
■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
五
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 
ゲ
ー
ジ
霧
ら
ふ
昇
坑

あ

が

り

坑
夫
の
鼻
唄
に 

 

石
原
八
束 

（
昭
和
三
十
一
年
作
・
句
集
『
雪
稜
線
』） 

 
 

足
尾
鉱
山
に
取
材
し
た
二
十
九
句
の
う
ち
の
一
句
。
〈
炎
天
の
銅
山

肌(

や
ま
は
だ)

落
つ
る
崩
れ
石
〉
に
始
ま
り
〈
坑
口
の
霧
は
や
し
本
山

坑
か
く
る
〉
に
至
る
。
当
時
の
銅
山
の
坑
夫
た
ち
の
仕
事
の
風
景
が
あ

る
意
味
で
は
生
々
し
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
以
前
に
、 

 
 

木
枯
や
当
引

あ
て
ひ
こ

吊
り
の
坑
夫
の
坂 

 
 

石
原
八
束 

滴
り
や
カ
ン
テ
ラ
一
つ
研 ず

り

に
お
き 

 
 
 
 

〃 

を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
上
掲
の
作
も
こ
の
群
作
の
特
徴
を
よ

く
示
し
て
い
る
。
こ
の
取
材
に
当
た
っ
て
、
八
束
は
か
な
り
積
極
的
に

現
場
の
鉱
山
用
語
を
収
集
し
た
。
「
坑
内(

し
き)

」「
切
羽(
き
り
は)

」

「
導
火
線(

み
ち
び)

」「
坑
壁(

ど
べ
ら)

」「
鉑(

は
く)

」「
坑
口(

し
き)
」

「
研(

ず
り)

」「
昇
坑(

あ
が
り)

」「
研
山(

ず
り
や
ま)

」「
坑
外(

お
か)
」

等
々
。 

 

新
し
い
季
語
を
発
掘
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
八
束
は
現
場
の
坑
夫

の
仕
事
や
生
活
の
中
か
ら
新
し
い
言
葉
を
俳
句
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
。

生
活
圏
ご
と
に
根
づ
い
て
息
づ
い
て
い
る
言
葉
は
、
体
臭
を
さ
え
帯
び

て
、
人
間
の
生
き
る
実
態
を
如
実
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
現
場
の
作

業
者
た
ち
は
、
「
導
火
線
（
ど
う
か
せ
ん
）」
と
い
う
代
わ
り
に
「
み
ち

び
」
と
言
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
漢
語
熟
語
の
音
で
は
な
く
、
和
語
的

な
も
っ
と
生
な
自
分
た
ち
の
作
業
実
感
に
近
い
、
体
感
的
に
馴
染
む
言

葉
が
流
通
し
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
、
も
ち
ろ
ん
鉱
山
の

作
業
内
だ
け
に
閉
ざ
さ
れ
た
言
葉
で
は
な
く
、
家
に
帰
れ
ば
家
族
た
ち

の
中
で
も
流
通
し
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
実
感
を
地
域
で
共
有
し
て
い
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。 

一
見
、
得
体
の
し
れ
な
い
標
準
語
の
陰
に
隠
れ
て
い
る
よ
う
な
が
ら
、

実
は
大
変
根
深
い
熱
量
を
含
ん
で
立
ち
上
が
る
坑
夫
た
ち
の
言
葉
。
そ

の
言
葉
を
編
ん
で
現
場
の
労
働
風
景
や
生
き
る
姿
を
映
し
た
句
が
得
ら

れ
ま
い
か
。
八
束
の
実
証
的
な
本
質
的
態
度
が
こ
れ
ら
の
マ
ニ
ア
ッ
ク

と
も
い
え
る
語
彙
収
集
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
、
冒
頭
の
句
で
あ
る
が
、
「
ゲ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
は
、
「
堅
坑
に

は
ゲ
ー
ヂ
と
い
ふ
坑
内
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
る
」
の
後
註
が
あ
る
。
ど

の
く
ら
い
深
い
竪
坑
な
の
か
想
像
が
つ
か
な
い
が
、
こ
の
句
は
そ
の
昇

階
機
の
地
上
の
出
口
あ
た
り
に
立
ち
込
め
て
い
る
霧
が
ゲ
ー
ジ
に
も
降

り
て
い
く
よ
う
な
さ
ま
を
描
い
た
も
の
か
。
そ
の
底
か
ら
仕
事
が
終
わ

っ
て
ほ
っ
と
し
て
い
る
坑
夫
の
鼻
唄
が
昇
っ
て
く
る
の
が
聞
こ
え
て
い

る
。
「
あ
が
り
」
と
い
う
こ
と
ば
の
軽
や
か
な
音
に
、
「
鼻
歌
」
も
和

や
か
で
、
読
み
手
も
ひ
と
と
き
く
つ
ろ
ぎ
を
覚
え
る
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
四
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 
鍵
穴
に
雪
の
さ
さ
や
く
子
の
目
覚
め 

 

石
原
八
束 

（
句
集
『
雪
稜
線
』（
昭
和
３
０
年
作
）） 

     
 

今
月
か
ら
第
二
句
集
『
雪
稜
線
』
を
読
み
直
し
て
い
き
た
い
。
前
回

は
、
次
の
よ
う
な
鑑
賞
を
行
っ
た
。 

≪

「
鍵
穴
」
と
い
う
無
機
的
な
素
材
を
用
い
な
が
ら
、
た
い
へ
ん
抒
情

的
に
仕
上
が
っ
て
い
る
句
。
「
鍵
穴
」
は
内
と
外
と
の
世
界
を
つ
な
ぐ

窓
口
で
も
あ
る
。
鍵
穴
か
ら
部
屋
の
中
を
覗
く
と
い
う
の
は
、
よ
く
見

る
シ
ー
ン
だ
が
、
音
が
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
う
の
は
珍
し
い
。
そ
れ

ま
で
眠
っ
て
い
た
子
が
、
ふ
と
目
を
覚
ま
し
た
ま
ま
、
し
ば
ら
く
し
ず

か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
鍵
穴
を
通
し
て
雪
の
降
る
音
が
聞
こ
え
て

く
る
。
そ
れ
も
、
さ
さ
や
く
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
、
と
い
う
の
だ
。

メ
ル
ヘ
ン
的
な
装
い
の
中
に
も
な
ん
と
静
謐
無
垢
な
時
間
が
流
れ
て
い

る
こ
と
よ
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句
か
ら
は
、
三
好
達
治
の
詩
「
雪
」
が
思
い
起
こ

さ
れ
る
が
、
太
郎
次
郎
を
眠
ら
せ
る
雪
の
詩
は
、
日
本
古
来
の
家
屋
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
句
は
都
会
的
で
近
代
的
な
佇
ま
い
を
感
じ
さ

せ
る
。
ま
た
、
三
好
詩
で
は
子
ど
も
は
二
人
だ
が
、
こ
の
句
で
は
一
人
。

時
代
の
流
れ
に
沿
い
な
が
ら
も
、
そ
の
中
か
ら
詩
を
紡
ぎ
だ
そ
う
と
い

う
八
束
の
姿
勢
が
見
え
る
。≫

 

 

さ
て
、
近
代
的
な
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
「
鍵
穴
」
の
風
景
か
ら
、
さ
ら

に
半
世
紀
以
上
経
っ
た
今
日
、
都
会
で
は
ボ
タ
ン
式
の
施
錠
、
暗
証
番

号
に
よ
る
電
子
ロ
ッ
ク
、
ス
マ
ホ
操
作
に
よ
る
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
等
々
、

徐
々
に
増
え
て
い
る
。
あ
と
五
十
年
後
に
は
、
八
束
の
こ
の
句
は
ど
の

よ
う
に
感
覚
さ
れ
理
解
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

先
週
、
栃
木
県
黒
羽
の
中
学
校
で
出
前
授
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機

会
に
恵
ま
れ
た
。
全
校
百
八
十
名
く
ら
い
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
長
塚
節

の
〈
垂
乳
根
の
母
が
釣
り
た
る
青
蚊
帳
を
す
が
し
と
い
ね
つ
た
る
み
た

れ
ど
も
〉
を
紹
介
し
た
つ
い
で
に
、
「
蚊
帳
」
を
知
っ
て
い
る
人
？
と

聞
い
た
ら
、
そ
れ
で
も
半
分
ち
か
く
の
生
徒
が
手
を
挙
げ
て
く
れ
た
。

少
し
安
心
し
た
。
で
も
東
京
で
は
こ
う
は
い
く
ま
い
。 

ち
な
み
に
、
前
記
の
三
好
達
治
に
は
、
〈
水
に
入
る
ご
と
く
に
蚊
帳
を

く
ぐ
り
け
り
〉
の
名
句
が
あ
る
が
、
夜
気
の
涼
し
さ
と
も
無
縁
で
は
な

か
ろ
う
。
夜
涼
も
都
会
で
は
縁
遠
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
前
掲
の
八
束
の

句
が
夏
に
詠
ま
れ
た
ら
、
こ
の
蚊
帳
の
中
で
の
子
の
目
覚
め
に
な
っ
た

か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
愚
考
を
し
て
も
み
る
の
だ
が
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
三
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 

憂
苦
雷
菜
蹴
ル
ト
春
雷
ノ
音
ヲ
出
ス 

高
山
れ
お
な 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
爆
破
菜
の
花
放
射
状 

 

恩
田
侑
布
子 

  

そ
れ
ぞ
れ
『
俳
句
』
五
月
号
、
六
月
号
よ
り
。
昨
今
、
新
聞
や
雑
誌

に
も
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
詠
ん
だ
句
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
コ
ロ
ナ
禍
や
戦
争
な
ど
悲
惨
残
酷
な
事
実
を
訴
え
る
重

み
は
、
生
と
死
と
い
う
根
本
に
深
く
か
か
わ
る
。 

ま
た
、
遠
隔
地
か
ら
の
「
想
望
」
的
な
俳
句
も
、
想
像
力
を
含
め
現
地

の
思
い
に
心
を
よ
り
深
く
添
わ
せ
る
意
味
で
大
切
か
と
思
う
。
テ
レ
ビ

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
は
真
偽
も
含
め
多
種
多
様
。
そ
の
中
か

ら
自
分
な
り
の
情
報
を
抽
出
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
造
形
す
る
。
客
観
的
な

立
場
か
ら
、
も
の
の
本
質
を
摑
み
だ
す
可
能
性
も
あ
る
。 

さ
て
、
上
掲
の
二
句
は
角
川
の
合
評
鼎
談
の
際
に
、
私
自
身
、
答
え
が

出
な
か
っ
た
句
で
あ
る
。
始
め
か
ら
断
っ
て
お
く
が
、
二
句
と
も
か
な

り
の
レ
ベ
ル
で
結
実
し
た
句
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

一
句
目
は
、
「
憂
苦
雷
菜
」
の
造
語
の
中
に
す
で
に
濃
縮
し
た
寓
意
性

が
潜
む
。
「
憂
き
と
苦
が
雷
の
よ
う
に
犇
め
き
合
っ
た
国
、
し
か
し
な

が
ら
鎧
せ
ぬ
菜
の
よ
う
な
弱
さ
も
併
せ
持
つ
国
」
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。

そ
の
菜
を
蹴
る
と
怒
っ
て
春
雷
の
音
を
出
す
、
と
い
う
句
意
か
。
俗
謡

風
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
蹴
る
主
体
は
ロ
シ
ア
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
蹂

躙
し
、
「
ほ
う
春
雷
の
音
が
す
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
嘲
笑
し
て
い
る
。

一
方
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
し
て
み
れ
ば
、
「
春
雷
の
音
を
出
す
」
く
ら
い

の
気
骨
は
あ
る
ぞ
、
と
抵
抗
の
自
負
を
持
つ
。
問
題
は
、
「
春
雷
」
の

心
情
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
。
「
春
雷
」
の
季
節
感
か
ら

俗
謡
風
の
お
お
ら
か
な
雰
囲
気
も
感
じ
れ
ば
、
そ
の
陰
画
め
く
凄
絶
な

生
者
死
者
の
叫
喚
と
も
感
じ
ら
れ
る
。
最
後
の
答
え
が
出
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。 

ま
た
、
「
憂
苦
雷
菜
蹴
ル
ト
」
を
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ケ
ル
ト
」
と
解
釈

す
る
読
み
も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
蹴
ル
ト
」
は
カ
タ
カ
ナ
の
送
り
仮
名

と
も
相
俟
っ
て
、
ま
ず
は
直
感
的
に
動
詞
と
し
て
目
に
飛
び
込
ん
で
く

る
。
実
際
、
こ
の
解
釈
が
可
能
な
ら
ば
、
ま
っ
と
う
に
届
い
て
く
る

「
春
雷
ノ
音
」
だ
が
、
同
様
に
こ
の
読
み
を
支
持
す
る
自
信
が
な
か
っ

た
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
七
音
の
短
詩
の
中
で
、
こ
こ
ま
で
重
層
的
な
物
語

性
を
編
ま
れ
た
こ
と
に
驚
い
た
一
句
で
あ
っ
た
。 

二
句
目
は
、
高
山
作
と
は
異
な
り
、
暗
喩
性
の
強
い
明
快
な
イ
メ
ー
ジ

句
で
あ
る
。
こ
の
菜
の
花
は
、
青
空
と
黄
の
麦
畑
を
表
す
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
青
黄
旗
の
「
実
り
の
麦
」
よ
り
も
か
弱
い
幼
い
命
た
ち
を
想
い
重
ね

て
い
る
も
の
か
。
下
五
に
、
爆
撃
禍
の
大
き
さ
と
残
酷
さ
が
デ
フ
ォ
ル

メ
さ
れ
な
が
ら
、
シ
ン
プ
ル
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
深
い
陰
影
を
孕
ん
で
提

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
第
三
者
的
に
描
い
て
よ
い
の
か
と
い
う
意

見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
一
句
に
も
戦
争
の
深
い
本
質
を
感

じ
と
っ
た
読
者
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

ど
ち
ら
の
句
が
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
俳
句
の
潜
在
的
な
短
詩
の

豊
か
さ
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
句
と
し
て
、
こ
こ
に
紹
介
し
、
一

日
も
早
い
ロ
シ
ア
の
撤
退
を
心
か
ら
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
二
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

 
野
を
か
へ
る
牛
の
背
に
憑
く
雪
ほ
た
る 

 
 
 

石
原
八
束 

（
昭
和
十
二
～
十
六
年
作
『
定
本
秋
風
琴
』
牧
羊
社
刊
） 

   

『
定
本
秋
風
琴
』
に
は
、
第
一
句
集
の
『
秋
風
琴
』
に
対
し
て
、
八

十
句
ほ
ど
拾
遺
の
作
が
あ
る
。
こ
の
句
も
そ
の
一
つ
。
〈
落
鮎
の
簗
し

ろ
じ
ろ
と
日
照
雨
け
り
〉〈
寒
能
や
天
女
の
舞
ひ
の
ま
く
れ
な
ゐ
〉
な
ど

と
同
様
に
初
期
の
句
で
あ
る
。
改
め
て
鑑
賞
し
て
お
き
た
い
。 

 

上
掲
の
句
は
、
第
二
句
集
『
雪
稜
線
』
所
収
の 

仔
馬
帰
る
月
夜
雪
稜
線
を
負
ひ 

八
束 

の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
句
だ
。
主
役
は
牛
で
、
雪
蛍
が
付
き
ま
と
う
。

『
秋
風
琴
』
に
も
、
〈
お
お
か
み
に
蛍
が
一
つ
付
い
て
い
た 

金
子
兜

太
〉
の
名
句
が
あ
る
の
で
、
こ
の
句
も
影
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、

八
束
の
初
期
の
翳
り
を
引
い
た
抒
情
の
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

最
初
の
句
は
、
そ
ろ
そ
ろ
山
里
に
も
雪
が
降
っ
て
く
る
時
期
な
の
で

あ
ろ
う
。
牛
が
野
を
帰
る
あ
い
だ
、
雪
蛍
が
お
守
り
の
よ
う
に
光
っ
て

付
き
添
っ
て
い
る
よ
う
で
、
メ
ル
ヘ
ン
的
な
抒
情
も
あ
る
が
、
儚
げ
な

心
細
さ
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
句
で
は
、
人
間
を
介
在
さ
せ
ず
、
野

と
牛
と
雪
蛍
だ
け
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
句
を
読
ん
で
あ
た
た
か

さ
を
感
じ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
牛
と
雪
蛍
が
、
た
と
え
ば
一
緒
に

帰
る
父
子
の
風
景
の
よ
う
に
も
見
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
淋

し
さ
を
感
じ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
雪
蛍
の
儚
さ
に
触
れ
ざ
る
を
得
な

い
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

雪
蛍
は
、
地
方
に
よ
っ
て
は
「
雪
ば
ん
ば
」
や
「
綿
虫
」「
大
綿
」「
雪

虫
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
〈
綿
虫
や
そ
こ
は
屍
の
出
で
ゆ
く
門 

石

田
波
郷
〉
の
こ
の
「
綿
虫
」
と
、
八
束
の
「
雪
ほ
た
る
」
は
同
じ
質
の

登
場
の
仕
方
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

と
、
こ
こ
ま
で
以
前
に
書
い
た
内
容
だ
が
、
今
回
、
こ
の
句
に
つ
い

て
考
え
て
い
る
う
ち
に
も
う
一
つ
の
句
に
出
合
っ
た
。 

老
人
と
綿
虫
の
ゐ
る
個
室
か
な 

柿
本
多
映 

 

こ
れ
も
不
思
議
な
句
だ
が
、
野
山
に
近
い
施
設
の
部
屋
で
あ
ろ
う
か
。

ち
ょ
っ
と
窓
を
開
け
て
空
気
を
入
れ
替
え
た
時
に
で
も
、
綿
虫
が
入
り

込
ん
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
個
室
」
を
外
せ
ば
「
老
人
」
と
「
綿
虫
」

が
一
緒
に
い
て
も
驚
く
べ
き
こ
と
で
も
な
い
の
だ
。 

 

こ
の
句
と
比
べ
る
と
八
束
の
最
初
の
句
は
、
「
個
室
」
が
な
い
だ
け

で
か
な
り
自
然
な
設
定
だ
。
た
だ
し
、
や
が
て
は
、
否
、
た
だ
い
ま
す

で
に
、
そ
ろ
そ
ろ
「
老
人
」
に
な
り
か
か
っ
て
い
る
「
牛
」
な
の
か
も

し
れ
な
い
、
と
「
雪
ほ
た
る
」
の
暗
喩
性
に
至
っ
て
思
う
。
多
少
強
引

な
読
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
雪
稜
線
」
の
句
以
前
の
八
束
の
心
象
風

景
を
改
め
て
窺
う
思
い
が
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
一
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
聖
夜
来
ぬ
「
聖
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
」
の
目
色
に
も 

 

石
原
八
束 

 
 
（
昭
和
２
８
年
作 

句
集
『
秋
風
琴
』
・
書
肆
ユ
リ
イ
カ
刊
） 

    
 

「
ル
オ
ー
の
作
」
と
前
書
が
あ
る
。
こ
の
年
、
大
規
模
な
ル
オ
ー

展
が
上
野
で
開
か
れ
、
八
束
は
ル
オ
ー
の
絵
の
「
深
い
哀
し
み
」
の
虜

（
と
り
こ
）
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
も
ル
オ
ー
は
大
好
き
だ
が
、
そ

の
き
っ
か
け
は
こ
の
八
束
の
句
だ
っ
た
。
こ
の「
聖
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
」は
、

ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘
に
向
う
キ
リ
ス
ト
の
汗
を
拭
き
取
っ
て
あ
げ
た
と
さ
れ

る
心
や
さ
し
き
伝
説
の
聖
女
。
絵
画
の
方
も
、
太
い
線
に
よ
る
力
強
い

輪
郭
の
中
に
、
こ
の
上
な
い
や
さ
し
さ
が
秘
め
ら
れ
て
、
聖
女
の
顔
が

た
い
へ
ん
美
し
い
。
八
束
も
ル
オ
ー
の
中
で
こ
れ
が
一
番
好
き
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。 

 

い
ま
か
ら
三
十
五
年
ほ
ど
前
（
昭
和
六
十
一
年
）
の
春
、
俳
誌
「
秋
」

の
句
友
た
ち
が
南
欧
の
吟
行
の
旅
の
帰
り
に
パ
リ
に
寄
ら
れ
た
。
そ
の

時
期
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ン
ト
に
私
費
留
学
し
て
い
た
私
は
、
八
束
先
生
に

手
紙
を
書
い
て
「
ど
こ
で
も
よ
い
か
ら
一
泊
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
頼
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
先
生
と
同
じ
部
屋
に
泊
め
て
く
だ
さ
っ
た
。

こ
ん
な
う
れ
し
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
翌
早
朝
、
先
生
と
オ
ペ
ラ
座
近

く
ま
で
ゆ
っ
く
り
散
策
を
し
た
こ
と
も
、
い
ま
と
な
っ
て
は
貴
重
で
懐

か
し
い
思
い
出
に
な
っ
た
。 

話
は
戻
る
が
、
パ
リ
見
物
を
し
た
際
、
パ
リ
の
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
国
立
近

代
美
術
館
の
フ
ロ
ア
の
奥
に
、
偶
然
ル
オ
ー
の
小
さ
な
コ
ー
ナ
ー
を
見

つ
け
た
。
も
ち
ろ
ん
、
「
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
」（Véronique

）
の
絵
も
。
そ

れ
を
お
伝
え
た
と
き
、
八
束
先
生
の
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と
。
予
期

せ
ぬ
再
会
に
、
懐
か
し
さ
の
こ
み
上
げ
て
く
る
よ
う
な
面
持
ち
で
、
し

ば
ら
く
こ
の
絵
に
見
入
っ
て
お
ら
れ
た
。
普
段
は
リ
ゴ
リ
ズ
ム
の
八
束

の
、
こ
う
い
う
と
き
の
安
ら
い
で
い
く
表
情
は
実
に
い
い
。
い
つ
ま
で

も
続
い
て
欲
し
い
と
思
う
無
垢
な
表
情
で
あ
っ
た
。 

赤
き
帆
は
ル
オ
ー
の
墓
標
柳
絮
飛
ぶ 

 

正
美 

私
が
こ
の
句
を
成
し
た
の
も
こ
の
時
だ
っ
た
。 

 

さ
て
、
こ
の
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
の
目
の
色
に
、
壮
年
の
八
束
は
何
を
感
じ

と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
の
目
は
左
右
と
も
優
し
さ
を
湛
え

て
清
ら
か
だ
が
、
左
の
下
目
蓋
あ
た
り
が
う
っ
す
ら
と
曇
っ
て
い
て
、

涙
を
溜
め
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
句
の
二
句
後
に
〈
凍

て
に
痺
れ
睡
眠
剤
を
も
て
あ
そ
ぶ
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
八

束
は
精
神
的
に
切
迫
し
て
い
た
よ
う
だ
。
八
束
に
と
っ
て
は
、
心
の
救

い
の
絵
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 



■
続
・
ら
く
だ
日
記
（
八
十
） 

佐
怒
賀
正
美
■ 

 
母
が
も
ぐ
白
繭
黄
繭
露
の
中 

 
 
 
 
 
 
 

石
原
八
束 

 
 
（
昭
和
十
六
年
作
・
句
集
『
秋
風
琴
』
・
書
肆
ユ
リ
イ
カ
刊
） 

    

西
脇
順
三
郎
の
『ambarvalia

』
の
有
名
な
「（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
の

や
う
な
朝
／
何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
さ
や
く
／
そ
れ
は
神
の
生
誕

の
日
」
の
郷
愁
的
山
国
版
と
で
も
い
え
そ
う
な
句
だ
。
や
わ
ら
か
く
淡

い
色
合
い
の
繭
は
、
山
国
の
宝
石
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。 

 

実
は
、
蚕
は
数
千
年
か
か
っ
て
家
畜
化
さ
れ
た
も
の（
家
蚕
）だ
が
、

そ
の
他
に
世
界
中
の
野
山
に
は
家
畜
化
さ
れ
て
い
な
い
野
性
の
も
の

（
野
蚕
：
や
さ
ん
）
も
沢
山
生
き
て
い
る
そ
う
だ
。
我
々
は
繭
と
言
う

と
白
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
が
、
原
種
は
黄
色
で
、
白
い
絹
が
好
ま
れ

た
た
め
、
日
本
で
は
白
が
代
表
種
と
な
っ
た
よ
う
だ
。 

 

私
の
故
郷
の
古
河
市
で
も
、
昔
は
桑
畑
が
あ
っ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
路

地
を
入
る
と
、
繭
を
煮
る
匂
い
が
漂
っ
た
り
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

私
は
あ
ま
り
好
き
な
匂
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
少
年
時
代
の
記
憶
の
中

に
プ
ル
ー
ス
ト
の
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
如
く
刷
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

 

さ
て
、
八
束
の
父
・
舟
月
は
実
業
家
で
「
雲
母
」
の
重
鎮
で
も
あ
っ

た
が
、
事
業
を
起
す
た
め
に
甲
州
か
ら
上
京
し
た
折
、
八
束
は
病
弱
だ

っ
た
た
め
郷
里
に
祖
母
と
残
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
十
三
歳
か
ら
六
年

間
を
祖
母
と
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
思
春
期
の
多
感
な
時
期
を
母
と
離

れ
て
暮
す
こ
と
が
、
八
束
の
そ
の
後
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か

は
不
明
だ
が
、
後
の
肺
結
核
の
療
養
と
相
俟
っ
て
、
文
芸
に
自
分
の
世

界
を
求
め
て
い
く
契
機
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

上
掲
の
句
は
、
父
が
上
京
す
る
以
前
の
、
母
と
の
懐
か
し
い
時
間
を

回
顧
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
母
・
さ
と
乃
と
の
少
年
時
代
の
思
い
出
の

一
齣
が
や
わ
ら
か
い
光
に
包
ま
れ
て
浮
か
び
上
が
る
。
若
い
母
の
そ
ば

で
白
繭
や
黄
繭
が
次
第
に
た
ま
っ
て
ゆ
く
の
を
見
つ
め
て
い
る
少
年
八

束
。
八
束
の
母
親
に
対
す
る
憧
憬
を
含
ん
だ
幸
福
な
時
間
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
白
繭
が
実
際
に
は
多
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
黄
繭
が

混
じ
っ
て
い
る
こ
と
が
自
然
で
素
朴
に
感
じ
ら
れ
る
。
繭
の
白
と
黄
の

織
り
な
す
淡
々
と
し
た
色
彩
は
揺
籃
期
の
至
福
感
を
伝
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
作
者
は
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
露
の
光
の
中
に
照
ら
し
出
す
。
母

子
と
白
繭
黄
繭
を
包
む
よ
う
な
小
世
界
が
ほ
ん
の
り
と
浮
か
び
上
が
る

の
は
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
宝
の
よ
う
な
時
間
は
、
や
が
て

露
の
光
と
共
に
封
印
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 

小
品
な
が
ら
、
こ
の
季
節
に
な
る
と
、
懐
か
し
く
思
い
出
す
少
年
八

束
の
風
景
で
あ
る
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
七
十
九
）
佐
怒
賀
正
美
■ 

 
雪
の
上
を
死
が
か
が
や
き
て
通
り
け
り 

 
 

石
原
八
束 

（
昭
和
二
十
八
年
作 

句
集
『
秋
風
琴
』
・
書
肆
ユ
リ
イ
カ
刊
） 

  

 

「
二
月
二
十
五
日
斎
藤
茂
吉
氏
逝
く
」
の
前
書
が
あ
る
。
戦
後
の
こ

の
時
期
の
茂
吉
が
ど
の
く
ら
い
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
頃
ま

だ
生
ま
れ
て
い
な
い
私
に
は
想
像
が
つ
か
な
い
。
し
か
し
、
私
の
父
の

世
代
の
歌
人
や
俳
人
は
た
い
て
い
茂
吉
を
語
り
、
歌
集
を
語
る
。
八
束

も
『
茂
吉
ノ
オ
ト
』
に
耽
溺
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
〈
た
ま

し
ひ
を
育
み
ま
す
と
聳
え
た
つ
蔵
王
の
や
ま
の
朝
雪
げ
む
り 

斎
藤
茂

吉
〉（『
小
園
』）
あ
る
い
は
〈
の
ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
ゐ
て
足
乳

根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り  

同
〉（『
赤
光
』） 

な
ど
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
茂
吉
も
蛇
笏
同
様
に
「
た
ま
し
い
」
を
見

え
る
よ
う
に
描
い
た
作
家
だ
。 

 

八
束
の
追
悼
句
が
ど
の
短
歌
を
底
敷
き
に
し
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、

こ
の
句
で
は
、
「
死
」
が
ま
る
で
「
魂
」
に
な
っ
て
光
り
輝
い
て
過
ぎ

去
っ
た
よ
う
だ
。
も
と
も
と
目
に
は
見
え
な
い
「
死
」
と
い
う
不
可
視

の
観
念
を
、
「
死
が
か
が
や
き
て
」「
通
り
け
り
」
と
イ
メ
ー
ジ
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
見
え
る
「
モ
ノ
」
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
〈
原
爆
地
子
が
か
げ
ろ
ふ
に
消
え
ゆ
け
り 

八
束
〉
の

句
よ
り
も
、
さ
ら
に
句
風
を
進
め
た
地
点
に
こ
の
句
は
あ
る
と
い
え
よ

う
。 

こ
こ
で
、
前
述
の
論
考
に
て
言
い
落
と
し
て
い
た
こ
と
を
一
つ
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。
八
束
の
師
で
あ
っ
た
蛇
笏
に
は
、
「
芥
川
龍
之
介
の

長
逝
を
悼
み
て
」
の
前
書
付
き
で
、 

 
 

た
ま
し
ひ
の
た
と
へ
ば
秋
の
ほ
た
る
か
な 

 
 

飯
田
蛇
笏 

が
あ
る
。
こ
の
蛇
笏
の
句
を
深
く
学
び
取
っ
て
蘇
生
さ
せ
た
の
が
八
束

の
冒
頭
の
句
だ
と
い
う
の
が
、
飯
田
龍
太
の
見
方
で
あ
っ
た
。
八
束
の

第
一
句
集
『
秋
風
琴
』
の
巻
尾
の
句
集
解
説
「
求
光
の
詩
」（
飯
田
龍
太
）

は
、
石
原
八
束
の
初
期
の
句
業
を
知
る
上
で
読
み
過
ご
す
こ
と
の
で
き

な
い
鋭
利
な
批
評
だ
。 

 

そ
し
て
、
最
晩
年
、
八
束
の
こ
の
句
の
は
る
か
延
長
上
に
、
次
の
句

が
あ
る
こ
と
も
言
い
添
え
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
書
に
「
盟
友 

鈴
木
詮
子
逝
く
」
と
あ
る
。 

 
 

邯
鄲
の
夢
と
も
空
を
ゆ
く
火
と
も 

 
 
 
 
 

八
束 

 

『
春
風
琴
』（
平
成
九
年
作
） 

 
こ
こ
で
は
、
「
死
」
と
も
「
た
ま
し
い
」
と
も
言
っ
て
い
な
い
が
、

た
し
か
に
こ
の
「
火
」
の
一
語
に
も
こ
の
世
を
飛
び
去
っ
て
ゆ
く
「
い

の
ち
」
の
輝
き
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
七
十
八
）
佐
怒
賀
正
美
■ 

 
霧
迅
し
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
が
動
き
く
る 

 

石
原
八
束 

（
昭
和
四
十
六
年
作
・
句
集
『
高
野
谿
』
・
東
京
美
術
刊
） 

 

こ
の
句
は
、
も
ち
ろ
ん
昔
の
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
。
冬
霧

が
速
力
を
増
し
て
流
れ
て
ゆ
く
。
ふ
と
見
上
げ
る
と
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム

が
黒
々
と
動
き
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
、
と
い
う
の
だ
。
霧

の
中
か
ら
突
如
現
れ
た
大
寺
院
の
影
。
そ
の
威
容
に
押
し
や
ら
れ
そ
う

に
な
る
印
象
を
八
束
は
初
め
て
の
パ
リ
か
ら
受
け
た
。 

パ
リ
の
文
化
は
、
映
画
や
化
粧
品
や
モ
ー
ド
な
ど
、
き
ら
び
や
か
で
洒

落
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
庶
民
的
な
息
づ
か
い
に
加
え
て
、
他
方

に
剛
直
で
荘
重
な
も
の
が
あ
る
。
革
命
に
至
る
歴
史
の
重
み
が
黒
々
と

し
た
厚
み
に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
都
市
。
そ
れ
も
パ
リ
だ
。
こ
の
句
は
、

太
く
簡
潔
な
表
現
で
、
野
獣
の
よ
う
な
歴
史
の
息
を
生
々
し
く
捉
え
た

瞬
間
で
も
あ
っ
た
。 

  

こ
の
句
に
絡
ん
で
、
八
束
は
「
海
外
吟
と
季
語
」
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
（『
俳
句
研
究
』
昭
和
六
十
一
年
二
月
号
）
こ
の
頃
は
ま
だ
海
外

吟
に
否
定
的
意
見
が
多
か
っ
た
。
八
束
が
最
初
に
欧
州
旅
行
を
し
た
昭

和
四
十
六
年
で
あ
れ
ば
、
尚
更
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

「
日
本
で
育
っ
た
季
語
が
外
国
に
通
用
す
る
は
ず
は
な
い
か
ら
と
い

う
理
由
が
主
で
、
欧
州
で
作
ら
れ
た
俳
句
な
ど
を
認
め
よ
う
と
し
な
い

俳
人
も
多
い
。
（
中
略
）
む
ろ
ん
万
を
超
え
る
日
本
の
季
語
の
全
部
が

欧
州
に
適
用
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
が
日
本
の
季
語
と
同
じ
季
語
と
な

る
も
の
も
、
季
節
や
気
象
だ
け
で
な
く
動
物
・
植
物
な
ど
の
生
物
や
衣

食
住
の
人
事
ま
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
多
い
。
（
中
略
）
新
鮮
な
欧
州
の
風

物
人
事
は
私
の
作
句
主
題
と
し
て
最
も
魅
力
あ
る
も
の
で
も
あ
る
。
自

分
の
人
生
を
内
省
す
る
に
は
内
外
の
旅
に
出
る
の
が
一
番
い
い
こ
と
も

事
実
だ
。
」
八
束
は
本
当
に
よ
く
旅
を
し
た
。 

 

海
外
吟
詠
は
、
虚
子
、
青
邨
は
じ
め
、
先
人
の
積
極
的
な
試
行
に
つ

づ
き
、
有
馬
朗
人
、
鷹
羽
狩
行
な
ど
も
行
っ
て
、
新
し
い
世
界
を
ひ
ら

い
て
き
た
。
い
ま
で
こ
そ
理
解
者
も
多
い
が
、
開
拓
者
の
行
動
に
は
強

い
好
奇
心
と
信
念
が
感
じ
ら
れ
る
。 

同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
で
の
作
か
ら
は
、
〈
モ
ナ
・
リ
ザ
の
微
笑
を
仰
ぐ
手

套
ぬ
ぎ
〉〈
凱
旋
門
さ
し
て
落
葉
の
灯
が
の
ぼ
る
〉〈
白
無
垢
の
リ
ド
の

ボ
ア
の
女
客
〉
な
ど
を
引
い
て
お
こ
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
若
い
頃
に
八
束

が
い
ち
ば
ん
訪
ね
た
か
っ
た
国
の
一
つ
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
三
好

達
治
は
じ
め
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
た
ち
に
多
く
の
知
遇
を
得
て
、

そ
の
著
書
を
多
読
し
、
詩
や
文
学
に
つ
い
て
知
識
を
蓄
え
て
い
た
か
ら

だ
。 

来
月
七
月
十
六
日
に
は
二
十
四
回
目
の
八
束
忌
が
や
っ
て
く
る
。 

 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
七
十
七
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 
 

夕
暮
は
一
人
を
気
取
る
梨
の
花 

 
 
 

佐
怒
賀
由
美
子 

 
 
 
 

（
句
集
『
仔
猫
跳
ね
て
』
二
〇
二
一
年
・
本
阿
弥
書
店
刊
） 
 
 
 

 

本
書
は
こ
の
十
年
間
の
作
品
を
収
め
た
第
四
句
集
。
高
校
の
教
師
と
し

て
の
退
職
記
念
の
句
集
で
も
あ
る
。 

あ
と
が
き
に
「
あ
り
が
と
う
ミ
ー
ち
ゃ
ん
、
ち
ゃ
ね
と
ら
、
か
た
め
ち

ゃ
ん
。
そ
の
他
ご
近
所
の
猫
の
皆
様
」
と
あ
る
よ
う
に
、
作
者
の
友
だ

ち
は
人
間
以
外
に
も
身
近
に
い
っ
ぱ
い
。
〈
月
今
宵
手
負
ひ
の
猫
に
水

飲
ま
す
〉〈
秋
め
く
や
猫
に
不
出
来
の
あ
れ
ば
庇
ふ
〉〈
片
目
猫
が
真
つ

直
ぐ
歩
く
朝
曇
〉〈
仔
猫
跳
ね
て
転
げ
て
跳
ね
て
並
ん
で
行
く
〉
な
ど
、

け
な
げ
な
猫
へ
の
思
い
が
素
直
に
伝
わ
る
。 

ま
た
、
猫
へ
の
愛
情
は
、
小
動
物
へ
の
共
感
性
に
も
つ
な
が
る
。
〈
枯

枝
を
立
て
子
ね
ず
み
の
墓
標
と
す
〉〈
退
く
時
の
蜥
蜴
の
手
足
美
し
き
〉

〈
選
択
肢
少
な
し
秋
の
か
た
つ
む
り
〉〈
子
蟷
螂
急
ぐ
そ
れ
ぞ
れ
の
未
来

に
〉
な
ど
も
独
特
の
感
受
性
が
働
い
た
句
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
作
者
は
こ
の
十
年
間
に
、
俳
句
の
恩
師
の
松
本
旭
・
翠
夫

妻
、
長
く
看
取
っ
て
き
た
実
母
と
の
永
訣
を
体
験
し
た
。
両
師
に
対
し

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
師
の
鼻
に
秋
の
終
は
り
の
陽
が
届
く
〉〈
梅
雨
空
の

上
に
久
遠
の
空
の
あ
り
〉
と
鎮
魂
の
句
を
。
一
方
、
母
と
の
思
い
出
は
、

〈
処
暑
の
夜
の
コ
ト
リ
と
母
の
指
輪
置
く
〉〈
病
室
に
秋
の
日
遠
く
か
ら

届
く
〉〈
母
見
舞
ふ
右
も
左
も
花
菜
の
黄
〉〈
此
岸
の
母
深
く
息
し
て
六

月
来
〉〈
母
の
息
終
は
る
梅
雨
空
白
々
と
〉
と
心
の
ゆ
ら
ぎ
を
具
体
物
に

映
し
て
深
い
陰
翳
の
抒
情
句
を
詠
ん
で
い
る
。 

教
職
に
専
念
し
て
き
た
作
も
引
い
て
お
こ
う
。
〈
茶
封
筒
ド
サ
リ
と
置

い
て
初
仕
事
〉〈
式
次
第
の
字
配
り
春
は
た
け
な
は
に
〉〈
明
日
の
手
順

描
い
て
眠
る
雪
の
夜
〉〈
咳
が
咳
に
応
へ
て
午
後
の
職
員
室
〉な
ど
。〈
麦

秋
や
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
跳
ね
て
行
く
〉
は
、
案
外
、
若
い
頃
の
作
者
の
通

勤
風
景
か
も
し
れ
な
い
。 

ま
た
、
作
者
の
人
と
な
り
が
見
え
る
句
も
軽
快
。
〈
た
め
息
は
二
度
ま

で
に
し
て
冬
至
風
呂
〉〈
金
魚
飼
ふ
ふ
は
ふ
は
生
き
る
ふ
り
を
し
て
〉〈
生

き
づ
ら
き
世
の
缶
ビ
ー
ル
持
ち
帰
る
〉〈
鬼
百
合
や
言
葉
吐
き
捨
て
て
は

み
て
も
〉〈
薔
薇
の
芽
や
気
分
次
第
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
〉
な
ど
、
作
者
は

何
よ
り
も
自
分
を
恃
ん
で
正
直
に
生
き
て
き
た
。 

冒
頭
の
句
は
、
お
そ
ら
く
多
忙
な
教
職
生
活
の
中
、
昼
間
の
繁
忙
か
ら

離
れ
て
、
素
の
自
分
を
取
り
戻
す
自
己
対
話
の
ひ
と
と
き
か
。
夕
暮
れ

に
一
人
、
白
い
清
冽
な
梨
の
花
に
向
き
合
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
気
取

っ
て
み
る
。
そ
れ
は
明
日
へ
向
け
て
の
小
さ
な
背
伸
び
の
自
愛
の
儀
式

か
も
知
れ
な
い
。
足
元
に
仔
猫
が
寄
っ
て
く
る
か
も
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
七
十
六
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

  

凍
滝
の
な
か
月
光
の
氷
り
た
る 

 
 
 
 
 

高
岡 

修 

（
句
集
『
凍
滝
』
二
〇
二
〇
年
・
ジ
ャ
プ
ラ
ン
刊
） 

 

作
者
の
第
八
句
集
。
氏
は
詩
人
で
も
あ
り
、
既
に
十
九
冊
の
詩
集
を
出

さ
れ
て
い
る
。
現
代
詩
的
感
覚
で
攻
め
た
句
集
で
も
あ
る
。 

 
 
 

永
遠
が
疲
労
を
見
せ
て
振
り
返
る 

 
 

縁
が
わ
と
い
う
急
流
を
死
馬
流
れ 

入
水
者
の
ま
ぶ
た
が
青
く
積
も
る
水 

 

現
代
詩
的
な
発
想
と
方
法
意
識
を
追
求
し
て
い
る
作
が
目
立
っ
た
。

こ
れ
ら
は
無
季
の
俳
句
だ
が
、
一
句
目
は
、
「
永
遠
」
と
い
う
概
念
が

主
人
公
。
人
類
が
永
遠
と
信
じ
神
格
化
し
て
い
た
も
の
が
、
現
代
で
は

疲
弊
し
始
め
て
い
る
。
こ
の
擬
人
化
は
〈
戦
争
が
廊
下
の
奥
に
立
つ
て

ゐ
た 

渡
辺
白
泉
〉
を
思
い
出
さ
せ
る
。
二
句
目
は
、
「
縁
側
」
が
い

つ
し
か
「
縁
川
」
へ
と
意
識
の
中
で
変
容
す
る
。
縁
側
の
両
端
が
ど
こ

ま
で
も
伸
び
て
、
さ
ら
に
急
流
に
な
っ
て
、
記
憶
の
上
流
か
ら
死
馬
が

流
れ
過
ぎ
て
ゆ
く
。
三
句
目
も
意
識
の
中
で
青
い
ま
ぶ
た
が
水
に
積
も

っ
て
い
く
。
か
な
り
怖
い
映
像
だ
が
不
思
議
な
感
覚
だ
。 

 

他
に
も
作
者
の
句
に
は
、 

蝶
の
骨
顔
に
か
く
し
て
山
河
と
す 

鶴
ほ
ど
く
眼
の
凍
雲
を
採
寸
し 

逃
げ
水
の
始
原
で
あ
り
し
死
せ
る
虎 

白
鳥
を
鞣
し
夜
明
け
の
マ
ス
ク
と
す 

な
ど
死
を
起
点
と
し
た
超
現
実
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
散
見
さ
れ
る
。
非
日

常
的
な
難
解
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
水
先
案
内
人
だ
。 

立
棺
の
都
市
化
粧
し
て
芥
子
を
吸
う 

物
質
の
快(

け)

楽(

ら
く)

に
垂
れ
て
銀
河
死
す 

月
光
を
裂
き
月
光
の
血
に
痴
れ
る 

展
翅
凾
花
野
を
掛
け
て
あ
げ
よ
う
か 

一
方
で
、
こ
れ
ら
は
有
季
の
句
だ
が
、
現
代
的
危
機
感
を
仄
め
か
す
た

め
に
季
語
の
暗
喩
性
を
活
用
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
四
句
目
以
外
は
、

季
節
感
に
さ
し
て
重
き
は
な
い
。
三
句
目
は
内
面
的
な
死
と
快
楽
の
詩

的
体
験
か
。
私
自
身
は
無
季
的
句
作
を
必
ず
し
も
推
奨
し
な
い
が
、
文

芸
と
し
て
無
季
の
秀
品
を
拒
む
理
由
は
な
い
。
詩
集
十
九
冊
あ
っ
て
こ

そ
の
詩
的
熟
成
の
句
だ
と
思
う
。 

 

さ
て
、
こ
れ
ら
の
現
代
的
詩
性
を
堪
能
し
た
果
て
に
、
巻
尾
に
て
冒

頭
掲
出
の
句
に
出
合
う
。
凛
と
し
た
寒
月
光
が
凍
滝
の
内
部
で
精
神
と

し
て
感
受
さ
れ
た
か
の
よ
う
だ
。
凍
滝
内
部
の
光
を
脱
い
で
、
作
者
は

よ
う
や
く
長
い
超
現
実
的
体
験
か
ら
現
実
世
界
に
立
ち
戻
っ
た
の
だ
ろ

う
。
次
の
展
開
も
楽
し
み
だ
。
益
々
の
ご
活
躍
を
。 



■ 

続
・
ら
く
だ
日
記
（
七
十
五
） 

佐
怒
賀
正
美 

■ 

  

南
洋
に
虹
じ
ゃ
ん
け
ん
の
一
万
年 

 
 
    

橋
本 

直 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（『
符
籙
』
二
〇
二
〇
年
・
左
右
社
刊
） 

 

本
句
集
は
〈
貂
の
眼
を
得
て
雪
野
よ
り
起
き
上
が
る
〉〈
雪
原
を
踏
む

鍵
盤
を
鳴
ら
す
ご
と
〉
の
二
句
か
ら
始
ま
る
。
一
句
目
は
比
喩
が
シ
ャ

ー
プ
で
、
犀
利
な
句
で
あ
る
。
醒
め
た
意
識
の
句
、
と
い
う
よ
り
も
事

実
を
分
析
し
編
み
直
し
て
い
る
よ
う
な
句
と
も
言
え
る
。
再
構
成
の
作

業
の
内
に
、
体
感
性
を
獲
得
し
て
し
ま
う
。
ふ
つ
う
に
は
〈
貂
の
眼
を

も
つ
て
雪
野
を
起
き
上
が
る
〉
で
も
よ
い
と
こ
ろ
だ
が
、
作
者
に
と
っ

て
は
、
「
得
て
」
の
時
間
性
と
「
よ
り
」
の
剝
離
感
が
ど
う
し
て
も
欲

し
い
措
辞
な
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
賛
否
両
論
あ
る
こ
と
は
予
測
済

み
だ
。
第
二
句
に
つ
い
て
は
、
雪
原
の
底
に
巨
大
な
音
源
を
感
じ
取
っ

て
い
る
よ
う
な
句
だ
が
、
ふ
つ
う
は
手
で
奏
で
る
鍵
盤
を
、
作
者
は
足

で
鳴
ら
す
。
黒
鍵
の
半
音
階
も
含
め
て
深
く
雪
原
か
ら
立
ち
上
り
交
響

す
る
音
に
包
ま
れ
、
雪
原
を
進
む
。
こ
の
句
に
お
い
て
も
、
「
ご
と
」

の
措
辞
に
よ
っ
て
、
鍵
盤
を
鳴
ら
す
行
為
の
虚
構
性
を
明
確
に
示
す
。

二
句
と
も
、
細
か
な
神
経
を
措
辞
に
注
い
で
い
る
の
に
、
そ
れ
が
全
体

と
し
て
は
隙
の
な
い
文
脈
を
成
し
、
大
ら
か
な
原
初
的
風
景
と
の
新
鮮

な
共
振
を
果
た
し
て
い
る
。 

 

〈
幾
ら
で
も
バ
ナ
ナ
の
積
め
る
オ
ー
ト
バ
イ
〉〈
聖
樹
い
つ
も
星
に
吸

は
れ
て
ゐ
る
形
〉〈
熊
蜂
の
は
ば
た
き
風
に
間
に
合
は
ず
〉〈
夏
休
み
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
が
舌
を
出
す
〉〈
元
日
や
あ
ま
た
の
猫
は
人
の
顔
〉
と
読
者

を
す
っ
か
り
寛
が
せ
て
し
ま
う
笑
い
の
句
が
あ
る
一
方
、
〈
寝
転
ん
で

日
向
で
殺
す
秋
の
蟻
〉〈
糶
果
て
て
ゆ
く
と
こ
ろ
な
き
撞
木
鮫
〉〈
要
塞

に
子
猫
の
の
ぼ
る
椰
子
の
花
〉〈
朝
影
の
死
の
遠
く
あ
る
頭
蓋
骨
〉〈
百

舌
叫
び
鋭
き
山
本
美
香
忌
な
り
〉
な
ど
鋭
敏
な
批
評
が
底
に
忍
ん
で
い

る
句
も
あ
る
。
こ
の
振
幅
を
わ
が
も
の
に
し
な
が
ら
、
作
者
は
現
代
俳

句
と
し
て
の
プ
ラ
スα

を
追
求
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
作
者
の
俳
句

の
新
し
い
進
展
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。 

 

最
後
に
、
上
掲
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
作
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
南
洋
に
虹
が
か
か
っ
た
。
大
き
な
虹
で
あ
る
。
そ
の
浜
辺
で

は
、
子
ど
も
た
ち
が
じ
ゃ
ん
け
ん
遊
び
を
し
て
い
る
。
大
仰
だ
が
、
一

万
年
も
昔
か
ら
子
供
た
ち
は
じ
ゃ
ん
け
ん
を
し
な
が
ら
、
ス
コ
ー
ル
を

過
ご
し
、
虹
を
仰
い
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
作
者
の
作
品
に
は
、「
記
憶
」

を
引
き
継
い
で
ゆ
く
時
間
軸
が
親
し
く
現
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る

が
、
こ
の
句
も
そ
の
一
つ
。
こ
の
大
ら
か
で
健
や
か
な
時
間
を
眺
め
る

作
者
の
眼
裏
に
は
、
こ
の
至
福
の
時
間
が
未
来
へ
も
続
く
よ
う
に
と
い

う
祈
り
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
ん
な
「
じ
ゃ
ん
け
ん
」
の
仲
立
ち
も
俳
句

の
力
に
な
る
と
は
愉
快
で
あ
る
。 


