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本
年
度
前
期
の
歌
集
・
歌
書
批
評
特
集 

	
	

奥
村
晃
作
歌
集
『
蜘
蛛
の
歌
』
評 

　

　
　
　

普
通
の
人 

三　

沢　

左　

右

　

奥
村
晃
作
の
第
十
九
歌
集
『
蜘
蛛
の
歌
』。
一
読
し
て
感
じ
る
の
は
、

対
象
に
こ
だ
わ
り
、
よ
く
見
よ
う
と
す
る
視
線
、
そ
し
て
見
え
た
も
の

や
感
じ
た
こ
と
を
余
さ
ず
歌
に
詠
み
込
も
う
と
す
る
姿
勢
だ
。

大
谷
よ
し
ヌ
ー
ト
バ
ー
よ
し
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
・
吉

田
・
近
藤
皆
さ
ん
よ
ろ
し

　

丁
寧
な
描
写
は
音
数
が
か
さ
む
。
奥
村
作
品
は
し
ば
し
ば
一
首
の
情

報
量
が
大
き
く
な
る
が
、
大
き
な
字
余
り
は
少
な
い
。
情
報
過
多
に
な

り
そ
う
な
と
こ
ろ
は
描
写
を
突
き
詰
め
ず
に
見
た
も
の
を
端
的
に
素
描

し
、
と
き
に
定
型
的
な
表
現
も
い
と
わ
ず
一
首
を
収
め
て
し
ま
う
。
ウ

ェ
ッ
ト
な
詩
情
に
背
を
向
け
る
か
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
は
痛
快
だ
。

フ
ラ
イ
パ
ン
の
底
に
焼
飯
く
っ
つ
く
を
限
界
と
見

て
フ
ラ
イ
パ
ン
買
っ
た

　

歌
集
の
冒
頭
に
は
リ
フ
レ
イ
ン
を
含
む
作
品
が
頻
出
す
る
。
私
見
だ

が
、
多
く
の
歌
人
は
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
う
技
巧
を
「
一
首
に
リ
ズ
ム
を

作
る
た
め
」
ま
た
は
「
一
首
の
中
で
対
象
へ
の
思
索
を
段
階
的
に
深
め

る
た
め
」
に
用
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
奥
村
は
、
「
対
象
を
よ
く

見
て
、
た
し
か
め
る
」
た
め
に
リ
フ
レ
イ
ン
を
使
う
。
対
象
を
よ
く
見

る
こ
と
は
、
翻
っ
て
、
い
ま
自
分
自
身
が
何
を
考
え
、
何
を
感
じ
て
い

る
の
か
、
自
身
の
内
面
を
見
つ
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

金
の
月
の
食
は
進
み
て
十
九
時
過
ぎ
皆
既
の
月
の

オ
レ
ン
ジ
の
球き
ゅ
う

オ
レ
ン
ジ
の
球
と
な
り
た
る
お
月
様
列
島
の
人
等

に
見
ら
れ
見
ら
れ
て

　

連
続
す
る
作
品
中
で
言
葉
が
リ
フ
レ
イ
ン
す
る
こ
と
も
あ
る
。
「
オ

レ
ン
ジ
の
球
」
の
語
は
二
首
目
だ
け
を
取
り
出
す
と
あ
ま
り
効
果
的
と

は
言
え
ま
い
が
、
一
首
目
で
は
、
「
金
の
月
」
「
皆
既
の
月
」
と
重
ね
た

後
に
登
場
す
る
こ
と
で
月
を
眼
前
に
す
る
よ
う
な
臨
場
感
が
生
ま
れ
、

そ
の
一
首
目
を
踏
ま
え
て
鑑
賞
し
た
と
き
、
続
く
二
首
目
の
「
オ
レ
ン

ジ
の
球
」
は
強
い
印
象
を
残
す
。
二
首
並
ぶ
こ
と
で
読
者
も
「
オ
レ
ン

ジ
の
球
だ
！
」
と
い
う
作
者
の
素
朴
な
感
動
を
追
体
験
で
き
る
の
だ
。

左
手
の
中
指
が
バ
ネ
指
と
な
り
あ
る
日
気
付
い
た

酷
使
し
て
た
と

 
「
バ
ネ
指
と
な
り
ぬ
」
と
題
さ
れ
た
一
連
で
は
全
て
の
歌
に
「
バ
ネ

指
」
の
語
が
詠
み
込
ま
れ
る
。
ひ
と
つ
の
出
来
事
や
言
葉
に
こ
だ
わ
り

抜
く
粘
り
が
い
い
。
私
た
ち
の
日
常
は
、
「
何
か
が
い
つ
ま
で
も
心
に

か
か
り
、
つ
い
意
識
し
て
し
ま
う
」
こ
と
の
連
続
で
あ
り
、
奥
村
作
品
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な
ぜ
急
に
癌
に
罹
っ
て
程
も
な
く
逝
っ
て
し
ま
っ

た
か
長
谷
川
祐
次

選
ば
れ
て
サ
ラ
ワ
レ
テ
ユ
ク
善
き
人
が
何
故
と
つ

ぜ
ん
に
サ
ラ
ッ
テ
ク
ノ
カ

　

日
常
的
な
感
覚
に
お
い
て
は
、
死
は
遠
ざ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

奥
村
の
感
覚
も
そ
う
だ
ろ
う
。
葬
儀
を
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
で
行
い
、

死
後
は
折
を
見
て
墓
参
り
を
す
る
私
た
ち
の
日
常
、
奥
村
作
品
で
の
死

の
扱
い
は
そ
れ
に
似
て
い
る
。

　

多
く
の
歌
人
は
死
を
、
と
き
に
象
徴
的
に
、
と
き
に
観
念
的
に
表
現

す
る
。
だ
が
奥
村
に
は
死
を
観
念
的
に
捉
え
た
歌
が
極
端
に
少
な
い
よ

う
に
思
う
。
死
を
一
言
で
象
徴
し
た
り
し
な
い
。
ま
た
、
死
を
詠
む
歌

が
地
の
歌
に
紛
れ
な
い
よ
う
、
「
追
悼
」
と
い
っ
た
連
作
と
し
て
、
挽

歌
の
一
連
を
ひ
と
と
こ
ろ
に
ま
と
め
る
。
詠
ま
れ
る
の
は
、
死
ん
だ
者

た
ち
の
不
在
を
淋
し
が
り
、
い
つ
か
自
身
に
訪
れ
る
死
を
、
何
か
分
か

ら
な
い
ま
ま
に
怖
れ
る
素
朴
な
心
情
だ
。
高
野
公
彦
や
小
島
ゆ
か
り
ら

他
の
コ
ス
モ
ス
歌
人
と
奥
村
と
を
分
か
つ
最
大
の
点
は
、
こ
こ
に
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

短
歌
を
実
感
に
近
づ
け
て
い
く
中
で
、
奥
村
は
、
言
葉
を
詩
情
に
も

た
れ
さ
せ
る
こ
と
を
拒
み
、
死
を
観
念
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
拒
む
。

普
通
の
人
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
、
普
通
の
歌
人
で
は
な
く
な
る
。

自
ら
「
最
終
歌
集
」
と
銘
打
っ
た
本
歌
集
は
、
「
た
だ
ご
と
歌
」
の
ひ

と
つ
の
完
成
形
で
あ
る
。

論
作
両
輪
を
努
め
て
き
た
が
結
局
は
歌
だ
な
歌
だ

歌
人
は
歌
だ

　
「
歌
人
は
歌
だ
」
と
言
い
切
る
作
者
が
頼
も
し
い
。

を
貫
く
の
は
、
そ
う
し
た
日
常
的
な
感
覚
だ
。

　

コ
ロ
ナ
禍
中
に
編
ま
れ
た
本
歌
集
。
日
常
的
な
目
線
と
感
覚
で
コ
ロ

ナ
禍
を
憎
む
作
者
で
あ
る
。
当
然
、
決
し
て
コ
ロ
ナ
を
是
と
し
て
は
い

な
い
。
し
か
し
、
と
き
ど
き
登
場
す
る
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
お
蔭
」

に
は
ぎ
ょ
っ
と
す
る
。

草
花
に
詳
し
く
親
し
く
な
れ
た
の
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
お
蔭
の
一
つ

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
お
蔭
で
東
京
の
秋
の
空
と
こ

と
ん
澄
み
て
浮
か
ぶ
白
雲

　

挑
発
的
な
歌
だ
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
歌
に
出
会
っ
た
と
き
、
私
た
ち

自
身
も
と
き
ど
き
同
じ
気
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出

す
の
だ
。
言
う
の
が
憚
ら
れ
る
こ
と
を
ご
く
自
然
に
詠
み
放
つ
。
考
え

さ
せ
、
内
省
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
読
者
自
身
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
、

見
ま
い
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
「
気
づ
か
せ
る
」
と
こ
ろ
が
奥
村
作
品

の
真
骨
頂
で
あ
り
、
「
た
だ
ご
と
歌
」
の
強
み
だ
。

　

奥
村
作
品
を
評
す
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
奥
村
自
身
も
自
称

す
る
「
た
だ
ご
と
歌
」
と
い
う
語
。
本
評
で
は
こ
こ
ま
で
こ
の
言
葉
を

使
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
名
で
呼
ん
だ
と
き
に
、
奥
村
作
品
が
わ
か
っ
た

気
に
な
っ
て
し
ま
い
、
失
わ
れ
て
し
ま
う
本
質
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し

た
か
ら
だ
。
今
こ
こ
で
私
は
、
「
日
常
感
覚
」
こ
そ
が
「
た
だ
ご
と

歌
」
の
本
質
だ
と
考
え
た
い
。
不
謹
慎
な
こ
と
も
脳
裏
を
よ
ぎ
り
、
そ

れ
を
反
省
も
す
る
、
身
も
蓋
も
な
い
日
常
的
な
感
覚
を
、
奥
村
作
品
は

突
き
付
け
る
。

　

逆
に
、
作
者
が
あ
え
て
遠
ざ
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
が

「
死
」
で
あ
る
。
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大
松
達
知
歌
集
『
ば
ん
じ
ろ
う
』
評 

　

　
　
　

好
奇
心
と
や
わ
ら
か
い
あ
き
ら
め 

く
ど
う
れ
い
ん

　

大
松
達
知
第
六
歌
集
『
ば
ん
じ
ろ
う
』
は
作
者
の
四
十
六
歳
か
ら
五

十
一
歳
ま
で
の
短
歌
を
五
九
七
首
収
録
し
た
読
み
応
え
の
あ
る
一
冊
だ
。

読
み
終
え
て
み
る
と
ま
ず
「
父
」
の
印
象
的
な
歌
が
多
い
。

父
の
癌
を
お
も
い
て
嚙
め
る
レ
ー
ズ
ン
は
嚙
み
終

わ
る
こ
ろ
香
り
す
る
ど
し

カ
ー
テ
ン
が
原
稿
用
紙
に
見
え
る
と
ぞ
わ
が
母
だ

け
が
聞
き
取
り
に
け
り

呼
び
出
し
て
父
を
す
こ
し
く
善
い
人
に
し
て
か
ら

返
す
記
憶
の
な
か
に

　
「
父
」
の
歌
は
そ
の
死
に
纏
わ
る
も
の
が
多
い
け
れ
ど
、
決
し
て

「
死
」
と
い
う
大
き
な
物
語
に
凭
れ
ず
、
事
実
と
作
中
主
体
の
間
に
詩

的
に
適
切
な
距
離
が
保
た
れ
て
お
り
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

父
の
歌
が
一
冊
を
通
し
て
数
多
く
出
て
来
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
冊
を

通
し
て
読
み
終
え
る
と
「
父
の
死
を
詠
ん
だ
一
冊
」
と
い
う
印
象
は
さ

ほ
ど
強
く
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
そ
れ
以
外
の
歌
の
魅
力
も
強
い
の
だ
。

酒
の
こ
と
と
き
に
お
酒ち
ゃ
けと
呼
ん
で
い
た
考ち

ち

の
疚
し

さ
今
は
す
こ
し
わ
か
る

　

す
こ
し
わ
か
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
よ
い
。
父
の
歌
を
読
む
ご
と
に
、

作
者
の
背
中
が
そ
の
父
の
姿
に
似
て
ゆ
く
。
歌
の
中
で
は
時
折
「
お
じ

さ
ん
」
的
な
も
の
と
の
抗
い
も
垣
間
見
え
る
。

な
ま
こ
酢
の
酢
を
す
す
り
お
り
豪え
ら

そ
う
に
し
て
い

る
方
が
う
ま
く
ゆ
く
こ
と

お
じ
さ
ん
の
わ
れ
は
し
ず
か
に
キ
レ
ま
し
て
そ
っ

と
宴
会
か
ら
い
な
く
な
る

　

し
ず
か
な
抵
抗
で
あ
る
。
し
か
し
、
断
固
た
る
抵
抗
で
あ
る
。
わ
た

し
は
現
代
の
中
年
の
男
性
が
「
男
性
ら
し
さ
」
の
よ
う
な
も
の
に
抗
っ

て
い
る
の
を
見
せ
て
も
ら
え
る
と
、
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
が
必
要
な
の
は

女
性
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て
の
「
ら
し
さ
」
に
苦
し
め
ら
れ
る
人
々
な

の
だ
と
思
え
て
大
変
勇
気
が
出
る
。

ま
だ
子
ど
も
い
な
い
ん
で
す
か
？　

そ
の
た
び
に

傷
つ
い
た
の
は
〈
ま
だ
〉
の
方
だ
っ
た

　

本
当
に
ひ
ど
い
言
葉
だ
。
早
く
「
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
時
代

も
あ
っ
た
」
に
し
た
い
。
家
族
の
こ
と
を
想
う
歌
も
味
わ
い
深
い
。

も
う
一
生
、
見
な
い
！
と
怒
る
わ
が
娘
ま
だ
ま
る

ま
る
と
一
生
あ
り
て

食
べ
た
お
皿
も
っ
て
き
て
ね
と
妻
が
言
う
お
皿
は
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食
べ
て
な
い
と
子
が
言
う

　

娘
の
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
も
多
く
あ
る
が
、
ど
れ
も
愛
が
過
剰
で
な
く
、

そ
の
あ
ど
け
な
さ
を
コ
ン
テ
ン
ツ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
感
じ
も
な
く
、

と
て
も
素
朴
に
シ
ン
プ
ル
に
、
記
録
す
る
よ
う
に
子
ど
も
の
発
言
の
お

も
し
ろ
さ
を
引
き
立
て
て
い
る
と
思
う
。
子
を
「
わ
が
子
」
と
し
て
以

上
に
、
「
も
う
ひ
と
り
の
大
切
な
人
間
」
と
し
て
時
間
を
共
に
過
ご
し

て
く
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
弾
け
る
よ
う
な
若
さ
の
こ
と
を
「
ま
だ

ま
る
ま
る
と
一
生
あ
り
て
」
と
言
い
切
る
と
こ
ろ
に
大
変
痺
れ
た
。

　

歌
集
の
中
で
は
時
折
、
お
酒
好
き
な
人
の
心
に
つ
ぷ
り
と
鋭
く
深
く

刺
さ
る
よ
う
な
秀
歌
が
現
れ
る
。

酩
酊
が
あ
し
た
を
開
く
こ
と
あ
り
や
小
指
の
腹
で

胡
麻
を
拾
っ
て

ほ
ん
と
う
に
う
ま
い
酒
よ
と
お
も
う
と
き
鼻
の
あ

た
ま
に
死
の
香
り
来
る

　

こ
の
二
首
は
特
に
、
身
に
覚
え
が
あ
り
す
ぎ
て
ゾ
ッ
と
し
た
ほ
ど
だ
。

ぼ
う
っ
と
し
た
頭
で
机
に
零
れ
た
胡
麻
を
指
に
く
っ
つ
け
な
が
ら
片
づ

け
る
と
き
の
妙
に
繊
細
な
触
感
。
こ
こ
ろ
か
ら
う
ま
い
酒
だ
と
思
う
と

き
の
、
何
も
か
も
諦
め
た
よ
う
な
心
地
が
あ
り
あ
り
と
再
現
で
き
る
。

ト
ン
グ
、
ト
ン
グ
、
口
で
は
言
っ
て
ひ
そ
や
か
に

こ
れ
は
ト
ン
グ
ズ
、
ト
ン
グ
ズ
な
ん
だ
ぞ

み
ず
か
ら
の
名
前
を
知
ら
ず
咲
く
バ
ラ
の
名
札
を

声
に
出
し
て
読
み
た
り

　

作
者
は
言
葉
と
向
き
合
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
。
知
ら
な
い
言
葉

に
い
つ
ま
で
も
好
奇
心
が
あ
り
、
言
葉
に
対
し
て
誠
実
で
あ
る
と
思
う
。

言
葉
に
誠
実
な
人
は
、
万
物
の
定
義
や
「
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
も
常
に

疑
問
を
持
ち
、
何
度
で
も
世
界
を
捉
え
な
お
す
こ
と
が
出
来
る
。

見
る
こ
と
は
祈
る
こ
と
と
は
違
う
け
れ
ど
漕
ぎ
つ

つ
二
秒
見
て
い
る
祠

　

二
秒
祈
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
し
た
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
の
に
、

や
は
り
「
見
る
」
と
「
祈
る
」
は
作
者
の
中
で
は
明
確
な
違
い
が
あ
っ

て
、
今
回
は
「
見
て
い
る
」
の
だ
。
け
れ
ど
、
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ

に
、
ほ
ん
の
す
こ
し
だ
け
祈
り
を
込
め
た
「
見
た
」
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
と
伺
え
て
お
も
し
ろ
い
。

重
心
を
ず
ら
し
な
が
ら
す
こ
し
ゆ
れ
な
が
ら
黒
い

絵
の
黒
の
濃
い
と
こ
ろ
視
た

　

た
だ
の
「
黒
」
に
も
濃
淡
が
あ
る
。
ぐ
ら
り
と
踵
の
重
心
を
変
え
て

黒
い
絵
を
眺
め
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
黒
が
あ
る
。
黒
を
見
て
「
黒
」
で

済
ま
さ
ず
に
、
ど
ん
な
黒
で
あ
る
か
眺
め
る
こ
と
は
や
は
り
好
奇
心
と

誠
実
さ
の
あ
る
行
為
だ
と
感
じ
る
。
世
界
や
教
室
で
起
き
て
い
る
こ
と

を
見
つ
め
、
そ
れ
が
「
ほ
ん
と
う
」
か
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
生
き
た
と
思
う
い
っ
し
ゅ
ん
が
と

き
に
兆
し
て
や
わ
ら
か
く
寝
る

　

こ
う
し
て
時
に
長
老
の
よ
う
な
や
わ
ら
か
い
あ
き
ら
め
を
見
せ
て
来

る
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
集
の
渋
く
て
か
っ
こ
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。
好

奇
心
旺
盛
な
少
年
の
目
と
、
ど
こ
か
解
脱
し
た
長
老
の
目
を
持
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
切
り
替
え
の
緩
急
が
非
常
に
自
然
だ
。
す
べ

て
は
歌
の
技
術
だ
と
思
う
。
ど
の
歌
も
間
違
い
な
く
作
者
ら
し
い
と
言

え
る
の
に
、
作
者
ら
し
さ
を
挙
げ
よ
う
と
す
る
と
多
面
体
の
よ
う
に
ど

こ
か
ら
照
ら
し
て
も
光
る
。
一
つ
の
「
ら
し
さ
」
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に

ど
の
歌
も
巧
み
で
、
し
か
し
率
直
で
、
す
べ
て
大
松
達
知
な
の
だ
。
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歌
び
と
の
思
い
を
読
む 

森　

田　

治　

生

	
	

高
野
公
彦
評
論
集
『
歌
の
魅
力
の
源
泉
を
汲
む
』
評 

　

　
　
　

　

高
野
公
彦
氏
の
評
論
集
『
歌
の
魅
力
の
源
泉
を
汲
む
』
は
昭
和
52
年

か
ら
平
成
24
年
ま
で
の
三
十
五
年
の
間
に
、
短
歌
総
合
誌
な
ど
に
発
表

さ
れ
た
歌
人
論
二
十
篇
か
ら
成
る
。
「
わ
が
意
中
の
歌
人
た
ち
」
と
い

う
副
題
に
も
惹
か
れ
、
そ
の
歌
人
た
ち
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
読
み
進
め

た
。

　

本
書
に
登
場
す
る
歌
人
は
十
八
名
。
正
岡
子
規
、
若
山
牧
水
、
斎
藤

茂
吉
、
釈
迢
空
に
つ
い
て
Ⅰ
部
で
、
前
川
佐
美
雄
、
佐
藤
佐
太
郎
、
宮

柊
二
、
葛
原
妙
子
、
安
永
蕗
子
、
馬
場
あ
き
子
、
寺
山
修
司
、
佐
佐
木

幸
綱
に
つ
い
て
Ⅱ
部
で
、
そ
し
て
河
野
裕
子
、
小
池
光
、
栗
木
京
子
、

水
原
紫
苑
、
小
島
ゆ
か
り
、
坂
井
修
一
に
つ
い
て
Ⅲ
部
で
論
じ
て
い
る
。

　

各
部
よ
り
一
篇
を
選
ん
で
鑑
賞
し
た
い
。

　

Ⅰ
部
で
若
山
牧
水
の
魅
力
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中

で
、
牧
水
の
歌
が
広
く
親
し
ま
れ
て
き
た
の
は
愛
誦
性
が
あ
る
か
ら
で
、

そ
の
理
由
を
次
の
三
要
素
だ
と
説
い
て
い
る
。

①
分
か
り
や
す
い
。
②
内
容
が
感
傷
的
。
③
快
い
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

　

私
は
こ
れ
が
、
愛
誦
性
を
生
む
三
要
素
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
。
一

般
人
が
牧
水
の
歌
に
魅
力
を
感
じ
た
り
、
い
つ
の
ま
に
か
覚
え
た

り
す
る
の
は
、
こ
の
三
つ
が
牧
水
の
歌
に
た
つ
ぷ
り
含
ま
れ
て
ゐ

る
か
ら
だ
ら
う
。（
中
略
）

　

愛
誦
歌
の
三
要
素
、
と
私
は
書
い
た
が
、
じ
つ
は
そ
れ
は
短
歌

そ
の
も
の
に
欠
か
せ
な
い
最
も
大
事
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
三
要
素
は
現
代
短
歌
で
忘
ら
れ
が
ち
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　

高
野
氏
の
指
摘
す
る
愛
誦
歌
の
三
要
素
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
と
な
っ
て

い
る
現
状
に
私
た
ち
は
敏
感
に
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
牧
水
の
歌
を
思
い
な
が
ら
《
現
代
の
歌
》
を
作
る
必
要
が
あ

る
と
説
く
高
野
氏
の
言
葉
を
反
芻
し
な
が
ら
歌
と
向
き
合
う
こ
と
の
大

切
さ
を
痛
感
す
る
。

　

本
書
は
単
な
る
歌
人
論
で
は
な
く
、
内
容
は
短
歌
を
詠
む
際
の
姿
勢

や
基
本
的
な
要
素
に
ま
で
及
び
そ
の
示
唆
す
る
も
の
は
奥
深
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
牧
水
と
い
え
ば
酒
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
が
、
酒
の
歌
に

つ
い
て
も
一
項
を
設
け
て
い
る
の
が
高
野
氏
ら
し
い
。

　

続
く
Ⅱ
部
に
は
八
篇
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
中
で
寺
山
修
司
に
つ
い
て

は
二
篇
あ
る
の
が
と
り
わ
け
興
味
深
い
。
啄
木
、
白
秋
、
茂
吉
、
迢
空
、

柊
二
ら
の
歌
を
深
く
勉
強
し
て
い
た
高
野
氏
が
前
衛
短
歌
に
出
会
い
、

寺
山
の
短
歌
に
つ
い
て
ど
う
感
じ
た
の
か
「
虚
言
の
ひ
か
り
」
と
題
し

た
論
よ
り
引
用
す
る
。
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そ
し
て
河
野
に
と
っ
て
の
相
聞
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

相
聞
歌
を
詠
む
た
め
に
特
定
の
男
性
は
不
要
で
あ
つ
て
、
事
実
、

歌
集
に
登
場
す
る
相
聞
の
相
手
は
不
特
定
の
男
の
や
う
で
あ
る
。

河
野
裕
子
は
い
は
ば
「
男
」
に
む
か
つ
て
相
聞
歌
を
作
り
つ
づ
け

た
少
女
と
い
へ
る
だ
ら
う
。（
中
略
）
孤
独
感
、
虚
し
さ
、
苦
悩

を
み
づ
か
ら
の
内
部
で
浄
め
る
べ
き
も
の
と
し
て
相
聞
歌
が
あ
つ

た
の
で
は
な
い
か
。

　

表
面
だ
け
を
な
ぞ
っ
て
い
た
の
で
は
決
し
て
読
み
取
る
こ
と
の
で
き

な
い
河
野
裕
子
の
内
面
を
こ
の
よ
う
に
読
者
に
見
せ
て
く
れ
る
。

　

河
野
は
高
野
氏
に
と
っ
て
コ
ス
モ
ス
入
会
の
同
期
生
（
河
野
が
昭
和

39
年
10
月
、
高
野
氏
が
同
年
11
月
入
会
）
で
、
同
期
生
と
し
て
見
た
河

野
裕
子
の
印
象
を
興
味
深
く
読
ん
だ
。
同
じ
よ
う
に
若
き
日
の
小
島
ゆ

か
り
や
コ
ス
モ
ス
時
代
の
栗
木
京
子
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
、
タ
イ
ム

マ
シ
ン
に
で
も
乗
っ
た
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

本
題
か
ら
は
外
れ
る
が
、
本
書
は
旧
仮
名
遣
い
で
書
か
れ
て
い
る
。

「
旧
仮
名
の
持
つ
歴
史
的
な
香
り
が
好
き
だ
つ
た
か
ら
」
と
い
う
こ
と

だ
が
、
旧
仮
名
の
持
つ
何
と
も
言
え
な
い
魅
力
を
「
歴
史
的
な
香
り
」

と
嗅
覚
で
表
現
で
き
る
の
は
、
言
葉
へ
の
美
意
識
を
も
つ
ゆ
え
だ
ろ
う

か
。

　

十
八
人
の
歌
人
す
べ
て
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
書

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
人
の
歌
を
自
分
な
り
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
高
野
氏
が
一
般
読
者
に
は
汲
み
取
り
得
な
い
部
分
ま
で
汲
み

取
っ
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
歌
自
体
の
魅
力
と
と
も
に
歌
人
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
加
え
、
堅
苦
し
い
論
評
で
は
な
く
歌
の
魅
力
を
伝
え
る
書
と

な
っ
て
い
て
、
本
を
開
く
と
歌
人
た
ち
の
息
遣
い
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　

寺
山
短
歌
は
ど
う
だ
つ
た
か
。
私
は
全
面
的
に
共
鳴
し
、
た
の

し
ん
だ
。
時
代
が
生
ん
だ
多
数
の
向
都
離
郷
者
の
一
人
で
あ
る
私

は
、
そ
の
典
型
と
も
い
ふ
べ
き
寺
山
修
司
の
歌
に
忽
ち
な
じ
ん
だ
。

斬
新
で
あ
り
な
が
ら
親
し
み
や
す
い
、
と
い
ふ
点
で
寺
山
短
歌
は

他
の
歌
人
よ
り
際
だ
つ
て
ゐ
た
と
思
ふ
。

　

短
歌
の
歴
史
の
中
で
は
異
端
と
も
い
え
る
寺
山
の
特
徴
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。（
寺
山
の
短
歌
の
）《
「
わ
れ
」
は
作
者
に
よ
つ
て
創

り
出
さ
れ
た

―
た
ぶ
ん
実
際
の
寺
山
修
司
に
似
て
い
な
が
ら
本
質
的

に
は
別
個
の

―
人
物
な
の
で
あ
る
》
と
。

　

生
き
て
い
る
母
を
死
ん
だ
者
と
し
て
詠
み
、
一
人
っ
子
の
は
ず
な
の

に
弟
を
詠
ん
だ
寺
山
。
寺
山
の
「
わ
れ
」
が
イ
コ
ー
ル
寺
山
で
な
い
こ

と
、
一
首
一
首
が
独
立
し
た
ミ
ニ
ド
ラ
マ
と
な
っ
て
い
て
類
想
歌
や
類

似
の
フ
レ
ー
ズ
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
作
品
を
例
示
し
て
説
明
し
、

寺
山
短
歌
の
読
み
方
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
寺
山
が
短
歌
か
ら
離

れ
て
い
っ
た
理
由
に
つ
い
て
の
次
の
一
文
に
も
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。

　

寺
山
も
ま
た
〈
虚
言
の
衰
退
〉（D

ecay of Lying
）
を
嘆
き
、

そ
れ
に
抵
抗
し
つ
づ
け
た
人
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
た
だ
、
虚

言
を
リ
ア
ル
に
作
品
化
す
る
に
は
、
短
歌
は
少
し
ば
か
り
窮
屈
な

形
式
だ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

Ⅲ
部
で
は
歌
集
の
解
説
が
七
篇
の
う
ち
の
四
篇
を
占
め
る
。

　

河
野
裕
子
に
つ
い
て
の
歌
論
は
二
篇
あ
る
が
、
一
篇
は
歌
集
『
森
の

や
う
に
獣
の
や
う
に
』
の
解
説
で
、
昭
和
52
年
と
本
書
の
中
で
も
っ
と

も
早
く
発
表
さ
れ
た
歌
論
で
あ
る
。
「
人
間
存
在
と
相
聞
歌
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
だ
が
、
『
森
の
や
う
に
獣
の
や
う
に
』
を
「
つ
づ
ま
り
の
と

こ
ろ
相
聞
歌
集
と
い
へ
よ
う
」
と
い
う
見
方
が
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
た
。
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現
代
た
だ
ご
と
歌
に
迫
る 

風　

間　

博　

夫

	
	

今
井
聡
評
論
集
『
た
だ
ご
と
歌
百
十
首
』
評 

　

　
　
　

　

奥
村
晃
作
に
は
二
〇
二
四
年
現
在
、
十
九
冊
の
歌
集
が
あ
る
。
今
井

は
そ
れ
を
左
記
の
三
期
に
区
分
し
、
全
て
の
歌
集
か
ら
作
品
を
抄
出
、

今
井
な
ら
で
は
の
鋭
い
切
り
口
で
鑑
賞
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
奥
村

と
今
井
の
交
流
は
二
十
年
以
上
。
こ
れ
を
踏
ま
え
奥
村
の
人
と
な
り
を

見
つ
め
て
も
い
る
。
本
書
は
一
首
鑑
賞
の
積
み
重
ね
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
思
索
的
で
あ
り
、
か
つ
哲
学
的
な
色
合
い
も
付
加
し
、
一
筋
縄
で

は
い
か
な
い
読
み
応
え
の
あ
る
評
と
も
な
っ
て
い
る
。
通
常
の
歌
評
と

は
一
味
も
二
味
も
三
味
も
異
な
る
。
「
現
代
た
だ
ご
と
歌
の
魅
力
を
解

き
明
か
す
」
は
帯
文
か
ら
の
抜
粋
。
三
期
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
作
品
を
引
き
、

今
井
の
た
だ
ご
と
歌
へ
の
迫
り
方
を
見
て
い
き
た
い
。

　

初
期
＝ 

第
一
歌
集
『
三
齢
幼
虫
』
か
ら
第
三
歌
集
『
鴇
色
の
足
』
ま

で
の
一
六
五
四
首
（
25
歳
〜
50
歳
）（
抄
出
20
首
）

　

中
期
＝ 

第
四
歌
集
『
父
さ
ん
の
う
た
』
か
ら
第
十
三
歌
集
『
青
草
』

ま
で
の
四
五
八
七
首
（
50
歳
〜
75
歳
）（
抄
出
53
首
）

　

後
期
＝ 

第
十
四
歌
集
『
造
り
の
強
い
傘
』
か
ら
第
十
九
歌
集
『
蜘
蛛

の
歌
』
ま
で
の
二
六
一
二
首
（
76
歳
〜
87
歳
）（
抄
出
37
首
）

 

三
期
計
八
八
五
三
首
（
抄
出
計
百
十
首
）

　

初
期
は
現
代
た
だ
ご
と
歌
の
ス
タ
ー
ト
期
、
中
期
は
「
や
や
論
強

し
」
だ
が
現
代
た
だ
ご
と
歌
の
論
と
作
双
方
の
実
り
行
く
時
期
。
後
期

は
論
か
ら
「
再
び
歌
へ
」
の
時
期
と
今
井
は
端
的
に
述
べ
る
。
特
に
後

期
に
つ
い
て
は
「
気
づ
き
と
余
情
。
以
前
ほ
ど
の
力
技
や
、
「
面
白

（
過
ぎ
る
）
歌
」
と
い
う
も
の
は
、
修
練
さ
れ
た
叙
述
の
歌
に
納
め
ら

れ
た
。
表
現
は
よ
り
順
直
に
、
言
葉
の
流
れ
も
無
理
な
し
。
一
つ
の
落

ち
着
き
の
域
に
奥
村
短
歌
は
至
っ
た
」
と
評
価
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

初
期
の
歌
か
ら
引
く
。

ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
終
り
し
駅
の
ホ
ー
ム
に
て
黄
な

る
丸
薬
踏
ま
れ
ず
に
あ
る 

『
三
齢
幼
虫
』

　

今
井
は
言
う
。
「
奥
村
の
繊
細
な
一
面
と
い
う
も
の
を
垣
間
見
さ
せ

る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
上
の
句
だ
が
、
虚
飾
を
排
し
た
よ
う

な
、
脱
力
感
を
も
感
じ
さ
せ
る
緩
慢
な
詠
み
か
た
、
下
の
句
の
凝
縮
さ

れ
た
表
現
の
斡
旋
が
、
す
で
に
こ
の
時
期
の
奥
村
の
表
現
者
と
し
て
の

一
つ
の
達
成
を
思
わ
せ
る
、
無
駄
の
な
い
形
と
な
っ
て
い
る
」。
さ
ら

に
今
井
は
「
叙
述
の
う
た
」
「
緩
急
の
う
た
」
と
も
言
う
。
風
間
は
、

丸
薬
が
踏
ま
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
驚
き
（
小
さ
な
感
動
）
を

掬
い
上
げ
て
い
る
と
単
純
に
見
る
の
で
あ
る
が
、
今
井
は
「
表
現
の
一

つ
の
達
成
」
と
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
首
引
く
。



89

な
ら
ば
〈
あ
と
も
す
ふ
ぇ
あ
〉
に
〈
ふ
ん
い
き
〉

が
あ
る 

『
蜘
蛛
の
歌
』

　

今
井
は
言
う
。
「
ど
こ
と
な
く
現
代
の
短
歌
、
難
解
な
よ
う
で
い
て
、

〈
あ
と
も
す
ふ
ぇ
あ
〉
の
よ
う
に
移
ろ
っ
て
い
る
歌
。
そ
う
し
た
歌
に

対
し
て
の
奥
村
の
感
慨
の
よ
う
な
気
が
す
る
。〈
あ
と
も
す
ふ
ぇ
あ
〉

に
ぴ
た
り
と
く
る
何
か
が
あ
る
の
な
ら
、〈
あ
と
も
す
ふ
ぇ
あ
〉
そ
れ

自
体
も
ま
た
、
何
か
＝
サ
ム
シ
ン
グ
た
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
」。〈
ア
ト

モ
ス
フ
ェ
ア
〉
で
は
な
く
〈
あ
と
も
す
ふ
ぇ
あ
〉
の
表
記
。
ひ
ら
が
な

表
記
の
雰
囲
気
に
奥
村
は
気
づ
い
た
の
だ
。
今
井
も
〈
あ
と
も
す
ふ
ぇ

あ
〉
の
よ
う
な
不
思
議
な
歌
を
作
り
た
い
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

後
期
の
歌
か
ら
も
う
一
首
引
く
。
百
十
首
目
の
歌
。

今
迄
と
何
か
が
違
う
何
だ
ろ
う
最
終
歌
集
を
編
ま

ん
と
思
う 

『
蜘
蛛
の
歌
』

　

今
井
は
言
う
。
「
「
情
」
と
い
う
も
の
、
そ
れ
は
形
容
の
し
が
た
い
も

の
な
の
だ
。
こ
の
一
首
、
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
奥
村
は
自
ら
の
こ
こ

ろ
の
動
き
を
見
つ
め
、
し
か
し
「
形
容
」
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
「
何

か
」
「
何
だ
ろ
う
」
と
叙
述
す
る
」。
そ
れ
は
「
発
火
の
熱
を
保
つ
も

の
」
と
紐
解
く
。
今
井
は
次
の
巻
末
歌
を
引
い
て
本
書
を
閉
じ
る
。

『

白
き
山
』
『

黒
檜
』

は
最
終
歌
集
な
り
自
ら
が
編

ん
だ
最
後
の
歌
集 

『
蜘
蛛
の
歌
』

　

書
名
中
の
「
十
首
」
に
味
が
あ
る
。
発
行
が
二
〇
二
三
年
十
二
月
の

奥
村
歌
集
か
ら
十
首
を
引
い
て
い
る
。
本
書
の
発
行
が
二
〇
二
四
年
二

月
。
二
か
月
余
り
の
間
に
十
首
評
は
な
っ
た
。
常
日
頃
奥
村
の
作
品
に

心
を
寄
せ
て
い
る
か
ら
の
成
果
で
あ
る
。
今
井
は
、
本
歌
書
に
よ
り
短

歌
作
品
評
者
と
し
て
の
位
置
を
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。

次
々
に
走
り
過
ぎ
行
く
自
動
車
の
運
転
す
る
人
み

な
前
を
向
く 

『
三
齢
幼
虫
』

　

今
井
は
言
う
。
「
自
動
車
に
示
さ
れ
る
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
人
為
な

る
も
の
」
と
の
絡
み
で
、
人
間
も
ま
た
「
自
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク

動
的
」
な
振
る
舞
い
を

な
す
、
そ
の
一
面
を
捉
え
て
い
る
。
或
い
は
そ
の
、
社
会
的
・
人
間
的

規
制
の
内
側
に
あ
っ
て
、
却
っ
て
ひ
ら
め
く
よ
う
な
「
ワ
イ
ル
ド
ネ
ス

（
本
能
）
」
と
い
っ
た
も
の
の
光
・
力
動
と
い
う
も
の
を
、
奥
村
た
だ
ご

と
歌
は
常
に
掲
出
し
、
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
」。
徹
底
的
な
観
察
に
基

づ
き
、
正
確
に
述
べ
た
歌
で
あ
る
と
風
間
は
考
え
る
が
、
今
井
は
そ
の

先
に
あ
る
も
の
を
見
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

中
期
の
歌
か
ら
引
く
。

ど
こ
ま
で
が
空
か
と
思
い　

結
局
は　

地
上
ス
レ

ス
レ
ま
で
空
で
あ
る 
『
キ
ケ
ン
の
水
位
』

　

今
井
は
言
う
。
「
奥
村
の
歌
の
理
論
は
、
些
末
な
事
象
を
扱
っ
た
時

に
は
、
実
に
堅
牢
な
形
を
み
せ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
素
材
を
扱

っ
た
時
に
は
、
野
放
図
で
、
し
か
し
た
ま
に
度
外
れ
た
一
首
を
生
み
出

す
と
い
う
の
も
、
た
だ
ご
と
歌
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
拡
大
す
る
よ
う
な
、

コ
ア
か
ら
周
縁
へ
と
向
か
っ
て
い
く
運
動
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

歌
の
言
葉
に
戻
る
と
、
こ
こ
で
の
奥
村
の
把
握
の
「
冴
え
」
は
ま
さ
し

く
「
地
上
ス
レ
ス
レ
」
と
い
う
状
態
、
そ
れ
を
ピ
タ
リ
と
示
し
得
た
こ

と
だ
ろ
う
」。
我
々
は
地
上
で
暮
ら
し
て
い
る
。
ス
レ
ス
レ
の
時
も
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
空
の
一
部
に
頭
を
顔
を
突
っ
込
ん
で
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
何
か
見
え
て
く
る
も
の
が
有
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

後
期
の
歌
か
ら
引
く
。

〈
ふ
ん
い
き
〉
が
〈
あ
と
も
す
ふ
ぇ
あ
〉
で
あ
る
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門
倉
み
つ
子
歌
文
集
『
十
二
夜
の
月
』
評 

　

　
　
　

　

歌
集
『
十
二
夜
の
月
』
は
、
す
こ
や
か
に
米
寿
を
迎
え
ら
れ
た
門
倉

み
つ
子
さ
ん
の
第
二
歌
集
で
あ
り
、
エ
ッ
セ
イ
八
篇
を
加
え
た
歌
文
集

で
あ
る
。
第
一
歌
集
の
『
あ
け
ぼ
の
の
藤
』
は
十
年
前
に
出
版
さ
れ
て

い
て
、
い
ず
れ
も
高
野
公
彦
氏
の
選
に
よ
る
。
は
か
ら
ず
も
コ
ス
モ
ス

七
十
周
年
記
念
の
年
に
こ
の
歌
文
集
を
上
梓
で
き
ま
す
こ
と
を
嬉
し
く

思
い
ま
す
と
、
後
書
で
述
べ
て
い
る
。

　

米
寿
と
い
え
ば
、
一
生
の
大
方
を
生
き
ぬ
い
て
き
た
大
変
な
年
齢
で

あ
る
。
作
者
の
集
大
成
と
も
い
え
る
こ
の
歌
文
集
か
ら
は
、
生
き
る
こ

と
の
尊
さ
、
喜
び
、
悲
し
み
な
ど
の
も
ろ
も
ろ
の
命
の
香
り
が
漂
う
。

大
木
の
樫
の
万
の
葉
そ
よ
ぐ
風
涼
し
か
り
し
よ
ふ

る
さ
と
の
家

待
望
の
筑
波
嶺
見
え
来
ふ
る
さ
と
へ
向
か
ふ
一
両

の
常
総
線
に

梨
と
新
米
今
年
も
届
け
く
れ
し
兄
健
や
か
に
し
て

老
人
会
長

　

作
者
の
ふ
る
さ
と
は
茨
城
県
上
妻
市
。
生
家
の
あ
と
を
継
ぐ
兄
が
、

春
は
竹
林
で
と
れ
る
筍
を
、
秋
に
は
新
米
を
ど
か
り
と
届
け
て
く
れ
る
。

そ
の
兄
は
地
域
の
老
人
会
長
を
し
て
い
る
と
い
う
。
父
母
の
亡
く
な
っ

た
後
の
ふ
る
さ
と
の
家
を
し
っ
か
り
守
っ
て
く
れ
、
人
々
か
ら
も
敬
わ

れ
る
人
格
者
の
兄
が
居
る
と
い
う
仕
合
せ
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
自
慢
げ
な
こ

の
歌
が
な
ん
と
も
和
ま
し
い
。

如
月
は
わ
が
生
れ
月
紅
梅
の
苗
木
を
夫
と
庭
に
植

ゑ
に
き

夫
の
魂た
ま

迎
へ
て
め
ぐ
る
盆
灯
籠
と
も
に
暮
ら
し
し

五
十
年
は
夢

負お
ぶ

ふ
が
に
夫
の
形
身
の
リ
ュ
ッ
ク
背し

よ負
ふ
「

同
行

二
人
」

な
ど
と
言
ひ
つ
つ

主
な
き
ひ
そ
け
き
庭
に
初
日
さ
し
蠟
梅
は
金
の
蕾

を
ほ
ど
く

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
夫
と
の
同
行
二
人
の
歳
月
は
、
何
物
に
も
代

え
が
た
い
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
と
共
に
庭
に
植
え
た
白
梅
紅
梅

は
今
や
大
木
と
な
り
、
作
者
や
家
族
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。
夫
を

失
う
と
い
う
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
悲
し
み
に
も
耐
え
て
、
作
者
は

ひ
た
す
ら
前
に
向
っ
て
歩
き
出
す
。

つ
や
つ
や
と
光
る
紫
紺
の
な
す
び
摘
む
収
穫
は
か

く
も
嬉
し
き
も
の
を
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父
の
書
架
に
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
集
あ

り
き
若
き
日
画
家
に
な
り
た
か
り
し
父

　

父
に
つ
い
て
は
歌
集
に
続
く
エ
ッ
セ
イ
集
に
よ
り
詳
し
く
綴
ら
れ
て

い
る
。
作
者
の
父
は
小
学
校
の
教
員
で
あ
っ
た
。
と
て
も
幅
広
い
教
養

の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
う
か
が
え
る
。

　

尺
八
を
吹
く
父
。
凧
を
作
っ
て
子
供
達
と
遊
ん
で
く
れ
た
父
。
庭
に

美
し
い
菊
を
咲
か
せ
て
い
た
父
。
蜘
蛛
の
巣
を
一
緒
に
観
察
し
て
く
れ

た
父
。
茸
狩
り
を
し
て
子
供
達
と
食
べ
た
父
。
ど
ん
な
に
子
供
達
に
愛

情
を
そ
そ
い
で
く
れ
た
父
だ
っ
た
の
か
。
作
者
の
深
い
想
い
の
あ
ふ
れ

る
エ
ッ
セ
イ
と
な
っ
て
い
る
。
ふ
る
さ
と
の
思
い
出
と
父
の
思
い
出
は

重
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
作
者
の
誠
実
で
暖
か
い
人
柄
や
芯
の
強
さ

の
源
流
は
、
こ
こ
ら
あ
た
り
に
あ
る
様
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

読
書
週
間
の
小
学
校
に
招
か
れ
て
読
み
聞
か
せ
す

る
『

む
し
の
お
ん
が
く
た
い
』

今
日
ひ
と
日
何
や
ら
嬉
し
わ
が
絵
本
読
み
し
小
学

生
よ
り
手
紙
届
き
て

　

作
者
に
は
、
『
む
し
の
お
ん
が
く
た
い
』
と
い
う
一
冊
の
童
話
が
あ

る
。
か
つ
て
幼
稚
園
の
先
生
を
し
て
い
た
時
に
子
供
達
の
為
に
書
い
た

も
の
だ
と
い
う
。
絵
は
歌
の
仲
間
の
水
上
比
呂
美
さ
ん
が
か
か
れ
た
。

退
屈
で
し
ょ
う
が
な
い
王
様
を
、
虫
た
ち
が
誘
い
あ
っ
て
パ
ー
テ
イ
ー

を
開
き
、
音
楽
を
演
奏
し
て
喜
ば
せ
る
と
い
う
、
単
純
で
楽
し
い
お
話

で
あ
る
。
短
歌
と
は
異
な
る
世
界
で
、
自
分
の
作
品
に
耳
を
傾
け
て
く

れ
る
小
さ
い
読
者
が
い
る
な
ん
て
素
敵
な
こ
と
だ
。

　

門
倉
さ
ん
の
作
品
に
は
年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
瑞
々
し
さ
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
自
分
自
身
を
生
き
ぬ
く
命
の
豊
か
さ
で
も
あ
る
の
だ
。

冬
庭
に
菜
の
花
、
水
仙
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
、
桜
草

咲
き
わ
れ
は
花
守

甘
夏
が
さ
は
に
熟
れ
ゐ
る
わ
が
家
を
「

甘
夏
御
殿
」

と
友
が
呼
び
を
り

　

五
十
年
を
連
れ
添
っ
て
夫
と
作
り
あ
げ
た
庭
に
は
三
十
種
類
を
こ
え

る
植
物
が
育
ち
、
自
分
は
も
と
よ
り
、
回
り
の
人
達
を
も
豊
か
に
さ
せ

て
く
れ
る
。
甘
夏
で
作
っ
た
マ
ー
マ
レ
ー
ド
は
み
ん
な
に
喜
ば
れ
た
だ

ろ
う
し
、
畑
で
作
っ
た
野
菜
の
ス
ー
プ
は
病
む
友
の
心
に
染
み
た
で
あ

ろ
う
。ガ

ス
レ
ン
ジ
、
洗
濯
機
な
ど
を
取
り
替
へ
る
や
う

に
は
い
か
ぬ
老
化
の
わ
が
身

あ
け
ぼ
の
の
空
に
繊せ
ん

月げ
つ

光
り
を
り
存
へ
て
今
日
傘

寿
を
迎
ふ

長
寿
な
ど
望
む
な
ら
ね
ど
誕
生
日
の
わ
れ
来
て
老

人
健
診
を
受
く

　

誰
に
で
も
訪
ず
れ
る
老
。
自
分
が
年
を
と
る
と
い
う
事
は
、
回
り
の

人
、
兄
や
姉
達
も
年
を
と
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
八
十
歳
を
こ
え
て

深
ま
っ
て
い
く
老
の
日
々
を
、
逃
れ
ら
れ
な
い
必
然
の
こ
と
と
し
て
受

け
入
れ
る
柔
軟
性
を
作
者
は
持
つ
人
の
よ
う
だ
。
自
然
豊
か
な
ふ
る
さ

と
に
育
ち
、
夫
と
共
に
身
近
に
植
物
を
植
え
て
愛
し
、
生
命
の
本
質
は

何
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
人
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ち
ち
の
み
の
父
の
詠
み
に
し
漢
詩
の
軸
命
日
の
今

日
床
の
間
に
掛
く

父
の
吹
く
尺
八
の
音
が
田
ん
ぼ
ま
で
聞
え
き
た
り

き
蛍
狩
り
の
夜
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子

	
	

稲
場
洋
子
歌
集
『
居
間
の
円
卓
』
評 

　

　
　
　

　
『
居
間
の
円
卓
』
は
稲
場
洋
子
さ
ん
の
第
一
歌
集
で
あ
り
、
二
〇
一

二
年
に
コ
ス
モ
ス
に
入
会
し
て
か
ら
の
作
品
を
中
心
に
四
二
一
首
を
収

め
る
。

　

本
歌
集
を
読
む
と
き
、
全
編
を
と
お
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
柔

ら
か
な
筆
づ
か
い
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
稲
場
さ
ん
は
、
人
と
の
別

れ
や
出
会
い
の
よ
う
な
人
生
の
節
目
に
立
ち
会
っ
た
と
き
で
も
、
声
高

に
表
現
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
詠
い
ぶ
り
か
ら
、
人
と

の
別
れ
に
伴
う
哀
切
が
よ
り
つ
よ
く
鮮
や
か
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、

人
と
の
出
会
い
も
や
さ
し
く
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

稲
場
さ
ん
が
コ
ス
モ
ス
に
入
会
さ
れ
た
の
は
ご
夫
君
が
亡
く
な
っ
て

六
年
が
経
っ
た
時
で
、
入
会
後
に
お
母
さ
ま
を
亡
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

新
た
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
出
会
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
歌
集
に

は
、
そ
の
方
々
と
の
別
れ
と
出
会
い
、
さ
ら
に
友
人
と
の
別
離
も
詠
わ

れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
か
ら
感
じ
取
れ
る
の
は
、
稲
場
さ

ん
の
歌
の
世
界
で
は
、
別
れ
も
出
会
い
も
静
か
に
訪
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

あ
な
た
と
の
映
画
の
約
束
来
る
年
の
真
白
き
手
帳

の
は
じ
め
に
記
す

み
や
う
に
ち
の
約
束
延
期
の
メ
ー
ル
あ
り
ず
つ
と

日
延
べ
の
ま
ま
で
も
よ
ろ
し

　

一
首
目
、
締
め
切
り
、
通
院
な
ど
な
ど
私
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
予
定

を
も
っ
て
い
る
。
さ
て
、
来
年
の
新
し
い
手
帳
を
手
に
し
た
と
き
、
何

を
い
ち
ば
ん
に
書
き
入
れ
よ
う
か
、
そ
う
あ
な
た
と
行
く
映
画
の
予
定

を
書
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
っ
さ
き
に
素
敵
な
予
定
を
書
き
入
れ
れ
ば
、

そ
の
一
年
が
素
敵
な
出
来
事
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
そ
う
な
予
感
が
す
る
。

あ
る
事
柄
が
起
き
る
ま
え
の
そ
の
時
間
が
大
切
な
の
だ
。
二
首
目
、
そ

の
日
が
の
び
の
び
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
来
る
べ
き
日
へ
の

期
待
と
よ
ろ
こ
び
の
な
か
に
ず
っ
と
身
を
お
い
て
い
ら
れ
る
、
そ
ん
な

感
じ
が
つ
た
わ
る
。
そ
の
日
が
遠
い
ほ
ど
、
待
つ
よ
ろ
こ
び
は
長
い
の

だ
。
作
者
の
思
い
の
表
現
は
、
あ
く
ま
で
静
か
で
あ
る
。

右
側
の
引
出
し
近
頃
渋
く
な
り
や
や
持
ち
上
げ
て

や
さ
し
く
戻
す

の
ぼ
り
行
く
石
段
に
歩
幅
あ
は
な
く
て
右
足
だ
け

を
大
き
く
踏
み
出
す

や
や
進
む
振
子
時
計
よ
日
向
ぼ
こ
し
て
ゐ
る
や
う

に
二
つ
鳴
り
た
り
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遠
い
日
の
や
う
な
気
も
す
る
長
き
箸
持
ち
て
あ
な

た
を
拾
ひ
し
日
は
も

飯
を
食
ぶ
酒
を
嗜
む
茶
に
憩
ふ
短
歌
詠
む
読
む
居

間
の
円
卓

　

一
首
目
は
歌
集
の
序
盤
に
置
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
「
あ
な
た
」
と

は
亡
く
な
っ
た
ご
夫
君
か
。
遠
く
な
っ
た
人
た
ち
も
心
に
住
ま
わ
せ
な

が
ら
、
思
い
出
も
ま
た
新
た
な
日
常
も
胸
の
裡
に
あ
た
た
め
て
歌
に
記

す
。
二
首
目
は
本
歌
集
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
居
間
に

あ
る
円
卓
で
作
者
は
食
事
し
て
、
お
茶
を
飲
み
、
歌
を
詠
み
、
歌
を
読

む
。
様
々
な
こ
と
に
つ
か
わ
れ
る
円
卓
で
あ
る
が
、
第
四
句
「
短
歌
詠

む
読
む
」
の
弾
ん
だ
リ
ズ
ム
に
、
作
者
に
と
っ
て
日
々
の
営
み
の
な
か

で
も
短
歌
が
特
別
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
い
ま
ま
で
も
、
そ
し

て
こ
れ
か
ら
も
、
日
々
を
歌
作
に
励
む
作
者
と
共
に
過
ご
す
居
間
の
円

卓
な
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
小
さ
な
失
敗
足
し
算
で
補
ひ
合
つ
て

今
日
も
御
破
算

　

歌
集
最
後
の
歌
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
た
ち
が
誰
で
あ
る
の
か
は

明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
作
者
に
近
し
い
人
た
ち
で
あ
ろ
う
。

で
も
誰
で
も
よ
い
の
だ
。
か
か
わ
り
あ
う
す
べ
て
の
人
の
小
さ
な
失
敗

を
足
し
て
全
円
に
ち
か
づ
け
て
そ
れ
で
よ
し
と
し
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
っ
て
い
け
ば
、
完
全
に
は
な
ら
な
く
て
も
、
み

ん
な
が
満
足
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
す
る
だ
ろ
う
。
失
敗
も
御
破
算
、

責
め
た
り
し
な
い
。
深
い
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
さ
し
出
さ
れ

る
歌
は
あ
く
ま
で
柔
ら
か
く
、
お
だ
や
か
で
あ
る
。
巻
末
に
ふ
さ
わ
し

い
一
首
が
こ
こ
に
置
か
れ
、
本
集
は
結
ば
れ
る
。

　

本
歌
集
を
読
み
な
が
ら
読
者
は
と
て
も
心
お
だ
や
か
に
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
は
前
述
し
た
と
お
り
、
表
現
が
声
高
で
な
い
こ
と
に
も
よ
る
が
、

稲
場
さ
ん
の
、
ど
ん
な
状
況
に
も
逆
ら
わ
ず
、
む
し
ろ
ご
自
分
の
方
か

ら
状
況
に
あ
ゆ
み
よ
っ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
も
要
因
で
あ
る
。
先
に
引

い
た
三
首
は
そ
ん
な
歌
で
あ
る
。
引
き
出
し
が
開
き
に
く
く
な
っ
て
も
、

力
ま
か
せ
に
押
し
込
ん
だ
り
し
な
い
。
歩
幅
に
合
わ
な
い
石
段
も
、
登

り
に
く
い
と
つ
ぶ
や
く
の
で
は
な
く
、
歩
幅
を
石
段
に
合
わ
せ
る
と
詠

う
。
古
い
時
計
が
狂
う
の
も
無
理
は
な
い
、
日
向
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
る

よ
う
だ
と
の
ん
び
り
構
え
て
い
る
。
作
者
の
こ
ん
な
姿
勢
に
読
者
も
お

だ
や
か
な
心
持
ち
に
な
る
。

　

日
常
の
中
で
ふ
と
感
じ
る
違
和
の
歌
も
印
象
深
い
。

行
く
と
言
ふ
時
あ
り
帰
る
と
言
ふ
時
も　

母
が
待

ち
居
る
遠
き
ふ
る
さ
と

美
容
室
の
チ
ラ
シ
一
枚
入
る
の
み
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク

ス
ひ
え
び
え
と
し
て

　

稲
場
さ
ん
は
ご
結
婚
を
機
に
札
幌
市
に
移
ら
れ
た
。
稲
場
さ
ん
に
と

っ
て
は
今
の
住
ま
い
が
家
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
か
へ
出
か
け
る
と
き
は

「
行
く
」
と
言
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
が
、
ふ
る
さ
と
で
あ
り
、
お
母
さ

ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
大
阪
に
向
か
う
と
き
は
「
帰
る
」
と
言
っ
た
り
も

す
る
。
母
の
い
る
ふ
る
さ
と
は
本
来
の
私
の
い
る
場
所
で
あ
り
、
心
の

中
で
は
、
そ
こ
に
向
か
う
の
は
「
帰
る
」
と
い
う
行
為
な
の
だ
。
立
場

と
心
に
よ
る
違
和
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
首
目
の
歌
。
郵
便
受
け
に
何

も
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
何
も
な
い
で
す
ん
で
し
ま
う
の
に
、
心
待
ち
に

し
て
い
る
も
の
で
な
い
物
が
あ
る
と
き
は
、
何
も
な
い
こ
と
を
か
え
っ

て
意
識
し
て
し
ま
う
。




