
抄
録：

　

北
原
白
秋
と
鈴
木
三
重
吉
の
大
正
四
年
か
ら
昭
和
八
年
に
至
る
十
八
年
間

を
、
書
簡
を
中
心
に
考
察
す
る
。
彼
ら
は
既
に
定
説
と
さ
れ
て
い
る
『
赤
い
鳥
』

の
児
童
芸
術
運
動
の
中
心
人
物
の
二
人
で
あ
る
が
、
北
原
白
秋
の
晩
年
の
『
多

磨
』に
お
け
る
短
歌
論
に
も
影
響
を
与
え
た
こ
の
時
期
の
関
係
を
再
考
し
た
い
。

S
um
m
ary：

　

T
his
paper

focuses
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the１８

years
relationship
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een
H
akush

u
K
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iekichifrom
T
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to
Show

a８
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hey
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n
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nt
m
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juvenile

art
m
ovem

ent,but
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period
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noticeable

for
the
T
heory
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,,T
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in

,,T
am
a ,,w
ritte

n
by
H
akushu

in
his
later

years.
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北
原
白
秋
と
鈴
木
三
重
吉
と
の
関
わ
り
は
、
既
に
、
藤
田
圭
雄
『
日
本
童
謡

史
』（
あ
か
ね
書
房　

昭
和
四
十
六
年
十
月
）
や
根
本
正
義
『
鈴
木
三
重
吉
と

「
赤
い
鳥
」』（
鳩
の
森
書
房　

一
九
七
三
年
一
月
）
な
ど
の
先
行
文
献
や
、
そ

の
後
刊
行
さ
れ
た
多
く
の
児
童
文
学
の
近
代
童
謡
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
北
原
白
秋
が
発
表
し
た
数
々
の

白
秋
童
謡
の
研
究
が
中
心
で
あ
る
。
た
だ
、
北
原
白
秋
の
詩
業
を
追
っ
て
来
た

も
の
と
し
て
は
、
白
秋
が
こ
の
鈴
木
三
重
吉
と
の
交
流
の
中
で
、
ま
た
そ
の
主

催
誌
『
赤
い
鳥
』
で
得
た
〈
童
謡
〉〈
児
童
自
由
詩
〉
の
選
者
と
し
て
の
経
験
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を
通
じ
て
、
彼
が
、
多
く
の
児
童
を
含
め
る
投
稿
者
（
詩
人
）
か
ら
何
を
吸
収

し
た
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
心
が
も
た
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
晩
年

の
短
唱
、
短
歌
の
中
に
は
『
赤
い
鳥
』
で
白
秋
が
評
し
た
秀
逸
作
品
と
の
共
通

す
る
「
観
照
」
や
「
写
生
」、「
感
覚
」
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
作
品
や
、
後
の

白
秋
主
宰
短
歌
雑
誌
『
多
磨
』
に
お
け
る
「
新
幽
玄
体
」
の
形
成
に
も
、
す
く

な
か
ら
ず
、
影
響
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
推
測
す
る
。
さ
ら
に
『
赤
い
鳥
』
で
は
、

大
正
七
年
七
月
の
創
刊
号
か
ら
「
地
方
童
謡
」
を
公
募
し
、
そ
の
選
に
も
あ
た
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
の
新
民
謡
や
白
秋
童
謡
の
形
成
に
当
然
大
き
な
益

を
も
た
ら
し
た
。

　

そ
し
て
、『
赤
い
鳥
』
に
参
画
し
た
大
正
七
年
一
月
、
白
秋
は
、『
東
京
日
日

新
聞
』（
一
月
一
日
）
に
お
い
て
、「『
國
詩
』
募
集
」
の
審
査
委
員
と
な
る
。

委
員
は
か
つ
て
の
師
で
あ
る
与
謝
野
鉄
幹
、
そ
し
て
、
高
浜
虚
子
、
齋
藤
茂
吉
、

島
崎
藤
村
の
五
名
で
、
顧
問　

森
鴎
外
、
幹
事　

馬
場
胡
蝶
と
な
っ
て
い
る
。

《
國
語
を
以
て
せ
る
新
し
き
詩
を
募
る
》
と
あ
り
、
形
式
は
、
従
来
の
詩
形

（
短
歌
等
）
で
も
新
詩
形
で
も
良
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
白
秋

は
「
國
詩
募
集
に
就
い
て
の
一
家
言
（
八
）」（
同
新
聞
同
年
一
月
二
十
八
日
）

に
お
い
て
、
こ
こ
に
募
集
す
る
日
本
の
新
し
い
詩
は
、「
日
本
人
の
血
を
承
け
、

日
本
の
子
守
歌
を
聞
き
、
日
本
の
山
水
に
し
た
し
み
、
日
本
の
伝
統
、
教
養
、

風
俗
、
習
俗
の
中
に
生
長
し
、
薫
染
し
来
た
者
で
あ
る
。
霊
魂
及
び
肉
體
の
本

源
は
日
本
に
あ
る
。（
中
略
）
彼
の
如
き
真
純
素
朴
な
日
本
の
聲
を
根
底
と
し

て
こ
そ
初
め
て
新
し
い
私
達
の
小
唄
と
な
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
お
り
、

後
の
「
童
謡
論
」「
民
謡
論
」
に
も
現
れ
る
〈
言
霊
〉
の
発
想
や
風
土
（
郷
土
）

と
の
関
係
が
既
に
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
。

　

当
時
、
こ
う
し
た
日
本
の
詩
歌
観
を
も
っ
た
白
秋
で
あ
る
か
ら
、『
赤
い
鳥
』

を
、
そ
の
思
想
的
文
学
的
活
動
の
「
場
」
と
し
て
選
び
、「
童
謡
」「
自
由
詩

（
児
童
詩
）」
の
「
選
者
」
と
し
て
の
作
品
に
対
し
た
姿
勢
は
、
鈴
木
三
重
吉

と
と
も
に
、
質
の
高
い
、
児
童
芸
術
運
動
（
や
が
て
は
児
童
芸
術
教
育
）
を
起

こ
す
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
詩
壇
、
歌
壇
へ
な
ん
ら
か
の
興
隆
を
も
た
ら
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　
　
 
註
１

と
を
目
標
と
し
た
行
動
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

註
２

　

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
白
秋
の
十
八
年
間
に
及
ぶ
、
鈴
木
三
重
吉
と
の
交
流

を
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
参
加
の
意
味
と
、
そ
の
「
尊
敬
す
べ
く
し
て
尊
敬
し
合
ひ
、

争
ふ
べ
く
も
な
く
し
て
争
っ
た
。」（『
赤
い
鳥
』
昭
和
十
一
年
十
月
「
鈴
木
三

重
吉
追
悼
號
」
所
収　

白
秋
記
「
赤
い
鳥
の
詩
運
動
（
二
）」）
と
い
う
結
果
を

も
た
ら
し
た
意
味
を
考
え
た
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
北
原
白
秋
の
書
簡
集

（
岩
波
書
店
一
九
八
八
年
四
月
『
白
秋
全
集
』
三
十
九
巻
）
と
、
鈴
木
三
重
吉

の
書
簡
集
（
岩
波
書
店
一
九
八
二
年
六
月
『
鈴
木
三
重
吉
全
集
』
六
巻
・
同
年

七
月
別
巻
）
を
参
照
し
つ
つ
、
ま
ず
は
、
覚
え
書
き
と
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

※

　

さ
て
、『
白
秋
全
集
』
三
十
九
巻
の
「
書
簡
」
に
は
、
鈴
木
三
重
吉
宛
の
四

十
一
通
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
も
の
は
、
大
正
三
年
九
月
三
日
﹇
は
が

き
﹈
で
、「
い
つ
も
お
な
つ
か
し
く
存
じ
て
お
り
ま
す
、
印
度
更
紗
と
地
上
巡

礼
と
毎
月
お
目
に
か
け
度
い
と
存
じ
ま
す
、
あ
な
た
の
も
何
か
い
た
ゞ
か
し
て

下
さ
い
。
左
様
な
ら
」
と
い
う
短
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、
九
月
に
雑
誌

『
地
上
巡
礼
』
を
創
刊
主
催
し
、
そ
の
白
秋
の
も
と
に
室
生
犀
星
、
萩
原
朔
太
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郎
、
大
手
拓
次
ら
が
集
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
「
白
金
之
独
楽
」
に
見
ら
れ

る
燦
爛
た
る
世
界
と
禅
的
世
界
「
畑
の
祭
」
の
自
然
礼
賛
と
民
謡
ぶ
り
の
短
唱

な
ど
を
も
っ
て
、
白
秋
が
小
笠
原
の
体
験
を
基
に
、『
桐
の
花
』『
東
京
景
物
詩

そ
の
他
』
の
都
会
的
人
工
的
美
意
識
か
ら
抜
け
だ
し
、
原
初
的
な
生
命
観
と
土

の
臭
い
の
す
る
詩
歌
を
次
々
に
生
み
出
す
と
き
で
も
あ
っ
た
。
父
島
か
ら
麻
布

区
坂
下
町
へ
移
り
、
俊
子
と
の
別
離
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ま
さ
に
白
秋
は
詩
壇

へ
の
復
活
に
大
き
な
期
待
を
抱
い
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
白
秋
か
ら
三
重
吉
へ

の
積
極
的
な
詩
友
と
し
て
の
近
づ
き
を
求
め
る
内
容
は
、
そ
う
し
た
白
秋
の
意

気
込
み
が
表
れ
て
い
る
。

　

一
方
、『
鈴
木
三
重
全
集
』
の
二
冊
の
中
に
は
、
北
原
白
秋
宛
の
書
簡
は
見

当
た
ら
な
い
。
鈴
木
三
重
吉
書
簡
中
に
白
秋
の
名
前
が
現
れ
る
の
は
、
大
正
六

年
十
一
月
十
日
、
在
米
の
協
力
者
小
池
恭
宛
書
簡
で
、「（
略
）
只
今
、
お
伽
話

専
門
の
雑
誌
を
作
る
計
画
を
し
て
居
ま
す
、
藤
村
、
鴎
外
、
白
秋
三
氏
に
頼
み
、

私
と
四
人
で
毎
号
書
く
や
う
に
す
る
つ
も
り
で
す
、」
と
あ
る
。
三
重
吉
自
身

は
既
に
大
正
五
年
に
は
童
話
や
翻
訳
お
伽
話
の
仕
事
を
始
め
て
お
り
、
大
正
六

年
に
は
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
十
月
八
日
付
け
で
、「
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
兼
ね
を
引
き

出
し
し
て
、
メ
ル
ヘ
ン
専
門
の
抄
雑
誌
（
コ
イ
ツ
ハ
人
が
氣
づ
か
ぬ
う
ち
ど
う

か
し
て
始
め
た
い
）
を
起
こ
す
つ
も
り
に
し
て
、
間
も
な
く
着
手
す
る
は
ず

だ
っ
た
と
こ
ろ（
略
）」
失
敗
に
終
わ
っ
た
旨
を
述
べ
な
が
ら
も
そ
の
抱
負
を

語
っ
て
い
た
。

　

白
秋
は
、
そ
の
前
年
の
大
正
四
年
に
三
重
吉
宛
に
八
通
の
書
簡
を
送
っ
て
お

り
、
そ
の
中
で
も
初
め
て
会
っ
た
後
の
五
月
二
十
四
日
の
書
簡
に
は
、「
私
と

お
な
じ
や
う
な
人
が
一
人
ゐ
ら
れ
た
と
思
へ
ば
涙
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。」
と
そ
の

出
会
い
の
感
激
を
、
白
秋
ら
し
い
直
情
的
な
素
直
さ
で
三
重
吉
に
伝
え
て
い

る
。
こ
の
頃
す
で
に
三
重
吉
は
御
伽
話
の
専
門
雑
誌
を
作
る
こ
と
を
考
え
、
協

力
者
を
探
し
始
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
騎
手
と

し
て
名
高
か
っ
た
三
重
吉
と
の
出
会
い
は
、
根
っ
か
ら
の
浪
漫
主
義
者
で
あ
る

白
秋
を
大
い
に
勇
気
付
け
、
親
近
感
を
も
っ
て
文
学
論
議
に
も
意
気
投
合
し
た

と
思
わ
れ
る
。

　

白
秋
か
ら
近
づ
い
た
に
せ
よ
、
白
秋
と
同
時
期
に
森
鴎
外
、
島
崎
藤
村
に
も

児
童
の
文
学
的
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
の
構
想
を
伝
え
た
と
い
う
三
重
吉
で
あ
る
。

白
秋
の
も
つ
芸
術
観
・
文
学
観
へ
の
理
解
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
の
鈴
木
三
重
吉
が
、
白
秋
を
詩
人
と
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か

註
３

を
知
る
資
料
と
し
て
、
大
正
四
年
六
月
、
雑
誌
第
一
期
『
文
章
講
習
録
』
第
九

号
に
掲
載
さ
れ
た
、
鈴
木
三
重
吉
「
文
章
講
話
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。

（
万
葉
集
）
の
歌
の
音 
調 
や
感
情
は
、
私
の
文
章
の
情
緒

�

�

�

�

�

�

�

と
い
ふ
も
の
に

て
う

大
分
或
物
を
與
へ
て
ゐ
や
し
な
い
か
と
思
ふ
。
古
来
の 
手  
鞠
歌 
と
か 
羽  
根 

て 
ま
り
う
た 

は 

ね

 
突
唄 
と
か
い
ふ
よ
う
な
、
そ
れ
か
ら
三
味
線
の 
歌 
な
ど
の
多
く
の
古
謡

�

�

�

�

�

か

つ
き
う
た 

う
た

ら
も 
萬
葉 
に 
於 
け
る
と 
同 
じ
く
、 
私
の

ま
ん
え
ふ 

お 

お
な

わ
た
し

     

 
感
情 
と 
表
現 
と
文
章 
の
情
緒
と 
の

か
ん
じ
ょ
う 

へ
う
げ
ん 

じ
や
う
ち
よ

上
に
す
く
な
か
ら
ぬ
誘 
� 
を
得
て
ゐ
る
。
俳
句
は
私

�

�

�

�

に
最
短
き
聯
想
を
提

�

�

�

�

�

�

�

�

出
す
る
方
法
を
教
へ
た

�

�

�

�

�

�

�

�

�

。
そ
れ
か 
ら
私
に 
「
自
然

�

�

」
な
る
も
の
に 
対 
す
る

わ
た
し 

た
い

 
詩  
味 
を 
も
注
入
し 
た
。
こ
れ
か 
ら
文
章
を 
書
く 
人
 々
は
自
分
で
作
る 
必
要 

し 
あ
じ 

ち
ゅ
う
に
ゅ
う 

ぶ
ん
し
や
う 

ひ
と
び
と 

ひ
つ
え
う

は
な
い
に
し
て
も
、 
私
の

わ
た
し

     

 
言 
っ
た
意
味
で 
俳  
句 
の 
理  
解  
と
玩
味
と 
に 
努
力 

い 

は
い 
く 

り 
か
い 

ぐ
わ
ん
み 

ど
り
ょ
く

を 
割 
い
て
も 
無  
益 
で
は
な
い
と
思
ふ
。
又 
萬
葉 
や 
俗
謡 
に
つ
い
て 
今  
言 
つ

さ 

む 
え
き 

ま
ん
え
ふ 

ぞ
く
え
ふ 

い
ま 
い
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た
こ
と
は
、 
現
代 
の 
和  
歌 
に
つ
い
て
も 
言 
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
私
は

げ
ん
だ
い 

わ 

か 

い

     
わ
た
し

こ
の 
間 
あ
い
だ 
亡 
く
な
っ
た
長
塚
節
氏
の
和
歌
や

�

�

�

�

�

�

�

�

、
北
原
白
秋
氏
の
詩
や
歌
や

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

、

な

其
他
の
多
く
の 
人
 々
の 
優 
れ
た 
歌 
を
い
つ 
も
歓
ん 
で 
読 
ん
で
ゐ
る
。 
節
氏

ひ
と
び
と 

す
ぐ 

う
た 

よ
ろ
こ 

よ

     
た
か
し

や 
白
秋 
氏 
の
芸
術
に 
対
し
て
は
、 
宝
玉
を

は
く
し
う 

げ
い
じ
ゅ
つ

ほ
う
ぎ
ょ
く

      

 
護 
る
や
う 
な
愛
着
と 
、 
崇
高 
な

ま
も 

あ
い
ち
ゃ
く 

す
う
か
う

も
の
も
対
す
る 
敬
虔 
と
、
音
楽 
に
傾
聴
す  
る
歓
楽
を 
感
じ
て
ゐ
る
。（
以

け
い
け
ん 

け
い
ち
や
う 

く
わ
ん
ら
く

下
略
）

　

右
に
引
用
し
た
箇
所
を
み
る
限
り
に
お
い
て
、
三
重
吉
は
、
白
秋
の
『
邪
宗

門
』
の
こ
ろ
か
ら
既
に
特
徴
的
な
「
謡
ふ
」
こ
と
を
意
識
し
た
詩
歌
作
品
や
、

そ
の
感
覚
的
印
象
主
義
的
象
徴
の
理
解
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
引

用
し
た
白
秋
の
「
國
歌
」
と
文
芸
観
の
底
で
一
脈
通
ず
る
も
の
を
感
じ
る
の
は
、

私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
の
目
指
す
、
児
童
芸

術
の
文
学
的
価
値
観
は
、
二
人
に
と
っ
て
、
近
し
い
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
『
赤
い
鳥
』
で
の
白
秋
の
役
割
を
自
ら
、
昭
和
十
一
年
十
月
『
赤
い
鳥
』
鈴

木
三
重
吉
追
悼
号
（
二
十
巻
三
号
）「
赤
い
鳥
の
詩
運
動
（
一
）」
の
「
童
謡
に

就
い
て
」
の
中
で
、「
赤
い
鳥
の
創
刊
に
当
た
り
、
私
は
鈴
木
君
の
慫
慂
を
受

け
て
、（
略
）
而
し
て
自
作
の
童
謡
を
提
供
し
、
募
集
童
謡
の
唯
一
の
選
者
と

し
て
立
つ
た
。」
と
あ
り
、
そ
の
破
格
の
待
遇
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　

鈴
木
君
と
私
の
精
神
的
提
携
は
愈
々
相
互
の
敬
愛
と
信
義
と
に
よ
っ
て

緊
密
を
ま
し
、
ま
た
相
互
に
童
話
と
童
謡
と
の
間
に
一
線
を
引
い
て
、
敢

て
他
を
犯
す
ま
じ
く
誓
約
さ
れ
た
。
從
て
童
謡
（
自
由
詩
に
於
い
て
も
）

に
於
て
は
全
く
白
秋
の
意
の
儘
に
行
為
し
て
よ
し
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

此
の
事
は
一
面
三
重
吉
の
潔
癖
と
理
解
の
貴
い
証
左
を
な
す
も
の
で
あ
っ

た
。
十
分
に
感
謝
さ
れ
た
。
而
し
て
そ
の
為
に
私
は
児
童
自
由
詩
に
於
い

て
も
、
私
の
指
導
を
全
く
し
得
た
。
お
そ
ら
く
今
後
か
う
し
た
提
携
者
は

得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
痛
感
す
る
。

　

赤
い
鳥
は
止
む
な
き
事
情
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
年
の
三
月
に
休
刊
し
、

改
め
て
同
六
年
一
月
に
復
活
し
た
。
復
活
後
、
私
の
作
及
び
選
は
八
年
四

月
ま
で
続
い
た
が
、
故
あ
っ
て
私
の
勇
退
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
こ
に

至
っ
て
私
の
童
謡
と
選
童
謡
は
赤
い
鳥
よ
り
全
く
影
を
没
し
た
。
白
秋

去
っ
て
以
来
、
他
の
作
家
一
人
を
も
招
聘
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
空
白
と
し
て

遺
し
た
三
重
吉
の
眞
意
と
例
の
潔
癖
と
は
、
む
し
ろ
私
の
感
謝
と
な
っ
て

ゐ
る
。
別
る
べ
く
も
別
る
べ
き
二
人
で
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
以
下

略
）

　　

と
、
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
重
吉
の
厚
遇
の
成
果
を
「（
略
）　

自
身
の

詩
業
の
一
つ
と
し
て
、
此
の
童
謡
の
道
を
も
開
拓
し
得
た
こ
と
の
結
縁
が
実
に

此
の
赤
い
鳥
で
あ
る
こ
と
を
悉
く
思
ふ
。」
と
自
ら
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
詩

芸
術
の
一
脈
と
し
て
、
新
童
謡
の
本
流
の
流
れ
を
作
っ
た
功
績
者
で
あ
る
三
重

吉
を
と
も
な
る
開
拓
者
と
し
て
読
者
に
伝
え
て
い
る
。

※

　

鈴
木
三
重
吉
と
い
う
、
最
大
の
理
解
者
と
と
も
に
歩
ん
だ
『
赤
い
鳥
』
の
児
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童
芸
術
と
自
ら
の
新
し
き
詩
歌
の
創
造
の
道
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
八
年
四
月
、

双
方
譲
り
あ
え
ぬ
ま
ま
訣
別
し
て
し
ま
う
出
来
事
が
生
じ
る
。
前
項
の
引
用
に

あ
っ
た
「
故
あ
っ
て
私
の
勇
退
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
」
事
件
で
あ
る
。
そ
の

「
故
」
と
は
、
何
か
。

　

そ
の
い
き
さ
つ
は
、
白
秋
側
か
ら
は
、
同
年
六
月
、
白
秋
纂
一
九
三
三
年
版

『
全
貌
』
第
壹
号
（
ア
ル
ス　

昭
和
八
年
六
月
）
の
「
一
九
三
三
年
前
半
消
息
」

に
あ
る
。「『
赤
い
鳥
』
と
の
絶
縁
」
と
題
し
、
四
頁
半
に
わ
た
っ
て
経
緯
が
細

か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
原
因
は
、「
鈴
木
三
重
吉
と
わ
た
く
し
の
性
格
の
相
違

か
ら
来
た
も
の
と
信
ず
る
。
忍
ぶ
だ
け
忍
ん
で
来
た
と
思
っ
て
ゐ
る
が
、
ど
う

に
も
な
ら
な
い
感
情
が
前
年
の
夏
頃
か
ら
兆
し
初
め
た
の
も
事
実
で
あ
る
。」と

し
、
鈴
木
側
か
ら
「『
多
忙
な
君
を
こ
れ
以
上
煩
わ
し
て
は
済
ま
な
い
か
ら
、

今
後
児
童
の
自
由
詩
は
白
秋
顧
問
と
し
て
自
分
に
選
ば
せ
て
く
れ
、
僕
だ
っ
て

詩
は
わ
か
る
よ
、
募
集
童
謡
の
や
う
な
尿
く
さ
い
も
の
は
止
そ
う
じ
ゃ
な
い

か
。』
こ
の
根
本
的
の
冒
涜
は
不
用
意
の
失
言
で
は
決
し
て
な
い
事
と
思
ふ
。

も
と
も
と
童
話
と
童
謡
（
自
由
詩
を
含
む
）
の
領
域
は
互
に
侵
犯
す
べ
か
ら
ざ

る
も
の
と
し
て
互
に
尊
重
し
そ
の
人
を
敬
愛
し
て
、
こ
の
十
六
間
を
提
携
し

来
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
赤
い
鳥
の
童
謡
運
動
は
主
と
し
て
誰
が
中
心
を
成
し
、

そ
の
自
由
詩
は
誰
が
提
唱
し
開
拓
し
て
今
日
に
到
っ
た
か
は
、
世
の
周
知
の
事

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。「
赤
い
鳥
」
の
童
謡
、
こ
と
に
自
由
詩
は
白
秋
あ
つ
て
初

め
て
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
他
の
何
人
が
行
っ
て
も
此
の
意
義
は
失
わ
れ
て

し
ま
う
。」
と
判
断
、
提
携
断
絶
の
通
告
を
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

「
尤
も
こ
れ
は
人
と
し
て
の
絶
交
の
謂
で
は
な
か
っ
た
。」
と
あ
る
。
し
か
し
、

三
重
吉
側
か
ら
返
答
は
な
く
、『
赤
い
鳥
』
六
月
号
に
は
「
今
月
号
か
ら
私
が

欠
か
さ
ず
自
由
詩
の
選
を
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
従
来
の
童
詩
童
謡
欄
は
廃

止
し
ま
す
。」
と
あ
り
、
白
秋
は
唖
然
、
激
怒
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
二
人
の
訣
別
を
、
根
本
正
義
は
、
そ
の
著
『
鈴
木
三
重
吉
と
「
赤
い

鳥
」』（
前
出
）
の
中
で
、
こ
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　

　

童
謡
欄
か
ら
は
与
田
準
一
や
巽
聖
歌
等
の
新
人
を
世
に
送
り
、
童
話
欄

か
ら
は
新
美
南
吉
と
い
う
作
家
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
自
由
詩
が
「
赤

い
鳥
」
の
中
心
な
の
か
、
綴
方
が
そ
の
中
心
な
の
か
、
と
い
う
問
題
も
で

て
く
る
。
童
謡
の
欄
か
ら
は
新
人
を
世
に
送
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

し
い
風
を
文
壇
に
吹
き
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仕
事
は
白
秋
が
成

し
遂
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
綴
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
教

育
界
に
於
け
る
鈴
木
三
重
吉
の
綴
方
理
論
は
全
国
に
ま
で
行
き
渡
り
、
綴

方
の
指
導
の
ほ
と
ん
ど
が
三
重
吉
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
各
学
校
で
は

指
導
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
自
由
詩
が

「
赤
い
鳥
」
の
特
色
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
綴
方
」
が
赤
い
鳥
の
特
色
な

の
だ
ろ
う
か
と
い
う
、
こ
の
論
争
は
、
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
に
と
っ
て
白
秋

と
三
重
吉
と
ど
ち
ら
が
重
要
な
の
か
と
い
う
論
争
に
な
る
。
綴
方
か
ら
は

豊
田
正
子
が
出
て
い
る
。

　
「
赤
い
鳥
」
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
も
重
要
な
人
物
な
の
で
あ
る
。
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
波
に
乗
じ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
赤
い
鳥
の
運
動
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
面
で
成
功
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。（
以
下
略
）

　　

そ
し
て
、「
酒
の
席
で
の
口
論
は
日
常
茶
飯
事
」「
後
期
『
赤
い
鳥
』
は
影
の
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薄
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
別
に
問
題
に
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
。」
と
し
て
い
る
。
確
か
に
復
刊
後
の
『
赤
い
鳥
』
は
、
鈴
木
三
重
吉
の
企

画
や
自
ら
各
地
の
学
校
に
請
わ
れ
ば
出
向
い
て
講
演
を
行
う
等
の
努
力
も
、
そ

の
購
読
数
の
復
活
に
は
、
難
し
い
状
態
が
続
い
て
い
た
。

　

鈴
木
三
重
吉
側
も
、
昭
和
八
年
七
月
二
十
日
付
の
永
島
信
吉
宛
書
簡
で
、

　

　

北
原
君
は
「
全
貌
」
に
何
か
く
だ
く
だ
書
い
て
ゐ
る
さ
う
で
す
。
門
下

の
も
の
た
ち
さ
へ
も
、
ヨ
セ
ば
い
ゝ
の
に
と
言
つ
て
ゐ
る
さ
う
で
す
。
あ

の
人
は
自
己
反
省
が
な
く
、人
の
こ
と
ば
か
り
わ
る
く
い
ふ
の
が
癖
で
す
。

僕
は
黙
っ
て
あ
い
て
に
し
ま
せ
ん
。
よ
く
自
由
詩
の
選
を
ス
ッ
ポ
カ
す
の

で
自
由
詩
だ
け
は
私
が
や
る
、
す
っ
ぽ
か
さ
れ
た
と
き
、
一
日
一
夜
に
二

十
頁
も
つ
ぶ
す
だ
け
の
童
話
を
か
く
の
は
つ
ら
い
、
童
詩
童
謡
だ
け
や
れ

と
い
っ
た
の
が
も
と
で
、
全
部
や
め
る
と
い
ふ
か
ら
や
め
て
貰
っ
た
の
み

で
す
。
北
原
君
は
ウ
ヌ
ボ
レ
が
つ
よ
く
、
自
由
詩
や
童
謡
を
辞
め
る
と
赤

い
鳥
の
読
者
は
半
減
す
る
、
そ
し
て
赤
い
鳥
が
倒
れ
る
位
に
お
も
つ
て
ゐ

る
の
で
す
。
一
寸
も
減
じ
ま
せ
ん
。（
略
）

　

赤
い
鳥
が
穢
れ
る
の
で
何
も
か
き
ま
せ
ん
。
又
今
日
ま
で
盡
し
て
く
れ

た
北
原
君
の
こ
と
を
、
悪
く
な
ぞ
言
へ
ま
せ
ん
も
の
。（
略
）

　

と
述
べ
て
い
る
。
白
秋
は
、『
全
貌
』
の
こ
の
事
件
を
記
し
た
中
に
、
私
が

『
赤
い
鳥
』
を
休
ん
だ
の
は
二
回
だ
け
だ
、
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
白

註
４  

  
秋
の
原
稿
入
稿
は
い
つ
も
か
な
り
遅
く
、
三
重
吉
を
は
ら
は
ら
さ
せ
て
い
た
。

　

た
だ
、
こ
の
二
人
の
訣
別
は
、
根
本
正
義
の
指
摘
す
る
よ
う
な
、『
赤
い
鳥
』

と
い
う
小
さ
な
組
織
の
内
輪
も
め
で
は
決
し
て
な
い
。
確
か
に
、『
赤
い
鳥
』

の
果
た
す
歴
史
的
な
役
割
は
終
え
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
白
秋
本
人

が
認
め
る
よ
う
に
「
性
格
の
相
違
」
か
ら
起
き
た
問
題
と
も
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
こ
の
訣
別
は
、
二
人
が
歩
ん
だ
当
初
、
同
質
と
見
え
て
い
た
児
童
芸
術
運

動
の
方
向
性
が
変
化
し
、
相
容
れ
な
い
文
学
観
や
児
童
観
、
特
に
、『
赤
い
鳥
』

が
児
童
教
育
と
の
関
係
を
重
視
し
始
め
て
か
ら
の
白
秋
と
三
重
吉
の『
赤
い
鳥
』

へ
の
価
値
観
の
相
違
が
、
必
然
的
な
結
果
を
よ
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
児
童
芸
術
と
児
童
教
育
の
流
れ
と

変
化
を
重
ね
て
、
白
秋
、
三
重
吉
両
者
の
活
動
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
大
正
七
年
『
赤
い
鳥
』
創
刊
か
ら
昭
和
八
年
四
月
の
訣
別
ま
で
の
そ

れ
ぞ
れ
の
歩
み
の
中
か
ら
見
え
て
く
る
相
違
点
を
、『
赤
い
鳥
』
と
書
簡
集
か

ら
拾
っ
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
訣
別
の
理
由
に
も
あ
げ
ら
れ
た
、

白
秋
の
「
選
者
」
と
し
て
の
姿
勢
を
『
赤
い
鳥
』
か
ら
、
そ
の
童
謡
観
が
形
成

さ
れ
る
段
階
が
覗
わ
れ
る
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

　

○
大
正
八
年
三
月
号
「
通
信
」
童
謡
選
評
と
し
て

童
謡
の
作
者
は
子
供
時
代
の
純
生
な
感
情
や
感
覚
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な

い
で
ゐ
ら
れ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
略
）
も
と

く
童
謡
と
い

う
そ
の
も
の
が
、
子
供
の
感
情
か
ら
自
然
に
さ
れ
て
出
た
言
葉
な
り
謡
な

り
で
す
か
ら
、
た
だ
詩
ら
し
く
作
り
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
全
然

子
供
に
な
つ
て
し
ま
ふ
こ
と
が
必
要
で
す
。（
以
下
略
）

　

と
、「
童
心
童
語
」
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　

○
大
正
十
年
二
月
号
「
通
信
」「
募
集
童
謡
に
つ
い
て
」
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今
日
も
相
變
ら
ず
總
じ
て
子
供
た
ち
の
成
績
が
づ
ば
ね
け
て
ゐ
ま
す
。
子

供
た
ち
の
五
百
通
以
上
の
作
品
を
二
十
か
三
十
選
ぶ
の
は
實
に
気
の
毒

で
、
す
く
な
く
と
も
二
百
通
以
上
没
に
す
る
に
は
惜
し
い
位
で
す
。

　

○
大
正
十
年
十
二
月
号　
「
通
信
」
の
「
募
集
詩
に
つ
い
て
」

前
に
申
し
あ
げ
た
い
こ
と
は
、
前
月
か
ら
童
謡
を
自
由
詩
と
し
て
ゐ
ま
す

が
、
こ
れ
は
童
謡
の
方
が
少
な
い
の
で
仕
方
な
し
に
區
別
し
な
い
で
、
自

由
詩
の
名
の
下
に
集
め
て
し
ま
い
ひ
ま
し
た
。
實
を
い
ふ
と
童
謡
は
童

謡
、
自
由
詩
は
自
由
詩
と
區
別
し
て
別
々
に
掲
載
し
た
い
の
で
す
。
こ
の

區
別
は
、
童
謡
は
大
人
が
子
ど
も
の
心
で
、
ま
た
は
そ
の
た
め
に
歌
っ
た

の
と
子
供
の
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
児
童
の
民
謡
な
の
で
す
。
謡
ひ
も
の

で
す
。
児
童
の
自
由
詩
は
、
大
人
の
詩
人
た
ち
が
現
在
大
人
の
言
葉
を

使
っ
て
作
つ
て
ゐ
る
自
由
詩
の
行
き
方
と
同
じ
く
、
子
供
が
子
供
の
言
葉

で
作
っ
た
自
由
詩
な
の
で
す
。
民
謡
と
は
區
別
し
て
お
き
た
い
の
で
す
。

で
、
来
月
あ
た
り
か
ら
二
つ
に
分
け
ま
す
。（
略
）

　

童
謡
は
調
子
を
、
と
に
か
く
俚
謡
と
し
て
と
と
の
へ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
詩
の
法
は
主
と
し
て
リ
ズ
ム
本
位
の
も
の
で
す
か
ら
、
静
か
に
歌
ふ

と
か
味
ふ
と
い
ふ
方
が
だ
い
じ
で
す
。

　

そ
し
て
、「
童
謡
は
お
お
ざ
っ
ぱ
」
で
も
で
き
る
が
、
詩
は
「
も
っ
と
細
か

く
リ
ズ
ム
が
動
い
て
行
」
っ
て
「
も
っ
と
自
由
だ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
例
と

し
て
、
童
謡
味
の
勝
つ
た
も
の
は
、「
こ
ど
も
が
ち
や
う
ち
ん　

／　

つ
け

た
っ
け
、
／　

私
も
ち
や
う
ち
ん　

／　

つ
け
た
っ
け
」
で
、
繰
り
返
し
の
同

じ
言
葉
が
リ
ズ
ム
と
な
る
も
の
で
、
本
来
の
自
由
詩
と
し
て
は
、「
母
さ
ん　

／　

風
が
吹
く
と
い
ふ
の
は　

／　

木
が
い
ご
く
の
。」
と
い
っ
た
子
供
の
感

情
と
感
覚
で
捉
え
た
自
然
観
照
の
生
き
た
作
品
を
挙
げ
て
い
る
。

　

大
正
十
二
年
九
月
、
関
東
大
震
災
ま
で
は
『
赤
い
鳥
』
の
「
童
謡
」「
自
由

詩
（
児
童
自
由
詩
を
含
む
）」
の
白
秋
選
考
欄
は
多
少
の
増
減
は
あ
っ
た
が
盛

況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
と
り
わ
け
昭
和
六
年
の
復
刊
後
は
、
白
秋

の
意
気
込
み
と
は
相
反
し
て
投
稿
者
が
減
少
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
三
重
吉
の

「
綴
り
方
」
も
同
じ
傾
向
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、『
赤
い
鳥
』
の
存
在
自
体
が

低
迷
し
て
い
っ
た
の
だ
。

　

福
井
研
介
の
「
大
正
期
の
思
想
と
文
化
│
『
赤
い
鳥
』
を
中
心
と
し
て
│
」

（
小
峰
書
店
一
九
八
三
年
七
月
赤
い
鳥
の
会
編
『「
赤
い
鳥
」
と
鈴
木
三
重
吉
』

所
収
）
の
「
十
二　

大
衆
文
化
の
成
長
」
で
は
、
大
正
期
の
大
衆
文
化
の
特
徴

と
し
て
、「
商
品
化
さ
れ
た
、
大
衆
性
を
も
ち
、『
中
立
性
』
を
掲
げ
て
」
の
も

の
で
、
そ
う
し
た
文
化
が
大
衆
の
生
活
に
意
識
に
入
り
、
結
果
と
し
て
大
人
で

は
雑
誌
文
化
を
代
表
す
る
『
キ
ン
グ
』（
一
九
二
五
年
創
刊
）
が
生
ま
れ
る
。

そ
れ
ら
の
作
品
は
「
ふ
る
い
伝
統
的
社
会
の
モ
ラ
ル
（
義
理
人
情
、
勧
善
懲
悪
。

忠
孝
）
が
新
し
い
装
い
で
語
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て

童
話
雑
誌
も
減
少
し
、
少
年
少
女
雑
誌
に
と
っ
て
換
わ
る
ら
れ
る
。
童
話
童
謡

も
そ
れ
ら
に
組
み
込
ま
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
か
つ
て
の
童
話
童
謡
が
「
目
指

し
て
い
た
西
欧
風
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
思
想
に
根
ざ
し
た
家
父
長
制
的
な
『
い
え
』
や
国
家
へ
の
反
逆
と
し
た
も

の
で
な
く
、
反
対
に
伝
統
社
会
の
モ
ラ
ル
へ
順
応
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
」

変
質
し
て
ゆ
く
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
『
赤
い
鳥
』
の
目
指
し
た
自
由
で
、
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高
尚
な
精
神
を
宿
し
た
児
童
芸
術
・
教
育
運
動
へ
の
時
代
か
ら
の
大
き
な
逆
風

で
あ
っ
た
。
関
東
大
震
災
以
降
、
日
本
は
徐
々
に
思
想
的
に
も
閉
塞
感
を
増
し

て
ゆ
く
、
表
面
的
な
モ
ダ
ン
な
流
行
の
影
に
時
代
の
変
化
は
迫
っ
て
い
た
。

　

果
た
し
て
、
復
刊
後
の
変
化
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　　

○
昭
和
六
年
三
月
号
「
講
話
通
信
」
の
「
童
謡
と
自
由
詩
に
つ
い
て
」

　
　

童
謡
は
今
月
も
ま
だ
特
選
級
の
作
品
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
甚
だ
さ
び
し

い
こ
と
で
す
。（
略
）
そ
れ
に
讀
者
の
方
で
も
休
刊
前
の
「
赤
い
鳥
」
や
、

自
由
詩
の
發
達
の
過
程
を
知
ら
な
い
ら
な
い
向
き
も
見
受
け
ま
す
。
た
と

へ
ば
な
ぜ
に
兒
童
た
ち
の
童
謡
（
歌
謡
調
）
を
も
募
ら
な
い
か
と
い
ふ
ご

と
き
質
問
を
よ
こ
さ
れ
る
の
で
す
。
さ
う
な
る
と
児
童
自
由
詩
と
は
何
そ

や
と
い
ふ
根
本
義
か
ら
説
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
私
の
著
書
「
緑
の
触
覚
」
或
は
白
秋
全
集
中
の
第
十
八
巻
、「
童
謡
論

集
」
を
御
覧
下
さ
る
と
い
い
と
思
ひ
ま
す
。
こ
の
「
赤
い
鳥
」
で
は
、
兒

童
た
ち
に
は
自
由
詩
を
こ
そ
指
導
す
れ
、
歌
謡
調
の
も
の
は
排
し
て
を
り

ま
す
。
す
べ
て
が
自
由
詩
の
精
雹
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
こ
の
こ
ろ
は
よ
く

お
ふ
く
み
置
き
下
さ
い
。　
　

　

○
昭
和
七
年
一
月
号
「
講
話
通
信
」
の
「
童
謡
と
自
由
詩
に
つ
い
て
」

童
謡
は
稍
停
滞
の
か
た
ち
で
あ
る
。（
略
）
一
時
代
前
に
優
秀
な
作
者
が

排
出
し
た
こ
の
「
赤
い
鳥
」
の
童
謡
欄
を
思
ふ
と
、
今
は
あ
ま
り
に
さ
び

し
い
。
ど
う
に
か
盛
り
か
へ
し
た
い
も
の
だ
。

　

○
昭
和
七
年
二
月
号
「
講
話
通
信
」
の
「
童
謡
と
自
由
詩
に
つ
い
て
」

　
　

童
謡
は
ま
る
で
気
勢
が
あ
が
ら
な
い
。
こ
う
し
た
堕
力
行
か
ら
思
ひ
き
つ

て
立
て
直
つ
て
頂
た
い
と
思
ふ
。
も
つ
と
眞
形
式
を
創
造
す
る
勇
気
と
童

心
の
守
持
を
潔
く
し
て
ほ
し
い
と
思
ふ
。

　

○
昭
和
七
年
三
月
号
「
講
話
通
信
」
の
「
童
謡
と
自
由
詩
に
つ
い
て
」

石
川
さ
ん
の
、「
朝
」
で
は
昨
日
の
雨
で
庭
の
土
が
紫
色
だ
と
い
ふ
の
は

よ
く
寫
生
し
て
ゐ
る
。
こ
の
土
の
色
を
紫
を
わ
た
く
し
も
よ
く
歌
に
し
た

も
の
だ
。
児
童
の
自
然
観
照
も
こ
ヽ
ま
で
新
し
く
な
っ
た
と
思
ふ
と
愉
快

で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
七
年
と
復
刊
後
の
白
秋
が
、
特
選
と
評
価
す
る
作
品
は
、「
寫
生
」

「
自
然
観
照
」
が
際
立
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
。

（
参
考
）
朝　
（
特
選
）　

東
京
府
下
本
田
第
一
小
学
校
尋
六　

石
川　

智
恵
子

す
み
き
つ
た
深
い
空
、
／
う
す
ら
寒
い
が
気
持
ち
の
よ
い
朝
だ
。
／
昨
日

の
雨
で
、
／
庭
の
土
が
紫
色
だ
。
／
す
み
に
あ
る
黄
色
い
菊
、
／
ほ
の
か

に
に
ほ
つ
て
來
る
。　
　
　
　
　
　
 
（
昭
和
七
年
三
月
号
白
秋
評
の
作
品
）

　

こ
う
し
た
通
信
欄
か
ら
は
、
大
正
十
年
か
ら
の
「
自
由
詩
（
児
童
自
由
詩
）」

の
盛
り
上
が
り
や
、
後
に
白
秋
の
童
謡
論
と
し
て
書
か
れ
る
、
童
謡
と
自
由
詩

の
白
秋
の
区
別
や
認
識
の
形
成
が
み
え
る
。
復
刊
後
は
、
昭
和
の
五
年
の
大
恐

慌
の
経
済
不
況
と
大
衆
的
な
児
童
雑
誌
や
少
年
少
女
雑
誌
の
氾
濫
が『
赤
い
鳥
』

に
打
撃
を
与
え
た
影
響
も
投
稿
作
品
の
評
価
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ま
た
児
童
へ
の
詩
評
の
中
に
は
、
昭
和
の
白
秋
が
《
閑
寂
境
》
の
形
成
後
も
短
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歌
に
お
い
て
究
め
て
止
ま
な
い
「
写
生
」「
自
然
観
照
」
の
語
が
み
え
る
の
は

注
目
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
、『
赤
い
鳥
』
の
童
謡
欄
・
自
由
詩
欄
の
場
を
得
た
こ
と
が
、
白

秋
詩
歌
、
歌
謡
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
や
は
り
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
本
稿

は
管
見
に
す
ぎ
な
い
試
み
だ
が
、
白
秋
は
『
赤
い
鳥
』
に
お
い
て
、
新
童
謡
新

民
謡
を
形
成
し
、
世
の
広
め
る
役
割
を
果
た
し
た
ば
か
り
で
無
く
、
多
く
の
子

ど
も
た
ち
、
若
者
た
ち
の
投
稿
作
品
か
ら
も
、
白
秋
は
言
葉
を
、
詩
を
、
学
ん

で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
間
に
、
大
正
十
一
年
、
白
秋
は
唯
一
人
の
信
頼
し
た
作
曲
家
、
山
田
耕

作
と
『
詩
と
音
樂
』（
ア
ル
ス
大
正
十
一
年
九
月
）
を
創
刊
す
る
。
そ
の
出
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

註
５

い
を
も
た
ら
し
た
の
も
ま
た
、
鈴
木
三
重
吉
で
あ
っ
た
。

『
詩
と
音
楽
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
『
芸
術
の
圓
光
』
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
る
文
章
の
中
に
は
、

　

お
ゝ
、
こ
の
日
本
の
言
葉
に
つ
い
て
感
謝
し
よ
う
。
私
た
ち
の
こ
の
日
本

の
言
葉
、
言
靈
の
幸
ふ
國
の
こ
の
言
葉
、
ま
さ
に
掌
を
合
わ
せ
て
禮
拜
す

べ
き
こ
の
言
葉
。

　
　
（
略
）

日
本
の
言
葉
を
以
て
日
本
の
詩
を
。
―
―
眞
の
日
本
民
族
へ
の
、
郷
土
へ

の
郷
愁
を
持
つ
な
ら
ば
、
眞
に
日
本
を
愛
し
、
ま
た
我
自
身
を
愛
す
な
ら

ば
。

　

と
い
っ
た
「
言
靈
」「
日
本
民
族
」
と
い
っ
た
意
識
で
の
詩
歌
創
造
が
語
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
大
正
七
年
一
月
に
白
秋
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
紙
上
で
の
べ

た
「
國
歌
」
の
理
想
が
詩
人
白
秋
の
中
で
具
現
化
さ
れ
て
い
っ
た
喜
び
と
高
揚

感
が
書
か
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
が
て
、
混
乱
す
る
詩
壇
の
危
機
意
識
の

中
、
昭
和
七
年
の
雑
誌
『
短
歌
民
族
』
刊
行
、
さ
ら
に
、
昭
和
八
年
雑
誌
『
全

貌
』
の
刊
行
へ
と
白
秋
の
短
歌
へ
の
傾
斜
が
深
ま
る
予
兆
と
し
て
も
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
道
筋
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
も
っ
て
考
察
し
た
い
。

※

　

そ
れ
で
は
、
前
項
で
述
べ
た
白
秋
の
歩
み
を
お
さ
え
な
が
ら
、
大
正
七
年
七

月
以
降
、
昭
和
八
年
ま
で
の
、
北
原
白
秋
と
鈴
木
三
重
吉
の
『
赤
い
鳥
』
と
い

う
芸
術
共
同
体
と
し
て
の
二
人
の
問
題
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
『
赤
い
鳥
』
に
お
け

る
文
学
的
芸
術
的
方
向
性
を
特
色
が
窺
え
る
書
簡
を
取
り
上
げ
て
行
き
た
い
。

１.

「
赤
い
鳥
」
の
短
歌
と
童
謡
の
作
曲
と
そ
の
周
辺

　

大
正
九
年
一
月
二
十
三
日
付
、
鈴
木
三
重
吉
宛
白
秋
書
簡
は
、
三
重
吉
よ
り
、

短
歌
を
「
子
供
の
歌
」
と
し
て
つ
く
ら
せ
て
は
ど
う
か
、
そ
し
て
、
童
謡
に
作

曲
を
、
と
の
提
案
が
あ
っ
た
そ
の
返
信
で
あ
る
。

　

白
秋
は
「
三
十
一
文
字
の
在
来
の
歌
」
を
つ
く
ら
せ
る
の
は
考
え
て
直
し
て

ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
白
秋
か
ら
見
て
「
害
あ
っ
て
益
は
な
い
」
と
い
う
。

「
万
葉
時
代
に
で
き
た
そ
の
時
代
の
美
意
意
識
に
は
ふ
さ
わ
し
い
が
、」
新
し

い
文
学
運
動
を
起
こ
す
今
、
時
代
と
言
葉
が
重
な
ら
な
い
。「
で
、
今
日
の
言

葉
で
は
ど
う
も
ぴ
っ
た
り
と
し
ま
せ
ん
。」「
私
が
歌
を
止
め
た
の
も
そ
う
し
た
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理
由
が
あ
り
ま
す
。」「
子
供
に
自
由
な
発
想
を
さ
ま
た
げ
る
ば
か
り
で
な
く
、

帰
っ
て
生
命
の
な
い
、
子
供
ら
し
く
な
い
も
の
に
な
る
」「
子
供
は
子
供
の
リ

ズ
ム
で
歌
っ
て
ほ
し
い
」「
自
由
画
、
自
由
な
綴
り
方
自
由
な
童
謡
」
を
奨
励

し
つ
つ
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
た
短
歌
を
児
童
に
奨
め
る
の
は
お
か
し
い
。
そ
し

て
、「
新
し
い
短
唱
を
始
め
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
童
謡
を
作
曲
す
る
こ
と
も
「
誰
の
作
曲
も
関
心
し
ま
せ
ん
。」「
本
当

に
日
本
的
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。
然
し
西
条
君
其
の
他
の
は
作

曲
し
な
い
と
子
供
に
は
面
白
く
う
た
へ
な
い
で
せ
う
。」「
今
の
音
楽
家
は
案
外

日
本
人
と
し
て
の
日
本
の
童
謡
の
真
生
命
を
知
っ
て
ゐ
な
い
や
う
な
気
が
し
ま

す
。」「
山
田
耕
作
君
の
『
と
ん
と
ん
こ
ろ
り
こ
』
丈
は
ほ
ん
も
の
で
す
。」
そ

し
て
、
欄
外
に
作
曲
に
適
す
る
童
謡
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
と
注
意
を
促

し
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
大
正
九
年
十
月
号
『
赤
い
鳥
』「
通
信
」
に
「
少
年
少
女
と

和
歌
」
に
お
い
て
波
多
野
次
郎
と
い
う
人
物
の
『
赤
い
鳥
』
に
歌
壇
を
設
け
て

は
ど
う
か
、
と
い
う
提
案
に
よ
っ
て
再
び
、
白
秋
の
前
に
も
た
ら
さ
れ
る
が
、

三
重
吉
に
答
え
た
、
ほ
ぼ
同
じ
主
旨
で
反
対
を
す
る
。「
第
一
、
な
る
た
け
子

供
に
は
自
然
に
必
要
な
以
外
の
、
文
学
的
方
向
へ
の
努
力
は
強
い
た
く
」
な
い

「
子
供
は
子
供
に
自
由
な
リ
ズ
ム
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
リ
ズ
ム
に
従
っ
て
自
由

に
謡
は
せ
た
い
も
の
で
す
。
五
七
五
七
七
で
何
で
も
片
着
け
る
さ
せ
る
は
壓
制

で
す
。」
そ
し
て
、「
本
当
の
心
持
の
自
由
が
自
由
自
在
に
表
れ
る
」
の
は
「
童

謡
」
で
あ
り
、
自
分
の
詩
に
た
い
す
る
姿
勢
で
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

時
代
の
白
秋
が
短
歌
の
形
式
に
不
自
由
さ
を
感
じ
、
新
し
い
詩
形
式
を
模
索
し

て
い
る
様
子
が
感
じ
ら
れ
興
味
深
い
。

　　

大
正
九
年
、
北
米
か
ら
帰
国
し
た
山
田
耕
筰
は
、
鈴
木
三
重
吉
を
介
し
て
、

白
秋
を
知
る
。
そ
れ
は
白
秋
に
と
っ
て
も
ま
た
、
大
正
十
一
年
九
月
の
芸
術
誌

『
詩
と
音
楽
』
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
項
で
も
触
れ
た
。

　

音
楽
に
関
し
て
は
、
鈴
木
三
重
吉
も
、
大
正
八
年
八
月
二
十
二
の
小
池
恭
宛

書
簡
で
は
、
既
に
「
赤
い
鳥
の
童
謡
は
人
が
一
寸
い

く
う
た
ひ
ま
す
今
度
蓄

音
機
へ
吹
き
込
ま
せ
流
布
さ
せ
る
考
へ
で
す
。」
と
あ
り
、
ま
た
、
成
田
為
三

を
ド
イ
ツ
に
留
学
さ
せ
、
作
曲
家
と
し
て
育
て
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
意
識
し
た

『
赤
い
鳥
』
の
展
開
と
啓
蒙
を
考
え
て
い
た
。

　

白
秋
は
山
田
耕
筰
と
い
う
言
語
芸
術
の
理
解
者
を
、
日
本
語
に
た
い
し
て
自

分
と
同
じ
感
覚
の
持
ち
主
と
し
て
敬
愛
す
る
。
耕
作
の
「
一
語
一
音
節
」
の
歌

曲
の
作
法
は
日
本
語
の
音
韻
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
更

な
る
理
解
者
を
得
て
、
童
謡
、
民
謡
と
そ
の
創
作
の
幅
を
広
げ
て
行
く
白
秋
だ

が
、
そ
れ
と
と
も
に
、『
赤
い
鳥
』
へ
の
童
謡
が
な
か
な
か
、
予
定
通
り
に
入

稿
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
増
え
、『
詩
と
音
楽
』
の
創
刊
さ
れ
た
大
正
十
一
年

九
月
、
十
二
月
に
は
三
重
吉
宛　

書
簡
に
童
謡
の
遅
れ
を
わ
び
る
書
簡
を
出
し

て
い
る
。
特
に
同
年
十
二
月
十
二
日
の
三
重
吉
宛
書
簡
に
は
、「
兄
位
く
ら
い

私
を
ほ
ん
と
に
知
っ
て
く
れ
る
人
は
世
の
中
に
あ
ろ
う
と
思
は
な
い
。
こ
と
に

芸
術
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
敬
虔
な
兄
の
お
気
持
ち
は
涙
ぐ
ま
し
い
ほ
ど
有
り

難
い
と
思
い
ま
す
。
芸
樹
家
の
中
で
も
芸
術
を
な
お
ざ
り
に
に
す
る
現
代
に
兄

の
ご
と
き
隣
国
の
王
様
を
持
つ
事
は
私
の
矜
り
で
す
。」
と
ま
で
述
べ
て
三
重

吉
に
謝
意
を
表
し
て
い
る
。
三
重
吉
も
関
係
し
て
い
た
雑
誌
『
女
性
』
に
は
童

謡
が
出
せ
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
が
、『
詩
と
音
楽
』
に
五
十
首
の
歌
を
書
い
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マ
マ

た
が
、「
大
切
の
�
赤
い
鳥
�
の
童
謡
が
出
来
な
い
の
で
弱
り
ま
し
た
。」
と
続

け
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
童
謡
が
流
行
し
て
母
校
で
も
や
っ
て
い
る
が
、
西
條

八
十
や
野
口
雨
情
の
作
品
ば
か
り
で
、
白
秋
の
作
品
を
一
つ
も
知
ら
な
い
と
い

う
、
そ
こ
で
、
母
校
か
ら
「
開
発
し
た
い
」
の
で
、「
赤
い
鳥
童
謡
の
今
ま
で

出
た
分
を
一
冊
づ
つ
揃
へ
て
、
改
め
て
い
た
だ
か
し
て
ほ
し
い
と
思
ひ
ま
す
」

「
そ
れ
か
ら
私
が
著
名
し
て
母
校
の
私
の
文
庫
に
」
送
る
と
あ
る
。
白
秋
の
気

質
が
良
く
現
れ
て
い
る
書
簡
で
あ
る
。

　

実
際
、
白
秋
は
『
赤
い
鳥
』
の
童
謡
に
つ
い
て
は
、
遅
く
な
ら
ざ
る
得
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
白
秋
の
「
童
心
童
語
」
の
童
謡
は
、
真
に
自
然
と
沸
き
上

が
る
感
興
を
入
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま

た
、
大
正
十
二
年
に
は
、
六
月
に
詩
集
『
水
墨
集
』
を
ア
ル
ス
か
ら
刊
行
し
、

短
歌
に
お
い
て
も
、〈
閑
寂
境
〉
と
い
う
新
た
な
境
地
を
開
拓
し
、
詩
壇
の
論

争
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
波
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
白
秋
の
詩
歌
が
充
実
し
て

行
く
時
期
で
も
あ
っ
た
。
更
に
、
詩
壇
で
は
、
既
に
民
衆
詩
派
と
の
対
立
、
民

謡
を
巡
る
論
争
、
詩
話
会
の
問
題
も
紛
糾
し
つ
つ
あ
る
最
中
で
あ
る
。『
赤
い

鳥
』
を
自
分
の
芸
術
の
基
点
に
置
き
な
が
ら
も
、
白
秋
の
作
品
世
界
は
、
既
に
、

詩
、
短
歌
、
民
謡
、
新
民
謡
、
童
謡
、
児
童
自
由
詩
へ
と
広
が
り
、
決
し
て
収

斂
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
白
秋
は
、
活
動
の
場
が
増
え
広
が
る
ほ
ど
、『
赤
い
鳥
』
に
は
童

謡
の
創
始
者
と
し
て
の
責
任
感
と
意
欲
は
あ
っ
て
も
、
原
稿
量
の
増
加
や
詩
壇

の
人
間
関
係
の
複
雑
化
が
重
な
り
、
三
重
吉
へ
の
負
担
と
苦
労
を
知
っ
て
は
い

て
も
、
原
稿
を
入
稿
す
る
こ
と
が
年
々
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
「
場
所
」
は
自
分
の
「
場
所
」
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
も
の

と
確
信
し
て
い
た
に
違
い
な
い
、
そ
れ
は
三
重
吉
へ
の
甘
え
で
あ
り
、
白
秋
流

の
信
頼
で
も
あ
っ
た
。

２.　
 
鈴
木
三
重
吉
の
児
童
演
劇
構
想

　

鈴
木
三
重
吉
全
集
の
書
簡
集
で
大
正
末
期
を
見
て
行
く
と
き
、
興
味
深
い
児

童
演
劇
に
た
い
す
る
三
重
吉
の
構
想
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
順
番
に
並
べ
て

み
よ
う
。

① 
大
正
十
年　

四
月
一
日　
　

小
宮
豊
隆
宛
書
簡

　
「
今
日
は
有
楽
座
へ
童
話
劇
を
見
に
行
っ
た
。
ブ
リ
キ
細
工
の
玩
具
の
ご
と

き
芝
居
な
り
。」

② 
同
年　

十
一
月
三
日　

小
宮
豊
隆
宛
書
簡

　
「
例
の
童
話
劇
を
、
と
も
か
く
三
十
三
編
選
出
し
た
。
こ
の
中
、
附
議
に
値

す
る
も
の
は
、
セ
イ
ゼ
イ
五
六
編
の
み
。
そ
れ
で
、
こ
の
前
会
合
し
た
五
人

〈
貴
兄
、
菊
池
、
楠
山
、
久
保
田
、
僕
〉
で
集
会
、
輪
読
し
て
、
一
挙
に
議
決

し
た
い
と
思
ふ
。
力
明
後
日
５
日
〈
土
曜
日
〉
午
後
３
時
に
、
築
地
の
喜
多
野

家
へ
ご
足
労
願
い
た
い
。
略
」

③ 
大
正
十
一
年　

四
月
九
日　

小
宮
豊
隆
宛
書
簡

　
「
豊
隆
閣
下
。
一
つ
童
話
劇
の
い
い
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
の
指
揮
下
に
や
り

た
い
ね
。
最
近
ラ
イ
オ
ン
歯
磨
の
「
児
童
歯
科
院
」
が
子
供
デ
ー
を
催
し
た
い
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と
申
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
つ
て
相
談
に
来
た
。（
略
）
僕
は
、
脚
本
は
オ
レ
の

方
で
提
出
し
オ
レ
タ
チ
が
監
督
し
て
や
る
か
ら
、
純
藝
術
的
な
童
話
劇
を
二

つ
、
上
演
し
ろ
と
す
ゝ
め
て
や
っ
た
。（
略
）
帝
劇
の
山
本
に
オ
レ
が
相
談
し
た

ら
、
帝
劇
の
方
は
四
、
五
月
つ
か
え
る
、
有
楽
座
な
ら
ば
よ
し
、
帝
劇
の
興
行

と
し
て
上
演
し
て
も
よ
し
、
そ
の
代
わ
り
ラ
イ
オ
ン
が
や
り
、
ラ
イ
オ
ン
デ
ー

と
で
も
何
と
で
も
し
て
広
告
に
使
つ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
略
）
僕
の

考
え
で
は
俳
優
は
全
部
、
帝
劇
の
學
校
の
生
徒
を
使
ひ
、
す
れ
か
ら
し
た
一
人

前
の
女
優
だ
の
、
車
屋
の
ご
と
き
下
廻
り
は
排
除
し
て
、
全
部
小
さ
な
生
徒
で

や
り
た
い
つ
も
り
で
あ
る
。」

④ 
大
正
十
四
年　

一
月
十
二
日　

加
計
雅
文
宛
書
簡

「
今
度
、
本
を
復
刊
す
る
の
を
機
会
に　

音
楽
生
徒
の
練
習
場
も
入
り
用
な
の

で
、
独
立
し
た
家
を
一
軒
借
り
た
い
と
思
っ
て
も
い
ま
す
。
そ
の
電
話
購
入
費

二
千
円
、
敷
金
千
円
、
設
備
五
百
円
で
合
計
三
千
五
百
円
を
一
度
に
貸
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
一
カ
年
貸
し
て
下
さ
れ
ば
、
次
の
音
楽
会
の
利
益
で
、

月
額
三
百
五
十
円
づ
つ
、
十
ヶ
月
で
返
し
ま
す
。」

　

ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
っ
た
成
田
為
三
が
入
社
。
毎
月
三
四
カ
所
で
音
楽
会
を

興
行
し
て
、
赤
い
鳥
の
宣
伝
が
て
ら
日
本
中
を
巡
る
時
に
、
小
学
校
卒
の
少
女

を
五
名
募
集
し
て
、
六
ヶ
月
の
間
声
楽
を
学
ば
せ
興
行
に
伴
い
、
童
謡
を
歌

い
、
簡
単
な
子
供
劇
を
上
演
す
る
と
あ
る
。
こ
の
計
画
は
、
続
い
て
だ
ん
だ
ん

団
員
を
増
や
し
少
女
二
〇
名
、
少
年
一
〇
名
の
高
等
な
小
劇
団
を
結
成
す
る
と

あ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
児
童
劇
団
構
想
は
大
き
く
ま
た
具
体
化
し
、
一
月
二
十
三
日

の
加
計
宛
書
簡
で
は
、「
千
圓
」
の
借
金
の
依
頼
と
、
返
済
方
法
、
そ
し
て
劇

団
構
想
に
必
要
な
土
地
が
手
に
入
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、「
現
在
や
っ
て
い

る
児
童
劇
団
は
、
俗
悪
き
わ
ま
る
も
の
な
の
で
、（
大
阪
の
賓
塚
方
式
）
一
つ

高
尚
な
歌
劇
と
兒
童
劇
団
を
作
る
た
め
、
附
属
の
學
校
を
設
け
、
三
千
人
以
上

を
入
れ
る
、
東
京
第
一
の
劇
場
を
建
築
す
る
計
画
を
建
て
て
い
ま
す
。」「
赤
い

鳥
児
童
劇
學
校
、
赤
い
鳥
歌
劇
學
校
、
赤
い
鳥
劇
場
と
い
ふ
名
前
で
成
立
す
る

こ
と
に
な
る
で
せ
う
。
喜
ん
で
下
さ
い
。
私
の
久
し
い

く
夢
が
實
現
す
る
の

で
す
。
そ
こ
で
の
劇
の
寫
眞
を
赤
い
鳥
の
口
繪
に
十
頁
も
入
れ
さ
せ
な
ぞ
し

て
、
雑
誌
の
方
も
賣
れ
る
や
う
に
し
ま
す
。
又
、
同
園
の
附
属
と
し
て
紳
士
淑

女
の
た
め
の
乗
馬
學
校
を
つ
く
り
、
童
話
劇
、
歌
劇
の
女
生
徒
も
乗
せ
て
、
い

ろ

く
の
競
技
な
ぞ
さ
せ
、
そ
れ
を
入
園
者
に
参
観
さ
せ
る
」
と
あ
る
。

⑤ 
同
年　

四
月
二
十
七
日
付　

小
宮
豊
隆
宛
書
簡

「
學
校
の
生
徒
募
集
で
寸
閑
な
く
、
ご
挨
拶
を
遠
因
し
た
。（
略
）
三
越
が
経

費
節
約
の
た
め
、
二
十
五
六
名
の
バ
ン
ド
（
少
年
音
楽
隊
）
を
竊
か
に
賣
り
も

の
出
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
そ
っ
く
り
私
の
學
校
へ
取
る
こ
と
に
す
る
。」

　

こ
う
し
た
三
重
吉
の
奮
闘
も
虚
し
く
、
同
年　

五
月
三
十
日
付　

小
池
恭
宛

書
簡
に
は
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
音
楽
劇
・
児
童
劇
学
校
構
想
は
、
出
資
者
が

不
景
気
の
あ
お
り
で
資
金
難
と
な
り
、
困
難
と
な
る
。
た
だ
、
三
重
吉
の
子
息

鈴
木
珊
吉
の
「
父
と
『
赤
い
鳥
』
の
こ
と
な
ど
」（
小
峰
書
房
一
九
八
三
年
七

月　

赤
い
鳥
の
会
編
『「
赤
い
鳥
」
と
鈴
木
三
重
吉
』）
に
は
、
昭
和
三
年
の
頃

の
記
述
で
「
そ
の
こ
ろ
父
は
少
年
少
女
歌
劇
團
を
設
立
し
、『
赤
い
鳥
』
の
作
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曲
家
成
田
為
三
氏
指
導
の
も
と
に
、
鶴
見
の
花
月
園
の
小
劇
場
な
ど
で
児
童
歌

劇
を
上
演
さ
せ
た
。」
と
あ
り
、
規
模
は
縮
小
し
た
も
の
の
、
赤
い
鳥
の
児
童

歌
劇
を
実
現
し
て
い
る
。

　　

冨
田
博
之
『
日
本
児
童
演
劇
史
』（
東
京
書
籍
昭
和
五
十
一
年
八
月
）
の
「
第

三
章　

芸
術
教
育
運
動
と
『
童
話
劇
』
一
、
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
の
創
刊
と
『
童

話
劇
』」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
重
吉
の
児
童
演
劇
構
想
の
も
と
、『
赤
い
鳥
』
の

誌
面
に
は
、
総
計
四
十
四
編
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
、
連
載
に
な
っ
た
物
を
入
れ

る
と
、
そ
の
二
倍
に
達
す
る
数
が
発
表
さ
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
作
家
も
半
数

の
二
十
三
編
が
久
保
田
万
太
郎
、
五
編
を
鈴
木
三
重
吉
、
四
編
を
楠
山
正
雄
、

三
編
を
小
山
内
薫
、
二
編
を
長
田
秀
雄
、
そ
し
て
、
秋
田
雨
雀
、
松
井
松
葉
、

水
木
京
太
が
各
一
編
ず
つ
と
な
っ
て
い
る
皆
一
流
の
、
近
代
戯
曲
の
作
者
た
ち

で
あ
る
。
ま
た
、
富
田
に
よ
れ
ば
、
児
童
劇
の
作
品
を
、「
こ
ど
も
が
演
ず
る

為
の
作
品
」
と
「
お
と
な
が
演
じ
て
子
供
に
見
せ
る
為
の
作
品
」
と
に
分
け
て

考
え
る
必
要
が
あ
り
、「
赤
い
鳥
で
は
、『
子
供
に
見
せ
る
児
童
劇
』
を
多
数
、

載
せ
た
こ
と
は
、「
我
が
国
の
児
童
演
劇
の
戯
曲
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
」
と

高
く
評
価
し
て
い
る
。
実
際
、『
赤
い
鳥
』
に
掲
載
さ
れ
た
戯
曲
を
上
演
し
た

際
の
写
真
や
報
告
が
讀
者
投
稿
欄
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
鈴
木
三
重
吉
の
夢
描
い
た
児
童
劇
や
児
童
の
た
め
の
音
楽
劇
に

対
す
る
、
北
原
白
秋
の
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
大
正
十
一
年
四
月
号

『
赤
い
鳥
』「
通
信
」「
募
集
童
謡
に
つ
い
て
」
の
中
で
、「
そ
れ
か
ら
長
い
童

謡
劇
を
寄
せ
た
人
も
あ
り
ま
す
が
、
今
で
は
載
せ
る
に
困
り
ま
す
。
よ
ほ
ど
い

い
の
で
な
け
れ
ば
鈴
木
さ
ん
に
言
え
ま
せ
ん
。」
と
の
苦
言
が
あ
り
、
こ
の
時

代
の
児
童
演
劇
熱
が
想
像
さ
れ
る
。
白
秋
は
山
田
耕
作
と
と
も
に
日
本
歌
曲
と

し
て
、
童
謡
詩
の
名
作
を
数
多
く
残
し
て
ゆ
く
が
、
昭
和
八
年
の
「
童
謡
と
児

童
自
由
詩
に
つ
い
て
」（
昭
和
八
年
七
月
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』）
に
も
み
ら
れ
る
、

レ
コ
ー
ド
童
謡
へ
の
嫌
悪
、
流
行
歌
曲
的
童
謡
へ
の
断
固
た
る
姿
勢
か
ら
、
児

童
演
劇
の
低
俗
化
へ
の
懸
念
も
あ
り
、
な
れ
ば
こ
そ
、
子
ど
も
達
に
高
尚
な
芸

術
と
し
て
の
児
童
演
劇
を
『
赤
い
鳥
』
の
芸
術
教
育
運
動
に
い
れ
よ
う
と
し
た

三
重
吉
の
構
想
へ
の
理
解
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
見
つ
け
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

三
重
吉
の
児
童
教
育
的
発
想
も
あ
る
児
童
演
劇
に
、
当
時
の
成
功
例
と
し
て

宝
塚
少
女
歌
劇
の
音
楽
学
校
の
生
徒
育
成
法
な
ど
を
手
本
に
す
る
と
こ
ろ
な

ど
、
当
時
の
児
童
文
化
の
広
が
り
と
そ
の
な
か
で
、『
赤
い
鳥
』
の
芸
術
的
表

現
の
場
を
時
代
に
即
し
た
形
で
広
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
鈴
木
三
重
吉
が
単
な

る
理
想
主
義
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
一
例
で
も
あ
る
。『
赤
い
鳥
』
を
も
っ

て
児
童
芸
術
を
ど
こ
ま
で
も
牽
引
し
よ
う
と
し
た
三
重
吉
の
気
迫
が
見
ら
れ

る
。
事
実
、
大
正
十
年
『
赤
い
鳥
』
で
は
、
中
山
太
陽
堂
文
具
の
支
援
で
「
童

話
劇
脚
本
懸
賞
募
集
│
日
本
で
始
め
て
の
試
み
│
」
の
大
々
的
広
告
を
う
ち
、

翌
年
『
赤
い
鳥
』
一
月
号
か
ら
六
月
号
に
か
け
て
そ
の
入
賞
戯
曲
を
掲
載
し
た
。

一
位
七
百
円
、
二
位
五
百
円
、
三
位
一
等
三
百
円
、
三
位
の
二
等
二
百
円
、
当

該
佳
作
二
点
、
そ
れ
ぞ
れ
五
十
円
の
賞
金
と
プ
ラ
ト
ン
万
年
筆
が
一
本
付
く
豪

華
な
も
の
で
あ
っ
た
。
選
考
委
員
も
小
山
内
薫
を
始
め
、
久
保
田
万
太
郎
、
菊

池
寛
、
楠
山
正
雄
、
秋
田
雨
雀
な
ど
錚
錚
た
る
も
の
で
、
鈴
木
三
重
吉
自
身
も

入
っ
て
い
た
。
こ
の
『
赤
い
鳥
』
児
童
演
劇
の
戯
曲
の
特
色
は
ま
た
、
稿
を
あ

ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。
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※

　

北
原
白
秋
の
詩
業
を
軸
に
鈴
木
三
重
吉
と
の
出
会
い
と
訣
別
の
意
味
を
と
ら

え
よ
う
と
、『
赤
い
鳥
』
創
刊
前
後
か
ら
、
昭
和
八
年
の
訣
別
ま
で
を
、
そ
の

間
の
二
人
の
児
童
芸
術
に
対
す
る
姿
勢
の
差
異
と
独
自
性
を
考
察
し
よ
う
と
の

本
稿
の
試
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
明
確
な
結
論
に
は
な
か
な
か
近
づ
け
そ
う
も

な
い
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
書
簡
の
や
り
と
り
を
見
る
だ
け
で
も
、『
赤
い
鳥
』

を
中
心
に
据
え
た
二
人
の
距
離
と
芸
術
的
方
向
性
の
変
化
は
め
ざ
ま
し
く
、
遅

か
れ
早
か
れ
、
二
人
の
訣
別
は
や
っ
て
来
た
に
違
い
な
い
。
今
回
、
復
刻
版

『
赤
い
鳥
』
全
巻
全
号
を
白
秋
の
詩
、
童
謡
及
び
選
考
作
品
を
中
心
に
読
ん
で

い
っ
た
が
、
さ
ら
に
鈴
木
三
重
吉
の
「
綴
り
方
」
を
視
野
に
入
れ
て
、
白
秋
が

『
赤
い
鳥
』
か
ら
得
た
も
の
を
探
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

『
赤
い
鳥
』
は
確
か
に
児
童
の
芸
術
運
動
で
あ
る
が
、
白
秋
に
と
っ
て
は
、

自
ら
の
詩
業
の
掛
け
替
え
の
な
い
考
察
の
場
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
、
な
ぜ

な
ら
白
秋
は
多
く
の
詩
歌
の
雑
誌
を
創
刊
し
、
主
催
し
た
が
、『
赤
い
鳥
』
ほ

ど
、
長
き
に
わ
た
っ
て
係
わ
っ
た
詩
誌
は
な
い
の
だ
か
ら
。
白
秋
の
詩
人
と
し

て
の
気
質
を
考
え
れ
ば
可
能
性
な
き
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
は

ず
だ
。
白
秋
の
『
赤
い
鳥
』
と
過
ご
し
た
十
八
年
間
は
長
く
、
そ
の
意
味
は
大

き
い
。
今
後
は
、
新
ら
た
な
視
点
か
ら
、『
赤
い
鳥
』
を
視
野
に
置
き
つ
つ
、

白
秋
の
大
正
か
ら
昭
和
を
再
検
討
し
、
一
度
遠
ざ
け
た
「
短
歌
」
に
再
び
帰
り

ゆ
く
白
秋
の
詩
業
の
到
達
点
に
近
づ
き
た
く
思
う
。

　

最
後
に
、
本
稿
の
題
名
に
し
た
「
北
原
白
秋
と
鈴
木
三
重
吉
の
十
八
年
」
に

お
け
る
二
人
の
関
係
は
、
三
重
吉
へ
の
追
悼
文
で
も
あ
る
昭
和
十
一
年
十
月

『
赤
い
鳥
』
所
収
「
赤
い
鳥
の
詩
運
動
（
一
） 

童
謡
と
児
童
自
由
詩
」
に
あ
る

白
秋
の
次
の
言
葉
が
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

　

誰
が
何
と
云
っ
て
も
、
此
の
痛
惜
の
念
は
白
秋
私
ほ
ど
深
甚
な
者
は
あ

る
ま
い
。
何
と
な
れ
ば
、
赤
い
鳥
は
三
重
吉
後
半
生
の 
象
徴 
そ
の
も
の
で

シ
ム
ボ
ル

あ
っ
た
と
同
時
に
、
不
肖
な
が
ら
白
秋
此
の
私
の
分
身
の
映
像
で
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　
註

註
１　

白
秋
の
「
國
歌
」
に
関
す
る
論
考
で
は
、
坪
井
秀
人
「
国
語
・
国
詩
・
国
民
詩
人

│
北
原
白
秋
と
萩
原
朔
太
郎
」（
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
秋
季
刊
『
文
学
』
所
収
）

と
同
著
「
近
代
の
詩
と
歌
謡
と
│
そ
の
危
険
な
関
係
│
」（
岩
波
書
店
一
九
九
九

年
春
季
刊
『
文
学
』）
が
あ
る
。

註
２　
『
白
秋
全
集
』
第
三
十
九
巻
所
収
の
大
正
三
年
の
書
簡
か
ら
、
訣
別
し
た
昭
和
八

年
ま
で
を
い
う
。
白
秋
も
『
赤
い
鳥
』
鈴
木
三
重
吉
追
悼
号
の
「
赤
い
鳥
の
詩
運

動
」
の
中
で
、「
永
い
十
七
八
年
」
と
記
し
て
い
る
。

註
３　

本
資
料
は
、
広
島
市
立
中
央
図
書
館
広
島
文
学
資
料
室
所
蔵
の
「
鈴
木
三
重
吉
文

庫
」
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。
今
年
、
八
月
三
十
一
日
に
、
鈴
木
三
重
吉
と
『
赤
い

鳥
』
関
係
の
資
料
を
調
査
、
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

註
４　

与
田
準
一
「『
赤
い
鳥
』
編
集
回
想
」（
小
峰
書
店
一
九
八
三
年
七
月
『「
赤
い
鳥
」

と
鈴
木
三
重
吉
』
所
収
）
に
は
、「
編
集
の
小
野
さ
ん
は
毎
月
そ
の
原
稿
催
促
の

た
め
に
（
小
田
原
へ
）
通
い
続
け
、
毎
月
一
週
間
く
ら
い
は
白
秋
山
荘
に
寝
泊
ま

り
し
て
い
た
」
と
あ
る
。（　

）
内
は
筆
者
記
入
。
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註
５　

山
田
耕
作
「
白
秋
を
憶
ふ
」（
初
出
昭
和
十
八
年
十
一
月
十
日
『
週
間
朝
日
』・
岩

波
書
店
二
〇
〇
一
年
十
月
『
山
田
耕
筰
全
集
』
３
所
収
）
に
「
詩
の
好
き
な
私
は

鈴
木
三
重
吉
か
ら
こ
の
運
動
に
引
っ
張
ら
れ
、
彼
を
介
し
て
初
め
て
『
邪
宗
門
』

の
詩
人
と
識
つ
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

　参
考
文
献
一
覧

新
聞
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
七
年
一
月
一
日
火
曜
日
（
十
一
面
）・
同
年
一
月
二
十
七
日

日
曜
日
（
四
面
）・
同
年
四
月
二
十
三
日
火
曜
日
（
四
面
）・
同
年
四
月
二
十
四
日
水
曜
日

　
　
（
四
面
）

雑
誌　

第
一
期
『
文
章
講
習
録
』
第
九
号　
（
大
日
本
大
學
会　

大
正
四
年
六
月
）

雑
誌
季
刊
『
民
族
短
歌
』
一
号
（
ア
ト
リ
エ
社
昭
和
七
年
十
一
月
）

雑
誌
季
刊
『
民
族
短
歌
」
季
刊
二
号
（
ア
ト
リ
エ
社
昭
和
八
年
六
月
）

雑
誌
『
全
貌
』
第
壹
号　
（
ア
ル
ス
昭
和
八
年
六
月
）

雑
誌
『
赤
い
鳥
』
〜
鈴
木
三
重
吉
追
悼
号
〜
第
二
十
巻
第
三
號
（
赤
い
鳥
社
昭
和
十
年
十
月
）

雑
誌
『
赤
い
鳥
』
創
刊
号
〜
終
刊
（
近
代
文
学
館
復
刻
版　

赤
い
鳥
社
大
正
七
年
七
月
〜
昭

　
　

和
十
年
十
月
）

雑
誌
『
詩
と
音
楽
』
創
刊
号
（
久
山
社
復
刻
版　

大
正
九
年
九
月
）　
　

雑
誌
『
詩
と
音
楽
』
第
一
巻
三
号
（
久
山
社
復
刻
版　

大
正
九
年
十
一
月
）

雑
誌
季
刊
『
文
学
』（
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
秋
）

雑
誌
季
刊
『
文
学
』（
岩
波
書
店
一
九
九
九
年
春
）

『
白
秋
全
集
』
二
十
四
巻
（
岩
波
書
店
一
九
八
六
年
十
月
）・
三
十
三
巻
（
同
一
九
八
七
年
五

　
　

月
）・
三
十
九
巻
（
同
一
九
八
八
年
四
月
）・
別
巻
（
同
一
九
八
八
年
八
月
）

『
鈴
木
三
重
吉
全
集
』
六
巻
（
岩
波
書
店
一
九
八
二
年
六
月
）・
別
巻
（
同
一
九
八
二
年
七
月
）

『
山
田
耕
作
著
作
全
集
』
二
巻
（
岩
波
書
店
二
〇
〇
一
年
六
月
）・
三
巻
（
同
二
〇
〇
一
年
十

　
　

月
）

根
本
正
義
著
『
鈴
木
三
重
吉
と
「
赤
い
鳥
」』（
鳩
の
森
書
房
一
九
七
三
年
一
月
）

鳥
越　

信
著
『
日
本
児
童
文
学
史
研
究
』（
風
濤
社
昭
和
五
十
二
年
二
月
）

富
田
博
之
著
『
日
本
児
童
演
劇
史
』（
東
京
書
籍
昭
和
五
十
一
年
八
月
）

藤
田
圭
雄
著
『
日
本
童
謡
史
』（
あ
か
ね
書
房
昭
和
四
十
六
年
十
月
）

日
本
児
童
文
学
会
編
『
赤
い
鳥
研
究
』（
小
峰
書
店
昭
和
四
十
年
四
月
）

赤
い
鳥
の
会
と
鈴
木
三
重
吉
編
集
委
員
福
井
研
介
・
水
藤
春
夫
・
与
田
準
一
編
著
『「
赤
い

　
　

鳥
」
と
鈴
木
三
重
吉
』（
小
峰
書
店
一
九
八
三
年
七
月
）
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