
萩
原
朔
太
郎
記
念　

水
と
緑
と
詩
の
ま
ち
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中
也
と
朔
太
郎
の
共
通
点

建　

畠
：
ぼ
く
が
最
初
に
し
ゃ
べ
り
始
め
た
と
い
う
の
は
、
ぼ
く
は
直
接
現
代

詩
の
世
界
に
入
っ
て
行
っ
た
の
で
、
日
本
の
近
代
詩
は
あ
ま
り
詳
し
く

な
く
て
、
と
て
も
佐
々
木
さ
ん
の
お
相
手
で
対
談
で
き
る
よ
う
な
知
識

が
な
い
ん
で
す
ね
。
今
日
は
に
わ
か
勉
強
を
し
て
、
こ
の
よ
う
に
付
箋

が
い
っ
ぱ
い
貼
っ
て
あ
る
本
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。『
新
編 

中
原
中
也
全

集
』
を
編
ま
れ
る
よ
う
な
方
と
の
対
談
は
と
て
も
務
ま
ら
な
い
の
で
す

が
、
佐
々
木
さ
ん
と
す
る
と
、
専
門
家
と
の
対
談
も
飽
き
た
か
ら
、
た

ま
に
は
趣
向
を
変
え
た
い
ん
だ
よ
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

佐
々
木
：
い
や
い
や
、
そ
ん
な
傲
慢
な
発
想
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。（
笑
）

建　

畠
：
で
す
の
で
、
今
日
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
と
し
て
来
て
い
る
つ
も
り
で

す
。
も
ち
ろ
ん
ぼ
く
も
で
き
得
る
範
囲
で
意
見
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

い
ろ
い
ろ
ご
質
問
を
し
て
、
佐
々
木
さ
ん
の
お
話
を
中
心
に
進
め
さ
せ

て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
朔
太
郎
と
中
也
と
い
う
二
つ
の

名
前
が
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
中
也
を
中
心
に
置
き
な
が
ら
、
比
較
す

る
よ
う
な
形
で
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

　

今
回
の
展
覧
会
の
最
大
の
見
ど
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
が
、
佐
々
木
さ

ん
か
ら
ご
覧
に
な
っ
て
、
朔
太
郎
と
中
也
は
、
ど
う
い
う
点
が
共
通
し

て
い
て
、
ど
う
い
う
点
が
対
比
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

佐
々
木
：
萩
原
朔
太
郎
と
中
原
中
也
は
二
十
歳
近
く
年
齢
が
違
い
ま
す
。
二

人
と
も
明
治
生
ま
れ
で
す
が
、
朔
太
郎
が
明
治
十
九
年
に
生
ま
れ
、

二
十
一
年
遅
れ
で
中
也
が
明
治
四
十
年
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
変
化
の

大
き
い
時
代
で
す
か
ら
、
当
時
二
十
歳
違
う
と
、
文
化
的
背
景
が
全
く

違
っ
て
く
る
。
で
す
が
、
ま
ず
二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
萩
原
家

は
朔
太
郎
の
お
父
さ
ん
が
萩
原
医
院
を
経
営
し
て
い
て
、
地
元
で
尊
敬

さ
れ
て
い
る
。
中
原
家
は
山
口
で
お
父
さ
ん
が
中
原
医
院
を
経
営
し
て

い
て
、
名
家
で
し
た
。
で
も
、
長
男
で
あ
っ
た
二
人
と
も
、
文
学
に
耽
っ

て
医
者
の
道
に
進
ま
な
か
っ
た
。
詩
人
と
し
て
も
、
故
郷
で
は
な
か
な

か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
萩
原
家
の
息
子
と
し
て
医
者
に
な
ら
な
か
っ

た
放
蕩
息
子
。
中
也
の
場
合
も
医
者
を
継
が
な
か
っ
た
放
蕩
息
子
と
し

て
、
故
郷
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
共
通
項
が

あ
り
ま
す
ね
。

 

　

そ
し
て
も
う
一
つ
共
通
し
て
い
る
の
は
、
音
楽
へ
の
関
心
。
朔
太
郎

は
マ
ン
ド
リ
ン
、
ギ
タ
ー
を
弾
き
、
中
也
は
自
分
で
は
楽
器
を
演
奏
し

ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、「
ス
ル
ヤ
」
と
い
う
音
楽
集
団
の
作
曲
家
た

ち
と
関
わ
っ
て
、
自
ら
「
ス
ル
ヤ
院
外
団
」
と
称
し
て
、
自
分
の
作
品

を
歌
曲
に
す
る
活
動
を
よ
く
や
っ
て
い
ま
し
た
。
時
代
背
景
は
違
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
大
き
く
言
え
ば
そ
う
い
う
共
通
点
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
ね
。

特集
　４

第
111
回
ア
ー
ト
ス
テ
ー
ジ
　
特
別
企
画
展
「
中
原
中
也
と
萩
原
朔
太
郎
」
関
連
イ
ベ
ン
ト

対
談
「
中
也
と
朔
太
郎
の
世
界
」　
佐
々
木
幹
郎
×
建
畠�

晢
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フ
ラ
ン
ス
近
代
詩
へ
の
憧
れ

建　

畠
：
そ
の
位
相
は
少
し
違
い
ま
す
が
、
両
方
と
も
フ
ラ
ン
ス
近
代
詩
に
対

す
る
憧
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
。
ほ
ん
と
う
に

生
半
可
の
知
識
で
伺
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
朔
太

郎
と
い
う
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
思
い
浮
か
べ
る
し
、
中
也
と
い
う
と
ラ

ン
ボ
ー
を
思
い
浮
か
べ
る
。
浅
は
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で
す
か
。

佐
々
木
：
建
畠
さ
ん
は
、
今
日
、
と
っ
て
も
い
い
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
ね
。

生
半
可
な
知
識
と
か
、
浅
は
か
な
ん
て
、
言
っ
て
。（
笑
）
も
の
す
ご
く

楽
な
位
置
を
取
り
ま
す
ね
。
建
畠
さ
ん
が
生
半
可
な
知
識
の
持
主
で
あ

る
は
ず
が
な
い
。
そ
う
い
う
の
、
許
し
ま
せ
ん
よ
。（
笑
）

建　

畠
：
す
み
ま
せ
ん
。（
笑
）

佐
々
木
：
も
ち
ろ
ん
、
朔
太
郎
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
影
響
と
い
う
こ
と
が
言
え

ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
中
也
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
影
響
を
受
け
た
詩
が

い
く
つ
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
中
也
は
ラ
ン
ボ
ー
を
訳
し
て
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
実
は
、
本
質
的
に
影
響
を
受
け
た
の
は
、
ラ
ン
ボ
ー
よ
り
も
ヴ
ェ

ル
レ
ー
ヌ
で
す
。

建　

畠
：
あ
あ
、
そ
う
で
す
ね
。
ぼ
く
も
そ
う
思
い
ま
す
。

佐
々
木
：
さ
っ
き
も
打
ち
合
せ
の
と
き
話
に
出
ま
し
た
が
、
朔
太
郎
は
「
ふ
ら

ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も
」
と
い
う
詩
は
書
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、

フ
ラ
ン
ス
へ
行
く
準
備
も
し
な
か
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
も
し

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
中
也
と
は
そ
こ
が
全
然
違
う
ん
で
す
よ
ね
。
中

也
は
と
に
か
く
フ
ラ
ン
ス
へ
行
き
た
く
て
、ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
に
通
い
、

東
京
外
国
語
学
校
専
修
科
仏
語
に
入
学
し
た
。
そ
れ
は
何
の
た
め
か
と

い
う
と
、
外
務
省
の
書
記
生
に
な
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
へ
派
遣
し
て
も
ら

う
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
が
医
者
を
継
が
な
く
な
っ
た
か
ら
、
中
原
家

は
だ
ん
だ
ん
お
金
が
な
く
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
家
か

ら
援
助
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
フ
ラ
ン
ス
行
き
の
旅
費
は
家
か
ら

は
援
助
し
て
も
ら
え
な
い
。
だ
か
ら
、
東
京
外
国
語
学
校
に
入
っ
て
卒

業
し
ま
し
た
。
彼
が
ま
と
も
に
学
校
を
卒
業
し
た
の
は
外
国
語
学
校
だ

け
で
す
。
い
く
つ
か
の
大
学
予
科
に
入
学
し
ま
し
た
が
、
す
べ
て
中
退

し
て
い
ま
す
。

中
也
の
ラ
ン
ボ
ー
訳

建　

畠
：
そ
れ
で
中
也
は
、『
ラ
ン
ボ
オ
詩
集
』
を
個
人
訳
で
出
す
。
原
文
と
比

較
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
文
学
者
じ
ゃ
な
い
か
ら
、

語
学
力
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
人
も
い
る
ら
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、
少

な
く
と
も
読
む
限
り
は
一
番
読
み
や
す
い
と
い
う
か
、
日
本
語
の
生
理

に
合
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。

佐
々
木
：
そ
の
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
達
者
な
人
た
ち
は
た
く
さ
ん
い
て
、
ラ

ン
ボ
ー
を
翻
訳
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
也
訳
の
翻
訳
の
文
体
と
い

う
の
は
中
也
語
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
中
也
の
ラ
ン
ボ
ー
を
一
旦

読
ん
で
し
ま
う
と
、
い
か
に
正
確
な
ラ
ン
ボ
ー
訳
が
出
て
も
他
の
人
の

翻
訳
を
読
め
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
く
ら
い
、
ど
う
し
て
も
中
也
訳
の
ほ
う

の
イ
メ
ー
ジ
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
中
也
は
翻
訳
を
通
し
て
日
本

語
の
詩
の
言
葉
を
豊
か
に
し
た
。
そ
う
い
う
開
拓
者
と
し
て
の
中
也
の

位
置
。
中
也
の
翻
訳
言
語
が
果
た
し
た
役
割
と
い
う
の
は
、
実
は
も
っ

と
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
日
本
の
近
代

詩
は
翻
訳
詩
を
通
し
て
発
展
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

　

建
畠
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
、
外
国
の
詩
人
た
ち
の
詩
が
日
本
語
に
翻
訳

さ
れ
た
も
の
を
読
ん
で
こ
ら
れ
て
、
ど
う
い
う
詩
が
好
き
で
す
か
。
あ

る
い
は
ど
う
い
う
詩
集
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
か
。
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建　

畠
：
上
田
敏
の
名
訳
と
か
、
い
ろ
い
ろ
ね
。
小
学
校
の
教
科
書
に
出
て
く

る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

佐
々
木
：
上
田
敏
の
訳
詩
集
『
海
潮
音
』。

建　

畠
：
ラ
ン
ボ
ー
も
い
ろ
い
ろ
な
人
が
訳
し
て
い
ま
す
ね
。
小
林
秀
雄
も
訳

し
て
い
ま
す
し
。
小
林
秀
雄
は
名
調
子
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
翻
訳
と

し
て
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
中
也
訳
で
は
「
酔
い
ど

れ
船
」。
小
林
訳
は
「
酩
酊
船
」。Le Bateau Ivre   

で
す
ね
。「
ゆ
け
、

フ
ラ
マ
ン
の
小
麦
船
、
イ
ギ
リ
ス
の
綿わ
た

船ぶ
ね

よ
。」
な
ど
と
あ
る
け
ど
、
半

ば
は
小
林
の
創
作
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。

佐
々
木
：
小
林
訳
を
暗
唱
で
き
る
ん
だ
。

建　

畠
：
原
文
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
ら
問
題
も
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
名
調
子

で
読
み
や
す
い
ん
で
す
。
最
近
鈴
木
創
士
が
個
人
訳
で
出
し
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
正
確
な
訳
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
や
は
り
ち
ょ
っ
と
リ
ズ
ム

感
が
違
う
。
ぼ
く
も
佐
々
木
さ
ん
と
同
じ
で
、
中
也
訳
は
一
番
読
み
や

す
か
っ
た
で
す
ね
。
す
っ
と
入
っ
て
く
る
し
ね
。
原
語
で
比
較
し
て
い

ま
せ
ん
か
ら
、
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
詩
の
場
合
、
正
し
い
か
ど
う
か
っ
て
い
う
の
は
、
二

の
次
っ
て
言
っ
た
ら
変
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き

な
問
題
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

佐
々
木
：
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
面
白
い
問
題
で
ね
。
ぼ
く
が
中
也
全
集
を
編

集
し
て
い
た
と
き
、中
也
全
集
の
翻
訳
の
巻
の
編
集
責
任
者
は
ラ
ン
ボ
ー

研
究
家
で
あ
り
、『
ラ
ン
ボ
ー
全
詩
集
』
の
翻
訳
も
さ
れ
て
い
る
宇
佐
美

斉
さ
ん
で
し
た
。
編
集
し
て
い
る
と
き
に
、
宇
佐
美
先
生
を
中
心
に
、

中
也
が
翻
訳
し
た
詩
お
よ
び
散
文
の
す
べ
て
の
原
典
を
集
め
て
、
彼
が

当
時
使
っ
て
い
た
白
水
社
の
『
模
範
仏
和
大
辞
典
』
を
横
に
置
い
て
、

翻
訳
詩
を
解
読
す
る
会
を
や
っ
た
ん
で
す
。
ぼ
く
が
編
集
し
た
の
は
第

四
次
全
集
で
、
そ
れ
ま
で
に
中
也
全
集
は
第
一
次
か
ら
第
三
次
ま
で
出

て
い
た
ん
で
す
が
、
第
三
次
全
集
の
段
階
で
、
編
集
を
し
て
い
た
大
岡

昇
平
さ
ん
が
、
中
也
の
翻
訳
詩
は
誤
訳
が
多
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た

ん
で
す
ね
。
大
岡
昇
平
は
京
大
仏
文
科
を
出
て
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
が
達

者
で
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
『
パ
ル
ム
の
僧
院
』
や
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻

訳
を
た
く
さ
ん
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
中
也
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
語
学
力

は
低
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
小
林
秀
雄
も
そ
う
思
っ
て
い
た
で

し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
大
岡
さ
ん
は
第
三
次
中
也
全
集
の
編
集
時
に
、
中

也
訳
の
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
の
誤
訳
だ
と
思
っ
た
箇
所
を
勝
手
に
訂
正
し
、

校
訂
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

 

　

第
四
次
全
集
で
宇
佐
美
先
生
と
一
緒
に
調
査
し
た
と
き
、
い
く
つ
も

の
大
岡
校
訂
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
第
三
次
全
集
に
は
大

岡
さ
ん
が
校
訂
し
た
と
い
う
記
載
が
な
い
の
で
、
そ
れ
ま
で
誰
も
そ
の

こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
第
三
次
全
集
の
翻
訳
の
巻
を
こ

佐々木�幹郎（ささき�みきろう）
奈良県で生まれ大阪で育つ。詩人。同志社大
学中退。高校時代から詩を書き始め、1970
年に第一詩集『死者の鞭』で詩壇にデビュー、
1992年『蜂蜜採り』（1991年刊）で第22回高見順
賞受賞、2012年『明日』（2011年刊）で第20回萩
原朔太郎賞受賞。その他の詩集に『砂から』、
『悲歌が生まれるまで』があるほか、評論や随
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の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
全
部
徹

底
的
に
翻
訳
詩
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
大
岡
さ
ん
は

「
中
也
は
語
学
力
が
俺
よ
り
低
い
か
ら
、
間
違
い
が
多
い
。
だ
か
ら
、
友

人
の
よ
し
み
で
、
こ
っ
そ
り
直
し
て
お
い
て
や
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
た

に
違
い
な
い
。
好
意
で
や
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
も
、
い
か
に
そ
れ
が
傲

慢
な
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
と
い
う
の
は
、
中
也
が
使
っ
た
テ
キ
ス

ト
は
パ
テ
ル
ヌ
・
ベ
リ
シ
ョ
ン
が
編
集
し
た
第
二
次
ベ
リ
シ
ョ
ン
版
と

言
わ
れ
る
も
の
で
、
一
九
二
四
年
に
出
た
『
ラ
ン
ボ
ー
著
作
集
』
で
す
。

間
違
い
が
も
の
す
ご
く
多
い
と
い
う
こ
と
で
有
名
な
本
で
す
。
の
ち
に

ラ
ン
ボ
ー
全
集
は
何
回
も
改
訂
さ
れ
ま
す
が
、
研
究
が
ど
ん
ど
ん
進
ん

で
行
っ
て
、
元
の
ラ
ン
ボ
ー
の
正
し
い
原
文
に
戻
し
て
い
っ
た
と
き
に
、

実
は
大
岡
さ
ん
が
中
也
の
翻
訳
語
が
間
違
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
訂
正

し
た
い
く
つ
か
の
箇
所
が
、
第
二
次
ベ
リ
シ
ョ
ン
版
の
ほ
う
が
間
違
い

で
、
中
也
訳
の
ほ
う
が
ラ
ン
ボ
ー
自
身
が
書
い
た
原
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

に
近
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
で
す
か
ら
中
也
は
、
語
学
力
は
大

岡
さ
ん
や
小
林
さ
ん
よ
り
も
高
く
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
詩
人
の

直
感
と
感
性
で
翻
訳
し
て
い
る
か
ら
す
ご
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

ラ
ン
ボ
ー
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
詩
に
戻
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
箇
所
が
何

箇
所
も
あ
り
ま
し
た
。
第
四
次
全
集
の
翻
訳
の
巻
で
は
、
中
也
の
誤
訳

も
中
也
の
重
要
な
表
現
の
一
つ
と
考
え
て
、
で
き
る
だ
け
原
文
通
り
に

採
用
し
、
解
題
で
そ
の
こ
と
を
宇
佐
美
さ
ん
が
注
記
し
て
い
ま
す
。

 

　

同
時
代
の
友
人
と
い
う
の
は
困
っ
た
も
の
で
す
ね
。
友
人
と
し
て
の

好
意
で
や
っ
て
、
結
局
間
違
っ
て
い
る
。
中
也
が
詩
人
と
し
て
の
感
性

で
訳
し
、
そ
れ
が
日
本
語
の
文
体
と
し
て
い
か
に
し
っ
く
り
き
て
い
た

の
か
と
い
う
の
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
り
ま
す
。

方
言
と
詩

佐
々
木
：
面
白
い
こ
と
に
ね
、
中
也
の
翻
訳
言
語
の
中
に
、
山
口
方
言
が
い
く

つ
も
入
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
中
也
の
詩
の
中
に
も
山
口

方
言
が
あ
る
ん
で
す
よ
。「
あ
れ
は
と
ほ
い
い
処
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
」

（「
言
葉
な
き
歌
」）
と
い
う
ふ
う
に
。「
遠
い
」
だ
っ
た
ら
送
り
仮
名
は

普
通
、「
い
」
だ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
「
と
ほ
い
い
」
だ
か
ら
、「
遠

い
い
」
と
い
う
送
り
仮
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。「
と
お
い
」
と

い
う
の
が
共
通
語
の
発
音
で
す
け
れ
ど
も
、
山
口
方
言
で
は
今
で
も
、

そ
れ
を
「
と
お
い
い
」
と
い
う
ふ
う
に
発
音
す
る
ん
で
す
。
中
也
は
東

京
に
長
く
住
ん
で
も
、
こ
れ
が
共
通
語
だ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。

東
京
に
出
て
き
た
直
後
は
、
猛
ス
ピ
ー
ド
で
山
口
方
言
を
東
京
弁
に
直

そ
う
と
し
た
よ
う
で
す
が
、
中
也
の
詩
語
の
中
に
も
、
そ
れ
か
ら
翻
訳

語
の
中
に
も
、
い
っ
ぱ
い
方
言
が
残
っ
て
い
て
ロ
ー
カ
ル
色
が
豊
か
で

す
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
詩
の
言
葉
の
移
行
期
の
プ
ロ
セ
ス

を
よ
く
表
し
て
い
る
。

 

　

こ
ち
ら
の
、
前
橋
方
言
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
す
か
。

参
会
者
：
あ
り
ま
す
。

佐
々
木
：
朔
太
郎
の
詩
に
も
、
そ
れ
は
あ
る
の
か
な
。

参
会
者
：
な
い
で
す
。

佐
々
木
：
あ
の
時
代
は
、
ぼ
く
ら
が
今
生
き
て
い
る
時
代
よ
り
も
、
地
方
と
東

京
と
の
言
語
の
格
差
が
大
き
く
あ
り
ま
し
た
ね
。
今
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ

オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
共
通
言
語
が
全
国
に
流
れ
て
行
き
ま
す
け

れ
ど
も
、
こ
の
時
代
は
、
東
京
と
、
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
地
方
の
言
語
と

の
間
に
は
、
も
の
す
ご
い
格
差
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
文
字
で
表
記

す
る
と
き
に
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
方
言
を
中
央
共
通
語
に
変
換
す
る
と
い

う
、
そ
の
作
業
の
中
で
、
地
方
出
身
の
詩
人
た
ち
は
か
な
り
苦
労
し
た
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
前
橋
は
関
東
圏
だ
か
ら
、
朔
太
郎
は
そ
れ

ほ
ど
苦
労
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

建　

畠
：
最
近
は
方
言
を
生
か
す
と
い
う
方
向
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
ね
。
宮
沢
賢
治
の
「
永
訣
の
朝
」
に
、
妹
が
雪
を
取
っ
て
き
て
く
れ

と
言
う
、「
あ
め
ゆ
じ
ゆ
と
て
ち
て
け
ん
じ
や
」
と
い
う
ね
、
ち
ょ
っ
と

見
る
と
意
味
が
わ
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
、
非
常
に
美
し
い
方
言
が
出

て
来
ま
す
が
、
こ
う
い
う
方
言
と
い
う
の
は
、
詩
人
に
と
っ
て
は
戦
わ

な
き
ゃ
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
言
語
的
な
基
盤
で
は
、
こ

こ
を
経
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
と
い
う
気
も
し
ま
す
ね
。

ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も

建　

畠
：
と
も
あ
れ
中
也
は
、
そ
こ
ま
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し
て
、
も
ち
ろ

ん
フ
ラ
ン
ス
の
詩
を
読
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う

け
れ
ど
も
、
直
接
フ
ラ
ン
ス
へ
行
こ
う
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね
。

で
も
、
つ
い
に
そ
れ
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
朔
太
郎
は
、

さ
っ
き
出
て
き
ま
し
た
が
、「
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も
」
と

書
い
た
。
こ
れ
は
「
愛
憐
詩
篇
」
の
中
の
詩
で
、「
旅
上
」
い
う
題
が
付

い
て
い
る
。

 

　
　

ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も

 

　
　

ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し

 

　

悲
し
い
憧
れ
と
断
念
で
す
ね
。
実
際
に
彼
は
行
く
た
め
の
手
段
を
取

ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
と
に
二
行
あ
っ
て
、

 

　
　

せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
き
て

 

　
　

き
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み
ん
。

 

　

ぼ
く
は
こ
れ
は
、
非
常
に
重
要
だ
と
思
っ
て
い
て
ね
。
そ
の
あ
と
の

書
き
方
は
、
ぼ
く
の
解
釈
が
当
た
っ
て
い
る
よ
う
な
終
わ
り
方
は
し
て

い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
四
行
だ
け
見
る
と
、
憧
れ
と
断
念
で

す
よ
ね
。
そ
れ
を
最
も
卑
俗
な
思
い
で
言
え
ば
、
断
念
す
る
か
ら
、
そ

う
し
た
ら
日
本
の
風
土
に
生
き
る
し
か
な
い
。
西
行
法
師
み
た
い
に
着

流
し
で
も
着
て
、
ふ
ら
ふ
ら
ふ
ら
つ
こ
う
か
。
と
言
う
か
と
思
う
と
、

な
ん
と
「
せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
き
て
」
と
、
西
洋
の
衣
装
を
着
て
、

「
気
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み
ん
。」
と
言
う
ん
で
す
。
こ
こ
が
す
ご
い

な
と
思
う
ん
で
す
。
日
本
の
近
代
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

だ
か
ら
江
戸
時
代
に
旅
を
す
る
と
か
、西
行
の
世
界
に
埋
没
す
る
ん
じ
ゃ

な
く
て
、
や
は
り
近
代
で
、「
せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
き
て
」、
そ
れ

で
日
本
の
風
土
の
中
で
生
き
抜
こ
う
と
い
う
ね
。
そ
の
四
行
だ
け
だ
と
、

そ
う
い
う
す
ご
い
決
意
表
明
と
い
う
ふ
う
に
取
れ
る
ん
で
す
よ
。
あ
と

は
必
ず
し
も
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
ん
だ
け
れ
ど
。
フ
ラ
ン
ス
に
行
こ

う
と
思
わ
な
い
で
、
日
本
の
近
代
の
中
で
詩
人
と
し
て
住
も
う
と
思
っ

た
と
い
う
、
朔
太
郎
の
決
意
表
明
み
た
い
な
も
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
。

中
也
と
フ
ラ
ン
ス

建　

畠
：
中
也
は
ど
う
な
ん
で
す
か
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し
て
翻
訳
も
し
た

し
、
で
も
、
何
回
も
行
こ
う
と
し
て
ト
ラ
イ
し
た
と
い
う
感
じ
で
も
な

い
で
す
ね
。
あ
る
と
き
か
ら
は
、
詩
人
と
し
て
日
本
で
や
っ
て
行
こ
う

と
思
っ
た
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
が
す
る
け
れ
ど
、
ど
う
な
ん
で
す
か
。

フ
ラ
ン
ス
へ
行
き
た
い
と
い
う
願
望
は
ず
っ
と
残
る
ん
で
す
か
。

佐
々
木
：
中
也
の
友
人
で
、
高
田
博
厚
と
い
う
彫
刻
家
が
い
ま
し
た
。
彼
は
フ
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ラ
ン
ス
に
行
っ
て
い
ま
す
。
建
畠
さ
ん
の
お
父
様
は
有
名
な
彫
刻
家（
建

畠
覚
造
氏
）
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
高
田
博
厚
と
親
交
は
な
か
っ

た
で
す
か
。

建　

畠
：
直
接
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
知
っ
て
い
た
と
は
思
い
ま
す
け
れ

ど
、
親
し
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。

佐
々
木
：
ぼ
く
は
、
中
也
が
生
き
て
い
た
と
き
に
中
也
の
詩
を
ほ
ん
と
う
に
わ

か
っ
て
い
た
人
間
と
い
う
の
は
、
実
は
も
の
す
ご
く
少
な
い
と
思
っ
て

い
る
ん
で
す
。
小
林
秀
雄
さ
ん
も
大
岡
昇
平
さ
ん
も
河
上
徹
太
郎
さ
ん

も
、
中
也
の
詩
の
ほ
ん
と
う
に
ど
こ
が
い
い
の
か
、
実
は
わ
か
っ
て
い

な
か
っ
た
と
思
う
。

年
月
が
経
つ
と
客
観

的
に
距
離
が
出
ま
す

で
し
ょ
う
。
彼
ら
の

後
年
の
中
也
論
や
回

想
記
を
読
む
と
よ
く

わ
か
り
ま
す
。
ぼ
く

は
同
時
代
に
、
ほ
ん

と
う
に
中
也
の
詩

を
身
体
的
に
、
こ

い
つ
は
す
げ
え
や
と

わ
か
っ
て
い
た
一
人

が
高
田
博
厚
だ
っ

た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
も
う
一
人
は
美

術
評
論
家
で
装
幀
家

で
も
あ
っ
た
青
山
二

郎
。
そ
れ
か
ら
同
時

代
の
詩
人
で
中
也
の
詩
と
詩
人
と
し
て
の
価
値
を
わ
か
っ
て
い
た
の
は
、

唯
一
、
草
野
心
平
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
小
説
家
だ
と
太
宰
治
も
遠
く

か
ら
畏
敬
し
て
い
た
。
あ
と
は
皆
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
な
。
中
也
の
ほ
ん
と
う
の
怖
さ
と
か
す
ご
さ
を
ね
。
朔
太
郎
は
ね
、

二
十
一
歳
年
上
で
、「
四
季
」
の
会
な
ん
か
で
中
也
と
会
っ
て
い
る
の
が
、

こ
の
図
録
（『
中
原
中
也
と
萩
原
朔
太
郎
展
図
録
』）
に
も
出
て
来
る
と

思
い
ま
す
け
れ
ど
。

建　

畠
：
何
回
か
会
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

佐
々
木
：
何
回
か
会
っ
て
い
ま
す
。
朔
太
郎
も
そ
の
頃
は
詩
壇
の
大
御
所
で
す

か
ら
、「
四
季
」の
会
の
会
合
に
出
て
い
ま
す
ね
。
中
也
は
絡
み
癖
が
あ
っ

て
、
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
す
ぐ
人
に
絡
む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

中
也
が
入
っ
て
く
る
と
、
み
ん
な
抜
き
身
の
刀
を
見
る
よ
う
に
シ
ー
ン

と
な
っ
て
い
る
。「
四
季
」
同
人
だ
っ
た
三
好
達
治
は
「
つ
む
じ
曲
り
の

中
原
」
と
言
っ
て
中
也
を
評
価
し
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
、
朔
太
郎
さ

ん
は
や
っ
ぱ
り
、新
し
い
詩
人
像
と
し
て
中
也
を
見
つ
め
て
い
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
、
と
い
う
ふ
う
に
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
ね
。

 

　

高
田
博
厚
さ
ん
の
話
で
す
け
れ
ど
、
昭
和
四
年
と
か
五
年
頃
に
、
彼

は
現
在
の
杉
並
区
高
井
戸
あ
た
り
に
ア
ト
リ
エ
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ

へ
中
也
と
中
也
の
恋
人
だ
っ
た
泰
子
な
ん
か
が
よ
く
遊
び
に
行
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
中
也
の
首
の
塑
像
を
作
っ
て
い
ま
す
。
高
田
博

厚
の
ほ
う
が
七
歳
年
上
で
し
た
。
中
也
の
お
母
さ
ん
が
た
ま
た
ま
上
京

し
て
き
た
と
き
に
、
そ
の
ア
ト
リ
エ
で
高
田
と
会
っ
て
、
う
ち
の
息
子

を
よ
ろ
し
く
と
い
う
ふ
う
に
挨
拶
す
る
く
ら
い
、
高
田
博
厚
に
は
あ
る

種
の
オ
ー
ラ
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
高
田
博
厚
も
極
貧
で
フ
ラ
ン

ス
へ
行
く
旅
費
な
ど
工
面
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
高
村
光
太
郎
が

高
田
の
作
品
を
売
る
頒
布
会
を
主
催
し
て
彼
に
旅
費
を
渡
す
ん
で
す
よ
。

そ
れ
で
昭
和
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
行
き
ま
す
。
中
也
は
東
京
駅
で
高
田
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を
見
送
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
一
年
か
ら
二
年
間
の
間
は
、
自
分
も

行
き
た
い
と
い
う
思
い
で
、
パ
リ
に
い
る
高
田
博
厚
に
頻
繁
に
手
紙
を

出
し
て
い
ま
す
。自
分
も
フ
ラ
ン
ス
に
住
み
た
い
と
書
い
た
手
紙
が
残
っ

て
い
ま
す
。

 

　

た
だ
こ
の
時
期
は
、
か
つ
て
の
恋
人
だ
っ
た
長
谷
川
泰
子
が
築
地
小

劇
場
の
演
出
家
と
の
間
で
生
ま
れ
た
赤
ん
坊
を
育
て
て
い
た
時
期
で
、

中
也
は
そ
の
子
を
可
愛
が
っ
て
「
茂
樹
」
と
い
う
名
前
を
付
け
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
面
倒
を
見
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
昭
和
七
年
に
は
第

一
詩
集
『
山
羊
の
歌
』
の
編
集
を
始
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、
い
つ
の
間

に
か
フ
ラ
ン
ス
に
行
く
と
い
う
希
望
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

あ
の
頃
、
お
金
が
な
く
て
も
、
友
人
た
ち
か
ら
カ
ン
パ
を
集
め
て
フ
ラ

ン
ス
に
留
学
す
る
と
い
う
人
は
い
た
ん
で
す
ね
。

建　

畠
：
頒
布
会
を
や
っ
て
、
そ
の
お
金
で
向
こ
う
に
行
く
っ
て
い
う
の
、
あ

り
ま
し
た
ね
。
う
ち
の
父
も
そ
れ
で
行
っ
た
ん
で
す
。
第
二
次
世
界
大

戦
後
で
し
た
け
れ
ど
も
ね
。

佐
々
木
：
朔
太
郎
の
詩
の
中
に
は
、
外
国
の
イ
メ
ー
ジ
が
た
く
さ
ん
出
て
来
ま

す
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
世
界
に
な
っ
て
い
ま
す
。

自
分
が
今
い
る
場
所
と
は
違
う
都
会
。
憧
れ
続
け
た
そ
の
異
国
の
都
市

が
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
世
界
に
な
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
持
っ
て
い
く
の

は
、
こ
の
時
代
に
は
非
常
に
独
特
な
手
つ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

 

　

中
也
の
場
合
は
、
自
分
の
友
人
が
フ
ラ
ン
ス
に
行
く
。
実
際
に
フ
ラ

ン
ス
か
ら
手
紙
が
来
る
。
も
う
そ
の
頃
は
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
が
開
通
し

て
、
東
京
神
田
に
三
才
社
と
い
う
外
国
の
書
籍
を
取
扱
う
本
屋
さ
ん
が

あ
っ
て
、
注
文
し
て
か
ら
一
週
間
か
二
週
間
単
位
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
書

籍
と
か
雑
誌
が
そ
の
店
に
届
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
。
美
術
雑

誌
か
ら
詩
の
雑
誌
ま
で
。
と
こ
ろ
が
朔
太
郎
の
青
年
時
代
は
、
そ
ん
な

こ
と
は
全
然
な
く
て
、
半
年
遅
れ
の
船
便
で
し
か
届
か
な
か
っ
た
。
こ

の
二
十
年
の
間
の
文
化
の
差
異
は
大
き
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
取
り

入
れ
る
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ど
う
読
み
取
る
か
と
い
う
ス
ピ
ー
ド
が
、

こ
の
二
十
年
で
大
き
く
違
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

詩
人
と
故
郷

佐
々
木
：
そ
れ
と
は
別
に
、
自
分
の
出
身
地
と
の
関
わ
り
方
の
違
い
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
今
回
の
展
覧
会
「
中
原
中
也
と
萩
原
朔

太
郎
」
の
図
録
に
、「
中
也
を
読
む
、
朔
太
郎
を
読
む
」
と
い
う
、
テ
ー

マ
ご
と
に
中
也
と
朔
太
郎
の
詩
を
対
比
し
て
い
る
ペ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、

中
也
の
「
帰
郷
」
と
朔
太
郎
の
「
帰
郷
」
が
出
て
い
ま
す
。「
帰
郷
」
は

朔
太
郎
に
と
っ
て
も
有
名
な
詩
で
、
前
橋
に
は
詩
碑
も
あ
る
し
、
暖の
れ
ん簾

に
も
な
っ
て
い
る
。
中
也
の
「
帰
郷
」
は
、
山
口
の
中
也
の
故
郷
、
湯

田
温
泉
の
井
上
公
園
と
い
う
と
こ
ろ
に
詩
碑
が
あ
っ
て
、
小
林
秀
雄
が

書
い
た
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
を
比
較
し
て
み
る
と
、

二
人
の
詩
人
の
故
郷
、
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
と
の
関
わ
り
方
の
違
い
と

い
う
の
が
歴
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。

 

　

と
こ
ろ
で
、
建
畠
さ
ん
は
、
ど
こ
の
ご
出
身
で
し
た
っ
け
。

建　

畠
：
ぼ
く
は
京
都
で
す
ね
。

佐
々
木
：
京
都
で
は
詩
人
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
か
？　

そ
れ
と
も

詩
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
生
き
て
い
る
？
（
笑
）

建　

畠
：
隠
し
て
い
な
い
け
ど
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。
朔
太
郎
賞
を

い
た
だ
い
た
と
き
は
、
職
場
の
仲
間
か
ら
お
祝
い
を
も
ら
っ
た
り
し
ま

し
た
け
れ
ど
も
。

 

　

ぼ
く
は
東
京
と
京
都
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
て
、
暮
ら
し
た
長

さ
で
い
う
と
、
京
都
の
ほ
う
が
ち
ょ
っ
と
多
い
ん
で
す
が
、
京
都
っ
て

詩
を
書
き
に
く
い
街
で
す
ね
。
書
け
な
い
で
す
よ
。
ぼ
く
そ
の
前
は
大
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阪
に
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
朔
太
郎
賞
を
も
ら
っ
た
詩
集
は
ほ
と
ん

ど
大
阪
で
書
い
た
ん
で
す
。
京
都
は
狭
い
と
こ
ろ
で
文
化
的
と
い
う
か

芸
術
的
な
密
度
が
高
く
、
何
か
濃
厚
す
ぎ
て
ね
。
ぼ
く
に
と
っ
て
は
生

ま
れ
故
郷
で
大
好
き
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
か
書
け
な
い
ん
で
す
ね
。

大
阪
っ
て
雑ざ
っ

駁ぱ
く

で
ね
。
埋
め
立
て
地
の
荒
涼
と
し
た
感
じ
と
か
、
そ
う

い
う
所
の
ほ
う
が
書
き
や
す
い
で
す
ね
。
事
実
京
都
っ
て
そ
ん
な
に
詩

人
が
出
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
天
野
忠
と
か
い
ま
す
し
、
今
で
も
詩
人

が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

佐
々
木
：
お
年
寄
り
に
な
っ
て
か
ら
も
、
い
い
詩
を
書
く
人
は
た
く
さ
ん
い
ま

す
け
れ
ど
ね
。
中
原
中
也
も
若
い
と
き
は
、
京
都
で
詩
を
書
き
始
め
た

ん
で
す
。

建　

畠
：
中
原
中
也
に
も
京
都
時
代
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
実
は
今
日
初
め

て
知
っ
た
ん
で
す
。
長
谷
川
泰
子
と
一
緒
に
住
み
始
め
た
の
も
京
都
な

ん
で
す
ね
。

佐
々
木
：
そ
う
な
ん
で
す
。
大
正
十
二
年
九
月
一
日
に
関
東
大
震
災
が
あ
っ
て
、

そ
の
年
の
秋
の
暮
れ
に
高
橋
新
吉
の
詩
集
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』

に
出
会
っ
て
、
刺
激
を
受
け
て
ダ
ダ
の
詩
を
書
き
始
め
る
。
京
都
っ
て

い
う
町
は
、非
常
に
先
端
的
な
、新
し
い
も
の
を
す
ぐ
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、

受
け
入
れ
る
町
で
し
ょ
う
？

建　

畠
：
前
衛
的
な
運
動
と
、
も
の
す
ご
い
伝
統
と
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
魅
力
な
ん
で
す
ね
。
た
だ
文
学
に
関
し
て
は
、
中
野
重
治

と
か
野
間
宏
と
か
、
重
厚
で
胆
汁
質
な
も
の
が
生
ま
れ
る
ん
だ
け
れ
ど

も
、
詩
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
、
古
今
集
、
新
古
今
集
ま
で
さ
か
の
ぼ

れ
ば
別
で
、
蕪
村
も
京
都
の
詩
人
と
言
え
ば
詩
人
で
す
け
れ
ど
も
、
近

代
詩
以
降
は
、
あ
ん
ま
り
す
ご
い
詩
人
を
生
み
出
し
て
い
な
い
よ
う
な

気
が
し
ま
す
ね
。

佐
々
木
：
大
阪
も
そ
う
で
す
。
大
阪
は
京
都
以
上
に
生
み
出
し
て
い
ま
せ
ん
。

ぼ
く
は
大
阪
で
育
ち
ま
し
た
か
ら
。
大
阪
と
い
う
の
は
日
本
の
都
市
で

一
番
、
詩
と
い
う
も
の
に
対
し
て
冷
た
い
町
で
す
。

建　

畠
：
小
野
十
三
郎
は
？

佐
々
木
：
小
野
十
三
郎
は
、
ま
さ
に
建
畠
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
埋
め
立
て
地

の
荒
涼
と
し
た
風
景
を
描
い
た
詩
で
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
同
時
期
に

安
西
冬
衛
さ
ん
も
い
ま
し
た
。

建　

畠
：
伊
東
静
雄
は
？

佐
々
木
：
伊
東
静
雄
の
出
身
は
長
崎
県
の
諫
早
で
す
か
ら
ね
。
大
阪
で
中
学
校

の
国
語
の
先
生
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
い
ず
れ
に
し
て

も
大
阪
と
い
う
の
は
詩
を
育
て
る
風
土
と
は
遠
い
な
あ
と
ぼ
く
は
思
っ

て
い
ま
す
。
優
れ
た
散
文
作
家
は
出
て
き
ま
す
が
。
富
岡
多
恵
子
さ
ん

は
詩
で
デ
ビ
ュ
ー
し
て
か
ら
、
の
ち
に
小
説
家
に
な
ら
れ
た
。
ぼ
く
は

朔
太
郎
が
描
く
よ
う
な
、
故
郷
の
人
に
石
を
投
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
な
い
で
す
け
ど
。
朔
太
郎
は
大
げ
さ
に
書
い
て
い
ま
す
か
ら
、
ほ
ん

と
う
の
こ
と
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
が
。
大
阪
は
「
語
り
」
の
国
、

散
文
精
神
の
豊
富
な
土
地
で
す
。
詩
を
書
い
て
い
る
と
言
っ
た
ら
そ
れ

だ
け
で
軽
く
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
幾
度
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
鍛
え

ら
れ
ま
し
た
よ
。

朔
太
郎
と
中
也
の
、
ふ
る
さ
と
と
の
関
わ
り
方

佐
々
木
：
二
人
と
も
詩
を
書
い
て
い
る
者
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
朔

太
郎
の
ふ
る
さ
と
と
の
関
わ
り
方
、
中
也
の
ふ
る
さ
と
と
の
関
わ
り
方
、

そ
の
違
い
と
い
う
の
を
、
ち
ょ
っ
と
考
え
た
い
な
と
思
う
ん
で
す
。

 

　

朔
太
郎
の
「
帰
郷
」
と
い
う
詩
は
、
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わ
が
故
郷
に
帰
れ
る
日

 
　
　

汽
車
は
烈
風
の
中
を
突
き
行
け
り
。

　
　
　

と
、
勇
ま
し
く
書
い
て
い
る
け
ど
、
こ
れ
は
、
女
房
に
逃
げ
ら
れ
て
、

娘
を
連
れ
て
故
郷
の
前
橋
に
逃
げ
帰
る
と
き
の
詩
で
し
ょ
う
。
情
け
な

い
こ
と
な
の
に
、
も
の
す
ご
く
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
に
描
い
て
い
ま
す
ね
。

 

　
　

ひ
と
り
車
窓
に
目
醒
む
れ
ば

 

　
　

汽
笛
は
闇
に
吠
え
叫
び

 

　
　

火ほ
の
ほ焔
は
平
野
を
明
る
く
せ
り
。

 

　
　

ま
だ
上
州
の
山
は
見
え
ず
や
。

 

ず
っ
と
読
ん
で
い
く
と
、

 

　
　

わ
れ
既
に
勇
気
お
と
ろ
へ

 

　
　

暗
憺
と
し
て
長と
こ
しな
へ
に
生
き
る
に
倦
み
た
り
。

 

　
　

い
か
ん
ぞ
故
郷
に
独
り
帰
り

 

　
　

さ
び
し
く
ま
た
利
根
川
の
岸
に
立
た
ん
や
。

 

最
後
は
、

 

　
　

人
の
憤い
き

怒ど
ほ
りを
烈
し
く
せ
り
。

 

　

悲
憤
慷こ
う

慨が
い

調
に
、「
憤
怒
」
を
留
め
置
い
た
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
ど
う
読
ん
で
も
情
け
な
い
詩
で
す
。
こ
れ
で
前
橋
に
帰
っ
て

も
ね
、
故
郷
の
人
か
ら
女
房
に
逃
げ
ら
れ
た
男
と
し
て
ば
か
に
さ
れ
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
で
勝
手
に
孤
独
に
な
っ
て
、
故
郷
を
徘は
い

徊か
い

す
る
わ
け

で
し
ょ
う
。
そ
の
姿
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

 

　

中
也
の
場
合
は
、
結
婚
し
て
子
供
が
産
ま
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
文
也

と
い
う
赤
ん
坊
が
二
歳
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
翌
年
に
中
也
も

亡
く
な
り
ま
す
か
ら
、
離
婚
と
い
う
経
験
は
な
か
っ
た
。
朔
太
郎
は
故

郷
に
た
び
た
び
帰
っ
て
、
地
元
の
上
毛
新
聞
が
主
催
し
て
歓
迎
会
を
開

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
中
也
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
な
か
な
か
故
郷

に
帰
れ
な
か
っ
た
。
歓
迎
会
ど
こ
ろ
か
、
故
郷
に
全
く
受
け
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
ん
で
す
。
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
き
も
、
長
男
な
の
に

葬
式
に
帰
っ
て
来
な
く
て
い
い
と
い
う
手
紙
が
母
親
か
ら
届
く
。
つ
ま

り
、
東
京
で
長
男
が
医
者
を
継
が
ず
に
、
詩
を
書
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
中
原
家
は
ず
っ
と
隠
し
て
い
た
。
六
人
兄
弟
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

弟
の
ほ
う
が
の
ち
に
医
者
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
長
男
は
何
を
し
て
い

る
の
か
。
ず
っ
と
仕
送
り
で
生
活
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
お
母
さ
ん
は

一
貫
し
て
そ
れ
を
故
郷
の
人
に
隠
し
て
い
た
。
仕
送
り
す
る
た
め
の
郵

便
局
も
、
中
原
家
と
は
離
れ
た
郵
便
局
を
使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ

し
て
中
也
が
帰
郷
し
た
と
き
も
、
彼
が
結
婚
す
る
ま
で
は
、
夜
し
か
町

を
歩
か
せ
な
か
っ
た
。
町
の
人
に
何
を
し
て
い
る
の
か
と
聞
か
れ
る
の

が
厭
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

 

　

中
也
が
晴
れ
て
故
郷
に
帰
れ
た
の
は
、
見
合
い
を
し
て
、
遠
縁
の
上

野
孝
子
さ
ん
と
い
う
人
と
結
婚
を
し
た
と
き
で
し
た
。
そ
の
結
婚
式
の

一
週
間
後
に
、最
初
の
翻
訳
詩
集
『
ラ
ン
ボ
オ
詩
集
《
学
校
時
代
の
詩
》』

が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
故
郷
で
は
結
婚
披
露
本
に
な
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
一
年
後
の
昭
和
九
年
十
二
月
に
彼
の
第
一
詩

集
『
山
羊
の
歌
』
が
出
ま
し
た
。
こ
の
と
き
に
、
中
也
は
詩
集
を
抱
え

て
故
郷
に
帰
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
二
か
月
前
に
文
也
と
い
う
赤
ん
坊
が

生
ま
れ
て
、
そ
の
子
と
会
う
の
も
こ
の
と
き
で
し
た
。『
山
羊
の
歌
』
を

中
也
は
親
戚
に
配
り
歩
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
前
の
ラ
ン
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ボ
ー
の
翻
訳
詩
集
を
故
郷
の
人
に
見
せ
た
と
き
だ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
故
郷
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
明
治
の
元
勲
を

輩
出
し
た
長
州
と
い
う
土
地
は
保
守
的
で
す
か
ら
ね
。
博
士
に
な
る
か

大
臣
に
な
る
か
、
軍
人
に
な
っ
て
大
将
に
な
る
か
と
い
う
、
立
身
出
世

主
義
の
典
型
的
な
土
地
柄
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
ア
ウ
ト
サ

イ
ダ
ー
と
し
て
の
詩
人
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
き
て
い
く
か
、
故
郷
で

認
め
ら
れ
て
い
く
か
、
と
い
う
の
は
も
う
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
、
中
也

は
故
郷
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
す
っ
か
り
諦
め
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

故
郷
で
の
慰
安
と
孤
独

佐
々
木
：
中
也
の
詩
「
帰
郷
」
の
第
一
連
は
、

 

　
　

柱
も
庭
も
乾
い
て
ゐ
る

 

　
　

今
日
は
好
い
天
気
だ

 

　
　
　
　
　
　

椽
（
え
ん
）の

下
で
は
蜘
蛛
の
巣
が

 

　
　
　
　
　
　

心
細
さ
う
に
揺
れ
て
ゐ
る

 

と
あ
っ
て
、
故
郷
に
帰
っ
た
と
き
の
自
分
の
家
の
縁
側
の
、
縁
の
下
の

蜘
蛛
の
巣
が
揺
れ
て
い
る
風
景
か
ら
、
故
郷
へ
の
手
触
り
を
詠
ん
で
い

ま
す
。

 

　
　

山
で
は
枯
木
も
息
を
吐
（
つ
）

く

 

　
　

あ
ゝ
今
日
は
好
い
天
気
だ

 

　

今
日
は
好
い
天
気
だ
。
い
つ
も
と
空
の
色
が
違
う
。
中
也
は
詩
の
中

で
晴
天
の
青
い
空
を
描
く
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。

 

　
　
　
　
　
　

路
（
み
ち
）ば
た

傍
の
草
影
が

 

　
　
　
　
　
　

あ
ど
け
な
い
愁
（
か
な
し
）み

を
す
る

 

　

こ
こ
で
も
、
家
の
外
に
出
て
い
き
道
端
の
草
の
影
と
い
う
、
か
細
い

も
の
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
、

 

　
　

こ
れ
が
私
の
故ふ
る

里さ
と

だ

 

　

こ
の
小
さ
な
風
景
を
、
点
描
か
ら
、「
こ
れ
が
私
の
故ふ
る

里さ
と

だ
」
と
大
摑

み
を
す
る
の
が
第
三
連
で
あ
っ
て
、

 

　
　

さ
や
か
に
風
も
吹
い
て
ゐ
る

 

　

そ
の
次
で
す
。
第
三
連
の
、
三
行
目
か
ら
四
行
目
。

 

　
　
　
　
　
　

心
置
な
く
泣
か
れ
よ
と

 

　
　
　
　
　
　

年と
　
し
　
ま
　

増
婦
の
低
い
声
も
す
る

 

　

こ
の「
年と
　
し
　
ま
　

増
婦
」と
い
う
の
は
何
で
し
ょ
う
ね
。
年
増
と
い
う
の
は
ね
、

二
十
五
歳
以
上
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
二
十
六
歳
に
な
っ
た
ら
も

う
年
増
だ
そ
う
で
す
。
江
戸
期
に
は
二
十
歳
以
上
が
そ
う
だ
っ
た
ら
し

い
で
す
が
、
時
代
ご
と
に
変
わ
る
よ
う
で
す
。
大
正
期
か
ら
昭
和
初
年

代
に
書
か
れ
た
日
本
の
近
代
詩
を
紐
解
い
て
い
き
ま
す
と
、
年
増
と
い

う
言
葉
は
、
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
詩
の
な
か
で
は
、
た
い
て

い
年
増
は
泣
い
て
い
ま
す
。
北
原
白
秋
の
詩
で
も
そ
う
で
す
。
何
か
不
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遇
の
境
地
に
あ
っ
て
、
ぐ
っ
と
耐
え
て
い
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
詩

人
た
ち
は
年
増
と
い
う
言
葉
に
込
め
て
描
い
た
時
期
が
あ
る
よ
う
で
す
。

泣
い
て
い
る
け
れ
ど
も
年
増
は
絶
対
に
こ
の
世
に
負
け
な
い
。
泣
く
け

れ
ど
も
立
ち
上
が
っ
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
。
大
正
ロ
マ
ン
の
竹
久

夢
二
の
絵
が
そ
れ
を
描
い
て
い
ま
す
。
夢
二
が
描
く
女
性
の
ほ
と
ん
ど

は
年
増
で
、
半
分
後
ろ
向
き
に
な
っ
て
顔
の
す
べ
て
を
見
せ
ず
、
草
む

ら
に
座
っ
た
り
立
っ
た
り
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
苦
労
を
堪
え
忍
び
な

が
ら
泣
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
立
ち
あ
が
る
強

さ
を
描
い
て
い
る
。
だ
か
ら
大
正
期
の
夢
二
の
美
人
画
は
女
性
た
ち
に

流
行
し
た
。

 

　

中
也
は
こ
こ
で
「
年と
　
し
　
ま
　

増
婦
」
を
出
し
ま
す
。
年
上
の
女
性
が
低
い
声

で
「
心
置
な
く
泣
か
れ
よ
」
と
言
う
。
東
京
で
苦
労
し
て
き
て
、
故
郷

に
帰
っ
た
の
だ
か
ら
、
ど
う
ぞ
存
分
に
泣
き
な
さ
い
、
と
い
う
ふ
う
に

や
さ
し
く
声
を
か
け
る
。
そ
う
い
う
声
の
響
き
が
、
実
際
に
聞
こ
え
た

と
い
う
よ
り
は
、
故
郷
に
戻
っ
て
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
き
に
、
年
増

の
女
性
が
そ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
柔
ら
か
い
感
覚
の
風

に
包
ま
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
最
終
連
で
、

 

　
　

あ
　ゝ

お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ
と
…
…

 

　
　

吹
き
来
る
風
が
私
に
云
ふ

 

　
「
心
置
な
く
泣
か
れ
よ
」。
ど
う
ぞ
自
由
に
泣
き
な
さ
い
。
と
言
う
そ

の
風
が
ま
た
、「
お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
ん

で
す
ね
。
今
日
こ
の
故
郷
に
戻
っ
て
く
る
ま
で
、「
お
ま
へ
は
な
に
を
し

て
来
た
の
だ
」
っ
て
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
中
也
が
故
郷
で
い
か
に
孤
独

で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
だ
故
郷
に

示
せ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、
彼
自
身
は
自
分

が
や
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
自じ

恃じ

が
あ
り
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る
。
そ
の
兼
ね

合
い
の
中
で
、「
あ
　ゝ

お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ
」
と
い
う
悔

恨
と
反
省
が
あ
り
、
吹
い
て
く
る
風
に
ず
っ
と
吹
か
れ
続
け
る
。
そ
う

い
う
言
葉
を
残
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
朔
太
郎
の
故
郷
へ
の
向
か
い

方
と
全
然
違
い
ま
す
。

建　

畠
：
今
、
佐
々
木
さ
ん
の
話
を
お
聞
き
し
て
、
少
し
ぼ
く
の
読
み
が
違
っ

て
い
た
な
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。ぼ
く
は
単
純
に
、東
京
で
傷
心
し
て
、

傷
つ
い
て
故
郷
に
帰
っ
て
き
て
、
あ
る
種
の
さ
み
し
さ
と
同
時
に
一
種

の
慰
安
を
求
め
て
、「
心
置
な
く
泣
か
れ
よ
」
と
、
年
増
の
低
い
声
が
す

る
と
言
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
て
ね
。
年
増
と
い
う
の
は
、

ぼ
く
は
三
十
前
後
の
女
性
だ
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
あ

お
ば
さ
ん
く
ら
い
、
お
母
さ
ん
の
お
姉
さ
ん
と
か
妹
さ
ん
ぐ
ら
い
が
い

て
、
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
最
後
の
、「
あ
　ゝ

お
ま
へ
は

な
に
を
し
て
来
た
の
だ
と
…
…
／
吹
き
来
る
風
が
私
に
云
ふ
」
は
、
ぼ

く
は
自
問
自
答
の
よ
う
に
思
っ
た
ん
で
す
ね
、
悔
恨
と
傷
心
と
、
一
種

の
慰
安
み
た
い
な
も
の
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
て
、
近
所
の
人
か
ら

見
れ
ば
、
お
母
さ
ん
か
ら
見
れ
ば
、
と
て
も
世
間
に
は
出
せ
な
い
よ
う

な
子
ど
も
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
故
郷
自
体
は
、
朔

太
郎
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
朔
太
郎
は
故
郷
か
ら
排
斥
さ
れ
て
い
る
と

い
う
意
識
が
強
い
で
す
が
、
中
也
の
場
合
は
、
そ
こ
に
帰
っ
て
く
る
こ

と
に
あ
る
種
の
慰
安
が
あ
っ
た
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
が
、
今
の
お

話
を
聞
い
て
い
る
と
、
そ
ん
な
甘
い
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

佐
々
木
：
も
ち
ろ
ん
最
後
の
二
行
は
、
自
問
自
答
だ
と
思
い
ま
す
。

歌
曲
と
し
て
の
「
帰
郷
」

佐
々
木
：
こ
の
「
帰
郷
」
を
、
内う
つ

海み

誓
一
郎
さ
ん
と
い
う
作
曲
家
が
歌
曲
に
し
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て
い
ま
す
。
一
階
の
展
覧
会
の
会
場
に
、
昭
和
三
年
五
月
に
第
二
回
ス

ル
ヤ
の
演
奏
会
が
あ
っ
た
と
紹
介
し
て
あ
り
ま
す
が
、
ス
ル
ヤ
と
い
う

音
楽
グ
ル
ー
プ
は
、
諸
井
三
郎
と
い
う
作
曲
家
と
、
も
う
一
人
の
内
海

誓
一
郎
さ
ん
と
い
う
作
曲
家
、
そ
れ
か
ら
何
人
か
の
演
奏
家
た
ち
を
中

心
に
作
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
す
。
諸
井
さ
ん
も
内
海
さ
ん
も
東
京
音
楽

学
校
を
卒
業
し
て
い
な
い
。
諸
井
さ
ん
は
東
大
の
美
学
、
内
海
さ
ん
は

東
大
で
化
学
を
専
攻
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
独
力
で
音
楽
の
勉

強
を
し
て
作
曲
を
し
て
い
た
。
昭
和
の
初
年
代
に
、
こ
の
諸
井
三
郎
さ

ん
た
ち
を
中
心
に
、
歌
曲
を
作
ろ
う
と
い
う
運
動
が
始
ま
る
。
日
本
で

は
そ
の
頃
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
か
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
か
の
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
み
ん
な
が
知
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
、
そ
の
と
き
書
か
れ
た
詩
に
作
曲
し
て
歌
曲
と
し
て
歌
う
。

と
い
う
こ
と
を
、
日
本
人
が
実
現
す
る
と
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
東
京
音
楽
学
校
出
身
者
で
は
な
い
人
た
ち
が
や
り
始
め
た
。
こ

う
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
批
判
す
る
既
成
の
音
楽
家
グ
ル
ー
プ
と
、
共

感
す
る
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
し
た
。

 

　

中
也
は
そ
の
音
楽
集
団
ス
ル
ヤ
の
「
院
外
団
」
と
称
し
て
、
諸
井
三

郎
と
親
し
く
な
り
、
同
時
に
内
海
誓
一
郎
と
親
し
く
な
り
ま
す
。
諸
井

三
郎
さ
ん
が
「
朝
の
歌
」
と
「
臨
終
」
と
い
う
詩
に
作
曲
を
し
、「
帰
郷
」

に
は
内
海
誓
一
郎
さ
ん
が
作
曲
を
し
ま
し
た
。
昭
和
三
年
五
月
の
第
二

回
演
奏
会
で
「
朝
の
歌
」
と
「
臨
終
」
が
演
奏
さ
れ
ま
す
。
展
示
会
場

に
こ
の
と
き
の
記
念
写
真
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
写
真
を
見
ま
す
と
、

前
列
右
端
に
中
也
が
右
側
を
向
い
て
座
っ
て
い
ま
す
。
左
端
に
は
小
林

秀
雄
が
逆
に
左
側
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
。
他
の
演
奏
家
た
ち
は
ま
っ

す
ぐ
カ
メ
ラ
の
ほ
う
を
見
て
い
ま
す
。
奇
妙
な
写
真
で
す
。
真
ん
中
に

諸
井
三
郎
、
そ
の
右
横
に
女
の
子
を
一
人
置
い
て
、
内
海
誓
一
郎
さ
ん

が
座
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
何
で
左
右
の
端
の
二
人
が
そ
っ
ぽ
を
向
い
て

い
た
の
か
。
こ
の
写
真
が
撮
ら
れ
た
の
は
長
谷
川
泰
子
が
中
也
と
別
れ

て
、
小
林
秀
雄
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
時
期
で
す
。
の
ち
に
小
林
秀
雄

が
奇
妙
な
三
角
関
係
と
言
う
よ
う
に
、
泰
子
が
中
也
と
別
れ
た
あ
と
で

も
、
中
也
は
小
林
が
大
学
へ
行
っ
て
い
る
間
に
、
二
人
が
住
ん
で
い
る

家
に
乗
り
込
ん
で
行
っ
て
喧
嘩
を
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

た
ら
し
い
で
す
。

 

　

ス
ル
ヤ
の
第
二
回
演
奏
会
の
会
場
で
、
中
也
が
客
席
に
座
り
そ
の
横

に
今こ
ん

日ひ

出で

海み

の
お
父
さ
ん
を
置
い
て
、
泰
子
が
座
っ
て
い
ま
し
た
。
演

奏
会
が
終
り
に
近
づ
い
た
頃
、
中
也
と
泰
子
が
喧
嘩
を
始
め
て
、
演
奏

会
が
終
わ
っ
た
と
た
ん
、
客
席
で
中
也
が
泰
子
を
殴
り
つ
け
た
。
泰
子

は
泣
き
出
し
て
会
場
か
ら
飛
び
出
し
て
行
っ
た
。
新
宿
区
に
あ
る
日
本

青
年
館
で
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
泰
子
の
あ
と
を
追
い
か
け
る
中
也

の
あ
と
を
、
燕
尾
服
の
諸
井
と
内
海
が
そ
れ
を
止
め
る
た
め
に
追
い
か

け
て
い
っ
た
と
い
う
、
漫
画
み
た
い
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
騒
動
が
あ
っ
た
あ
と
の
全
員
の
記
念
写
真
で
す
の
で
、
中
也

と
小
林
は
興
奮
が
さ
め
や
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
右
と
左
に
そ
っ
ぽ

を
向
い
て
い
る
ん
で
す
。
展
示
会
場
で
こ
の
写
真
を
よ
く
見
て
く
だ
さ

い
。
中
也
は
写
真
の
右
端
の
自
分
の
と
こ
ろ
に
、
万
年
筆
で
「
中
也
」

と
書
い
て
い
ま
す
。
左
端
の
人
物
に
「
小
林
」
と
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
。

 

　
「
帰
郷
」
が
ス
ル
ヤ
発
表
演
奏
会
で
初
演
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
五
年
の

第
五
回
演
奏
会
で
し
た
。
作
曲
は
す
で
に
昭
和
三
年
に
完
成
し
て
い
た

よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
リ
ハ
ー
サ
ル
の
と
き
で
し
ょ
う
、
冒
頭
で
チ
ェ

ロ
が
弾
く
四
小
節
を
聞
い
て
、
中
也
は
「
こ
れ
は
自
分
の
故
郷
の
姿
だ
」

と
叫
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
を
の
ち
に
、内
海
誓
一
郎
さ
ん
が
エ
ッ

セ
イ
で
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
内
海
さ
ん
は
「
群
像
」
の
一
九
八
九
年

二
月
号
に
「
中
原
中
也
と
音
楽
」
と
い
う
見
事
な
エ
ッ
セ
イ
を
残
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
内
海
さ
ん
は
中
也
の
「
帰
郷
」
と
も
う
一
つ
、「
失
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せ
し
希
望
」
と
い
う
詩
に
も
作
曲
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
作
曲

に
ま
つ
わ
る
お
話
を
そ
こ
で
は
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

 
　

実
は
今
日
、
こ
の
会
場
に
内
海
誓
一
郎
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
が
来
て
お

ら
れ
ま
す
。
藤
野
麻
子
さ
ん
で
す
。
藤
野
さ
ん
は
北
軽
井
沢
で
カ
フ
ェ

「
麦
小
舎
」を
営
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。本
が
た
く
さ
ん
あ
る
美
し
い
カ
フ
ェ

で
す
。
今
日
は
お
店
を
休
ん
で
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
は
ぼ
く
は

群
馬
県
の
嬬
恋
村
に
山
小
屋
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
一
カ
月
に
一
度
、

週
末
は
そ
こ
で
過
ご
し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
藤
野
さ
ん
の
カ
フ
ェ

ま
で
は
車
で
二
十
分
く
ら
い
で
す
。
最
初
に
お
訪
ね
し
た
と
き
、
藤
野

さ
ん
が
、
私
の
祖
父
は
中
原
中
也
と
知
り
合
い
だ
っ
た
ん
で
す
、
と
お
っ

し
ゃ
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
人
と
は

し
ば
し
ば
お
会
い
し
ま
し
た
が
、
た
い
て
い
は
遠
い
関
係
な
の
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
ぼ
く
は
聞
き
流
そ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
麻
子
さ
ん
は
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
こ
ん
な
の
書
い
て
い
る
ん
で
す
、
と
言
っ
て
持
っ
て

こ
ら
れ
た
の
が
、「
中
原
中
也
と
音
楽
」
が
載
っ
た
「
群
像
」
一
九
八
九

年
二
月
号
で
し
た
。「
内
海
誓
一
郎
」
の
名
前
を
見
て
、ぼ
く
は
、え
え
っ

と
絶
句
し
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
一
セ
ン
チ
ほ
ど
体
が
浮
き
上
が
り
ま
し

た
。（
笑
）
ま
さ
か
、
群
馬
県
の
浅
間
山
の
麓
に
、
中
原
中
也
の
関
係
者

の
ご
遺
族
が
住
ん
で
お
ら
れ
る
と
は
思
い
も
か
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
カ

フ
ェ
「
麦
小
舎
」
に
は
古
び
た
ピ
ア
ノ
が
置
い
て
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、

内
海
さ
ん
が
作
曲
す
る
と
き
弾
い
て
お
ら
れ
た
ピ
ア
ノ
だ
そ
う
で
す
。

今
は
、
麻
子
さ
ん
が
時
々
弾
か
れ
る
ら
し
い
で
す
が
、
こ
う
い
う
中
也

に
関
連
す
る
貴
重
な
遺
産
が
群
馬
県
に
は
ご
ざ
い
ま
す
。

 

　

朔
太
郎
と
音
楽
に
関
し
て
は
ね
、
自
分
で
マ
ン
ド
リ
ン
を
弾
き
、
ギ

タ
ー
を
弾
き
、
譜
面
を
書
い
て
い
ま
す
ね
。
朔
太
郎
の
マ
ン
ド
リ
ン
音

楽
は
Ｃ
Ｄ
で
聞
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
。

建　

畠
：
ど
う
な
ん
で
す
か
。
作
曲
家
と
し
て
は
。

佐
々
木
：
宮
沢
賢
治
も
あ
の
時
代
に
自
分
で
作
曲
し
て
、「
あ
か
い
め
だ
ま
の
さ

そ
り
」
で
は
じ
ま
る
「
星
め
ぐ
り
の
歌
」
な
ど
、
た
く
さ
ん
譜
面
を
残

し
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
時
代
は
、
素
人
だ
け
で
は
な
く
て
プ
ロ
の
作
曲

家
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
日
本
の
詩
の
言
葉
に
作
曲
を
す
る
と
き
、
ほ

と
ん
ど
日
本
語
の
一
文
字
ご
と
に
音
符
を
当
て
て
い
る
の
で
、
今
の
感

覚
か
ら
す
る
と
、
音
符
が
多
す
ぎ
て
煩
わ
し
く
思
え
ま
す
。
そ
れ
に
現

在
の
歌
曲
に
比
べ
る
と
、す
べ
て
ス
ロ
ー
テ
ン
ポ
で
す
。
で
も
、や
は
り
、

そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
の
だ
な
、
と
い
う
ふ
う
に
聴
か
な
い
と
仕
方
が

な
い
な
と
思
い
ま
す
。

削
除
さ
れ
た
二
行
と
推
敲
過
程

佐
々
木
：
皆
さ
ん
に
お
配
り
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
、
中
也
の
詩
「
帰
郷
」
が

ど
ん
な
ふ
う
に
推
敲
さ
れ
て
い
る
か
、
第
一
次
形
態
、
第
二
次
形
態
、

第
三
次
形
態
と
い
う
の
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
第
一
次
形
態
と
は
、

一
番
最
初
に
発
表
さ
れ
た
詩
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
ス
ル
ヤ
」
と
い

う
機
関
誌
の
第
四
輯
（
昭
和
五
年
五
月
）
に
、「
帰
郷
」
が
発
表
さ
れ

た
と
き
、「
心
置
な
く
泣
か
れ
よ
と
／
年と
　
し
　
ま
　

増
婦
の
低
い
声
も
す
る
。」
の

次
の
十
三
行
目
、
十
四
行
目
が
、「
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
／

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
内
海
さ
ん
の
先

程
の
エ
ッ
セ
イ
に
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
内
海
さ
ん
が
中
也
に
、
こ

の
二
行
は
作
曲
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
削
除
し
て
も
い
い
か
、

と
聞
く
ん
で
す
。
中
也
は
そ
れ
に
Ｏ
Ｋ
を
出
す
ん
で
す
が
、
そ
れ
で
も

未
練
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
二
行
の
部
分
を
完
璧
に
削
除
し

て
行
詰
め
を
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、「
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
／

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
」
と
記
し
て
、
ス
ル
ヤ
の
機
関
誌
に
発

表
し
た
わ
け
で
す
。
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第
一
次
形
態 「
ス
ル
ヤ
」

　

帰
郷

柱
も
庭
も
乾
い
て
ゐ
る

今
日
は
好
い
天
気
だ

　
　
　

椽
の
下
で
は
蜘
蛛
の
巣
が

　
　
　

心
細
さ
う
に
揺
れ
て
ゐ
る
。

山
で
は
枯
木
も
息
を
つ
く

あ
あ
、
今
日
は
好
い
天
気
だ
！

　
　
　

路み
ち

傍ば
た

の
草
影
が

　
　
　

あ
ど
け
な
い
愁か
な

し
み
を
す
る
。

こ
れ
が
わ
た
し
の
故ふ

る

里さ
と

だ

さ
や
か
に
風
も
吹
い
て
ゐ
る
。

　
　
　

心
置
な
く
泣
か
れ
よ
と

　
　
　

年と
　
し
　
ま
　

増
婦
の
低
い
声
も
す
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　

あ
あ
お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ
と

　
　
　

吹
き
来
る
風
が
わ
た
し
に
い
ふ
…
…

第
二
次
形
態 『
山
羊
の
歌
』

　　

帰
郷

柱
も
庭
も
乾
い
て
ゐ
る

今
日
は
好
い
天
気
だ

　
　
　
　

椽
の
下
で
は
蜘
蛛
の
巣
が

　
　
　
　

心
細
さ
う
に
揺
れ
て
ゐ
る

　

 山
で
は
枯
木
も
息
を
吐
く

あ
ゝ
今
日
は
好
い
天
気
だ

　
　
　
　

路
傍ば
た

の
草
影
が

　
　
　
　

あ
ど
け
な
い
愁
み
を
す
る

　
 こ

れ
が
私
の
故ふ
る

里さ
と

だ

さ
や
か
に
風
も
吹
い
て
ゐ
る

　
　
　
　

心
置
な
く
泣
か
れ
よ
と

　
　
　
　

年と
　
し
　
ま
　

増
婦
の
低
い
声
も
す
る

　

 （
削
除
）

（
削
除
）

あ
　ゝ

お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ
と
…
…

吹
き
来
る
風
が
私
に
云
ふ

第
三
次
形
態 「
四
季
」

　

帰
郷

柱
も
庭
も
乾
い
て
ゐ
る
、

今
日
は
好
い
天
気
だ
！

　
　
　

椽
の
下
で
は
蜘
蛛
の
巣
が

　
　
　

心
細
さ
う
に
揺
れ
て
ゐ
る
。

山
で
は
枯
木
も
息
を
つ
く
、

あ
ゝ
今
日
は
好
い
天
気
だ
！

　
　
　

路み
ち

傍ば
た

の
草
影
が

　
　
　

あ
ど
け
な
い
悲
し
み
を
す
る
。

こ
れ
が
私
の
故ふ
る

里さ
と

だ
、

さ
や
か
に
風
も
吹
い
て
ゐ
る
。

　
　
　

心
置
き
な
く
泣
か
れ
よ
と

　
　
　

年と

増し

女ま

の
低
い
声
も
す
る
。

庁
舎
が
な
ん
だ
か
素し

ら

々じ
ら

と
し
て
見
え
る
、  

（
挿
入
）

そ
れ
か
ら
何
も
か
も
が
ゆ
つ
く
り
私
に
見
入
る
。 （
挿
入
）

　
　
　

あ
ゝ
何
を
し
て
来
た
の
だ
と

　
　
　

吹
き
来
る
風
が
私
に
言
ふ
…
…
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第
二
次
形
態
と
い
う
の
は
、
昭
和
九
年
に
出
た
、
第
一
詩
集
『
山
羊
の

歌
』
に
収
録
さ
れ
た
形
態
で
す
。
こ
の
と
き
は
こ
の
十
三
行
、
十
四
行
の

「
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
／
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
」
を

外
し
て
し
ま
っ
て
、
第
一
連
四
行
、
第
二
連
四
行
、
第
三
連
四
行
、
そ

し
て
第
四
連
は
二
行
と
い
う
、
風
変
わ
り
な
形
式
で
発
表
し
ま
す
。
実

は
『
山
羊
の
歌
』
と
い
う
詩
集
は
、
昭
和
九
年
十
二
月
に
出
て
い
る
ん

で
す
が
、
本
文
は
昭
和
七
年
九
月
に
印
刷
し
終
え
て
い
ま
し
た
。
自
費

出
版
用
に
、
家
か
ら
三
百
円
を
援
助
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
製
本

代
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
酒
代
に
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
製
本
代
を
出
し
て
く
れ
る
出
版
社
を
探
す
こ
と
に
な
っ
て
、
そ

れ
が
決
ま
る
ま
で
印
刷
し
終
え
た
本
文
と
紙
型
を
友
人
の
安
原
喜
弘
さ

ん
に
保
管
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
二
年
間
、
出
版
社
を
探

し
回
っ
て
、
最
後
に
小
林
秀
雄
の
紹
介
で
文
圃
堂
書
店
に
決
ま
っ
た
の

で
す
。
展
示
会
場
に
、『
山
羊
の
歌
』
初
版
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
あ
と

で
こ
の
詩
集
の
造
本
を
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。
箱
の
製
本
を
失
敗
し
て

い
ま
す
。
詩
集
は
右
開
き
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
箱
の
平
た
い
部
分
に
は

本
が
左
開
き
で
あ
る
と
き
の
側
に
、
著
者
名
と
タ
イ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
箱
か
ら
詩
集
を
取
り
出
す
と
、
逆
引
き
に
な
る
。

箱
の
印
刷
間
違
い
、
造
り
間
違
い
な
ん
で
す
ね
。

建　

畠
：
反
対
に
入
れ
な
い
と
、
背
表
紙
が
見
え
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
ね
。

佐
々
木
：
文
圃
堂
書
店
の
ミ
ス
で
す
か
ら
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
や
り
直
す
の
が
普

通
で
す
け
れ
ど
も
、
中
也
は
二
年
か
け
て
や
っ
と
出
た
ん
で
、
嬉
し
く
っ

て
た
ま
ら
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
気
付
か
な
い
は
ず
は
な
い
と
思

う
け
ど
、
も
う
こ
れ
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
ま
ま
発
売
し
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
の
く
ら
い
第
一
詩
集
の
完
成
が
嬉
し
か
っ
た
ん
だ
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
　
「
帰
郷
」
の
第
三
次
形
態
は
、「
四
季
」
昭
和
八
年
夏
号
に
発
表
さ
れ

て
い
ま
す
。『
山
羊
の
歌
』
用
に
印
刷
し
た
本
文
が
二
年
間
、
寝
か
さ
れ

て
い
た
間
に
、
中
原
は
「
四
季
」
に
「
帰
郷
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
こ

こ
に
は
十
三
行
目
と
十
四
行
目
に
、

 

　
　

庁
舎
が
な
ん
だ
か
素し
ら

々じ
ら

と
し
て
見
え
る
、

 

　
　

そ
れ
か
ら
何
も
か
も
が
ゆ
つ
く
り
私
に
見
入
る
。

 

と
い
う
二
行
が
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
が
、
内
海
誓
一
郎
さ
ん
に
作
曲

し
て
も
ら
う
前
に
見
せ
た
最
初
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
詩
行
で
し
た
。
内
海

誓
一
郎
さ
ん
は
こ
の
「
庁
舎
」
や
「
素
々
と
」
と
い
う
言
葉
が
、
音
楽

に
な
じ
ま
な
い
、
非
常
に
冷
た
い
言
葉
な
の
で
、
削
除
し
て
ほ
し
い
と

言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、「
何
も
か
も
が
ゆ
つ
く
り
私
に
見
入
る
。」
と
い

う
の
は
、
こ
の
言
葉
が
な
く
て
も
音
楽
的
展
開
で
可
能
だ
、
と
い
う
ふ

う
に
中
也
に
説
明
し
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
こ
の
二
行
を
削
除
し
て
、

「
ス
ル
ヤ
」
で
の
第
一
次
形
態
が
「
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
／

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
」
に
な
っ
た
。
し
か
し
、の
ち
に
「
四
季
」

に
発
表
し
た
と
き
に
は
原
初
の
形
に
戻
し
て
い
る
。
中
也
は
ど
っ
ち
を

決
定
稿
と
考
え
た
ん
で
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が
出
て
来
ま
す

が
、
や
は
り
我
々
は
詩
集
と
い
う
形
に
な
っ
た
も
の
を
決
定
稿
と
す
る

以
外
に
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

建　

畠
：
研
究
者
じ
ゃ
な
い
で
す
け
れ
ど
、
な
じ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
せ
い
か
、

こ
の
二
行
が
な
い
ほ
う
が
よ
り
完
成
度
が
高
く
な
る
よ
う
な
気
は
し
ま

す
け
れ
ど
ね
。

佐
々
木
：
そ
れ
と
重
要
な
の
が
、
こ
の
第
三
次
形
態
の
最
後
の
二
行
で
す
。
第

二
次
形
態
の
『
山
羊
の
歌
』
で
は
、「
あ
　ゝ

お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来

た
の
だ
と
…
…
／
吹
き
来
る
風
が
私
に
云
ふ
」
で
す
が
、「
四
季
」
に
発

表
し
た
第
三
次
形
態
で
は
「
お
ま
へ
は
」
が
な
い
ん
で
す
よ
。
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建　

畠
：
あ
あ
、
そ
う
で
す
ね
。

佐
々
木
：
「
あ
ゝ
何
を
し
て
来
た
の
だ
と
／
吹
き
来
る
風
が
私
に
言
ふ
…
…
」

と
な
っ
て
い
る
。
内
海
誓
一
郎
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
も
書
か
れ
て

い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
つ
「
お
ま
へ
は
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
た

の
か
、
記
憶
に
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
大
岡
昇
平
さ
ん
の
説
で
す
が
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
歌
曲
に
な
る
と
き
に
、
十
三
行
目
と
十
四
行
目
を
削

除
し
た
と
き
に
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
を
整
え
る
た
め
に
、「
お
ま
へ
は
」
と

い
う
言
葉
を
中
也
が
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
推
定
さ
れ
ま
す
。

 

　
　
　
　
　

あ
ゝ
何
を
し
て
来
た
の
だ
と

 

　
　
　
　
　

吹
き
来
る
風
が
私
に
言
ふ
…
…

 

と
い
う
の
と
、

 

　
　

あ
　ゝ

お
ま
へ
は
な
に
を
し
て
来
た
の
だ
と
…
…

 

　
　

吹
き
来
る
風
が
私
に
云
ふ

 

は
、
違
い
ま
す
ね
。
あ
と
の
ほ
う
が
、
は
っ
き
り
矢
印
が
作
者
本
人
に

向
い
て
い
る
。
孤
独
な
私
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
内
海
さ

ん
の
音
楽
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
成
果
だ
と
考
え
て
い
い
と
思
う
。

詩
に
お
け
る
音
楽
性
―
―
リ
フ
レ
イ
ン
、
オ
ノ
マ
ト
ペ

建　

畠
：
今
の
お
話
は
、
音
楽
と
詩
人
と
の
関
係
で
す
ね
。
一
方
で
、
詩
そ
の

も
の
に
お
け
る
音
楽
性
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
リ
フ
レ

イ
ン
と
か
韻
律
と
か
、
あ
る
い
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
か
が
あ
り
ま
す
ね
。

中
也
も
リ
フ
レ
イ
ン
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
擬
声
語
と
か
擬
音
語
を
た
く
さ

ん
使
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
音
楽
的
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
と
言
え
る
と

思
う
ん
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
と
、「
ゆ
あ
ー
ん 

ゆ
よ
ー
ん 

ゆ
や
ゆ
よ
ん
」。「
サ
ー
カ
ス
」
と
い
う
詩
の
、
ブ
ラ
ン
コ
で

す
ね
。
リ
フ
レ
イ
ン
だ
と
「
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
出
て
く
る
わ
、
出
て

く
る
わ
出
て
く
る
わ
」（「
正
午
」）
と
か
。「
ゆ
あ
ー
ん 

ゆ
よ
ー
ん
」
も

擬
声
で
あ
る
と
同
時
に
リ
フ
レ
イ
ン
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
詩
に
お
け
る

音
楽
性
と
い
う
面
と
重
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
朔
太
郎
も
そ
う
で
す
ね
。

「
竹
」
と
い
う
詩
で
、「
竹
、
竹
、
竹
が
生
え
。」
と
か
、「
凍
れ
る
節
節

り
ん
り
ん
と
、」
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
リ
フ
レ
イ
ン
と
か
韻
律
と
重
な
る

形
で
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
日
本
の
近
代
詩
人
は
、
宮
沢
賢
治
も

そ
う
で
す
が
、そ
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
効
果
と
い
う
の
を
、あ
る
い
は
擬
声
、

擬
音
の
効
果
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
い
ま
す
。西
脇
順
三
郎
も「
オ
イ
モ
イ
」

と
か
「
パ
パ
イ
」
と
か
ね
、
古
典
古
代
語
を
オ
ノ
マ
ト
ペ
的
に
使
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
近
代
詩
の
中
で
些
末
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
言
葉
の

建畠�晢（たてはた�あきら）
京都府生まれ。詩人。早稲田大学文学部仏文
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響
き
と
し
て
、
か
な
り
重
要
な
意
味
合
い
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
思
う

ん
で
す
。
な
ぜ
か
な
と
思
う
と
、
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
オ
ノ
マ

ト
ペ
、
擬
声
擬
音
と
一
致
す
る
場
合
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
リ
フ

レ
イ
ン
は
繰
り
返
す
わ
け
で
す
ね
。
リ
フ
レ
イ
ン
で
な
い
場
合
は
、
詩

の
中
で
は
案
外
、
使
い
に
く
い
ん
で
す
よ
。
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
言
い

方
を
す
る
と
、
許
容
度
が
増
す
ん
で
す
ね
。
た
だ
単
に
繰
り
返
す
と
う

る
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
け
ど
、
リ
フ
レ
イ
ン
だ
と
合
法
的

に
使
え
る
。

佐
々
木
：
そ
う
か
、
そ
れ
で
建
畠
さ
ん
の
詩
に
は
リ
フ
レ
イ
ン
が
多
い
ん
で
す

ね
。

建　

畠
：
は
い
。
そ
れ
か
ら
、
擬
声
語
、
擬
音
語
を
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
言
い
ま
す

が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
う
の
は
、
古
典
古
代
語
だ
と
言
葉
を
造
る
、
造

語
と
い
う
こ
と
で
す
。
造
語
っ
て
、
詩
の
中
で
は
あ
ま
り
使
っ
ち
ゃ
い

け
な
い
ん
で
す
ね
。
ダ
ダ
イ
ス
ト
ら
の
集
会
の
音
声
詩
で
は
、
ガ
ギ
ゴ

な
ん
て
い
う
よ
う
な
口
か
ら
出
ま
か
せ
の
音
が
登
場
し
た
よ
う
で
す
が
。

そ
れ
で
も
ち
ょ
っ
と
使
う
く
ら
い
で
、
あ
ま
り
使
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん

で
す
よ
。
で
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
擬
声
擬
音
と
言
っ
た
途
端
、
許
容
量
が

す
ご
く
多
く
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
造
語
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
も

あ
る
よ
う
に
、
独
創
し
て
も
い
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
宮
沢
賢
治
は
た
く

さ
ん
造
語
し
て
い
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
猫
が
ニ
ャ
ー
ン
と
鳴
い
た
と

か
、
犬
が
ワ
ン
ワ
ン
と
か
、
鳥
が
チ
ッ
チ
ッ
と
か
、
風
が
ビ
ュ
ー
ビ
ュ
ー

と
か
い
う
定
型
も
あ
り
ま
す
よ
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
宮
沢
賢
治
の
場
合
、

風
が「
ど
っ
ど
と　

ど
ど
う
ど
」と
吹
い
た
と
か
ね
。「
ゆ
あ
ー
ん 

ゆ
よ
ー

ん
」
も
造
語
で
す
よ
ね
。
ブ
ラ
ン
コ
の
様
子
を
確
か
に
表
し
て
い
る
け

れ
ど
も
、
過
去
に
「
ゆ
あ
ー
ん 

ゆ
よ
ー
ん
」
と
言
っ
た
人
は
い
な
い
わ

け
で
す
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
す
れ
ば
、
読
む
ほ
う
も
許
容
度
が
増
す
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
詩
的
実
験
の
中
で
の
リ
フ
レ
イ
ン
と
か

擬
声
擬
音
は
、詩
人
に
と
っ
て
す
ご
く
効
果
的
な
力
を
発
揮
す
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
、
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
中
也

は
天
才
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。

日
本
語
に
と
っ
て
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
問
題

佐
々
木
：
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
問
題
は
、
日
本
語
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
な
こ
と
で

す
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
リ
フ
レ
イ
ン
と
比
較
す
る
と
い
う
の
は
、
建
畠

さ
ん
ら
し
く
て
、
も
の
す
ご
く
面
白
い
で
す
ね
。
詩
の
中
で
オ
ノ
マ
ト

ペ
が
多
い
と
い
う
の
は
、
日
本
の
詩
に
特
徴
的
な
も
の
で
す
ね
。
フ
ラ

ン
ス
詩
や
イ
ギ
リ
ス
詩
や
、
ド
イ
ツ
詩
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

建　

畠
：
さ
っ
き
、
そ
れ
を
佐
々
木
さ
ん
に
伺
っ
た
ん
で
す
が
、
海
外
の
と
き

に
は
ほ
ん
と
う
に
少
な
い
ん
で
す
ね
。

佐
々
木
：
少
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
詩
を
外
国
語
に
翻
訳
す
る
と

き
に
、翻
訳
者
が
一
番
苦
労
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
犬
の
鳴
き
声
一
つ
取
っ

て
も
、
向
こ
う
で
はbow

-w
ow

で
あ
っ
て
ワ
ン
ワ
ン
で
は
な
い
わ
け

で
す
よ
ね
。
猫
の
鳴
き
声
も
そ
う
で
す
。
朔
太
郎
の
詩
で
例
え
ば
、

 

　
　
『
お
わ
あ
、
こ
ん
ば
ん
は
』

 

　
　
『
お
わ
あ
、
こ
ん
ば
ん
は
』

 

　
　
『
お
ぎ
や
あ
、
お
ぎ
や
あ
、
お
ぎ
や
あ
』

 
　
　
『
お
わ
あ
あ
、
こ
こ
の
家
の
主
人
は
病
気
で
す
』

　
　
　
　

こ
の
「
お
わ
あ
あ
」
と
い
う
音
を
そ
の
ま
ま
訳
し
て
も
、
英
語
で
も

フ
ラ
ン
ス
語
で
も
、
猫
語
に
は
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
。「
サ
ー
カ
ス
」
と

い
う
詩
で
も
、「
ゆ
あ
ー
ん 

ゆ
よ
ー
ん 

ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
と
い
う
こ
の
音

を
訳
し
て
も
、
外
国
人
に
は
何
か
が
揺
れ
て
い
る
音
に
は
聞
こ
え
な
い
。
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だ
か
ら
中
也
の
「
サ
ー
カ
ス
」
の
翻
訳
家
は
い
ろ
い
ろ
と
苦
労
し
て
い

ま
す
。

 
　

な
ぜ
日
本
に
は
こ
ん
な
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
多
い
の
か
。
日
本
人
は
脳

に
お
け
る
言
語
感
覚
が
ア
メ
リ
カ
人
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
違
っ
て
い
て
、

昔
か
ら
虫
の
音
を
愛
で
た
り
、
外
国
人
に
は
ノ
イ
ズ
と
し
か
聞
こ
え
な

い
よ
う
な
音
を
繊
細
に
聞
く
部
分
が
発
達
し
て
い
る
と
い
う
、
脳
学
者

の
見
解
が
あ
り
ま
す
。
朔
太
郎
や
中
也
、
賢
治
の
詩
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ

が
非
常
に
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
見
て
い
る
と
、
擬
音
語
と
か
擬
態

語
な
ん
か
を
造
語
と
し
て
独
特
に
使
っ
て
い
く
言
語
感
覚
が
、
日
本
の

詩
に
は
発
達
し
て
き
た
ん
だ
な
あ
と
、
よ
く
思
い
ま
す
ね
。

 

　

例
え
ば
ぼ
く
の
詩
で
、
自
分
自
身
で
作
っ
た
呪
文
の
言
葉
を
入
れ
た

も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
詩
を
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
が
英
訳
し
て
く
れ
た

の
で
す
が
、
感
嘆
し
た
の
は
、
そ
の
呪
文
の
部
分
を
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
の
マ
ジ
シ
ャ
ン
ソ
ン
グ
に
置
き
換
え
た
の
で
す
。
確
か
に
言
葉
の

リ
ズ
ム
が
よ
く
似
て
い
ま
し
た
。
英
語
の
文
脈
に
も
ぴ
っ
た
り
合
い
ま

し
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
異
国
の
母
語
に
即
し
た
言
葉
を
探
し
て
い

か
な
い
と
、
日
本
詩
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
翻
訳
は
成
立
し
な
い
。
や
っ
ぱ

り
詩
と
い
う
の
は
、
ど
こ
の
国
で
あ
っ
て
も
、
母
語
を
最
も
大
切
に
す

る
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
詩
に
正
確
な
翻
訳
な
ど
も
と
も
と
成
立

し
よ
う
が
な
い
の
で
す
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
特
に
、
訳
さ
れ
た
国
の
母

語
の
富
を
ど
れ
だ
け
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
の
こ
と
に
か
か
っ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

建　

畠
：
そ
う
思
い
ま
す
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
う
の
は
、
普
通
は
原
音
に
忠
実

に
訳
す
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
で
も
、
犬
は
日
本
語
で
は
ワ
ン
ワ
ン
だ
け

ど
英
語
はbow

-w
ow

、
猫
は
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
だ
け
ど
フ
ラ
ン
ス
語
で

はm
iaou m

iaou

で
す
。
原
音
に
忠
実
に
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
る

け
れ
ど
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
そ
の
国
の
発
音
の
体
系
の
中
に
吸
収
さ

れ
る
ん
で
す
よ
。
意
味
は
と
も
か
く
と
し
て
、
日
本
語
で
は
日
本
人
が

発
音
で
き
る
音
に
解
釈
さ
れ
る
。
だ
か
ら
言
語
の
音
の
本
質
が
も
っ
と

も
ラ
ジ
カ
ル
に
出
て
来
る
わ
け
で
す
ね
。
意
味
は
翻
訳
で
き
な
い
か
ら
、

音
だ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
音
と
し
て
の
、
空
気
の
振
動
と
し

て
の
言
葉
の
本
質
が
劇
的
に
出
て
き
て
し
ま
う
。
意
味
が
入
っ
て
い
れ

ば
翻
訳
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
意
味
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
翻
訳
で
き

な
い
。
だ
か
ら
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
日
本
語
で
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
ゆ
あ
ー
ん 

ゆ
よ
ー
ん
」
と
言
っ
て
、
そ
れ
は

日
本
語
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
、
音
を
真
似
て
い
る
だ
け
で
し
ょ
う
、
と

言
う
け
れ
ど
、
実
は
中
也
が
把
握
し
た
日
本
語
の
音
と
し
て
の
本
質
が

も
っ
と
も
ピ
ュ
ア
に
出
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
う
言
い
方
が
で
き
ま
せ

ん
か
。

佐
々
木
：
そ
う
で
す
ね
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

 

　

と
こ
ろ
で
、「
ゆ
あ
ー
ん 

ゆ
よ
ー
ん 

ゆ
や
ゆ
よ
ん
」
は
中
也
自
身
の

造
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
二
年
前
に
、
鈴
木
貞
美
と
い

う
近
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
研
究
家
が
、
中
国
の
北
方
地
方
に
ブ
ラ
ン

コ
の
揺
れ
る
音
を
、
漢
音
で
「
ヨ
ー
ア　

ユ
ー
ア
」
と
表
現
す
る
地
区

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
事
実
だ
と
す
る
と
、

中
国
の
北
方
地
方
か
ら
朝
鮮
半
島
経
由
で
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
山
口
は
大
内
文
化
の
時
代
か
ら
、
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
が
盛

ん
で
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
ブ
ラ
ン
コ
の
音
を
表
現
す
る
身
体

感
覚
、
言
語
感
覚
が
中
也
に
育
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
あ
く

ま
で
も
仮
説
で
す
が
、
擬
音
が
そ
ん
な
ふ
う
に
、
一
人
の
造
語
と
思
わ

れ
て
い
た
も
の
が
、
地
球
の
上
を
飛
び
越
え
て
、
同
じ
こ
と
を
同
じ
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
言
う
地
方
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
面
白
い
こ
と
で
す
よ
ね
。

建　

畠
：
も
う
一
つ
は
、
音
だ
け
の
問
題
で
す
よ
ね
。
意
味
を
捨
て
去
っ
て
、

音
だ
け
で
詩
を
成
立
さ
せ
る
。
そ
れ
だ
け
で
詩
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
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け
れ
ど
、そ
の
擬
音
擬
声
み
た
い
な
も
の
だ
け
で
、ク
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

タ
ー
ス
み
た
い
に
詩
を
書
い
た
人
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は

ご
く
一
部
に
挿
入
す
る
。
そ
れ
は
日
本
人
が
言
葉
と
し
て
発
音
で
き
る

音
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
言
葉
と
い
う
意
識
で
聞
く
ほ
う
も
、
非
常
に

生
々
し
い
わ
け
で
す
よ
。
生
々
し
い
と
同
時
に
、
意
味
が
な
い
か
ら
、

虚
し
さ
も
付
き
添
う
の
ね
。
生
々
し
い
日
本
語
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味

を
使
わ
な
い
と
い
う
あ
る
種
の
虚
し
さ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
朔
太
郎
や

中
也
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
ち
ょ
っ

と
こ
じ
つ
け
過
ぎ
で
す
け
れ
ど
も
ね
。

佐
々
木
：
い
や
、
虚
し
さ
は
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。

建　

畠
：「
ゆ
あ
ー
ん 

ゆ
よ
ー
ん
」に
し
て
も
ね
。
美
し
い
し
面
白
い
け
れ
ど
も
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
あ
る
種
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
奪
い
去
ら

れ
た
言
葉
の
、
儚
さ
、
虚
し
さ
、
悲
し
さ
と
か
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が

付
き
添
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
ね
。

「
朝
の
歌
」
―
―
第
一
次
形
態
～
第
四
次
形
態

佐
々
木
：
今
の
お
話
を
受
け
て
、「
朝
の
歌
」
と
い
う
詩
の
世
界
を
説
明
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
今
日
お
配
り
し
た
も
う
一
枚
の
資
料
に
、「
朝
の
歌
」
の

第
一
次
形
態
か
ら
第
四
次
形
態
ま
で
、こ
う
い
う
ふ
う
に
推
敲
し
て
い
っ

た
ん
だ
よ
と
い
う
の
が
載
っ
て
い
ま
す
。「
朝
の
歌
」
の
初
稿
は
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。
第
一
次
形
態
は
昭
和
三
年
五
月
、「
ス
ル
ヤ
」
の
機
関
誌
第

二
輯
に
発
表
さ
れ
た
。
さ
き
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
、
ス

ル
ヤ
第
二
回
発
表
演
奏
会
で
歌
曲
と
し
て
初
演
さ
れ
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
中
也
の
詩
が
活
字
に
な
っ
た
最
初
は
歌
詞
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の

で
す
。
純
粋
に
詩
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
中
也
の

デ
ビ
ュ
ー
の
仕
方
と
し
て
、
た
い
へ
ん
特
徴
的
な
こ
と
で
す
。

 

　

そ
の
次
の
第
二
次
形
態
は
、
昭
和
四
年
十
月
に
、「
生
活
者
」
と
い
う

同
人
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
彫
刻
家
の
高
田
博
厚
が
こ
の
雑
誌

の
発
行
者
と
懇
意
だ
っ
た
の
で
、
雑
誌
に
中
也
を
紹
介
し
た
ん
で
す
ね
。

こ
こ
で
や
っ
と
詩
人
の
詩
と
し
て
発
表
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
面
白
い

こ
と
に
、
第
一
次
形
態
異
文
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、『
世
界
音
楽
全

集
』
第
二
十
七
巻
（
昭
和
七
年
五
月
）
に
、諸
井
三
郎
の
楽
譜
と
一
緒
に
、

「
朝
の
歌
」
が
活
字
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
歌
詞
と
し
て
横
書
き
で

発
表
さ
れ
ま
し
た
。

 

　

第
三
次
形
態
は
昭
和
七
年
前
半
に
書
か
れ
た
も
の
で
、『
山
羊
の
歌
』

を
編
集
し
て
い
た
と

き
の
清
書
原
稿
で
す
。

清
書
原
稿
を
書
い
て

い
て
、
イ
ン
ク
が
文

字
の
上
に
落
ち
て
し

ま
っ
た
の
で
、
途
中

で
書
く
の
を
や
め
て

い
ま
す
。

 

　

第
四
次
形
態
は『
山

羊
の
歌
』
で
の
発
表

形
で
す
。
こ
の
よ
う

に
、
五
つ
の
推
敲
過

程
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。

 

　

先
程
、
建
畠
さ
ん

が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
な
か
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第
一
次
形
態
「
ス
ル
ヤ
」

　　

朝
の
歌

天
井
に
あ
か
き
い
ろ
い
で

戸
の
隙
を
漏
れ
い
る
光
、

鄙
び
た
る
軍
楽
の
憶
ひ

手
に
て
な
す
な
に
ご
と
も
な
し
。

小
鳥
ら
の
歌
は
き
こ
ゑ
ず

空
は
今
日
は
な
だ
い
ろ
ら
し
、

倦
ん
じ
て
し
人
の
心
を

諫
め
す
る
な
に
も
の
も
な
し
。

樹
脂
の
香
に
朝
は
な
や
ま
し

う
し
な
ひ
し
さ
ま

ぐ
の
夢
、

森
並
は
風
に
鳴
る
か
な

ひ
ろ
ご
り
て
た
ひ
ら
か
の
空
、

土
手
づ
た
ひ
き
え
て
ゆ
く
か
な

う
つ
く
し
き
さ
ま

ぐ
の
ゆ
め
。

 
 （

八
・
一
九
二
六
）　

第
二
次
形
態
「
生
活
者
」

　　

朝
の
歌

天
井
に
朱あ

か

き
い
ろ
い
で

戸
の
隙
を
漏
れ
い
る
光
、

鄙
び
た
る
軍
楽
の
憶
ひ

手
に
て
な
す
な
に
ご
と
も
な
し
。

小
鳥
ら
の
う
た
は
き
こ
ゑ
ず

空
は
今
日　

は
な
だ
色
ら
し

倦
ん
じ
て
し
人
の
心
を

諫
め
す
る
な
に
も
の
も
な
し
。

樹
脂
の
香
に
朝
は
な
や
ま
し

う
し
な
ひ
し
さ
ま
ざ
ま
の
夢

森
竝
は
風
に
鳴
る
か
な

ひ
ろ
ご
り
て　

た
ひ
ら
か
の
空
、

土
手
づ
た
ひ
き
え
て
ゆ
く
か
な

う
つ
く
し
き
さ
ま
ざ
ま
の
夢
。

第
三
次
形
態　

草
稿

　

朝
の
歌

天
井
に
朱あ

か

き
い
ろ
い
で

　

戸
の
隙
を
漏
れ
い
る
光
、

鄙
び
た
る
軍
楽
の
憶
ひ

　

手
に
て
な
す
な
に
ご
と
も
な
し
。

小
鳥
ら
の
う
た
は
き
こ
ゑ
ず

　

空
は
今
日　

は
な
だ
色
ら
し
、

倦
ん
じ
て
し
人
の
こ
こ
ろ
を

　

諫
め
す
る
な
に
も
の
も
な
し
。

樹じ
ゅ
し
　脂
の
香
に

第
四
次
形
態
『
山
羊
の
歌
』

　

朝
の
歌

天
井
に　

朱あ
か

き
い
ろ
い
で

　
　

戸
の
隙
を　

洩
れ
入
る
光
、

鄙
び
た
る　

軍
楽
の
憶
ひ

　
　

手
に
て
な
す　

な
に
ご
と
も
な
し
。

小
鳥
ら
の　

う
た
は
き
こ
え
ず

　
　

空
は
今
日　

は
な
だ
色
ら
し
、

倦
ん
じ
て
し　

人
の
こ
こ
ろ
を

　
　

諫
め
す
る　

な
に
も
の
も
な
し
。

樹じ
ゆ
し
　脂
の
香
に　

朝
は
悩
ま
し

　
　

う
し
な
ひ
し　

さ
ま
ざ
ま
の
ゆ
め
、

森
竝
は　

風
に
鳴
る
か
な

ひ
ろ
ご
り
て　

た
ひ
ら
か
の
空
、

　
　

土
手
づ
た
ひ　

き
え
て
ゆ
く
か
な

う
つ
く
し
き　

さ
ま
ざ
ま
の
夢
。

第一次形態異文『世界音楽全集』

　朝の歌（中原中也作詩）

　天井にあかきいろいで
　　戸の隙を漏れいる光 ．
　鄙びたる軍楽の憶ひ
　　手にてなすなにごともなし ．
　小鳥らの歌はきこゑず
　　空は今日はなだいろらし ．
　倦んじてし人の心を
　　諫めするなにものもなし
　樹脂の香に朝はなやまし
　　うしなひしさまざまの夢 ．
　森並は風に鳴るかな
　ひろごりてたひらかの空
　　土手づたひきえてゆくかな
　うつくしきさまざまのゆめ
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に
あ
る
、
儚
さ
、
虚
し
さ
、
悲
し
さ
の
こ
と
で
す
が
、「
朝
の
歌
」
に
は

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
フ
レ
イ
ン
も
一
見
す
る
と
、
な
い
よ

う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
こ
の
詩
は
、
四
行
、
四
行
、
三
行
、
三
行
、

と
い
う
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
に
な
っ
て
い
て
、
第
一
連
の
一
番
最
後
は
、「
な

に
ご
と
も
な
し
」。
第
二
連
の
最
後
は「
な
に
も
の
も
な
し
」。「
な
し
」「
な

し
」
で
同
じ
言
葉
の
繰
り
返
し
が
来
て
い
ま
す
。
第
三
連
と
第
四
連
は
、

そ
う
い
う
繰
り
返
し
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
第
三
連
第
二
行
目
の

「
う
し
な
ひ
し　

さ
ま
ざ
ま
の
ゆ
め
、」。「
ゆ
め
」
は
平
仮
名
に
な
っ
て

い
ま
す
ね
。
そ
れ
が
第
四
連
に
な
る
と
最
終
行
が
「
う
つ
く
し
き　

さ

ま
ざ
ま
の
夢
。」
と
、
漢
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
表
記
の
中
で
、「
ゆ

め
」
の
違
い
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
同
じ

語
句
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
か
も
、
平
仮
名
を
漢
字
に
変
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
、
と
い
う

こ
と
を
、
ま
ず
ち
ょ
っ
と
頭
に
留
め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

 

　

そ
れ
か
ら
肝
心
な
こ
と
で
す
が
、第
一
次
形
態
、第
二
次
形
態
ま
で
は
、

全
部
「
天
ツ
キ
」、詩
の
行
の
冒
頭
が
全
部
同
じ
高
さ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
一
連
か
ら
第
四
連
ま
で
ず
っ
と
そ
う
で
、
第
二
次
形
態
も
同
じ
で
す
。

と
こ
ろ
が
第
三
次
形
態
か
ら
、
第
一
連
一
行
は
天
ツ
キ
、
そ
の
次
の
第

二
行
は
一
字
下
げ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
三
行
天
ツ
キ
、
そ
し
て
第
四

行
は
ま
た
一
字
下
げ
。
こ
う
い
う
表
記
の
仕
方
に
変
わ
っ
た
。
そ
れ
で
、

第
四
次
形
態
の
最
終
形
態
の
『
山
羊
の
歌
』
版
で
は
、
一
行
目
が
天
ツ

キ
で
、
二
行
目
は
二
字
下
げ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
本
文
の
表
記

が
こ
の
作
品
に
お
い
て
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
と
い
う
と
、先
ほ
ど
言
っ

た
第
一
次
形
態
異
文
、『
世
界
音
楽
全
集
』
に
収
録
さ
れ
た
と
き
、
横
書

き
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
一
行
目
は
天
ツ
キ
、
二
行
目
は
一

字
下
げ
と
い
う
表
記
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
也
が
書
い
た
の

で
は
な
く
て
、
諸
井
三
郎
さ
ん
が
『
世
界
音
楽
全
集
』
に
自
分
の
楽
譜

を
載
せ
て
も
ら
う
た
め
に
歌
詞
と
し
て
提
出
し
た
と
き
、
諸
井
さ
ん
が

こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
た
の
か
、
編
集
部
が
直
し
た
の
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
、
本
で
は
こ
ん
な
ふ
う
に
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
よ
う

に
印
刷
さ
れ
た
の
で
す
。
た
ぶ
ん
中
也
は
、
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
ほ
う
が
、
詩
の
言
葉
の

音
楽
性
が
は
っ
き
り
す
る
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。
第
三
次
形
態
は
清

書
原
稿
で
す
の
で
、『
山
羊
の
歌
』
発
表
形
と
同
じ
で
す
け
れ
ど
も
、
今

回
の
図
録
に
も
写
真
版
で
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
清
書
原
稿
で
の
一
字

下
げ
は
『
世
界
音
楽
全
集
』
と
同
じ
で
す
が
、
お
そ
ら
く
『
山
羊
の
歌
』

の
校
正
段
階
で
手
を
入
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
第
四
次
形
態
の
詩
集
で
は

二
字
下
げ
で
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

原
稿
用
紙
の
裏
面
に
書
か
れ
た
詩

佐
々
木
：
第
三
次
形
態
は
、
九
行
目
の
「
樹じ
ゆ
し
　脂

の
香
に
」
ま
で
書
い
た
と
こ
ろ

で
書
き
止
め
て
い
ま
す
。
字
の
間
違
い
が
二
箇
所
あ
っ
て
訂
正
し
、
イ

ン
ク
も
こ
ぼ
し
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
だ
と
清
書
稿
に
な
ら
な
い
。
こ

の
ま
ま
ご
み
箱
に
捨
て
ら
れ
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
原
稿
で
す
。
本
来

な
ら
残
っ
て
い
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
に
、
な
ぜ
こ
れ
が
残
っ
て
い
た
の

か
。
中
原
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
の
原
稿
用
紙
に
は
、
裏
に
未
発
表

の
詩
が
鉛
筆
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。「
朝
の
歌
」
の
清
書
を
途
中
で

や
め
て
、
そ
の
原
稿
の
裏
側
に
、
内
容
的
に
は
夜
の
歌
と
も
言
え
る
よ

う
な
詩
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
昔
の
詩
を
清
書
し
て
い
る
う
ち
に
、
興

が
乗
っ
て
別
の
詩
を
書
き
た
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
タ
イ
ト

ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
推
敲
の
途
中
で
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、

生
前
は
ど
こ
に
も
発
表
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
中
也
は
い
つ
か
完
成

さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
、
推
敲
途
中
の
ま
ま
残
し
て
お
い
た
の
で
し
ょ
う
。
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中
也
が
死
ん
だ
あ
と
で
こ
れ
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

 
　
　

あ
ゝ
わ
れ
は　

お
ぼ
れ
た
る
か
な

 

　
　
　
　

物
音
は　

し
づ
み
て
ゆ
き
て

 

　
　

燈と
も

火し
び

は　

い
よ
明
る
く
て

 

　
　

あ
ゝ
わ
れ
は　

お
ぼ
れ
た
る
か
な

 

　
　

母
上
よ　

涙
ぬ
ぐ
ひ
て
よ

 

　
　
　

朝あ
し
たに

は　

生
み
の
な
や
み
に

 

　
　

け
な
げ
な
る
小
馬
の
鼻
翼

 

　
　

紫
の
雲
の
い
ろ
し
て

 

　
　

た
か
ら
か
に
希
（
ね
が
）ひ
は
す
れ
ど

 

　
　

た
か
ら
か
に
希
ひ
は
す
れ
ど

 

　
　

轣
（
れ
き
ろ
く
）
轆
と
轎
（
く
る
ま
）　
　

ね
り
き
て

 

　
　

─
 

　
　

澄
み
に
け
る
羊
は
瞳

 

　
　

瞼
（
ま
ぶ
た
）　
　

も
て
暗
き
に
ゐ
る
よ

 

　
　
　
　

─

 

　

夜
の
灯
火
の
も
と
に
一
人
い
て
、
お
母
さ
ん
に
許
し
を
乞
う
て
い
る

詩
で
す
。
素
直
に
許
し
を
乞
い
、
で
も
私
は
羊
の
よ
う
に
澄
ん
だ
瞳
を

し
て
い
ま
す
よ
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
詩
行
の
空
き
具
合
を
子
細
に

点
検
す
る
と
、
い
ず
れ
四
、四
、三
、三
、
の
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。「
朝
の
歌
」
を
清
書
し
て
い
る
う
ち

に
、
こ
れ
と
は
反
対
の
詩
を
書
こ
う
と
い
う
、
創
作
意
欲
が
湧
い
た
と

い
う
こ
と
を
示
す
貴
重
な
一
枚
な
ん
で
す
ね
。

倦
怠
感
か
ら
喪
失
感
へ
、
喪
失
感
か
ら
美
し
い
も
の
へ

佐
々
木
：
「
朝
の
歌
」
は
、「
天
井
に　

朱あ
か

き
い
ろ
い
で
／
戸
の
隙
を　

洩
れ
入

る
光
、」
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
倦
怠
感
。
朝
の
寝
覚
め

の
床
で
い
つ
ま
で
も
起
き
な
い
で
寝
て
い
る
。「
戸
の
隙
を　

洩
れ
入

る
光
、」。
こ
れ
は
、
木
の
雨
戸
に
節
穴
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
朝
の
太

陽
の
光
が
入
射
し
て
い
る
様
子
で
す
。
そ
れ
が
反
射
し
天
井
に
ゆ
ら
ゆ

ら
と
、
光
を
揺
ら
め
か
せ
る
、
主
人
公
は
ぼ
ん
や
り
そ
れ
を
見
て
い
る
。

今
は
雨
戸
な
ん
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
な
か
な
か
こ
の
状
況
は
若
い
人

た
ち
に
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
ね
。（
笑
）「
鄙
（
ひ
な
）び

た
る　

軍
楽
の
憶
ひ
／
手

に
て
な
す　

な
に
ご
と
も
な
し
。」
こ
の
「
軍
楽
」
と
い
う
の
は
、
軍
楽

隊
の
音
楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
也
の
子
ど
も
時
代
、
海
軍
な
ど
の
軍

楽
隊
に
い
た
人
が
退
役
す
る
と
、
出
征
軍
人
の
歓
送
迎
会
で
演
奏
し
た

り
、
の
ち
に
市
中
の
宣
伝
広
告
隊
と
し
て
催
し
物
な
ど
に
出
演
し
た
り

し
ま
し
た
。
楽
隊
は
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
な
ど
で
行
進
曲
や
軍
歌
や
ワ
ル
ツ

を
奏
で
ま
し
た
。
大
正
期
に
は「
ジ
ン
タ
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
也
が
小
さ
い
と
き
、
山
口
に
仁
丹
を
売
り
に
来
た
人
は
、
軍
服
を
着

て
手
風
琴
を
鳴
ら
し
て
歩
い
た
そ
う
で
す
。
こ
こ
で
の
「
軍
楽
」
は
そ

う
い
う
イ
メ
ー
ジ
。「
鄙
（
ひ
な
）び

た
る　

軍
楽
の
憶
ひ
」
で
す
か
ら
、
記
憶

の
な
か
で
響
く
音
楽
で
す
。「
手
に
て
な
す　

な
に
ご
と
も
な
し
。」
は
、

主
人
公
の
倦
怠
感
を
表
し
て
い
ま
す
。

 
　

そ
し
て
、部
屋
の
中
か
ら
想
像
を
め
ぐ
ら
し
て
耳
を
澄
ま
せ
ま
す
。「
小

鳥
ら
の　

う
た
は
き
こ
え
ず
／
空
は
今
日　

は
な
だ
色
ら
し
、」。
室
内

に
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
空
は
見
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
想
像
で
す
。
は

な
だ
色
と
い
う
の
は
薄
い
水
色
。
春
の
空
の
淡
い
水
色
の
こ
と
。
昔
、

女
の
人
が
着
物
の
衿
に
よ
く
使
っ
た
色
で
す
。「
倦
（
う
）

ん
じ
て
し　

人
の
こ

こ
ろ
を
／
諫
（
い
さ
）め

す
る　

な
に
も
の
も
な
し
。」。
倦
怠
感
に
包
ま
れ
て
寝
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て
い
る
自
分
を
叱
っ
て
く
れ
る
誰
も
い
な
い
。
た
っ
た
一
人
の
自
分
だ

け
が
い
る
。

 
　
「
樹じ
ゆ
し
　脂

の
香
に　

朝
は
悩
ま
し
」。
こ
れ
は
雨
戸
の
木
の
香
で
す
ね
。

朝
の
太
陽
の
光
に
照
ら
さ
れ
熱
せ
ら
れ
て
木
の
香
り
が
漂
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
倦
怠
感
が
同
時
に
喪
失
感
に
変
わ
り
ま
す
。「
う
し
な
ひ
し　

さ

ま
ざ
ま
の
ゆ
め
、」。
倦
怠
感
が
ス
ッ
と
そ
の
ま
ま
喪
失
感
に
変
わ
っ
た
。

そ
し
て
、「
森
（
も
り
な
み
）
竝
は　

風
に
鳴
る
か
な
」。
寝
床
に
寝
そ
べ
っ
た
ま
ま
で
、

耳
を
澄
ま
す
と
小
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
け
れ
ど
も
、
遠
く
の
ほ
う
に
森

並
、
森
の
木
に
そ
よ
ぐ
梢
の
風
の
音
が
聞
こ
え
る
。
そ
こ
か
ら
想
像
は

ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
第
四
連
。「
ひ
ろ
ご
り
て　

た
ひ
ら
か
の
空
、」。
そ

の
森
並
の
上
の
空
の
情
景
で
す
。
平
ら
か
に
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い

く
空
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
空
の
下
、
今
度
は
も
う
一
度
喪
失
感
の
確

認
で
す
。「
土
手
づ
た
ひ　

き
え
て
ゆ
く
か
な
」。
風
船
の
よ
う
に
、
土

手
づ
た
い
に
、さ
き
ほ
ど
の
「
う
し
な
ひ
し　

さ
ま
ざ
ま
の
ゆ
め
、」
が
、

「
う
つ
く
し
き　

さ
ま
ざ
ま
の
夢
。」
に
変
化
し
て
消
え
て
い
く
。
喪
失

感
が
今
度
は
美
し
い
も
の
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
変
化
し
た
と

き
に
、
平
仮
名
の
「
ゆ
め
」
が
漢
字
に
な
る
。
そ
こ
へ
誘
っ
て
い
く
た

め
の
音
楽
と
し
て
、
一
行
目
天
ツ
キ
、
二
行
目
二
字
下
げ
、
天
ツ
キ
、

二
字
下
げ
と
視
線
を
動
か
し
て
、
呼
吸
を
整
え
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
に

言
葉
の
リ
ズ
ム
を
示
す
。
最
初
の
「
な
に
ご
と
も
な
し
。」「
な
に
も
の

も
な
し
。」
と
い
う
「
な
し
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
。「
ゆ
め
」
を
「
夢
」
に

変
化
さ
せ
さ
る
文
字
表
記
の
違
い
。
同
時
に
「
う
し
な
ひ
し
」
が
「
う

つ
く
し
き
」
に
変
わ
っ
て
い
く
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
リ
フ
レ
イ
ン
の
効
果
を
軽
く
使
い
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
実

は
、
建
畠
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
儚
さ
、
虚
し
さ
、
悲
し
さ
が
う
か

び
あ
が
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
文
字
表
記
の
中
で
繰
り
返
し

を
見
せ
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
と
倦
怠
感
が
喪
失
感
に
変
わ
っ

て
、
そ
れ
全
体
が
儚
く
美
し
い
も
の
に
変
わ
る
ん
だ
よ
、
と
い
う
構
造

を
見
事
に
「
朝
の
歌
」
は
示
し
て
い
ま
す
。

 

　

こ
れ
を
書
く
の
に
、
中
也
は
数
か
月
か
か
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
書
き
上
げ
て
や
っ
と
詩
人
と
し
て
の
方
針
が
立
っ
た
と
ま
で
、

の
ち
に
中
也
は
「
詩
的
履
歴
書
」
に
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
小
林
秀

雄
に
見
せ
に
行
く
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
、
長
谷
川
泰
子
を
取
ら
れ
た

中
也
は
小
林
と
絶
交
状
態
に
あ
っ
た
の
で
す
が
。
な
ぜ
、
小
林
に
最
初

に
「
朝
の
歌
」
を
見
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
俺
は
こ
う
い
う
詩
を
書
け
る

人
間
に
な
っ
て
飛
び
立
っ
た
ん
だ
よ
。
お
前
は
俺
の
女
を
取
っ
た
け
れ

ど
も
、
俺
は
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
こ
う
い
う
詩
人
に
な
っ
た
よ
、

と
告
げ
た
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
倦
怠
感
は
孤
独
で
も
何
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
詩
で
は
喪
失
感
も
、
も
う
既
に
孤
独
を
示
し
て
は
い

な
い
。
そ
の
全
体
を
美
し
い
も
の
に
昇
華
し
た
俺
が
い
る
ん
だ
と
い
う

こ
と
を
、
小
林
秀
雄
に
示
し
た
か
っ
た
。

 

　

そ
の
後
、
こ
の
詩
の
清
書
原
稿
の
裏
に
も
詩
が
書
か
れ
た
と
き
は
、

お
母
さ
ん
に
許
し
を
乞
う
て
い
る
わ
け
で
す
。
倦
怠
感
に
満
ち
な
が
ら

「
朝
の
歌
」
で
は
「
諫
（
い
さ
）め
す
る　

な
に
も
の
も
な
し
。」
と
う
た
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
「
早
く
起
き
な
さ
い
」
と
諫
め
て
く
れ
た
の
は
、

中
也
の
お
母
さ
ん
で
し
た
。
東
京
で
は
諫
め
て
く
れ
る
お
母
さ
ん
も
、

誰
も
い
な
い
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
そ
ん
な
自
分
に
な
っ
た
の
か
、
お
母
さ

ん
に
説
明
し
、
許
し
を
乞
う
よ
う
に
し
て
、
原
稿
用
紙
の
裏
側
に
別
の

詩
を
書
こ
う
と
し
た
。
夜
の
歌
と
し
て
、「
朝
の
歌
」
の
裏
側
に
あ
る
心

境
を
書
こ
う
と
し
た
。
だ
か
ら
一
行
目
か
ら
「
あ
ゝ
わ
れ
は　

お
ぼ
れ

た
る
か
な
」
と
、
過
去
を
ふ
り
返
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
つ
い
に
こ

れ
は
完
成
し
な
か
っ
た
。「
朝
の
歌
」
と
い
う
詩
一
篇
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ

で
す
ね
。

 

　

推
敲
過
程
を
追
っ
て
い
く
と
、
ほ
ん
と
う
に
半
世
紀
以
上
前
の
こ
と
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で
も
、
時
間
の
経
過
と
一
人
の
人
間
が
、
立
体
的
に
見
え
て
き
ま
す
。

人
の
心
の
動
き
と
い
う
の
は
、
百
年
前
で
も
何
十
年
前
で
も
、
そ
ん
な

に
変
わ
ら
な
い
。
普
通
に
生
き
て
、
普
通
に
揺
れ
る
心
が
、
こ
ん
な
に

深
く
面
白
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

建　

畠
：
見
た
と
こ
ろ
、
第
一
次
形
態
で
は
最
初
の
「
夢
」
が
漢
字
で
、
後
ろ

が
平
仮
名
の
「
ゆ
め
」。
第
二
次
形
態
で
は
「
夢
」
は
両
方
が
漢
字
。
第

四
次
形
態
は
、先
が
平
仮
名
で
最
後
が
漢
字
。全
部
変
え
て
書
い
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
れ
は
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
悩
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

佐
々
木
：
そ
う
思
い
ま
す
よ
。
本
当
に
も
の
す
ご
く
推
敲
し
た
。

建　

畠
：
す
ご
い
推
敲
で
す
ね
。
い
や
あ
面
白
い
で
す
ね
。

＊
本
稿
は
、
対
談
録
を
起
こ
し
た
も
の
を
、
佐
々
木
・
建
畠
両
氏
に
加
筆
訂
正
し
て
い
た

だ
い
た
も
の
で
す
。


