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詩
誌
「感
情
」
と
そ
の
周
辺
　
０

一昌

隆

夫

「感
情
」
と
そ
の
グ
ル
ー
プ

詩
誌

「感
情
」
は
大
正
五
年
六
月
に
創
刊
さ
れ
、
大
正
八
年

一
一
月
に
全
三
二
冊
を
も
っ
て
終
刊
し
た
。
室
生
照
道

（犀
星
）
を
編
集
兼
発

行
人
と
し
て
、
犀
星
、
萩
原
朔
太
郎
の
二
人
雑
誌
と
し
て
出
発
し
た
が
、
第
五
号
頃
か
ら
山
村
暮
鳥
、
竹
村
俊
郎
、
多
田
不
二
、
そ
れ
に
表
紙

及
び
版
画
を
発
表
し
た
恩
地
孝
四
郎
ら
が
準
同
人
格
で
活
躍
し
、
こ
の
ほ
か
、
小
松
柳
吉
、
今
東
光
、
瀬
田
弥
太
郎
、
相
川
俊
孝
ら
の
詩
が
掲

載
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る

「感
情
」

グ
ル
ー
プ
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
信
吉
氏
の

「
『感
情
』

グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
」
（近
代
文
芸
復
刻
叢
刊

「感
情
」
別
冊
解
題
、
冬
至
書
房
新
社
、
昭
五
四
・
七
）
に
詳
し
い
の
で
、
そ
れ
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、　
一
つ
だ
け
補
っ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

暮
鳥
の
不
参
加
の
問
題
で
あ
る
。

山
村
暮
鳥
と
い
え
ば
、
朔
太
郎
、
犀
星
と
と
も
に
、
人
魚
詩
社
を
結
成
し
、

「卓
上
噴
水
」
（大
四

・
三
～
五
、　
全
三
号
）

を
刊
行
し
た
仲

で
あ
る
。

「感
情
」
創
刊
に
際
し
て
、
な
ぜ
暮
鳥
が
招
か
れ
な
か
っ
た
か
の
理
由
を
、
朔
太
郎
の
、
次
の
二
通
の
書
簡
が
明
か
し
て
い
る
。　
一

通
は
、
大
正
五
年

一
一
月
中
旬

（推
定
）
の
高
橋
元
吉
宛
の
も
の
で
、
「
山
村
と
い
ふ
人
は
私
に
と
つ
て
は
疑
間
の
人
で
す
。
『
だ
ん
す
』
の
や

う
な
も
の
を
書
く
所
は
敬
服
す
る
が
、
ど
う
も
人
格
が
は
つ
き
り
し
な
い
、
ど
こ
か
に
詩
人
ぶ
つ
た
気
ど
り
が
あ
つ
て
不
徹
底
な
人
の
や
う
に

思
ふ
。」
と
あ
る
。
も
う

一
通
は
、
大
正
六
年

一
二
月

一
四
日
付
の
自
鳥
省
吾
宛
の
も
の
で
あ
る
、
当
時
、
朔
太
郎
と
自
鳥
省
吾
は
、
朔
太
郎
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二

が
暮
鳥
の
詩
を
解
説
し
た

「
日
本
に
於
け
る
未
来
派
の
詩
と
そ
の
解
説
」

翁
感
情
」
第
５
号
、
大
五
・
一
こ

を
め
ぐ
っ
て
雑
誌
や
新
聞
、
さ
ら

に
私
信
に
よ
っ
て
応
酬
し
て
い
た
。
こ
れ
は
そ
の
中
の
一
通
で
、
「私
は
最
も
正
確
に
彼
の
芸
術
の
核
心
を
把
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

同
時

に
私
に
は
、
そ
の
ス
ヒ
ン
ク
ス
の
実
価
が
解
り
す
ぎ
る
ほ
ど
鮮
明
に
分
り
ま
し
た
。
／
そ
の
結
果
、
私
は

一
面
、
そ
の
珍
ら
し
い
芸
術
に
充
分

な
独
創
的
光
輝
を
認
識
す
る
と
同
時
に
、　
一
面
、
極
力
そ
れ
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
の
で
す
」

と
自
分

の
立
場
を
記
し
た
あ

と
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
引
用
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
を
賞
讃
す
る
理
由
は
、
そ
の
全
く
世
界
の
類
の
な
い

（
た
し
か
に
類
の
な
い
も
の
で
あ
る
）
独
創
と
、
そ
の
驚
く
べ
き
感
受
性

で

す
。
殊
に
日
本
の
読
書
界
が
、
こ
の
気
韻
を
会
得
し
な
い
で
全
く
見
当
ち
が
ひ
の
見
方
を
し
て
ゐ
る
こ
と
は
私
を
い
ら
い
ら

さ

せ
ま

し

た
。
そ
し
て
そ
れ
を
排
斥
す
る
理
由
は
、
か
う
し
た
態
度
が
あ
ま
り
に
人
間
の
生
活
と
交
渉
の
な
い
遊
戯
的
な
者
で
あ
る
か
ら
で
す
。
単

に

「美
」
と
い
ふ
評
価
の
上
か
ら
い
ふ
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
芸
術
も
許
す
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
私
は
人
間
と
し
て
の
感
情
の
純
真
を
伴

は
な
い
そ
う
し
た
卓
上
芸
術
を
自
分
の
信
念
の
上
か
ら
断
じ
て
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
と
室
生
と
が
山
村
君
か
ら
別
れ
て

「感
情
」

を
出
し
た
の
は
実
に
、
こ
の
反
感
に
基
因
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
私
共
は

一
面
彼
の
天
亘
を
認
め
る
と
同
時
に
そ
の
態
度
に
対
し
て
抗
議

を
も
ち
こ
ん
だ
の
で
す
。

「感
情
」
創
刊
号
　
そ
の
０

１
１

「
虹
を
追
ふ
ひ
と
」
０
１
１

「感
情
」
第

一
号
は
、
第

一
表
紙
を
除
き
本
文
三
〇
ペ
ー
ジ
半
の
う
ち
二
九
ペ
ー
ジ
が
、
朔
太
郎
の
対
話
詩

「
虹
を
追
ふ
ひ
と
」
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
い
る
。

「
虹
を
追
ふ
人
」
に
つ
い
て
、
朔
太
郎
は
、
大
正
五
年
五
月
末
と
推
定
さ
れ
て
い
る
高
橋
元
吉
宛
書
簡

（
一
五
二
）
に
、
「此
の
戯
曲
体
感
想

の
創
作
の
動
機
を
い
ち
ば
ん
さ
き
に
御
話
し
た
の
は
兄
で
し
た
、
而
し
て
い
ち
ば
ん

「
虹
を
追
ふ
ひ
と
」
に
深
い
友
情
を
示
さ
れ
た
の
も
兄
で



し
た
。
／
そ
れ
故
、
校
正
ず
み
の
雑
誌
を
第

一
番
に
御
送
り
し
ま
す
、
是
非
読
後
の
御
感
想
な
り
批
評
な
り
を
お
き
か
せ
載
き
た
い
と
念
じ
て

居
り
ま
す
」
と
書
き
送

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
年
六
月
初
と
推
定
さ
れ
て
い
る
元
吉
宛
書
簡

（
一
五
三
）
で
は
、
元
吉
の
批
評
に
対
す
る
感

謝
を
記
し
た
あ
と
、

「
あ
の
詩
、
全
一届
の
中
で
私
が
い
ち
ば
ん
感
動
し
て
情
感
的
に
な
っ
て
居
た
所
は
、
第
二
漏
の
始
皇
帝
の
死
に
つ
い
て
の

王
朔
方
の
心
も
ち
を
か
く
と
き
で
し
た
　
も
ち
ろ
ん
御
推
察
で
せ
う
が
、
あ
の
王
朔
方
は
と

，
も
直
さ
ず
作
者
の
私
自
身
の
心
で
す
、
そ
し
て

始
皇
帝
も
矢
張
私
自
身
の
弱
々
し
い
心
の

一
部
に
外
な
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
王
朔
方
が
始
皇
帝
に
よ
せ
た
同
情
は
、
必
党
私
が
私
自
身
に

よ
せ
る
味
嘆
だ
つ
た
の
で
す
」

「
天
に
も
地
に
も
王
朔
方
と
い
ふ
た
だ

一
人
き
り
の
理
解
者
と
そ
の
涙
と
を
得
た
不
幸
な
皇
帝
は
あ
の
瞬
間
に

も
う
死
ん
で
も
よ
か
っ
た
の
で
す
、
苦
し
い
、
音
し
い
救
ひ
が
求
め
ら
れ
た
の
で
し
た
」
と
、
作
意
を
説
明
し
、
ま
た
、

「
あ
の
詩
の
全
扁
を

今
か
ら
考

へ
る
と
、
第

一
扁
は
少
年
時
代
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
、
た
だ
あ
て
も
な
い
一
種
の
本
能
に
き
ざ
し
た
あ
こ
が
れ
の
旅
で
あ
り
、
第
二

扁
は
青
年
時
代
の
懐
疑
思
想
に
く
る
し
む
煩
間
の
道
程
、
そ
し
て
第
二
届
が

「
救
ひ
」
の
片
影
を
認
め
た
成
年
時
代
で
あ
る
と
も
解

さ
れ

ま

す
。
実
際
扁
中
の
人
物
も
そ
れ
だ
け
の
年
月
を
旅
に
費
し
て
居
る
こ
と
に
な
つ
て
居
ま
す
、
而
し
て
そ
れ
が
私
の
三
十
年
間
の
思
想
の
行
程
を

象
徴
し
て
居
る
の
で
す
」
と
の
感
概
を
付
し
て
お
り
、　
こ
の
書
簡
は
、
さ
ら
に
、
「
実
に
人
心
か
ら
人
心
へ
電
流
の
や
う
に
感
流
す
る
不
可
思

議
な
物
象
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
リ
ズ
ム
と
い
ふ
も
の
ゝ
神
秘
性
」

へ
の
感
動
を
語
り
、
「私
は
感
傷
と
い
ふ
言
葉
を
よ
く
主
張
し
ま
す
が
実

際
、
宗
教
で
も
詩
で
も
そ
の
核
心
の
生
命
は
必
党

〔畢
寛
〕
感
傷
に
す
ぎ
な
い
と
思
ひ
ま
す
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
ほ
ど
貴
重
な
も
の
は
此
の
世

界
に
な
い
筈
だ
と
さ
へ
思
つ
て
居
り
ま
す
」
と
信
念
を
披
涯
し
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
ヘ
の
感
動
を
語
り
、
ま
た
、
推
定
四
月
の
北
原
白
秋
、

前
田
夕
暮
、
元
吉
等
に
宛
て
た
書
簡
で
述
べ
た
、
「私
の
神
を
発
見
し
た

（発
見
と
い
ふ
よ
り
は
神
の
手
に
ふ
れ
る
と
い
ふ
方

が

正

し

い
と

「
新
世
」
の
よ
ろ
こ
び
」
が
、
実
は

「
一
種
の
幻
影
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

「私
は
や
つ
ば
り
も
と
の
通

り

の
私

で

す
、
救
は
れ
る
ど
こ
ろ
か

一
層
苦
し
い
地
獄
に
居
る
の
で
す
、
／
そ
し
て
や
つ
ば
り

「
虹
を
追
ふ
人
」
の
旅
を
つ
ゞ
け
て
居
る
の
で
す
。」
「
私

の
今
歩
い
て
居
る
道
は

「感
情
」
に
至
る
ま
で
の

一
本
道
で
す
、
理
智
と
感
情
の
出
会
ふ
終
局
点
で
す
」―
―
「
虹
を
追
ふ
人
」
だ
け
で
な
く
、

「
感
情
」
創
刊
時
の
朔
太
郎
の
精
神
状
況
を
よ
く
知
ら
せ
る
書
簡
で
あ
る
。
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四

「
感
情
」
創
刊
号
　
そ
の
０

１
１
創
刊
の
周
辺
、
誌
名
の
由
来
―
―

巻
末
の

「感
情
の
た
め
に
」
に
お
い
て
、朔
太
郎
は

「
虹
を
追
ふ
人
」
を
書
き
あ
げ
た
喜
び
を
語
り
、
ま
た
、
「
…
…
私
は
感
情
の
た
め
に
生

き
て
居
る
人
間
で
あ
る
。
い
つ
は
り
多
き
世
の
中
に
苦
し
い
こ
と
も
楽
し
い
こ
と
も
た
だ
此
の
平
凡
な
感
情
ば
か
り
が
私
ひ
と
り
の
真
理
で
あ

り
生
命
で
あ
る
」
と
強
く
主
張
し
て
い
る
。
犀
星
は

「
編
輯
の
後
に
」
（室
生
照
道
の
署
名
）
に
お
い
て
、
ま
ず
、
「
萩
原
は

一
年
間
書
か
ず
通

信
を
せ
ず
に
暮
し
た
そ
の
あ
ひ
だ
に
虹
を
追
ふ
ひ
と
が
生
れ
た
。
／
偶
然
に
萩
原
と
私
と
の
間
に
う
す
く
て
も
永
く
続
く
雑
誌
が
ほ
し
て
話
が

出
た
。
尚
慌
し
い
電
車
の
中
や
喫
茶
店
で
も
く
ろ
み
を
や
つ
て
ゐ
る
中
に
、
も
う
此
の

（感
情
）
が
生
れ
た
。
／
そ
し
て
萩
原
は
前
橋
へ
か
へ

つ
た
。」
と
、
「感
情
」
の
成
立
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
朔
太
郎
が
上
京
し
て
、
犀
星
と
数
度
会

っ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
上
京
の
詳
細
は

不
明
で
あ
る
。
筑
摩
書
房
版
全
集
の
年
譜
に
は
、
「
５
月
上
京
。
室
生
犀
星
と

『感
情
』
発
刊
に
つ
い
て
相
談

（推
定
）
。」

と
あ
る
。
書
簡
を

見
る
と
、
四
月
十
二
日
付
木
下
謙
二
宛
は
が
き
に
、
「東
京
の
春
が
ま
ち
ど
う
し
い
で
す
、
桜
の
さ
く
頃
は
是
非
と
も
上
京
し
た
い
と
思
い
ま

す
、」
と
あ
る
。
続
く
書
簡

（
一
四
六
）
は
自
秋
宛
の
も
の
で
、
四
月
二
二
日
の
日
付
で
、

例
の
新
生
の
喜
び
を

「
今
は
ほ
ん
と
の
真
如
に
入

り
ま
し
た
、」
と
告
げ
て
い
る
。
以
下
、
前
田
夕
暮
、
高
橋
元
吉
へ
の
書
簡
が
続
き
、
特
に
元
吉
と
は
数
度
の
書
簡
の
往
復

（少
く
と
も
四
度
）

が
見
ら
れ
、
四
月
末
の
上
京
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
五
月
十
六
日
付
の
竹
村
俊
郎
宛
封
書

（
一
五

一
）
に

「
同
君

（犀
星
―
註
）
と
は

ど
う
な
つ
て
居
ま
す
か
。
私
の
方
で
雑
誌
の
経
費
を
毎
月
二
十
円
づ
ゝ
出
す
こ
と
に
な
つ
た
か
ら
、
そ
れ
で
多
少
の
方
便
は
つ
く
と
思
ふ
。
併

し
兄
は
や
つ
ば
り

一
人
で
音
楽
を
や
つ
て
居
た
方
が
い
ゝ
、
音
楽
の
方
の
友
人
と
交
際
を
求
め
な
さ
い
ご

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
朔
太
郎

の
上
京
は
、
新
生
の
喜
び
の
興
奮
の
お
さ
ま
っ
た
五
月
上
旬
か
ら
中
旬
の
は
じ
め
に
か
け
て
で
あ
り
、
そ
の
時
、
竹
村
俊
郎
が
、
雑
誌
の
費
用

の
一
部
負
担
を
条
件
に
、
「感
情
」
へ
の
加
入
を
希
望
し
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
「
感
情
」
発
行
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
朔
太
郎
の
六

月

一
八
日
付
竹
村
俊
郎
宛
封
書

（
一
五
五
）
に
、
「先
日
は
金
を
あ
り
が
た
う
、
す
ぐ
に
御
礼
を
出
す
筈
で
そ
の
ま
ゝ
に
な
つ
て
ゐ
る
、

す
み



ま
せ
ん
、
あ
の
中
、
五
円
だ
け
は
是
非
御
返
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
と
に
よ
る
と

「
感
情
」
の
費
用
が
不
足
す
る
の
で
、
し

ば
ら
く
拝
借
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、
実
に
言
ひ
に
く
い
こ
と
だ
が
仕
方
が
な
い
、
何
し
ろ
あ
の
雑
誌
の
経
費
を
私

一
人
の
手
で
出
す
の
だ

か
ら
実
に
く
る
し
い
」
と
あ
り
、
朔
太
郎
が

一
人
で
背
負

っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

朔
太
郎
の

「
編
輯
記
事
」
に
続
い
て
、
犀
星
は
、

「
善
い
感
情
を
求
め
、
そ
の
も
の
に
善
い
心
を
与
へ
る
こ
と
は
愉
快
だ
。
そ
の
も
の
の
実

る
こ
と
は
最
つ
と
愉
快
な
こ
と
だ
。
私
は
こ
の
小
さ
な
も
の
が
ど
ん
ど
ん
育
つ
て
ゆ
く
こ
と
を
祈
つ
て
ゐ
る
。」
と
、
犀
星
な
り
に
、
「感
情
」

と
い
う
誌
名

へ
の
意
味
づ
け
を
行

っ
て
い
る
。
犀
星
の
、
こ
の

「
感
情
」
を

「
善
い
感
情
」
に
限
定
し
て
把
握
し
て
い
る
点
は
、
彼
が

『愛
の

詩
集
』
の
世
界

へ
大
き
く
踏
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
朔
太
郎
が
元
吉
宛
書
簡

（
一
五
三
、
推
定
六
月
初
）

に
お
い
て
、

「室

生
は
小
生
を
よ
く
知
つ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
小
生
の
思
想
に
対
し
て
は
全
く
無
智
で
す
、」
「あ
の
男
は
純
粋
の
叙
情
詩
人
と
し
て
生
れ
た
人
間

で
す
か
ら
、
私
以
上
の
純
感
傷
派
で
す
、
私
の
憧
憬
す
る
も
の
を
あ
の
男
は
感
得
し
て
居
る
、
そ
う
い
ふ
点
で
彼
は
私
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
人
間

で
す
、」
と
記
し
て
い
る
、
朔
太
郎
の
犀
星
へ
の
不
満
と

「
崇
敬
」
と
を
よ
く
示
す
も
の
と
い
え
る
。

付
記
　
「
感
情
」
と
い
う
誌
名
は
、
朔
太
郎
の
詩
史

へ
の
理
解
、
そ
れ
に
発
す
る
自
己
の
立
場
の
主
張
、
さ
ら
に
そ
の
主
張
の
客
観
的
評
価

等
を
含
め
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
れ
に
触
れ
な
い
。

『愛
の
詩
集
』
刊
行
の
事
情

犀
星
の

『愛
の
詩
集
』
は
、
大
正
七
年

一
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
犀
星
は
、
『愛
の
詩
集
』

の
刊
行
に
つ
い
て
語
る
時
は
、
養
父
室
生
真
乗
の

死
に
よ
っ
て
多
少
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
手
に
入
っ
た
の
で
、
処
女
詩
集
を
出
す
こ
と
に
し
た
、
と
語
る
の
が
常
で
あ
っ
た

（『
自
叙
伝
』
『私

の
履
歴
書
』
そ
の
他
）
。
現
に
、
「感
情
」
の
復
刻
に
際
し
て
書
か
れ
た

「
『感
情
』
の
こ
と
な
ど
」
に
も
、
「大
正
六
年
の
九
月
に
父
が
死
に
、

自
分
は
少
し
ば
か
り
の
遺
産
を
貫
う
た
。
自
分
は
こ
の
金
で
詩
集
を
出
す
こ
と
を
考

へ
、
萩
原
に
話
し
た
が
萩
原
は
五
十
円
自
分
に
出
し
て
く

れ
、
竹
村
は
五
十
冊
買
う
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
、
自
分
は
多
田
不
二
に
そ
の
印
刷
や
経
済
を
相
談
の
上
、
仕
事
に
着
手
す
る
の
で
あ
つ
た
」

詩
誌

「感
情
」
と
そ
の
周
辺
　
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
真
乗
の
死
は
大
正
六
年

一
〇
月
二
二
日
で
あ
る
が

（右
の
大
正
六
年
九
月
は
誤
り
）
、　
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
早
く
、

「感
情
」
第
６
号

（大
六

。
一
）
の

「詩
界
消
息
」
に
、
犀
星
は
、
朔
太
郎
の

『
月
に
吠
え
る
』
刊
行
の
予
告
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の

記
事
の
最
後
に
、
「室
生
犀
星
の
詩
集
」
と
題
し
て
、
「単
行
本
と
し
て
著
述

一
冊
も
な
き
は
当
今
の
詩
壇
に
あ
つ
て
は
私
ひ
と
り

の
み

で
あ

る
。

感
情
第
二
号
の
抒
情
小
曲
集
を
私
の
詩

集

と
す
る
に
は
余
り
に
さ
び
し
い
。
／
苦
し
い
性
情
の
時
代
を
併
せ
て
発
売
禁
上
に
な
つ
た
詩

篇
を
題
し
て

『愛
の
詩
集
』
と
し
て
二
月
終
り
に
は
自
費
で
感
情
詩
社
か
ら
出
す
」
と
予
告
し
て
い
る
。

『月
に
吠
え
る
』

は
予
定
ど
お
り
二

月
に
刊
行
さ
れ
た
が
、

『愛
の
詩
集
』
は
遅
れ
、
よ
う
や
く

「
感
情
」
第
１３
号

（大
正
六

・
九
）
の

「
編
輯
記
事
」
に
、
「僕
の
第

一
詩

集

『愛
の
詩
集
』
は
質
素
で
堅
牢
な
重
い
本
に
し
た
い
と
苦
心
し
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、
裏
表
紙
に
広
告
が
掲
載
さ
れ
、
刊
行
の
近
づ
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

『愛
の
詩
集
』
刊
行
の
遅
れ
が
、
犀
星
の
経
済
的
事
情
に
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
犀
星
が
朔
太
郎
や
竹
村
俊
郎
の

経
済
的
援
助
を
受
け
た
こ
と
は
前
掲
の
犀
星
の
一
文
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
が
、
朔
太
郎
の
次
の
竹
村
俊
郎
あ
て
の
書
簡

（大
正
六

。
一
二

。
一

〇
）
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
語
る
と
と
も
に
、
朔
太
郎
の
犀
星
に
対
す
る
友
情
の
深
さ
を
し
の
ば
せ
る
も
の
で
あ
る
。
親
が
か
り
の
身
の
上
で

あ
っ
た
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
経
済
的
援
助
は
実
に
苦
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
も
察
せ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
竹
村
俊
郎
は
、
山
形
県
の
大
地

主
で
あ
っ
た
。

室
生
は
い
よ
い
よ
詩
集
を
出
す
。
こ
れ
に
就
い
て
僕
が
言
ひ
知
れ
ぬ
苦
脳
を
味
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
兄
は
推
察
し
て
ゐ
る
で
せ
う
。
す

べ
て
の
こ
と
は
物
質
上
の
問
題
だ
。
／
室
生
か
ら
兄
に
た
の
ん
だ
こ
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
ひ
ど
く
兄
を
脳
ま
し
た
問
題
で
あ
つ
た
ろ
う
と
思

ふ
。
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
兄
の
苦
脳
の
最
も
よ
き
理
解
者
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
／
併
し
、
今
度
だ
け
は
是
非
か
れ
の
た
め
に
尽
し

て
や
つ
て
く
れ
給

へ
、
こ
れ
は
私
か
ら
も
頭
を
さ
げ
て
お
願
ひ
致
し
ま
す
。

「
今
度
だ
け
」
私
は
特
に
そ
う
言
ひ
ま
す
。
今

度

だ
け

で

後
は
責
任
が
な
い
。
今
、
彼
を
救
は
な
い
こ
と
は
我
々
の
過
去
の
彼
に
対
す
る
厚
意
の
す
べ
て
を
取
消
し
て
し
ま
ふ
や
う
な
も
の
で
す
。

兄
に
し
ろ
僕
に
し
ろ
、
ず
い
ぶ
ん
迷
惑
千
万
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
だ
け
の
報
酬
は
、
室
生
の
生
涯
を
通
じ
て
紀
念
さ
る
べ
き



こ
と
で
す
。
／
是
非
、
お
願
ひ
致
し
ま
す
。

結
局
、

『
愛
の
詩
集
』
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、

意
し
た
が
、
経
済
的
事
情
か
ら
頓
座
し
か
か
り
、

っ
て
そ
の
時
期
が
早
め
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
、

た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
右
の
事
情
と
関
連
し
て
、

『愛
の
詩
集
』
発
売
元
の
文
武
堂
か
ら
、

『新
し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
』
の
執
筆
が
、
発
売
元
を
引
き
受

け
る
条
件
と
し
て
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

犀
星
の

『新
し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
』

第

一
七
号

（第
三
年
第
二
号
、
大
正
七

・
二

・
一
）
の
犀
星
の

「編
輯
記
事
」
の
中
に
、

「去
年
十
二
月
か
ら
本
屋
か
ら
頼
ま
れ
て

「
新

ら

し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
」
を

一
月
の
元
旦
か
ら
書
い
て
ゐ
た
。
自
分
に
は
不
適
当
な
仕
事
だ
つ
た
が
、
と
う
た
う
今
日
ま
で
に
二
百
枚
ば
か
り

書
き
上
げ
た
。」
「僕
は
今
月
は
本
の
方
の
仕
事
で
、
詩
も
書
け
な
か
つ
た
。」
と
あ
る
。
裏
表
紙
に
は
、

『愛
の
詩
集
』

と
並
ん
で
、　
そ
の
広

告
が
出
て
い
る
。
発
売
所
は
と
も
に
文
武
堂
で
あ
り
、
ン」
の
書
の
執
筆
が
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、文
武
堂
が

『愛
の
詩
集
』
の
発
売
元
と
な
る

条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。　
フ
」
の
本
は
詩
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
感
想
や
作
法
や
評
釈
や
を
集
め
た
も
の
で
読
者
は
こ
れ
を
手
に

す
る
と
し
た
ら
い
ろ
い
ろ
な
美
し
い
あ
ど
け
な
い
物
語
り
に
出
会
し
た
り
、
詩
と
い
ふ
も
の
を
根
本
的
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と

と
信

じ

る
。」

（傍
点
付
加
）
と
あ
る
。
続
く
第

一
八
号
の

「
編
輯
記
事
」
に
も
、

「
新
ら
し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
」
は
、
今
月
の
末
頃
に
文
武
堂
か

ら
出
る
。
た
い
へ
ん
い
や
な
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
け
れ
ど
、
中
身
の
部
分
部
分
に
は
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
。　
一
読
し
て
は
し
い
と
思

つ
て
ゐ
る
。
恩
地
が
装
慎
を
し
て
く
れ
た
。」
と
あ
り
、
第
十
九
号
の

「編
輯
記
事
」
に
も
、
「僕
の

「
詩
の
作
り
方
」
は
た
い
へ
ん
刷
り
が
わ

る
く
て
不
快
だ
つ
た
。
し
か
し
清
楚
な
本
と
し
て
、
僕
の
も
の
と
し
て
読
ん
で
貫
ひ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。」

と
あ
る
。
第
二
〇
号
の

「編
輯

詩
誌

「感
情
」
と
そ
の
周
辺
　
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

彼
に
返
事
を
や
つ
て
下
さ
い
。

お
そ
ら
く
朔
太
郎
の

『
月
に
吠
え
る
』
の
刊
行

（準
備
）
に
刺
激
さ
れ
て
犀
星
も
刊
行
を
決

朔
太
郎
と
竹
村
俊
郎
の
援
助
の
約
束
を
得
て
立
ち
直
り
、
あ
る
い
は
養
父
真
乗
の
遺
産
に
よ

と
い
う
事
情
が
推
定
で
き
る
。
し
か
し
、
犀
星
は
、
そ
れ
を
養
父
の
遺
産
の
お
か
げ
と
思
い
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記
事
」
に
は
、
今
度
は
竹
村
俊
郎
が
書
い
て
い
る
。
「
新
ら
し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
」
は
非
常
に
や
さ
し
く
、　
丁
寧
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ

る
。
ほ
と
ん
ど
詩
に
対
す
る
人
人
に
と
つ
て
は
美
し
い
お
伽
噺
た
る
こ
と
を
疑
は
ぬ
。」
「
い
ま
は
詩
の
作
法
と
し
て
従
来
の
や
う
に
型
に
損
つ

た
も
の
で
は
説
明
が
出
来
な
い
。
著
者
が

「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
製
作
上
に
於
て
、
凡
て
が
教

へ
る
こ
と
で
な
い
」
と
い
ふ
て
ゐ
る
や
う
に
、
詩
の

作
法
と
題
し
て
具
体
的
に
文
字
に
填
め
込
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
丁
度
詩
作
に
対
す
る
感
想
集
と
も
言
ひ
た
い
こ
の
本
は
た
い

へ
ん
よ
い
こ
と
を
齋
す
こ
と
と
信
じ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
有
名
な
る
画
家
の
日
記
の
如
き
も
の
だ
。
す
べ
て
は
理
屈
で
は
解
ら
ぬ
。
指
先
で

触
れ
る
や
う
に
暗
示
さ
る
る
こ
と
だ
。
（究
極
の
暗
示
は
膚
で
か
ん
じ
る
こ
と
が
出
来
る
と

「
こ
の
書
は
殆
ん
ど
全
部
、　
こ
う
言
ふ
風
な
行
き

方
で
あ
る
。

「
詩
を
思
ふ
心
」
に
表
は
さ
れ
た
、
稚
い
十
才
ば
か
り
の
女
の
子
の
物
語
な
ど
は
こ
れ

一
つ
で
も
こ
う
言
ふ
種
類
の
本
と
し
て
立

派
な
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
竹
村
の
評
言
は
適
切
で
あ
る
。

そ
の
、

「
新
ら
し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
」
は
大
正
七
年
四
月

一
〇
日
、
文
武
堂
書
店
よ
り
発
行
さ
れ
た
。
犀
星
に
と
っ
て
は
第
二
著
作
集
で

あ
る
。
装
慎
が
恩
地
孝
四
郎
、
扉
絵
広
川
松
五
郎
、
序
が
朔
太
郎
、
そ
れ
に
先
程
引
用
し
た
竹
村
俊
郎
の
推
薦
と
、
「感
情
」

こ
ぞ

っ
て
の
後

押
し
で
あ
る
。
「著
者
の
よ
き
友
人
な
る
」
と
自
ら
記
し
た
朔
太
郎
の

「序
に
代

へ
て
」
の
冒
頭
、
「室
生
の
書
い
た
こ
の
書
物
は
、
た
い
へ
ん

よ
い
書
物
だ
と
思
ふ
。
／
何
故
か
と
い
ふ
に
、
日
本
の
詩
壇
は
今
漸
く
自
覚
し
や
う
と
し
か
か
つ
て
く
る
の
だ
。
／
す
べ
て
の
よ
い
も
の
や
、

美
し
い
も
の
や
、
力
の
あ
る
も
の
は

「
こ
れ
か
ら
　
生
れ
て
く
る
の
だ
。
／
こ
こ
で
室
生
の
集
め
た
詩
は

「
こ
れ
ま
で
」
の
詩
な

の
で
あ

ら

う
。
併
し

一
面
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
実
に

「
こ
れ
ま
で
」
と

「
こ
れ
か
ら
」
と
の
中
間
な
の
だ
。
／
そ
れ
故
、
先
づ
こ
の
辺
か
ら
ぼ
つ
ば
つ

「
詩
の
芽
生
」
ら
し
い
も
の
が
見
え
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。」
は
、
朔
太
郎
の
時
代
に
対
す
る
自
負
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
、
犀
星
は

「
自
序
」
に
、　
Ｆ
」
の
本
を
す
つ
か
り
読
ん
で
く
れ
た
人
々
は
、
た
し
か
に

『詩
』
と
い
ふ
も
の
　

『詩
』

の
、
『何
者
で

あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
、
『詩
』
を
感
ず
る
こ
と

『詩
』
の
製
作
の
困
難
で
あ
る
こ
と
、
『詩
』

を
書
く
ま
で
に
心
を
錬
磨
す
べ
き
こ
と
、

『詩
』

が
決
し
て
遊
戯
で
な
い
こ
と
、
あ
く
ま
で
第
二
生
命
感
で
あ
る
こ
と
、
正
し
い
自
然
の
現
は
れ
て
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
を
明
ら
か
に
感
じ
る
こ

と
と
信
ず
る
」
と
い
い
な
が
ら
、
詩
は
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
、
「
た
だ

一
つ

『
理
解
』
す
る
こ
と
の
み
が
、
『詩
』
の
製
作
者
に



と
つ
て
必
要
で
あ
る
ご
と
く
、
こ
の
本
を
読
む
人
人
も
、
こ
の
本
の
中
に
あ
る

『充
ち
あ
ふ
れ
た
精
神
の
根
ざ
す
と
こ
ろ
さ
へ
』
見
て
も
ら
へ

れ
ば
、
著
者
の
望
み
は
足
り
る
」
（傍
点
原
文
）
と
い
い
、
「本
書
」
は

「
極
め
て
自
由
に
、
し
か
も
最
も
本
能
的
な
正
確
さ
を
も
つ
て
、
ぐ
い

ぐ
い
と
書
い
て
行
つ
た
も
の
で
、
彼
の
忌
む
べ
き

『
形
式
』
や

『系
統
』
の
総
て
を
超
越
し
て
ゐ
る
こ
と
を
う
れ
し
く
感
じ
る
」
と
記
し
て
い

る
よ
う
に
、
詩
に
つ
い
て
の
感
想
、
自
作
解
説
、
名
詩
鑑
賞
が
そ
の
主
た
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
全
集
に
収
録

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
を
理
解
す
る

一
助
の
た
め
に
、
日
次
を
う
つ
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

①
詩
は
優
し
い
春
の
や
う
な
感
情
で
あ
る

（詩
の
本
質
、
精
神
の
籠
つ
た
仕
事
）

②
詩
は
愛
で
あ
る

（愛
あ
る
も
の
、
街
や
郊
外
）

③

一
つ
の
林
檎

（林
檎
を
ど
う
詩
に
か
く
か
、
い
ろ
や
匂
ひ
、
深
さ
）

④
陰
影
、
容
積
、
深
み
、
動
く
も
の
に
つ
い
て

（作
品
の
背
景
に
つ
い
て
）

⑤
新
鮮
な
る
も
の
に
就
て
、
新
し
い
詩
に
つ
い
て

（新
し
い
詩
と
は
何
か
）

③
詩
は
自
然
の
中
に

（正
し
い
も
の
、
自
然
の
凡
て
は
詩
の
世
界
だ
）

０
自
由
な
詩
、
自
由
な
口
語

（七
五
調
に
つ
い
て
、
口
語
詩
の
内
容
に
つ
い
て
、
詩
の
自
由
に
つ
い
て
）

詩
誌

「感
情
」
と
そ
の
周
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③
唱
歌
を
う
た
ふ
女
童
の
心
理
に
つ
い
て

（歌
詞
の
自
由
を
と
り
入
れ
よ
、
美
し
い
女
童
ら
の
ビ
ア
ノ
を
喜
ぶ
詩
の
や
う
な
心
）

③
真
と
美
と
は
詩
の
根
本
思
想
だ

（そ
の

一
）

（詩
に
よ
つ
て
挙
げ
ら
れ
る
美
に
つ
い
て
）

⑩
真
と
美
と
は
詩
の
根
本
思
想
だ

（そ
の
二
）

（真
は
い
つ
は
ら
な
い
感
情
だ
、
詩
は
正
直
に
か
け
）

③
男
性
的
な
詩
と
女
性
的
な
詩

（そ
の

一
）

⑫
男
性
的
な
詩
と
女
性
的
な
詩

（そ
の
二
）

（大
地
に
根
を
持
つ
た
詩
、
い
つ
は
ら
ず
に
書
れ
た
詩
）

（
オ
オ
ゲ
ス
ト
ラ
の
や
う
な
詩
、
深
大
な
詩
）

①
詩
と
宗
教
に
つ
い
て

（詩
は

一
つ
の
心
の
宗
教
で
あ
る
、
善
い
人
間
に
善
い
詩
が
生
れ
る
。）

０
近
代
科
学
と
詩
と

（建
築
、
街
路
、
飛
行
機
、
並
木
、
文
明
の
山
、
文
明
の
野
、
マ
リ
ネ
ツ
テ
イ
の
詩
な
ど
）

①
口
語
詩
と
文
語
詩
と
の
区
別

（
日
常
語
に
つ
い
て
、
生
き
た
る
言
葉
に
つ
い
て
、
自
秋
、
萩
原
氏
の
詩
）

①
リ
ズ
ム
と
は
何
ぞ
や

（
リ
ゾ
ム
の
根
ざ
す
と
こ
ろ
、
精
神
の
音
楽
、
音
楽
の
中
の
言
葉
、
ヴ
オ
ル
レ
ー
ヌ
の
詩
、

０
恋
及
び
愛
の
詩

ウ
イ
ー
バ
ー
の
詩
）

一
〇



（人
類
の
愛
に
つ
い
て
、
愛
の
詩
の
精
神
に
つ
い
て
、
萩
原
氏
の
詩
、
高
村
氏
の
詩
、
福
士
氏
の
詩
）

①
詩
を
思
ふ
心

（詩
を
思
ふ
心
ほ
ど
良
い
精
神
は
な
い
、
私
が
初
め
て
詩
を
か
い
た
こ
ろ
、
幼
年
の
頃
、
悲
し
い
思
ひ
出
の
こ
ろ
）

①
詩
と
生
命
感
に
就
て

（詩
に
つ
い
て
の
信
条
、
未
来
の
悩
教
）

ω
詩
の
や
う
な
物
語

（可
憐
な
少
女
ボ
ン
タ
ン
に
就
い
て
）

②
美
し
い
詩
と
そ
の
評
釈

（上
田
敏
氏
、
山
村
暮
鳥
氏
、
北
原
自
秋
氏
、
室
生
犀
星
氏
、
萩
原
朔
太
郎
氏
、
ア
ン
リ
イ

・
ド

・
レ
ニ
エ
、
リ
ヒ
ヤ
ル
ト

・
デ

エ
メ
ル
、

ク
ラ
ブ
ン
ト
、
モ
オ
リ
ス
・
マ
ア
テ
ル
リ
ン
ク
、
バ
リ
モ
ン
ト
、　
ニ
イ
チ
エ
、
ボ
ド
レ
エ
ル
じ

②
詩
を
多
く
書
く
こ
と

（
一
つ
よ
り
も
二
つ
に
、
二
つ
の
生
命
に
つ
い
て
）

②
叙
情
詩
に
つ
い
て

②
詩
人
と
郷
土
と
の
関
係
に
つ
い
て

の
詩
と
音
律
と
の
関
係
に
つ
い
て

「
自
序
」
に
お
い
て
、
犀
星
は
、
「自
分
も
実
力
に
よ
つ
て
こ
の
本
を
日
夜
に
亘
つ
て
か
き
上
げ
た
」

と
い
っ
て
い
る
が
、
犀
星
の
全
力
投

球
ぶ
り
は
、
右
の
目
次
に
よ
っ
て
も
、
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
う
ち
、
「④
詩
の
や
う
な
物
語
」

は
、　
副
題
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ

う
に
、
犀
星
の
小
説
の
第
三
作

「
或
る
少
女
の
死
ま
で
」
∩
中
央
公
論
」
大
正
八

・
一
一
）
の
根
幹
を
な
す

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語

っ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
犀
星
の
全
力
投
球
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
、
と
い
っ
た
が
、

「０
美
し
い
詩
と
そ
の
評
釈
」
の
う
ち
、　
ニ
イ
チ
ェ
、
ボ
ー
ド
レ

詩
誌
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一
二

―
ル
の
項
は
、
文
体
、
及
び
内
容
か
ら
見
て
、
到
底
、
犀
星
の
執
筆
と
は
思
え
な
い
。
他
の
詩
に
つ
い
て
も
、
誰
か
が
書
き
、
犀
星
が
そ
れ
に

筆
を
加
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
が
濃
い
。
こ
の
誰
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
東
京
帝
大
独
文
科
在
学
中
の
多
田
不
二
で
あ
ろ
う
と

推
定
す
る
。
ま
た
、

２３
章
以
下
の
三
章
も
多
田
不
二
の
執
筆
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
内
容
、
文
体
の
相
違
に
加
え
て
、
解
説
、
引
用
等

が
、
ほ
と
ん
ど
ド
イ
ツ
文
学

一
色
で
あ
る
こ
と
も
、
右
の
推
定
の
根
拠
と
な
し
得
る
と
思
う
。

犀
星
は
、
「
感
情
』
の
こ
と
な
ど
」
（前
出
）
に
お
い
て
、

「愛
の
詩
集
」
は
五
日
間
位
で
売
り
切
れ
、
晩
酌
の
機
嫌
の
よ
い
文
武
堂
は
、
未
だ
払
ふ
金
が
あ
る
が
来
月
だ
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。

そ
の
上
彼
は
益
々
上
機
嫌
だ
つ
た
。
／

『
何
か

一
冊
書
い
て
い
た
だ
き
ま
す
か
ね
』
／
併
し
其
後
彼
は
決
し
て
此
の

『何
か

一
冊
』
の
本

の
こ
と
は
、
話
し
出
さ
な
か
つ
た
ば
か
り
か
、
時
と
す
る
と
不
機
嫌
で
空
返
事
ば
か
り
し
て
ゐ
た
。
自
分
は
金
を
取
り
に
行
き
な
が
ら
彼

の
不
機
嫌
に
辟
易
し
て
話
し
出
さ
な
か
つ
た
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
の

「
何
か

一
冊
」
が
、
こ
の

『新
し
い
詩
の
作
り
方
』

で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。　
し
か
も
、
現
実
に
は
詩
集
刊
行
以
前

に
、
文
武
堂
が
発
売
元
と
な
る
こ
と
を
承
知
し
た
時
点
で
、
こ
の
書
の
執
筆
の
依
頼
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
に
確
認
し
た
と
お
り

で
あ
る
。
犀
星
に
と
っ
て
は
、
全
力
投
球
は
し
た
も
の
の
、
本
来
、
心
の
進
ま
ぬ
仕
事
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
他
人
の
筆
を
借
り
る

結
果
と
な
っ
て
い
る
。
犀
星
に
と
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
詩
論
集
と
い
え
る
こ
の
書
を
、
あ
る
い
は
、
自
己
の
著
作
目
録
か
ら
抹
消
し
た

い
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
右
に
引
用
し
た

「
『感
情
』

の
こ
と
な
ど
」
は
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
思
え
る
。　
そ
の

一
つ
の
理
由
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
、
犀
星
が
自
分
の
処
女
詩
集
を
、
あ
く
ま
で
養
父
の
遺
産
に
よ
る
も
の
と
思
い
こ
み
た
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
推
定
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

な
お
、
本
書
の
中
で
注
目
す
べ
き
も
の
の

一
つ
に
、
犀
星
の

「
小
景
異
情
」
の
前
半
の
自
解
が
あ
る
。

犀
星
は

「
②
美
し
い
詩
と
そ

の
評

釈
」
の
章
に
お
い
て
、

ふ
る
さ
と
は



と
は
き
に
あ
り
て
お
も
ふ
も
の

そ
し
て
か
な
し
く
　
う
た
ふ
も
の

よ
し
や
　
う
ら
ぶ
れ
て
異
土
の
こ
じ
き
に
な
る
と
て
も

か
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ま
じ
や

か
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ま
じ
や

を
掲
げ
て
、
次
の
よ
う
に
自
解
し
て
い
る
。

こ
の
作
は
、
私
が
都
に
ゐ
て
、
と
き
を
り
窓
の
と
こ
ろ
に
行
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
。
／
だ
れ
で
も
都
会
に
住
む
人
人
ら
は
時
を
り
私
の
や
う
に
悲
し
げ
な
目
付
を
し
て
故
郷
の
温
か
い
山
河

を
想
起

し

て
、
そ
こ
に
曽
て
営
ん
だ
平
和
な
生
活
を
胸
に
浮
ば
せ
る
で
あ
ら
う
。
自
分
の
家
の
庭
や
、
庭
の
木
や
、
幼
少
の
を
り
に
遊
ん
だ
草
場
や

公
園
や
夕
暮
の
町
の
有
様
や
、
さ
て
は
、
楽
し
げ
な
善
良
な
自
分
ら
を
愛
し
て
く
れ
た
親
密
な
人
人
や
を
心
に
描
い
て
、
何

一
つ
身
に
親

し
ま
な
い

「
旅
」
に
あ
る
や
う
な
慌
し
く
加
之
も
冷
た
い
都
会
を
悲
し
く
思
ふ
で
あ
ら
う
。
い
つ
の
世
も
故
郷
は
吾
吾
の
胸
に
緑
緑
と
し

て
燃
え
た
り
煙
つ
た
り
し
て
ゐ
る
。
夜
は
ゆ
め
に
ま
で
親
密
な
山
河
に
遊
ぶ
こ
と
さ
へ
願
ふ
の
は
、
人
と
し
て
為
け
れ
ば
な
ら
な
い

「感

情
の
慰
さ
め
」
で
あ
る
。
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
。

こ
の

「小
景
異
情
」
そ
の
二
は
、
大
凡
の
解
釈
や
鑑
賞
に
お
い
て
、
望
郷
の
情
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
右
の
自
解
は
、
そ
の
前
半
の

み
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
あ
る
と
い
え
、
そ
の
望
郷
の
情
を
越
え
、
「強
大
な
生
き
た
姿
で
都
会
に
あ
り
た
い
」

と
い
う
意
志
を
強
く
主
張
し

た
も
の
で
、
従
来
の

（
こ
の
自
解
を
と
り
こ
ん
で
い
な
い
と
思
わ
れ
る
）
解
釈
や
鑑
賞
に
、
再
考
を
促
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か

に
作
品
は
、
作
者
の
手
を
離
れ
た
時
か
ら

一
人
歩
き
を
は
じ
め
る
も
の
で
あ
り
、
読
者
に
よ
る
、
い
か
な
る
解
釈
や
鑑
賞
に
も
た
え
な
け
れ
ば

詩
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一
四

な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
詩
を
含
む

「
小
景
異
情
」
は
、
初
出
の

「朱
彙
」
（大
正
二

・
四
）
、
再
出
の

「感
情
」

（大
正
五

・

七
、
第
２
号
）
、
さ
ら
に

『抒
情
小
曲
集
』
収
録
時
と
、
そ
の
構
成
を
変
え
て
い
る
。
構
成
上
の
位
置
に
よ
っ
て
、　
そ
の
意
味
、
内
容
に
微
妙

な
変
化
を
生
じ
て
く
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
も
意
識
の
中
に
置
き
な
が
ら
、

「
小
景
異
情
」
そ
の
二
に
つ
い
て
は
、
後
考
を
期

し
た
い
。

な
お
、
右
の
自
解
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
朔
太
郎
が

「室
生
犀
星
の
詩
六
「
日
本
」
昭
和

一
七

・
四
～
五
）
に
お

い
て
、
こ
の
詩
を

「年
少
時
代
の
作
者
が
、
都
会
に
零
落
放
浪
し
て
居
た
頃
の
作
で
あ
る
」
と
し
た
の
は
、
い
か
に
も
朔
太
郎
ら
し
い
独
断
と

し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
こ
の
自
解
が
あ
る
以
上
、
朔
太
郎
の
解
釈
に
こ
れ
が
響
い
て
い
る
、
と
い
う
見
方
は
否
定
し

に
く
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
う

一
つ
は
、
「
い
つ
の
世
も
故
郷
は
吾
吾
の
胸
に
緑
緑
と
し
て
燃
え
た
り
煙
つ
た
り
し
て
ゐ
る
」

と
い
う

一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
、
犀
星
自
身
の
感
慨
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
こ
こ
に
、
石
川
啄
木
の

「
や
は
ら
か
に
柳
あ
を
め
る
／

北
上
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
／
泣
け
と
ご
と
く
に
」
等
の
望
郷
歌
の
響
き
を
聞
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
朔
太
郎
に
お
け
る
啄
木
の
影

響
は
詳
細
に
吟
味
さ
れ
て
い
る
が
、
犀
星
と
啄
木
と
の
そ
れ
は
殆
ど
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
あ
た
り
に
、
こ
の
二
人
の
間
を

つ
な
ぐ
端
緒
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
後
考
を
期
し
た
い
。

現
代
詩
人
号

第
４
号

（大
正
五
年
九
月
）
は

「
現
代
詩
人
号
」
と
し
、
北
原
白
秋

「
鳴
」
、
三
木
露
風

「
夕
の
合
奏
」
高
村
光
太
郎

「
我
家
」
、
福
士
幸
次

郎

「
猟
師
」
、
水
野
盈
太
郎

（葉
舟
）
「詩
二
篇
―
―
盗
む
勿
れ
、
祈
り
」
、
自
鳥
省
吾

「
海
を
恋
し
て
―
―
海
を
恋
し
て
、鈴
懸
の
樹
、
青
草
」
、

日
夏
歌
之
介

「
少
人
だ
ち
に
与
ふ
る
う
た
」
、
川
路
柳
虹

「
に
が
き
盃
五
章
―
―
わ
が
暗
き
日
の
思
ひ
出
―
―
」
、
加
藤
介
春

「
ぬ
か
る
み
」
、

山
村
暮
鳥

「
蚤
―
蚤
、
岬
の
上
に
て
」
、
萩
原
朔
太
郎

「
孤
独
―
―
孤
独
、
白
い
共
同
椅
子
」
、
室
生
犀
星

「
永
遠
に
や
つ
て
来
な
い
女
性
」
を

収
め
て
い
る
。
「
消
息
」
で
犀
星
は
、
寄
稿
者
へ
の
感
謝
を
述
べ
る
と
と
も
に
、

「
私
ど
も
の
熱
心
に
よ
つ
て
為
さ
れ
た
と
は
云
へ
殆
ん
ど
日



本
の
詩
壇
で
こ
れ
だ
け
の
美
し
い
団
榮
を
し
た
こ
と
が
始
め
て
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
求
め
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
自
讃
し
て
い
る
。

こ
の
執
筆
メ
ン
バ
ー
を
見
る
と
、
注
目
す
べ
き
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
高
村
光
太
郎
の
発
表
で
あ
る
。
光
太
郎
は
、
大
正
三
年
十
月
、
詩
集

『道
程
』
を
刊
行
後
、
大
正
四
年
に
は
、
「
ロ
ー
マ
字
」

一

月
号
に

「
『
Ｃ
К
Ｃ

Ｏ
＞
パ
Ｈ↓
＞
」
翁
冬
が
来
た
し

の
再
録
が
あ
る
の
み
で
、
大
正
五
年
九
月
発
表
の
こ
の

「
我
家
」
は
、

『道
程
』
以
後
は

じ
め
て
の
発
表
で
あ
る
。
続
く
詩
の
発
表
が
、
翌
大
正
六
年

一
月
の

「感
情
」
第
６
号
の

「花
の
ひ
ら
く
や
う
に
外
五
篇
」
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
光
太
郎
の
詩
人
生
に
お
け
る

「感
情
」
の
占
め
る
位
置
は
軽
視
で
き
な
い
。
光
太
郎
は
、
大
正
六
年
に
は
、
他
に
、
「
無
為
の
自
日
」

「
猫
」
を

「詩
歌
」

一
月
号
に
発
表
し
た
外
、
「
小
娘
」
只
奇
麗
に
お
化
粧
し
た
と

（と
も
に
発
表
誌
、
発
表
年
月
不
明
）

の
み
で
あ
り
、
大

正
七
、
八
年
に
は
詩
の
発
表
は
な
く
、
大
正
九
年
に
至
っ
て
、
「序
曲
の
前
詞
」
（
の
ち

「序
曲
」
、
発
表
誌
不
明
、
二
月
）
、

「
メ
ロ
ン
」
∩
時

事
」
七
月
）
、
「
丸
善
工
場
の
女
工
達
」
翁
時
事
」
九
月
）
が
発
表
さ
れ
、
大
正
十
年
、
「
明
星
」
が
復
刊
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
「
雨
に
う
た
る
る

カ
テ
ド
ラ
ル
」
∩
明
星
」
十
月
）
を
は
じ
め
と
す
る
第
二
期
の
詩
作
が
続
々
発
表
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

結
婚
後
の
光
太
郎
は
、
彫
刻
の
制
作
に
打
ち
込
み
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
経
済
上
の
理
由
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
翻
訳
や
散
文
の
執
筆
に

力
を
そ
そ
い
で
い
る
。
大
正
四
年
に
は

『印
象
主
義
の
思
想
と
芸
術
』
を
天
弦
堂
書
店
よ
り
近
代
思
想
叢
書
第
五
巻
と
し
て
刊
行
し
、
大
正
五

年
十

一
月
に
は
訳
編

『
ロ
ダ
ン
の
言
葉
』
を
阿
蘭
陀
書
房
よ
り
上
梓
し
て
い
る
。
智
恵
子
は
湿
性
肋
膜
炎
で
入
院
を
繰
り
返
し
、
大
正
七
年
五

月
、
智
恵
子
の
父
長
沼
今
朝
吉
の
死
、
大
正
八
年
十

一
月
、
智
恵
子
の
妹
千
代

（
１６
歳
）
の
死
等
の
事
件
は
あ

っ
た
が
、
光
太
郎
自
身
の
精
神

生
活
は
比
較
的
平
穏
で
あ

っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従

っ
て
、
光
太
郎
が

「感
情
」
に
発
表
し
た
計
七
篇
の
詩
は
、
光
太
郎
の
精
神

史
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
内
容
は
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
あ
え
て
注
目
す
べ
き
詩
句
を
探
せ
ば
、
「我
家
」

の
末
尾
、
「
あ
あ
、
い
つ
で
も
探
し
て
ゐ
た
魂
の
故
郷
／
此
の
我
家
、
此
の
我
家
」

の
二
行
で
あ
る
。
光
太
郎
は
か
つ
て
、
バ
ー
ナ
ー
ド
＝
リ

ー
チ
に
献
呈
し
た

「
廃
頼
者
よ
り
」
∩
詩
歌
」
明
４４

・
７
）
に
お
い
て
、
自
分
が
デ
カ
ダ
ン
ス
に
落
ち
入
っ
た
理
由
を
、
「
余
に
故
郷
な
し
」

と
、
リ
ー
チ
に
訴
え
て
い
る
。
今
、
こ
こ
で
、
光
太
郎
は
、

「
此
の
我
家
」
こ
そ

「魂
の
故
郷
」
と
歌
い
あ
げ
て
い
る
。
光
太
郎
は
、
智
恵
子

詩
誌

「感
情
」
と
そ
の
周
辺
　
０
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一
六

と
共
棲
し
、
彫
刻
に
専
念
で
き
る
環
境
、

「魂
の
故
郷
」
を
よ
う
や
く
得
て
、
デ
カ
ダ
ン
ス
を
脱
し
得
た
の
で
あ
り
、
パ
リ
留
学
以
来
の
鬱
屈

し
た
思
い
を
払
拭
し
得
て
、
特
に
詩
を
書
く
必
然
も
無
か
っ
た
と
い
え
る
。
光
太
郎
の
そ
の
思
い
を
確
認
し
得
る
だ
け
で
も
こ
の
詩
は
重
要
な

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、

『道
程
』
か
ら

「
雨
に
う
た
る
る
カ
テ
ド
ラ
ル
」
へ
の
光
太
郎
の
詩
の
空
白
期
を
埋
め
て
い
る
と
い
う
点
で
も
、

「感
情
」
へ
の
発
表
詩
は
大
切
な
も
の
で
あ
る
。

光
太
郎
と

「感
情
」
と
の
関
り
は
他
に
三
点
あ
る
。　
一
つ
は
、
朔
太
郎
の
詩
集

『
月
に
吠
え
る
』
に
対
し
て
の
祝
辞
、
礼
状
を
特
集
し
た
第

９
号

（大
正
六
年
四
月
）

「詩
集

『
月
に
吠
え
る
』
に
就
て
諸
名
家
の
言
葉
」
の
う
ち
の

一
つ
。

「
今
ま
で
こ
ん
な
に
全
体
の
抱
和
し
た
芸
術

を
日
本
で
み
た
こ
と
の
な
い
気
が
し
ま
す
。
私
は
詩
に
つ
い
て
何
事
も
公
け
に
言
は
な
い
時
に
居
ま
す
が
後
に
詩
の
事
に
つ
い
て
書
く
時
、
此

の
集
が
実
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
事
を
感
じ
ま
す
。」
と
い
う
も
の
。
二
つ
日
は
第
１０
号

（大
正
六
年
五
月
）

の
山
村
暮
鳥
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム

「
風
想
草
語
」
に

（高
村
光
太
郎
氏
に
お
く
る
）
と
い
う
献
辞
の
あ
る
こ
と
、
第
二
は
、
第
６
号

（大
正
六
年

一
月
）

の

「詩
界
消
息
」
（犀

星
執
筆
）
の

一
項
に

「
高
村
光
太
郎
の
詩
集
　
第
二
詩
集
で
最
近
の
も
の
と
新
ら
し
く
書
い
た
も
の
と
を
併
せ
て

『
人
間
苦
』
と
し
て
今
年
初

春
ま
で
に
は
本
に
な
る
予
定
。
こ
の
命
題

『
人
間
苦
』
も
ま
だ
考

へ
中
で
ゐ
る
と
同
氏
は
手
紙
で
言
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。
く
わ
し
く
は
二
月
号
で

発
表
す
る
」
と
あ
る
。
詩
集

『
人
間
苦
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
。

「感
情
」

二
月
号
で
の
詳
細
の
発
表
も
な
か
っ
た
。

な
お
、

「
現
代
詩
人
号
」
の

「
消
息
」
の
末
尾
に
、

「
叉
尾
瀬
哀
歌
氏
佐
々
木
好
母
氏
の
詩
篇
が
印
刷
に
間
に
合
は
な
か
つ
た
こ
と
を
作
者

に
謝
し
ま
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
二
人
の
作
品
が

「感
情
」
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
後
も
、
な
い
。

執
筆
メ
ン
バ
ー
の
中
で
も
う

一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
三
木
露
風
、
川
路
柳
虹
の
二
人
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
朔
太
郎
は
、
の

ち
に
、
「
感
情
』
を
出
し
た
頃
」

（金
星
堂
版

『
現
代
詩
講
座
第
四
巻
』
、
昭
４

・
・０
）
に
お
い
て
、
「僕
等
の

一
派

『感
情
』
派
の
特
色
は
、

何
よ
り
も
詩
語
の
平
明
素
撲
を
尊
び
、
で
き
る
だ
け
通
俗
の
日
用
語
を
使
用
し
て
、
感
情
を
率
直
に
打
ち
ま
け
て
出
す
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
た

が
つ
て
こ
の
詩
風
は
、
当
時
の

一
般
的
詩
壇
を
代
表
し
て
ゐ
た
三
木
露
風
氏
等
の
難
解
晦
渋
の
古
典
詩
風
と
対
臆
し
、
互
に
両
立
で
き
な
い
反

目
の
関
係
に
導
か
れ
た
。
当
時
三
木
露
風
氏
を
中
心
と
し
、
柳
沢
健
、
富
田
砕
花
、
川
路
柳
虹
、
西
条
八
十
等
の
詩
人
を
総
括
し
て
ゐ
た
雑
誌



が
あ
り
、
そ
の

一
派
の
詩
風
を
称
し
て
、
詩
壇
は

「象
徴
派
」
と
名
称
し
て
る
た
。
そ
こ
で
我
々
の

『感
情
』
詩
派
は
、
当
時
の
詩
壇
の
専
制

的
権
威
で
あ
つ
た
こ
の
所
謂

「象
徴
派
」
を
対
手
に
廻
し
て
、
戦
闘
を
開
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
僕
と
室
生
君
と
は
結
束
し
て
、
象
徴
派
を

対
手
に
戦
争
し
た
。」
と
、
あ
る
。

敵
対
意
識
を
抱
い
て
い
る
露
風
、
柳
虹
ら
を
も
招
待
し
た
の
は
、
朔
太
郎
に
、
そ
れ
を
超
え
る
、
文
壇
へ
の
敵
対
意
識
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
「
現
代
詩
人
号
」
の
朔
太
郎
執
筆
の

「
消
息
」
は
、
「
日
本
の
詩
は
、
い
ま
が
ほ
ん
と
の
創
造
期
で
あ
る
」
と
し
て
、
日
本
語
の
問
題
を

と
り
あ
げ
た
後
、

実
さ
い
私
た
ち
の
責
任
は
非
常
に
重
す
ぎ
る
。
そ
し
て
ず
い
ぶ
ん
苦
し
い
立
場
に
立
つ
て
ゐ
る
の
だ
。

「
ど
う
し
た
ら
、　
は
ん
と
の
日

本
語
の
詩
が
生
れ
る
か
」
と
い
ふ
未
来
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
今
ま
で
、
私
た
ち
は
て
ん
で
各
の
ち
が
つ
た
道
か
ら
歩
を
進

め
て
き

た
。
そ
し
て
今
で
は
や
つ
と
お
互
に
顔
を
見
合
せ
て
勇
気
を
つ
け
あ
ふ
と
こ
ろ
ま
で
や
つ
て
き
た
。

こ
の
一
冊
の
詩
集
に
あ
つ
ま
つ
た
人
た
ち
は
、
て
ん
で
に
自
分
た
ち
の
苦
し
ん
で
き
た
道
か
ら
、
自
分
た
ち
の
発
見
を
説

明

し

て
ゐ

る
。
そ
の
発
見
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
文
芸
界
に
は
、
わ
れ
わ
れ
詩
人
の
や
つ
て
ゐ
る
仕
事
を
、
鼻
の
先
で
軽
辱
し
て
ゐ
る
人
が
あ
る
。
そ
う
い
ふ
無
定
見
の
人
た
ち

の
ま
へ
で
、
我
我

一
同
は
ご
う
ま
ん
に
踏
ん
ば
つ
て
や
り
た
い
我
我
の
か
ら
だ
の
重
み
で
、
そ
う
い
ふ
木
つ
葉
文
士
共
を
ふ
み
つ
ぶ
し
て

や
り
た
い
の
だ
。

と
、
今
後
の
仕
事

へ
の
責
任
と
抱
負
と
共
に
文
壇
へ
の
敵
対
意
識
を
露
骨
に
示
し
て
い
る
。
朔
太
郎
は
こ
こ
で
詩
壇
の
大
同
団
結
を
考
え
て
い

る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
い
く
た
び
か
の
曲
折
を
経
て
、
大
正
六
年
十

一
月
の
詩
話
会
の
結
成
ど
な
り
、
大
正
六
年
十

一
月
の

「
日
本
詩

人
」
の
創
刊
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
朔
太
郎
は
、
前
出
の

「
『感
情
』
を
出
し
た
頃
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
冒
頭
に
、

僕
等
が
詩
壇
に
出
た
当
時
は
、
自
然
主
義
に
よ
つ
て
文
壇
の
風
潮
が
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
自
然
主
義
の
文
学
論
は
、
そ

詩
誌

「感
情
」
と
そ
の
周
辺
　
０
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一
八

の
レ
ア
リ
ズ
ム
と
写
実
主
義
の
立
場
か
ら
し
て
、
極
度
に
詩
を
排
斥
し
、
二
つ
文
学
に
於
け
る
詩
的
精
神
そ
の
も
の
を
賤
辱
し
た
。
お
そ

ら
く
日
本
の
文
壇
で
、
詩
が
こ
れ
は
ど
に
ひ
ど
く
虐
遇
さ
れ
、　
不
遇
に
軽
蔑
さ
れ
た
時
代
は
無
か
つ
た
ら
う
。
そ
し
て
僕
等
は
、
丁
度

そ
の

「
最
悪
の
時
」
に
出
た
の
で
あ
る
。

と
、
文
壇
の
詩
に
対
す
る

「
虐
遇
」
に
対
し
て
憤
満
を
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
。

（付
記
）
①
　
萩
原
朔
太
郎
の
書
簡
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版

『萩
原
朔
太
郎
全
集
』
第
十
三
巻

（昭
５２

・
２
）
に
よ
つ
た
。
書
簡
に
付
し
た

。
印
は
、
同
書
に
お
け
る
印
で
、

「
原
文
の
マ
マ
」
の
意
で
あ
る
。

②
　
校
正
中
に
、

『新
し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
』
に
つ
い
て
犀
星
の
次
の
言
及
に
気
づ
い
た
の
で
書
き
と
め
て
お
き
た
い
。

「感
情
」
の
初
号
か
ら
ず
つ
と
送
り
つ
づ
け
て
い
た
金
沢
の
女
の
人
と
の
あ
い
だ
に
結
婚
の
話
が
お
こ
り
は
じ
め
た
。
顔

も
知
ら
な
い
の
に
そ
ん
な
話
が
持
ち
上
つ
た
。
話
が
急
転
し
て
翌
年
二
月
に
兄
の
家
で
結
婚
し
て
、
お
な
じ
百
姓
家
の
別

棟
を
か
り
て
私
達
は
世
帯
と
い
う
も
の
を
持
つ
た
。
ま
る
で
、
電
光
的
に
生
活
が
変
つ
た
。
多
田
不
二
に
手
伝
つ
て
も
ら

い

「新
し
い
詩
と
そ
の
作
り
方
」
と
い
う
、
ば
か
ば
か
し
く
悲
し
い
原
稿
を
三
百
枚
ほ
ど
書
い
て
、
文
武
堂
か
ら
出
版
し

て
た
し
か
六
十
円
ほ
ど
収
入
を
得
た
。

「自
叙
伝
」

（『
憑
か
れ
た
ひ
と
』
昭
４７

・
７
、
冬
樹
社
）
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
の
書
き
方
に
従
え
ば
結
婚
後
の
執
筆

と
な

り
、

「
感
情
」
の
関
係
記
事
か
ら
大
き
く
ず
れ
て
い
る
。


