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市

村

栄

理

は
じ
め
に

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
由
な
気
風
を
う
け
て
、
女
流
俳
人
を
育
て

よ
う
と
、
高
濱
虚
子
が
主
宰
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
婦
人
欄
を
設
け
た

こ
と
が
、
大
正
の
女
流
俳
壇
興
隆
に
繋
が
っ
た
と
い
う
こ
と
は
俳
句
史

で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る①
。
し
か
し
、
文
学
界
の
自
由
主
義
に
憧
れ
な

が
ら
も
、
女
流
俳
人
の
現
実
は
家
庭
に
縛
ら
れ
、
身
近
な
生
活
を
詠
む

台
所
俳
句
が
主
流
で
あ
っ
た
。
虚
子
の
撒
い
た
種
が
、
大
き
く
開
花
す

る
の
は
昭
和
初
期
で
あ
る
。
虚
子
の
次
女
の
星
野
立
子
が
女
流
の
た
め

の
俳
誌
「
玉
藻
」
を
創
刊
、
同
じ
く
虚
子
門
の
中
村
汀
女
は
転
勤
の
多

い
夫
の
赴
任
先
で
伸
び
や
か
な
俳
句
を
詠
み
、
頭
角
を
現
す
。
更
に
山

口
誓
子
門
の
橋
本
多
佳
子
、
原
石
鼎
門
の
三
橋
鷹
女
が
個
性
的
な
俳
句

を
発
表
し
活
躍
す
る
。
四
人
の
頭
文
字
か
ら
「
四
Ｔ
女
流
時
代
」
と
言

わ
れ
る
の
が
昭
和
初
期
の
女
流
俳
壇
で
あ
る
。

本
稿
で
論
ず
る
細
見
綾
子
は
四
Ｔ
が
活
躍
す
る
時
代
の
中
で
俳
句
と

出
会
い
、
太
平
洋
戦
争
後
、
大
き
く
開
花
し
た
俳
人
で
あ
る
。
俳
句
史

で
は
、
四
Ｔ
の
次
の
世
代
の
女
流
俳
人
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

細
見
綾
子
は
明
治
四
十
年
に
、
兵
庫
県
芦
田
村
素
封
家
の
長
女
と
し

て
生
ま
れ
、
女
性
に
学
問
は
不
要
と
言
わ
れ
る
時
代
に
十
六
歳
で
日
本

女
子
大
学
校
（
以
下
女
子
大
と
略
す
。）
に
入
学
。
卒
業
後
結
婚
を
す

る
が
結
婚
後
二
年
で
夫
と
死
別
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
昭
和
四
年
末
に

正
岡
子
規
門
の
俳
人
松
瀬
靑
々
に
師
事
し
、
俳
句
を
始
め
る
。
そ
れ
か

ら
十
三
年
後
、
昭
和
十
七
年
に
第
一
句
集
『
桃
は
八
重
』
を
上
梓
。
戦
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後
二
十
一
年
に
は
俳
誌
「
風
」
を
創
刊
す
る
の
に
参
加
、
二
十
七
年
に

第
二
句
集
『
冬
薔
薇
』
で
第
二
回
茅
舎
賞
、
五
十
年
に
第
五
句
集
『
伎

藝
天
』
で
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
、
五
十
四
年
第
六
句
集
『
曼
陀
羅
』

で
、
俳
壇
最
高
の
賞
で
あ
る
蛇
笏
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

平
成
九
年
に
九
十
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
作
句
活
動
は
衰
え
ず
、
戦
後

再
婚
し
た
、
夫
の
沢
木
欣
一
と
共
に
昭
和
・
平
成
の
俳
壇
を
牽
引
し
て

き
た
功
績
は
大
き
い
。
ま
た
俳
句
や
随
筆
は
現
代
で
も
新
鮮
で
、
多
く

の
人
に
愛
さ
れ
て
い
る
。

綾
子
の
句
風
に
は
故
郷
丹
波
の
風
土
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
生

涯
貫
か
れ
て
お
り
、
山
本
健
吉
氏
は
、
初
期
の
秀
作
「
そ
ら
豆
は
ま
こ

と
に
青
き
味
し
た
り
」
を
取
り
上
げ
、「
そ
の
後
数
十
年
の
句
業
を
思

っ
て
み
て
も
、
そ
の
よ
さ
の
一
切
は
す
で
に
含
ま
れ
（
略
）
噛
み
し
め

な
が
ら
、
そ
の
青
さ
の
も
つ
ま
こ
と
の
味
を
、
自
分
に
確
か
め
、
納
得

さ
せ
て
い
る
行
住
座
臥②
」
の
志
向
が
第
一
句
集
『
桃
は
八
重
』
に
既
に

あ
る
、
と
初
学
の
頃
か
ら
の
完
成
度
の
高
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
の
俳
句
を
始
め
る
に
至
っ
た
文
学
的
環
境
に
つ
い
て
は
、
本
人
の

自
註
や
聞
き
書
き
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
論
考
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
し
か
し
、
実
は
俳
句
以
前
に
文
学
的
環
境
が
あ
っ
た
こ
と
、
俳
句

初
学
の
こ
ろ
は
女
子
大
学
時
代
の
人
間
関
係
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
沢
木
欣
一
と
再
婚
し
、
長
男
誕
生

後
の
「
白
木
槿
嬰
児
も
空
を
見
る
こ
と
あ
り
」「
蕗
の
葉
に
蟻
ゐ
る
こ

と
も
子
の
歳
月
」
と
い
っ
た
吾
子
俳
句
が
愛
唱
さ
れ
、
綾
子
の
母
性
や

穏
や
か
な
人
柄
を
基
に
綾
子
俳
句
を
論
ず
る
場
合
が
多
い
。
だ
が
戦
後
、

民
主
主
義
が
始
動
し
た
頃
に
、
俳
壇
で
の
女
性
蔑
視
の
男
性
評
論
家
の

発
言
に
対
し
い
ち
早
く
反
論
し
た
の
も
綾
子
で
あ
り
、
中
村
草
田
男
に

「
男
ま
さ
り
の
女
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
今
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
は
、
今
ま
で
殆
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
女
子
大
時
代
と
卒
業
後

を
中
心
に
、
そ
の
後
の
女
流
俳
壇
を
牽
引
す
る
姿
勢
に
影
響
を
与
え
た

交
友
関
係
に
焦
点
を
当
て
綾
子
俳
句
の
形
成
期
に
つ
い
て
考
察
を
試
み

た
い
。「

男
ま
さ
り
の
女
」
綾
子

門
人
の
方
が
た
の
話
で
は
、
綾
子
の
穏
や
か
な
風
貌
や
話
し
方
や
人

間
性
を
言
う
。
確
か
に
そ
の
通
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
代
表
句
「
ふ
だ

ん
着
で
ふ
だ
ん
の
心
桃
の
花
」
の
よ
う
な
人
格
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か

し
鍵
和
田
秞
子
氏
は
綾
子
に
少
女
時
代
の
こ
と
を
尋
ね
た
時
に
「
新
し

い
目
覚
め
た
イ
ン
テ
リ
だ
っ
た
の
で
す
よ
。
文
学
少
女
―
」
と
言
わ
れ
、

「
目
覚
め
た
知
識
階
級
」
で
あ
る
こ
と
を
直
感
し
た③
と
い
う
。
一
見
穏

や
か
に
見
え
る
が
、
芯
が
強
く
、
女
流
俳
人
を
牽
引
し
て
い
っ
た
俳
人
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で
あ
る
事
を
示
す
中
村
草
田
男
の
文
が
、
綾
子
の
第
二
句
集
『
冬
薔

薇
』（
昭
和
27
年
８
月
刊
）
序
に
あ
る
。

神
田
秀
夫
氏
だ
つ
た
か
と
思
う
が
、
あ
る
誌
上
で
俳
壇
の
所
謂
才

媛
作
家
が
男
性
の
模
倣
を
こ
と
と
し
て
、
薄
つ
ぺ
ら
な
理
智
を
弄

し
、
血
肉
を
喪
失
し
て
居
る
実
状
を
難
じ
た
揚
句
に
言
葉
余
つ
て
、

「
女
性
は
男
性
に
劣
る
ま
い
な
ど
と
望
む
必
要
は
な
い
。
女
性
は

只
管
女
性
ら
し
く
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
い
ゝ
」
と
言
ひ
切
つ
た
時
に
、

先
づ
最
先
に
抗
議
し
て
立
つ
た
の
が
細
見
さ
ん
で
あ
つ
た
こ
と
は
、

（
略
）
実
に
愉
快
で
あ
つ
た
。（
略
）「
男
ま
さ
り
の
女
」
の
語
に

当
る
。

人
間
洞
察
に
優
れ
、
時
代
に
先
駆
け
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
精
神
の
あ

る
草
田
男
ら
し
い
綾
子
観
だ
。
そ
の
当
時
一
般
に
「
女
ら
し
い
」
と
い

う
語
は
、「
無
理
智
、
没
個
性
、
受
動
的
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
綾

子
は
そ
う
い
う
一
般
の
女
性
と
は
遠
い
次
元
の
「
男
ま
さ
り
の
女
」
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
男
ま
さ
り
の
女
」
と
は
草
田
男
の
賛
美
の

言
葉
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
論
争
の
発
端
は
平
畑
静
塔
が
女
流
俳
人
を
鼓
舞
し
、

男
性
社
会
の
俳
壇
に
押
し
上
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
綾
子
と
加

藤
知
世
子
、
橋
本
多
佳
子
の
俳
句
を
挙
げ
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

此
等
の
女
流
俳
人
は
、
次
代
を
儋
ふ
人
々
で
あ
る
が
、
未
だ
强
さ

を
欠
く
。
女
流
が
女
性
ら
し
く
詠
へ
ば
い
い
と
云
ふ
の
は
大
き
な

誤
り
で
あ
る
。
女
流
俳
人
は
須
ら
く
男
々
し
く
あ
つ
て
こ
そ
文
藝

の
第
一
線
に
立
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。（
略
）
女
が
女
ら
し
い
句

を
作
つ
て
ゐ
て
は
、
第
一
流
作
家
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

「
俳
誌
抄
録④
」

次
代
を
担
う
女
流
俳
人
に
、
男
々
し
く
俳
句
に
向
か
い
一
流
に
な
れ

と
い
う
。
ま
た
「
俳
句
は
男
、
短
歌
は
女
」
と
い
う
論
に
対
し
て
も
次

の
よ
う
に
主
張
。

（
そ
の
説
は
）
俗
論
で
あ
り
、
寧
ろ
女
性
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
あ
る

意
味
で
吾
々
を
た
じ
〳
〵
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
む
し

ろ
短
歌
的
情
熱
で
な
く
對
象
に
向
ひ
直
接
進
み
、
こ
れ
を
え
ぐ
り

取
る
と
い
ふ
俳
句
的
リ
ア
リ
ズ
ム
だ
。（
略
）
私
の
學
校
の
極
く

初
心
者
に
は
時
々
驚
く
べ
き
俳
句
的
把
握
を
見
せ
る
も
の
が
あ
る
。

「
俳
句
と
短
歌
に
つ
い
て⑤
」

勤
務
先
の
大
阪
女
子
医
専
で
の
俳
句
指
導
の
経
験
か
ら
、
俳
句
的
把

握
に
優
秀
な
女
学
生
の
存
在
を
述
べ
る
。
こ
の
論
に
対
し
神
田
秀
夫
が

反
論
す
る
。

靜
塔
氏
は
「
女
性
は
須
ら
く
男
々
し
く
」
あ
れ
、「
女
性
の
リ
ア

リ
ズ
ム
」
を
持
て
と
い
は
れ
る
。
併
し
、
か
う
い
つ
た
と
て
女
性

に
通
じ
る
筈
が
な
い
。「
男
々
し
く
」
と
言
つ
た
つ
て
、
ど
ん
な
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事
だ
か
、
分
か
る
筈
が
な
い
。（
略
）
現
在
は
文
藝
會
と
雖
も
、

男
が
支
配
し
て
ゐ
る
。
女
流
俳
人
も
、
そ
の
枠
に
は
め
ら
れ
て
、

い
い
と
か
惡
い
と
か
言
は
れ
て
ゐ
る
。「
須
ら
く
男
々
し
く
」
あ

れ
な
ど
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。（
略
）
汀

女
と
立
子
は
虛
子
が
指
導
し
た
。
汀
女
は
勉
强
す
る
。
立
子
は
娘

だ
か
ら
勉
强
し
な
い
。
勉
强
し
た
汀
女
の
秀
才
型
の
句
は
伸
び
な

い
。
勉
强
し
な
い
立
子
の
句
は
伸
び
〳
〵
し
て
ゐ
る
。（
略
）
男

の
指
導
、
畢
竟
何
す
る
も
の
ぞ
。
汀
女
と
い
ふ
「
男
ら
し
い
」
女

流
俳
人
を
作
つ
て
し
ま
つ
た
。
犧
牲
で
あ
る
。

「
平
畑
靜
塔
氏
の
女
流
俳
人
觀
に
就
て⑥
」

こ
の
論
争
当
時
は
、
神
田
秀
夫
の
よ
う
な
女
流
俳
人
観
が
一
般
的
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
静
塔
は
医
専
で
高
等
教
育
を
受
け
る
女
学
生
に
俳
句

指
導
を
す
る
実
感
で
、
俳
句
的
把
握
に
は
男
女
関
係
な
く
、
俳
壇
の
舞

台
に
女
流
俳
人
を
載
せ
る
た
め
に
「
男
々
し
く
あ
れ
」
と
激
励
す
る
。

し
か
し
神
田
は
女
性
に
「
男
々
し
く
」
は
無
理
が
あ
る
と
言
い
、
さ
ら

に
、
勉
強
し
た
汀
女
よ
り
、
勉
強
を
し
な
い
立
子
の
方
が
、
の
び
や
か

な
俳
句
を
作
れ
る
と
い
う
極
論
に
発
展
し
て
し
ま
う
。
綾
子
は
そ
こ
を

厳
し
く
反
論
す
る
。

神
田
秀
夫
氏
が
「
天
浪（
マ
マ
）」

所
載
、
平
畑
靜
塔
氏
の
「
女
流
俳
人
は

須
ら
く
男
々
し
く
あ
つ
て
こ
そ
文
藝
の
第
一
線
に
立
ち
得
る
も
の

で
あ
る
」
と
い
ふ
言
に
對
し
、「
こ
う
言
つ
た
と
て
女
性
に
は
分

る
筈
が
無
い
、『
男
々
し
く
』
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
が
女
性
に
通

ず
る
筈
が
無
い
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
の
を
見
て
私
は
少
か
ら
ず
驚

い
た
。
女
性
と
い
ふ
も
の
が
何
と
別
物
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
に
。

女
性
は
勿
論
男
性
と
は
違
う（
マ
マ
）の

だ
が
、
又
非
常
に
違
は
な
い
も
の

だ
と
思
ふ
。
ち
が
わ
（
マ
マ
）な
い
も
の
ゝ
上
に
立
つ
て
行
か
な
け
れ
ば
、

（
略
）
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
、
ほ
ん
と
（
マ
マ
）う

の
違
ひ
さ
に
な
ど
到
逹

出
來
は
し
な
い
。（
略
）
男
々
し
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で

も
態
度
の
事
だ
。
女
も
人
間
完
成
へ
の
衜
と
し
て
男
々
し
く
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
生
長
へ
の
努
力
な
し
に
俳
句
だ
け
が
、
う

ま
く
な
る
と
い
ふ
や
う
な
事
は
絕
對
に
な
い
（
略
）
女
も
自
分
の

個
々
を
育
て
ゝ
行
く
だ
ら
う
。
そ
う
し
た
ら
「
女
性
俳
句
は
」
と

い
う
（
マ
マ
）、

十
把
一
と
か
ら
げ
な
言
ひ
方
が
、
大
路
を
通
ら
な
く
な
る

だ
ら
う
。
少
く
と
も
、
女
性
俳
句
が
子
供
俳
句
と
同
じ
、
ひ
ゞ
き
、

を
持
た
な
く
な
る
だ
ら
う
。（
略
）
勉
强
し
た
汀
女
氏
よ
り
、
勉

强
し
な
か
つ
た
立
子
氏
の
句
の
方
が
伸
び
〳
〵
し
て
ゐ
て
よ
い
、

前
者
は
男
ら
し
く
勉
强
し
た
犧
牲
だ
、
と
同
じ
く
神
田
氏
の
言
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
勉
强
し
な
い
方
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。（
略
）

や
は
り
一
に
も
二
に
も
勉
强
だ
と
思
ふ
。
よ
く
見
た
り
考
へ
た
り
、

そ
し
て
生
き
て
行
つ
た
り
す
る
勉
强
で
無
け
れ
ば
。



42

「
女
流
俳
人
觀
を
讀
み
て⑦

」

綾
子
は
男
も
女
も
大
し
て
違
わ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、「
人
間
完

成
」
の
た
め
に
は
「
努
力
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
論
争
で
は
、
静
塔
や
神
田
が
「
男
」「
女
」
と
い
う
範
疇
で
論

ず
る
の
に
対
し
、
綾
子
は
男
女
を
越
え
た
「
人
間
」
と
い
う
上
の
視
点

に
立
っ
て
反
論
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
女
性
も
「
人
間
完

成
」
の
道
を
歩
む
た
め
に
「
人
間
生
長
へ
の
努
力
」
を
す
べ
き
で
、

「
人
間
生
長
」
あ
っ
て
こ
そ
俳
句
が
上
達
す
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に

は
「
勉
强
」
が
重
要
と
主
張
す
る
。
こ
の
現
代
に
も
通
じ
る
「
男
」

「
女
」
を
越
え
た
「
人
間
」
と
い
う
考
え
方
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の

か
。
戦
後
す
ぐ
の
女
性
蔑
視
社
会
の
中
で
、
綾
子
の
い
う
「
人
間
」
と

し
て
と
い
う
平
等
な
視
点
が
ど
こ
で
培
わ
れ
た
の
か
以
下
探
っ
て
い
く
。

日
本
女
子
大
と
「
目
白
文
學
」

綾
子
が
俳
句
を
始
め
る
ま
で
の
経
歴
を
少
々
記
す
。

昭
和
二
年
、
女
子
大
卒
業
と
同
時
に
東
京
大
学
医
学
部
助
手
の
太
田

庄
一
と
結
婚
。
母
を
本
郷
に
呼
び
寄
せ
、
綾
子
は
女
子
大
の
図
書
館
に

勤
務
。
し
か
し
四
年
一
月
に
庄
一
が
病
没
し
て
し
ま
う
。
丹
波
に
戻
る

が
、
四
月
に
母
も
亡
く
な
る
。
失
意
の
中
、
綾
子
も
肋
膜
炎
を
患
い
、

療
養
生
活
と
な
る
。
そ
の
治
療
に
当
る
医
師
の
田
村
菁
斎
が
「
倦
鳥
」

主
宰
の
松
瀬
靑
々
の
門
人
で
、
俳
句
を
綾
子
に
勧
め
た
。
四
年
末
に
は

「
倦
鳥
」
へ
投
句
を
開
始
す
る
。

ま
た
、
俳
句
開
始
前
の
綾
子
の
文
学
環
境
を
示
す
記
事
と
し
て
、
管

見
で
最
も
古
い
も
の
は
「
俳
句
」
創
刊
三
号
（
昭
和
27
年
10
月
）
所
収

「
私
の
俳
句
的
生
ひ
た
ち
・
女
流
諸
家
」
の
綾
子
の
項
で
あ
る
。
句
作

動
機
の
問
に
「
病
氣
を
し
て
い
て
、
そ
の
時
の
醫
師
が
俳
人
で
あ
つ
た

の
で
、
す
ゝ
め
ら
れ
た
の
が
直
接
の
動
機
で
す
が
、
詩
歌
・
俳
句
に
、

い
つ
も
關
心
を
も
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
せ
う
。」
と
あ
る
。
俳
句
を
勧
め

ら
れ
る
前
に
、「
詩
歌
・
俳
句
」
に
関
心
を
持
つ
環
境
に
あ
っ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
更
に
後
年
の
回
想
で
は
、
大
学
時
代
に
は
短
歌
の

授
業
を
受
け
「
短
歌
の
影
響
は
相
当
受
け
た
と
思
う
。
短
歌
も
少
し
は

作
っ
て
い
た
。」（「
初
心
の
こ
ろ⑧

」）
と
あ
る
。
そ
こ
で
俳
句
実
作
以
前

に
「
詩
歌
」「
短
歌
」
へ
の
関
心
を
示
す
資
料
を
以
下
に
示
そ
う
。

ま
ず
綾
子
の
卒
業
し
た
女
子
大
学
国
文
学
部
の
「
目
白
文
學
」
第
二

号
（
大
正
15
年
12
月
）
に
四
年
生
の
編
輯
委
員
と
し
て
綾
子
の
名
前
が

載
る
。
次
に
卒
業
後
第
八
号
（
昭
和
４
年
12
月
）
に
短
歌
九
首⑨
を
発
表

し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
九
号
（
昭
和
５
年
７

月
）
に
俳
句
五
句
、
十
一
号
（
昭
和
６
年
12
月
）
に
俳
句
七
句
を
寄
稿

し
て
い
る
。
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「
目
白
文
學
」
は
、
大
正
十
五
年
三
月
に
国
文
学
部
の
学
生
が
教
授

や
教
師
の
協
力
を
得
て
創
刊
し
た
同
人
誌
で
あ
っ
た
。「
目
白
文
學
」

創
刊
号
の
「
發
刊
の
辭
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

私
ど
も
は
生
き
て
居
り
ま
す
。
明
ら
か
な
叡
智
と
豐
か
な
情
緒

と
强
い
意
志
と
に
恵
ま
れ
た
「
人
」
と
し
て
生
き
て
を
り
ま
す
。

生
き
る
と
は
表
現
で
あ
り
ま
す
。
人
と
し
て
眞
實
に
生
き
よ
う
と

す
る
私
ど
も
は
（
略
）
自
由
な
生
命
の
如
實
な
表
現
を
求
め
て
や

ま
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
略
）
新
し
い
國
文
学
の
創
作
と
鑑
賞

と
批
評
、（
の
場
と
し
て
）（
略
）
國
文
學
部
の
機
關
雑
誌
を
持
ち

た
い
と
い
ふ
事
は
（
略
）
私
ど
も
の
痛
切
な
願
ひ
で
あ
り
ま
し
た
。

（
略
）
こ
れ
に
よ
つ
て
聊
か
で
も
、
人
間
と
し
て
、
國
民
と
し
て
、

女
性
と
し
て
の
私
ど
も
の
内
的
要
求
を
充
た
し
、
や
が
て
現
代
の

文
化
的
希
望
に
應
へ
、
我
が
女
性
と
民
衆
と
の
精
神
的
燈
明
に
ま

で
育
て
上
げ
た
い
祈
願
に
燃
え
て
居
り
ま
す
。

「
人
と
し
て
」
と
い
う
言
葉
が
重
出
す
る
が
、
女
子
大
の
創
立
者
成

瀬
仁
蔵
の
建
学
の
精
神
「
女
子
を
人
と
し
て
婦
人
と
し
て
国
民
と
し
て

育
成
す
る
」
と
い
う
理
想
概
念
に
則
り
、
こ
れ
を
基
に
自
由
表
現
の
場

を
作
る
と
い
う
希
望
に
燃
え
た
発
刊
と
分
か
る
。

こ
こ
で
少
し
成
瀬
仁
蔵
の
目
指
し
た
女
子
教
育
に
つ
い
て
付
け
加
え

る
。
中
嶌
邦
氏
に
よ
る
と
「
女
子
を
人
と
し
て
婦
人
と
し
て
国
民
と
し

て
育
成
す
る
、
と
（
成
瀬
は
）
主
張
し
て
い
る
。
人
と
し
て
の
教
育
が

は
じ
め
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
当
時
の
他
の
講
演
で
こ
の
順

序
を
違
え
て
は
な
ら
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
当
時
は
「
人
」
と
い
え

ば
男
子
を
指
し
、
女
子
は
「
女
子
ど
も
」
と
子
ど
も
と
共
に
未
熟
な
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
女
性
の
認
識
で
は
な
く
、
男
子

と
同
様
に
女
子
も
人
と
し
て
教
育
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
基
本
の
上
に
、
婦
人
と
し
て
、
さ
ら
に
国
民
と
し
て
の

教
育
が
お
か
れ
る
。」
と
い
う⑩
。
つ
ま
り
女
性
は
男
性
よ
り
劣
る
性
で

は
な
く
、
同
等
の
教
育
を
受
け
、
人
間
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
が
良
き

社
会
に
繋
が
る
と
い
う
理
想
・
理
念
が
建
学
の
精
神
で
あ
る
。
こ
の
理

念
を
ま
と
め
た
成
瀬
仁
蔵
著
『
新
時
代
の
教
育
』（
大
正
三
年
刊
）
は

「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
教
育
の
指
針
と
な
る
著
と
し
て
評
価
さ
れ

（
略
）（
女
子
大
は
）
自
学
自
習
の
態
勢
を
つ
よ
め
た
。」
と
あ
る⑪
。
綾

子
が
女
子
大
に
入
学
し
た
大
正
十
二
年
は
、
ま
だ
僅
か
な
が
ら
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
残
っ
て
い
た
時
代
だ
。
創
立
者
の
成
瀬
仁
蔵
は
大
正
八

年
に
亡
く
な
る
が
、
息
の
か
か
っ
た
教
師
や
学
生
が
お
り
、
建
学
の
精

神
が
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
女
子
教
育
の
た
め
に
建
学
の
精
神
を
実
践

す
る
「
実
践
倫
理
」
と
い
う
成
瀬
理
念
の
講
義
を
麻
生
正
蔵
第
二
代
校

長
が
継
承
、
綾
子
も
含
め
全
学
生
受
講
し
た
。
前
述
し
た
綾
子
の
「
女

流
俳
人
觀
を
讀
み
て
」
に
あ
っ
た
女
性
を
「
人
と
し
て
」
扱
う
こ
と
、
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「
女
子
ど
も
」
の
よ
う
に
女
性
を
無
学
で
未
熟
な
も
の
と
せ
ず
、「
女
性

俳
句
を
子
供
俳
句
と
同
じ
」
に
し
な
い
と
い
う
主
張
は
、
こ
の
建
学
の

精
神
に
明
ら
か
に
通
底
し
て
い
る
。

さ
て
建
学
の
精
神
で
創
刊
さ
れ
る
「
目
白
文
學
」
創
刊
号
の
内
容
を

見
て
い
く
と
、
顧
問
の
教
師
渡
邊
英
一
の
論
考
を
始
め
と
し
て
久
保
せ

い
子
の
二
葉
亭
四
迷
論
、
苅
田
ア
サ
ノ
の
小
説
、
山
原
鶴た
づ

、
津
田
美
津

の
短
歌
、
佐
々
木
耶
奈
の
戯
曲
な
ど
十
七
編
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
初
代
委
員
の
津
田
美
津
（
の
ち
「
女
人
短
歌
」
創
刊
の
長
澤
美

津
）
は
創
刊
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る⑫
。

研
究
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
し
て
純
理
論
派
と
実
作
派
、
ま
た
理
論

と
実
作
を
並
行
さ
せ
る
演
技
派
と
い
う
三
派
に
わ
か
れ
て
い
ま
し

た
。
苅
田
ア
サ
ノ
は
ロ
シ
ア
文
学
か
ら
、
思
想
的
に
当
時
の
運
動

に
入
り
ま
し
た
。
久
保
せ
い
子
は
非
常
に
論
も
た
っ
て
、
啄
木
ば

り
の
歌
も
作
り
ま
し
た
が
、
卒
業
後
早
く
亡
く
な
り
ま
し
た
。
後

に
民
主
新
聞
に
行
っ
た
佐
々
木
耶
奈
は
、
劇
に
心
酔
し
話
を
し
て

い
る
と
面
白
く
て
、
時
間
が
た
つ
の
を
忘
れ
ま
し
た
。
そ
の
人
達

は
後
で
、
全
部
思
想
犯
と
し
て
引
っ
ぱ
ら
れ
ま
し
た
。
苅
田
ア
サ

ノ
は
早
稲
田
大
学
ロ
シ
ア
文
学
科
に
学
び
、
卒
業
後
ロ
シ
ア
に
行

き
、
社
会
主
義
の
運
動
を
し
、
戦
後
は
共
産
党
の
代
議
士
に
な
り

ま
し
た
。
私
は
短
歌
グ
ル
ー
プ
で
実
作
を
続
け
ま
し
た
。
四
年
生

の
時
、
こ
の
人
達
で
、「
目
白
文
学
」
を
創
刊
し
よ
う
と
言
い
出

し
、「
早
稲
田
文
学
」
の
向
こ
う
を
張
る
と
い
う
意
気
込
み
だ
っ

た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
と
も
か
く
「
目
白
文
学
」
一
号
を
出
し
ま

し
た
。

国
文
学
科
で
の
グ
ル
ー
プ
活
動
が
基
と
な
り
、
津
田
美
津
、
苅
田
ア

サ
ノ
、
久
保
せ
い
子
、
佐
々
木
耶
奈
の
四
人
が
意
気
投
合
。
教
授
陣
・

指
導
者
そ
し
て
卒
業
生
等
を
巻
き
込
ん
で
、
文
学
研
究
の
自
由
発
表
の

場
を
興
し
た
若
い
勢
い
の
あ
る
同
人
誌
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
更
に
津
田

を
除
く
ほ
か
の
三
人
は
社
会
主
義
思
想
に
傾
い
て
お
り
、
当
時
か
な
り

新
進
的
な
色
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

こ
の
中
で
特
に
綾
子
に
影
響
が
あ
っ
た
人
物
は
苅
田
ア
サ
ノ
と
山
原

鶴
で
あ
る
。
苅
田
は
、
綾
子
と
同
じ
桂
華
寮
生
で
綾
子
の
一
級
先
輩
だ
。

「
苅
田
ア
サ
ノ
が
（
共
産
党
に
）
入
党
す
る
前
に
、
鶴
や
弘
津
千
代
た

ち
国
文
Ｏ
Ｂ
に
呼
び
か
け
て
創
刊
し
た
文
学
同
人
誌
目
白
文
学⑬

」
と
も

あ
る
か
ら
「
目
白
文
學
」
創
刊
の
中
心
人
物
と
分
か
る
。
さ
ら
に
卒
業

後
第
三
号
か
ら
編
輯
に
再
度
携
わ
っ
て
い
る⑭
。

山
原
は
女
子
大
国
文
科
を
大
正
十
一
年
に
卒
業
、
直
後
に
桂
華
寮
の

寮
監
と
苅
田
等
二
十
三
回
生
の
学
業
と
生
活
指
導
を
す
る
教
員
に
就
任
。

「
規
約
」
に
よ
る
と
教
授
陣
と
学
生
の
間
に
立
ち
編
集
事
務
を
統
一
す

る
「
常
任
幹
事
」
を
担
っ
て
い
る
。
綾
子
は
、
山
原
が
寮
監
を
務
め
る
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桂
華
寮
生
の
た
め
、
そ
の
強
い
繋
が
り
で
二
人
に
推
さ
れ
四
年
次
に
は

編
輯
委
員
と
な
り
、
手
足
と
な
っ
て
働
い
た
に
違
い
な
い
。
綾
子
が
図

書
館
勤
務
し
て
か
ら
も
こ
の
二
人
と
の
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
そ
の
人
脈
は
綾
子
が
夫
と
母
を
亡
く
し
丹
波
に
戻
っ
て
か
ら
も
続

き
、
昭
和
四
年
「
目
白
文
學
」
八
号
に
短
歌
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。

短
歌
の
発
表

草
枯
時

秋
さ
び
し
柿
の
も
み
ぢ
に
鵙
が
來
て
ひ
ね
も
す
遂
ひ
に
離
れ
て
ゆ

か
ず
。

し
ぐ
る
ゝ
に
な
ほ
も
鳴
く
な
る
鵙
の
聲
何
か
は
げ
し
く
ひ
ゞ
か
ひ

に
け
り
。

葉
鷄
頭
も
ゆ
る
あ
か
さ
に
向
ひ
ゐ
て
ひ
し
〳
〵
と
身
の
弱
り
を
思

ふ
。

こ
の
家
に
父
母
の
な
し
わ
が
一
人
命
こ
も
ら
う
こ
と
の
さ
ひ
（
マ
マ
）し
さ
。

父
母
と
つ
ひ
の
別
れ
の
こ
の
家
に
吾
も
ま
た
病
み
て
あ
る
月
日
か

な
。

手
に
も
て
る
煎
じ
藥
の
黑
き
色
病
癒
す
べ
く
吾
も
の
む
か
や
。

生
き
て
居
れ
ば
生
き
て
居
る
事
に
從
ひ
て
今
日
も
藥
を
飲
む
が
悲

し
き
。

云
ひ
出
つ（
マ
マ
）る

は
堪
え
が
た
か
ら
む
眼
を
と
ぢ
て
今
日
も
靜
に
ね
る

べ
か
り
け
り
。

眼
を
と
ぢ
て
た
ゞ
ね
む
ら
む
か
し
か
す
が
に
せ
ま
れ
る
心
た
も
ち

か
ね
た
る
。

「
目
白
文
學
」
第
八
号
に
発
表
し
た
短
歌
九
首
で
あ
る
。
相
次
い
で

愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
孤
独
の
絶
唱
だ
。
一
首
目
・
四
首
目
に
「
さ
び

し
」、
七
首
目
「
悲
し
き
」
と
感
情
の
直
接
的
表
現
が
あ
り
自
身
の
境

遇
へ
の
心
細
さ
が
浮
彫
り
に
な
る
。

「
草
枯
時
」
の
全
体
を
見
る
と
、
一
首
ず
つ
の
完
成
度
よ
り
も
作
品

群
全
体
の
構
成
力
の
良
さ
を
感
じ
る
。
一
・
二
首
目
「
柿
紅
葉
」
の
明

る
い
庭
で
頻
り
に
叫
ぶ
「
鵙
」
は
己
の
分
身
の
よ
う
。
三
首
目
「
葉
鷄

頭
」
の
紅
色
に
対
峙
し
却
っ
て
身
の
衰
え
を
自
覚
す
る
。
四
・
五
首
目

「
父
母
な
き
家
」
で
の
孤
独
。
六
・
七
首
目
「
藥
」
に
頼
る
し
か
な
い

朧
な
存
在
。
八
・
九
首
目
「
眼
を
と
ぢ
て
」
横
た
わ
る
だ
け
の
境
涯
と

い
う
配
列
は
巧
み
だ
。
療
養
す
る
自
分
の
部
屋
か
ら
見
え
る
ほ
の
明
る

い
庭
に
守
ら
れ
つ
つ
、
細
々
と
命
を
つ
な
ぐ
綾
子
の
孤
独
が
こ
の
構
成

で
一
日
の
映
像
と
し
て
切
々
と
伝
わ
る
の
で
あ
る
。

綾
子
の
俳
句
に
は
、
主
観
語
の
多
用
が
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。「
倦

鳥
」
の
初
入
選
句
「
野
の
花
に
ま
じ
る
さ
び
し
さ
吾
亦
紅
」
や
後
年
の
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「
桜
咲
き
ら
ん
ま
ん
と
し
て
さ
び
し
か
る
」
等
で
あ
る
。
こ
れ
は
創
作

が
短
歌
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
起
因
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、
綾
子
の
女
子
大
時
代
の
短
歌
の
興
味
の
傾
向
は
前
出
の
「
初

心
の
こ
ろ⑮

」
に
あ
る
。

私
が
選
択
課
目
で
と
っ
た
短
歌
の
時
間
の
先
生
は
茅
野
雅
子
さ
ん

で
与
謝
野
晶
子
の
弟
子
で
、
い
つ
で
も
晶
子
の
歌
を
よ
く
引
用
し

た
。
私
は
晶
子
の
歌
は
才
気
煥
発
で
は
あ
る
が
、
一
度
読
め
ば
そ

れ
で
い
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
む
し
ろ
吉
井
勇
の
歌
の
方
が

お
も
し
ろ
か
っ
た
。
私
は
古
泉
千
樫
を
愛
読
し
た
。

吉
井
勇
は
寮
監
の
山
原
が
習
う
歌
の
師
、
古
泉
千
樫
は
「
目
白
文

學
」
創
刊
メ
ン
バ
ー
の
津
田
の
師
で
あ
る
。
津
田
は
昭
和
四
年
に
歌
集

『
氾
靑
』
を
出
版
、
歌
人
と
し
て
歩
み
出
し
て
い
る
。
綾
子
の
短
歌
創

作
の
興
味
は
授
業
よ
り
も
、「
目
白
文
學
」
の
身
近
な
存
在
か
ら
の
影

響
が
大
き
か
っ
た
と
分
か
る
。

昭
和
二
十
四
年
十
月
の
「
風
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト⑯
に
、
俳
句
を
作
る
よ

う
に
な
っ
た
理
由
を
聞
く
問
が
あ
り
、
綾
子
の
答
え
は
「
ず
っ
と
前
の

こ
と
で
す
が
、
失
意
の
時
、
表
現
慾
に
駆
立
て
ら
れ
作
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。」
で
あ
っ
た
。「
失
意
」
と
は
相
次
ぐ
身
内
の
死
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
「
表
現
慾
」
が
湧
い
た
と
い
う
。
ど
ん
底
の
嘆
き
を
そ
の
ま
ま

に
終
わ
ら
せ
ず
、「
草
枯
時
」
を
発
表
し
た
こ
と
は
綾
子
に
と
っ
て
大

き
な
一
歩
だ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
失
意
よ
り
這
い
出
す
「
表
現
慾
」

の
実
践
の
最
初
が
俳
句
で
は
な
く
短
歌
の
創
作
だ
っ
た
こ
と
、
発
表
の

場
が
「
目
白
文
學
」
で
あ
っ
た
事
は
、
大
変
意
義
深
い
。
女
子
大
卒
業

後
も
文
学
で
繋
が
っ
て
い
け
る
仲
間
と
の
環
境
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ

は
鍵
和
田
が
聞
い
た
「
新
し
く
目
覚
め
た
イ
ン
テ
リ
」
と
し
て
の
綾
子

の
気
概
を
受
け
容
れ
る
器
と
し
て
働
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

短
歌
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
綾
子
の
創
作
活
動
が
、
昭
和
五
年
か
ら
は

「
倦
鳥
」
の
投
句
と
併
行
し
、「
目
白
文
學
」
で
も
俳
句
寄
稿
へ
と
移
行

し
て
い
く
。
自
然
の
中
で
、
無
心
に
対
象
に
観
入
す
る
俳
句
は
綾
子
の

身
心
を
穏
や
か
に
す
る
の
に
役
立
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
綾
子
の
「
表

現
慾
」
は
益
々
高
ま
り
俳
句
へ
の
一
途
の
道
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

綾
子
の
短
歌
の
句
読
点
に
つ
い
て

綾
子
の
短
歌
「
草
枯
時
」
に
つ
い
て
少
々
付
け
加
え
る
。
綾
子
の
短

歌
の
結
句
に
は
全
て
句
点
が
つ
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
い
か
な
る
意

味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

短
歌
に
お
い
て
句
読
点
が
現
れ
た
の
は
、
和
歌
の
世
界
を
抜
け
変
化

し
よ
う
と
し
た
明
治
期
で
あ
る
。
短
歌
の
韻
律
を
活
字
作
品
と
し
て
目

に
見
え
る
形
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
際
、
意
味
の
切
れ
目
の
他
に
歌
の
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韻
律
を
示
そ
う
と
す
る
の
に
、
句
読
点
が
行
分
け
と
同
じ
役
割
を
果
た

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
短
歌
の
句
読
点
に
つ
い
て
は
、
高
橋
良
雄
氏
が

「
近
代
短
歌
に
お
け
る
行
分
け
と
句
読
点
」「
短
歌
に
お
け
る
句
読
点
と

口
語
」
の
一
連
の
論
考
に
よ
っ
て
発
生
か
ら
推
移
ま
で
詳
し
く
論
じ
て

い
る⑰
。
そ
の
論
考
の
中
で
、「
目
白
文
學
」
と
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

同
時
代
（
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
）
の
釈
迢
空
の
句
読
点
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
綾
子
は
随
筆
の
中
で
「
私
は
若
い
時
か
ら
折
口
先
生
の
歌
の

愛
読
者
で
あ
っ
た
。（
略
）
自
分
は
俳
句
の
中
で
折
口
先
生
の
や
う
な

も
の
を
求
め
て
ゐ
た⑱

。」
と
あ
り
、
釈
迢
空
（
折
口
信
夫
）
を
敬
愛
し

て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。

釈
迢
空
は
、
大
正
十
四
年
の
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
の
後
書
き

の
「
こ
の
集
の
す
ゑ
に
」
に
お
い
て
句
読
点
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

「
句
読
法
」
に
よ
る
「
自
身
の
呼
吸
や
、
思
想
の
休
止
点
を
示
す
必

要⑲

」
性
を
強
調
、
句
読
点
を
積
極
的
に
使
い
、
短
歌
の
韻
律
を
自
由
に

す
る
可
能
性
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
前
掲
の
髙
橋
氏
の
論
考
に
も
、

「
迢
空
の
短
歌
の
句
読
点
は
、
文
字
に
表
さ
れ
る
文
学
と
し
て
の
短
歌

に
お
い
て
は
、
当
然
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
は

歌
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
上
か
ら
も
、
歌
に
お
け
る
自
身
の
呼
吸
や
、

思
想
を
示
す
上
か
ら
も
必
要
な
こ
と
も
あ
り
、（
略
）
内
在
し
て
居
る

拍
子
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

指
摘
が
あ
る⑳

。

例
え
ば
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
冒
頭
の
歌
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る

な
ら
ば
、

葛
の
花　

踏
み
し
だ
か
れ
て
、
色
あ
た
ら
し
。

こ
の
山
道
を
行
き
し
人
あ
り

「
踏
み
し
だ
か
れ
て
、」
の
読
点
に
よ
り
葛
の
花
の
発
見
し
た
驚
き
の

息
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
次
に
「
色
あ
た
ら
し
」
の
句
点
に
よ
っ
て
、

休
止
の
効
果
が
出
、
花
へ
の
作
者
の
鮮
烈
な
感
動
が
読
者
に
伝
わ
る
。

最
後
に
一
転
し
て
、「
こ
の
山
道
を
行
き
し
人
」
へ
の
思
い
が
深
く
な

り
、
自
身
の
旅
の
孤
独
に
加
え
、
先
に
踏
み
行
っ
た
人
の
孤
独
ま
で
思

い
を
馳
せ
る
作
者
の
心
的
過
程
が
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
句
読
点
の
付
与

に
よ
っ
て
、
作
者
の
意
図
、
呼
吸
、
思
想
が
正
確
に
伝
わ
る
効
果
が
認

め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

で
は
「
目
白
文
學
」
綾
子
の
短
歌
の
句
読
点
は
い
か
な
る
意
義
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、「
目
白
文
學
」
創
刊
号
で
は
、
短
歌
を
寄
稿
し
た
山
原
・
津

田
・
内
山
ち
と
せ
・
鹽
谷
や
す
よ
等
の
結
句
は
一
律
全
員
に
句
点
が
付

い
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
号
に
も
寄
稿
し
た
津
田
、
鹽
谷
の
結
句
は

句
点
が
な
く
、
内
山
は
、
最
後
の
一
歌
だ
け
句
点
が
付
く
。
つ
ま
り
、

同
じ
作
者
の
結
句
の
句
点
が
、
付
く
時
と
付
か
な
い
時
と
が
あ
る
が
、
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そ
れ
が
号
毎
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

ま
た
綾
子
が
寄
稿
し
た
第
八
号
（
昭
和
四
年
・
十
二
月
刊
）
で
は
、

綾
子
の
他
に
、
茅
野
雅
子
、
山
原
、
鹽
谷
な
ど
の
短
歌
に
も
全
て
結
句

に
句
点
が
付
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
第
九
号
（
昭
和
五
年
七
月

刊
）
で
は
、
茅
野
、
長
澤
（
旧
姓
津
田
）
の
短
歌
は
句
点
が
付
い
て
い

な
い
。
し
か
し
、
小
原
優
子
の
歌
に
は
「
か
ん
ば
し
く
春
の
光
は
迫
り

来
ぬ
、
山
よ
り
野
よ
り
吾
れ
の
心
に
」
な
ど
、
句
点
は
な
い
が
、
上
の

句
に
読
点
が
付
い
て
い
る
。

一
号
の
違
い
で
、
同
じ
作
者
で
句
点
が
付
い
た
り
付
か
な
か
っ
た
り

と
言
う
の
は
、
寄
稿
者
の
意
思
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
編

集
部
の
意
向
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
卒
業
に
伴
っ
て
毎
年
少
し

ず
つ
編
集
委
員
が
交
代
す
る
の
が
大
学
同
人
誌
の
性
質
で
あ
る
た
め
、

編
集
方
針
が
号
毎
に
変
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
句

点
に
も
編
集
方
針
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
結
句
の
句
点
は
、
迢
空
の
よ
う
に
短
歌
の
意
味
・
呼
吸
・
思

想
へ
の
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
一
つ
一
つ
の

歌
の
独
立
性
を
示
す
た
め
に
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
前
述
の
と
お
り
、「
目
白
文
學
」
の
編
集
部
に
は
、
文
壇

や
歌
壇
に
敏
感
な
委
員
が
何
人
も
い
る
。
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
「
目
白

文
學
」
の
短
歌
に
句
読
点
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
深
く
韻
律
へ
の
効
果

を
狙
う
と
ま
で
言
え
な
い
ま
で
も
、
歌
壇
の
風
潮
に
は
敏
感
で
あ
る
こ

と
を
示
す
表
れ
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
更
に
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
綾
子
俳
句
へ
の
迢

空
の
短
歌
の
影
響
に
つ
い
て
と
と
も
に
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
に
飲
み
込
ま
れ
る
「
目
白
文
學
」

綾
子
が
短
歌
や
俳
句
を
寄
稿
し
始
め
た
昭
和
初
期
の
日
本
は
文
学
界

を
震
撼
さ
せ
る
事
件
が
次
々
と
起
こ
り
、
そ
れ
が
「
目
白
文
學
」
も
飲

み
込
ん
で
い
く
。

大
正
十
二
年
に
関
東
大
震
災
が
起
き
て
以
来
、
日
本
は
大
不
況
に
陥

り
、
あ
ち
こ
ち
で
労
働
問
題
が
起
き
る
。
十
四
年
に
は
治
安
維
持
法
公

布
。
昭
和
三
年
に
は
、
三
・
一
五
事
件
が
起
き
、
政
府
が
自
由
主
義
・

社
会
主
義
な
ど
国
民
の
自
由
な
思
想
を
弾
圧
し
つ
つ
大
陸
へ
侵
略
す
る

機
会
を
窺
う
時
代
と
な
る
。
四
年
に
は
文
部
省
の
教
化
総
動
員
計
画
で

学
生
へ
の
思
想
教
化
が
始
ま
る
。
五
年
に
は
高
等
教
育
の
指
導
者
に
も

統
制
協
力
が
要
請
さ
れ
、
翌
年
女
子
大
初
の
女
性
校
長
と
な
る
井
上
秀

子
も
吉
岡
弥
生
、
山
脇
房
子
と
共
に
「
大
日
本
連
合
婦
人
会
」
の
理
事

に
就
任
し
て
い
る㉑
。
六
年
九
月
に
満
州
事
変
、
八
年
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
者
の
小
林
多
喜
二
が
拷
問
死
す
る
の
で
あ
る
。
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自
由
な
発
想
・
発
言
を
尊
重
し
た
女
子
大
も
言
論
統
制
の
時
代
の
波

に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
。「
目
白
文
學
」
創
刊
時
に
は
許
さ
れ
て
い
た

ロ
シ
ア
文
学
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
論
は
、
綾
子
が
二
度
目
に
「
俳

句
」
を
寄
稿
し
た
昭
和
六
年
の
十
一
号
で
も
続
け
ら
れ
て
い
た
。
苅
田

の
評
論
「『
村
の
點
景
』
そ
の
他
」
や
松
下
米
子
の
ソ
ビ
エ
ト
の
「『
五

ケ
年
計
畫
の
話
』
を
よ
む
」
等
、
左
翼
的
な
内
容
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
編
輯
後
記
」
に
、
学
校
側
か
ら
何
か
規
制
が
あ
っ
た
様
子
が
少
々
見

え
る
が
次
号
の
原
稿
と
誌
友
の
募
集
は
続
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
号

を
最
後
に
「
目
白
文
學
」
は
発
禁
と
な
っ
て
し
ま
っ
た㉒
。
そ
の
経
緯
は

三
十
年
後
の
昭
和
三
十
六
年
に
第
二
次
「
目
白
文
学
」
が
復
刊
し
た
際
、

山
原
の
言㉓
で
明
ら
か
に
な
る
。

検
定
が
出
来
ま
し
て
、
自
由
な
授
業
も
出
来
な
い
し
、
論
文
に
も

規
定
さ
れ
、（
略
）
最
後
の
頃
は
、
学
生
運
動
が
盛
ん
に
な
り
ま

し
て
、
学
校
で
「
目
白
文
学
」
が
左
翼
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
を

心
配
し
て
一
応
や
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。（
略
）

当
時
の
学
生
は
学
校
か
ら
非
常
に
叩
か
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

教
育
界
へ
の
政
府
の
検
定
が
女
子
大
に
及
び
、
左
翼
傾
向
の
「
目
白

文
學
」
を
恐
れ
発
禁
処
分
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

実
際
、
昭
和
七
年
に
は
山
原
も
社
会
主
義
の
関
心
を
も
つ
寮
生
を
庇

っ
た
疑
い
で
特
高
に
尋
問
さ
れ
、
大
学
を
辞
任㉔
す
る
。
ま
た
八
年
に
は

共
産
党
員
と
し
て
活
動
を
続
け
て
い
た
苅
田
も
検
挙
さ
れ
る
。

こ
の
十
一
号
で
何
が
起
き
て
い
る
か
、
編
集
部
に
近
い
存
在
で
あ
っ

た
綾
子
は
当
然
読
ん
で
理
解
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
丹
波
と
い
う

遠
い
地
で
あ
り
な
が
ら
も
「
目
白
文
學
」
を
応
援
す
る
た
め
に
投
稿
し

続
け
て
い
た
の
だ
と
私
は
考
え
る
。

湯
浅
芳
子
と
の
出
会
い

綾
子
の
文
芸
活
動
に
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
、
ロ
シ
ア
文
学
者

で
あ
り
翻
訳
者
で
あ
る
湯
浅
芳
子
を
挙
げ
た
い
。
湯
浅
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
の
宮
本
百
合
子
と
女
性
同
士
の
恋
愛
関
係
に
あ
り
、
二
人
で
ソ

ビ
エ
ト
に
留
学
を
し
た
人
物
で
あ
る
。
上
野
さ
ち
子
氏
は
綾
子
の
青
春

時
代
を
「
ロ
シ
ア
文
学
の
湯
浅
芳
子
と
も
親
し
く
交
わ
り
、
新
た
に
台

頭
し
て
来
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
も
関
心
を
示
す
な
ど
、
柔
軟
で
幅

広
い
好
奇
心
」
を
持
っ
た
と
指
摘㉕
し
て
い
る
が
、
湯
浅
と
の
具
体
的
な

交
流
内
容
、
影
響
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
掲
の
昭

和
二
十
四
年
の
「
風
」
の
ア
ン
ケ
―
ト
に
綾
子
は
愛
読
書
と
し
て
、
昭

和
九
年
に
湯
浅
が
翻
訳
し
た
ゴ
ー
リ
キ
ー
『
幼
年
時
代
』
を
挙
げ
、
好

き
な
文
学
者
と
し
て
「
樋
口
一
葉
」
と
湯
浅
と
関
係
の
あ
っ
た
「
宮
本

百
合
子
」
の
名
を
記
し
て
い
る
。
更
に
、
昭
和
二
十
七
年
第
二
句
集
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『
冬
薔
薇
』
で
第
二
回
茅
舎
賞
を
受
賞
し
た
際
の
祝
賀
会
の
写
真㉖
に
は

湯
浅
が
綾
子
の
隣
に
立
っ
て
お
り
、
二
人
の
交
流
の
深
さ
が
分
か
る
。

綾
子
と
湯
浅
の
出
会
い
は
、
山
原
か
ら
の
紹
介
に
よ
っ
て
で
あ
る㉗
。

山
原
と
湯
浅
は
共
に
女
流
作
家
田
村
俊
子
の
フ
ァ
ン
で
、
大
正
七
年
俊

子
が
渡
米
す
る
直
前
に
出
会
っ
て
以
来
交
流㉘
が
続
き
、
山
原
が
寮
監
に

な
っ
て
か
ら
も
寮
に
顔
を
出
し
て
い
た
。
苅
田
は
大
正
十
五
年
か
ら
ロ

シ
ア
語
を
湯
浅
か
ら
習
っ
て
い
る㉙
。
そ
の
た
め
桂
華
寮
生
の
綾
子
も
湯

浅
と
面
識
が
あ
っ
た
。

綾
子
と
芳
子
の
交
流
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
綾
子
著

『
私
の
歳
時
記㉚

』
の
「
晩
秋
」
の
項
に
手
掛
か
り
が
あ
る
。
昭
和
十
八

年
十
月
に
「
寒
雷
」
の
加
藤
楸
邨
が
沢
木
の
出
征
送
別
会
を
大
洗
で
催

し
、
綾
子
は
出
席
す
る
。
沢
木
の
出
征
を
見
送
っ
た
翌
日
に
湯
浅
に
雑

司
ヶ
谷
で
会
う
。
Ｙ
女
史
と
は
湯
浅
の
事
で
あ
る
。

彼
（
沢
木
）
の
残
し
て
行
つ
た
も
の
が
あ
た
り
に
残
つ
て
ゐ
た
。

何
で
あ
る
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
黒
く
淋
漓
と
し
た
も
の
が
彼

の
ゐ
な
い
私
の
空
間
を
充
た
し
た
。（
略
）
翌
日
、
ロ
シ
ア
文
学

者
の
Ｙ
女
史
の
と
こ
ろ
に
行
つ
た
。（
略
）
Ｙ
さ
ん
の
大
き
な
鋭

い
眼
が
私
の
顔
を
ま
と
も
に
見
た
。
鋭
い
が
、
冷
た
く
な
い
、
凡

そ
こ
の
世
で
私
が
信
頼
を
置
い
て
ゐ
る
眼
で
あ
る
。「
あ
ん
た
恋

愛
を
し
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
い
？
」
と
言
つ
た
。

沢
木
と
の
今
生
の
別
れ
を
覚
悟
し
た
綾
子
は
複
雑
な
心
境
を
「
黑
い

淋
漓
」
と
表
現
。
心
の
高
ぶ
り
は
ま
だ
本
人
は
恋
愛
と
認
識
し
て
い
な

い
が
、
湯
浅
は
鋭
く
見
抜
く
。
こ
の
場
面
は
綾
子
と
沢
木
が
復
員
後
に

結
婚
を
決
め
る
伏
線
と
な
り
、
読
者
に
深
く
残
る
名
文
で
あ
り
、
綾
子

の
心
境
の
微
妙
な
変
化
に
気
づ
く
湯
浅
と
の
関
係
は
か
な
り
親
し
く
な

っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
綾
子
に
と
っ
て
湯
浅
は
「
信
頼
を

お
い
て
ゐ
る
」
関
係
な
の
で
あ
る
。
昭
和
十
八
年
と
言
え
ば
綾
子
は
三

十
六
歳
で
芳
子
は
四
十
七
歳
。
綾
子
は
夫
を
亡
く
し
十
四
年
目
に
な
り
、

前
年
に
は
第
一
句
集
を
出
版
、
俳
人
と
し
て
出
発
を
し
て
い
た
。
ま
た
、

湯
浅
は
宮
本
百
合
子
と
は
別
れ
、
女
子
大
退
職
後
に
茶
道
の
師
と
な
っ

た
山
原
の
茶
室
松
壽
庵
（
雑
司
ヶ
谷
）
に
同
居㉛
し
て
い
る
。
綾
子
は
未

亡
人
と
し
て
一
人
で
生
き
、
俳
句
を
心
の
支
え
と
し
て
き
た
時
期
で
あ

る
。
湯
浅
の
ロ
シ
ア
文
学
者
と
し
て
自
立
し
て
生
き
る
強
さ
に
憧
憬
の

念
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
湯
浅
も
綾
子
が
一

人
で
懸
命
に
生
き
る
姿
を
、「
冷
め
た
く
な
い
」
温
か
く
見
つ
め
て
い

た
こ
と
が
、
こ
の
文
か
ら
読
み
と
れ
る
。

さ
ら
に
、
次
の
文
が
続
く
。

Ｙ
さ
ん
は
私
を
待
た
せ
て
又
煙
草
を
一
本
吸
つ
た
。
こ
の
は
げ
し

い
人
、
革
命
後
の
ロ
シ
ア
を
宮
本
百
合
子
と
共
に
見
に
行
つ
た
人
、

饑
渇
の
美
し
さ
を
私
に
い
つ
で
も
感
じ
さ
せ
て
呉
れ
た
人
、
最
も
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人
間
ら
し
く
、
そ
れ
が
美
し
い
こ
と
だ
と
思
は
せ
て
く
れ
る
や
う

な
人
、
私
は
Ｙ
さ
ん
の
煙
草
の
烟
り
の
流
れ
る
の
を
見
て
ゐ
た
。

湯
浅
は
革
命
後
の
ソ
ビ
エ
ト
に
宮
本
百
合
子
と
共
に
行
き
、
社
会
主

義
の
下
で
は
、
女
性
と
社
会
的
に
底
辺
の
人
々
が
「
人
間
と
し
て
生
き

易
い
」
こ
と
を
見
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
実
際
ソ
ビ
エ
ト
で
の
湯
浅
の

生
活
は
最
後
は
大
変
貧
乏
だ
っ
た
上
に
、
百
合
子
と
の
生
活
も
女
同
士

の
恋
愛
に
も
限
界
を
感
じ
て
の
帰
国
で
あ
っ
た㉜
。
し
か
し
そ
の
困
難
の

中
で
も
湯
浅
は
ど
う
に
か
翻
訳
の
勉
強
を
貫
き
自
立
、
ま
た
自
分
は
女

で
も
男
で
も
な
い
「
人
間
ら
し
い
」
生
き
方
を
見
つ
け
て
日
本
に
戻
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
饑
渇
」
の
中
で
強
い
精
神
力
に

よ
っ
て
人
間
ら
し
い
生
き
方
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
。
そ
の
生
き
方
を

綾
子
は
「
饑
渇
の
美
し
さ
」
と
感
じ
、
湯
浅
を
男
女
を
越
え
た
「
最
も

人
間
ら
し
い
人
」
と
表
現
す
る
。
こ
の
言
葉
は
綾
子
が
湯
浅
を
「
人
と

し
て
」
尊
敬
し
、
信
頼
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
こ
に
は
現
在
に
も
通
じ
る
綾
子
の
人
間
把
握
が
あ
る
。
現

代
で
こ
そ
人
類
は
男
と
女
と
い
う
性
別
で
分
け
ら
れ
な
い
こ
と
は
分
か

っ
て
い
る
が
、
綾
子
は
湯
浅
か
ら
、
人
間
は
男
女
で
分
け
て
考
え
る
よ

り
、
そ
れ
を
超
え
る
「
人
間
」
と
い
う
範
囲
で
捉
え
る
べ
き
と
い
う
考

え
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
自
由
思
想
と
共
産
主
義
へ
の
弾
圧
が
強
化
さ
れ
る
中
で
も
湯

浅
は
着
々
と
ロ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
を
続
け
、
昭
和
九
年
ゴ
ー
リ
キ
ー
作

『
幼
年
時
代
』、
十
五
年
シ
チ
ェ
ド
ー
リ
ン
作
『
ゴ
ロ
ヴ
ィ
リ
ョ
フ
家
の

人
々
』、
十
七
年
に
ゴ
ー
リ
キ
ー
作
『
人
間
の
誕
生
』
等
を
出
版
す
る
。

一
方
、
昭
和
七
年
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
宮
本
顕
治
と
結
婚
し
た
百

合
子
も
何
度
も
検
挙
さ
れ
投
獄
さ
れ
て
も
思
想
は
捨
て
な
か
っ
た
。
そ

の
文
学
に
賭
け
る
精
神
力
を
湯
浅
芳
子
か
ら
、
ま
た
間
接
的
で
は
あ
る

が
宮
本
百
合
子
か
ら
不
屈
の
精
神
を
綾
子
は
学
び
、
そ
れ
が
俳
句
創
作

者
と
し
て
の
覚
悟
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
綾

子
の
俳
句
創
作
の
面
で
は
、
戦
前
・
戦
中
は
、
社
会
主
義
的
な
表
現
が

現
れ
て
は
い
な
い
た
め
検
挙
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
身
近
に
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
作
家
達
が
い
た
こ
と
は
、「
態
度
」
と
し
て
生
き

方
と
し
て
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
が
戦
後
の

昭
和
二
十
四
年
の
「
風
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、
愛
読
書
と
し
て
『
幼
年

時
代
』、
好
き
な
文
学
者
と
し
て
「
宮
本
百
合
子
」
と
し
た
理
由
で
あ

ろ
う
。

結
論

再
び
女
流
俳
人
観
の
論
争
に
戻
る
と
、
綾
子
の
「
人
間
完
成
」「
人

間
生
長
」
と
い
う
語
に
は
、
日
本
女
子
大
の
建
学
の
精
神
の
「
人
と
し
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て
」
の
女
性
教
育
の
理
想
・
理
念
が
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

し
か
し
表
面
的
な
影
響
以
上
に
、
言
語
統
制
の
時
代
で
も
、
理
想
精
神

を
貫
こ
う
と
し
た
「
目
白
文
學
」
の
仲
間
の
存
在
は
深
く
考
え
方
に
影

響
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
湯
浅
芳
子
か
ら
は
男
性
・
女
性
と
い

う
範
疇
を
越
え
「
人
と
し
て
」「
文
学
者
」
と
し
て
生
き
貫
く
精
神
を

学
び
、
綾
子
の
文
学
者
と
し
て
の
自
覚
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
戦
後
民

主
主
義
が
始
動
し
た
時
に
、
旧
態
然
と
女
性
蔑
視
の
発
言
を
し
た
神
田

に
猛
反
発
し
た
の
は
、「
人
間
完
成
」
に
は
「
努
力
」
が
不
可
欠
な
こ

と
は
女
性
も
男
性
も
区
別
な
い
と
い
う
綾
子
の
平
等
な
人
間
観
か
ら
は
、

か
け
離
れ
た
発
言
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
性
別
を
超
え
た
「
人
間
ら
し

さ
」
を
大
切
に
す
る
こ
の
姿
勢
は
、
文
学
者
と
し
て
の
綾
子
の
精
神
の

礎
で
あ
る
。

ま
た
、
綾
子
が
神
田
に
反
発
し
た
戦
後
の
昭
和
二
十
四
年
の
作
品
に

は
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。

麦
秋
や
農
婦
胸
よ
り
汗
を
出
す「

風
」
昭
24
・
7
・
8
月
合
併
号

縞
蜂
の
飛
び
交
ふ
中
の
裸
か
な

「
風
」
昭
24
・
９

ト
ロ
押
し
に
女
も
ま
じ
る
山
す
ゝ
き

「
風
」
昭
24
・
11

こ
れ
等
は
戦
後
の
貧
し
い
生
活
の
中
で
懸
命
に
働
く
庶
民
の
姿
を
描

く
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
る
作
品
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は

男
女
を
越
え
、「
人
間
」
と
し
て
強
く
生
活
す
る
姿
を
応
援
す
る
眼
差

し
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

昭
和
二
十
八
年
頃
か
ら
俳
壇
で
は
盛
ん
に
社
会
性
俳
句
が
問
題
に
な

る
が
、
そ
れ
よ
り
も
四
年
も
早
く
労
働
者
の
姿
を
詠
む
意
識
は
、
女
子

大
時
代
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
関
わ
る
人
と
の
交
流
が
あ
っ
た
影

響
か
ら
で
あ
ろ
う
。
戦
後
に
自
由
な
言
語
活
動
が
許
さ
れ
、
社
会
的
な

対
象
も
規
制
さ
れ
ず
詠
め
る
よ
う
に
な
っ
た
中
、
封
印
さ
れ
て
い
た
綾

子
の
本
来
の
思
想
が
表
出
し
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
だ
封
建
的
な

女
流
俳
人
観
が
残
る
中
で
、
先
進
的
な
思
想
が
青
春
時
代
か
ら
育
ま
れ

て
い
た
か
ら
こ
そ
戦
後
の
女
流
俳
人
を
牽
引
で
き
た
の
だ
。
さ
ら
に
綾

子
の
作
品
が
現
代
で
も
新
鮮
で
あ
る
の
は
、
時
代
を
超
え
た
人
間
把
握

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
の
先
進
的
な
考
え
を
育
ん
だ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
影
響
と
綾
子

作
品
と
の
関
係
は
、
今
後
さ
ら
に
調
査
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

※
執
筆
に
当
た
り
、
中
野
沙
惠
氏
、
池
田
一
彦
氏
、
上
野
英
二
氏
、

坂
口
昌
弘
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
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御
遺
族
の
澤
木
く
み
子
様
に
深
謝
す
る
と
と
も
に
、
資
料
閲
覧
、
提
供

に
協
力
い
た
だ
い
た
成
城
大
学
図
書
館
、
日
本
女
子
大
学
図
書
館
、
俳

句
文
学
館
に
感
謝
し
た
い
。

※
本
稿
は
俳
誌
「
秋
麗
」（
令
５
・
11
）
に
掲
載
の
論
考
「
男
ま
さ

り
の
女　

細
見
綾
子
」
に
そ
の
後
の
調
査
で
判
明
し
た
こ
と
を
加
筆
し

た
も
の
で
あ
る
。

注①　

�

平
井
照
敏
・
鷲
谷
七
菜
子
編
『
女
流
俳
句
の
世
界
』（
昭
和
54
年
8

月
刊　

有
斐
閣
）　

54
～
71
頁

②　

�「
細
見
綾
子
句
抄
」「
俳
句
」
昭
和
63
年
4
月
号　

68
頁

③　

�「
細
見
綾
子
論
」「
俳
句
」
昭
和
53
年
8
月
号　

65
頁

④　

�「
天
狼
」
昭
和
23
年
3
月
号　

31
頁

⑤　

�

注
④
と
同
書
。　

26
頁

⑥　

�「
風
」
昭
和
23
年
9
月
号　

30
～
31
頁

⑦　

�「
風
」
昭
和
24
年
2
月
号　

22
頁

⑧　

�「
俳
句
研
究
」
昭
和
61
年
3
月
号　

116
頁

⑨　

�

青
木
生
子
・
岩
淵
宏
子
編
『
日
本
女
子
大
に
学
ん
だ
文
学
者
た
ち
』

（
平
成
16
年
11
月
刊　

翰
林
書
房
）
215
頁
に
『
目
白
文
學
』
第
2
号

に
綾
子
が
編
集
委
員
と
し
て
名
が
載
る
こ
と
の
み
綾
野
道
江
氏
の
指

摘
が
あ
る
が
、
第
8
号
に
初
め
て
短
歌
を
発
表
し
た
こ
と
の
言
及
は

な
い
。
本
稿
が
綾
子
の
短
歌
発
表
に
つ
い
て
初
の
言
及
で
あ
る
。

⑩　

�「
國
文
目
白
」
第
四
十
一
号　

平
成
14
年
2
月
刊　

10
～
11
頁

⑪　

�

注
⑩
と
同
書
。　

14
頁

⑫　

�

注
⑨
と
同
書
。　

200
～
201
頁

⑬　

�

林
え
り
子
著
『
日
本
女
子
大
桂
華
寮
』（
昭
和
63
年
2
月
刊　

新
潮

社
）　

202
頁
（
以
下
『
桂
華
寮
』
と
略
す
）

⑭　

�「
目
白
文
學
」
第
三
号　

昭
和
2
年
6
月
刊　

編
輯
後
記

⑮　

�

注
⑧
と
同
書
。　

116
頁

⑯　

�「
風
」
昭
和
24
年
10
月
号
「
同
人
特
集
・
作
品
及
ア
ン
ケ
ー
ト
」
12

～
13
頁

⑰　

�「
學
苑
」（
昭
和
女
子
大
学　

光
葉
会
）
昭
和
34
年
11
月
号
、
35
年
1

月
号
、
37
年
1
月
号

⑱　

�

細
見
綾
子
著
『
私
の
歳
時
記
』（
昭
和
34
年
8
月
刊　

風
発
行
所
）

167
頁

⑲　

�『
折
口
信
夫
全
集
』
第
24
巻　
（
平
成
9
年
2
月
刊　

中
央
公
論
社
）　

123
頁

⑳　

�

注
⑰
と
同
書
。「
短
歌
に
お
け
る
句
読
点
と
口
語
」
昭
和
37
年
1
月　

68
・
69
頁

㉑　

�

千
野
陽
一
著
『
愛
国
・
国
防
婦
人
運
動
展
開
の
軌
跡
』（
平
成
8
年

6
月
刊　

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）　

14
頁

㉒　

�

注
⑬
と
同
書
。『
桂
華
寮
』　

202
頁

㉓　

�「
座
談
会
「
目
白
文
学
」
を
語
る
」「
目
白
文
学
」
創
刊
号
（
第
二

次
）　

昭
和
36
年
12
月
刊　

27
～
28
頁

㉔　

�

注
⑬
と
同
書
。『
桂
華
寮
』
202
頁
、『
日
本
女
子
大
学
学
園
事
典
』

（
平
成
13
年
12
月
刊　

日
本
女
子
大
学
）
325
頁

㉕　

�

上
野
さ
ち
子
著
『
女
流
俳
句
の
世
界
』（
平
成
元
年
10
月
刊　

岩
波

新
書
）　

199
頁

㉖　
�「

細
見
綾
子
ア
ル
バ
ム
」「
俳
句
研
究
」
昭
和
61
年
3
月
号　

口
絵

㉗　
�

堀
古
蝶
著
『
細
見
綾
子
聞
き
書
』（
昭
和
61
年
1
月
刊　

角
川
書
店
）　

17
頁
「
寄
宿
舎
の
寮
監
が
彼
女
（
湯
浅
）
を
良
く
知
っ
て
い
た
関
係

で
、
と
き
ど
き
女
史
が
大
学
に
顔
を
出
し
、
寮
監
の
紹
介
で
知
己
を
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得
る
こ
と
が
出
来
た
。」
と
あ
る
。

㉘　
�

注
⑬
と
同
書
。『
桂
華
寮
』
63
～
65
頁
、
沢
部
仁
美
著
『
百
合
子
、

ダ
ス
ヴ
ィ
ダ
―
ニ
ヤ
』（
平
成
2
年
2
月
刊　

文
藝
春
秋
）　

年
譜　

303
頁

㉙　

�
注
㉘
と
同
書
。『
百
合
子
、
ダ
ス
ヴ
ィ
ダ
―
ニ
ヤ
』
年
譜　

304
頁

㉚　

�
注
⑱
と
同
書
。
43
～
44
頁

㉛　

�

注
㉘
と
同
書
。『
百
合
子
、
ダ
ス
ヴ
ィ
ダ
―
ニ
ヤ
』
年
譜　

307
頁
、

昭
和
13
年
の
項
に
「
暮
れ
か
ら
山
原
鶴
の
雑
司
が
谷
の
松
寿
庵
に
同

居
」、
19
年
に
「
軽
井
沢
旧
道
に
家
を
移
す
。」
と
あ
る
の
で
そ
の
間

は
同
居
し
て
い
た
と
分
か
る
。

㉜　

�

注
㉘
と
同
書
。『
百
合
子
、
ダ
ス
ヴ
ィ
ダ
―
ニ
ヤ
』
第
六
章
「
モ
ス

ク
ワ
の
日
々
」
～
第
七
章
「
百
合
子
と
の
別
れ
」

※�

綾
子
の
句
集
所
収
の
俳
句
、
序
の
表
記
は
沢
木
太
郎
編
『
細
見
綾

子
全
句
集
』（
平
成
26
年
９
月
刊
・
角
川
文
芸
出
版
）
に
拠
る
。

そ
の
他
参
考
文
献

『
年
表　

日
本
女
子
大
学
の
100
年
』（
平
成
13
年
12
月
刊　

日
本
女
子

大
学
）

杉
橋
陽
一
著
『
剝
落
す
る
青
空
―
細
見
綾
子
論
―
』（
平
成
13
年
８

月
刊　

白
凰
社
）　　

等

�

（
い
ち
む
ら
・
え
り　

成
城
大
学
非
常
勤
講
師
）


