
－ 001－

千　葉　　　貢

－ 002－

佐藤正子「時代」を詠む 『地域政策研究』（高崎経済大学地域政策学会）　第 12巻　第４号　2010 年３月　166 頁～ 184 頁

　
　
　
　
（
一
） 

は
じ
め
に
│
│
│
│  「
和う

た歌
」
は
真
情
の
ひ
と
雫

し
ず
く

　

老
い
て
尚
な
つ
か
し
き
名
の
母
子
草
│
│　

こ
れ
は
高
浜
虚
子
の
句
で
あ
る
。

私
は
、
路み

ち
ば
た傍

な
ど
の
雑
草
の
な
か
に
「
母
子
草
」
を
見
つ
け
る
た
び
に
こ
の
句
を

思
い
出
し
、
亡
き
母
の
面
影
が
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
れ
で
い
て
、
こ
の
句
を
い
つ
、

ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
機
会
に
覚
え
た
の
か
。
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
に
教
え
ら
れ

た
の
か
。
い
ず
れ
も
遠
い
日
の
こ
と
に
違
い
な
い
の
だ
が
、も
う
記
憶
に
は
な
い
。

そ
の
日
以
来
、
愛
唱
し
続
け
て
今
日
に
至
っ
た
。
こ
の
句
は
ま
た
、
情
趣
に
富
む

和う

た歌
と
し
て
多
く
の
人
々
の
琴
線
に
触
れ
、
共
感
を
抱
き
な
が
ら
記
憶
に
と
ど
め

て
お
ら
れ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
世
の
人
々
は
、
今
は
亡
き
人
々
も
含
め
、
天
命
な
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
地

そ
の
日
の
母
か
ら
生
ま
れ
て
育
ち
、
母
の
な
い
人
は
な
い
。「
老
い
て
尚
」
も
母

と
子
の
絆
は
絶
え
な
い
の
だ
か
ら
、「
母
子
草
」
の
名
は
印
象
的
で
あ
る
。
そ
の

「
母
子
草
」
と
は
、「
キ
ク
科
の
越
年
草
。
路
傍
に
普
通
で
、
高
さ
一
〇
〜
三
〇
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
茎
と
葉
に
は
白
い
綿
毛
を
密
生
。
春
・
夏
に
黄
色
の
小
頭
花
を

密
に
つ
け
る
。
春
の
七
草
に
い
う
『
お
ぎ
ょ
う
』
で
、
若
い
茎
葉
は
食
用
。
ほ
う

　
　

佐さ
と
う藤

正ま
さ
こ子

「
時と

き
の
よ代

」
を
詠よ

む

千　

葉　
　
　

貢　
　

こ
ぐ
さ
。
漢
名
、
蓬
蒿
。
鼠
麹
草
。〈
季
・
春
〉。〈
本
草
和
名
〉
ー
も
ち
【
母
子

餅
】
草
餅
の
異
称（

１
）」

と
の
こ
と
で
あ
り
、
俳
句
の
季
語
と
し
て
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
手
元
の
『
新
歳
時
記　

虚
子
編
』（
三
省
堂
）
に
は
、「
春
の
七
草
の
御ご

ぎ
や
う行
が

此
の
草
の
正
月
に
用
ゐ
ら
れ
る
名
で
あ
る
。
普
通
に
田
の
中
や
、
畦
・
山
路
な
ど

至
る
と
こ
ろ
に
多
い
。
小
さ
な
草
で
、
草
一
面
に
白
い
柔
ら
か
な
毛
が
生
え
て
ゐ

る
。
四
月
頃
茎
の
頂
上
に
飯
粒
を
半
分
に
し
た
く
ら
ゐ
の
黄
色
い
小
花
が
一
か
た

ま
り
と
な
つ
て
咲
く
。
こ
の
草
は
草
餅
に
も
使
は
れ
る
。
は
う
こ
ぐ
さ
。

（
２
）」

と
あ

り
、
春
は
弥
生
の
花
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
私
に
は
春
の
季
（
詠
）
題
と
し
て
よ

り
も
、〝
母
子
草
〞
の
名
の
愛
し
さ
や
、ゆ
か
し
さ
に
包
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、

遙
か
な
遠
い
日
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
そ
の
名
を
つ
け
た
人
の
思
い
や
、
そ
の
思
い

を
受
け
継
い
で
、こ
の
名
を
呼
び
続
け
て
き
た
人
々
の
思
い
に
も
「
な
つ
か
し
さ
」

を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
名
は
体
を
表
す
、
と
い
う
格
言
に
教
え
ら
れ
る
ま
で
も
な

く
、
歳
を
重
ね
る
ご
と
に
〝
母
子
草
〞
の
醸
し
だ
す
面
影
や
郷
愁
が
広
が
り
、
ま

た
し
て
も
切
な
く
な
る
の
は
、
決
し
て
私
ば
か
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
正

子
さ
ん
も
〝
郷
愁
〞
に
駆
ら
れ
、数
々
の
〝
面
影
〞
を
偲
び
な
が
ら
詠
ん
で
い
る
。

　

春
泥
や
に
は
と
り
叱
る
祖
母
の
こ
ゑ（

３
）│

│
│
と
い
う
佐
藤
正
子
さ
ん
の
句
も
ま

た
、「
母
子
草
」
と
同
じ
よ
う
に
「
母
」
を
想
起
さ
せ
、
そ
の
情
景
が
脳
裏
に
広

－ 184－
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が
っ
て
く
る
。
│
│
│
鶏
の
足
が
汚
れ
る
の
は
「
春
泥
」
に
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
放
し
飼
い
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
縁
側
や
玄
関
先
な
ど
か
ら
追
い
払
っ

た
り
急せ

き
立
て
た
り
し
て
「
叱
る
」
の
は
、「
祖
母
」
に
限
っ
た
こ
と
で
も
な
い
。

そ
れ
に
気
づ
い
た
家
人
の
「
叱
る
」
仕
草
が
、
ま
た
し
て
も
瞼
に
浮
か
び
、
そ
の

声
も
聞
こ
え
て
く
る
。

　
「
春
泥
」
は
、「
春
の
雪
解
け
。
雪
解
け
な
ど
に
よ
る
ぬ
か
る
み
。〈
季
・
春
〉」

（『
広
辞
苑
』
一
二
四
八
頁
）
と
の
こ
と
だ
が
、『
新
歳
時
記　

虚
子
編
』（
三
省
堂
）

に
は
、「
春
の
ぬ
か
る
み
で
あ
る
。
雨
に
限
ら
ず
凍
解
け
・
雪
解
け
な
ど
で
泥
濘

も
は
げ
し
か
つ
た
り
す
る
の
で
、
春
の
泥
に
は
特
別
の
季
感
が
伴
ふ
。
春
の
土
。」

（
一
二
六
頁
）
と
あ
る
。
確
か
に
、「
春
泥
」
は
春
の
事
触
れ
で
あ
る
が
、
雨
の
日

や
雨
上
が
り
の
「
泥
」
に
も
閉
口
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
に
は
と
り
叱
る
」

声
は
「
春
泥
」
の
時
季
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
泥
を
つ
け
た
り
、
泥
で

汚
し
た
り
す
る
の
も
鶏
ば
か
り
で
は
な
い
。
泥
は
土
の
異
名
で
あ
り
、
暮
ら
し
を

支
え
て
い
る
貴
重
な
物
質
で
あ
り
存
在
で
あ
る
。
そ
の
「
泥
を
ご
神
体
と
し
て
あ

が
め
た
」
と
い
う
人
々
の
思
い
を
、
今
も
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ

た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

　

長
野
県
上
田
市
の
美
術
館
を
訪
ね
た
折
り
、
鉄
道
の
駅
か
ら
水
田
沿
い
の
小
道

を
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
。小
さ
な
お
社
の
前
を
通
り
、名
前
に
ひ
か
れ
て
立
ち
寄
っ

た
。「
泥ど

ろ
み
や宮
」
と
い
う
。
傍
ら
に
あ
る
由
緒
を
記
し
た
立
て
札
に
は
、「
泥
を
ご
神

体
と
し
て
あ
が
め
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
泥
は
稲
を
育
て
る
母
、
と
も
あ
る
。

田
植
え
の
春
、
農
家
の
人
た
ち
は
稲
の
つ
つ
が
な
い
成
長
を
泥
の
神
様
に
祈
り
、

実
り
の
秋
に
は
感
謝
の
心
を
捧
げ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

雪
や
霜
の
解
け
た
春
の
ぬ
か
る
み
を
春
泥
と
い
う
。
生
活
に
は
難
儀
の
種
に
な

る
も
の
を
美
し
い
名
前
で
呼
び
な
ら
わ
し
た
心
理
に
は
、
春
の
到
来
を
祝
う
心
の

ほ
か
に
、「
稲
の
母
」
へ
の
信
仰
も
遠
く
響
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
東
北

地
方
の
コ
メ
ど
こ
ろ
で
は
、
昨
年
、
冷
夏
と
長
雨
に
泣
か
さ
れ
た
。
鮮
や
か
な
緑

色
で
あ
る
べ
き
夏
場
に
、
一
面
褐
色
に
覆
わ
れ
た
水
田
も
あ
っ
た
。
春
を
迎
え
て

泥
へ
の
祈
り
は
切
実
に
違
い
な
い
。

　

戦
争
中
、
信
州
に
疎
開
し
て
い
た
佐
藤
春
夫
に
、
方
言
で
つ
づ
っ
た
「
春
の

お
と
づ
れ
」
と
い
う
四
行
詩
が
あ
る
。「
大
降
り
の
後
の
三
日
四
日
／
異
な
お
天

気
で
ご
わ
し
た
が
／
か
げ
ど
け
し
や
す
今
日
あ
た
り
／
春
で
ご
わ
す
ぞ
こ
れ
か
ら

は
」（
詩
集
「
佐
久
の
草
笛
」）。「
か
げ
ど
け
」
は
「
日
陰
解
け
」
だ
ろ
う
。
道
で

出
会
っ
た
農
家
の
あ
る
じ
が
、
詩
人
に
語
っ
た
言
葉
で
も
あ
ろ
う
か
。
ほ
こ
ろ
ん

だ
顔
が
浮
か
ぶ
。「
春
で
ご
わ
す
ぞ
」
の
声
が
、
春
泥
の
北
国
か
ら
届
く
日
も
遠

く
な
い（

４
）。

　

な
る
ほ
ど
、「
泥
」
は
有
機
物
（
質
）
の
固
ま
り
で
あ
り
、「
稲
を
育
て
る
母
」

ゆ
え
に
、「
ご
神
体
と
し
て
」「
泥
宮
」
を
祀
り
続
け
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
農
家
の
人
た
ち
」
の
身
を
も
っ
て
の
経
験
知
や
教
養
、
自
然
の
生

態
を
受
容
し
生
き
も
の
を
労
る
慈
愛
、「
春
で
ご
わ
す
ぞ
こ
れ
か
ら
は
」
と
話
し

た
と
い
う
「
農
家
の
あ
る
じ
」
の
、
素
朴
な
人
情
な
ど
を
含
め
て
、「
身
土
不
二
」

の
摂
理
を
実
践
し
て
き
た
人
々
の
真
情
を
、
深
く
心
に
刻
み
込
む
べ
き
必
要
を
教

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
も
田
植
え
の
頃
に
は
田
圃
の
「
泥
」
の
な
か
を
素
足
で
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代
掻
き
を
し
た
り
、
泥
足
で
苗
運
び
を
し
た
り
し
な
が
ら
育
ち
、
通
学
路
の
「
春

泥
」
に
「
難
儀
」
し
な
が
ら
通
っ
た
の
だ
が
、
田
植
え
を
終
え
た
後
の
青
田
の
広

が
り
、
黄
金
色
に
実
っ
た
稲
田
の
輝
き
な
ど
、
彩
り
に
満
ち
た
風
景
の
移
ろ
い
が

忘
れ
ら
れ
な
い
。

　

や
が
て
稲
刈
り
だ
、
や
れ
稲
あ
げ
だ
、
そ
れ
稲
扱
き
だ
、
な
ど
と
い
う
家
人
の

声
に
追
わ
れ
な
が
ら
、泥
の
匂
い
に
ま
み
れ
て
一
連
の
作
業
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
泥
に
ま
み
れ
た
の
は
「
稲
」
や
「
に
は
と
り
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
佐

藤
正
子
さ
ん
は
、「
に
は
と
り
叱
る
祖
母
の
こ
ゑ
」
を
聞
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
私
は
「
母
の
声
」
に
加
え
、「
父
の
声
」
を
思
い
出
す
。
│
│　

そ
れ
は
「
親

の
恩
歯
が
抜
け
て
か
ら
噛
み
し
め
る
」
で
は
な
い
が
、
母
に
飼
育
さ
れ
て
い
た
鶏

が
卵
を
産
み
、
そ
の
卵
を
売
っ
た
僅
か
な
代
金
の
積
み
重
ね
が
「
ほ
ま
ち（

５
）」

と
な

り
、
私
の
通
う
月
々
の
学
費
に
と
役
立
て
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
畜
生
の
鶏
と
言
え

ど
も
我
が
子
と
同
じ
よ
う
に
「
叱
っ
た
」
の
で
あ
り
、
鶏
も
分
か
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
「
ケ
ロ
ッ
」
と
し
て
、
無
頓
着
な
も
の
で
あ
っ
た
。
夕
餉
の
支
度
や
風
呂

を
焚
く
竈
の
煙
が
棚
引
く
頃
に
は
、
自
ら
の
塒

ね
ぐ
ら
へ
と
急
い
で
集
ま
っ
た
。
首
を
す

く
め
て
並
ぶ
姿
は
、
昼
間
の
悪
戯
を
反
省
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
│
│

│
身
体
尺
で
は
な
い
が
、
鶏
を
呼
び
、
鶏
を
追
う
「
母
の
声
」
や
「
父
の
声
」
が

懐
か
し
く
、僅
か
な
鶏
卵
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
〝
ほ
ま
ち
〞
の
有
り
難
さ
を
、

し
み
じ
み
と
思
い
出
す
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
「
農
婦

と
し
唯
凡
々
と
老
い
づ
け
り
且か

つ
が
つ且
塩
と
な
り
得
た
り
し
か（

６
）」

と
い
う
一
首
を
味
読

す
る
た
び
に
、
我
が
母
の
思
い
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
、
瞼
を
閉
じ

て
そ
の
面
影
を
偲
ん
で
み
る
こ
と
が
あ
る
。

　
「
和
歌
」
に
託
し
た
佐
藤
正
子
さ
ん
は
、
農
林
業
に
勤
し
み
な
が
ら
も
時
の
無

常
迅
速
を
承
知
の
う
え
で
、「
農
婦
と
し
唯
凡
々
と
老
い
づ
け
り
」
と
披
瀝
し
、「
塩

を
踏
む
」「
塩
が
浸
む
」の
喩
え
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
且
且
塩
と
な
り
得
た
り
し
か
」

と
疑
問
や
詠
嘆
を
呈
し
、
明
晰
な
自
我
意
識
や
創
作
の
確
か
さ
を
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。だ
か
ら「
唯
凡
々
と
老
い
づ
け
り
」と
い
う
中
の
句
は
、「
得
た
り
し
か
」

と
ば
か
り
に
、
肯
定
し
き
れ
な
い
「
老
い
」
の
打
ち
消
し
や
心
丈
夫
を
秘
め
て
い

る
の
で
あ
る
。「
老
い
」
の
必
然
を
訴
え
な
が
ら
も
、
疑
問
や
詠
嘆
を
詠う

た

い
あ
げ

る
ほ
ど
に
、永
年
の
苦
節
を
体
得
し
た
者
の
意
地
が
示
さ
れ
て
お
り
、「
且
且
塩
と
」

と
い
う
言
葉
の
な
か
に
万
感
の
思
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
。
そ

し
て
、
作
者
と
同
じ
く
、
我
が
母
も
ま
た
十
九
歳
で
嫁
い
で
き
た
「
農
婦
」
で
あ

り
、「
塩
を
踏
む
」
よ
う
な
道
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
共
に
農
林
業
と
い
う
生
業
の
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
戦
前
・

戦
中
・
戦
後
の
社
会
や
時
代
の
な
か
で
、時
局
や
時
勢
に
強
い
ら
れ
て
の
混
乱
、「
お

国
の
た
め
」
の
負
担
に
加
え
、
時
節
の
推
移
や
天
候
に
追
わ
れ
な
が
ら
の
家
業
を

支
え
た
「
農
婦
」
の
苦
節
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
「
女
」
の
実
情
を
看

過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
農
婦
」
と
い
う
女
性
は
、
娘
と
し
て
嫁
と
し
て
妻
と

し
て
生
き
、
や
が
て
母
と
し
て
生
き
続
け
て
の
「
母
子
草
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
可
憐
な
「
母
子
草
」
に
寄
せ
る
私
の
思
い
は
、
在
り
し
日
の
感

傷
や
慕
情
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
永
年
に
わ
た
り
農
林
業
を
営
み
続
け
、

「
和う

た歌
を
紡
い
で
五
十
年
」に
も
な
る
と
い
う
佐
藤
正
子
さ
ん
の
、数
々
の
和う

た歌（
俳

句
や
短
歌
を
含
め
た
総
称
と
し
て
）
を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
背
景
を
な
す
社
会
や
時

代
は
も
と
よ
り
、
森
羅
万
象
を
受
容
し
続
け
る
「
求
道
者
」
に
等
し
い
半
生
を
重
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ね
て
来
ら
れ
た
、
そ
の
時
々
の
理
解
に
努
め
た
い
。

　

佐
藤
正
子
さ
ん
は
、
上
州
の
山
々
に
抱
か
れ
、
麓
の
水
を
寄
せ
集
め
て
流
れ

る
吾
妻
川
沿
の
里
で
、
囲
炉
裏
の
あ
る
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
。
も
う
何
代
目
に

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
決
し
て
絶
や
す
こ
と
な
く
継
い
で
き
た
埋う

ず

み
火
の
よ
う
な

和う

た歌
の
数
々
を
、
朗
誦
し
な
が
ら
「
求
道
者
」
の
魂
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

そ
れ
ゆ
え
に
も
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
絶
唱
に
し
て
真
情
の
ひ
と
雫

し
ず
く
と
思
わ
れ
る

和う

た歌
を
掲
げ
て
始
め
た
い
。

　

│
│
│ 

上
州
弁
い
ま
だ
丸
出
し
生い

き
み
た
ま
（
７
）

身
魂

　
　
　
　
（
二
）「
水み

ず
ろ
う牢

」
と
い
う
史
跡
を
問お

と
なう

　
「
水
牢
」
と
は
、「
江
戸
時
代
、
罪
人
を
水
を
た
た
え
た
牢
屋
に
入
れ
て
苦
痛
を

あ
た
え
た
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
牢
屋
。」（『
広
辞
苑
』
二
四
五
四
頁
）
の
こ
と
だ

と
い
う
。
こ
の
「
水
牢
」
の
跡
は
今
で
も
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
在
住
す
る
吾
妻
郡

東
吾
妻
町
に
残
っ
て
い
る
（
写
真
を
参
照
の
こ
と
）。
地
元
の
人
々
は
、
辞
書
に

記
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
歴
史
的
事
実
を
語
り
継
ぎ
、
言
い
継
い
で
き
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
一
端
を
、
佐
藤
正
子
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

　
　

民
責
め
し
水み

ず
ら
う牢
跡
の
蛇
の
衣き

ぬ

　
　

水
牢
の
水
吹
き
さ
ら
す
芋

い
も
あ
ら
し
（
８
）

嵐

　
「
蛇
の
衣
」は
、「
六
・
七
月
頃
、草
間
・
垣
根
な
ど
に
見
か
け
る
蛇
の
脱ぬ

け
が
ら殻
で
あ
る
。

蛇
の
形
を
し
て
白
く
、
そ
の
ま
ま
な
の
や
、
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
な
の
が
、
夏
の
日
に

気
持
ち
悪
く
光
つ
て
ゐ
る
。
蛇へ

び
き
ぬ衣

を
脱ぬ

ぐ
。
蛇
の
殻
。」（『
新
歳
時
記
』
三
六
六

頁
）
の
こ
と
で
あ
り
、
梅
雨
明
け
の
頃
か

ら
見
か
け
る
の
で
夏
の
季
語
で
あ
る
。
ま

た
、「
芋
嵐
」
と
は
、
里
芋
の
葉
の
揺
れ

る
状
態
を
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。『
新
歳

時
記
』（
三
省
堂
）
に
も
、「
里
芋
を
普
通

単
に
芋
と
い
ふ
。
甘
藷
や
馬
鈴
薯
な
ど
と

違
つ
て
、
随
分
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
、
い
も
の
名
を
独
占
し
た
も
の
で

あ
ら
う
。
色
々
種
類
が
多
い
。
葉
は
何
れ

も
楯
の
如
く
濶
大
で
あ
る
。
秋
掘
り
と
つ
て
蔵
ふ
。
多
く
煮
て
食
べ
る
。
葉
柄
も

ず
ゐ
き
と
い
つ
て
、
乾
か
し
た
り
そ
の
ま
ま
茹
で
た
り
し
て
食
べ
る
。
八
頭
。
親

芋
。
小
芋
。
芋
の
秋
。
芋
の
露
。
芋
畑
。
芋
掘
る
。」（
五
四
三
頁
）
な
ど
と
い
う

説
明
の
な
か
に
、「
芋
嵐
」
の
言
葉
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
漢
字
の
も

つ
表
意
性
や
、
熟
語
の
語
感
か
ら
し
て
充
分
理
解
で
き
る
。
こ
れ
が
ま
た
、
佐
藤

正
子
さ
ん
の
造
語
だ
と
す
れ
ば
、「
水
牢
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
歴
史
的

な
悲
劇
を
慈
し
む
真
情
や
感
性
の
具
現
で
あ
り
、「
水
牢
」
を
包
む
秋
の
情
景
を

実
証
的
に
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
水
牢
」
は
単
な
る
史
跡
に
と
ど
ま

ら
ず
、
命
の
尊
厳
に
つ
い
て
語
り
継
ぐ
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
、
佐
藤
正
子
さ
ん
は
「
水
牢
」
に
関
わ
る
「
時と

き
の
よ代
」
を
詠
み
続
け
て
い
る
。

　
　

苛
酷
な
る
年
貢
強
ひ
た
る
水
牢
の
水み

な
も面

に
逸は

や

る
ア
メ
ン
ボ
ウ
の
群

　
　

真さ
な
だ田

氏
の
仕
置
き
の
遺
物
水
牢
を
音
な
く
よ
ぎ
る
白
蛇
一
匹
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水
牢
に
生あ

れ
し
蛙
の
雨
を
呼
び
降
る
ご
と
鳴
け
る
末
法
の
こ
ゑ

　
　

ぬ
ば
た
ま
の
揚
羽
舞
ひ
来
ぬ
水
牢
に
逝
き
し
農
婦
の
魂た

ま

に
あ
ら
ず
や

　

佐
藤
正
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
罪
人
を
水
を
た
た
え
た
牢
屋
に
入
れ
て
苦
痛
を

あ
た
え
た
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
農
民
か
ら
の
「
苛
酷
な
る
年
貢
」
の
取
り
立
て

の
た
め
に
「
水
牢
」
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
水
牢
」
に
入

れ
ら
れ
、「
苦
痛
を
あ
た
え
ら
れ
た
」
の
は
、「
農
夫
」
に
限
ら
ず
、
そ
の
妻
で
あ

る「
農
婦
」や
、そ
の
子
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。だ
か
ら「
罪
人
」

の
「
仕
置
き
」
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、「
苛
酷
な
る
年
貢
」
を
取
り
立
て
よ
う
と
、

見
せ
し
め
の
た
め
に
「
妻
子
」
を
「
水
牢
」
に
入
れ
、「
苦
痛
を
あ
た
え
た
の
だ
」

と
い
う
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。
佐
藤
正
子
さ
ん
は
「
百
姓

と
濡
れ
手て

ぬ
ぐ
い拭
は
、
絞
れ
ば
絞
る
ほ
ど
年
貢
が
出
る
」
と
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
虐
政
（
虐
待
）
を
想
起
し
て
か
、「
民
責
め
し
水
牢
跡
の
蛇
の
衣
」
と
詠
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
。
百
姓
に
と
っ
て
の
「
濡
れ
手
拭
」
は
、「
絞
り
絞
ら
れ
る
」
ま
ま
に
、

す
っ
か
り
「
蛇
の
衣
」
の
よ
う
に
、「
抜ぬ

け
が
ら殻
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
比
喩

に
も
見
え
る
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
「
仕
置
き
」
を
し
た
人
は
、「
真
田
氏
」
の
後
裔
に
し
て
「
沼
田
城

主
」
と
由
縁
の
あ
る
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
濃
上
田
城
主
・
真
田
昌
幸
、
そ
の

次
男
・
幸
村
（
冬
の
陣
を
経
て
、
夏
の
陣
に
て
戦
死
）
に
通
じ
る
「
真
田
氏
」
な

の
か
、
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、「
白
蛇
一
匹
」（
白
蛇
は
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
が
白

化
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
）
か
ら
、
苦
痛
の
声
を
届
け
る
た
め
に
出
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
す
る
。
そ
れ
は
「
水
面
に
逸
る
ア
メ
ン
ボ
ウ
」
や

「
ぬ
ば
た
ま
の
揚
羽
舞
ひ
来
ぬ
」
と
て
同
じ
よ
う
に
、「
農
婦
の
魂
」
を
象
徴
し
て

「
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」、「
い
や
、
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
、
反
語

を
用
い
て
詠
嘆
し
、且
つ
強
調
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
ぬ
ば
た
ま
」は「
射

干
玉
」
と
書
き
、「
丸
く
て
黒
い
玉
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
黒
、
夜
、
夕
、
月
、
今

宵
、
夢
」
な
ど
の
冒
頭
に
添
え
る
「
枕
詞
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
だ
か
ら
「
揚

羽
」
の
翅は

ね

に
あ
る
「
黒
条
」
や
「
黒
斑
」
の
「
黒
」
が
印
象
的
だ
と
し
て
、
や
は

り
「
逝
き
し
農
婦
の
魂
」
を
喩
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
枕
詞
の
「
ぬ
ば
た
ま
」
の
「
玉
」
と
、「
逝
き
し
農
婦
の
魂
」
の
「
魂
」

が
重
な
り
合
い
、
修
辞
法
の
一
つ
で
あ
る
「
懸
（
掛
）
詞
」
と
い
う
技
法
も
施
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
な
が
ら
四
首
を
味
読
す
る
た
び
に
、
私
は

「
ア
メ
ン
ボ
ウ
」
や
「
蛙
」「
白
蛇
」、
そ
し
て
「
揚
羽
」
が
、「
水
牢
」
に
よ
っ
て

生
き
地
獄
に
晒
さ
れ
、「
苛
酷
な
る
」「
仕
置
き
」の
果
て
に
、「
逝
き
し
」人
々
の「
魂
」

を
秘
め
た
生
ま
れ
変
わ
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
昔
日
の
怨
念
を
今
に
伝
え
、
今
生

の
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
「
水
牢
」
は
、
遠
い
過
去
の
事
跡
と
は
言
え
、
私
た
ち
の
血
筋
に
至
る
父
祖
を

偲
ば
せ
、
在
り
し
日
の
命
の
尊
さ
に
目
覚
め
れ
ば
、
自
ら
の
命
を
愛
惜
し
な
い
で

は
い
ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
死
者
が
今
も
猶
語
り
続
け
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
の
教
訓
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
佐
藤
正
子

さ
ん
の
「
和
歌
」
は
、
自
ら
の
血
肉
に
も
通
じ
て
い
る
「
逝
き
し
農
婦
」
の
声
を

聞
い
た
り
、
小
動
物
を
含
め
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
命
の
尊
厳
や
、
供
養
を

忘
れ
が
ち
だ
と
い
う
「
末
法
の
こ
ゑ
」
を
聞
い
た
り
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
反
省

を
促
し
な
が
ら
命
や
「
魂
」
を
継
承
し
続
け
て
い
る
と
い
う
証
左
で
あ
る
。
そ
れ
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だ
け
に
、
歴
史
は
身
近
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤
正
子
さ
ん
に
は
、
次

の
よ
う
な
「
和
歌
」
も
あ
る
。

　
　

山
峡
の
朽
ち
葉
が
下
の
筧

か
け
ひ

水
し
た
た
り
淡
く
水
牢
に
落
つ

　
　

雷
鳴
の
銅ど

ら鑼
三
千
の
ど
よ
も
し
て
水
牢
包
む
野
を
渡
り
ゆ
く

　
　

照
り
映
ゆ
る
い
ち
や
う
の
今
し
は
ら
は
ら
と
水
牢
跡
の
池
に
沈
み
ぬ

　

い
ず
れ
も
「
水
牢
」
跡
の
あ
る
地
勢
の
も
と
で
推
移
し
た
り
、
展
開
し
た
り
し

て
い
る
事
象
を
捉
え
、
実
景
を
詠う

た

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
「
水
牢
」
に

ま
つ
わ
る
悲
惨
な
歴
史
を
髣
髴
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
は
な
い
。
む
し
ろ
、

何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
静
寂
さ
や
穏
健
、
落
ち
つ
き
さ
え
感
じ
ら
れ
、
自

然
の
な
か
に
溶
け
込
み
、
一
つ
の
点
景
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
、「
水
牢
」

が
歴
史
を
も
の
語
る
証
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
身
近
な
事
跡
と

し
て
受
け
入
れ
、
時
に
黙
し
て
語
ら
ず
、
の
姿
勢
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
、
主
役
は
「
水
牢
」
に
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
水
牢
」
に

言
寄
せ
て
詠う

た

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
和う

た歌
」
の
な
か
の
「
山
峡
の
朽
ち
葉
が
下
の
筧

か
け
ひ

水
」
を
つ
く
り
出
す
、
と
い

う
営
み
に
よ
っ
て
「
水
牢
に
落
つ
」
の
で
あ
り
、
同
じ
く
「
雷
鳴
の
銅ど

ら鑼
三
千
の

ど
よ
も
し
て
」
や
、「
照
り
映
ゆ
る
い
ち
や
う
の
今
し
」
も
、「
水
牢
（
跡
）」
へ

の
序
詞
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
だ
け
「
水
牢
（
跡
）」
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
強

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
前
の
四
首
と
趣
を
異
に
す
る
必
然
で
も
あ
ろ
う
。「
銅

鑼
」
は
「
雷
鳴
」
の
音
を
、「
三
千
」
は
「
雷
鳴
」
の
多
さ
を
誇
張
し
、
そ
れ
ぞ

れ
喩
え
た
も
の
で
あ
り
、「
ど
よ
も
し
て
」
は
「
響ど

よ動
も
し
て
」
と
も
書
き
、「
雷
鳴
」

の
音
を
形
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
雷
鳴
」は
、そ
の
多
さ
や
大
き
さ
に
於
い
て「
上

州
名
物
」
に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
決
し
て
誇
張
と
は
言
え
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
た
だ
、
古
典
的
な
「
い
ち
や
う
」
に
つ
い
て
は
「
一
葉
」
と
思
わ
れ

る
も
の
の
、「
い
ち
や
う
」
や
「
い
て
ふ
」
と
表
記
さ
れ
る
「
銀
杏
」
の
落
ち
葉

を
想
起
し
て
し
ま
う
。「
今
し
は
ら
は
ら
と
」
は
「
し
」（
強
意
を
示
す
助
詞
）
に

よ
っ
て
、「
今
ち
ょ
う
ど
」「
た
っ
た
今
」
と
い
う
瞬
時
を
捉
え
、「
は
ら
は
ら
」

と
い
う
擬
態
語
（
状
態
副
詞
）
を
形
容
し
、「
池
に
沈
み
ぬ
」
へ
の
効
果
を
引
き

出
し
て
い
る
。
そ
の
「
池
に
沈
み
ぬ
」
も
「
い
ち
や
う
」
に
限
ら
ず
、「
仕
置
き
」

さ
れ
て
「
逝
き
し
」
人
々
の
「
魂
」
も
一
緒
だ
と
い
う
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

　

山
に
は
「
山
の
神
」、雷
に
は
「
雷
神
」、樹
木
に
は
「
木こ

だ
ま霊
」、水
に
は
「
水
神
」

が
そ
れ
ぞ
れ
宿
っ
て
い
る
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
祀
ら
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
魂
」
や
「
精
霊
」
が
、
お
互
い
に
共
鳴
し
な
い
は
ず

は
な
い
。
私
た
ち
は
、
山
川
草
木
と
同
じ
よ
う
に
不
可
逆
な
、
一
回
生
起
と
い
う

無
常
の
命
ゆ
え
に
、
後
の
世
に
思
い
を
致
し
、
数
々
の
「
精
霊
」
に
真
を
捧
げ
よ

う
と
祈
る
。
意い

の告
る
│
│
│
こ
れ
が
「
和う

た歌
」
の
究
極
で
あ
り
、
神
髄
な
の
で
あ

る
。
佐
藤
正
子
さ
ん
は
、
地
元
の
史
跡
で
あ
る
「
水
牢
」
に
言
寄
せ
、
息
づ
い
て

い
る
「
魂
」
や
「
精
霊
」
と
の
対
話
を
試
み
、「
末
法
」
の
浄
化
を
願
い
な
が
ら

詠う
た

い
続
け
て
き
た
。
そ
の
「
和
歌
」
は
、「
魂
」
の
融
合
で
あ
り
、
自
ら
の
「
魂
」

の
精
華
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
三
）「
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
」
の
時
を
経
て

　
　

吾
に
事
実
子
に
は
歴
史
や
敗
戦
忌

　
　

戦
死
者
の
遠を

ん
き忌
と
な
り
し
秋
彼
岸

　

こ
う
し
て
歴
史
は
甦
る
│
│
│
い
ず
れ
も
佐
藤
正
子
さ
ん
の
句
で
あ
る
。「
遠

忌
」
の
「
忌
」
は
、「
①　

い
み
は
ば
か
れ
る
こ
と
。
き
ら
い
避
け
る
こ
と
。
ー
避
。

禁
ー
。
②　

喪
中
（
も
ち
ゅ
う
）
で
つ
つ
し
ん
で
い
る
一
定
の
日
数
。
い
み
。
ー

中
。
③　

死
者
の
命
日
。
遠
ー
。
七
回
ー
。」（『
広
辞
苑
』
五
九
八
頁
）
と
い
う

説
明
に
教
え
ら
れ
る
ま
で
も
な
く
、
私
も
ま
た
幾
た
び
か
「
年
忌
」
の
供
養
に

参
列
し
て
き
た
。
だ
か
ら
「
遠
忌
」
と
な
れ
ば
、「
死
者
に
対
す
る
十
三
年
忌
以

上
、
十
七
年
・
二
十
五
年
・
五
十
年
・
百
年
な
ど
の
遠
い
年
忌
法
会
。」
の
こ
と

で
あ
り
、「
遠
年
忌
」（『
広
辞
苑
』
四
〇
〇
頁
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

佐
藤
正
子
さ
ん
は
、
戦
死
者
の
「
遠
忌
」
に
あ
た
る
供
養
の
時
と
し
て
「
秋
彼

岸
」
を
迎
え
た
と
い
う
。「
彼
岸
」
は
、「
河
の
向
こ
う
岸
。
生
死
の
海
を
渡
っ
て

到
達
す
る
終
局
・
理
想
・
悟
り
の
世
界
。
涅
槃
（
ね
は
ん
）。 

ー 

此
岸
（
し
が
ん
）。

（
中
略
）
春
分
・
秋
分
の
日
を
中
日
と
し
て
、
そ
の
前
後
七
日
間
。
俳
諧
で
は
特

に
春
の
彼
岸
を
い
う
。〈
季
・
春
〉
ー
秋
彼
岸
。
彼
岸
会
。」（『
広
辞
苑
』
二
一
四

〇
頁
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
秋
分
の
日
を
中
心
に
し
た
も
の
は
秋
彼

岸
」
と
呼
ん
だ
り
、
書
き
分
け
た
り
す
る
と
と
も
に
、「
後の

ち

の
彼
岸
」（『
大
辞
林
』

三
省
堂
、
二
〇
一
五
頁
）
と
い
う
呼
び
習
わ
し
の
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。

　

故
人
の
供
養
は
時
を
選
ば
ず
、心
が
け
次
第
で
あ
り
不
断
の
大
事
で
あ
ろ
う
が
、

多
く
の
「
戦
死
者
」
に
ま
で
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
は
少
な
く
、
忘
れ
が
ち
で
あ
ろ

う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
遠
忌
と
な
り
し
」
に
至
っ
た
が
ゆ
え
に
も
、「
秋
彼
岸
」
の

時
は
尊
く
、
感
慨
も
一ひ

と
し
お入
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
多
く
の
「
戦
死

者
」
を
追
悼
す
る
と
と
も
に
、
身
を
も
っ
て
「
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
」
を
生
き
て

来
ら
れ
た
佐
藤
正
子
さ
ん
だ
け
に
、
一
句
一
句
や
一
首
一
首
に
込
め
ら
れ
た
真
情

や
情
景
は
、
言
葉
の
語
感
や
語
義
以
上
に
真
実
を
表
し
、「
時と

き
の
よ代
」
の
歴
史
を
伝

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
の
一
端
と
し
て
、
佐
藤
正
子
さ
ん
は
、

　
　

    

開
戦
日
藁に

ほ塚
の
一
つ
は
雀
宿

　

と
詠
ん
で
い
る
。「
開
戦
日
」を
太
平
洋
戦
争（
第
二
次
世
界
大
戦
）と
す
れ
ば
、

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
の
十
二
月
八
日
（
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
っ
て
開

戦
）
で
あ
り
、
日
中
戦
争
の
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
の
七
月
七
日
（
廬
溝
橋

事
件
を
契
機
に
開
戦
）、
あ
る
い
は
満
州
事
変
に
伴
う
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

の
九
月
十
八
日
（
奉
天
〈
今
の
審
陽
〉
北
方
の
柳
条
湖
の
鉄
道
爆
破
事
件
を
契
機

に
、
中
国
東
北
部
へ
の
侵
略
戦
争
。
こ
れ
以
来
の
戦
争
を
経
て
、
昭
和
二
十
年
八

月
十
五
日
の
無
条
件
降
伏
に
至
る
）
か
ら
の
、「
十
五
年
戦
争
」
の
始
ま
り
の
日

と
す
る
か
、
定
め
が
た
い
。
た
だ
、「
藁
塚
の
一
つ
は
雀
宿
」
の
な
か
の
「
藁
塚
」

と
は
、
稲
刈
り
を
終
え
て
乾
燥
さ
せ
、
そ
れ
を
脱
穀
を
し
た
あ
と
の
稲
藁
を
、
田

圃
の
な
か
や
納
屋
の
近
く
に
一ひ

と
や
ま山
、
二ふ

た
や
ま山
と
積
み
重
ね
て
置
い
た
も
の
の
こ
と
で

あ
る
。「
藁
塚
」
の
呼
び
方
や
積
み
重
ね
方
、
形
状
は
地
方
に
よ
っ
て
異
な
る
も

の
の
、
手
刈
り
し
た
稲
束
か
ら
、
穂
先
に
実
っ
た
籾
だ
け
を
脱
穀
す
れ
ば
、
当
然
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の
こ
と
な
が
ら
稲
藁
が
残
る
。
一
粒
一
粒
の
米
を
育
て
、
役
目
を
終
え
た
稲
藁
を

積
み
重
ね
た
も
の
が
「
藁
塚
」
で
あ
る
。
そ
の
「
藁
塚
」
に
と
重
ね
る
前
に
、
稲

藁
を
買
い
に
来
る
人
が
い
た
。
そ
れ
は
縄
を
製
造
す
る
業
者
で
あ
り
、
畳
表
に
包

ま
れ
る
畳
床
の
材
料
と
し
て
、
藁
細
工
の
素
材
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

稲
藁
は
、
売
っ
た
残
り
を
「
藁
塚
」
な
ど
に
し
て
保
存
し
、
自
家
用
と
し
た
。
例

え
ば
、
米
俵
を
編
み
、
縄
を
綯
い
、
牛
馬
の
飼
料
に
、
堆
肥
に
、
ま
た
燃
料
の
足

し
に
、
な
ど
と
循
環
し
、
無
駄
な
く
有
効
利
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

稲
は
米
を
生
み
育
て
る
だ
け
で
は
な
く
、
藁
と
し
て
そ
の
後
に
於
い
て
も
活
躍

し
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
コ
ン
バ
イ
ン
と
呼
ば
れ
る
農
機
具
に
よ
っ
て
稲
刈

り
を
行
い
な
が
ら
脱
穀
し
、
籾
だ
け
を
袋
づ
め
に
し
て
運
び
出
す
と
い
う
作
業
を

続
け
る
。
稲
藁
は
切
り
刻
ま
れ
て
、
そ
の
ま
ま
田
圃
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ

か
ら
、
稲
藁
と
し
て
残
ら
な
い
。
縄
を
製
造
す
る
業
者
な
ど
は
、
予
め
農
家
と
契

約
し
て
お
き
、
稲
藁
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
中
国
な
ど
か
ら
輸
入
し

た
稲
藁
を
用
い
て
縄
な
ど
を
製
造
し
て
い
る
と
い
う
。

　

稲
藁
を
積
み
重
ね
た
「
藁
塚
」
は
、
雀
を
含
め
た
野
鳥
た
ち
が
、
稲
穂
（
米
粒
）

の
残
り
を
探
し
求
め
て
出
入
り
し
た
り
、
冬
越
し
の
〝
宿
〞
に
し
よ
う
と
群
が
っ

た
り
し
て
い
る
状
況
を
描
写
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
「
雀
宿
」
と
は
、

「
雀
の
巣
」
づ
く
り
に
励
む
「
春
」
の
営
み
で
は
な
く
、
収
穫
後
に
見
ら
れ
る
晩

秋
か
ら
餌
の
少
な
く
な
る
冬
越
し
の
農
村
風
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。『
新

歳
時
記　

虚
子
編
』（
三
省
堂
）
の
な
か
の
「
雀
の
巣
」
の
項
に
あ
る
、「
雀
は
藁

し
べ
等
で
、
庇
裏
と
か
屋
根
瓦
の
隙
間
や
石
垣
の
穴
な
ど
に
巣
を
造
る
。
造
り
は

じ
め
る
と
大
概
四
、五
日
で
出
来
上
が
る
。
巧
み
な
も
の
も
あ
る
が
粗
末
な
も
の

も
あ
る
。」（
二
〇
二
頁
）
と
い
う
説
明
か
ら
し
て
も
、「
雀
宿
」
と
は
言
い
難
い

の
で
、
や
は
り
「
晩
秋
」
か
ら
冬
に
か
け
て
の
季
語
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
が
、「
雀

宿
」
は
『
新
歳
時
記　

虚
子
編
』
の
項
目
に
は
な
い
。

　

そ
こ
で
私
は
、佐
藤
正
子
さ
ん
の
生
誕
年
（
大
正
十
二
年
）
を
勘
案
し
な
が
ら
、

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
を
「
開
戦
日
」
と
し
、
か
つ
「
開
戦
日
」
を
「
季
語
」

と
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
「
雀
宿
」
と
は
、
餌
を
求
め
寒
さ
を
凌
ぐ
た
め
に
「
藁
塚
」
に
群
が

る
雀
た
ち
の
実
景
を
、
ハ
ワ
イ
の
真
珠
湾
に
停
留
し
て
い
た
戦
艦
を
、
日
本
軍
の

戦
闘
機
が
攻
撃
す
る
状
況
を
喩
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想
像
を
逞
し
く
し

て
み
た
の
で
あ
る
。
雀
は
自
然
の
生
態
や
人
間
の
習
慣
を
受
容
し
な
が
ら
生
き
永

ら
え
、
戦
闘
機
は
人
為
的
な
作
戦

0

0

に
よ
っ
て
飛
び
交
い
、
や
が
て
、
悲
惨
な
「
敗

戦
日
」
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
雀
は
、「
雀
の
巣
も
構く

う
に
溜
ま
る
」
と
喩
え
ら
れ
、

「
雀
の
千
声
、
鶴
の
一
声
」
な
ど
と
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
が
、「
雀
百
ま
で
踊
り

忘
れ
ず
」
に
加
え
、「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
と
歩
み
を
重
ね
た
方
が
無
難
で
あ
り
、

「
後
知
恵
」
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。「
後
知
恵
」
と
は
後
悔
の
別
称

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佐
藤
正
子
さ
ん
は
、
そ
の
「
敗
戦
日
」
に
至
る
ま
で
の

状
況
や
苦
労
の
一
端
を
、
次
の
よ
う
に
詠う

た

っ
て
い
る
。

　
　

ゐ
ろ
り
辺
の
嫁
坐
に
ひ
と
り
聞
き
ゐ
た
り
征
く
夫
送
る
宴
の
さ
ざ
め
き

　
　

疎
開
者
も
援
農
学
徒
も
受
け
入
れ
し
戦
中
の
飢
ゑ
き
び
し
か
り
け
り

　
　

蒸
し
暑
き
燈
火
管
制
の
蚊
帳
の
な
か
母
は
寝
ね
ず
に
嬰や

や

生
ま
し
め
し

　
　

空
襲
で
す
！　

と
メ
ガ
ホ
ン
が
叫
ぶ
夜
の
更
け
を
生あ

れ
し
子
い
つ
か
知
命
越
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え
た
る

　

な
ど
と
い
う
複
雑
な
心
境
を
抱
え
な
が
ら
、
厳
し
く
、
か
つ
辛
い
日
々
で
あ
っ

た
こ
と
を
、
私
た
ち
は
教
訓
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
「
生
れ
し
子
い
つ

か
知
命
越
え
た
る
」
と
の
こ
と
だ
か
ら
、「
知
命
（
五
十
歳
）」
が
「
耳
順
（
六
十

歳
）」
を
経
て
「
古
稀
（
七
十
歳
）」
や
「
喜
寿
（
七
十
七
歳
）」、「
傘
寿
（
八
十
歳
）」

「
米
寿
（
八
十
八
歳
）」「
卒
寿
（
九
十
歳
）」「
白
寿
（
九
十
九
歳
）」
を
迎
え
て
も
、

母
や
祖
母
の
苦
労
を
忘
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
も
ま
た
、
想
像
を
絶
す
る
よ

う
な
「
戦
中
」
の
、「
大
海
の
一い

ち
ぞ
く粟
を
拾
う
」
に
等
し
い
尊
い
命
を
継
承
し
て
い
る

の
だ
、
と
い
う
事
実
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
の
友
人
の
な
か
に

も
、「
私
の
父
は
戦
争
の
末
期
、
昭
和
十
八
年
十
月
に
福
井
市
か
ら
出
征
し
ま
し

た
。
そ
の
と
き
私
は
母
の
お
腹
の
中
に
い
て
、
父
は
戦
地
で
、
母
が
妊
娠
し
て
い

た
の
を
知
っ
た
よ
う
で
す
。
兄
が
父
の
遺
言
と
、
戦
地
か
ら
の
葉
書
を
見
せ
て
く

れ
、
父
は
三
十
二
歳
で
戦
死
し
た
よ
う
で
す
。

（
９
）」

と
、
遠
く
を
見
な
が
ら
語
っ
て

い
た
の
を
忘
れ
な
い
。「
戦
中
」
に
命
を
授
け
ら
れ
た
友
人
の
、
今
に
至
る
ま
で

の
人
生
を
瞼
に
浮
か
べ
て
思
い
を
馳
せ
る
た
び
に
、「
戦
中
」
は
も
と
よ
り
、「
戦

後
」
も
永
久
に
終
わ
ら
な
い
の
だ
と
い
う
感
慨
を
強
く
し
た
。
だ
か
ら
、
数
々
の

歴
史
的
な
事
実
を
語
り
継
ぐ
べ
き
で
あ
り
、
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る

と
、
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
│
│
│
こ
う
し
て
人
ひ
と
り
の
人
生
と
言
え
ど

も
、
決
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
多
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。　

　
　

青
春
を
占
め
し
銃
後
や
敗
戦
日

　
　

敗
戦
日
裸
電
球
ま
ぶ
し
す
ぎ

　

い
ず
れ
も
佐
藤
正
子
さ
ん
の
実
感
で
あ
り
、
真
情
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、

多
く
の
人
々
も
同
じ
よ
う
に
実
感
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
敗
戦
日
」

か
ら
幾
年
月
か
過
ぎ
て
の
後
に
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、　

　
　

盆
東こ

ち風
や
軍
馬
は
遂
に
還
ら
ざ
る

　

と
い
う
句
も
ま
た
、
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
た
愛
馬
に
思
い
を
馳
せ
て
の
詠
嘆

で
あ
ろ
う
。「
青
春
を
占
め
し
銃
後
」
の
農
林
業
を
、「
愛
馬
」
の
力
を
借
り
て
営

ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
盆
東
風
」
以
上
に
「
遂
に
還
ら
ざ
る
」
無
念
を
、

強
く
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。「
盆
東
風
」
と
は
、「
盆
」

と
「
東
風
」
の
複
合
語
で
あ
り
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
造
語
と
思
わ
れ
る
。
俳
句
の

季
語
と
し
て
、「
盆
」
は
秋
で
あ
り
、「
東
風
」
は
春
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
盂
蘭

盆
会
」（
陰
暦
の
七
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
が
中
心
）
な
の
に
、
春
の
は
じ
め
頃

に
東
の
方
か
ら
吹
い
て
来
る
風
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
複
合
語
化
に
伴
う
構
成

や
意
味
合
い
か
ら
し
て
、「
盆
」
と
い
う
「
秋
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
春
に
吹
き
わ

た
る
よ
う
な
冷
た
い
「
東
風
」
が
吹
い
て
い
る
の
に
、
や
は
り
「
愛
馬
は
遂
に
還

ら
ざ
る
」
と
の
落
胆
ぶ
り
が
窺
え
る
。「
東
風
」
は
冷
た
い
風
で
あ
る
が
、
春
さ

き
で
あ
れ
ば
日
増
し
に
暖
か
さ
を
広
げ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
も
含
ま
れ

る
の
だ
が
、そ
の
期
待
は
叶
え
ら
れ
ず
、供
養
す
べ
く
「
盆
」
を
迎
え
て
い
る
「
時
」

の
真
情
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
句
の
季
語
は
「
盆
東
風
」
で
あ
り
、
季
節
は

「
秋
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
に
限
ら
ず
、愛
馬
も
ま
た
家
族
の
一
員
で
あ
っ
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た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
『
歌
集　

詠
は
め
や　

草

や
住
ま
ひ
』（
平
成
十
四
年
六
月
二
十
六
日
、
上
毛
新
聞
社
刊
）
の
な
か
に
、

　
　

色
褪
せ
し
写
真
は
手
綱
取
る
夫
ぞ
征ゆ

き
た
る
愛
馬
は
遂
に
還
ら
ず

　
　

徴
用
の
愛
馬
い
づ
く
に
果
て
し
や
と
辻
に
拝
め
る
馬
頭
観
音

　

と
い
う
二
首
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
、
生
業
の
苦
楽
を
共
に
し
た
で
あ

ろ
う
「
愛
馬
」
に
寄
せ
る
思
い
が
偲
ば
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
、「
敗

戦
日
」
か
ら
幾
年
月
を
経
た
の
で
あ
ろ
う
か
、「
そ
の
日
」「
そ
の
時
」
の
心
境
を

託
し
た
と
思
わ
れ
る
句
や
短
歌
を
紹
介
し
た
い
。

　
　

兵
た
り
し
夫
も
老
ひ
た
り
白
絣

　
　

一
国
を
挙
げ
て
弔
ふ
終
戦
日

　

と
詠
み
、
日
々
「
夫
」
と
「
国
」
を
目
の
あ
た
り
に
し
な
が
ら
、
そ
の
違
い
に

つ
い
て
複
雑
な
思
い
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
佐
藤
正
子
さ

ん
は
、　　

　
　

に
は
た
づ
み
薄う

す
ら
ひ氷

ふ
め
ば
よ
み
か
へ
る
復
員
の
夫
の
軍ぐ

ん
か靴

の
音
の

　
　

ゆ
く
り
な
く
夫
と
額
を
寄
せ
て
読
む
仏
壇
よ
り
出
で
し
従
軍
手
帳

　
　

歳と
し
ど
し々

の
敗
戦
日
す
ぎ
今
日
も
ま
た
百

ひ
ゃ
く
じ
つ
こ
う

日
紅
の
眩ま

ぶ

し
き
に
逢
ふ　

　

な
ど
と
詠う

た

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
和う

た歌
に
加
え
、
次
の
よ
う
な
句
も
あ
り
、
短

歌
も
あ
る
。

　
　

冷
ま
じ
や
昔
を
今
に
戦
記
読
む

　
　

七
草
や
兵
い
け
に
へ
の
昭
和
閉
づ

　
　

刀
剣
狩
り
さ
れ
し
戦
後
や
建
国
日
兵
歴
の
昭
和
を
見
つ
め
ご
ま
め
噛
む

　
　

討
ち
死
に
の
兵
よ
り
む
ご
く
お
は
せ
し
や
山
野
さ
ま
よ
ひ
飢
ゑ
死
に
の
兄

　
　

た
は
易
く
兄
の
命
を
生
け
贄に

へ

に
い
く
さ
終
り
ぬ
五
十
六
年
忌

　
　

食
す
も
の
も
無
く
戦
場
に
犬
死
に
の
生
け
贄
の
兄
よ
昭
和
終
へ
た
り

　
　

わ
が
世
代
も
昭
和
と
共
に
果
て
た
る
か
氷ひ

さ
め雨
そ
ぼ
降
る
大
葬
の
今
日

　　

こ
う
し
て
、「
戦
中
・
戦
後
」
を
詠
ん
だ
絶
唱
の
な
か
か
ら
何
句
か
、
何
首
か

の
短
歌
を
拝
誦
し
、
こ
れ
ら
の
背
景
に
思
い
を
寄
せ
、「
時と

き
の
よ代
」
の
悲
し
み
や
痛

み
を
忘
れ
な
い
。
だ
か
ら
冒
頭
に
掲
げ
た
、「
戦
死
者
の
遠
忌
と
な
り
し
秋
彼
岸
」

の
句
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
真
意
│
│
│
そ
れ
は
「
戦
死
者
」
の
ひ
と
り
、
亡
き
兄

の
御
霊
に
捧
げ
る
べ
く
「
五
十
六
年
忌
」
に
あ
た
っ
て
の
追
悼
の
真
心
で
あ
り
、

鎮
魂
歌
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤
正
子
さ
ん
は
、「
冷
ま
じ
」
と

い
う
心
の
冷
え
込
み
を
加
え
た
よ
う
な
秋
冷
の
「
時
」
に
「
伝
記
」
を
読
み
、
亡

き
兄
の
姿
も
言
葉
も
声
も
、
す
で
に
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
出
来
な
い
「
秋
彼

岸
」
の
「
時
」
を
承
知
し
な
が
ら
「
年
忌
」
を
営
み
、
供
養
を
重
ね
て
来
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
「
兄
」
を
含
め
た
多
く
の
「
戦
死
者
」
は
、
私

た
ち
の
心
の
な
か
に
息
づ
い
て
お
り
、
私
た
ち
も
ま
た
「
彼
岸
」
へ
の
旅
路
を
歩

い
て
い
る
と
い
う
、
無
常
の
時
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、「
生
老
病
死
の
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移
り
来
た
る
こ
と
、又
こ
れ
に
過
ぎ
た
り
。
四
季
は
な
ほ
定
ま
れ
る
つ
い
で
あ
り
。

死
期
は
つ
い
で
を
待
た
ず
。
死
は
前
よ
り
し
も
来
た
ら
ず
、
か
ね
て
後
ろ
に
迫せ

ま

れ
り
。
人
み
な
死
あ
る
こ
と
を
知
り
て
、
待
つ
こ
と
し
か
も
急
な
ら
ざ
る
に
、
覚

え
ず
し
て
来
た
る
。」
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
無
常
迅
速
に
し
て
生
死
一
体
で
あ
る
。

自
ら
が
肉
親
の
「
遠
忌
」
や
「
彼
岸
」
の
「
時
」
を
し
て
立
ち
止
ま
り
、
亡
き
人

や
在
り
し
日
を
偲
ぶ
こ
と
が
、
ど
う
し
て
行
く
末
を
阻
み
、
未
来
へ
の
妨
げ
に
な

ろ
う
。
生
き
て
省
み
る
こ
と
が
、
人
と
し
て
の
道
で
あ
り
、
終
わ
り
の
な
い
「
戦

後
」
の
、
果
て
し
な
い
道
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
（
四
）「
減
反
」
と
い
う
施
策
の
果
て
に

　

農
継
が
す
こ
と
難か

た

き
世
や
竹
の
花
│
│
│
と
い
う
佐
藤
正
子
さ
ん
の
句
が
あ

る
。「
竹
」
に
ま
つ
わ
る
季
語
（『
新
歳
時
記
』
二
二
一
頁
）
に
は
、「
竹
の
秋
」（
春
）、

「
竹
植
う
」（
夏
）、「
竹
落
ち
葉
」（
夏
）、「
竹
切
る
」（
秋
）、「
竹
床し

ょ
う
ぎ几
」（
夏
）、「
竹

の
皮
脱
ぐ
」（
夏
）、「
竹
の
春
」（
秋
）、「
竹
の
実
」（
秋
）、「
竹
馬
」（
冬
）
な
ど

が
あ
っ
て
も
、「
竹
の
花
」は
な
い
。
そ
こ
で「
竹
の
花
」を
想
起
さ
せ
る「
竹
の
実
」

の
項
を
引
い
て
み
た
。
そ
こ
に
は
「
竹
は
稀
に
花
を
咲
か
せ
て
、
実
を
結
ぶ
こ

と
が
あ
る
。
花
が
咲
い
た
竹
は
必
ず
枯
れ
る
と
い
ふ
。」（『
新
歳
時
記
』
五
五
九

頁
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
新
村
出
編
『
広
辞
苑　

第
四
版
』（
岩
波
書
店
）

の
な
か
の
「
竹
」
の
項
に
は
、「
イ
ネ
科
タ
ケ
亜
科
の
多
年
生
常
緑
木
本
の
総
称
。

タ
ケ
群
と
サ
サ
群
に
大
別
。
独
立
の
タ
ケ
科
と
す
る
場
合
も
あ
る
。（
中
略
）
葉

は
狭
長
扁
平
で
先
端
が
と
が
り
、
短
柄
。
稀
に
稲
穂
状
の
黄
緑
花
を
つ
け
る
が
、

開
花
後
は
多
く
枯
れ
死
。
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
、
世
界
に
約
四
〇
属
六
百
種
、

わ
が
国
で
は
お
よ
そ
一
二
属
一
五
〇
種
を
産
す
る
。」（
一
五
七
七
頁
）
と
あ
る
。

い
ず
れ
も
「
花
を
つ
け
る
と
枯
れ
る
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
農
継
が
す
こ
と
難

き
世
」
の
現
実
を
憂
慮
し
て
の
発
句
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

　
　

生
涯
の
農
に
悔
な
し
ふ
と
こ
ろ
手

　
　
　

　

と
い
う
佐
藤
正
子
さ
ん
の
、
七
十
年
以
上
に
も
及
ぶ
「
農
わ
れ
」
の
自
我
意
識

と
思
わ
れ
る
感
慨
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、「
農
継
が
す
こ
と
」
が
「
竹
の
花
」
に

喩
え
ざ
る
を
得
な
い
ま
で
に
至
り
、「
難
き
世
や
」
の
切
れ
字
、「
や
」
に
込
め
ら

れ
た
詠
嘆
の
深
刻
さ
と
共
に
、
農
業
の
将
来
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
、含
蓄
に
富
む
一
句
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、「
生
涯
の
農
に
悔
な
し
」

を
示
す
「
ふ
と
こ
ろ
手
」（
季
・
冬
）
と
い
う
「
日
本
の
衣
服
特
有
な
季
節
感
を

伴
ふ
」（『
新
歳
時
記
』
七
四
一
頁
）
仕
草
に
、「
悔
い
な
し
」
の
自
足
や
安
堵
に

満
ち
た
姿
が
髣
髴
し
て
来
る
も
の
の
、
そ
れ
で
い
て
一
抹
の
不
安
も
秘
め
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
に
駆
ら
れ
た
。
や
が
て
、
御
子
息
の
こ
と
を

詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
句
に
、

　
　

農
継
ぐ
と
決
め
て
祭
り
の
笛
習
ふ

　

と
あ
り
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
「
ふ
と
こ
ろ
手
」
の
仕
草
を
し
て
は
、「
生
涯
の

農
に
悔
な
し
」
の
感
慨
を
強
く
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
私
の
い
う
「
一
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抹
の
不
安
」
と
は
た
だ
一
人
の
こ
と
で
は
な
く
、生
業
と
し
て
の
「
農
林
業
」
や
、

食
糧
の
生
産
を
担
う
「
農
林
漁
業
」
の
、
基
本
的
な
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
祭
り
」
と
言
え
ば
、「
も
と
俳
諧
で
は
山
城
の
賀
茂

祭
（
葵
祭
）
を
指
し
て
祭
、
又
は
神
祭
と
称
し
、
そ
の
他
の
夏
行
ふ
諸
社
の
祭
を

夏
祭
と
称
し
た
が
、
現
今
は
一
般
に
総
称
す
る
。
陰

か
げ
ま
つ
り祭
は
本
祭
に
対
し
て
簡
単
な

祭
。
夜よ

み
や宮
・
宵よ

ひ
み
や宮
、又
は
宵

よ
ひ
ま
つ
り祭
は
祭
の
前
夜
の
こ
と
。」（『
新
歳
時
記
』
二
六
六
頁
）

だ
か
ら
、
田
植
歌
（
田
植
の
時
に
早
乙
女
な
ど
の
う
た
う
歌
謡
。
古
代
か
ら
行
わ

れ
、田
舞
・
田
歌
な
ど
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
早
乙
女
歌
。〈
季
・
夏
〉）（『
広
辞
苑
』

一
五
六
四
頁
）
の
曲
目
な
の
か
、
早さ

な
ぶ
り

苗
饗
（
さ
の
ぼ
り
〈
早
上
り
〉
の
転
。
田
植

を
終
え
た
祝
い
。〈
季
・
夏
〉）（『
広
辞
苑
』
一
〇
四
四
頁
）
の
席
上
に
繰
り
出
す

踊
り
の
伴
奏
か
、
そ
れ
と
も
納
涼
の
屋
台
の
華
や
か
さ
を
醸
す
お
囃
子
な
の
か
、

い
ず
れ
に
し
て
も
「
農
継
ぐ
と
決
め
て
」
の
こ
と
な
の
で
、「
笛
習
ふ
」
ま
で
に

至
っ
た
成
長
や
落
ち
着
き
が
感
じ
ら
れ
、
頼
も
し
い
限
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
言こ

と
ほ祝

ぎ
に
加
え
、華
や
ぎ
に
満
ち
た
発
句
で
あ
り
、「
め
で
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

や
が
て
時
世
時
節
を
重
ね
て
の
後
に
は
、

　
　

転
作
の
こ
と
な
ど
炉
火
の
照
り
翳か

げ

り

　

と
い
う
句
を
詠
み
、

　
　

余
剰
米
と
疎う

と

ま
れ
つ
つ
も
乾
き
た
る
稲
架
へ
野の

こ扱
ぎ
の
時
期
を
図は

か

り
を
り

　

と
い
う
短
歌
が
あ
る
。
こ
の
な
か
の
「
転
作
の
こ
と
」
も
、「
余
剰
米
」
の
こ

と
も
等
し
く
政
策
に
伴
う
用
語
で
あ
る
。即
ち
、「
転
作
」を
強
い
ら
れ
て
の「
翳
り
」

で
あ
り
、「
余
剰
米
と
疎
ま
れ
」
な
が
ら
も
、「
野
扱
ぎ
の
時
期
を
」
見
計
ら
っ
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
翳
り
」
は
「
陰
る
」
と
も
書
き
、「
比
喩
的
に
、
好
ま

し
く
な
い
徴
候
」
で
あ
り
、「
表
情
が
暗
く
な
る
。
勢
い
が
衰
え
る
。」（『
広
辞
苑
』

四
六
四
頁
、
及
び
四
六
五
頁
）
こ
と
な
の
だ
か
ら
、「
転
作
」
を
強
い
ら
れ
る
「
農

婦
わ
れ
」の
心
情
を「
喩
え
た
」も
の
に
違
い
な
い
。「
余
剰
米
と
疎
ま
れ
つ
つ
も
」

は
、「
間
引
菜
や
い
ま
さ
ら
水
子
惜
し
み
を
り
」（『
句
集　

ゐ
ろ
り
端
』
一
七
三

頁
）と
詠
み
、「
書
き
留
め
む
心
た
め
ら
ふ
敗
戦
の
飢
え
に
葬
り
し
水
子
男を

の
子
を
」

（『
歌
集　

詠
は
め
や　

草
屋
住
ま
ひ
』
一
五
一
頁
）
と
い
う
悲
嘆
を
、
繰
り
返
さ

せ
る
よ
う
な
思
い
入
れ
が
写
し
出
さ
れ
、
や
り
切
れ
な
い
こ
と
、
こ
の
上
な
い
だ

ろ
う
。

　
「
米
」
は
八
十
八
も
の
手
間
を
か
け
て
育
て
た
も
の
だ
か
ら
、
決
し
て
粗
末
に

扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
て
き
た
。「
米
」
と
言
え
ど
も
「
子
」
育
て
に

勝
る
と
も
劣
ら
ず
「
手
が
焼
け
る
」
も
の
の
、「
手
塩
に
掛
け
る
」
と
と
も
に
、

や
が
て
「
手
を
離
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
米
」
が
、「
余
剰
米
と
疎
ま
れ
」

る
と
は
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
粒
と
言
え
ど
も
「
野
扱
ぎ
の
時
期
」
を

待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
野
扱
ぎ
」
と
は
、「
稲
を
家
に
運
ば
ず
、
田
で
穂
を
こ

い
で
籾
に
す
る
こ
と
」（『
広
辞
苑
』
二
〇
〇
九
頁
）
で
あ
る
。
そ
の
「
野
扱
ぎ
」

ま
で
に
は
、
刈
り
取
っ
た
稲
を
稲は

さ架
（
地
方
に
よ
っ
て
そ
の
方
法
や
形
態
、
呼
び

方
が
異
な
る
。
筆
者
の
〝
家
郷
〞
で
あ
る
岩
手
県
一
関
市
花
泉
町
地
方
で
は
、
刈

り
取
っ
た
稲
の
束
を
、
高
さ
２
、３
メ
ー
ト
ル
前
後
の
杭
を
打
ち
並
べ
、
穂
先
を
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外
に
、
方
向
を
交
互
に
し
な
が
ら
積
み
重
ね
て
干
す
。
こ
れ
を
〝
ほ
ん
に
ょ
〞
と

呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
実
り
の
秋
を
物
語
る
、
天
日
干
し
の
風
景
で
あ
り
、
風
物

詩
で
あ
る
。
今
日
、
コ
ン
バ
イ
ン
で
稲
刈
り
と
同
時
に
脱
穀
さ
れ
た
籾
は
、
機
械

で
調
節
す
る
乾
燥
室
に
運
ば
れ
る
た
め
、
稲
藁
は
残
ら
ず
、〝
ほ
ん
に
ょ
〞
の
並

ん
だ
風
景
も
少
な
く
な
っ
て
き
た
。）
に
架
け
た
ま
ま
数
日
間
、天
日
干
し
に
よ
っ

て
乾
燥
さ
せ
、「
時
期
」
を
見
定
め
、
田
圃
の
な
か
で
脱
穀
作
業
を
行
い
、
籾
に

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
稲は

さ架
掛
け
（
筆
者
の
郷
里
で
は
〝
ほ
ん
に
ょ
取
り
〞

と
呼
ん
で
い
る
。）
に
は
子
ど
も
が
手
伝
い
、
脱
穀
し
た
後
の
稲
藁
を
納
屋
に
運

ぶ
の
も
子
ど
も
の
手
伝
い
で
あ
っ
た
。

　

田
圃
で
脱
穀
し
な
い
場
合
は
、
乾
燥
さ
せ
た
稲
穂
を
〝
ほ
ん
に
ょ
〞
か
ら
下
ろ

し
て
束
ね
、
納
屋
に
運
び
入
れ
て
置
き
、
時
期
を
見
て
脱
穀
作
業
を
す
る
。
後
の

稲
藁
は
家
畜
の
飼
料
や
堆
肥
に
利
用
し
、
縄
や
俵
、
藁
細
工
の
材
料
と
し
て
活
用

さ
れ
た
。
稲
藁
の
保
存
方
法
の
一
つ
が
、
野
外
に
稲
藁
を
積
み
重
ね
た
〝
藁に

ほ塚
〞

な
の
で
あ
る
。〝
藁
塚
〞
は
天
日
干
し
に
よ
っ
て
乾
燥
さ
せ
た
藁
束
な
の
で
、
土

や
稲
穂
の
匂
い
が
漂
い
、
日
差
し
の
温
も
り
が
残
っ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の
遊

び
場
で
も
あ
っ
た
。

　

国
政
は
、
農
業
経
営
の
合
理
化
と
称
す
る
構
造
改
善
事
業
を
推
進
し
、
農
作
業

の
効
率
化
を
謳
い
文
句
に
、機
械
化
の
普
及
と
拡
大
を
図
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、

農
家
は
「
余
剰
米
」
と
「
機
械
貧
乏
」
に
泣
か
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
近
隣
の
人
々

と
の「
結ゆ

い

っ
こ
」に
よ
っ
て
生
ず
る
連
帯
感
を
希
薄
化
し
て
き
た
。「
合
理
化
」や「
効

率
化
」
の
施
策
に
隠
蔽
さ
れ
た
、
場
当
た
り
的
に
し
て
御
都
合
主
義
に
翻
弄
さ
れ

る
、
苦
渋
の
実
態
を
無
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
憤
り
を
禁
じ
得
な
い
。

　

国
政
は
「
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
」
の
反
省
を
忘
れ
、
今
ま
た
多
く
の
人
々
を
窮

地
に
陥
れ
る
よ
う
な
愚
策
を
施
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
愚
策
と
思
わ
れ

る
の
は
何
か
、そ
の
一
つ
は「
減
反
」で
あ
る
。
佐
藤
正
子
さ
ん
は
身
を
も
っ
て「
減

反
」
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
辛
苦
に
喘
ぐ
暮
ら
し
ぶ
り
を
詠
ん
で

い
る
。

　
　
　

減
反
の
割
付
け
こ
な
す
蕎そ

ば麦
の
花

　

と
い
う
句
を
紹
介
す
る
ま
で
も
な
く
、「
減
反
」
の
た
め
に
「
割
付
け
」
も
強

い
ら
れ
、「
こ
な
す
」
た
め
に
「
蕎
麦
」
を
栽
培
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

「
蕎
麦
の
花
」
は
無
邪
気
で
可
憐
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
収
穫
し
た
あ
と
の
蕎
麦

の
味
は
、ズ
ル
ズ
ル
ズ
ル
ー
と
む
せ
び
な
が
ら
、「
辛
い
」
と
い
う
字
を
思
い
出
し
、

来
年
の
「
割
付
け
」
の
算
段
も
腹
に
納
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

や
が
て
「
年
越
し
蕎
麦
」
の
習
い
も
明
け
て
し
ま
い
、
年
始
の
挨
拶
に
訪
れ
た

客
人
と
の
会
話
を
踏
ま
え
て
、

　
　

何
時
に
な
く
減
反
話
に
長
居
せ
る
年
始
の
客
へ
榾ほ

だ

を
継
ぎ
足
す

　

と
い
う
一
首
が
あ
る
。「
何
時
に
な
く
減
反
話
に
長
居
せ
る
」
は
、「
何
時
」
も

の
顔
な
じ
み
の
来
客
と
思
わ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
年
始
」
だ
か
ら
で
も
な
く
、

「
減
反
話
」
の
深
刻
さ
ゆ
え
に
「
長
居
」
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
長
居
」

も
、
長
持
ち
す
る
桑
の
根
な
ど
の
「
榾ほ

だ

を
継
ぎ
足
す
」
ほ
ど
だ
か
ら
、「
減
反
話
」
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の
複
雑
さ
も
加
わ
っ
て
の
こ
と
と
は
言
え
、
余
程
の
「
長
居
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
や
が
て
「
減
反
話
」
の
結
論
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
佐
藤
正
子
さ
ん
は
毅

然
と
し
た
姿
勢
で
、
次
の
よ
う
に
詠う

た

っ
て
い
る
。

　
　

減
反
を
強
ふ
る
は
何
の
国
益
ぞ
山
の
裾
よ
り
荒
地
ひ
ろ
ご
る

　

全
く
同
感
と
い
う
他
は
な
い
。「
減
反
」
と
い
う
施
策
は
、「
木
を
見
て
森
を
見

ず
」
の
典
型
で
あ
り
、「
山
高
き
が
ゆ
え
に
貴
か
ら
ず
」（『
実
語
教
』）
と
教
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、「
田
圃
」
や
「
森
林
」
の
果
た
し
て
い
る
、
水
の
涵
養
と
い

う
「
外
部
経
済
」
の
「
実
質
」
を
評
価
せ
ず
、「
減
反
を
強
い
ふ
る
は
何
の
国
益

ぞ
」
と
悲
憤
慷
慨
を
覚
え
る
の
は
、
決
し
て
佐
藤
正
子
さ
ん
ば
か
り
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。「
田
圃
」
や
「
森
林
」
の
生
態
を
軽
視
す
れ
ば
、「
山
の
裾
よ
り
荒
地
ひ

ろ
ご
る
」
の
は
必
至
で
あ
る
。「
荒
地
ひ
ろ
ご
る
」
果
て
は
、
大
地
の
不
毛
化
で

あ
り
、
国
土
の
荒
廃
で
あ
る
。
国
土
の
荒
廃
は
人
心
の
荒
廃
に
も
及
び
、「
国
益
」

の
低
下
に
至
ら
し
め
る
施
策
を
懸
念
し
、
不
可
逆
的
な
結
果
を
憂
慮
す
る
他
は
な

い
。
さ
ら
に
は
、「
お
降さ

が

り
や
捨
て
田
の
殖
ゆ
る
盆
地
村
」
と
詠
ま
ざ
る
を
得
な

い
佐
藤
正
子
さ
ん
の
悲
し
み
は
、
自
ら
の
「
盆
地
村
」
に
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

元
日
の
雨
（
雪
も
）
の
「
お
降
り
」
は
そ
の
年
の
豊
作
を
予
祝
し
、「
縁
起
が
い

い
」
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、「
捨
て
田
」
と
あ
っ
て
は
「
縁
起
で
も
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
減
反
」政
策
に
つ
い
て
は
農
業
経
済
学
の
専
門
家
も
、「
昭
和
四
五
年
に
ス
タ
ー

ト
し
、
既
に
四
〇
年
近
く
続
い
て
い
る
が
、
維
持
す
る
は
ず
の
米
価
は
毎
年
下
が

り
続
け
、
さ
ら
な
る
減
反
強
化
を
行
う
な
ど
、
米
価
下
落
と
減
反
強
化
の
『
不
毛

な
い
た
ち
ご
っ
こ
』
が
続
い
て
い
る
。」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
減
反
を
宿
痾
の
構

造
に
し
て
い
る
の
は
、他
な
ら
ぬ
農
協
と
農
林
族
議
員
を
中
心
と
し
た
農
政
の『
族

議
員
内
閣
制
』
に
あ
る
。
結
局
、『
票
と
俵
』
の
バ
ー
タ
ー
取
引
で
あ
り
、
農
業

界
と
政
治
家
と
の
既
得
権
益
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
。」
と
続
け
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、専
門
家
に
よ
る「
問
題
」の
指
摘
も
大
切
な
の
だ
が
、農
民
を
無
視
し
た「
問

題
」
含
み
の
「
農
政
」
に
よ
っ
て
「
減
反
」
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
歪
み
の

証
し
の
よ
う
に
「
山
の
裾
よ
り
荒
地
」
が
広
が
っ
て
き
た
と
い
う
被
害
を
阻
止
し
、

改
善
す
る
こ
と
が
先
決
に
し
て
急
務
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
四
〇
年
来
の
「
減

反
」
に
よ
る
歪
み
の
指
摘
や
義
憤
は
、
七
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
「
農
婦
の
域
出

づ
る
こ
と
な
き
」、「
農
婦
わ
れ
」
に
身
を
も
っ
て
徹
し
て
き
た
佐
藤
正
子
さ
ん
の
、

「
何
の
国
益
ぞ
」
と
い
う
一
言
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
一
言
は
意
味

深
長
で
あ
り
、
重
い
。

　

政
治
は
、
こ
う
し
た
身
体
感
覚
こ
そ
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
報
い
る
よ
う
な
政

策
を
施
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
政
治
の
た
め
の
国
益
な
の
で
は
な
く
、
国
民
の
た
め

の
国
益
で
あ
り
、
政
治
家
の
た
め
の
国
益
で
は
な
く
、
住
民
の
た
め
の
国
益
で
あ

る
。
だ
か
ら
、「
山
の
裾
よ
り
荒
地
ひ
ろ
ご
る
」
と
い
う
指
摘
や
悲
嘆
は
、
住
民

の
不
安
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
飲
料
水
と
し
て
、
や
が
て
は
水
田
な
ど
に
不
可

欠
な
「
地
下
水
」
の
涵
養
を
促
す
と
い
う
生
態
系
（
外
部
経
済
）
を
妨
げ
、
む
し

ろ
厖
大
な
外
部
不
経
済
と
い
う
べ
き
水
質
の
悪
化
や
水
不
足
（
枯
渇
）
を
来
た
し
、

生
存
が
困
難
な
窮
地
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
で
あ
り
、
憂
慮
な
の
で

あ
る
。
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す
で
に
水
を
盗
み
に
山
に
入
り
、
山
を
買
お
う
と
す
る
人
（
企
業
）
が
い
る
と

い
う
。
そ
れ
は
、手
入
れ
を
し
な
い
で
放
置
し
た
ま
ま
の
「
荒
地
」
や
「
不
耕
地
」、

雑
木
林
な
ど
を
買
お
う
と
す
る
人
（
企
業
）
で
あ
る
。「
荒
地
」
や
「
不
耕
地
」

は
も
と
よ
り
、
雑
木
林
と
い
う
山
林
に
至
っ
て
も
、
そ
の
土
地
の
上う

わ

も
の
（
そ
の

土
地
に
生
え
て
い
る
雑
木
や
立
木
を
伐
採
し
、
木
の
実
や
山
菜
な
ど
を
採
集
す
る

こ
と
）
の
取
得
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
の
地
下
に
埋
も
れ
て
い
る
資

源
│
│
│
地
下
水
や
温
水
（
泉
）、
粘
土
、
鉱
石
な
ど
の
獲
得
の
た
め
に
、
過
疎

地
や
中
間
山
地
の
「
荒
地
」
を
探
し
求
め
、
上
も
の
の
「
荒
地
」
を
口
実
に
安
い

価
格
で
購
入
し
よ
う
と
、
日
本
の
大
手
商
社
（
企
業
）
の
み
な
ら
ず
、「
飲
料
水
」

の
確
保
を
目
指
す
「
咽
が
渇
い
た
中
国
」
が
、
食
指
を
動
か
し
な
が
ら
日
本
の
山

野
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
し
て
、四
〇
年
以
上
に
も
及
ぶ
「
減
反
」
を
含
め
た
不
実
不
毛
な
農
政
は
、

「
国
益
」
ど
こ
ろ
か
、
国
民
か
ら
農
業
を
不
透
明
（
生
産
地
、
流
通
、
鮮
度
、
飼

料
な
ど
）
な
産
業
に
し
、
安
心
や
安
全
を
歪
め
て
き
た
。
昨
今
に
至
っ
て
は
、
い

ず
れ
も
改
善
の
た
め
の
取
り
組
み
を
始
め
た
と
い
う
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
の
だ

が
、い
つ
の
日
に
「
減
反
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
近
い
日
に
「
山

の
裾
よ
り
荒
地
」
が
消
え
、
雑
木
林
の
な
か
か
ら
岩
清
水
が
滴
り
（
そ
の
地
下
を

伏
流
水
が
奔は

し

り
）、
蛍
の
飛
び
交
う
山
里
の
畦
道
を
歩
い
て
み
た
い
と
願
う
の
は
、

決
し
て
私
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
時と

き
の
よ代
」
と
は
過
ぎ
し
日
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
今
日
、
そ
し
て
行
く
末

の
こ
と
も
含
む
。
だ
か
ら
、
過
去
を
語
る
こ
と
は
今
日
の
支
え
に
な
り
、
未
来
の

礎
と
な
る
。「
減
反
」に
固
執
す
る
偽
政
者
も
今
日
の「
食か

て糧
」に
強
い
ら
れ
な
が
ら
、

や
が
て
「
時と

き
の
よ代

」
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
（
五
） 

だ
か
ら
「
農
婦
わ
れ
」
は
生
き
る
│
│
│　

結
び
に
代
え
て

　

わ
が
妣は

は

と
決
め
し
星
あ
り
遠

と
ほ
か
は
づ蛙
│
│
│
こ
れ
は
佐
藤
正
子
さ
ん
の
、
上
毛
文
学

賞
（
上
毛
新
聞
社
主
催
）
の
佳
作
に
選
ば
れ
た
句
で
あ
る
。「
妣
」
は
「
亡
く
な
っ

た
母
の
称
」（『
広
辞
苑
』
二
一
三
一
頁
）
で
あ
り
、「
遠
蛙
」
は
春
の
季
語
で
あ
る
。

田
植
え
を
終
え
る
と
見
事
な
青
田
が
広
が
り
、
星
空
の
下も

と

に
は
遠
く
の
あ
ち
ら
か

ら
も
こ
ち
ら
か
ら
も
「
蛙
」
の
鳴
き
声
が
響
き
わ
た
り
、命
の
息
吹
を
醸
し
出
す
。

見
上
げ
れ
ば
「
わ
が
妣
と
決
め
し
星
あ
り
」
と
の
こ
と
ゆ
え
に
、
そ
の
面
影
を
偲

び
、
切
な
さ
に
む
せ
ぶ
。「
わ
が
妣
」
を
思
う
日
は
、「
遠
蛙
」
に
誘
わ
れ
る
初
夏

の
夜
や
、
星
の
見
え
る
夜
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、

　
　

黄よ

み泉
の
母
語
り
か
け
く
る
良
夜
か
な

　

と
も
詠
ん
で
い
る
。
季
語
と
し
て
の「
良
夜
」は
、「
良
い
夜
。
月
の
明
ら
か
な
夜
。

特
に
中
秋
の
名
月
の
夜
。〈
季
・
秋
〉」（『
広
辞
苑
』
二
七
〇
二
頁
）
と
い
う
説
明

に
教
え
ら
れ
な
が
ら
、「
黄
泉
」
の
国
を
「
月
」
の
世
界
に
喩
え
、
月
明
か
り
の

下
で
「
黄
泉
の
母
」
が
、「
語
り
か
け
く
る
」
に
相
応
し
い
「
良
夜
」
と
解
釈
し

た
。「
良
夜
か
な
」
の
「
か
な
」
は
、疑
問
詞
に
終
助
詞
を
加
え
た
も
の
で
は
な
く
、

詠
嘆
を
強
調
す
る
終
助
詞
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
良
夜
に
な
っ
た
も
の
だ
な
あ
」

と
感
慨
を
込
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
「
黄
泉
の
母
語
り
か
け
く
る
」
と
と
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も
に
、
自
ら
が
「
月
」
に
語
り
か
け
、
そ
の
月
明
か
り
の
な
か
で
語
り
合
っ
て
い

0

0

0

0

0

0

る0

様
子
が
伺
え
る
。
亡
き
母
を
恋
ゆ
る
悲
し
み
が
月
よ
、
星
よ
と
眺
め
る
ほ
ど
に

強
ま
り
、
星
の
き
ら
め
き
の
よ
う
に
「
語
り
か
け
く
る
」、「
妣
」
の
声
や
姿
を
瞼

に
浮
か
べ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
星
や
月
は
、
亡
き
母
を
偲
ぶ
縁

よ
す
が

と
し
て
の
具
象
で

あ
る
。

　

紹
介
し
た
二
句
は
、
亡
き
母
を
含
め
た
多
く
の
人
々
と
関
わ
り
生
か
さ
れ
、
多

く
の
絆
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
私
」
の
精
神
や
、
そ
れ
ら
を
生
か
し
た
い

と
い
う
「
慈
愛
」
を
引
き
出
し
、
溢
れ
る
言
葉
を
洗
練
し
な
が
ら
昇
華
さ
れ
た
、

心
の
ひ
と
雫
で
あ
る
。
│
│
│ 

亡
き
母
と
の
語
ら
い
は
、
自
ら
を
省
み
る
こ
と

で
あ
り
、
星
が
き
ら
め
き
、
月
明
か
り
に
満
ち
た
「
良
夜
」
も
移
ろ
い
、
す
べ
て

が「
時
」と
と
も
に
過
ぎ
去
る
儚
さ
を
知
る
こ
と
と
な
る
。そ
の
儚
さ
の
一
つ
が「
人

身
、
受
け
難
し
」
と
教
え
ら
れ
て
き
た
「
命
」
の
無
常
で
あ
る
。
佐
藤
正
子
さ
ん

は
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
、
次
の
よ
う
に
詠う

た

っ
て
い
る
。

　
　

今
は
命
の
い
と
ほ
し
と
思
ひ
覚
め
て
ゐ
つ
明あ

か
と
き時
の
閨ね

や

に
澄
め
る
ひ
ぐ
ら
し

　

こ
の
一
首
は
「
上
毛
歌
壇
」（
上
毛
新
聞
社
）
の
選
者
・
有
川
有
亀
雄
氏
に
よ
っ

て
「
特
選
」
と
評
価
さ
れ
、「
選
評
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
（
昭
和
六
十
二
年
一

月
十
五
日
付
け
）。

　

こ
と
さ
ら
に
「
今
は
」
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
感
動
が
出
て
い
る
。
ひ
ぐ
ら

し
の
声
は
美
し
い
が
、
自
然
の
趣
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
活
の
思
い
に
ま
で
反

響
し
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、〈
暁
の
蜩
不
義
理
が
三
つ
四
つ
ほ
ど
〉（
中

村
草
田
男
）
の
如
く
。
鮮
明
に
、
し
か
し
、
ど
こ
か
は
か
な
く
、
全
身
的
に
啼
く

ひ
ぐ
ら
し
の
声
に
触
発
さ
れ
、〈
い
の
ち
〉
へ
の
愛
情
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
、
こ

の
過
程
は
自
然
で
共
感
で
き
る
。

　

歌
の
意
は
、
目
醒
め
の
早
い
「
明
時
の
閨
に
」
い
て
、
漫
然
と
「
澄
め
る
ひ
ぐ

ら
し
」
の
声
を
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
今
は
」
と
い
う
強
い
自
覚
や
感
慨
、

そ
し
て
「
感
動
」
に
よ
っ
て
「
思
ひ
覚
め
て
ゐ
つ
」
と
の
呼
応
を
引
き
出
し
、「
命

の
い
と
ほ
し
」
さ
が
印
象
づ
け
ら
れ
、
共
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。「
澄
め
る
ひ

ぐ
ら
し
」
の
声
は
、
夏
の
終
わ
り
や
日
暮
れ
を
告
げ
る
点
景
、
情
景
と
し
て
登
場

し
た
り
描
か
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、「
蛍
二
十
日
に
蝉
三
日
」
と
喩

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
儚
さ
を
象
徴
す
る
身
近
な
小
動
物
と
し
て
も
知
ら
れ
、

愛
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
昨
今
で
は
「
山
の
裾
よ
り
荒
地
ひ
ろ
ご
る
」
た
め
か
、

「
蛍
」
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
、「
蛍
の
里
づ
く
り
」
を
兼
ね
た
親
水
公
園

の
整
備
に
勤
し
み
、「
蛍
の
夕
べ
」
な
ど
と
称
し
て
「
蛍
」
と
の
触
れ
合
い
を
求

め
る
催
し
が
多
い
。
そ
れ
は
「
蛍
」
の
光
り
や
「
蝉
」
の
声
を
「
観
賞
」
す
る
だ

け
で
は
な
く
、自
ら
の
「
命
」
を
観
照
す
る
学
習
の
機
会
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
命
」

を
慈
し
む
精
神
を
育
む
習
俗
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

蛍
や
蝉
な
ど
の
小
動
物
の
減
少
や
激
減
は
、
生
態
系
の
異
状
や
歪
み
を
証
左
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
食
物
連
鎖
に
関
わ
る
悪
影
響
が
あ
ら
ゆ
る
命
に
波
及
し
、
人

間
の
危
機
を
予
兆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
蛍
や
蝉
な

ど
の
儚
い
命
を
知
り
、
毎
年
限
ら
れ
た
時
宜
を
得
て
賦
活
再
生
さ
れ
、
継
承
さ
れ
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て
き
た
「
命
」
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
佐
藤
正
子
さ
ん
の
よ
う
に
素
朴
な
感
性

の
具
現
で
あ
る
、「
今
は
命
の
い
と
ほ
し
と
思
ひ
覚
め
て
ゐ
つ
」
と
愛
惜
す
る
慈

し
み
の
心
や
、
他
の
命
に
寄
せ
る
思
い
や
り
、
過
ぎ
し
日
を
省
み
る
精
神
な
ど
を

喪
失
す
れ
ば
、
多
様
な
モ
ノ
の
取
得
だ
け
に
固
執
す
る
、
感
情
の
無
機
質
化
を
促

し
、
人
間
の
モ
ノ
化
を
怖
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
危
惧
は
す
で
に
始

ま
っ
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。　

　

問
題
の
根
源
は
、
明
治
の
日
本
が
受
け
入
れ
た
近
代
思
想
が
、
理
念
を
欠
い
た

合
理
主
義
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
理
念
を
欠
い
た
合
理
主
義
は
、
効

率
優
先
主
義
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
、
理
念
を
欠
い
た
合
理
主
義
が
ど
う
い
う

結
果
を
も
た
ら
し
た
か
は
、
二
十
一
世
紀
の
日
本
社
会
に
蔓
延
し
て
い
る
不
毛
な

効
率
優
先
主
義
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　

効
率
は
無
駄
な
も
の
を
捨
て
る
こ
と
に
あ
る
。
理
念
を
欠
い
た
合
理
主
義
が
無

駄
な
も
の
と
し
て
放
棄
し
て
き
た
も
の
が
、「
み
や
び
」「
う
つ
く
し
」「
い
き
」、

そ
し
て
「
い
つ
く
し
み
」
な
ど
、
日
本
民
族
の
魂
の
感
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
取

り
返
し
の
つ
か
な
い
喪
失
で
あ
っ
た
。

　

と
い
う
説
明
に
包
ま
れ
た
意
味
や
事
象
に
つ
い
て
検
証
し
、
省
み
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、「
近
代
思
想
」
と
は
何
か
、「
合
理
主
義
」
と

は
ど
う
し
た
こ
と
か
、「
効
率
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、「
魂
の
感
性
」
と
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
な
ど
と
再
考
を
重
ね
、「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
喪
失
」

を
抑
制
し
た
り
防
止
し
た
り
、
こ
と
に
よ
っ
て
は
回
復
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、「
近
代
思
想
」
の
一
環
な
の
か
、
自
然
の
生
態
か
ら
乖
離
し
た
「
合
理

主
義
」や
、「
効
率
優
先
主
義
」と
称
す
る
御
為
ご
か
し
の
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
、「
魂

の
感
性
」
を
「
喪
失
」
す
る
ば
か
り
で
、
人
間
の
生
態
も
改
悪
し
つ
つ
あ
る
。
だ

か
ら
、
こ
れ
ら
の
抑
制
や
回
復
の
た
め
に
も
、「
農
婦
わ
れ
」
と
し
て
七
十
年
以

上
も
の
長
い
間
農
林
業
に
徹
し
、「
時と

き
の
よ代
」
の
感
慨
を
詠
ん
で
来
ら
れ
た
佐
藤
正

子
さ
ん
の
よ
う
な
和
歌
（
俳
句
や
短
歌
を
含
め
て
）
を
繙
く
こ
と
が
、
日
本
の
将

来
を
考
察
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
資
料
で
あ
り
、
最
も
適
切
な
教
材
な
の
で
あ

る
。
今
や
、
官
僚
に
よ
る
「
検
定
済
教
科
書
」
に
基
づ
き
、「
教
材
研
究
」
を
加

え
て
指
導
案
を
作
成
し
、最
新
の
教
育
機
器
を
駆
使
し
な
が
ら
授
業
を
重
ね
て
も
、

「
う
つ
く
し
」「
い
つ
く
し
み
」
な
ど
に
包
ま
れ
た
繊
細
な
「
魂
の
感
性
」
を
醸
す

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
豊
か
な
暮
ら
し
だ
」
と
し
て
傲

慢
に
な
り
が
ち
で
、
多
量
の
無
機
質
な
「
モ
ノ
」
に
囲
ま
れ
た
人
々
は
、「
嗜し

へ
き癖

の
対
象
は
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
快
楽
よ
り
も
、
そ
れ
を
失
う
こ
と

に
対
す
る
不
安
の
ほ
う
が
強
く
な
り
が
ち
で
あ
る
。ケ
ー
タ
イ
依
存
に
お
い
て
も
、

相
手
と
つ
な
が
り
つ
づ
け
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
快
楽
よ
り
も
、
切
断
さ
れ
る
こ

と
に
対
す
る
不
安
の
ほ
う
が
強
い
。」
と
い
う
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
相
対
化

で
き
な
い
ま
ま
打
算
的
な
「
友
だ
ち
地
獄
」
に
陥
り
、常
に
「
不
満
」
や
「
不
平
」

を
掻
き
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、「
合
理
主
義
」
や
「
効
率
優
先

主
義
」
に
こ
だ
わ
れ
ば
、「
従
っ
て
、
経
済
学
的
な
意
味
で
合
理
的
計
算
を
行
う

人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
変
革
へ
の
協
力
は
あ
り
そ
う
も
な
く
な
り
ま
す
。」
な

ど
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
「
壁
」
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
明
治

－ 168－

（
14
）

（
15
）

（
16
）



－ 017－

千　葉　　　貢

－ 018－

佐藤正子「時代」を詠む

以
降
の
「
近
代
思
想
」
や
「
時と

き
の
よ代

」
は
、「
経
済
学
的
な
意
味
で
合
理
的
計
算
を

行
う
」
人
材
の
育
成
に
躍
起
と
な
り
、
多
数
輩
出
し
て
き
た
。
だ
か
ら
、
自
ら
の

保
身
に
関
し
「
合
理
的
計
算
を
行
う
」
人
が
い
て
も
、
繰
り
返
さ
れ
て
も
不
思
議

な
こ
と
で
も
、
驚
く
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
で
も
「
合
理
的
計
算
」
で
は
算
出
で

き
な
い
、
割
り
切
れ
な
い
心
情
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

贈ぞ
う
わ
い賄
の
億
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
き
な
が
ら
キ
ロ
百
円
の
実
梅
選よ

り
を
り　
　

　

と
い
う
一
首
に
込
め
ら
れ
た
佐
藤
正
子
さ
ん
の
心
情
に
思
い
を
重
ね
、「
時と

き
の
よ代
」

の
事
実
を
省
み
る
こ
と
が
、
同
じ
「
時と

き
の
よ代

」
に
生
き
る
私
た
ち
の
責
務
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
今
は
亡
き
人
々
も
含
め
、
多
く
の
人
々
と
「
つ
な
が

り
つ
づ
け
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、「
大
海
の
一い

ち
ぞ
く粟
を
拾
う
」
に
等
し
い
命
を
愛
惜
し
、

小
動
物
を
含
め
た
身
近
な
命
と
の
交
感
に
よ
っ
て
、「
友
だ
ち
地
獄
」
や
「
合
理

的
計
算
」か
ら
解
放
さ
れ
、天
地
人
を「
い
つ
く
し
む
」よ
う
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

佐
藤
正
子
さ
ん
は
、生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
切
な
い
思
い
で「
星
」や「
月
」、「
遠

蛙
」
や
「
ひ
ぐ
ら
し
」
な
ど
に
も
耳
目
を
傾
け
ら
れ
、
素
朴
な
心
象
を
反
映
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
和
歌
を
詠
む
│
│
│
そ
れ
は
、
佐
藤
正
子
さ
ん
が
天
地
人
と
の
交

感
に
努
め
、
心
の
浄
化
に
伴
う
言
霊
の
受
容
で
あ
る
。
そ
の
和
歌
は
、
亡
き
人
々

も
含
め
た
天
地
人
に
捧
げ
る
言
祝
ぎ
で
あ
り
、
言
挙
げ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
農
婦
わ
れ
」
の
身
命
に
等
し
い
和
歌
に
宿
る
「
言
霊
」
は
、

「
時と

き
の
よ代

」
に
精
彩
を
放
ち
、「
時と

き
の
よ代

」
を
超
え
て
生
き
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
佐

藤
正
子
さ
ん
は
、「
農
婦
わ
れ
」
の
思
い
を
強
く
し
て
、
五
十
年
以
上
も
の
長
い

歳
月
に
わ
た
り
和
歌
の
道
に
精
進
し
て
来
ら
れ
た
人
生
の
尊
厳
を
思
う
。
数
々
の

和
歌
は
、
夜
空
に
星
の
き
ら
め
く
よ
う
に
、
窓
辺
に
月
の
光
が
届
く
よ
う
に
、「
昼

の
お
星
は
眼
に
見
え
ぬ
／　

見
え
ぬ
け
れ
ど
も
あ
る
ん
だ
よ
／　

見
え
ぬ
も
の
で

も
あ
る
ん
だ
よ
。」
と
謡う

た

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昼
夜
を
分
か
た
ず
、「
時
代
」
を

経
て
愛
唱
さ
れ
て
い
く
に
違
い
な
い
。

　

和う

た歌
を
紡
い
で
五
十
年
、「
時と

き
の
よ代
」
を
詠
む
│
│　

佐
藤
正
子
さ
ん
は
常
に
新

し
い
「
時
」
を
刻
み
続
け
て
い
る
。
だ
か
ら
、
詠よ

み
続
け
る
魂
も
新
た
な
「
時
」

を
重
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
た
な
五
十
年
の
旅
も
天
地
人
は
も
と

よ
り
「
時と

き
の
よ代

」
に
関
心
を
寄
せ
、
高
潔
な
志
の
ま
ま
に
詠う

た

い
続
け
て
い
く
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
の
志
は
〝
木
の
葉
に
包
め
〞
の
箴
言
通
り
に
、
真
情
の
雫
と
な
っ
て

「
時と

き
の
よ代
」
の
人
々
の
心
を
潤
し
続
け
て
い
く
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ち
ば　

み
つ
ぎ
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
）

　
〈
注
〉

（
１
） 

新
村
出
編
『
広
辞
苑　

第
四
版
』（
岩
波
書
店
）
二
〇
九
三
頁
。
以
下
、
注
記
し
な
い
で
本
文

の
な
か
に
て
明
示
し
た
。

（
２
） 『
新
歳
時
記　

増
訂
版　

虚
子
編
』（
三
省
堂
）
一
五
一
頁
〜
一
五
二
頁
。
以
下
、
注
記
し
な
い

で
本
文
の
な
か
に
て
明
示
し
た
。

（
３
） 

佐
藤
正
子
『
句
集　

俳
句
ま
ん
だ
ら
』（
あ
さ
を
社
、平
成
十
八
年
五
月
二
十
一
日
刊
）
二
十
頁
。

以
下
、本
文
の
な
か
に
紹
介
し
た
俳
句
は
、注
記
し
た
も
の
を
除
い
て
、本
句
集
よ
り
引
用
し
た
。

（
４
） 
平
成
十
六
年
三
月
十
三
日
（
土
曜
日
）
付
け
、『
読
売
新
聞
』
の
な
か
の
、「
編
集
手
帳
」
よ
り

引
用
し
た
。

（
５
） 『
広
辞
苑
』に
は
、「
個
人
の
所
有
と
な
る
臨
時
収
入
。
役
得
。
へ
そ
く
り
。」と
い
う
説
明
が
あ
る
。

二
三
七
四
頁
。

（
６
） 

佐
藤
正
子
『
歌
集　

詠
は
め
や　

草
屋
住
ま
ひ
』（
上
毛
新
聞
社
、
平
成
十
四
年
六
月
二
十
六

日
刊
）
二
二
五
頁
。
以
下
、本
文
の
な
か
に
て
紹
介
し
た
短
歌
は
、注
記
し
な
い
も
の
を
除
い
て
、

本
歌
集
よ
り
引
用
し
た
。
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千　葉　　　貢

（
７
） 

注
（
３
）
に
同
じ
。
二
九
頁
。　

（
８
） 

佐
藤
正
子
『
句
集　

ゐ
ろ
り
端
』（
あ
さ
を
社
、
平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日
刊
）
一
一
九
頁
、

及
び
四
五
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
９
） 
千
葉
県
佐
倉
市
在
住
の
友
人
よ
り
伺
っ
た
一
部
で
あ
る
。
友
人
の
平
成
二
十
年
八
月
三
日
付
け

の
書
簡
に
も
同
じ
よ
う
な
感
慨
が
綴
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
歴
史
は
身

近
に
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
10
） 

吉
田
兼
好『
徒
然
草
』の
な
か
の「
第
百
五
十
五
段
」の
一
節
で
あ
る
。『
方
丈
記　

徒
然
草
』（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
三
九
、
岩
波
書
店
）
二
三
四
頁
よ
り
引
用
。

（
11
） 

大
泉
一
貫
『
日
本
の
農
業
は
成
長
産
業
に
変
え
ら
れ
る
』（
洋
泉
社
新
書
）
一
六
二
頁
、
及
び

一
七
六
頁
よ
り
引
用
し
た
。　
　

（
12
） 

田
口
洋
美
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
付
け
の
『
産
経
新
聞
』
に
よ
っ
て
報
じ
ら
れ
た
記

事
の
一
節
を
引
用
し
な
が
ら
、「
盗
ま
れ
る
水
」
と
題
す
る
「
時
評
」
の
な
か
で
述
べ
て
い
た
。

『
季
刊　

東
北
学
』（
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
発
行
、
柏
書
房
発
売
）
第

二
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
八
月
一
日
発
行
）、
一
七
五
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

（
13
） 

佐
藤
正
子
『
歌
集
・
評
伝　

言
霊
』（
上
毛
新
聞
社
、
平
成
十
六
年
五
月
十
日
刊
）
一
二
七
頁

〜
一
二
八
頁
か
け
て
引
用
し
た
。

（
14
） 

杉
山
鼎
『
失
わ
れ
た
日
本
の
美
意
識
』（
幻
冬
舎
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
新
書
）
九
七
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
15
） 

土
井
隆
義
『
友
だ
ち
地
獄
ー
「
空
気
を
読
む
」
世
代
の
サ
バ
イ
バ
ル
』（
ち
く
ま
新
書
）

一
四
七
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
16
） 

宮
台
真
司
『
日
本
の
難
点
』（
幻
冬
舎
新
書
）
二
七
八
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
17
） 『
金
子
み
す
ゞ
童
謡
集
』（
ハ
ル
キ
文
庫
）
一
〇
八
頁
よ
り
引
用
し
た
。「
星
と
た
ん
ぽ
ぽ
」
と

題
す
る
詩
の
一
節
で
あ
る
。

　
〈
附
記
〉

　

本
誌
『
清
水
武
明
教
授
退
職
記
念
号
』
に
拙
稿
も
加
え
て
戴
き
、
有
り
難
い
こ
と
と
関
係
各

位
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
拙
稿
は
、
前
号
（
第
十
二
巻
第
三
号
）
に
続
く
、
佐
藤
正
子
さ
ん
（
大
正
十
二
年
八
月

二
十
一
日
安
中
市
生
ま
れ
、
吾
妻
郡
東
吾
妻
町
在
住
）
に
つ
い
て
の
小
考
で
あ
り
ま
す
。
内
容

は
、「
思
え
ば
、
戦
争
の
食
糧
難
が
、
私
を
農
婦
に
仕
立
て
た
の
で
あ
る
が
、
歌
の
基
礎
も
な

く
、
唯
唯
、
百
姓
と
し
て
肉
体
労
働
の
傍
ら
、
む
さ
ぼ
る
様
に
詠
ん
だ
も
の
ば
か
り
。」（『
歌

集　

詠
は
め
や　

草
屋
住
ま
ひ
』
の
「
あ
と
が
き
」）
だ
と
い
う
短
歌
に
加
え
、「
即
ち
、
あ
る

時
期
は
、
四
世
代
三
夫
婦
で
過
ご
し
て
き
た
一
農
婦
の
、
嫁
と
し
て
、
姑
と
し
て
、
又
、
妻
や

母
や
女
と
し
て
の
半
世
紀
に
及
ぶ
哀
歓
を
、
俳
句
に
こ
と
寄
せ
て
残
し
た
い
と
考
え
た
。」（『
句

集　

ゐ
ろ
り
端
』
の
「
あ
と
が
き
」）
と
い
う
俳
句
の
何
句
か
を
紹
介
し
な
が
ら
、
愚
生
な
り

に
説
明
を
施
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
和う

た歌
を
詠
む
姿
勢
は
、
清
水
先
生
が
自
然
の
生
態

に
基
づ
く
「
環
境
政
策
」
や
、「
循
環
型
社
会
」「
脱
物
質
化
」
を
主
題
と
し
た
「
研
究
歴
」
と

同
様
に
思
わ
れ
ま
す
。
ゆ
え
に
一
考
を
も
の
し
、
感
謝
の
し
る
し
に
と
掲
載
を
お
願
い
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

　

清
水
先
生
に
は
図
書
館
長
と
し
て
、「
郷
土
資
料
コ
ー
ナ
ー
設
置
」
の
継
続
や
さ
ら
な
る
拡

充
の
た
め
の
予
算
を
、
愚
生
を
含
む
同
小
委
員
会
に
対
し
御
理
解
と
御
高
配
を
賜
り
、
叶
え
て

戴
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
年
の
九
月
十
八
日
、
白
馬
山
荘
の
夜
、
愚
生
ど
も
の
ゼ
ミ
合
宿
に
地
元
の
ワ
イ
ン

（
大
瓶
）
や
、
清
水
先
生
の
ゼ
ミ
生
諸
君
が
手
づ
く
り
の
、
文
字
通
り
の
〝
大
お
む
す
び
〞（
一

〇
数
箇
も
）
を
差
し
入
れ
て
戴
き
、〝
う
ま
い
、
う
ま
い
〞
と
感
激
こ
の
上
な
く
有
り
難
い
こ

と
で
し
た
。
御
蔭
様
で
御
一
緒
に
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
翌
朝
の
出

発
に
際
し
ま
し
て
は
、
周
辺
の
「
自
然
環
境
」
に
関
し
て
の
助
言
や
激
励
と
共
に
、
お
見
送
り

ま
で
戴
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
御
高
誼
の
な
か
の
お
姿
を
拝
し
な
が
ら
、
清
水
先
生
の
益
々
の
御
健
勝
と
御
活
躍

を
祈
念
し
つ
つ
、
賜
り
ま
し
た
数
々
の
御
厚
情
や
御
高
配
に
対
し
ま
し
て
、
感
謝
の
意
を
込
め

て
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

清
水
先
生　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

謹
識
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