
現
代
詩
人
の
飯
島
耕
一
氏
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
率
直
に
告
白
し
て
い
る
。

口
惜
し
い
こ
と
な
が
ら
、
謙
虚
に
反
省
す
れ
ば
ぼ
く
は
朔
太
郎
が
伐
り
ひ

ら
い
た
道
の
上
を
今
も
走
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
朔
太
郎
が
知
ら
な
か

っ
た
よ
う
な
こ
と
ば
、
朔
太
郎
が
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
文
学
上
の
知
識

を
あ
る
い
は
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ぼ
く
が
い
ま
書
い
て
い

る
詩
も
、
い
や
評
論
さ
え
も
、
朔
太
郎
の
つ
く
り
出
し
た
も
の
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
。

新
し
い
詩
、
革
命
的
な
詩
と
は
何
か
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
朔
太
郎
を

超
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
朔
太
郎
を
い
か
に
超
え
る
か
、

そ
れ
が
新
し
く
来
た
も
の
の
野
望
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
『
萩
原
朔
太

郎
』
一
七
頁
、
昭
和
五
○
年
、
角
川
書
店
）

日
本
の
近
代
詩
（
新
体
詩
）
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
五
年
刊
『
新
体

詩
抄
』
か
ら
、
明
治
三
○
年
刊
『
若
菜
集
』
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
外
山
正
一
は
も
ち
ろ
ん
、
島
崎
藤
村
で
さ
え
も
、
歴
史
的
な
存
在
と

し
て
の
ほ
か
に
は
、
現
代
の
詩
人
に
と
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
興
味
の
対
象
に
は
な

ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
萩
原
朔
太
郎
は
、
た
ん
に
過
去
の
人
と
し
て
で
は
な
く
、

『
月
に
吠
え
る
』
前
半
の
問
題飯

島
氏
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
詩
人
を
挑
発
す
る
存
在
と
し
て
、
つ
ね
に
関
心

を
ひ
き
つ
づ
け
て
い
る
。
朔
太
郎
が
「
現
代
」
詩
の
出
発
点
に
位
置
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
、
ほ
と
ん
ど
常
識
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
、
朔
太
郎
に
お
け
る
な
に
が
、
日
本
の
「
近
代
」
詩

を
「
現
代
」
詩
へ
と
転
換
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
？
あ
る
い
は
、
朔

太
郎
の
詩
に
体
現
さ
れ
た
、
日
本
の
「
近
代
」
か
ら
裁
然
と
区
別
さ
れ
る
「
現

代
」
と
は
な
に
か
？

朔
太
郎
は
、
は
じ
め
か
ら
、
独
創
的
な
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
彼
が
大
正
六
年
刊
「
月
に
吠
え
る
』
に
お
い
て
独
特
の
ス
タ
イ
ル
を

創
出
す
る
ま
で
に
、
お
よ
そ
三
回
の
転
換
を
経
験
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
短
歌
か
ら
新
体
詩
へ
の
転
換
（
明
治
三
七
年
ｌ
大
正
二
年
）
ｌ
歌
人

と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
や
が
て
、
新
体
詩
へ
と
関
心
を
移
し
て
い
く
時

期
。

②
文
語
定
型
詩
か
ら
口
語
自
由
詩
へ
の
転
換
（
大
正
二
’
三
年
）
Ｉ
旧

式
の
新
体
詩
を
は
な
れ
て
新
し
い
リ
ズ
ム
と
表
現
を
模
索
す
る
時
期
。
い

わ
ゆ
る
「
愛
憐
詩
篇
」
の
時
期
。

③
独
自
の
ス
タ
イ
ル
の
確
立
（
大
正
三
年
）
Ｉ
『
月
に
吠
え
る
』
の
ス

渡
辺

和
八
八

靖



一
、
短
歌
か
ら
新
体
詩
へ

朔
太
郎
は
、
歌
人
と
し
て
出
発
し
た
。

朔
太
郎
は
、
大
正
二
年
の
四
月
頃
に
、
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
』
と
題
す
る
自

選
自
筆
歌
集
を
製
作
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
年
ご
ろ
詠
み
捨
て
た
る
歌
凡
そ
一

千
首
の
中
よ
り
忘
れ
難
き
節
あ
る
も
の
思
い
出
多
き
も
の
の
承
を
集
め
」
た
も

の
で
あ
っ
た
。
収
録
さ
れ
た
四
二
一
首
の
う
ち
八
五
首
は
、
投
稿
作
品
と
し
て

各
種
の
雑
誌
や
新
聞
に
す
で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
集
の
巻
頭

に
付
さ
れ
た
「
自
叙
伝
」
の
な
か
に
、
朔
太
郎
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い

ヲ
（
》
Ｏ

私
の
春
の
め
ざ
め
は
十
四
歳
の
春
で
あ
っ
た
。
恋
と
い
ふ
も
の
を
初
め
て

知
っ
た
の
も
そ
の
年
の
冬
で
あ
っ
た
。

マ
マ

若
き
ウ
エ
ル
テ
ル
の
わ
ず
ら
ひ
は
そ
の
時
か
ら
初
ま
る
。
十
五
歳
の
時
に

は
古
今
集
の
恋
歌
を
よ
ん
で
人
知
れ
ず
涙
を
こ
ぼ
す
様
に
な
っ
た
。
そ
の

頃
従
兄
の
栄
次
氏
に
よ
っ
て
所
謂
新
派
の
歌
な
る
も
の
の
作
法
を
教
へ
ら

マ
マ

れ
た
。
鳳
晶
子
の
歌
に
接
し
て
か
ら
私
は
全
で
熱
に
犯
さ
れ
る
人
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
（
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
１
以
下
『
全
集
』
’
’
第
一

五
巻
、
八
頁
、
筑
摩
書
房
）

表
現
へ
の
欲
求
は
、
ま
ず
、
短
歌
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
到
来
し
た
。
短
歌

は
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
青
春
の
思
い
を
吐
露
す
る
た
め
の
形
式
で
あ
っ
た
。

明
治
四
一
年
の
三
、
四
月
頃
の
萩
原
栄
次
宛
の
書
簡
で
、
朔
太
郎
は
つ
ぎ
の
よ

タ
イ
ル
が
よ
う
や
く
姿
を
あ
ら
わ
し
た
時
期
。

こ
れ
ら
の
転
換
に
つ
い
て
検
討
し
な
が
ら
、
朔
太
郎
が
見
す
え
て
い
た
時
代

の
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

う
に
書
い
て
い
る
。
「
菫
や
紫
雲
草
の
咲
き
乱
れ
た
野
路
を
泊
遙
し
て
空
想
に

ふ
け
る
の
が
此
頃
唯
一
の
楽
し
み
で
ご
ざ
い
ま
す
」
。
（
『
全
集
』
第
一
三
巻
、

七
頁
）
ま
さ
し
く
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
短
歌
は
、
星
菫
趣
味
と
し
て
存
在
し

た
と
い
え
る
。

『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
製
作
年
次
を
明
ら
か
に
し
て

い
な
い
の
で
、
『
全
集
』
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
た
、
発
表
年
次
の
明
ら
か
な
作

品
で
見
る
と
、
朔
太
郎
は
、
明
治
三
五
年
頃
か
ら
、
『
文
庫
』
あ
る
い
は
『
坂

東
太
郎
」
（
前
橋
中
学
校
校
友
会
誌
）
と
い
っ
た
雑
誌
に
作
品
を
投
稿
し
は
じ

め
、
翌
三
六
年
に
は
、
『
明
星
』
に
登
場
し
て
い
る
。

そ
の
数
は
、
明
治
三
六
年
の
六
五
首
を
最
高
に
、
三
七
年
は
三
八
首
、
三
八

年
は
四
四
首
と
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
三
九
年
に
至
っ
て

一
三
首
と
減
少
し
、
四
○
年
に
は
、
ま
っ
た
く
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後

も
、
大
正
二
年
に
至
る
ま
で
、
散
発
的
に
発
表
作
品
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
頃

ま
で
に
、
朔
太
郎
が
、
短
歌
に
対
す
る
情
熱
を
、
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
い
た
こ
と

（
１
入
）

は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
か
わ
っ
て
、
新
体
詩
の
発
表
が
は
じ
め
ら
れ
る
。
明
治
三
七
年
に

は
、
三
篇
、
翌
三
八
年
に
は
四
篇
。
三
九
年
、
四
○
年
、
四
一
年
と
な
く
て
、

四
二
年
に
一
篇
、
さ
ら
に
三
年
の
空
白
を
へ
て
、
大
正
二
年
に
至
っ
て
、
ま
る

（
の
色
）

で
堰
を
切
っ
た
か
の
よ
う
に
、
二
六
篇
の
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
詩
作
品
は
、
大
正
六
年
刊
『
月
に
吠
え
る
』
に
お
け

る
口
語
自
由
詩
と
は
本
質
的
に
異
質
な
、
む
し
ろ
短
歌
的
な
叙
情
と
韻
律
を
そ

の
ま
ま
残
し
た
、
文
語
定
型
詩
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
は
、
ま
た
ぎ
越
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
決
定
的
な
断
層
が
よ
こ
た
わ
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
、
ま
だ
習
作
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ス

八
九



タ
イ
ル
に
お
い
て
も
、
独
自
の
も
の
を
創
造
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
明
治
の
末
年
か
ら
大
正
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
朔
太

郎
が
、
短
歌
か
ら
新
体
詩
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
る
。

先
に
引
い
た
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
』
の
「
自
叙
伝
」
に
は
、
ま
た
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。

丁
度
寵
が
は
れ
て
行
く
や
う
に
段
段
と
私
の
心
か
ら
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の
幻

影
が
消
え
て
行
っ
た
。
そ
し
て
到
頭
本
物
の
世
界
：
．
：
・
醜
い
怖
ろ
し
い
あ

る
も
の
が
薄
気
味
悪
く
笑
ひ
な
が
ら
私
の
前
に
跳
出
し
た
。

も
う
斯
う
な
っ
て
は
、
あ
の
神
聖
な
ウ
エ
ル
テ
ル
の
わ
ず
ら
ひ
も
昼
間
の

ば
け
も
の
の
や
う
に
お
ど
け
た
者
と
し
か
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
（
『
全
集
』
第
一
五
巻
、
九
’
一
○
頁
）

こ
う
し
て
見
る
と
、
『
ソ
ラ
イ
ロ
ノ
ハ
ナ
」
は
、
自
ら
の
青
春
Ｉ
短
歌
へ
の

訣
別
の
思
い
を
こ
め
て
編
集
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
岡
信
氏
は
、
「
『
ソ

ラ
イ
ロ
ノ
〈
ナ
』
の
本
文
冒
頭
に
は
「
自
叙
伝
」
が
あ
っ
て
、
こ
の
自
筆
歌
集

が
、
少
な
く
と
も
短
歌
作
者
と
し
て
の
萩
原
朔
太
郎
に
と
っ
て
の
一
時
代
の
終

り
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
『
萩
原
朔
太
郎
』
二
頁
、
昭
和
五
六
年
、
筑
摩
書
房
）

と
こ
ろ
で
、
短
歌
か
ら
新
体
詩
へ
の
転
換
に
つ
い
て
、
朔
太
郎
自
身
は
、
先

に
引
い
た
明
治
四
一
年
三
、
四
月
頃
と
推
定
さ
れ
る
萩
原
栄
次
宛
の
書
簡
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

新
体
詩
と
い
ふ
も
の
た
堂
む
づ
か
し
き
も
の
訳
の
わ
か
ら
ぬ
も
の
と
存
じ

マ
マ

居
り
候
い
し
が
新
ら
し
き
思
想
を
あ
ら
は
す
に
は
矢
張
こ
の
形
に
よ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
も
の
と
悟
り
申
し
候
、

さ
り
な
が
ら
小
生
は
今
の
長
詩
の
あ
ら
ゆ
る
流
を
す
か
ず
、
鉄
幹
、
林

外
、
有
明
、
泡
鳴
、
等
は
元
よ
り
泣
菫
も
近
時
「
二
十
五
弦
」
よ
り
し
て

全
く
ぎ
ら
ひ
に
な
り
申
し
候
、
小
生
は
あ
ら
ゆ
る
人
の
流
よ
り
独
立
し
て

マ
マ

自
己
の
思
想
を
発
表
す
る
最
も
適
当
な
る
方
法
を
と
る
こ
と
の
正
れ
る
を

悟
り
申
し
候
、
（
『
全
集
』
第
一
三
巻
、
七
頁
）

朔
太
郎
は
、
短
歌
と
い
う
表
現
形
式
と
、
自
ら
の
内
面
に
う
ず
ま
く
「
新
し

き
思
想
」
と
の
間
に
、
あ
る
種
の
ズ
レ
を
感
じ
と
り
、
む
し
ろ
「
新
体
詩
」
に

よ
っ
て
独
自
の
思
想
を
表
現
で
き
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
朔

太
郎
は
、
蒲
原
有
明
や
薄
田
泣
菫
な
ど
、
既
成
の
新
体
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

じ
ゅ
う
ぶ
ん
満
足
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
朔
太
郎
は
、
独
自
の
道
を
模

索
し
て
い
た
。

岡
井
隆
氏
は
、
朔
太
郎
の
初
期
の
歌
篇
を
検
討
し
て
、
「
表
現
を
欲
ば
り
す

ぎ
た
た
め
に
」
生
じ
た
「
主
題
の
分
裂
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
「
朔
太
郎
の

短
歌
」
序
説
」
『
全
集
』
第
三
巻
付
録
「
研
究
ノ
ー
ト
」
）
い
わ
ば
、
朔
太
郎

は
、
短
歌
の
う
ち
に
盛
り
こ
む
こ
と
が
不
可
能
な
ほ
ど
の
、
あ
ふ
れ
る
ば
か
り

の
思
想
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
、
新
体
詩
の
形
式
に
着
目
し
た
の
で
あ
る
。

朔
太
郎
を
、
短
歌
か
ら
新
体
詩
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
表
現
と

思
想
の
乖
離
と
い
う
課
題
は
、
し
か
し
、
た
ん
な
る
文
学
の
問
題
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
背
景
に
、
深
刻
な
現
実
問
題
が
伏
在
し
て
い
た
。

朔
太
郎
は
、
短
歌
に
固
有
の
価
値
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
れ
は
「
詠

嘆
」
で
あ
る
。
「
人
が
詠
嘆
す
る
と
き
に
言
語
は
自
然
一
定
の
調
子
を
生
じ
る
。

こ
れ
が
七
五
調
で
あ
り
、
詠
嘆
調
で
あ
り
、
短
歌
で
あ
る
。
」
し
か
し
、

今
日
我
々
の
生
活
は
古
人
に
比
し
て
い
ち
じ
る
し
く
豊
富
に
な
っ
て
居

る
。
勿
論
詩
材
に
於
て
も
感
覚
に
於
て
も
彼
等
の
夢
想
だ
に
な
し
え
な
か

九
○



つ
た
新
鮮
な
多
く
の
も
の
を
所
有
し
て
居
る
。
順
っ
て
我
々
の
詠
嘆
と
古

人
の
詠
嘆
で
は
そ
の
深
み
が
タ
ッ
チ
に
非
常
に
懸
隔
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

筈
だ
。
（
「
ノ
ー
ト
こ
大
正
三
年
頃
『
全
集
』
第
一
二
巻
、
六
’
二

頁
）

自
ら
の
う
ち
な
る
思
い
が
、
短
歌
と
い
っ
た
伝
統
的
な
手
法
に
よ
っ
て
は
、

も
は
や
、
表
現
し
が
た
い
。
こ
う
し
た
朔
太
郎
の
認
識
は
、
現
実
生
活
に
お
い

て
、
自
ら
の
思
想
と
行
動
が
、
父
母
や
郷
党
に
よ
っ
て
少
し
も
理
解
さ
れ
な
い

と
い
う
不
信
感
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。

「
凡
て
の
人
、
凡
て
の
世
の
中
と
衝
突
し
て
み
た
い
、
失
意
の
青
年
に
は
慰

籍
も
な
い
。
私
の
思
ふ
こ
と
考
へ
る
こ
と
は
父
に
も
母
に
も
通
じ
な
い
」
。
明

治
四
四
年
二
月
八
日
付
の
妹
津
久
井
幸
子
宛
の
書
簡
で
、
朔
太
郎
は
こ
の
よ
う

に
訴
え
て
い
る
。
（
『
全
集
』
第
一
三
巻
、
一
六
頁
）

同
じ
く
津
久
井
幸
子
に
宛
て
た
同
年
一
○
月
二
六
日
の
書
簡
に
は
、
「
肉
親

の
慈
愛
と
い
ふ
も
の
が
何
れ
だ
け
私
を
無
気
力
な
卑
怯
者
に
す
る
の
で
せ
う
」

と
あ
る
。
（
同
、
二
七
頁
）

こ
え
て
明
治
四
五
年
二
月
二
五
日
、
同
じ
津
久
井
幸
子
宛
の
書
簡
で
、
朔
太

郎
は
、
母
親
の
愛
と
い
う
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
問
題
を

敷
桁
し
て
い
る
。
「
旧
思
想
の
所
謂
世
間
人
は
非
常
に
外
交
が
う
ま
い
の
で

す
」
。
「
今
の
若
い
人
女
は
不
人
情
だ
と
い
ふ
非
難
を
兎
角
古
い
人
々
が
言
ひ
ま

す
が
実
は
今
の
人
々
の
方
が
昔
の
人
よ
り
余
程
人
情
が
厚
い
の
で
す
」
。

マ
マ

何
故
な
ら
ば
昔
の
人
は
心
中
に
余
り
に
深
い
人
情
が
な
い
か
ら
外
歓
を
飾

っ
て
ご
ま
か
す
事
も
出
来
る
し
叉
最
も
一
大
事
と
も
い
ふ
べ
き
人
情
め
い

た
文
句
を
も
平
気
で
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
、
処
が
今
の
若
い
人
は

マ
マ
マ
マ

い
づ
れ
も
心
中
に
焼
ゆ
る
計
り
の
人
情
が
あ
る
か
ら
そ
の
人
の
ま
へ
で
ば

づ
マ

マ
マ

そ
う
い
ふ
よ
う
な
芝
居
め
い
た
文
句
や
様
子
を
平
気
で
演
ず
る
こ
と
が
出

来
な
い
、
却
っ
て
反
対
の
外
形
を
見
せ
る
こ
と
さ
へ
あ
る
の
で
す
、

「
君
の
不
幸
」
を
「
知
っ
て
同
情
す
る
こ
と
の
出
来
る
人
は
近
代
人
よ
り
外

マ
マ

に
な
い
」
。
「
世
間
の
人
々
は
勿
論
骨
肉
親
子
と
呈
も
君
の
心
中
の
悲
哀
は
知
っ

て
居
な
い
」
。
（
同
、
三
一
’
二
頁
）

「
父
母
」
に
代
表
さ
れ
る
「
古
い
人
々
」
の
人
間
関
係
は
、
外
面
的
な
う
わ

く
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
眼
か
ら
は
、
「
若
い
人
々
」
の
「
心
中
」

に
あ
る
「
焼
ゆ
る
計
り
の
人
情
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
内
部
に
わ

だ
か
ま
る
独
自
の
思
想
を
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
新
し
い
詩
の
形
式
を
創

造
す
る
こ
と
は
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
自
ら
の
生
存
を
証
明
す
る
た
め
の
切
実

な
営
為
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

あ
あ
ふ
る
さ
と
の
永
日
に
／
少
女
子
ど
も
の
な
つ
か
し
さ
／
た
と
し
へ
も

な
き
な
つ
か
し
さ
／
や
さ
し
く
指
を
眼
に
あ
て
て
／
も
も
い
ろ
の
秋
の
夕

日
を
す
か
し
ゑ
る
／
わ
が
身
の
春
は
士
に
う
も
れ
て
／
空
し
く
草
木
の
根

を
ひ
た
せ
る
涙
。
／
あ
あ
か
く
て
も
こ
の
故
郷
に
育
ち
て
／
父
母
の
め
ぐ

ゑ
恋
し
や
と
歌
ふ
な
り
。
（
「
秋
日
行
語
」
部
分
『
創
作
』
大
正
二
年
二

月
。
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
三
頁
）

こ
の
よ
う
な
詩
行
を
書
き
し
る
し
な
が
ら
、
朔
太
郎
は
、
「
七
五
調
」
の

「
詠
嘆
調
」
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
自
ら
の
真
情
と
く
い
ち
が
っ
て
し
ま
う

の
を
、
白
々
し
く
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
頃
の
朔
太
郎
の
心

境
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
の
う
ち
に
こ
そ
示
さ
れ
て
い
る
。

は
や
も
昼
餉
に
な
り
ぬ
れ
ど
／
ひ
と
り
木
立
に
か
く
れ
つ
つ
／
母
も
に
く

し
や
／
父
も
に
く
し
や
と
こ
そ
唄
ふ
な
る
。
（
「
春
の
来
る
頃
」
部
分
『
上

毛
新
聞
』
大
正
三
年
三
月
一
四
日
。
同
、
四
九
頁
）九
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本
格
的
に
そ
し
て
も
う
れ
つ
に
詩
作
を
開
始
し
た
こ
ろ
に
朔
太
郎
を
と
ら
え

て
い
た
感
情
は
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
内
と
外
と
の
乖
離
か
ら
く
る
「
孤
独
」

（
句
『
Ｊ
）

で
あ
っ
た
。

麻
う
ら
草
履
に
膠
を
ふ
み
つ
け
た
、
先
生
た
る
も
の
が
／
な
ま
け
も
の
で

／
で
か
だ
ん
な
る
／
や
く
ざ
で
／
お
ま
け
に
に
か
わ
を
ふ
み
つ
け
た
／
詩

人
た
る
と
こ
ろ
の
／
の
ん
だ
く
れ
の
足
ど
り
だ
／
ペ
ッ
タ
リ
コ
／
ヒ
ッ
タ

リ
コ
（
部
分
『
全
集
』
第
一
二
巻
、
二
二
頁
）

「
ノ
ー
ト
こ
（
大
正
三
年
頃
成
立
）
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
、
「
（
前
橋
市
民

に
捧
ぐ
る
詩
）
」
と
い
う
註
記
の
あ
る
、
こ
の
自
潮
め
い
た
断
片
の
う
ち
に
、

朔
太
郎
の
「
詩
人
」
と
し
て
の
意
識
が
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い

る
か
を
、
は
っ
き
り
と
読
承
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
す
こ
し
後
に
、
朔
太

郎
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
つ
く
づ
く
考
ふ
る
に
僕
は
い
つ
で
も

一
人
ぼ
っ
ち
だ
。
さ
む
し
い
ん
だ
。
笑
ふ
奴
ら
は
勝
手
に
笑
へ
・
僕
が
泣
き
た

い
と
き
は
い
つ
も
一
人
で
泣
い
て
る
ん
だ
。
僕
の
涙
を
見
た
奴
が
こ
の
町
に
一

人
で
も
居
る
か
、
や
い
・
」
（
同
、
二
三
頁
）

二
、
詩
的
世
界
の
自
立

『
月
に
吠
え
る
』
（
大
正
六
年
二
月
刊
）
に
は
、
大
正
三
年
か
ら
同
六
年
に

か
け
て
雑
誌
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
詩
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

朔
太
郎
は
、
大
正
二
年
に
入
っ
て
、
一
時
中
断
し
て
い
た
詩
作
を
再
開
し
、

『
朱
藥
』
『
創
作
』
な
ど
の
雑
誌
に
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
、

「
愛
憐
詩
篇
ノ
ー
ト
」
を
は
じ
め
と
す
る
膨
大
な
未
発
表
詩
篇
が
あ
る
こ
と
は

知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
月
に
吠
え
る
』
を
編
む
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
書
か
れ

た
多
く
の
詩
稿
の
な
か
か
ら
採
用
す
べ
き
作
品
を
選
択
す
る
さ
い
、
朔
太
郎

は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
収
録
す
る
作
品
を
決
定
し
た
の
だ
ろ
う
。

『
月
に
吠
え
る
』
か
ら
は
除
か
れ
、
の
ち
に
「
愛
憐
詩
篇
」
と
し
て
『
純
情

小
曲
集
』
（
大
正
一
四
年
刊
）
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
一
八
篇
の
作

品
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
の
ち
に
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
と
い
う
点
で
、

そ
の
た
の
雑
誌
だ
け
に
発
表
さ
れ
た
も
の
や
未
発
表
作
品
と
ち
が
い
、
朔
太
郎

が
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
な
ぜ
、
『
月

に
吠
え
る
』
か
ら
は
除
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

大
正
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
詩
篇
は
、
『
月
に
吠

え
る
』
に
き
わ
め
て
近
接
し
て
い
な
が
ら
、
二
つ
の
点
で
決
定
的
に
そ
れ
か
ら

区
別
さ
れ
る
。

第
一
に
、
そ
れ
ら
が
、
短
歌
的
リ
ズ
ム
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
。
た
と
え

（
ん
燈
）

ぱ
、
「
静
物
」
。

静
物
の
こ
こ
ろ
は
怒
り

そ
の
う
は
く
は
哀
し
む

こ
の
器
物
の
白
き
瞳
に
う
つ
る

窓
ぎ
は
の
み
ど
り
は
つ
め
た
し
。

（
『
創
作
』
大
正
三
年
七
月
。
『
全
集
』
第
二
巻
、
一
七
頁
）

渋
谷
国
忠
は
、
「
愛
憐
詩
篇
」
と
『
月
に
吠
え
る
」
と
の
、
断
絶
よ
り
も
連

続
性
を
強
調
し
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
、
こ
の
「
静
物
」
を
た
か
く
評
価
す

る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
韻
律
は
、
あ
く
ま
で
も
七
五
調
（
五
七
調
を

含
む
）
を
出
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
定
型
律
が
破
砕
さ
れ
た
と

き
、
『
月
に
吠
え
る
』
の
世
界
が
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

の
ち
に
朔
太
郎
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
自
由
詩
に
は
形
体
上
の

九
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リ
ズ
ム
が
な
い
。
七
五
調
や
平
灰
律
や
’
即
ち
通
俗
に
言
ふ
意
味
で
の
リ
ズ

ム
ー
は
自
由
詩
に
な
い
。
し
か
も
自
由
詩
に
は
よ
り
複
雑
な
、
よ
り
デ
リ
ケ

ー
ト
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
そ
れ
自
ら
が
詩
人
の
「
心
内
の
節
奏
」
を
節
づ
け
す

る
所
の
「
旋
律
と
し
て
の
リ
ズ
ム
」
が
あ
る
。
」
「
定
律
詩
の
失
敗
し
た
も
の

は
、
尚
且
つ
最
低
価
値
に
於
て
の
「
詩
」
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
自
由
詩

の
失
敗
し
た
も
の
は
、
本
質
的
に
全
く
「
詩
」
で
な
い
。
」
「
自
由
詩
の
困
難

は
無
限
で
あ
る
。
我
等
は
一
篇
毎
に
新
し
き
韻
律
の
軌
道
を
設
計
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
」
（
「
自
由
詩
の
リ
ズ
ム
に
就
い
て
」
『
青
猫
』
付
録
、
大
正
二
年
。
『
全

集
』
第
一
巻
、
二
四
三
’
五
頁
）
『
月
に
吠
え
る
』
こ
そ
は
、
そ
う
し
た
困
難

な
課
題
へ
の
か
か
ん
な
挑
戦
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
そ
れ
ら
が
、
与
え
ら
れ
た
世
界
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
。
た
と
え

（
口
へ
》
）

ぱ
、
「
初
夏
の
印
象
」
・

昆
虫
の
血
の
な
が
れ
し
み

も
の
み
な
精
液
を
つ
く
す
に
よ
り

こ
の
地
上
は
あ
か
る
く
し
て

女
の
白
き
指
よ
り
し
て

金
貨
は
わ
が
手
に
す
べ
り
落
つ
・

時
し
も
五
月
の
は
じ
め
つ
か
た
。

幼
樹
は
街
路
に
泳
ぎ
い
で

び
よ
び
よ
と
芽
生
は
萌
え
い
づ
る
ぞ
。

み
よ
風
景
は
い
み
じ
く
な
が
れ
き
た
り

青
空
に
く
っ
き
り
と
浮
び
あ
が
り
て

ひ
と
ぴ
と
の
か
げ
を
し
ん
に
あ
き
ら
か
に
映
像
す
。

（
『
創
作
』
大
正
三
年
六
月
。
『
全
集
」
第
二
巻
、
二
六
’
七
頁
）

こ
こ
に
は
、
す
ぐ
れ
た
比
愉
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
象
徴
の
世
界
が
あ
る
。
そ

の
一
つ
一
つ
を
と
っ
て
承
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
『
月
に
吠
え
る
』
の
世
界
に
近
接

し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
決
定
的
な
違
い
が
よ
こ
た
わ
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
初
夏
の
印
象
」
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
比
喰
や
象

徴
を
ふ
く
め
て
、
す
べ
て
の
断
片
が
、
「
初
夏
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
形
象
す

る
た
め
に
総
動
員
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
言
葉
が
固
有
の
世
界

を
開
い
て
い
く
の
で
は
な
く
、
表
現
す
べ
き
イ
メ
ー
ジ
な
り
意
味
な
り
世
界
な

り
が
ま
ず
あ
っ
て
、
言
葉
は
た
ん
に
そ
れ
を
な
ぞ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

『
月
に
吠
え
る
』
は
、
ま
さ
し
く
、
詩
人
の
周
囲
に
前
提
さ
れ
た
外
的
世
界
を

打
ち
砕
く
こ
と
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
月
に
吠
え
る
』
の
冒
頭
に
「
地
面
の
底
の
病
気
の
顔
」
を
配
し
た
こ
と

は
、
そ
の
意
味
で
、
朔
太
郎
が
、
自
ら
の
方
法
を
自
覚
的
に
示
し
た
も
の
と
い

っ
て
よ
い
。

地
面
の
底
に
顔
が
あ
ら
は
れ
、

さ
ゑ
し
い
病
人
の
顔
が
あ
ら
は
れ
。

地
面
の
底
の
く
ら
や
み
に
、

う
ら
う
ら
草
の
茎
が
萌
え
そ
め
、

鼠
の
巣
が
萌
え
そ
め
、

巣
に
こ
ん
が
ら
か
っ
て
ゐ
る
、

か
ず
し
れ
ぬ
髪
の
毛
が
ふ
る
へ
出
し
、

冬
至
の
こ
ろ
の
、

さ
び
し
い
病
気
の
地
面
か
ら
、

ほ
そ
い
青
竹
の
根
が
生
え
そ
め
、

生
え
そ
め
、

九
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三
、
幻
視
の
方
法

短
歌
か
ら
自
由
詩
へ
の
転
換
を
模
索
し
て
い
た
時
期
に
、
朔
太
郎
を
、
決
定

的
に
詩
の
世
界
へ
と
飛
翔
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
は
、
「
幻
視
」
と

い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
「
ノ
ー
ト
ニ
」
（
大
正
三
’

四
年
頃
成
立
）
の
な
か
の
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
断
片
に
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

私
ガ
疾
患
ス
ル
ト
キ
／
ス
。
ヘ
テ
見
エ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
見
エ
／
タ
ト
ヘ
パ
／
竹

ノ
根
一
ヌ
ム
ラ
ガ
ル
見
エ
ザ
ル
毛
ガ
煙
ノ
ゴ
ト
ク
ニ
生
エ
テ
見
エ
／
草
ノ

茎
一
ス
サ
ピ
シ
キ
産
毛
ガ
生
エ
テ
見
エ
／
菊
〈
蝕
光
シ
ソ
ノ
指
ニ
モ
淫
水

そ
れ
が
じ
つ
に
あ
は
れ
ふ
か
く
ゑ
え
、

け
ぶ
れ
る
ご
と
く
に
視
え
、

じ
つ
に
、
じ
つ
に
、
あ
わ
れ
ふ
か
げ
に
視
え
。

地
面
の
底
の
く
ら
や
ゑ
に
、

さ
ゑ
し
い
病
人
の
顔
が
あ
ら
は
れ
。

（
『
全
集
』
第
一
巻
、
一
八
’
九
頁
）

こ
こ
に
は
、
詩
人
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
べ
く
前
提
さ
れ
た
外
的
世
界
は
、
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
詩
人
と
世
界
と
い
う
、
内
と
外
と
の
境
界
す
ら
、
も
は

や
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。
詩
行
の
一
つ
一
つ
は
、
明
確
な
対
象
を
形
づ
く
る
こ

と
な
く
、
な
に
も
の
か
を
象
徴
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
た
だ
詩
人
の
孤
独
な

神
経
の
ふ
る
え
を
、
独
特
の
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
伝
え
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
詩
語
の
独
立
宣
言
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
は
じ

め
て
、
言
葉
は
、
あ
ら
ゆ
る
外
的
世
界
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
か
ら
、
あ
ら
ゆ

る
秩
序
か
ら
自
立
し
て
、
固
有
の
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ノ
イ
タ
ミ
ヲ
シ
タ
タ
ラ
シ
／
亀
〈
白
金
ト
ナ
リ
天
一
天
ア
ン
チ
ピ
リ
ン

ノ
雪
ガ
フ
ル
／
併
シ
、
ス
ベ
テ
コ
レ
ラ
ノ
物
〈
健
康
二
有
害
デ
ァ
リ
、
併

シ
ス
・
へ
テ
コ
レ
ラ
ノ
モ
ノ
〈
光
り
、
酸
蝕
性
貴
金
属
光
デ
ァ
ル
／
況
ン
ヤ

ソ
ノ
形
状
ヲ
見
レ
バ
多
角
形
デ
ァ
ル
／
私
ノ
仏
〈
疾
患
仏
、
昆
虫
ノ
ャ
ゥ

ナ
青
イ
血
肉
卜
、
金
ノ
ヤ
ウ
ナ
セ
キ
ズ
ヰ
心
棒
ヲ
モ
チ
給
フ
、
ソ
ノ
セ
キ

ズ
ヰ
タ
ル
ャ
真
に
怖
ル
？
ヘ
シ
（
『
全
集
』
第
一
二
巻
、
四
七
頁
）

大
正
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、
朔
太
郎
は
、
じ
っ
さ
い
、
ア
ル
コ
ー
ル
中

毒
性
の
激
し
い
幻
覚
に
、
し
ば
し
ば
お
そ
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
萩
原
隆
氏

は
、
「
あ
え
て
詩
の
素
材
と
な
る
幻
覚
を
得
る
た
め
、
故
意
に
連
日
深
酒
を
し

て
い
た
ふ
し
が
見
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
若
き
日
の
萩
原
朔
太
郎
』

三
一
○
頁
、
昭
和
五
四
年
、
筑
摩
書
房
）

大
正
三
年
二
月
一
日
付
の
北
原
白
秋
宛
の
書
簡
に
、
朔
太
郎
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。
「
お
互
に
酒
を
や
め
る
こ
と
に
し
ま
せ
う
、
私
も
此
の
頃

錯
覚
と
幻
惑
の
烈
し
い
奴
に
せ
め
ら
れ
て
夜
も
ろ
く
に
寝
ら
れ
ぬ
、
い
や
だ
、

マ
マ

マ
マ

い
や
だ
」
「
今
日
も
三
扁
程
詩
が
出
来
ま
し
た
が
皆
中
毒
性
を
生
ぴ
た
病
的
極

ま
る
も
の
で
す
」
。
（
『
全
集
」
第
一
三
巻
、
六
五
頁
）

ま
た
、
同
年
同
月
二
○
日
付
の
同
じ
白
秋
宛
の
書
簡
。

此
の
頃
の
私
は
実
際
へ
ん
で
す
、
不
安
の
底
に
安
住
が
あ
り
、
安
住
の
底

に
不
安
が
あ
る
、
に
は
か
に
瞳
孔
が
ひ
ら
か
れ
て
色
々
な
も
の
が
見
え
ま

す
、
今
迄
見
え
な
か
っ
た
多
く
の
も
の
が
薄
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
来
ま
し

マ
マ

た
、
一
日
一
日
と
そ
の
輪
画
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
、
そ
れ
に
も
か
上
は

ら
ず
詩
は
少
し
も
出
来
ま
せ
ん
、
如
何
に
し
て
こ
れ
を
文
字
に
表
現
す
べ

き
や
と
い
ふ
段
に
な
る
と
急
に
ま
ご
つ
い
て
し
ま
ふ
、
絶
望
で
す
、
（
同

六
九
頁
）

九
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こ
こ
に
は
、
詩
に
お
け
る
朔
太
郎
の
飛
躍
が
幻
視
の
体
験
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
幻
視
体
験
が
、

そ
の
ま
ま
詩
表
現
と
な
っ
た
の
で
な
い
こ
と
も
、
ま
た
、
語
ら
れ
て
い
る
。

詩
が
一
個
の
作
品
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
た
ん
な
る
幻
視
幻
聴
の
記

録
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
『
月
に
吠
え
る
』

の
世
界
が
き
り
拓
か
れ
る
た
め
に
は
、
幻
視
体
験
が
作
品
を
構
成
す
る
明
確
な

方
法
と
し
て
成
熟
す
る
期
間
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
「
内
部
に
居
る
人
が
崎
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由
」
と
題
さ
れ
た
、

奇
妙
な
詩
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
は
じ
め
、
『
Ａ
Ｒ
Ｓ
』
大
正
四
年
六
月
号
に
発

表
さ
れ
、
多
少
の
推
敲
を
へ
て
『
月
に
吠
え
る
』
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に

は
、
『
月
に
吠
え
る
』
前
半
の
詩
篇
を
つ
ら
ぬ
く
朔
太
郎
の
方
法
が
、
原
理
的

に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
く
わ
し
く
分
析
し
て
い
き
た
い
。

わ
た
し
は
窓
か
け
の
れ
い
す
の
か
げ
に
立
っ
て
居
り
ま
す
、

そ
れ
が
わ
た
く
し
の
顔
を
う
す
ぼ
ん
や
り
と
見
せ
る
理
由
で
す
。

わ
た
し
は
手
に
遠
め
が
ね
を
も
っ
て
居
り
ま
す
、

そ
れ
で
わ
た
く
し
は
、
ず
つ
と
遠
い
と
こ
ろ
を
見
て
居
り
ま
す
、

に
つ
け
る
製
の
犬
だ
の
羊
だ
の
、

あ
た
ま
の
は
げ
た
子
供
た
ち
の
歩
い
て
ゐ
る
林
を
ゑ
て
居
り
ま
す
、

め

そ
れ
ら
が
わ
た
く
し
の
瞳
を
、
い
く
ら
か
か
す
ん
で
み
せ
る
理
由
で
す
。

わ
た
し
は
け
さ
き
や
く
つ
の
皿
喰
べ
す
ぎ
ま
し
た
、

そ
の
う
へ
こ
の
窓
硝
子
は
非
常
に
粗
製
で
す
、

そ
れ
が
わ
た
く
し
の
顔
を
こ
ん
な
に
甚
だ
し
く
歪
ん
で
見
せ
る
理
由
で

す
。

じ
つ
さ
い
の
と
こ
ろ
を
言
へ
ぱ
、

わ
た
く
し
は
健
康
す
ぎ
る
ぐ
ら
ゐ
な
も
の
で
す
、

そ
れ
だ
の
に
、
な
ん
だ
っ
て
君
は
、
そ
こ
で
私
を
ゑ
つ
め
て
ゐ
る
。

な
ん
だ
っ
て
そ
ん
な
に
薄
気
味
わ
る
く
笑
っ
て
ゐ
る
。

お
お
、
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
く
し
の
腰
か
ら
下
な
ら
ば
、

そ
の
へ
ん
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
ふ
の
な
ら
ば
、

い
く
ら
か
馬
鹿
げ
た
疑
問
で
あ
る
が
、

も
ち
ろ
ん
、
つ
ま
り
、
こ
の
青
白
い
窓
の
壁
に
そ
う
て
、

家
の
内
部
に
立
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
す
。

（
『
全
集
」
第
一
巻
、
四
九
’
五
○
頁
）

こ
の
作
品
の
も
つ
重
大
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
必
ず
し
も
、

じ
ゅ
う
ぶ
ん
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
詩

に
つ
い
て
の
代
表
的
な
見
解
を
検
討
し
て
承
よ
う
。

福
島
章
氏
は
、
精
神
病
理
学
の
立
場
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
析
し
て
い

ブ
（
》
０

足
の
な
い
人
間
、
大
地
に
足
の
つ
か
な
い
状
態
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
現

実
と
の
接
触
を
失
っ
た
状
態
、
自
分
を
支
え
、
そ
こ
に
立
脚
さ
せ
て
く
れ

る
大
地
を
失
っ
た
人
間
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す

る
と
い
か
に
も
た
よ
り
な
い
人
間
の
姿
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ

れ
は
三
○
歳
を
す
ぎ
て
も
経
済
的
に
自
立
で
き
ず
、
ま
だ
独
身
で
い
る
男

の
姿
で
あ
り
、
病
気
が
な
お
っ
て
か
ら
も
な
お
、
不
安
と
憂
愁
と
観
念
だ

け
と
の
営
象
を
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
男
の
姿
で
あ
る
。
（
「
萩
原
朔
太
郎
の

不
安
」
『
萩
原
朔
太
郎
研
究
』
二
七
三
頁
、
昭
和
四
九
年
、
青
士
社
）

こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
精
神
病
理
学
に
お
け
る
症
例
の
考
察
と
し
て
は
正
し

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
朔
太
郎
に
固
有
の
モ
チ
ー
フ
、
時
代
が
し

九
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い
る
思
想
的
課
題
へ
の
視
角
は
、
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
お
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。

岡
庭
昇
氏
は
、
こ
の
詩
の
う
ち
に
、
見
る
も
の
も
見
ら
れ
る
も
の
も
と
も
に

「
自
己
」
で
あ
る
と
い
う
「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
」
と
い
う
概
念
を
あ
て
は

め
、
そ
う
し
た
認
識
の
そ
こ
に
あ
る
「
世
界
観
の
構
造
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
析

出
す
る
。こ

う
い
う
表
現
世
界
に
は
、
じ
つ
は
内
部
も
外
部
も
は
じ
め
か
ら
存
在
し

て
い
な
い
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
萩
原
を
、
内
面
へ
執
着
し
た
詩

人
と
い
う
よ
う
に
と
ら
え
る
の
は
、
常
識
的
な
よ
う
で
い
て
、
ま
る
で
ち

が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ぐ
る
っ
と
ま
わ
っ
て
、
み
る
も

の
も
、
み
ら
れ
る
も
の
も
等
位
な
、
こ
の
屈
曲
空
間
は
、
外
部
を
喪
っ

た
、
内
部
心
象
で
あ
る
。
外
部
の
現
実
を
喪
っ
た
内
部
心
象
は
、
む
ろ
ん

「
内
部
」
そ
の
も
の
と
し
て
も
成
り
立
た
な
い
。
（
『
萩
原
朔
太
郎
』
三

三
’
四
頁
、
昭
和
四
九
年
、
第
三
文
明
社
）

こ
の
見
解
は
、
見
つ
め
ら
れ
る
「
わ
た
く
し
」
と
見
つ
め
る
「
君
」
を
イ
コ

ー
ル
で
む
す
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
大
岡
信
氏
は
、
『
Ａ

Ｒ
Ｓ
』
初
出
時
に
お
い
て
、
「
君
」
が
「
君
た
ち
」
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
と

ら
え
て
「
朔
太
郎
が
こ
の
詩
を
書
い
て
い
る
と
き
、
お
そ
ら
く
現
実
的
に
は
前

橋
の
市
民
た
ち
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
納

（
６
）

得
で
き
る
見
解
で
あ
る
。
（
前
掲
『
萩
原
朔
太
郎
』
三
三
’
四
頁
）

そ
れ
よ
り
も
、
な
に
よ
り
も
、
作
品
の
う
ち
に
描
か
れ
た
内
容
か
ら
、
た
だ

ち
に
、
朔
太
郎
の
世
界
観
を
導
き
だ
そ
う
と
す
る
方
法
自
体
、
あ
ま
り
に
も
安

易
な
や
り
か
た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

朔
太
郎
が
、
明
確
な
方
法
意
識
に
も
と
づ
い
て
詩
を
創
作
し
て
い
た
こ
と

は
、
残
さ
れ
た
膨
大
な
草
稿
類
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
一
篇
の
詩
に
つ
い

て
、
四
、
五
回
の
改
稿
が
な
さ
れ
て
お
り
、
「
竹
」
に
い
た
っ
て
は
、
八
種
類

の
草
稿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
内
部
に
居
る
人
が
崎
形
な
病
人
に
見
え
る
理

由
」
に
つ
い
て
も
、
三
種
類
の
草
稿
が
あ
り
、
こ
れ
に
『
Ａ
Ｒ
Ｓ
』
初
出
の
も

の
を
加
え
る
と
、
少
な
く
と
も
四
回
の
推
敲
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
、
詩
を
構
成
す
る
固
有
の
方
法
を
媒
介
と
し
て
、
作
品
は
読
み
と
か

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

佐
々
木
幹
郎
氏
は
、
「
「
内
部
に
居
る
人
」
の
か
す
ん
だ
眼
」
と
題
す
る
、

も
っ
ぱ
ら
こ
の
詩
を
あ
つ
か
っ
た
論
文
の
な
か
で
、
「
表
現
構
造
は
卓
抜
で
あ

り
」
「
読
者
の
視
線
を
作
品
世
界
に
平
面
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
一
枚
の
情
景
を

成
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
成
立
を
あ
や
う
く
さ
せ
る
視
線
の
立
体
化
が

は
か
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
『
ユ
リ
イ
ヵ
』
昭
和
五
○
年
七
月

号
、
一
七
二
頁
）
こ
こ
に
は
、
作
品
を
そ
の
構
造
を
と
お
し
て
と
ら
え
よ
う
と

す
る
態
度
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
「
月
に
吠
え
る
」
前
半
の
表
現
上
の
格

闘
の
頂
点
」
と
氏
の
評
価
す
る
作
品
が
、
朔
太
郎
の
方
法
に
お
い
て
も
つ
意
味

に
つ
い
て
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
解
き
あ
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

大
岡
信
氏
は
、
こ
の
詩
の
う
ち
に
ヨ
ー
モ
リ
ス
ト
と
し
て
の
萩
原
朔
太

郎
」
を
見
て
い
る
。
「
「
お
お
、
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
く
し
の
腰
か
ら
下
な
ら
ば
、
」

以
下
五
行
の
終
結
部
は
、
そ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
ぶ
り
で
秀
逸
で
あ
る
。
」
（
前
掲

『
萩
原
朔
太
郎
』
九
一
’
二
頁
）
し
か
し
、
問
題
は
、
そ
う
し
た
ユ
ー
モ
ア
の

奥
に
か
く
さ
れ
た
朔
太
郎
の
認
識
に
こ
そ
あ
る
。

（
写
ｊ
）

「
内
部
に
居
る
人
が
崎
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の

は
、
け
っ
し
て
難
解
な
詩
で
は
な
い
。
そ
の
題
名
の
と
お
り
、
部
屋
の
な
か
に

い
る
人
が
青
白
く
ゆ
が
ん
で
見
え
る
理
由
が
、
い
ろ
い
ろ
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
レ
ー
ス
の
カ
ー
テ
ン
の
か
げ
に
い
る
か
ら
と
か
、
窓
ガ
ラ
ス
が

九
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粗
悪
品
だ
か
ら
と
い
っ
た
、
き
わ
め
て
ま
つ
と
う
な
理
由
と
、
望
遠
鏡
で
と
お

く
を
見
て
い
る
か
ら
と
か
、
キ
ャ
ベ
ツ
を
た
べ
す
ぎ
た
か
ら
と
い
っ
た
、
い
さ

さ
か
ナ
ン
セ
ン
ス
な
理
由
と
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
点
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
不
明
瞭
で
は
な
い
。

最
後
の
五
行
に
し
て
も
、
腰
か
ら
下
の
部
分
は
壁
で
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
「
は
っ
き
り
し
な
い
」
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
常
識
的
な
解
釈
が
ま
っ
た
く
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
、
朔

太
郎
自
身
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
大
正
四
年
五
月
一
二
日
（
推
定
）
付

の
北
原
白
秋
宛
の
葉
書
で
、
朔
太
郎
は
、
「
少
し
く
難
解
な
の
を
心
配
し
ま
す
」

と
し
て
、
こ
の
詩
の
図
解
を
示
し
て
い
る
。
（
『
全
集
」
第
一
三
巻
、
九
四
頁
）

こ
の
図
解
で
も
っ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
部
屋
の
内
部
に

咽
』
亀
Ｅ
ｂ
へ
量
り
・
毎
頁
土

立
っ
て
い
る
人
の
壁
に
か
く
さ
れ
た
腰
か
ら
下
の
部
分
が
、
点
線
で
書
き
こ
ま

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ぎ
に
も
っ
と
も
明
白
に

見
え
た
最
後
の
五
行
の
意
味
が
、
ま
っ
た
く
逆
転
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、

壁
に
か
く
さ
れ
た
腰
か
ら
下
の
部
分
は
、
「
は
っ
き
り
し
な
い
」
の
で
は
な
く

て
、
も
と
も
と
存
在
し
な
い
の
だ
。

こ
の
逆
転
は
、
こ
の
作
品
全
体
に
波
及
す
る
。

並
べ
た
て
ら
れ
た
様
々
な
「
理
由
」
に
よ
っ
て
、
内
部
に
い
る
人
が
青
白
い

ゆ
が
ん
だ
「
病
人
」
に
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
・
部
屋
の
内
部
に
い
る
人
は
、
そ

の
存
在
自
体
に
お
い
て
「
病
人
」
で
あ
り
、
腰
か
ら
下
が
欠
け
て
い
る
の
だ
。

こ
の
「
内
部
に
居
る
人
が
崎
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由
」
と
い
う
作
品
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
朔
太
郎
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
か
ら
の
視
線

が
、
け
っ
し
て
、
内
部
の
真
実
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し

て
、
真
実
は
、
青
白
く
ゆ
が
ん
だ
「
病
人
」
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
『
月
に
吠
え
る
』
前
半
の
詩
篇
を
つ
ら
ぬ
く
朔
太
郎

の
方
法
を
、
自
覚
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

短
歌
と
い
う
伝
統
的
な
表
現
形
式
と
自
己
の
内
部
に
わ
だ
か
ま
る
思
い
と
の

乖
離
、
そ
し
て
父
母
を
ふ
く
め
た
世
間
の
人
々
と
の
心
の
い
き
ち
が
い
、
そ
う

し
た
や
り
き
れ
な
い
感
情
に
表
現
を
与
え
よ
う
と
す
る
努
力
が
、
こ
こ
で
、
新

し
い
独
自
の
表
現
を
獲
得
す
る
と
と
も
に
、
固
有
の
思
想
的
根
拠
を
確
立
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

窓
の
あ
る
部
屋
の
内
部
に
病
人
が
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

は
、
朔
太
郎
の
「
孤
独
」
の
象
徴
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

大
正
三
年
の
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、
朔
太
郎
が
、
書
斎
の
改
装
に
夢
中

に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
「
日
記
」
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
「
窓
か
け
」
と
「
ス

九
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ト
ー
プ
」
と
「
机
と
椅
子
」
を
そ
な
え
た
新
し
い
書
斎
が
完
成
し
、
一
月
二
九

日
、
朔
太
郎
は
友
人
を
ま
ね
い
て
披
露
。
ハ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
日
の
日
記
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
新
し
い
生
活
は
ど
う
し

た
。
始
ま
る
筈
の
も
の
が
仲
々
始
ま
り
さ
う
も
な
い
。
や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
は
何

も
な
か
っ
た
。
空
虚
は
依
然
と
し
て
空
虚
だ
。
」
さ
ら
に
「
自
分
の
周
囲
に
は

だ
れ
も
居
な
い
。
い
つ
も
い
つ
も
空
虚
で
あ
る
。
あ
あ
こ
の
孤
独
と
い
ふ
言
葉

程
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
。
」
（
一
月
三
一
日
）
「
自
分
は
世
間
を
侮
辱
し
つ
つ

世
間
を
怖
れ
て
居
る
。
俗
人
輩
の
世
界
を
一
刻
も
早
く
逃
れ
た
い
の
で
あ
る
。

俗
人
の
眼
程
自
分
に
と
っ
て
薄
気
味
の
悪
い
も
の
は
な
い
。
」
（
二
月
二
日
）

こ
こ
に
記
さ
れ
た
、
「
窓
か
け
」
の
あ
る
書
斎
の
な
か
で
「
世
間
」
の
「
眼
」

を
お
そ
れ
る
朔
太
郎
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
部
屋
の
内
部
の
病
人
と
重
な
る
。

し
か
し
、
窓
の
内
部
の
病
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
朔

太
郎
の
幻
視
体
験
に
由
来
す
る
。
た
と
え
ば
、
大
正
四
年
三
月
五
日
付
の
北
原

白
秋
宛
の
書
簡
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

結
局
、
今
の
自
分
に
は
ぴ
っ
た
り
く
る
も
の
が
一
つ
も
な
い
、
た
だ
崎
形

マ
マ

の
死
が
み
え
る
ば
か
り
で
す
、
（
中
略
）
こ
ん
な
倦
怠
の
夜
に
於
て
は
無

マ
マ

気
味
な
死
の
幻
影
よ
り
外
は
何
物
も
見
へ
な
い
、
但
し
腐
蝕
せ
る
と
こ
ろ

の
心
霊
は
又
遂
に
閉
さ
れ
た
る
窓
で
あ
る
、
死
は
見
え
ざ
る
外
部
に
遊
行

す
る
。
（
中
略
）
私
は
苦
し
い
、
私
の
胴
体
の
ど
こ
か
に
大
き
な
穴
が
あ

い
て
居
る
気
が
す
る
、
（
『
全
集
』
第
一
三
巻
、
八
四
頁
）

こ
こ
に
示
さ
れ
た
、
「
腐
蝕
」
し
た
「
心
霊
」
が
「
閉
さ
れ
た
る
窓
」
で
あ

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し
て
、
「
胴
体
の
ど
こ
か
に
大
き
な
穴
が
あ
い
て
居

る
」
と
い
う
感
覚
は
、
あ
き
ら
か
に
「
内
部
に
居
る
人
が
崎
形
な
病
人
に
見
え

（
日
）
）

る
理
由
」
の
源
泉
と
な
っ
た
幻
視
体
験
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
や
が
て
、

詩
的
形
象
と
し
て
彫
琢
さ
れ
て
い
く
。
以
下
、
そ
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

（
八
Ｖ
八
ｖ
は
抹
消
部
分
を
示
す
）

内
部
に
病
人
が
あ
る
／
そ
の
家
八
の
壁
Ｖ
は
あ
る
承
に
う
む
八
で
つ
く

ら
れ
Ｖ
製
／
八
窓
に
さ
く
ら
の
花
が
さ
き
Ｖ
／
窓
は
必
ら
ず
三
角
形
／

八
窓
Ｖ
戸
に
も
う
す
で
の
八
破
Ｖ
雪
が
ふ
り
／
さ
く
ら
ぎ
青
き
花
つ
け

／
八
そ
の
八
家
ｖ
二
階
に
古
る
き
額
あ
り
Ｖ
／
八
疾
患
Ｖ
／
い
た
い

た
し
い
が
ら
す
か
け
に
て
八
庭
Ｖ
床
は
い
ち
め
ん
／
八
が
ら
ん
ど
Ｖ

貸
間
の
二
階
に
八
一
脚
の
Ｖ
金
属
の
椅
子
が
あ
り
／
家
根
の
上
に
黒
い

猫
が
ね
む
っ
て
居
る
。
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
三
三
七
頁
）

な
や
ま
し
い
象
ど
り
の
中
八
八
の
ｖ
で
Ｖ
に
／
け
ぶ
れ
る
柳
が
も
え
は

じ
め
た
／
窓
い
ち
め
ん
に
も
え
は
じ
め
た
／
そ
の
と
き
病
人
八
た
ち
Ｖ

は
夢
か
ら
さ
め
八
て
居
た
Ｖ
た
／
八
さ
び
し
い
部
屋
の
中
で
／
ゑ
ん
な

ふ
ら
ふ
ら
あ
る
い
て
居
た
／
か
な
し
げ
な
顔
が
／
硝
子
戸
の
外
を
み
て
居

た
Ｖ
／
八
遠
い
八
病
身
↓
病
人
ｖ
わ
た
し
は
手
に
ラ
ン
プ
を
も
っ
て
Ｖ

／
八
Ａ
お
そ
ろ
し
く
ｖ
ほ
そ
長
く
Ｖ
病
人
の
ゆ
が
ん
だ
顔
が
／
硝
子
戸

の
ま
へ
に
ふ
る
へ
て
居
た
／
八
見
わ
た
せ
ば
Ｖ
／
ゆ
が
ん
だ
八
硝
子
Ｖ

窓
の
上
に
は
／
八
か
な
し
い
窓
の
Ｖ
／
わ
た
し
は
手
に
ラ
ン
プ
を
も
っ

て
／
ふ
ら
ふ
ら
と
お
き
あ
が
っ
た
／
八
Ａ
悲
し
い
ｖ
青
白
い
Ｖ
哀
し
い

病
気
の
顔
が
硝
子
戸
の
ま
へ
に
ふ
る
へ
て
居
た
。
（
同
、
三
四
五
頁
）

一
つ
の
幻
視
体
験
を
表
現
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
承
が
、
「
内
部

に
居
る
人
が
崎
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由
」
と
い
う
作
品
の
う
ち
に
、
み
ご
と

（
９
）

に
結
晶
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
病
人
」
と
は
、
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
の
作
品
と
あ
い
前
後
し
て
『
Ａ
Ｒ
Ｓ
』
の
誌

九
八



面
を
か
ざ
り
、
や
は
り
『
月
に
吠
え
る
』
に
収
め
ら
れ
た
二
つ
の
詩
を
紹
介
す

る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

と
ほ
く
渚
の
方
を
見
わ
た
せ
ば
、

ぬ
れ
た
渚
路
に
は
、

腰
か
ら
下
の
な
い
病
人
の
列
が
あ
る
い
て
ゐ
る
、

ふ
ら
り
ふ
ら
り
と
歩
い
て
ゐ
る
。

（
「
春
夜
」
部
分
『
全
集
』
第
一
巻
、
五
一
’
二
頁
）

な
が
い
疾
患
の
い
た
承
か
ら
、

そ
の
顔
は
く
も
の
巣
だ
ら
け
と
な
り
、

腰
か
ら
し
た
は
影
の
や
う
に
消
え
て
し
ま
ひ
、

腰
か
ら
う
え
に
は
藪
が
生
え
、

手
が
腐
れ
、

身
体
い
ち
め
ん
が
じ
つ
に
め
ち
や
く
ち
や
な
り
、

（
「
あ
り
あ
け
」
部
分
同
、
五
五
頁
）

こ
れ
ら
の
三
つ
の
詩
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
、
腰
か
ら
下
が
消
え
て
し
ま
っ

た
「
病
人
」
と
は
、
い
っ
た
い
、
な
に
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
の
正
体
は
、

『
月
に
吠
え
る
』
の
同
じ
「
く
さ
っ
た
蛤
」
と
い
う
章
に
収
め
ら
れ
た
「
麦
畑

（
、
）

、
一
隅
に
て
」
と
い
う
作
品
に
よ
っ
て
あ
か
さ
れ
る
。

ま
つ
正
直
の
心
を
も
っ
て
、

わ
た
く
し
ど
も
は
話
が
し
た
い
、

信
仰
か
ら
き
た
る
も
の
は
、

す
べ
て
幽
霊
の
か
た
ち
で
視
え
る
、

か
つ
て
わ
た
く
し
が
視
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
、

は
っ
き
り
と
汝
に
も
き
か
せ
た
い
、

お
よ
そ
こ
の
類
の
も
の
は
、

さ
か
ん
に
装
束
せ
る
、

光
れ
る
、

お
ほ
い
な
る
か
く
し
ど
こ
ろ
を
も
っ
た
神
の
半
身
で
あ
っ
た
。

（
『
全
集
』
第
一
巻
、
五
七
’
八
頁
）

こ
の
、
い
さ
さ
か
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
語
り
口
を
模
し
た
作
品
に
お
い

て
、
真
実
は
「
幽
霊
の
か
た
ち
」
で
見
え
る
こ
と
、
そ
し
て
、
「
幽
霊
」
す
な

わ
ち
腰
か
ら
下
の
な
い
「
病
人
」
こ
そ
「
神
の
半
身
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

を
告
白
し
て
い
る
。

（
１
）
朔
太
郎
の
短
歌
に
つ
い
て
は
、
平
田
利
晴
『
萩
原
朔
太
郎
の
文
学
』

（
昭
和
五
六
年
二
月
、
桜
楓
社
）
及
び
勝
田
和
学
「
萩
原
朔
太
郎
の

短
歌
」
（
『
文
学
論
藻
』
第
五
六
号
、
昭
和
五
六
年
一
二
月
）
が
く
わ

し
い
。

（
２
）
こ
れ
ら
の
詩
篇
の
う
ち
、
大
正
二
年
以
後
に
製
作
さ
れ
た
も
の
に

は
、
あ
き
ら
か
に
、
北
原
白
秋
の
『
思
ひ
出
』
の
影
響
が
残
さ
れ
て
い

る
。
な
お
朔
太
郎
の
初
期
の
詩
篇
に
つ
い
て
は
、
飛
高
隆
夫
「
朔
太
郎

の
習
作
期
ｌ
詩
を
中
心
に
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
七

年
五
月
）
が
あ
り
、
ま
た
勝
田
和
学
「
朔
太
郎
の
明
治
期
の
詩
ｌ
先

行
詩
摂
取
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
第
九
四
・
九

五
号
、
昭
和
五
八
’
九
年
）
が
、
泣
菫
・
有
明
と
の
く
わ
し
い
比
較
分

析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
同
じ
よ
う
な
感
情
は
随
所
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
「
う
な
だ
れ
て
歩

一、

＝子

同エ

九
九



む
わ
が
う
し
ろ
に
／
か
す
か
な
る
市
ぴ
と
の
さ
さ
や
き
き
こ
え
」
（
「
ふ

る
さ
と
」
部
分
「
愛
憐
詩
篇
ノ
ー
ト
」
。
『
全
集
』
第
二
巻
、
四
二

頁
）
「
母
の
き
て
ま
た
一
念
に
嘆
く
と
も
／
あ
は
れ
夢
承
る
ひ
と
の
夢

ば
か
り
／
と
こ
し
へ
に
／
か
な
し
く
ゆ
き
て
さ
め
ざ
る
も
の
は
あ
ら
ざ

ら
む
・
」
（
「
夢
ゑ
る
ひ
と
」
部
分
同
、
四
九
○
’
一
頁
）
「
自
分
の

言
ふ
言
葉
の
意
味
が
、
他
人
に
解
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
ど
ん
な
に
悲

し
い
こ
と
で
あ
る
か
。
自
分
の
思
想
が
他
人
に
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ

こ
と
は
死
刑
以
上
の
苦
し
ゑ
で
は
な
い
か
。
」
（
「
言
は
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
」
『
詩
歌
』
大
正
四
年
五
月
。
『
全
集
』
第
三
巻
、
一
八
七
’

八
頁
）

（
４
）
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
三
好
達
治
が
そ
の
『
萩
原
朔
太
郎
』
（
昭
和

三
八
年
、
筑
摩
書
房
）
に
お
い
て
称
揚
し
て
以
来
、
高
い
評
価
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
渋
谷
国
忠
は
、
こ
の
詩
に
見
ら
れ
る
「
怒
り
」
と
「
嘆

き
」
、
「
う
ち
」
と
「
そ
と
」
、
「
こ
こ
ろ
」
と
「
う
は
く
」
の
二
重

性
を
『
月
に
吠
え
る
』
に
一
貫
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
『
萩
原
朔
太
郎
論
』
八
一
頁
、
昭
和
四
六
年
、
思
潮
社
）
荒
木
亨
氏

は
、
こ
の
詩
を
綿
密
に
検
討
し
て
、
「
『
静
物
』
で
は
言
葉
が
一
度
す

べ
て
の
歴
史
的
、
文
学
的
連
想
か
ら
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
（
「
物
の
静
寂
と
充
実
」
『
萩
原
朔
太
郎
研
究
』
二
八
○
頁
、

昭
和
四
九
年
、
青
土
社
）
市
川
毅
氏
は
、
こ
の
詩
の
生
成
過
程
を
多
く

の
未
発
表
詩
稿
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
く
わ
し
く
考
察
し
た
う
え
で
、

「
朔
太
郎
は
「
静
物
」
生
成
の
過
程
で
、
そ
の
自
己
の
在
り
様
を
し
だ

い
に
対
象
化
し
相
対
化
し
」
「
そ
れ
を
静
證
で
澄
明
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の

世
界
と
し
て
自
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
「
萩
原

朔
太
郎
論
の
前
提
ｌ
初
期
詩
歌
の
問
題
点
」
『
芸
文
研
究
』
第
四
二

号
、
七
五
頁
、
昭
和
五
六
年
一
二
月
）
し
か
し
、
市
川
氏
が
あ
き
ら
か

に
し
た
「
静
物
」
の
生
成
過
程
は
、
た
と
え
ば
「
竹
」
（
『
月
に
吠
え

る
』
初
収
）
の
八
回
に
わ
た
る
改
稿
が
、
混
沌
と
し
て
胸
に
わ
だ
か
ま

る
イ
メ
ー
ジ
を
一
行
一
行
言
葉
に
よ
っ
て
切
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
よ

う
な
趣
が
あ
る
の
に
く
ら
べ
て
、
す
で
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
た
だ
か
た

ち
よ
く
整
え
た
と
い
う
よ
う
な
感
が
あ
る
。

（
５
）
坂
根
俊
英
氏
は
、
こ
の
詩
を
く
わ
し
く
分
析
し
て
「
意
味
の
上
か
ら

も
、
律
格
の
上
か
ら
も
、
方
々
に
欠
落
部
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
穴
の
中

か
ら
、
生
々
た
る
初
夏
の
印
象
が
送
り
で
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
（
。
愛
憐
詩
篇
」
論
」
『
尾
道
短
期
大
学
研
究
紀

要
』
第
三
三
集
二
号
、
一
’
六
頁
３
昭
和
五
九
年
一
○
月
）
坂
根
氏

は
こ
こ
か
ら
「
愛
憐
詩
篇
」
が
『
月
に
吠
え
る
』
の
「
端
緒
」
と
な
っ

た
と
結
論
す
る
が
、
逆
に
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
「
愛
憐
詩
篇
」
と

『
月
に
吠
え
る
』
と
は
大
き
く
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
６
）
「
君
た
ち
」
か
ら
「
君
」
へ
の
改
変
の
う
ち
に
、
朔
太
郎
に
お
い
て

そ
れ
が
「
単
純
な
他
者
か
ら
、
自
己
に
内
在
す
る
他
者
へ
」
変
化
し
た

と
す
る
見
解
も
あ
る
。
阿
毛
久
芳
「
『
月
に
吠
え
る
』
形
成
の
一
側
面

１
１
表
現
の
場
に
お
け
る
自
我
意
識
の
在
所
」
（
三
一
頁
、
『
日
本
文

学
』
昭
和
六
一
年
、
一
○
月
）
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
他
者
で
あ
っ

て
、
た
ん
な
る
朔
太
郎
の
自
己
像
で
は
な
い
こ
と
に
か
わ
り
は
あ
る
ま

い
。

（
７
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
山
田
淳
「
萩
原
朔
太
郎
の
八
窓
硝

子
Ｖ
に
就
い
て
」
（
八
三
頁
、
『
湘
南
文
学
』
昭
和
六
一
年
、
三
月
）

一
○
○



に
指
摘
が
あ
る
。

（
８
）
こ
の
詩
を
お
も
に
あ
つ
か
っ
た
論
稿
と
し
て
は
、
本
文
中
に
あ
げ
た

も
の
以
外
に
小
野
田
典
子
。
危
険
な
散
歩
」
ｌ
『
月
に
吠
え
る
』

前
半
期
の
問
題
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
七
年
三
一
月
）
、
安
藤

靖
彦
ョ
月
に
吠
え
量
Ｉ
自
然
連
関
と
自
画
像
性
と
」
合
国
文
学

言
語
と
文
芸
』
昭
和
六
○
年
一
月
）
、
大
塚
常
樹
「
下
降
す
る
萩
原
朔

太
郎
Ｉ
ｌ
向
日
と
背
日
の
ア
ン
ピ
。
ハ
レ
ン
ス
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭

和
六
○
年
六
月
）
な
ど
が
あ
る
。
小
野
田
氏
は
、
『
月
に
吠
え
る
』
前

半
を
支
配
す
る
「
疾
患
」
と
い
う
観
念
が
、
「
浄
罪
」
を
願
い
つ
つ
も

「
そ
れ
を
果
た
せ
な
か
っ
た
」
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
と
し
た
う
え
で
、

そ
う
し
た
「
精
神
状
況
」
を
「
総
合
的
に
捉
え
」
た
の
が
、
こ
の
詩
で

あ
っ
た
と
す
る
。
安
藤
氏
は
、
『
月
に
吠
え
る
』
は
、
基
調
と
し
て

「
伝
統
的
和
歌
的
季
節
感
情
」
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
「
自
画
像
性
」

を
意
識
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
、
岡
庭
昇
氏
の
見
解
を
ふ
ま
え

つ
つ
こ
の
詩
を
「
自
ら
の
対
自
化
を
試
み
よ
う
と
し
た
」
も
の
と
規
定

し
て
い
る
。
大
塚
氏
は
、
「
竹
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
八
疾
患
Ｖ
と
い

う
下
降
」
を
「
祈
祷
」
と
い
う
「
上
昇
す
る
生
命
力
」
へ
と
転
化
さ
せ

る
す
る
ど
い
「
創
造
力
」
が
、
や
が
て
「
緊
張
」
を
失
い
、
「
病
ん
だ

大
地
」
「
腐
っ
た
根
」
が
出
現
す
る
と
『
月
に
吠
え
る
』
に
そ
っ
て
分

析
し
、
「
窓
硝
子
は
歪
ん
で
い
て
、
室
内
と
外
界
は
緊
張
を
失
っ
て
い

る
」
「
彼
の
腰
か
ら
下
、
植
物
の
根
は
見
え
な
い
の
か
？
。
い
や
そ
う
で

は
な
い
。
は
っ
き
り
し
な
い
だ
け
な
の
だ
。
間
違
い
な
く
彼
の
根
は
腐

っ
て
ぶ
よ
ぶ
よ
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
こ
の
詩
を
解
説
し
て
い
る
。

（
９
）
ま
た
大
正
二
年
九
月
か
ら
翌
年
末
ま
で
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て

い
る
「
習
作
集
第
九
巻
」
（
「
愛
憐
詩
篇
ノ
ー
ト
」
）
の
末
尾
の
方
に
つ

ぎ
の
よ
う
な
詩
が
あ
る
。
「
窓
か
ら
さ
が
っ
た
紐
／
青
い
紐
／
は
て
し

も
な
く
廊
下
が
つ
づ
き
／
厚
い
壁
の
う
し
ろ
に
／
ラ
セ
ン
梯
子
の
光
る

旋
回
／
登
る
二
階
／
三
階
／
四
階
／
五
階
／
そ
の
床
は
月
光
に
ぬ
れ
／

月
光
の
中
に
Ｂ
Ｅ
Ｄ
が
あ
る
／
い
つ
も
眼
る
と
こ
ろ
の
／
遠
い
哀
し
い

寝
台
が
あ
る
／
行
け
ど
も
行
け
ど
も
／
は
て
し
も
な
い
病
院
の
廊
下
の

／
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
高
い
窓
か
ら
／
青
い
絹
糸
の
紐
が
さ
が
っ
て
居
る

よ
。
」
（
「
病
児
と
青
い
紐
」
『
全
集
』
第
二
巻
、
五
一
毛
’
八
頁
）

（
岨
）
こ
の
詩
は
、
『
月
に
吠
え
る
』
以
前
に
ど
こ
に
発
表
さ
れ
た
か
不
明

で
、
そ
の
製
作
年
次
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
大
正
五

年
四
月
の
回
心
（
い
わ
ゆ
る
「
新
生
」
事
件
）
以
後
の
作
品
と
思
わ
れ

る
。
朔
太
郎
は
、
い
わ
ば
、
「
あ
り
あ
け
」
「
春
夜
」
な
ど
の
作
品
を

解
説
す
る
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
、
『
月
に
吠
え
る
』
編
集
時
に
、
こ

の
詩
を
「
く
さ
っ
た
蛤
」
の
章
に
は
さ
み
こ
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
『
月
に
吠
え
る
』
後
半
に
お
い
て
、
朔
太
郎
は
、
「
孤
独
」
を
と

お
し
て
見
え
て
く
る
新
し
い
「
共
同
」
性
へ
と
眼
を
開
く
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
○
月
刊
行
予
定
の
拙
著
『
自
立
と
共
同

ｌ
大
正
か
ら
昭
和
へ
の
思
想
史
罠
ぺ
り
か
ん
社
）
第
Ⅳ
部
を
参
照

さ
れ
た
い
。

八
付
記
Ｖ
引
用
文
中
で
、
新
字
体
の
あ
る
漢
字
は
す
べ
て
そ
れ
に
改
め

た
。

（
愛
知
教
育
大
学
・
助
教
授
）
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