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め
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問

池

田

富

蔵

ま
 
え
 
が
 
き

 
木
俣
修
を
選
ん
だ
理
由
は
、
氏
が
北
原
白
秋
の
門
下
と
し
て
秀
れ
た
歌
人
で

あ
る
と
同
時
に
学
問
的
業
績
を
多
く
持
つ
学
者
で
、
私
に
は
身
近
な
存
在
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
題
名
を
決
め
た
あ
と
日
な
ら
ず
し
て
昭
和
五
十
八
年
四
月

四
日
、
腎
不
全
の
た
め
慶
応
病
院
に
て
死
去
。
享
年
七
十
六
才
。
五
十
七
年
度

の
日
本
芸
術
院
恩
賜
賞
に
内
定
し
て
い
た
の
に
六
月
六
日
遅
受
賞
式
を
待
た
ず

し
て
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
は
歌
壇
の
た
め
に
も
大
き
な
痛
恨
事
で
あ
っ
た
。
私

の
執
筆
対
象
者
は
す
で
に
こ
の
世
に
は
い
な
い
。
し
か
し
氏
の
遺
さ
れ
た
業
績

は
永
久
に
消
え
な
い
。
私
は
歌
人
に
し
て
学
究
で
あ
る
木
俣
修
の
生
涯
の
軌
跡

を
追
っ
て
ゆ
き
た
い
。

一
、
歌
人
木
俣
修
の
軌
跡

修
の
七
十
六
年
の
生
涯
を
私
は
六
期
に
分
け
て
、
そ
の
業
績
を
考
え
て
み
た

い
。

 
①
第
一
期
（
基
礎
時
代
・
大
正
7
年
く
1
2
才
V
か
ら
昭
和
9
年
く
2
8
才
V

 
 
 
 
 
 
ま
で
）

 
修
と
文
学
と
の
出
遭
い
は
白
秋
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
大
正
七

年
（
一
九
一
八
）
十
二
才
の
七
月
に
創
刊
さ
れ
た
「
赤
い
鳥
」
の
誌
友
と
な
り
、

自
由
詩
、
綴
方
、
自
由
画
を
投
稿
。
こ
の
頃
か
ら
白
秋
の
推
奨
を
受
け
文
学
開

眼
の
機
が
到
来
。
同
十
三
年
（
一
九
二
四
）
十
八
才
に
は
短
歌
雑
誌
「
日
光
」

が
創
刊
さ
れ
た
。
自
由
に
し
て
明
る
い
歌
人
の
集
合
体
で
、
白
秋
・
善
麿
・
千

樫
・
純
・
夕
暮
・
利
玄
ら
二
十
余
弦
の
導
入
が
団
結
し
た
「
日
光
」
で
あ
っ
た
。

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
脱
退
の
純
・
千
樫
・
週
空
な
ど
の
参
加
は
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
を
刺

激
さ
せ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
当
時
歌
壇
に
お
け
る
宗
匠
主
義
の
打
破
の
警

鐘
と
も
な
っ
た
。
修
は
投
稿
し
て
い
な
い
が
、
白
秋
の
諸
作
品
に
多
く
親
し
む

機
を
得
た
。

8
こ
の
期
の
歌
集
は
「
市
路
の
果
」
で
、
大
正
十
五
年
（
二
〇
才
）
冬
か
ち
昭

和
六
年
（
二
五
才
）
ま
で
の
一
五
二
首
を
収
録
し
た
二
〇
才
代
の
前
半
の
歌
を

抄
出
し
た
処
女
歌
集
。
修
自
身
「
私
の
放
恣
な
遍
歴
時
代
の
所
産
」
と
あ
と
が

き
に
記
し
て
い
る
通
り
、
昭
和
二
年
は
東
京
高
等
師
範
学
校
に
入
学
し
て
国
文

学
の
学
究
を
め
ざ
し
た
時
で
あ
り
∩
学
友
に
も
多
く
の
文
学
志
望
者
も
お
り
、
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当
時
華
や
か
な
築
地
小
劇
場
に
出
か
け
俳
優
た
ち
と
親
し
く
し
た
青
春
彷
径
時

代
だ
っ
た
つ
そ
れ
で
も
知
を
得
た
歌
人
に
は
信
綱
・
善
麿
・
追
駆
・
篤
二
郎
・

英
一
・
巌
・
直
七
郎
ら
が
い
て
恵
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
在
籍
の
短
．

歌
雑
誌
は
白
秋
系
で
、
村
野
次
郎
主
宰
の
「
蒼
古
」
。
修
は
、
新
将
情
主
義
を
、

標
榜
、
芸
術
派
的
行
動
を
実
践
し
た
。
こ
の
歌
集
の
あ
と
が
き
は
、
昭
和
三
十

四
年
五
月
十
日
病
床
で
記
さ
れ
て
い
る
（
五
十
三
才
）
。
「
短
歌
研
究
」
 
（
昭

和
三
十
四
年
六
月
号
）
に
綴
込
歌
集
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
単
独
の
歌
集

と
し
て
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
歌
を
少
し
抄
出
し
て
み
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

ω
夕
づ
け
る
た
か
む
ら
に
石
を
投
げ
て
み
つ
明
日
は
わ
が
家
に
別
れ
て
ゆ
か
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
篁
）

 
こ
の
歌
は
昭
和
二
年
（
二
十
一
才
）
四
月
上
京
し
て
東
京
高
師
に
復
学
（
前

年
入
学
と
同
時
に
短
期
現
役
兵
と
し
て
京
都
伏
見
聯
隊
に
入
隊
）
の
た
め
郷
里

を
出
る
時
の
作
品
で
あ
る
。

 
 
 
 
や

ω
ま
な
び
舎
に
か
へ
る
日
は
来
ぬ
は
は
そ
は
が
包
み
て
く
れ
し
．
餅
も
て
ゆ
か
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
篁
）

 
二
首
と
も
素
朴
な
修
の
若
い
感
傷
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

㈲
古
写
本
を
読
め
と
責
め
た
る
教
授
の
こ
と
夜
床
に
く
ぐ
ま
る
時
に
思
ひ
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
祭
の
あ
と
さ
き
）

ω
た
め
ら
は
ず
地
下
に
く
ぐ
り
し
い
く
た
り
に
お
く
ら
ん
金
を
ひ
そ
か
に
集
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
嵐
）

㈲
と
め
ど
な
く
思
ひ
ま
よ
ふ
か
十
行
に
足
ら
ぬ
履
歴
を
紙
に
し
る
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
北
の
国
）

 
㈲
は
学
問
に
か
か
わ
る
歌
、
ω
は
昭
和
三
年
、
共
産
党
員
略
の
大
検
挙
の
中

に
友
人
も
い
た
，
そ
の
た
め
の
基
金
集
め
で
思
想
同
調
と
は
別
に
友
人
を
助
け

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
㈲
は
東
京
高
師
を
卒
業
。
仙
台
の
宮
城
県
師
範
学
校
赴

任
の
時
の
歌
。
す
で
に
こ
こ
で
は
二
十
五
才
の
若
い
教
師
で
あ
っ
た
。
仙
台
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

赴
任
す
る
に
つ
い
て
は
「
ま
よ
ひ
た
る
は
て
に
汝
が
待
つ
北
国
に
職
を
も
と
め

て
主
な
ん
と
そ
す
る
」
と
い
う
相
手
の
女
性
が
北
海
道
に
い
た
。
そ
の
人
こ
そ

同
七
月
に
結
婚
し
た
志
ま
子
夫
人
ご
本
人
で
あ
っ
た
。
 
「
曲
路
の
果
」
に
は
、

む
ろ
ん
ま
だ
白
秋
の
詩
精
神
享
受
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
。

口
次
は
、
「
み
ち
の
く
」
。
本
歌
集
は
昭
和
六
年
春
・
（
二
十
五
才
）
宮
城
県
師

範
学
校
に
赴
任
し
て
か
ら
満
三
年
の
仙
台
生
活
と
昭
和
九
年
（
二
十
八
才
）
春

旧
制
富
山
高
等
学
校
に
転
勤
し
て
か
ら
半
年
ば
か
り
の
間
に
成
っ
た
三
八
二
首

所
収
の
歌
集
。
こ
れ
は
次
に
挙
げ
る
歌
集
コ
局
志
」
に
お
く
れ
て
昭
和
二
十
二

年
四
月
文
化
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
昭
和
初
頭
に
県
立
宮
城
師
範
学
校
か
ら

官
立
旧
制
富
山
高
等
学
校
に
転
任
す
る
こ
と
は
大
変
な
栄
転
で
あ
っ
た
。

 
し
ゅ
ん
せ
つ
 
 
 
 
 
 
こ
ご

ω
春
雪
の
ほ
ど
う
に
凍
る
道
の
朝
流
離
の
う
れ
ひ
し
つ
か
に
ぞ
湧
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
み
ち
の
く
の
春
）

 
 
 
 
 
つ
く
ゑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
つ
き
 
 
 
 
 
な
れ

ω
リ
ラ
の
花
卓
の
う
へ
に
匂
ふ
さ
へ
五
月
は
か
な
し
汝
に
会
は
ず
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
リ
ラ
の
花
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
く

㈲
古
写
本
に
泌
む
寒
き
灯
よ
眼
は
閉
ぢ
て
は
う
け
き
学
を
な
げ
く
ひ
と
と
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
遠
流
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

ω
つ
つ
ま
し
ぐ
芭
蕉
を
説
か
す
君
が
瞳
の
冴
え
も
こ
そ
ゆ
け
冬
の
夜
の
灯
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
水
曜
会
・
小
宮
豊
隆
先
生
）

 
ま
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
る

㈲
任
も
て
ば
い
ま
は
い
ち
づ
に
轟
け
か
る
高
志
路
を
指
し
て
ゆ
か
ん
ぞ
妻
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
別
離
・
仙
台
を
去
る
）

 
ω
の
流
離
の
思
い
、
ω
の
相
聞
、
㈲
は
古
写
本
に
学
問
の
き
び
し
さ
を
嘆
き
、

ω
に
は
碩
学
小
宮
先
生
の
芭
蕉
講
義
の
情
熱
、
㈲
に
は
仙
台
を
去
っ
て
新
し
く
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、



富
山
高
校
に
向
う
決
意
な
ど
、
例
歌
は
少
な
か
っ
た
が
、
「
み
ち
の
く
」
に
倣

心
に
泌
む
歌
が
多
い
。
殊
に
仙
台
に
あ
っ
て
は
東
北
大
学
の
文
法
学
者
山
田
孝

雄
を
中
心
と
す
る
国
語
学
会
、
漱
石
門
下
の
ド
イ
ツ
文
学
者
小
宮
豊
隆
を
申
心

と
す
る
水
曜
会
な
ど
に
修
は
会
員
と
な
り
活
躍
し
た
。
作
歌
の
み
で
な
く
広
い

学
問
の
世
界
に
い
た
こ
と
は
修
に
と
っ
て
は
み
ち
の
く
に
お
け
る
大
き
な
収
獲

に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
み
ち
の
く
に
を
去
る
淋
し
さ
は
こ
う
し
た
碩
学
と

別
れ
る
長
窪
に
も
つ
な
が
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
仙
台
を
去
り

富
山
に
赴
任
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
修
の
新
し
い
学
問
と
芸
術

的
出
発
で
も
あ
っ
た
。

 
ω
第
二
期
（
成
長
時
代
・
昭
和
1
0
旧
く
2
9
才
V
か
ら
同
2
0
年
く
3
9
才
ま
で
）

 
昭
和
十
年
（
二
十
九
才
）
は
白
秋
の
「
多
磨
短
歌
会
」
が
結
成
さ
れ
「
多
磨
」

創
刊
に
修
は
参
画
。
（
そ
の
他
穂
積
忠
・
中
村
正
爾
・
北
見
志
保
子
ら
一
六
名
）

白
秋
は
、
「
多
磨
綱
領
」
に
「
浪
漫
精
神
の
復
興
」
 
「
近
代
の
新
幽
玄
体
の
樹

立
」
な
ど
を
掲
げ
た
。
修
は
白
秋
の
も
と
に
あ
り
新
し
い
成
長
期
に
入
っ
た
の

で
あ
る
。

 
 
 
 
こ
 
し

国
歌
集
「
高
志
」
は
こ
の
期
の
所
産
で
、
昭
和
十
年
春
か
ら
同
十
六
年
（
三
十

五
才
）
七
年
間
の
歌
六
三
三
首
を
収
録
。
昭
和
十
七
年
墨
水
書
房
刊
。
本
集
は

修
の
第
一
歌
集
と
し
て
多
磨
叢
書
第
八
編
と
し
て
刊
行
。
制
作
年
代
か
ら
は
第

三
歌
集
で
あ
る
が
、
作
者
が
始
め
て
世
に
問
う
た
嫁
女
歌
集
で
あ
る
。
そ
の
歌

は
「
多
磨
」
創
刊
号
に
推
奨
さ
れ
た
「
雪
申
の
白
鷺
」
七
首
か
ら
始
ま
る
。
そ

の
一
部
を
抄
す
。

 
 
 
 
ま
ひ
 
 
あ
か
り

ω
雪
原
の
真
日
の
明
に
舞
ひ
い
で
て
白
鷺
の
群
か
が
や
き
に
け
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
め

㈲
う
ち
晴
る
る
雪
の
野
に
舞
ふ
白
鷺
の
羽
の
ひ
か
り
は
天
に
ま
ぎ
れ
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
き
で
り

㈹
鷺
の
群
渡
り
を
へ
た
る
野
の
上
は
た
だ
う
す
う
す
に
青
き
愚
挙

木
俣
修
の
歌
と
学
問

 
仙
台
か
ら
富
山
に
移
っ
た
第
一
声
。
燦
々
と
日
の
照
る
雪
の
上
を
雪
よ
り
白

い
白
鷺
の
一
群
が
渡
っ
て
ゆ
く
色
の
な
い
色
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
美
意
識
は
白

秋
の
志
向
す
る
新
幽
玄
の
世
界
の
中
に
修
み
ず
か
ら
発
見
し
た
美
の
世
界
が
動

き
出
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

ω
毛
の
帽
の
下
に
か
が
や
く
瞳
を
見
れ
ば
こ
の
夜
発
ち
ゆ
く
口
う
ら
わ
か
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
雪
夜
出
動
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ざ
ん

㈲
ワ
ル
シ
ャ
ワ
を
死
守
せ
ん
ど
言
ひ
て
銃
執
れ
る
女
子
軍
も
た
ち
ま
ち
暫
に
し

 
果
て
ぬ
 
 
／
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
亡
A
叩
Y

 
 
 
 
 
 
な

㈲
父
の
み
た
ま
和
ぎ
て
か
ま
さ
ん
あ
か
と
き
は
母
が
御
詠
歌
の
こ
ゑ
徹
り
つ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
終
焉
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
ね
 
た
か
ま
が
は
ら
 
 
 
 
 
こ
ほ

ω
雨
雲
の
な
か
に
こ
も
ら
ふ
ひ
と
峯
を
高
天
原
と
き
け
ば
恋
し
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
臼
杵
高
千
穂
）

 
以
上
四
首
は
、
富
山
在
住
申
の
主
な
出
来
事
に
対
す
る
作
品
抄
。
ω
は
昭
和

十
三
年
一
月
の
歌
。
前
年
勃
発
の
支
那
事
変
、
㈲
は
同
十
四
年
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
歌
。
㈲
は
鳳
十
五
年
父
の
死
（
6
8
才
）
に
遭
っ
た
挽
歌
。
ω
は
愈
愈
湿

田
を
飾
る
「
日
向
」
七
十
七
首
の
中
の
一
首
。
白
秋
は
昭
和
十
六
年
三
月
久
び

さ
の
郷
土
訪
問
を
実
現
し
た
。
白
秋
は
有
名
な
例
の
「
海
道
東
征
」
を
作
詩
す

る
た
め
の
日
向
の
旅
で
あ
り
、
修
は
全
行
程
白
秋
に
随
行
し
て
多
く
の
連
作
を

残
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
ぎ
は
、
白
秋
が
本
歌
集
の
た
め
に
序
歌

を
添
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
修
の
父
の
挽
歌
か
ら
始
ま
り
、
本
集
を
見
る
こ

と
も
な
く
死
去
さ
れ
た
志
ま
子
夫
人
へ
の
歌
「
永
き
あ
ひ
だ
な
に
く
れ
と
な
く

み
と
り
し
て
細
り
身
お
も
ど
よ
く
堪
へ
ま
し
ぬ
」
や
、
「
さ
ざ
な
み
の
し
が
の

あ
が
た
の
師
走
月
う
ら
た
の
め
な
く
寄
り
か
い
ま
さ
む
」
 
（
四
十
九
日
と
い
ふ

に
）
ま
た
、
修
自
身
に
は
「
天
な
る
や
」
の
長
歌
、
並
び
に
反
歌
を
贈
っ
て
い
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る
が
、
そ
の
詞
書
き
に
「
修
よ
、
我
が
湿
す
で
に
篤
し
」
と
あ
り
、
歌
集
「
高

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
な
 
 
 
ふ
み
 
 
 
 
 
い
も

志
」
に
対
し
て
は
「
こ
の
高
志
ぞ
愛
し
き
書
、
亡
き
妹
が
み
命
、
憶
見
つ
つ

 
も

み
謄
ら
す
書
、
…
…
」
反
歌
「
下
歎
け
か
な
し
き
高
志
の
歌
巻
は
清
け
く
い
ま

せ
妹
に
会
ひ
つ
つ
」
と
い
う
悲
し
い
本
歌
集
へ
の
白
秋
の
序
歌
は
終
っ
て
い
る

が
、
以
上
で
も
わ
か
る
よ
う
に
白
秋
の
こ
の
「
高
志
」
に
対
す
る
力
の
入
れ

方
、
激
励
は
一
通
り
で
は
な
か
っ
た
。
不
自
由
な
眼
に
天
眼
鏡
を
か
ざ
し
な
が

ら
原
稿
に
す
べ
て
目
を
通
さ
れ
て
い
る
。
若
い
将
来
あ
る
門
弟
修
へ
温
い
激
励

の
言
葉
を
か
け
て
や
っ
た
こ
と
に
著
者
自
身
ど
れ
ほ
ど
感
激
し
た
か
は
「
覚

書
」
に
つ
ぶ
．
さ
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
「
覚
書
」
執
筆
は
「
昭
和
十
六
年
明
治

節
の
日
に
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
高
志
」
上
梓
を
前
に
修
は
志
ま
子
夫
人
の

急
逝
（
盲
腸
炎
）
と
い
う
人
生
最
大
の
不
幸
に
遭
っ
て
い
る
。
十
六
年
十
二
月

十
四
日
。
行
年
三
十
一
才
。
こ
の
経
過
に
つ
い
て
は
「
追
記
」
の
中
に
く
わ
し

く
記
さ
れ
て
お
り
、
志
ま
子
夫
人
は
、
「
高
志
」
の
出
版
を
楽
し
み
に
し
て
い

た
が
遂
に
そ
れ
を
見
・
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
『
高
志
」
と
言

ふ
名
を
口
に
す
る
事
す
ら
が
今
は
苦
し
い
程
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
修
の

悲
し
み
は
読
む
人
々
の
胸
深
く
突
き
刺
っ
て
く
る
。
修
の
亡
妻
追
慕
の
情
は
次

に
挙
げ
る
「
量
器
遠
慕
」
に
収
録
さ
れ
た
。

 
 
 
 
と
う
て
ん
ゑ
ん
ぼ

圏
歌
集
「
凍
天
遠
慕
」
は
、
昭
和
十
六
年
（
三
十
五
才
）
か
ら
同
十
七
年

（
三
十
六
才
）
ま
で
「
高
志
」
所
収
の
歌
以
後
一
年
半
の
作
品
集
で
三
一
四
首

を
収
録
。
妻
の
亡
く
な
っ
た
直
前
か
ら
白
秋
長
逝
の
期
間
の
歌
集
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
「
凍
天
遠
慕
」
に
は
「
雪
天
悲
傷
」
と
題
を
附
し
た
三
九
首
の
挽
歌

を
「
寒
燈
」
（
吾
妻
は
や
・
そ
の
一
）
、
「
う
た
か
た
」
（
吾
妻
は
や
・
そ
の
二
）
、

「
悔
恨
」
（
吾
妻
は
や
・
そ
の
三
）
「
眉
」
（
吾
妻
は
や
・
そ
の
四
）
、
「
彦
根
清
涼

寺
」
 
（
吾
妻
は
や
・
そ
の
五
）
と
順
を
追
い
そ
れ
ぞ
れ
五
章
に
わ
け
て
収
録
。

後
の
方
は
「
花
眞
産
」
 
（
白
秋
先
生
み
と
り
日
記
・
そ
の
一
）
、
「
罰
き
眼
鏡
」

 
（
白
秋
先
生
み
と
り
日
記
画
そ
の
二
）
、
そ
の
あ
と
の
方
に
「
道
」
（
白
秋
先
生

追
慕
・
そ
の
一
）
、
「
晩
年
」
（
白
秋
先
生
追
慕
・
そ
の
二
）
、
「
思
ひ
出
」
（
白
秋

．
先
生
追
慕
・
そ
の
三
）
と
こ
れ
ま
た
こ
ま
か
に
題
を
わ
け
て
編
集
し
て
い
る
。

本
集
は
「
砂
嚢
の
か
げ
」
と
い
う
北
陸
の
暗
い
風
土
の
歌
に
始
ま
る
が
、
一
巻

全
体
が
妻
、
父
、
白
秋
を
追
憶
す
る
挽
歌
集
と
も
い
う
べ
き
哀
傷
深
い
歌
集
と

な
っ
て
い
る
。
著
者
み
ず
か
ら
も
そ
の
「
書
後
」
に
「
思
へ
ば
昭
和
十
五
年
以

来
の
三
年
、
相
つ
づ
い
て
父
を
失
ひ
、
妻
を
死
な
せ
、
先
生
と
永
別
し
て
し
ま

っ
た
。
比
較
的
幸
福
で
あ
っ
た
も
の
の
上
に
、
人
間
と
し
て
の
最
大
の
悲
痛
事

が
三
つ
も
打
ち
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
馬
は
、
実
に
妻
と
先
生
の
死
に
は
さ

ま
れ
た
哀
傷
篇
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
収
め
た
歌
は
二
百
十
四
首
で
歌

集
と
し
て
は
小
集
に
属
す
る
が
、
私
に
と
っ
て
は
最
も
記
念
す
べ
き
も
の
で
あ

・
る
。
」
と
述
べ
て
い
為
。
修
の
文
学
を
考
え
る
上
に
は
、
こ
う
し
た
悲
劇
に
遭
遇

し
た
著
者
を
知
る
こ
と
が
書
も
大
切
で
あ
り
、
彼
の
悲
傷
性
は
こ
こ
に
そ
の
根

源
が
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
私
自
身
、
こ
の
歌
集
は
小
篇
な
が
ら
重

要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
昭
和
十
七
年
亡
妻
一
周

忌
、
亡
父
三
周
忌
の
法
要
の
さ
な
か
、
郷
里
彦
根
に
白
秋
逝
去
の
電
報
が
届
く

あ
わ
た
だ
し
い
申
に
上
京
。
十
一
月
五
日
の
葬
儀
に
は
門
下
を
代
表
弔
辞
を
捧

ぎ
た
。
修
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
に
こ
の
年
、
縁
あ
っ
て
郷
里
彦
根
の
前
谷
善

次
郎
三
女
し
な
子
様
と
結
婚
。
修
に
は
新
し
い
家
庭
生
活
が
始
ま
す
。

 
次
に
こ
の
期
の
歌
少
々
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ら
み
み

ω
あ
か
と
き
の
眼
ざ
め
悲
し
も
虚
耳
に
亡
き
妻
が
ζ
ゑ
き
く
い
く
た
び
ぞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
吾
妻
は
や
・
そ
の
』
）

 
 
‘
 
 
 
 
 
な
れ
 
 
 
一
 
 
い
ろ
ぎ
ぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

②
縫
ひ
了
へ
ず
汝
が
遺
せ
し
色
心
の
い
た
い
た
し
か
も
寒
き
灯
の
も
と
（
全
）
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㈲
写
経
し
て
悲
し
き
こ
こ
ろ
し
づ
め
よ
と
た
は
や
す
く
い
ふ
人
う
ら
め
し
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
吾
妻
は
や
・
そ
の
二
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
い

ω
お
も
ひ
和
ぐ
何
時
の
日
な
ら
ん
年
わ
か
く
死
な
し
め
し
悔
の
止
む
ひ
ま
も
な

 
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
（
全
 
・
そ
の
三
）

 
お
み
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ふ
ち
ま
た

㈲
女
の
こ
ゑ
う
つ
く
し
く
た
つ
夕
巷
吾
妻
の
こ
ゑ
を
聴
く
す
べ
も
な
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
全
 
・
そ
の
四
）

 
な

㈲
汝
が
墓
に
春
蝉
の
こ
ゑ
ひ
び
く
と
き
う
つ
し
み
の
わ
が
お
も
ひ
み
だ
る
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
全
 
・
そ
の
五
）

 
 
 
 
よ
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
も

ω
螢
火
の
夜
の
自
生
に
息
づ
く
を
愛
し
み
言
ひ
し
清
き
面
は
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
全
 
・
そ
の
五
）

 
い
ず
れ
も
亡
き
妻
を
偲
ぶ
哀
傷
歌
で
、
ω
は
昭
和
十
七
年
春
、
彦
根
清
涼
寺

の
父
の
墓
の
か
た
わ
ら
に
亡
き
妻
の
墓
を
建
て
て
埋
骨
。
そ
の
時
、
墓
石
の
裏

に
刻
ん
だ
一
首
で
あ
る
。

 
 

 
㊦
第
三
期
（
自
己
確
立
時
代
・
昭
和
2
1
年
〈
4
0
才
〉
か
ら
同
3
0
年
〈
4
9
才
V

 
 
 
 
 
 
ま
で
〉

 
こ
の
期
は
、
修
の
四
十
才
代
で
、
昭
和
十
八
年
白
秋
の
遺
託
に
答
え
る
た
め

富
山
高
等
学
校
を
退
職
し
上
京
し
た
。
白
秋
遺
著
の
整
理
、
編
纂
の
た
め
で
、

四
月
に
は
白
秋
遺
歌
集
「
牡
丹
の
木
」
（
河
出
書
房
刊
）
、
十
一
月
に
は
「
白
秋

研
究
」
 
（
八
雲
書
林
刊
）
な
ど
を
刊
行
。
こ
の
期
は
文
学
の
問
題
と
し
て
は
例

の
桑
原
武
夫
の
「
第
二
芸
術
論
」
．
（
「
世
界
」
2
1
年
n
月
号
）
に
猛
て
い
ち
は

や
く
日
本
の
文
学
伝
統
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
俳
句
・
短
歌
を

第
二
芸
術
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
こ
う
し
た
時
に
修
は
「
多
磨
」
 
（
2
1
年
H
月

号
）
に
「
自
戒
」
．
と
題
す
る
一
文
を
草
し
た
。
こ
れ
は
歌
人
木
俣
修
が
人
間
的

立
場
か
ら
の
作
歌
方
法
論
宣
言
で
、
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
文
学
の

 
木
俣
修
の
歌
と
学
問

場
に
出
て
短
歌
を
し
て
今
日
の
文
学
と
し
て
生
き
る
道
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る

た
め
の
苦
し
み
は
生
や
さ
し
い
庵
の
で
は
な
い
。
然
し
、
わ
れ
わ
れ
は
今
、
矢

の
尽
き
る
ま
で
こ
の
こ
と
を
並
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
（
中
暑
）
自
筆
の
文

学
へ
の
処
し
方
の
は
げ
し
さ
と
い
ふ
も
の
は
今
私
に
か
う
し
た
受
け
取
り
方
に
，

よ
っ
て
．
生
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
る
る
。
そ
し
て
私
は
こ
れ
こ
そ
今
日
の
わ
れ
わ

れ
の
も
っ
と
も
大
切
な
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
と
信
ず
る
」
と
あ
り
、
そ
の
気

暁
は
極
め
て
熾
・
烈
で
、
白
秋
文
学
継
承
に
お
け
る
今
日
的
作
歌
態
度
の
宣
言
で

あ
っ
た
。
ま
た
歌
壇
一
般
の
公
器
と
し
て
短
歌
総
合
雑
誌
「
八
雲
」
 
（
八
雲
書

店
刊
・
2
1
年
1
2
月
）
が
発
行
さ
れ
、
編
集
久
保
田
正
文
、
顧
問
木
俣
修
。
創
刊

号
編
集
後
記
に
「
低
俗
頽
廃
の
歌
壇
現
実
に
対
し
て
真
に
正
し
い
方
向
を
指
す

ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
た
ら
し
む
る
」
と
あ
り
。
戦
後
歌
壇
を
新
し
く
確
立
し
て
ゆ

く
所
に
そ
の
目
的
が
あ
り
、
歌
人
の
み
で
な
く
広
く
文
芸
評
論
家
、
学
者
、
作

家
な
ど
を
動
員
し
て
評
論
や
座
談
会
を
実
施
し
て
歌
壇
革
新
の
た
め
の
役
割
を

果
た
し
た
。
本
誌
は
二
十
三
年
三
月
廃
刊
、
そ
の
あ
と
を
継
承
し
た
の
が
短
歌

雑
誌
「
短
歌
主
潮
」
で
六
月
創
刊
。
修
は
編
集
者
と
な
り
、
「
八
雲
」
時
代
を

継
ぐ
。
季
刊
誌
で
二
十
三
年
十
一
月
三
号
で
休
刊
と
な
っ
た
。
こ
の
年
七
月
、

修
は
歌
集
「
冬
暦
」
 
（
八
雲
書
店
）
を
刊
行
し
た
。

㈲
歌
集
「
冬
暦
」
は
、
昭
和
二
十
二
年
の
秋
か
ら
二
十
三
年
の
夏
ま
で
僅
か
十

ケ
月
の
歌
四
三
三
首
を
収
録
。
歌
集
「
流
砂
」
に
つ
ぐ
戦
後
第
二
の
歌
集
。
四

十
代
の
創
作
で
あ
る
。
「
諏
訪
小
記
」
に
「
こ
の
期
間
に
私
は
新
し
い
日
本
の

生
き
る
も
の
の
一
人
と
し
て
自
ら
に
対
し
て
き
び
し
い
自
己
批
判
を
つ
づ
け
て

来
た
。
 
（
中
高
）
き
び
し
い
現
実
と
の
対
決
な
く
し
て
歌
を
生
か
し
て
ゆ
く
道

は
も
う
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
対
決
に
ま
で
自
ら
を
駆
り
た
て
る
べ
き
主

体
の
確
立
な
く
し
て
歌
人
と
い
ふ
も
の
は
も
う
成
り
た
た
な
い
で
あ
ら
う
。
行
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路
は
い
よ
い
よ
繋
争
で
あ
る
」
と
こ
れ
ま
．
で
の
反
省
に
た
ち
現
実
と
の
対
決
、

主
体
の
確
立
以
外
に
こ
れ
か
ら
の
歌
人
の
在
り
方
は
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
そ

う
い
う
時
の
歌
集
「
冬
暦
」
は
日
本
文
化
の
伝
統
性
が
種
々
批
判
さ
れ
て
き
た

戦
後
歌
壇
の
反
省
期
に
立
っ
て
の
歌
集
で
あ
っ
た
。

ω
片
隅
の
古
典
の
う
へ
に
た
ま
り
た
る
塵
を
吹
き
な
ど
し
つ
つ
冬
の
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
冬
暦
）

．
へ
き
め
ん
 
 
こ
ち
づ

②
壁
面
の
古
地
図
を
は
が
す
け
ふ
の
お
も
ひ
寒
む
ざ
む
と
し
て
な
に
に
つ
な

顯
 
あ
き
つ
 
 
 
…
 
 
（
け
誘
お
も
ひ
）

㈲
生
終
へ
し
蜻
蛉
の
翅
は
ひ
か
り
つ
つ
落
葉
の
う
へ
に
い
く
日
保
た
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
全
）

 
ω
・
㈲
に
は
学
究
者
修
の
姿
、
㈲
に
お
い
て
は
蜻
蛉
の
死
に
さ
え
再
開
の
運

命
の
は
か
な
さ
と
重
な
り
合
っ
て
想
う
の
で
あ
る
。
末
期
の
「
多
磨
」
を
守

り
、
「
八
雲
」
「
短
歌
主
潮
」
な
ど
に
よ
り
歌
壇
に
活
躍
し
、
第
二
芸
術
論
に

対
し
て
は
歌
入
の
実
作
に
よ
り
応
え
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
．
修
は
そ
れ
を
敢
行

し
た
。
す
で
に
白
秋
の
師
風
を
脱
し
、
新
し
い
人
間
の
ロ
マ
ン
主
義
を
樹
立
し

よ
う
と
b
て
戦
後
の
短
歌
を
広
い
文
学
の
場
に
押
し
出
そ
う
と
し
た
意
欲
が
そ

こ
に
あ
っ
た
。
故
福
田
栄
一
は
「
木
俣
は
戦
後
派
で
は
な
か
っ
た
が
、
短
歌
の

戦
後
を
演
出
し
た
一
人
で
あ
っ
た
」
（
「
現
代
の
秀
歌
」
）
と
評
し
た
言
葉
は
こ

の
頃
の
木
俣
の
本
質
を
よ
く
把
握
し
た
表
現
と
し
て
印
象
的
で
あ
っ
た
。
四
十

才
代
に
お
け
る
歌
集
と
し
て
は
第
七
歌
集
「
落
葉
の
章
」
 
（
昭
和
2
2
年
秋
〈
4
1

才
〉
か
ら
2
5
焚
く
4
4
才
V
ま
で
）
第
八
歌
集
「
歯
車
」
 
（
昭
和
2
6
即
く
4
5
才
V

か
ら
2
8
掻
く
4
7
才
V
ま
で
）
な
ど
が
あ
る
。
 
「
落
葉
の
章
」
は
長
子
高
志
死
去

と
い
う
悲
し
み
に
遭
い
、
そ
の
挽
歌
集
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
「
歯
車
」
の

時
代
も
前
集
に
続
く
悲
し
み
の
歌
と
旅
行
詠
が
多
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
う
や
 
 
こ
つ

ω
罪
び
と
の
ご
と
く
に
坐
し
て
妻
と
ふ
た
り
秋
夜
の
骨
を
守
ら
ん
と
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
落
葉
の
章
・
百
日
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
も
か
 
 
 
 
 
あ
き
け
 
か
う

ω
笑
ふ
こ
と
も
な
く
過
ぎ
た
る
百
日
ぞ
と
寒
き
朝
明
の
香
を
点
ず
る
 
 
（
同
）

 
き
ぞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
も

㈲
昨
日
の
夜
も
こ
よ
ひ
も
い
ね
ず
い
や
は
て
の
母
の
い
の
ち
を
目
守
り
つ
ぎ
つ

 
つ
 
、
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
歯
車
，
・
信
濃
悲
歌
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ま

ω
志
摩
の
津
の
海
士
が
悲
願
に
生
れ
ま
し
て
潮
の
も
な
か
に
い
ま
す
み
ほ
と
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
同
・
潮
仏
）

 
の
よ
う
な
歌
が
続
く
。
こ
の
期
に
は
歌
集
の
み
で
な
く
学
術
書
も
多
く
刊
行

し
た
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
年
代
順
に
あ
げ
る
と
「
岩
波
文
庫
・
北
原
白
秋
歌

集
」
（
昭
2
4
・
8
）
「
近
代
短
歌
辞
典
」
（
新
興
出
版
社
・
共
編
・
昭
2
5
・
7
）

 
「
近
代
短
歌
」
 
（
久
松
潜
一
共
著
・
至
文
堂
・
昭
2
6
・
2
）
「
邪
宗
門
」
「
雲

母
集
」
 
（
創
元
社
文
庫
・
昭
2
7
・
2
～
3
）
・
「
白
秋
歌
集
」
 
（
新
潮
社
文
庫
・

昭
2
7
一
5
）
「
角
川
文
庫
・
木
俣
修
歌
集
」
 
（
解
説
・
久
保
田
正
文
・
昭
2
8
・

6
）
「
新
注
・
近
代
短
歌
」
 
（
小
泉
撃
茎
共
編
・
白
楊
社
・
2
9
・
4
）
そ
の
他

多
い
が
激
暑
。

 
さ
て
こ
の
期
に
は
昭
和
二
十
八
年
（
四
十
七
才
）
五
月
に
「
形
成
社
」
を
結
・

び
、
機
関
雑
誌
「
形
成
」
を
創
刊
し
た
こ
と
は
歌
人
と
し
て
木
俣
修
が
こ
れ
ま

で
長
く
白
秋
に
従
い
な
が
ら
新
し
い
時
代
に
い
た
り
、
修
自
身
の
人
間
主
義
短

歌
を
志
向
し
た
事
を
意
味
す
る
。
以
後
「
形
成
」
は
木
俣
修
主
宰
を
申
心
に

歯
車
の
如
く
動
き
始
め
る
。
こ
こ
で
彼
の
歌
論
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

 
「
形
成
」
の
創
刊
号
に
「
わ
れ
わ
れ
は
今
日
の
こ
の
荒
蓼
と
し
た
生
活
の
中
に

お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
苦
悶
、
懊
悩
、
歓
喜
、
矛
盾
を
歌
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

噛
い
。
人
間
が
、
そ
の
置
か
れ
て
み
る
環
境
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
生
き
、
何
を

要
望
し
、
何
に
苦
し
ん
で
み
る
か
を
歌
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
そ
の
作
歌
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信
条
を
力
強
く
訴
え
て
い
る
。
信
条
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
れ
は
新
結
社
創
設

に
あ
た
っ
て
の
彼
の
信
念
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
匹
こ
れ
は
、
歌
集
「
流
砂
」

の
書
後
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
多
磨
」
解
散
（
昭
2
7
・
1
2
）
か
ら
つ
い
で

「
形
成
」
創
刊
と
歌
壇
も
あ
わ
た
だ
し
く
修
自
身
も
忙
し
く
人
間
主
義
の
短
歌

を
高
揚
し
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
の
文
章
を
少
し
拾
っ
て
み
よ
う
。

ω
わ
れ
わ
れ
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
中
に
突
入
し
、
デ
カ
ダ
ン
ス
を
通
過
す
る
こ
と

 
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ダ
ン
入
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
克
服
の

 
か
な
た
に
つ
ね
に
新
し
い
人
間
の
創
造
、
新
し
い
社
会
の
形
成
が
想
望
さ
れ

 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
作
家
の
人
間
性
の
中
に
強
力
な
倫
理
と
思

想
が
要
請
さ
れ
る
。
 
（
手
短
集
と
肉
体
」
一
「
詩
歌
殿
」
昭
2
3
・
9
）
 
（
4
2

 
才
）

㈲
短
歌
は
作
者
自
身
の
生
活
を
離
れ
て
は
成
り
立
た
な
い
文
学
で
あ
る
。
 
（
中

 
略
）
 
「
自
分
の
生
活
」
の
探
究
の
中
か
ら
生
れ
て
来
る
短
歌
が
、
ほ
ん
も
の

 
で
あ
り
、
つ
ね
に
新
し
い
光
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
に
生
き
て

 
い
る
わ
れ
わ
れ
一
人
の
人
間
の
い
の
ち
の
真
実
を
生
々
と
伝
え
て
さ
え
い
れ

 
ば
、
そ
れ
は
立
派
に
今
日
の
文
学
と
し
て
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
働
く

 
人
の
短
歌
」
i
「
働
く
人
」
昭
和
2
5
・
1
2
）
 
（
4
4
才
）

㈲
古
風
な
啄
嘆
性
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
中
か
ら
生
れ
た
新
し
い
啄

 
嘆
が
、
今
後
も
歌
壇
に
新
し
い
も
の
を
提
示
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か

 
と
思
い
ま
す
。
 
（
啄
嘆
の
問
題
」
1
「
短
歌
研
究
」
昭
2
6
・
1
2
）
 
（
4
5
才
）

 
以
上
は
雑
誌
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
ω
新
し
い
人
間
の
創
造
、
②
人

間
の
真
実
、
幽
㈲
新
し
い
三
嘆
な
ど
の
具
体
的
問
題
の
中
か
ら
こ
れ
か
ら
の
歌
を

考
え
よ
う
と
す
る
修
の
作
歌
の
構
え
が
見
え
、
こ
れ
ら
は
次
期
昭
和
三
十
一
年

四
月
刊
行
の
歌
論
集
「
人
間
と
短
歌
」
新
典
書
房
刊
）
に
結
集
さ
れ
て
ゆ
く
。

木
俣
修
の
歌
と
学
冠

 
ω
第
四
期
（
自
己
拡
充
時
代
・
昭
和
3
1
年
〈
5
0
才
〉
か
ら
同
4
0
薄
く
5
9
才
V

 
 
 
 
 
 
ま
で
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
ら
 
む
ら

 
こ
の
期
は
修
の
五
十
才
代
で
、
歌
集
と
し
て
は
「
天
に
群
星
」
 
（
昭
3
3
・
1
0
，

月
・
四
季
書
房
）
 
「
呼
べ
ば
窃
」
 
（
昭
3
9
・
1
0
月
・
牧
羊
社
）
、
の
二
集
を
刊

行
し
て
い
る
。

因
歌
集
「
天
に
群
星
」
は
、
昭
和
廿
九
年
か
ら
珊
一
年
に
至
る
三
年
間
の
歌
五

九
八
首
を
収
録
。
そ
の
「
小
記
」
に
は
「
私
の
戦
後
作
品
は
『
冬
暦
」
『
落
葉

の
章
』
 
『
歯
車
』
を
経
て
こ
の
作
品
集
に
至
る
わ
け
で
あ
る
が
、
．
そ
の
間
に
お

け
る
文
学
態
度
は
毫
末
も
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
人
間
的
な
精
神
を
か
り
た
て

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
ま
た
人
間
的
な
欲
求
を
感
ず
る
と
こ
ろ
に
私
は
つ
ね
に
鮮

烈
な
作
歌
衝
動
を
覚
え
て
き
た
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
主
義
に

立
脚
し
た
作
歌
態
度
を
く
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。
作
品
と

昌
し
て
は
こ
れ
ま
で
内
に
こ
も
っ
て
い
た
憂
情
か
ら
抜
け
出
し
て
外
に
向
い
能
動

的
に
詠
む
姿
勢
が
目
立
つ
。
昭
和
三
十
一
年
八
月
、
第
四
回
「
形
成
」
全
国

大
会
を
九
州
筑
後
柳
川
で
開
催
ゆ
修
は
原
爆
記
念
日
の
八
月
九
日
に
長
崎
に
行

き
、
そ
の
夜
浦
上
天
主
堂
弥
撒
の
歌
を
作
っ
て
い
る
。

 
そ
ら
 
む
ら
ぼ
し
く
さ
ふ

ω
天
に
群
星
草
生
に
虫
の
こ
ゑ
み
つ
る
夜
の
い
の
り
八
斗
の
た
ま
に
さ
さ
げ

 
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
（
浦
上
天
主
堂
に
て
）

 
 
 
 
 
 
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
は
 
 
つ
く
ゑ

ω
寝
不
足
に
ひ
と
生
お
く
ら
む
さ
だ
め
と
も
埃
を
吹
け
り
，
夜
の
几
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
幼
き
胸
Y

 
ω
天
空
に
群
星
の
平
和
な
き
ら
め
き
、
地
上
に
も
限
り
な
い
平
安
を
祈
る
作

者
。
②
に
は
学
究
者
の
孤
独
な
姿
が
見
え
る
。

㈹
歌
集
「
呼
べ
ば
勧
」
は
、
昭
和
三
十
二
年
か
ら
三
十
七
年
に
至
る
一
〇
四
三

 
首
を
収
録
。
修
の
歌
集
と
し
て
は
最
も
歌
題
が
多
い
。
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ω
幼
く
て
仏
と
な
り
し
子
を
お
も
ふ
い
よ
い
よ
も
ろ
き
老
の
こ
こ
ろ
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
十
三
回
忌
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
駈
 
 
 
 
 
 
と
と
せ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

②
つ
ま
づ
き
を
く
り
か
へ
し
来
し
お
ろ
か
な
る
い
く
十
年
ゆ
ゑ
に
わ
が
ひ
と
生

 
か
な

 
愛
し
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
（
ゆ
く
春
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
が

 
ω
は
亡
き
子
を
偲
ぶ
歌
。
ω
は
生
き
る
人
間
の
愛
し
い
性
の
歌
。
煽
れ
た
旅

行
詠
も
多
い
が
今
は
紙
数
の
関
係
で
す
べ
て
省
略
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
久
保
田

正
文
氏
は
こ
の
「
天
に
群
星
」
頃
の
修
の
歌
は
「
書
斎
雨
漏
ラ
ン
コ
リ
ア
」

を
よ
く
代
表
し
て
お
り
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
ら
し
い
野
芝
と
嘆
き
が
あ
り
、

同
時
に
緊
張
し
た
文
学
的
生
活
が
う
ま
く
反
映
し
合
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

（
「
短
歌
現
代
」
五
八
・
七
月
号
・
短
歌
散
歩
）
の
は
私
も
同
感
で
あ
る
。
こ

の
期
に
お
け
る
修
の
主
な
仕
事
は
歌
集
の
ほ
か
に
、
ω
「
和
歌
文
学
大
辞
典
」

（
共
編
・
三
七
・
一
〇
月
・
明
治
書
院
）
、
②
「
昭
和
短
歌
史
」
（
三
九
・
一
〇

月
・
明
治
書
院
）
、
㈲
「
近
代
短
歌
の
史
的
展
開
」
 
（
四
〇
・
五
月
・
明
治
綿

院
）
な
ど
あ
り
、
殊
に
㈲
は
昭
和
女
子
大
学
よ
り
第
一
回
学
術
賞
を
う
け
た
大

著
で
あ
る
。
 
（
こ
の
書
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

 
 
 
5
第
五
期
（
円
熟
時
代
・
昭
和
4
1
年
く
6
0
才
V
か
ら
同
5
0
年
く
6
9
才
V
ま

 
（

 
 
 
 
 
で
）

 
こ
の
期
は
修
の
六
十
才
代
で
、
老
の
意
識
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
な
お
多
く
の

仕
事
に
向
っ
て
日
々
新
し
い
希
望
に
生
き
よ
う
と
し
た
時
で
あ
る
。
歌
集
と
し

 
 
 
こ
ぞ
 
こ
と
し

て
は
「
去
年
今
年
」
と
「
愛
染
無
限
」
の
二
冊
を
刊
行
。

㈹
歌
集
「
去
年
今
年
」
は
、
昭
和
三
十
七
年
（
5
6
才
）
か
ら
四
十
年
（
5
9
才
）

に
至
る
七
二
三
首
を
収
録
。
短
歌
研
究
社
刊
。

 
よ
は

ω
夜
に
戯
れ
る
原
稿
持
ち
て
豪
し
づ
ま
る
道
を
ゆ
く
ポ
ス
ト
の
あ
る
と
こ
ろ
ま

 
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
篁
の
空
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ソ
 
わ
ソ

②
六
十
歳
の
わ
が
靴
先
に
し
ろ
が
ね
の
霜
柱
散
る
凛
々
と
し
て
散
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
冬
至
あ
と
さ
き
）

㈲
あ
る
と
き
は
濫
に
飼
は
る
る
も
の
の
ご
と
仕
事
に
こ
も
ち
い
の
ち
さ
び
し
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
昭
和
短
歌
史
成
ら
ん
と
し
て
）

 
 
 
 
つ
く
ゑ

ω
狼
藷
の
几
の
上
に
見
あ
た
ら
ぬ
鋏
を
さ
が
す
今
日
も
夜
ふ
け
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
文
献
の
か
げ
に
）

 
こ
れ
ら
の
歌
の
申
に
は
老
い
に
向
う
学
問
の
さ
び
し
さ
、
同
じ
学
問
の
道
を

歩
く
私
に
と
っ
て
は
ど
の
歌
も
心
に
泌
み
通
る
。
ω
の
歌
な
ど
ほ
ほ
え
ま
し
い

情
景
で
、
私
な
ど
い
つ
も
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
が
木
俣
修
の
歌
に
関

心
を
持
ち
始
め
た
の
も
作
品
に
悲
傷
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
う
し
た
学

究
生
活
の
素
材
を
多
く
歌
に
し
、
そ
れ
が
表
面
的
に
終
ら
ず
、
凡
て
作
者
自
信

の
入
間
の
さ
び
し
さ
が
し
み
じ
み
と
詠
み
こ
ま
れ
、
そ
こ
に
親
近
感
を
覚
え
た

か
ら
で
あ
る
。
 
「
去
年
今
年
」
に
つ
づ
い
て
歌
集
「
愛
染
無
限
」
を
刊
行
。

㈹
歌
集
「
愛
染
無
限
」
は
、
十
二
冊
目
の
歌
集
で
昭
和
四
十
年
（
5
9
才
）
か
ら

四
十
四
年
（
6
3
才
）
三
月
ま
で
約
四
年
間
の
歌
九
七
〇
首
を
収
緑
。
昭
和
四
十

九
年
六
月
明
治
書
院
刊
。
だ
ん
だ
ん
と
老
の
意
識
を
持
を
持
ち
な
が
ち
更
に
歌

境
は
深
く
沈
潜
し
て
ゆ
く
。
「
愛
染
」
と
い
う
こ
と
は
修
自
身
の
言
葉
で
は
「
煩

悩
」
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
老
境
に
入
っ
て
も
い
よ
い
よ
煩
悩
の
中

に
身
を
さ
ら
す
こ
と
が
多
く
、
澄
明
な
境
に
は
入
れ
な
い
。
生
き
て
い
る
限
り

続
く
煩
悩
で
あ
る
か
ら
「
無
限
」
と
つ
け
加
え
た
と
も
い
う
。
著
者
の
偽
ら
ぎ

る
心
境
で
あ
ろ
う
。
老
い
て
な
お
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
世
界
に
煩
悩
の
身
を
置

く
生
き
方
の
深
さ
を
思
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
お
い

ω
愛
染
の
く
る
し
み
も
て
る
老
人
ひ
と
り
黒
き
外
套
に
身
を
つ
つ
み
ゆ
く

 
こ
の
歌
は
、
生
前
親
し
か
っ
た
吉
井
勇
の
墓
地
を
青
山
に
お
と
ず
れ
た
時
の
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一
首
で
、
こ
の
老
人
は
勇
の
姿
の
幻
影
で
あ
る
と
同
時
に
又
作
者
自
身
の
姿
で

も
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
七
月
、
修
六
十
二
才
の
時
の
歌
。

②
七
十
二
歳
の
吉
井
勇
の
の
ぼ
り
た
る
峠
に
わ
れ
も
け
ふ
は
の
ぼ
り
来
つ

 
明
治
4
1
年
、
勇
が
白
秋
、
杢
太
郎
ら
と
共
に
興
し
た
「
パ
ン
の
会
」
は
文
壇

に
お
け
る
耽
美
主
義
の
原
流
と
な
っ
た
。
時
代
こ
そ
違
え
、
修
に
も
同
じ
文
学

系
譜
と
し
て
そ
の
血
脈
は
継
承
さ
れ
生
き
て
い
る
。
昭
和
三
十
八
年
（
5
7
才
）

十
月
に
「
吉
井
勇
全
集
」
 
（
番
町
書
房
）
、
続
い
て
四
十
年
に
「
吉
井
勇
・
人

と
作
品
」
 
（
明
治
書
院
）
を
刊
行
し
た
理
由
も
十
分
に
了
解
出
来
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
く
ゑ

ω
さ
か
ん
な
る
い
の
ち
な
ら
ね
ば
午
前
一
時
を
限
り
と
な
し
て
几
よ
り
立
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
さ
か
ん
な
る
い
の
ち
な
ら
ね
ば
）

 
 
 
と
と
せ

㈲
な
ほ
十
年
冬
が
身
お
く
べ
く
新
し
き
研
究
室
の
鍵
を
手
に
し
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
新
し
き
鍵
）

ω
怒
り
つ
つ
し
ご
と
な
し
き
ぬ
老
い
づ
き
て
怒
ら
ざ
る
日
と
な
り
て
思
へ
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
寒
謙
る
）

 
な
ど
例
を
挙
げ
る
と
切
り
な
が
い
が
、
老
い
な
が
ら
学
問
に
執
し
た
労
苦
を

歌
っ
た
作
品
は
依
然
と
し
て
続
く
。
こ
の
昭
和
四
十
二
年
（
6
1
才
）
六
月
に
は

「
昭
和
短
歌
史
」
な
ら
び
に
そ
の
他
の
近
代
文
学
研
究
の
業
績
に
よ
り
文
学
博

士
の
学
位
を
受
け
た
。
 
（
国
学
院
大
学
）
七
月
、
N
H
K
テ
レ
ビ
に
て
「
近
代

の
歌
人
た
ち
く
晶
子
・
節
・
牧
水
」
を
放
送
。
八
月
に
は
歌
論
・
随
筆
集
「
短

歌
回
向
」
 
（
海
燕
社
）
を
刊
行
。
十
一
月
に
は
実
践
女
子
大
学
文
学
部
教
授
と
，

な
る
。
 
（
昭
和
二
十
六
年
以
来
教
壇
に
立
っ
た
昭
和
女
子
大
学
に
は
な
お
講
師
、

と
し
て
と
ど
ま
る
）
。

 
こ
の
期
に
お
け
る
主
要
な
仕
事
に
つ
い
て
は
、
四
十
三
年
五
月
に
、
「
現
代

日
本
文
立
大
年
表
」
 
（
明
治
篇
・
共
編
・
明
治
書
院
）
、
四
十
六
年
（
6
5
才
）

木
俣
'
修
の
歌
と
学
問

四
月
に
は
「
評
論
・
明
治
大
正
の
歌
人
た
ち
」
（
明
治
書
院
）
、
七
月
に
は
自
選

歌
集
「
故
園
の
霜
」
（
短
歌
新
聞
社
）
、
十
月
に
は
「
大
正
短
歌
史
」
 
（
明
治
書

院
）
、
四
十
八
年
九
月
に
は
「
木
俣
修
歌
集
」
（
彌
生
書
房
）
を
刊
行
。
'
十
一
月

に
は
長
年
の
芸
術
活
動
と
文
学
研
究
に
対
し
て
紫
綬
褒
章
が
受
章
さ
れ
た
。
つ

い
で
四
十
九
年
に
は
前
年
刊
行
「
木
俣
置
歌
歌
」
に
よ
り
芸
術
選
奨
文
部
大
臣

賞
を
受
賞
。
以
上
の
如
く
、
第
五
期
の
六
十
才
代
は
、
歌
集
の
ほ
か
、
文
学
研

究
の
多
く
の
労
作
を
書
き
、
老
い
て
益
々
旺
盛
に
活
動
し
、
ま
さ
に
円
熟
の
境

地
に
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
。

 
⑥
第
六
期
（
完
成
時
代
・
昭
和
5
1
年
く
7
0
才
V
か
ら
同
5
8
年
〈
終
焉
・
7
6

 
 
 
 
 
 
才
〉
ま
で
）

 
こ
の
期
は
修
の
最
晩
年
七
十
才
か
ら
七
十
六
才
で
亡
く
な
る
ま
で
の
完
成
時

代
で
あ
る
。
歌
集
に
は
「
雪
前
雪
後
」
が
あ
る
。

の
歌
集
「
雪
前
雪
後
」
は
、
こ
の
世
最
後
の
遺
歌
集
と
な
っ
た
第
十
四
冊
目
の

歌
歌
で
あ
る
。
昭
和
四
六
年
（
6
5
才
）
か
ら
四
十
九
年
（
6
8
才
）
ま
で
の
歌
七
五

四
首
を
収
録
。
昭
和
五
十
六
年
七
月
短
歌
新
聞
社
刊
。
こ
の
期
間
に
は
作
者
に

大
患
入
院
と
い
う
こ
と
が
起
り
、
こ
の
歌
集
の
底
に
は
生
命
の
危
機
感
の
揺
曳

が
あ
り
、
こ
の
集
の
特
色
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
集
に
は
、
ω
「
峡
に
生

く
る
人
々
」
、
ω
．
「
普
門
品
」
、
㈲
「
炎
暑
病
棟
」
、
ω
雪
明
の
題
に
わ
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
の
小
題
を
持
っ
て
整
然
と
編
集
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
せ
い
 
 
 
 
 
 
 
と
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ぐ
れ

ω
わ
が
生
の
の
こ
り
の
時
間
を
刻
む
が
に
こ
よ
ひ
戸
を
う
つ
春
の
時
雨
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
い

ω
急
速
度
に
深
み
ゆ
く
老
か
病
め
る
身
の
手
も
足
も
秋
を
い
ち
早
く
冷
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ぶ
り
 
 
 
 
 
 
お
き

㈲
老
の
悲
哀
あ
た
ら
し
く
ま
た
ゆ
き
た
て
て
夜
の
手
焙
に
炎
囎
縄
帯
の
火

ω
寝
ね
ん
と
し
て
外
す
入
歯
は
怪
の
も
の
か
た
ま
し
ひ
も
た
ぬ
 
銀
 
ひ
か
る

㈲
書
冊
の
上
の
白
き
微
塵
に
眼
は
凝
れ
ど
一
切
空
の
お
も
ひ
募
り
来
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こ
う
し
た
作
品
を
見
る
と
い
ず
れ
も
老
い
の
深
ま
る
寂
蓼
が
た
だ
よ
う
て
く

る
。
こ
と
に
、
㈲
に
は
手
焙
の
憶
の
火
に
よ
っ
て
い
る
作
者
の
老
い
の
姿
が
そ

の
ま
ま
見
え
て
心
に
泌
み
る
。
吉
野
鉦
二
氏
は
こ
の
「
雪
前
雪
後
」
は
「
清
澄

な
老
境
の
極
致
美
」
と
指
摘
し
た
が
（
．
「
短
歌
」
二
月
号
）
、
ま
さ
し
く
そ
の

通
り
と
思
う
。
以
上
は
修
の
全
歌
集
を
資
料
と
し
た
が
紙
幅
の
関
係
上
、
抄
出

例
歌
は
最
小
限
度
に
と
ど
め
た
。
つ
い
て
は
私
な
ど
「
形
成
」
外
の
者
に
と
っ

て
、
木
俣
修
の
最
後
の
遺
詠
と
も
な
っ
た
の
は
「
短
歌
現
代
」
五
十
八
年
四
月

号
巻
頭
歌
「
春
寒
抄
」
二
十
三
首
で
あ
っ
た
。
少
し
引
用
し
て
お
こ
う
。

ω
浩
灘
の
辞
書
の
た
ぐ
ひ
も
す
で
に
し
て
わ
れ
に
用
な
き
も
の
と
な
り
た
り

ω
教
へ
子
も
古
稀
の
仲
間
に
回
り
ぬ
急
が
ず
に
歩
め
と
い
ひ
て
や
り
た
り

㈲
老
涙
は
と
め
ど
も
あ
ら
ず
病
め
ば
と
て
人
死
せ
ば
と
て
起
る
る
も
の
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
が
よ
 
 
 
 
 
 
い
く
よ
さ

ω
見
た
き
も
の
も
読
み
た
き
も
の
も
な
き
夜
の
長
夜
を
か
こ
つ
幾
夜
な
ら
む

㈲
い
ち
早
く
新
し
き
も
の
に
と
り
つ
き
し
若
か
り
し
日
の
恋
し
き
う
か
も

ω
、
ω
、
C
D
に
は
人
生
を
走
り
続
け
た
修
の
澄
み
切
っ
た
心
境
が
あ
る
。
生
前

よ
く
歌
、
学
問
の
道
を
修
は
マ
ラ
ソ
ン
競
走
に
た
と
え
て
人
び
と
に
話
し
た
。

修
自
身
こ
そ
生
涯
休
ま
ず
マ
ラ
ソ
ン
を
走
り
続
け
、
大
き
な
業
績
を
こ
の
世
に

残
し
た
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
老
い
て
益
ぐ
多
忙
。
こ
の
期
に
お
い
て
は
昭
和
五

十
一
年
（
7
0
才
）
二
月
に
は
文
部
省
視
学
委
員
（
文
学
）
、
四
月
に
は
「
昭
和

萬
葉
集
」
 
（
講
談
社
刊
）
の
編
集
委
員
（
選
者
）
に
な
る
。
五
十
二
年
十
月

「
日
本
近
代
文
学
大
事
典
」
全
六
巻
を
刊
行
（
講
談
社
）
。
五
十
三
年
四
月
、

随
筆
集
「
途
上
の
虹
」
（
青
龍
堂
）
、
五
十
四
年
春
の
叙
勲
に
て
勲
三
等
瑞
宝
章

を
受
け
、
宮
中
歌
会
始
選
者
な
ど
も
続
け
、
五
十
六
年
に
は
「
与
謝
野
晶
子
全

集
」
全
二
十
巻
（
講
談
社
）
を
完
結
さ
せ
た
。
五
十
八
年
三
月
二
日
に
は
、
五

十
七
年
度
の
日
本
芸
術
院
恩
賜
賞
に
内
定
し
、
そ
の
受
賞
撃
壌
六
月
六
日
で
あ

っ
た
の
に
遂
に
命
は
待
っ
て
く
れ
ず
四
月
四
日
早
朝
、
腎
不
全
の
た
め
七
十
六
、

才
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
歌
人
、
学
者
と
し
て
多
ぐ
の
著
述
を
残
し
、
先
述
の
通

り
最
期
ま
で
息
長
く
マ
ラ
ソ
ン
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
走
り
続
け
た
人
で
あ
っ
た
。

「
和
歌
文
学
会
」
，
（
学
会
名
）
で
幾
度
か
私
は
お
目
に
か
か
っ
た
こ
ど
も
あ
る

が
、
再
び
は
も
う
会
え
な
い
。
告
別
式
は
六
日
。
木
俣
家
菩
提
寺
、
世
田
谷
の

豪
徳
寺
で
執
行
。
法
名
「
慈
厳
院
殿
歌
道
良
修
居
士
」
。
喪
主
は
軽
し
な
子
さ

ま
で
あ
っ
た
。
今
は
ひ
た
す
ら
輝
か
し
い
多
く
の
功
績
を
露
命
れ
た
木
俣
修
氏

の
ご
冥
福
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

 
 
二
、
木
俣
修
の
学
術
書

 
学
究
者
と
し
て
の
木
俣
修
の
著
述
書
も
極
め
て
多
く
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る

が
、
こ
れ
を
ぐ
っ
と
し
ぼ
る
と
ω
「
昭
和
短
歌
史
」
と
ω
「
大
正
短
歌
史
」

㈲
評
論
明
治
大
正
の
歌
人
た
ち
」
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ
れ
ら
の
著
作
に
つ
い
て
．

考
え
て
み
た
い
。

 
ω
 
昭
和
短
歌
史

 
修
は
「
昭
和
短
歌
史
」
の
「
は
し
が
き
」
に
「
日
中
事
変
・
太
平
洋
戦
争
と

長
い
歳
月
に
わ
た
る
戦
争
に
よ
っ
て
人
間
的
な
精
神
は
ふ
み
に
じ
ら
れ
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
真
の
意
味
の
文
学
は
全
く
息
の
根
を
と
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い

う
よ
う
な
事
態
に
た
ち
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
、
よ
う

や
く
人
間
の
自
由
は
恢
復
さ
れ
、
人
間
的
な
精
神
を
精
神
と
し
て
生
き
る
こ
と

の
よ
ろ
こ
び
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
人
間
の
文
学

は
徐
々
に
息
を
吹
き
か
え
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
」
と
書
き
始
め
て
お
り
、

歌
人
と
し
て
の
修
に
つ
い
て
は
e
に
お
い
て
つ
ぶ
さ
に
述
べ
た
如
く
人
間
主
義

の
立
場
で
作
歌
を
し
て
き
た
。
実
作
も
そ
う
だ
し
、
歌
論
も
、
研
究
も
同
じ
態
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度
で
近
代
短
歌
の
歴
史
も
新
し
い
視
点
か
ら
執
筆
し
よ
う
と
し
て
「
昭
和
短
歌

史
」
を
書
き
つ
が
れ
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
（
5
8
才
）
に
刊
行
し
た
。
 
（
明
治

書
院
）
本
稿
は
昭
和
三
十
二
年
一
月
か
ら
三
十
七
年
十
一
月
に
か
け
て
「
短
歌

研
究
」
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
わ
れ
わ
れ
ポ
ト
ナ
ム
主
宰
の
先
師

小
泉
蓼
三
は
す
で
に
「
近
代
短
歌
史
」
 
（
明
治
篇
）
を
三
十
年
六
月
に
白
楊
社

か
ら
刊
行
し
て
い
る
頃
で
、
こ
れ
は
小
泉
蓼
三
の
卓
越
し
た
名
著
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
を
修
も
聞
い
て
い
た
し
、
明
治
時
代
か
ら
は
起
筆
せ
ず
に
逆
温
順
に
ま

ず
「
昭
和
短
歌
史
」
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
（
小
泉
蓼
三
の
労
作
「
明
治

大
正
短
歌
史
料
大
成
」
 
（
全
三
巻
・
立
命
館
出
版
部
）
は
膨
大
な
資
料
を
基
に

し
て
成
っ
た
名
著
で
、
私
な
ど
昭
和
初
頭
ま
だ
学
生
の
苛
い
か
に
先
生
が
苦
労

さ
れ
て
い
た
か
今
で
も
そ
の
姿
が
想
い
出
さ
れ
る
）
小
泉
再
三
は
近
代
短
歌
史

研
究
の
草
分
け
で
あ
り
、
木
俣
修
は
ま
た
新
し
い
視
点
か
ら
近
代
短
歌
の
研
究

に
力
を
注
い
で
い
っ
た
。
本
書
の
章
立
は
、
第
一
章
を
大
正
十
五
年
か
ら
始

め
、
第
二
章
「
既
成
歌
壇
に
挑
む
も
の
」
、
第
三
章
「
新
興
短
歌
の
諸
問
題
」

（
昭
和
三
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
」
、
第
四
章
「
伝
統
短
歌
の
様
相
」
 
（
昭
和

五
年
ご
ろ
）
、
第
五
章
「
昭
和
六
年
か
ら
十
年
ま
で
」
 
（
満
洲
事
変
前
後
）
、

第
六
章
「
昭
和
十
年
代
前
期
」
 
（
事
変
と
歌
人
の
覚
悟
）
、
第
七
章
「
昭
和
十

年
代
後
期
」
 
（
太
平
洋
戦
争
の
開
始
・
大
東
亜
戦
争
歌
集
）
、
第
八
章
「
昭
和

二
十
年
敗
戦
の
前
後
」
．
（
民
主
主
義
文
学
の
発
足
）
、
第
九
章
「
昭
和
二
十
一

年
」
 
（
第
二
芸
術
論
）
、
第
十
章
「
短
歌
否
定
論
と
歌
人
た
ち
の
動
き
」
 
（
否

定
論
の
展
開
）
、
第
十
一
章
「
戦
後
の
作
品
と
歌
集
巳
 
（
中
堅
歌
人
お
よ
び
戦

後
派
歌
人
の
歌
集
）
以
上
の
構
成
を
持
ち
、
昭
和
二
十
五
年
の
朝
鮮
戦
争
勃
発

ま
で
を
以
て
「
戦
後
文
学
」
の
区
切
り
と
す
る
方
法
に
よ
り
「
昭
和
短
歌
史
」

も
こ
こ
を
一
．
応
の
終
結
と
み
て
い
る
の
が
本
書
の
短
歌
史
観
の
特
色
を
な
し
て

木
俣
修
の
歌
と
学
問

い
る
。
編
年
体
の
方
法
に
よ
り
修
は
そ
の
膨
大
な
資
料
の
整
備
と
分
類
を
施

レ
、
学
問
的
に
客
観
的
態
度
を
以
て
こ
の
大
著
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
今

後
の
短
歌
史
研
究
の
労
作
と
し
て
そ
の
位
置
は
重
い
。
巻
末
に
「
昭
和
短
歌
史

年
表
」
と
「
人
名
索
引
」
を
付
し
て
い
る
の
は
今
後
の
研
究
者
の
た
め
極
め
て

有
益
で
あ
る
。

 
②
 
大
正
短
歌
史

 
本
書
は
、
「
昭
和
短
歌
史
」
の
姉
妹
篇
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
も
と
も
と

雑
誌
「
短
歌
研
究
」
に
昭
和
四
十
一
年
一
月
か
ら
四
十
五
年
八
月
ま
で
連
載
し

た
論
文
を
一
本
に
集
成
し
、
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
、
明
治
書
院
か
ら
刊
行
し

た
単
行
本
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
五
章
に
分
か
れ
、
第
一
章
は
大
正
前
史

 
（
「
明
星
」
の
終
焉
か
ら
明
治
四
十
四
年
ま
で
）
第
二
章
は
大
正
前
期
（
大
正

元
年
か
ら
同
七
年
ま
で
）
、
第
三
章
は
大
正
申
期
（
大
正
七
・
八
年
の
ア
ラ
ラ

・
ギ
の
動
向
）
第
四
章
は
大
正
後
期
（
大
正
十
年
か
ら
同
十
五
年
ま
で
・
ア
ラ
ラ

ギ
対
日
光
の
問
題
）
，
、
第
五
章
は
大
正
の
終
焉
（
赤
彦
独
裁
・
茂
吉
十
四
年
帰

朝
）
と
い
う
よ
う
に
本
書
に
於
て
も
ω
と
同
じ
く
編
年
体
の
方
法
を
以
て
大
正

期
を
五
期
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。
大
正
期
の
歌
壇
の
主
流
は
「
ア
ラ
ラ

ギ
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
始
め
の
数
年
間
は
明
治
末
期
に
お
け

る
歌
人
た
ち
の
活
動
が
そ
の
ま
ま
持
続
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
大
正
期
の
歌
壇
も
動

き
出
し
て
お
り
、
本
書
で
ま
ず
、
第
一
章
に
「
大
正
前
史
」
と
し
て
「
明
星
」

か
ら
「
自
然
主
義
」
 
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
な
ど
結
社
と
雑
誌
の
興
亡
な
ど
の
資
料
を

十
分
に
活
用
し
て
大
正
短
歌
史
の
特
色
を
つ
ぶ
さ
に
分
析
し
て
い
る
。
近
代
短

歌
史
に
類
し
た
著
書
に
「
近
代
短
歌
の
史
的
展
開
」
 
（
昭
和
四
十
・
五
・
明
治

書
院
）
が
あ
り
、
概
説
的
で
は
あ
る
が
、
幽
近
代
短
歌
の
歴
史
的
展
開
を
、
明
治

期
、
大
正
期
、
昭
和
期
の
政
治
史
的
に
三
つ
の
区
分
に
分
け
て
各
時
期
の
短
歌
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の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
を
ど
り
極
め
て
わ
か
り
易
く
、
作
品
例
を
豊
か

に
あ
げ
歌
論
の
実
態
を
明
示
し
て
、
巻
末
に
「
近
代
短
歌
史
年
表
」
、
「
索
引
」

を
付
し
て
い
る
の
も
便
利
で
あ
る
。
な
お
他
に
も
近
代
短
歌
に
つ
い
て
の
著
作

は
多
い
が
、
修
に
と
っ
て
は
早
く
か
ら
「
近
代
短
歌
史
三
部
作
」
の
構
想
も
あ

り
、
「
昭
和
短
歌
史
」
「
大
正
短
歌
史
」
が
刊
行
ざ
れ
た
時
点
に
お
い
て
最
後

の
「
明
治
短
歌
史
」
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
昭
和
五
十
二
年
七
月
（
7
1
才
）
か

ら
「
短
歌
現
代
」
に
連
載
を
始
め
た
が
残
念
な
が
ら
一
本
に
な
ら
な
か
っ
た
。

余
り
に
も
多
忙
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。

 
㈲
 
評
論
・
明
治
大
正
の
歌
人
た
ち

 
本
書
は
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
（
6
5
才
）
明
治
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
歌

人
研
究
書
と
し
て
秀
れ
た
著
述
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ま
で
以
上
述
べ
て
き
た

「
短
歌
史
」
関
係
の
ほ
か
、
「
歌
人
作
家
論
」
「
も
多
く
執
筆
し
て
い
る
。
本
書

は
、
作
家
論
と
し
て
の
代
表
著
作
と
い
っ
て
よ
い
。
本
書
の
構
想
と
し
て
は

（
1
）
序
説
と
し
て
ま
ず
、
「
近
代
文
学
と
短
歌
」
を
草
し
、
明
治
以
降
現
代

短
歌
に
至
る
時
代
背
景
に
つ
い
て
論
じ
、
（
豆
）
は
十
五
名
の
各
作
家
論
（
皿
）

は
小
説
家
の
短
歌
（
W
）
は
歌
人
明
治
天
皇
の
こ
と
に
ふ
れ
て
終
章
と
し
て
い

る
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
歌
人
は
、
佐
佐
木
信
綱
・
与
謝
野
晶
子
・
石
川
啄
木

・
北
原
白
秋
・
吉
井
勇
・
斎
藤
茂
吉
・
中
村
憲
吉
・
土
屋
文
明
吃
回
避
空
・
今

井
邦
子
・
若
山
牧
水
・
前
田
夕
暮
・
窪
田
空
穂
・
土
岐
善
磨
・
太
田
水
穂
ら
で

あ
る
。
い
ず
れ
の
作
家
を
論
ず
る
に
し
て
も
、
そ
の
背
景
と
な
る
結
社
の
問

題
、
或
い
は
個
人
の
作
風
、
伝
記
、
当
時
め
歌
壇
事
情
な
ど
多
く
近
代
短
歌
史

に
か
か
わ
る
問
題
も
あ
り
、
そ
れ
は
著
者
修
の
該
博
な
秀
れ
た
萌
究
か
ら
湧
き

い
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
興
味
を
覚
え
た
の
は
小
説
家
芥
川
龍
之
介
（
柳

川
隆
之
介
時
代
の
短
歌
）
の
短
歌
が
白
秋
の
「
桐
の
花
」
を
模
倣
し
、
や
が
て

斎
藤
茂
吉
の
「
赤
光
」
に
親
し
み
、
・
大
正
三
年
五
月
号
「
心
の
花
」
に
柳
川
隆
之

介
の
名
で
歌
を
発
表
し
て
い
る
な
ど
芥
川
龍
之
介
の
歌
人
紹
介
と
し
て
面
白
く

読
ん
だ
。
 
「
愛
恋
無
限
」
や
「
天
の
夕
顔
」
の
名
品
を
生
ん
だ
中
河
与
」
の
歌

集
「
光
る
波
」
 
（
大
正
十
一
年
四
月
刊
）
の
歌
は
「
ザ
ム
ボ
ア
」
 
（
同
年
一
月

刊
）
に
朝
江
彩
介
と
い
う
筆
名
で
「
京
の
街
」
を
発
表
し
て
い
る
。
 
（
二
十
一

才
の
早
稲
田
大
学
予
科
に
入
学
す
る
前
年
）
歌
集
「
光
る
波
」
は
、
昭
和
九
年

五
月
「
秘
帖
」
と
い
う
名
で
書
物
展
望
社
か
ら
再
刊
さ
れ
た
。
そ
の
中
の
「
相

聞
」
、
「
貧
し
き
家
」
な
ど
の
名
作
を
修
は
紹
介
し
て
く
れ
た
。
中
河
の
小
説

の
浪
漫
的
拝
情
性
に
つ
い
て
修
が
「
そ
れ
は
小
説
家
中
河
氏
と
歌
人
中
河
氏
が

そ
の
時
点
に
お
い
て
、
一
つ
の
統
合
を
と
げ
て
、
静
か
に
し
て
崇
高
な
一
大
交

響
楽
を
奏
で
た
」
と
記
し
て
い
る
の
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。
以
上
の
ほ
か
に
修

の
学
術
書
は
そ
の
数
も
多
い
が
、
紙
副
の
関
係
で
こ
れ
に
と
ど
め
る
。
彼
が
秀

．
れ
た
歌
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
方
に
於
て
有
能
な
学
者
、
大
学
教
授
、

教
育
者
で
あ
っ
．
た
こ
と
を
私
は
尊
敬
し
て
い
る
。
学
者
と
し
て
の
木
俣
修
の
業

績
は
こ
こ
で
私
が
多
く
語
ら
な
く
て
も
具
眼
の
士
の
よ
く
知
る
所
で
あ
る
。
歌

人
の
業
績
を
中
心
に
以
上
そ
の
軌
跡
を
私
な
り
に
六
期
に
わ
け
て
ま
と
め
て
み

た
。
こ
れ
は
私
自
身
の
考
え
た
木
俣
座
像
の
生
成
発
展
の
区
切
り
で
あ
る
。
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史
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・
木
俣
修
・
彌
生
書
房
）
○
木
俣
修
の
秀
歌
（
昭
和
五
四
・
一
二
月
・
吉
野
昌

夫
）
○
歌
集
雪
前
雪
後
 
（
昭
和
五
六
・
七
月
・
木
俣
修
）
○
故
園
の
霜
自
註

（
昭
和
五
七
・
七
月
・
木
俣
修
）
そ
の
他
。

 
 
 
㈲
 
雑
 
 
 
誌

○
「
短
歌
」
 
（
昭
五
七
・
一
月
号
）
○
「
短
歌
」
 
（
特
集
・
木
俣
集
・
昭
五
七

・
二
月
号
）
○
「
短
歌
現
代
」
 
（
昭
五
八
・
四
月
号
）
○
「
短
歌
」
 
（
昭
五
八

・
六
月
号
）
○
「
短
歌
研
究
」
 
（
昭
五
八
・
六
月
号
・
木
俣
修
追
悼
特
集
）
○

「
短
歌
現
代
」
 
（
和
五
八
・
七
月
号
・
木
俣
修
追
悼
号
）
そ
の
他
。

㌦

、
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木
俣
修
の
歌
と
学
問


