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は
じ
め
に　

～
問
題
の
発
端

　
『
寺
山
修
司
全
歌
集
』（
風
土
社
、
一
九
七
一
（
昭
和
五
六
）
年
）
は
、

寺
山
修
司
（
一
九
三
五
～
一
九
八
三
）
が
生
前
に
出
版
し
た
「
全
歌
集
」

で
あ
る
。
寺
山
は
本
書
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
「
歌
の
わ
か
れ
」
を
宣

言
し
、
そ
れ
ゆ
え
の
「
全
歌
集
」
で
あ
る
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
て

こ
の
『
全
歌
集
』
に
、
塚
本
邦
雄
（
一
九
二
○
～
二
○
○
五
）
は
「
ア
ル

カ
デ
ィ
ア
の
魔
王　

寺
山
修
司
の
世
界
」
と
題
す
る
解
説
を
寄
稿
し
て
い

る
。
寺
山
修
司
が
歌
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
短
歌
連
作「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」

に
つ
い
て
、
寺
山
修
司
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
塚
本
自
身
も
置
か
れ
て
い

た
「
当
時
の
歌
壇
」
を
評
し
て
的
確
か
つ
痛
烈
で
あ
る
。
多
少
長
い
が
、

ま
ず
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
　

昭
和
二
十
九
年
十
一
月
、
彼
の
十
八
歳
の
賭
は
第
二
回
短
歌
研
究
新

人
賞
特
薦
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
五
十
首
と
し
て
、
み
づ
か
ら
を
サ
ラ
ー

ブ
レ
ッ
ド
に
擬
し
、
比
類
の
な
い
爽
や
か
な
勝
利
を
獲
ち
と
つ
た
の

だ
。
第
一
回
の
中
城
ふ
み
子
の
『
乳
房
喪
失
』
の
、
死
の
に
お
ひ
を

漂
は
す
華
麗
な
登
場
の
あ
と
だ
け
に
、
寺
山
修
司
の
デ
ビ
ュ
ー
は
、

作
品
の
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
と
し
た
、
＂青
い
種
子
は
太
陽
の
中
に
あ

る＂
を
そ
の
ま
ま
の
、
燦
燦
た
る
光
に
包
ま
れ
た
、
戦
後
九
年
目
の

希
望
の
象
徴
で
あ
つ
た
。
老
い
朽
ち
よ
う
と
す
る
韻
文
定
型
詩
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
寵
児
の
青
春
の
声
に
よ
つ
て
、一
夜
に
し
て
蘇
つ
た
。

そ
し
て
こ
の
定
型
詩
が
＂蘇
つ
た＂
の
は
、
あ
と
に
も
さ
き
に
も
こ

の
時
一
回
限
り
だ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
は
た
ま
た
こ
の
た
ま

ゆ
ら
の
蘇
生
の
幻
覚
こ
そ
、
復
活
の
前
の
死
、
後
の
死
を
さ
ら
に
際

だ
た
せ
、
短
歌
な
る
定
型
の
業
を
証
す
こ
と
に
な
つ
た
と
も
言
へ
よ

う
か
。
彼
の
後
に
続
く
数
多
の
若
者
た
ち
が
死
に
か
は
り
生
き
か
は

寺
山
修
司
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
再
考

―
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
ふ
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し
―

大
　
島
　
　
　
薫
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り
、
再
び
三
た
び
そ
の
幻
覚
を
逐
ひ
つ
つ
遂
に
挫
折
す
る
経
過
を
見

て
も
、
定
型
の
業
の
深
さ
と
、
天
才
の
稀
有
な
る
こ
と
と
を
こ
も
ご

も
思
ひ
沁
む
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
へ
る
な
ら
ば
、
そ
の
瀕
死

の
閨
秀
歌
人
の
妖
し
い
揺
籃
歌
も
、
こ
の
十
八
歳
の
美
少
年
の
五
月

晴
の
青
春
の
挽
歌
も
、
当
時
の
名
エ
デ
ィ
タ
ー
、
中
井
英
夫
の
＂発

見＂
に
よ
つ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
現
れ
得
た
も
の
で
あ
つ
た
。
埋
も

れ
た
宝
石
、
か
く
さ
れ
た
花
の
稀
少
価
値
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
明
る
み
に
引
用
す
に
は
、
そ
れ
を
超
え
る
稀
有
の
眼
が
な
く
て
は

果
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
か
つ
て
の
名
エ
デ
ィ
タ
ー
が
、
今
日
『
か
つ

て
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
に
』
の
作
者
と
し
て
蘇
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
、
当
然

の
こ
と
と
は
言
ひ
な
が
ら
感
懐
一
入
で
あ
る
。因
み
に
芥
川
賞
作
品
、

安
部
公
房
の
『
壁
』
は
寺
山
の
『
チ
エ
ホ
フ
祭
』
に
先
だ
つ
こ
と
三

年
、
昭
和
二
十
六
年
で
あ
り
、
石
原
慎
太
郎
の
『
太
陽
の
季
節
』
は

昭
和
三
十
年
で
あ
つ
た
。

　
　
　

 

莨
火
を
床
に
踏
み
消
し
て
立
ち
上
が
る
チ
エ
ホ
フ
祭
の
若
き
俳
優

　
　
　

 

蛮
声
を
あ
げ
て
九
月
の
森
に
入
れ
り
ハ
イ
ネ
の
た
め
に
学
を
あ
ざ

む
き

　
　
　

 

籠
の
桃
に
頰
痛
き
ま
で
お
し
つ
け
て
チ
エ
ホ
フ
の
日
の
電
車
に
揺

ら
る

　
　
　

 

向
日
葵
は
枯
れ
つ
つ
花
を
捧
げ
を
り
父
の
墓
標
は
わ
れ
よ
り
低
し

　
　
　

 

一
粒
の
向
日
葵
の
種
ま
き
し
の
み
に
荒
野
を
わ
れ
の
処
女
地
と
呼

び
き

「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
の
中
の
こ
れ
ら
人
口
に
膾
炙
し
た
作
品
は
、
記
憶

の
中
で
も
つ
ね
に
剪
り
た
て
の
花
摘
ん
だ
ば
か
り
の
果
実
の
や
う
に

み
づ
み
づ
し
い
。
そ
し
て
単
に
み
づ
み
づ
し
い
の
で
は
な
く
、
み
づ

み
づ
し
く
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
、
作
者
が

作
意
を
も
た
ぬ
歌
人
を
は
げ
し
く
侮
蔑
し
、〈
私
〉
性
文
学
は
無
私

に
近
づ
く
ほ
ど
、
多
く
の
読
者
の
自
発
性
に
な
り
得
る
と
考
へ
た
、

そ
の
不
敵
な
生
き
方
、
即
ち
方
法
を
見
ぬ
に
等
し
か
ら
う
。
原
典
を

自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
自
在
に
操
り
、
藍
よ
り
出
た
青
よ
り
冴

冴
と
生
れ
変
ら
せ
る
、
こ
の
本
歌
取
り
の
巧
妙
さ
。
新
古
今
あ
た
り

の
そ
れ
の
厳
粛
な
繁
文
褥
礼
め
い
た
修
辞
学
を
、
微
笑
と
共
に
跳
び

こ
え
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
輝
い
て
ゐ
る
。
今
は
昔
、
彼
が
作
中
人

物
通
り
で
は
な
か
つ
た
と
眦
を
決
し
て
短
歌
の
モ
ラ
ル
を
説
い
た

り
、
用
語
に
先
蹤
あ
り
と
あ
げ
つ
ら
つ
て
、
博
覧
ぶ
り
を
誇
示
し
た

頑
な
な
先
輩
た
ち
を
前
に
、
途
方
に
暮
れ
つ
つ
憫
笑
を
以
て
応
へ
て

ゐ
た
寺
山
修
司
を
、
私
は
い
た
ま
し
い
思
ひ
に
み
ち
て
想
ひ
出
さ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
赤
旗
を
売
ら
ず
に
売
つ
た
と
歌
つ
た
こ
と
が
、
そ
れ
自

体
罪
と
呼
び
得
た
こ
の
う
と
ま
し
い
世
界
に
、
私
は
彼
よ
り
先
に
住

ん
で
耐
へ
て
ゐ
た
の
だ
つ
た
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「
チ
エ
ホ
フ
祭
」は『
短
歌
研
究
』一
九
五
四（
昭
和
二
九
）年
十
一
月
号（
日

本
短
歌
社
）
に
「
第
二
回
五
十
首
応
募
作
品
〈
十
代
作
品
特
集
〉
特
選
」

と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
寺
山
は
十
八
歳
、
こ
の
短
歌
連
作
を
も
っ
て
歌
壇

に
デ
ビ
ュ
ー
す
る
。
塚
本
は
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
が
『
短
歌
研
究
』
誌
上
に

発
表
さ
れ
て
十
七
年
後
に
右
に
引
用
し
た
解
説
を
執
筆
し
た
わ
け
だ
が
、

「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
は
発
表
さ
れ
た
当
初
、
輝
か
し
い
評
価
の
み
で
受
け
入

れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
周
知
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
俳
句
の
模
倣
（
若

月
彰
は
『
俳
句
研
究
』
一
九
五
五
年
二
月
号
に
執
筆
し
た
「
俳
句
と
短
歌

の
間
」
に
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
に
収
録
さ
れ
る
数
首
に
つ
い
て
「
盗
句
歴
然

た
る
模
倣
」
と
評
し
た
）」
で
あ
る
と
批
評
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
俳
壇
さ

ら
に
は
歌
壇
か
ら
も
批
判
を
あ
び
た
の
だ
。『
俳
句
研
究
』
一
九
五
五
年

二
月
号
に
は
「
短
歌
と
俳
句
」
と
題
す
る
特
集
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
特

集
に
お
い
て
寺
山
は
「
俳
句
作
者
」
と
紹
介
さ
れ
る
が
、「
チ
エ
ホ
フ
祭
」

を
対
象
と
し
て
「
そ
の
短
歌
に
表
は
れ
た
俳
句
的
発
想
乃
至
転
換
法
及
び

同
一
材
を
短
歌
と
俳
句
に
扱
つ
て
ゐ
る
点
、
其
他
同
じ
定
型
詩
と
し
て
の

短
歌
・
俳
句
の
底
に
共
通
に
横
た
わ
つ
て
ゐ
る
詩
の
問
題
、
そ
し
て
両
者

個
有
の
性
格
等
」
問
題
視
さ
れ
た
。
こ
の
特
集
に
掲
載
さ
れ
た
楠
本
憲
吉

「
或
る
「
十
代
」
―
短
歌
俳
句
に
於
け
る
純
粋
性
の
問
題
」
に
は
、
寺
山

が
俳
句
作
者
と
し
て
頭
角
を
現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
「
寺
山
氏
の
俳
句
は

厳
選
を
誇
る
「
万
緑
」
に
あ
つ
て
は
四
句
級
に
し
て
「
俳
句
研
究
」
の
新

人
競
詠
集
に
推
さ
れ
、
そ
の
短
歌
は
全
国
多
数
の
応
募
者
を
退
け
て
美
事

首
席
を
獲
得
し
て
ゐ
る
」
と
言
及
し
つ
つ
「
根
本
的
に
異
質
の
も
の
（
引

用
者
注
：
俳
句
と
短
歌
と
に
つ
い
て
い
う
）
で
あ
り
、
そ
の
一
芸
に
達
す

る
こ
と
さ
へ
至
難
の
小
詩
型
を
ば
、
自
由
自
在
に
ア
レ
ン
ヂ
し
鮮
や
か
に

二
刀
流
を
使
ひ
こ
な
す
ア
ン
フ
ア
ン
テ
リ
ブ
ル
の
登
場
は
、
久
保
田
氏
で

は
な
い
が
「
い
づ
れ
に
し
て
も
容
易
な
ら
ぬ
実
験
の
段
階
へ
踏
み
こ
ん
だ

よ
う
な
」
恐
る
べ
き
予
感
が
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
惟
ふ
に
、
こ
の
や
う

な
現
象
の
成
立
す
る
所
以
は
私
が
さ
き
に
述
べ
た
、
＂散
文
化＂
と
云
ふ
名

の
悪
し
き
水
溜
り
に
、
歌
・
俳
句
と
も
に
い
つ
の
間
に
か
落
込
ん
で
し
ま

つ
た
こ
と
に
帰
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
以
下
の
言

葉
を
投
げ
か
け
る
。

　
　

振
り
返
つ
て
十
代
の
詩
人
寺
山
氏
に
言
ふ
。
繰
り
返
し
て
云
ふ
や
う

に
俳
句
は
公
式
や
符
牒
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
感
覚
的
な
言
葉
の
ク

ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
で
は
な
い
。
一
つ
の
様
式
が
長
い
時
間
生
き
続

け
て
来
る
と
そ
れ
は
公
式
的
な
便
利
さ
を
生
じ
、
機
械
的
な
怠
惰
を

生
む
こ
と
も
確
か
な
こ
と
だ
。
そ
の
便
利
な
惰
性
に
や
す
や
す
と
便

乗
し
て
言
葉
の
ク
ロ
ー
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
に
耽
る
こ
と
こ
そ
＂禁
じ

ら
れ
た
遊
び＂
な
の
だ
。
君
は
そ
の
遊
び
を
君
自
身
の
手
で
禁
じ
る

べ
き
で
あ
る
。
何
よ
り
も
君
自
身
の
行
方
に
か
く
さ
れ
た
豊
饒
な
未

開
拓
の
領
域
を
発
見
す
る
為
に
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十
代
の
寺
山
が
俳
壇
で
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
そ
し
て
当
時
の
俳
壇

を
識
る
に
も
余
り
あ
る
が
、
桑
原
武
夫
「
第
二
芸
術
―
現
代
俳
句
に
つ
い

て
」（『
世
界
』
一
九
四
六
年
十
一
月
号
）
の
打
撃
が
著
し
く
、
そ
の
影
響

下
に
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
そ
し
て
寺
山
修
司
へ
の
批
判
が
展
開
し
て
い
た
こ

と
を
読
み
取
ら
せ
る
。
一
方
こ
の
特
集
に
は
寺
山
も
「
ロ
ミ
イ
の
代
弁　

詩
型
へ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
」
を
寄
稿
す
る
。
寺
山
は
自
ら
を
「
僕
の
作
者
」

と
呼
ぶ
「
ロ
ミ
イ
」
を
登
場
さ
せ
「
代
弁
」
さ
せ
る
こ
と
で
「
歌
人
た
ち

が
メ
モ
リ
ア
リ
ス
ト
の
ま
ま
で
歌
作
す
る
こ
と
を
も
つ
て
自
己
に
誠
実
で

あ
る
な
ど
と
考
え
て
い
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
大
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う

か
ー
記
録
は
自
己
を
決
し
て
拓
い
て
く
れ
な
い
し
そ
の
場
の
オ
ブ
ジ
エ
が

必
ず
し
も
そ
の
場
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
暗
示
す
る
の
に
最
高
の
も
の
と
は

か
ぎ
ら
な
い
の
だ
か
ら
」
と
、
歌
壇
に
対
す
る
批
判
を
提
示
し
て
お
り
、

ま
た
こ
の
特
集
に
提
起
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
回
答
し
て

い
る
。

　
　

あ
る
一
人
の
作
者
が
、
い
わ
ゆ
る
韻
文
ジ
ヤ
ン
ル
を
駆
使
で
き
る
こ

と
の
必
要
を
前
提
と
し
て
、
一
つ
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
俳
句
と
短
歌

の
両
ジ
ヤ
ン
ル
で
作
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ぼ
く
の
作
者
の
場

合
が
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　

チ
エ
ホ
フ
の
忌
頰
髭
お
し
つ
け
籠
桃
抱
き

　
　

と
い
う
俳
句
の
中
で
の
ぼ
く
は
や
つ
ぱ
り
窮
屈
で
し
よ
う
が
な
か
つ

た
。

　
　

 　

ぼ
く
は
永
い
間
、
ぼ
く
の
作
者
寺
山
修
司
に
こ
の
こ
と
の
不
満
を

ぶ
ち
ま
け
つ
づ
け
た
が
、
彼
は
や
つ
と
そ
れ
を
次
の
歌
に
展
開
さ
せ

て
く
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　

 

籠
桃
に
頰
い
た
き
ま
で
お
し
つ
け
て
チ
エ
ホ
フ
の
日
の
電
車
に
ゆ

ら
る

　
　

こ
う
い
う
意
味
で
は

　
　

 　

桃
太
る
夜
は
ひ
そ
か
な
小
市
民
の
怒
り
を
こ
め
し
わ
が
無
名
の
詩

は
や
や
冗
漫
に
す
ぎ
て
い
た
の
だ
が
、
ぼ
く
の
作
者
は

　
　
　

桃
太
る
夜
は
怒
り
を
詩
に
こ
め
て

　
　

 

と
そ
れ
を
引
締
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
を
ち
ぢ
め
た
り

の
ば
し
た
り
し
て
一
つ
の
作
品
を
試
作
し
て
ゆ
く
こ
と
は
概
成
の

歌
、
俳
壇
で
は
イ
ン
モ
ラ
ル
な
こ
と
と
受
け
と
ら
れ
る
ら
し
い
が
、

し
か
し
至
極
ぼ
く
に
は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る　

「
ロ
ミ
イ
の
代
弁
」
の
文
末
に
は
「
十
二
・
二
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
四
年
十
二
月
二
日
に
執
筆
し
た
の
だ
ろ
う
。「
チ
エ
ホ
フ
祭
」が『
短

歌
研
究
』
一
九
五
四
年
十
一
月
号
に
「
第
二
回
五
十
首
応
募
作
品
〈
十
代

作
品
特
集
〉
特
選
」
と
発
表
さ
れ
て
幾
ば
く
も
経
ず
し
て
、
寺
山
は
「
チ

エ
ホ
フ
祭
」
へ
の
批
判
と
向
き
合
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
う
い
っ
た
批
判
に

さ
ら
さ
れ
た
こ
と
が
、
以
後
の
創
作
活
動
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
与
え
た
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か
、推
量
さ
せ
な
く
も
な
い
。
が
、小
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
、塚
本
が
「
彼

が
作
中
人
物
通
り
で
は
な
か
つ
た
と
眦
を
決
し
て
短
歌
の
モ
ラ
ル
を
説
い

た
り
、
用
語
に
先
蹤
あ
り
と
あ
げ
つ
ら
つ
て
、
博
覧
ぶ
り
を
誇
示
し
た
頑

な
な
先
輩
た
ち
を
前
に
、
途
方
に
暮
れ
つ
つ
憫
笑
を
以
て
応
へ
て
ゐ
た
寺

山
修
司
を
、
私
は
い
た
ま
し
い
思
ひ
に
み
ち
て
想
ひ
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
記
し
た
一
節
を
追
想
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
五
十
首
応
募
作
品
」
を
選
考
し
、『
短
歌
研
究
』
の
編
集

責
任
者
を
務
め
た
中
井
英
夫
（
一
九
二
二
～
一
九
九
三
）
も
「
チ
エ
ホ
フ

祭
」
に
ま
つ
わ
る
寺
山
批
判
に
つ
い
て
『
黒
衣
の
短
歌
史
』（
潮
出
版
社
、

一
九
七
一
年
）
に
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。

　
　

 

寺
山
修
司
の
登
場
に
は
、
初
め
の
う
ち
既
成
歌
人
は
お
お
む
ね
好
意

的
だ
っ
た
（
中
略
）
そ
れ
で
も
次
に
あ
げ
る
、
杉
浦
明
平
の
よ
う
な

批
評
を
す
る
人
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。《『
チ
ェ
ホ
フ
祭
』

と
い
う
五
十
首
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
解
し
が
た
か
っ
た
。
こ
こ
で
用

い
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
全
く
抒
情
を
形
成
す
る

の
に
役
立
っ
て
い
な
い
》
そ
し
て
寺
山
の
作
品
に
、
実
は
俳
壇
の
中

村
草
田
男
、
西
東
三
鬼
、
秋
元
不
死
男
、
大
野
林
火
ら
の
作
品
の
み

ご
と
な
焼
直
し
や
複
写
が
あ
る
と
判
明
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
は
、

す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
罵
言
が
雨
あ
ら
れ
と
降
り
そ
そ
い
だ
。「
短
歌
」

の
方
で
は
そ
れ
み
た
こ
と
か
と
＂模
倣
小
僧
あ
ら
わ
る＂
と
揶
揄
し
、

「
俳
句
研
究
」
は
三
月
号
（
引
用
者
注
「
一
九
五
五
年
二
月
号
」）
に

わ
ざ
わ
ざ
特
集
を
組
ん
で
盗
作
問
題
を
追
及
し
た

さ
ら
に
中
井
は
『
寺
山
修
司
青
春
歌
集
』（
角
川
文
庫
、
一
九
七
二
年
）

の
解
説
に
、
寺
山
を
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
如
何
な
る
配
慮
を
必

要
と
し
た
か
、
当
時
の
歌
壇
の
状
況
も
加
え
て
、
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て

い
る
。一

九
五
四
年
前
後
の
歌
壇
に
つ
い
て
は
（
中
略
）
前
年
の
斎
藤
茂
吉
・

釋
迢
空
（
折
口
信
夫
）
と
い
う
二
巨
匠
の
死
で
、
歌
壇
は
日
月
と
も

に
隕
ち
た
ほ
ど
に
暗
い
沈
黙
を
迎
え
て
い
た
。
氾
濫
す
る
の
は
お
び

た
だ
し
い
中
高
年
層
歌
人
の
身
辺
雑
詠
に
す
ぎ
ず
、
新
人
ら
し
い
新

人
は
塚
本
邦
雄
と
葛
原
妙
子
の
二
人
だ
け
（
中
略
）
老
舗
の
「
短
歌

研
究
」
で
は
新
人
の
五
十
首
を
一
般
か
ら
募
集
し
た
が
、
編
集
長
の

私
は
初
め
か
ら
そ
の
成
果
を
あ
て
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
（
中
略
）

新
人
五
十
首
の
第
一
回
、
四
月
号
に
私
の
推
し
た
中
城
ふ
み
子
「
乳

房
喪
失
」
は
同
じ
く
六
月
号
の
「
短
歌
」
に
川
端
康
成
の
推
薦
で
『
花

の
原
型
』
が
飾
ら
れ
る
に
及
ん
で
評
価
を
一
変
し
、
歌
壇
の
長
老
が

ど
う
罵
ろ
う
と
も
、
そ
の
声
を
か
き
消
す
ま
で
に
無
名
の
短
歌
大
衆

か
ら
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
る
に
至
っ
た
。
第
二
回
の
応
募
作
品
は

前
回
の
四
百
通
の
約
倍
ほ
ど
の
投
稿
が
寄
せ
ら
れ
、
私
は
そ
の
中
か

ら
寺
山
修
司
を
特
選
に
、
同
じ
く
十
代
だ
っ
た
他
の
数
氏
を
並
べ
て
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十
一
月
号
を
飾
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
私
が
何
の
た
め
ら
い
も
な

く
し
た
の
な
ら
、
眼
識
の
高
さ
を
誇
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
そ
う

で
は
な
い
（
中
略
）
五
十
首
を
募
集
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
そ

の
ま
ま
出
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
添
削
だ
け
は
絶
対
に
し
な

か
っ
た
が
、
中
城
で
は
七
首
を
、
寺
山
で
は
十
七
首
も
削
っ
て
、
残

り
の
作
品
だ
け
を
活
字
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
当
時
の
歌

人
の
あ
ら
か
た
が
、
保
守
と
い
う
も
愚
か
、
新
人
に
対
し
て
は
最
大

の
罵
声
を
放
つ
こ
と
を
楽
し
む
風
潮
さ
え
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
攻

撃
の
的
に
な
り
そ
う
な
も
の
は
あ
ら
か
じ
め
取
り
除
い
て
お
こ
う
と

い
う
の
が
私
の
発
想
だ
っ
た

中
井
が
「
当
時
の
歌
人
」
に
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
も
含
め
て
、

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

小
稿
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
寺
山
修
司
が
歌
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た

短
歌
連
作
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
で
あ
る
。
寺
山
は
「
父
還
せ
」
と
題
し
た

四
九
首
を
提
出
し
た
が
、
中
井
に
よ
っ
て
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
と
改
題
さ
れ

た
。
寺
山
の
デ
ビ
ュ
ー
作
は
、
中
井
の
選
歌
と
改
題
と
が
加
え
ら
れ
、「
チ

エ
ホ
フ
祭
」三
四
首
と
し
て『
短
歌
研
究
』誌
上
に
発
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、

寺
山
自
身
は
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
を
自
ら
が
編
集
す
る
歌
集
に
収
録
す
る
に

あ
た
っ
て
、
改
変
と
も
い
う
べ
き
変
更
を
加
え
て
い
く
。「
チ
エ
ホ
フ
祭
」

に
収
録
さ
れ
て
い
た
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
ふ
と
き
に
明
日
と
い

う
語
は
最
も
か
な
し
」
と
い
う
一
首
、
こ
れ
は
寺
山
の
短
歌
の
な
か
で
も

人
口
に
膾
炙
す
る
が
、
こ
の
一
首
に
つ
い
て
も
、
収
録
す
る
連
作
そ
の
も

の
に
変
更
が
な
さ
れ
る
。
小
稿
は
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
を
課
題
と
し
て
、
そ

の
編
集
・
改
変
に
つ
い
て
再
考
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
は
「
煙
草
く

さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
に
つ
い
て
読
解
を
試
み
る
。
近
年
、
堀
江
秀
史

『
ロ
ミ
イ
の
代
弁　

寺
山
修
司
単
行
本
未
収
録
作
品
集
』（
幻
戯
書
房
、
二

○
一
八
年
）
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
「
寺
山
修
司
が
巻
き
起
こ
し
た
「
模

倣
問
題
」
に
関
わ
る
作
品
等
を
中
心
に
九
篇
」
が
採
録
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
「
収
録
作
品
解
題
」
に
『
俳
句
研
究
』
一
九
五
五
年
二
月
号
に

特
集
さ
れ
た
「
短
歌
と
俳
句
」
が
寺
山
を
一
方
的
に
非
難
し
た
も
の
で
な

い
と
、
さ
ら
に
は
「
従
来
の
寺
山
論
で
は
、
模
倣
の
文
脈
と
「
不
当
な
」

批
評
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
従
来
の
寺
山
論
で
問
題
の
本
質
と
云
え
る
部

分
が
捨
象
さ
れ
て
き
た
の
は
、「
特
選
」
を
与
え
た
当
の
本
人
で
あ
る
中

井
英
夫
の
影
響
が
大
き
い
だ
ろ
う
」
と
「
俳
句
の
模
倣
問
題
」
を
新
た
な

視
点
を
も
っ
て
再
考
す
る
べ
く
、
問
題
提
起
も
な
さ
れ
た
。
ま
た
『
短
歌

研
究
』二
○
一
七
年
四
月
号
に
は
、中
井
没
後
に
本
多
正
一（
一
九
六
四
～
）

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
、
寺
山
が
中
井
に
送
っ
た
書
簡
と
メ
モ
書
き
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
最
新
の
情
報
を
加
え
て
、寺
山
の
歌
壇
デ
ビ
ュ
ー

作
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
を
再
び
読
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
問
題
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
小
稿
に
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
を
再
考
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す
る
所
以
で
あ
る
。

一
、「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て

　

ま
ず
『
短
歌
研
究
』
一
九
五
四
年
十
一
月
号
か
ら
「
第
二
回
五
十
首
応

募
作
品
《
十
代
作
品
特
集
》
特
選
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」

三
四
首
を
引
用
す
る
。
な
お
中
井
は
、
寺
山
が
『
短
歌
研
究
』
に
提
出
し

た
原
稿
を
保
管
し
て
い
た
。
中
井
が
没
し
た
現
在
も
、
そ
の
全
容
を
目
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
奇
跡
的
で
あ
る
。
寺
山
が
提
出
し
た
原

稿
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
使
用
漢
字
の
字
体
で
あ
る
。
寺
山
は

新
字
体
を
使
用
し
て
お
り
、『
短
歌
研
究
』
誌
上
に
使
用
さ
れ
る
旧
字
体

さ
ら
に
は
旧
仮
名
使
用
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
以
下
も
新
字

体
を
も
っ
て
引
用
を
行
う
。

青
い
種
子
は
太
陽
の
中
に
あ
る　
　
　

ソ
レ
ル

ア
カ
ハ
タ
売
る
わ
れ
を
夏
蝶
越
え
ゆ
け
り
母
は
故
郷
の
田
を
打
ち
て
ゐ
む

か
わ
き
た
る
桶
に
肥
料
を
満
す
と
き
黒
人
悲
歌
は
大
地
に
沈
む

蟇
の
子
の
跳
躍
い
と
ほ
し
む
ご
と
し
田
舎
教
師
に
き
ま
り
し
友
は

音
立
て
て
墓
穴
ふ
か
く
父
の
棺
下
ろ
さ
る
ゝ
時
父
目
覚
め
ず
や

亡
き
父
の
勲
章
は
な
を
離
さ
ざ
り
母
子
の
転
落
ひ
そ
か
に
は
や
し

蛮
声
を
あ
げ
て
九
月
の
森
に
い
れ
り
ハ
イ
ネ
の
た
め
に
学
を
あ
ざ
む
き

小
走
り
に
ガ
ー
ド
を
抜
け
て
来
し
靴
を
ビ
ラ
も
て
拭
ふ
夜
の
女
は

茛
火
を
床
に
踏
み
消
し
て
立
ち
あ
が
る
チ
エ
ホ
フ
祭
の
若
き
俳
優

チ
エ
ホ
フ
祭
の
ビ
ラ
の
貼
ら
れ
し
林
檎
の
木
か
す
か
に
揺
る
ゝ
汽
車
通
る

た
び

籠
の
桃
に
頰
痛
き
ま
で
お
し
つ
け
て
チ
エ
ホ
フ
の
日
の
電
車
に
揺
ら
る

勝
ち
た
る
に
嘲
わ
れ
い
た
る
混
血
児
ま
つ
赤
に
人
参
土
中
に
ふ
と
れ

向
日
葵
の
下
に
饒
舌
高
き
か
な
人
を
訪
わ
ず
ば
自
己
な
き
男

勝
ち
て
獲
し
少
年
の
日
の
胡
桃
の
ご
と
く
傷
つ
き
い
る
や
わ
が
青
春
は

西
瓜
浮
く
暗
き
桶
水
の
ぞ
く
と
き
還
ら
ぬ
父
に
つ
な
が
る
想
ひ

非
力
な
り
し
諷
刺
漫
画
の
夕
刊
に
尿
ま
り
て
去
り
き
港
の
男

こ
の
家
も
誰
か
ゞ
道
化
者
な
ら
む
高
き
塀
よ
り
越
え
出
し
揚
羽

桃
太
る
夜
は
ひ
そ
か
な
小
市
民
の
怒
り
を
こ
め
し
わ
が
無
名
の
詩

啄
木
祭
の
ビ
ラ
貼
り
に
来
し
女
子
大
生
の
古
き
ベ
レ
ー
に
黒
髪
あ
ま
る

日
が
さ
せ
ば
籾
殻
が
浮
く
桶
水
に
何
人
目
か
の
女
工
の
洗
髪

列
車
に
て
遠
く
見
て
い
る
向
日
葵
は
少
年
が
振
る
帽
子
の
ご
と
し

向
日
葵
は
枯
れ
つ
つ
花
を
捧
げ
を
り
父
の
墓
標
は
わ
れ
よ
り
低
し

こ
ろ
が
り
し
カ
ン
カ
ン
帽
を
追
う
ご
と
く
故
郷
の
道
を
駈
け
て
帰
ら
む

バ
ラ
ツ
ク
の
ラ
ジ
オ
の
黒
人
悲
歌
の
バ
ス
広
が
る
か
ぎ
り
麦
青
み
ゆ
く

わ
が
天
使
な
る
や
も
知
れ
ぬ
小
雀
を
撃
ち
て
硝
煙
嗅
ぎ
つ
つ
帰
る
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煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
ふ
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し

黒
土
を
蹴
つ
て
馳
け
り
し
ラ
グ
ビ
ー
群
の
ひ
と
り
の
た
め
に
シ
ヤ
ツ
を
継

ぐ
母

首
飾
り
は
模
造
な
ら
む
と
一
人
決
め
に
お
の
れ
な
ぐ
さ
む
哀
れ
な
ロ
ミ
オ

草
の
笛
吹
く
を
切
な
く
聞
き
て
お
り
告
白
以
前
の
愛
と
は
何
ぞ

一
粒
の
向
日
葵
の
種
ま
き
し
の
み
に
荒
野
を
わ
れ
の
魔
女
地
と
呼
び
き

叔
母
は
わ
が
人
生
の
脇
役
な
ら
む
手
の
ハ
ン
カ
チ
に
夏
陽
た
ま
れ
る

包
み
く
れ
し
古
き
戦
争
映
画
の
ビ
ラ
に
あ
ま
り
て
鯖
の
頭
が
青
し

夾
竹
桃
咲
き
て
校
舎
に
暗
さ
あ
り
饒
舌
の
母
を
ひ
そ
か
に
に
く
む

そ
ゝ
く
さ
と
ユ
ダ
氏
は
去
り
き
春
の
野
に
勝
ち
し
者
こ
そ
寂
し
き
も
の
を

茛
火
を
樹
に
す
り
消
し
て
立
ち
あ
が
る
孤
児
に
も
さ
む
き
追
憶
は
あ
り

（『
短
歌
研
究
』
誌
上
に
は
「
埼
玉
縣
川
口
市
幸
町
一
ノ
三
九
坂
本
方
。

歌
歴
皆
無
な
り
し
も
十
月
「
荒
野
」
に
参
加
。
昭
和
十
一
年
一
月
靑

森
に
生
る
。
早
稻
田
大
学
敎
育
學
部
一
年
」
と
、
寺
山
の
履
歴
な
ど

付
記
す
る
が
、
寺
山
の
原
稿
に
は
「
埼
玉
県
川
口
市
幸
町
一
ノ
三
九

坂
本
方
。
歌
歴
皆
無
。
昭
和
十
一
年
一
月
青
森
に
生
る
。
早
稲
田
大

学
教
育
学
部
一
年
。」
と
あ
る
の
み
。「
十
月
「
荒
野
」
に
参
加
」
は

中
井
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
）

寺
山
が
提
出
し
た
短
歌
連
作
「
父
還
せ
」
四
九
首
の
原
稿
に
は
、「
父
還

せ
」
と
記
さ
れ
た
冒
頭
、
そ
の
題
が
記
さ
れ
る
箇
所
に
、
原
稿
用
紙
を
短

冊
状
に
切
っ
た
紙
片
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
紙
片
に
は
、
中
井

の
筆
跡
と
覚
し
い
文
字
で
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
と
記
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
近

年
、
中
井
に
よ
る
選
歌
と
改
題
と
に
、
寺
山
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
を
読
み
取
ら
せ
る
、
寺
山
か
ら
中
井
に
宛
て
た
メ
モ
書
き
が
発
見
、

紹
介
さ
れ
た
。
寺
山
が
中
井
か
ら
改
題
に
つ
い
て
相
談
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
、
二
人
で
改
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た
こ
と
を
、
そ
し
て
寺
山
自

身
が
改
題
に
つ
い
て
了
解
し
て
い
た
事
実
を
確
認
で
き
る
。

中
井
様

※
「
へ
」
は
「
に
」
の
書
き
ち
が
い
で
し
た
。

※
「
チ
ェ
ホ
フ
の
日
」
と
、
僕
も
し
た
か
っ
た
の
で
す
が　

、
致
し
方
な

い
で
し
ょ
う

「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

※
「
短
歌
研
究
」
の
勇
気
に
沿
ふ
べ
く

中
城
ふ
み
子
の
あ
と
を
が
ん
ば
り
ま
す

期
待
に
は
必
ず
背
き
ま
せ
ん

※
と
り
急
ぎ
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
山
修
司　
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中
井
は
「
第
二
回
五
十
首
応
募
作
品
」
を
発
表
す
る
に
あ
た
っ
て
寺
山
と

面
談
し
て
い
る
。
日
本
短
歌
社
に
寺
山
を
呼
ん
だ
と
い
う
。
中
井
は
寺
山

と
初
め
て
会
っ
た
日
の
こ
と
を
『
黒
衣
の
短
歌
史
』
に
書
き
残
し
て
お

り
、
ま
た
中
井
と
と
も
に
『
短
歌
研
究
』
編
集
に
あ
た
っ
て
い
た
杉
山
正

樹
（
一
九
三
三
～
二
○
○
九
）
も
、

　
　

 

私
の
脳
裡
に
は
、
ふ
た
り
が
出
会
っ
た
時
の
表
情
が
あ
り
あ
り
と
浮

か
び
ま
す
。
は
に
か
ん
だ
よ
う
な
薄
笑
い
を
頰
に
う
か
べ
た
寺
山
の

顔
と
、
一
瞬
、
言
葉
を
う
し
な
っ
た
中
井
の
ち
ょ
っ
と
上
気
し
た
眼

鏡
の
顔
。
中
井
英
夫
は
男
惚
れ
す
る
性
癖
で
、
目
鼻
立
ち
あ
ざ
や
か

な
長
身
の
少
年
に
、
た
ち
ま
ち
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た

と
、
随
分
後
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
『
寺
山
修
司
・
遊
戯
の
人
』（
新
潮

社
、
二
○
○
○
年
）
に
記
し
た
。
杉
山
は
同
書
に
、
中
井
が
寺
山
に
太
宰

治
（
一
九
○
九
～
一
九
四
八
）
の
面
影
を
重
ね
て
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
伝

え
て
い
る
。
さ
て
寺
山
が
提
出
し
た
原
稿
用
紙
に
は
「
推
」
の
文
字
が
記

さ
れ
て
い
る
。
中
井
は
寺
山
の
短
歌
連
作
を
「
推
薦
」
と
す
る
か
「
特
選
」

と
す
る
か
躊
躇
し
て
い
た
。
し
か
し
中
井
は
寺
山
と
面
談
し
、
そ
の
面
談

を
も
っ
て
「
特
選
」
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
先
に
引
用
し
た
メ
モ
書

き
は
、
こ
の
面
談
の
直
後
に
、
寺
山
が
中
井
に
宛
て
て
記
し
た
も
の
だ
ろ

う
。
短
歌
連
作
の
改
題
に
つ
い
て
、
二
人
が
話
題
と
し
て
い
た
こ
と
を
読

み
取
ら
せ
る
。
寺
山
が
提
出
し
た
短
歌
連
作
「
父
還
せ
」
は
中
井
に
よ
っ

て
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
に
改
題
さ
れ
、
さ
ら
に
四
九
首
中
十
五
首
を
削
除
さ

れ
、
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
中
井
が
削
除
し
た
十
五
首
と
は
如
何

な
る
短
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
井
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
十
五
首
を
次
に

引
用
し
て
お
く
。

む
せ
ぶ
ご
と
く
萌
ゆ
る
雑
木
の
林
に
て
友
よ
多
喜
二
の
詩
を
口
づ
さ
め

作
文
に
「
父
さ
ん
を
還
せ
」
と
書
き
た
り
し
鮮
人
の
子
も
馬
鈴
薯
が
好
き

ペ
ダ
ル
踏
ん
で
大
根
の
花
咲
く
道
を
同
人
雑
誌
配
り
に
ゆ
か
む

巨
い
な
る
地
主
の
赤
き
南
瓜
な
ど
蹴
り
て
な
ぐ
さ
む
少
年
コ
ミ
ニ
ス
ト

友
の
せ
て
東
京
へ
ゆ
く
汽
笛
な
ら
む
夕
餉
の
秋
刀
魚
買
ひ
に
出
づ
れ
ば

塩
つ
け
て
甘
薯
を
食
ら
ふ
日
々
だ
に
も
文
芸
恋
へ
り
北
国
の
男

漬
樽
を
ま
さ
ぐ
り
な
が
ら
詩
の
た
め
に
家
出
せ
む
こ
と
幾
度
思
ひ
し

み
じ
め
な
ま
で
学
問
の
み
が
太
る
と
い
う
進
学
の
友
の
髭
を
か
な
し
む

雀
来
る
朝
の
竈
を
焚
か
む
と
て
多
喜
二
祭
り
の
ビ
ラ
丸
め
こ
む

鉄
屑
を
つ
ら
ぬ
き
立
ち
て
芽
吹
け
る
木
唄
よ
女
工
の
群
に
も
生
れ
よ

山
小
舎
の
ラ
ジ
オ
の
黒
人
悲
歌
聞
け
り
大
杉
に
斧
打
ち
い
れ
し
ま
ゝ

桃
浮
か
べ
小
川
は
墓
地
を
つ
ら
ぬ
け
り
戦
後
の
墓
に
父
の
名
黒
し

帰
省
せ
る
わ
れ
の
大
学
帽
な
ど
を
け
な
し
て
お
の
れ
な
ぐ
さ
む
彼
等
よ

葭
切
の
啼
け
る
日
な
た
へ
急
が
む
戦
後
の
わ
が
影
放
浪
型
に

暗
が
り
に
母
の
忘
れ
し
香
水
あ
り
未
亡
人
母
の
恋
は
お
そ
ろ
し
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削
除
さ
れ
た
十
五
首
に
は
、故
郷
で
過
ご
し
た
少
年
期
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
多
喜
二
の
詩
」「
巨
い
な
る
地
主
」「
少
年
コ
ミ
ニ
ス
ト
」「
女
工
の
群
」「
黒

人
悲
歌
」
と
い
っ
た
詞
に
象
徴
さ
れ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
短
歌
的
な
詠
、
そ

し
て
何
よ
り
、
地
方
の
農
村
に
過
ご
し
た
少
年
時
代
、
貧
困
を
連
想
さ
せ

る
仄
暗
さ
を
孕
ん
だ
情
景
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
中
井
は
こ
の
削
除
に
つ
い

て
「
何
よ
り
私
の
案
じ
た
の
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
出
し
た
と
き
、
い
か
に

も
田
舎
の
文
学
少
年
ら
し
い
稚
さ
と
い
う
評
価
が
す
ぐ
に
下
さ
れ
、
そ
し

て
そ
れ
が
決
し
て
賞
め
言
葉
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
」

と
語
っ
た
（
前
掲
『
寺
山
修
司
青
春
歌
集
』
解
説
）。
そ
し
て
「
父
還
せ
」

と
題
す
る
所
以
で
あ
っ
た
ろ
う
「
作
文
に
「
父
さ
ん
を
還
せ
」
と
書
き
た

り
し
鮮
人
の
子
も
馬
鈴
薯
が
好
き
」
も
削
除
し
た
。
中
井
が
改
題
を
提
案

し
た
の
は
必
然
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
結
果
と
し
て
「
父
還
せ
」
と
題
さ

れ
た
、
戦
争
の
傷
跡
を
負
い
つ
つ
地
方
で
少
年
期
を
過
ご
し
た
青
年
の
社

会
詠
連
作
は
、
塚
本
が
「
寺
山
修
司
の
デ
ビ
ュ
ー
は
、
作
品
の
サ
ブ
・
タ

イ
ト
ル
と
し
た
、
＂青
い
種
子
は
太
陽
の
中
に
あ
る＂
を
そ
の
ま
ま
の
、
燦

燦
た
る
光
に
包
ま
れ
た
、
戦
後
九
年
目
の
希
望
の
象
徴
で
あ
つ
た
。
老
い

朽
ち
よ
う
と
す
る
韻
文
定
型
詩
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
寵
児
の
青
春
の
声
に

よ
つ
て
、
一
夜
に
し
て
蘇
つ
た
」（
前
掲
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
魔
王
」）
と

賞
賛
し
た
、
青
春
詠
連
作
三
四
首
に
生
れ
変
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

た
だ
し
中
井
が
寺
山
と
面
談
し
た
後
、
寺
山
自
身
か
ら
次
の
願
い
出
が

あ
っ
た
。
一
首
を
差
し
替
え
る
こ
と
を
、
寺
山
は
願
い
出
た
の
だ
。
そ
し

て
寺
山
の
願
い
出
に
よ
っ
て
差
し
替
え
ら
れ
た
一
首
と
い
う
の
が
「
煙
草

く
さ
き
国
語
教
師
が
言
ふ
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
首
に
差
し
替
え
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
も
、
先
の

メ
モ
書
き
同
様
、
近
年
発
見
さ
れ
た
寺
山
か
ら
中
井
に
送
付
さ
れ
た
「
昭

和
二
九
年
十
月
二
六
日
消
印
、
寺
山
か
ら
中
井
宛
ハ
ガ
キ
」
な
ら
び
に
メ

モ
書
き
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

ふ
た
た
び
お
便
り
し
ま
す
。

今
日
―　

僕
の
古
い
詩
歌
ス
ク
ラ
ッ
プ
ノ
ー
ト

を
ペ
ラ
ペ
ラ
や
っ
て
る
と
東
京
三
氏
の

俳
句
に

鳥
渡
る
コ
キ
コ
キ
コ
キ
と
缶
切
れ
ば

と
い
う
の
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

僕
の
「
わ
が
下
宿
へ
」
と
類
想
な
の
で

文
芸
の
パ
タ
ー
ン
上
神
経
質
な
僕
と
し
て

は
ひ
ど
く
気
に
な
り
ま
し
た
。
あ
の
歌
は

無
意
識
の
う
ち
に
前
の
句
が
記
憶
の
中
で

孵
っ
て
出
来
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
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そ
れ
で
僕
の
良
心
に
賭
け
て
作
品
系
列

か
ら
抹
消
し
た
い
と
思
い
、
こ
こ
に

お
通
知
い
た
し
ま
す
。
あ
の
歌
よ
失
く
な
れ
（
以
下
略
）

「
メ
モ
書
き
」

こ
の
中
か
ら
一
首
（
コ
キ
コ
キ
）
を
抜
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
れ
替
え
て
下
さ
い

古
書
売
り
し
い
か
り
を
誰
に
訴
え
む
頰
を
桜
の
吹
き
す
ぐ
る
夜
は

言
い
負
け
て
風
の
又
三
郎
た
ら
む
希
ひ
を
も
て
り
海
青
き
日
は

さ
は
あ
れ
ど
倖
せ
あ
ら
む
吊
る
さ
れ
て
納
屋
に
芽
ぶ
き
し
に
ん
に
く
の
色

○
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
ふ
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し

／
チ
ェ
ホ
フ
を
演
る
と
決
ま
り
し
放
課
後
は
椋
鳥
の
巣
に
あ
ふ
れ
る
日
ざ
し

林
檎
の
木
ゆ
さ
ぶ
り
な
が
ら
案
じ
い
ぬ
同
人
詩
誌
の
赤
字
の
こ
と
を

○
ラ
グ
ビ
ー
の
補
欠
の
わ
れ
が
海
岸
へ
来
て
ほ
て
ら
し
む
頰
傷
な
り
し

ノ
ラ
演
り
て
風
邪
声
な
り
し
君
の
こ
と
は
母
に
語
ら
ず
あ
た
た
め
い
た
る

寺
山
は
「
わ
が
下
宿
に
北
へ
ゆ
く
雁
今
日
見
ゆ
る
コ
キ
コ
キ
コ
キ
と
缶
詰

切
れ
ば
」を
削
除
す
る
こ
と
を
中
井
に
願
い
出
た
。
寺
山
は
こ
の
一
首
が
、

東
京
三
つ
ま
り
秋
元
不
死
男
の
「
鳥
渡
る
こ
き
こ
き
こ
き
と
缶
切
れ
ば
」

（
句
集
『
瘤
』
作
品
社
、
一
九
五
○
（
昭
和
二
五
）
年
）
に
「
類
想
」
す

る
と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
を
理
由
に
削
除
を
願
い
出
た
わ
け
だ
が
、
こ

の
一
首
の
削
除
を
め
ぐ
っ
て
は
、
寺
山
自
身
が
「
俳
句
の
模
倣
（
盗
句
歴

然
た
る
模
倣
）」
で
あ
る
と
批
評
さ
れ
る
可
能
性
を
予
測
し
て
い
た
こ
と

を
、
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
批
判
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
確
認

さ
せ
る
。
加
藤
治
郎
「
全
力
の
短
距
離
走
」（『
短
歌
研
究
』
二
○
一
七
年

四
月
号
）
は
、寺
山
の
記
し
た
「
文
芸
の
パ
タ
ー
ン
上
」
と
い
う
の
が
「
文

芸
の
型
、
規
範
と
い
う
意
味
合
い
だ
ろ
う
」
と
、
そ
し
て
寺
山
が
「
ル
ー

ル
違
反
と
認
め
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
中
井
と
の
面
談

で
「
俳
句
の
模
倣
」
に
関
す
る
何
ら
か
の
話
題
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

推
量
さ
せ
る
。
寺
山
が
俳
壇
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
寺
山

の
俳
句
に
つ
い
て
、
そ
し
て
寺
山
が
提
出
し
た
短
歌
連
作
と
俳
句
と
に
類

似
性
さ
ら
に
は
相
違
性
と
を
指
摘
で
き
る
か
否
か
な
ど
、
二
人
の
話
題
に

あ
が
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
寺
山
は
削
除
す
る

一
首
の
差
し
替
え
を
願
う
べ
く
、
中
井
に
新
た
な
八
首
を
送
り
選
歌
を
ゆ

だ
ね
る
。
中
井
に
選
歌
を
願
っ
た
こ
と
に
は
、
寺
山
が
「
父
還
せ
」
と
題

し
て
提
出
し
た
四
九
首
を
十
五
首
も
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
納
得
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
さ
せ
る
。
寺
山
は
、
中
井
の
改
題
と
選
歌
と
を
深
い
信
頼
を

も
っ
て
受
け
入
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
中
井
が
思
い
描
く
新
た
な
短
詩

型
文
藝
界
が
、
寺
山
を
魅
了
し
憧
れ
に
も
似
た
感
情
を
も
た
ら
し
て
い
た

こ
と
を
推
量
さ
せ
る
。
中
井
は
、寺
山
が
提
出
し
た
八
首
の
な
か
か
ら「
煙
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草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
ふ
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し
」
を

選
歌
し
、「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
三
四
首
を
整
え
る
こ
と
に
な
る
。
寺
山
が
新

た
に
提
出
し
た
八
首
に
は
、
す
で
に
提
出
し
て
い
た
青
春
詠
と
共
通
す
る

モ
チ
ー
フ
や
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
と
題
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
短
歌
が
連
ね
ら

れ
て
い
る
。
中
井
の
選
歌
を
意
識
し
た
、
つ
ま
り
中
井
が
「
父
還
せ
」
か

ら
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
に
整
え
る
に
至
っ
た
事
由
を
意
識
し
た
八
首
を
提
出

し
た
と
指
摘
で
き
る
。
中
井
と
寺
山
と
が
、
一
首
づ
つ
、
評
を
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
量
さ
せ
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
近
年
発
見
さ
れ
た
寺
山
か
ら
中
井
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、

中
井
が
寺
山
の
デ
ビ
ュ
ー
に
危
惧
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
、
そ
し
て
こ
の

危
惧
に
対
す
る
、
寺
山
の
素
直
な
ま
で
に
若
き
意
欲
も
読
み
取
ら
せ
る
。

本
日
は
大
変
失
礼
し
ま
し
た
。

僕
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
べ
ら
べ
ら
し
ゃ
べ
っ
た
よ
う
で

―　

し
か
し
大
変
愉
快
で
し
た
。

中
井
さ
ん
の
御
心
配
は
、
旧
勢
力
へ

一
た
ん
点
火
し
て
か
ら
実
作
が
そ
れ
に
伴
な
わ
な
か
っ
た
ら
丶
丶
丶

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

首
だ
け
前
へ
出
し
て
足
が
前
の
と
こ
ろ
へ
根
の
よ
う
に

く
っ
つ
い
て
い
た
、
な
ん
て
い
う
の
は
こ
っ
け
い
で
す
か
ら
。

そ
こ
で
、
旧
勢
力
を
打
ち
こ
わ
す
た
め
に
僕
も

一
騎
兵
（
あ
え
て
一
兵
卒
と
は
い
い
ま
せ
ん
）
と
し
て
、
一
生

懸
命
や
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ひ
た
す
ら
に
。

こ
れ
は
例
え
ば
尾
山
セ
ン
セ
イ
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
一
論

文
に
対
し
て
だ
け
で
も
価
値
が
あ
り
そ
う
で
す
。

今
、
酔
い
が
さ
め
て
ガ
ク
ゼ
ン
と
孤
り
で
す
。

写
真
、
二
、三
日
中
に
お
渡
し
し
ま
す
。

作
家
志
望
と
カ
ー
ド
に
記
入
し
な
が
ら　

短
詩

に
す
が
り
つ
い
て
い
る
僕
―
き
り
ぎ
り
す
。

と
に
か
く
一
応　

信
頼
し
て
み
て
下
さ
い
。

当
た
る
ク
ジ
。

僕
が
心
配
な
の
は
座
談
会
で
皆
が
ど
ん
な
風

な
こ
と
を
言
い
あ
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
一
事
の
み

で
す
。
中
城
氏
を
買
っ
て
い
な
い
「
歌
壇
の
卵
」
と

短
歌
を
知
ら
な
い
僕
が
喜
劇
を
演
じ
る
よ
う
な

D
iscuss

す
る
の
で
は
な
い
か
。

首
狩
り
賊
な
ど
と
い
い
ま
す
ま
い
。

孔
雀
の
羽
を
つ
け
た
鴉
で
結
構
。
と
に
か
く
も

「
ひ
た
す
ら
」
と
い
う
語
の
中
に
も
ぐ
り
こ
み
ま
す
。

中
井
さ
ん
に
あ
っ
て
安
心
し
ま
し
た
。
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寺
山
修
司
（
以
下
略
）

こ
の
書
簡
が
、
中
井
と
面
談
し
た
そ
の
日
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
だ

ろ
う
。
寺
山
が
自
ら
の
短
歌
に
つ
い
て
、
そ
し
て
自
ら
を
揶
揄
す
る
よ
う

に
語
る
の
は
、
中
井
が
面
談
の
お
り
に
話
題
と
し
た
「
当
時
の
歌
人
の
あ

ら
か
た
」
の
状
況
に
所
以
す
る
。
寺
山
が
自
ら
を
「
短
歌
を
知
ら
な
い
」

と
記
し
た
の
は
、
短
歌
結
社
に
所
属
し
て
お
ら
ず
、
結
社
に
所
属
す
る
こ

と
で
有
力
歌
人
に
師
事
す
る
と
い
う
、
歌
壇
に
お
け
る
一
般
的
な
経
験
そ

し
て
歌
歴
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。「
当
時
の
歌
人
の
あ
ら
か
た
」

の
事
情
に
つ
い
て
は
、杉
山
が
『
短
歌
研
究
』
の
編
集
を
勤
め
る
に
あ
た
っ

て
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
た
、
次
の
文
章
が
参
考
に
な
る
。

　
　

私
が
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
に
日
本
短
歌
社
に
入
っ
て
、
社
長

の
木
村
捨
録
か
ら
ま
ず
最
初
に
命
じ
ら
れ
た
の
が
、
短
歌
結
社
の
系

統
図
を
お
ぼ
え
る
こ
と
で
し
た
（
中
略
）
あ
ら
ゆ
る
結
社
と
そ
の
系

統
、
そ
こ
に
所
属
す
る
主
要
歌
人
の
作
風
を
記
憶
し
ま
し
た
。
実
際

そ
う
で
な
け
れ
ば
、短
歌
総
合
誌
の
編
集
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
に
も
、
短
歌
の
結
社
組
織
は
強
固
で
、
た
と
え
ば
戦
後
派

歌
人
を
代
表
す
る
近
藤
芳
美
は
、
師
弟
関
係
で
は
な
い
自
由
な
同
人

集
団
の
「
未
来
」
を
率
い
て
い
ま
し
た
が
、
か
れ
が
い
ち
早
く
歌
壇

に
認
め
ら
れ
た
の
は
土
屋
文
明
の
直
系
だ
か
ら
だ
、
と
は
木
村
社
長

の
説
で
、
お
な
じ
く
戦
後
派
の
宮
柊
二
は
白
秋
の
秘
書
だ
っ
た
し
、

佐
藤
佐
太
郎
は
茂
吉
の
岩
波
書
店
で
の
担
当
者
だ
っ
た
と
も
教
え
て

く
れ
ま
し
た

寺
山
の
登
場
は
、
そ
う
い
っ
た
歌
壇
の
状
況
（
歌
人
が
育
成
さ
れ
て
い
く

過
程
）
か
ら
は
異
質
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
状
況
に
新
た
な
息
吹
を
吹
き

込
む
可
能
性
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
寺
山
と
の
面
談
を
と
お
し
て
、
中
井

の
期
待
は
膨
ら
ん
で
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
短
歌
総
合
誌
の
新
人
賞
が
歌

人
に
と
っ
て
登
竜
門
と
な
る
と
い
う
、
歌
壇
に
お
け
る
新
た
な
仕
組
み
も

発
想
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
井
が
『
短
歌
研
究
』
誌
上
に
募
集
し

た
「
五
十
首
応
募
作
品
」
を
自
ら
選
考
し
た
と
い
う
の
も
、
新
た
な
試
み

で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
中
井
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
そ
し
て
中
井
と
の

約
束
を
果
た
す
べ
く
、
寺
山
は
『
短
歌
研
究
』
誌
上
に
短
歌
連
作
を
発
表

し
て
い
く
。
一
九
五
四
年
に
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
を
発
病
し
、
一
九
五
五
年
か
ら

一
九
五
八
年
夏
頃
ま
で
、
三
年
に
わ
た
っ
て
入
院
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
、
そ
の
入
院
生
活
の
合
間
に
も
、
寺
山
は
作
歌
活
動
を
続
け
て
お
り
、

一
九
五
八
年
に
は
、
入
院
中
に
編
集
を
終
え
た
第
一
歌
集
『
空
に
は
本
』

（
的
場
書
房
、
一
九
五
八
年
）
を
出
版
す
る
。『
空
に
は
本
』
に
は
既
発
表

の
短
歌
連
作
を
中
心
と
し
て
「
燃
ゆ
る
頰
（「
森
番
」「
海
の
休
暇
」
で
構

成
）」「
記
憶
す
る
生
」「
季
節
が
僕
を
連
れ
去
っ
た
あ
と
に
」「
夏
美
の
歌

（「
空
の
種
子
」「
木
や
草
の
う
た
」「
朝
の
ひ
ば
り
」
で
構
成
）」「
チ
エ
ホ
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フ
祭
」「
冬
の
斧
」「
直
角
な
空
に
」「
浮
浪
児
」「
熱
い
茎
」「
マ
ダ
ム
と

薔
薇
と
黒
ん
坊
と
」「
少
年
」「
蜥
蜴
の
時
代
」「
真
夏
の
死
」「
祖
国
喪
失
」

を
収
録
す
る
。一
方
、中
井
は
一
九
五
五
年
十
二
号
を
も
っ
て『
短
歌
研
究
』

の
編
集
責
任
者
を
辞
す
。
日
本
短
歌
社
を
退
社
し
た
の
だ
。『
短
歌
研
究
』

の
編
集
責
任
者
は
一
九
五
六
年
か
ら
杉
山
正
樹
に
引
き
継
が
れ
、
杉
山
も

ま
た
寺
山
を
篤
く
待
遇
し
た
。
寺
山
は
『
短
歌
研
究
』
誌
上
に
デ
ビ
ュ
ー

を
果
た
し
た
新
人
と
し
て
、
有
力
歌
人
た
ち
に
並
ん
で
短
歌
連
作
を
発
表

し
、
毎
年
掲
載
さ
れ
る
代
表
的
歌
人
の
自
選
歌
に
も
、
一
九
五
四
年
以
降

そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
。

二
、「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
を
め
ぐ
っ
て

　

さ
て
、
中
井
の
選
歌
に
よ
っ
て
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
に
加
え
ら
れ
た
「
煙

草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
ふ
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し
」
と

い
う
一
首
は
、
近
年
、
寺
山
の
恩
師
で
あ
っ
た
中
野
ト
ク
（
一
九
二
一
～

一
九
九
九
）
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
ほ
か
、
寺
山
が
早
稲

田
大
学
教
育
学
部
国
語
国
文
学
科
に
入
学
し
た
こ
と
を
根
拠
に
、
寺
山
自

身
が
未
来
に
お
け
る
自
ら
を
詠
ん
だ
と
解
釈
さ
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に

読
み
解
か
れ
て
い
る
。
葉
名
尻
竜
一
『
寺
山
修
司
』（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日

本
歌
人
選
０
４
０
、
笠
間
書
院
、
二
○
一
二
年
）
は
三
九
首
選
だ
が
、「
煙

草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
を
四
首
目
に
取
り
あ
げ
、
中
野
ト
ク
と
寺

山
と
の
交
流
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
寺
山
自
身
が
早
稲
田
大
学
教
育
学

部
国
文
学
科
に
入
学
し
た
こ
と
も
紹
介
し
て
、
寺
山
の
履
歴
を
根
拠
と
す

る
解
釈
を
展
開
し
た
。
中
野
ト
ク
の
存
在
は
、
小
菅
麻
起
子
・
九
條
今
日

子
『
寺
山
修
司 

青
春
書
簡
―
恩
師
・
中
野
ト
ク
へ
の
75
通
』（
二
玄
社
、

二
○
○
五
年
）
に
、
寺
山
が
中
野
に
送
っ
た
書
簡
を
公
刊
し
た
こ
と
で
鮮

明
に
な
っ
た
。
中
学
校
の
国
語
教
師
で
あ
っ
た
中
野
を
連
想
す
る
こ
と
の

根
拠
は
、
寺
山
が
『
全
歌
集
』
を
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て
「
煙
草
く
さ
き

国
語
教
師
」
の
一
首
を
収
録
す
る
「
初
期
歌
篇
」
に
「
一
九
五
七
年
以

前
、
高
校
生
時
代
」
と
加
筆
し
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
ま
た
一
方
で
、
岡
井

隆
（
一
九
二
八
～
）
は
こ
の
一
首
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示

す
る
（『
岡
井
隆
の
短
歌
塾　

入
門
編
』
角
川
学
芸
出
版
、二
〇
一
二
年
）。

　
　
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
す
。
こ
こ
に

は
多
少
批
判
的
な
口
調
が
あ
り
ま
す
。
な
ま
い
き
な
学
生
が
教
師
を

見
て
い
る
。
あ
の
感
じ
で
す
ね
（
中
略
）「
明
日
」
と
い
う
言
語
を
強

調
し
て
教
師
が
言
っ
て
い
る
。
素
直
に
と
れ
ば
、
先
生
が
そ
う
言
う

の
で
、
自
分
た
ち
は
勇
気
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
歌
が
出
来
て
も
い
い
。

で
も
、
若
い
鋭
い
批
判
的
な
学
生
は
、
な
ん
だ
あ
の
教
師
は
、
あ
ん

な
綺
麗
ご
と
言
っ
て
、
と
反
撥
し
、
と
き
に
あ
の
先
生
は
煙
草
く
せ

え
じ
ゃ
な
い
か
、
と
言
う
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
現
実
味
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が
あ
る
。
少
し
下
か
ら
相
手
を
見
て
い
る
。
や
や
批
判
的
に
皮
肉
な

形
で
見
て
い
る
。
そ
こ
に
、
一
種
の
親
近
感
も
あ
る
ん
で
す
ね

岡
井
は
寺
山
を
紹
介
し
つ
つ
、
し
か
し
寺
山
の
伝
記
を
踏
ま
え
る
こ
と
な

く
、
一
首
そ
の
も
の
に
向
き
合
っ
た
解
釈
を
展
開
す
る
。
歌
人
ら
し
い
評

で
あ
り
、
短
歌
を
詠
む
た
め
に
必
要
な
視
点
も
提
示
す
る
。
現
代
短
歌
に

は
三
十
一
字
と
い
う
文
字
数
の
制
約
が
あ
る
た
め
、
多
く
を
表
現
す
る
こ

と
が
難
し
い
。
ゆ
え
に
読
者
は
自
由
な
解
釈
を
許
さ
れ
る
。
読
者
に
よ
る

解
釈
の
多
様
性
は
、
現
在
さ
ま
ざ
ま
に
開
催
さ
れ
て
い
る
歌
会
（
短
歌
を

披
露
し
、
評
す
る
場
）
に
お
い
て
も
通
用
し
て
い
る
。
寺
山
が
中
学
校
あ

る
い
は
高
等
学
校
時
代
の
経
験
に
基
づ
い
て
詠
ん
だ
と
し
て
も
、
自
ら
を

表
現
世
界
に
導
い
た
恩
師
・
中
野
ト
ク
を
モ
デ
ル
と
し
た
と
し
て
も
、
さ

ら
に
は
自
ら
の
未
来
を
想
い
描
い
て
詠
ん
だ
と
し
て
も
、
一
首
の
解
釈
は

成
立
す
る
。
し
か
し
前
章
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
一
首
は
「
チ
エ
ホ

フ
祭
」
を
整
え
る
に
あ
た
っ
て
、
寺
山
が
新
た
に
提
出
し
た
八
首
の
う
ち

に
あ
っ
て
、
中
井
に
選
歌
を
ゆ
だ
ね
た
一
首
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
首
が

「
チ
エ
ホ
フ
祭
」に
収
録
さ
れ
た
経
緯
に
鑑
み
る
と
す
れ
ば
、そ
の
解
釈
に
、

中
井
が
書
き
残
し
た
感
慨
（
前
掲
『
寺
山
修
司
青
春
歌
集
』
解
説
）
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
井
は
自
ら
が「
田
舎
の
国
語
教
師
」で
あ
っ

た
と
、
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

十
代
の
少
年
の
内
部
自
体
を
こ
れ
ほ
ど
明
る
く
懐
か
し
く
映
し
出
し

た
と
い
う
例
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、

　

と
び
や
す
き
葡
萄
の
汁
で
汚
す
な
か
れ
虐
げ
ら
れ
し
少
年
の
詩
を

と
か
、

　

 

知
恵
の
み
が
も
た
ら
せ
る
詩
を
書
き
た
め
て
暖
か
き
か
な
林
檎
の

空
箱

と
い
っ
た
歌
に
な
る
と
、
う
ま
す
ぎ
て
舌
を
巻
く
と
同
時
に
、

　

 

煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
う
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か

な
し

と
歌
わ
れ
た
そ
の
国
語
教
師
め
い
た
思
い
が
し
て
が
っ
か
り
も
し
、

小
に
く
ら
し
い
気
さ
え
し
て
く
る
ほ
ど
だ
が
、
事
実
私
は
寺
山
修
司

の
登
場
の
折
、田
舎
の
国
語
教
師
め
い
た
立
場
に
い
た
の
だ
っ
た（
中

略
）
寺
山
の
場
合
は
、
そ
れ
（
引
用
者
注
：
中
城
あ
や
子
の
場
合
）

と
意
味
は
違
っ
て
も
、
私
の
田
舎
教
師
め
い
た
心
配
は
つ
の
る
ば
か

り
で
、
原
作
の
「
父
還
せ
」
は
次
の
よ
う
な
配
列
で
始
ま
っ
て
い
た

が
、
私
は
表
題
を
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
と
変
え
、
最
初
の
一
首
を
残
し
、

次
の
四
首
を
あ
っ
さ
り
削
っ
て
し
ま
っ
た

先
に
引
用
し
た
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
誕
生
と
、
当
時
の
歌
壇
を
め
ぐ
る
中
井

の
回
想
は
、
こ
の
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
と
い
う
一
首
の
「
作
品
の

理
解
の
た
め
に
、
当
時
の
事
情
の
若
干
を
記
し
て
お
こ
う
」
と
記
述
さ
れ

る
後
に
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
中
井
は
自
ら
が
「
田
舎
の
国
語
教
師
め
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い
た
立
場
」
に
よ
っ
て
寺
山
の
短
歌
連
作
に
、
そ
し
て
寺
山
自
身
に
向
き

合
っ
た
こ
と
を
書
き
残
し
た
の
だ
。
中
井
に
と
っ
て
寺
山
が
詠
ん
だ
「
煙

草
く
さ
き
国
語
教
師
」
さ
ら
に
は
「
国
語
教
師
が
言
う
と
き
に
明
日
と
い

う
語
は
最
も
か
な
し
」
と
い
う
感
情
は
、
中
井
自
身
で
あ
り
、
中
井
自
身

の
感
情
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
寺
山
か
ら
新
た
な
八
首
を
提
示
さ
れ
、
選
歌

を
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
中
井
が
こ
の
一
首
を
選
歌
し
た
理
由
が

暴
露
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
二
人
で
語
っ
た
日
本
短
歌
社
二
階
の
一
室

に
お
け
る
話
題
と
も
関
わ
っ
て
、
寺
山
が
中
井
と
の
面
談
を
背
景
に
詠
ん

だ
一
首
で
あ
る
と
、
少
な
く
と
も
中
井
は
解
釈
し
て
い
た
。
そ
し
て
寺
山

自
身
も
、
中
井
に
宛
て
た
書
簡
の
一
通
を
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

月
夜
か
も
し
れ
な
い
。

今
―
―
ノ
ー
ト
に
素
直
で
な
い
歌
を
作
り
、
そ
し
て
消
し
て
し
ま
っ
た
と

こ
ろ
。
五
十
首
詠
は
母
が
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
ま
し
た

十
一
月
号
三
部
ほ
し
い
け
ど
、
い
た
だ
け
な
い
で
す
か
。

だ
め
な
ら
買
い
ま
す
。
せ
め
て
故
郷
の
「
煙
草
く
さ
き
教
師
へ
の
贈
り
も

の
」

―
―
僕
は
い
っ
つ
も
こ
れ
な
ん
だ
。

こ
の
書
簡
に
記
さ
れ
た「
五
十
首
詠
」と
は「
チ
エ
ホ
フ
祭
」で
あ
り
、「
十
一

月
号
」
と
は
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
が
掲
載
さ
れ
た
十
一
月
号
で
あ
る
。
そ
し

て
寺
山
が
「
煙
草
く
さ
き
教
師
」
と
表
現
し
た
の
は
、
故
郷
の
中
学
校
や

高
等
学
校
で
教
鞭
を
と
る
国
語
教
師
す
な
わ
ち
寺
山
の
恩
師
、
具
体
的
な

人
物
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
と
い

う
一
首
を
詠
む
に
至
っ
た
、
中
井
と
の
面
談
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
、
い
わ

ば
寺
山
が
創
作
し
た
歌
語
で
あ
っ
た
と
、
私
は
読
み
解
く
。
寺
山
は
「
煙

草
く
さ
き
（
国
語
）
教
師
」
と
詠
み
、
表
現
す
れ
ば
、
中
井
も
自
ら
と
同

じ
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と
を
識
っ
て
い
た
。
寺
山
は
中
井
に
宛
て
た
こ
の

同
じ
書
簡
に
「
も
う
ど
う
に
も
な
ら
ん
の
だ
か
ら
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
作
り
、

し
ゃ
べ
り
僕
の
大
部
分
を
こ
の
時
期
の
短
歌
革
命
に
賭
け
て
み
ま
す
。「
必

敗
」
と
か
「
阿
片
」
な
ど
と
は
言
っ
て
下
さ
い
ま
す
な
」
と
記
し
て
い
る
。

寺
山
が
中
井
に
共
鳴
し
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
と
題
す
る
短
歌
連
作
を
発
表
す

る
こ
と
で
、
当
時
の
歌
壇
に
何
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
そ
の
限

り
な
く
若
い
表
現
者
の
意
欲
を
読
み
取
ら
せ
る
。

三
、「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
を
改
変
す
る
意
図

と
こ
ろ
が
、
短
歌
連
作
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
は
、
寺
山
自
身
に
よ
っ

て
改
変
さ
れ
て
い
っ
た
。「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
の
改
変
は
、『
短
歌
研
究
』

一
九
五
四
年
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
本
年
歌
壇
問
題
作
品
集
〈
自
選
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二
十
首
〉」（
短
歌
結
社
の
代
表
を
含
む
二
十
名
の
歌
人
が
自
選
歌
二
十
首

を
連
ね
る
）
に
始
ま
る
。
寺
山
は
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
三
四
首
か
ら
二
十
首

を
選
歌
し
た
。
寺
山
（
あ
る
い
は
中
井
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
）
は

「
俳
句
の
模
倣
（「
盗
句
歴
然
た
る
模
倣
」）」
で
あ
る
と
、
と
く
に
指
摘
・

非
難
さ
れ
た
、

か
わ
き
た
る
桶
に
肥
料
を
満
す
と
き
黒
人
霊
歌
は
大
地
に
沈
む

向
日
葵
の
下
に
饒
舌
高
き
か
な
人
を
訪
わ
ず
ば
自
己
な
き
男

わ
が
天
使
な
る
や
も
知
れ
ぬ
小
雀
を
撃
ち
て
硝
煙
嗅
ぎ
つ
つ
帰
る

そ
ゝ
く
さ
と
ユ
ダ
氏
は
去
り
き
春
の
野
に
勝
ち
し
者
こ
そ
寂
し
き
も
の
を

茛
火
を
樹
に
す
り
消
し
て
立
ち
あ
が
る
孤
児
に
も
さ
む
き
追
憶
は
あ
り

を
含
ん
だ
十
四
首
を
削
除
す
る
。「
俳
句
の
模
倣
」
を
指
摘
さ
れ
る
九
首

か
ら
七
首
を
、「
寺
山
自
身
の
俳
句
の
再
構
成
」
と
指
摘
さ
れ
た
七
首
か

ら
は
二
首
を
削
除
し
た
の
だ
。「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
の
改
変
が
「
俳
句
の
模

倣
問
題
」
を
意
識
し
、
こ
の
批
評
に
向
き
合
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い

た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。つ
ま
り「
俳
句
の
模
倣
問
題
」は
寺
山
に
と
っ
て
、

『
俳
句
研
究
』
一
九
五
五
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
特
集
「
短
歌
と
俳
句
」

が
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
へ
の
非
難
で
し
か
な

か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
寺
山
は
『
短
歌
研
究
』
一
九
五
四
年
十
二
月
号
に

掲
載
す
る
二
十
首
を
自
選
す
る
に
あ
た
っ
て
削
除
し
た
短
歌
、
さ
ら
に
言

え
ば
「
俳
句
の
模
倣
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
短
歌
を
第
一
作
品
集
『
わ

れ
に
五
月
を
』（
作
品
社
、一
九
五
七
年
）
や
第
一
歌
集
『
空
に
は
本
』（
的

場
書
房
、
一
九
五
八
年
）
に
収
録
す
る
。
寺
山
が
「
俳
句
の
模
倣
問
題
」

に
回
答
す
べ
く
、
検
討
を
加
え
た
結
果
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
の
改
変
に
つ
い
て
は
、『
寺
山
修
司
全
詩

歌
句
』「
編
注
」（
思
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
に
指
摘
さ
れ
る
ほ
か
、
小
菅

麻
起
子
『
初
期
寺
山
修
司
研
究　
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
か
ら
『
空
に
は
本
』』

（
翰
林
書
房
、
二
○
一
三
年
）
と
『
短
歌
研
究
』
二
○
一
七
年
四
月
号
に

掲
載
さ
れ
た
「
寺
山
修
司
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
の
変
遷
」
に
詳
細
で
あ
る
。

小
菅
の
著
作
は
、
寺
山
が
歌
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
一
九
五
四
年
か
ら

第
一
歌
集
『
空
に
は
本
』
を
出
版
す
る
一
九
五
八
年
に
至
る
作
歌
活
動
を

課
題
と
す
る
。「
父
還
せ
」
に
収
録
さ
れ
て
い
た
四
九
首
の
初
出
を
調
査

す
る
ほ
か
、『
わ
れ
に
五
月
を
』
と
『
空
に
は
本
』
と
が
既
発
表
の
短
歌

連
作
を
再
構
成
し
た
方
法
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
。「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
に

収
録
さ
れ
た
短
歌
が
如
何
な
る
連
作
に
再
録
さ
れ
て
い
く
か
に
つ
い
て
も

収
録
歌
数
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
方
『
短
歌
研
究
』
に
掲
載

さ
れ
た
「
寺
山
修
司
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
の
変
遷
」
は
、
中
井
が
削
除
し
た

十
五
首
を
含
め
て
、つ
ま
り
寺
山
が
提
出
し
た
「
父
還
せ
」
を
公
刊
す
る
。

『
空
に
は
本
』
に
収
録
さ
れ
る
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
と
「
父
還
せ
」
と
の
異
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同
、
す
な
わ
ち
中
井
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
短
歌
が
『
空
に
は
本
』
に
再

録
す
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。「
寺
山
修
司「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」の
変
遷
」は
、

『
短
歌
研
究
』
が
企
画
し
た
特
集
「
新
発
見　

寺
山
修
司
か
ら
中
井
英
夫

へ
の
手
紙
」
に
掲
載
さ
れ
る
。「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
の
形
成
と
改
変
を
新
発

見
資
料
も
加
え
て
提
示
す
る
ほ
か
、こ
の
特
集
に
は
、寺
山
に
続
い
て
「
短

歌
研
究
新
人
賞
」
を
受
賞
し
た
歌
人
た
ち
が
新
発
見
資
料
に
関
す
る
「
コ

メ
ン
ト
」
を
執
筆
す
る
（
前
掲
、
加
藤
「
全
力
の
短
距
離
走
」
も
そ
の
一

つ
）。
一
首
一
首
を
提
示
し
な
が
ら
、
寺
山
の
短
歌
を
読
み
解
こ
う
と
す

る
姿
勢
に
貫
か
れ
、
寺
山
の
短
歌
が
戦
後
短
歌
史
に
も
た
ら
し
た
影
響
、

そ
の
新
風
た
る
が
、
実
作
者
と
し
て
活
躍
す
る
現
代
の
歌
人
た
ち
に
如
何

な
る
影
響
を
与
え
た
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
短

歌
連
作
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
さ
ら
に
は
寺
山
の
短
歌
に
つ
い
て
課
題
と
す
る

に
は
、
収
録
す
る
連
作
を
変
更
す
る
理
由
を
含
め
て
、
一
首
ご
と
に
背
景

を
調
査
し
、
ま
た
そ
の
背
景
も
踏
ま
え
て
十
分
に
読
解
を
加
え
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
小
稿
で
は
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
を
取
り

あ
げ
、
考
察
を
進
め
る
。「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
は
、
中
井

が
寺
山
か
ら
選
歌
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
寺
山
が
中
井
と
の
面
談
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
詠
ん
だ
と
中
井
自
身
が
解
釈
し
た
、
こ
の
連
作
に
お
い
て
注
目
す
る

べ
き
一
首
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
作
品
集
『
わ
れ
に
五
月
を
』（
短
歌
連
作
「
森
番
」「
真
夏
の

死
」「
祖
国
喪
失
」
を
収
録
）
は
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
を
「
祖

国
喪
失
」と
題
す
る
連
作
三
四
首
に
収
録
す
る
。『
わ
れ
に
五
月
を
』に「
チ

エ
ホ
フ
祭
」
と
題
す
る
短
歌
連
作
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
の
は
「
俳
句
の

模
倣
問
題
」
を
受
け
て
、
こ
の
題
を
掲
げ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し

小
菅
に
よ
る
再
録
短
歌
数
調
査
に
詳
細
で
あ
る
よ
う
に
、『
わ
れ
に
五
月

を
』
に
は
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
に
限
ら
ず
、『
短
歌
研
究
』

一
九
五
四
年
十
一
月
号
に
特
選
と
発
表
さ
れ
た
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
に
収
録

さ
れ
た
三
四
首
中
二
四
首
と
、
中
井
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
二
首
と
を
収

録
す
る
。『
わ
れ
に
五
月
は
』
の
出
版
に
つ
い
て
は
、日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

が
出
版
す
る
愛
蔵
版
詩
集
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
二
○
○
四
年
に
復
刊

さ
れ
た
折
り
に
、
越
山
美
樹
が
加
筆
し
た
「
解
題
」
に
「
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
は

当
時
死
病
で
あ
り
、
寺
山
も
周
囲
も
死
を
覚
悟
し
た
（
中
略
）
中
井
英
夫

が
、
寺
山
の
短
い
一
生
の
記
念
碑
に
と
作
品
社
に
斡
旋
し
、
寺
山
が
病
床

で
編
集
し
て
で
き
た
の
が
本
書
で
あ
る
」
と
あ
る
。
作
品
社
の
社
主
は
田

中
貞
夫
（
一
九
二
三
～
一
九
八
三
）
で
あ
る
。
中
井
が
寺
山
の
著
作
を
出

版
す
る
こ
と
を
企
画
し
た
状
況
も
推
量
さ
せ
る
。
寺
山
は
一
九
五
六
年
八

月
六
日
消
印
を
有
す
る
中
野
ト
ク
に
宛
て
た
書
簡
に
出
版
に
つ
い
て
報
告

し
て
お
り
、
ま
た
同
年
八
月
三
十
日
消
印
の
同
じ
く
中
野
に
宛
て
た
書
簡

に
は
原
稿
を
入
稿
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（
前
掲
『
寺
山
修
司 

青
春

書
簡
―
恩
師
・
中
野
ト
ク
へ
の
75
通
』）。
出
版
に
向
け
て
編
集
・
改
変
作
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業
を
行
っ
た
時
期
を
推
定
さ
せ
る
。

一
方
、
第
一
歌
集
『
空
に
は
本
』
は
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一

首
を「
燃
ゆ
る
頰
」と
題
す
る
連
作
に
収
録
す
る
。「
燃
ゆ
る
頰
」と
は『
わ

れ
に
五
月
を
』
に
俳
句
を
収
録
す
る
た
め
に
用
い
た
題
だ
が
、『
空
に
は

本
』
で
は
「
森
番
」「
海
の
休
暇
」
で
構
成
す
る
短
歌
連
作
の
題
と
し
て
用

い
ら
れ
た
。「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
は
「
森
番
」
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。
な
お
「
森
番
」
と
は
、
寺
山
が
『
短
歌
研
究
』
一
九
五
五
年

一
月
号
に
特
選
発
表
後
第
一
作
と
し
て
掲
載
し
た
連
作
三
十
首
の
題
で
あ

る
。
寺
山
は
『
空
に
は
本
』
に
「
森
番
」
を
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特

選
と
発
表
さ
れ
た
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
か
ら
六
首
、
さ
ら
に
中
井
が
「
チ
ェ

ホ
フ
祭
」
に
整
え
る
に
あ
た
っ
て
削
除
し
た
一
首
も
加
え
た
、
以
下
に
引

用
す
る
七
首
を
収
録
す
る
。

列
車
に
て
遠
く
見
て
い
る
向
日
葵
は
少
年
の
ふ
る
帽
子
の
ご
と
し

草
の
笛
吹
く
を
切
な
く
聞
き
て
お
り
告
白
以
前
の
愛
と
は
何
ぞ

ペ
ダ
ル
踏
ん
で
花
大
根
の
畑
の
道
を
同
人
雑
誌
を
配
り
に
ゆ
か
む

煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
が
言
ふ
と
き
に
明
日
と
い
う
語
は
最
も
か
な
し

黒
土
を
蹴
っ
て
駈
け
り
し
ラ
グ
ビ
ー
群
の
ひ
と
り
の
た
め
に
シ
ャ
ツ
を
編

む
母

蛮
声
を
あ
げ
て
九
月
の
森
に
入
れ
り
ハ
イ
ネ
の
た
め
に
学
を
あ
ざ
む
き　

こ
ろ
が
り
し
カ
ン
カ
ン
帽
を
追
う
ご
と
く
ふ
る
さ
と
の
道
を
駈
け
て
帰
ら

むな
お
『
空
に
は
本
』
に
は
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
と
題
す
る
連
作
二
九
首
も
収

録
す
る
。「
青
い
種
子
は
太
陽
の
な
か
に
あ
る　

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
」

と
記
し
た
後
に
、
特
選
と
発
表
さ
れ
た
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
か
ら
十
七
首
、

中
井
が
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
に
整
え
る
に
あ
た
っ
て
削
除
し
た
三
首
に
、
寺

山
が
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
と
と
も
に
提
出
し
た
八
首
か
ら

も
一
首
加
え
た
、
次
の
二
一
首
を
収
録
す
る
。
以
下
は
『
空
に
は
本
』
に

拠
り
、
引
用
し
た
。

一
粒
の
向
日
葵
の
種
ま
き
し
の
み
に
荒
野
を
わ
れ
の
処
女
地
と
呼
び
き

桃
い
れ
し
籠
に
頰
髭
お
し
つ
け
て
チ
エ
ホ
フ
の
日
の
電
車
に
揺
ら
る

チ
エ
ホ
フ
祭
の
ビ
ラ
の
は
ら
れ
し
林
檎
の
木
か
す
か
に
揺
る
る
汽
車
過
ぐ

る
た
び

茛
火
を
床
に
踏
み
消
し
て
立
ち
あ
が
る
チ
エ
ホ
フ
祭
の
若
き
俳
優

桃
う
か
ぶ
暗
き
桶
水
替
う
る
と
き
の
還
ら
ぬ
父
に
つ
な
が
る
想
い

か
わ
き
た
る
桶
に
肥
料
を
満
す
と
き
黒
人
悲
歌
は
大
地
に
沈
む

音
立
て
て
墓
穴
ふ
か
く
父
の
棺
下
ろ
さ
る
る
時
父
目
覚
め
ず
や

向
日
葵
は
枯
れ
つ
つ
花
を
捧
げ
お
り
父
の
墓
標
は
わ
れ
よ
り
低
し
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桃
太
る
夜
は
ひ
そ
か
な
小
市
民
の
怒
り
を
こ
め
し
わ
が
無
名
の
詩

啄
木
祭
の
ビ
ラ
貼
り
に
来
し
女
子
大
生
の
古
き
ベ
レ
ー
に
黒
髪
あ
ま
る

包
み
く
れ
し
古
き
戦
争
映
画
の
ビ
ラ
に
あ
ま
り
て
鯖
の
頭
が
青
し

叔
母
は
わ
が
人
生
の
脇
役
な
ら
む
手
の
ハ
ン
カ
チ
に
夏
陽
た
ま
れ
る

蟇
の
子
の
跳
躍
い
と
お
し
む
ご
と
し
田
舎
教
師
に
き
ま
り
し
友
は

山
小
舎
の
ラ
ジ
オ
の
黒
人
悲
歌
聞
け
り
大
杉
に
わ
が
斧
打
ち
入
れ
て

言
い
負
け
て
風
の
又
三
郎
た
ら
む
希
い
を
も
て
り
海
青
き
日
は

こ
の
家
も
誰
か
ゞ
道
化
者
な
ら
む
高
き
塀
よ
り
越
え
だ
し
揚
羽

む
せ
ぶ
ご
と
く
萌
ゆ
る
雑
木
の
林
に
て
友
よ
多
喜
二
の
詩
を
口
ず
さ
め

バ
ラ
ッ
ク
の
ラ
ジ
オ
の
黒
人
悲
歌
の
し
ら
べ
広
が
る
か
ぎ
り
麦
青
み
ゆ
く

作
文
に
「
父
を
還
せ
」
と
綴
り
た
る
鮮
人
の
子
は
馬
鈴
薯
が
好
き

ア
カ
ハ
タ
売
る
わ
れ
を
夏
蝶
越
え
ゆ
け
り
母
は
故
郷
の
田
を
打
ち
て
い
む

鉄
屑
を
つ
ら
ぬ
き
芽
ぐ
む
ポ
プ
ラ
の
木
歌
よ
女
工
の
な
か
に
も
生
れ
よ

『
空
に
は
本
』
出
版
以
後
、「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」
の
一
首
は
「
燃
ゆ

る
頰
」
を
構
成
す
る
短
歌
連
作
「
森
番
」
に
収
録
さ
れ
る
。『
全
歌
集
』『
寺

山
修
司
青
春
歌
集
』も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し『
全
歌
集
』は「
燃
ゆ
る
頰
」

を
「
初
期
歌
篇
」
と
題
す
る
新
た
な
連
作
を
設
け
て
収
録
す
る
。「
初
期

歌
篇
」
に
は
「
燃
ゆ
る
頰
」
の
他
に
も
「
記
憶
す
る
生
」「
季
節
が
僕
を

連
れ
去
っ
た
あ
と
に
」「
夏
美
の
歌
」（「
空
の
種
子
」「
木
や
草
の
う
た
」「
朝

の
ひ
ば
り
」
で
構
成
）「
十
五
才
」
を
収
録
し
、そ
の
冒
頭
に
は
「
一
九
五
七

年
以
前　

高
校
生
時
代
」
と
加
筆
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
全
歌
集
』
に
収
録

す
る
「
空
に
は
本
」
の
冒
頭
に
は
「
一
九
五
八
年
」
と
加
筆
し
て
、「
チ
ェ

ホ
フ
祭
」「
冬
の
斧
」「
直
角
な
空
」「
浮
浪
児
」「
熱
い
茎
」「
少
年
」「
祖

国
喪
失
（「
壱
」「
弐
」）」「
僕
の
ノ
オ
ト
」（『
空
に
は
本
』
に
加
え
ら
れ

た
「
解
説
」）
を
収
録
す
る
。
さ
ら
に
寺
山
は
『
全
歌
集
』
に
「
初
期
歌

篇
」
を
新
た
に
設
け
た
だ
け
で
な
く
、「
空
に
は
本
」
に
年
代
を
加
え
た

よ
う
に
、
既
発
表
の
歌
集
を
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭

に
年
代
を
加
筆
す
る
。
年
代
を
加
筆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
歌
歴
を

提
示
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
さ
ら
に
言
う
と
す
れ
ば
短
歌
連
作
を
も
っ

て
自
ら
の
伝
記
を
創
作
す
る
と
い
う
、
新
た
な
編
集
意
図
を
も
実
現
し
た

と
考
え
る
。
な
お
『
全
歌
集
』
に
収
録
さ
れ
た
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
に
は
『
空

に
は
本
』
に
収
録
さ
れ
た
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
と
同
じ
短
歌
を
収
録
す
る
。

寺
山
は
『
空
に
は
本
』
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
『
短
歌
研
究
』
誌
上
に

発
表
し
た
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
を
改
変
し
た
だ
け
で
な
く
、「
俳
句
の
模
倣
」

と
批
評
さ
れ
た
短
歌
を
収
録
さ
せ
て
お
り
、
そ
し
て
何
よ
り
「
チ
ェ
ホ
フ

祭
」
と
い
う
題
も
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。「
俳
句
の
模
倣
問
題
」、
自
ら

へ
の
批
判
・
非
難
に
向
き
合
い
検
討
し
た
結
果
を
提
示
す
る
べ
く
、『
短

歌
研
究
』
誌
上
に
発
表
し
た
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
と
は
異
な
る
、
新
た
な
短

歌
連
作
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
を
創
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
短
歌
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研
究
』
誌
上
に
特
選
と
発
表
さ
れ
た
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」
と
は
異
な
る
、
新

し
い
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
る
た
め
に
、『
空
に
は
本
』

を
編
集
・
改
変
し
終
え
た
「
一
九
五
八
年
」
と
い
う
年
代
が
加
え
ら
れ
た

だ
ろ
う
。「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
」の
一
首
に
つ
い
て
は
、新
た
な「
チ
ェ

ホ
フ
祭
」
で
な
く
「
初
期
歌
篇
」
に
収
録
す
る
こ
と
で
「
一
九
五
七
年
以

前　

高
校
生
時
代
」
つ
ま
り
『
短
歌
研
究
』
誌
上
に
特
選
と
発
表
さ
れ
た

一
九
五
四
年
を
印
象
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
寺
山
は
短
歌
連
作
に

よ
っ
て
自
ら
の
伝
記
を
創
作
・
完
成
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
中
井
と
の
想

い
出
を
秘
め
た
「
煙
草
く
さ
き
国
語
教
師
の
言
ふ
こ
と
に
明
日
の
い
う
語

は
最
も
か
な
し
」
を
『
短
歌
研
究
』
誌
上
に
発
表
し
た
時
点
に
留
め
お
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
想
像
に
過
ぎ
る
と
非
難
を
受
け
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の
一
首
を
「
初
期
歌
篇
」
に
収
録
し
た
所
以
と
し
て
提
示
し
て

お
く
。む

す
び
に
か
え
て
～
『
わ
れ
に
五
月
を
』

　

さ
て
寺
山
の
第
一
作
品
集
『
わ
れ
に
五
月
を
』
は
、
短
歌
の
ほ
か
に
も

俳
句
・
詩
・
散
文
詩
・
叙
事
詩
・
日
次
を
よ
そ
お
っ
た
随
筆
な
ど
、
実
に

さ
ま
ざ
ま
な
表
現
方
法
を
用
い
た
文
芸
世
界
を
提
示
す
る
。
寺
山
は
「
俳

句
の
模
倣
問
題
」
に
よ
っ
て
、
短
歌
と
俳
句
と
を
め
ぐ
る
短
詩
型
文
藝
に

向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、『
わ
れ
に
五
月
を
』

に
さ
ま
ざ
ま
な
才
能
を
披
露
し
つ
つ
、「
俳
句
の
模
倣
」
で
あ
る
と
批
評

さ
れ
る
短
歌
に
検
討
を
加
え
、
自
ら
の
俳
句
を
短
歌
に
再
構
成
す
る
「
実

験
」
に
着
手
す
る
事
由
を
提
示
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
短
歌
と
俳
句
と

を
め
ぐ
る
寺
山
の
「
実
験
」
は
、
戦
後
短
歌
史
そ
し
て
短
詩
型
文
藝
に
及

ん
だ
、
あ
ま
り
に
も
広
大
な
問
題
を
提
起
す
る
。
今
後
、
実
作
者
で
あ
る

歌
人
・
俳
人
か
ら
も
、
そ
し
て
勿
論
、
研
究
に
携
わ
る
立
場
に
あ
る
者
か

ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
も
っ
て
考
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
小
稿
を
と
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
引
用
し
て
お
き
た
い
と
思
う

文
章
が
あ
る
。『
短
歌
研
究
』
誌
上
、
寺
山
の
短
歌
連
作
「
チ
エ
ホ
フ
祭
」

を
特
選
と
発
表
し
た
、
そ
の
講
評
で
あ
る
。
筆
者
は
も
ち
ろ
ん
中
井
で
あ

る
。
中
井
の
寺
山
へ
の
評
、
寺
山
が
詠
ん
だ
短
歌
へ
の
評
は
、
寺
山
修
司

の
短
歌
へ
の
、
現
代
に
お
け
る
評
価
を
予
見
し
て
い
る
。

　
　

前
回
（
引
用
者
注
：
中
城
ふ
み
子
「
乳
房
喪
失
」）
と
同
じ
く
、
迷

ひ
ぬ
い
た
挙
句
の
特
選
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ほ
寺
山
修
司

氏
に
は
数
多
く
の
非
難
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
い
か
に
も
北
の
国

育
ち
の
少
年
ら
し
い
孤
独
と
人
恋
し
さ
と
は
や
は
り
美
し
い
。
凡
そ

現
代
短
歌
ら
し
か
ら
ぬ
に
し
ろ
何
よ
り
も
氏
の
持
つ
若
さ
が
こ
の
形

を
必
然
と
し
て
ゐ
る
限
り
そ
れ
は
美
事
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
た
と
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へ
ば
今
日
の
眼
に
そ
れ
が
い
か
ば
か
り
不
遜
と
映
る
に
せ
よ
、
次
の

日
、
押
広
げ
ら
れ
た
展
望
の
裡
で
は
何
ら
の
不
思
議
も
影
を
失
せ
る

に
違
ひ
な
い

 

（
お
お
し
ま　

か
お
る
／
本
学
教
授
）


