
萩
原
朔
太
郎
記
念　

水
と
緑
と
詩
の
ま
ち
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は
じ
め
に

　

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
の
竹
本
と
申
し
ま
す
。
先
ほ
ど
齋
木
館
長
か
ら
紹
介

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
は
基
本
的
に
は
山
村
暮
鳥
の
方
を
中
心

に
研
究
し
て
い
ま
す
。
昨
年
、
山
村
暮
鳥
生
誕
百
三
十
周
年
、
没
後
九
十
年
と

い
う
こ
と
で
記
念
行
事
が
行
わ
れ
て
、
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
で
講
演
を

さ
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
縁
で
今
日
講
演
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
機
会
を
下
さ
っ
た
館
長
に
感
謝
し
ま
す
。
皆
さ
ん
も
来

て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

前
橋
で
朔
太
郎
を
語
る
と
い
う
の
で
、
大
変
緊
張
し
て
い
ま
す
。
ど
こ
か
ら

鉄
砲
が
飛
ん
で
く
る
か
と
い
う
気
持
ち
で
い
ま
す
。
一
応
、「
朔
太
郎
・
暮
鳥
の

詩
的
出
発
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
朔
太
郎
前

史
と
し
て
の
山
村
暮
鳥
の
話
が
ど
う
し
て
も
中
心
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
は
お
断
り
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
朔
太
郎
の
こ
と
に
つ
い
て
は
私
も

知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
み
な
さ
ん
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
教

え
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

簡
単
に
自
己
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
生
ま
れ
は
北
海
道
札
幌
市
で
す
。

三
十
過
ぎ
ま
で
札
幌
の
ち
ょ
っ
と
北
に
あ
る
石
狩
市
と
い
う
、
札
幌
市
北
区
番

外
地
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
の
後
、
金
沢
大

学
や
北
海
道
大
学
で
助
教
を
し
ま
し
て
、
二
〇
一
二
年
か
ら
、
鹿
児
島
県
立
短

期
大
学
で
教
え
て
い
ま
す
。
専
門
は
日
本
近
現
代
詩
で
、主
に
山
村
暮
鳥
を
や
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
詩
の
歴
史
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
作

ら
れ
て
い
く
の
か
、
文
学
史
の
生
成
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
萩
原
朔

太
郎
と
い
う
詩
人
は
日
本
近
代
詩
の
到
達
点
と
い
う
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
位
置
づ
け
た
人
と
い
う
の
も
ま
た
い
る
わ

け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
誰
か
必
ず
書
く
人
が
い

て
成
立
す
る
も
の
な
の
で
、
朔
太
郎
を
中
心
に
す
れ
ば
、
中
心
に
な
ら
な
い
人

も
出
て
く
る
。
現
代
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
今
現
在
、
誰
が
一
番
偉
大
な

作
家
な
の
か
を
決
め
る
の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
現
在
活
躍
し
て

い
る
多
く
の
小
説
家
が
い
た
と
し
て
、
そ
の
人
た
ち
の
中
の
誰
が
偉
い
の
か
と

い
う
こ
と
を
今
す
ぐ
に
決
め
る
の
は
、
す
ご
く
難
し
い
で
す
よ
ね
。
で
す
が
誰

か
が
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
文
学
史
と

い
う
も
の
、
歴
史
と
い
う
の
は
作
ら
れ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を

研
究
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
話
で
す
が
、
主
に
、
山
村
暮
鳥
、
萩
原
朔
太
郎
の
初
期
の
問
題
、
こ

れ
を
考
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
主
に
四
つ
の
軸
で
考
え
て
い
こ
う

と
思
っ
て
い
ま
し
て
、
一
つ
目
は
、
暮
鳥
と
朔
太
郎
の
「
時
差
」
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
か
ら
二
つ
目
と
し
て
、
暮
鳥
に
ち
ょ
っ
と
フ
ォ
ー
カ
ス
し
ま
し
て
、
初
期

の
暮
鳥
詩
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
三
番
目
に

は
、
暮
鳥
と
朔
太
郎
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ

特集
　３

開
館
記
念
月
間
特
別
企
画
　
記
念
講
演
会

「
朔
太
郎
・
暮
鳥
の
詩
的
出
発
を
め
ぐ
っ
て
」　
　
竹
本
寛
秋
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し
て
四
番
目
で
す
け
れ
ど
も
、
昨
年
も
群
馬
に
来
て
、
こ
こ
に
し
か
な
い
資
料

な
ど
も
い
ろ
い
ろ
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
て
、
新
し
く
出
て
き
た
資
料
を

含
め
て
、
暮
鳥
詩
の
手
法
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
朔
太

郎
に
も
ど
う
通
じ
る
も
の
な
の
か
、
そ
う
い
う
四
つ
の
軸
で
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

暮
鳥
と
朔
太
郎
の
時
差

　

一
つ
目
で
す
が
、
暮
鳥
と
朔
太
郎
の
時
差
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。暮
鳥
と
朔
太
郎
は
、生
ま
れ
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
ん
で
す
よ
ね
。

山
村
暮
鳥
は
明
治
十
七
年
生
ま
れ
で
、
萩
原
朔
太
郎
は
明
治
十
九
年
生
ま
れ
で

す
の
で
、
二
歳
、
山
村
暮
鳥
の
方
が
年
上
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
、

萩
原
朔
太
郎
を
け
な
す
つ
も
り
は
全
く
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
暮
鳥
の
方
が

詩
人
と
し
て
の
活
動
は
か
な
り
早
い
ん
で
す
ね
。
明
治
四
十
五
年
に
は
、
初
稿

本
『
三
人
の
処
女
』
と
い
う
の
が
出
さ
れ
る
予
定
で
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
出

版
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
大
正
二
年
に
は
『
三
人
の

処
女
』
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
四
十
五
年
の
も
の
と
は
全
く
別
の
内
容
で

す
。
そ
し
て
大
正
四
年
に
、『
聖
三
稜
玻
璃
』
と
い
う
、
山
村
暮
鳥
の
一
番
有
名

な
詩
集
が
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
人
魚
詩
社
か
ら
出
さ
れ
る

詩
集
で
す
か
ら
、
萩
原
朔
太
郎
、
山
村
暮
鳥
、
室
生
犀
星
、
三
人
が
作
っ
た
詩

社
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
な
ん
で
す
。
発
行
人
は
室
生
照
道
、
室
生
犀
星
で
す

ね
。
で
す
か
ら
、
彼
ら
三
人
の
共
通
し
た
思
い
の
中
で
初
め
て
出
版
さ
れ
た
詩

集
が
、
山
村
暮
鳥
の
『
聖
三
稜
玻
璃
』
で
す
。
萩
原
朔
太
郎
は
『
聖
三
稜
玻
璃
』

を
、
暮
鳥
が
亡
く
な
っ
た
後
も
、
こ
れ
が
最
高
で
こ
れ
以
上
は
な
い
、
と
評
価

し
続
け
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
『
聖
三
稜
玻
璃
』
の
出
版
と
い
う
の
が
、萩
原
朔
太
郎
が
『
月
に
吠
え
る
』

を
本
に
し
て
出
そ
う
と
強
く
思
う
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
単
行
本
と
い
う
意
味
で
は
、
朔
太
郎
の
出
発
、『
月
に

吠
え
る
』
の
刊
行
は
、『
聖
三
稜
玻
璃
』
刊
行
の
二
年
後
、
大
正
六
年
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
、
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
詩

集
に
入
っ
て
い
る
元
の
詩
が
い
つ
書
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

暮
鳥
の
場
合
で
す
と
、
初
稿
本
『
三
人
の
処
女
』（
明
治
四
十
五
年
校
了
・
未

刊
行
）
に
入
っ
て
い
る
最
初
の
詩
は
明
治
四
十
三
年
一
月
に
書
か
れ
た
も
の
で

す
。
萩
原
朔
太
郎
の
場
合
、初
期
詩
篇
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、『
純
情
小
曲
集
』（
大

正
十
四
年
）
の
中
に
入
っ
て
い
る
「
愛
憐
詩
篇
」
の
大
正
二
年
五
月
と
い
う
の
が
、

一
番
早
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ず
れ
を
、
時
差
と
い
う
ふ
う

に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

明
治
三
十
七
年
か
ら
大
正
五
年
ま
で
に
、
山
村
暮
鳥
と
萩
原
朔
太
郎
が
、
ど

ん
な
雑
誌
に
詩
を
発
表
し
て
い
る
か
、
も
う
ち
ょ
っ
と
詳
し
く
確
認
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

二
人
の

詩
の
発
表

を
年
代
順

に
並
べ
て

み
ま
す
と
、

萩
原
朔
太

郎
は
、
明

治
三
十
九

年
か
ら
大

正
元
年
に

か
け
て
、

真
っ
白
な

ん
で
す
ね
。

明
治
三
十

『聖三稜玻璃』（大正４年）
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七
年
、
三
十
八
年
に
、
萩
原
朔
太
郎
が
「
坂
東
太
郎
」
に
詩
を
発
表
す
る
と
い

う
の
は
有
名
な
話
で
、
そ
の
意
味
で
は
萩
原
朔
太
郎
の
方
が
早
い
ん
で
す
が
。

そ
の
後
で
す
ね
、山
村
暮
鳥
は
、明
治
三
十
九
年
、「
築
地
の
園
」
に
詩
が
載
り
、

四
十
年
に
「
文
庫
」、「
文
章
世
界
」、
と
い
う
ふ
う
に
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
詩
を

掲
載
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
「
築
地
の
園
」
と
い
う
の
は
、
山
村
暮
鳥
は
伝
道
師
に
な
る
た
め
に
、
築
地
の

神
学
校
に
通
っ
て
い
た
の
で
、
築
地
居
留
地
に
あ
っ
た
雑
誌
で
す
ね
。
そ
こ
に

詩
を
出
す
こ
と
か
ら
出
発
し
、
そ
の
後
、「
文
庫
」
と
い
う
、
河
井
酔
茗
と
い
う

詩
人
が
詩
欄
を
担
当
し
て
い
た
中
央
の
雑
誌
に
詩
を
投
稿
し
て
掲
載
さ
れ
る
。

「
文
章
世
界
」
と
い
う
、
か
な
り
多
く
の
人
が
読
ん
で
い
た
中
央
の
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
四
十
一
年
の
後
半
に
は
、
山
村
暮
鳥
は
秋
田
に
伝
道
師
と

し
て
赴
任
し
ま
す
の
で
、
そ
の
秋
田
で
、「
秋
田
魁
新
報
」、
現
在
も
続
い
て
い

る
新
聞
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
詩
が
掲
載
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
山
村
暮
鳥
は
、
伝
道
師
と
い
う
職
業
柄
、
秋
田
の
中
で
も
秋
田
横

手
と
か
秋
田
湯
沢
と
か
、
い
ろ
い
ろ
移
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
羽
後
新
報
」
も

秋
田
の
新
聞
で
す
ね
。「
北
斗
」
と
い
う
の
も
秋
田
の
雑
誌
で
す
。
と
い
っ
た
ふ

う
に
、
移
っ
た
場
所
で
い
ろ
い
ろ
な
媒
体
に
詩
を
発
表
し
た
り
、
自
分
で
雑
誌

を
作
っ
た
り
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
四
十
三
年
な
ど
を
見
ま
す
と
、「
創
作
」「
新

潮
」「
秀
才
文
壇
」「
自
然
と
印
象
」
か
ら
「
仙
台
日
日
新
聞
」「
福
島
民
報
」
な

ど
、
全
部
で
十
四
誌
で
す
ね
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
雑
誌
に
山
村
暮
鳥
は
発
表
し

て
い
る
ん
で
す
ね
。「
自
然
と
印
象
」
は
人
見
東
明
と
い
う
詩
人
、
今
の
昭
和
女

子
大
学
を
作
っ
た
人
見
圓
吉
先
生
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
が
作
っ
た
雑
誌
に

載
せ
て
い
た
り
。
中
央
の
雑
誌
、
地
方
誌
の
双
方
に
か
な
り
書
き
ま
く
る
と
い

う
こ
と
が
、
暮
鳥
の
場
合
に
は
あ
る
ん
で
す
ね
。
明
治
四
十
四
年
、
四
十
五
年

も
同
じ
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

そ
の
間
、萩
原
朔
太
郎
に
関
し
て
は
、短
歌
の
発
表
は
「
ス
バ
ル
」
や
「
創
作
」、

「
明
星
」
な
ど
で
し
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
発
表
し
な
い
ん
で
す
ね
。
萩
原
朔

太
郎
の
詩
の
発
表
が
本
格
的
に
始
ま
る
の
は
、
大
正
二
年
に
入
っ
て
か
ら
に
な

り
ま
す
。「
朱ザ
ム

欒ボ
ア

」
で
す
よ
ね
。
北
原
白
秋
が
主
宰
し
て
い
た
「
朱
欒
」
と
い
う

雑
誌
に
詩
が
載
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
公
表
さ
れ
た
詩
と
い
う
意
味
で
は
、
萩

原
朔
太
郎
の
詩
的
出
発
が
始
ま
る
わ
け
で
す
。

　

大
正
三
年
。
こ
の
辺
り
か
ら
、
山
村
暮
鳥
と
萩
原
朔
太
郎
の
発
表
雑
誌
が
重

な
っ
て
い
き
ま
す
。
大
正
三
年
に
は
「
地
上
巡
礼
」
と
い
う
雑
誌
、
こ
れ
も
北

原
白
秋
が
主
宰
す
る
雑
誌
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
二
人
の
詩
が
掲
載
さ
れ
ま

す
し
、「
風
景
」
と
い
う
雑
誌
は
山
村
暮
鳥
が
作
る
雑
誌
で
、
そ
こ
に
萩
原
朔
太

郎
が
詩
を
載
せ
る
。
大
正
三
年
に
は
「
詩
歌
」、「
創
作
」。
こ
の
あ
た
り
は
代
表

的
な
雑
誌
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
に
両
者
が
詩
を
載
せ
て
い
る
。

　

そ
し
て
大
正
四
年
に
な
り
ま
す
と
、
暮
鳥
と
朔
太
郎
が
詩
を
掲
載
す
る
雑
誌

が
ほ
と
ん
ど
同
じ
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。「
地
上
巡
礼
」
で
す
と
か
「
卓

上
噴
水
」。「
卓
上
噴
水
」
は
、
萩
原
朔
太
郎
と
山
村
暮
鳥
と
室
生
犀
星
が
作
っ

た
人
魚
詩
社
が
発
行
す
る
雑
誌
な
の
で
、
山
村
暮
鳥
と
萩
原
朔
太
郎
が
両
方
載

る
の
は
当
た
り
前
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
雑
誌
で
、
同
じ
場
所
で

発
表
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
正
五
年
も
同
じ
よ
う
に
、「
詩
歌
」
を
は
じ
め
と
し
て
、「
ル
・
プ
リ
ズ
ム
」、

こ
れ
も
暮

鳥
が
作
っ

た
雑
誌
で

す
け
れ
ど

も
、
そ
れ

に
暮
鳥
の

詩
、
朔
太

郎
の
詩
が

載
る
と
い

う
よ
う
な

「卓上噴水」（大正４年４月）
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形
で
、
山
村
暮
鳥
の
発
表
と
萩
原
朔
太
郎
の
発
表
と
い
う
の
は
雑
誌
レ
ベ
ル
で

組
み
合
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

大
正
六
年
に
な
る
と
「
感
情
」
が
出
ま
す
。
山
村
暮
鳥
も
大
正
六
年
に
は
「
感

情
」
に
詩
を
載
せ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
ろ
に
は
山
村
暮
鳥
の
詩
風
が
変
わ
っ

て
き
て
い
て
、
暮
鳥
の
方
で
も
、
あ
ん
な
不
良
ら
と
は
付
き
合
っ
て
い
ら
れ
ん
、

と
い
っ
て
疎
遠
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

こ
の
よ
う
に
、も
ち
ろ
ん
暮
鳥
の
方
が
二
歳
年
上
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、と
言
っ

て
も
二
人
と
も
二
十
歳
は
優
に
越
え
て
い
る
の
で
、
二
歳
の
年
は
大
し
た
こ
と
は

な
い
で
す
よ
ね
。
そ
の
間
、
山
村
暮
鳥
は
、
明
治
三
十
九
年
を
出
発
点
と
し
て
、

切
れ
目
な
く
か
な
り
の
詩
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
暮
鳥
の
場
合
、
伝
道
師
と

し
て
秋
田
や
仙
台
、
東
京
、
水
戸
、
福
島
と
い
う
場
所
を
転
々
と
し
な
が
ら
中
央

詩
壇
の
状
況
に
か
な
り
敏
感
に
反
応
し
な
が
ら
、
地
方
誌
か
ら
中
央
誌
に
活
動
の

場
所
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
こ
の
時
期
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　

朔
太
郎
に
つ
い
て
は
短
歌
の
発
表
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
正
二
年
ま
で
詩

は
ほ
と
ん
ど
発
表
し
な
い
。
別
に
こ
の
時
期
に
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は

な
い
の
で
す
が
、
暮
鳥
と
比
べ
る
と
、
や
は
り
「
沈
黙
」
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

て
し
ま
う
。
作
家
論
的
に
い
え
ば
、
こ
の
こ
ろ
朔
太
郎
は
第
五
高
等
学
校
に
入
っ

て
は
落
第
し
、
第
六
高
等
学
校
に
入
っ
て
は
落
第
し
、
慶
応
予
科
に
入
っ
て
は
す

ぐ
辞
め
て
し
ま
っ
て
、
も
う
一
回
入
り
直
し
て
と
い
う
時
期
で
す
の
で
、
そ
う
い

う
事
情
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
。
明
治
四
十
四
年
は
、
朔
太
郎
が
マ

ン
ド
リ
ン
に
熱
中
し
は
じ
め
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
事
情
は
あ
る

に
せ
よ
、
山
村
暮
鳥
と
萩
原
朔
太
郎
の
間
に
は
、
詩
の
発
表
時
期
に
お
い
て
、
交

錯
す
る
以
前
に
大
き
な
空
白
期
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

こ
の
空
白
期
間
、
別
に
あ
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
話
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
あ
っ
て
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
（
笑
）。
た
だ
、
三
十
八
年

か
ら
明
治
四
十
五
年
、
大
正
元
年
と
い
う
の
は
、
詩
の
歴
史
の
上
で
考
え
る
と
、

か
な
り
重
要
な
こ
と
が
数
多
く
起
こ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
時
期
に
萩

原
朔
太
郎
が
何
も
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
重
要
な
問
題
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
、「
時
差
」、「
空
白
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
み
た
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
誤
解
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
。

　

こ
の
時
期
、
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、

明
治
三
十
八
年
に
は
蒲
原
有
明
の
詩
集
『
春
鳥
集
』
が
出
ま
す
。
ま
た
、
上
田

敏
が
訳
詩
集
『
海
潮
音
』
を
出
し
て
、
象
徴
詩
の
翻
訳
が
広
く
紹
介
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
三
十
九
年
に
な
り
ま
す
と
、薄
田
泣
菫
が
詩
集
『
白
羊
宮
』
を
出
し
ま
す
。

で
す
か
ら
、
明
治
三
十
八
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
て
は
、
象
徴
詩
が
翻
訳
さ
れ
、

ど
う
す
れ
ば
日
本
語
で
象
徴
詩
が
書
け
る
の
か
と
い
う
実
践
が
行
わ
れ
る
時
期

な
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
後
、
今
度
は
口
語
詩
の
潮
流
が
流
れ
こ
ん
で
き
ま
す
。
最
も
早
い
の
は

島
村
抱
月
。
三
十
九
年
に
、
小
説
は
言
文
一
致
し
て
い
る
の
に
詩
が
い
つ
ま
で

も
言
文
一
致
し
て
い
な
い
の
は
お
か
し
い
、
詩
も
言
文
一
致
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
を
彼
が
書
き
、
こ
れ
が
日
本
で
口
語
自
由
詩
運
動
に
つ
い
て
書
か

れ
た
初
め
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
島
村
抱
月
は
早
稲
田
大

学
の
先
生
で
す
の
で
、「
早
稲
田
文
学
」
を
復
刊
さ
せ
て
、
若
い
相
馬
御
風
な
ど

に
、お
前
ら
勝
手
に
や
れ
と
い
う
よ
う
な
形
で
、早
稲
田
詩
社
と
い
う
の
が
で
き
、

そ
こ
で
相
馬
御
風
な
ど
が
口
語
詩
の
実
践
を
す
る
ん
で
す
ね
。

　

川
路
柳
虹
が
日
本
で
最
初
の
口
語
自
由
詩
と
言
わ
れ
て
い
る
詩
「
塵は
き

溜だ
め

」
を

出
す
の
は
明
治
四
十
年
で
す
ね
。当
時
川
路
柳
虹
は
十
九
歳
で
す
ね
。口
語
詩
の
、

日
本
で
初
め
て
書
か
れ
た
詩
が
出
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の

詩
と
い
う
の
は
文
語
体
で
書
か
れ
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
口
語
体
で
書

こ
う
と
す
る
。「
～
す
る
」
で
終
わ
る
と
い
っ
た
、
非
常
に
大
雑
把
に
言
っ
て
し

ま
う
と
語
尾
の
話
な
ど
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
書
い
て
し
ま
う
と

「
詩
」
と
し
て
ち
ょ
っ
と
威
厳
が
な
い
。
格
好
が
つ
か
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
を

ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
活
発
に
議
論
さ
れ
、
試
行
錯
誤
が
行
わ
れ
た
の
が

明
治
三
十
九
年
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
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そ
し
て
同
時
期
、
小
説
の
方
で
は
田
山
花
袋
の
『
蒲
団
』
と
い
う
小
説
が
出

ま
す
。
こ
れ
は
自
然
主
義
の
代
表
的
な
小
説
で
す
。
弟
子
が
出
て
行
っ
た
後
の

蒲
団
の
に
お
い
を
く
ん
く
ん
嗅
ぐ
と
い
う
、
そ
う
な
ふ
う
に
ま
と
め
て
し
ま
う

と
単
な
る
気
持
ち
悪
い
お
っ
さ
ん
の
話
で
す
け
れ
ど
も
（
笑
）。
現
実
暴
露
と
い

う
意
味
で
実
践
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。「
出
歯
亀
自
然
主
義
」
と
い
っ
て
、
風
呂

を
の
ぞ
い
た
人
が
い
て
、
そ
れ
が
ゴ
シ
ッ
プ
記
事
に
な
っ
て
「
自
然
主
義
者
現

る
」と
い
う
ふ
う
に
新
聞
に
載
っ
た
り
も
す
る
ん
で
す
が
。
ま
あ
そ
れ
は
ち
ょ
っ

と
余
談
で
す
け
れ
ど
も
。

　

そ
れ
で
明
治
四
十
一
年
に
は
相
馬
御
風
が「
詩
界
の
根
本
的
革
新
」を
書
い
て
、

こ
れ
か
ら
の
詩
は
口
語
で
書
か
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
を
き
っ
ぱ
り
言

う
ん
で
す
ね
。
文
語
な
ん
て
昔
の
言
葉
を
使
っ
て
い
て
は
い
か
ん
、
と
い
う
ふ

う
に
強
力
に
打
ち
出
し
て
き
ま
す
。
そ
し
て
相
馬
御
風
の
実
践
と
し
て
「
痩
犬
」

と
い
う
詩
が
出
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
、
後
で
確
認
し
ま
す
け
れ
ど
も
。

　

そ
し
て
明
治
四
十
二
年
に
は
「
自
由
詩
社
」
と
い
う
の
が
、
人
見
東
明
（
人

見
圓
吉
）
の
も
と
で
作
ら
れ
て
、
口
語
詩
の
議
論
や
実
践
と
い
う
の
が
か
な
り

活
発
に
行
わ
れ
ま
す
。
山
村
暮
鳥
は
四
十
二
年
に
自
由
詩
社
に
加
盟
し
ま
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
口
語
自
由
詩
の
影
響
も
受
け
る
わ
け
で
す
ね
。

　

た
だ
口
語
詩
と
い
う
の
は
皆
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
。
日

本
の
詩
が
文
語
詩
か
ら
口
語
詩
に
そ
の
ま
ま
切
り
替
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
ふ

う
に
理
解
し
て
い
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
の
こ
ろ
を

見
る
と
、
口
語
詩
は
、
三
十
九
年
か
ら
四
十
一
年
ご
ろ
ま
で
は
、
す
ご
く
盛
り

上
が
る
ん
で
す
ね
。盛
り
上
が
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、そ
の
あ
と
、口
語
詩
は
や
っ

ぱ
り
駄
目
だ
よ
ね
と
い
う
時
期
が
来
る
ん
で
す
ね
。
結
局
、
口
語
で
書
か
れ
た

詩
は
大
し
た
も
の
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
反
動
が
来
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
時

に
出
版
さ
れ
る
の
が
北
原
白
秋
『
邪
宗
門
』
や
、
三
木
露
風
の
『
廃
園
』
に
な

る
わ
け
で
す
。こ
れ
ら
は
完
全
に
口
語
詩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。文
語
詩
で
す
。こ
っ

ち
の
方
が
詩
と
し
て
は
完
成
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
、
み
ん
な
、
口
語
詩
な

ん
か
作
っ
て
も
意
味
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
、
口
語
詩

の
実
作
と
い
う
の
は
一
度
断
ち
消
え
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
が
復
活
す
る
の
は
も
っ
と
後
の
大
正
三
年
、四
年
。
そ
し
て
朔
太
郎
の
『
月

に
吠
え
る
』
が
大
正
六
年
と
、
そ
の
間
、
か
な
り
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

そ
の
時
期
、「
白
露
時
代
」
と
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
白
秋
や
露
風
の
文
語
詩

が
一
世
を
風
靡
す
る
。
そ
し
て
口
語
詩
は
い
っ
た
ん
退
潮
す
る
と
い
う
こ
と
が

起
こ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
詩
の
歴
史
の
上
で
、
新
た
な
思
潮
の
移
入

と
実
践
が
行
わ
れ
た
変
革
期
と
し
て
、
萩
原
朔
太
郎
が
沈
黙
し
て
い
た
時
期
と

い
う
の
は
か
な
り
重
要
な
時
期
に
あ
た
る
わ
け
な
ん
で
す
ね
。

　

こ
こ
は
簡
単
に
確
認
し
ま
す
が
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
四
十
五
年
、
大
正
元

年
あ
た
り
は
政
治
的
な
状
況
で
い
い
ま
す
と
、
三
十
八
年
に
日
本
海
海
戦
が
あ

り
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
が
結
ば
れ
、
日
韓
保
護
協
約
が
結
ば
れ
、
三
十
九
年
に
は

南
満
州
鉄
道
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
明
治
四
十
二
年
に
は
、
伊
藤
博
文

が
暗
殺
さ
れ
、
そ
し
て
四
十
三
年
に
大
逆
事
件
が
起
き
ま
す
。
石
川
啄
木
は
、

こ
う
し
た
中
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
と
い
う
文
章
を
発
表
し
ま
す
が
、
こ
こ
に

は
拡
大
し
て
い
く
日
本
と
い
う
状
況
が
背
景
に
は
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中
で

時
代
が
閉
塞
し
て
い
る
。
そ
し
て
明
治
四
十
五
年
、
そ
の
次
は
大
正
で
、
明
治

が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
区
切
り
目
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
時
期
に
萩
原
朔
太
郎
が
何
も
書
い
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

も
う
一
度
簡
単
に
、
朔
太
郎
と
暮
鳥
を
取
り
巻
く
影
響
関
係
を
確
認
し
て
み
た

い
ん
で
す
が
、
白
秋
文
化
圏
と
い
い
ま
す
か
、
萩
原
朔
太
郎
が
い
て
山
村
暮
鳥

が
い
て
、
室
生
犀
星
が
い
て
大
手
拓
次
が
い
て
、
四
人
の
詩
人
が
い
た
と
し
た

場
合
に
、
こ
の
時
期
に
山
村
暮
鳥
は
さ
ま
ざ
ま
な
当
時
の
思
潮
の
影
響
を
受
け

つ
つ
、
自
分
も
発
表
す
る
わ
け
で
す
ね
。
山
村
暮
鳥
は
象
徴
詩
の
影
響
を
も
ろ

に
被
り
ま
す
。
そ
の
象
徴
詩
の
影
響
を
被
る
経
路
が
二
つ
あ
っ
て
、
一
つ
は
上

田
敏
が
翻
訳
し
た
象
徴
詩
、
あ
る
い
は
蒲
原
有
明
が
書
い
た
象
徴
詩
を
受
容
す

る
と
い
う
経
路
で
、そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、山
村
暮
鳥
は
英
語
が
で
き
ま
す
か
ら
、
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英
訳
さ
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
の
詩
を
読
ん
で
、
そ
こ
か
ら
影
響
を
受
け
る

と
い
う
こ
と
も
当
然
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

同
時
に
彼
は
自
由
詩
社
に
所
属
し
て
、
口
語
詩
の
動
向
な
ど
も
ち
ゃ
ん
と
押

さ
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。「
早
稲
田
文
学
」
も
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
る
は
ず
で

す
。
自
分
も
発
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
自
由
詩
社
、「
早
稲
田
文
学
」
な

ど
を
通
し
て
、
口
語
詩
、
自
然
主
義
の
影
響
も
当
然
受
け
て
い
る
。
そ
れ
か
ら

当
然
北
原
白
秋
の
影
響
も
大
き
い
。

　

さ
ら
に
彼
は
伝
道
師
で
す
か
ら
、
聖
書
の
影
響
、
と
い
っ
て
も
そ
の
範
囲
は

か
な
り
広
い
で
す
け
れ
ど
も
、
英
語
の
聖
書
を
読
む
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん

あ
り
ま
す
し
、
彼
は
日
本
語
で
説
教
す
る
立
場
で
す
か
ら
、
聖
書
を
日
本
語
の

言
葉
と
し
て
信
徒
た
ち
に
語
る
。
そ
こ
に
翻
訳
行
為
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
聖

書
の
言
葉
を
ど
う
す
れ
ば
説
得
力
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
日

本
語
訳
の
聖
書
も
あ
り
ま
す
か
ら
そ
の
日
本
語
訳
の
聖
書
か
ら
の
言
葉
と
い
う

の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
英
語
の
聖
書
か
ら
の
翻
訳
行
為
と
い
う
の
も
あ
る
。

　

ほ
か
に
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
関
係
を
同
時
に
受

け
て
い
て
、そ
の
中
で
詩
作
し
て
い
る
。こ
れ
が
山
村
暮
鳥
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
ん
な
山
村
暮
鳥
を
経
由
し
て
聖
書
の
知
識
は
萩
原
朔
太
郎
に
も
流
れ
て

い
っ
た
り
、
白
秋
文
化
圏
に
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
人
た
ち
の
間
に
も
、
い

ろ
い
ろ
な
影
響
関
係
が
交
錯
し
て
い
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ほ
か
の

要
素
な
ど
も
考
え
て
い
く
と
、
萩
原
朔
太
郎
だ
と
、
写
真
の
問
題
で
す
と
か
、

映
画
、
活
動
写
真
で
す
ね
、
そ
の
問
題
で
す
と
か
。
あ
と
漢
文
脈
。『
氷
島
』
と

い
う
萩
原
朔
太
郎
の
有
名
な
詩
集
。
最
後
の
方
で
す
け
れ
ど
ね
。
最
近
の
論
文

だ
と
、
初
期
の
草
稿
詩
篇
で
も
、
感
情
が
か
な
り
高
ぶ
っ
て
い
る
と
き
に
は
漢

文
調
で
、「
～
な
り
」
と
い
う
の
が
相
当
あ
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
ん

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
萩
原
朔
太
郎
を
考
え
る
と
き
に
漢
文
調
を
ど
う
考
え
る

の
か
と
い
う
の
は
結
構
重
要
な
問
題
と
し
て
あ
り
ま
す
し
。
絵
の
問
題
で
す
ね
、

今
、「
月つ
く

映は
え

」
展
が
巡
回
展
で
や
っ
て
い
て
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
「
月
映
」
の
絵
で
す
ね
。
朔
太
郎
の
「
ふ
る
へ
」

と
い
う
の
は
、
あ
の
版
画
の
震
え
と
相
当
共
通
す
る
な
あ
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
ね
。

　

大
手
拓
次
の
場
合
だ
と
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
詩
を
、
彼
は
原
語
で
読
め
る
の
で
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
影
響
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
。
そ
れ
ぞ
れ

の
詩
人
に
お
い
て
、
個
別
の
問
題
と
共
通
す
る
問
題
と
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に

思
い
ま
す
。

　

朔
太
郎
が
ほ
と
ん
ど
詩
を
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
に
、
い
っ
た
い
詩
を
と

り
ま
く
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
確
認
し
て
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
萩
原
朔
太
郎
は
あ
る
程
度
そ
れ
を
見
て
い
た
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
自
分
自

身
は
創
作
と
し
て
公
の
場
で
発
表
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

初
期
の
暮
鳥
詩

　

そ
れ
か
ら
、
暮
鳥
の
場
合
に
は
、
今
ま
で
お
話
し
て
き
た
時
期
に
、
か
な
り
の

振
れ
幅
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
詩
を
書
く
ん
で
す
ね
。
今
か
ら
読
む
と

「
何
だ
こ
れ
」
と
い
う
よ
う
な
詩
も
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
詩
を
発
表
し
て
い
る
ん

で
す
。「
初
期
暮
鳥
詩
」
と
い
う
の
は
私
が
勝
手
に
名
付
け
た
ん
で
す
が
、『
三
人

の
処
女
』
刊
行
前
の
明
治
四
十
年
か
ら
四
十
五
年
ご
ろ
の
詩
を
と
り
あ
え
ず
「
初

期
暮
鳥
詩
」
と
括
っ
て
み
た
と
き
に
、
内
容
で
あ
っ
た
り
文
体
で
あ
っ
た
り
、
本

当
に
多
様
な
詩
が
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
彼
は
中
央
の
詩
壇
の
動
向
に
か
な
り

敏
感
な
ん
で
す
ね
。
敏
感
に
反
応
し
つ
つ
、
し
か
も
書
き
ま
く
る
ん
で
す
ね
。
毎

日
の
よ
う
に
何
か
し
ら
詩
が
新
聞
に
載
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
す
。

　

例
え
ば
「
秋
田
魁
新
報
」
の
明
治
四
十
二
年
な
ど
を
見
る
と
毎
日
山
村
暮
鳥

な
ん
で
す
ね
。
め
く
れ
ば
暮
鳥
、
次
の
日
も
暮
鳥
。
そ
の
次
の
日
も
暮
鳥
。
正

月
も
暮
鳥
か
ら
始
ま
る
の
か
と
か
と
い
う
、
秋
田
で
は
相
当
な
影
響
力
が
あ
っ
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た
ん
で
す
ね
。
そ
の
暮
鳥
の
詩
と
い
う
の
は
秋
田
や
仙
台
と
い
っ
た
場
で
相
当

影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
秋
田
魁
新
報
社
の
人
の
回
想
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
秋
田
魁
新
報
社
に
あ
る
日
、
神
と
苦
悩
と
詩
を
語
る
謎
の
青
年
が
入
っ
て

き
て
、
そ
れ
が
す
ご
く
魅
力
的
で
、
秋
田
の
青
年
達
は
み
ん
な
吸
い
寄
せ
ら
れ

る
よ
う
に
集
ま
っ
て
き
た
と
。

　

今
ま
で
山
村
暮
鳥
が
、
山
村
暮
鳥
が
と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
明
治
四
十
二

年
よ
り
以
前
は
、山
村
暮
鳥
で
は
な
く
て
木
暮
馬
村
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ

て
い
ま
し
た
。
山
村
暮
鳥
に
な
る
の
は
、
自
由
詩
社
の
人
見
東
明
に
山
村
暮
鳥

と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
も
ら
っ
て
使
い
始
め
る
の
で
、
地
方
で
の
認
知
は
木
暮

馬
村
な
ん
で
す
ね
。
山
村
暮
鳥
自
身
も
中
央
で
は
「
山
村
暮
鳥
」
で
、
地
方
で

は
「
木
暮
馬
村
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
か
な
り
強
か
っ
た
み
た
い
で
す
。
木

暮
馬
村
か
ら
山
村
暮
鳥
に
移
行
し
て
中
央
の
詩
人
に
な
っ
て
い
く
途
中
過
程
が

明
治
四
十
年
か
ら
四
十
五
年
く
ら
い
と
思
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
時
に
で
す
ね
、
三
つ
の
観
点
か
ら
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
初
め
は

翻
訳
の
問
題
で
す
ね
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
訳
。
山
村
暮
鳥
に
お
詳
し
い
方
は
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
訳
を
山
村
暮
鳥
が
し
て
か
な
り
叩
か
れ
た
。
訳
が
お
か
し
い
、
誤

訳
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
は
ご
存
じ
の
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
翻
訳
を
通
し
た
文
体
の
問
題
。

　

二
つ
目
は
、
口
語
詩
や
自
然
主
義
、
あ
ま
り
関
係
な
い
よ
う
に
見
え
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
暮
鳥
は
確
実
に
口
語
詩
や
自
然
主
義
を
受
容
し
て
い
る
ん
で
す

ね
。
そ
の
問
題
。
暮
鳥
は
新
印
象
詩
と
い
う
詩
を
こ
の
時
期
に
書
く
ん
で
す
ね
。

こ
れ
に
は
口
語
詩
や
自
然
主
義
と
い
っ
た
問
題
が
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
秋
田
で
新
印
象
詩
と
い
う
も
の
が
か
な
り
力
を
持
っ
た
と
い
う
影

響
力
の
問
題
、
そ
の
三
つ
の
切
り
口
で
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
。

よ
う
や
く
、
お
配
り
し
た
資
料
を
使
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

最
初
に
、
山
村
暮
鳥
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
訳
を
二
つ
挙
げ
ま
し
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
「
エ
ト
ラ
ン
ゼ
（L'étranger

）」
で
す
ね
、
原
語
は
。
英
訳
か
ら
翻
訳
し
て
い

ま
す
の
で
、
英
語
の
原
語
は
「
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
（stranger

）」
で
す
。
そ
れ
を

明
治
四
十
三
年
と
大
正
五
年
の
二
回
、
暮
鳥
は
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
最
初
に
載
せ

て
あ
り
ま
す
が
明
治
四
十
三
年
の
訳
だ
と
、「
旅
人
（
ボ
オ
ド
レ
イ
ル
）」
と
あ
っ
て
、

　
　
　

旅
人
（
ボ
オ
ド
レ
イ
ル
）

　
　
「
謎
君
！

　
　

君
が
も
っ
と
も
愛
す
る
も
の
は
誰
か
ネ
？

　
　

父
か
ネ
？

　
　

母
か
ネ
？

　
　

姉
妹
か
ネ
？

　
　

兄
弟
か
ネ
？
」

　
　
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　

 （『
北
斗
』
明
治
四
十
三
年
六
月　

引
用
は
木
戸
清
平
『
近
代
文

学
と
茨
城
』
昭
和
四
十
七
年
一
月
に
よ
る
）

　

こ
れ
を
読
ん
で
ど
う
思
い
ま
す
か
？　

明
ら
か
に
変
で
す
よ
ね
。「
謎
君
」に
、

「
か
ネ
？
」
と
い
う
。
変
だ
と
感
じ
る
の
は
、
ま
ず
は
「
謎
君
」
と
い
う
の
も
変

で
す
け
れ
ど
最
後
の
「
か
ネ
？
」
で
す
よ
ね
。
で
す
が
、
こ
れ
を
変
だ
と
思
う

こ
と
を
、
素
直
に
受
け
取
る
の
は
若
干
危
険
な
ん
で
す
ね
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、

こ
の
訳
の
よ
う
な
日
本
語
が
定
着
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
変
じ
ゃ
な
く

思
っ
て
い
る
口
語
を
身
に
付
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

こ
の
時
期
に
口
語
の
文
末
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
確
立
し
て
い
ま
せ
ん
か

ら
。
今
の
感
覚
で
は
も
ち
ろ
ん
変
だ
と
感
じ
ま
す
よ
。
感
じ
ま
す
け
れ
ど
、
変

と
言
い
切
る
の
は
ち
ょ
っ
と
危
険
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

暮
鳥
は
、
大
正
五
年
（「
感
情
」
大
正
五
年
十
一
月
）
に
、
同
じ
詩
を
「
変
り

者
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
訳
し
直
し
ま
す
。
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そ
ち
ら
で
は「
も
し
、君
。EN

IGM
ATIC M

AN
.

」と
あ
っ
て
。「EN

IGM
ATIC

」

は
「
不
可
解
な
、
謎
な
。」
と
い
う
意
味
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
れ
は
「
謎
君
！
」

と
い
う
訳
の
部
分
に
な
り
ま
す
。そ
し
て
、「
君
の
最
愛
な
る
も
の
は
誰
だ
。父
か
、

母
か
、
姉
妹
か
、
そ
れ
と
も
兄
弟
か
。」
と
い
う
形
に
訳
が
変
わ
り
ま
す
。
つ
ま

り
文
末
で
相
当
印
象
が
変
わ
る
。
内
容
は
同
じ
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
こ
ち
ら
の

方
が
何
と
な
く
詩
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
内
容
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
。
こ
ん
な
風
に
、
文
末
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
お

い
て
、
や
は
り
揺
れ
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
口
語
で
書
く
と
い
う
こ
と
と
詩
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
い
う
こ
と
の
間
の
ジ
レ
ン
マ
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
二
つ
目
の
観
点
で
す
ね
。
口
語
詩
と
自
然
主
義
の
受
容
の
問
題
で

す
。
口
語
自
由
詩
運
動
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
確
認
し

よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
。
ち
な
み
に
「
口
語
自
由
詩
」
と
い
う
言
葉
自

体
が
登
場
す
る
の
は
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。
明
治
大
正
期
の
本
で
「
口
語
自
由
詩
」
と
い
う
言
葉
を
見

た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
ね
。「
口
語
詩
」
あ
る
い
は
「
自
由
詩
」「
言
文
一
致
詩
」

が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
少
し
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
字
面
だ
け
読
ん

で
し
ま
う
と
、
詩
の
用
語
を
口
語
に
し
て
形
式
を
自
由
に
す
る
。
そ
れ
が
口
語

自
由
詩
運
動
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
実
際
そ
れ
で
、
大
き
く
間
違
っ

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

た
だ
し
、い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
っ
て
、詩
を
言
文
一
致
さ
せ
る
と
い
う
問
題
。

詩
的
言
語
と
し
て
威
厳
が
あ
る
か
ど
う
か
。
さ
っ
き
の
「
か
ネ
？
」
と
い
う
の

は
変
だ
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
相
馬
御
風
な
ど
が
言
っ

て
い
る
、
現
代
の
言
葉
と
現
状
を
一
致
さ
せ
る
と
い
う
問
題
。
そ
れ
か
ら
、
口

語
詩
運
動
と
い
う
の
は
自
然
主
義
の
運
動
を
同
時
に
は
ら
ん
で
い
て
、
詩
に
お

い
て
自
然
主
義
を
ど
う
表
現
す
る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
問
題
が
全
部
ご
ち
ゃ
ま

ぜ
に
入
っ
た
も
の
が
口
語
自
由
詩
運
動
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

　

で
す
か
ら
自
然
主
義
で
行
わ
れ
る
、
醜
悪
な
も
の
、
現
実
暴
露
的
な
も
の
を

詩
と
し
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
使
用
す
る
言
葉
を
口
語
に
す
る
と
い
う

こ
と
。そ
れ
ら
は
同
時
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。そ
の
一
番
の
例
が
、

川
路
柳
虹
の
「
塵
溜
」
で
す
ね
。「
塵
溜
」
と
い
う
の
は
要
す
る
に
ゴ
ミ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
で
す
ね
。
ゴ
ミ
溜
め
な
わ
け
で
す
。

　
　
　

塵
溜

　
　

隣
の
家
の
穀こ
め

倉ぐ
ら

の
裏う
ら

手て

に

　
　

臭く
さ

い
塵は
き

溜だ
め

が
蒸む

さ
れ
た
に
ほ
ひ
、

　
　

塵は
き

溜だ
め

の
う
ち
の
わ
な
〳
〵

　
　

い
ろ
い
ろ
の
芥ご
も
くの
く
さ
み
、

　
　

梅
雨
晴ば

れ
の
夕
を
な
が
れ

　
　

漂
つ
て
、
空
は
か
つ
か

0

0

0

と
爛た
ゞ

れ
て
る
。

　
　
（
中
略
）

　

要
す
る
に
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
歌
う
、
こ
ん
な
も
の
が
詩
で
あ
り
得
る
の

か
と
い
う
、
内
容
の
問
題
が
ま
ず
あ
る
。
そ
れ
か
ら
最
後
の
部
分
、「
空
は
か
つ
0

0

か0

と
爛た
ゞ

れ
て
る
。」
と
い
っ
た
、「
～
な
り
」
な
ど
で
は
な
く
て
、「
爛
れ
て
る
。」

と
い
っ
た
文
末
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
二
つ
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
川

路
柳
虹
の
「
塵
溜
」
は
、
そ
れ
で
も
詩
的
で
あ
る
た
め
に
苦
慮
し
た
跡
が
、
そ

の
次
の
次
の
連
を
読
ん
で
み
る
と
分
か
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　
　

そ
こ
に
も
絶
え
ぬ
憂く
る

苦し
み

の
世せ

界か
い

が
あ
つ
て
、

　
　

呻わ
め

く
も
の
、
死
す
る
も
の
秒べ
う

刻こ
く

に

　
　

か
ぎ
り
知
ら
れ
ぬ
生せ
い

命め
い

の
苦
悶
を
現
じ
、

　
　

闘た
ゝ
かつ
て
ゆ
く
悲か
な

哀し
み

が
さ
も
あ
る
ら
し
く
。

　
　

を
り
〳
〵
は
悪を

臭し
う

に
ま
じ
る
虫む
し

螻け
ら

が
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種し
ゅ

々〴
〵

の
を
た
け
び
、
泣
声
も
き
か
れ
う
る
。

　
　

そ
の
泣
声
は
し
か
す
が
に
強
い
力
で

　
　

重
い
空
気
を
顫ふ
る

は
し
て
、
軈
て
ま
た

　
　

暗
く
な
る
夕
の
底
に
消
え
沈
む
。
―
―

　
　

惨い
た
ま

し
い
『
運う
ん

命め
い

』
は
た
ゞ
悲
し
げ
に

　
　
（
後
略
）

 

（「
詩
人
」
明
治
四
十
年
九
月
）

　

こ
の
辺
は
非
常
に
抒
情
的
で

す
よ
ね
。要
す
る
に
ゴ
ミ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
も
運
命
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
生
き
て

い
る
生
命
体
が
い
て
、
痛
ま
し

い
運
命
や
悲
し
み
が
漂
っ
て
い

る
、
こ
の
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る

「
詩
的
な
る
も
の
」
を
書
か
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
結
果
と
も
解

釈
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
が
で
す
ね
、そ
う
い
っ

た
詩
か
ら
、
山
村
暮
鳥
が
影
響

を
受
け
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
詩
が
あ
る
ん
で
す
が
。
こ
れ

が
、
現
代
の
目
か
ら
見
る
と
か

な
り
変
て
こ
な
詩
な
わ
け
で
す
。

新
印
象
詩「
朝
」と
い
う
詩
で
す
。

　
　
　

朝

　
　

朝
は
や
く
、

　
　

聖
餐
に
行
く
の
で
、
一
人
、

　
　

家
を
で
た
、

　
　

安
息
日
だ
。

　
　

通と
ほ
り街

で
は
ま
だ
寐
て
い
る
。

　
　

い
た
い
ほ
ど
澄
ん
で
る
空
気
が

　
　

静
に
、

　
　

流
れ
て
来
る
。

　
　

お
や
！　

臭
い
、

　
　

何ど

処こ

か
で
厠か
は

掃や
さ

除う
ぢ

を
は
じ
め
た
。

　
　

臭
い
、

　
　

と
思
ふ
と
、
ま
た
寒
い
。

　
　

く
さ
い
の
と
寒
い
の
と
、

　
　

寒
い
の
と
、
く
さ
い
の
と

　
　

毛
孔
を
と
ほ
し
て

　
　

そ
れ
が
骨
に
泌し

み
こ
ん
だ
。

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
一
年
十
月
十
九
日
）

　

こ
れ
は
冗
談
で
す
か
？　

と
言
っ
て
し
ま
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
何
な
の
で

し
ょ
う
ね
。「
秋
田
魁
新
報
」
は
一
面
に
詩
を
載
せ
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
一
面
に

載
る
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
詩
が
出
て
、「
臭
い
」
と
い
う
も
の
を
露
骨
に
書
く
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部
分
を
受
容
し
た
詩
が
書
か
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
今
こ
ん
な
も
の
を
書

い
て
も
落
ち
ま
す
よ
（
笑
）。
落
ち
ま
す
け
れ
ど
、
当
時
は
そ
う
い
う
も
の
を
露

骨
に
書
く
と
い
う
も
の
が
は
や
っ
て
い
て
、
暮
鳥
に
も
や
は
り
影
響
を
与
え
て

い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
自
然
主
義
の
影
響
の
も
う
ひ
と
つ
の
面
と
し
て
、
非

常
に
暗
い
閉
塞
感
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
な
り
前
に
松
浦
寿
輝
さ
ん
が
指

摘
し
て
い
る
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
相
馬
御
風
が
書
い
た
最
初
の
口
語
詩

と
言
わ
れ
て
い
る
「
痩
犬
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

痩
犬

　
　

焼
き
つ
く
や
う
に
日
が
照
る
。

　
　

黄き

色い
ろ

い
埃ほ
こ

立り

が
立
つ
て
空く
う

気き

は
咽む

せ
る
や
う
に
乾か
は

い
て
居
る
。

　
　

む
き
み

0

0

0

屋
の
前
に
毛
の
抜
け
た
痩や
せ

犬い
ぬ

が
居
る
。

　
　

赤
い
舌し
た

を
ペ
ロ
〳
〵
出だ

し
て
何
か
頻
り
と
舐な

め
ず
つ
て
居
る
。

　
　

あ
ゝ
厭い
や

だ
。

　
　

ジ
ロ
り
と
俺お
れ

の
顔
を
見
た
。

　
　

ヤ
！
歩
き
出
し
た
。

　
　

ヤ
！
蹤つ

い
て
来
る
。
蹤
い
て
来く

る
。

　
　

右
へ
曲
る
と
右
へ
。

　
　

左
へ
折
れ
る
と
左
へ
。

　
　

急
げ
ば
急
ぎ
や
が
る
。

　
　

あ
ゝ
、
厭い
や

な
奴や
つ

だ
。
気き

味み

の
悪わ
る

い
奴や
つ

だ
。

　
　

一
体
ど
こ
ま
で
つ
い
て
来
る
ん
だ
。

　
　

何
を
目め

的あ
て

に
つ
い
て
来
る
ん
だ
。

　
　

畜
生
行
け
、
行
か
ぬ
か
。

　
　

俺お
れ

は
何な
ん

に
も
持
つ
て
居
な
い
。

　
　

行
け
、
行
か
ぬ
か
。
シ
ツ
！

　
　

や
！
又
俺お
れ

の
顔
を
見
て
や
が
る
。

　
　

お
い
、
何
が
そ
ん
な
に
欲ほ

し
い
の
だ
。

　
　

行
け
、
行
か
な
い
か
。

　
　

ま
さ
か
家う
ち

ま
で
蹤
い
て
来
る
の
ぢ
や
な
か
ら
う
な
。

　
　

あ
ゝ
厭
だ
！

 

（「
早
稲
田
文
学
」
明
治
四
十
一
年
五
月
）

と
い
う
詩
で
す
。
こ
の
詩
で
す
が
、
犬
が
付
い
て
く
る
と
い
う
不
気
味
な
テ
ー

マ
な
ん
で
す
ね
。
使
っ
て
い
る
言
葉
も
口
語
で
す
。

　

山
村
暮
鳥
に
も
、
こ
れ
に
ほ
と
ん
ど
テ
ー
マ
が
対
応
す
る
よ
う
な
詩
が
あ
り

ま
す
。
新
印
象
詩「
黒
猫
」で
す
ね
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
相
馬
御
風
の
ぱ
く
り
じ
ゃ

な
い
か
と
思
え
る
く
ら
い
似
て
い
て
、
犬
を
猫
に
変
え
た
だ
け
の
よ
う
な
詩
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　
　
　

黒
猫

　
　
（
前
略
）

　
　

こ
の
間
、
頸
に
大
き
な
石
を
つ
け
て
、

　
　

河
の
深ふ
か
み底
へ
沈
め
た
、

　
　

黒
猫
が
フ
ラ
リ
と
帰
つ
て
来
た
。

　
　

骨
と
皮
ば
か
り
に
痩
せ
こ
け
て
、

　
　

泥ど
ろ

塗ま
み

れ
に
な
つ
て
ヨ
ロ
〳
〵
と
…
…

　
　

眼
だ
け
は
ギ
ロ
〴
〵
光
つ
て
る
。
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気
味
が
悪
い
か
ら
、

　
　

家
へ
入
ら
う
と
す
る
と
随つ
い

て
来
る
。

　
　

追
つ
て
見
た
、

　
　

け
れ
ど
随
て
く
る
。

　
　

今
に
も
昏た

倒ふ

れ
さ
う
な
態ざ
ま

で
、

　
　

追
つ
て
も
、
追
つ
て
も
随
て
来
る
。

　
　

堪
ら
無
く
な
つ
て
足
を
早
め
る
と
、

　
　

黒
猫
も
急
ぐ
、

　
　

縁え
ん

に
飛
上
る
と
、

　
　

座
敷
ま
で
も
来
る
。

　
　

遂
に
逃
出
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。

　
　

一
生
懸
命
逃
げ
た
、

　
　

す
る
と
黒
猫
も
夢
中
に
な
つ
て
追お
つ

駆か
け

る
。

　
　

逃
げ
た
、
逃
げ
た
。

　
　

其
後
は
何ど

処こ

を
何ど

う
走
つ
た
の
か
、

　
　

ち
つ
と
も
覚
え
て
居
な
い
。

　
　

ガ
ツ
カ
リ
し
て
眼
を
開
く
と
、

　
　

且
て
見
た
こ
と
も
無
い
室へ
や

に
寝
て
居
る
。

　
　

白
壁
の
小
さ
な
室
だ
。

　
　

薬
臭
い
の
で
病
院
だ
と
解
つ
た
、

　
　

け
れ
ど
如ど

何う

し
て
こ
ん
な
所
に
寝
て
居
る
の
か

　
　

理わ

由け

が
解
ら
な
い
。

　
　

聞
か
う
と
し
て
も
誰
も
居
ら
ぬ
。

　
　

グ
ル
〴
〵
見
廻
し
た
、

　
　

何な
ん

に
も
無
い
、
寝
て
居
る
寝ね

台だ
い

と
、

　
　

そ
れ
か
ら
椅
子
が
一
脚
、

　
　

と
、
其
の
椅
子
の
下
に
黒
猫
が 

―
―

　
　

何
時
の
ま
に
か
来
て
居
る
、

　
　

歯
を
剝
出
し
て
ギ
ロ
リ
と
見
上
げ
た
。

　
　

ハ
ツ
と
思
つ
て
指
尖
が
軽か

ろ

く
ふ
る
へ
た
が
、

　
　

唯
そ
れ
ぎ
り
、
最も

早う

気
が
抜
け
て
居
る
の
だ
、

　
　

そ
れ
で
も
有
る
だ
け
の
声
を
絞
つ
て
、

　
　
「
サ
ア
、
喰
殺
せ
！
」
と
怒
鳴
つ
て
、

　
　

柔
い
毛け
つ
と布
の
上
へ
、

　
　

グ
ツ
タ
リ
と
肉か
ら
だ体

を
落
し
た
。

　
　

其
儘
、
静
に
眼
を
瞑つ

ぶ
る
と
、

　
　

黒
猫
も
何
処
へ
か
消
て
行
つ
た
。

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
二
年
四
月
二
十
七
日
）

　

こ
ん
な
詩
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
毛
の
抜
け
た
痩や
せ

犬い
ぬ

」
と
い
う
の
と
、「
骨

と
皮
ば
か
り
に
痩
せ
こ
け
」
た
「
黒
猫
」、そ
れ
が
付
い
て
く
る
。
ど
こ
ま
で
行
っ

て
も
付
い
て
く
る
。
主
題
は
、
ほ
と
ん
ど
相
馬
御
風
の
「
痩
犬
」
と
同
じ
な
ん

で
す
ね
。
た
だ
し
、
暮
鳥
の
詩
で
違
う
の
は
、
最
初
の
三
行
で
す
ね
。

　
「
こ
の
間
、
頸
に
大
き
な
石
を
つ
け
て
、
／
河
の
深ふ
か

底み

へ
沈
め
た
、」
そ
ん
な

黒
猫
な
ん
で
す
ね
。
殺
し
た
黒
猫
が
付
い
て
く
る
と
い
う
フ
レ
ー
ム
が
付
い
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
最
後
の
方
に
は
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
精
神
が
お
か
し
い
人

が
病
院
の
中
で
妄
想
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
理
解
さ
せ
る
表
現
に
な
っ

て
い
ま
す
ね
。
気
が
付
い
た
ら
白
い
部
屋
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
幻
影
を
見

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
フ
レ
ー
ム
と
も
と
れ
る
の
で
す
が
。

　

こ
う
い
う
暗
さ
。
ど
こ
に
も
行
け
な
い
、
外
に
出
て
行
け
な
い
と
い
う
閉
塞
感

と
い
う
の
は
当
時
の
口
語
自
由
詩
に
あ
る
程
度
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

空
気
に
、
山
村
暮
鳥
も
敏
感
に
反
応
し
て
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
で
す
ね
、
一
方
で
、
山
村
暮
鳥
に
お
い
て
は
、
自
然
主
義
的
な
現

実
暴
露
、
閉
塞
感
を
超
え
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、
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開
放
的
だ
っ
た
り
破
壊
的
だ
っ
た
り
、
破
壊
か
ら
開
放
に
向
か
っ
た
り
、
そ
の

破
壊
が
空
間
を
変
容
さ
せ
て
い
た
り
、
非
現
実
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
き
た

り
、
空
間
が
変
容
し
て
体
が
変
容
し
た
り
、
そ
う
い
っ
た
詩
が
明
治
四
十
一
年
、

四
十
二
年
に
書
か
れ
る
ん
で
す
ね
。〈
空
間
と
身
体
の
溶
解
〉
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
い
く
と
萩
原
朔
太
郎
に
か
な
り
近
く
な
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
ま
ず
、
開
放

に
向
か
う
詩
と
し
て
、
新
印
象
詩
「
ひ
ろ
い
野
へ
」
を
見
て
み
ま
す
。

　
　
　

ひ
ろ
い
野
へ

　
　

あ
れ
！　

紙た

鳶こ

が
、

　
　

糸
を
切
つ
て
、

　
　

に
げ
て
行
く
。

　
　

デ
カ
ダ
ン
ト 

―
―
―
―

　
　

ひ
ろ
い
野
へ
、

　
　

―
― 

青
空
へ
、

　
　

―
― 

女
学
生
の
行
く
方か
た

へ
。

　
　

子
供
等
が
わ
め
き
な
が
ら
、

　
　

追
つ
か
け
る
。

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
一
年
十
一
月
八
日
）

　

こ
れ
も
く
だ
ら
な
い
と
言
っ
た
ら
く
だ
ら
な
い
で
す
よ
ね
。「
紙た

鳶こ

が
、
／
糸

を
切
つ
て
、／
に
げ
て
行
く
。」。
そ
れ
を「
デ
カ
ダ
ン
ト
」、つ
ま
り
退
廃
的
だ
と
。

た
こ
が
糸
を
切
っ
て
逃
げ
て
行
く
こ
と
の
ど
こ
が
退
廃
的
な
ん
だ
ろ
う
。
ま
あ
、

そ
う
い
う
も
の
を
「
追
つ
か
け
」
て
行
く
と
い
う
風
景
で
す
よ
ね
。
空
へ
向
か
っ

て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
開
放
感
の
あ
る
詩
が
あ
る
一
方
、
破
壊
的
な
主
題

も
あ
り
ま
す
。
新
印
象
詩
「
絶
叫
」
と
い
う
詩
で
す
。

　
　
　

絶
叫

　
　

石
を
打
て
、

　
　

油
を
な
が
せ

　
　

家
を
焼
け
。

　
　

妻
子
が
何
だ
、

　
　

み
ん
な
叩
き
起
し
て

　
　

父
も
、
母
も

　
　

祖ば

母ゝ

か
ら
さ
き
に
絞
め
殺
せ

　
　
（
あ
あ
単
調
に
堪
へ
ん
。）

　
　

夢
の
死
刑
！

　
　

火
の
ヒ
ス
テ
リ
イ
！

　
　

古
い
世
界
を

　
　

つ
く
り
か
へ
ろ
。

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
五
日
）

　

何
で
も
か
ん
で
も
み
ん
な
殺
せ
と
い
う
よ
う
な
詩
で
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
次
の
新
印
象
詩
「
窓
」
と
い
う
詩
で
す
け
れ
ど
も
、
開
放
と
破
壊
、
両

者
が
共
存
し
て
い
る
よ
う
な
詩
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　
　
　

窓

　
　

壁
を
破
ぶ
れ
、

　
　

窓
に
し
ろ

　
　

―
― 

大
き
な
窓
に
。

　
　

照
り
こ
む
日
に
背
を
む
け
る
な
、
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ね
む
く
な
る
。

　
　

猫
を
殺
せ
―
―
、

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
一
年
十
一
月
七
日
）

　

壁
を
破
っ
て
窓
に
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、
破
壊
に
よ
っ
て
、
外
に
向
か
う
空
間

が
生
ま
れ
る
ん
で
す
ね
。
壁
が
壊
れ
て
、
閉
塞
し
た
と
こ
ろ
か
ら
大
き
な
空
間

に
出
て
い
く
。

　

こ
う
い
っ
た
、
破
壊
か
ら
開
放
と
い
う
動
き
は
、
さ
ら
に
超
現
実
な
イ
メ
ー

ジ
に
つ
な
が
っ
て
も
い
く
わ
け
で
す
。
次
の
新
印
象
詩
「
夢
」
と
い
う
詩
で
す
。

　
　
　

夢　
　

　
　

栓
を
ね
ぢ
れ
、

　
　

ね
ぢ
れ
ば
出
る
。

　
　

―
―
雲
が
、

　
　

―
―
旋つ
む
じ風
が
、
―
―

　
　

猫
の
子
が
。

　
　

手
桶
を
は
こ
べ
、

　
　

水
を
、
―
―

　
　

海
へ
。

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
一
年
十
一
月
七
日
）

　

栓
を
ね
じ
っ
て
も
、
普
通
、
栓
か
ら
雲
は
出
て
き
ま
せ
ん
ね
。
つ
む
じ
も
出

て
き
ま
せ
ん
。
猫
の
子
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
の
詩
で
は
開
放
さ
れ
た
空
間
に
、

超
現
実
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

　

さ
ら
に
、〈
空
間
と
身
体
の
溶
解
〉、空
間
と
身
体
が
融
け
合
う
よ
う
な
表
現
が
、

暮
鳥
で
は
明
治
四
十
年
代
に
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
新
印
象
詩「
橇
」と
い
う
詩
。

こ
の
辺
り
、
か
な
り
面
白
い
ん
で
す
ね
。

　
　
　

橇

　
　

路
も
な
い
、

　
　

ひ
ろ
い
野
を
、

　
　

斜な
ゝ
め横
に
。
…
…

　
　

一
連
の
橇
が
、

　
　

冷
い
頭あ
た
ま脳

か
ら
出
て
、

　
　

ず
る
ず
る
と
、

　
　

何ど

処こ

か
へ
、

　
　

引
か
れ
て
行
く
。

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
二
年
一
月
六
日
）

　

こ
れ
で
終
わ
り
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
か
な
り
注
目
す
べ
き
詩
と
思

い
ま
す
。「
橇
」
が
出
て
く
る
の
が
頭
の
中
か
ら
と
い
う
点
で
す
ね
。
身
体
か
ら

何
か
が
出
て
く
る
。
こ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
書
か
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
口
語
で

書
か
れ
た
詩
の
中
で
、
身
体
と
風
景
が
交
錯
す
る
テ
ー
マ
を
描
い
た
も
の
と
し

て
は
か
な
り
最
初
期
の
も
の
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
が
。
あ
る
意

味
で
の
く
だ
ら
な
さ
と
、
超
現
実
な
イ
メ
ー
ジ
の
両
方
が
入
っ
て
い
る
よ
う
な

詩
が
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
　
　

頭　

三　
　

　
　

青
空
か
ら
石
が
落
ち
て
、

　
　

そ
の
下
で
頭あ
た
ま蓋
が
罅わ

裂れ

た
。

　
　

―
―
眼
か
ら
火
が
。
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多さ
ま

様〴
〵

と
、
バ
チ
ル
ス
は
似に

擬せ

の
思
想
の

　
　

腐く
さ
れ爛

か
ら
な
が
れ
る
。

　
　

み
れ
ば
頭あ
た
ま蓋

の
底
の
ふ
か
く
に
、

　
　

何い

時つ

か
打
れ
た

　
　

鉄く

釘ぎ

が
錆
び
て
た
。

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
二
年
三
月
二
十
二
日
）

　
「
青
空
か
ら
石
が
落
ち
て
」
き
て
、
そ
れ
で
頭
が
割
れ
る
ん
で
す
よ
。
で
、「
眼

か
ら
火
が
」
飛
び
出
る
。「
バ
チ
ル
ス
」
と
い
う
の
は
細
菌
で
す
。「
み
れ
ば
頭あ
た
ま蓋

の
底
の
ふ
か
く
に
、／
何い

時つ

か
打
れ
た
／
鉄く

釘ぎ

が
錆
び
て
た
。」
と
い
う
表
現
な
ど
、

青
空
と
い
う
空
間
か
ら
降
っ
て
き
た
も
の
に
身
体
が
壊
さ
れ
て
、
そ
れ
を
外
側
か

ら
見
る
と
、
く
ぎ
が
あ
る
。
い
つ
か
打
た
れ
た
く
ぎ
だ
。
と
、
身
体
と
空
間
、
見

ら
れ
る
者
と
見
る
者
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
身
体
と
空
間
の
表
現

手
法
は
、朔
太
郎
と
交
錯
す
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ

た
詩
を
山
村
暮
鳥
は
明
治
四
十
二
年
ご
ろ
に
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　

こ
れ
ら
の
詩
は
「
新
印
象
詩
」
と
い
う
言
葉
が
す
べ
て
付
け
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
、
新
印
象
詩
と
い
う
名
で
書
か
れ
る
詩
は
「
秋
田
魁
新
報
」

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
新
印
象
詩
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、

暮
鳥
自
身
に
は
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

教
父
の
家
よ
り

　
　
（
前
略
）

　

 　

如ど

何う

し
て
も
眠
ら
れ
な
い
頭あ
た
ま脳
に
何
か
浮
ん
だ
。
記
し
て
仮
に
印
象
詩
と

名
け
て
置
く
。

　
　
　

指
を
環
に
し
て
み
せ
て
や
れ
、

　
　
　

面
白
さ
う
に
、

　
　
　

さ
も
、
う
れ
し
げ
に
、

　
　
　

頭
の
黒
い
蛆う

じ

虫む
し

が

　
　
　

う
よ
う
よ

0

0

0

0

凝た

集か

る
。

　
　
　

髭
撫
で
て
、

　
　
　

眦
を
さ
げ
て
…
…
…
…

　

 　

と
途
切
れ
て
、
こ
れ
ぎ
り
続
か
ぬ
、
何
と
し
て
も
続
か
ぬ
の
で
止
め
て
終

つ
た
。

　

 　

幾
年
の
後
、
誰
が
此
の
句
に
手
を
添
へ
足
を
附
け
て
彼
の
黄
金
崇
拝
教
の

鉄
壁
に
三
十
珊
の
巨
砲
を
射は
な

つ
だ
ら
う
。

　
　

そ
れ
が
待
た
れ
る
。

　
　
（
後
略
）

 

（「
秋
田
魁
新
報
」
明
治
四
十
二
年
二
月
十
日
）

　

要
す
る
に
、
印
象
詩
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
適
当
に
思
い
つ
い
た
こ
と

を
書
い
た
と
い
う
こ
と
を
ば
ら
し
て
い
る
感
じ
で
す
よ
ね
。
た
だ
、
最
後
の
三

行
が
気
に
な
る
ん
で
す
ね
。
彼
は
こ
の
「
印
象
詩
」
と
い
う
も
の
を
、
自
分
一

人
で
完
結
す
る
も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
何
年
か
後
に
誰
か
が
こ
れ
ら
作

品
を
元
に
し
つ
つ
、
破
壊
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
何
か
が
広
が
る

可
能
性
が
あ
る
と
彼
は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　

山
村
暮
鳥
は
当
時
、
中
央
詩
壇
で
は
ま
だ
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

秋
田
で
は
相
当
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
て
、
山
村
暮
鳥
が
新
印
象
詩
を
書
き
だ

し
た
後
に
は
、
他
の
投
稿
者
も
新
印
象
詩
と
名
付
け
た
詩
を
た
く
さ
ん
書
く
ん

で
す
。
正
直
、
今
の
目
で
見
る
と
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
、
と
思
っ
て
し
ま
う
も

の
ば
か
り
な
ん
で
す
が
。
先
ほ
ど
の
よ
う
に
ト
イ
レ
掃
除
を
始
め
て
臭
い
と
か
、

そ
う
い
う
詩
ば
か
り
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
秋
田
の
詩
壇
に
お
い
て
は
山
村
暮

鳥
が
中
央
と
地
方
を
懸
け
橋
す
る
と
い
う
存
在
と
し
て
か
な
り
強
力
な
影
響
力

を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
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例
え
ば
、吉
岡
ひ
で
子
さ
ん
と
い
う
人
の
新
印
象
詩
だ
と
、火
を
見
て
い
た
ら
、

火
の
中
に
自
分
に
迫
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
、
現
在
と
か
過
去
と
か
未
来
と
か

空
想
と
か
が
迫
っ
て
き
て
頭
が
重
く
な
る
。
つ
ね
っ
て
や
れ
と
言
っ
て
も
駄
目

だ
、
と
い
う
詩
な
ん
で
す
ね
。
翠
村
と
い
う
人
の
「
新
印
象
詩　

雪
道
」
と
い

う
詩
だ
と
、
雪
道
の
よ
う
な
一
筋
の
道
を
歩
い
て
い
く
自
分
に
、
後
ろ
か
ら
何

か
音
が
近
づ
い
て
く
る
。
で
も
振
り
向
け
な
い
、
と
い
う
詩
な
ん
で
す
ね
。
こ

う
い
っ
た
詩
が
、
少
な
く
と
も
秋
田
と
い
う
場
に
お
い
て
は
か
な
り
の
影
響
力

を
持
っ
て
受
容
さ
れ
、
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
で
す
ね
、
今
、
徐
々
に
暮
鳥
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
ん
だ
な
と
思
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
順
序
に
並
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な

く
て
、
今
ま
で
の
よ
う
な
詩
が
雑
多
に
出
て
き
ま
す
。
大
き
な
流
れ
と
し
て
、

文
語
詩
か
ら
、
自
然
主
義
の
流
れ
に
乗
る
よ
う
な
口
語
詩
を
経
て
、
そ
の
後

四
十
三
年
に
は
一
時
的
に
口
語
詩
が
退
潮
し
て
文
語
詩
に
戻
る
と
言
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
大
き
な
流
れ
に
暮
鳥
も
従
っ
て
い
る
。
で
す
が
、
き
れ

い
に
並
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
文
語
詩
が
あ
れ
ば
口
語
詩
も
あ
り
、
非

常
に
伝
統
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
北
原
白
秋
の
真
似
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
と

い
う
形
で
、
か
な
り
雑
多
な
形
で
書
き
ま
く
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　
「
夏
蜜
柑
」（
初
出
「
ひ
び
き
」
明
治
四
十
三
年
五
月
）
は
か
な
り
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
な
文
語
詩
で
す
ね
。
次
の
「
線
条
」（
初
出
『LA BO

N
N

E CH
AN

SO
N

』
明

治
四
十
三
年
八
月
）
と
い
う
詩
に
な
る
と
、
口
語
で
、
し
か
も
、「「
記
憶
」
の

や
う
な
色
が
撒ち

り
ま
す
。
／
／
あ
ゝ
凡
て
が
ニ
コ
チ
ン
の
毒
を
含
み
ま
す
。」と
、

そ
う
い
っ
た
詩
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
明
治
四
十
三
年
の
五
月
と
八
月

な
の
で
、三
カ
月
し
か
違
わ
な
い
ん
で
す
よ
。ほ
ぼ
同
時
並
行
で
書
い
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
後
の
四
十
五
年
四
月
、「
春
」（
初
出
「
詩
歌
」
明
治
四
十
五
年
四
月
）

は
完
全
に
七
五
調
の
文
語
詩
。
ち
ょ
っ
と
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
四
十
三
年
十
一

月
の
「
蝿
」（
初
出
「
劇
と
詩
」
明
治
四
十
三
年
十
一
月
）
は
、
文
語
な
の
か
口

語
な
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
非
現
実
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
く
る
。
整
然
と

し
た
時
系
列
に
は
整
理
で
き
な
い
わ
け
で
す
ね
。
様
々
な
実
験
を
同
時
に
行
っ

て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。

　

四
十
三
年
に
山
村
暮
鳥
は
「
秋
田
魁
新
報
」
の
選
者
に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ

こ
に
応
募
し
て
く
る
人
た
ち
の
中
に
、
印
刷
会
社
の
人
な
ど
も
い
て
、
仙
台
で

山
村
暮
鳥
の
詩
集
を
出
す
と
い
っ
た
動
き
も
出
て
き
ま
す
。
早
坂
掬
紫
さ
ん
と

い
う
人
は
暮
鳥
の
最
初
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
詩
集
『LA BO

N
N

E CH
AN

SO
N

』、

『
夏
の
歌
』
を
刊
行
す
る
早
川
活
版
所
の
関
係
者
。
暮
鳥
の
影
響
を
受
け
て
投
稿

す
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
暮
鳥
先
生
に
選
ん
で
も
ら
い
た
い
と
詩
を
投
稿
す
る
。

さ
ら
に
、
暮
鳥
の
詩
集
を
出
す
、
こ
う
い
っ
た
個
人
的
な
関
係
が
秋
田
や
仙
台

と
い
う
場
で
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
『
聖
三
稜
玻
璃
』
は
か
な
り
過
激
な
詩
集
と
し
て
有
名
で
す
が
、
私
は
『
三
人

の
処
女
』
の
方
が
、
実
は
複
雑
で
過
激
な
詩
集
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も

し
て
い
る
ん
で
す
ね
。『
三
人
の
処
女
』
か
ら
「
独
唱
」
と
い
う
詩
を
挙
げ
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
か
な
り
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
文
語
詩
で
す
よ
ね
。

　
　
　

独
唱

　
　

か
は
た
れ
の

　
　

そ
ら
の
眺な
が
め望
の

　
　

わ
が
こ
し
か
た
の

　
　

さ
み
し
さ
よ
。

　
　
（
後
略
）

 

（
初
出
「
詩
歌
」
大
正
元
年
十
二
月
）

で
す
が
、
同
じ
詩
集
の
「BEAUTY

」
と
い
う
詩
で
は
、
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BEAUTY
　
　

感
電
し
た
空
の
沈
黙
、

　
　

も
の
の
匂
ひ
の
蝙
蝠
が
ち
ら
ほ
ら
、

　
　

や
が
て
形
作
る
夜
の
性
、

　
　
（
後
略
）

 

　
（
初
出
「
詩
歌
」
大
正
二
年
二
月
）

　

こ
う
い
う
詩
が
混
在
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、『
聖
三
稜
玻
璃
』
で

暮
鳥
が
い
き
な
り
先
鋭
に
な
っ
た
と
い
う
見
方
は
、
実
は
あ
ま
り
正
し
く
な
い

の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
よ
り
純
粋
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で

き
る
か
も

し
れ
ま

せ
ん
が
、

『
三
人
の

処
女
』
と

『
聖
三
稜

玻
璃
』
の

距
離
は
そ

ん
な
に
遠

く
な
い
の

で
は
な
い

か
と
私
は

思
っ
て
い

ま
す
。

暮
鳥
、
朔
太
郎
の
表
現
の
交
錯

　

よ
う
や
く
暮
鳥
と
朔
太
郎
の
表
現
の
交
錯
の
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
暮

鳥
か
ら
朔
太
郎
へ
受
け
継
が
れ
た
も
の
と
い
う
の
は
、
従
来
の
研
究
を
非
常
に

大
雑
把
に
整
理
し
ま
す
と
、
暮
鳥
は
『
聖
三
稜
玻
璃
』
で
大
き
な
言
語
実
験
を

し
た
と
。
そ
れ
が
萩
原
朔
太
郎
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
な
お
か
つ
魂
を
入
れ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
岡
信
さ
ん
や
那
珂
太
郎
さ
ん
が
、「
朔
太
郎
問
題
」
と
名
付
け
て
暮
鳥
か
ら

朔
太
郎
へ
受
け
継
が
れ
た
も
の
は
何
か
と
い
う
問
題
を
早
く
か
ら
提
起
し
て
い

ま
す
し
、
北
川
透
さ
ん
は
『
萩
原
朔
太
郎
〈
言
語
革
命
論
〉』
と
い
う
本
で
、
暮

鳥
と
朔
太
郎
と
犀
星
の
間
に
「
言
語
革
命
」
と
い
う
言
語
交
流
の
磁
場
が
生
ま

れ
た
と
提
唱
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
関
川
左
木
夫
さ
ん
の
著
書
の
タ
イ
ト
ル
は
『
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
・

暮
鳥
・
朔
太
郎
の
詩
法
系
列
』。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、象
徴
詩
で
す
ね
。
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
か
ら
暮
鳥
、
朔
太
郎
へ
。
こ
の
順
番
な
ん
で
す
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
影
響
が

暮
鳥
に
ど
の
よ
う
に
表
れ
、
朔
太
郎
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
た
か
と
い
う
こ

と
を
系
列
で
見
て
い
る
。
こ
う
い
う
視
線
が
従
来
の
定
番
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
の
価
値
観
か
ら
考
え
る
と
、
暮
鳥
と
い
う
の
は
、
飛
躍
し
た
語
句
を
接
触

さ
せ
て
何
か
と
ん
で
も
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
出
す
詩
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け

で
す
ね
。
一
方
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
ん
ど
ん
捨
て
ら
れ
て
い
く
の
で
、
次
の

行
に
は
別
の
ト
ピ
ッ
ク
に
移
っ
て
消
え
て
し
ま
う
。
イ
メ
ー
ジ
が
連
続
し
な
い
、

あ
る
焦
点
に
収
斂れ
ん

し
な
い
。
こ
の
こ
と
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
人
は
、
否
定
的

に
と
ら
え
て
し
ま
う
。
北
川
透
さ
ん
は
「
詩
句
の
断
片
と
し
て
は
鋭
い
語
感
を

も
ち
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
結
晶
に
至
ら
な
い
、『
聖
三
稜
玻
璃
』
の

暮
鳥
の
方
法
の
不
幸
」。「
不
幸
」
と
い
う
言
葉
を
彼
は
使
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

一
方
、
暮
鳥
の
方
法
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
を
再
構
成
し
、
心
の
中

『三人の処女』（大正２年）
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を
言
語
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
詩
人
が
朔
太
郎
で
あ
る
と
、
そ
う
評
価
す
る

の
が
一
般
的
で
す
。「
語
句
の
解
体
を
内
的
必
然
性
に
よ
っ
て
再
構
成
」
す
る
。

暮
鳥
の
詩
を
読
ん
で
も
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
、
気
持
ち
悪
い
と
い
う
気
は
し
な

い
で
す
ね
。
朔
太
郎
を
読
む
と
、
ぞ
わ
っ
と
す
る
感
じ
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
。

こ
れ
は
非
常
に
的
を
射
た
解
説
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

暮
鳥
と
朔
太
郎
の
違
い
を
、
端
的
に
言
う
な
ら
、
名
詞
／
動
詞
、
ど
ち
ら
に
重

点
が
あ
る
の
か
と
分
け
る
と
分
か
り
や
す
い
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
暮
鳥

と
い
う
の
は
基
本
的
に
名
詞
の
人
な
ん
で
す
ね
。
名
詞
を
中
心
と
し
て
詩
を
作
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
朔
太
郎
と
い
う
の
は
、
動
詞
を
中
心
に
し
て
詩
を
作
っ

て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。
今
ま
で
ご
紹
介
し
た
暮
鳥
の
詩
を
振
り

返
っ
て
考
え
て
み
て
い
た
だ
く
と
何
と
な
く
分
か
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
暮
鳥
は
、

助
詞
や
文
末
を
省
略
し
た
り
、
替
え
た
り
と
い
う
実
験
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

日
本
語
に
お
け
る
助
詞
。
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
に
は
日
本
語
の
よ
う
な
助
詞
は
あ

り
ま
せ
ん
ね
。
助
詞
と
い
う
の
は
二
つ
の
言
葉
の
関
係
を
一
つ
に
決
め
て
し
ま
い

ま
す
。
山
村
暮
鳥
『
聖
三
稜
玻
璃
』
の
、
有
名
な
「
囈
語
」（
初
出
「ARS

」
大
正

四
年
六
月
）
と
い
う
詩
も
、「
窃
盗
金
魚
」
と
あ
っ
て
、「
窃
盗
」
と
「
金
魚
」
が

ど
う
い
う
関
係
な
の
か
全
く
分
か
ら
な
い
。「
窃
盗
す
る
金
魚
」
と
か
、「
窃
盗
の

金
魚
」
と
か
、「
窃
盗
は
金
魚
」
と
し
て
し
ま
う
と
関
係
が
分
か
っ
て
し
ま
う
ん

で
す
ね
。
関
係
性
が
分
か
っ
て
そ
れ
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
避
け
た

い
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
文
末
で
す
よ
ね
。
文
末
語
尾
に
よ
っ
て
、
最
初
に
見
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
語
尾
が
違
う
だ
け
で
そ
れ
が
詩
の
よ
う
に
見
え
る
か
見
え
な
い
か
が
決

ま
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。暮
鳥
の
詩
は
、基
本
的
に
動
詞
が
少
な
い
ん
で
す
。

　
「
囈
語
」
と
い
う
詩
に
は
、
助
詞
も
文
末
表
現
も
一
切
な
い
わ
け
で
す
ね
。
ま

た
、「
だ
ん
す
」
と
い
う
詩
も
、

　
　
　

だ
ん
す

　
　

あ
ら
し

　
　

あ
ら
し

　
　

し
だ
れ
や
な
ぎ
に
光
あ
れ

　
　

あ
か
ん
ぼ
の

　
　

へ
そ
の
芽

　
　

水
銀
歇ヒ

ス

テ

リ

ア

私
的
利
亜

　
　

は
る
き
た
り

　
　
（
後
略
）

 

　
（
初
出
「
卓
上
噴
水
」
大
正
四
年
四
月
）

　

こ
こ
ま
で
、「
光
あ
れ
」
と
「
は
る
き
た
り
」
し
か
文
末
表
現
が
な
い
で
す
ね
。

名
詞
ば
か
り
な
ん
で
す
よ
ね
。
動
詞
で
終
わ
る
行
が
、
暮
鳥
の
詩
に
は
も
の
す

ご
く
少
な
い
ん
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
が
朔
太
郎
の
場
合
に
は
、有
名
な
『
月
に
吠
え
る
』
の
巻
頭
詩
で
す
ね
。

「
地
面
の
底
の
病
気
の
顔
」。
こ
れ
は
、

　
　
　

地
面
の
底
の
病
気
の
顔

　
　

地
面
の
底
に
顔
が
あ
ら
は
れ
、

　
　

さ
み
し
い
病
人
の
顔
が
あ
ら
は
れ
。

　

動
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
連
用
形
な
ん
で
す
よ
ね
。

　
　

地
面
の
底
の
く
ら
や
み
に
、
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う
ら
う
ら
草
の
茎
が
萌
え
そ
め
、

　
　

鼠
の
巣
が
萌
え
そ
め
、

　
　

巣
に
こ
ん
が
ら
か
つ
て
ゐ
る
、

　
　

か
ず
し
れ
ぬ
髪
の
毛
が
ふ
る
へ
出
し
、

　
　

冬
至
の
こ
ろ
の
、

　

こ
こ
で
一
回
助
詞
の
「
の
」
に
戻
っ
て
、

　
　

さ
び
し
い
病
気
の
地
面
か
ら
、

　
　

ほ
そ
い
青
竹
の
根
が
生
え
そ
め
、

　
　

生
え
そ
め
、

　
　

そ
れ
が
じ
つ
に
あ
は
れ
ふ
か
く
み
え
、

　
　

け
ぶ
れ
る
ご
と
く
に
視
え
、

　
　

じ
つ
に
、
じ
つ
に
、
あ
は
れ
ふ
か
げ
に
視
え
。

　
　
（
後
略
）

 

（
初
出
「
地
上
巡
礼
」
大
正
四
年
三
月
）

　

基
本
的
に
全
部
動
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
連
用
形
に
し
て
ど
ん
ど

ん
次
の
行
へ
動
詞
が
連
な
っ
て
い
く
。
し
か
も
朔
太
郎
の
初
期
の
詩
の
多
く
は
、

遠
近
法
を
微
妙
に
変
え
な
が
ら
、
見
え
る
空
間
が
近
く
な
っ
た
り
遠
く
な
っ
た

り
し
て
い
く
と
い
う
成
り
立
ち
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
あ
く
ま
で
「
多

い
」
で
す
け
れ
ど
も
。
も
う
一
度
、「
地
面
の
底
」
を
見
て
い
た
だ
く
と
、「
地

面
の
底
に
顔
が
あ
ら
は
れ
、
／
さ
み
し
い
病
人
の
顔
が
あ
ら
は
れ
。」
と
い
う
の

は
、
こ
れ
は
外
か
ら
見
て
、
地
面
の
底
に
顔
が
現
わ
れ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。「
地

面
の
底
の
く
ら
や
み
に
、」
と
い
う
場
所
の
設
定
が
あ
っ
て
、「
う
ら
う
ら
草
の

茎
が
萌
え
そ
め
、」。
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、「
鼠
の
巣
が
萌
え
そ
め
、」。
さ
ら

に
一
歩
進
ん
で
、「
巣
に
こ
ん
が
ら
か
つ
て
ゐ
る
、
／
か
ず
し
れ
ぬ
髪
の
毛
が
ふ

る
へ
出
し
、」。
カ
メ
ラ
が
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
近
づ
い
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

　
「
冬
至
の
こ
ろ
の
、
／
さ
び
し
い
病
気
の
地
面
か
ら
、」
と
い
う
と
こ
ろ
で
い
っ

た
ん
カ
メ
ラ
が
引
く
わ
け
で
す
ね
、
引
い
た
後
で
、「
ほ
そ
い
青
竹
の
根
が
生
え

そ
め
、
／
生
え
そ
め
、
／
そ
れ
が
じ
つ
に
あ
は
れ
ふ
か
く
み
え
、
／
け
ぶ
れ
る
ご

と
く
に
視
え
、」。
ど
ん
ど
ん
近
づ
い
て
い
く
ん
で
す
ね
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
動
詞

と
空
行
、ポ
ー
ズ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
助
詞
。「
に
」や「
か
ら
」と
か
。
そ
こ
で
い
っ

た
ん
置
い
て
、
ズ
ー
ム
イ
ン
し
た
り
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト
し
た
り
と
い
う
こ
と
を
動
詞

に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
作
り
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

同
じ
く
有
名
な
詩
、「
竹
」
な
ど
も
そ
う
で
す
ね
。

　
　
　

竹

　
　

光
る
地
面
に
竹
が
生
え
、

　
　

青
竹
が
生
え
、

　
　

地
下
に
は
竹
の
根
が
生
え
、

　
　

根
が
し
だ
い
に
ほ
そ
ら
み
、

　
　

根
の
先
よ
り
繊
毛
が
生
え
、

　
　

か
す
か
に
け
ぶ
る
繊
毛
が
生
え
、

　
　

か
す
か
に
ふ
る
へ
。

　　
　

か
た
き
地
面
に
竹
が
生
え
、

　
　

地
上
に
す
る
ど
く
竹
が
生
え
、

　
　
（
後
略
）

 

　
（
初
出
「
詩
歌
」
大
正
四
年
二
月
）

　

こ
こ
で
も
ど
ん
ど
ん
近
づ
い
て
い
く
ん
で
す
ね
。
近
づ
い
た
と
こ
ろ
で
一
回

切
っ
て
「
か
た
き
地
面
に
竹
が
生
え
、」。
一
回
引
く
ん
で
す
ね
、
視
点
が
。
そ
の
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上
で「
地
上
に
す
る
ど
く
竹
が
生
え
、」と
い
う
ふ
う
に
動
詞
に
よ
っ
て
フ
レ
ー
ム
、

視
点
が
近
く
な
っ
た
り
遠
く
な
っ
た
り
と
い
う
調
節
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　

山
村
暮
鳥
の
『
聖
三
稜
玻
璃
』
は
、
当
時
の
詩
壇
で
は
、
ぼ
こ
ぼ
こ
に
非
難

さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
意
味
不
明
だ
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
が
萩
原
朔

太
郎
は
、
僕
は
山
村
暮
鳥
君
の
こ
と
は
す
べ
て
分
か
っ
て
い
る
と
擁
護
す
る
文

章
を
書
き
ま
す
。
で
は
、
朔
太
郎
が
暮
鳥
の
詩
を
「
分
か
っ
て
い
る
」
と
言
う
、

そ
れ
は
一
体
何
な
の
か
と
考
え
て
み
る
と
、
朔
太
郎
は
、
暮
鳥
の
詩
を
解
釈
す

る
と
き
、〈
空
間
〉
を
す
べ
て
補
っ
て
解
釈
す
る
ん
で
す
ね
。
萩
原
朔
太
郎
に
は
、

「
日
本
に
於
け
る
未
来
派
の
詩
と
そ
の
解
説
」と
い
う
有
名
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

日
本
に
於
け
る
未
来
派
の
詩
と
そ
の
解
説

　
　
　
（
前
略
）

　
　

 　

次
の
一
篇
は
「
聖
三
稜
玻
璃
」
全
巻
を
通
じ
て
最
も
難
解
と
称
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
も
よ
く
氏
の
特
質
を
発
揮
し
た
詩
篇
で
あ
る
。

題
は
「
だ
ん
す
」。
そ
こ
に
は
舞
踏
そ
の
も
の
が
動
き
画
の
や
う
に
描
か
れ

て
居
る
。
不
可
思
議
な
生
き
も
の
の
や
う
な
感
じ
が
す
る
詩
篇
で
あ
る
。

　
　
　
　

あ
ら
し

　
　
　
　

あ
ら
し

　
　
　
　

し
だ
れ
や
な
ぎ
に
光
あ
れ

　
　

 　
「
あ
ら
し
」「
あ
ら
し
」
と
い
ふ
最
初
の
二
行
の
言
葉
か
ら
、
読
者
は
突
然

そ
の
前
面
の
舞
台
を
燕
の
や
う
に
飛
び
交
ふ
あ
る
も
の

0

0

0

0

の
運
動
を
感
知
す
る
。

（
中
略
）
そ
れ
は
何
と
な
く
優
雅
な
し
な
や
か
の
姿
態
を
も
つ
た
若
い
娘
で
、

　
「
し
だ
れ
や
な
ぎ
に
光
あ
れ
」
で
、「
若
い
娘
」
な
ん
て
絶
対
に
想
像
で
き
な

い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
萩
原
朔
太
郎
は
そ
う
理
解
す
る
ん
で
す
ね
。

　
　

 

全
体
に
光
る
白
つ
ぽ
い
衣
装
を
き
て
ゐ
る
。
疑
も
な
く
い
ま
読
者
の
前
面

の
舞
台
で
は
美
し
い
軽
快
な
舞
踏
が
展
開
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
中
略
）

　
　
　
　

あ
か
ん
ぼ
の

　
　
　
　

へ
そ
の
芽

　
　

踊
り
子
は
軽
く
腰
を
か
が
め
た
。（
後
略
）

 

　
（「
感
情
」
大
正
五
年
十
一
月
）

　

こ
ん
な
ふ
う
に
彼
は
理
解
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
、
ど
う
し
て
萩
原

朔
太
郎
が
暮
鳥
の
詩
を
分
か
る
と
言
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を
考
え
る
と
、

朔
太
郎
は
、
暮
鳥
が
一
切
与
え
て
い
な
い
空
間
の
情
報
を
補
っ
て
読
ん
で
い
る

か
ら
分
か
る
ん
で
す
ね
。
普
通
に
読
ん
で
も
、「
あ
か
ん
ぼ
の
／
へ
そ
の
芽
」
が

踊
り
子
の
動
き
だ
な
ん
て
分
か
ら
な
い
で
す
よ
。
そ
こ
に
空
間
を
設
定
し
て
い

る
か
ら
、「
あ
か
ん
ぼ
の
／
へ
そ
の
芽
」
は
踊
り
子
の
踊
り
の
様
だ
と
理
解
し
て

し
ま
う
、彼
は
。
萩
原
朔
太
郎
の
詩
の
空
間
性
は
、混
乱
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

本
当
に
訳
が
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
こ
で
、
朔
太
郎
は

自
分
の
詩
と
同
じ
解
釈
の
枠
組
み
で
暮
鳥
を
読
ん
で
い
る
。

　

萩
原
朔
太
郎
に
、「
内
部
に
居
る
人
が
畸
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由
」（
初
出

「ARS

」
大
正
四
年
六
月
）
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
も
不
気
味
な
詩
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
中
か
ら
見
て
い
る
の
か
、
外
か
ら
見
て
い
る
の
か
よ
く

分
か
ら
な
い
と
い
う
詩
で
す
よ
ね
。「
わ
た
し
は
窓
か
け
の
れ
い
す

0

0

0

の
か
げ
に
立

つ
て
居
り
ま
す
、」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、「
わ
た
し
」
は
中
に
い
る
ん
だ
け
れ
ど
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も
、「
そ
れ
が
わ
た
く
し
の
顔
を
う
す
ぼ
ん
や
り
と
見
せ
る
理
由
で
す
。」。「
う
す

ぼ
ん
や
り
と
見
せ
る
理
由
」
と
い
う
の
は
、
外
か
ら
見
て
、
私
の
顔
は
う
す
ぼ
ん

や
り
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
中
に
い
る
私
が
解
説
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ

し
て
、「
わ
た
し
は
手
に
遠
め
が
ね
を
も
つ
て
居
り
ま
す
、／
そ
れ
で
わ
た
く
し
は
、

ず
つ
と
遠
い
と
こ
ろ
を
見
て
居
り
ま
す
、」。
だ
か
ら
、私
は
同
時
に
外
を
見
て
い
る
。

　

外
が
あ
っ
て
、
中
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
間
に
ゆ
が
ん
だ
ガ
ラ
ス
が
あ
っ
て
、
だ

か
ら
内
部
に
居
る
人
が
畸
形
な
病
人
に
見
え
る
ん
だ
と
い
う
、
内
と
外
が
交
錯
す

る
奇
妙
さ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
彼
は
そ
れ
を
北
原
白
秋
宛
の
葉
書
で
言
い
訳
す
る

ん
で
す
ね
、「
最
初
の
も
の
四
月
下
旬
の
作
で
す
が
少
し
く
難
解
な
の
を
心
配
し

ま
す
―
言
葉
の
不
足
か
ら
―
そ
れ
で
図
解
し
て
み
ま
し
た
。」
と
い
う
手
紙
を
送
っ

て
い
ま
す
。
窓
が
あ
っ
て
、
立
っ
て
い
て
、
腰
が
あ
っ
て
壁
が
あ
っ
て
、
そ
の
後

ろ
に
い
る
ん
だ
と
い
う
図
解
を
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
彼
の
頭
に
は
完

全
に
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
上
で
、
上
の
所
に
、「
腰○

部○

の

所
在
が
は
つ
き
り

0

0

0

0

表
現
で
き
な
い
で
困
り
ま
す
。
如
何
で
せ
う
。」と
書
い
て
い
て
、

こ
う
い
う
ふ
う
に
詩
を
書
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
腰
の
と
こ
ろ
が
う
ま
く
表
現
で
き

な
い
、
ど
う
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
彼
は
、
完
全
に
空
間
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
か
し
て
い
な
い
の
か
と
い
う

こ
と
を
、
分
か
る
か
分
か
ら
な
い
か
の
基
準
に
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

一
方
で
、
暮
鳥
の
詩
は
、
い
っ
た
い
こ
こ
は
ど
こ
で
、
何
が
ど
こ
に
つ
な
が
っ

て
、
と
い
う
こ
と
が
全
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
朔
太
郎
の
場
合
に
は
、
視

点
が
ど
ん
な
に
混
乱
し
て
い
て
も
、
ど
う
視
点
が
混
乱
し
て
い
る
の
か
と
い
う

手
掛
か
り
は
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
が
大
き
な
違
い
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

山
村
暮
鳥
新
資
料

　

も
う
時
間
が
全
然
な
い
の
で
す
が
、
山
村
暮
鳥
の
方
に
戻
っ
て
。
山
村
暮
鳥

は
動
詞
で
は
な
く
て
名
詞
な
ん
だ
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
山
村
暮
鳥
の
新
し

い
資
料
が
二
〇
一
一
年
に
い
ろ
い
ろ
出
て
き
ま
し
て
、
そ
の
草
稿
な
ど
を
見
ま

す
と
、
や
っ
ぱ
り
彼
は
名
詞
の
人
な
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
最

後
に
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
燕
」
と
い
う
詩
で
す
ね
。

　
　

あ
ら
し
を
き
つ
て

　
　

ひ
る
が
へ
る
燕

　
　

し
づ
か
に
さ
［
冴
］
え
つ

　
　

ふ
た
つ
の
め

　
　

さ
え
づ
り

　

こ
の
よ
う
に
始
ま
る
詩
な
ん
で
す
が
、
草
稿
な
の
で
、
書
い
た
り
消
し
た
り

よ
く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
続
く
部
分
を
拡
大
し
て
み
て
み
ま
す
。
こ

竹本�寛秋（たけもと�ひろあき）
北海道生まれ。文学研究者（博士（文学））。
北海道大学助教、金沢大学助教を経て、2012
年から鹿児島県立短期大学文学科准教授。論
文に「山村暮鳥の自筆資料をめぐって－草稿、
創作ノート、説教メモ－」（「日本近代文学」
（92））、「暮鳥会資料が拓く可能性－山村暮鳥
生誕130年、新たな暮鳥研究へ向かって」（「雲」
（19））等多数。
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う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

乱
雑
な
悩
み
を
す
る
［
の
］

　
　

は
っ
き
り
［
し
た
］
線ラ
イ
ン条

［
。］
で
描
［
写
さ
］
れ
る
。

　

最
初
は
、「
乱
雑
な
悩
み
を
す
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
削
っ
て
、「
の
」

に
し
て
い
る
ん
で
す
。「
を
す
る
」
を
削
っ
て
い
る
ん
で
す
。
動
詞
を
削
っ
て
い

る
ん
で
す
。
次
に
「
は
っ
き
り
し
た
線ラ
イ
ン条

。」
で
す
ね
。
そ
の
上
で
「
描
か
れ
る
」

と
書
い
て
、「
か
」
を
消
し
て
、「
描
写
さ
れ
る
」
と
直
し
て
、「
は
っ
き
り
線ラ
イ
ン条

で
描
写
さ
れ
る
。」
と
い
っ
た
ん
書
き
終
え
ま
す
。
書
い
た
上
で
、「
で
描
写
さ

れ
る
」
を
全
部
消
し
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
そ
こ
で
「
。」
を
付
け
て
、「
は
っ
き
り

し
た
線ラ
イ
ン条
。」
で
終
わ
ら
せ
る
ん
で
す
ね
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、「
す
る
」
と
か
「
描

写
さ
れ
る
」
と
い
う
と
き
に
、
こ
れ
で
決
め
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
削
ろ
う
。
と

い
う
過
程
を
辿
っ
た
の
か
な
、
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
こ
れ
も
新
し
く
出
て
き
た
資
料
な
ん
で
す
が
。

　
　
　

万
序
詩

　
　

電
線
、
憐
憫
な
く

　
　

さ
み
し
さ
の
交
叉
で

　
　

ふ
り
積つ

［
堆も

］
る
霧
雨
［
光
、］

　
　

さ
ら
さ
ら
鳴
る
黍
の
葉

　
　

黍
［
智
慧
］
の
径こ
み
ち

を

　
　

傘
も
さ
さ
な
い
で

　
　

び
つ
し
よ
り
濡
れ
て
歩あ

行る

い
た
。

　

こ
ん
な
草
稿
な
ん
で
す
が
、
こ
の
部
分
、「
電
線
、
憐
憫
な
く
／
さ
み
し
さ

の
交
叉
で
／
ふ
り
積つ

堆も

る
光
、」
と
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
。「
光
」
の
部
分
は
、

も
と
も
と「
霧
雨
」と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
光
が
降
り
積
も
る
と
い
う
の
は
、

ち
ょ
っ
と
理
解
困
難
で
す
よ
ね
。「
霧
雨
」
な
ら
分
か
る
ん
だ
け
れ
ど
、「
霧
雨
」

だ
と
面
白
く
な
い
の
で
、消
し
て
「
光
」
に
変
え
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
後
、

「
さ
ら
さ
ら
鳴
る
黍
の
葉
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
次
の
行
の
一
文
字
目
が
消
し
て
あ

る
ん
で
す
け
れ
ど
、消
し
た
下
に
は
「
黍
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
っ
た
。「
さ

ら
さ
ら
鳴
る
黍
の
葉
／
黍
の
徑こ
み
ち

を
」
と
あ
っ
た
の
が
、「
黍
の
徑こ
み
ち

」
の
「
黍
」
が

消
さ
れ
て
、「
智
慧
」
に
書
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
「
智
慧
の
徑こ
み
ち

を
」
と
な
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。「
さ
ら
さ
ら
鳴
る
黍
の
葉
」
と
あ
っ
て
「
黍
の
徑こ
み
ち

を
」
歩
く

と
い
う
の
は
普
通
に
つ
な
が
り
ま
す
よ
ね
。
普
通
な
の
は
嫌
な
の
で
、「
黍
」
を

消
し
て
、「
智
慧
」
と
い
う
ふ
う
に
変
え
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
前
と
後
ろ
の
行
が
断
絶
し
て
飛
躍
す
る
ん
で
す
よ
。
こ
う
い
う
ふ

う
に
、
彼
は
、
普
通
に
書
い
て
自
然
に
連
想
し
て
書
い
て
し
ま
っ
た
後
、
い
っ

た
ん
立
ち
止
ま
っ
て
、「
あ
、
こ
れ
は
普
通
だ
」
と
思
っ
て
消
す
ん
で
す
。
そ
れ

か
ら
、
何
か
飛
躍
す
る
言
葉
は
な
い
か
な
、「
智
慧
」
に
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い

か
。
と
い
う
ふ
う
に
作
っ
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
う
い
う
生
成
の
過
程

が
解
読
で
き
る
資
料
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
資
料
の
裏
に
も
文
字
が
書
い
て
あ
っ

て
、
ち
ょ
っ
と
読
み
に
く
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
こ
ん
が
ら
が
つ
た　

曲
線
の

思
想
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
次
に
「
直
線
の
果
の
切
口
の
直
［
感
］
覚
」
と

書
い
て
あ
っ
て
、「
直
」
が
消
し
て
あ
っ
て
、「
感
覚
」
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
、

こ
う
い
っ
た
資
料
が
、
い
く
つ
も
出
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
い
っ
た
資
料
が
出
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
村
暮
鳥
が
飛
躍
し
た
イ

メ
ー
ジ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
作
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
一
端
が
草
稿

か
ら
分
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
朔
太
郎
に
受
け
継
が
れ
、
消

化
さ
れ
、
表
現
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
朔
太
郎
に
も
草
稿
詩
篇
は
あ
る

の
で
、
朔
太
郎
の
側
か
ら
も
丁
寧
に
検
討
し
て
、
そ
の
修
正
の
仕
方
自
体
を
含
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め
て
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
そ
こ
ま
で
は
た
ど
り
着
け

な
い
の
で
、
朔
太
郎
詩
の
生
成
を
考
え
る
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
す
る
形
で
終

わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
早
口
で
話
し
て
し
ま
い
、

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
後
ま
で
お
聞
き
下
さ
り
、
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

＊
本
稿
は
、
講
演
録
を
起
こ
し
た
も
の
を
、
竹
本
氏
に
加
筆
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
引
用
中
の
明
ら
か
な
誤
植
に
つ
い
て
は
、
訂
正
し
て
掲
載
し
ま
し
た
。


