
前
田
夕
暮
一
自
曲
律
短
歌
成
立
の
背
景

久
留
原
　
昌
宏

、
は
じ
め
に

　
関
東
大
震
災
後
の
日
本
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
変
化
の
波
の
中
、
文

壇
に
モ
ダ
ニ
ズ
丘
云
術
思
潮
の
流
入
の
影
響
を
受
け
た
新
感
覚
派
、
あ
る

い
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
運
動
が
勃
興
し
、
伝
統
的
な
短
歌
・
俳
旬
の

世
界
に
も
、
犬
き
な
変
革
の
機
運
が
訪
れ
た
。
そ
の
一
つ
の
表
れ
が
、
明

治
末
期
に
発
す
る
口
語
短
歌
運
動
が
、
犬
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
、
と
い
う
形
で
表
れ
た
。
具
体
的
に
は
そ
れ
ま

で
の
青
山
霞
村
・
西
出
朝
風
ら
の
活
動
に
加
え
て
、
大
正
十
二
年
に
は
石

原
純
が
論
文
「
自
由
形
式
の
短
歌
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
試
作
を
始
め
、

十
五
年
に
は
鳴
海
要
吉
の
「
新
緑
」
・
渡
辺
順
三
の
「
短
歌
革
命
」
な
ど

口
語
短
歌
の
雑
誌
が
相
次
い
で
創
刊
さ
れ
、
翌
昭
和
二
年
に
は
、
口
語
を

短
歌
用
語
と
す
る
人
々
が
纏
ま
り
「
新
短
歌
協
会
」
を
結
成
し
、
「
芸
術

と
自
由
」
を
機
関
誌
と
し
た
。
そ
し
て
昭
和
五
年
ま
で
に
、
こ
れ
ら
名
を

挙
げ
た
人
々
は
作
晶
に
お
い
て
相
次
い
で
短
歌
定
型
を
捨
て
て
自
由
律
に

移
行
す
る
。
そ
う
し
た
機
運
の
中
で
、
出
詠
者
四
百
五
十
名
を
超
え
る
大

結
社
「
詩
歌
」
の
総
帥
・
前
田
夕
暮
が
、
五
年
半
ば
ま
で
に
結
社
を
挙
げ

て
口
語
自
由
律
短
歌
に
移
行
し
た
こ
と
は
、
口
語
短
歌
運
動
史
上
で
も
特

筆
に
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
自
由
律
短
歌
へ
の
転
換
は
、
前
田
透
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
生
涯
五

度
に
上
る
と
見
ら
れ
る
夕
暮
の
作
風
転
換
の
う
ち
、
四
度
目
に
挙
げ
ら
れ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
三
度
目
の
転
換
と
見
ら
れ
る
犬
正
十
二
年
の
「
天
然

更
新
の
歌
」
か
ら
北
原
自
秋
ら
と
の
雑
誌
「
日
光
」
の
時
代
と
、
明
確
に

区
分
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
前
田
透
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、

夕
暮
の
口
語
発
想
は
既
に
大
正
十
一
年
に
胚
胎
し
、
「
天
然
更
新
」
に
よ
っ

て
や
や
本
格
的
に
試
作
さ
れ
、
「
日
光
」
時
代
の
様
々
な
試
み
を
経
て
昭

和
四
年
の
自
由
律
転
換
に
至
っ
た
も
の
で
、
決
し
て
思
い
つ
き
で
為
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
七
、
八
年
の
準
備
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

間
の
経
緯
を
夕
暮
自
ら
語
っ
た
「
新
興
短
歌
」
（
昭
和
九
年
五
月
　
改
造
杜

『
日
本
文
学
講
座
』
第
八
巻
）
の
一
節
を
引
用
す
る
。

…
明
治
四
十
三
年
に
発
行
し
た
処
女
歌
集
「
収
穫
」
が
既
に
散
文
化
の

　
傾
向
あ
り
と
せ
ら
れ
、
そ
の
編
輯
せ
る
「
詩
歌
」
誌
上
に
於
い
て
、

　
既
に
明
治
四
十
五
年
頃
に
、
二
三
の
定
型
破
壊
の
作
者
を
送
り
出

　
し
、
口
語
自
由
律
の
歌
人
を
さ
へ
抱
擁
し
て
を
り
、
自
分
は
犬
正
十
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二
一
年
頃
漸
く
に
し
て
定
型
破
壊
の
意
図
を
梢
明
か
に
し
な
が
ら
、

更
ら
に
再
び
定
型
に
復
り
、
昭
和
三
年
「
詩
歌
」
復
活
号
誌
上
、
二

十
七
音
の
新
短
歌
を
提
噌
し
、
そ
の
新
定
型
4
・
5
・
5
・
6
・
7

を
止
揚
し
て
自
由
律
表
現
に
一
度
び
は
移
行
し
た
が
、
更
ら
に
再
び

定
型
に
引
き
か
へ
し
て
そ
の
窮
極
点
に
到
達
し
た
時
、
昭
和
四
年
秋

飛
行
機
搭
乗
と
い
ふ
偶
然
の
機
会
に
よ
つ
て
、
お
の
づ
か
ら
に
し
て

口
語
自
由
律
体
表
現
を
必
然
的
に
と
る
や
う
に
な
り
、
以
後
急
テ
ム

ポ
を
以
て
進
展
し
た
。
そ
の
当
初
に
於
て
彼
れ
は
、
短
歌
を
も
う
一

度
そ
の
発
生
時
代
の
自
由
律
形
態
に
湖
行
せ
し
め
て
、
定
型
を
止
揚

し
、
口
語
の
本
質
的
リ
ズ
ム
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
、
万

葉
以
前
（
即
ち
記
紀
時
代
）
に
湖
れ
と
叫
ん
だ
。
が
、
後
、
そ
の
作

品
よ
り
創
作
理
論
を
引
き
出
し
、
短
歌
的
重
量
感
の
説
を
樹
て
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
一

そ
の
一
派
の
指
導
的
創
作
原
理
と
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
や
や
複
雑
な
径
庭
を
経
て
夕
暮
の
自
由
律
短
歌
の
形
成

は
な
さ
れ
、
概
ね
士
二
年
に
も
及
ぶ
一
つ
の
文
学
運
動
と
し
て
、
壮
犬
な

実
験
と
も
い
う
ぺ
き
作
品
の
制
作
と
理
論
構
築
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
夕
暮
自
身
に
よ
る
経
緯
の
説
明
を
土
台
と
し
な
が

ら
、
彼
の
自
由
律
短
歌
成
立
に
至
る
ま
で
の
彼
白
身
の
作
品
傾
向
に
内
在

す
る
要
素
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
「
万
葉
以
前
に
湖
れ
」

と
い
う
主
張
に
共
通
す
る
創
作
理
論
や
、
自
由
律
作
品
の
詩
形
・
内
容
に

影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
詩
歌
人
の
作
品
、
及
び
側
面
か
ら
刺
激
を

与
え
た
と
思
わ
れ
る
俳
旬
界
の
動
き
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
最
後
に
そ
れ

ら
の
諸
要
素
を
整
理
し
、
夕
暮
の
自
由
律
短
歌
作
晶
の
成
立
に
至
る
背
景

と
そ
の
今
日
的
意
義
に
つ
い
て
、
一
定
の
結
論
を
導
き
出
し
た
い
と
思
う
。

二
、
タ
暮
の
資
質
と
そ
の
変
化

　
夕
暮
の
白
由
律
短
歌
の
成
立
の
背
景
と
し
て
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る

も
の
は
、
彼
の
短
歌
作
晶
が
元
来
持
っ
て
い
た
散
文
的
な
文
脈
で
あ
ろ

う
。
夕
暮
の
文
学
的
出
発
の
最
初
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
明
治
二
十
六

年
、
二
十
歳
の
時
に
「
新
声
」
に
掲
載
さ
れ
た
美
文
「
月
の
自
百
合
」
で

あ
り
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
短
歌
と
美
文
が
並
行
し
て
作
ら
れ
「
中
学
文
壇
」

等
に
掲
載
さ
れ
た
。
三
十
七
年
五
月
に
上
京
し
て
尾
上
柴
舟
入
門
後
は
短

歌
が
創
作
の
中
心
に
な
る
が
、
三
十
九
年
、
中
学
教
員
検
定
試
験
に
失
敗

し
、
四
十
年
、
柴
舟
門
下
の
車
前
草
社
の
面
々
を
糾
含
し
て
創
刊
し
た
雑

誌
「
向
日
葵
」
も
二
号
で
廃
刊
し
た
後
、
四
十
一
年
五
月
「
文
章
世
界
」

の
訪
間
記
者
と
な
っ
て
、
島
崎
藤
村
・
徳
田
秋
声
・
正
宗
白
鳥
ら
文
壇
諸

家
を
歴
訪
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
第
に
自
然
主
義
文
学
の
思
潮
に
影
響
を

受
け
る
7
」
と
に
な
る
。
そ
し
て
第
一
歌
集
『
収
穫
』
（
明
治
四
士
二
年
三

月
刊
一
の
主
に
四
十
二
年
以
降
の
作
に
お
い
て
、
短
歌
的
な
「
し
ら
べ
」

に
は
乏
し
い
が
、
冷
静
に
自
他
の
姿
を
観
察
し
た
次
の
よ
う
な
作
風
を
示

す
に
至
る
の
で
あ
る
。

・
襟
垢
の
つ
き
し
袷
と
古
帽
子
宿
を
い
で
行
く
さ
び
し
き
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
）

・
君
一
人
え
た
る
重
荷
に
た
へ
ぬ
や
う
心
ぞ
ふ
る
ふ
信
あ
ら
ぬ
日
を

　
こ
う
し
た
作
晶
の
持
つ
特
徴
を
鋭
敏
に
捉
え
た
同
時
代
評
と
し
て
、
若

山
牧
水
の
「
歌
が
固
い
。
…
僕
は
常
に
こ
の
固
き
所
に
謂
ひ
知
ら
ぬ
新
味

を
感
ず
る
の
だ
。
…
誰
か
よ
く
君
の
如
く
冷
や
や
か
に
自
己
の
恋
愛
を
解
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一
4
一

剖
し
得
た
で
あ
ら
う
。
」
、
小
川
未
明
の
「
同
君
が
在
来
の
形
式
を
破
つ
て

如
何
に
も
散
文
的
に
歌
つ
た
処
は
え
ら
い
と
思
ふ
。
拘
束
さ
れ
易
い
形
式

に
も
余
り
拘
束
さ
れ
ず
、
平
気
で
思
ふ
処
、
感
ず
る
処
を
述
べ
て
行
つ
た

　
　
　
｛
亘

の
は
い
い
。
」
等
々
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
概
ね
そ
の
作
風
が
肯
定
的
に

．
評
価
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
夕
暮
は
自
分
の
作
歌
方
法
に
自
信
を
得
た
に
違

い
な
い
。
前
掲
の
「
新
興
短
歌
」
中
に
お
い
て
、
夕
暮
自
身
も
「
処
女
歌

集
『
収
穫
』
が
既
に
散
文
化
の
傾
向
あ
り
と
せ
ら
れ
」
と
し
て
い
る
よ
う

に
、
そ
の
初
期
歌
風
に
お
い
て
既
に
在
来
の
和
歌
ら
し
い
歌
の
範
晴
を
超

え
る
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
前
掲
の
未
明
の
批
評
が
出
た
「
創
作
」
の
同
じ
号
に
発
表
さ
れ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
）

夕
暮
の
師
で
あ
る
柴
舟
の
「
短
歌
滅
亡
私
論
」
は
、
夕
暮
の
作
歌
意
識
の

中
に
何
ほ
ど
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
「
近
来
の
短
歌

が
、
昔
の
や
う
に
一
首
々
々
引
き
抜
い
て
見
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
五
首

な
ら
ば
五
首
、
十
首
な
ら
ば
十
首
と
作
家
が
読
者
の
前
に
呈
出
し
た
も
の

を
、
一
括
し
て
見
る
べ
き
も
の
」
に
な
っ
た
と
、
連
作
が
多
く
な
っ
た
こ

と
に
短
歌
と
し
て
の
存
在
意
義
を
疑
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
「
私
の
議
論

は
、
ま
た
短
歌
の
形
式
が
、
今
日
の
吾
人
を
十
分
に
写
し
出
だ
す
力
が
あ

る
も
の
で
あ
る
か
を
疑
ふ
の
に
続
く
。
三
十
一
音
の
連
続
し
た
形
式
に
、

吾
々
は
畢
生
の
力
を
托
す
る
の
を
、
何
だ
か
、
ま
だ
ろ
つ
こ
し
い
事
の
や

う
に
思
ふ
。
」
と
、
短
歌
定
型
に
対
す
る
疑
義
を
唱
え
、
さ
ら
に
「
私
の

議
論
は
、
ま
た
短
歌
の
、
主
と
し
て
言
語
を
駆
使
す
る
こ
と
が
ま
た
、
自

分
ら
を
十
分
に
写
し
え
な
い
と
思
ふ
の
に
も
連
な
る
。
今
日
の
生
き
な
言

語
は
、
王
朝
以
来
、
ま
た
は
時
々
に
そ
の
以
前
の
犬
分
死
ん
だ
言
語
と
同

じ
く
な
い
。
そ
の
生
き
た
も
の
を
棄
て
・
、
あ
る
程
度
ま
で
否
む
し
ろ
多

く
死
ん
だ
も
の
を
用
ゐ
る
に
は
、
何
の
意
昧
を
も
発
見
し
な
い
。
」
と
現

代
に
お
け
る
文
語
使
用
の
無
意
味
さ
を
説
き
、
「
か
く
の
如
き
理
由
の
下

に
、
吾
々
、
少
な
く
と
も
私
は
、
短
歌
の
存
続
を
否
認
し
よ
う
と
思
ふ
。
」

と
ま
で
言
い
切
っ
た
柴
舟
の
文
章
は
、
如
何
に
感
想
風
の
短
い
も
の
で
あ

れ
、
ま
た
そ
れ
が
歌
作
を
廃
す
る
と
い
う
形
で
実
行
さ
れ
た
も
の
で
な

か
っ
た
と
は
言
え
、
夕
暮
の
意
識
の
根
底
を
揺
す
ぶ
り
、
約
二
十
年
後
に

お
け
る
自
由
律
転
換
の
遠
因
の
一
つ
を
形
成
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
前
掲
「
新
興
短
歌
」
に
お
い
て
も
、
夕
暮
は
、
自
由
律
短
歌
の
発
芽

と
し
て
、
石
川
啄
木
の
三
行
分
け
短
歌
と
「
一
利
己
主
義
者
と
友
人
と
の

対
話
」
に
お
け
る
発
言
を
挙
げ
て
い
る
が
、
啄
木
に
そ
の
発
言
を
さ
せ
た

動
機
と
し
て
、
ア
」
の
「
短
歌
減
亡
私
論
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
れ
は
窺
え
よ
う
。

　
第
二
歌
集
『
陰
影
』
（
大
正
元
年
九
月
刊
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
半

の
歌
風
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

・
泣
く
こ
と
の
た
え
て
久
し
き
青
春
の
を
は
り
さ
び
し
や
夫
と
な
り
ぬ

る・
曇
り
日
の
青
草
を
籍
け
ば
冷
た
か
り
自
愛
の
こ
こ
ろ
か
な
し
く
も
わ

く

　
や
や
感
覚
的
に
な
っ
て
は
来
て
い
る
も
の
の
、
白
己
省
察
的
で
平
面
描

写
的
な
そ
の
歌
風
は
、
『
収
穫
』
後
半
か
ら
引
き
続
い
て
自
然
主
義
思
潮

の
影
響
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
四
十
五
年
初

頭
の
犬
吠
崎
行
き
あ
た
り
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
白
然
の
風
物
を
あ
り

の
ま
ま
に
描
写
す
る
傾
向
を
帯
び
、
ま
た
連
作
形
式
を
取
る
こ
と
が
多
く

な
る
な
ど
、
夕
暮
の
作
風
に
大
き
な
質
的
転
換
が
訪
れ
る
。
前
田
透
氏
の
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言
う
二
度
目
の
作
風
転
換
で
あ
る
、
外
光
派
的
作
風
へ
の
転
換
で
あ
る
。

　
そ
れ
ま
で
の
作
晶
は
自
己
の
内
面
を
凝
視
し
、
短
歌
定
型
の
枠
組
み
の

中
に
収
徽
し
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
を
持
っ
た
自
己
完
結
的
な
も
の
が
多

か
っ
た
が
、
第
三
歌
集
『
生
く
る
日
に
』
一
大
垂
二
年
九
月
刊
一
に
至
っ

て
一
気
に
開
花
し
た
観
の
あ
る
新
し
い
歌
風
は
、
む
し
ろ
思
考
や
感
覚
を

外
に
向
け
て
開
放
し
て
り
」
う
と
す
る
生
命
主
義
的
と
も
い
う
べ
き
色
調

を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
代
表
作
を
引
く
。

ギ
ー
が
、
短
歌
定
型
に
収
ま
り
切
れ
ず
、
次
の
よ
う
な
破
調
の
作
品
を
既

に
『
生
く
る
日
に
』
の
中
で
生
み
出
す
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

・
夕
日
よ
、
夕
日
よ
、
夕
日
よ
と
心
狂
ほ
し
く
渦
巻
き
て
行
く
空
焼
く

る
か
た

・
赤
く
に
じ
め
る
日
没
と
白
く
け
む
る
花
、
草
い
き
れ
強
し
空
気
よ
ど

め
る

・
腹
自
き
巨
口
の
魚
を
背
に
負
ひ
て
汐
川
口
を
い
ゆ
く
わ
か
も
の

・
向
日
葵
は
金
の
油
を
身
に
あ
び
て
ゆ
ら
り
と
高
し
日
の
ち
ひ
さ
さ
よ

　
甲
」
の
よ
う
な
明
る
い
日
光
を
感
じ
さ
せ
る
作
晶
を
生
み
出
せ
る
よ
う
に

な
っ
た
理
由
と
し
て
、
伝
記
的
な
事
実
を
言
え
ば
、
大
正
に
入
っ
て
夕
暮

は
三
十
代
を
迎
え
、
二
十
代
ま
で
の
神
経
衰
弱
的
傾
向
か
ら
体
質
的
に
変

化
し
て
健
康
状
態
が
良
く
、
夫
婦
生
活
も
安
定
し
て
く
る
な
ど
、
人
間
的

な
成
熟
が
一
つ
の
犬
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
前
田
透
氏
等
が
言
う
よ

う
に
、
こ
の
時
期
主
宰
誌
「
詩
歌
」
の
紙
面
が
充
実
し
、
後
に
触
れ
る
多

く
の
詩
歌
人
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
新
た
な
「
詩
」
を
短
歌
形
式
の
中
で

開
拓
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
自
檸
」
美
術

展
覧
会
を
屍
に
行
き
、
ゴ
ッ
ホ
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
等
後
期
印
象
派
絵
画
の
影

響
を
受
け
た
こ
と
も
、
新
し
い
歌
風
形
成
の
上
で
犬
き
い
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
作
風
が
本
質
的
に
変
化
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一
」

の
第
二
回
の
作
風
転
換
は
、
夕
暮
の
生
涯
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
外
に
向
け
て
爆
発
し
た
作
歌
エ
ネ
ル

　
こ
の
よ
う
に
元
来
持
っ
て
い
た
散
文
的
な
文
体
に
加
え
て
、
外
に
向
け

て
詩
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
さ
せ
る
方
向
に
作
風
が
変
化
し
た
結
果
、
口

語
自
由
律
へ
と
至
る
ル
i
ト
は
夕
暮
の
中
で
必
然
的
に
な
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

三
、
白
秋
と
の
交
友
一
牧
水
の
破
調

　
本
章
か
ら
白
由
律
作
晶
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
詩
歌
人

に
つ
い
て
具
体
的
検
討
に
入
る
。

　
ま
ず
名
前
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
北
原
自
秋
で
あ
ろ
う
。
大
正
十

二
年
二
月
、
東
海
道
線
列
車
中
に
お
い
て
避
遁
し
た
夕
暮
と
自
秋
は
、
自

秋
が
夕
暮
の
「
天
然
更
新
の
歌
」
を
激
賞
し
た
こ
と
か
ら
意
気
投
含
し
、

そ
の
ま
ま
三
浦
半
島
へ
二
泊
二
日
の
吟
行
に
出
て
酒
を
酌
み
交
わ
し
熱
く

語
り
合
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
家
族
門
人
を
含
め
て
の

交
友
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
翌
年
四
月
、
二
人
を
軸
と
し
て
石
原
純
・
古
泉

千
樫
・
釈
遇
空
・
川
田
順
・
木
下
利
玄
等
が
加
わ
っ
た
超
結
社
雑
誌
「
日

光
」
の
発
刊
に
繋
が
っ
た
一
」
と
は
、
文
学
史
上
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
当
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時
主
宰
誌
「
詩
歌
」
を
休
刊
中
だ
っ
た
夕
暮
が
、
そ
こ
を
主
な
発
表
機
会

と
し
て
、
口
語
歌
の
試
作
や
俳
旬
、
ま
た
後
に
『
緑
草
心
理
』
一
大
正
十

四
年
一
月
刊
）
に
纏
め
ら
れ
る
散
文
詩
体
の
随
筆
を
発
表
で
き
た
こ
と

は
、
や
や
後
に
自
由
律
短
歌
に
本
格
的
に
転
換
す
る
た
め
の
重
要
な
ス
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ヱ

リ
ン
グ
・
ボ
ー
ド
と
な
っ
た
こ
と
は
、
つ
と
に
前
田
透
氏
・
山
田
吉
郎
氏

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
筆
者
は
以
前
、
直
接
交
流
の
な
か
っ
た
と
思
し
き
大
正
初
年
の
頃
に
お

い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
桐
の
花
」
事
件
を
背
景
と
す
る
「
哀
傷
篇
」
の
諸

作
晶
か
ら
、
夕
暮
の
『
生
く
る
日
に
』
へ
の
作
風
ニ
ア
ー
マ
の
影
響
が
考

え
ら
れ
る
と
し
、
自
秋
の
三
浦
三
崎
・
小
笠
原
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
詩
集

『
自
金
の
独
楽
』
一
犬
正
三
年
刊
一
や
歌
集
『
雲
母
集
』
一
大
正
四
年
刊
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
8
一

と
夕
暮
作
品
と
の
内
容
の
類
似
性
に
つ
い
て
指
摘
し
た
一
」
と
が
あ
る
。
夕

暮
に
は
自
秋
研
究
の
基
礎
文
献
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
散
文
集
『
自
秋
追

憶
』
一
昭
和
二
十
三
年
三
月
刊
一
が
あ
り
、
『
雲
母
集
』
を
絶
賛
す
る
よ
う

な
記
述
が
あ
る
一
」
と
か
ら
、
直
接
的
な
影
響
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

昭
和
十
六
年
か
ら
十
七
年
の
自
秋
の
死
去
直
前
ま
で
、
夕
暮
は
し
ば
し
ば

自
秋
宅
を
訪
問
し
て
「
時
局
」
に
つ
い
て
懇
談
し
、
そ
の
死
去
と
踵
を
接

す
る
よ
う
な
形
で
夕
暮
短
歌
の
定
型
復
帰
が
行
わ
れ
た
一
」
と
か
ら
も
、
夕

暮
と
自
秋
の
交
友
は
非
常
に
密
接
で
お
互
い
の
文
学
形
成
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
は
、
明
瞭
な
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
白
秋
と
の
交
流
に
よ
る
夕
暮
歌

風
の
改
革
の
進
展
と
い
う
一
」
と
に
加
え
て
、
さ
ら
に
何
人
か
の
詩
歌
人
か

ら
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
若

山
牧
水
の
破
調
の
歌
と
の
関
連
性
で
あ
る
。

　
牧
水
は
夕
暮
と
同
じ
柴
舟
門
下
・
車
前
草
社
か
ら
文
学
的
出
発
を
し
た

言
わ
ば
同
志
で
あ
り
、
若
き
日
に
は
親
し
く
交
友
し
た
。
歌
集
『
別
離
』

（
明
治
四
士
二
年
四
月
刊
）
を
出
版
し
た
頃
に
は
『
収
穫
』
を
出
し
た
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
｛
g
一

暮
と
と
も
に
「
比
翼
詩
人
」
と
並
称
さ
れ
、
自
然
主
義
短
歌
の
新
風
を
も

た
ら
し
た
存
在
と
し
て
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
歌
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人

の
初
期
歌
風
に
多
く
の
モ
チ
ー
フ
や
作
風
の
上
で
共
通
点
が
見
ら
れ
、
相

互
に
影
響
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
山
田
吉
郎
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
牧
水
が
、
続
く
歌
集
『
路
上
』
『
死
か
芸
術
か
』
を
経
て
辿
り
着

い
た
の
が
、
明
治
四
十
五
年
七
月
、
父
危
篤
の
報
に
遭
っ
て
日
向
に
帰
省

し
て
い
た
約
八
ヶ
月
間
の
作
晶
を
収
め
た
歌
集
『
み
な
か
み
』
（
大
正
二

年
九
月
刊
一
の
世
界
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
父
の
死
を
見
送
っ
た
後
、

郷
里
に
留
ま
る
か
再
度
上
京
し
て
文
学
に
打
ち
込
む
か
の
進
賂
の
選
択
を

親
族
か
ら
迫
ら
れ
、
苦
し
い
白
問
自
答
の
生
活
の
中
か
ら
、
新
し
い
掃
情

空
間
に
踏
み
込
ん
だ
破
調
の
歌
が
、
溢
れ
る
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
た
。

　
ち
な
み
に
、
大
正
二
年
前
半
に
「
詩
歌
」
に
発
表
さ
れ
た
『
み
な
か
み
』

所
収
の
作
品
は
、
「
そ
う
だ
、
あ
ん
ま
り
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
た
、

四
辺
は
死
の
や
う
に
暗
い
」
「
や
す
鏡
、
て
ら
て
ら
鏡
、
青
い
鏡
に
延
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
o
）

た
り
縮
ん
だ
り
、
我
が
こ
こ
ろ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
衝
撃
的
な
作
品
を
強
く
意
識
し
た
上
で
あ
ろ
う
、

夕
暮
の
破
調
の
歌
に
対
す
る
当
時
の
見
解
が
、
次
の
「
窓
に
向
か
ひ
て
」

（
「
詩
歌
」
大
正
二
年
六
月
）
の
一
節
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

…
破
調
の
歌
は
、
是
れ
を
短
歌
と
し
て
取
り
扱
は
ず
し
て
、
短
歌
に
あ

　
ら
ざ
る
新
ら
し
い
一
詩
型
と
し
て
見
た
方
が
よ
い
と
お
も
ふ
。
そ
れ

　
を
強
い
て
短
歌
と
し
て
取
扱
ふ
と
す
る
か
ら
其
処
に
議
論
が
沸
騰
す

　
る
。
内
容
に
「
短
歌
的
情
調
」
が
盛
ら
れ
て
ゐ
た
ら
そ
れ
で
よ
い
や
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う
に
思
つ
て
ゐ
る
人
が
あ
る
と
し
た
ら
、

る
こ
と
で
あ
る
。
…

そ
れ
は
黙
許
す
べ
か
ら
ざ

　
暗
に
牧
水
を
「
黙
許
す
べ
か
ら
ざ
る
」
人
と
し
て
批
難
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
後
年
の
「
短
歌
的
重
量
感
」
や
「
等
時
性
」
に
固
執
し
た
自
由

律
時
代
の
予
兆
な
ど
、
こ
の
文
脈
か
ら
は
少
し
も
感
じ
取
れ
な
い
。

　
し
か
し
実
際
に
は
、
前
掲
の
「
新
興
短
歌
」
の
申
で
啄
木
の
次
に
定
型

破
壊
を
企
て
た
者
と
し
て
牧
水
の
『
み
な
か
み
』
を
挙
げ
て
お
り
、
「
定

型
破
壊
の
実
行
者
も
当
時
何
等
の
創
作
理
論
を
持
た
な
か
つ
た
た
め
に
、

一
つ
の
短
歌
運
動
と
し
て
の
現
は
れ
は
な
か
つ
た
」
と
し
な
が
ら
も
相
当

な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
以
前
に
指
摘
し

　
　
＾
1
1
〕

た
も
の
で
あ
る
が
、
夕
暮
の
自
由
律
作
品
の
あ
る
も
の
に
は
、
次
の
よ
う

に
『
み
な
か
み
』
作
品
の
ス
タ
イ
ル
を
模
倣
し
た
形
跡
が
あ
る
。

一
牧
一
こ
の
絵
の
や
う
に
ま
つ
自
な
熊
の
児
と
な
り
、
藍
い
ろ
の
海
、
死

　
　
ぬ
る
ま
で
泳
が
ば
や

一
夕
一
葉
緑
素
に
ま
み
れ
た
一
疋
の
蜂
と
な
つ
て
、
紗
々
た
る
草
原
地
帯

　
　
の
あ
さ
み
ど
り
を
と
ぶ

一
牧
一
地
の
皮
膚
に
さ
せ
る
日
光
と
、
陰
騒
と
、
わ
が
い
の
ち
の
絵
具
と
、

　
　
正
午
の
新
鮮

一
夕
一
枯
芝
の
上
の
椅
子
、
青
い
楊
、
う
す
朱
い
サ
ン
ダ
ル
、
菊
の
花
あ

　
　
か
る
い
午
前

　
夕
暮
の
前
者
の
歌
は
、
自
由
律
第
一
歌
集
『
水
源
地
帯
』
一
昭
和
七
年

九
月
刊
一
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
昭
和
五
年
夏
の
北
海
遺
旅
行
で
狩
勝
峠

を
通
っ
た
日
に
取
材
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
夜
泊
ま
っ
た
帯
広
の
旅

館
に
、
偶
然
牧
水
の
書
い
た
半
折
が
掛
か
っ
て
お
り
、
「
私
は
そ
の
晩
沁
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
）

と
牧
水
と
二
人
寝
た
や
う
な
気
持
が
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
、
夕
暮

は
随
筆
集
『
青
天
祭
』
（
昭
和
十
八
年
二
月
刊
一
の
中
で
述
懐
し
て
い
る
。

昭
和
三
年
九
月
に
亡
く
な
っ
た
牧
水
を
遺
悼
す
る
気
分
の
残
っ
て
い
た
頃

で
も
あ
り
、
牧
水
の
作
品
を
想
起
さ
せ
る
変
身
の
歌
が
出
来
た
の
は
、
こ

の
エ
ピ
ソ
i
ド
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
夕
暮
の
歌
か

ら
は
牧
水
ほ
ど
の
変
身
願
望
の
切
実
さ
は
伝
わ
っ
て
来
な
い
。
後
者
は
次

の
歌
集
『
青
樫
は
歌
ふ
』
（
昭
和
十
五
年
三
月
刊
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

構
図
や
言
葉
の
配
列
に
か
な
り
の
類
似
性
が
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
牧
水

の
歌
が
あ
る
一
つ
の
色
彩
で
統
一
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
の
に
対
し
、
夕

暮
の
歌
は
い
か
に
も
羅
列
的
で
迫
力
が
な
い
。

　
こ
う
し
た
微
妙
な
相
違
点
に
つ
い
て
、
次
の
批
評
が
一
つ
の
解
答
を
与

え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
牧
水
の
破
調
作
晶
に
対
し
て
、
同
時
代
の
歌
壇
人

の
犬
多
数
が
批
判
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
窪
田
空
穂
は
「
旋
頭
歌
の
試

作
を
勧
む
」
一
「
文
章
世
界
」
犬
正
二
年
三
月
一
の
中
で
、
「
若
山
牧
水
氏

の
破
調
の
歌
に
は
、
多
く
の
優
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
」
と
評
価
し
、
破
調

の
歌
が
持
つ
「
力
強
さ
と
、
其
処
か
ら
湧
く
魅
力
」
が
、
実
は
「
氏
の
主

観
に
ぴ
つ
た
り
即
い
て
い
る
」
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
述

べ
て
い
る
。
言
わ
ば
「
わ
が
い
の
ち
」
す
な
わ
ち
熟
し
た
主
観
が
止
む
に

止
ま
れ
ず
短
歌
の
定
型
を
破
る
に
至
っ
た
の
が
牧
水
の
破
調
で
あ
る
の
に

対
し
、
夕
暮
の
自
由
律
は
、
一
首
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
い
か
に
も
必
然
牲

の
な
い
、
主
観
の
動
力
の
足
り
な
い
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
夕
暮
が
自
由
律
短
歌
の
フ
ォ
ル
ム
を
形
成
し
て
い
く

に
際
し
て
、
も
し
先
行
作
品
に
範
を
求
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
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や
は
り
車
前
草
社
以
来
の
こ
の
盟
友
の
、
7
」
れ
ら
の
自
由
律
と
い
っ
て
よ

い
大
胆
な
作
品
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
断
で
き
る
。

四
、
朔
太
郎
の
詩
歌
論
の
受
容

　
次
に
自
由
律
短
歌
運
動
の
進
展
に
際
し
て
、
夕
暮
に
思
想
的
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
萩
原
朔
太
郎
を
取
り
上
げ
る
。
多
く
の
詩
人
の
活

躍
の
舞
台
と
な
っ
た
第
一
期
「
詩
歌
」
（
明
治
四
十
四
年
四
月
；
犬
正
七

年
十
月
）
に
は
、
「
竹
」
（
大
正
四
年
二
月
）
「
恋
を
恋
す
る
人
」
一
四
年
六

月
）
な
ど
朔
太
郎
の
代
表
作
と
芭
言
え
る
作
品
が
発
表
さ
れ
た
が
、
作
品

や
評
論
の
登
場
回
数
と
し
て
は
、
次
章
に
述
べ
る
山
村
暮
鳥
や
室
生
犀
星
・

川
路
柳
虹
ら
に
比
べ
る
と
そ
れ
程
多
く
は
な
い
。
ま
た
作
晶
面
で
の
夕
暮

へ
の
影
響
も
余
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
た
だ
特
筆
す
べ
き
は
朔
太
郎
の
第
一

詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
（
大
正
六
年
二
月
刊
）
が
犀
星
の
感
情
詩
社
と
夕

暮
の
自
日
社
と
の
共
同
出
版
と
な
っ
た
こ
と
で
、
前
田
透
氏
に
よ
れ
ば
、

印
刷
・
校
正
・
発
送
等
全
て
に
わ
た
る
面
倒
を
実
際
見
た
の
は
夕
暮
で
あ
っ

た
と
い
う
。
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
に
は
、
そ
の
出
版
前
後
の
事
務
的
な

事
柄
に
つ
い
て
の
夕
暮
宛
の
書
簡
、
ま
た
「
詩
歌
」
廃
刊
後
の
夕
暮
を
励

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旧
）

ま
す
文
面
の
大
正
八
年
一
月
の
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
周
知
の
よ
う
に
朔
太
郎
は
「
現
歌
壇
へ
の
公
開
状
」
（
「
短
歌

雑
誌
」
大
正
十
一
年
五
月
一
を
初
め
と
す
る
十
余
篇
に
及
ぶ
歌
壇
批
判
を

発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
舌
鋒
は
当
時
島
木
赤
彦
を
中
心
と
し
た
「
ア
ラ

ラ
ギ
」
派
が
勢
力
を
拡
充
し
、
歌
壇
を
制
圧
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
現

状
に
激
し
い
抵
抗
感
を
表
明
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
小
題
の
み
を
挙
げ

て
み
る
と
「
歌
壇
は
詩
の
本
分
を
忘
れ
て
ゐ
る
」
「
歌
壇
は
時
世
に
遅
れ

て
居
る
」
「
歌
壇
は
万
葉
集
を
理
解
し
な
い
」
「
歌
壇
は
叡
智
の
偏
重
に
陥
つ

て
ゐ
る
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
歌
壇
の
行
き
詰
ま
り
を
打
破
す
る
た

め
に
、
詩
壇
へ
の
接
近
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
続
く
歌
壇
批
判
の
諸
編

も
基
本
的
に
は
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、
夕
暮
が
翌
十
二
年
元
旦
か
ら
制

作
し
た
「
天
然
更
新
の
歌
」
は
、
彼
が
朔
太
郎
の
言
う
歌
壇
の
行
き
詰
ま

り
を
実
作
を
示
し
て
打
破
し
よ
う
と
す
る
気
概
の
も
と
に
作
ら
れ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
夕
暮
は
「
自
己
宣
言
　
　
　
『
天
然

更
新
の
歌
』
発
表
に
就
て
」
（
「
短
歌
雑
誌
」
大
正
十
二
年
二
月
）
に
お
い

て
、
門
下
矢
島
歓
一
に
宛
て
た
一
月
九
日
付
け
書
簡
の
形
で
、
朔
太
郎
の

「
歌
壇
へ
の
最
後
の
論
説
」
一
「
覇
王
樹
」
犬
正
十
二
年
一
月
一
の
内
容
に

つ
い
て
大
筋
に
お
い
て
同
感
し
た
旨
を
述
べ
て
お
り
、
「
萩
原
君
の
言
つ
て

ゐ
る
事
は
、
僕
自
身
に
む
か
つ
て
言
ひ
か
け
て
ゐ
る
の
だ
と
さ
へ
思
ふ
部

　
　
　
　
（
“
〕

分
が
あ
つ
た
。
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
時
期
に
夕

暮
は
朔
太
郎
に
手
紙
を
書
き
、
そ
の
返
事
と
し
て
一
月
十
四
日
付
け
の
朔

太
郎
の
葉
書
も
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
詩
歌
」
の
頃
に
比
べ
て
歌
壇

が
全
く
文
壇
の
特
殊
部
落
に
追
い
込
ま
れ
た
現
状
を
語
り
、
「
貴
兄
の
昔
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

情
熱
を
以
て
今
日
の
行
き
詰
つ
た
歌
檀
を
根
本
か
ら
改
革
さ
れ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

嘱
望
し
ま
す
。
貴
兄
の
力
を
以
て
せ
ば
、
こ
ん
な
ぐ
ら
つ
い
て
ゐ
る
歌
檀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朽
）

を
く
つ
が
へ
す
の
は
易
々
た
る
の
み
で
せ
う
。
」
と
歌
壇
へ
の
復
活
を
果

た
し
た
夕
暮
に
自
ら
の
主
張
す
る
歌
壇
改
革
の
担
い
手
と
な
る
よ
う
犬
き

な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
朔
太
郎
か
ら
の
工
ー
ル
に
答
え
る
よ
う
に
、
夕
暮
は
同
年
四

月
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
三
日
間
に
わ
た
り
「
歌
壇
に
送
る
言
葉
」
を

連
載
す
る
。
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。
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万
葉
集
は
原
生
林
で
あ
り
、
磯
石
で
あ
り
、
撲
で
あ
る
。
犬
地
か

ら
生
え
ぬ
き
の
植
物
で
あ
り
、
畑
の
な
か
の
麓
菜
で
あ
る
。
磯
石
で

あ
る
か
ら
光
を
含
ん
で
い
る
。
撲
で
あ
る
か
ら
粗
野
な
手
触
り
が
可

い
の
で
あ
る
。
僕
が
斯
く
言
ふ
の
は
間
違
つ
て
は
ゐ
な
い
積
り
で
あ

る
。
靱
て
今
の
万
葉
誤
訳
者
は
こ
の
万
葉
の
最
も
尊
い
、
犬
地
か
ら

生
ま
れ
出
た
も
の
の
み
が
有
て
る
烈
し
き
生
存
欲
、
太
陽
崇
拝
者
の

精
神
に
似
た
原
始
的
な
強
烈
な
心
、
自
然
と
人
間
の
抱
擁
と
い
ふ
様

な
、
そ
し
て
、
一
種
の
創
世
記
時
代
の
体
験
な
ど
を
学
ば
う
と
は
せ

ず
に
、
多
く
は
所
謂
単
に
万
葉
語
に
囚
ら
へ
ら
れ
て
動
き
が
と
れ
な

く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
…

　
夕
暮
は
要
す
る
に
万
葉
語
の
模
倣
を
排
し
て
現
代
の
口
語
に
よ
っ
て
作

歌
す
べ
き
時
代
に
来
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、
前
田
透
氏

も
述
べ
る
よ
う
に
「
作
風
変
革
の
都
度
、
一
種
の
昂
奮
状
態
に
陥
入
り
ラ

フ
春
言
説
を
行
な
う
癖
」
に
よ
る
も
の
で
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
派
の
土
田
耕

平
ら
に
よ
る
反
駁
を
受
け
た
が
、
「
鍛
錬
遺
」
を
唱
え
る
島
木
赤
彦
ら
と

の
作
歌
態
度
の
違
い
も
あ
っ
て
十
分
な
論
争
の
形
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
犬
正
十
二
年
春
か
ら
昭
和
三
年
四
月
「
詩
歌
」
復
活
号
の
発
行
ま

で
わ
ず
か
五
年
し
か
期
間
は
離
れ
て
い
な
い
。
そ
の
間
に
夕
暮
は
自
秋
と

の
交
友
を
深
め
、
そ
れ
が
雑
誌
「
日
光
」
に
お
け
る
幅
広
い
表
現
活
動
か

ら
口
語
自
由
律
へ
の
転
換
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
経
緯
は
前
述
し
た
と
お
り

だ
が
、
基
本
的
な
改
革
へ
の
意
欲
と
い
う
点
で
、
「
歌
壇
に
送
る
言
葉
」

に
流
れ
て
い
る
精
神
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
昆
て
よ
い
。
そ

れ
は
次
の
復
活
号
の
扉
に
あ
る
「
信
条
」
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
切
の
予
備
知
識
を
捨
て
て
自
紙
た
れ
。
／
万
葉
以
前
に
遡
る
べ

し
。
／
童
心
に
か
へ
れ
。
／
意
識
的
な
る
自
然
観
照
を
避
け
て
、
あ

る
が
ま
ま
の
／
草
木
土
壌
に
同
化
し
、
努
め
て
人
生
を
、
生
活
を
／

端
的
に
歌
ふ
べ
し
。
／
素
朴
に
、
単
純
に
、
卒
直
に
、
新
鮮
に

／
青
天
の
下
、
健
康
な
れ
。
／
自
日
悦
た
り
、
歓
喜
に
燃
え
よ
。

　
こ
の
言
葉
は
短
歌
定
型
以
前
の
記
紀
歌
謡
時
代
に
遡
る
こ
と
を
説
い
て

い
る
わ
け
だ
か
ら
、
既
に
一
種
の
白
由
律
宣
言
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

夕
暮
は
さ
ら
に
「
新
短
歌
提
噌
」
と
共
に
そ
の
試
作
「
雪
あ
か
り
」
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
と
め
　
　
　
　
　
と
こ

七
首
を
発
表
す
る
。
そ
れ
は
倭
建
命
の
「
嬢
女
の
、
林
の
辺
に
、
わ
が
置

き
し
、
つ
る
ぎ
の
太
刀
、
そ
の
太
刀
は
や
」
と
い
う
歌
謡
に
胚
胎
す
る
二

十
七
音
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
同
年
十
二
月
、
朔
太
郎
は
長
年
構
想
を
練
っ
て
き
た
『
詩
の
原
理
』
を

書
き
下
ろ
し
で
出
版
す
る
。
そ
の
中
に
、
日
本
の
詩
の
歴
史
は
記
紀
に
現

れ
た
無
韻
素
朴
の
自
由
詩
か
ら
出
て
い
る
一
」
と
を
指
摘
し
、
こ
の
倭
建
命

の
歌
な
ど
を
引
用
し
つ
つ
、
中
国
文
化
の
影
響
で
定
型
化
さ
れ
た
万
葉
集

以
降
の
和
歌
に
比
べ
て
よ
り
自
然
で
、
音
律
上
の
魅
力
に
お
い
て
も
優
れ

て
い
る
と
す
る
記
述
が
あ
る
。
「
詩
歌
」
の
復
活
号
の
内
容
と
影
響
関
係

が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
興
味
深
い
一
致
で
あ
る
。

　
し
ば
ら
く
歌
壇
批
判
の
筆
を
休
め
て
い
た
朔
太
郎
は
昭
和
六
年
頃
か
ら

再
び
そ
の
舌
鋒
を
歌
壇
に
向
け
始
め
た
。
そ
し
て
「
長
詩
と
短
歌
」
（
昭

和
七
年
五
月
　
改
造
社
『
短
歌
講
座
』
第
十
巻
）
の
中
で
、
紙
余
曲
折
を

経
て
、
当
時
本
格
的
に
口
語
自
由
律
短
歌
に
転
換
し
て
い
た
夕
暮
と
そ
の

門
下
の
活
動
に
、
次
の
よ
う
に
極
め
て
好
意
的
な
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
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今
日
の
自
由
詩
壇
は
自
ら
こ
の
点
一
筆
者
注
・
韻
律
の
点
一
で
、

「
詩
」
を
廃
棄
し
、
避
け
が
た
く
散
文
の
中
に
解
消
し
て
居
る
。
此

所
で
新
し
く
興
つ
た
自
由
律
歌
が
、
再
度
そ
の
失
は
れ
た
音
楽
を
回

復
し
、
従
来
の
短
歌
と
異
な
る
別
の
韻
律
を
発
冤
し
て
、
真
の
意
昧

で
の
白
由
詩
を
建
築
し
よ
う
と
意
志
す
る
な
ら
ば
、
さ
う
し
た
歌
壇

人
の
運
動
こ
そ
、
現
時
の
「
解
消
し
つ
つ
あ
る
自
由
詩
」
に
代
つ
て
、

未
来
の
新
興
さ
れ
る
新
日
本
詩
を
創
造
す
べ
き
、
最
も
有
意
義
な
一

大
詩
壇
運
動
と
な
る
で
あ
ら
う
。
自
分
の
推
察
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
前
田
夕
暮
氏
等
の
歌
壇
人
が
、
今
日
に
於
て
「
自
由
詩
」
と

「
自
由
律
歌
」
の
区
別
を
唱
へ
、
厳
と
し
て
自
家
の
ポ
エ
ム
を
自
由

詩
の
外
に
対
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
点
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

創
造
的
見
解
に
存
す
る
の
だ
ら
う
。
…

　
夕
暮
は
こ
の
朔
太
郎
の
言
説
に
大
い
に
感
銘
を
受
け
た
よ
う
で
、
同
年

六
月
二
十
六
日
付
け
米
田
雄
郎
宛
書
簡
の
中
で
、
若
い
門
人
た
ち
の
作
品

が
余
り
飛
躍
し
す
ぎ
て
良
く
な
い
と
述
べ
、
「
少
し
短
歌
講
座
の
萩
原
朔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

太
郎
の
自
由
律
論
で
も
よ
む
や
う
に
、
序
の
と
き
に
言
つ
て
ほ
し
い
。
」

と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
新
日
本
詩
の
提
唱
に
就
い
て
」
一
「
詩
歌
」
同

年
九
月
）
と
題
し
て
門
下
に
こ
の
言
説
を
紹
介
し
、
「
私
達
の
意
図
は
其

処
に
あ
る
。
」
と
全
面
的
な
共
鴫
を
表
明
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
朔
太
郎
は
、
「
前
田
夕
暮
氏
と
水
源
地
帯
」
（
「
短
歌
研
究
」
昭
和

八
年
三
月
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
夕
暮
の
自
由
律
短
歌
運
動
に
対
す
る

は
っ
き
り
し
た
支
持
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

和
歌
の
歴
史
は
、
記
紀
の
自
由
律
詩
に
始
ま
つ
て
居
る
。

ッ
」
れ
が

万
葉
集
で
定
型
律
に
な
り
、
ず
つ
と
今
日
ま
で
、
伝
統
的
に
和
歌
の

形
式
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
今
日
、
既
に
行
き
詰
ま
つ
て

し
ま
つ
た
和
歌
が
、
再
度
ま
た
原
始
の
自
由
律
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら

新
し
い
建
設
を
出
発
し
よ
う
と
考
へ
て
い
る
の
は
、
歴
史
的
に
屍
て

も
当
然
の
意
向
で
あ
る
。
《
中
略
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
今
日
の
歌
壇
に
於
て
、
前
田
夕
暮
氏
が
進
ん
で
一
」
の
革
新
運
歌
の

先
導
に
立
ち
、
犬
騰
な
自
由
律
歌
を
提
噌
し
て
居
ら
れ
る
の
は
、
僕

等
詩
人
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
甚
だ
興
味
深
く
注
目
す
べ
き
事
項
に

属
す
る
。
な
ぜ
な
ら
『
詩
の
原
理
』
で
論
じ
た
通
り
、
今
日
の
所
謂

自
由
詩
と
称
す
る
も
の
は
、
ホ
イ
ツ
ト
マ
ン
や
ヱ
ル
ハ
i
レ
ン
の
輸

入
で
な
く
、
日
本
に
太
古
か
ら
あ
つ
た
記
紀
自
由
歌
へ
の
復
古
で
あ

り
、
且
つ
日
本
語
の
特
殊
な
韻
律
か
ら
し
て
、
必
然
的
に
さ
う
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
「
国
語
の
自
然
律
」
に
押
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
…

　
朔
太
郎
は
か
つ
て
「
歌
壇
へ
の
公
開
状
」
で
歌
壇
革
新
の
第
一
声
を
挙

げ
た
時
、
歌
人
の
多
く
が
自
分
を
非
難
す
る
中
で
夕
暮
の
み
が
意
見
を
認

め
て
く
れ
た
こ
と
を
謝
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
批
評
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
『
水
源
地
帯
』
自
体
に
対
し
て
は
「
芸
術
的
に
不
満
を
感

ず
る
点
が
多
く
、
充
分
の
賛
辞
を
呈
す
る
一
」
と
が
出
来
な
い
」
と
い
う
評

で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
う
し
た
新
創
造
の
冒
険
に
か
け
る
「
前
田
氏
の
強
い

意
志
と
、
朗
ら
か
で
犬
臆
な
態
度
」
を
朔
太
郎
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
時
代
は
や
や
下
が
る
が
、
夕
暮
が
苦
手
と
す
る
古
典
鑑
賞
の
中

で
最
も
長
く
十
八
回
に
わ
た
っ
て
「
詩
歌
」
に
連
載
さ
れ
た
も
の
と
し
て

「
上
代
歌
謡
選
紗
」
（
昭
和
十
七
年
九
月
；
十
九
年
三
月
一
が
あ
る
。
既

に
実
質
的
に
自
由
律
運
動
を
終
わ
っ
て
ゆ
く
段
階
に
な
っ
て
こ
の
長
期
連

－9■



載
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
五
度
冒
の
作
風
転
換
と
目
さ
れ
る
定
型
復
帰

が
、
戦
時
下
の
時
局
迎
合
に
よ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
作
歌
の
上
で

最
も
重
要
視
し
た
記
紀
歌
謡
の
原
点
に
も
う
一
度
立
ち
返
る
一
」
と
で
新
た

な
短
歌
形
式
を
模
索
す
る
方
向
性
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
意
昧
し

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
う
し
て
昆
て
来
る
と
、
夕
暮
の
自
由
律
短
歌
運
動
の
思
想
的
背
景
に

は
大
正
中
期
以
来
の
交
流
を
土
台
と
し
た
朔
太
郎
の
存
在
が
大
き
く
あ

り
、
一
見
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
派
の
万
葉
偏
重
主
義
に
対
す
る
反
措
定
と
し

て
記
紀
歌
謡
に
学
び
、
さ
ら
に
「
短
歌
的
重
量
感
」
や
「
等
時
性
」
と
い

う
よ
う
な
俄
か
造
り
の
理
論
を
構
築
し
て
現
代
の
詩
歌
に
活
賂
を
拓
こ
う

と
し
た
か
の
よ
う
に
昆
え
る
夕
暮
の
意
識
の
中
に
、
深
く
日
本
詩
歌
の
伝

統
に
繋
が
ろ
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
を
理
論
的

に
立
証
し
て
く
れ
た
の
が
朔
太
郎
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
、
暮
烏
作
晶
か
ら
の
影
響

　
次
に
夕
暮
の
自
由
律
作
晶
の
内
容
面
で
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
詩
人
・

山
村
暮
鳥
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
暮
鳥
と
夕
暮
は
明
治
末
年
頃
か
ら
犬

正
十
三
年
十
二
月
の
暮
鳥
の
肺
結
核
に
よ
る
死
去
直
前
ま
で
交
際
が
あ

り
、
か
つ
様
々
な
面
で
の
影
響
は
、
没
後
も
夕
暮
の
生
涯
に
わ
た
る
深
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
夕
暮
の
生
前
最
後
の
ま
と
ま
っ
た
文
章
が
、
評

伝
「
山
村
暮
鳥
の
生
涯
」
一
「
詩
歌
」
昭
和
二
十
五
年
八
；
九
月
一
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
。

　
第
一
期
「
詩
歌
」
へ
の
詩
作
・
評
論
等
の
作
品
の
登
場
回
数
は
五
十
九

＾
㎎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

回
と
、
自
日
社
外
の
作
家
と
し
て
は
最
も
多
く
、
こ
一
」
に
発
表
さ
れ
た
も

の
を
中
心
と
し
て
暮
鳥
の
詩
と
夕
暮
の
詩
や
短
歌
と
の
影
響
関
係
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
〕

て
詳
細
に
考
察
し
た
論
考
が
既
に
筆
者
に
は
あ
る
の
で
、
本
章
で
は
そ
の

中
か
ら
自
由
律
短
歌
に
関
わ
る
例
を
幾
つ
か
抄
出
し
た
上
で
、
夕
暮
作
品

の
成
立
に
栗
た
し
た
暮
鳥
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
最
初
に
処
女
詩
集
『
三
人
の
処
女
』
（
犬
正
三
年
刊
）
所
収
の
「
冬
の

辞
」
（
「
詩
歌
」
大
正
二
年
一
月
）
と
夕
暮
短
歌
を
対
比
さ
せ
て
み
る
。

か
は
た
れ
の
ど
よ
め
き
が
生
む

う
す
む
ら
さ
き
の
愛
の
霧
、

沈
欝
な
る
自
き
指
先
に
て

い
と
、
い
と
、
軽
く
、

雪
模
様
の
空
は
ピ
ア
ノ
を
打
つ

・
氷
の
季
節
と
な
り
、
ピ
ア
ノ
の
ブ
ラ
ッ
ク
キ
イ
の
音
感
、

　
　
＾
2
0
）

　
来
る

空
か
ら

　
夕
暮
の
歌
は
、
自
由
律
第
三
歌
集
『
烈
風
』
一
昭
和
十
八
年
二
月
刊
一

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
冬
の
木
枯
ら
し
の
音
感
が
半
音
階
の
醸
し
出
す
う

す
ら
寒
さ
で
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
暮
鳥
の
詩
表
現
の
影
響
は
年
代

が
離
れ
過
ぎ
て
い
る
だ
け
に
直
接
的
に
は
考
え
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
当
時
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
詩
の
影
響
を
受
け
た
自
然
を
音
と
色
と

香
り
の
統
合
に
お
い
て
捉
え
て
形
象
化
す
る
詩
法
は
画
期
的
に
新
し
く
、

そ
れ
を
掲
載
し
た
夕
暮
の
心
を
大
き
く
捉
え
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
影

響
が
短
歌
の
中
に
「
詩
」
を
激
し
く
求
め
た
自
由
律
期
に
至
っ
て
、
よ
う

や
く
表
面
に
表
れ
て
き
た
と
受
け
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
第
二
詩
集
『
聖
三
稜
破
璃
』
一
犬
正
四
年
刊
一
か
ら
、
人
口
に
階
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策
し
て
い
る
「
風
景
　
純
銀
も
ざ
い
く
」
一
「
詩
歌
」
大
正
四
年
六
月
一

取
り
上
げ
、
夕
暮
作
品
へ
の
影
響
の
実
状
を
示
し
て
み
る
。

を

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な

か
す
か
な
る
む
ぎ
ぶ
え

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
　
《
後
略
》

・
頭
の
上
で
、
空
が
咲
笑
し
て
ゐ
た
、
綿
の
花
綿
の
花
一
め
ん
に
紅

　
い・

こ
こ
ら
い
ち
め
ん
に
ん
じ
ん
に
ん
じ
ん
あ
か
い
な
が
い
ぬ
き
た
て

　
の
に
ん
じ
ん

　
暮
鳥
の
詩
は
「
い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
」
の
洪
水
の
よ
う
な
繰
り
返
し

に
よ
っ
て
、
ま
る
で
文
字
で
書
か
れ
た
絵
の
よ
う
に
菜
の
花
畑
の
イ
メ
ー

ジ
が
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
昭
和
詩
の
中
で
萩
原
恭
次
郎
や
草
野

心
平
ら
が
試
み
る
視
覚
的
効
果
を
狙
っ
た
詩
に
先
行
す
る
、
遊
び
心
を

持
っ
た
作
品
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
で
も
初
め
て
こ
の
詩
に
触

れ
る
読
者
は
一
様
に
衝
撃
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
夕
暮
に
し
て
も

よ
ほ
ど
衝
撃
が
大
き
か
っ
た
と
見
え
、
こ
の
『
烈
風
』
所
収
二
作
の
他
に

も
晩
年
に
到
る
ま
で
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
た
短
歌
を
作
っ
て
い
る
。

　
続
く
詩
集
『
風
は
草
木
に
さ
さ
や
い
た
』
は
犬
正
七
年
十
一
月
、
自
臼

社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
作
品
の
半
数
近
く
が
「
詩
歌
」
に
発
表
さ
れ
、
農

民
の
生
活
を
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
で
描
い
た
作
晶
が
多
く
、
夕
暮
も
賛
辞
を

惜
し
ま
な
か
っ
た
が
、
次
の
「
瓦
斯
タ
ン
ク
」
（
「
詩
歌
」
犬
正
六
年
八
月
）

の
よ
う
に
都
会
文
明
の
生
み
出
し
た
風
物
を
題
材
に
し
た
も
の
も
あ
る
。

夕
暮
の
『
水
源
地
帯
』
の
歌
と
並
べ
て
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
け
．
だ
か

　
　
す
べ
て
の
崇
高
さ
に
於
て

　
　
瓦
斯
タ
ン
ク
は
そ
び
え
て
ゐ
る

　
　
あ
あ
瓦
斯
タ
ン
ク

　
　
何
と
い
ふ
ひ
つ
そ
り
と
し
た
も
の
だ

　
　
而
も
こ
の
壮
麗
は
よ

　
　
新
時
代
の
此
の
怪
物
を
み
ろ

　
　
宗
教
が
な
ん
だ

　
　
芸
術
が
な
ん
だ

　
　
何
も
か
も
タ
ン
ク
の
下
で
は
お
の
れ
を
恥
ぢ
ろ

　
　
ま
ツ
赤
な
瓦
斯
タ
ン
ク
の
此
の
膨
れ
や
う

　
　
こ
れ
は
人
間
を
巨
大
に
す
る
　
《
後
略
》

　
　
・
夕
空
の
陰
を
び
つ
し
よ
り
あ
び
て
、
ふ
く
れ
あ
が
る
い
び
つ
な
瓦

　
　
　
斯
タ
ン
ク
1

　
　
二
え
た
い
の
知
れ
な
い
感
情
が
空
を
な
が
れ
る
　
　
瓦
斯
タ
ン
ク
の

　
　
　
肝
臓
ヂ
ス
ト
マ
1

　
暮
鳥
の
詩
は
、
瓦
斯
タ
ン
ク
を
生
み
出
し
た
科
学
技
術
を
賛
美
す
る
肯

定
的
な
イ
メ
i
ジ
で
描
い
て
い
る
の
に
対
し
、
夕
暮
の
短
歌
は
シ
ュ
ー
ル
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レ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
昭
和
初
期
の
文
学
思
潮
を
吸
収
し
た
よ
り
斬
新
な
文
体

だ
が
、
ど
一
」
か
憂
蟹
で
不
健
康
な
イ
メ
ー
ジ
で
瓦
斯
タ
ン
ク
を
捉
え
て
い

る
。
こ
れ
は
或
い
は
関
東
犬
震
災
に
よ
る
徹
底
的
な
破
壊
を
経
験
し
て
、

科
学
文
明
の
意
外
な
脆
さ
を
認
識
し
た
せ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
晩
年
の
暮
鳥
が
、
東
洋
的
な
自
然
と
の
合
一
感
を
う
た
う
落
ち

着
い
た
詩
風
を
示
し
た
『
雲
』
（
大
正
十
四
年
刊
）
を
取
り
上
げ
る
。
既

に
山
田
吉
郎
氏
も
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
夕
暮
自
身
が
『
雲
』
の

作
品
を
取
り
上
げ
て
論
評
を
加
え
て
い
る
、
「
北
原
自
秋
の
『
短
歌
鑑
賞

論
』
」
一
「
詩
歌
」
昭
和
七
年
十
一
月
一
の
内
容
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
夕
暮
は
こ
の
中
で
、
自
秋
が
現
在
の
生
活
感
情
を
定
型
短
歌
で
は
表
現

し
得
な
い
こ
と
を
白
覚
し
て
い
な
が
ら
旧
態
墨
守
の
古
式
蒼
然
た
る
短
歌

観
を
離
脱
で
き
な
い
点
を
批
判
し
、
明
治
末
期
の
「
詩
歌
」
同
人
や
、
『
み

な
か
み
』
時
代
の
若
山
牧
水
の
作
晶
に
既
に
自
由
律
は
現
れ
て
い
た
と
し
、

「
歴
史
的
観
点
か
ら
で
な
く
し
て
、
作
晶
本
位
に
み
て
、
自
由
律
の
短
詩

で
最
も
私
の
佳
い
作
品
だ
と
そ
の
当
時
も
今
も
感
嘆
し
て
ゐ
る
の
は
、
山

村
暮
鳥
の
詩
集
『
雲
』
の
中
の
短
詩
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
「
林
檎
を
し
み

じ
み
み
て
ゐ
る
と
／
だ
ん
だ
ん
自
分
も
林
檎
に
な
る
」
一
「
赤
い
林
檎
」
一

な
ど
の
詩
を
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

…
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
そ
の
重
量
感
、
及
び
そ
の
内
面
構
成
か
ら
観

て
確
に
短
歌
だ
と
言
つ
て
差
支
へ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
の

散
文
の
一
端
を
北
原
君
が
曾
て
、
新
短
歌
だ
と
言
つ
た
と
同
じ
意
味

に
於
て
、
私
は
か
う
し
た
山
村
暮
鳥
の
作
晶
を
新
し
い
短
歌
で
あ
る

と
思
つ
て
ゐ
る
。
彼
は
今
日
の
私
達
に
よ
い
も
の
を
残
し
て
く
れ
た

　
　
　
　
　
　
一
η
）

と
感
謝
し
て
ゐ
る
。
…

　
前
の
抄
出
部
分
も
含
め
て
言
え
る
こ
と
は
、
白
由
律
時
代
の
夕
暮
が
そ

の
雛
型
の
一
つ
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
が
牧
水
の
『
み
な
か
み
』

の
作
と
暮
鳥
の
短
詩
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
時
期
共
に
口
語

歌
運
動
を
行
い
影
響
を
与
え
合
っ
た
自
秋
は
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
は
む

し
ろ
批
判
の
対
象
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。

　
『
雲
』
の
作
品
で
最
も
人
口
に
瞼
灸
し
て
い
る
「
お
う
い
雲
よ
／
ゆ
う

ゆ
う
と
／
馬
鹿
に
の
ん
き
さ
う
ぢ
や
な
い
か
／
ど
こ
ま
で
ゆ
く
ん
だ
／
ず

つ
と
磐
城
平
の
方
ま
で
ゆ
く
ん
か
」
を
冒
頭
に
冠
し
た
夕
暮
の
自
由
律
の

連
作
「
自
由
気
球
」
（
「
短
歌
研
究
」
昭
和
十
六
年
十
一
月
）
の
存
在
は
、

山
田
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
一
首
を
引
く
。

．
お
お
い
、
ど
こ
ま
で
行
く
ん
だ
と
呼
び
か
け
た
や
う
に
、

気
球
に
呼
び
か
け
る

私
も
ま
た

　
太
平
洋
戦
争
突
入
直
前
と
い
う
緊
迫
し
た
時
期
に
、
「
自
由
」
の
名
を

冠
し
た
こ
の
よ
う
な
明
る
い
作
晶
を
発
表
す
る
こ
と
自
体
、
勇
気
あ
る
行

動
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
烈
風
』
の
作
品
は
、
十
七
年
に
入
る
と
戦

時
色
も
濃
く
、
自
由
律
と
い
え
ど
も
次
第
に
文
語
定
型
へ
の
復
帰
を
志
向

す
る
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
で
は
ま
る
で
白
由
律
と
の
「
別
れ

の
曲
」
を
暮
鳥
と
の
二
重
奏
で
奏
で
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。

　
拙
論
で
も
述
べ
た
が
、
夕
暮
が
そ
の
中
期
以
降
の
作
品
で
暮
鳥
作
晶
の

モ
チ
ー
フ
を
豊
當
に
生
か
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
暮
鳥
は
そ

の
四
十
一
年
に
過
ぎ
な
い
人
生
の
申
で
激
し
い
作
風
転
換
を
繰
り
返
し
、

詩
人
と
し
て
誠
実
に
生
き
た
。
そ
う
し
た
点
か
ら
見
て
も
、
夕
暮
に
与
え
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た
影
響
は
甚
だ
犬
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

六
、
井
泉
水
の
活
動
の
刺
激

　
最
後
に
自
由
律
短
歌
運
動
に
側
面
か
ら
刺
激
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
俳

旬
界
の
動
向
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
既
に
明
治
末
年
に
詩
壇
の
象

徴
主
義
や
文
壇
の
自
然
主
義
思
潮
の
影
響
を
受
け
て
河
東
碧
梧
桐
は
新
傾

向
俳
句
の
運
動
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
門
下
の
荻
原
井
泉
水
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
）

機
関
誌
「
層
雲
」
を
発
行
す
る
。
既
に
拙
稿
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

「
層
雲
」
の
発
刊
は
明
治
四
十
四
年
四
月
で
夕
暮
の
「
詩
歌
」
の
発
刊
と

同
年
同
月
で
あ
る
。
し
か
も
「
層
雲
は
俳
壇
を
文
壇
に
紹
介
し
文
壇
を
俳

壇
に
紹
介
せ
ん
が
為
め
に
出
で
た
る
も
の
に
候
」
と
創
刊
の
辞
に
あ
る
よ

う
に
総
合
詩
歌
雑
誌
的
な
特
色
を
持
つ
点
で
も
両
誌
は
似
通
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

後
年
の
井
泉
水
の
述
懐
に
も
あ
る
よ
う
に
、
毎
号
交
換
し
て
お
り
、
お
互

い
を
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
そ
の
創
作
姿
勢
と
し
て
も
、
井
泉
水
は
創
刊
翌
年
か
ら
季
題
無
用

論
を
説
き
、
「
昇
る
日
を
待
つ
間
」
一
犬
正
二
年
一
月
；
四
年
三
月
一
を
連

載
し
て
新
傾
向
俳
旬
を
批
判
し
、
〈
光
〉
と
〈
力
〉
の
加
わ
っ
た
自
己
の

生
命
の
俳
旬
的
表
現
を
目
指
す
こ
と
を
宣
言
し
、
独
自
の
自
由
律
の
試
作

を
始
め
る
。
一
」
う
し
た
言
わ
ば
生
命
主
義
的
な
姿
勢
は
『
生
く
る
日
に
』

以
降
の
夕
暮
の
創
作
姿
勢
と
も
含
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
夕
暮

の
「
詩
歌
」
所
載
の
文
章
に
「
黎
明
所
感
」
一
大
正
二
年
三
月
一
「
日
の
あ

た
る
窓
か
ら
」
一
大
正
三
年
三
月
一
が
あ
り
、
一
」
れ
ら
の
タ
イ
ト
ル
は
井

泉
水
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
ま
た
タ
イ
ト
ル
の
類
似
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
犬
正
期
の
井

泉
水
の
主
張
が
集
約
さ
れ
た
著
作
と
し
て
『
新
俳
旬
提
唱
』
一
大
正
十
一

年
三
月
刊
）
が
あ
り
、
夕
暮
の
「
新
短
歌
提
噌
」
は
明
ら
か
に
こ
れ
を
意

識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
内
容
的
に
見
て
み
て
も
、
そ
の
序
詩
に
「
自
然
、

自
己
、
自
由
の
三
位
一
体
境
を
体
現
せ
ん
が
為
め
に
／
我
等
は
新
し
き
俳

旬
を
提
唱
す
」
と
あ
り
、
「
俳
旬
を
解
放
せ
よ
」
「
俳
壇
を
焼
き
沸
へ
」
な

ど
と
い
う
刺
激
的
な
項
目
が
並
ん
だ
プ
」
の
書
物
は
、
当
時
歌
壇
を
引
退
状

態
だ
っ
た
夕
暮
に
「
天
然
更
新
」
の
復
活
に
先
立
っ
て
、
朔
太
郎
の
歌
壇

批
判
と
共
に
重
要
な
ア
ピ
ー
ル
を
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
夕
暮
が
自
由
律
運
動
を
行
っ
て
い
た
時
代
、
井
泉
水
は
そ

れ
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
。
そ
の
一
端
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、

『
水
源
地
帯
』
批
評
特
集
一
「
詩
歌
」
昭
和
八
年
一
月
）
の
「
爆
音
を
聞

く
」
の
一
節
を
引
用
す
る
。
こ
こ
で
井
泉
水
は
自
分
の
二
十
年
来
の
白
由

律
運
動
の
困
難
さ
を
青
ノ
洞
門
を
掘
り
始
め
た
禅
海
の
仕
事
に
楡
え
、
夕

暮
の
自
由
律
運
動
を
指
し
て
、
向
こ
う
側
か
ら
大
掛
か
り
な
機
械
仕
掛
け

で
掘
っ
て
い
る
爆
音
を
聞
い
だ
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

…
た
ヅ
し
私
の
掘
り
つ
・
あ
る
遺
と
、
向
ふ
か
ら
掘
つ
て
く
る
ら
し

い
道
と
、
果
た
し
て
含
致
し
て
、
遂
に
其
境
の
紙
一
枚
の
と
こ
ろ
を
、

双
方
か
ら
打
製
す
歓
喜
の
刹
那
が
得
ら
れ
る
か
、
或
は
双
方
の
道
が

途
中
で
喰
ひ
違
つ
て
し
ま
ふ
か
、
そ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
で
は
解
ら
な

い
。
だ
が
恐
ら
く
喰
違
ふ
事
は
あ
る
ま
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
い
な
、

一
」
れ
を
喰
違
は
し
て
は
な
ら
ぬ
や
う
に
、
双
方
か
ら
精
確
な
測
量
を

し
て
行
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
て
ゐ
る
。
…

升
泉
水
は
少
な
く
と
も
こ
の
文
章
を
書
い
た
時
点
で
、
自
由
律
俳
旬
と
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夕
暮
ら
が
主
張
し
始
め
た
自
由
律
短
歌
が
全
く
別
も
の
で
は
な
い
と
考

え
、
将
来
一
つ
の
詩
形
と
な
る
甲
」
と
す
ら
夢
想
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
ア
」
れ
に
対
し
て
夕
暮
は
井
泉
水
ら
の
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解

を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
前
田
夕
暮
全
集
』
所
収
の
自
由
律
歌
論

の
う
ち
三
つ
の
文
章
で
、
井
泉
水
一
派
に
関
す
る
記
述
が
、
俳
壇
関
係
で

は
唯
一
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
の
「
新
興
短
歌
概
論
」
（
改

造
社
『
短
歌
講
座
』
第
四
巻
　
昭
和
七
年
八
月
）
で
は
、
井
泉
水
の
自
由

律
俳
旬
を
評
価
し
て
、
「
新
俳
旬
と
し
て
そ
の
詩
的
価
値
を
認
め
て
い
る
こ

と
は
当
然
の
事
実
」
と
言
い
、
定
型
で
な
い
彼
の
旬
が
俳
旬
と
し
て
認
め

ら
れ
る
の
は
、
「
俳
旬
的
重
量
感
」
と
「
十
七
音
に
近
い
等
時
性
」
を
感

じ
さ
せ
る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
自
由
律
の
短
歌
と
俳
旬
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
夕
暮
は
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
新
短
歌
の
基
準
」
（
「
短
歌
研
究
」

昭
和
十
一
年
九
月
一
で
は
、
自
由
律
の
俳
旬
と
短
歌
が
形
態
上
区
分
し
に

く
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
甲
」
の
交
流
が
や
が
て
新
し
い
詩

型
を
誕
生
さ
せ
る
契
機
に
な
る
こ
と
も
考
慮
し
つ
つ
も
、
「
私
は
端
的
に
結

論
か
ら
い
ふ
、
新
短
歌
は
定
型
短
歌
の
発
展
物
で
あ
り
、
全
然
別
箇
の
存

在
で
は
あ
り
え
な
い
。
新
短
歌
は
決
し
て
あ
る
人
々
の
い
ふ
や
う
に
単
な

る
短
詩
と
同
じ
形
態
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
し
又
、
新
俳
旬
と
の
区
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

明
確
に
把
持
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
」
と
い
う
よ
う
に
断
定
的
に

述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
夕
暮
は
「
層
雲
」
を
主
宰
す
る
弁
泉
水
を
、
自
由
律
の
立

場
で
自
分
と
並
び
立
つ
一
方
の
雄
と
し
て
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
窺

え
る
が
、
あ
く
ま
で
俳
旬
と
短
歌
と
い
う
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の
世
界
に
生
き

る
人
間
と
し
て
捉
え
て
い
た
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。

　
犬
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
拠
る
虚

子
門
下
の
中
か
ら
も
、
水
原
秋
櫻
子
が
印
象
派
絵
画
を
思
わ
せ
る
外
光
を

取
り
入
れ
た
作
風
で
注
目
さ
れ
、
山
口
誓
子
が
近
代
文
明
と
自
然
美
の
衝

突
を
即
物
的
に
描
き
出
す
な
ど
、
新
風
を
巻
き
起
こ
す
作
者
た
ち
が
台
頭

し
て
き
て
い
た
。
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
空
穂
・
斎
藤
茂
吉
ら
歌
人
に
学

ぶ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
歌
人
の
中
に
夕
暮
も

入
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ず
、
夕
暮
も
ま
た
俳
旬
界
の
動
向
に
は
無
関
心
で

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ア
」
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
た
刺
激
の
中

で
、
自
由
律
短
歌
の
詩
情
が
磨
き
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

七
、
終
わ
り
に

　
前
田
夕
暮
の
自
由
律
短
歌
成
立
の
背
景
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
の
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。
夕
暮
の
自
由
律
短
歌
へ
の
転
換
は
、
昭

和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
、
東
京
朝
日
新
聞
の
「
四
歌
人
空
中
競
詠
」
企

画
に
よ
り
、
茂
吉
・
土
岐
善
磨
・
吉
植
庄
亮
と
共
に
コ
メ
ッ
ト
機
に
初
搭

乗
し
、
関
東
地
方
を
飛
行
し
た
機
上
で
の
作
が
、
当
日
夕
刊
に
掲
載
さ
れ

た
こ
と
が
最
犬
の
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

・
自
然
が
ず
ん
ず
ん
体
の
申
を
通
過
す
る
　
　
山
、
山
、
山

　
こ
の
作
を
代
表
と
す
る
一
連
の
作
晶
は
歌
集
『
水
源
地
帯
』
の
冒
頭
を

飾
る
記
念
す
べ
き
大
作
で
あ
る
。
だ
が
注
目
す
べ
き
は
、
善
麿
・
茂
吉
ら

に
も
機
上
の
作
や
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
歌
に
は
自
由
律
作
品
が
あ
る
の

に
そ
の
後
は
持
続
し
た
活
動
と
は
な
ら
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
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り
に
夕
暮
の
一
般
的
な
歌
人
の
枠
で
括
れ
な
い
異
質
牲
が
あ
る
訳
で
あ

り
、
そ
れ
は
前
掲
「
新
興
短
歌
」
で
自
ら
振
り
返
る
よ
う
に
明
治
末
期
、

『
収
穫
』
の
時
代
か
ら
自
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
資
質
の
点
で
、
筆
者
が
改
め
て
強
調
し
た
い
の
は
、
作
風
の
面

に
お
い
て
外
向
的
に
題
材
が
変
化
し
た
『
生
く
る
日
に
』
の
時
代
に
お
い

て
既
に
定
型
を
破
る
表
現
活
動
を
行
う
可
能
牲
を
内
在
し
て
い
た
と
い
う

一
」
と
で
あ
る
。
第
四
歌
集
『
深
林
』
一
犬
正
五
年
九
月
刊
一
の
序
に
言
う
、

「
自
分
は
徹
頭
徹
尾
感
動
本
位
で
あ
る
」
と
い
う
作
歌
姿
勢
が
そ
の
行
き

着
く
所
ま
で
行
っ
た
時
、
短
歌
の
音
律
の
枠
を
は
み
出
よ
う
と
す
る
の
は

自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
そ
の
機
縁
と
な
っ
た
要
素
に
幾
つ
か
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

柴
舟
の
「
短
歌
減
亡
私
論
」
と
牧
水
の
『
み
な
か
み
』
の
破
調
の
作
、
特

に
牧
水
は
自
由
律
短
歌
の
雛
型
を
早
い
時
期
に
呈
示
し
た
と
い
う
点
で
、

従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
り
影
響
関
係
は
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。　

さ
ら
に
、
自
秋
・
朔
太
郎
・
暮
鳥
と
い
っ
た
詩
人
た
ち
と
深
い
交
流
を

持
つ
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
が
、
夕
暮
の
歌
人
と
い
う
白
己
規
定
の
中
で

眠
っ
て
い
た
詩
魂
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
目
覚
め
さ
せ
た
こ
と
は
大
き

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
夕
暮
に
も
と
も
と
「
神
秘
的
色
彩
」
と
初
期
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
歌
集
『
哀
楽
第
二
』
（
明
治
四
十
一
年
一
月
刊
）
の
自
序
に

言
う
浪
漫
的
・
幻
想
的
な
作
風
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
山
田
吉
郎
氏
も
指
摘

し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
詩
人
た
ち
と
の
交
友
に
よ
る
刺
激
が
あ
っ
て
こ

そ
、
白
ら
の
原
風
景
を
新
た
な
詩
形
の
中
で
開
花
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た

の
だ
と
い
え
よ
う
。
詩
人
た
ち
の
中
で
は
、
犬
正
十
二
年
以
降
の
親
密
な

交
友
が
雑
誌
「
日
光
」
を
生
ん
だ
と
い
う
点
で
、
従
来
か
ら
自
秋
が
最
重

要
視
さ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
大
正
初
期
か
ら
の
作
晶
面
で
の
本
質
的

な
影
響
関
係
と
い
う
点
で
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
体
験
と
い
う
点
か
ら
見
て

も
、
暮
鳥
が
最
も
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
次
い
で
、
記
紀
歌
謡
時
代
へ
の
回
帰
と
い
う
言
葉
で
白
由
律

短
歌
の
理
論
的
背
景
を
補
強
し
て
く
れ
た
と
い
う
点
で
、
朔
太
郎
の
存
在

は
か
な
り
犬
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
側
面
的
影
響
と
し
て
の
、
井
泉
水
ら
「
層
雲
」
の
自
由
律
俳
旬

運
動
に
つ
い
て
も
触
れ
た
が
、
そ
の
他
に
も
、
大
正
末
期
か
ら
の
文
壇
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
動
き
に
呼
応
し
て
、
川
端
康
成
・
横
光
利
一
ら
新
感
覚
派

の
作
家
た
ち
の
主
客
一
如
主
義
や
機
械
文
明
と
の
共
存
な
ど
の
テ
ー
マ
と

の
共
通
性
が
昆
ら
れ
る
こ
と
、
な
か
ん
ず
く
夕
暮
の
自
由
律
作
晶
や
『
緑

草
心
理
』
と
、
川
端
作
品
の
植
物
へ
の
同
化
・
転
生
の
思
想
と
の
関
連
性

に
つ
い
て
は
、
既
に
山
田
吉
郎
氏
の
詳
細
な
論
考
が
あ
る
の
で
こ
こ
に
は

こ
れ
以
上
触
れ
な
い
が
、
夕
暮
の
自
由
律
運
動
を
側
面
か
ら
支
え
て
い
く

刺
激
に
は
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
昭
和
初
期
の
様
々
な
時
代
相
の
中
で
複
雑
な
要
素
を
飲
み

込
ん
で
夕
暮
の
自
由
律
短
歌
は
成
立
し
、
そ
の
独
自
の
相
貌
を
同
時
代
に

向
か
っ
て
発
信
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
現
在
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い

こ
の
自
由
律
短
歌
と
い
う
存
在
に
再
び
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
せ
る
こ

と
は
、
日
本
の
詩
歌
の
か
た
ち
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
文
学
に
と
っ
て
ジ
ャ

ン
ル
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
本
質
的
な
間
題
に
つ
い
て
考
え
る
糸
口

と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
こ
の
特
異
な
詩
型
の
存
在
の
今

日
的
意
義
は
あ
る
。
最
後
に
こ
の
提
言
を
置
い
て
摘
筆
し
た
い
。
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同
注
出

一
－
一
前
田
透
『
評
伝
前
田
夕
暮
』
一
昭
和
五
十
四
年
五
月
　
桜
楓
社
）
。
以
降
、
前
田
透

　
　
氏
の
言
説
は
全
て
本
著
に
よ
る
。

（
2
）
『
前
田
夕
暮
全
集
』
第
四
巻
　
散
文
瓦
（
昭
和
四
十
八
年
二
月
　
角
…
一
書
店
）
所
収
。

一
3
一
『
前
田
夕
暮
全
集
』
第
一
巻
　
歌
集
工
一
昭
和
四
十
七
年
七
月
　
角
川
書
店
一
所

　
　
収
。
歌
集
『
収
穫
』
『
陰
影
』
『
生
く
る
日
に
旨
深
林
』
の
表
記
は
サ
」
れ
に
従
っ
た
。

一
4
一
著
山
牧
水
「
収
穫
合
評
」
一
「
創
作
」
明
治
四
士
二
年
四
月
一
。

一
5
一
小
…
川
未
明
「
現
代
四
歌
人
一
牧
水
、
夕
暮
、
自
秋
、
勇
一
に
対
す
る
批
評
ω
」
（
「
創

　
　
作
」
明
治
四
士
二
年
十
月
一
。

一
6
一
『
近
代
文
学
評
論
大
系
』
第
八
巻
　
詩
論
・
歌
論
・
俳
論
一
昭
和
四
十
八
年
四
月

　
　
角
川
書
店
一
所
収
。

一
7
一
山
囲
吉
郎
『
前
田
夕
暮
研
究
－
受
容
と
創
造
－
』
一
平
成
十
三
年
六
月
　
風

　
　
間
書
房
）
。
以
降
、
山
田
吉
郎
氏
の
言
説
は
全
て
本
著
に
よ
る
。

一
8
一
拙
稿
「
『
生
く
る
日
に
』
試
論
」
㈹
、
㈹
一
「
氷
原
」
平
成
二
年
四
月
、
五
月
）
。

（
9
一
太
田
水
穂
「
比
翼
詩
人
－
牧
水
氏
と
夕
暮
氏
－
」
（
「
創
作
」
明
治
四
士
二
年

　
　
五
月
）
。

一
1
0
）
『
復
刻
版
「
詩
歌
」
第
一
期
』
一
昭
和
五
士
二
年
　
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
。
以
降

　
　
の
第
一
期
「
詩
歌
」
直
接
引
用
は
全
て
一
」
れ
に
よ
る
。

一
u
）
拙
稿
「
『
生
く
る
日
に
』
試
論
」
旧
一
「
氷
原
」
平
成
二
年
三
月
）
。
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『
前
囲
夕
暮
全
集
』
第
四
巻
・
所
収
。

『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
十
三
巻
一
昭
和
五
十
二
年
二
月
　
筑
摩
書
房
）
所
収
。

『
前
田
夕
暮
全
集
』
第
五
巻
　
詩
・
そ
の
他
（
昭
和
四
十
八
年
五
月
　
角
川
書
店
）

所
収
。

『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
十
三
巻
・
所
収
。

『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
七
巻
一
昭
和
五
十
一
年
十
月
　
筑
摩
書
房
）
所
収
。

香
川
進
・
佐
久
間
晟
『
夕
暮
の
書
簡
　
上
』
一
郷
土
文
学
叢
書
第
十
一
巻
　
平
成

五
年
十
月
　
秦
野
市
立
図
書
館
）
。

小
野
勝
美
『
前
期
「
詩
歌
」
総
目
次
』
一
昭
和
四
十
八
年
六
月
　
印
美
書
房
一
に

よ
る
。

拙
稿
「
暮
鳥
と
夕
暮
・
詩
魂
の
交
流
」
一
「
鈴
鹿
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
」
第
三

十
一
巻
　
平
成
十
年
一
月
一
。

『
前
田
夕
暮
全
集
』
第
二
巻
　
歌
集
皿
（
昭
和
四
十
七
年
千
一
月
　
角
川
書
店
一

　
　
　
所
収
。
歌
集
『
水
源
地
帯
』
『
青
樫
は
歌
ふ
』
『
烈
風
』
の
表
記
は
、
一
」
れ
に
従
っ
た
。

一
2
！
一
『
前
田
夕
暮
全
集
』
第
四
巻
・
所
収
。

一
2
2
一
拙
稿
「
夕
暮
と
俳
文
学
」
内
、
旧
一
「
氷
原
」
平
成
八
年
六
月
、
七
月
一
。

一
2
3
一
荻
原
井
泉
水
「
夕
暮
君
の
こ
と
」
（
「
詩
歌
し
昭
和
四
十
二
年
五
月
一
。

（
2
4
）
『
前
田
夕
暮
全
集
』
第
四
巻
・
所
収
。

〔
付
記
〕

　
本
稿
は
、
平
成
十
三
年
度
筑
波
犬
学
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る
研
究
発

表
を
基
に
し
た
も
の
で
す
。
発
表
当
日
、
平
岡
敏
夫
先
生
、
池
内
輝
雄
先

生
に
は
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
掲
載
に
至
る
ま
で
お
世
語
に

な
っ
た
方
々
も
含
め
て
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
一
く
る
は
ら
　
ま
さ
ひ
ろ
　
鈴
鹿
工
業
高
等
専
門
学
校
一
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