
は
じ
め
に

『
日
ま
は
り
』
は
昭
和
九
年
六
月
二
十
五
日
に
椎
の
木
社
か
ら
発
行
さ
れ
た

三
好
達
治
唯
一
の
短
歌
集
で
あ
る
。
こ
の
短
歌
集
に
は
四
行
分
け
短
歌
百
六
十

九
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
詩
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
三
好
だ
が
、

こ
の
短
歌
集
の
評
価
は
発
表
当
初
か
ら
二
分
さ
れ
て
い
た
。
草
飼
稔
は
、「
私

の
知
る
三
好
達
治
は
遂
に
伝
統
の
き
は
み
に
達
し
た
と
思
ふ
」
と
高
く
評
価
し

て
い
る
。
同
様
に
浅
見
淵
も
三
好
が
「
伝
統
の
上
に
立
っ
て
、
し
か
も
新
し
い

詩
」
を
目
指
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、
否
定
的
な
批
評
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
三
好
が
「
東
京
の
友
人
の
二
三
か
ら
は
、
小
生
の
歌
は
悪
評
を
蒙
つ
て

ゐ
ま
す
」（
昭
８
・

・

、
桑
原
武
夫
宛
書
簡
）
と
記
し
て
い
る
こ
と
や
、

短
歌
が
掲
載
さ
れ
た
「
作
品
」
の
「
読
者
通
信
」
に
「
感
覚
と
思
想
の
翼
が
、

こ
こ
で
は
た
し
か
に
少
し
毀
れ
て
苦
し
み
喘
い
で
ゐ
る
と
言
ふ
の
が
至
当
だ
ら

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
一

う
」
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
も
、『
日
ま
は
り
』
は
三
好
の
詩
業
に
お
い
て
一
応
の

評
価
を
与
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
積
極
的
な
地
位
は
認
め
ら

れ
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
斎
藤
正
二
の
「『
日
ま
は
り
』
は
、

三
好
達
治
と
し
て
は
、
詩
を
書
く
根
本
基
盤
を
大
い
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
時
期
の
、

試
行
錯
誤
的
営
み
の
一
つ
で
あ
つ
た
、
と
秤
量
し
得
る
」
と
い
う
指
摘
に
代
表

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
四
行
詩
と
比
較
さ
れ
た
場
合
、
四
行
分
け
短
歌
の
評
価
は

一
層
低
く
な
る
。
例
え
ば
、
短
歌
「
堀
割
の
／
夕
ぐ
れ
を
ゆ
く
艪
の
き
し
み
／

煙
突
は
み
な
／
け
む
を
な
び
か
す
」（「
作
品
」
４
巻
２
号
、
昭
８
・
２
、『
日

ま
は
り
』
収
録
）
は
四
行
詩
「
夕
暮
れ
の
堀
割
に

ほ
の
か
に
降
り
た
冬
の
霧

／
移
る
と
も
な
く
移
つ
て
行
く

一
つ
の
船
の
艪
の
軋
み
／

船
夫
の
動
き

／
岸
辺
に
た
つ
た
煙
突
の

を
ち
こ
ち
の
煙
の
な
び
き
」（「
工
場
地
帯
」
初
出

不
詳
、『

花
集
』
収
録
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

｜
｜
制
作
過
程
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

元

木

直

子



こ
の
二
編
を
比
較
し
た
阪
本
越
郎
は
「
前
者
の
空
虚
な
音
楽
に
対
し
て
、
後
者

に
は
感
覚
的
映
像
の
具
体
性
の
充
実
｜
距
離
感
と
均
衡
｜
が
感
じ
ら
れ
、
後
者

の
ほ
う
が
は
る
か
に
秀
れ
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。（
中
略
）
こ
の
場

合
の
短
歌
は
、
後
の
四
行
詩
の
デ
ッ
サ
ン
の
下
絵
ぐ
ら
い
の
価
値
し
か
み
と
め

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
四
行
詩
と
比
較
し
て
短
歌
が
劣
っ
て
い
る
と
判

断
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
『
日
ま
は
り
』
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
だ
が
、
三
好
が
自
身
の
短
歌
集
に
つ
い
て
「
歌
壇
の
若
い
人
々
か
ら
、

著
者
は
短
歌
に
就
て
は
ま
だ
手
を
そ
め
た
ば
か
り
の
一
年
生
で
、
な
ど
と
き
め

つ
け
ら
れ
た
時
は
、
ど
う
に
も
い
さ
さ
か
腹
の
虫
が
納
り
か
ね
た
の
も
ま
た
事

実
で
あ
る
」
と
力
説
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
、
三
好
に
と
っ
て
短
歌

制
作
は
重
要
な
創
作
活
動
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で

は
、
四
行
詩
集
の
間
に
短
歌
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
四
行
詩
と

同
じ
四
行
分
け
形
式
を
取
っ
て
い
る
こ
と
や
題
材
が
重
な
っ
て
い
る
た
め
に
四

行
詩
鑑
賞
の
材
料
と
し
て
、
あ
る
い
は
比
較
対
象
と
し
て
短
歌
が
用
い
ら
れ
て

き
た
。
だ
が
、
短
歌
そ
の
も
の
の
鑑
賞
を
行
い
、
ひ
い
て
は
『
日
ま
は
り
』
が

ど
の
よ
う
な
歌
集
で
あ
る
の
か
を
熟
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
日
ま
は
り
』
の
制
作
過
程
、
出
版
経
緯
を
た
ど
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
三
好
の
短
歌
制
作
の
意
義
を
考
察
す
る
。

１
、『
日
ま
は
り
』
の
出
版
経
緯

先
述
し
た
が
、
短
歌
集
『
日
ま
は
り
』
は
昭
和
九
年
六
月
に
椎
の
木
社
か
ら

刊
行
さ
れ
た
。
だ
が
実
際
は
、『
日
ま
は
り
』
の
刊
行
は
昭
和
八
年
中
に
予
定

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
発
行
社
も
江
川
書
房
と
決
定
し
て
い
た
。
で
は
な
ぜ
、

半
年
も
歌
集
上
梓
が
遅
れ
、
発
行
社
も
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事

情
を
詳
し
く
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
好
は
桑
原
武
夫
に
「
何
れ
年
末
ご
ろ
に
は
（
少
し

率
に
す
ぎ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
）
歌
集
を
一
冊
出
す
つ
も
り
」（
昭
８
・
４
・

付
書
簡
）
と
報

告
し
、
同
年
六
月
、
井
伏
鱒
二
に
も
同
様
の
内
容
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
昭
和
八
年
前
半
に
は
、
年
末
ま
で
に
歌
集
を
出
版
す
る
予
定
で
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
八
年
九
月
、
江
川
書
房
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る

雑
誌
「
本
」
に
は
、「
秋
の
出
版
予
定
」
と
し
て
「
三
好
達
治
著

向
日
葵
」

と
広
告
さ
れ
た
。
す
で
に
こ
の
時
点
で
出
版
社
は
江
川
書
房
と
決
定
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

さ
て
、
出
版
社
を
江
川
書
房
に
決
め
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
昭
和
八
年
四
月
、

「
本
」
に
三
好
が
「
水
辺
早
春
歌
」
と
題
し
四
行
分
け
短
歌
を
発
表
し
た
こ
と

に
拠
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
江
川
書
房
は
限
定
出
版
を
主
と
し
、
特

に
そ
の
装
幀
に
つ
い
て
は
「
江
川
書
房
版
の
『
途
上
』
に
用
ひ
ら
れ
た
楮
紙
な

ど
は
朴
雅
な
落
着
い
た
よ
く
内
容
に
副
つ
た
も
の
だ
と
見
て
ゐ
る
」
と
好
評
を

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
二



得
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
く
江
川
書
房
か
ら
限
定
出
版
さ
れ
た
井
伏
の
『
川
』

に
つ
い
て
も
「
中
川
一
政
氏
の
装
幀
が
大
へ
ん
良
い
」、「
近
来
に
な
い
上
出
来

だ
つ
た
」
と
褒
め
称
え
ら
れ
た
。
三
好
が
『
日
ま
は
り
』
を
江
川
書
房
か
ら
発

行
し
よ
う
と
し
た
決
め
手
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
事
ぶ
り
を
認
め
、
装
幀
を
凝
ら

し
た
、
特
別
な
短
歌
集
と
し
て
発
行
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

三
好
は
昭
和
八
年
中
の
出
版
に
向
け
て
準
備
を
進
め
、
桑
原
武
夫
に
「
や
つ

と
今
日
歌
集
の
原
稿
を
整
理
し
て
東
京
へ
送
り
ま
し
た
」（
昭
８
・

・
４
付

書
簡
）
と
報
告
し
て
い
る
。
だ
が
翌
月
、
三
好
は
「
江
川
書
房
主
人
が
病
気
で

僕
の
本
の
出
版
も
遅
れ
、
少
し
こ
ま
つ
て
ゐ
ま
す
」（
昭
８
・

・
５
付
書
簡
、

桑
原
武
夫
宛
）
と
も
ら
し
て
い
る
。
実
は
こ
の
時
、
江
川
書
房
主
人
で
あ
る
江

川
正
之
が
チ
フ
ス
を
患
っ
て
い
た
た
め
、
三
好
の
短
歌
集
の
出
版
が
遅
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

結
局
、「
三
好
達
治
氏
の
歌
集
が
江
川
書
房
か
ら
出
る
筈
で
あ
る
」（「
椎
の

木
」
３
巻
１
号
、
昭
９
・
１
）
と
宣
伝
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、「『
日
ま
は
り
』

と
い
ふ
歌
集
を
、
丸
山
君
の
序
文
、
井
伏
君
の
跋
文
つ
き
で
、
江
川
か
ら
出
る

予
定
を
変
へ
て
、
ま
た
椎
の
木
社
か
ら
出
す
。『

花
集
』
と
い
ふ
短
詩
集
を
、

こ
れ
は
四
季
社
か
ら
、
や
は
り
同
じ
頃
に
出
す
」（
昭
９
・
４
・

付
、
桑
原

武
夫
宛
書
簡
）
と
出
版
社
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
三
好
は
『
日
ま
は
り
』

の
出
版
を
江
川
書
房
か
ら
椎
の
木
社
へ
変
え
、『

花
集
』
を
四
季
社
か
ら
出

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
三

版
す
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『

花
集
』（
昭
９
・
７
・

、
四
季
社
）
の
刊

行
に
つ
い
て
で
あ
る
。
昭
和
八
年
九
月
の
「
本
」
に
は
、
椎
の
木
社
か
ら
三
好

達
治
の
『
続
南
窗
集
』
が
刊
行
さ
れ
る
と
広
告
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
『
続
南
窗

集
』
が
初
の
四
行
詩
集
『
南
窗
集
』（
昭
７
・
８
・
１
、
椎
の
木
社
）
刊
行
後

の
四
行
詩
を
収
録
し
た
『

花
集
』
に
当
た
る
。
だ
が
、
昭
和
八
年
十
一
月
四

日
付
書
簡
（
桑
原
武
夫
宛
）
で
三
好
は
「『
続
南
窗
集
』
も
近
く
ど
つ
か
か
ら

だ
す
」
と
出
版
社
に
つ
い
て
は
言
葉
を
濁
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
『

花

集
』
の
出
版
社
は
、
昭
和
八
年
秋
の
時
点
で
は
宙
に
浮
い
た
形
と
な
っ
て
い
た

と
推
測
で
き
る
。
最
終
的
に
『

花
集
』
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
四
季
社

は
、
江
川
書
房
が
雑
誌
「
四
季
」
を
発
行
す
る
た
め
に
設
立
し
た
出
版
社
で
あ

る
。
四
季
社
に
つ
い
て
は
、
江
川
正
之
が
「
私
の
病
弱
の
た
め
に
、
日
下
部
雄

一
君
の
所
へ
編
集
所
兼
発
行
所
を
設
け
、
同
君
の
尽
力
に
俟
つ
こ
と
ゝ
致
し
ま

し
た
」（「
本
」
１
号
、
昭
８
・
４
）
と
紹
介
し
て
い
る
。
日
下
部
雄
一
は

「
本
」
の
創
刊
号
に
携
わ
っ
た
編
集
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
江
川
書
房
と
四
季

社
と
は
異
名
同
体
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
季
社
か
ら
発
行
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
江
川
書
房
か
ら
の
発
行
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
椎

の
木
社
は
『
南
窗
集
』
を
椎
の
木
社
特
殊
本
の
第
一
冊
と
し
て
発
行
し
、「
日

本
ら
し
い
本
」、「
純
日
本
紙
で
綴
ら
れ
た
実
に
落
ち
つ
き
の
あ
る
体
裁
を
し
て

ゐ
る
詩
集
」
と
、
そ
の
装
幀
に
つ
い
て
は
好
評
を
得
て
い
た
。
三
好
は
、
四
行



詩
集
は
椎
の
木
社
で
、
短
歌
集
は
江
川
書
房
と
い
う
よ
う
に
区
別
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
三
好
は
、
昭
和
八
年
末
に
刊
行
予
定
だ
っ
た
『
日
ま
は
り
』
の
発
行
が

遅
れ
て
い
た
た
め
に
出
版
社
の
変
更
を
決
め
た
。
た
だ
し
、
単
な
る
変
更
で
は

な
く
、
江
川
書
房
か
ら
刊
行
予
定
だ
っ
た
『
日
ま
は
り
』
を
椎
の
木
社
に
、
一

時
は
椎
の
木
社
か
ら
の
出
版
を
考
え
て
い
た
『

花
集
』
を
四
季
社
か
ら
出
版

す
る
と
い
う
交
換
の
形
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。

つ
い
に
昭
和
九
年
五
月
、「
椎
の
木
」
で
「
三
好
達
治
君
の
歌
集
を
椎
の
木

社
か
ら
出
す
こ
と
に
な
つ
た
」
と
公
表
さ
れ
た
。
同
号
の
広
告
に
も
「
三
好
達

治
著
萩
原
朔
太
郎
装
字
井
伏
鱒
二
丸
山
薫
序
短
歌
集
日
ま
は
り
」
と
銘
打
た
れ

「
刊
行
五
月
中
旬
」
と
書
か
れ
た
。
だ
が
、
翌
号
で
は
「
丸
山
薫
序
井
伏
鱒
二

跋
」
と
訂
正
さ
れ
、「
刊
行
六
月
下
旬
」
と
広
告
さ
れ
直
し
た
。
こ
の
時
三
好

が
井
伏
に
宛
て
た
五
月
十
六
日
付
書
簡
に
よ
る
と
「
跋
文
は
今
日
椎
の
木
社
よ

り
校
正
刷
り
で
廻
送
を
う
け
、
と
も
か
く
組
ん
で
み
た
が
｜
｜
ど
う
す
る
？

と
い
ふ
の
で
、
も
う
一
度
考
へ
て
み
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
、
今
度
は
や
め
て

お
い
て
、
ま
た
次
の
機
会
ま
で
延
ば
し
て
も
い
い
や
う
に
愚
考
し
て
ゐ
ま
す
」

と
相
談
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
か
ら
井
伏
の
跋
文
は
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、

結
局
見
合
わ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
よ
う
や
く
『
日
ま

は
り
』
は
椎
の
木
社
か
ら
昭
和
九
年
六
月
十
八
日
印
刷
、
二
十
五
日
発
行
の
運

び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
好
が
『
日
ま
は
り
』
を
特
別
な
歌
集
と
考
え
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
、
江
川
書
房
か
ら
の
出
版
は
叶
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、

椎
の
木
社
か
ら
三
百
部
限
定
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
萩
原
朔
太
郎
の

「
装
字
」
が
付
さ
れ
、「
白
い
装
幀
、
黄
色
い
題
字
、
を
大
変
好
ま
し
く
思
ひ
ま

し
た
」
と
受
け
取
ら
れ
た
よ
う
に
、
装
幀
に
凝
っ
た
短
歌
集
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

２
、
井
伏
鱒
二
『
川
』
と
の
関
係

『
日
ま
は
り
』
に
は
丸
山
薫
の
序
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
井
伏
鱒
二
も
序
文
を
付
す
予
定
を
し
て
い
た
が
、
跋
文
に
変
更
と
な
り
、

結
局
出
版
間
近
で
省
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
は
、
三
好
は
歌
集
上
梓
を
考

え
た
と
き
、
井
伏
に
書
簡
で
真
っ
先
に
「
そ
の
節
は
貴
兄
に
序
文
を
書
い
て
頂

き
た
い
。
こ
れ
は
先
般
来
、
僕
の
方
で
は
確
定
し
て
ゐ
る
予
定
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
是
非
御
承
引
下
さ
る
様
予
め
お
願
ひ
い
た
し
て
を
き
ま
す
」（
昭
８
・
６
、

日
付
不
詳
）
と
そ
の
序
文
を
依
頼
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
三

好
が
自
身
の
短
歌
集
に
井
伏
の
序
文
を
付
す
と
い
う
、「
先
般
来
、
僕
の
方
で

は
確
定
し
て
ゐ
る
予
定
」
と
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
好
と
井
伏
の
交
流
は
涌
田
佑
氏
編
の
『
井
伏
鱒
二
事
典
』
に
よ
る
と
「
昭

和
六
年
六
月
頃
か
ら
で
当
時
、
三
好
は
杉
並
区
天
沼
二
六
四
（
現
・
天
沼
二
｜

三
〇
｜
一
〇
｜
一
一
号
）、
ジ
ャ
ン
ヌ
滋
野
宅
に
下
宿
し
て
お
り
、
井
伏
の
住

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
四



居
と
近
か
っ
た
の
で
交
際
が
始
ま
り
」、「
生
涯
に
わ
た
っ
て
親
交
が
続
」
い
た

と
い
う
。
二
人
の
関
係
は
、『
南
窗
集
』
の
出
版
以
後
、
互
い
の
作
品
を
雑
誌

や
書
簡
を
通
じ
て
評
価
し
合
う
仲
だ
っ
た
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
三
好
と
井
伏
の
交
流
の
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
井
伏

宛
書
簡
（
昭
８
・
１
・
１
）
で
あ
る
。

貴
兄
の

川

は
も
う
出
来
上
り
ま
し
た
か
。

そ
れ
に
就
て
、
僕
は
今
度

作
品

に

神
崎
川
附
近

と
題
し
て
短
歌

を
十
五
ば
か
り
書
き
ま
し
た
、
も
し
そ
れ
が
貴
家
の
御
気
に
入
れ
ば
、
い

つ
ぞ
や
仰
し
や
つ
て
ゐ
た
御
言
葉
に
甘
え
て
、
そ
ん
な
風
な
歌
の
幾
つ
か

を
、
あ
の
時
仰
し
や
つ
て
ゐ
た
序
文
の
代
り
と
し
て
、
貴
兄
に
さ
さ
げ
よ

う
か
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。

井
伏
の
『
川
』
は
、
昭
和
七
年
十
月
二
十
日
に
江
川
書
房
か
ら
限
定
出
版
さ
れ

た
。
こ
の
『
川
』
を
契
機
と
し
て
、
三
好
は
昭
和
八
年
二
月
の
「
作
品
」
に

「
神
崎
川
附
近
」
と
題
し
た
四
行
分
け
短
歌
を
掲
載
し
た
と
い
う
。「
十
五
ば
か

り
」
と
あ
る
が
実
際
は
十
二
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
書
簡
が

出
さ
れ
る
以
前
に
井
伏
が
三
好
に
序
文
執
筆
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。「
あ
の

時
仰
し
や
つ
て
ゐ
た
序
文
の
代
り
」
に
三
好
は
井
伏
に
四
行
分
け
短
歌
を
捧
げ

た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
計
画
は
現
実
と
な
り
、
昭
和
八
年
五
月

三
十
一
日
に
椎
の
木
社
か
ら
、
三
好
の
『
南
窗
集
』
に
続
く
、
椎
の
木
社
特
殊

本
の
二
冊
目
と
し
て
発
行
さ
れ
た
井
伏
の
『
随
筆
』
の
序
文
に
三
好
の
四
行
分

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
五

け
短
歌
が
付
さ
れ
た
。
こ
の
短
歌
は
ま
さ
に
書
簡
で
述
べ
た
昭
和
八
年
二
月
の

「
作
品
」
に
発
表
し
た
短
歌
十
二
首
の
中
の
五
首
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経

緯
を
経
て
、
三
好
は
井
伏
に
次
の
作
品
集
、
つ
ま
り
『
日
ま
は
り
』
の
序
文
を

依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
三
好
に
と
っ
て
『
日
ま
は
り
』
の
序
文
を
井
伏
に
執
筆

し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
三
好
の
短
歌
が
井
伏
の
『
随
筆
』
の
序
文
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
「
先
般
来
、
僕
の
方
で
は
確
定
し
て
ゐ
る
予
定
」
と
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。

ま
た
、
先
の
書
簡
で
重
視
し
た
い
の
は
、
井
伏
の
『
川
』
を
き
っ
か
け
に
し

て
三
好
が
短
歌
「
神
崎
川
附
近
」
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
好
が
触

発
さ
れ
た
井
伏
の
『
川
』
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
作
品
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
川
』
は
四
つ
の
作
品
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
「
川
沿
ひ
の
実
写

風
景
」（「
文

春
秋
」
９
巻
９
号
、
昭
６
・
９
）、「
川
｜
そ
の
川
沿
ひ
の
実
写

風
景
」（『
中
央
公
論
』

巻

号
、
昭
６
・

）、「
洪
水
前
後
」（「
新
潮
」

巻
１
号
、
昭
７
・
１
）、「
そ
の
地
帯
に
お
け
る
ロ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
」（『
新
潮
』

巻
５
号
、
昭
７
・
５
）
の
四
編
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
作
品
を
ま
と
め
た
『
川
』

は
、
一
つ
の
川
の
周
辺
に
住
む
人
々
の
生
活
を
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
描
い
た
作

品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
対
し
て
、
井
伏
は
、

そ
の
出
来
栄
え
は
別
と
し
て
、
私
は
川
の
な
が
れ
て
行
く
へ
う
べ
う
た
る

姿
を
見
と
ど
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
苦
渋
に
充
ち
た
幾
つ
も

の
道
具
だ
て
が
、
物
語
の
形
式
を
踏
襲
し
て
ゐ
る
結
果
、
私
の
期
待
を
裏



切
つ
て
、
こ
の
川
の
沿
岸
に
住
む
不
幸
な
人
た
ち
を
素
描
す
る
目
的
で
あ

つ
た
と
思
は
れ
る
か
も
し
れ
な
い
だ
ら
う
。
私
は
そ
れ
以
外
の
方
法
が
見

つ
か
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

と
、『
川
』
の
成
り
立
ち
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、『
川
』
刊
行
当
時
、
河
上
徹

太
郎
は
「
井
伏
の
小
説
の
帯
び
た
独
特
の
色
彩
の
数
々
が
、
総
て
挿
話
的
な
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
以
て
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
。
彼
の
小
説
の
書
割
の
様
な
小
説
で
あ

る
」
と
指
摘
し
、
林
芙
美
子
は
「
ペ
ン
キ
塗
り
の
家
が
川
添
ひ
に
立
つ
て
ゐ
て

も
、
そ
れ
が
墨
絵
の
感
じ
に
頭
に
這
つ
て
来
ま
す
。
上
流
の
鳶
の
ゐ
る
風
景
は
、

大
き
な
日
本
画
を
見
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
で
し
た
」
と
い
う
感
想
を
示
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
井
伏
の
意
図
や
同
時
代
評
か
ら
、『
川
』
は
風
景
を
絵
の
よ
う

に
描
写
し
、
そ
の
場
面
を
次
々
と
繋
げ
て
い
く
と
い
う
作
品
に
な
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
三
好
の
書
簡
は
昭
和
八
年
一
月
一
日
付
け
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
時
点
で
三
好
は
「
貴
兄
の

川

は
も
う
出
来
上
り
ま
し
た
か
」
と
聞
い

て
い
る
。
だ
が
、
す
で
に
『
川
』
は
昭
和
七
年
十
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
三
好
は
書
簡
を
書
い
た
時
点
で
は
、
井
伏
の
『
川
』
を
実
際
に
入
手
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
三
好
と
井
伏
の
書
簡
の
遣
り
取
り
や
交

流
状
況
か
ら
、
三
好
が
井
伏
の
作
品
を
初
出
の
段
階
で
眼
に
し
て
い
た
こ
と
は

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
四
行
分
け
短
歌
「
神
崎
川
附
近
」
は
井

伏
の
「
川
」
を
き
っ
か
け
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
井
伏
が
架

空
の
川
を
中
心
と
し
た
作
品
を
創
作
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
三
好
は
実
際
の
川
、

神
崎
川
を
取
り
上
げ
て
短
歌
を
作
り
出
し
た
と
い
え
よ
う
。
実
は
昭
和
七
年
末

か
ら
三
好
は
大
阪
の
実
家
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
日
ま
は
り
』
に
は
「
神
崎
川
附
近
」
と
題
し
て
九
十
七
首
の
短
歌
が
収
め

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
神
崎
川
と
は
三
好
の
実
家
の
あ
る
大
阪
市
西
淀
川
区
大

和
田
町
の
北
を
流
れ
る
川
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
短
歌
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和

八
年
二
月
か
ら
五
月
で
あ
る
か
ら
、
三
好
の
滞
在
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
短
歌
で
は
、

色
ふ
り
し

富
士
紡
績
の
煉
瓦
塀

そ
の
裏
路
を

オ
ー
ト
バ
イ
行
く

（「
作
品
」
４
巻
２
号
、
昭
８
・
２
）

善
念
寺

い
て
ふ
古
り
た
る
こ
の
寺
に

人
を
た
ば
か
る

狸
す
む
て
ふ

（「
本
」
１
号
、
昭
８
・
４
）

が
好
例
だ
ろ
う
。
最
初
の
短
歌
の
「
富
士
紡
績
」
は
、
三
好
が
大
阪
滞
在
中
に

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
六



「
向
ひ
側
の
土
手
に
そ
つ
て
、

紡
績
の
赤
煉
瓦
の
工
場
が
あ
る
」
と
書
き
残

し
た
よ
う
に
実
景
を
眼
に
し
て
い
る
。
こ
の
工
場
は
、
大
正
五
年
七
月
に
創
立

さ
れ
た
日
本
紡
織
会
社
を
、
富
士
紡
績
が
大
正
十
二
年
三
月
に
吸
収
合
併
し
た

紡
績
工
場
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
短
歌
の
「
善
念
寺
」
は
、
真
宗
本
願
寺
派
の

寺
院
で
大
和
田
町
内
に
あ
る
。『
西
淀
川
区
勢
』
に
は
「
照
耀
山
と
称
す
八
木

高
重
な
る
者
本
願
寺
蓮
如
法
主
の
直
弟
と
な
り
法
名
教
通
と
改
め
文
明
七
年
の

創
建
な
れ
ど
初
め
道
場
な
り
し
に
や
寛
永
七
年
五
月
十
七
日
寺
号
を
受
く
現
在

の
本
堂
は
天
保
十
四
年
の
建
立
な
り
と
ぞ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
三
好
は
善

念
寺
境
内
に
住
む
と
い
う
狸
を
題
材
に
し
て
描
い
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
同

書
に
は
「
因
に
云
ふ
当
山
第
十
一
世
教
山
は
小
曽
根
村
常
光
寺
住
持
泰
厳
の
門

人
に
し
て
儒
学
に
も
造
詣
せ
り
と
或
時
法
座
に
出
で
て
話
中
古
詩
を
引
け
る
に

半
以
下
皆
忘
る
一
考
忽
に
し
て
咏
吟
し
去
れ
る
に
ぞ
後
に
て
人
其
詩
を
問
ひ
し

に
否
古
詩
に
あ
ら
ず
自
詠
な
り
と
云
ひ
し
由
」
と
い
う
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
三
好
は
こ
の
逸
話
か
ら
住
職
を
「
人
を
た
ば
か
る
狸
」
と
喩
え
た
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
神
崎
川
附
近
」
と
同
様
に
、『
日
ま
は
り
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
「
信
濃
路
」「
発
哺
温
泉
に
て
」「
上
林
温
泉
に
て
」
に
も
実
名
が
登
場

す
る
。
こ
れ
は
三
好
が
昭
和
八
年
七
月
か
ら
信
州
発
哺
温
泉
及
び
上
林
温
泉
に

滞
在
し
て
短
歌
を
制
作
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
神
崎
川
附
近
」
以
前
に
発
表
さ
れ
た
「
続
南
窗
集
か
ら
」

（「
作
品
」
３
巻

号

号
、
昭
７
・

）
に
は
具
体
的
な
地
名
、
実
名

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
七

は
登
場
し
な
い
。
ま
た
「
白
骨
温
泉
に
て
」（「
作
品
」
４
巻
１
号
、
昭
８
・

１
）
は
、
三
好
が
信
州
白
骨
温
泉
湯
本
樓
に
滞
在
し
て
い
た
の
が
昭
和
五
年
九

月
末
か
ら
十
月
末
の
た
め
、
発
表
時
期
と
は
重
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、「
白
骨

温
泉
に
て
」
に
は
地
名
が
明
記
さ
れ
た
短
歌
は
十
二
首
中
一
首
だ
け
あ
る
が
、

他
の
短
歌
は
「
落
葉
松
の
林
に
入
り
ぬ
／
繍
眼
兒
ら
は
／
わ
れ
を
さ
け
つ
つ
／

枝
う
つ
り
す
る
」「
も
ろ
も
ろ
の
／
想
ひ
の
は
て
よ
／
落
葉
松
の
し
づ
枝
に
た

ち
て
／
松
の
香
を
か
ぐ
」「
こ
れ
や
こ
の
／
さ
や
か
に
胸
に
し
の
び
い
る
／
落

葉
松
の
香
に
／
に
し
恋
も
が
な
」
の
よ
う
に
〈
落
葉
松

を
扱
う
短
歌
三
首
が

並
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
〈
薪
を
割
る
人

を
扱
う
短
歌
二
首
、〈
狐
啼

く

を
扱
う
短
歌
三
首
、〈
熊

を
扱
う
短
歌
二
首
と
い
う
よ
う
に
特
徴
の
あ

る
掲
載
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
「
白
骨
温
泉
に
て
」
以

外
で
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、「
を
り
ふ
し
の
歌
」
は
雑
誌
発
表
さ
れ
ず
、
制

作
時
期
も
不
明
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
昭
和
八
年
一
月
一
日
付
の
井
伏
宛
書
簡
か
ら
『
日
ま
は

り
』
刊
行
ま
で
に
雑
誌
発
表
さ
れ
た
の
は
「
神
崎
川
附
近
」
だ
け
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
さ
に
「
神
崎
川
附
近
」
こ
そ
が
井
伏
の
『
川
』
か
ら
、
川
を
主
題

の
中
心
に
据
え
る
と
い
う
手
法
の
影
響
を
受
け
た
作
品
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ

が
、
井
伏
と
の
違
い
は
、
三
好
が
神
崎
川
と
い
う
実
在
す
る
川
の
周
辺
の
出
来

事
を
短
歌
で
描
い
た
こ
と
で
あ
る
。
実
景
を
眼
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
作

品
が
写
実
的
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
音
や
香
り
、
風
、
気
温
な
ど
を
感
じ



る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
景
の
中
で
生
活
す
る
人
々
が

「
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
速
度
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
情
を
見
せ
て
」
い
る
こ
と
を

三
好
は
「
そ
れ
ら
の
些
細
な
様
子
ま
で
憑
か
れ
た
や
う
に
注
意
を
集
め
て
眺
め

て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
三
好
は
独
自
の
視
点
を
以
て
実
景
と
そ
こ
か
ら
感
じ
ら

れ
る
感
覚
を
短
歌
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
神
崎
川
附
近
」
の
短

歌
は
『
日
ま
は
り
』
の
全
短
歌
百
六
十
九
首
中
、
九
十
七
首
を
占
め
、
こ
の
短

歌
集
の
中
心
を
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
三
好
が
「
川
」
か
ら
手
が
か
り
を

得
た
手
法
を
駆
使
し
て
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
窺
え
る
。

３
、
三
好
の
短
歌
観
と
『
日
ま
は
り
』

ま
ず
、
先
述
し
た
「
を
り
ふ
し
の
歌
」
に
含
ま
れ
て
い
る
二
首
に
注
目
し
た

い
。
そ
れ
は
、
制
作
時
期
を
窺
わ
せ
る
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
三
好
が
そ
の
言
葉
を
短
歌
集
の
題
名
に
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
で

は
そ
の
短
歌
二
首
を
以
下
に
挙
げ
る
。

柿
の
花

狭
筵
に
散
る
春
の
日
の

少
年
の
日
も

人
を
恋
ひ
ゐ
し

火
食
鳥

土
を
啄
む
網
の
外
に

幾
輪
咲
き
し

向
日
葵
の
花

三
好
は
「
歌
集
の
名
は
、
柿
の
花

と
し
よ
う
か

向
日
葵

と
し
よ
う
か
、

そ
ん
な
こ
と
を
思
ひ
案
じ
て
を
り
ま
す
が
、
或
い
は
も
つ
と
い
い
名
を
思
ひ
つ

く
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」（
昭
８
・
６
、
日
付
不
詳
、
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
）
と

「
柿
の
花
」、「
向
日
葵
」
の
候
補
を
挙
げ
て
思
案
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
少
な

く
と
も
こ
の
二
首
は
昭
和
八
年
六
月
以
前
に
制
作
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
翌
月
、
三
好
は
「
歌
集
の
題
は

向
日
葵

と
し
ま
し
た
、
こ
の
野
趣

あ
る
植
物
の
ハ
イ
カ
ラ
な
と
こ
ろ
を
き
か
せ
た
い
積
り
」（
昭
８
・
７
・

、

井
伏
鱒
二
宛
書
簡
）
と
、
歌
集
名
を
「
向
日
葵
」
に
決
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
次
に
、
こ
の
歌
集
名
に
込
め
ら
れ
た
三
好
の
短
歌
へ
の
想
い
を
探
り
た
い
。

ま
ず
、
も
う
一
つ
の
題
名
候
補
と
し
て
挙
が
っ
た
「
柿
の
花

」
の
短
歌

に
は
「
少
年
の
日
」
と
い
う
語
句
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
山
果
集
』（
昭

・

・
７
、
四
季
社
）
に
は
「
日
ま
は
り
」
と
題
す
る
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。

日
ま
は
り

日
ま
は
り

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
八



そ
の
花
弁
の
海

そ
の
蕋
の
陸

若
か
り
し
日
の

夢
の
総
計

（
初
出
不
詳
）

こ
の
詩
の
第
四
行
に
は
「
若
か
り
し
日
の

夢
の
総
計
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
艸
千
里
』（
昭

・
７
・

、
四
季
社
）
拾
遺
と
し
て
「
日
ま
は

り
」
と
い
う
詩
が
『
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
に
は
「
日
ま
は
り

／
若
き
日
の
わ
が
夢
の
か
ず
か
ず
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
測

す
る
に
、
三
好
は
短
歌
集
に
少
年
だ
っ
た
若
き
日
の
夢
を
連
想
さ
せ
る
題
名
を

考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
そ
の
想
い
を
適
切
に
表
し
て
い
る
向
日

葵
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
日
ま
は
り
』
は
少
年
の
日
の
夢
を
託

し
た
歌
集
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
少
年
の
日
の
夢
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
三

好
は
少
年
時
代
、
俳
句
を
嗜
ん
だ
後
、
短
歌
に
傾
倒
し
た
。
三
好
は
短
歌
に
つ

い
て
「
詩
書
歌
書
を
読
み
始
め
た
の
は
凡
そ
大
正
十
年
頃
」
で
、
高
校
入
学
後
、

「
私
は
若
山
牧
水
が
最
も
好
き
で
、
牧
水
の
や
う
な
短
歌
を
作
り
牧
水
の
や
う

な
歌
人
に
な
り
た
い
も
の
だ
と
念
願
し
た
が
、
あ
の
ゆ
つ
た
り
と
し
た
素
樸
な

哀
切
な
歌
の
調
子
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ

た
」
と
回
顧
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
少
年
の
日
の
夢
と
は
こ
の
よ
う
な
経
験
を

指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

七
九

そ
の
後
、
三
好
は
「
凡
そ
現
代
の
歌
壇
を
風
靡
し
て
ゐ
る
風
潮
は
ア
ラ
ラ
ギ

一
派
の
静
観
的
写
生
的
の
歌
風
、
及
び
直
接
間
接
そ
の
影
響
を
蒙
れ
る
、
諸
家

の
準
ア
ラ
ラ
ギ
的
歌
風
、
こ
の
両
者
を
挙
ぐ
れ
ば
、
既
に
十
中
の
八
九
を
尽
し

た
か
の
観
が
あ
る
」
と
歌
壇
に
お
け
る
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
影
響
を
指
摘
し
た
。
こ

の
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
写
生
に
つ
い
て
、
三
好
は
「
主
観
を
抑
制
し
て
、
そ
の
静
観

的
な
、
内
省
的
な
、
対
象
の
把
握
と
描
写
の
う
ち
に
、
抑
制
さ
れ
た
主
観
を
、

逆
に
、
主
観
の
抑
制
さ
れ
た
張
力
に
よ
つ
て
打
出
さ
う
と
す
る
、
一
種
意
志
的

な
、
意
図
的
な
、
そ
の
意
味
で
意
識
的
な
、
詩
法
の
謂
に
外
な
ら
な
い
。
先
に

も
屡
々
繰
か
へ
し
た
如
く
、
私
は
こ
の
詩
法
を
軽
ん
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
と

敬
意
を
表
し
て
い
る
。
だ
が
、「
短
歌
そ
の
も
の
の
本
質
、
ポ
エ
ジ
イ
と
し
て

の
そ
の
性
格
を
考
へ
る
と
き
、
先
に
詩
人
と
し
て
推
重
し
敬
愛
し
た
彼
ら
の
態

度
も
、
そ
の
彼
ら
の
択
ん
だ
詩
法
も
、
共
に
私
を
し
て
十
分
な
満
足
を
覚
え
し

め
な
い
」
と
い
う
不
満
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
好
の
い
う
「
短

歌
の
本
質
、
短
歌
の
性
格
」
で
あ
る
「
ポ
エ
ジ
イ
」
と
は
、「
三
十
一
文
字
の

形
式
」
で
あ
り
、「
概
念
的
な
説
明
で
は
、
捕
捉
し
え
な
い
問
題
」
故
に
こ
そ

「
ポ
エ
ジ
イ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
三
好
は
短
歌
を

「
詠
嘆
的
な
、
流
露
的
な
、
主
観
の
直
接
な
抒
情
歌
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
か

ら
こ
そ
、「
ポ
エ
ジ
イ
」
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

『
日
ま
は
り
』
が
刊
行
さ
れ
る
前
後
の
歌
壇
は
、
ア
ラ
ラ
ギ
派
が
主
流
と
な

っ
て
い
た
が
、
同
時
に
写
生
短
歌
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
状
態
で
も
あ
っ
た
。



こ
の
ア
ラ
ラ
ギ
派
に
対
抗
す
る
形
で
、
自
由
律
短
歌
、
口
語
短
歌
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
短
歌
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
短
歌
の
散
文
化
の

問
題
が
持
ち
上
が
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
歌
壇
に
あ
っ
て
、
三
好
は
ア
ラ
ラ

ギ
派
の
写
生
を
支
持
し
な
が
ら
、
ア
ラ
ラ
ギ
派
に
足
り
な
い
三
十
一
文
字
の
定

型
の
魅
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
短
歌
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
そ
れ
は
三
好
が
万
葉
集
を
挙
げ
て
、「
何
よ
り
も
先

に
歌
が
あ
る
。
一
つ
の
形
の
ポ
エ
ジ
イ
が
、
十
全
な
意
味
で
生
か
さ
れ
た
、
自

由
の
喜
び
が
あ
る
」
と
し
た
精
神
で
あ
り
、「
詩
歌
と
し
て
の
発
生
的
な
、
青

春
的
な
、
う
ぶ
な
も
の
」
こ
そ
が
三
好
の
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
た
「
ポ
エ
ジ

イ
」
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
三
好
の
短
歌
観
で
作
り
出
さ
れ
た
の
が
『
日
ま
は
り
』
で
あ

り
、
こ
の
短
歌
集
の
標
題
紙
に
は
以
下
の
よ
う
な
短
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
跫
音

路
を
う
つ
わ
が
杖
の
音

わ
れ
は
聴
く

わ
が
生
の
音
づ
れ

こ
の
短
歌
が
『
日
ま
は
り
』
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の

短
歌
は
、
第
一
行
の
「
わ
が
」、
第
三
行
の
「
わ
れ
」、
第
四
行
の
「
わ
が
」
と

行
頭
に
「
わ
」
の
音
を
持
っ
て
く
る
こ
と
で
、
視
覚
的
に
韻
を
踏
ま
せ
て
い
る
。

ま
た
「
わ
」
の
多
用
に
よ
っ
て
リ
ズ
ム
も
生
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
一
行

の
「
跫
音
」、
第
二
行
の
「
杖
の
音
」、
第
三
行
の
「
聴
く
」、
第
四
行
の
「
音

づ
れ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
音
を
意
識
さ
せ
る
。
短
歌
の
内
容
は
、「
わ
れ
」
が
歩
い

て
き
た
音
、
即
ち
そ
れ
が
生
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
短
歌

に
三
好
の
短
歌
集
に
対
す
る
考
え
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
三
好

は
少
年
の
頃
か
ら
短
歌
に
親
し
ん
で
き
た
経
験
と
独
自
の
短
歌
観
に
基
づ
き
、

定
型
を
守
り
、
音
を
重
視
し
た
、「
ポ
エ
ジ
イ
」
の
感
じ
ら
れ
る
作
品
を
作
り

上
げ
よ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
。

４
、「
神
崎
川
付
近
」
に
つ
い
て

『
日
ま
は
り
』
は
、「
ポ
エ
ジ
イ
」
を
引
き
出
そ
う
と
試
み
た
短
歌
集
で
あ
る
。

ま
た
井
伏
鱒
二
の
「
川
」
の
影
響
を
受
け
て
最
初
に
描
か
れ
た
の
が
「
神
崎
川

付
近
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
神
崎
川
付
近
」
の
短
歌
に
つ
い
て
、
標
題
詩

の
よ
う
に
行
頭
に
韻
を
踏
ん
で
い
る
短
歌
、
音
を
感
じ
さ
せ
る
短
歌
を
そ
れ
ぞ

れ
見
て
い
く
。

ま
ず
、
行
頭
に
韻
を
踏
ん
で
い
る
短
歌
を
挙
げ
る
。

春
の
野
は

堤
に
来
り

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

八
〇



は
は
そ
は
の
母
ぢ
や
と

嫁
菜
摘
ま
ま
く
な
り
ぬ

（「
作
品
」
４
巻
５
号
、
昭
８
・
５
）

女
き
て

橋
の
て
す
り
に
も
の
干
せ
り

煙
の
な
が
れ

は
や
き
春
の
日

（「
本
」
１
号
、
昭
８
・
４
）

最
初
の
短
歌
は
第
一
行
と
第
三
行
の
行
頭
に
同
じ
音
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
第

一
行
目
「
春
の
野
は
」
の
「
は
」
と
第
三
行
目
「
は
は
そ
は
の
母
ぢ
や
と
」
の

「
は
」
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
短
歌
は
、
第
二
行
目
「
橋
の
て
す
り
に
も
の
干

せ
り
」
の
行
頭
「
は
」
と
第
四
行
目
「
は
や
き
春
の
日
」
の
行
頭
「
は
」
が
同

じ
音
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
短
歌
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

第
一
行
と
第
三
行
、
あ
る
い
は
第
二
行
と
第
四
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
頭
に
同
じ

音
を
置
く
こ
と
で
短
歌
に
リ
ズ
ム
感
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
以
下
の
短
歌

を
見
て
み
る
。

氷
挽
く

鋸
の
音
い
さ
ぎ
よ
き

氷
室
の
軒
を

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

八
一

い
づ
る
つ
ば
く
ら

（
初
出
不
詳
）

こ
の
短
歌
の
第
一
行
目
「
氷
挽
く
」
と
第
三
行
目
「
氷
室
の
軒
を
」
の
行
頭
は

「
こ
お
り
」「
ひ
む
ろ
」
で
あ
っ
て
、
同
じ
音
で
は
な
い
が
、「
氷
」
と
い
う
文

字
が
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
読
み
手
の
視
覚
に
訴
え
る
よ
う
に
置
か
れ
て
い

る
。
ま
た
先
に
挙
げ
た
「
春
の
野
は

」
の
短
歌
で
「
嫁
」「
母
」
と
い
う

言
葉
も
意
図
的
に
使
わ
れ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

次
に
音
が
感
じ
ら
れ
る
短
歌
を
見
て
い
く
。

曳
船
の

音
は
か
す
か
に

は
た
は
た
と

森
の
あ
な
た
を

移
り
ゆ
き
け
り

（「
作
品
」
４
巻
３
号
、
昭
８
・
３
）

花
咲
け
る
椿
の
蔭
に

さ
く
さ
く
と

林
檎
を
噛
め
る

馬
方
ふ
た
り

（「
作
品
」
４
巻
５
号
、
昭
８
・
５
）

は
つ
は
つ
と



モ
ー
タ
ー
の
音
い
そ
が
し
く

錨
を
捲
け
り

浚
渫
船
は

（「
作
品
」
４
巻
５
号
、
昭
８
・
５
）

最
初
の
短
歌
は
「
曳
船
の

音
は
か
す
か
に
／
は
た
は
た
と
」
と
い
う
よ
う
に

二
行
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
次
の
短
歌
は
「
さ
く
さ
く
と
／
林
檎
を
噛

め
る
」、
最
後
は
「
は
つ
は
つ
と
／
モ
ー
タ
ー
の
音
い
そ
が
し
く
」
と
最
初
の

短
歌
と
同
様
に
、
二
行
に
わ
た
っ
て
「
林
檎
を
噛
」
む
時
の
「
さ
く
さ
く
と
」

や
「
モ
ー
タ
ー
音
」
の
「
は
つ
は
つ
と
」
と
い
っ
た
音
の
表
現
を
加
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
擬
音
語
の
使
用
に
よ
っ
て
臨
場
感
が
増
す
と
い
え
よ
う
。
音
を
感
じ
さ

せ
る
短
歌
は
他
に
鳥
の
鳴
き
声
を
表
し
て
い
る
表
現
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
雲

雀
囀
る
」、「
つ
ば
く
ら
の
子
が
親
を
よ
ぶ
」
等
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
三
つ

の
短
歌
は
二
行
に
わ
た
っ
て
音
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
好
が
注
目
し
、

強
調
し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
こ
に
三
好
独
自

の
視
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
技
法
を
駆
使
し
た
と
考
え
ら
れ
る
短
歌
を
以
下
に
挙
げ
る
。

淡
雪
や

う
づ
の
み
づ
兒
の
宮
詣
で

う
ぶ
衣
の
き
ぬ
の

さ
や
さ
や
な
る
も

（「
作
品
」
４
巻
３
号
、
昭
８
・
３
）

ま
ず
、
第
二
行
目
「
う
づ
の
み
づ
兒
の
宮
詣
で
」
と
第
三
行
目
「
う
ぶ
衣
の
き

ぬ
の
」
の
行
頭
「
う
」
が
韻
を
踏
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
第
二
行
か
ら
第
三
行
に

わ
た
っ
て
「
の
」
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
三
行
か
ら
第
四
行
に
か
け
て
、「
う
ぶ
衣
の
き
ぬ
の
／
さ
や
さ
や
な

る
も
」
と
い
う
音
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ズ
ム
や
音
だ
け
で
な
く
、

「
淡
雪
」
の
は
か
な
さ
や
「
う
ぶ
衣
」
の
清
ら
か
さ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
こ
の

短
歌
を
素
朴
で
落
ち
着
い
た
印
象
に
仕
上
げ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
韻
を
踏
む
よ
う
に
作
ら
れ
た
短
歌
、
音
を
感
じ
さ
せ
る
短

歌
を
見
て
き
た
。
三
好
の
短
歌
は
風
景
の
描
写
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
短

歌
か
ら
は
、
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
、
そ
の
場
の
臨
場
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
三

好
が
目
指
し
た
「
ポ
エ
ジ
イ
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
短
歌
に
表
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、『
日
ま
は
り
』
の
「
神
崎
川
附
近
」
は
三
好
が
井
伏
鱒
二

の
「
川
」
に
触
発
さ
れ
て
制
作
し
た
短
歌
だ
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
た
。
三
好

は
神
崎
川
周
辺
の
実
景
を
基
に
、「
ポ
エ
ジ
イ
」
溢
れ
る
短
歌
を
目
指
し
て
表

現
を
駆
使
し
て
い
る
。

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

八
二



こ
れ
ら
の
短
歌
に
つ
い
て
、
表
現
だ
け
で
な
く
、
四
行
分
け
短
歌
と
い
う
形

式
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。『
日
ま
は
り
』
に
は
、
行
頭
に

同
じ
文
字
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
韻
を
踏
ん
で
い
る
短
歌
が
あ
る
。
視
覚
的
に

は
も
ち
ろ
ん
、
同
一
表
記
で
は
な
く
て
も
、
読
み
が
同
じ
な
ら
ば
聴
覚
的
に
韻

を
踏
む
こ
と
に
な
り
、
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
一
行
か
ら
第

四
行
ま
で
の
行
分
け
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
定
型

の
良
さ
で
あ
る
音
の
重
視
、
ひ
い
て
は
「
ポ
エ
ジ
イ
」
を
感
じ
さ
せ
る
に
は
、

四
行
と
い
う
形
式
が
三
好
の
意
図
と
合
致
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
短

歌
を
四
行
に
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
短
歌
に
必
然
的
に
三
つ
の
区
切
れ
を
作

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
区
切
れ
に
よ
っ
て
余
韻
が
生
ま
れ
、
三
好
の
短
歌
に

深
み
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

『
日
ま
は
り
』
は
三
好
の
四
行
詩
時
代
の
間
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
期

の
三
好
に
と
っ
て
短
歌
に
ま
で
四
行
分
け
と
い
う
形
式
を
用
い
た
こ
と
は
、
四

行
分
け
形
式
の
利
点
を
証
明
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
逆
に
三
好

の
短
歌
観
に
基
づ
い
た
短
歌
を
最
も
的
確
に
表
現
で
き
る
形
式
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
日
ま
は
り
』
の
短
歌
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

三
好
は
四
行
分
け
形
式
を
用
い
、
一
行
書
き
で
は
表
せ
な
い
頭
韻
に
よ
る
視
覚

的
、
聴
覚
的
効
果
を
狙
い
、
リ
ズ
ム
を
意
識
し
て
「
ポ
エ
ジ
イ
」
溢
れ
る
短
歌

を
制
作
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

八
三

注

草
飼
稔
『《
日
ま
は
り
》
に
つ
い
て
』（「
椎
の
木
」
３
巻
６
号
、
昭
９
・
６
）。

浅
見
淵
「『
日
ま
は
り
』
を
読
む
」（「
椎
の
木
」
３
巻
９
号
、
昭
９
・
９
。『
浅
見

淵
著
作
集
』
第
一
巻
、
昭

・
８
・

、
河
出
書
房
新
社
）。

大
瀧
重
直
「
読
者
通
信

二
月
『
作
品
』」（「
作
品
」
４
巻
４
号
、
昭
８
・
４
）。

昭
和
八
年
二
月
の
「
作
品
」
に
掲
載
さ
れ
た
短
歌
に
つ
い
て
の
批
評
で
あ
る
。

斎
藤
正
二
「
三
好
達
治
の
短
歌
」（「
本
の
手
帖
」
４
巻
５
号
、
昭

・
６
）。

阪
本
越
郎
「
三
好
達
治
論
｜
伝
統
に
殉
じ
た
抒
情
詩
人
｜
」（「
文
学
・
語
学
」

号
、
昭

・

）。

三
好
達
治
「
一
家
言
」（「
短
歌
研
究
」
４
巻
６
号
、
昭

・
６
）。

川
原
十
郎
「
和
紙
本
」（「
本
」
１
号
、
昭
８
・
４
）。『
途
上
』（
昭
７
・
５
）
は

嘉
村
磯
多
の
著
作
で
あ
る
。

島
田
幸
二
「
愛
書

井
伏
鱒
二
氏
作
品
集
の
こ
と
」（「
本
」
１
号
、
昭
８
・
４
）。

天
野
忠
「
無
題
」（「
本
」
３
号
、
昭
８
・
９
）。

注

に
同
じ
。

井
伏
鱒
二
「
南
窗
集
の
出
版
」（「
作
品
」
３
巻
９
号
、
昭
７
・
９
）。

中
河
與
一
「
最
近
の
詩
書

内
容
と
装
幀
に
つ
い
て
｜
回
答
『
日
ま
は
り
』」

（「
椎
の
木
」
臨
時
号
３
巻

号
、
昭
９
・

）。

涌
田
佑
編
『
井
伏
鱒
二
事
典
』（
平

・

・
８
、
明
治
書
院
）。
井
伏
鱒
二
は
三

好
に
「
南
窗
集
の
出
版
」（「
作
品
」
３
巻
９
号
、
昭
７
・
９
）
と
い
う
批
評
を
与
え
、

三
好
が
「
文

」（
２
巻
５
号
、
昭
９
・
５
）
に
掲
載
し
た
四
行
詩
（「
旅
情
歌
」
と

い
う
総
題
で
発
表
し
た
「
千
曲
川
」「『
檸
檬
』
の
著
者
」「
雪
景
」「
雉
」「
早
春
」

の
五
篇
）
に
対
し
て
「
文
芸
時
評
｜
五
月
号
『
文

』
の
批
評
｜
」（「
文

」
２
巻

６
号
、
昭
９
・
６
）
で
高
く
評
価
し
た
。
こ
れ
に
対
し
三
好
は
「
貴
兄
に
あ
あ
い
つ

て
貰
つ
た
の
は
身
に
余
る
光
栄
」（
昭
９
・
５
・

付
書
簡
）
と
謝
意
を
表
し
た
。

一
方
三
好
も
井
伏
の
「
女
人
来
訪
」（「
文

春
秋
」

巻
２
号
、
昭
８
・
２
）
に
対



し
て
、「
貴
作
中
で
も
、
恐
ら
く
出
色
の
も
の
」（
昭
８
・
１
・

付
書
簡
）
と
激
賞

し
た
。
翌
号
、
里
見

が
「
老
自
戒
｜
文
芸
時
評
｜
」
で
「
女
人
来
訪
」
を
「
面
白

く
も
へ
ツ
た
く
れ
も
な
い
」
と
非
難
し
た
こ
と
に
対
し
、
三
好
は
「
里
見
氏
の
所
見

は
全
く
か
ん
ど
こ
ろ
を
外
れ
た
も
の
」（
昭
８
・
６
、
日
付
不
詳
、
書
簡
）
と
反
発

し
た
。

井
伏
鱒
二
「
川
の
出
版
」（
昭
７
・

・

、『
限
定
出
版
江
川
書
房
月
報
』
第
五

号
、
江
川
書
房
。『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
三
巻
、
平
９
・
５
・

、
筑
摩
書
房
）。

河
上
徹
太
郎
「
井
伏
鱒
二
の
『
川
』
に
つ
い
て
」（「
作
品
」
３
巻

号
、
昭
７
・

）。林
芙
美
子
「『
川
』
の
お
祝
ひ
」（「
作
品
」
３
巻

号
、
昭
７
・

）。

三
好
達
治
「
冬
日
小
景
」（
未
定
稿
）。

富
士
紡
績
株
式
会
社
社
史
編
集
委
員
会
編
『
富
士
紡
績
百
年
史
』
上
巻
（
平
９
・

５
、
富
士
紡
績
株
式
会
社
）。

大
阪
市
西
淀
川
区
役
所
編
『
西
淀
川
区
勢
』（
昭

・
４
・
１
、
大
阪
市
西
淀
川

区
役
所
）。

注

に
同
じ
。

三
好
達
治
「
冬
日
一
遐
景
」（
未
定
稿
）。

三
好
達
治
「
現
代
詩
に
於
け
る
『
俳
句
』
と
『
短
歌
』」（『
現
代
詩
講
座
第
二
巻

詩
の
技
法
』
昭

・
５
・

、
創
元
社
）。

三
好
達
治
「
詩
歌
の
思
出
」（「
短
歌
研
究
」
８
巻
５
号
、
昭

・
５
）。

注

に
同
じ
。

三
好
達
治
「
秋
の
歌
」（「
新
潮
」

巻

号
、
昭

・

）。

注

に
同
じ
。

本
稿
で
引
用
し
た
三
好
達
治
の
文
章
は
『
三
好
達
治
全
集
』
全
十
二
巻
（
昭

・

・

昭

・

・
１
、
筑
摩
書
房
）
を
底
本
と
す
る
。
原
則
と
し
て
漢
字

を
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
な
お
本
文
中
で
は
「
全
集
」
と
略
記
し
た
。

三
好
達
治
『
日
ま
は
り
』
論

八
四


