“world of memorizing” were the basics of empirical knowledge for common people. While folk beliefs, proverbs, and 

seventeen-syllabled verses （Haiku） seem to have developed gradually in early modern society, empirical knowledge 

based on observation of nature in the regular work and lives of farmers and fishermen was accumulated and shared as 

folk proverbs for memory. Folk proverbs, including memories of empirical knowledge, were based on fine observation 

of nature against a perspective of the “world of walking” instead of one relying on mechanized trains, airplanes, etc. 

At the same time, folk proverbs were far from the world of printing and visualizing such empirical knowledge based 

on observation in books but embedded it in terms of a fixed number of letters for ease of recall.

Folk proverbs as empirical knowledge are divided into two major fields: the observation of animals and plants, 

and that of human beings. The empirical knowledge, basically a method to deal with things in life and regular works, 

might have taken the route of stylizing particular to each of three aspects: sensibility, the wisdom of living, and the 

norm of living. The aspect of sensibility creates the world of seventeen-syllabled verses （Haiku）, which overlaps the 

transition of seasons and that of life. The aspect of the wisdom of living develops natural calendars and folk beliefs 

over animals and plants. The aspect of the norm of living enriches the world of proverbs which shows how we live 

and how individuals are in society. The worlds of folk beliefs, proverbs, and seventeen-syllabled verses （Haiku） are 

united at the base by folk proverbs developed from the “world of walking” and the “world of memorizing,” through 

which the three fields have affinity.

Key words: Folk belief, proverb, seventeen-syllabled verse （Haiku）, folk proverb, “world of walking,” “world of 

memorizing,” observation


