
八
木
重
吉

そ
の
一
傭
面

俳

藤

泰
．

正

一

 
 
「
日
本
の
基
督
に
関
す
る
詩
は
、
八
木
重
吉
の
詩
を
も
っ
て
私
は
最
高
と
し

た
い
」
（
篁
野
心
平
）
、
あ
る
い
は
ま
た
、
 
「
わ
れ
わ
れ
が
な
に
よ
り
も
感
動
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
八
木
氏
に
お
い
て
初
め
て
、
信
仰
告
白
が
日

本
の
詩
と
い
わ
ず
、
日
本
の
女
学
的
言
葉
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

 
（
井
上
良
雄
）
一
こ
れ
ら
の
詩
壇
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
教
界
か
ら
の
発
言
を
引
く

ま
で
も
な
く
、
今
日
、
八
木
重
吉
を
目
し
て
、
 
「
臼
本
に
お
け
る
最
初
の
す
ぐ

れ
た
キ
リ
ス
ト
教
詩
人
」
（
鈴
木
俊
郎
）
と
す
る
評
価
は
、
ほ
ぼ
定
ま
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

 
彼
の
最
初
の
評
伝
「
八
木
重
吉
1
一
詩
と
生
活
と
信
仰
」
（
関
越
著
）
が
、
キ

リ
ス
ト
教
界
よ
り
生
れ
出
た
こ
と
が
示
す
ご
と
く
、
今
日
彼
の
詩
は
詩
壇
に
於

て
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
財
界
に
於
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
多
く
、
詩
美
の
玩
賞
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

批
判
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
信
仰
の
あ
か
し
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
こ
の
こ
と
は
一
面
、
〈
わ
が
重
い
よ
い
よ
拙
く
あ
れ
／
キ
リ
ス
ト
の
栄
 
臼

、
毎
に
大
き
く
あ
れ
V
と
う
た
つ
た
彼
に
と
つ
．
て
、
む
し
ろ
期
す
べ
き
こ
ど
か
も

し
れ
ぬ
が
、
然
し
、
「
概
念
的
で
低
俗
な
理
屈
と
、
平
板
な
感
情
に
す
ぎ
」
（
草
野
）

、
ざ
る
も
の
を
以
て
、
，
信
仰
詩
と
称
す
る
凡
百
の
存
在
に
対
し
て
、
彼
の
詩
が
純

乎
た
る
文
学
作
画
で
あ
る
以
上
、
そ
の
信
仰
的
、
あ
る
い
は
精
神
的
側
面
を
即

き
出
す
抽
出
作
用
、
い
わ
ば
「
思
想
的
還
元
」
を
以
て
終
る
も
の
で
あ
っ
て
は

な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
周
知
の
一
句
が
あ
る
。

草
を
む
し
れ
ば

あ
た
り
が
か
る
く
な
っ
て
く
る

わ
た
し
が

草
を
む
し
っ
て
い
る
だ
け
に
な
っ
て
く
る

 
「
詩
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
、
ど
ん
な
彪
大
な
詩
・
に
し
ろ
、
新
奇
な
詩
に
し

ろ
、
こ
の
一
点
を
は
つ
れ
た
も
の
は
こ
け
お
ど
し
に
過
ぎ
な
い
」
と
は
、
こ
の

詩
を
評
し
た
高
村
光
太
郎
の
冒
葉
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
真
に
詩
と
い
う
べ
き
も

の
が
、
‘
こ
こ
に
あ
る
、
 
一
見
淡
々
し
く
、
日
常
身
辺
の
些
事
を
、
な
ん
の
工
夫

も
な
く
と
り
あ
げ
た
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
彼
の
詩
が
、
我
々
の
心
に
、
か
く

も
深
く
ふ
れ
る
の
は
何
故
か
。

 
う
た
が
い
も
な
く
、
こ
こ
に
は
日
常
の
重
さ
を
脱
し
て
自
在
な
言
葉
を
手
に

す
る
作
者
の
成
熟
が
、
'
詩
語
に
対
す
る
詩
人
の
豊
か
な
成
熟
が
み
ら
れ
る
。
彼

の
独
自
な
詩
風
が
、
暮
鳥
晩
年
の
詩
境
一
「
雲
」
の
時
代
の
影
響
裡
に
あ
る

こ
と
は
、
容
易
に
よ
み
と
れ
る
処
で
あ
る
。
事
実
『
彼
の
詩
風
の
確
立
は
、
最

初
の
詩
集
「
秋
の
瞳
」
が
出
版
さ
れ
る
前
年
、
大
正
十
三
年
の
半
ば
頃
一
仔
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細
に
み
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
「
定
本
八
木
重
吉
詩
集
」
に
収
め
ら
れ
た
同
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

六
月
十
八
日
編
と
あ
る
「
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
」
と
題
す
る
一
連
の
作
あ
た
り

、、

ｪ
、
ひ
と
つ
の
転
機
か
と
ほ
ぼ
推
量
で
き
る
。

 
こ
れ
は
「
雲
」
の
詩
篇
が
、
十
二
年
九
月
よ
り
十
四
年
一
月
に
か
け
て
諸
誌

に
発
表
さ
れ
、
詩
集
「
雲
」
が
暮
鳥
没
後
一
ヶ
月
余
、
十
四
年
一
月
に
刊
行
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
重
吉
の
晩
年
の
詩
境
開
眼
と
そ
の
深
ま
り
と
が
、

な
ぼ
暮
鳥
の
「
雲
」
の
時
代
と
並
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
詩
人
山
村
暮
鳥
が
、
幾
度
か
の
詩
風
の
曲
折
を
経
て
、
晩
年
の
「
雲
」
の
境

地
に
行
｝
・
、
つ
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
あ
の
独
自
な
「
聖
三
陵
破

璃
」
（
大
正
四
年
＋
二
月
）
の
世
界
か
ら
「
風
は
草
木
に
さ
さ
や
い
た
」
（
大
正
七

年
＋
一
月
）
の
よ
う
な
人
道
主
義
的
詩
風
に
傾
き
、
さ
ら
に
「
雲
」
の
世
界
へ
と

赴
く
暮
鳥
の
変
転
は
、
そ
れ
自
身
、
や
や
性
急
な
が
ら
、
近
代
臼
木
詩
の
道
行

を
一
身
に
具
現
し
て
み
せ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
を
詩
の
成
熟
と
み
る

か
酒
退
歩
と
み
る
か
は
別
と
し
て
、
 
そ
の
晩
年
の
境
地
が
 
「
詩
と
人
と
の
一

致
」
 
「
詩
と
入
間
性
と
の
み
じ
と
な
統
一
融
合
」
（
山
室
静
）
で
あ
る
こ
と
は
、

疑
い
も
な
い
。
重
吉
は
、
こ
の
暮
鳥
の
行
き
つ
い
た
処
か
ら
出
発
し
、
然
も
暮

鳥
と
は
逆
に
、
以
後
そ
の
詩
風
は
一
愉
し
て
変
ら
ず
、
」
「
こ
・
の
一
点
」
に
熟
し

て
い
っ
た
と
み
る
'
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
仔
細
に
み
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば

 
〈
そ
こ
ら
に
／
み
そ
さ
ざ
い
の
や
う
な
／
口
笛
を
ふ
く
も
の
が
／
か
く
れ

て
み
る
よ
／
な
あ
ん
だ
／
あ
ん
な
遠
く
の
桑
畑
に
／
な
ん
だ
か
、
ち
ら
り
．
／

見
え
た
り
か
く
れ
た
り
し
て
み
る
ん
”
1
1
V
 
1

 
 
 
 
 
こ
ど
も

 
，
〈
ち
い
さ
い
童
が
／
む
こ
う
を
む
い
て
と
ん
で
ゆ
く
／
た
も
と
を
ひ
ろ
げ

ノ

て
、
か
け
て
ゆ
く
／
み
て
い
た
ら
ば
／
わ
く
わ
く
と
、
た
ま
ら
な
く
な
っ
て

き
た
＞
 
2

 
〈
木
蓮
の
花
が
／
ぼ
た
り
と
お
ち
た
／
ま
あ
／
な
ん
と
い
ふ
／
明
る
い
大

き
な
音
だ
っ
た
ら
う
／
さ
よ
う
な
ら
／
さ
よ
う
な
ら
V
 
3

 
〈
柿
の
葉
は
、
う
れ
し
い
／
死
ん
で
も
い
い
と
い
っ
て
る
ふ
う
な
／
み
ず

 
 
 
な

か
ら
を
富
み
す
る
／
そ
の
よ
う
す
が
い
い
＞
 
4

 
1
」
3
は
暮
鳥
、
2
・
4
は
重
吉
で
あ
る
が
、
暮
鳥
に
は
曲
折
の
果
て
の
表

現
に
対
す
る
放
出
さ
や
、
あ
る
種
の
乙
訓
が
ふ
6
0
り
、
重
吉
に
は
、
一
箇
の
作
品

へ
の
凝
縮
と
抑
制
へ
の
志
向
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
「
雲
」
に
み
る
・
「
生
命
讃
美

の
日
本
主
義
」
 
（
山
室
）
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
残
映
、
文
人
趣
味
的
、
俳
階

的
低
質
、
自
然
詩
人
的
な
姿
勢
一
そ
れ
ら
を
一
切
包
み
こ
ん
で
の
「
東
洋
的

心
境
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
、
こ
れ
ら
は
、
重
吉
と
は
凡
そ
無
縁
な
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
然
も
な
お
両
者
を
深
く
つ
な
ぐ
も
の
は
、
詩
に
対
す
る
根
抵

的
な
態
度
t
「
詩
と
人
と
の
一
致
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
ろ
う
。

 
「
雲
」
の
序
に
言
う
「
そ
れ
の
み
が
芸
術
を
し
て
真
に
芸
術
た
ら
し
め
る
」

 
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
の
「
何
か
」
、
 
「
芸
術
に
お
け
る
気
稟
」
の
有
無
を
制
す
る
、
そ
の
何
か
を

求
め
つ
つ
、
そ
の
途
上
に
暮
鳥
は
朴
れ
た
。
重
吉
も
ま
た
、
そ
の
「
何
か
」
を

求
め
た
が
、
然
し
そ
れ
は
「
気
稟
」
と
い
う
ご
と
き
も
の
と
は
、
少
し
く
意
味

合
い
の
異
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
微
妙
で
、
然
し
深
い
。

 
彼
は
、
そ
の
自
ら
の
目
指
す
詩
風
に
つ
い
て
は
、
語
る
こ
と
極
め
て
す
く
な

か
っ
た
が
、
あ
る
友
入
へ
の
書
簡
中
、
「
私
は
自
分
の
究
極
に
お
い
て
は
、
子
供

の
や
う
な
詩
を
の
ぞ
ん
で
み
る
。
だ
が
そ
れ
は
五
十
を
越
し
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
ら
う
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
（
北
田
日
星
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「
ひ
そ
や
か
な
経
験
」
1
山
雅
房
版
「
八
木
璽
吉
詩
集
」
添
付
の
 
「
八
木
軍
吉
研
究
」
所
収
）

 
た
し
か
．
に
彼
の
す
ぐ
れ
た
作
品
の
多
く
に
は
、
あ
の
幼
な
心
の
は
ず
み
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

生
々
と
し
た
流
露
が
み
ら
れ
る
。
前
述
の
・
「
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
」
の
前
書
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
べ
て

も
「
こ
れ
等
は
童
謡
で
は
な
い
。
む
ね
ふ
る
え
る
口
の
金
も
て
う
た
え
る
大
人

の
詩
で
あ
る
。
ま
こ
と
の
童
謡
の
せ
か
い
に
す
む
も
の
ば
、
 
こ
ど
も
か
、
神

さ
ま
か
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
言
葉
を
つ
な
ぐ
な
ら

ば
、
彼
の
詩
風
を
支
え
る
な
に
も
の
か
を
、
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
．
、

「
こ
ど
も
」
や
「
神
さ
ま
」
と
い
う
完
壁
さ
か
ら
は
み
出
た
大
人
の
世
界
で
、

な
お
幼
児
．
の
如
き
真
率
さ
、
純
一
・
さ
を
以
て
感
受
し
、
驚
こ
う
と
す
る
 
 
こ

の
彼
の
詩
を
目
し
て
「
幼
児
期
退
行
性
」
 
（
本
郷
隆
）
を
指
摘
す
る
説
も
あ
る
こ

と
は
、
一
見
肯
け
る
処
で
あ
る
が
、
肝
腎
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
過
去
へ
の
た
ん

な
る
退
行
で
な
く
、
こ
の
ロ
ハ
今
の
一
瞬
、
一
時
を
生
か
さ
れ
て
あ
る
こ
と
へ
の

驚
き
と
目
覚
め
 
 
言
わ
ば
過
去
と
未
来
の
中
臨
時
の
深
い
緊
張
感
に
支
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
、
見
逃
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
ま
こ
と
に
「
む
ね
ふ
る
え
る

 
す
べ
て

臼
の
全
」
が
、
そ
こ
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
。

 
こ
こ
で
、
究
．
極
に
お
い
て
は
「
子
供
の
や
う
な
詩
を
」
と
い
う
彼
の
求
心
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 

志
向
は
、
も
は
や
詩
法
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
彼
の
深
い
求
道
的
姿
．
勢
に
、
そ

の
ま
ま
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

基
督
に
な
ぜ
ぐ
ん
ぐ
ん
惹
か
れ
る
か

基
督
自
身
の
気
持
が
貴
け
て
い
る
か
ら
だ

 
 
 
 
 
 
○

か
ら
だ
が
悪
い
ま
ま
に
春
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

だ
が
基
督
に
つ
い
て
の
疑
い
は
ま
っ
た
く
消
え

‘
八
木
重
吉
 
 
そ
の
一
側
面

何
か
寄
り
つ
く
と

す
ぐ
手
の
う
ち
の
火
を
な
げ
つ
け
る
よ
う
な

す
る
ど
い
気
持
が
あ
る

 
こ
れ
ら
の
信
仰
詩
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
説
明
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
彼

の
張
り
つ
め
た
一
筋
の
求
道
心
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
詩
篇
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

多
く
の
評
家
に
よ
っ
て
語
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
こ
そ
が
、
彼
の
詩

篇
を
ρ
ら
ぬ
く
質
置
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
こ
に

は
井
上
良
雄
，
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
「
信
仰
告
白
の
」
 
「
口
争
の
文
学
的
言
葉
」

へ
の
見
肇
な
肉
化
が
あ
る
。
然
し
、
こ
こ
で
特
に
注
口
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
単

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
、
借
自
の
「
文
学
的
言
葉
」
へ
の
肉
化
に
止
ら
ず
、
 
「
日
本
の
」
文
学
的
言

葉
の
肉
化
で
あ
り
え
た
と
い
う
、
そ
ω
こ
と
で
あ
る
。

 
非
上
氏
の
言
葉
に
は
、
世
上
一
般
に
み
る
キ
ー
-
・
ヌ
ト
千
丁
と
い
わ
れ
る
も
の

の
多
く
が
ま
と
う
西
欧
的
．
粉
飾
、
あ
る
い
は
借
着
的
な
根
差
し
の
浅
さ
へ
の
批

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
然
し
、
こ
の
「
円
本

へ

の
」
云
々
の
百
葉
は
、
恐
ら
く
評
者
自
身
の
意
識
を
さ
え
超
え
た
、
深
い
意
味

を
蔵
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
暮
鳥
に
も
つ
な
が
る
こ

と
で
あ
る
が
、
彼
が
あ
の
朔
太
郎
の
「
月
に
吠
え
る
」
 
（
大
正
六
年
二
月
半
に
先

立
つ
こ
と
一
年
余
、
、
コ
聖
三
陵
破
璃
」
に
於
て
な
し
と
げ
た
旧
情
の
変
革
、
朔

太
郎
を
し
て
口
本
詩
に
お
け
る
未
来
派
の
誕
生
と
嘆
ぜ
し
め
た
、
そ
の
特
異
な

詩
風
か
ら
印
期
の
人
道
主
義
的
世
界
を
継
、
晩
年
の
「
雲
」
を
中
心
と
・
す
る
詩

風
に
傾
い
て
い
っ
た
経
緯
は
、
彼
の
思
想
上
、
生
活
上
の
破
綻
、
そ
の
極
限
よ

り
極
限
へ
走
り
が
ち
な
生
得
の
気
質
、
更
に
は
若
年
の
表
現
意
識
へ
の
昂
ぶ
り

か
ら
、
や
が
て
生
活
意
識
へ
の
深
ま
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
原
因
が
考
え
ら
れ

（71）



ρ

る
が
、
そ
こ
に
は
、
や
は
り
日
本
の
近
代
詩
を
つ
ら
ぬ
く
ひ
と
つ
の
要
．
因
が
、

大
き
く
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
、
要
因
と
は
何
か
、
こ
こ
で

近
代
詩
の
内
包
す
る
一
、
二
の
閥
題
を
瞥
見
す
る
こ
と
も
ま
た
、
無
駄
で
は
あ

る
ま
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
 
「
近
代
の
昏
情
詩
、
概
ね
皆
感
覚
に
偏
重
し
、
イ
マ
ヂ
ズ
ム
に
走
り
、
或

 
は
理
智
の
意
匠
的
構
成
に
耽
っ
て
、
詩
的
情
熱
の
単
一
な
原
質
的
表
現
を
忘

 
れ
て
る
る
、
却
っ
て
こ
の
種
の
詩
は
、
今
日
の
批
判
で
素
朴
的
な
も
の
に
考

 
へ
ら
れ
、
詩
の
原
始
形
態
の
部
に
範
疇
づ
け
ら
れ
て
る
る
。
し
か
し
な
が
ら

 
思
ふ
に
多
彩
の
極
致
は
素
朴
で
あ
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
進
化
し
た
技
巧
の

 
極
地
は
、
無
技
巧
の
自
然
的
単
一
に
帰
す
る
の
で
あ
る
」

 
言
う
ま
で
も
な
く
朔
太
郎
の
「
氷
島
」
序
文
申
、
周
知
の
一
節
で
あ
る
が
、

こ
の
痛
烈
な
近
代
詩
批
判
が
、
同
時
に
そ
の
底
に
、
筆
者
自
身
の
に
が
い
挫
折

感
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
 
「
藍
島
」
刊
行

後
二
年
、
「
氷
島
の
詩
語
に
つ
い
て
」
（
昭
和
＋
一
年
七
月
）
な
る
一
文
中
に
、
詩

人
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
 
「
『
氷
島
』
の
詩
は
、
す
べ
て
漢
文
調
の
文
章
語
で
書
い
た
。
こ
れ
を
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
ト
リ
 
ト

 
章
語
で
書
い
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
僕
に
と
っ
て
明
白
に
『
退
却
』
で
あ
っ

 
た
。
な
ぜ
な
ら
、
僕
は
処
女
詩
集
『
月
に
吠
え
る
」
の
出
発
か
ら
し
て
、
古

 
典
的
文
章
語
①
詩
に
反
抗
し
、
口
語
自
由
詩
の
新
し
い
創
造
と
、
既
成
詩
へ

 
の
大
胆
な
破
壊
を
意
表
し
て
来
た
の
だ
か
ら
。
今
に
し
て
僕
が
文
章
語
の
詩

 
を
書
く
の
は
、
自
分
の
過
去
の
歴
史
に
対
し
て
、
た
し
か
に
後
方
へ
の
退
陣

 
で
あ
る
。
 
（
中
略
）
そ
の
巻
頭
の
序
文
に
於
て
、
 
一
切
の
芸
術
的
意
図
を
放

 
棄
し
、
た
だ
心
の
ま
ま
に
書
い
た
と
断
つ
た
の
も
、
つ
ま
り
こ
の
『
退
却
』

 
を
〉
江
湖
の
批
判
に
詫
び
た
の
で
あ
る
」

 
 
「
新
し
い
旧
本
語
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
、
絶
望
的
に
悶
え
悩
ん
だ
あ
げ

 
く
砂
果
、
遂
に
古
き
日
本
語
の
文
章
語
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
僕
は
、
詩
人
と

・
し
て
の
文
化
的
使
命
を
廃
棄
し
た
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」

 
誰
が
近
代
詩
人
の
な
か
で
自
ら
の
歩
み
に
即
し
て
、
こ
の
よ
う
な
痛
切
な
敗

北
と
挫
折
の
意
識
を
、
か
く
も
真
率
に
告
白
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は

近
代
詩
の
創
成
者
と
し
て
の
藤
村
と
同
じ
問
題
が
繰
返
さ
れ
て
い
る
。

 
「
よ
ろ
し
く
新
思
想
に
適
す
べ
き
新
詩
形
を
作
る
べ
し
と
は
、
屡
々
評
家
の
責

め
た
ま
ふ
と
こ
ろ
な
れ
ど
も
、
調
は
遂
に
七
五
と
五
七
と
を
罵
る
る
能
は
ず
」

と
は
、
 
「
若
菜
集
」
の
詩
篇
に
先
立
つ
こ
と
半
歳
、
明
治
二
十
八
年
十
二
月
に

記
し
た
「
韻
文
に
就
て
」
中
の
一
節
で
あ
る
。
然
も
彼
は
そ
の
詩
作
を
閉
じ
ん

と
す
る
時
に
当
っ
て
尚
且
、
七
五
、
五
七
の
街
灯
を
脱
し
え
な
い
苦
し
み
を
記

し
、
五
、
七
音
基
本
律
が
、
つ
い
に
「
所
謂
大
理
石
を
裁
断
せ
し
が
ご
と
き
明

晰
な
る
韻
律
を
成
す
に
利
あ
ら
ぎ
る
」
 
（
「
雅
言
と
詩
歌
」
明
治
三
＋
二
年
四
月
）
こ

と
を
嘆
じ
て
い
る
。
こ
の
近
代
詩
の
創
成
者
と
確
立
者
、
藤
村
と
朔
太
郎
の
二

詩
人
が
直
面
し
た
問
題
は
、
共
に
「
新
し
い
日
本
語
の
発
見
」
 
「
明
晰
な
る

韻
葎
」
 
へ
の
摸
索
で
、
あ
っ
た
。

 
然
し
、
朔
太
郎
に
あ
っ
て
そ
の
よ
う
な
挫
折
感
の
表
示
に
も
拘
ら
ず
、
否
そ

の
故
に
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
む
し
ろ
彼
の
晩
年
の
志
向
は
、
口
語
自
由

詩
の
教
文
的
解
体
、
拡
散
的
な
頽
落
に
対
し
て
、
格
調
あ
る
堅
固
な
詩
的
韻
律

を
、
緊
縮
し
た
韻
律
的
な
フ
ォ
ル
ム
を
求
め
つ
つ
、
蕪
村
、
芭
蕉
の
古
典
詩
に

深
く
傾
斜
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
．
彼
の
「
蕪
村
論
」
 
（
「
郷
愁
の
詩
人
与
謝
蕪
村
」

昭
和
十
一
年
三
月
）
 
「
芭
蕉
論
」
 
（
「
芭
蕉
私
見
」
同
書
所
収
）
に
み
る
処
で
あ
る
。
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「
氷
島
」
序
文
に
、
す
で
に
そ
の
こ
と
は
予
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 
「
芸
術
と
し
て
の
詩
が
、
す
べ
て
の
歴
史
的
発
展
の
最
後
に
予
て
、
究
極

 
す
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
ア
は
、
所
詮
ポ
エ
ヂ
イ
の
最
も
単
純
な
る
原
質
的
実

 
体
、
即
ち
詩
的
情
熱
の
素
朴
な
る
詠
嘆
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
 
（
こ
の
意
味
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に
於
て
、
著
者
は
日
本
の
和
歌
や
俳
句
を
、
近
代
詩
の
イ
デ
ア
す
る
未
来
的

 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
形
態
だ
と
考
へ
て
居
る
）
」
（
傍
点
筆
者
）

 
和
歌
や
俳
句
が
近
代
詩
の
イ
デ
ア
す
る
未
来
的
形
態
と
は
、
・
あ
る
評
家
が
賢

治
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
評
し
た
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
 
「
ふ
と
書
き
お
と
し

た
過
失
の
よ
う
な
も
の
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
、
こ
の
よ
う
な
あ

や
ま
ち
こ
そ
、
屡
々
理
論
を
超
え
た
に
が
い
真
実
を
含
む
も
の
だ
。

 
藤
村
と
共
に
朔
太
郎
の
求
め
た
も
の
は
、
様
式
一
「
形
式
と
内
容
と
の
内
的

融
合
、
そ
の
根
本
的
不
可
分
性
を
最
も
よ
く
保
証
す
る
も
の
」
（
ウ
ェ
イ
ド
レ
）

と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
近
代
詩
が
そ
の
発
生
以
来
の
課
題
、
失
わ
れ
た
様
式

の
恢
復
、
あ
る
い
は
獲
得
へ
の
痛
切
な
自
覚
こ
そ
、
こ
の
詩
人
た
ち
を
つ
ら
ぬ

く
根
源
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
藤
村
の
詩
作
が
、
前
述
の
二
つ
の
詩
論
に
括
孤

づ
け
ら
れ
る
如
く
、
朔
太
郎
の
試
み
も
、
二
つ
の
詩
論
、
あ
る
い
は
詩
観
と
も

い
う
べ
き
も
の
、
即
ち
「
詩
の
原
理
」
と
「
氷
島
」
序
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
詩
論
の
集
約
と
も
い
う
べ
き
「
詩
の
原
理
」

（
昭
和
三
年
＋
二
月
）
に
於
て
、
彼
は
日
本
の
近
代
文
学
で
、
い
か
に
詩
が
不
当

に
圧
追
さ
れ
、
辱
か
し
め
ら
れ
、
イ
デ
ア
を
失
っ
て
い
る
か
を
指
摘
し
、
そ
の

末
尾
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
 
h
け
れ
ど
も
時
が
く
る
時
、
い
っ
か
は
文
壇
に
も
・
イ
デ
ヤ
が
生
ま
れ
さ
す

 
が
に
現
実
聖
な
る
日
本
人
も
、
何
か
の
夢
を
欲
情
す
る
日
が
来
る
で
あ
ろ

 
う
。
我
々
は
そ
の
臥
を
待
た
う
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
希
望
の
故
に
、
尚
且

八
木
重
吉
一
そ
の
一
側
面

 
つ
我
々
の
未
熟
な
詩
を
書
い
て
み
る
の
だ
。
も
し
さ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
今

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
H
の
や
う
な
国
語
に
よ
る
、
西
洋
ま
が
ひ
の
無
理
な
自
由
詩
な
ど
作
ら
な
い

 
で
、
芸
術
と
し
て
ず
っ
と
遙
か
に
完
成
さ
れ
た
る
、
伝
統
詩
形
の
和
歌
や
俳

 
句
を
作
る
だ
ら
う
。
我
々
ば
だ
れ
も
、
今
日
の
詩
が
芸
術
と
し
て
の
完
成
さ

 
で
和
歌
俳
句
に
及
ば
な
い
こ
と
を
知
り
切
っ
て
み
る
。
し
か
し
我
々
の
求
め

 
る
も
の
は
、
美
の
完
成
で
な
く
し
て
創
造
で
あ
り
、
そ
し
て
実
に
『
芸
術
』

 
よ
り
も
『
詩
』
な
の
で
あ
る
」

 
こ
の
言
葉
と
和
歌
や
俳
句
に
近
代
詩
の
志
向
す
る
未
来
的
形
態
を
見
る
と
い

う
言
葉
と
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
か
に
み
え
る
。
こ
の
「
詩
の
原
理
」
か

ら
「
氷
島
」
序
交
へ
の
屈
折
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
啓
蒙
的
な
、
改
良
派
意

識
に
発
す
る
「
新
体
詩
」
発
生
以
来
の
「
西
洋
ま
が
ひ
」
の
歩
程
の
裡
に
、
そ
の

歪
み
の
な
か
に
、
自
ら
の
道
を
切
り
拓
か
ん
と
す
る
矛
盾
と
葛
藤
を
、
そ
の
ド

ラ
マ
を
、
詩
人
は
一
身
に
性
急
に
演
じ
て
み
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
然
も
こ
の

課
題
は
、
た
だ
に
様
式
の
閥
題
の
み
で
な
く
、
更
に
根
祇
的
に
は
、
そ
の
民
族

の
、
伝
統
吸
、
土
壌
の
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
前
掲
の
「
詩

の
原
理
」
の
結
論
に
対
し
て
、
そ
の
対
極
に
、
た
と
え
ば
「
氷
島
」
序
文
の
、

あ
の
和
歌
、
俳
句
云
々
の
一
節
の
代
り
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
置
く
こ
と
も

で
き
る
。

 
 
「
今
に
な
っ
て
、
「
私
が
漸
く
始
め
て
知
っ
た
一
つ
の
事
は
、
私
の
過
去
に

」
受
け
た
す
べ
て
の
文
学
的
教
育
が
、
根
本
的
に
皆
ウ
ソ
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ

 
と
で
あ
る
。
明
治
以
来
の
日
本
の
文
壇
が
、
私
に
教
へ
た
一
切
の
こ
と
は
、

 
す
べ
て
に
於
て
『
西
洋
に
追
従
せ
よ
」
と
い
ふ
こ
と
だ
っ
た
。
 
（
増
田
）
馬

 
鹿
正
直
に
も
私
は
す
べ
て
こ
れ
等
の
指
令
を
忠
実
に
遵
奉
し
た
。
そ
し
て
し

 
か
も
遵
奉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
壇
か
ら
除
外
さ
れ
、
日
本
の
文
学
か
ら
縁
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の
遠
い
世
外
人
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
現
実
し
て
み
る
日
本
の
文
学
に
は
P

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ル

 
ど
こ
に
も
そ
ん
な
舶
来
種
の
イ
ズ
ム
は
無
か
っ
た
。
す
べ
て
は
遺
伝
的
な
国

 
粋
精
神
で
．
固
ま
っ
て
み
た
。
今
に
な
っ
て
か
ら
、
私
は
漸
く
そ
れ
を
知
つ

 
た
。
日
本
の
風
土
気
候
に
合
は
な
い
も
の
が
、
日
本
に
於
て
生
育
し
得
な
い

 
と
い
ふ
こ
と
を
。
（
中
略
）
彼
等
は
私
を
欺
い
た
の
だ
。
或
は
ま
た
、
馬
鹿
正

 
直
に
も
私
が
彼
等
に
騙
さ
れ
た
の
だ
。
私
は
そ
れ
が
口
惜
し
い
の
だ
。
」

 
こ
の
言
葉
は
「
絶
望
の
逃
走
」
 
（
昭
和
十
年
十
月
）
の
「
巻
尾
言
」
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
「
蕪
村
論
」
 
「
芭
蕉
論
」
と
同
時
期
に
記
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
⊂
と
を
思
，
え
ば
、
彼
の
詩
観
の
推
移
の
背
後
に
、
こ
の
よ
う
な
伝

統
、
風
土
、
体
質
の
問
題
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
芭
蕉
の
一

句
、
〈
こ
の
秋
は
何
で
年
よ
う
雲
に
鳥
〉
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

 
 
「
こ
ヶ
し
だ
複
雑
で
深
遠
な
感
情
を
、
僅
か
十
七
文
字
で
表
現
し
得
る
文
学

は
、
世
界
に
た
だ
日
本
の
憐
句
し
か
な
い
。
こ
れ
を
翻
訳
す
る
こ
と
も
不
可
能

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

だ
し
、
説
明
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
惹
。
尤
だ
僕
等
の
日
本
人
が
、
日
本
文

字
で
直
接
に
読
み
、
H
本
語
の
発
音
で
朗
吟
し
、
日
本
の
伝
統
で
味
覚
す
る
外

に
仕
方
が
な
い
の
だ
」
 
（
傍
点
筆
者
）

 
彼
の
晩
年
の
詩
観
を
領
し
て
い
た
も
の
が
、
前
記
エ
ッ
セ
イ
集
巻
尾
の
言
葉

と
併
せ
て
も
、
詩
語
の
も
つ
伝
統
性
、
土
着
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と
ば
瞭
然
と

．
す
る
で
あ
ろ
う
。
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ヘ
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口
本
の
文
学
史
の
過
程
の
背
後
に
は
、
常
に
こ
の
朔
太
郎
の
言
う
「
僕
等
の

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

日
本
人
」
と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
様
々
な
変
移
を
、
回
帰

を
生
み
出
す
．
、
朔
太
郎
の
詩
に
お
け
る
素
朴
純
一
な
原
質
へ
の
回
帰
の
背
後

に
、
そ
れ
が
あ
っ
た
如
く
、
彼
と
同
時
期
を
生
・
、
さ
た
暮
鳥
の
詩
観
の
推
移
に

も
、
相
照
応
し
て
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
彼
は
認
識
者
的
な
朔

太
郎
に
対
し
馬
求
道
者
的
な
詩
人
と
し
て
、
よ
り
生
活
的
に
、
倫
理
的
に
、

．
そ
の
道
筋
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
「
月
に
吠
え
る
」
か
ら
「
氷
島

」
・
を
経
て
、
 
「
蕪
村
論
」
 
「
芭
蕉
論
」
へ
の
推
移
に
対
し
て
、
 
「
聖
三
陵
墓
璃

」
か
ら
「
雲
」
へ
の
曲
折
を
対
峙
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
ヶ
。
 
「
雲
」
の
境
地

へ
の
帰
着
は
、
評
家
た
ち
の
言
う
如
く
、
 
「
そ
の
生
命
讃
美
が
、
胸
の
病
気
に

よ
っ
て
む
だ
ん
に
打
砕
か
れ
た
」
 
（
山
室
静
）
処
に
発
す
る
も
の
か
、
あ
る
い
は

ま
た
、
 
「
教
会
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
規
定
」
に
対
す
る
「
文
学
の
デ
カ
ダ
ン
ス
」

を
通
じ
て
の
「
生
の
意
識
の
獲
得
」
を
媒
介
と
し
て
ふ
お
の
ず
か
ら
に
み
ち
び

か
れ
た
も
の
か
（
伊
藤
信
吉
）
、
様
々
の
．
要
因
が
あ
る
と
し
て
も
、
「
僕
ら
の
日
本

人
」
の
問
題
が
そ
の
根
抵
に
あ
る
と
言
え
る
。
暮
鳥
の
帰
着
す
る
処
に
は
じ
ま

る
重
吉
の
詩
は
、
そ
の
人
生
観
や
思
想
に
於
て
多
く
の
差
異
を
含
み
つ
つ
も
、

な
お
根
抵
に
於
て
、
 
「
詩
と
人
格
と
の
一
番
目
と
共
に
、
 
「
僕
ら
の
日
本
人
」

と
い
う
原
質
に
穿
て
、
深
く
つ
な
が
る
処
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
先
に
引
い
た
井
上
良
雄
氏
の
言
葉
一
・
-
「
信
仰
告
白
が
」
 
「
口
本
の
文
学
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

、
言
葉
と
な
っ
た
」
と
い
う
、
そ
の
日
本
の
と
い
う
辞
句
に
評
家
自
身
の
意
識
を

さ
え
超
え
た
、
格
別
の
深
い
意
味
が
あ
る
と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
 
「
日
本

の
」
と
は
、
単
に
翻
訳
臭
や
西
洋
臭
さ
を
脱
し
た
、
平
易
な
、
生
き
た
言
葉
と

い
う
如
き
意
味
の
み
で
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
朔
太
郎
が
、
 
「
僕
ら
日
本
人
」

 
 
 
 
 
 
 
へ

と
言
わ
ず
、
「
僕
ら
の
日
本
入
」
と
言
っ
た
処
に
注
口
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
重
吉

の
詩
の
真
の
面
目
は
、
単
に
純
一
無
雑
な
信
仰
の
告
白
で
あ
っ
た
と
い
う
点
の

み
で
は
な
く
、
上
記
の
如
き
近
代
詩
の
含
む
一
要
因
を
深
く
踏
ま
え
、
そ
こ
に

お
の
ず
か
ら
に
現
前
す
る
土
着
、
伝
統
の
体
感
を
示
し
え
て
い
る
処
に
あ
る
。

彼
の
詩
の
成
敗
も
、
限
界
も
ま
た
、
こ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た

と
え
ば
次
の
如
き
周
知
の
一
篇
は
、
我
々
に
何
を
語
っ
て
い
る
の
か
。
．
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㌔

 
〈
て
ん
に
い
ま
す
／
お
ん
ち
ぢ
う
え
を
よ
び
て
／
お
ん
ち
ぢ
う
え
さ
ま
／
お

ん
ち
ぢ
う
え
さ
ま
と
と
な
え
ま
つ
る
／
い
ず
る
い
き
に
よ
び
／
入
り
き
た
る
い

き
に
よ
び
た
て
ま
つ
る
／
わ
れ
は
み
な
を
よ
ぶ
ば
か
り
の
も
の
に
て
あ
り
〉
、

或
い
は
ま
た
〈
も
っ
た
い
な
し
、
お
ん
ち
ぢ
う
え
さ
ま
の
称
名
は
〉
云
々
、

う
つ
つ

〈
現
の
わ
れ
に
は
は
て
し
な
い
無
明
で
あ
る
V
な
ど
の
詩
句
に
み
る
も
の
i

前
掲
の
評
伝
「
八
木
重
吉
」
の
著
者
を
し
て
、
敢
て
コ
念
称
名
」
と
さ
え
名

づ
け
し
め
て
い
る
も
の
、
そ
の
信
仰
的
表
白
に
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
出
る
な
に

も
の
か
。
我
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
詩
と
よ
ば
れ
る
彼
の
詩
の
背
後
か
ら
、
あ
る

深
い
何
も
の
か
が
、
そ
の
貌
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
彼
の
精
神

の
底
部
に
あ
る
も
の
は
、
彼
が
そ
の
土
壌
と
し
て
踏
ま
え
て
い
た
も
の
は
、

何
で
あ
っ
た
の
か
、
我
々
は
そ
の
詩
句
の
底
に
横
だ
わ
る
も
の
を
堀
り
起
し
て

）
 
 
 
｝
気
 
〉
、
p
」
ハ
ー
ト
、
 
⊃

鶴
く
．
に
カ
に
た
し

三

 
〈
な
ぜ
わ
た
し
は
／
民
衆
を
う
た
わ
な
い
か
／
わ
た
し
の
お
や
じ
は
．
百
姓
で

あ
る
／
わ
た
し
は
百
姓
の
せ
が
れ
で
あ
る
／
白
い
手
を
し
て
か
る
が
る
し
く
／

民
衆
を
う
た
う
こ
と
の
冒
漉
を
つ
よ
く
か
ん
ず
る
〈
後
略
）
〉
一
こ
れ
は
重

吉
の
詩
の
一
節
で
あ
る
が
、
ま
た
別
の
詩
に
、
〈
歌
う
な
ら
美
し
く
／
う
た
う

な
ら
／
哀
切
に
 
ほ
が
ら
か
に
／
だ
が
／
百
姓
の
伜
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い

よ
う
に
1
〉
と
あ
る
。

 
東
京
府
南
多
摩
郡
堺
村
の
農
家
の
次
男
に
生
ま
れ
、
後
鎌
倉
師
範
、
東
京
高

等
師
範
と
進
み
、
卒
業
後
は
英
語
教
師
と
な
り
、
高
師
時
代
に
キ
リ
ス
ト
教
に

ふ
れ
、
ま
た
玉
入
と
し
て
は
キ
ー
ツ
を
最
も
愛
し
た
彼
で
は
あ
る
が
、
こ
の

「
百
姓
の
せ
が
れ
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
生
涯
を
深
く
つ
ら
ぬ
き
、
彼
の

 
八
木
重
吉
1
そ
の
一
側
而

詩
風
や
信
仰
生
活
に
も
深
い
影
響
を
与
え
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
と

き
は
、
〈
い
や
に
す
ま
し
た
外
国
の
お
ん
な
／
三
十
づ
ら
を
さ
げ
て
 
く
ち
を

む
っ
と
む
す
ん
で
／
し
り
を
ふ
り
た
て
て
一
7
5
街
を
か
う
ぼ
し
て
ゆ
く
（
後
略
）

〉
と
記
し
、
ま
た
教
会
を
評
し
て
は
、
〈
…
…
い
っ
た
い
／
『
聖
書
」
を
新
調

の
フ
ロ
ツ
ク
ユ
ー
ト
で
／
も
っ
た
い
ら
し
く
／
教
壇
に
講
ず
る
な
ん
て
／
そ
ん

 
 
 
リ
カ
チ
ユ
ア

な
／
漫
画
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
そ
／
も
し
も
 
今
 
こ
の
今
／
エ
リ
ア
の
火
が

／
焔
々
と
 
降
る
な
ら
ば
／
お
そ
ら
く
は
／
も
っ
と
も
怖
ろ
し
い
焔
が
／
教
会

に
集
う
て
お
る
／
お
召
の
淑
女
と
／
ぞ
ろ
り
と
し
た
紳
士
の
頭
上
に
下
る
だ
ろ

う
（
後
略
）
V
と
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
 
こ
の
百
姓
の
せ
が
れ
と
い
う
意

識
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

 
彼
の
こ
の
よ
う
な
教
会
批
判
に
つ
い
て
は
、
高
師
時
代
の
一
時
期
、
小
石
川

、
福
音
教
会
（
現
在
の
基
督
教
団
小
石
川
白
山
教
会
）
に
通
っ
た
以
外
に
は
、
そ
の
後
教

会
と
の
関
係
は
な
く
、
む
し
ろ
高
師
博
代
の
半
ば
よ
り
内
村
鑑
三
の
著
作
に

深
く
傾
倒
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
「
イ
エ
ス
に
偵
接
し
て
ゆ
く
は
げ
し
い
要

求
が
、
通
常
の
教
会
制
度
に
重
吉
を
お
ち
つ
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

 
（
関
茂
）
と
い
う
風
に
、
鑑
三
に
よ
る
無
教
会
主
義
の
影
饗
、
ま
た
彼
自
身
の

・
一
途
な
性
格
に
も
よ
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
や
は
り
そ
の
根
祇
に

上
述
し
た
よ
う
な
意
識
が
、
つ
よ
く
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
は
見
逃
せ
ま
い
。

 
先
年
、
と
み
子
夫
人
（
今
は
歌
人
吉
野
秀
雄
家
に
嫁
し
て
お
ら
れ
る
）
に
う

か
が
っ
た
処
に
よ
れ
ば
、
彼
は
常
に
、
五
、
六
人
で
も
よ
い
、
共
に
祈
り
語
る

人
が
ほ
し
い
。
教
会
と
は
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
な
ど
着
か
ざ
っ
た
人
た
ち
の
も
の

で
は
な
い
。
貧
し
い
人
た
ち
が
ゆ
く
こ
と
を
た
め
ら
う
よ
う
な
も
の
は
い
や

だ
。
立
派
な
教
会
な
ど
は
不
要
な
も
の
だ
と
、
語
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
詩

に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
初
の
詩
集
「
秋
の
瞳
」
が
大
正
十
四
年
八
月
に
刊
行
さ
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れ
た
が
、
だ
れ
に
で
も
読
め
る
よ
う
に
と
主
張
し
て
、
七
〇
銭
と
い
う
当
時
と

し
て
も
低
廉
な
頒
価
を
つ
け
た
も
の
だ
と
い
う
。
詩
は
だ
れ
に
で
も
読
め
る
、

や
さ
し
い
言
葉
で
ひ
と
言
も
む
だ
の
な
い
よ
う
と
い
う
の
が
、
彼
の
願
い
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
信
仰
と
詩
作
に
ふ
れ
た
言
葉
の
底
に
あ
る
も
の
は
、

ま
ぎ
れ
も
な
く
、
百
姓
の
せ
が
れ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ま
い
と
い
う
意
識
か
ら

生
ま
れ
た
、
庶
民
的
体
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

 
〈
深
い
人
生
よ
り
も
っ
と
い
い
人
生
／
そ
れ
は
個
に
徹
し
た
人
生
だ
V
と
言

い
、
〈
私
み
ず
か
ら
で
あ
る
こ
と
／
そ
れ
の
み
絶
対
で
あ
る
V
と
う
た
つ
た
彼

は
、
そ
の
み
ず
か
ら
の
場
所
を
、
根
ざ
す
と
こ
ろ
を
、
掘
り
っ
づ
け
た
。
そ
こ

か
ら
独
自
の
詩
が
、
告
白
が
、
そ
し
て
お
の
ず
か
ら
に
、
そ
の
背
後
か
ら
あ
る

深
い
な
に
も
の
か
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
そ
れ
を
敢
て
伝
統
性
と
言
い
、
土
着

性
と
い
う
前
に
、
我
々
は
今
少
し
彼
の
詩
そ
の
も
の
の
語
る
処
に
目
を
向
け
ね

ば
な
る
ま
い
。
‘

 
重
吉
に
と
っ
て
、
そ
の
ふ
る
さ
と
は
、
農
村
で
の
少
年
時
代
の
想
い
出
は
、

彼
が
常
に
そ
こ
へ
還
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
場
所
、
詩
の
な
か
で
繰
返

・
し
な
つ
か
し
み
、
歌
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
場
所
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
一

面
、
敢
て
そ
れ
を
拒
み
、
闘
わ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
「
古
き
世
界
」
で
も
あ
っ

た
。
彼
の
心
の
底
に
は
常
に
、
こ
の
深
い
葛
藤
が
あ
っ
た
と
思
う
。

 
〈
・
い
の
く
ら
い
日
に
／
ふ
る
さ
と
は
祭
の
よ
う
に
あ
か
る
ん
で
お
も
わ
れ

る
〉

 
〈
ふ
る
さ
と
の
川
よ
／
ふ
る
さ
と
の
川
よ
／
よ
い
音
を
た
て
て
な
が
れ
て
い

る
だ
ろ
う
／
（
母
上
の
し
ろ
い
足
を
ひ
た
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
〉

こ
れ
ら
の
詩
の
傍
に
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
詩
を
置
い
て
み
る
と
い
い
。

．
 
〈
に
ぎ
や
か
な
／
ま
ち
の
さ
ぎ
め
き
／
だ
ん
じ
り
の
と
き
の
こ
え
／
か
ね
た

い
こ
の
ひ
び
き
／
こ
れ
ら
み
な
／
キ
リ
ス
ト
の
お
し
え
に
と
お
き
ゆ
え
い
き
ど

お
ろ
し
く
は
あ
る
が
／
ま
た
じ
ぶ
ん
と
す
れ
ば
／
こ
れ
ら
を
う
れ
し
み
得
ぬ
ま

で
に
／
少
年
の
日
に
と
お
ざ
か
っ
た
の
が
か
な
し
ま
れ
る
V

ま
た
次
の
よ
う
な
詩
-
一

 
八
金
が
な
い
の
だ
か
・
り
／
も
の
を
か
お
う
と
い
う
の
で
は
な
い
が
／
歳
暮
の

ま
ち
の
に
ぎ
や
か
で
な
い
と
こ
ろ
を
さ
ま
よ
え
ば
／
ふ
み
切
り
ば
た
に
／
だ
い

こ
ん
が
た
ん
と
つ
ま
れ
て
い
る
／
す
こ
し
も
こ
こ
ろ
は
ゆ
る
み
は
せ
ぬ
が
／
こ

の
だ
い
こ
ん
の
た
く
さ
ん
を
み
れ
ば
／
し
ょ
う
じ
ょ
う
と
ふ
る
さ
「
と
の
こ
こ
ろ

が
し
み
て
く
る
〉

 
何
気
な
く
読
み
す
ご
す
こ
と
も
で
き
る
詩
だ
が
、
然
し
た
と
え
ば
、
〈
す
こ

し
も
こ
こ
ろ
は
．
ゆ
る
み
は
せ
ぬ
が
V
と
い
う
一
句
が
、
何
故
．
こ
こ
に
挿
入
さ
れ

て
い
る
か
を
、
．
立
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
〈
ふ
る
さ
と
の
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ

こ
ろ
V
と
は
、
〈
少
．
年
の
日
V
と
は
、
彼
の
は
げ
し
い
求
道
の
世
界
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
背
後
に
捨
て
さ
る
べ
き
何
も
の
か
で
し
か
な
か
っ
カ
の
で
あ
ろ
う

か
。
恐
ら
く
問
題
は
、
ざ
ら
に
そ
の
奥
深
く
に
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
く
『
女
』
と
い
う
も
の
は
／
ふ
し
ぎ
な
も
の
だ
／
い
わ
し
の
す
り
み
を
つ
く

る
と
て
／
ご
り
ご
り
い
わ
し
を
す
り
ば
ち
で
つ
ぶ
し
て
い
る
／
な
む
あ
み
だ
ぶ
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！

 
つ
／
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
（
後
略
）
〉
と
記
し
、
ま
た
朝
飯
の
時
に
、
き
ま
っ
て

 
ぐ
す
ん
と
は
な
を
か
む
老
婆
に
、
ゼ
う
か
そ
れ
を
や
め
て
く
れ
、
〈
ど
う
か
平

 
明
で
あ
っ
て
く
だ
さ
い
／
わ
た
し
は
何
か
し
ら
無
気
味
な
の
で
す
〉
と
言
う
彼

 
が
、
自
分
の
生
れ
出
た
農
村
の
古
び
た
生
活
に
何
を
見
、
何
を
か
ん
じ
て
い
た

 
か
は
、
容
易
に
読
み
と
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
た
と
え
ば
彼
が
〈
わ
た
し
は
何
か

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
し
ら
無
気
味
な
の
で
す
〉
と
い
う
時
、
そ
れ
は
彼
が
履
々
言
う
八
3
3
ら
り
と
き

 
み
わ
る
い
〉
〈
ぬ
ら
ぬ
ら
と
お
ぐ
ら
い
〉
世
界
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
〈
…
…
ふ
と
し
た
ま
が
り
か
ど
へ
」
き
た
と
き
／
そ
こ
に
な
に
か
し
ら
／
ひ
と

 
ヘ
 
 
へ

だ
ま
の
よ
う
に
／
ぬ
ら
り
と
さ
び
し
い
も
の
が
ふ
ら
っ
い
て
い
る
の
を
か
ん
ず

 
る
こ
と
が
あ
る
〉
-
…
-
こ
の
〈
ぬ
ら
り
と
さ
び
し
い
も
の
〉
は
、
彼
の
心
の
底

，
部
に
深
く
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
時
は
、
〈
じ
ぶ
ん
が
／
ど

う
し
て
も
じ
ぶ
ん
で
あ
っ
て
／
わ
た
じ
の
ほ
か
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
／
そ

 
の
こ
と
が
ぬ
ら
り
と
き
み
わ
る
い
∀
も
の
に
思
わ
れ
、
ま
た
あ
る
時
は
、
〈
こ

れ
が
い
の
ち
か
／
こ
れ
が
い
の
ち
か
／
ぬ
ら
ぬ
ら
と
お
ぐ
ら
い
と
も
し
び
の
も

と
に
み
る
／
お
の
れ
の
生
活
、
つ
ま
よ
ひ
と
り
の
児
よ
／
こ
の
よ
う
に
く
れ
、

ま
た
あ
し
た
を
む
か
え
る
／
こ
れ
だ
け
が
い
の
ち
の
あ
じ
わ
い
な
の
か
〉
と
う

 
た
わ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
た
だ
こ
こ
で
、
こ
σ
ぬ
ら
り
と
し
た
無
気
味
さ
が
、
単
な
る
人
生
の
無
常
感

や
虚
無
感
に
発
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば

そ
れ
は
、
こ
の
日
々
が
、
こ
の
自
分
と
い
う
存
在
が
、
昨
日
も
今
H
も
変
ら
。
さ

る
自
分
で
あ
り
、
日
々
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
自
明
な
こ
と
が
ら
の
な
か
に
安

住
し
う
る
、
人
間
と
い
う
存
在
の
無
気
味
さ
べ
の
お
そ
れ
で
あ
る
。
因
襲
的
な

農
家
の
生
活
に
よ
ど
む
、
深
く
暗
い
も
の
へ
の
怖
れ
も
、
ま
た
こ
れ
と
深
く
か

か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

 
八
木
重
吉
 
 
そ
の
一
側
面

 
〈
古
い
井
戸
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
ら
／
わ
た
し
は
／
古
い
も
の
に
な
る
ら
し
か

っ
た
〉
 
 
重
吉
に
あ
っ
て
、
古
さ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
無
気
昧
な
、
庶
民
的

体
感
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
く
古
い
井
戸
V
は
、
彼
自
身
の
心
の

底
深
く
あ
っ
た
と
、
も
は
や
つ
け
加
え
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
先
に
も
述
べ

た
、
あ
の
キ
リ
ス
ト
教
詩
と
呼
ば
れ
る
彼
の
詩
の
背
後
か
ら
、
時
に
ふ
と
、
あ

る
深
い
何
も
の
か
が
貌
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
は
、
彼
の
裡
な
る
こ
の
土
着

的
、
伝
統
的
体
感
に
発
す
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
こ
の
処
を
土
台
止
し

て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
後
期
の
彼
の
信
仰
詩
に
み
る
、
独
自
な
発
想
、
詞
調

も
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
に
肯
け
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

 
〈
お
ん
ち
ぢ
／
う
え
さ
ま
／
お
ん
ち
ぢ
／
う
え
さ
ま
／
と
 
と
の
う
る
な
り
〉

 
〈
も
っ
た
い
な
し
／
お
ん
ち
ぢ
う
え
と
と
の
う
る
ば
か
り
に
，
ち
．
か
ら
な
く

わ
。
さ
な
き
も
の
／
た
ん
た
ん
と
し
て
い
ち
じ
ょ
う
の
み
ち
を
み
る
〉

 
こ
．
の
二
篇
の
問
に
、
先
に
挙
げ
た
〈
て
ん
に
い
ま
す
お
ん
ち
ぢ
う
え
を
よ
び

て
〉
云
々
の
詩
が
あ
り
、
そ
の
詞
書
に
「
千
九
百
二
十
五
年
 
大
正
十
四
年
二

月
十
七
日
よ
り
 
わ
れ
は
ま
こ
と
に
ひ
と
つ
の
よ
み
が
え
り
な
り
」
と
あ
る
の

を
み
て
も
、
信
仰
的
な
昂
ぶ
り
の
裡
に
、
お
の
ず
か
ら
に
こ
の
よ
う
な
詞
調
が

う
ま
れ
出
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
次
の
詩
な
ど
を
も
併
せ
み
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ま
さ
し
く
、
 
「
一
念
称
名
」
あ
る
い
は
「
一
念
合
掌
」
と

も
名
づ
く
べ
き
な
に
も
の
か
が
、
現
前
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

 
〈
手
を
あ
わ
す
れ
ば
／
洗
わ
れ
て
ゆ
く
／
ふ
し
ぎ
な
る
こ
の
供
か
な
／
か
た

じ
け
な
き
ぼ
ん
の
う
の
世
か
な
〉
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こ
こ
に
は
「
一
念
合
掌
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
く
か
た

じ
け
な
き
ぼ
ん
の
う
の
世
か
な
V
と
い
う
一
句
に
も
み
る
ど
と
き
、
も
は
や
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
の
表
白
と
い
う
発
想
の
み
を
以
て
律
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の

さ
え
が
、
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
口
語
的
詞
調
の
も
の
を
拾
っ
て
ゆ

け
ば
、
〈
天
と
い
う
の
は
／
あ
た
ま
の
う
え
の
／
み
え
る
 
あ
れ
だ
／
神
さ
ま

が
／
お
い
で
な
さ
る
な
ら
ば
 
あ
す
ご
だ
／
ほ
か
に
は
い
な
い
V
。
あ
る
い
は

〈
神
様
 
あ
な
た
に
会
い
た
く
な
っ
た
V
と
い
う
、
ほ
ん
の
一
行
の
詩
な
ど
一

そ
の
発
想
と
言
い
、
語
法
と
言
い
、
素
朴
な
農
村
の
、
庶
民
の
、
敢
て
魎
」
え

ば
、
一
念
念
仏
の
発
想
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
よ

 
 〉

つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
彼
の
詩
に
お
け
る
信
仰
の
表
白
を
、
自
力
よ
り
他
力
へ
の
展
開
と
み
る
、
関

茂
な
ど
の
指
摘
も
あ
る
が
、
同
時
に
古
京
る
自
力
他
力
の
範
疇
を
以
て
律
し
さ

れ
ぬ
一
面
を
蔵
し
て
い
た
こ
と
も
、
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
〈
あ
ま
り
に
／
ち
さ
く
な
ろ
う
ち
さ
く
な
ろ
う
と
し
て
も
だ
め
だ
／
い
ま
は

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

神
の
ご
と
く
な
ろ
う
〉
（
傍
点
筆
者
）

 
〈
も
っ
た
い
な
し
／
お
ん
ち
ぢ
う
え
さ
ま
の
称
名
は
／
に
く
し
み
に
む
か
う

や
い
ば
 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、

刃
で
あ
る
／
わ
れ
ひ
と
り
と
な
り
て
世
界
に
み
つ
る
〉
（
傍
点
筆
者
）

 
こ
こ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
の
告
白
と
い
う
如
き
枠
か
ら
は
み
出
て

ゆ
く
、
心
の
昂
ぶ
り
が
み
ら
れ
る
。
特
に
後
の
詩
篤
に
み
る
如
く
、
〈
も
っ
た

い
な
し
〉
云
々
の
一
念
称
名
の
他
力
的
表
白
が
、
そ
の
背
後
に
、
自
我
遍
満
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ

自
立
的
志
向
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
一
こ
こ
に
は
、
日
本
の
す
ぐ
れ
て
求
道
的

詩
人
た
ち
の
系
譜
に
み
る
、
ひ
と
つ
の
資
質
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
読
み
ど
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
言
わ
ば
真
の
他
力
に
立
つ
対
自
で
な
く
、
即
自
的
な
求
道
の
志

向
で
あ
り
、
高
村
光
太
郎
、
．
さ
ら
に
は
光
太
郎
の
最
も
深
い
系
譜
と
い
う
べ
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ

草
野
天
平
-
彼
は
晩
年
、
ひ
た
む
き
な
求
道
と
詩
作
精
進
の
た
め
、
比
叡
の

、・

R
中
の
一
僧
庵
に
こ
も
h
・
、
二
年
近
く
の
蒔
を
す
ご
し
、
昭
和
二
十
七
年
春
、

四
十
三
才
で
病
没
し
て
い
る
-
-
-
1
、
き
ら
に
は
一
時
期
の
宮
沢
賢
治
な
ど
、
近

 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ

代
如
上
の
す
ぐ
れ
て
求
道
的
な
詩
人
に
共
通
す
る
一
．
面
を
確
か
に
有
し
て
い
た

と
言
え
よ
う
。

 
キ
ゾ
ス
ト
者
と
し
て
の
信
仰
と
、
妻
入
と
し
て
名
を
求
め
ん
と
す
る
渇
望

と
、
こ
の
両
者
の
相
剋
は
、
彼
の
詩
の
な
か
に
並
々
あ
ら
わ
れ
て
来
る
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
が
、
そ
和
は
〈
イ
エ
ス
を
信
じ
／
ひ
と
り
で
に
／
イ
エ
ス
の
信
仰
を

と
お
し
て
出
た
こ
と
ば
を
人
に
伝
え
お
ら
い
い
／
そ
れ
が
詩
で
あ
ろ
う
／
詩
で

な
か
っ
た
ら
人
に
み
せ
な
い
迄
だ
〉
と
い
う
処
か
ら
、
つ
い
に
は
く
わ
が
詩
い

よ
い
よ
拙
く
あ
れ
／
キ
リ
ス
ト
の
栄
 
日
毎
に
大
き
く
あ
れ
〉
と
い
う
一
元
の

世
界
に
収
愈
さ
れ
た
か
に
み
え
る
。
こ
の
、
詩
も
生
活
も
、
信
仰
の
一
元
に
つ

ら
ぬ
か
れ
た
か
に
み
え
る
詩
人
の
裡
に
あ
る
矛
盾
、
純
粋
無
雑
な
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
の
表
白
と
い
わ
れ
る
も
の
の
背
後
に
ひ
き
ず
っ
て
い
る
な
に
も
の
か
、
時

に
彼
自
身
の
意
識
を
さ
え
超
え
て
お
の
ず
か
ら
に
現
前
す
る
、
根
源
の
な
に
も

の
か
を
敢
て
指
摘
し
て
み
た
が
、
こ
の
作
業
は
あ
な
が
ち
無
駄
と
は
言
え
ま

い
。

 
履
々
キ
リ
ス
ト
教
会
に
於
て
、
信
仰
の
純
一
が
説
か
れ
る
時
、
そ
の
周
囲
を

と
り
ま
く
世
界
、
風
土
を
、
異
教
社
会
の
語
を
以
て
よ
ん
で
い
る
が
、
然
し
、

そ
の
〈
異
教
社
会
〉
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
の
入
自
身
の
、
我
々
自
身
の
根

抵
に
、
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
重
吉
の
詩
は
ふ
か
く
あ
か
し
す
る
も
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の
で
あ
る
．
、
キ
リ
ス
ト
教
詩
が
、
八
木
重
青
と
い
う
詩
人
を
挨
っ
て
は
じ
め

て
、
そ
の
口
本
の
詩
語
と
し
て
の
肉
声
を
か
ち
え
た
と
い
う
こ
と
ど
、
そ
れ
は

無
縁
で
は
な
い
。

 
彼
の
詩
を
純
粋
な
キ
リ
ス
ト
教
詩
人
と
い
う
視
点
か
ら
、
す
べ
て
を
純
一
な

も
の
、
矛
盾
な
き
も
の
と
し
て
、
読
み
と
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
敢
て
指
摘
し

た
彼
の
矛
盾
も
、
む
し
ろ
純
一
に
キ
リ
ス
ト
の
前
を
生
き
ぬ
い
た
が
故
に
、
自

己
の
矛
盾
を
、
昂
ぶ
り
を
、
か
な
し
み
を
、
た
め
ら
い
な
く
、
真
率
に
う
た
い

え
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
「
私
の
詩
」
と
．
題
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

現
代
か
な
つ
か
い
と
し
た
。

」

●

 
〈
に
お
い
も
無
く
響
も
な
く
／
冬
の
昼
間
の
月
の
よ
う
に
／
弱
げ
で
あ
り
な

が
ら
奪
う
こ
と
は
出
来
3
3
V
 
 
 
 
 
。

 
こ
の
自
負
は
正
し
い
。
一
見
淡
々
し
く
み
え
る
彼
の
詩
は
、
奪
う
こ
と
の
で

き
ぬ
、
抜
き
と
る
こ
と
の
で
き
ぬ
、
土
壌
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
の

ず
か
ら
に
示
現
す
る
も
の
を
、
我
々
は
充
分
に
汲
み
と
る
必
要
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ

 
こ
の
す
ぐ
れ
て
求
道
的
な
詩
人
と
、
そ
の
求
道
的
あ
る
い
は
宗
教
的
資
質
に

於
で
、
比
較
究
明
の
興
を
そ
そ
ら
れ
る
暮
鳥
、
光
太
郎
、
．
賢
治
、
草
野
天
平
な

ど
一
連
の
詩
人
た
ち
と
の
関
連
、
ま
た
彼
が
最
も
傾
倒
し
た
詩
人
キ
ー
ツ
の
影

響
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
内
村
鑑
三
の
影
羅
下
に
み
る
無
教
会
的
信
仰
の
問
題
な

ど
、
ふ
れ
る
べ
き
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
ま
た
、
他
臼

を
期
し
て
論
じ
で
み
た
い
と
思
う
。

 
付
記
 
引
用
の
重
吉
の
詩
は
、
す
べ
て
「
定
本
八
木
重
吉
詩
集
」
及
び
「
花

と
空
と
祈
り
」
 
（
新
資
料
・
八
木
重
吉
詩
稿
）
に
拠
り
、
従
っ
て
両
書
の
通
り

．
八
木
重
吉
 
 
そ
の
一
側
而
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