
お

り
、
そ
れ
程
単
純
な
関
係
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
今
後
の
歌
舞
伎
は
こ
の

様
式
と
写
実
の
関
係
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
私
は
思

う
。

（
第
四
回
卒
業
生
）
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「

曙
光
詩
社
」
の
山
崎
泰
雄

1
現
代
詩
人
素
描
（
四
）
1

乙

骨

明

夫

　
曙
光
詩
社
は
詩
人
川
路
柳
虹
が
主
宰
し
た
詩
社
で
あ
る
。
山
崎
泰
雄
は
そ
の

詩
社
に
育
っ
た
。
同
じ
詩
社
か
ら
生
ま
れ
た
詩
人
平
戸
廉
吉
ほ
ど
に
は
知
ら
れ

て
い

な
い
詩
人
で
あ
る
が
、
泰
雄
に
は
独
自
の
詩
風
が
あ
っ
た
。

　
曙
光
詩
社
は
、
曙
光
詩
社
詩
集
と
し
て
「
伴
奏
」
第
一
輯
が
一
九
一
六
年
一

一
月
に
発
行
さ
れ
た
と
き
に
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
集
の
「
余
録
」

に

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
署
名
は
な
い
が
、
編
輯
兼
発
行
者
で

あ
る
川
路
柳
虹
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
　
自
分
の
製
作
欲
と
、
あ
ま
り
な
詩
界
の
寂
蓼
紛
乱
を
慨
す
る
念
と
、
作
物

　
　
発
表
の
機
関
を
欲
求
す
る
心
と
、
詩
家
に
摯
実
な
研
究
的
態
度
の
勘
な
い

　
　
事
や
新
進
の
人
々
の
道
の
拓
か
れ
て
な
い
の
を
残
念
に
思
ふ
心
な
ど
が
一

　
　
緒
に
な
っ
て
自
分
に
何
事
か
な
す
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
た
使
命
を
感
じ
出

　
　
し
て
き
た
。
曙
光
詩
社
の
設
立
も
「
伴
奏
』
の
発
行
も
皆
こ
れ
ら
の
欲
念

　
　
の

発
現
に
外
な
ら
な
い
。
自
分
は
出
来
る
丈
け
の
努
力
を
こ
の
為
め
に
費

　
　
し
た
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
幾
分
で
も
詩
界
の
成
育
に
資
す
る
や
う
に
な
れ

　
　
ば
自
分
の
希
望
は
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
伴
奏
」
の
出
る
半
年
前
の
六
月
に
は
、
室
生
犀
星
萩
原
朔
太
郎
に
よ
る
雑
誌

「
感
情
」
が
創
刊
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
年
の
十
二
月
に
は
、
日
夏
歌
之
介
ほ
か

に

よ
る
雑
誌
「
詩
人
」
が
出
さ
れ
る
と
い
う
風
で
、
一
九
一
六
年
は
詩
壇
が
急

に

活
気
を
お
び
て
く
る
年
と
な
っ
た
。

　
山
崎
泰
雄
は
一
八
九
九
年
生
ま
れ
、
「
伴
奏
」
第
二
輯
（
一
九
一
七
・
一
）

に

「夜
に
入
る
都
」
を
、
「
伴
奏
」
第
三
輯
（
一
九
一
七
・
四
）
に
「
聖
夜
」

を
発
表
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
平
凡
な
浪
漫
的
叙
情
詩
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
泰

雄
が
詩
壇
に
し
る
し
た
第
一
歩
で
あ
る
。

　

「
伴
奏
」
は
第
五
輯
（
一
九
一
七
・
二
）
で
終
わ
る
。
そ
し
て
曙
光
詩
社



は

あ
ら
た
に
月
刊
雑
誌
「
現
代
詩
歌
」
を
一
九
一
八
年
二
月
に
創
刊
す
る
。
一

九
一
七
年
一
一
月
に
詩
話
会
が
、
「
感
情
」
「
伴
奏
」
「
詩
人
」
を
中
心
に
発
足

し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
小
説
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
詩
の
勢
力
が
よ
う
や
く

回
復
し
、
自
由
詩
が
順
調
に
の
び
、
と
く
に
、
庶
民
詩
、
民
衆
詩
と
い
わ
れ
る

た

ぐ
い
の
、
平
明
な
詩
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

　

「
現
代
詩
歌
」
を
第
一
巻
第
五
号
（
一
九
一
八
・
六
）
ま
で
見
る
と
、
「
伴

奏
」
で
も
活
躍
し
て
い
た
平
戸
廉
吉
・
前
田
春
声
・
沢
ゆ
き
子
ら
に
く
ら
べ
て
泰

雄
が
い
く
ぷ
ん
低
く
処
遇
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
着
実
に
毎
号
に

詩
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
ず
、
つ
ぎ
の
「
夜
の
幻
想
」
（
「
現
代
詩
歌
」

一
九
一
八
・
五
）
に
独
得
の
詩
趣
を
盛
っ
た
。
A
、
B
の
二
部
か
ら
成
る
が
、

A
の

前
半
を
引
こ
う
。

　
　
夜
は
厚
身
の
天
鷲
絨
の
真
白
い
胸
を
寄
せ
て
、

　
　
地
を

抱
き
、
静
か
な
い
巳
訂
ξ
o
に
埋
め
る
と
き
、

　
　
　
　
　
こ
の
み

　
　
青
白
い
果
の
匂
と
、
若
草
の
息
づ
く
ほ
め
き
と
、

　
　
湧
き
め
ぐ
る
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
な
よ
か
ぜ

　
　
な
に
か
し
い
軟
風
は
生
れ
出
る
。

　
　
私
を
続
っ
て
さ
S
め
き
入
交
ふ
軟
風
よ
、
彼
等
は
愛
ら
し
い
踊
り
子
た

　
　
　
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
う
す
ぎ
ぬ

　
　
縫
れ
舞
ふ
そ
の
羅
の
O
。
「
…
8
。
鴇
を
私
が
見
て
ゐ
る
と
、
更
に
軽
く
、

　
　
　
更
に
速
く
そ
し
て
眼
を
ま
ど
は
す
。
そ
の
時

　
　
O
庁
0
2
。
。
O
…
江
。
が
最
高
音
を
銀
粉
の
よ
う
に
乱
し
た
。
そ
し
て
実
に
私

　
　
　
は
一
瞥
し
た
。
無
数
の
黄
金
の
針
が
一
ど
き
に
閃
め
き
走
っ
た
の
を
。

　
　
何
と
い
ふ
麗
は
し
い
楽
園
の
大
地
、
魔
の
よ
う
な
券
香
と
毒
々
し
い
程
の

　
　
　
楽
音
と
ー
そ
の
高
潮
に

　
　
大
き
や
か
に
絶
え
ず
波
う
つ
て
ゐ
る
地
よ
、
蒼
空
は
頭
上
に
静
か
に
き
ら

　
　
　
め
く
。

　
　
あ
～
、
い
ま
、
自
ら
を
失
ふ
ま
で
に
軟
風
は
舞
ひ
狂
ひ
、

　
　
紅
を
飛
ば
し
て
、
陽
炎
の
よ
う
に
乱
れ
、
戯
れ
、
崩
れ
入
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
や

　
　
遠
国
の
↓
≦
昌
…
σ
q
宮
の
か
の
宮
殿
と
、
そ
の
花
園
と
、

　
　
忘
れ
ら
れ
た
噴
水
と
、
大
理
石
の
裸
像
と
、

　
　
す
べ
て
は
怪
し
げ
な
奥
深
い
光
に
燃
え
出
す
。

　
　
そ

し
て
搦
み
あ
ひ
、
ひ
る
が
へ
る
軟
風
の
ヴ
×
。
…
冨
日
。
葺

　
　
そ

の
酔
ひ
痴
れ
た
舞
踊
の
眼
ま
ぐ
る
し
さ
に
、

　
　
　
　
　
ほ
の
　
　
　
　
か
ず
や

　
　
風
景
は
灰
か
な
耀
き
を
強
め
て
く
る
。

　
　
痛

ま
し
い
悦
惚
と
昂
奮
と
願
望
と
懊
悩
と
1

　
　
焼
け
つ
く
よ
う
に
私
が
立
ち
つ
く
し
、
微
か
に
陣
い
た
と
き
、

　
　
私
は

地
を
葡
ふ
慕
は

し
い
ω
∨
日
筈
o
旨
を
聞
い
た
。

　
　
き
ん
　
　
　
　
ぎ
　
ん

　
　
黄
金
と
白
銀
と
の
織
り
交
ざ
る
陰
影
の
深
ん
で
ゆ
く
中
に

修
な
い
風
景
は
ほ
ろ
ほ
ろ
と
光
っ
て
ゐ
た
。

　
題
名
の
示
す
と
お
り
幻
想
的
な
詩
で
、
ド
イ
ツ
後
期
ロ
ー
マ
ン
派
の
詩
人
小

説
家
ア

イ
ヘ
ン
ド
ル
フ
の
小
説
「
大
理
石
像
」
を
思
わ
せ
る
作
で
あ
る
。
日
本

の
口

語
自
由
詩
で
こ
の
種
の
作
を
さ
が
す
と
、
川
路
柳
虹
の
「
夜
」
（
「
女
子
文

壇
」
一
九
一
〇
・
四
）
あ
た
り
に
つ
き
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
柳
虹
の
「
夜
」
は

　
　
　
　
夜

　
　
よ
る

　
　
夜
よ

　
　
お
ま
え
　
だ
ま
　
　
　
ひ
と
み

　
　
汝
の
黙
っ
た
瞳
か
ら
、
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を
そ
れ
　
　
つ
　
　
た

　
　
み
い

　
　
魅
ら
れ
る
や
う
な
恐
怖
が
突
い
立
つ
。

で
始
ま
る
、
世
紀
末
か
ら
よ
う
や
ぐ
の
が
れ
よ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の

作
で
あ
る
が
（
私
の
「
川
路
柳
虹
論
」
〔
国
語
と
国
文
学
、
一
九
七
二
．
五
〕

に

こ
の
詩
に
つ
い
て
や
や
く
わ
し
く
書
か
れ
て
い
る
）
泰
雄
の
「
夜
の
幻
想
」

は
ま
っ
た
く
デ
カ
ダ
ン
ス
か
ら
離
れ
た
境
地
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
に
お
わ
せ

て
い

る
。
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
は
当
時
の
詩
壇
で
別
に
め
ず
ら
し
く
は
な
い
が
、

た

と
え
ば
福
田
正
夫
の
詩
な
ど
と
比
較
し
て
み
る
と
、
泰
雄
の
詩
に
は
感
傷
性

が
す
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
泰
雄
が
か
な
り

知
的
に
自
己
お
よ
び
自
己
を
と
り
ま
く
世
界
を
客
観
視
し
て
い
る
こ
と
に
由
来

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
夜
の
幻
想
」
の
場
合
に
は
、
作
者
は
徹
底
的
に
浪
漫
的

物
語
の

世
界
に
は

い
り
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
現
実
世
界
で
詠
嘆
す
る
こ
と

に

と
も
な
う
感
傷
性
が
、
す
く
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
「夜
の
幻
想
」
は
泰
雄
の
幻
想
的
詩
の
実
例
で
あ
る
が
、
泰
雄
の
詩
に
は
、

知
的
な
面
を
は
っ
き
り
と
の
ぞ
か
せ
た
作
も
あ
る
。
「
活
動
写
真
」
（
「
現
代
詩

歌
」
一
九
一
八
・
九
）
で
は

　
　
「
涙

は
滝
と
ま
が
へ
ど
も
、
か
よ
わ
き
少
女
の
わ
れ
が
な
ど
て
ほ
ど
こ
す

　
　
　
す
べ
の
あ
ら
う
も
の
か
…
…
。
」

　
　
ロ

ー
ラ
は
涙
を
押
し
ぬ
ぐ
ひ
、
し
ほ
し
ほ
と
賑
は
ひ
を
あ
と
に
門
を
出

　
　
　
る
。

　
　
室
内
で
は
人
中
を
泳
ぎ
歩
き
、
客
に
笑
顔
を
ま
き
ち
ら
す
、
憎
い
小
才
子

　
　
　
ヘ
ン

リ
ー
が
忙
し
そ
う
に
何
を
す
る
。

フ
イ
ル
ム
は
ま
は
る
、
絵
が
ち
ら
ち
ら
と
夜
は
刻
む
、

　
　
よ
ひ
は
て
た
人
々
の
胸
に
、

　
　
悲
劇
は
爽
か
な
味
を
匂
は
せ
て
煙
の
よ
う
に
漂
ひ
去
る
。

と
書
い
て
い
る
。
映
画
の
お
も
し
ろ
さ
に
没
入
し
た
自
己
を
描
い
て
い
る
の
で

は
な
く
、
映
画
館
の
風
景
を
ゆ
っ
く
り
と
観
察
し
て
書
い
て
い
る
と
い
う
風
で

あ
る
。
ま
た
「
月
の
下
に
」
（
「
現
代
詩
歌
」
一
九
一
八
・
一
〇
）
と
い
う
詩
が

あ
る
。

　
　
高
台
に
あ
る
私
の
窓
を
あ
け
て

　
　
眼
の
下
に
連
な
る
貧
し
い
屋
根
を
見
る
。

で

は
じ
ま
る
詩
で
あ
る
が
、
貧
し
い
町
や
人
々
を
客
観
的
に
叙
述
す
る
の
で
も

な
く
、
庶
民
的
詠
嘆
を
す
る
の
で
も
な
い
。

　
　
露
路
で
は
意
恨
の
人
殺
声
出
す
間
も
な
く
や
ら
れ
て
了
ふ
。

　
　
角
の
店
に
は
覆
面
の
強
盗
が
入
り
お
や
じ
が
青
ざ
め
て
へ
た
ば
っ
た
、

　
　
長
家
の
爺
は
一
人
も
の
、
世
を
は
か
な
ん
で
首
を
く
～
る
し

　
　
暗
い
原
で
は
不
良
少
年
が
ナ
イ
フ
を
揮
っ
大
喧
曄
。

　
　
犬
が
ぎ
ゃ
ん
ぎ
ゃ
ん
吠
え
て
ゐ
る
。
按
摩
が
こ
ろ
ん
だ
。
酔
払
ひ
が
ど
ぶ

　
　
　
に
お
ち
る
。

　
　
そ
う
だ
そ
う
だ
、
面
白
い
芝
居
だ
。
み
ん
な
し
っ
か
り
や
れ
。

　
　
外
に
は
月
が
静
か
に
微
笑
し
て

　
　
町
の
上
か
ら
て
ら
し
て
ゐ
る
ぞ
。

と
泰
雄
は
書
く
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
刺
的
な
表
現
は
、
民
衆
派
の
詩
に
は

見
ら
れ
な
い
。

　
一
九
一
八
年
の
後
半
で
、
山
崎
泰
雄
は
「
現
代
詩
歌
」
の
誌
上
で
、
詩
以
外

の

文
章
も
書
き
、
曙
光
詩
社
の
主
要
同
人
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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「
ル
ミ
・
ド
・
グ
ウ
ル
モ
ン
評
伝
」
（
一
九
一
八
・
八
）
と
題
す
る
評
論
、
「
前

号
の
詩
評
」
（
一
九
一
八
・
＝
）
と
い
う
批
評
、
「
『
は
る
は
よ
み
が
へ
る
』
を

読
ん
で
」
（
一
九
一
八
・
一
二
）
と
い
う
感
想
、
な
ど
を
書
い
て
い
る
。

　
一
九
一
九
年
に
も
ひ
き
つ
づ
き
、
泰
雄
は
「
現
代
詩
歌
」
に
書
い
て
い
る
。

「
夜
の
女
」
（
一
九
一
九
・
一
）
と
い
う
詩
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
を

　
　
夜
。
香
や
か
な
夜
。
空
が
蒼
め
い
て
ふ
る
へ
、

　
　
山
茶
花
が
黙
っ
て
散
る
夜
は
、
私
は
ち
っ
と
そ
の
嘆
息
を
聞
か
う
と
し
て

　
　
　
仔
ん
で
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や

　
　
夜
の
女
は
か
う
い
う
時
き
っ
と
私
の
傍
に
、
蛾
の
よ
う
に
妖
し
く
立
つ
の

　
　
　
だ
。

　
　
そ

れ
は

私
に

面
差
い
。
私
は
胸
の
と
き
め
き
に
堪
え
か
ね
る
。
私
は
よ
ろ

　
　
　
め
き
か
け
る
。

　
　
す
る
と
女
の
姿
は
燃
え
立
ち

　
　

「夜
の
青
年
よ
。
」
彼
女
は
粘
り
つ
く
手
で
、

　
　
ひ

し
と
私
を
抱
き
し
め
る
の
だ
。

　
　
夜
だ
。
湧
き
乱
れ
る
感
情
の
夜
だ
。
け
れ
ど
も
、

　
　
私
は
面
差
い
。
胸
が
騒
ぐ
。
よ
ろ
め
く
ま
で
に
悩
ま
し
い
。

と
い
う
風
に
詩
は
続
い
て
ゆ
く
。
こ
の
詩
は
全
く
、
蒲
原
有
明
の
傑
作
「
茉
莉

花
」
に
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
、
か
れ
が
文
語
詩
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ

は
口

語
詩
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
明
の
詩
が
気
分
象
徴
詩
と
し
て
夢
幻
の
ふ
ん

い

気
を
た
た
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
泰
雄
の
詩
の
表
現
は
き
わ
め
て
直
接
的

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
泰
雄
の
詩
は
陰
影
に
と
ぼ
し
く
、
知
的
で
あ
る
。

　
一
九
一
九
年
に
は
ひ
き
つ
づ
き
「
現
代
詩
歌
」
に
詩
を
発
表
し
て
い
る
が
、

そ

の
中
で
「
死
神
」
（
一
九
一
九
・
一
二
）
が
「
夜
の
幻
想
」
と
同
趣
の
、
浪

漫
的
物
語
風

で
、
個
性
を
発
揮
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
一
九
年
後

半
で
は
詩
の
数
が
す
く
な
く
な
り
、
一
九
二
〇
年
に
は
い
る
と
、
「
現
代
詩
歌
」

に
詩
を
発
表
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
く
る
。
「
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー

デ
ル
」

（
一
九
二
〇
・
六
）
の
よ
う
な
評
論
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、

こ

の
年
に

出
た
詩
話
会
編
「
日
本
詩
集
一
九
二
〇
版
」
（
一
九
二
〇
・
七
）
に

は
「
寂
し
い
月
」
「
夕
べ
の
風
」
の
二
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
山
崎
泰
雄

も
よ
う
や
く
新
進
詩
人
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
来
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ょ

う
。
そ
の
詩
に
は
ま
だ
安
定
し
た
と
こ
ろ
が
な
く
て
、
種
種
の
詩
風
を
併
有
し

て
い

る
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
浪
漫
的
物
語
風
に
も
っ
と
も
大
き
な
特
色
を
発

揮
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
か
。

　
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
曙
光
詩
社
に
は
異
才
平
戸
廉
吉
が
い
た
。
廉
吉
は

一
八
九
三
年
生
ま
れ
、
泰
雄
よ
り
六
歳
ほ
ど
年
長
で
あ
る
。
廉
吉
は
す
で
に
詩

会
話
編

「
日
本
詩
集
一
九
一
九
版
」
に
参
加
し
て
い
て
、
こ
の
点
で
も
泰
雄
の

先
輩
で
あ
る
が
、
一
九
二
〇
年
あ
た
り
で
は
、
ま
だ
廉
吉
の
真
価
は
発
揮
さ
れ

て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
〇
年
あ
た
り
ま
で
の
曙
光
詩
社
で
は
、
平

戸
廉
吉
、
山
崎
泰
雄
、
沢
ゆ
き
子
、
あ
た
り
が
目
だ
っ
た
存
在
と
し
て
並
ん
で

い
た

よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
廉
吉
や
ゆ
き
子
の
詩
は
「
文
章
世
界
」
に
も

の

せ
ら
れ
て
い
た
の
に
、
泰
雄
の
詩
は
「
現
代
詩
歌
」
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

　
一
九
二
一
年
に
は
い
る
と
ふ
た
た
び
、
泰
雄
の
詩
が
「
現
代
詩
歌
」
に
の
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
月
、
二
月
、
三
月
、
五
月
、
と
ひ
き
つ
づ
き
詩
が
発
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表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
作
に
は
迫
力
が
乏
し
い
。
そ
し
て
、
「
日
本
詩

集
一
九
二
一
版
」
（
一
九
二
一
・
六
）
に
作
品
を
の
せ
た
あ
と
、
　
一
九
一
＝
年

の

七
月
で
「
現
代
詩
歌
」
が
終
刊
と
な
り
、
同
年
九
月
に
、
曙
光
詩
社
か
ら
あ

ら
た
に
「
炬
火
」
が
発
刊
さ
れ
て
か
ら
、
泰
雄
は
詩
を
発
表
し
な
く
な
る
。

「
炬
火
」
は
一
九
二
三
年
一
月
で
第
一
次
の
発
行
を
終
え
る
が
、
第
一
次
「
炬

火
」
に
泰
雄
が
発
表
し
た
の
は
、
評
論
「
ア
ル
ベ
ー
ル
・
サ
マ
ン
論
」
な
ど
の
散

文
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
間
に
、
泰
雄
は
「
日
本
詩
人
」
の
一
九
一
＝
年

一
二
月
号
と
一
九
二
二
年
三
月
号
と
に
詩
を
発
表
し
て
い
て
、
「
日
本
詩
集
一

九
二
二
版
」
（
一
九
二
二
・
三
）
に
も
詩
を
の
せ
て
い
る
が
、
平
戸
廉
吉
が
「
第

四
側
面
の
詩
」
（
「
炬
火
」
一
九
二
一
・
一
〇
）
、
「
小
さ
い
詩
六
つ
」
（
「
日
本
詩

人
」
一
九
二
一
・
一
一
）
を
書
き
、
一
九
二
一
年
一
二
月
に
東
京
日
比
谷
の
街

頭
で

「
日
本
未
来
派
宣
言
運
動
」
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
ま
い
た
の
に
比
べ
る

と
、
全
く
じ
み
な
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
以
後
は
詩
作
が
少
く
、

「
目
本
詩
集
一
九
二
三
版
」
（
一
九
二
三
・
五
）
「
日
本
詩
集
一
九
二
四
版
」
（
一

九
二
四
・
五
）
に
わ
ず
か
に
そ
の
名
を
見
せ
た
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
「
日

本
詩
人
」
の
一
九
二
四
年
一
〇
月
号
に
「
追
転
唱
（
交
想
詩
篇
・
第
一
）
」
と

題
す
る
異
風
の
詩
を
発
表
し
た
。
こ
の
詩
は
、
は
じ
め
に
「
1
緩
徐
に
重
厚
に
」

「
H
歌
謡
風
な
る
」
「
皿
譜
詰
調
」
「
W
快
速
に
旺
盛
に
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
交
響
曲
風
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
ず

「
1
秋
夜
嘆
」
の
ア
ン
ダ
ン
テ
が
、
秋
の
夜
に
「
葬
ひ
の
記
臆
に
愚
か
れ
た
自

分
」
「
固
い
椅
子
に
残
る
私
」
を
う
た
い
出
す
。
つ
づ
い
て
「
1
夕
景
」
の
カ

ン

タ
ー
ビ
レ
は
、
文
語
で
夕
景
の
「
は
か
な
く
咲
き
し
眺
め
」
を
う
た
い
、

「
皿
賭
を
し
や
う
か
」
の
ス
ケ
ル
ツ
オ
は
、
「
俺
」
と
「
お
前
」
（
じ
つ
は
自
己

の
分
身
か
）
と
の
対
決
で

　
　
お
前
が
、
い
s
か
、
下
ら
な
く
涙
を
流
さ
な
い
や
う
に
す
る
か
、

　
　
僕
が
美
事
に
あ
る
氾
濫
を
乗
切
る
か
、

　
　
俺
も
武
士
の
端
く
れ
だ
。
負
け
や
し
な
い
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
な

　
　
え
、
、
千
両
箱
と
花
だ
ら
け
の
情
婦
で
賭
と
ゆ
か
う
！

と
意
気
の
あ
る
と
こ
ろ
を
見
せ
る
。
そ
し
て
「
W
杭
優
頒
歌
（
古
風
な
る
）
」

の

ア
レ

グ
ロ
・
ピ
パ
ー
チ
エ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　

こ
の
日
を
讃
へ
よ
！
　
風
は
現
は
れ
、
縁
に
濡
れ
た
野
を
走
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め

　
　
陽
は
拡
が
る
。
処
女
よ
、
眺
め
を
胸
に
映
せ
。

で
始
ま
り
、
明
る
く
力
強
く
展
開
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ひ
る

　
　
私
は

狩
し
、
私
は
歌
ふ
。
こ
の
白
昼
の
下
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
と
き

　
　
私
の
脊
に
輝
く
太
陽
、
私
の
刻
々
を
抱
く
季
節
、
躍
る
影
、
ま
た
光
！

　
　
あ
あ
、
こ
の
日
を
讃
へ
よ
。
春
四
月
、
緑
の
野
は
空
に
映
り
、

　
　
陽

は
漂
ふ
。
油
の
や
う
に
澄
ん
だ
四
月
、
護
誤
の
や
う
に
膨
ん
だ
四
月
、

　
　
額
っ
た
四
月
。
そ
の
只
中
に
小
さ
く
点
じ
て

　
　

こ
の
日
の
胸
飾
り
、
そ
の
リ
ボ
ン
の
や
う
に
さ
わ
さ
わ
す
る
我
ら
で
あ

　
　
　
る
。

で
終
曲
と
な
る
。
こ
の
詩
は
、
音
楽
と
詩
と
の
融
和
を
め
ざ
し
た
か
に
思
わ
れ

る
点
に
野
心
が
見
ら
れ
た
が
、
散
発
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
作
品
を
発
表
し
て
以

降
は
一
九
二
五
年
に
は
い
っ
て
も
、
新
作
は
見
ら
れ
ず
、
「
日
本
詩
集
一
九
二

五
版
」
（
一
九
二
五
・
四
）
に
は
、
前
述
の
「
秋
夜
嘆
」
と
「
賭
を
し
や
う
か
」

の

二
編
が
の
せ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
泰
雄
の
処
女
詩
集
「
郊
外
風
詩
篇
」
は
一
九
二
五
年
一
二
月
に
文
武
堂
書
店
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か

ら
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
五
年
に
い
た
る
ま
で
に
作
ら
れ

た

詩
を
四
部
に
分
け
て
三
十
八
編
収
め
て
い
る
。
著
者
の
書
い
た
短
い
序
は

　
　
か

つ
て

は
多
少
の
昂
奮
を
も
っ
て
夢
み
も
し
た
私
の
第
一
詩
集
を
今
そ
っ

　
　
と
出
す
こ
と
に
し
た
。
む
か
し
わ
が
愛
着
な
る
詩
篇
が
多
く
こ
の
中
に
あ

　
　
る
。

と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
詩
集
の
あ
と
が
き
と
し
て
川
路
柳
虹

は
「
詩
集
の
う
し
ろ
に
そ
へ
る
言
葉
」
を
書
い
た
。
そ
れ
は
、

　
　
私
た

ち
が
曙
光
詩
社
を
結
ん
で
四
季
刊
行
の
小
詩
選
「
伴
奏
」
を
出
し
た

　
　
の
は

十
年
の
昔
と
な
っ
た
。
そ
の
一
番
最
初
の
盟
に
加
は
っ
て
く
れ
た
詩

　
　
友
の
中
で
い
ま
も
詩
を
か
い
て
ゐ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
数
へ
る
ほ
ど
し
か
な

　
　
い
。
ま
し
て
詩
壇
に
名
を
と
ば
め
て
ゐ
る
人
は
沢
ゆ
き
子
夫
人
と
こ
の
山

　
　
崎
泰
雄
君
ば
か
り
で
あ
ら
う
。

で
は

じ
ま
る
。
柳
虹
は
以
下
、
泰
雄
が
一
中
、
一
高
、
大
学
と
、
と
ん
と
ん
調

子
に

進
学
し
て
い
っ
た
こ
と
、
「
伴
奏
」
の
思
い
出
、
若
く
し
て
没
し
た
平
戸

廉
吉
へ
の
哀
悼
の
心
、
な
ど
を
し
る
し
た
あ
と
、

　
　
山
崎
君
が
い
ま
は
じ
め
て
処
女
詩
集
を
出
す
と
い
ふ
こ
と
は
売
名
欲
旺
ん

　
　
な
現
代
青
年
詩
人
の
濫
発
に
か
～
る
詩
集
横
行
の
間
に
あ
っ
て
何
と
い
ふ

　
　
奇
観
で
あ
ら
う
。
君
は
も
う
五
年
も
六
年
も
前
に
す
で
に
一
冊
ぐ
ら
ゐ
出

　
　
し
て
ゐ
て
よ
い
人
だ
。
処
女
詩
集
と
す
る
に
は
あ
ま
り
オ
ー
ル
ド
ミ
ス
の

　
　
感
じ
が
な
く
も
な
い
。
だ
が
こ
s
に
盛
ら
れ
た
詩
の
ま
た
何
と
い
ふ
生
生

　
　
と
し
た
水
々
し
さ
と
若
さ
を
も
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
（
申
略
）
だ
が
か
う

　
　
い
ふ
功
利
観
念
が
詩
人
の
間
に
は
び
こ
る
こ
と
は
ま
た
余
り
に
も
悲
し
い

　
　
こ
と
だ
。
黙
っ
て
ゐ
る
も
の
s
力
を
見
せ
よ
う
。
永
い
間
に
向
っ
て
真
個

　
　
の

「
詩
」
の
勝
利
を
思
は
う
。
私
た
ち
の
詩
友
は
幸
に
し
て
こ
の
良
心
が

　
　
あ
っ
た
。
私
は
山
崎
君
の
詩
の
美
し
さ
よ
り
こ
の
良
心
の
美
し
さ
に
実
は

　
　
惚
れ
ぼ
れ
す

る
も
の
な
の
だ
。
さ
あ
乾
盃
し
よ
う
。

と
結
ん
だ
。

　
泰
雄
は
「
日
本
詩
人
」
（
一
九
二
六
・
一
）
に
詩
二
編
を
発
表
し
、
「
日
本
詩

集
一
九
二
六
版
」
（
一
九
二
六
・
五
）
に
二
編
の
詩
を
の
せ
た
が
、
詩
作
は
依

然
と
し
て
乏
し
く
、
曙
光
詩
社
の
「
炬
火
」
が
一
九
二
六
年
に
改
刊
発
行
さ
れ

て
か
ら
も
、
こ
れ
に
評
論
を
の
せ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
十
月
に
詩

話
会
が
解
散
さ
れ
て
か
ら
後
も
詩
人
と
し
て
の
仕
事
は
も
ち
ろ
ん
続
け
ら
れ
、

一
九
二
九
年
三
月
に
雑
誌
「
旗
魚
」
を
村
野
四
郎
ら
と
創
刊
し
た
が
、
こ
こ
で

は

そ
れ
に

ふ
れ
な

い
こ

と
に
す
る
。
一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
泰
雄
に
つ
い
て
し

る
す
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
教
授
）
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