
山
村
暮
鳥
「
だ
ん
す
」
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

那

須

香

 
 
一

 
大
正
四
年
十
二
月
に
置
に
出
た
山
村
暮
鳥
の
詩
集
『
聖
三
稜
破
璃
』
は
、
当

時
の
詩
壇
で
も
〈
難
解
〉
と
さ
れ
、
酷
評
を
受
け
た
。
そ
の
中
で
萩
原
朔
太
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

は
「
だ
ん
す
」
の
詩
に
つ
い
て
、
《
「
聖
三
稜
破
璃
」
を
通
じ
て
最
も
難
解
》

だ
が
、
《
最
も
よ
く
氏
の
特
色
を
発
揮
し
た
詩
篇
》
だ
と
述
べ
、
《
舞
踏
そ
の

も
の
が
動
き
書
あ
や
う
に
描
か
れ
て
居
る
》
と
鑑
賞
し
て
い
る
。

あ
ら
し

あ
ら
し

し
だ
れ
や
な
ぎ
に
光
あ
れ

あ
か
ん
ぼ
の

へ
そ
の
芽

 
 
ヒ
 
ス
 
テ
 
リ
 
ア

水
銀
激
私
的
利
亜

は
る
き
た
り

あ
し
う
ら
ぞ

あ
ら
し
を
ま
う
め

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

愛
の
さ
も
わ
る
に

ウ
ウ
ロ
ン

鳥
龍
茶
を
か
な
し
ま
し
む
る
か

あ
ら
し
は

天
に
蹴
上
げ
ら
れ
。

（「

ｾ
ん
す
」
）

 
こ
の
詩
は
大
正
四
年
四
月
一
日
発
行
の
『
卓
上
噴
水
』
第
二
集
に
掲
載
さ
れ
、

『
聖
三
稜
破
璃
』
に
収
録
さ
れ
た
。

 
朔
太
郎
を
は
じ
め
と
し
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
の
諸
氏
の
論
を
見
る
時
、
〈
難

解
〉
と
の
評
が
多
い
。

 
『
聖
三
稜
破
璃
』
と
い
う
詩
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
手
伝
っ
て
で
あ
ろ
う
、
何

が
表
現
さ
れ
、
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
見
ら
れ
、

前
衛
的
な
詩
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

 
確
か
に
、
『
聖
三
稜
破
璃
』
の
詩
に
つ
い
て
、
読
み
手
が
一
つ
の
ま
と
ま
っ

た
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
事
は
容
易
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、

『
聖
三
稜
破
璃
』
の
序
を
書
い
た
室
生
犀
星
で
さ
え
も
が
、
《
ま
こ
と
に
恐
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

べ
き
新
代
生
活
者
が
辿
る
も
の
ま
に
あ
の
道
》
、
《
今
、
尊
兄
は
怪
し
き
金
属

の
内
部
に
あ
る
最
も
緻
密
な
幽
暗
な
光
と
相
対
し
て
み
る
。
今
、
尊
兄
は
癩
痛
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山
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」
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っ
て



三
角
形
の
上
に
登
っ
て
み
る
》
と
い
う
表
現
を
す
る
よ
う
な
、
一
種
独
特
の
、

感
覚
を
頼
り
に
し
て
し
か
読
め
な
い
よ
う
な
世
界
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。 

し
か
し
、
暮
鳥
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
そ
の
も
の
は
、
さ
ほ
ど
難
解

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

 
も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
比
喩
や
、
か
つ
て
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
外
来
の
新
し
い

言
葉
を
取
り
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
詩
は
新
し
い
世
界
を
表
現
し
得
、
複
雑
で

難
解
な
詩
の
世
界
も
展
開
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
詩
人
が
表
現
し
よ
う
と

し
た
も
の
を
取
り
違
え
て
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
別
の
意
味
で
難
解
な
詩
と

な
っ
て
し
ま
う
。

 
こ
こ
で
は
、
「
だ
ん
す
」
と
い
う
詩
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
を

見
な
が
ら
、
こ
の
詩
が
表
現
し
て
い
る
も
の
、
暮
鳥
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
も

の
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

 
 
二

 
ま
ず
、
朔
太
郎
は
、
「
だ
ん
す
」
を
《
舞
踏
そ
の
も
の
が
動
き
書
の
や
う
に

描
か
れ
て
居
る
》
と
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
あ
ら
し
」
「
あ
ら
し
」
と
い
ふ
最
初
の
二
行
の
言
葉
か
ら
、
讃
者
は
突
然

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
の
前
面
の
舞
墓
を
燕
の
や
う
に
飛
び
交
ふ
あ
る
も
の
の
運
動
を
感
知
す

る
。
そ
れ
は
烈
し
い
狂
躁
的
な
、
そ
れ
で
居
て
ど
こ
と
な
く
女
性
的
の
優

雅
さ
を
も
っ
た
運
動
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
し
て
「
し
だ
れ
や
な
ぎ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

光
あ
れ
」
と
い
ふ
言
葉
の
感
寛
か
ら
、
芸
者
は
更
に
そ
の
運
動
す
る
あ
る

ヘ
 
 
へ

も
の
の
容
姿
を
感
知
す
る
こ
と
が
出
爽
る
。
そ
れ
は
何
と
な
く
優
雅
な
し

な
や
か
の
姿
態
を
も
つ
た
若
い
娘
で
、
全
艦
に
光
る
白
っ
ぽ
い
衣
装
を
き

て
み
る
。
疑
も
な
く
い
ま
讃
者
の
前
面
の
舞
壷
で
は
美
し
い
輕
快
な
舞
踊

が
展
開
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
（
「
だ
ん
す
」
と
い
う
標
題
の
暗
示
が
此

等
の
感
寛
に
具
象
な
色
彩
を
與
へ
て
居
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
）

 
こ
の
調
子
を
も
っ
て
、
朔
太
郎
は
「
だ
ん
す
」
を
詳
細
に
解
読
す
る
。
確
か

に
こ
れ
も
一
つ
の
詩
の
読
み
方
で
あ
り
、
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
解
説
」
が
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
な
か
っ

た
此
の
詩
に
、
人
々
を
納
得
さ
せ
る
読
み
を
与
え
で
し
ま
い
、
「
だ
ん
す
」
は

人
間
が
舞
踏
す
る
様
を
現
わ
し
た
も
の
だ
と
い
う
解
釈
が
定
説
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
だ
が
、
朔
太
郎
の
想
像
力
は
、
や
や
豊
か
過
ぎ
は
し
ま
い
か
。

 
古
川
清
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
か
か
げ
た
作
品
の
第
一
の
手
が
か
り
は
、
「
だ
ん
す
」
と

い
う
標
題
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
み
る
と
、
言
葉
が
よ
ど
み
な
く
流
れ
て
、

踊
ゆ
子
の
柔
軟
な
姿
勢
の
変
化
と
律
動
を
感
覚
的
に
表
現
し
た
詩
で
あ
る

こ
と
に
気
付
く
。
（
中
略
）
特
異
な
表
現
を
流
れ
る
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
ダ

ン
ス
を
す
る
人
の
姿
勢
を
描
い
た
詩
技
を
感
得
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
。

 
朔
太
郎
は
「
ら
」
行
の
発
言
に
着
目
し
た
が
、
古
川
氏
は
「
あ
」
の
発
音
に

着
目
し
、
音
の
イ
メ
ー
ジ
と
表
現
対
象
の
つ
な
が
り
を
述
べ
て
い
る
。
確
か
に

こ
と
ば
の
音
そ
の
も
の
が
か
も
し
出
す
イ
メ
ー
ジ
ば
重
要
だ
が
、
そ
れ
を
《
踊

り
子
》
に
限
定
し
、
結
び
付
け
て
し
ま
っ
て
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
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関
良
一
氏
は
「
だ
ん
す
」

て
み
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

に
注
釈
を
付
け
て
い
る
。

そ
の
一
部
分
を
掲
げ

 
 
あ
ら
し
ム
心
調
で
演
奏
さ
れ
る
楽
曲
、
裳
の
揺
れ
を
主
と
す
る
舞
踊
の
ダ

 
 
 
 
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
な
ど
の
表
現
。

 
 
し
だ
れ
や
な
ぎ
に
光
あ
れ
一
「
し
だ
れ
や
な
ぎ
」
は
脚
光
を
浴
び
て
揺
れ
・

 
 
 
 
光
る
髪
の
表
現
。
『
旧
約
聖
書
』
創
世
紀
第
一
章
に
「
神
光
あ
れ
と

 
 
 
 
言
（
い
い
）
た
ま
ひ
け
れ
ば
光
あ
り
き
」
と
あ
る
。
「
や
な
ぎ
」
は

 
 
 
 
燕
の
飛
び
交
う
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

 
こ
の
よ
う
な
注
釈
を
見
れ
ば
、
一
つ
の
詩
語
に
対
し
て
の
無
理
が
あ
る
こ
と

に
気
付
き
、
「
だ
ん
す
」
と
い
う
題
に
し
ば
ら
れ
る
事
が
い
か
に
不
自
然
か
、

理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
関
氏
は
、
朔
太
郎
の
解
釈
を
、
ほ
ぼ
盲
目
的
に
受
け
と
め
、
土
台
と
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
朔
太
郎
を
こ
こ
ま
で
信
用
し
き
っ
て
良
い
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る

 
杉
本
邦
子
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
「
だ
ん
す
」
も
晦
渋
な
作
で
、
従
来
は
室
内
に
お
け
る
若
い
娘
の
舞

踊
す
る
姿
の
躍
動
を
、
感
覚
的
に
捉
え
た
も
の
と
感
得
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
も
確
か
に
 
つ
の
解
釈
で
は
あ
る
が
、
こ
の
作
に
前
後
し
て
書
か
れ
た

暮
鳥
自
身
の

 
か
ぜ
が
か
す
か
に
動
く
と
草
木
の
葉
も
か
す
か
に
揺
れ
る
。
草
木
の
舞

 
踏
で
あ
る
。
そ
の
原
始
的
な
ダ
ン
ス
を
人
間
の
な
ら
っ
た
の
は
此
の
草

 
木
か
ら
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
創
世
か
ら
の
形
式
で
あ
る
。
風
が
だ
ん

山
村
暮
鳥
「
だ
ん
す
」
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

 
だ
ん
強
く
な
る
と
草
木
も
騒
ぐ
。
い
よ
い
よ
あ
ば
れ
る
と
ま
す
ま
す
狂

ふ
。
さ
う
な
っ
た
時
の
草
木
は
聖
者
で
も
伶
人
で
も
な
く
て
ま
さ
に
戦

 
士
で
あ
る
。
（
「
草
木
」
）

と
い
う
「
小
さ
な
穀
倉
よ
り
」
（
大
六
・
九
刊
）
所
収
の
感
想
文
も
、
こ
の

詩
を
理
解
す
る
上
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
杉
本
氏
は
朔
太
．
郎
の
解
釈
を
鵜
飲
み
に
せ
ず
、
暮
鳥
の
一
文
を
指
摘
し
て
い

る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

 
郷
原
宏
氏
は
朔
太
郎
の
解
釈
を
一
つ
の
読
み
と
認
め
た
上
で
《
こ
の
こ
と
は

必
ず
し
も
朔
太
郎
の
解
説
が
対
象
に
即
し
て
正
確
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な

い
》
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

朔
太
郎
が
犯
し
た
一
番
大
き
な
誤
り
は
、
こ
の
詩
を
一
種
の
情
調
象
徴
詩

と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
朔
太
郎
は
、
暮
鳥
が
レ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ

ビ
ュ
ウ
か
な
に
か
の
舞
台
を
見
な
が
ら
、
そ
の
印
象
を
自
分
の
言
葉
に
う

つ
し
か
え
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
注
意
深
く
読
め
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
暮
鳥
は
こ
の
詩
を
書
く
に
先
立
っ
て
、
実
は
ど
ん
な
モ
デ
ル
も

先
験
性
を
持
っ
て
い
な
い
。
暮
鳥
は
た
だ
言
葉
を
、
言
葉
だ
け
を
相
手
に

し
て
、
そ
の
喚
起
す
る
映
像
を
つ
と
め
て
無
意
識
㌍
記
述
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
。
（
中
略
）
そ
の
と
き
、
か
れ
に
で
き
た
の
は
、
無
意
識
を
表
現

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
か
れ
の
属
す
る
共
同
体
の
言
語
規
範
を

裏
切
っ
て
み
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

朔
太
郎
の
誤
ま
り
の
指
摘
に
つ
い
て
は
賛
成
で
き
る
が
、
暮
鳥
が
《
言
葉
だ
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け
を
相
手
に
し
て
V
書
い
て
い
る
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。

 
確
か
に
、
暮
鳥
が
言
葉
そ
の
も
の
に
た
く
し
た
も
の
は
大
き
い
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
新
し
い
比
喩
、
外
来
の
言
葉
。
そ
れ
等
か
ら
表
出
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
利

用
し
て
詩
を
書
こ
う
と
し
た
事
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
限

る
の
で
は
な
い
。
実
の
無
い
、
虚
だ
け
の
言
語
映
像
に
、
こ
の
様
な
力
は
感
じ

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

 
「
だ
ん
す
」
に
は
、
意
味
不
明
の
部
分
が
あ
る
と
し
て
も
、
一
つ
の
イ
メ
ー

ジ
や
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
《
あ
ら
し
，
・
「
あ
ら
し
〉
に

始
ま
る
此
の
詩
は
、
〈
あ
ら
し
は
．
／
天
に
蹴
上
げ
ら
れ
V
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
・

一
貫
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
意
味
不
明
と
言
わ
れ
る
詩
語
、
そ
れ
は
意
識
的

な
比
喩
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
郷
原
氏
の
よ
う
よ
う
に
（
無
意

識
を
表
現
V
し
た
と
は
思
え
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
 

 
一
方
、
興
味
深
い
解
釈
を
し
て
い
る
の
が
井
上
洋
子
氏
で
あ
る
。
（
図
A
参

照
）

 
こ
の
詩
の
発
想
の
源
に
は
、
未
来
派
よ
り
も
マ
テ
ィ
ス
が
ふ
さ
わ
し
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ダ
ン
ス

と
思
わ
れ
る
。
図
版
に
示
し
た
マ
テ
ィ
ス
の
「
舞
踏
」
は
、
大
正
二
年
一

月
の
柳
宗
悦
訳
「
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
と
後
期
印
象
派
」
（
「
白
樺
」
）
の

図
版
と
し
て
紹
介
さ
れ
有
名
に
な
っ
た
も
の
で
（
暮
鳥
所
蔵
の
図
版
に
も
、

ま
た
木
村
荘
八
の
『
芸
術
の
革
命
』
（
大
3
・
5
）
に
も
載
っ
て
い
る
マ
テ
ィ

ス
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。
（
中
略
）
暮
鳥
が
こ
の
絵
に
見
た
も
の
も
、

・
そ
の
形
態
の
〈
生
命
と
運
動
と
の
表
現
〉
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
暮
鳥
「
だ
ん
す
」
の
く
あ
ら
し
〉
〈
し
だ
れ
柳
〉
は
、
マ
テ
ィ
ス
の

踊
り
子
の
し
な
や
か
な
姿
態
を
言
葉
に
移
し
か
え
た
も
の
で
あ
り
、
〈
あ

か
ん
ぼ
の
へ
そ
の
芽
〉
は
そ
の
内
的
生
命
力
の
表
象
で
あ
り
、
ま
た
〈
あ

し
う
ら
ぞ
／
あ
ら
し
を
ま
う
め
〉
〈
あ
ら
し
は
．
天
に
蹴
上
げ
ら
れ
V

は
、
そ
の
運
動
の
形
態
表
現
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
難
解
と
評
さ
れ
る

暮
鳥
の
こ
の
詩
は
、
生
命
の
律
動
を
、
動
態
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
マ
テ
ィ
ス
の
絵
を
媒
介
と
し
た
時
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
自

然
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（『白樺』第四巻第壷號犬正二年一月）図A
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《
生
命
の
律
動
を
、
動
態
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
》
と
い
う
指
摘
は
、

暮
鳥
の
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
重
な
る
と
思
わ
れ
る
。
井
上
氏
は
暮
鳥
の

《
詩
の
発
想
の
源
》
に
マ
テ
ィ
ス
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
マ
テ
ィ
ス

 
 
ダ
ン
ス

の
「
舞
踏
」
を
源
と
し
た
だ
け
で
は
、
〈
し
だ
れ
や
な
ぎ
〉
と
い
う
植
物
の
発

想
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
田
中
清
光
氏
も
「
だ
ん
す
」
の
解
釈
に
絵
画
を
用
い
て
い
る
。
氏
は
、
朔
太

郎
が
詩
の
解
釈
の
時
、
与
謝
野
寛
の
訳
詩
集
『
リ
ラ
の
光
』
の
ト
ビ
ラ
の
デ
ッ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サ
ン
を
見
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
（
図
B
参
照
）

だ

1 ジ
ノ
つ

'

の
ゑ

〆
'

／

  

@
β
フ
つ
／
一

（大正三年十一月）図B

山
村
暮
鳥
「
だ
ん
す
」
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
バ
ル
ド
オ

 
こ
の
「
未
来
派
の
画
家
ゆ
〉
じ
∪
○
君
」
の
ス
ケ
ッ
チ
な
る
も
の
は
、
す

る
ど
い
筆
跡
の
ペ
ン
画
で
ま
さ
し
く
「
し
だ
れ
や
な
ぎ
」
の
よ
う
な
線
の

動
き
を
も
ち
、
そ
の
や
や
…
機
械
的
な
硬
い
線
と
い
い
、
暮
鳥
の
詩
「
だ
ん

す
」
と
共
通
点
の
あ
る
画
像
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
暮
鳥
も
ま
た
、
こ

の
『
リ
ラ
の
花
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
蔵
書
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
う
な
る
こ
と
は
詩
の
成
因
に
ま
で
及
ぶ
と
も
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

 
田
中
氏
は
、
断
言
は
し
な
い
が
こ
の
デ
ッ
サ
ン
を
詩
の
成
因
と
推
測
し
て
い

る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
今
ま
で
の
論
者
の
中
で
、
北
川
透
氏
の
み
異
っ
た
見
方
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
ア
行
、
ラ
行
の
音
韻
連
想
で
、
こ
と
ば
が
喚
び
起
こ
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
意
味
は
切
断
さ
れ
て
い
て
も
、
語

と
語
の
音
韻
の
つ
な
が
り
が
な
め
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
春
の
嵐
を
舞
踏

の
よ
う
に
感
受
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
も
連
続
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
生
き
生
き

し
た
動
き
を
生
ん
で
い
る
。

 
氏
は
唯
一
人
、
こ
の
詩
を
《
春
の
嵐
を
舞
踏
の
よ
う
に
感
受
す
る
イ
メ
ー

ジ
》
と
、
モ
チ
ー
フ
を
《
だ
ん
す
》
で
は
な
く
《
あ
ら
し
》
と
解
釈
し
て
い
る
。

 
 
三

 
こ
れ
ま
で
、
「
だ
ん
す
」
と
い
う
題
の
た
め
か
、
《
だ
ん
す
》
を
《
あ
ら
し
》

の
よ
う
に
《
感
受
す
る
イ
メ
ー
ジ
》
と
解
釈
す
る
方
が
多
数
で
あ
っ
た
。
し
か
圃
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し
、
次
に
掲
げ
る
暮
鳥
の
散
文
を
読
め
ば
、
「
だ
ん
す
」
の
詩
が
人
間
の
舞
踏

す
る
姿
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
木
々
が
平
め
い
て
い
る
様
か
ら
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
書
か
れ
た
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
人

間
で
は
な
く
木
々
だ
と
し
て
も
、
生
命
の
躍
動
感
と
、
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で

見
て
い
る
か
の
よ
う
な
柳
の
う
ね
る
様
子
、
そ
の
枝
の
曲
線
が
受
け
取
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
大
正
六
年
九
月
に
発
行
さ
れ
た
。
そ
の
初
出
は
お
よ
そ

大
正
三
年
三
月
か
ら
、
大
正
六
年
五
月
に
渡
っ
て
い
る
。
初
出
未
詳
の
も
の
も

あ
る
が
、
こ
の
時
期
か
ら
大
き
く
外
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

 
『
聖
三
稜
破
璃
』
は
大
正
四
年
十
二
月
に
、
に
ん
ぎ
ょ
詩
社
よ
り
発
行
さ
れ

た
が
、
そ
の
内
容
の
初
出
は
大
正
三
年
五
月
か
ら
大
正
四
年
六
月
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

 
佐
々
木
靖
章
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

草
の
葉
つ
ば
が
ゆ
れ
て
み
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ダ
ン
ス

人
間
は
草
の
建
つ
ば
の
揺
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
そ
の
舞
踏
を
な
ら
っ
た
と
か

い
て
あ
っ
た
の
を
私
は
い
っ
か
新
聞
で
読
ん
だ
。
そ
れ
を
思
ひ
だ
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
草
の
葉
つ
ば
」
）

か
ぜ
が
か
す
か
に
動
く
と
草
木
の
葉
も
か
す
か
に
揺
れ
る
。
草
木
の
舞
踏

で
あ
る
。
そ
の
原
始
的
な
ダ
ン
ス
を
人
間
の
な
ら
っ
た
の
は
此
の
草
木
か

ら
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
創
世
か
ら
の
形
式
で
あ
る
。
風
が
だ
ん
だ
ん
強

く
な
る
と
草
木
も
騒
ぐ
。
い
よ
い
よ
あ
ば
れ
る
と
ま
す
ま
す
狂
ふ
。
さ
う

．
な
っ
た
時
の
草
木
は
聖
者
で
も
伶
人
で
も
な
く
て
ま
さ
に
戦
士
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
草
木
は
ま
こ
と
に
黙
想
す
る
。
草
木
の
郷
土
で
は
昏
睡
と
め
ざ
め
と
が

区
別
さ
れ
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
ラ
イ
フ

 
草
木
は
一
つ
の
生
で
あ
る
。
厳
な
る
そ
の
生
の
正
真
正
銘
の
象
徴
で

あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
草
木
」
）

こ
れ
ら
の
散
文
は
『
小
さ
な
穀
倉
よ
り
』
と
い
う
暮
鳥
生
前
唯
一
の
評
論
集

 
刊
行
の
時
期
は
遅
れ
た
が
、
『
小
さ
な
穀
倉
よ
り
』
は
も
と
も
と
『
聖

三
稜
破
璃
』
と
対
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
詩
集
の
刊
行
後
に
、
『
小

さ
な
穀
倉
よ
り
』
の
原
型
に
当
る
も
の
を
刊
行
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た

こ
と
は
「
自
分
は
近
く
随
筆
様
の
、
月
の
夜
雪
の
日
な
ど
を
若
い
同
志
で

語
り
あ
っ
た
芸
術
や
思
想
に
関
す
る
そ
の
折
々
の
感
想
を
あ
つ
め
て
そ
れ

を
出
版
し
て
み
よ
う
か
と
思
っ
て
み
る
。
小
さ
い
可
愛
い
そ
し
て
廉
価
な

も
の
で
ー
ー
題
は
「
空
中
の
桜
閣
に
て
」
と
で
も
し
て
。
」
と
い
う
文
章

か
ら
わ
か
る
。

 
こ
の
よ
う
な
佐
々
木
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
て
も
、
『
聖
三
稜
破
璃
』
と
『
小

さ
な
穀
倉
よ
り
』
が
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
詩
人
が
書
い
て
い
る
散
文
を
そ
の
ま
ま
根
拠
と
↓
て
詩
を
解
釈
す
る
こ
と

は
、
危
険
で
は
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
だ
ん
す
」
の
詩
を
解
釈
す

れ
ば
、
従
来
の
、
暮
鳥
と
い
う
詩
人
の
、
詩
の
難
解
さ
故
の
価
値
を
下
げ
る
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
暮
鳥
は
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
実
験
を
し
た
わ
け
で

は
な
く
、
用
い
る
比
喩
が
新
し
い
だ
け
で
、
方
法
は
今
ま
で
の
も
の
だ
ど
。

 
し
か
し
、
そ
の
比
喩
こ
そ
が
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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『
小
さ
な
穀
倉
よ
り
』
で
は
、
暮
鳥
が
彼
独
特
の
表
現
で
、
感
受
し
た
も
の

を
言
葉
に
し
て
い
る
、
そ
の
感
受
性
に
新
し
さ
と
個
性
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
結

局
、
感
じ
た
も
の
や
感
じ
方
を
表
現
す
る
、
比
喩
の
新
し
さ
故
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。

 
そ
れ
に
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
単
に
「
だ
ん
す
」
と
い
う
詩
が
、

人
間
の
舞
踏
風
景
を
現
わ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
草
木
の
営
め
く
様
を
現
わ
し

た
の
だ
と
い
う
事
だ
け
で
は
な
い
。
暮
鳥
は
言
葉
だ
け
に
頼
っ
て
詩
を
書
い
た

の
で
は
な
い
し
、
思
い
の
ほ
か
、
初
期
の
頃
か
ら
、
自
然
に
眼
を
向
け
て
い
た

詩
人
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

 
暮
鳥
は
、
そ
の
他
の
実
験
的
な
詩
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
前
衛
的
な
印
象
ば

か
り
が
目
に
付
き
が
ち
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
だ
ん
す
」
の
よ
う
に
、
ア
行
音
、

ラ
行
音
の
意
図
的
な
多
用
な
ど
、
多
少
の
憶
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
暮
鳥
が
感

じ
た
自
然
を
《
あ
ら
し
》
と
い
う
言
葉
を
出
し
て
直
接
的
に
表
現
し
よ
う
と
し

た
も
の
ま
で
、
難
解
な
解
釈
を
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

 
 
四

 
「
だ
ん
す
」
の
詩
が
、
詩
句
の
通
り
《
し
だ
れ
や
な
ぎ
》
が
嵐
に
吹
か
れ
る

様
子
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
捉
え
る
と
、
こ
の
詩
は
か
な
り
理
解
し
や
す
く
な

る
の
で
は
な
い
か
。

 
《
あ
か
ん
ぼ
の
／
へ
そ
の
芽
》
も
、
赤
ん
ぼ
の
よ
う
に
若
い
、
へ
そ
の
よ
う

に
小
さ
い
芽
だ
と
い
う
比
喩
と
し
て
読
め
る
し
、
《
水
銀
激
私
的
利
亜
》
も
、

《
し
だ
れ
や
な
ぎ
に
光
あ
れ
》
の
詩
句
と
関
連
し
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ア
ー
ー
ヒ
ス
テ

リ
ー
1
1
病
的
な
興
奮
、
つ
ま
り
狂
っ
た
よ
う
に
踊
る
枝
が
、
水
銀
が
光
る
よ
う

に
光
っ
て
見
え
る
の
だ
と
読
め
る
。
《
あ
し
う
ら
ぞ
／
あ
ら
し
を
ま
う
め
》
、

山
村
暮
鳥
「
だ
ん
す
」
の
詩
を
め
ぐ
っ
て

《
あ
ら
し
は
／
天
に
蹴
上
げ
ら
れ
》
も
、
風
に
よ
っ
て
や
な
ぎ
が
弧
を
描
く
よ

う
に
揺
れ
動
い
た
り
、
風
に
吹
き
上
げ
ら
れ
て
、
逆
に
あ
ら
し
を
蹴
り
上
げ
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
様
子
が
イ
メ
レ
ジ
さ
れ
て
い
る
と
受
け
取
れ
る
。

 
た
だ
、
わ
か
り
に
く
い
の
が
、
《
愛
の
さ
も
わ
る
に
／
鳥
龍
茶
を
か
な
し
ま

し
む
る
か
》
と
い
う
二
行
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
視
線
が
、
外
か
ら
室
内
に
移
っ

た
と
い
う
事
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
愛
の
湯
沸
し
器
に
、
烏
龍
茶
を
悲
し
ま
せ
る

（
愛
し
ま
せ
る
）
の
か
、
と
い
う
こ
の
二
行
は
、
何
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

 
先
に
引
用
し
た
『
小
さ
な
穀
倉
よ
り
』
の
「
草
の
葉
っ
ぱ
」
、
「
草
木
」
、
ま

た
次
の
散
文
を
参
考
に
す
べ
ぎ
で
は
な
い
か
。

 
彼
等
を
根
こ
ぎ
に
し
よ
う
と
し
て
暴
風
が
吹
く
と
怒
り
狂
っ
た
み
ぶ
り

を
し
て
彼
等
は
騒
ぐ
。
け
れ
ど
そ
の
仲
間
で
は
相
律
ふ
こ
と
な
ど
は
な
い
。

唯
、
む
つ
ま
じ
い
一
致
和
合
の
黙
語
を
す
る
。

 
わ
た
し
は
彼
等
の
ま
こ
と
の
家
族
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
た
し
は
さ

う
思
ふ
。
わ
た
し
は
他
の
一
切
を
わ
す
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
ん
だ
ん
と
樹

木
は
わ
た
し
を
容
れ
る
で
あ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ
ね

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
樹
木
の
家
族
」
）

 
暮
鳥
は
、
常
に
樹
木
を
人
間
に
近
い
生
命
と
し
て
見
つ
め
て
い
る
。
樹
木
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ラ
イ
フ

沈
黙
を
《
一
致
和
合
》
（
「
樹
木
の
家
族
」
）
と
言
い
《
草
木
は
一
の
生
で
あ

る
〉
（
「
草
木
」
）
と
も
言
う
。
樹
木
の
在
り
方
が
、
人
間
と
し
て
も
理
想
的
な
在

り
方
だ
と
捉
え
て
い
る
。

 
《
愛
》
や
《
か
な
し
ま
し
む
る
か
》
と
い
う
言
葉
は
普
通
、
《
さ
も
わ
る
》
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や
《
烏
龍
茶
》
に
対
し
て
は
用
い
な
い
。
よ
っ
て
、
言
葉
の
つ
な
が
り
が
希
薄

 
で
あ
り
、
比
喩
と
し
て
も
連
想
し
に
く
い
の
で
、
難
解
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る

 
が
、
《
し
だ
れ
や
な
ぎ
》
を
人
間
と
同
じ
く
生
命
〉
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る

一
事
慶
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
行
も
、
〈
生
命
V
に
対
す
る
哀
切
な
感
情
の
表

 
硯
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
 
五

 
以
上
の
よ
う
に
読
ん
で
は
み
た
が
、
古
川
氏
も
《
暮
鳥
の
独
創
的
な
詩
的
イ

メ
ー
ジ
を
少
し
の
誤
り
も
な
く
詩
語
を
た
ど
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
》

と
言
う
よ
う
に
、
「
だ
ん
す
」
の
詩
語
す
べ
て
を
説
明
で
き
る
と
は
思
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
に
、
〈
こ
と
ば
〉
と
い
う
も
の
は
公
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
個

人
の
も
の
で
あ
っ
て
、
《
少
し
の
誤
り
も
な
く
》
と
い
う
の
は
正
に
不
可
能
に

近
い
。
し
か
し
、
〈
こ
と
ば
V
を
超
え
て
伝
わ
る
も
の
も
確
か
に
存
在
し
て
お

り
、
・
こ
こ
で
は
「
だ
ん
す
」
を
通
し
て
、
暮
鳥
の
持
つ
、
よ
り
根
本
的
な
テ
ー

マ
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

 
佐
々
木
靖
章
氏
は
、
《
『
小
さ
な
穀
倉
よ
り
』
は
ほ
ぼ
『
二
三
盛
塩
璃
』
と
重

ね
て
読
ん
で
さ
し
つ
か
え
な
い
が
、
『
風
は
草
木
に
さ
さ
や
い
た
』
に
方
向
を

大
き
く
転
換
す
る
、
そ
の
意
味
で
は
異
質
な
世
界
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
忘
れ

 
 
 
 
 
 
お

て
は
な
ら
な
い
》
と
言
う
。
確
か
に
、
先
に
引
用
し
た
『
小
さ
な
穀
倉
よ
り
』

の
「
草
の
葉
つ
ば
」
「
草
木
」
「
樹
木
の
家
族
」
は
、
『
風
は
草
木
に
さ
さ
や
い
た
』

の
自
然
礼
讃
の
世
界
に
近
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

亡
か
し
、
そ
の
成
立
時
期
は
、
「
草
の
葉
っ
ぱ
」
は
大
正
六
年
五
月
一
日
発

行
の
『
感
情
』
第
二
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
樹
木
の
家
族
」
は

大
正
四
年
一
月
一
日
発
行
の
『
秀
才
文
壇
』
第
十
五
巻
第
一
号
に
、
「
草
木
」

は
大
正
四
年
十
月
一
B
発
行
の
『
秀
才
文
壇
』
第
十
五
巻
第
十
号
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
『
聖
三
稜
破
璃
』
は
大
正
四
年
十
二
月
、
『
風
は
草
木
に
さ
さ
や
い
た
』
は
大

正
七
年
十
一
月
の
発
行
で
あ
り
、
時
期
的
に
は
『
聖
三
稜
逃
隠
』
に
近
い
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
散
文
は
、
発
表
年
代
は
ず
れ
て
い
る
が
、
書
か
れ
て
い

る
内
容
、
感
覚
に
ほ
と
ん
ど
相
異
は
見
ら
れ
な
い
。

 
佐
々
木
氏
は
こ
の
二
冊
の
詩
集
を
《
異
質
な
世
界
》
と
言
う
。
だ
が
、
そ
れ

は
詩
の
形
式
や
表
現
方
法
の
変
化
の
た
め
に
、
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
は
な

い
か
。

 
暮
鳥
の
内
部
で
、
言
葉
と
い
う
媒
体
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
と
い
う
考
え
は

大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
言
葉
に
対
し
て
の
考
え
の
変
化

で
あ
っ
て
、
暮
鳥
の
持
つ
そ
の
他
の
問
題
、
感
性
、
思
想
な
ど
が
変
化
し
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

 
も
ち
ろ
ん
、
言
葉
に
対
す
る
考
え
の
変
化
と
い
う
の
は
重
要
な
事
で
、
こ
の

事
に
よ
っ
て
暮
鳥
の
詩
人
と
し
て
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

 
『
聖
三
稜
破
璃
』
で
行
わ
れ
た
言
葉
の
使
用
法
は
、
非
常
に
実
験
的
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
か
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。

 
そ
し
て
、
そ
の
中
枢
に
は
自
然
に
対
す
る
洞
察
が
あ
る
。
そ
れ
は
初
期
か
ら

晩
年
ま
で
貫
か
れ
て
い
る
。
晩
年
の
詩
集
『
雲
』
の
世
界
は
、
日
本
的
自
然
が

多
く
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
書
か
れ
る
べ
く
し
て
書
か
れ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ

う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
ラ
イ
フ

 
ま
た
そ
こ
に
は
、
《
生
》
と
い
う
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
非
常
に

意
識
的
な
詩
人
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
は
『
聖
三
稜
破
璃
』
以
後
に

強
く
現
わ
れ
て
い
る
。
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『
聖
三
稜
破
璃
』
を
見
る
と
、
そ
れ
以
後
の
詩
集
と
異
な
り
、
感
情
の
吐
露

で
は
な
く
、
意
外
に
も
風
景
を
歌
っ
た
詩
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
視
覚
的
に

訴
え
る
表
現
や
こ
と
ば
が
多
い
の
で
あ
る
ゆ
そ
れ
は
暮
鳥
が
見
つ
め
て
い
た
自

然
の
風
景
だ
と
捉
え
る
事
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

 
風
景
は
見
る
者
の
心
、
感
じ
方
に
よ
っ
て
異
っ
て
見
え
る
。
そ
し
て
暮
鳥
の

眼
に
映
っ
た
風
景
は
、
暮
鳥
の
思
い
、
想
像
、
感
情
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
反

映
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
言
葉
を
媒
体
と
し
て
、
比
喩
に
よ
っ
て
、
独

自
の
表
現
を
試
み
た
の
が
『
聖
三
稜
破
璃
』
の
世
界
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
こ
の
原
稿
は
、
一
九
九
五
年
三
月
二
十
一
日
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
説
学
会

九
州
支
部
春
季
例
会
で
の
発
表
に
手
を
加
え
た
も
の
で
す
。

集

註
1

．
註
2

註註
43

註註
65

旧註
87

言圭 言主 言主 言圭 言圭

13 12 11 10 9

「
日
本
に
於
け
る
未
来
派
の
詩
と
そ
の
解
説
」
『
感
情
』
第
五
號
大
正

五
年
十
一
月

『
鑑
賞
と
研
究
・
現
代
日
本
文
学
講
座
・
詩
』
昭
和
三
十
七
年
十
二

月
三
省
堂

『
近
代
文
学
注
釈
大
系
近
代
詩
』
昭
和
三
十
八
年
九
月
有
精
堂

『
近
代
文
学
研
究
叢
書
二
三
』
昭
和
四
十
年
八
月
昭
和
女
子
大
学
近

代
文
学
研
究
室

『
歌
と
禁
欲
』
昭
和
五
十
一
年
五
月
国
文
社

「
暮
鳥
と
前
衛
絵
画
」
『
九
州
大
学
語
文
研
究
』
六
五
号
昭
和
六
十
三

年

『
山
村
暮
鳥
』
．
充
八
八
年
四
月
筑
肇
、
房
 
 
 
 
瑚

『「

ｹ
三
稜
破
璃
」
と
言
語
革
命
』
『
あ
ん
か
る
わ
』
七
九
 
 
一
九
八
 
・
巨
・

九
年
二
月

『
小
さ
な
穀
倉
よ
り
』
大
正
六
年
九
月
白
日
社

註
9
に
同
じ

「
解
題
」
『
山
村
暮
鳥
全
集
第
四
巻
』
一
九
九
〇
年
四
月
筑
摩
書
房

註
9
に
同
じ

註
1
1
に
同
じ

山
村
暮
鳥
「
だ
ん
す
」
の
詩
を
め
ぐ
っ
て


