
直
言

こ
の
三
月
上
句
に
カ
ナ
ダ
を
訪
れ
た。
カ
ナ
ダ
の

首
都
オ
タ
ワ
に
あ
る
カ
l
ル
ト
ン
大
学
で
の
国
際
セ

ミ
ナ
ー
「
東
ア
ジ
ア
の
政
治
改
革」
で
初
日
の
基
調

講
演
を
依
頼
さ
れ、
翌
日
は
終
日
討
議
に
加
わっ
た

と
言
う
短
時
日
の
滞
在
で
あ
っ
た
が、
中
国
の
「
改

革、
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ、
緯
国
や
台
湾
の
民

主
化、
そ
れ
に
折
し
も
リ
ク
ル
ー
ト
疑
惑
に
揺
れ
る

日
本
の
現
状
な
ど、
論
議
は
多
岐
に
わ
た
っ
た。

そ
の
な
か
で、
日
本
は
経
済
は
実
に
見
事
な
の
に、

政
治
は
貧
困
だ
し、
外
交
と
な
る
と
「
日
本
外
交」

と
銘
打
て
る
も
の
は
皆
無
で
は
な
い
か、
と
の
厳
し

い
意
見
が
出
さ
れ
て、
私
は
甚
だ
肩
身
の
狭
い
思
い

を
し
た
の
で
あ
る。

い
ま
や
世
界
の
G
N
P
の一
五
%
前
後
を
占
め
る

経
済
大
国・
日
本
で
あ
る
だ
け
に、
こ
の
よ
う
な
質

問
に
た
い
し
て、
「
日
本
外
交」
な
ど
無
い
方
が
い

い、
「
経
済
外
交」「
商
人
外
交」
だ
け
の
方
が
良
い
の

だ、
と
言っ
て
済
ま
さ
れ
る
時
代
で
は
な
く
な
り
つ

日
本
に
外
交
は
あ
る
の
か

軍事

つ
あ
る。

ア
メ
リ
カ
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
が、
と
く
に
そ
の
末

期
に
い
たっ
て、
米
ソ
関
係
の
打
開
の
た
め
に
歴
史

的
な
軍
縮
外
交
を
展
開
し、
プ
ッ
シ
ュ
新
政
権
も
じ

わ
じ
わ
と
新
し
い
「
ア
メ
リ
カ
外
交」
を
展
開
し
つ

つ
あ
る。

ソ
連
の
ゴ
ル
バ
チョ
フ
「
新
思
考」
外
交
に
つ
い

て
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い。
経
済
的
混
乱
に

揺
れ
る
中
国
も、
中
ソ
関
係
改
善
を
軸
と
す
る
意
欲

的
な
「
多
面
外
交」
を
展
開
し
て
お
り、
サ
ツ
チ
ヤ

I

首相
の
イ
ギ
リ
ス、
コ
ー
ル
政
権
下
の
西
ド
イ
ツ、

ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
の
フ
ラ
ン
ス
も、
国
際
情
勢
の

緊
張
か
ら
緩
和
へ
の
動
き
に
先
ん
じ
て、
そ
れ
ぞ
れ

に
個
性
的
な
外
交
を
展
開
し
て
い
る。
韓
国
の
「
北

東京外国語大学教授

中
嶋
嶺
雄

方
外
交」
や
台
湾
の
「
弾
性
外
交」
も
着
々
と
成
果

を
あ
げ
つ
つ
あ
る。

こ
う
し
て
見
る
と、
「
日
本
外
交」
が
そ
の
理
念
に

お
い
て
も
外
交
戦
略
に
お
い
て
も、
い
か
に
貧
弱
で

あ
る
か
が
歴
然
と
す
る
で
あ
ろ
う。

ひ
る
が
え
っ
て
見
て
み
る
と、
わ
が
国
は
七
0
年

代初
頭
の
米
中
接
近
以
来、
ご
く
最
近
の
米
ソ
接
近、

そ
し
て
こ
の
五
月
中
句
の

世紀
の
中
ソ
首
脳
会
談
を

迎
え
て
さ
ら
に
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
中
ソ
接
近
に
い

た
る
ま
で、
同
盟
国
や
友
好
固
に
さ
え
つ
ね
に
頭
を

越
さ
れ
て
お
り、
外
交
的
に
は
完
全
に
置
い
て
け
ぽ

り
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る。

米中接
近
は
あ
り
得
な
い、
米
ソ
関
係
が
緩
和
す

る
は
ず
は
な
い、
中
ソ
は
和
解
す
る
は
ず
は
な
い、
と

つ
ね
に
大
局
を
見
誤っ
て
き
た
外
交
当
局
の
硬
直
し

た
姿
勢
と
分
析
力
の
弱
さ
に
も
問
題
は
あ
ろ
う
が、

よ
り
根
本
的
に
は
「
日
本
外
交」
を
真
に
担
い
得
る

ス
テ
イ
ツ
マ
ン
が
不
在
だ
と
い
う
深
刻
な
状
況
に
帰

せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か。
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