
一
首
目
は
一
九
五
六
年
︑
作
者
が
五
十
五
歳
の
時
に
刊
行
し
た
第
二

歌
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
自
己
の
内
面
を
見
つ
め
る
作
品
が
多
か
っ

た
作
者
が
詠
む
対
象
を
広
げ
て
い
た
頃
の
作
品
で
︑
珍
し
く
世
俗
を
題

材
と
し
て
い
る
︒
街
角
で
見
か
け
た
サ
ン
ド
ウ
ィ
チ
マ
ン
の
ス
テ
ッ
キ

を
振
り
な
が
ら
や
っ
て
来
る
姿
は
喜
劇
王
・
チ
ャ
プ
リ
ン
を
思
わ
せ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
れ
は
本
物
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
類
型
﹂
だ
と
し

て
﹁
淋
し
﹂
を
繰
り
返
す
︒
妥
協
な
く
独
自
の
歌
世
界
を
希
求
し
続
け

た
作
者
ら
し
い
︑
き
っ
ぱ
り
と
し
た
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
︒

二
首
目
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
一
九
七
〇
年
刊
の
第
四
歌
集
︒
渓

流
の
水
が
激
し
く
流
れ
る
所
で
目
に
し
た
椿
の
様
子
が
生
き
生
き
と
伝

わ
り
︑
流
れ
の
勢
い
と
﹁
低
く
迫
り
咲
く
﹂
椿
の
力
強
さ
が
絶
妙
に
呼

応
し
て
い
る
︒
椿
の
色
を
あ
え
て
強
調
し
︑
視
覚
的
な
効
果
を
高
め
る

﹁
赤
き
﹂
は
白
秋
門
下
ら
し
い
表
現
で
あ
る
︒
上
句
が
丁
寧
か
つ
繊
細

に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
下
句
の
﹁
水
に
散
る
べ
し
﹂
に
は
作

者
の
美
意
識
が
直
接
的
に
込
め
ら
れ
て
い
る
︒

︵
薄
葉

茂
︶

楽
し
く
吞
ん
だ
帰
り
道
に
﹁
デ
ィ
ア
ボ
ロ
の
歌
﹂
︵
作
曲
オ
ー
ベ
ル
︑

訳
詞
堀
内
敬
三
︶
を
小
さ
く
口
ず
さ
む
︒
伊
達
男
の
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を

描
い
た
歌
詞
と
�
分
の
�
拍
子
の
勇
ま
し
く
陽
気
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
次

第
に
気
分
が
高
ま
り
︑
デ
ア
ポ
ロ
！

デ
ア
ポ
ロ
！

デ
ア
ポ
ロ
！

低

声
な
が
ら
自
然
と
上
向
き
に
な
っ
て
目
に
映
る
の
は
春
の
月
︒
わ
れ
は

微
酔
︑
の
宣
言
口
調
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
効
果
の
心
地
よ
い
あ
ら
わ
れ
か
︒

一
人
の
紳
士
の
し
ぐ
さ
に
︑
モ
ダ
ニ
ズ
ム
あ
ふ
れ
る
街
並
み
ま
で
も
が

浮
か
ぶ
よ
う
だ
︒

二
首
目
︑
上
の
句
の
決
ま
り
文
句
が
下
の
句
で
大
き
く
発
想
を
転
換

す
る
︒
人
生
の
最
期
の
力
で
綺
麗
に
身
仕
舞
し
よ
う
と
い
う
読
者
へ
の

呼
び
か
け
及
び
自
ら
へ
の
言
い
聞
か
せ
は
︑
儚
い
老
人
の
消
え
入
る
よ

う
な
話
し
言
葉
な
が
ら
飄
々
と
し
た
表
情
も
あ
り
︑
葛
飾
北
斎
の
い
た

ず
ら
描
き
な
ど
も
連
想
さ
せ
る
︒
こ
の
片
足
は
な
か
な
か
器
用
な
動
き

を
し
そ
う
だ
︒
意
外
と
で
き
る
こ
と
は
多
い
︒
老
境
の
知
恵
と
技
と
洒

落
っ
気
を
持
っ
て
い
る
足
な
の
で
あ
る
︒

︵
白
川
ユ
ウ
コ
︶

28

●
初
井
し
づ
枝

チ
ャ
プ
リ
ン
が
ス
テ
ッ
キ
振
り
来
類
型
は
淋
し
淋
し
サ
ン
ド
ウ

ィ
チ
マ
ン

﹃
藍
の
紋
﹄

渓
流
の
た
ぎ
ち
に
低
く
迫
り
咲
く
赤
き
椿
は
水
に
散
る
べ
し

﹃
冬
至
梅
﹄

●
野
村

清

低
声
に
デ
ア
ポ
ロ
唄
ひ
な
が
ら
ゆ
く
わ
れ
は
微ほ

ろ

酔よ
ひ

春
の
夜
の
月

﹃
皐
月
號
﹄

棺
桶
に
片
足
入
れ
し
老
な
れ
ど
片
足
で
で
き
る
こ
と
は
し
ま
せ

う

﹃
老
年
﹄

な
つ
か
し
の
歌
人
た
ち

対
象
作
品
は
﹃
コ
ス
モ
ス
の
歌
﹄︵
一
九
九
八
年
刊
︶
よ
り

編
集
部
が
抄
出
し
ま
し
た
︒



一
首
目
は
第
一
歌
集
の
巻
頭
歌
︒
﹁
昭
和
九
年
夏
・
水
戸
市
郊
外
磯

濱
に
在
り
︒
こ
こ
ろ
熄
み
が
た
く
て
﹂
の
詞
書
き
が
付
く
︒
時
に
作
者

は
二
十
二
歳
︑
千
葉
医
科
大
学
の
三
年
生
︒
こ
の
若
き
旅
人
の
心
を
捉

え
た
の
は
眼
前
の
海
で
は
な
く
︑
鄙
び
た
漁
村
に
咲
く
カ
ン
ナ
だ
っ
た
︒

カ
ー
ン
と
照
り
つ
け
る
真
夏
の
太
陽
︑
そ
の
陽
を
浴
び
る
カ
ン
ナ
の
紅
︑

何
で
も
な
い
こ
の
景
に
作
者
は
揺
す
ぶ
ら
れ
る
︒
己
の
魂
と
響
き
合
う

得
体
の
知
れ
な
い
エ
ナ
ジ
ー
を
彼
は
見
た
の
だ
ろ
う
か
︑
あ
る
い
は
︑

青
年
な
ら
で
は
の
感
傷
だ
ろ
う
か
︒
す
で
に
白
秋
に
師
事
し
て
い
た
作

者
の
出
発
に
相
応
う
浪
漫
的
一
首
で
あ
る
︒

二
首
目
は
第
五
歌
集
所
収
の
仕
事
の
歌
︒
治
療
す
る
の
は
医
師
の
当

然
の
務
め
だ
が
︑
働
き
詰
め
の
︑
そ
の
愚
か
さ
を
諫
め
る
所
に
作
者
の

ス
タ
ン
ス
が
あ
る
︒
ま
た
︑
あ
え
て
二
句
を
破
調
に
す
る
上
の
句
の
丁

寧
な
描
写
に
農
民
へ
の
敬
意
が
滲
む
︒
患
者
に
寄
り
添
う
優
し
く
温
か

い
ま
な
ざ
し
は
︑
医
師
と
し
て
の
み
な
ら
ず
︑
鈴
木
英
夫
の
人
間
性
そ

の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
︒

︵
金
子
智
佐
代
︶

田
谷
の
作
品
に
は
︑
目
の
前
の
対
象
に
触
発
さ
れ
て
動
い
た
心
が
一

首
に
結
実
し
て
い
る
実
感
が
あ
る
︒
一
首
目
︑
道
ゆ
く
誰
も
が
﹁
か
へ

り
み
ぬ
﹂
洗
濯
機
を
作
者
は
目
に
留
め
︑
﹁
ゆ
た
か
な
る
水
を
揉
む
﹂

と
い
う
本
質
を
捉
え
る
︒
﹁
ゆ
た
か
な
る
水
﹂
の
語
に
は
︑
事
実
と
感

動
と
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
︒
身
近
に
過
ぎ
て
気
づ
き
に

く
い
世
界
の
豊
か
さ
が
︑
田
谷
の
作
品
に
は
満
ち
て
い
る
の
だ
︒
そ
う

い
え
ば
近
ご
ろ
は
︑
洗
濯
機
が
屋
外
に
置
か
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る

こ
と
も
︑
ず
い
ぶ
ん
減
っ
て
し
ま
っ
た
︒

二
首
目
も
感
動
の
源
泉
は
明
ら
か
だ
︒
し
か
し
こ
の
歌
の
景
で
あ
る

青
草
に
は
︑
﹁
ほ
む
ら
﹂
﹁
夢
の
続
き
﹂
が
幻
視
さ
れ
る
︒
﹁
ほ
む
ら
﹂

の
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
や
か
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑
﹁
こ
も
り
﹂
が
よ
い
︒

実
景
で
あ
る
青
草
の
裏
に
は
︑
さ
ら
に
豊
か
な
感
情
が
ひ
し
め
い
て
い

る
︒
そ
れ
ら
は
作
者
自
身
の
感
情
で
あ
り
︑
他
者
や
世
界
が
抱
く
感
情

で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
作
者
の
透
徹
し
た
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
︑

円
熟
し
た
印
象
の
一
首
だ
︒

︵
三
沢

左
右
︶

29

●
鈴
木
英
夫

く
る
め
く
は
カ
ン
ナ
の
紅あ

け

か
日
盛
り
の
庭
に
ゆ
ゑ
あ
ら
ず
異
象

を
怖
る

﹃
お
り
え
ん
た
り
か
﹄

は
た
ら
き
て
は
た
ら
き
て
炎
天
に
つ
く
ば
ひ
し
農
の
お
ろ
か
を

𠮟
り
つ
つ
看み

取と

る

﹃
寂
寥
の
苔
﹄

●
田
谷

鋭

昏
れ
ど
き
の
人
ら
か
へ
り
み
ぬ
店
先
に
洗
濯
機
は
ゆ
た
か
な
る

水
を
揉
む

﹃
乳
鏡
﹄

青
草
に
こ
も
り
燃
え
ゐ
る
ほ
む
ら
一
つ
夢
の
続
き
の
如
し
あ
し

た
を

﹃
水
晶
の
座
﹄

な
つ
か
し
の
歌
人
た
ち



一
首
目
︒
金
木
犀
の
か
お
り
に
誘
わ
れ
て
遊
歩
道
に
出
て
み
る
と
︑

そ
こ
に
は
一
本
の
木
が
亡
き
夫
の
お
も
か
げ
を
宿
し
て
立
っ
て
い
た
︒

﹁
ゆ
う
ほ
ど
う
﹂
と
い
う
浮
遊
感
の
あ
る
や
わ
か
い
響
き
が
︑
歌
全
体

の
幻
想
的
な
雰
囲
気
に
合
致
し
て
い
る
︒
内
容
は
切
な
い
が
︑
リ
ズ
ム

の
な
め
ら
か
さ
の
お
か
げ
か
︑
悲
愴
な
挽
歌
に
は
な
ら
ず
︑
む
し
ろ
愛

す
る
人
に
再
会
で
き
た
こ
と
へ
の
よ
ろ
こ
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒

二
首
目
は
︑
ま
ず
上
の
句
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
た
い
︒
眠
れ
な
い
夜
︑

作
者
は
早
く
眠
り
た
い
と
思
い
︑
つ
い
に
は
み
ず
か
ら
に
呼
び
か
け
る
︒

し
か
し
実
の
と
こ
ろ
こ
の
作
者
は
︑
不
眠
の
現
状
を
た
だ
苦
し
む
だ
け

で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
﹁
な
が
き
た
だ
よ
ひ
﹂
の
時
間
を
受
け
入
れ
︑

ど
こ
か
達
観
し
た
気
持
ち
で
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
﹁
ア

ン
ト
ラ
ク
ト
﹂
と
い
う
ル
ビ
は
︑
そ
の
思
い
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
︒
朝
と
夜
に
起
こ
る
ド
ラ
マ
自
体
で
は
な
く
︑
そ
の
合
間
に
あ
る
た

ゆ
た
い
の
時
間
を
︑
こ
の
よ
う
に
お
し
ゃ
れ
に
詠
む
こ
と
が
で
き
る
と

は
︒
大
人
の
余
裕
を
感
じ
る
一
首
だ
︒

︵
岩
崎

佑
太
︶

一
首
目
︑
満
員
の
列
車
で
仕
事
へ
向
か
っ
て
い
る
場
面
を
詠
ん
で
い

る
︒
﹁
窓
際
に
圧お

さ
れ
て
﹂
か
ら
︑
列
車
の
混
み
具
合
が
伝
わ
る
︒
毎

日
同
じ
時
間
に
同
じ
よ
う
に
混
ん
だ
列
車
に
乗
っ
て
同
じ
場
所
へ
通
う
︒

そ
ん
な
日
々
を
倦
む
の
で
は
な
く
︑
楽
観
も
悲
観
も
し
な
い
淡
々
と
し

た
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
微
か
な
ユ
ー
モ
ア
と
人
生
の
哲
学

を
感
じ
る
︒
﹁
押
さ
れ
て
﹂
で
は
な
く
﹁
圧お

さ
れ
て
﹂
に
︑
朝
の
混
雑

の
す
さ
ま
じ
さ
に
加
え
︑
仕
事
で
の
重
責
も
窺
え
る
︒
結
句
の
﹁
五
十

歳
﹂
が
効
い
て
い
る
︒
若
く
も
な
く
︑
ま
だ
老
い
て
も
お
ら
ず
︑
仕
事

で
も
大
き
な
責
任
を
担
う
年
代
の
苦
悩
が
漂
う
︒

二
首
目
は
一
瞬
の
自
然
の
姿
を
描
写
し
た
歌
︒
﹁
あ
る
も
の
は
高
く

吹
か
れ
つ
つ
舞
ふ
﹂
と
一
部
の
花
だ
け
を
見
せ
︑
そ
こ
に
描
か
れ
て
い

な
い
他
の
花
ま
で
読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
︒
風
と
花
の
動
き
の
方
向
に

も
注
目
し
た
︒
﹁
行
く
風
﹂
は
横
方
向
の
動
き
︑
﹁
高
く
吹
か
れ
﹂
る
花

は
縦
方
向
の
動
き
を
連
想
す
る
︒
一
首
の
中
に
方
向
の
違
う
動
き
が
あ

る
こ
と
で
景
に
広
が
り
と
奥
行
き
が
生
ま
れ
る
︒

︵
斎
藤

美
衣
︶

30

●
宮

英
子

木
犀
の
香
に
い
ざ
な
は
れ
遊
歩
道
ひ
と
木
の
立
て
ば
夫
の
ま
ぼ

ろ
し

﹃
花
ま
ゐ
ら
せ
む
﹄

眠
ら
れ
ず
眠
ら
な
眠
れ
夜
と
朝
の

幕

間

ア
ン
ト
ラ
ク
ト

の
な
が
き
た
だ
よ
ひ

﹃
幕
間
袞
ア
ン
ト
ラ
ク
ト

﹄

●
葛
原

繁

窓
際
に
圧お

さ
れ
て
列
車
に
か
よ
ふ
朝
楽
観
せ
ず
悲
観
せ
ず
わ
れ

五
十
歳

﹃
又
玄
﹄

行
く
風
の
息
の
ま
に
ま
に
吹
雪
く
花
あ
る
も
の
は
高
く
吹
か
れ

つ
つ
舞
ふ

﹃
鼓
動
﹄

な
つ
か
し
の
歌
人
た
ち



一
首
目
︑
あ
る
秋
の
日
︑
作
者
は
目
的
も
な
く
街
に
出
た
︒
何
か
買

い
た
い
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ち
ょ
っ
と
お
し
ゃ
れ
し
て
︑

ウ
イ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
楽
し
ん
だ
︒
ふ
と
木
製
の
帽
子
ピ
ン
に

目
が
止
ま
る
︒
高
額
で
は
な
い
し
︑
重
い
も
の
で
も
な
い
︒
手
軽
な
買

物
だ
︒
帽
子
ピ
ン
が
冷
た
い
金
属
で
は
な
く
木
製
で
あ
る
こ
と
が
︑
秋

の
乾
い
た
清
々
し
い
季
節
感
に
よ
く
な
じ
む
︒

二
首
目
︑
ふ
つ
う
﹁
朴
念
仁
﹂
は
誉
め
言
葉
で
は
な
い
︒
言
葉
少
な

く
無
愛
想
な
人
︑
人
情
や
物
の
道
理
の
わ
か
ら
な
い
者
な
ど
︑
あ
ま
り

好
ま
し
く
な
い
意
味
が
あ
る
︒
長
年
︑
夫
婦
生
活
を
し
な
が
ら
︑
ど
う

も
ト
ー
ン
が
合
わ
な
い
と
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
︒
作
者
は
心
理
学

者
︑
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
す
る
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー

と
し
て
も
知
ら
れ
た
人
だ
︒
複
雑
で
繊
細
な
人
間
心
理
に
接
す
る
な
ど
︑

神
経
を
使
う
仕
事
の
日
々
だ
っ
た
ろ
う
︒
そ
ん
な
作
者
に
と
っ
て
︑

﹁
朴
念
仁
﹂
の
夫
は
︑
む
し
ろ
大
き
な
安
ら
ぎ
だ
っ
た
の
だ
︒
そ
の
こ

と
へ
の
感
謝
が
に
じ
む
︒

︵
水
辺

あ
お
︶

一
首
目
は
宗
教
に
関
す
る
現
代
的
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
︒
古
代

社
会
の
よ
う
に
素
直
に
神
の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
は
︑
現
代
社
会
で
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
︒
特
に
︑
終
戦
と
い
う
大
き
な
価
値
観
の
転
換
を

体
験
し
た
戦
後
の
日
本
で
は
そ
う
だ
︒
こ
の
歌
は
一
見
す
れ
ば
思
弁
的

で
し
か
も
中
立
的
な
立
場
を
維
持
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
そ
の
奥
に
は

﹁
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
容
易
に
結
論
を
出
す
こ
と
な
く
︑
人
類
は
継

続
し
て
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
強
い
意
志
が
据
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

二
首
目
は
一
転
し
て
客
観
的
な
描
写
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
情
緒
を
扱

っ
て
い
る
︒
草
食
動
物
が
立
ち
な
が
ら
休
む
の
は
当
然
だ
が
︑
﹁
輓
馬
﹂

と
い
う
言
葉
で
︑
厳
し
い
労
働
が
連
想
さ
れ
︑
そ
の
こ
と
が
人
間
社
会

に
お
け
る
労
働
ま
で
を
も
想
像
さ
せ
る
︒
そ
の
輓
馬
に
対
す
る
作
者
の

感
慨
は
﹁
力
強
さ
﹂
で
は
な
く
﹁
と
て
も
か
な
は
ぬ
や
さ
し
さ
﹂
で
あ

っ
た
︒
輓
馬
が
描
写
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
歌
の
内
容
は
人
間
存
在
へ
の

讃
歌
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

︵
才
野

洋
︶
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●
三
木
ア
ヤ

遊
ぶ
が
に
街
ゆ
き
て
買
ふ
秋
の
日
の
ベ
レ
ー
を
留
め
む
木
の
帽

子
ピ
ン

﹃
地
底
の
泉
﹄

わ
が
夫
が
わ
れ
に
与
へ
し
一
の
も
の
朴
念
仁
の
大
き
安
ら
ぎ

﹃
夢
七
夜
﹄

●
安
立
ス
ハ
ル

神
は
無
し
と
吾
は
言
は
ね
ど
若
し
有
る
と
言
へ
ば
も
う
そ
れ
で

お
し
ま
ひ
に
な
る

﹃
こ
の
梅
生
ず
べ
し
﹄

立
ち
憩
ふ
輓
馬
の
ま
な
こ
覗
き
み
れ
ば
と
て
も
か
な
は
ぬ
や
さ

し
さ
を
持
つ

﹃
安
立
ス
ハ
ル
全
歌
集
﹄

な
つ
か
し
の
歌
人
た
ち



一
首
目
の
歌
︑
母
か
ら
生
ま
れ
︑
母
に
育
て
ら
れ
︑
常
に
母
の
い
た

こ
れ
ま
で
の
生
︒
母
の
死
は
ま
た
母
の
い
な
い
新
し
い
生
の
始
ま
り
で

も
あ
る
と
捉
え
る
︒
こ
れ
か
ら
始
ま
る
新
し
い
生
へ
一
筋
の
道
を
犬
を

連
れ
て
歩
く
作
者
が
浮
か
ん
で
く
る
︒
こ
れ
か
ら
の
生
は
ど
ん
な
ふ
う

に
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
︒
結
句
の
﹁
ば
つ
た
と
ぶ
道
﹂
が
何
か
を

暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
︑
更
に
心
に
残
る
歌
と
な
っ
て
い
る
︒

二
首
目
の
歌
は
そ
の
歌
の
続
き
の
一
連
に
﹁
咳
す
れ
ば
し
や
き
し
や

き
と
い
ふ
音
ま
じ
る
気
管
の
先
に
肺
の
な
き
ゆ
ゑ
﹂
と
い
う
一
首
が
あ

り
︑
当
時
か
な
り
深
刻
な
病
状
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
し
て
そ

の
後
に
も
近
づ
く
死
と
の
壮
絶
な
闘
い
の
歌
や
︑
諦
観
し
冷
徹
に
自
己

を
詠
ん
だ
歌
が
並
ん
で
い
る
︒
そ
ん
な
重
い
背
景
を
理
解
し
た
上
で
︑

改
め
て
こ
の
一
首
を
読
み
返
し
て
み
る
と
何
と
も
言
え
ぬ
辛
さ
や
切
な

さ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
て
胸
が
苦
し
く
な
る
︒
殊
に
結
句
の

﹁
寄
せ
て
く
る
寄
せ
て
く
る
﹂
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
恐
ろ
し
い
ま
で
の
静

け
さ
淋
し
さ
悲
し
さ
を
増
幅
さ
せ
て
い
く
よ
う
だ
︒
︵
海
老
原
光
子
︶

一
首
目
︑
春
先
に
吹
く
疾
風
︒
疾
風
が
吹
く
そ
の
季
節
が
ま
た
自
分

に
訪
れ
た
と
詠
う
︒
﹁
ふ
た
た
び
わ
れ
に
め
ぐ
り
き
て
﹂
と
い
う
こ
と

ば
に
よ
っ
て
︑
こ
の
季
節
に
心
を
留
め
て
か
ら
何
度
も
同
じ
よ
う
な
感

覚
を
味
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
︒
実
際
︑
風
は
身
体
を

通
過
し
な
い
が
︑
そ
の
速
さ
や
冷
た
さ
な
ど
が
︑
自
身
の
身
体
を
い
つ

も
と
違
う
も
の
に
感
じ
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
内
部
が
う
つ
ろ
な

空
の
器
と
し
て
の
身
体
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
歌
で
あ
る
︒

二
首
目
は
︑
陸
上
で
象
に
次
い
で
大
き
な
身
体
を
持
つ
犀
の
歌
︒
立

派
な
角
を
持
ち
︑
厚
く
て
硬
い
皮
膚
に
覆
わ
れ
た
身
体
は
︑
さ
な
が
ら

鎧
を
着
て
い
る
か
の
よ
う
に
厳
つ
い
︒
そ
れ
で
も
犀
の
眼
は
︑
そ
の
体

軀
に
似
合
わ
ず
つ
ぶ
ら
で
あ
る
︒
皺
し
わ
の
瞼
が
眼
の
半
分
程
を
覆
い
︑

眠
そ
う
で
穏
や
か
な
そ
の
眼
を
見
る
と
︑
ま
る
で
善
人
が
行
き
着
い
た

﹁
な
れ
の
は
て
﹂
が
犀
で
あ
っ
た
の
か
も
︑
と
い
う
作
者
の
連
想
に
納

得
す
る
︒
一
体
ど
ん
な
善
人
で
あ
れ
ば
︑
最
期
を
犀
と
し
て
生
き
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
︒
作
者
の
鋭
い
観
察
眼
を
感
じ
る
︒

︵
椎
名

恵
理
︶
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●
蒲
池
由
之

母
の
死
よ
り
は
じ
ま
る
生
も
あ
る
べ
し
と
犬
つ
れ
て
ゆ
く
ば
つ

た
と
ぶ
道

﹃
氷
心
﹄

胸
割
き
て
閉
ぢ
て
睡
れ
ば
月
光
の
さ
ざ
な
み
が
寄
せ
て
く
る
寄

せ
て
く
る

﹃
蒲
池
由
之
全
歌
集
﹄

●
杜
沢
光
一
郎

疾
風

は

や

て

の
季
節
ふ
た
た
び
わ
れ
に
め
ぐ
り
き
て
と
も
す
れ
ば
空
洞

の
如
き
か
ら
だ
よ

﹃
青
の
時
代
﹄

皺
み
た
る
ま
ぶ
た
を
持
て
り
こ
の
犀
は
い
か
な
る
善
人
の
な
れ

の
は
て
な
る

﹃
爛
熟
都
市
﹄

な
つ
か
し
の
歌
人
た
ち



一
首
目
は
︑
山
門
で
睨
み
を
き
か
せ
る
仁
王
像
に
︑
た
だ
純
粋
に
向

き
合
っ
て
い
る
二
歳
児
の
姿
を
詠
ん
で
い
る
︒
自
分
の
感
性
の
み
で
仁

王
像
と
対
峙
す
る
様
子
は
︑
知
識
で
鎧
っ
た
大
人
よ
り
﹁
も
つ
と
も
厳

し
く
﹂
向
き
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒
し
か
し
仁
王
像
の
気
迫
を
受
け

止
め
き
れ
ず
︑
つ
い
に
泣
き
出
す
二
歳
児
︒
そ
の
様
子
を
じ
っ
と
見
て

い
た
父
親
の
存
在
が
︑
結
句
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
二
歳
児
を
描

い
て
い
る
よ
う
で
い
て
︑
同
時
に
子
供
の
自
我
を
尊
重
し
︑
後
ろ
か
ら

し
っ
か
り
見
守
る
父
親
の
姿
が
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
︒

二
首
目
は
︑
椅
子
と
机
が
あ
る
だ
け
の
が
ら
ん
と
し
た
教
室
を
詠
ん

で
い
る
︒
し
か
し
そ
こ
は
生
徒
た
ち
が
生
き
生
き
と
過
ご
し
た
空
間
で

あ
り
︑
生
徒
は
い
な
く
な
っ
て
も
椅
子
や
机
は
そ
の
こ
と
を
覚
え
て
い

る
よ
う
だ
︒
活
気
あ
る
生
徒
の
姿
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
で
︑
逆
に

空
き
教
室
の
寂
し
さ
が
い
っ
そ
う
感
じ
ら
れ
る
︒
し
か
も
読
者
と
共
に

空
き
教
室
自
体
も
︑
そ
し
て
椅
子
と
机
も
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
な
︑

不
思
議
な
感
覚
を
覚
え
る
一
首
で
あ
る
︒

︵
山
田

恵
里
︶

一
首
目
︑
柏
崎
驍
二
と
は
切
り
離
せ
な
い
雪
の
歌
︒
昼
と
あ
る
の
で

昼
食
の
鰈
な
の
か
︒
前
に
し
た
鰈
の
目
を
や
や
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
歌
う
︒

鰈
と
鮃
の
違
い
や
左
右
の
目
は
ど
う
だ
っ
た
か
な
ど
︑
さ
び
し
さ
と
は

無
縁
な
連
想
が
過
る
が
︑
逆
に
謎
め
い
た
さ
び
し
さ
が
後
か
ら
じ
ん
わ

り
と
際
立
っ
て
く
る
︒
二
句
切
れ
で
倒
置
︒
昼
に
降
る
雪
の
明
る
さ
と

静
け
さ
が
先
に
あ
る
こ
と
も
効
果
的
だ
︒
鰈
の
生
息
し
て
い
た
海
の
底

と
︑
降
る
雪
の
到
着
点
つ
ま
り
空
の
底
と
が
リ
ン
ク
す
る
︒
底
に
と
ど

ま
る
し
か
無
い
さ
び
し
さ
を
鰈
に
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

二
首
目
︑
く
り
の
木
︑
栗
の
木
︑
栗
の
樹
と
表
記
違
い
で
四
度
繰
り

返
さ
れ
る
︒
軽
い
二
句
切
れ
︒
く
り
と
栗
は
同
じ
だ
が
木
を
樹
と
書
く

と
立
派
す
ぎ
る
と
い
う
︒
音
で
の
理
解
は
切
り
捨
て
て
文
字
の
力
で
潔

く
詠
ま
れ
て
い
る
︒
山
で
出
会
う
く
り
の
木
と
︑
栽
培
さ
れ
て
い
る
栗

の
樹
の
違
い
か
︒
作
者
の
こ
だ
わ
り
と
く
り
の
木
へ
の
素
朴
な
親
し
み

が
伝
わ
っ
て
く
る
︒
立
派
で
な
い
く
り
の
木
の
方
を
好
ま
し
く
詠
う
姿

が
生
き
様
の
よ
う
で
心
地
よ
い
︒

(
中
村

敬
子
)
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●
岡
崎
康
行

仁
王
像
に
も
つ
と
も
厳
し
く
対
き
あ
ひ
て
つ
ひ
に
泣
き
た
る
二

歳
児
抱
く

﹃
コ
ス
モ
ス
の
歌
﹄
︵
歌
集
未
収
録
︶

学
び
ゐ
し
生
徒
あ
り
た
る
空
間
を
た
た
へ
て
い
ま
だ
椅
子
と
机

あ
り

﹃
水
の
瘤
﹄

●
柏
崎
驍
二

雪
の
ふ
る
昼
の
さ
び
し
さ
左
目
が
右
目
に
寄
れ
る
鰈か

れ

をひ

ま
へ
に

﹃
青
北
﹄

く
り
の
木
は
や
は
り
栗
の
木
く
り
の
木
を
栗
の
樹
と
書
け
ば
立

派
に
す
ぎ
る

﹃
月
白
﹄

な
つ
か
し
の
歌
人
た
ち


