
田
中
冬
二
詩
集

私
註

『
青
い
夜
道
』

抄

録

田
中
冬
二
第
一
詩
集
『
青
い
夜
道
』
全
詩
篇
の
註
釈
を
目
的
と
す
る
。
今

回
は
第
却
篇
目
に
当
た
る
詩
「
故
郷
詩
抄
」
、
及
び
、
第
幻
篇
目
に
当
た
る

詩
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
(
全
7
章
句
)
の
註
釈
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
詩
句
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
詳
細
に
論
じ
る
よ
う
心
が
け
た
が
、

特
に
冬
二
に
特
有
の
感
性
的
把
握
と
感
覚
的
表
現
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
も
た

ら
す
詩
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
掘
り
下
げ
て
究
め
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た

故
郷
詩
抄

す
も
も
や
あ
ん
ず

梨

山
桜
の
花
の
咲
く
の
に

ま
だ
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ
る
ふ
る
さ
と
は

山板な
か屋ん
ら根と
くに い
る石ふ
水をか
ののな
たせし
いたい
さ廟}こ
うの ν と

つふだ
めから
たいう
く家

々

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
附
(
村
上
隆
彦
)

(9) 

村

隆

上

彦

詩
的
手
法
の
奥
に
潜
む
冬
二
の
人
間
認
識
に
つ
い
て
も
見
究
め
よ
う
と
試
み

たキ
ー
ワ
ー
ド
一
田
中
冬
二
、
詩
「
故
郷
詩
抄
」
、
詩
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す

る
冬
の
村
」
、
感
性
的
把
握
、
人
間
認
識

そ
こ
に
洗
ふ
皿
や
小
鉢
に

け

や

き

だ

ひ

ら

ば

ぱ

だ

に

と
ほ
い
棒
平
や
祖
母
谷
あ
た
り
の
雪
の
に
ほ
ひ
の
す
る

あそ
の し
藍て
ば ま
んた
でふ
透と
明子
なに
かす
はく
い は
いれ
)II~ て
蝦3く
でる
あ の
るは

春
の
到
来
の
遅
い
寸
ふ
る
さ
と
」
の
情
景
を
、
「
板
屋
根
に
石
を
の
せ
た
廟
の

ふ
か
い
家
々
」
を
中
心
に
据
え
て
描
い
て
い
る
。
「
家
々
」
を
と
り
ま
く
さ
ま
、
ぎ

ま
な
物
象
と
、

そ
の
物
象
が
備
え
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
形
と
色
彩
が
、
作
者
の
感
性

五
七
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を
通
し
て
爽
や
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
何
よ
り
も
こ
こ
に
は
、
早
春
の
空

気
の
透
明
感
と
水
の
冴
え
冴
え
と
し
た
感
触
が
、
詩
世
界
の
隅
々
に
ま
で
渉
み
わ

た
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
ふ
る
さ
と
」
は
、
「
ま
だ
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
静
止
的
な
様
態
を
保

る
」
と
い
う
比
喰
表
現
も
作
用
し
て
、

っ
て
、
ひ
っ
そ
り
と
鳴
り
を
ひ
そ
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
子
細

に
読
ん
で
み
る
と
、
す
で
に
確
実
に
春
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
様
々

な
兆
し
が
み
て
と
れ
る
。
そ
う
し
た
春
の
兆
候
を
、
田
中
冬
二
は
、
彼
独
得
の
感

性
的
把
握
を
通
し
て
動
的
に
捉
え
、
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
動
員
さ
れ
た
諸

感
覚
は
、
表
だ
っ
て
は
視
覚
、
触
覚
、
嘆
覚
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
水
面

下
で
表
だ
た
ぬ
姿
で
、
し
か
し
鋭
く
働
い
て
い
る
の
は
聴
覚
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば
、
「
廟
の
ふ
か
い
家
々
」
の
内
部
に
ひ
ろ
が
る
静
寂
、
あ
る
い
は
水
の

流
れ
、
「
皿
や
小
鉢
」
を
洗
う
音
、
「
川
蝦
」
の
は
ね
る
水
音
な
ど
を
聴
き
と
っ
て

い
る
耳
の
働
き
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
言
え
ば
、
「
す
も
も
や
あ

ん
ず

梨
」
、
「
水
」
の
つ
め
た
さ
、
「
雪
の
に
ほ
ひ
」
、
「
川
蝦
」
に
つ
い
て
の
こ

う
し
た
捉
え
方
の
底
に
は
、
味
覚
が
鋭
く
働
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

要
約
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
言
っ
て
、

お
お
よ
そ
三
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
第
一
は
、
初
行
と
二

行
か
ら
成
る
部
分
、
第
二
は
、
第
三
行
か
ら
第
五
行
に
至
る
部
分
、
第
三
は
、
第

六
行
か
ら
終
行
に
至
る
部
分
で
あ
る
。

梨
/
山
桜
の
花
の
咲
く
の
に
」
と
い
う
第
一
行
及
び
第

そ
れ
ぞ
れ
の
花
の
持
つ
固
有
の
形
と
色
の
多
彩
さ
を
、
距
離
的

な
ひ
ろ
が
り
を
通
し
て
描
い
て
い
る
。
「
す
も
も
や
あ
ん
ず

「
す
も
も
や
あ
ん
ず

二
行
の
詩
句
は
、

梨
/
山
桜
の
花
の

:
・
」
と
い
う
表
現
に
は
リ
ズ
ム
が
あ
り
、

そ
の
リ
ズ
ム
は
、
こ
れ
ら
の
花
々
に
順

五
八

次
眼
を
移
し
て
ゆ
く
作
者
の
視
点
の
移
行
に
よ
っ
て
も
た
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
花
々
の
多
彩
さ
多
様
さ
は
、
「
ま
だ
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ
る
ふ
る
さ

と
」
の
様
態
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
際
こ
れ
ら
の
花
々
は
、
す

で
に
充
分
に
開
花
し
終
っ
た
も
の
と
し
て
、

い
わ
ば
静
止
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
o

「
山
桜
の
花
の
咲
く
の
に
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る
「
咲
く
の

に
」
と
い
う
表
現
は
、
「
す
も
も
や
あ
ん
ず
」
等
の
花
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に

多
少
の
時
間
的
な
へ
だ
た
り
を
置
い
て
段
階
的
に
咲
い
て
ゆ
く
|
|
そ
う
し
た
開

花
の
進
捗
の
あ
り
さ
ま
を
動
的
に
捉
え
た
表
現
で
も
あ
る
。
先
ほ
ど
ふ
れ
た
第
一

行
及
び
第
二
行
の
詩
句
が
も
た
ら
す
リ
ズ
ム
は
、
深
い
と
こ
ろ
で
、
花
々
の
開
花

の
リ
ズ
ム
に
重
な
る
も
の
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。

た
作
者
の
視
点
は

梨
」
と
い
う
ふ
う
に
、
比
較
的
小
幅
に
移
行
し
て
い
っ

(
当
然
の
こ
と
と
し
て
読
者
の
視
点
も
ま
た
て
次
行
の
「
山

「
す
も
も
や
あ
ん
ず

桜
の
花
」
に
至
っ
て
、

そ
れ
ま
で
に
比
べ
る
と
最
も
幅
広
く
移
行
す
る
。
こ
の

「
山
桜
の
花
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
に
固
ま
れ
た
「
ふ
る
さ
と
」
の
全
容

が
ほ
ぼ
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
全
容
の
把
握
を
な
し
た
後
に
、

「
ま
だ
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ
る
ふ
る
さ
と
」
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
描
か
れ
る
。
全
容

と
デ
ィ
テ
ー
ル
の
差
異
を
描
き
つ
つ
、

し
か
し
そ
の
差
異
を
「
ふ
る
さ
と
」
の
側

に
立
っ
て
眺
め
、
作
者
は
、
「
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
だ
ら
う
」
と
言
っ
て

い
る
。こ

の
「
ま
だ
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ
る
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
、
擬
人
化
を
経
た
上

か
は
え
ぴ

で
な
さ
れ
た
暗
喰
表
現
は
、
「
あ
の
藍
ば
ん
で
透
明
な
か
は
い
い
川
蝦
で
あ
る
」

と
い
う
最
終
行
の
鮮
明
な
詩
句
と
共
に
、
こ
の
作
品
の
ポ
エ
ジ
イ
の
純
度
を
高
め

る
上
で
き
わ
だ
っ
た
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
「
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ
る
」
と
い



う
暗
暗
表
現
は
、
「
綿
」
の
材
質
感
と
色
の
白
さ
が
、
「
雪
」
の
そ
れ
に
通
ず
る
点

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
所
々
に
残
雪
が
見
ら
れ
る
「
ふ
る
さ
と
」
の
情
景
を
描
い
て

い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
第
二
行
の
「
山
桜
の
花
の
咲
く
の
に
」
あ

け

や

き

だ

い

ら

ぽ

ぽ

だ

に

る
い
は
第
八
行
の
「
と
ほ
い
棒
平
や
祖
母
谷
あ
た
り
の
雪
の
に
ほ
ひ
の
す
る
」

と
い
う
詩
句
か
ら
判
断
す
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
残
雪
の
暗
喰
表
現
で
あ
る
と
断

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
、
色
々
の
花
が
咲
き
そ
め
、
冷

え
冷
え
と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
「
山
か
ら
く
る
水
」
の
流
れ
等
に
ま
ぎ
れ
よ
う

も
な
く
春
が
感
じ
ら
れ
る
全
般
的
状
況
の
中
で
、

い
ま
だ
に
寒
々
と
し
た
姿
で
う

ず
く
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
「
ふ
る
さ
と
」
の
様
子
を
、
冬
二
独
得
の
表
現
を
用
い

て
表
現
し
て
い
る
、
と
み
た
方
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
む
ろ
ん
こ
の
「
綿

入
羽
織
」
云
々
に
は
、
故
郷
の
人
々
が
、
実
際
に
「
ま
だ
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ

る
」
属
目
の
情
景
も
写
し
と
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
単
に
「
綿
入
」
あ

る
い
は
「
綿
入
の
着
物
」
と
せ
ず
に
「
羽
織
」
と
表
現
し
て
い
る
点
に
、
こ
の

「
ふ
る
さ
と
」
に
も
す
で
に
確
実
に
春
は
到
来
し
て
お
り

や
が
て
そ
の
「
羽

織
」
も
脱
が
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、

そ
れ
と
な
く
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る

「
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
だ
ろ
う
」
と
第
四
行
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
か

な
し
い
」
に
は
、
複
雑
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
春
と
い
う
季
節
の
全
般
的

な
進
捗
状
況
の
中
で
、
そ
れ
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
「
ふ
る

さ
と
」
の
不
器
用
さ
、
気
の
利
か
な
さ
、
そ
う
し
た
姿
か
ら
見
て
と
れ
る
素
朴
さ
、

愚
直
さ
あ
る
い
は
誠
実
さ
に
対
し
て
、
作
者
は
人
間
的
な
共
感
と
親
愛
感
と
慈
し

み
の
情
を
寄
せ
て
い
る
。
「
ふ
る
さ
と
」
を
「
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ
る
」
と
い
う

擬
人
化
表
現
で
捉
え
た
、

そ
の
発
想
の
段
階
で
、

す
で
に
そ
の
共
感
は
発
露
し
て

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
削
(
村
上
隆
彦
)

い
た
。
共
感
は
、

い
つ
し
か
、

か
く
の
如
き
故
郷
の
姿
に
、
自
分
の
姿
を
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
層
つ
の
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
「
か
な
し
い
」
と
い
う
詩
句
は
、
故
郷
の
風
景

を
純
粋
な
叙
景
的
観
点
に
立
っ
て
叙
し
、

そ
こ
に
見
ら
れ
る
情
趣
を
客
観
的
に
観

さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
故
郷
の
独

得
の
風
情
を
共
感
を
以
て
眺
め
、
「
か
な
し
い
」
ま
で
に
情
趣
に
満
ち
た
、
「
な
ん

と
い
ふ
」
あ
じ
わ
い
深
い
姿
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
の
で

照
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

あ
る
。
そ
の
あ
じ
わ
い
深
さ
を
、
以
下
の
詩
句
は
さ
ら
に
具
体
的
に
叙
し
て
い
る
。

円

υ&σ

し

「
板
屋
根
に
石
を
の
せ
た
廟
の
ふ
か
い
家
々
」
|
|
「
石
を
の
せ
た
」
「
板
屋

根
」
は
、
田
中
冬
三
の
詩
や
随
筆
の
中
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
情
景
は
、
と
り
わ
け
「
板
屋
根
に
/
石
を
の
せ
た
家
々

ほ
し
が
れ
ひ
を
や
く
に
ほ
ひ
が
す
る
/
ふ
る
さ
と
の
さ
び
し
い

/
ぼ
そ
ぼ
そ
と

ひ
る
め
し
時
だ
」
と
い
う
詩
「
ふ
る
さ
と
に
て
」
に
描
か
れ
た
「
板
屋
根
」
の
様

子
に
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
。

そ
の
上
の
「
石
」
の
乾
い
た
談
白
な
色
調
、
「
廟

の
ふ
か
い
家
々
」
の
内
部
に
潜
む
陰
影
の
濃
さ
|
そ
う
し
た
明
と
暗
の
色
彩
的

な
対
比
が
こ
こ
に
は
み
ら
れ
る
。
家
屋
の
奥
ゆ
き
の
深
さ
と
静
け
さ
が
表
現
さ
れ

「
板
屋
根
」
の
「
板
」
や
、

て
い
る
こ
の
作
品
に
は
、
詩
「
ふ
る
さ
と
に
て
」
の
場
合
と
同
様
、
人
の
姿
は
全

た
だ
そ
の
気
配
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
家
々
の
た
た
ず

く
見
え
ず
、

ま
い
を
も
、
作
者
は
、
「
綿
入
羽
織
を
き
て
ゐ
る
」
ょ
う
だ
と
表
現
し
て
い
る
の

ま
た
、
家
屋
内
の
が
ら
ん
と
し
た
様
子
や
、
静
ま
り
か
え
っ
た
気

か
も
知
れ
ず
、

配
を
も
そ
こ
に
含
め
て
、
「
な
ん
と
い
ふ
か
な
し
い
こ
と
だ
ら
う
」
と
言
っ
て
い

(3) 

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

五
九
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「
山
か
ら
く
る
水
」
は
、

か
な
ら
ず
し
も
家
々
の
廟
の
下
を
流
れ
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
廟
の
ふ
か
い
家
々
」
と
い
う
詩
句
が
も
た
ら
す
イ
メ
ー

ジ
は
、
家
々
の
廟
の
陰
影
が
流
れ
る
水
の
上
に
投
影
し
、
そ
れ
は
、
「
た
い
さ
う

つ
め
た
く
」
と
い
う
次
の
詩
句
と
響
き
合
っ
て
、
水
の
つ
め
た
さ
を
実
感
さ
せ
る

上
で
有
効
な
働
き
を
な
し
て
い
る
。

山
か
ら
く
る
水
の
た
い
さ
う
つ
め
た
く
」
と
い
う
表
現
に
は
そ
れ
自
身
に
勢
い

が
あ
り
、

ま
た
、
こ
の
詩
句
を
「
そ
こ
に
洗
ふ
:
・
」
と
受
け
て
展
開
す
る
次
の
行

の
表
現
と
の
聞
に
は
、
呼
吸
の
整
っ
た
リ
ズ
ム
が
介
在
し
、

そ
の
勢
い
と
リ
ズ
ム

は
、
雪
解
け
に
よ
る
水
の
流
れ
の
速
さ
や
、
水
量
の
豊
か
さ
を
言
外
に
表
現
し
て

い
る
。
「
山
か
ら
く
る
」
と
い
う
詩
句
は
、
作
品
世
界
に
距
離
的
な
展
望
と
ひ
ろ

が
り
を
も
た
ら
し
、
読
む
者
の
視
線
を
遠
い
彼
方
に
む
か
わ
せ
る
。
そ
の
視
線
は

け

や

き

だ

い

ら

ぽ

ぱ

だ

に

「
と
ほ
い
棒
平
や
祖
母
谷
の
あ
た
り
」
に
誘
導
さ
れ
る
。

そ
の
遠
い
距
離
を
経
て
た
ど
り
つ
い
た
流
れ
の
速
い
、
水
量
の
豊
か
な
、
そ
し

て
「
雪
の
に
ほ
ひ
の
す
る
」
山
の
水
に
、
ひ
た
さ
れ
た
「
皿
や
小
鉢
」
の
類
は
、

洗
わ
れ
る
前
か
ら
、

す
で
に
水
に
晒
さ
れ
濯
が
れ
て
、

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
同
時
に
、

そ
の
色
調
を
鮮
や
か
に
し

皿
や
小
鉢
の
持
つ
冴
え
冴
え
と
し
た
色
彩
は
、

「
山
か
ら
く
る
水
」
に
作
用
し
、

そ
の
つ
め
た
さ
や
流
れ
の
速
さ
を
き
わ
だ
た
せ
、

「
雪
の
に
ほ
ひ
」
を
鮮
や
か
に
感
じ
さ
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
。

こ
の
「
皿
や
小
鉢
」
は
磁
器
で
あ
ろ
う
。
磁
器
の
も
つ
器
肌
の
な
め
ら
か
さ
や

細
や
か
さ
、
冴
え
た
色
つ
や
が
、
「
雪
の
に
ほ
ひ
の
す
る
」
「
た
い
さ
う
つ
め
た
」

一
層
鮮
明
に
感
じ
と
れ
る
。
こ
の
「
小
鉢
」
に
は
淡
彩
の
染
付

い
水
を
通
し
て

が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
淡
い
藍
色
の
色
調
と
感
触
は
、
「
藍
ば

か
は
え
ザ

ん
で
透
明
な
か
は
い
い
川
蝦
」
の
姿
や
色
彩
と
響
き
合
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

O 

「
そ
こ
で
洗
ふ
」
と
い
う
表
現
が
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
洗
ふ
」

と
い
う
詩
句
は
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
波
紋
を
あ
た
り
に
ひ
ろ
げ
て
い
る
。

水
の
流
れ
の
中
で
洗
わ
れ
る
「
皿
や
小
鉢
」
の
動
き
ゃ
、
そ
れ
を
洗
う
手
の
動

き
は
、
「
山
か
ら
く
る
水
」
の
ス
ム
ー
ズ
な
流
れ
を
は
ば
む
。
そ
こ
に
は
、
水
の

自
然
の
流
れ
と
は
別
の
波
紋
が
生
じ
、
小
波
が
立
つ
。
そ
う
し
た
水
の
動
き
の
中

で
、
「
皿
や
小
鉢
」
の
輪
廓
は
一
時
ゆ
が
ん
だ
り
乱
れ
た
り
す
る
。
そ
れ
が
水
越

し
に
透
視
さ
れ
る
。
読
み
手
の
視
線
は
、
「
洗
ふ
」
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
生
じ

た
水
の
動
き
や
小
波
の
様
子
に
む
か
う
よ
り
も
、
そ
の
奥
に
あ
る
「
皿
や
小
鉢
」

あ
る
い
は
洗
う
子
そ
の
も
の
に
そ
そ
が
れ
て
い
る
。
や
が
て
水
の
乱
れ
が
鎮
ま
っ

た
あ
と
で
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
姿
、
形
、
輪
廓
は
、
水
の
流
れ
の
奥
で
一
層
鮮

明
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
こ
の
「
洗
ふ
」
と
い
う
表
現
は
想
像

さ
せ
る
。

水
は
「
と
ほ
い
棒
平
や
祖
母
谷
あ
た
り
」
か
ら
流
れ
て
く
る
よ
う
に
書
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
れ
ら
の
場
所
よ
り
も
さ
ら
に
「
と
ほ
い
」
地
点
に

源
を
発
し
、
「
棒
平
や
祖
母
谷
あ
た
り
」
の
雪
解
水
を
集
め
な
が
ら
、
長
い
距
離

を
経
て
「
賄
の
ふ
か
い
家
々
」
の
近
辺
に
到
達
し
た
。
そ
の
水
が
も
た
ら
す
「
雪

の
に
ほ
ひ
」
に
は
、
雪
そ
の
も
の
の
匂
い
の
み
な
ら
ず
、
雪
国
の
人
々
の
生
活
の

匂
い
や
、
春
を
迎
え
る
喜
び
の
情
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

そ
う
し
た
故
郷
の
情
趣
を
な
つ
か
し
く
思
う
作
者
の
、
郷
愁
の
「
に
ほ
ひ
」
も
ま

ざ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
「
山
の
水
」
は
、
作
者
の
心

の
奥
に
源
を
発
し
て
い
る
と
言
え
る
。

」
こ
で
、
表
現
の
細
部
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

つ
は
、
第
七
行
の

「
そ
こ
に
洗
ふ
・
:
」
に
お
け
る
「
そ
こ
に
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ



れ
は
二
通
り
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
前
行
の
寸
山
か
ら
く
る
水
の

た
い
さ
う
つ
め
た
く
」
と
い
う
詩
句
を
受
け
て
、
「
そ
の
水
の
中
で
L

あ
る
い
は

「
そ
の
水
で
」
洗
ふ
、

と
い
う
意
味
を
表
わ
す
も
の
と
理
解
す
る
|
|
こ
の
場
合

は
、
意
味
の
上
か
ら
、
こ
の
詩
句
は
、
「
そ
こ
に
洗
ふ
」
、
「
皿
や
小
鉢
に
」
と
い

う
よ
う
な
区
切
を
持
っ
た
表
現
と
み
な
さ
れ
る
。
次
に
、
こ
の
「
そ
こ
に
」
は
、

次
行
の
「
洗
ふ
皿
や
小
鉢
に
L

と
い
う
詩
句
と
並
列
的
な
関
係
を
持
ち
、
両
者
は
、

同
一
内
容
を
反
覆
的
に
叙
し
て
い
る
と
み
る
見
方
が
成
り
立
つ
。
こ
こ
で
は
し
か

し
、
前
者
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
こ
と
に
念
の
た
め
ふ
れ
て
お
く
。
第
八
行
の
「
:
:
:
雪
の
に
ほ
ひ

の
す
る
」
と
い
う
詩
句
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
一
行
の
叙
述
は
や
や
不
安
定
で

あ
っ
て
、
一
見
次
行
以
下
に
も
及
ぶ
も
の
の
よ
う
に
感
じ
と
れ
る
が
、
言
う
ま
で

も
な
く
こ
の
詩
句
は
、
前
行
の
詩
句
を
受
け
て
こ
こ
で
完
結
し
て
い
る
。
即
ち

「
洗
ふ
皿
や
小
鉢
」
に
は
雪
の
匂
い
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
第
八
行
を
以
て
寸
板
屋
根
に
石
を
の
せ
た
席
の
ふ
か
い
家
々
」
に
関
す

る
直
接
的
な
叙
述
は
締
め
く
く
ら
れ
、
小
断
絶
を
経
て
終
り
二
行
の
詩
的
場
面
が

展
開
す
る
。

「
そ
し
て
ま
た
ふ
と
手
に
す
く
は
れ
て
く
る
の
は
/
あ
の
藍
ば
ん
で
透
明
な
か

か
は
え
ぽ
げ

は
い
い
川
蝦
で
あ
る
」

こ
の
二
行
は
、
こ
の
作
品
の
ポ
エ
ジ
イ
を
凝
縮
さ
せ
る
上
で
重
要
な
役
割
を
は

た
し
て
い
る
が
、
技
法
的
に
は
、
第
五
行
か
ら
第
八
行
に
至
る
先
行
の
詩
句
と
呼

応
し
つ
つ
、
春
を
象
徴
す
る
数
種
の
花
々
を
描
い
た
官
頭
第
一
行
及
び
第
二
行
の

詩
句
と
、
内
容
的
に
も
色
彩
的
に
も
対
比
さ
れ
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
す

梨
/
山
桜
の
咲
く
」
情
景
を
叙
し
た
冒
頭
の
二
行
は
、
色
調
が

も
も
や
あ
ん
ず

田
中
冬
三
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
削
(
村
上
隆
彦
)

多
彩
で
あ
り
、
彩
り
に
温
か
み
が
あ
る
が
、

そ
れ
に
対
し
て
終
り
の
二
行
は
、

「
藍
ば
ん
で
透
明
な
」
色
を
基
調
と
し
た
色
調
で
あ
り
、
そ
の
彩
り
は
冴
え
冴
え

と
し
て
冷
め
た
い
。
そ
う
で
あ
り
つ
つ
し
か
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
水
の
流

れ
と
、
流
れ
の
中
の
川
蝦
の
姿
に
は
、
ま
ぎ
れ
よ
う
も
な
く
春
の
到
来
が
感
じ
と

れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
冒
頭
の
二
行
の
表
現
と
終
り
二
行
の
表
現
と
は
、
互
い
に

呼
応
し
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

「
ふ
と
手
に
す
く
は
れ
て
く
る
」
の
寸
ふ
と
」
及
び
「
す
く
は
れ
て
く
る
」
と

皿
や
小
皿
を
洗
っ
て
い
る
者
の
意
識
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
川
蝦

が
す
く
わ
れ
た
の
で
は
な
く
(
意
識
の
大
半
は
こ
の
場
合
、
皿
や
小
鉢
を
洗
う
こ

い
う
表
現
は
、

と
に
注
が
れ
て
い
る
)
、

予
期
せ
ぬ
仕
方
で
そ
れ
は
も
た
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

そ

れ
だ
け
雪
解
け
の
水
の
流
れ
が
速
く
、

そ
の
流
れ
の
中
で
躍
動
す
る
川
蝦
の
生
き

生
き
と
し
た
生
命
力
が
感
じ
と
れ
る
:
:
:
そ
う
い
っ
た
こ
と
ど
も
を
表
わ
し
て
い

る

「
雪
の
に
ほ
ひ
」
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
詩
句
か
ら
は
、
水
の
匂
い
や
川
蝦
の
匂

い
も
感
じ
と
れ
る
。
冷
め
た
く
澄
ん
水
の
流
れ
に
晒
さ
れ
な
が
ら
動
く
素
手
の
様

子
や
、

そ
の
肌
が
感
じ
と
っ
た
水
の
冷
め
た
さ
や
、
「
ふ
と
:
:
:
す
く
は
れ
て
く

る
」
川
蝦
の
感
触
な
ど
も
、
作
者
の
感
性
に
よ
っ
て
繊
細
に
す
く
い
と
ら
れ
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
寸
ふ
と
:
:
:
す
く
は
れ
て
く
る
L

と
い
う
表
現
に
は
、
川

の
水
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
の
川
蝦
の
透
明
さ
と
、
は
か
な
い
よ
う
な
軽
さ

が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
川
の
水
に
ま
ぎ
れ
て
、
水
と
一
緒
に
す
く
わ
れ
て
く
る
程

の
川
蝦
の
存
在
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
川
蝦
の
姿
か
た
ち
を
「
藍
ば
ん
で
透
明
な
か
は
い
い
」
と
表
現
し
て

い
る
。
こ
の
「
藍
ば
ん
」
だ
色
彩
は
、
春
の
水
の
中
で
生
き
生
き
と
し
て
泳
ぐ
川

ム

ノ¥
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蝦
の
体
の
色
つ
や
を
表
わ
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
透
明
な
」
川
蝦
の
体

を
と
お
し
て
そ
の
む
こ
う
に
透
け
て
見
え
る
春
の
水
の
色
を
も
表
現
し
て
い
る
。

「
ふ
と
手
に
す
く
は
れ
て
く
る
」
川
蝦
の
感
触
と
「
藍
ば
ん
で
透
明
な
」
色
に
、

「
皿
や
小
鉢
」
を
洗
う
者
は
、
春
の
到
来
を
実
感
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
感
触
を

通
し
て
、
「
ふ
る
さ
と
」
の
春
は
静
か
に
進
捗
し
て
ゆ
く
、
と
田
中
冬
二
は
語
つ

て
い
る
。

凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村

1 

さ
む
い
月
夜
を
村
の
家
々
は

ど木
の綿
家の
で夢
もに
賛ね
のて
上ゐ
やる
目め
JiU 

豆
腐
を
し
ろ
く
夜
干
し
し
て
ゐ
る

2 

ひ
き
し

ほ
し
ぐ
さ
や
た
き
ぎ
を
つ
ん
だ
庇
の
下

月
が
ふ
か
く
さ
し
こ
ん
で

そ
の
家
の
何
十
年
も
の
老
い
た
る
忠
実
な
る
用

具
ー
ー
臼
や
杵

は
し
ご
と

む
か
し
が
た
り
を
し
ん
み
り
し
て
ゐ
る

3 

凍
っ
た
庭
に
く
ろ
く
は
っ
き
り
と
大
屋
根
の
か
げ

祖
先
の
か
げ
で
あ
る

」よー・ノ、

4 

黒お
猫そ
がうく
時7火
つまを
てお
ゐと
るし

た

竃E
の
口

は

煤
け
た
戸
棚
の
真
暗
な
す
み
に
は

に
ぎ
か
な

夜
食
の
の
こ
り
の
煮
魚
が
青
く
ひ
か
つ
て
ゐ
る

5 

と
な
り
の
家
の
竹
薮
に
風
が
下
り
て

し
づ
か
な
月
夜
が
す
こ
し
う
ご
く

凍
っ
た
地
上
を
竹
の
か
げ
が
波
の
や
う
に
は
し
る

6 

チ
カ
チ
カ

活
動
写
真
の
や
う
に
う
ご
く
山
の
夜
風

私
は
涙
の
赤
い
め
が
ね
を
か
け
た

7 

な
に
も
か
も
寒
い
冬
の
夜
の
村
に

あ
た
た
か
い
も
の
と
い
っ
て
は

家
の
中
に
こ
も
っ
て
ゐ
る

み
か
ん
の
に
ほ
ひ
の
や
う
な
人
情
ば
か
り
で
あ

る

七
つ
の
短
章
か
ら
成
る
こ
の
作
品
は
、
連
作
と
し
て
の
首
尾
結
構
を
完
全
に
備

え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
短
章
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
詩
世
界
を
展
開
し
、
各
短

章
の
そ
う
し
た
独
立
不
覇
性
を
備
え
た
ポ
エ
ジ
イ
が
相
寄
っ
て
、
総
体
と
し
て
の

一
つ
の
主
題
を
、
即
ち
、
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
の
情
景
と
そ
こ
に



生
活
す
る
人
々
の
素
朴
な
生
活
を
、
趣
き
深
く
表
現
し
て
い
る
。
オ
ム
ニ
バ
ス
的

な
表
現
手
法
を
用
い
た
作
品
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
短
章
相
互
の
結
び
つ
き

そ
う
し
た
結
び
つ
き
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
各
短
章
の
持

は
緊
密
で
あ
る
が
、

つ
自
律
性
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
冬
の
村
L

の
深
夜
の
情

景
で
あ
り
、
村
中
が
す
で
に
寝
静
ま
っ
て
い
て
、
目
を
覚
ま
し
て
い
る
者
は
だ
れ

一
人
い
な
い
。
月
や
「
用
具
」
だ
け
が
目
覚
め
て
い
て
互
い
に
語
り
合
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、

そ
う
し
た
状
況
そ
の
も
の
を
静
か
に
、

そ
し
て
独
得
の
透
視
力
を
も
っ
て
、
あ
た
か
も
癒
過
す
る
が
如
く
に
見
て
い
る
眼

が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
作
者
の
眼
で
あ
る
。
こ
の
眼
は
第
6
の
章
句
に
「
チ

活
動
写
真
の
や
う
に
う
ご
く
山
の
夜
風
/
私
は
涙
の
赤
い
め
が
ね
を
か

け
た
」
と
い
う
表
現
を
与
え
ら
れ
て
登
場
す
る
が
、
多
く
は
背
後
に
身
を
ひ
そ
めう

ち

て
、
そ
こ
こ
こ
に
移
行
す
る
カ
メ
ラ
ア
イ
の
よ
う
に
、
「
冬
の
村
」
の
家
々
の
内

ぞ
と外

に
視
点
を
移
し
な
が
ら
、
様
々
な
情
景
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
。

カ
チ
カー

の
章
句
に
つ
い
て

全
四
行
か
ら
成
る
こ
の
章
句
の
調
べ
を
み
る
と
、
「
さ
む
い
月
夜
を
」

(
7
音
)

「
村
の
家
々
は
」

(
8
音
)
「
木
綿
の
夢
に
」

(
7
音
)
「
ね
て
ゐ
る
」

(
4
音
)
「
ど

め
ざ
る

の
家
で
も
」

(
6
音
)
「
賓
の
上
や
」

(
5
音
)
「
目
択
に
」

(
4
音
)
「
豆
腐
を
し
ろ

と
い
う
よ
う
に
、

7
音
と
5
音
を

く」

(
7
音
)
「
夜
干
し
し
て
ゐ
る
」

(
7
音
)

基
調
に
し
、
そ
れ
か
ら

1
音
程
度
増
減
す
る
音
数
律
を
配
し
て
、
定
型
律
の
な
め

ら
か
な
リ
ズ
ム
と
破
調
の
リ
ズ
ム
の
均
衡
の
上
に
、
冬
二
詩
に
特
有
の
韻
律
を
つ

く
り
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
調
べ
は
、
主
題
を
的
確
に
形
象
化
す
る
た
め
に
表

現
を
精
錬
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
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中
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て
、
作
為
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
一
種
の

内
在
律
で
あ
る
。

官
頭
の
詩
句
「
さ
む
い
月
夜
し
が
も
た
ら
す
寒
さ
と
月
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
は

そ
の
作
用
を
こ
の
作
品
の
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
及
ぼ
し
て
い
る
。
各
章
句
に
描

か
れ
て
い
る
諸
事
物
、
諸
情
景
は
、
こ
の
「
さ
む
い
月
」
の
光
の
も
と
で
捉
え
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
1
の
章
句
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
村
の
家
々
」
「
木
綿
の
夢
」
「
ね

て
ゐ
る
」
「
貨
の
上
や
目
煎
」
「
豆
腐
」
「
し
ろ
く
」
な
ど
の
詩
句
が
も
た
ら
す
総

て
の
イ
メ
ー
ジ
の
質
を
規
定
す
る
働
き
を
こ
の
「
さ
む
い
月
夜
」
と
い
う
詩
句
は

持
っ
て
い
る
。

持
に
、
「
さ
む
い
」
と
い
う
形
容
調
は
、
形
容
詞
と
し
て
の
本
来
的
な
機
能
を

十
全
に
発
揚
し
て
い
る
。
単
に
気
温
的
な
寒
さ
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
ば
か
り
で

は
な
く
、
と
い
う
よ
り
も
気
温
的
な
寒
さ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
月
の

姿
形
が
鮮
明
に
ゆ
す
ぎ
出
さ
れ
、

そ
の
光
の
澄
明
さ
が
明
瞭
に
描
か
れ
る
と
共
に
、

あ
た
り
を
領
す
る
静
寂
感
が
お
の
ず
か
ら
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し

た
「
さ
む
い
月
夜
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、

そ
の
寒
さ
と
冴
え
冴
え
と
し
た
月
の
光
に

晒
さ
れ
て
、
「
村
の
家
々
」
の
た
た
ず
ま
い
も
、
「
夢
」
の
淡
い
色
合
い
も

(
夢
の

世
界
に
ま
で
月
の
光
は
射
し
込
ん
で
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
)
、
「
ね
て
ゐ

る
」
人
々
の
寝
姿
も
、
「
賓
や
目
煎
」
の
細
か
い
編
目
も
、
「
豆
腐
」
の
冷
た
さ
や

白
さ
も
、
さ
ら
に
は
「
夜
干
し
」
さ
れ
た
豆
腐
が
次
第
に
凍
っ
て
ゆ
く
さ
ま
や
少

し
ず
つ
乾
い
て
ゆ
く
気
配
な
ど
が
、
明
断
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
浮
か
び
上
っ
て

く
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
「
さ
む
い
月
」
の
光
は
、
こ
の
作
品
を
構
成
す
る

す
べ
て
の
章
句
に
明
と
暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

ム

ノ、
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ー
の
章
句
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
村
の
家
々
」
は
月
の
光
を
受
け
て
、
月
の
光

に
照
ら
さ
れ
た
部
分
と
、
光
を
遮
っ
て
臨
調
っ
て
い
る
部
分
と
に
分
け
ら
れ
る
。
月

の
光
が
寒
々
と
し
て
冴
え
か
え
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
光
の
当
た
ら
な

い
部
分
や
、
地
上
に
投
影
さ
れ
た
事
物
の
影
は
色
濃
い
も
の
と
な
る
。
「
賛
や
目

し
る

煎
」
は
月
の
光
を
受
け
て
繊
細
な
編
み
目
を
夜
目
に
も
著
く
浮
き
出
さ
せ
る
と
共

に
、
そ
の
編
目
が
落
と
す
細
や
か
な
影
を
地
上
に
描
く
。
豆
腐
は
こ
と
わ
る
ま
で

も
な
く
白
い
色
を
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
特
に
「
し
ろ
く
」
と
表
現
し
て
い
る
の

は
、
「
さ
む
い
月
夜
」
に
干
さ
れ
、
寒
々
と
し
た
月
の
光
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て

一
層
そ
の
白
さ
が
き
わ
だ
っ
て
見
え
る
さ
ま
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。

月
の
光
を
受
け
た
豆
腐
が
、
「
賛
や
目
煎
L

の
編
み
目
越
し
に
地
上
に
落
と
す

淡
々
し
い
影
も
そ
こ
か
ら
は
感
じ
と
れ
る
。

第
二
行
の
寸
木
綿
の
夢
に
ね
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
だ
け
が
、
こ
の
章
句
に
お

い
て
は
、
家
の
内
部
の
情
景
を
表
現
し
て
い
る
。
家
の
内
部
は
、
外
に
あ
か
ら
さ

ま
に
拡
が
る
「
さ
む
い
月
夜
」
の
様
態
と
の
対
比
に
お
い
て
奥
深
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
が
、

し
か
し
、
決
し
て
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
て
は
い
な
い
。
む
し

ろ
、
外
部
を
照
ら
す
月
の
余
光
は
家
の
内
部
に
ま
で
及
び
、

そ
こ
に
一
種
の
明
る

さ
を
も
た
ら
し
て
さ
え
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
明
る
さ
は
「
木
綿
の
夢
し
の
色

合
い
に
通
い
合
う
性
質
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
木
綿
の
夢
に
ね
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を

表
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
つ
の
解
釈
が
成
り
立
つ
。

一
つ
は
、
木
綿
の
蒲

団
に
く
る
ま
っ
て
寝
て
、

そ
の
蒲
団
の
中
で
夢
を
見
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
「
木
綿
の
夢
」
を
暗
暗
表
現
と
み
て
、
木
綿
の
よ
う
な
素
朴
な
夢

を
見
な
が
ら
寝
て
い
る
、

と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
し
か
し
、
両
方
の

六
四

意
味
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
の

詩
句
が
こ
こ
で
有
効
に
生
き
て
く
る
。
質
実
に
し
て
素
朴
な
人
々
の
性
情
と
、
簡

素
で
実
直
な
暮
ら
し
、
そ
う
し
た
彼
ら
が
、
そ
う
し
た
生
活
の
中
で
み
る
夢
の
人

間
的
な
ぬ
く
み
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
第
二
行
の
表
現
は
、
こ
の
村
の
昼
間
の
情
景
や
、

昼
間
に
お
け
る
人
々
の

生
活
と
労
働
の
有
様
を
想
像
さ
せ
る
。
昼
間
充
分
に
働
い
た
が
ゆ
え
に
も
た
ら
さ

れ
た
健
全
な
休
息
で
あ
り
、
「
木
綿
の
夢
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
昼

と
夜
の
対
比
を
こ
の
詩
句
は
言
外
に
表
現
し
て
い
る
。
村
人
が
「
夢
」
に
見
て
い

る
の
は
、
農
耕
作
業
や
農
作
物
や
天
候
の
こ
と
な
ど
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、

家
族
の
こ
と
や
暮
ら
し
の
こ
と
ど
も
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
「
木
綿
の
夢
」

は
昼
間
の
生
活
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
「
貨
の
上
や
目
煎
に
」
「
夜
干
し
」
さ
れ
て

い
る
「
豆
腐
し
も
ま
た
、
村
人
の
昼
間
の
暮
ら
し
の
延
長
線
上
に
存
在
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
両
者
は
相
似
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
一
行
に
「
ど
の
家
で
も
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
句

は
第
一
行
の

4
刊
の
家
々
」
と
い
う
詩
句
を
共
に
留
意
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

つ
ま
り
、
「
木
綿
の
夢
に
寝
て
ゐ
る
」
の
は
「
村
の
家
」
の
多
く
に
お

い
て
で
も
あ
り
、
「
ど
の
家
」
の
庭
に
も
豆
腐
が
寸
し
ろ
く
夜
干
し
」
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
「
夢
」
の
中
味
や
色
合
い
を
多
様
に
し
、

月
夜
の
も
と
に
ひ
ろ
が
る
村
の
情
景
に
奥
ゆ
き
と
拡
が
り
を
も
た
ら
し
、
清
閑
の

気
を
つ
の
ら
せ
て
い
る
。

2
の
章
句
に
つ
い
て

ー
の
章
句
に
描
か
れ
て
い
た
月
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
傾
き
を
や
や
深
め



な
が
ら
、

そ
の
光
を
こ
の
章
句
の
世
界
に
も
投
げ
か
け
て
い
る
。
音
も
な
く
推
移

と
い
う
詩
句

と
い
う
詩
句
か
ら
、

そ
れ
と
な
く
感
じ
と
れ
る
。
夜
も
深
ま
り
、
月
は
中
天
を
過
ぎ
て
傾
き
、
そ
の
た

す
る
「
時
」
の
気
配
は
、
「
月
が
ふ
か
く
さ
し
こ
ん
で
」
(
第
二
行
)

及
び
寸
む
か
し
が
た
り
を
し
ん
み
り
し
て
ゐ
る
」
(
終
行
)

め
そ
の
光
は
「
庇
の
下
」
に
「
ふ
か
く
さ
し
こ
ん
で
」
い
る
。
こ
の
章
句
は
、

そ

う
し
た
「
時
」
の
推
移
の
背
後
に
あ
っ
て
、
総
て
の
も
の
を
統
べ
て
い
る
見
え
ざ

る
も
の
の
存
在
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
願
目
は
む
し

ろ
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

作
者
の
視
線
は
前
章
句
の
視
点
か
ら
移
行
し
、
村
の
家
の
「
庇
の
下
」
に
注
が

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
積
ま
れ
て
い
る
「
ほ
し
ぐ
さ
や
た
き
ざ
と
か
ら
は
、

そ
れ
ら

の
も
の
に
固
有
の
匂
い
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
農
家
の
生
活
に
伴
う
人
間
的
な
あ
た

た
か
さ
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
「
庇
」
は
、
「
ほ
し
ぐ
さ
や
た
き
ぎ
し
「
臼
や
杵

は
し
ご
」
な
ど
の
「
用
具
L

を
収
納
す
る
こ
と
の
で
き
る
深
さ
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
深
い
庇
の
奥
に
ま
で
月
の
光
は
射
し
込
ん
で
い
る
。
射
し
込
ん
だ
光
が
「
用

具
」
を
照
ら
し
て
い
る
そ
の
有
様
や
、
陰
影
の
濃
淡
の
様
態
を
|
|
そ
れ
ぞ
れ
擬

人
化
し
て
捉
え
た
上
で
|
|
あ
た
か
も
両
者
が
会
話
し
て
い
る
が
如
く
で
あ
る
、

と
一
種
の
暗
喰
的
表
現
を
用
い
て
描
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
月
の
光
の
様
態
が
、

照
ら
す
月
の
側
か
ら
一
方
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
ず
、
照
ら
さ
れ
て
い
る
「
用
具
」

の
側
か
ら
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
用
具
」
た
ち
は
月
の
光
を
た
だ
受

動
的
に
受
け
と
め
る
の
で
は
な
く
、
照
ら
さ
れ
る
側
の
主
体
に
お
い
て
能
動
的
に

受
け
と
め
て
い
る
。

そ
の
さ
ま
が
寸
む
か
し
が
た
り
を
し
ん
み
り
し
て
ゐ
る
」
と

い
う
表
現
で
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
む
か
し
が
た
り
」
云
々
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
月
の
光
の
射
し
込
ん
で
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冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
削
(
村
上
隆
彦
)

い
る
状
態
と
、
「
臼
や
杵
は
し
ご
L

等
が
月
の
光
を
浴
び
て
い
る
そ
の
浴
び
具
合
、

光
の
反
射
と
吸
収
の
度
合
及
び
そ
の
有
様
、
さ
ら
に
は
、
時
の
経
過
と
共
に
推
移

す
る
月
の
光
の
微
妙
な
変
化
と
、
そ
れ
に
つ
れ
て
生
じ
る
陰
影
の
移
り
ゆ
き
、
そ

の
濃
淡
の
変
幻
の
あ
り
さ
ま
、
と
い
っ
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
感
じ
と
れ

る
。
月
が
「
ふ
か
く
さ
し
こ
ん
で
L

い
る
の
は
、
あ
た
か
も
「
む
か
し
が
た
り
」

を
し
た
い
が
た
め
の
よ
う
で
あ
り
、

一
方
、
「
忠
実
な
る
用
具
」
た
ち
は

そ
の

」
と
を
待
ち
望
ん
で
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
「
む
か
し
が
た
り
」
は
「
し
ん
み
り
」
と
行
わ
れ
て
い
る
。
「
し
ん
み

り
」
と
い
う
副
詞
が
伴
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
む
か
し

が
た
り
」
と
い
う
表
現
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
行
の
詩
句
は
、
森
閑

と
し
た
あ
た
り
の
静
け
さ
を
言
い
表
わ
す
上
で
有
効
な
働
き
を
し
て
い
る
。
「
む

か
し
が
た
り
」
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
か
ら
は
ひ
そ
や
か
な
話
し
声

が
聴
き
と
れ
る
(
そ
う
い
っ
た
連
想
を
こ
の
詩
句
は
も
た
ら
す
)

ひ
そ
ひ
そ
と
し
た
話
し
声
は
、

は
ず
で
あ
る
が
、

か
え
っ
て
あ
た
り
の
静
寂
感
を
深
め
る
作
用
を
し

て
い
る
。

第
二
行
の
「
そ
の
家
の
何
十
年
も
の
老
い
た
る
忠
実
な
る
用
具
|
|
臼
や
杵

は
し
ご
と
」
と
い
っ
た
擬
人
化
の
用
法
は
田
中
冬
二
に
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
み
ら
れ
る
叙
述
の
仕
方
、

つ
ま
り
、

そ
の
家
の
|
1
何
十
年
も
の
|
|
老
い

た
る
|
|
忠
実
な
る

l
l
用
具
、

と
い
う
ふ
う
に
修
飾
の
文
節
を
幾
重
に
も
重
ね

て
ゆ
く
表
現
用
法
に
は
独
特
の
も
の
が
あ
る
。
「
信
越
線
軽
井
沢
の
駅
で
、
夏
の

頃
売
っ
て
ゐ
た
う
す
紙
に
つ
つ
ん
だ
青
い
つ
め
た
い
氷
菓
子
に
秋
の
顔
は
あ
っ

た
」
「
し
ろ
い
か
る
い
燈
芯
の
に
ほ
ひ
の
や
う
な
/
三
月
の
夜
よ
」
「
地
中
海
マ

英
国
海
軍
/
水
雷
艇
隊
/
魚
形
水
雷
発
射
慣
習
の
/
水
色
に
淡
紅
色
の

ル
タ
島

六
五
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す
ず
し
さ
う
な
旗
」
な
ど
も
、
こ
れ
に
類
す
る
表
現
で
あ
る
。

さ
て
、
「
月
」
あ
る
い
は
月
の
光
と
「
用
具
」
た
ち
は
、
「
そ
の
家
」
の
歴
史
と

そ
こ
に
住
む
人
々
の
生
活
の
様
子
、
そ
し
て
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
過
ご
し
て
き
た

自
分
た
ち
の
過
ぎ
こ
し
方
を
、
あ
た
か
も
「
木
綿
の
夢
に
ね
て
ゐ
る
」
人
々
に
代

っ
て
語
る
が
如
く
に
語
っ
て
い
る
。
昼
間
は
こ
の
家
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
黙

っ
て
見
つ
づ
け
、
あ
る
い
は
、
家
の
者
の
意
志
に
忠
実
に
従
っ
て
働
い
て
き
た
こ

れ
ら
の
「
用
具
」
た
ち
は
、
人
々
が
寝
静
ま
っ
た
深
夜
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
自

分
の
世
界
と
言
葉
を
取
り
戻
し
た
か
の
知
く
で
あ
る
。
「
そ
の
家
の
伺
十
年
も
の

老
い
た
る
忠
実
な
る
用
具
」
と
い
う
捉
え
方
に
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
「
そ
の

家
」
の
家
族
の
一
員
と
し
て
遇
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
考
え
方
は
、
作
者
の
も
の
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
「
そ
の
家
」
の
人
々
の
も

の
で
も
あ
り
、
「
用
具
」
た
ち
自
身
の
も
の
で
も
あ
る
。
「
そ
の
家
の
何
十
年
も
の

老
い
た
る
忠
実
な
る
」
と
い
う
詩
句
は
、
用
具
の
素
性
、
性
格
を
語
っ
て
い
る
と

共
に
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
暮
ら
し
て
き
た
人
々
の
人
柄
そ
の
も
の
を
も
語
っ
て
い

る
。
用
具
と
人
間
と
は
、
い
つ
し
か
重
な
り
合
い
、
一
体
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

彼
我
そ
れ
ぞ
れ
の
「
老
い
た
る
」
さ
ま
や
、
「
忠
実
な
る
」
性
格
を
如
実
に
表
わ

す
も
の
と
し
て
、
数
々
の
「
用
具
」
類
の
中
か
ら
「
臼
や
杵

は
し
ご
」
が
特
に

選
び
出
さ
れ
た
。

月
の
光
を
受
け
て
「
臼
や
杵
」
が
地
上
に
描
く
ど
っ
し
り
と
し
て
ゆ
る
ぎ
の
な

い
黒
い
影
、
「
は
し
ご
」
が
落
と
す
縞
模
様
に
似
た
影

1
|
そ
れ
ら
の
影
の
輪
廓

が
こ
こ
に
は
鮮
明
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
光
と
影
の
有
様
を
「
む
か
し
が

を
し
ん
み
り
し
て
ゐ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
明
瞭
に
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
も
の
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
そ
の
家
の
何
十
年
」
も
の

ムハ六

歴
史
で
あ
り
、

そ
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
暮
ら
し
ぶ
り
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴

ま
た
、
離
別
な
ど
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

う
哀
歓
で
あ
り
、
様
々
な
出
合
い
で
あ
り
、

に
言
わ
れ
て
い
る
「
む
か
し
が
た
り
」
は
、
「
月
」
や
「
用
具
」
が
、

お
の
れ
ら

の
若
か
り
し
日
を
顧
み
て
語
っ
て
い
る
懐
旧
談
で
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ

う
し
た
一
個
の
懐
旧
の
情
を
越
え
た
、
よ
り
大
き
な
「
時
」
の
流
れ
そ
の
も
の
に

つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
様
々
な
変
容
に
つ
い
て
、
多
く
語
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
章
句
の
「
祖
先
の
か
げ
で
あ
る
」
と
い
う
詩
句
は
、

そ
の
こ
と
を
端
的
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
。

詩
「
故
国
の
莱
」
の
中
で
田
中
冬
二
は
「
味
噌

味
噌

う
す
暗
い
土
蔵
の
中

む
か
し
が
ゐ
る
」
と
う
た
っ
て
い
る
が
、
「
そ
の
家
の
何
十
年
も
の
老
い
た

る
忠
実
な
る
用
具
」
た
ち
は
、
「
祖
先
の
か
げ
で
あ
る
」
「
大
屋
根
」
の
下
に
ひ
っ

桶そ
り
と
ひ
そ
ん
で
い
る
「
む
か
し
」
そ
の
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

3
の
章
句
に
つ
い
て

全
二
行
か
ら
成
る
こ
の
作
品
の
、
第
一
行
の
表
現
は
い
わ
ば
叙
景
的
な
表
現
で

あ
る
。
そ
の
点
で
第
二
行
の
表
現
と
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
叙
景
の

仕
方
は
む
し
ろ
叙
述
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
叙
述
的
表
現
に
は
田
中
冬
二
独

自
の
形
象
化
が
施
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
第
二
行
の
詩
句
と
の
聞
に
、
詩
的
断
絶

の
深
い
溝
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
第
二
行
の
詩
句
を
効
果
的
に
誘

引
す
る
た
め
の
用
意
周
到
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
は
一
言
っ
て
も
、
こ
の
作

品
に
高
質
の
ポ
エ
ジ
イ
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
第
二
行
の
表
現
で
あ
る
。
内
発
す

る
ポ
エ
ジ
イ
が
ゆ
る
ぎ
な
い
形
象
を
伴
っ
て
流
露
し
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
詩
的
表

現
と
し
て
純
度
の
高
い
ポ
エ
ジ
イ
を
結
晶
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
も
の
の
精
髄



を
と
ら
え
た
表
現
で
あ
り
、
「
大
屋
根
」
を
構
え
た
こ
の
家
の
実
在
の
相
を
そ
の

本
質
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
発
的
な
詩
句
が
流
露
す
る
た

せ
ん
こ
う

め
に
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
誘
引
す
る
た
め
の
先
行
の
詩
句
が
的

確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
言
う
ま
で
も
な
く
、
誘
引
作
用
が
十
全
に
行
わ
れ
る

た
め
に
は
、
先
行
の
詩
句
は
そ
れ
自
身
と
し
て
自
律
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
二
行
の
表
現
は
、
第
一
行
の
表
現
を
得
て
流
露
し
、
第
一
行
の
詩
句
は
、
第

二
行
の
表
現
の
反
作
用
を
受
け
て
整
え
ら
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は

内
的
に
統
合
さ
れ
た
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
内
的
に
統
合
さ
れ
た
二
つ
の
詩
句
、

二
つ
の
行
の
聞
に
の
み
、
詩
的
飛
躍
を
誘
発
す
る
詩
的
断
絶
の
深
い
溝
は
掘
ら
れ

得
る
。「

祖
先
の
か
げ
で
あ
る
」
と
い
う
第
二
行
の
詩
句
は
、
第
一
行
に
お
い
て
外
部

か
ら
叙
景
的
に
描
か
れ
た
「
大
屋
根
の
か
げ
」
を
、
内
面
か
ら
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
成
功
し
た
の
は
、
叙
景
的
と
み
え
る
第
一
行

に
於
い
て
「
大
屋
根
の
か
げ
」
の
形
象
化
が
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
凍
っ
た
庭
」
「
く
ろ
く
」
「
は
っ
き
り
と
」
「
大
屋
根
の
か
げ
」
と
い
う
よ
う
に
、

黒
い
色
あ
る
い
は
黒
色
を
暗
示
し
た
り
補
強
し
た
り
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
統
一
さ
れ

た
詩
句
の
連
な
り
は
、
庭
の
土
の
湿
り
を
含
ん
だ
黒
さ
を
あ
り
あ
り
と
描
き
出
し

て
い
る
。
今
は
凍
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
そ
の
庭
は
、
表
面
的
に
は
凍
土
の
つ
め
た

さ
と
固
さ
が
目
立
つ
が
、
そ
の
下
に
は
、
凍
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
湿
り
気
が
あ

り
、
そ
の
水
分
に
よ
っ
て
土
の
黒
ず
み
方
の
度
合
い
は
深
い
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

を
想
像
さ
せ
る
。

そ
う
し
た
庭
に
月
の
光
が
射
し
て
い
る
。
鮮
明
な
光
に
縁
ど
ら
れ
て
、
「
凍
つ

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
倒
(
村
上
隆
彦
)

た
庭
」
に
投
影
さ
れ
た
「
大
屋
根
の
か
げ
」
は
、
「
く
ろ
く
は
っ
き
り
と
」
し
た

も
の
に
な
る
。
こ
の
黒
さ
は
、
月
の
光
を
介
し
て
「
凍
っ
た
庭
」
の
土
が
苧
む
黒

さ
と
融
合
し
、

そ
れ
は
逆
に
、
庭
を
照
ら
す
月
の
光
に
う
る
お
い
を
も
た
ら
す
。

う
る
お
い
を
持
ち
つ
つ
、
こ
の
月
の
光
は
、
冴
え
冴
え
と
澄
み
わ
た
っ
て
い
る
。

「
は
っ
き
り
と
」
と
い
う
表
現
は
、
月
の
光
に
映
し
出
さ
れ
た
「
大
屋
根
の
か

げ
」
の
輪
廓
を
描
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
影
の
持
つ
黒
さ
の
性
質
を
も
暗

示
し
、
さ
ら
に
は
、
凍
土
の
固
さ
や
冷
た
さ
、
あ
た
り
一
面
に
ひ
ろ
が
る
夜
の
深

さ
や
寒
気
、
空
気
の
透
明
さ
な
ど
を
も
言
外
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
は
静
ま
り
か
え
っ
た
深
夜
の
無
音
の
気
配
が
感
じ
と
れ
る
が
、
静
け
さ
の

き
わ
ま
る
と
こ
ろ
、
月
の
運
行
に
伴
う
音
と
も
言
え
な
い
か
す
か
な
音
さ
え
聴
こ

え
て
く
る
よ
う
な
錯
覚
に
み
ま
わ
れ
る
。
月
の
運
行
に
つ
れ
て
「
か
げ
」
も
ほ
と

ん
ど
眼
に
み
え
ぬ
仕
方
で
、

し
か
し
ひ
っ
そ
り
と
動
い
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る

そ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
も
の
を
表
現
し
た
第
一
行
の
詩
句
が
完
結
し
た
あ
と
、

一
拍
聞
を
置
い
て
、
「
祖
先
の
か
げ
で
あ
る
」
と
い
う
第
二
行
の
詩
句
が
展
開
す

る
。
こ
の
第
二
行
の
表
現
を
得
て
、
「
大
屋
根
の
か
げ
」
の
奥
ゆ
き
も
、

そ
の
黒

さ
も
、
質
的
な
変
化
を
遂
げ
る
。
第
一
行
に
表
現
さ
れ
た
段
階
で
は
、

い
か
に
多

く
の
こ
と
が
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
と
、

そ
れ
は
、
月
の
光
に
よ
っ
て
外
面

的
に
描
か
れ
た
形
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
同
じ
「
か
げ
」
を
「
祖
先
の
か
げ
で
あ

る
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
、

に
わ
か
に
内
面
的
な
実
質
を
備
え

た
も
の
に
変
質
し
た
。
「
く
ろ
く
」
と
い
う
詩
句
も
、
「
は
っ
き
り
と
」
と
い
う
詩

句
も
、
単
な
る
色
彩
上
の
黒
さ
や
、
外
面
的
な
輪
廓
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、

「
大
屋
根
」
を
構
え
た
家
の
幾
世
代
に
も
わ
た
る
歴
史
を
、
奥
深
く
表
現
す
る
も

七



文
学
部
論
集
第
八
十
一
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)

の
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
「
大
屋
根
の
か
げ
」
の
外
面
的
な
姿
形
に
代
っ
て

そ
れ
を
「
く
ろ

く
は
っ
き
り
と
」
し
た
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
実
質
|
|
連
綿
と
し
て
続
い
て
き

そ
し
て
、
そ
の
家
を
通
過
し
て
い
つ

た
「
祖
先
」
た
ち
の
生
き
死
に
の
歴
史
が
、

た
時
間
ま
で
も
が
、
眼
に
見
え
る
よ
う
に
、
月
の
光
の
中
に
明
瞭
に
浮
か
び
あ
が

っ
て
き
た
。

4
の
章
句
に
つ
い
て

こ
こ
で
作
者
の
視
線
は
家
の
内
部
に
む
か
う
。
あ
た
か
も
屋
外
の
月
の
光
の
明

る
さ
に
慣
れ
た
眼
に
、
家
屋
の
内
部
が
暗
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
世

界
を
領
し
て
い
る
も
の
は
、
閣
の
暗
さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
黒
色
を
基
調
と
し
て
全

か
ま
ど

体
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
火
を
お
と
し
た
竃
の
口
」
「
黒
猫
」
「
煤
け
た
戸
棚
」
「
真

暗
な
す
み
」
な
ど
の
詩
句
は
、
端
的
に
そ
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
「
お
そ

く
し
「
障
っ
て
ゐ
る
」
「
夜
食
」
と
い
う
詩
句
さ
え
も
が
、
こ
の
作
品
の
中
に
こ
の

よ
う
な
姿
で
置
か
れ
る
と
、
な
に
が
な
し
黒
色
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
も
の
に
感

じ
ら
れ
る
。

作
品
世
界
の
全
体
を
お
お
う
暗
い
閣
の
中
に
、

ほ
の
か
な
「
火
」
の
色
と
、

「
煮
魚
」
の
青
い
色
調
が
点
績
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
色
は
し
か
し
、
閣
の
暗

色
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
閣
の
暗
さ

と
奥
ゆ
き
を
つ
の
ら
せ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
お
そ
く
火
を
お
と
し

た
」
と
い
う
詩
句
に
即
し
て
言
え
ば
、
寸
火
を
お
と
し
た
」
と
表
現
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
落
と
さ
れ
る
以
前
に
そ
こ
に
在
っ
た
火
の
、

ほ
の
か
な
色
合
い
と
ぬ
く

み
を
、
読
み
手
の
脳
裡
に
あ
り
あ
り
と
思
い
描
か
せ
る
。
そ
れ
は
聞
の
中
か
ら
残

」
¥
守

L

↑，ノ

F
ノ

像
と
し
て
浮
か
び
上
が
り
、
閣
の
侵
蝕
作
用
を
受
け
て
独
特
の
色
調
を
か
も
し
出

す
。
そ
の
残
像
は
、
今
度
は
逆
に
聞
に
働
き
か
け
て
、
闇
の
暗
さ
と
奥
ゆ
き
を
一

層
深
い
も
の
と
し
て
描
き
出
す
。
火
が
落
と
さ
れ
た
あ
と
も
し
ば
し
読
み
手
の
識

聞
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
残
像
は
、
や
が
て
夜
の
深
ま
り
に
つ
れ
て
、
閣
の
中
に
音

も
な
く
消
え
て
ゆ
く
。
火
の
色
と
聞
の
暗
さ
が
も
た
ら
す
相
乗
作
用
の
効
果
が
こ

」
に
は
み
ら
れ
る
。

「
火
を
お
と
し
た
」
そ
の
時
刻
は
、

「
竃
の
口
に
は
/
黒
猫
が
障
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
そ

つ
い
最
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が

こ
に
は
火
の
余
熱
が
ま
だ
か
す
か
に
残
っ
て
い
る
。
黒
猫
は
そ
こ
に
身
を
寄
せ
て

暖
を
と
っ
て
い
る
。
家
の
者
た
ち
が
先
程
ま
で
夜
な
べ
仕
事
か
な
に
か
を
し
て
起

そ
し
て
今
し
が
た
立
ち
去
っ
て
い
っ
た
、
そ
の
気
配
や
、
ひ
そ

き
て
い
た
こ
と
、

か
な
立
居
振
舞
の
有
様
な
ど
も
お
の
ず
か
ら
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
気
配
の
鎮

ま
っ
た
後
の
静
寂
の
深
さ
が
、
作
品
世
界
の
隅
々
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
障

っ
て
い
る
黒
猫
の
存
在
は
、
あ
た
り
を
領
す
る
静
け
さ
や
、
つ
の
っ
て
い
く
寒
気

ゃ
、
更
け
ゆ
く
夜
の
様
相
を
印
象
深
く
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
猫
は
黒
猫
で
あ
る

そ
の
姿
は
、
一
見
聞
に
ま
ぎ
れ
て
判
断
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

ゆ
え
に
、

わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
は
、
閣
の
中
に
、
夜
の
そ
れ
と
は
異
る
黒
さ
を
持
っ
た
猫
の

存
在
を
見
定
め
る
。
そ
の
猫
は
、
た
ぶ
ん
眼
を
閉
じ
、
耳
を
澄
ま
し
て
あ
た
り
の

気
配
に
神
経
を
注
ぎ
な
が
ら
、
猫
特
有
の
姿
勢
で
障
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
時
々
眼
を
聞
き
、

や
が
て
ま
た
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
眼
を
閉
じ
、
物
憂
そ

う
に
そ
こ
に
障
り
つ
づ
け
る
。
開
い
た
時
そ
の
眼
は
、
閣
の
中
で
、
「
煮
魚
が
青

く
ひ
か
つ
て
ゐ
る
」
よ
う
な
色
で
ひ
か
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
猫
は
、

「
そ
の
家
の
何
十
年
も
の
老
い
た
る
忠
実
な
る
用
具
」
と
同
じ
よ
う
な
存
在
な
の



だ
ろ
う
。
あ
た
か
も
こ
の
家
の
主
の
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し

す
る
冬
の
村
L

の
全
章
句
の
中
で
、
あ
か
ら
さ
ま
な
か
た
ち
で
登
場
す
る
唯
一
の

生
き
物
で
あ
り
、
体
温
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
猫
は
、
こ
の
作

品
に
ほ
の
か
な
ぬ
く
も
り
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

次
の
第
三
行
に
至
っ
て
、
作
者
の
視
線
は
わ
ず
か
に
移
動
す
る
。
移
動
し
な
が

ら
捉
え
た
諸
々
の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
「
煤
け
た
戸
棚
」
と
「
夜
食
の
の
こ
り
の

煮
魚
」
が
選
び
出
さ
れ
る
。
「
煤
け
た
戸
棚
」
の
輪
廓
や
煤
け
具
合
は
、
前
行
の

「
黒
猫
し
の
存
在
と
同
じ
く
、
聞
の
中
で
は
明
瞭
に
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
程
度
で
あ
る
に
せ
よ
そ
れ
が
判
別
で
き
る
の
は
、
第
1
の

章
句
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
章
句
に
一
貫
し
て
描
か
れ
て
い
る
月
の
光
の
も
た
ら
す
明

る
さ
に
よ
っ
て
い
る
。
「
戸
棚
の
真
暗
な
す
み
し
の
寸
真
暗
」
さ
も
「
す
み
」
の

す
べ
て
が
月
の
余
光
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
月
の
光

陰
影
も
、

の
も
た
ら
す
灰
明
る
さ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
戸
棚
の
隅
の
暗
さ
は
独
得
の
色
合

い
を
帯
び
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
隅
の
暗
さ
は
、
「
煮
魚
」
の
青
い
光
り
ょ
う
を
、

と
り
わ
け
そ
の
青
さ
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
。
「
煤
け
た
戸
棚
の
:
:
:
す
み
」
か

ら
は
、
こ
と
さ
ら
に
「
真
暗
な
」
と
い
う
言
葉
を
重
ね
な
く
て
も
、
そ
こ
を
領
し

て
い
る
暗
さ
が
充
分
に
感
じ
と
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
真
暗

な
」
と
い
う
言
葉
を
こ
こ
に
重
ね
、
「
夜
食
の
の
こ
り
の
」
と
い
う
言
葉
を
重
ね

て
い
る
の
は
、
「
煮
魚
が
青
く
ひ
か
つ
て
ゐ
る
」
そ
の
光
り
具
合
と
、
独
得
の
青

さ
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。

「
青
く
ひ
か
つ
て
ゐ
る
」
煮
魚
は
「
夜
食
の
の
こ
り
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
単
に

「
夜
食
の
煮
魚
」
と
せ
ず
に
「
の
こ
り
の
:
:
:
」
と
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
透
徹

つ
ま
り
、
「
夜
食
の
の
こ
り
の
」

し
た
冬
二
独
自
の
眼
と
感
性
が
感
じ
と
れ
る
。

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
附
(
村
上
隆
彦
)

と
い
う
表
現
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
煮
魚
」
は
、

わ
び
し
い
イ

メ
l
ジ
を
伴
っ
た
も
の
と
な
り
、

一
種
の
寂
粛
す
感
を
あ
た
り
に
た
だ
よ
わ
せ
、

寒
々
と
し
た
冬
の
夜
の
気
配
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
賦
与
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が

焼
魚
で
は
な
く
「
煮
魚
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
煮
こ
ご
り
の
中
で
「
青
く
ひ

か
つ
て
ゐ
る
し
魚
に
、
独
特
の
色
調
と
光
沢
と
陰
影
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
の
作
用
を
、
こ
の
章
句
の
詩
的
世
界

に
ぎ
か
な

全
体
に
及
ぼ
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
夜
食
の
の
こ
り
の
煮
魚
が
青
く
ひ
か
つ
て
ゐ

そ
の
独
特
の
色
調
と
光
沢
と
陰
影
は
、

る
」
と
い
う
最
終
行
の
詩
句
を
読
み
終
え
た
後
、
読
み
手
は
、
こ
の
一
行
の
表
現

と
そ
の
表
現
が
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
を
軸
に
し
て
、
改
め
て
そ
れ
以
前
の
詩
句
を

よ
み
が
え
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
諸
事
物
と
、
そ
の
諸
事
物
が

伴
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
再
確
認
す
る
。
そ
の
再
確
認
は
最
終
行
の
詩
句
を
通

し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
こ
に
は
変
質
作
用
が
随
伴
す
る
。

そ
う
し
た
変
質
作
用
を
作
品
世
界
に
も
た
ら
し
つ
つ
、

し
か
も
そ
れ
ら
を
寡
黙

の
う
ち
に
行
い
な
が
ら
、
こ
の
最
終
行
は
、

き
わ
だ
っ
た
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。

5
の
章
句
に
つ
い
て

こ
こ
で
作
者
の
眼
は
再
び
家
の
外
に
む
か
う
。
こ
の
章
句
に
描
か
れ
た
情
景
は
、

あ
た
か
も
光
悦
の
蒔
絵
の
世
界
に
通
ず
る
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。
繊
細
優
美
な
月

の
夜
の
光
景
が
細
や
か
に
微
妙
に
描
か
れ
、
実
際
は
枯
れ
枯
れ
の
情
景
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
し
か
、
渋
く
し
て
艶
な
る
澄
明
な
世
界
が
そ
こ
に
現
出
し

て
い
る
。

「
と
な
り
の
家
の
竹
薮
に
風
が
下
り
」
る
以
前
か
ら
、
月
の
光
は
、
「
竹
薮
」

六
九
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そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
影
を
地
上
に
静

い
わ
ば
静
の
世
界
が
拡
が
っ
て
い
た
。
「
風
が
下
り
」
る
こ

そ
の
静
の
世
界
は
「
す
こ
し
う
ご
く
」
。
静
と
動
の
微
妙
な
変
容
、

そ
の
動
き
が
も
た
ら
す
玄
妙
な
風
情
が
、
無
言
の
う
ち
に
語
ら
れ
る
が
知
く
語
ら

を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
照
ら
し
、

か
に
映
し
て
い
た
。

と
に
よ
っ
て
、

れ
て
い
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
と
な
り
の
家
」
も
、
今
迄
の
章
句
に
描
か
れ
て
い
た

家
と
同
じ
趣
き
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
家
の
影
は
、
あ
か
ら
さ
ま

に
は
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
凍
っ
た
庭
に
く
ろ
く
は
っ
き
り
と
大

屋
根
の
か
げ
」
が
落
ち
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、
読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
。
そ
の

影
は
「
風
が
下
り
て
」
も
動
か
な
い
。
竹
薮
だ
け
が
、
風
に
敏
感
に
感
応
し
て

「
す
こ
し
う
ご
く
」
。
こ
こ
に
も
静
と
動
の
対
比
が
あ
る
。

「
風
が
下
り
て
」
|
|
こ
の
「
下
り
て
」
と
い
う
表
現
は
微
妙
で
複
雑
な
表
現

で
あ
る
。
そ
れ
は
風
の
吹
く
方
向
と
風
速
の
度
合
い
を
表
わ
し
て
い
る
。
風
は
、

横
か
ら
吹
く
の
で
も
斜
め
に
吹
く
の
で
も
な
く
、
上
か
ら
下
に
む
か
つ
て
、
「
下

り
て
」
と
表
現
さ
れ
る
程
度
の
吹
き
ょ
う
で
吹
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
竹
薮
は

上
下
に
連
動
す
る
。
し
な
や
か
に
首
を
垂
れ
、
身
を
伏
せ
る
よ
う
に
し
て
動
く
。

そ
こ
で
、
そ
の
影
、
が
「
波
の
や
う
に
」
地
上
を
「
は
し
る
」

O

「
波
の
や
う
に
は

し
」
り
な
が
ら
、

そ
こ
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
音
が
感
じ
と
れ
な
い
。
無
音
の
映
像
を

見
る
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
風
が
下
り
て
」
と
い
う
表
現
と
、
「
し
づ

か
な
月
夜
」
と
い
う
詩
句
が
も
た
ら
す
効
能
で
あ
る
。

第
二
行
の
「
し
づ
か
な
月
夜
が
す
こ
し
う
ご
く
」
と
い
う
表
現
は
、
冬
二
特
有

し
か
し
秀
逸
な
表
現
で
あ
る
。
「
す
こ
し
う
ご
」
い
た
の
は
、

の
意
表
を
つ
い
た
、

実
際
に
は
竹
薮
で
あ
り
そ
の
影
で
あ
る
。
「
と
な
り
の
家
」
の
屋
根
に
も
竹
薮
に

七
O 

も
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
上
に
月
の
光
は
注
い
で
い
る
。
「
風
が
下
り
」
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
す
こ
し
う
ザ
ど
い
た
の
は
、
竹
薮
と
、
竹
薮
の
影
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
の
他
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
動
か
な
い
。
他
の
も
の
が
不
動
で
あ
る
状
況
の

そ
の
わ
ず
か
な
動
き
に
よ
っ
て
、
今

中
で
の
竹
薮
と
そ
の
影
の
わ
ず
か
な
動
き
、

迄
動
く
も
の
も
な
く
「
し
づ
か
」
で
あ
っ
た
「
月
夜
」
が
「
す
こ
し
う
ご
」
い
た

よ
う
に
見
え
た

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

風
と
、
竹
薮
の
微
妙
な
動
き
に
摘
さ
れ
て
、
月
の
光
も
、
空
気
も
、
寒
気
も

静
寂
感
も
冴
え
わ
た
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
「
凍
っ
た
地
上
を

竹
の
か
げ
が
波
の
や
う
に
は
し
る
」
。
こ
の
「
波
の
や
う
に
は
し
る
L

と
い
う
詩

句
が
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
は
、
第
一
行
の
「
竹
薮
」
と
い
う
詩
句
に
よ
っ
て
規
制

わ
ず
か
数
本
の
竹
で
は
な
く
、
「
竹
薮
」
で
あ
り
、
そ

さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

こ
に
「
風
が
下
り
」
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
連
動
し
、
影
の
動
き
が
あ
た
か
も

「
波
」
が
走
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
群
生
す
る
竹
と
竹
の
聞
に
は
間
隙
が

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
風
が
下
り
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
竹
は
僅

少
で
は
あ
る
が
或
る
時
間
差
を
置
い
て
間
歌
的
に
、
そ
の
位
置
や
姿
形
に
即
し
て

多
様
で
微
妙
な
動
き
を
み
せ
る
。
そ
の
竹
の
影
が
地
上
に
映
る
。
小
刻
み
に
、
細

や
か
に
、
音
も
な
く
連
動
す
る
そ
の
「
か
げ
」
の
あ
り
さ
ま
を
「
波
の
や
う
に
は

し
る
」
と
表
現
し
た
。

そ
の
「
か
げ
」
の
動
き
は
、
「
凍
っ
た
地
上
」
と
い
う
詩
句
が
も
た
ら
す
固
く

冷
た
い
イ
メ
ー
ジ
に
補
強
さ
れ
て
、
そ
の
繊
細
さ
と
微
妙
さ
と
優
美
さ
を
一
層
き

わ
だ
た
せ
て
い
る
。
す
べ
る
よ
う
に
走
る
「
か
げ
」
の
律
動
は
、
冴
え
わ
た
っ
た

月
の
光
の
中
で
、
匂
い
た
つ
よ
う
な
高
貴
な
気
品
を
た
た
え
て
い
る
。
光
悦
の
蒔

絵
や
、
「
春
日
山
蒔
絵
硯
箱
」
(
東
京
根
津
美
術
館
)

に
描
か
れ
た
世
界
が
備
え
て



い
る
香
り
高
さ
や
、
「
海
賦
蒔
絵
袈
裟
箱
」
(
京
都
教
王
護
国
寺
)

る
小
波
の
優
美
さ
を
思
わ
せ
る
。

に
描
か
れ
て
い

6
の
章
句
に
つ
い
て

」
の
章
句
に
つ
い
て
阪
本
越
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

山
の
冷
た
い
夜
風
が
、

田
舎
回
り
の
活
動
写
真
の
よ
う
に
チ
カ
チ
カ
と
眼
を

を刺
得激
てし
いた
る§こ
。と

を
面
白

比
輸
し
た
も
の
で

一
種
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現

「
チ
カ
チ
カ
活
動
写
真
の
や
う
に
う
ご
く
山
の
夜
風
」
と
い
う
詩
句
を
文
字
通

り
に
解
釈
す
れ
ば
、
「
う
ご
く
」
の
は
、
阪
本
氏
の
言
う
よ
う
に
「
山
の
夜
風
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
活
動
写
真
の
よ
う
に
ぎ
こ
ち
な
く
、
断
続
的
に
吹

い
た
り
止
ん
だ
り
す
る
風
の
吹
き
ょ
う
を
描
い
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
に
は
、
山
の
夜
風
に
吹
か
れ
て
あ
た
り
の
風
景
が
動
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
が
、
「
吹
く
」
と
せ
ず
に
「
う
ご
く
」
と
表
現
し
、
こ
の
「
う
ご

く
」
と
い
う
詩
句
と
の
関
連
に
お
い
て
、
夜
風
が
断
続
的
に
吹
き
な
が
ら
草
や
木

や
そ
の
他
の
も
の
を
動
か
し
て
い
る
様
子
を
、
「
チ
カ
チ
カ
活
動
写
真
の
や
う

に
」
と
い
う
比
輸
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
章
句
の
「
し
づ
か
な
月

夜
が
す
こ
し
う
ご
く
」
と
い
う
詩
句
の
場
合
と
同
工
異
曲
の
も
の
で
あ
る
。

「
活
動
写
真
の
や
う
に
」
と
い
う
比
轍
的
表
現
は
、
第
二
行
の
「
私
は
涙
の
赤

い
め
が
ね
を
か
け
た
」
と
い
う
詩
句
と
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
冷
た
い
山
の

夜
風
が
目
に
し
み
て
一
課
が
出
る
。
そ
の
涙
を
ぬ
ぐ
い
つ
づ
り
て
い
る
う
ち
に
、

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
刷
(
村
上
隆
彦
)

つ
し
か
目
の
ま
わ
り
が
赤
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、

な
ん
と
な
く
瞳
も
充

血
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、

そ
う
し
た
状
態
を
、
童
心
に
か
え
っ
た
思
い
で

「
涙
の
赤
い
め
が
ね
を
か
け
た
L

と
表
現
し
た
。
冒
頭
の
「
チ
カ
チ
カ
」
と
い
う

表
現
も
、
夜
風
が
し
み
て
目
が
チ
カ
チ
カ
と
し
、
か
す
か
に
痛
む
状
態
を
表
わ
し
、

そ
れ
と
共
に
、
に
じ
ん
だ
涙
に
よ
っ
て
風
景
が
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
見
え
る

l
i
そ

れ
は
あ
た
か
も
「
活
動
写
真
」
の
中
の
古
風
な
、

そ
し
て
と
ぎ
れ
や
す
い
風
景
の

よ
う
に
見
え
る
、

そ
う
し
た
事
柄
を
も
叙
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
た
り

の
風
景
が

ひ
と
続
き
の
滑
ら
か
さ
で
展
望
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
風
の
作
用
で

い
わ
ば
断
絶
的
に
眺
望
さ
れ
る
、

そ
う
し
た
見
え
方
を
「
チ
カ
チ
カ
:
:
:
動
く
」

そ
れ
に
見
合
う
も
の
と
し
て
「
活
動
写
真
」
と
い
う
古
風
な
イ
メ
ー

ジ
と
、
ぎ
こ
ち
な
い
動
き
を
連
想
さ
せ
る
詩
句
を
用
い
、
以
て
、
村
の
素
朴
な
情

景
を
具
象
的
に
表
現
し
て
い
る
。

と
表
現
し
、

こ
の
章
句
は
、

し
か
し
、
あ
か
ら
さ
ま
に
「
私
」
が
顔
を
出
し
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
全
章
句
の
中
で
い
さ
さ
か
異
質
の
要
素
を
持
っ
て
お
り
、
構
成
の
上
か

ら
み
る
と
、
不
安
定
な
感
じ
を
与
え
て
い
る
。

7
の
章
句
に
つ
い
て

「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
冬
の
村
」
と
い
う
総
題
を
も
っ
こ
の
作
品
世
界
を
、

最
終
的
に
締
め
く
く
る
章
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
的
世
界
が
こ
こ

に
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。

し〉

「
な
に
も
か
も
寒
い
」
と
総
括
的
に
表
現
さ
れ
た
そ
の
「
な
に
も
か
も
」
の
中

に
は
、
第
ー
か
ら
第
6
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
句
に
描
か
れ
て
い
た
総
て
の
事
柄
が
含

ま
れ
て
い
る
。
「
冬
の
夜
の
村
」
の
寒
々
と
し
た
風
情
を
一
層
強
調
す
る
た
め
か

七
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の
よ
う
に
、
「
あ
た
た
か
い
」
「
人
情
」
が
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
た
た
か
い
も
の
と
い
っ
て
は
:
:
:
ば
か
り
で
あ
る
し
と
い
う
限
定
的
な
表

現
を
用
い
て
、
「
あ
た
た
か
い
も
の
し
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
、

む
し
ろ
唯
一
つ

し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
唯
一
つ
の
あ
た
た
か
さ

は
、
「
な
に
も
か
も
寒
い
」
こ
の
「
冬
の
村
」
の
万
象
の
中
に
あ
っ
て
ひ
と
き
わ

き
わ
だ
っ
た
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
「
:
:
:
と
い
っ
て
は
」
と
い
う
表
現
は
、

寸
あ
た
た
か
い
も
の
」
の
「
あ
た
た
か
」
さ
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
。
寸
み
か
ん

の
に
ほ
ひ
の
や
う
な
」
と
い
う
比
喰
的
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

こ
の
「
人
情
」
は
色
調
的
に
も
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
き
わ
だ
ち
は
、

「
寒
い
」
「
な
に
も
か
も
」
の
上
に
か
か
わ
り
を
及
ぼ
し
、
「
寒
い
」
ま
ま
で
し
か

し
そ
の
寒
さ
を
人
間
的
な
も
の
に
変
質
さ
せ
る
作
用
を
な
し
て
い
る
。

さ
き
ほ
ど
ふ
れ
た
「
:
:
:
ば
か
り
」
に
は
、
限
定
的
な
意
味
の
他
に
、

と
い
〉
つ

よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
限
定
的
な
表
現
を
通
し
て
、
真
の
あ
た
た
か
さ
を
も

つ
も
の
は
人
情
ば
か
り
で
あ
り
、
あ
た
た
か
さ
に
お
い
て
そ
れ
に
勝
る
も
の
は
他

と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い

に
な
い
、

そ
し
て
そ
れ
が
あ
れ
ば
充
分
で
あ
る
、

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
「
人
情
」
は
、

義
理
と
人
情
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
狭
義
の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
的
感
情
全
般
を

広
く
指
し
て
い
る
。

自
然
の
環
境
が
も
た
ら
す
寒
さ
は
、
「
凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
」
に
適
し
た
程

の
も
の
と
し
て
、
こ
の
村
に
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
各
章
句
に
描
か
れ
た

「
な
に
も
か
も
寒
い
冬
の
夜
の
村
L

の
風
物
、
風
情
を
、
か
く
の
如
き
も
の
た
ら

そ
の
よ
う
な
寒
さ
に
対
処
し
、
そ
れ
を
利
用
し
、
生
活
の

し
め
て
い
る
も
の
は
、

中
に
組
み
入
れ
た
人
聞
の
生
活
上
の
知
恵
で
あ
り
、
適
応
性
で
あ
り
柔
軟
性
で
あ

七

り
、
長
い
間
に
培
わ
れ
た
慣
習
性
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
切
を
含
め
て
こ
こ
で

「
人
情
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
人
情
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
自
然
の
寒

さ
を
鴻
過
し
て
人
聞
に
と
っ
て
の
寒
さ
に
、

つ
ま
り
人
間
生
活
に
か
か
わ
る
寒
さ

に
変
質
さ
せ
て
い
る
。
寒
さ
は
人
間
感
情
に
よ
っ
て
内
か
ら
支
え
ら
れ
、
こ
の
作

品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
様
々
な
情
景
を
現
出
さ
せ
た
。
「
人
情
」
を
こ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
捉
え
て
表
現
し
た
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
田
中
冬
二
自
身
の
人
情

で
あ
る
。

村
の
人
た
ち
が
持
つ
そ
の
「
人
情
」
は
、
今
の
場
合
、
「
み
か
ん
の
に
ほ
ひ
の

や
う
な
」
と
い
う
独
特
の
直
輸
表
現
を
用
い
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現

を
得
て
、
本
来
不
可
視
的
な
存
在
で
あ
り
、
抽
象
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
「
人

情
」
は
可
視
的
な
姿
形
と
色
合
い
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
「
み
か

ん
の
に
ほ
ひ
の
や
う
な
人
情
」
と
い
う
直
喰
表
現
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
わ
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
よ
そ
三
つ
の
事
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
直
喰
表
現

を
字
句
通
り
に
受
け
と
っ
て
、
寸
み
か
ん
」
の
色
の
よ
う
な
「
あ
た
た
か
」
さ
と
、

そ
の
「
に
ほ
ひ
の
や
う
な
」
ほ
の
か
な
、

し
か
し
ど
こ
か
に
酸
っ
ぱ
き
ゃ
ほ
ろ
苦

さ
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
人
情
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
み
か

ん
」
の
色
と
そ
の
「
に
ほ
ひ
」
は
、
「
人
情
L

の
質
や
内
実
に
直
接
結
び
つ
け
ら

つ
い
先
ほ
ど
ま
で
家
族
た
ち
は
「
み
か

ん
」
を
食
べ
た
り
し
な
が
ら
、
夜
な
べ
仕
事
を
し
て
い
た
か
団
繁
に
興
じ
て
い
た
。

れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

二
つ
め
は
、

今
は
す
べ
て
の
者
が
寝
に
つ
い
た
が
、
「
み
か
ん
の
に
ほ
ひ
」
は
残
り
香
と
な
っ

て
、
今
ま
で
そ
こ
に
あ
っ
た
「
あ
た
た
か
い
人
情
」
の
よ
う
に
「
部
屋
の
な
か
に

こ
も
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
寸
み
か
ん
L

及
び
そ
の

「
に
ほ
ひ
」
は
直
接
的
な
直
輸
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、



ま
ず
初
め
に
部
屋
の
中
に
現
実
に
存
在
し
た
橋
柑
の
形
や
色
つ
や
或
い
は
匂
い
を

視
覚
的
、
嘆
覚
的
に
捉
え
、
そ
れ
を
想
像
の
手
が
か
り
と
し
て
、
「
み
か
ん
の
に

ほ
ひ
」
が
部
屋
の
中
に
「
こ
も
っ
て
ゐ
る
L

原
因
を
つ
く
っ
た
家
族
た
ち
の
集
合

の
情
景
を
推
測
さ
せ
、
人
々
の
「
人
情
」
と
「
み
か
ん
の
に
ほ
ひ
」
の
類
似
性
を

指
摘
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
「
人
情
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
「
家
の
中
に
こ
も
っ
て
ゐ
る

一
種
象
徴
的
な

み
か
ん
の
に
ほ
ひ
」
は

性
格
を
帯
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
こ
も
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
に
留
意
し
て
み
た
い
。
「
こ
も
っ

て
」
と
い
う
詩
句
は
、
戸
障
子
が
部
屋
を
外
部
か
ら
遮
蔽
し
、
し
た
が
っ
て
部
屋

の
内
部
に
は
、
「
な
に
も
か
も
寒
い
」
外
界
と
は
異
な
る
温
度
が
保
た
れ
て
い
る

そ
れ
は
「
人
情
」
の
「
あ
た
た
か
」
さ
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る

そ
う
し
た

状
態
の
部
匡
に
「
み
か
ん
の
に
ほ
ひ
」
が
拡
散
す
る
こ
と
な
く
、

も
と
の
濃
さ
の

ま
ま
寸
こ
も
っ
て
ゐ
る
」
わ
け
で
あ
る
。
部
屋
の
中
の
ぬ
く
み
に
よ
っ
て
、
「
み

か
ん
の
に
ほ
ひ
」
も
色
合
い
も
一
層
つ
の
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ぬ
く
み

や
「
に
ほ
ひ
」
は
、
三
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
人
の
心
の
内
に
「
こ
も
っ
て
ゐ
る
」

「
人
情
」
の
あ
り
ょ
う
を
も
併
せ
て
表
現
し
て
い
る
。
な
お
、
「
こ
も
っ
て
ゐ

る
」
の
「
ゐ
る
」
は
、
槽
柑
等
を
食
べ
な
が
ら
そ
の
部
屋
に
い
た
家
族
た
ち
が

そ
こ
か
ら
立
ち
去
っ
て
聞
も
な
い
こ
と
を

つ
ま
り
時
間
的
経
過
に
つ
い
て
も

そ
れ
と
な
く
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

三
つ
め
は
、
今
も
家
の
人
々
は
起
き
て
夜
な
べ
か
な
に
か
を
し
て
い
る
、
そ
し

て
彼
ら
が
食
べ
る
槽
柑
の
匂
い
が
「
家
の
中
に
こ
も
っ
て
ゐ
」
て
、

そ
れ
は
あ
た

か
も
彼
ら
の
「
人
情
」
を
表
わ
す
か
の
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
阪

本
越
郎
氏
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
附
(
村
上
隆
彦
)

作
者
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
、
信
州
の
諏
訪
地
方
で
も
、
こ
の
よ
う
に
寒
天
や

凍
豆
腐
を
夜
干
し
す
る
が
、
こ
の
詩
は
栃
木
県
下
の
栃
木
在
の
冬
の
夜
話
か

情ら
」 ヒ
カま ン
そト
のを
こ得
とた
を も
語 の
つだ
てと
しユ し〉

るさう

7
の
「
み
か
ん
の
に
ほ
ひ
の
や
う
な
人

「
冬
の
夜
話
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
だ
と
い
う
」
と
い
う
作
品
発
想
の
実
情

に
沿
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
人
々
は
現
に
起
き
て
「
夜
話
」
を
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
「
家
の
中
に
こ
も
っ
て
ゐ
る
し
と
い
う
そ
の
「
家
の

中

は

ど
こ
か
の
部
屋
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
場
所
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
家
の
中
全
体
を
広
く
指
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

阪
本
氏
が
伝
え
て
い
る
「
作
者
の
こ
と
ば
」
は
、

し
か
し
、
作
品
製
作
の
動
機

に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
作
品
世
界
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
作
品
世
界
は

言
う
ま
で
も
な
く
客
観
的
に
存
在
す
る
。
連
作
的
な
性
格
を
も
っ
こ
の
作
品
の
第

ー
か
ら
第
6
の
章
句
に
描
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
情
景
、
特
に
第
l
章
句
の
「
さ
む

い
月
夜
を
村
の
家
々
は
/
木
綿
の
夢
に
ね
て
ゐ
る
」
あ
る
い
は
第
4
章
句
の
「
お

か

ま

ど

う

ず

く

ま

そ
く
火
を
お
と
し
た
竃
の
口
に
は
/
黒
猫
が
跨
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
詩
句
に
即
し

て
考
え
る
な
ら
ば
、
右
に
述
べ
た
三
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
第
一
と
第
二
の
解
釈
が

妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
第
一
と
第
二
の
解
釈
と
の
聞
に
は
表
面
上
多
少
の

ち
が
い
は
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
同
一
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
。
両
者
い
ず
れ
の

場
合
で
も
、
「
み
か
ん
の
に
ほ
ひ
」
と
色
合
い
が
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
に
は
本
質

的
な
ち
が
い
は
な
い
。
即
ち
、
「
人
情
」
の
質
に
ち
が
い
は
な
い
。

(
M
m

・
9

・
日
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、王
(
1
)
冬
二
は
、
衣
類
を
用
い
た
比
倫
表
現
を
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
風
と
ほ
し
の
よ
い
家
/
ま
つ
く
ろ
な
天
井
か
ら
川
魚
の
串

ざ
し
を
下
げ
た
家
/
紋
付
羽
織
の
や
う
に
つ
ん
と
す
ま
し
た
富
士
を
軒
い
っ
ぱ

い
に
見
る
家
」
(
「
河
口
村
」
・
詩
集
『
青
い
夜
道
』
)
「
冬
に
な
る
と
/
私
は
綿
の

沢
山
は
ひ
っ
た
ふ
る
さ
と
の
/
あ
の
手
織
木
綿
の
着
物
を
き
る
」
(
「
冬
の
着

物
」
・
同
右
)

「
あ
か
る
い
甘
い
四
月
の
雨
よ
(
略
)
/
お
前
は
青
い
こ
ま
か
い
格
子
模
様
の

/
エ
プ
ロ
ン
を
つ
け
て
ゐ
る
や
う
だ
L

(

「
四
月
の
雨
」
・
同
右
)

あ
は
せ

「
秋
は
袷
の
着
物
に
ゐ
た
」
(
「
軽
井
沢
の
氷
菓
子
」
・
同
右
)

「
水
密
桃
セ
ル
の
着
物
に
汗
ば
ん
で
ゐ
る
」
(
「
故
閤
の
莱
」
・
詩
集
『
山
鴫
』
)

(
2
)
「
板
屋
根
」
の
様
子
に
類
似
性
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
少
年
の
日
郷
土
越
中

に
て
」
と
付
記
さ
れ
た
詩
「
ふ
る
さ
と
に
て
」
に
描
か
れ
た
郷
土
に
重
な
る
も
の

が
あ
る
。
異
な
る
季
節
の
中
で
捉
え
ら
れ
た
故
郷
の
情
景
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
次
の
詩
句
な
ど
は
、
農
家
の
「
家
の
中
」
の
様
子
を
類
推
す
る
上
で
一
つ
の
手

が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

「
ふ
ぢ
ま
め
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
/
馬
鈴
薯
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
/
蜂
が
ま

ま
ゆ

ぶ
し
く
と
ん
で
ゐ
る
/
暗
い
家
の
中
で
は
/
女
が
鍋
で
繭
を
煮
て
ゐ
る
/
ゆ
ふ
べ

の
ま
ま
/
板
敷
に
さ
が
っ
た
す
す
け
ラ
ン
プ
に
は
/
蛾
が
ぢ
つ
と
と
ま
っ
て
ゐ
る

ひ

き

う

す

か

ま

す

/
上
の
家
か
ら
は
/
も
の
う
い
磁
臼
の
音
が
し
て
く
る
/
臥
の
上
に
赤
ん
坊
が

こ
ろ
が
っ
て
/
し
ろ
う
り
を
た
べ
て
ゐ
る
/
山
か
ら
く
る
つ
め
た
い
な
が
れ
/
手

を
き
る
や
う
な
な
が
れ
に
は
/
こ
ま
か
い
自
然
に
い
れ
て
豆
腐
が
ひ
や
し
て
あ

る
」
(
「
箕
輪
の
里
」
・
詩
集
『
青
い
夜
道
』
)

(
4
)
こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
故
郷
」
が
「
越
中
」
富
山
で
あ
る
と
み
た
場
合
、

け
や
き
だ
い
ら

「
棒
平
」
は
、
富
山
市
の
北
東
に
あ
た
る
。
富
山
市
か
ら
ほ
ぼ
日
回
、
黒
部
峡
谷

鉄
道
の
終
点
に
あ
た
り
、
そ
の
先
に
黒
部
ダ
ム
が
あ
る
。

(
5
)
こ
の
辺
の
表
現
は
、
「
そ
の
は
や
い
き
れ
い
な
水
の
/
ほ
そ
い
い
く
ほ
ん
も

き
し

の
ひ
だ
に
/
う
す
い
何
枚
も
の
層
に
/
し
ろ
い
瀬
戸
物
の
/
乳
る
や
う
な
悲
哀
を

か
ん
じ
る
」
(
「
山
の
水
」
)
「
あ
か
る
い
水
郷
よ
/
初
夏
の
か
げ
し
づ
か
な

水
に
濃
く
/
藍
の
よ
い
瀬
戸
物
の
や
う
な
水
郷
よ
」
(
「
水
郷
」
)
な
ど
の
表
現
に

七
四

通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
「
皿
」
や
「
小
鉢
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
、
こ
れ
ら
の
詩
句
に
描

か
れ
た
「
瀬
戸
物
」
の
姿
か
た
ち
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

(6)
月
の
光
の
下
で
情
景
が
捉
え
ら
れ
、
し
か
も
月
が
擬
人
化
さ
れ
、
月
の
光
を
作

者
の
視
点
と
が
重
な
り
合
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
月
の
光
は
、

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
『
絵
な
き
絵
本
』
に
お
け
る
月
の
存
在
に
似
通
う
と
こ
ろ
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
各
章
句
に
区
分
さ
れ
て
情
景
が
展
開
す
る
点
も
似
て
い
る
。

(
7
)
こ
の
静
寂
感
及
び
月
の
光
の
様
態
は
、
次
の
詩
句
の
そ
れ
に
似
通
う
も
の
が
あ

ヲ

Q

。「
誰
の
か
げ
も
な
く
/
ひ
っ
そ
り
と
し
て
/
巻
煙
草
を
つ
つ
む
う
す
い
ぎ
ん
紙

の
や
う
な
/
秋
の
夜
が
ひ
ろ
び
ろ
と
ね
て
ゐ
る
」
(
「
秋
の
夜
」
・
詩
集
『
青
い

夜
道
』
)

(8)
豆
腐
と
目
煎
と
の
関
係
は
、
次
の
詩
句
に
も
う
た
わ
れ
て
い
る
。

「
山
か
ら
く
る
つ
め
た
い
な
が
れ
/
手
を
き
る
や
う
な
な
が
れ
に
は
/
こ
ま
か

い
自
然
に
い
れ
て
豆
腐
が
ひ
や
し
て
あ
る
」
(
「
箕
輪
の
里
」
・
同
右
)

(
9
)
こ
の
「
夢
」
を
理
解
す
る
上
で
次
の
詩
句
は
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
あ
け
や
す
い
夏
の
夜
を
/
煤
け
た
ラ
ン
プ
の
ま
は
り
/
山
の
人
た
ち
の
質
素

な
ゆ
め
|
|
蕎
麦
う
ち
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
麦
粉
を
は
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な
ゆ

か
さ

め
は
/
う
す
い
あ
を
い
畳
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
」
(
「
本
栖
村
」
・
同
右
)

(
叩
)
こ
こ
に
は
、
「
目
を
さ
ま
す
と
晩
い
月
の
出
に
/
障
子
に
は
木
々
や
草
が
不

思
議
な
生
き
も
の
の
か
た
ち
に
映
っ
て
/
か
れ
ら
ど
う
し
で
し
き
り
に
な
に
ご
と

か
話
し
あ
っ
て
ゐ
る
/
そ
っ
と
障
子
を
あ
け
て
み
る
に
は
/
あ
ま
り
に
神
秘
な
か

げ
で
あ
る
」
(
「
山
へ
来
て
」
・
同
右
)
に
通
じ
る
世
界
が
あ
る
。
し
か
し
詩
「
山

へ
来
て
」
の
詩
句
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
色
合
い
は
こ
こ
に
は
な

い
。
月
の
光
と
用
具
と
の
関
係
が
即
物
的
に
捉
え
ら
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
詩
「
軽
井
沢
の
氷
菓
子
」
(
詩
集
『
青
い
夜
道
』
)

(
ロ
)
詩
「
三
月
」
(
同
右
)

(
日
)
詩
「
ラ
ム
ネ
」
(
詩
集
『
海
の
見
え
る
石
段
』
)

(
H
)
次
の
詩
句
も
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
山
間
の
冷
え
冷
え
と
し
た
秋
の
夜
は
/
み
ご
と
な
星
図
の
展
開
だ
/
せ
ま
い

大
根
畑
も
竹
薮
も
清
水
の
中
も
/
ど
こ
も
青
い
星
ば
か
り
だ
/
く
ろ
い
大
き
な
し



づ
か
な
家
」
(
「
小
河
内
の
湯
」
・
詩
集
『
青
い
夜
道
』
)

(
日
)
『
日
本
の
詩
歌
』
第
M
巻
・
中
央
公
論
社

(
同
)
次
の
詩
句
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
i
l
祖
先
か
ら
の
古
風
な
家
々
に
/
し
づ
か
に
な
に
か
夜
延
に
い
そ
し
ん
で

ゐ
る
/
ふ
る
さ
と
び
と
の
あ
た
た
か
い
心
が
あ
る
」
(
「
冬
の
着
物
」
・
詩
集
『
青

い
夜
道
』
)

「
寒
い
夜
な
ど
樟
の
汁
を
砂
糖
湯
に
入
れ
て
飲
む
の
は
好
い
も
の
で
あ
る
/
あ

に
っ
ぽ
ん

の
匂
ひ
は
日
本
の
冬
の
に
ほ
ひ
で
あ
る
」
(
「
樟
の
実
」
・
詩
集
『
海
の
見
え
る
石

段
』
)

(
口
)
久
、
三
か
ら
阪
本
氏
が
直
接
聞
い
た
話
で
あ
ろ
う
。
『
日
本
の
詩
歌
』
第
2
4
巻
所

収
の
冬
二
詩
の
「
鑑
賞
」
欄
執
筆
の
為
、
阪
本
氏
は
冬
二
を
尋
ね
て
い
る
。

(
日
)
『
日
本
の
詩
歌
』
第
M
巻
・
「
鑑
賞
」

(
む
ら
か
み
た
か
ひ
こ

国
文
学
科
)

一
九
九
六
年
十
月
十
六
日
受
理

田
中
冬
二
詩
集
『
青
い
夜
道
』
私
註
刷
(
村
上
隆
彦
)

七
五


