
︿
遠
き
﹀
へ
む
か
う
︿
こ
こ
ろ
﹀

︱
︱
室
生
犀
星
﹁
小
景
異
情

そ
の
二
﹂
︱
︱

宮

崎

真
素
美

そ
し
て
﹁
私
の
ふ
る
さ
と
﹂
は
端
的
に
存、

在、

し、

な、

い、

。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

は
、
失、

わ、

れ、

た、

も、

の、

と、

し、

て、

生、

ま、

れ、

た、

の
だ
か
ら
。︵

傍
点
原
文
の
ま
ま
︶

西
谷
修 (１

)

は
坂
口
安
吾
の
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
に
つ
い
て
論
ず
る
な
か
で
、﹁
ふ
る
さ

と
﹂
と
い
う
概
念
が
は
じ
め
か
ら
持
つ
二
重
性
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ

る
。﹁

人
が
そ、

こ、

を
離
れ
る
と
き
事、

後、

的、

に、

、
そ
れ
も
二
重
に
生
ま
れ
る
も
の
﹂

で
あ
る
そ
れ
は
、
空
間
よ
り
も
時
間
の
不
可
逆
性
に
拠
っ
て
い
る
。﹁﹁
内
面
﹂

の
主
観
的
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
、
外
的
現
実
に
客
観
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
﹁
ふ

る
さ
と
﹂
と
は
、﹁
私
﹂
の
過
去
の
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
の
幻
影
と
残
滓
で
し
か
な
い
﹂。

そ
の
﹁
非
在
性
﹂
が
﹁
純
粋
な
︿
言
葉
﹀
と
し
て
の
存
在
を
取
り
戻
﹂
さ
せ
、

﹁︿
虚
構
﹀
の
本
然
の
姿
﹂
を
見
せ
、﹁︿
文
学
﹀
は
そ、

こ、

か、

ら、

生、

ま、

れ、

る、

﹂
と
指

摘
す
る
。

こ
れ
ま
で
、
多
く
そ
の
創
作
の
場
︵
空
間
︶
に
つ
い
て
言
及
の
重
ね
ら
れ
て

き
た (２

)

室
生
犀
星
の
﹁
小
景
異
情
﹂、
な
か
で
も
、︿
ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て

思
ふ
も
の
﹀
で
知
ら
れ
る
﹁
そ
の
二
﹂
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
視
点
は
示
唆

に
富
む
。
作
品
世
界
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
︿
ふ
る
さ
と
﹀
と
︿
み
や
こ
﹀
を
現
実

の
場
に
還
元
す
る
の
で
な
く
、
ふ
た
つ
の
想
念
の
あ
い
だ
を
往
き
来
す
る
︿
こ

こ
ろ
﹀
の
あ
り
よ
う
に
目
を
向
け
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。

１

︿
都
﹀
と
︿
み
や
こ
﹀

初
出
・
再
録
形

ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
／
そ
し
て
悲
し
く
う
た
ふ
も
の
／

よ
し
や
／
う
ら
ぶ
れ
て
異
土
の
乞
食

か
た
ゐ

と
な
る
と
て
も
／
帰
る
と
こ
ろ
に
あ

る
ま
じ
や
／
ひ
と
り
都
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
／
ふ
る
さ
と
お
も
ひ
涙
ぐ
む
／
そ

の
こ
こ
ろ
も
て
／
遠
き
み
や
こ
に
か
へ
ら
ば
や
／
遠
き
み
や
こ
に
か
へ
ら

ば
や

︵﹁
小
景
異
情

そ
の
二
﹂﹃
抒
情
小
曲
集
﹄
大
７
・
９
︶

二
七



詩
集
収
録
形
に
あ
ら
わ
れ
る
ふ
た
つ
の
︿
都
﹀︿
み
や
こ
﹀
は
、
初
出
形
︵﹁
朱

欒
﹂
大
２
・
５
︶
と
再
録
形
︵﹁
感
情
﹂
大
５
・
７
︶
で
は
、
ひ
と
つ
の
︿
都
﹀

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
ふ
く
む
フ
レ
ー
ズ
の
他
の
改
変
部

分
と
と
も
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
詩
集
収
録
形
の
︿
ひ
と
り
都
の
ゆ

ふ
ぐ
れ
に
／
ふ
る
さ
と
お
も
ひ
涙
ぐ
む
﹀
は
、
初
出
・
再
録
形
で
は
、
そ
の
後

半
を
︿
ふ
る
さ
と
思
ひ
な
み
だ
ぐ
む
﹀
と
し
て
、︿
お
も
ひ
﹀︿
涙
﹀
の
漢
字
仮

名
表
記
を
逆
転
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
、
詩
集
収
録
形
の
末
尾
三
行
は
、
特
に
最

終
二
行︿
遠
き
み
や
こ
に
か
へ
ら
ば
や
﹀の
リ
フ
レ
イ
ン
が
際
だ
つ
配
置
と
な
っ

て
い
る
が
、
初
出
・
再
録
形
で
は
︿
そ
の
こ
こ
ろ
も
て
遠
き
都
に
か
へ
ら
ば
や

／
と
ほ
き
都
に
か
へ
ら
ば
や
。﹀
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
二
行
に
収
め
ら
れ
、︿
都
﹀

に
か
か
る
そ
れ
ぞ
れ
が
、︿
遠
き
﹀︿
と
ほ
き
﹀
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
。

今
井
文
男 (３

)

は
こ
の
点
に
つ
い
て
、﹁﹁
都
﹂
と
﹁
み
や
こ
﹂
の
書
き
分
け
の
問

題
は
、
し
か
し
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
﹂
と
し
、﹁
も
し
も
意
味
が
あ
る
と
す
れ

ば
印
刷
し
た
ツ
ラ
の
上
で
の
問
題
だ
と
考
え
た
方
が
よ
い
﹂と
す
る
。
そ
し
て
、

﹁
問
題
は
、
な
ぜ
﹁
遠
き
﹂
と
し
て
そ
れ
を
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
﹂

に
あ
る
と
し
て
、
冒
頭
行
の
﹁﹁
遠
き
﹂
が
こ
こ
に
返
照
し
て
い
る
﹂、﹁
ふ
る
さ

と
を
思
い
お
こ
す
場
所
は
遠
く
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
思
い
お
こ

す
場
所
と
し
て
の
﹁
み
や
こ
﹂
を
遠
い
も
の
に
し
た
わ
け
だ
﹂
と
説
く
。
さ
ら

に
、﹁﹁
か
へ
ら
ば
や
﹂
の
﹁
帰
る
﹂
は
、﹁
帰
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ま
じ
や
の
﹁
帰

る
﹂
と
同
じ
語
彙
で
あ
る
﹂
と
し
、﹁
そ
の
こ
こ
ろ
も
て
﹂
の
一
行
に
よ
っ
て
﹁
故

郷
と
東
京
と
が
心
の
な
か
で
位
置
を
転
換
し
た
﹂
と
読
み
、
﹁﹁
遠
き
み
や
こ
﹂

が
東
京
を
指
す
こ
と
は
明
瞭
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

表
記
の
書
き
分
け
に
重
き
を
置
か
な
い
今
井
論
で
は
、︿
都
﹀・︿
み
や
こ
﹀
と

同
様
に
、︿
帰
る
﹀・︿
か
へ
る
﹀
も
﹁
同
じ
語
彙
﹂
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い

る
が
、
一
篇
の
な
か
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
な
初
出
・
再
録

形
か
ら
の
改
変
を
あ
わ
せ
て
見
れ
ば
な
お
の
こ
と
、﹁
同
じ
﹂
と
言
い
切
る
の
に

は
躊
躇
を
覚
え
る
。
た
だ
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
冒
頭
行
と
最
終
二
行
の

リ
フ
レ
イ
ン
に
お
け
る
︿
遠
き
﹀
の
響
き
合
い
に
関
す
る
指
摘
は
、︿
み
や
こ
﹀

が
東
京
で
あ
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
重
要
で
あ
る
。

本
多
浩 (４

)

は
、
初
出
・
再
録
・
詩
集
収
録
形
の
異
同
に
つ
い
て
、﹁
犀
星
の
故
郷

に
対
す
る
感
情
の
変
り
方
﹂
に
そ
の
理
由
を
見
る
。
初
出
形
六
行
目
と
最
終
二

行
の
︿
都
﹀
は
い
ず
れ
も
﹁
東
京
﹂
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
、
詩
集
収
録
形

で
改
変
さ
れ
た
最
終
二
行
の
︿
み
や
こ
﹀
は
﹁
故
郷
金
沢
﹂
を
指
し
て
い
る
の

だ
と
し
、﹁﹃
抒
情
小
曲
集
﹄
刊
行
の
時
点
に
お
い
て
故
郷
は
﹁
美
し
い
懐
か
し

い
﹂
帰
り
た
い
場
所
﹂
で
あ
っ
た
た
め
に
、﹁
同
じ
詩
の
中
で
﹁
都
﹂
が
あ
る
時

は
東
京
を
、
あ
る
時
は
金
沢
を
示
す
こ
と
は
無
理
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
よ
う

に
﹁
都
﹂
と
﹁
み
や
こ
﹂
を
意
識
し
て
犀
星
は
区
別
を
し
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
﹂
と
指
摘
し
、
こ
れ
を
﹁
厭
郷
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
厭
離
さ
せ
た
い
も

の
へ
の
愛
着
が
強
烈
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
て
い
る
﹂﹁
厭
郷
の
詩
﹂
と
捉
え
て

い
る
。

二
八



東
京
と
金
沢
と
い
う
ふ
た
つ
の
実
在
の
場
に
還
元
さ
れ
な
が
ら
も
、︿
都
﹀
と

︿
み
や
こ
﹀
の
書
き
分
け
に
よ
っ
て
、
異
な
る
ふ
た
つ
の
存
在
が
架
橋
さ
れ
る
よ

う
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
指
摘
は
興
味
深
い
。

市
川
浩
昭 (５

)

は
、
本
多
論
と
同
様
に
詩
人
の
心
境
の
推
移
を
見
る
が
、
詩
語
は

現
実
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く
象
徴
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
犀
星
に
と
っ
て

﹁
ふ
る
さ
と
﹂
は
﹁
故
郷
と
詩
の
ふ
る
さ
と
﹂
で
あ
り
、﹁
都
﹂
は
﹁
現
実
の
生

活
を
象
徴
﹂
し
、﹁
現
実
の
苦
し
み
﹂
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、﹁
遠
き

み
や
こ
﹂
は
﹁
心
に
描
い
た
理
想
の
﹁
み
や
こ
﹂﹂、﹁
詩
の
﹁
み
や
こ
﹂﹂
で
あ

る
と
説
い
た
。
そ
し
て
、﹁
犀
星
の
内
面
に
お
い
て
、﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
﹁
み
や

こ
﹂
は
詩
へ
の
希
求
と
い
う
視
点
に
お
い
て
同
質
の
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
﹂
と
指
摘
し
、
そ
こ
に
、
次
の
よ
う
な
心
境
の
推
移
を
推
測

す
る
。

詩
集
﹁
抒
情
小
曲
集
﹂
を
上
梓
す
る
際
に
、
す
で
に
創
作
時
に
お
け
る

意
識
を
過
去
の
も
の
と
し
て
相
対
化
し
得
る
こ
と
が
で
き
た
犀
星
が
、
自

身
の
過
去
を
振
り
返
り
詩
に
憧
れ
、
詩
人
に
な
る
こ
と
を
夢
み
た
そ
の
姿

を
、
そ
の
理
想
を
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
と
い
う
言
葉
に
見
出
だ
し
、
彼
が
求
め

た
理
想
の
﹁
み
や
こ
﹂
と
の
間
に
対
立
で
は
な
く
相
関
関
係
を
見
出
だ
し

た
時
に
、
創
作
時
に
気
付
か
な
か
っ
た
犀
星
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
の
二
元
性

に
気
が
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︿
ふ
る
さ
と
﹀
と
︿
み
や
こ
﹀
の
重
な
り
合
い
は
、

︿
都
﹀
と
の
書
き
分
け
を
考
え
る
う
え
で
、
実
に
重
要
で
あ
る
。

対
し
て
外
村
彰 (

６
)

は
、
こ
の
︿
ふ
る
さ
と
﹀
と
︿
み
や
こ
﹀
に
は
じ
か
れ
続
け

る
詩
人
の
心
象
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

か
つ
て
憧
れ
た
︿
み
や
こ
﹀
は
こ
の
魂
に
対
し
苛
酷
な
現
実
と
し
て
立

ち
は
だ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
︿
ふ
る
さ
と
﹀
も
ま
た
、

か
ね
て
魂
の
痛
み
に
安
息
な
ど
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
再

び
遠
い
︿
み
や
こ
﹀
で
暮
ら
す
と
思
わ
れ
る
詠
み
手
は
、
屈
折
し
た
情
念

の
中
か
ら
非
在
の
︿
ふ
る
さ
と
﹀
像
を
切
実
に
希
求
し
よ
う
と
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。

両
者
に
は
じ
か
れ
な
が
ら
、﹁︿
み
や
こ
﹀
で
暮
ら
す
と
思
わ
れ
る
詠
み
手
﹂

が
﹁
非
在
の
︿
ふ
る
さ
と
﹀
像
を
切
実
に
希
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
﹂
こ
と
で
、

︿
ふ
る
さ
と
﹀
と
︿
み
や
こ
﹀
は
牽
引
し
合
う
存
在
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
実
在
の
場
の
確
定
を
結
論
と
す
る
論
、
そ
し
て
、
象
徴
的
な
存

在
と
し
て
そ
れ
ら
を
捉
え
、
相
対
す
る
イ
メ
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
論
と
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
を
次
の
よ
う
に
融
合
的
に
捉
え
た
指
摘
に
、

早
く
関
良
一
論 (

７
)

が
あ
る
。

二
九



私
は
い
ま
﹁
故
郷
に
対
す
る
浪
漫
的
ア
イ
ロ
ニ
イ
﹂
と
記
し
た
が
、
厳

密
に
言
え
ば
、﹁
ふ
る
さ
と
﹂＝
金
沢
は
﹁
ふ
る
さ
と
﹂
で
あ
っ
て
﹁
ふ
る

さ
と
﹂
で
は
な
く
、
逆
に
、﹁
か、

へ、

ら、

ば
や
﹂
と
い
う
志
向
の
対
象
で
あ
る

﹁
遠
き
都
﹂＝
東
京
は
、﹁
ふ
る
さ
と
﹂
で
な
く
て
し
か
も
﹁
か
へ
る
﹂
べ
き

﹁
ふ
る
さ
と
﹂
で、

あ、

る、

︱
︱
の
で
、
そ
の
二
律
背
反
の
二
律
背
反
を
う
た
っ

て
い
る
点
が
み
ご
と
だ
。
こ
の
詩
は
繰
り
返
し
が
多
い
が
、
繰
り
返
し
が

多
い
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
複
雑
な
心
情
を
単
純
化
し
て
う
た
い
得
て

い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

表
記
を
︿
都
﹀
に
統
一
し
て
い
た
初
出
・
再
録
形
に
お
い
て
も
、
一
篇
の
な

か
で
、︿
都
﹀
は
そ
の
質
を
変
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
述
べ
た
よ

う
に
、
初
出
・
再
録
形
で
は
、
末
尾
で
く
り
返
さ
れ
る
︿
都
﹀
に
、︿
遠
き
﹀
と

︿
と
ほ
き
﹀
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
詩
集
収
録
形
の
よ

う
に
リ
フ
レ
イ
ン
が
際
だ
つ
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
冒
頭
行
の

︿
ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
﹀、
そ
の
︿
思
ひ
﹀
の
内
実
と
し
て
、

︿
ひ
と
り
都
の
ゆ
う
ぐ
れ
に
／
ふ
る
さ
と
思
ひ
な
み
だ
ぐ
む
﹀︿
こ
こ
ろ
﹀、︿
そ

の
こ
こ
ろ
も
て
遠
き
都
に
か
へ
ら
ば
や
﹀
と
い
う
な
が
れ
は
、
最
終
行
の
︿
と

ほ
き
都
に
か
へ
ら
ば
や
。﹀
に
よ
っ
て
、
冒
頭
行
の
︿
遠
き
﹀
と
の
対
位
を
超
え

た
距
離
感
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
先
掲
の
今
井
論
が
述
べ
る
よ
う
に
、
詩
集

収
録
形
で
は
、
冒
頭
の
︿
遠
き
﹀
と
最
終
行
の
︿
遠
き
﹀
が
響
き
合
う
の
だ
が
、

初
出
・
再
録
形
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
︿
遠
き
﹀
と
︿
と
ほ
き
﹀
の
使
い

分
け
に
よ
っ
て
、︿
ふ
る
さ
と
﹀
と
の
対
位
を
遙
か
に
超
え
た
か
に
み
え
る
︿
と

ほ
き
都
﹀
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、︿
帰
る
﹀
と
︿
か
へ
ら
ば
や
﹀

の
書
き
分
け
は
、
初
出
・
再
録
形
の
段
階
で
も
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
詩

集
収
録
形
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、︿
帰
る
﹀
と
こ
ろ
で
な
い
︿
ふ
る

さ
と
﹀
と
、︿
か
へ
り
﹀
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︿
都
﹀
と
は
、︿
遠
き
﹀
と
︿
と

ほ
き
﹀
と
同
様
に
、
ず
ら
さ
れ
て
い
る
。

２

詩
集
収
録
形

詩
集
収
録
形
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
冒
頭
行
と
末
尾
二
行
の
リ
フ

レ
イ
ン
の
対
位
が
際
だ
つ
配
置
が
と
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、︿
都
﹀
と
︿
み
や
こ
﹀

の
書
き
分
け
が
な
さ
れ
た
か
わ
り
に
、
初
出
・
再
録
形
で
な
さ
れ
て
い
た
︿
遠

き
﹀
と
︿
と
ほ
き
﹀
の
書
き
分
け
が
な
く
な
り
、︿
遠
き
﹀
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、︿
ふ
る
さ
と
﹀
へ
の
距
離
感
と
︿
み
や
こ
﹀
へ
の
そ
れ
と
が
、
同
じ
︿
遠

き
﹀
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
ら
は
先

の
市
川
論
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
﹁
同
質
の
存
在
﹂
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
外
村
論
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
牽
引
さ
れ
る
関
係
と
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、︿
帰
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ま
じ
や
﹀
の
助
詞

︿
や
﹀
に
着
目
し
た
庄
司
肇
の
指
摘 (

８
)

で
あ
る
。
庄
司
は
こ
の
︿
や
﹀
を
次
の
よ
う

三
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に
解
釈
す
る
。

ぼ
く
は
、
疑
問
か
ら
逆
転
、
否
定
、
肯
定
と
い
う
よ
う
な
屈
折
の
流
れ

を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
帰
っ
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
、
そ
の
は
ず
だ
け

ど
、
ま
あ
、
帰
る
こ
と
に
な
っ
て
も
仕
様
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

だ
っ
て
ふ
る
さ
と
な
の
だ
も
の
、
と
い
う
ふ
う
に
屈
折
迂
曲
す
べ
き
と
こ

ろ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
単
純
に
言
い
切
っ
て
し
ま
え
ば
、世
間
並
の﹁
追

慕
﹂
の
詩
句
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
だ
。
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
あ
と
に

く
る
︽
ふ
る
さ
と
お
も
ひ
涙
ぐ
む
︾
と
釣
り
合
い
が
と
れ
ず
、
う
ま
く
照

応
し
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

庄
司
論
が
助
詞
︿
や
﹀
に
お
い
て
指
摘
す
る
、
徐
々
に
和
ら
い
で
ゆ
く
よ
う

な
感
覚
は
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
述
べ
て
き
た
よ
う
な
初
出
・
再
録
形
か
ら
詩

集
収
録
形
へ
の
詩
句
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
特
に
、
詩
集
収
録
形
一
篇
に
わ

た
っ
て
同
じ
よ
う
な
感
覚
が
な
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

庄
司
が
着
目
す
る
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
一
篇
の
ち
ょ
う
ど
中
ほ
ど
に
位
置
し
て

い
る
。
冒
頭
二
行
で
︿
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
﹀︿
悲
し
く
う
た
ふ
も
の
﹀
と

し
て
定
義
さ
れ
る
︿
ふ
る
さ
と
﹀
は
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
の
ち
、︿
都
﹀
で
︿
お

も
ひ
涙
ぐ
む
﹀
も
の
へ
、︿
思
ひ
﹀
は
︿
お
も
ひ
﹀
へ
、
そ
し
て
︿
こ
こ
ろ
﹀
へ

と
溶
け
出
し
て
ゆ
き
、︿
都
﹀
は
つ
い
に
︿
遠
き
み
や
こ
﹀
へ
と
変
化
す
る
。
も

は
や
︿
み
や
こ
﹀
は
、︿
ふ
る
さ
と
﹀
で
も
︿
都
﹀
で
も
な
い
。
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
初
出
・
再
録
形
以
来
踏
襲
さ
れ
て
き
た
︿
帰
る
﹀
と
こ
ろ
で
な
い
︿
ふ

る
さ
と
﹀
と
、︿
か
へ
り
た
い
﹀︿
み
や
こ
﹀
と
の
書
き
分
け
は
、
こ
こ
に
お
い

て
︿
遠
き
﹀
に
よ
っ
て
対
位
さ
れ
る
こ
と
で
、
詩
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
ど
ち

ら
も
︿
遠
き
﹀
存
在
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

詩
人
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
位
置
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
在
所
が
不
確
定
で
あ
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
。
こ
の
不
確
定
さ
こ
そ
が
創
作
と
い
う
行
為
を
支
え
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
詩
人
に
と
っ
て
、
詩
集
﹃
抒
情
小
曲
集
﹄
の
世
界
が
仮
構
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
当
然
の
姿
勢
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
詩
集

に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹁﹁
抒
情
小
曲
集
﹂
覚
書
﹂
に
お
け
る
﹁
年
譜
﹂
で
は
、
詩

人
自
身
に
よ
っ
て
﹁
二
十
歳
頃
よ
り
二
十
四
歳
位
ま
で
の
作
に
し
て
、
就
中
﹁
小

景
異
情
﹂
最
も
古
く
、﹁
合
掌
﹂
最
も
新
し
き
も
の
な
り
。﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
安
宅
夏
夫 (９

)

が
﹁
犀
星
の
記
憶
違
い
﹂
と
し
て
、
正

し
い
最
古
最
新
の
詩
篇
と
、
実
年
齢
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
続
く
﹁
創
作
地
﹂

で
は
、﹁
郷
里
金
沢
市
千
日
町
雨
宝
院
と
い
へ
る
金
比
羅
神
社
﹂
に
は
じ
ま
っ
て

﹁
犀
川
﹂、﹁
医
王
、
戸
室
の
山
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
金
沢
の
風
景
が
描
出
さ
れ
、

﹁
目
次
﹂
で
は
、
件
の
﹁
小
景
異
情
﹂
を
巻
頭
と
す
る
﹁
一
部
﹂
に
は
﹁︵
故
郷

に
て
︶﹂と
付
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、詩
集
出
版
に
先
立
つ
こ
と
五
ヶ
月
前
、

詩
人
は
当
該
詩
篇
を
﹁
都
﹂﹁
都
会
﹂
で
創
作
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

三
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述
べ
て
い
る (

)

。
10

こ
の
作
は
、
私
が
都
に
ゐ
て
、
と
き
を
り
窓
の
と
こ
ろ
に
佇
つ
て
街
の

騒
音
を
き
き
な
が
ら
﹁
美
し
い
懐
か
し
い
故
郷
﹂
を
考
へ
て
う
た
つ
た
詩

で
あ
る
。︵
中
略
︶

し
か
し
自
分
は
帰
り
た
く
な
い
。
自
分
は
強
大
な
生
き
た
姿
で
此
都
会

に
あ
り
た
い
、
自
分
が
見
搾
ら
し
く
よ、

し、

乞
食
と
な
つ
て
も
か
へ
つ
て
は

な
ら
な
い
。

ま
こ
と
故
郷
は
た
だ
遠
方
に
あ
つ
て
思
慕
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
へ

つ
て
は
最
つ
と
寂
し
く
悲
し
い
こ
と
が
多
い
こ
と
だ
ら
う
。
自
分
は
や
は

り
此
の
都
会
に
ゐ
た
い
︱
︱
大
意
は
こ
の
心
持
を
体
し
た
も
の
で
あ
る
。

︵
傍
点
原
文
の
ま
ま
︶

だ
が
、
詩
人
の
創
作
地
を
め
ぐ
る
言
辞
は
こ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
久
保
忠
夫

と
の
や
り
と
り (

)

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

11

﹁
こ
の
詩
は
ど
こ
で
お
つ
く
り
に
な
っ
た
の
で
す
か
﹂
と
い
う
わ
た
し

の
問
に
犀
星
は
﹁
こ
の
ご
ろ
中
学
校
の
教
科
書
に
の
っ
て
い
る
の
で
、
先

生
方
か
ら
よ
く
そ
う
い
っ
た
質
問
が
来
る
。
あ
る
人
に
は
﹃
東
京
で
﹄
と

答
え
、
ま
た
あ
る
人
に
は
﹃
金
沢
で
﹄
と
答
え
て
し
ま
っ
た
。
芭
蕉
の
﹃
閑

さ
や
岩
に
し
み
入
蝉
の
声
﹄
の
﹃
蝉
﹄
と
同
じ
で
、
そ
の
人
が
こ
れ
ぞ
と

思
う
方
を
と
れ
ば
い
い
ん
で
す
ね
⋮
⋮
﹂
と
答
え
て
く
れ
た
。

対
す
る
久
保
は
、﹁
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の
だ
が
、
わ
た
し
は
諒
承
し
な
い
﹂

と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、﹁
犀
星
の
こ
と
ば
は
明
ら
か
に
思
わ
く
が
か
ら
ん
で

い
る
﹂
と
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
詩
篇
の
世
界
が
実
際
と
ず
ら
さ

れ
仮
構
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、﹁
思
わ
く
﹂
は
あ
っ
て
良
い
。
詩
人
に
と
っ

て
実
際
は
問
題
で
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
ら
一
連
の
言
辞
か
ら
汲
み

取
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
ど
こ
へ
も
心
の
置
き
所
の
な
い
詩
人
の
あ
り
よ
う
こ
そ
が
、
あ
り

得
べ
き
安
寧
の
場
所
を
求
め
つ
つ
、
そ
れ
を
こ
と
ば
に
よ
っ
て
象
っ
て
ゆ
く
こ

と
、そ
れ
が
詩
篇
創
作
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。

そ
れ
は
、
詩
人
自
身
が
実
際
に
く
り
返
し
た
上
京
と
帰
郷
の
往
復
運
動
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
感
覚
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
詩
篇
の
な
か
で
、
自
身
の
位
置
が
ど
こ
か
ら
も
︿
遠
い
﹀
場
所
に
あ
る
か

ら
こ
そ
、
こ
の
心
の
往
き
来
が
描
き
出
せ
る
の
だ
ろ
う
。︿
ふ
る
さ
と
﹀
も
、
そ

し
て
︿
み
や
こ
﹀
も
、︿
遠
い
﹀
か
ら
こ
そ
憧
れ
象
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

創
作
の
場
を
実
在
の
場
所
に
還
元
し
て
し
ま
う
と
、
こ
う
い
っ
た
中
間
的
な
不

確
定
さ
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
詩
人
が
、﹁
そ
の
人
が
こ
れ
ぞ
と
思
う
方
を

と
れ
ば
い
い
﹂
と
述
べ
る
背
景
に
は
、
ど
こ
に
も
寄
り
添
え
な
い
心
象
こ
そ
が

三
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詩
篇
の
核
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

３

︿
か
な
し
さ
﹀
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン

﹁
小
景
異
情
﹂
が
、
初
出
・
再
録
形
・
詩
集
収
録
形
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、

収
録
詩
篇
と
配
列
と
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ

る
。
な
か
で
も
当
該
詩
篇
は
、
初
出
・
再
録
形
で
こ
の
詩
篇
群
を
締
め
く
く
る

末
尾
に
置
か
れ
て
い
た
の
が
、
詩
集
収
録
形
で
は
、﹁
そ
の
二
﹂
と
し
て
組
み
込

ま
れ
、﹁
小
景
異
情
﹂
の
世
界
に
大
き
な
変
化
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
最

終
的
に
整
え
ら
れ
た
詩
集
収
録
形
の
配
列
を
も
と
に
考
え
て
み
た
い
。

﹁
小
景
異
情
﹂
詩
集
収
録
形
は
、
全
六
篇
の
う
ち
、﹁
そ
の
一
﹂
か
ら
﹁
そ
の

四
﹂
に
い
た
る
な
か
で
、︿
か
な
し
さ
﹀
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
ら
わ
さ
れ
て

い
る
。
他
所
で
食
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︿
ひ
る
餉
﹀
に
出
さ
れ
た
︿
白
魚
﹀

の
︿
さ
び
し
﹀
さ
と
︿
し
ほ
ら
し
さ
﹀
に
響
き
合
う
︿
わ
が
よ
そ
よ
そ
し
さ
と

／
か
な
し
さ
﹀︵﹁
そ
の
一
﹂︶
は
、︿
ふ
る
さ
と
﹀
を
︿
悲
し
く
う
た
ふ
﹀、︿
ふ

る
さ
と
お
も
ひ
涙
ぐ
む
﹀︿
こ
こ
ろ
﹀︵﹁
そ
の
二
﹂︶
へ
と
引
き
継
が
れ
、
次
い

で
、︿
銀
の
時
計
﹀
に
象
徴
さ
れ
る
喪
失
感
が
︿
こ
こ
ろ
か
な
し
や
﹀︿
橋
に
も

た
れ
て
泣
い
て
を
り
﹀︵﹁
そ
の
三
﹂︶
と
形
象
さ
れ
る
。︿
涙
ぐ
む
﹀︵﹁
そ
の
二
﹂︶

で
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、︿
泣
い
て
を
り
﹀︵﹁
そ
の
三
﹂︶
と
、
そ
の
︿
こ
こ
ろ
﹀

は
し
ず
か
な
︿
涙
﹀
と
な
っ
て
落
ち
て
い
る
が
、
そ
の
︿
か
な
し
さ
﹀
が
︿
懺

悔
の
涙
﹀︵﹁
そ
の
四
﹂︶
と
な
っ
た
と
き
、
そ
こ
で
の
︿
涙
﹀
は
そ
れ
ま
で
の
し

ず
か
に
下
方
へ
と
落
ち
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
上
方
へ
︿
せ
き
あ
ぐ
る
﹀
も

の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
︿
か
な
し
さ
﹀
に
彩
ら
れ
た
世
界
は
、
見
た
よ
う
に
、﹁
そ
の
四
﹂

で
︿
緑
も
え
い
で
﹀︿
涙
せ
き
あ
ぐ
る
﹀
さ
ま
へ
と
変
化
し
、
そ
の
勢
い
が
、﹁
そ

の
五
﹂
の
冒
頭
行
︿
な
に
に
こ
が
れ
て
書
く
う
た
ぞ
／
一
時
に
ひ
ら
く
う
め
す

も
も
﹀
を
引
き
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
全
六
篇
の
う
ち
で
唯
一
、
完
全
な

七
五
律
で
つ
ら
ぬ
か
れ
た
こ
の
詩
篇
そ
の
も
の
が
、冒
頭
行
に
あ
ら
わ
れ
た︿
う

た
﹀
を
体
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
映
る
。︿
な
に
に
こ
が
れ
て
﹀、︿
一
時
に

ひ
ら
く
﹀
と
い
っ
た
勢
い
は
、︿
け
ふ
も
母
ぢ
ゃ
に
叱
ら
れ
て
／
す
も
も
の
し
た

に
身
を
よ
せ
ぬ
﹀
と
、
い
っ
た
ん
し
ず
か
に
歌
い
お
さ
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、

続
く
﹁
そ
の
六
﹂
で
、
は
る
か
に
強
く
歌
い
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
︿
あ
ん

ず
﹀
に
︿
花
着
け
﹀︿
燃
え
よ
﹀、︿
地
ぞ
早
や
に
輝
け
﹀
と
こ
と
ば
を
投
げ
か
け

る
﹁
そ
の
六
﹂
の
世
界
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
一
変
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
は

あ
る
が
、︿
花
着
け
﹀︿
燃
え
よ
﹀︿
輝
け
﹀
と
い
う
祈
り
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て

幻
視
さ
れ
る
風
景
で
あ
る
。
か
く
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
祈
り
の
強
さ
は
、
そ

の
実
現
の
困
難
も
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
、﹁
小
景
異
情
﹂
の
世
界
の
特
質
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

初
出
・
再
録
形
の
よ
う
に
、﹁
そ
の
二
﹂
が
末
尾
に
置
か
れ
て
い
た
場
合
も
、︿
と

ほ
き
都
に
か
へ
ら
ば
や
。﹀
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
未
発
の
状
態
に
ほ
か

三
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な
ら
な
い
点
で
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
最
終
詩
篇
が
﹁
そ
の
二
﹂
と
﹁
そ
の
六
﹂

と
で
は
、
大
き
く
異
な
る
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
連
の
詩
篇
で
う
た
わ
れ

た
世
界
か
ら
流
離
し
よ
う
と
す
る
思
い
と
、
そ
の
世
界
に
か
く
あ
っ
て
ほ
し
い

と
言
祝
ぎ
祈
る
思
い
と
の
違
い
で
あ
る
。
詩
集
収
録
形
の
配
列
が
、
初
出
・
再

録
形
と
一
線
を
画
し
た
の
は
こ
の
点
だ
ろ
う
。

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
詩
集
収
録
形
の
配
列
か
ら
は
、︿
か
な
し
さ
﹀
を
軸
と

し
て
紡
が
れ
た
︿
こ
こ
ろ
﹀
の
な
が
れ
を
見
て
と
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
総
題

に
あ
る
︿
異
情
﹀
と
は
ど
の
よ
う
に
結
ぶ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
指

摘
は
、
外
界
や
故
郷
へ
の
異
和
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
。﹁
外
界
の
小
情
景
と
、

そ
れ
に
そ
ぐ
わ
ぬ
わ
が
心
﹂、﹁﹁
小
景
﹂
は
故
郷
の
小
景
﹂︵
鳥
居
邦
朗 (

)

︶、﹁
外

12

界
に
異
和
す
る
心
の
働
き
﹂︵
今
西
幹
一 (

)

︶、﹁
故
郷
と
い
う
そ
の
場
で
﹁
ナ
イ
フ

13

の
よ
う
に
つ
つ
立
つ
﹂
た
︿
異
情
﹀﹂︵
月
村
敏
行 (

)

︶、
ま
た
、﹁
故
郷
の
風
土
に

14

対
す
る
︿
異
情
﹀﹂、﹁
甘
酸
っ
ぱ
い
感
傷
が
、
同
時
に
︿
異
情
﹀
や
禍
々
し
さ
と

し
て
も
成
立
し
て
い
る
﹂
と
い
う
指
摘
と
と
も
に
、﹁
文
語
に
対
す
る
異
和
が
同

時
に
そ
れ
へ
の
執
着
で
あ
り
、
定
型
に
対
す
る
背
反
が
同
時
に
融
和
﹂
で
あ
る

の
が
﹁︿
抒
情
小
曲
﹀
と
し
て
の
︿
異
情
﹀﹂︵
北
川
透 (

)

︶
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

15

そ
し
て
な
か
に
は
、﹁﹁
小
景
異
情
﹂
は
﹁
情
景
﹂
︱
感
情
と
実
景
と
︱
で
あ
る
。

ふ
る
さ
と
の
実
景
に
催
さ
れ
る
感
動
で
あ
る
。﹁
異
﹂
と
は
〝
人
並
で
な
い
〟
こ

と
を
意
味
す
る
﹂︵
久
保
忠
夫 (

)

︶
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

16

﹁
そ
の
二
﹂
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︿
異
土
﹀︵
異
郷
・
異
国
︶
と
の
対
で
考
え

る
と
す
れ
ば
、︿
異
情
﹀
と
は
、
本
来
︿
ふ
る
さ
と
﹀
で
感
じ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
な
気
持
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
六
つ
の
フ
ラ
グ
メ

ン
ト
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
あ
ら
わ
れ
る
、
異
な
っ
た
︿
か
な
し
さ
﹀
が
含
意
さ

れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
こ
ま
で
、﹁
そ
の
二
﹂
を
中
心
に
し
て
詩
人
の
寄
る
辺
な
い
︿
こ
こ
ろ
﹀
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
詩
篇
が
ひ
ろ
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
︿
こ
こ
ろ
﹀
の
普
遍
性
が
了
解
で
き
る
。
そ

し
て
皮
肉
な
こ
と
に
、
太
平
洋
戦
争
へ
と
向
か
う
﹁
翼
賛
﹂
詩
集
が
、
そ
れ
を

逆
説
的
に
照
ら
し
出
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
日
米
開
戦
の
半
年
前
、
昭

和
十
六
年
七
月
に
出
版
さ
れ
た
﹃
大
政
翼
賛
会
文
化
部
編

詩
歌
翼
賛

朗
読

詩
集
︱
日
本
精
神
の
詩
的
昂
揚
の
た
め
に
︱
第
一
輯
﹄︵
目
黒
書
店
︶
に
は
、
冒

頭
に
高
村
光
太
郎
﹁
詩
の
朗
読
に
つ
い
て
﹂、
末
尾
に
岸
田
国
士
﹁﹁
詩
歌
の
午

後
﹂
に
つ
い
て
﹂
の
二
文
を
置
き
、
島
崎
藤
村
﹁
千
曲
川
旅
情
の
歌
﹂、
北
原
白

秋
﹁
紀
元
二
千
六
百
年
頌
﹂、
高
村
光
太
郎
﹁
地
理
の
歌
﹂
な
ど
を
ふ
く
む
十
二

篇
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。﹁
小
景
異
情
﹂は
そ
の
う
ち
の
一
篇
と
し
て
、﹁
そ

の
二
﹂
と
﹁
そ
の
五
﹂
で
編
成
さ
れ
て
い
る
。

﹁
か
う
い
ふ
詩
は
、
純
粋
な
日
本
語
の
格
調
に
循
ひ
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
内

か
ら
出
る
言
葉
に
よ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
民
族
の
詩
情
を
う
た
ふ
の
で
あ
つ
て
、

諸
外
国
と
ち
が
つ
た
日
本
語
独
特
の
美
し
さ
を
其
処
に
汲
み
と
る
こ
と
が
出
来

る
﹂、﹁
詩
を
朗
読
す
る
と
い
ふ
や
う
な
形
式
が
、
人
間
の
精
神
に
知
ら
ぬ
間
に

三
四



或
大
き
な
滋
味
と
活
力
を
与
へ
る
と
い
ふ
こ
と
を
私
は
疑
は
な
い
﹂︵
高
村
光

太
郎
﹁
詩
の
朗
読
に
つ
い
て
﹂︶、﹁
国
民
士
気
の
昂
揚
は
今
や
、
政
治
的
に
も
喫

緊
時
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
百
千
の
名
士
の
愛
国
的
訓
話
は
、
一
回
の
﹁
地
理
の

書
﹂
の
朗
読
に
如
か
ぬ
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
靖
国
の
英
霊
を
迎
ふ
る
わ

れ
ら
国
民
の
至
情
に
対
し
、
如
何
な
る
高
官
の
弔
辞
も
、
数
行
の
﹁
お
ん
た
ま

を
故
山
に
迎
ふ
﹂
る
詩
片
よ
り
荘
厳
に
し
て
感
動
的
な
印
象
を
与
へ
得
な
い
の

で
あ
る
﹂︵
岸
田
国
士
﹁﹁
詩
歌
の
午
後
﹂
に
つ
い
て
﹂︶。
こ
う
い
っ
た
主
旨
で

編
ま
れ
た
本
書
に
お
い
て
、﹁
小
景
異
情
﹂
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

本
書
の
企
図
を
﹁
詩、

歌、

曲、

の、

総、

力、

戦、

﹂︵
傍
点
原
文
の
ま
ま
︶
と
指
摘
す
る
中

野
敏
男 (

)

は
、﹁
愛
国
と
戦
争
へ
の
決
意
を
人
々
に
強
く
説
く
﹂詩
篇
群
の
一
方
で
、

17

﹁
小
景
異
情
﹂
の
よ
う
な
詩
篇
群
が
収
録
さ
れ
て
い
る
理
由
を
、﹁
当
代
を
代
表

す
る
抒
情
詩
と
し
て
人
々
の
情
感
に
訴
え
、
日
本
の
自
然
や
人
々
の
繊
細
な
思

い
に
十
分
な
共
感
を
か
き
立
て
る
こ
と
で
、
こ
の
国
へ
の
心
情
的
な
一
体
感
を

形
作
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
み
な
さ
れ
て
い
る
﹂
と
し
、
本
書
を

﹁
民
衆
の
心
情
を
精
一
杯
動
員
し
て
戦
争
翼
賛
に
向
か
わ
せ
る
た
め
に
、
優
れ

た
詩
作
品
を
繊
細
な
感
覚
で
選
び
出
し
巧
妙
に
配
列
し
た
、
と
て
も
高
性
能
な

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
一
冊
﹂
と
見
て
い
る
。

各
詩
篇
に
付
さ
れ
た
﹁
解
説
﹂︵
執
筆
者
不
詳
︶
は
﹁
小
景
異
情
﹂
に
つ
い
て
、

﹁﹁
ふ
る
さ
と
は
﹂
の
方
は
、
思
ひ
に
思
つ
て
故
郷
へ
帰
つ
て
来
た
の
に
、
期
待

を
裏
切
ら
れ
た
者
の
感
懐
で
あ
つ
て
、
無
論
、
故
郷
の
地
に
立
つ
て
歌
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
﹂と
し
た
う
え
で
、﹁
い
つ
そ
逆
に
遠
い
都
会
へ
帰
つ
て
行
か
う
よ
﹂

と
ひ
ら
い
て
見
せ
る
。
ま
た
、﹁﹁
何
に
こ
が
れ
て
﹂
は
、
別
に
名
利
を
思
ふ
で

は
な
い
が
、
た
ゞ
も
う
夢
中
で
詩
を
書
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
若
き
日
の
純
情

を
何
と
し
よ
う
。
こ
の
冒
頭
の
一
行
に
は
、
自
ら
涙
を
抑
へ
て
ゐ
る
者
の
、
殆

ど
自
嘲
に
近
い
哀
愁
が
含
蓄
ふ
か
く
高
鳴
つ
て
ゐ
る
﹂
と
す
る
一
方
で
、﹁
こ
の

純
情
と
自
嘲
の
底
に
は
鬱
勃
た
る
気
魄
な
し
と
し
な
い
﹂
と
し
て
、﹁
気
魄
﹂
を

呼
び
出
す
。
そ
し
て
、﹁
言
葉
と
言
葉
と
の
間
に
は
飛
躍
に
近
い
省
略
が
あ
る

が
、
こ
の
簡
潔
な
詩
形
の
中
に
、
隠
約
の
妙
趣
を
捉
へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
﹂
と
、

ふ
た
つ
の
世
界
を
結
ん
で
い
る
。
本
書
に
お
け
る
﹁
小
景
異
情
﹂
に
限
っ
て
見

れ
ば
、﹁
涙
﹂
や
﹁
哀
愁
﹂
の
み
に
は
留
ま
ら
な
い
転
換
が
、
一
篇
の
な
か
に
見

い
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
調
は
中
野
論
が
指
摘
す

る
と
お
り
で
あ
り
、
述
べ
た
よ
う
な
︿
か
な
し
さ
﹀
に
裏
打
ち
さ
れ
た
寄
る
辺

な
い
︿
こ
こ
ろ
﹀
が
、
読
む
者
の
多
く
の
︿
こ
こ
ろ
﹀
と
響
き
合
う
。
そ
の
共

感
が
、
戦
争
に
向
か
う
集
団
的
な
統
一
の
基
盤
へ
と
つ
な
げ
ら
れ
よ
う
と
し
た

の
が
、
こ
の
時
期
の
皮
肉
な
あ
り
さ
ま
で
あ
り
、︿
か
な
し
さ
﹀
に
ほ
か
な
ら
な

い
。実

在
の
場
を
必
要
と
し
な
い
︿
ふ
る
さ
と
﹀
や
︿
み
や
こ
﹀
は
、
詩
人
に
と
っ

て
、
た
だ
︿
遠
い
﹀
こ
と
が
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
実
態
の
な
い
︿
遠

さ
﹀
の
な
か
に
こ
そ
、
読
む
者
は
自
身
の
︿
こ
こ
ろ
﹀
を
す
べ
り
込
ま
せ
る
こ

三
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と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
寄
る
辺
な
く
た
よ
り
な
い
﹁
個
﹂
と
詩

篇
と
の
、
し
ず
か
な
響
き
合
い
が
ふ
さ
わ
し
い
。

注

︵
１
︶﹁
ふ
る
さ
と
、
ま
た
は
ソ
ラ
リ
ス
の
海
﹂︵﹁
現
代
思
想
﹂
平
２
・
８
︶

︵
２
︶
萩
原
朔
太
郎
﹁
室
生
犀
星
の
詩
﹂︵﹁
日
本
﹂
昭

・
４
～
５
︶
が
、
こ

17

の
詩
を
﹁
都
会
に
零
落
放
浪
し
て
居
た
頃
の
作
﹂
と
し
、︿
都
﹀
を
郷
里
金

沢
と
見
て
い
る
ほ
か
は
、
多
く
の
論
者
が
︿
ふ
る
さ
と
﹀
を
金
沢
、︿
都
﹀

︿
み
や
こ
﹀
を
東
京
と
見
て
お
り
、
金
沢
を
舞
台
︵
あ
る
い
は
創
作
地
︶
と

し
た
詩
篇
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

︵
３
︶﹁
室
生
犀
星
の
詩
﹁
小
景
異
情
﹂
の
考
察
︱
表
現
に
お
け
る
場
面
の
構

成
︱
﹂︵﹁
金
城
国
文
﹂
昭

・
３
︶

43

︵
４
︶﹁
室
生
犀
星
ノ
ー
ト
︱
﹁
小
景
異
情
そ
の
二
﹂
に
つ
い
て
︱
﹂︵﹁
立
教

大
学
日
本
文
学
﹂
昭

・
７
︶

47

︵
５
︶﹁﹁
都
﹂
か
ら
﹁
み
や
こ
﹂
へ

犀
星
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
位
相
﹂

︵﹁
上
智
近
代
文
学
研
究
﹂
平
１
・
３
︶

︵
６
︶﹁
室
生
犀
星
﹂︵﹃
現
代
詩
大
事
典
﹄
平

・
２

三
省
堂
︶

20

︵
７
︶﹁
近
代
詩
評
釈

小
景
異
情
﹂︵﹁
国
文
学
﹂
昭

・
９
︶

53

42

︵
８
︶﹁﹃
近
代
的
自
我
と
﹁
ふ
る
さ
と
﹂﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹁
き
ゃ
ら
ば
ん
﹂
平

・
３
︶

11
︵
９
︶﹁
解
題
﹂︵﹃
定
本
室
生
犀
星
全
詩
集
﹄
第
１
巻

昭

・

冬
樹
社
︶

53

11

︵

︶﹃
新
し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
﹄︵
大
７
・
４

文
武
堂
書
店
︶

10
︵

︶
久
保
忠
夫
﹁
犀
川
の
ほ
と
り
︱
犀
星
﹃
抒
情
小
曲
集
﹄﹂︵
分
銅
惇
作
・

11吉
田
凞
生
編
﹃
近
代
詩
物
語
﹄﹁
７

ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て

民
衆

詩
運
動
の
展
開
﹂
昭

・

有
斐
閣
︶

53

10

︵

︶﹁
注
二
一
﹂︵﹃
日
本
近
代
文
学
大
系
﹄
第

巻

昭

・
６

角
川
書

12

39

48

店
︶

︵

︶﹁
室
生
犀
星
﹃
抒
情
小
曲
集
﹄
の
成
立
と
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