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一
、
は
じ
め
に

現
代
歌
人
を
代
表
す
る
一
人
で
あ
る
栗
木
京
子
の
特
質
は「
社
会
詠
」と
い
わ
れ
て
い
る
。そ
の「
社
会
詠
」が
質
量
と
も
に
頂
点
に
達
し
、

評
価
を
得
た
の
は
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』（
短
歌
研
究
社　

平
成
一
五
年
七
月
）
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
歌
集
に
は
「
社
会
詠
」
の
存

在
は
薄
い
と
言
え
よ
う
。
特
に
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
結
婚
ま
で
の
歌
を
収
め
た
第
一
歌
集
『
水
惑
星
』（
雁
書
館　

昭
和
五
九
年
八
月
）
第
一

部
に
は
、「
社
会
詠
」
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
大
学
時
代
の
日
々
、
青
春
、
恋
の
歌
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
だ
が
、
栗

木
が
二
十
歳
で
短
歌
に
出
会
っ
て
か
ら
毎
号
の
よ
う
に
投
稿
し
て
い
た
短
歌
結
社
「
コ
ス
モ
ス
」
の
会
誌
『
コ
ス
モ
ス
』、
角
川
『
短
歌
』

の
初
出
を
調
査
す
る
と
、
本
歌
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
歌
の
存
在
に
気
づ
く
。
そ
れ
ら
の
歌
材
は
、
栗
木
が
青
春
時
代
を
過
ご
し
た

京
都
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
光
景
、
友
人
た
ち
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
栗
木
は
、
二
十
歳
の
こ
ろ
、
京
都
大
学
理
学
部
の
講
義
や
実
験

に
つ
い
て
い
け
ず
挫
折
を
味
わ
い
、
居
場
所
が
な
か
っ
た
。
そ
の
深
い
挫
折
感
の
中
で
出
会
っ
た
短
歌
に
救
わ
れ
た
、
と
後
に
述
べ
て
い

る
（
１
）

。
確
か
に
、
そ
の
当
時
の
歌
に
目
を
向
け
る
と
、
現
在
の
栗
木
短
歌
の
特
質
で
あ
る
「
社
会
詠
」
の
原
形
、
あ
る
い
は
萌
芽
と
も
言
え

る
も
の
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
こ
こ
ろ
の
奥
を
丁
寧
に
見
つ
め
る
視
点
で
あ
る
。
冒
頭
で
、
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』

一

栗
木
京
子
短
歌
の
初
期
作
品
考

―
― 

京
都
大
学
在
学
時
の
歌
の
原
点
と
そ
の
ゆ
く
え 

―
―

草
木
美
智
子
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以
前
は
「
社
会
詠
」
の
存
在
は
薄
い
と
述
べ
た
が
、
大
学
時
代
の
作
品
に
こ
の
視
点
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が
、
そ
の
後
の
第
五
歌
集
『
夏

の
う
し
ろ
』
の
「
社
会
詠
」
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
栗
木
の
こ
の
よ
う
な
視
点
に
関
し
て
は
、こ
れ
ま
で
言
及
し
た
研
究
は
、

管
見
の
限
り
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
栗
木
短
歌
の
原
点
（
特
質
）
で
あ
る
「
自
己
の
こ
こ
ろ
の
奥
を
丁
寧
に
見
つ
め
る
視
点
」
を
探
る
べ
く
、
初
期
作

品
と
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
京
都
大
学
在
学
時
の
歌
を
「
初
期
作
品
」
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
掲

載
誌
か
ら
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
丁
寧
に
解
釈
し
分
析
を
行
う
。
さ
ら
に
分
析
を
通
し
、
後
の
栗
木
短
歌
に
お
け
る
「
社
会
詠
」、
主
に
第

五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
尚
、
本
稿
に
引
用
す
る
作
品
に
付
し
た
傍
線
は

す
べ
て
稿
者
に
よ
る
。

二
、
挫
折
か
ら
短
歌
創
作
へ

栗
木
は
昭
和
五
十
年
四
月
、
京
都
大
学
の
中
央
食
堂
古
書
市
で
偶
然
、
短
歌
結
社
誌
『
コ
ス
モ
ス
』
を
購
入
し
、
短
歌
に
惹
か
れ
「
コ

ス
モ
ス
」
に
入
会
す
る
。
昭
和
五
十
年
『
コ
ス
モ
ス
』
六
月
号
で
は
じ
め
て
出
詠
す
る
。
こ
れ
が
次
に
挙
げ
る
栗
木
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ

る
（
２
）

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
京
子　

京
都

理
学
部
の
囲
ひ
の
向
う
四
、五
人
の
白
衣
の
人
ら
テ
ニ
ス
に
興
ず

物
理
学
ぶ
人
は
優
し
と
我
が
言
へ
ば
額
つ
つ
き
て
君
は
笑
へ
り

以
上
の
二
首
は
、
本
名
で
出
詠
し
、
後
に
刊
行
さ
れ
た
第
一
歌
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
両
首
に
「
理
学
部
」「
物
理
」
と
当
時

の
栗
木
が
学
ぶ
キ
ャ
ン
パ
ス
の
光
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
ろ
う
。
一
首
目
は
、
理
学
部
と
い
う
囲
い
が
当
時
の
栗
木
の
閉
塞

二
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感
を
表
し
、
そ
の
外
に
い
る
白
衣
姿
の
人
達
が
テ
ニ
ス
を
し
て
い
る
姿
が
伸
び
や
か
で
楽
し
そ
う
な
印
象
を
表
し
、
対
比
を
成
し
て
い
る
。

二
首
目
は
「
物
理
を
学
ぶ
人
は
優
し
い
」
と
作
者
が
「
君
」
に
言
っ
て
お
り
、
甘
い
恋
の
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
栗
木
に
よ
る
と
、
理
学
部
の
授
業
で
あ
っ
た
一
、二
年
生
の
化
学
実
験
に
は
ま
っ
た
く
つ
い
て
い
け
ず
、
お
荷
物
の
自
分
と
組

み
た
が
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
学
院
生
、
ド
ク
タ
ー
コ
ー
ス
の
若
い
男
子
学
生
と
組
み
、
素
直
な
栗
木
の
態
度
に
気
を
よ

く
し
た
彼
ら
に
全
部
や
っ
て
も
ら
っ
た
。
や
っ
て
も
ら
う
か
ら
、
成
績
は
そ
ん
な
に
悪
く
な
い
が
、
精
神
的
に
は
す
ご
く
惨
め
だ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
実
験
で
の
体
験
を
通
し
、
世
の
中
の
ず
る
い
生
き
方
を
学
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
も
し
た
と
述
べ
て
い
る

（
３
）

。
こ
の
よ
う

に
、「
優
し
い
」
こ
と
に
対
す
る
自
分
の
甘
え
と
罪
悪
感
が
表
れ
て
い
る
一
首
だ
と
言
え
よ
う
。

同
誌
八
月
号
（
昭
和
五
十
年
）
で
は
、CO

SM
O

S

集
の
中
に
初
め
て
小
題
を
付
し
て
出
詠
し
て
い
る

（
４
）

。

　
　
　
　
　

貧
し
き
自
己　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗
木
京
子　

京
都

気
の
弱
く
模
糊
と
笑
ひ
て
過
し
し
日
寝
床
に
入
り
て
大
き
嚔
す

横
伏
せ
ば
足
裏
温
き
春
に
し
て
今
宵
は
夢
を
見
ず
眠
り
た
き

キ
ヤ
ン
パ
ス
に
夜
更
け
て
立
て
る
看
板
の
そ
こ
だ
け
著
く
雨
降
り
つ
け
ぬ

も
み
合
ひ
て
デ
モ
行
進
す
る
学
生
ら
生
生
し
き
も
の
投
げ
あ
ふ
ご
と
し

風
渡
る
林
に
君
と
居
る
と
き
も
貧
し
き
自
己
に
震
へ
て
ゐ
た
り

二
首
目
の
「
横
伏
せ
ば
足
裏
温
き
春
に
し
て
今
宵
は
夢
を
見
ず
眠
り
た
き
」
以
外
は
歌
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
着
目

し
た
い
の
は
小
題
「
貧
し
き
自
己
」
で
あ
る
。
五
首
目
の
「
風
渡
る
林
に
君
と
居
る
と
き
も
貧
し
き
自
己
に
震
へ
て
ゐ
た
り
」
で
も
「
貧

し
き
自
己
」
と
詠
ま
れ
て
お
り
、
作
者
自
身
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
理
学
部
の
実
験
の
体
験
か

ら
も
、当
時
の
栗
木
の
心
情
が
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
ま
た
、栗
木
自
身
も
著
書
『
短
歌
を
楽
し
む
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
）

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
５
）

。

表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
も
救
わ
れ
た
い
、
と
そ
の
と
き
痛
切
に
思
い
ま
し
た
。
二
十
歳
の
頃
、
私
は
自
分
が
と
て
も
嫌
い
で

三
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し
た
が
、
情
け
な
い
自
分
と
も
う
一
度
ち
ゃ
ん
と
向
き
合
っ
て
み
た
い
、
と
心
の
ど
こ
か
で
願
っ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
堰

を
切
っ
た
よ
う
に
言
葉
が
溢
れ
て
き
て
見
様
見
真
似
で
一
晩
に
十
首
も
二
十
首
も
短
歌
を
作
り
ま
し
た
。

秋
風
に
み
の
り
は
じ
む
る
天
と
地
の
あ
は
ひ
に
貧
し
き
我
う
づ
く
ま
る

疲
れ
果
て
屈こ

ご

め
し
体
に
内
臓
の
音
共
鳴
し
哀
し
く
呻
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗
木
京
子
『
水み

ず

惑わ
く

星せ
い

』

そ
の
折
の
作
品
で
す
。「
貧
し
き
我
う
づ
く
ま
る
」「
哀
し
く
呻う

め

く
」
と
、
い
っ
た
ん
自
分
を
突
き
放
し
て
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、

ず
い
ぶ
ん
気
持
ち
が
楽
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

栗
木
が
例
に
挙
げ
て
い
る
「
秋
風
に
み
の
り
は
じ
む
る
天
と
地
の
あ
は
ひ
に
貧
し
き
我
う
づ
く
ま
る
」
は
栗
木
が
第
二
一
回
角
川
短
歌

賞
次
席
（
昭
和
五
十
年
八
月
）
と
な
っ
た
「
二
十
歳
の
譜
」
の
一
首
で
あ
り
、小
題
「
貧
し
き
自
己
」
と
同
時
期
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

つ
ま
り
栗
木
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
苦
し
い
状
況
だ
っ
た
自
己
と
向
き
合
う
中
で
作
歌
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
当
時
の
栗
木
に
と
っ

て
「
短
歌
」
と
は
何
か
、
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
短
歌
」
と
い
う
自
己
表
現
、
自
己
救
済

の
手
段
と
場
を
得
て
、
栗
木
は
理
学
部
に
残
り
学
問
を
続
け
て
い
く
。
だ
が
、
そ
の
後
の
歌
か
ら
も
迷
い
悩
む
姿
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、

割
り
切
れ
て
何
の
懐
疑
も
認
め
ざ
る
数
字
の
世
界
時
に
恋
し
き

（
６
）　

で
は
、
理
学
と
い
う
学
問
の
竹
を
割
っ
た
よ
う
な
爽
快
さ
に
対
し
、
割
り
切
れ
な
い
自
身
の
人
生
を
比
較
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

次
の

物
質
に
徹
す
る
強
さ
我
に
な
く
生
体
学
を
と
ら
む
と
決
め
し
日　

少
し
づ
つ
逞
し
く
な
り
少
し
づ
つ
疎
ま
れ
始
む
迷
ひ
小
猫
よ

（
７
）

で
は
、
自
己
の
限
界
も
素
直
に
認
め
な
が
ら
も
、
自
身
を
理
学
部
と
い
う
場
所
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
小
猫
に
喩
え
て
も
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
今
ま
で
の
よ
う
に
た
だ
の
小
猫
で
は
な
く
、
理
学
部
と
い
う
男
社
会
の
中
で
少
し
ず
つ
生
き
抜
く
術
を
身
に
つ
け
て
き
た

逞
し
さ
も
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
周
り
の
評
価
に
も
敏
感
に
な
っ
て
い
る
自
身
に
も
気
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
次

四
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五

の
二
首
も
挙
げ
た
い

（
８
）

。

バ
ー
ナ
ー
に
火
と
も
し
く
る
る
人
の
手
と
食
細
き
我
の
小
さ
き
手
と
あ
り

実
験
の
合
間
に
食
ぶ
る
夕
食
は
男
子
学
生
ら
と
同
じ
も
の
取
る

一
首
目
で
は
、「
バ
ー
ナ
ー
に
火
と
も
し
く
る
る
人
」、
恐
ら
く
男
子
学
生
と
「
食
細
き
我
」
の
「
手
」
に
注
目
し
て
い
る
。「
手
」
の

違
い
に
よ
り
、
栗
木
は
自
分
の
弱
さ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
気
が
す
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
次
の
歌
で
は
、「
食
細
き
我
」
は
、
実
験

は
苦
手
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、合
間
の
食
事
は
、男
子
学
生
と
同
じ
も
の
を
食
べ
る
と
詠
む
。
そ
れ
は
今
ま
で
自
身
を
「
貧
し
き
自
己
」「
貧

し
き
我
」
と
称
し
て
い
た
作
者
の
成
長
で
あ
り
、
決
意
の
表
れ
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

昭
和
五
十
年
、「
短
歌
」
と
出
会
い
、
賞
を
取
っ
た
栗
木
は
翌
年
も
続
け
て
会
誌
『
コ
ス
モ
ス
』
に
投
稿
し
、
同
時
に
『
短
歌
』（
角
川

書
店
）
に
も
活
躍
の
場
を
拡
げ
て
い
く
。
特
に
、
毎
号
の
よ
う
に
投
稿
し
て
い
る
『
コ
ス
モ
ス
』
で
は
、
当
時
の
栗
木
の
複
雑
な
感
情
が

刻
々
と
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
、

タ
ク
シ
ー
の
空
車
幾
台
走
り
過
ぎ
行
方
を
も
た
ぬ
わ
れ
の
寂
し
さ

（
９
）　

で
は
、
タ
ク
シ
ー
の
「
空
車
」
表
示
が
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
に
行
け
ば
い
い
の
か
悩
ん
で
い
る
青
春
期
の
作
者
の
心
情
を
表
し
て
い
る
。
そ

の
よ
う
な
自
分
を
「
寂
し
い
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
号
の
小
題
「
ト
ル
ソ
ー
の
静
寂）

10
（

」
で
は
、

議
論
よ
り
君
と
歩
く
が
楽
し
き
と
口
に
は
出
せ
ず
資
料
広
ぐ
る

ト
ル
ソ
ー
の
静
寂
を
恋
ふ
と
言
ふ
君
の
傍か

た

辺へ

に
生
あ
る
我
の
坐
ら
な

雨
後
の
陽
が
遍
く
躍
る
山
に
立
ち
我
ら
創
世
の
男
女
と
な
ら
む

我
も
ま
た
人
に
好
か
れ
ぬ
性さ

が

あ
り
と
畳
を
横
に
這
ふ
蜘
蛛
を
見
ぬ

丸
ま
り
し
虫
の
死
骸
の
占
め
ゐ
た
る
極
み
の
空く

う

に
夜
は
流
れ
た
り

と
連
作
に
な
っ
て
お
り
、「
君
」
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、「
恋
」
の
歌
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
嫌
わ
れ
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
「
蜘
蛛
」
と
自

分
を
重
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、作
者
の
成
就
し
て
い
な
い「
片
思
い
」を
描
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
続
け
て
次
の
歌
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
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疲
れ
果
て
屈こ

ご

め
し
体
に
共
鳴
し
内
臓
の
音
哀
し
く
呻
く

先
に
栗
木
が
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
当
時
の
栗
木
の
挫
折
を
表
し
て
お
り
、「
短
歌
」
と
出
会
う
こ
と
で
克
服
で
き
た
感
情
で
も

あ
る
。
ま
た
同
号
で
は
次
の
歌
も
興
味
深
い
の
で
挙
げ
る）

11
（

。

手
に
重
き
化
学
書
借
り
て
別
れ
来
ぬ
学
ぶ
な
と
君
は
言
ひ
て
は
く
れ
ず

こ
の
歌
に
も
「
君
」
が
登
場
す
る
。
作
者
は
好
き
な
「
君
」
に
「
学
ぶ
な
」
と
言
っ
て
欲
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
理
学
と
い
う
学

問
に
溶
け
込
め
ず
苦
し
ん
で
い
る
栗
木
の
心
情
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
表
れ
で
は
な
い
か
。
だ
が
、「
君
」
は
言
っ
て
は
く
れ
ず
、

作
者
は
落
胆
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
素
直
な
作
者
の
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
一
首
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
次
で
は
「
月
」
と
自
分
を
重
ね
て

詠
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

自
ら
は
光
ら
ぬ
ゆ
ゑ
に
小
さ
く
見
ゆ
る
月
の
細
さ
を
潔
し
と
思
ふ

敷
石
に
揺
る
る
家
庭
の
明
き
灯
を
吐
物
の
ご
と
く
避
け
て
通
り
ぬ

あ
る
時
は
暗
き
面
を
見
せ
て
ゐ
る
月
に
真
向
ひ
君
と
歩
み
ぬ

特
に
一
首
目
は
「
月
」
の
特
性
で
あ
る
、
自
分
で
光
を
発
せ
ず
太
陽
の
反
射
で
明
る
く
光
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
い
る
の
が

興
味
深
い
。
太
陽
に
よ
っ
て
光
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
「
月
」
は
小
さ
く
見
え
て
潔
い
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、人
間
は
、

自
分
は
ど
う
か
、
と
自
問
自
答
し
て
い
る
作
者
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

栗
木
が
「
十
代
」
を
テ
ー
マ
に
詠
ん
だ
歌
二
首
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
発
表
時
期
は
異
な
る
が
、
次
に
挙
げ
て
み
た
い
。

背
後
よ
り
来
む
も
の
な
べ
て
甘
か
り
し
記
憶
を
も
ち
て
十
代
終
へ
ぬ）

12
（

　

悩
み
事
数
限
り
な
く
持
ち
て
ゐ
し
我
が
十
代
よ
甘
や
か
に
し
て）

13
（

　
　
　

両
首
と
も
に
「
甘
い
」「
十
代
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
二
首
と
も
に
大
学
四
年
生
の
時
の
歌
で
あ
り
、
栗
木
に
と
っ
て
「
十
代
」
と
は

「
子
供
時
代
の
終
焉
」
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
卒
業
後
は
就
職
し
、社
会
へ
と
出
て
い
く
。
だ
か
ら
こ
そ
「
十
代
」
を
「
甘
い
」

想
い
出
の
象
徴
と
し
て
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

六
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以
上
、
本
論
を
展
開
す
る
上
で
必
要
と
な
る
、
作
者
の
二
十
歳
前
後
の
心
情
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
。

三
、「
社
会
詠
」
の
原
点
と
そ
の
萌
芽

前
章
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
「
社
会
詠
」
の
原
点
を
初
期
作
品
の
中
に
探
っ
て
み
た
い
。

現
在
の
栗
木
短
歌
の
特
質
の
一
つ
は
「
社
会
詠）

14
（

」
で
あ
る
が
、
第
一
歌
集
『
水
惑
星
』
で
は
「
社
会
詠
」
の
存
在
は
薄
い
。
だ
が
、
初

出
を
調
査
す
る
と
、
歌
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
「
社
会
詠
」
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
歌
の
存
在
に
気
付
く
。
そ
れ
ら
の
歌
か
ら
、
現

在
の
栗
木
短
歌
の
特
質
で
あ
る
「
社
会
詠
」
の
原
点
は
、大
学
時
代
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、栗
木
短
歌
の
「
社

会
詠
」を
考
察
す
る
一
助
と
し
て
初
期
作
品
を
小
稿
で
は
分
析
し
て
み
た
い
。具
体
的
に
は
第
一
歌
集『
水
惑
星
』か
ら
小
題「
二
十
歳
の
譜
」

「
細
き
未
来
」「
ト
ル
ソ
ー
の
静
寂
」「
頬
は
太
ら
ず
」「
ガ
ロ
ア
の
生
涯
」「
寂
し
き
名
の
店
」「
芯
か
た
き
李
」「
夏
」「
銀
杏
降
る
頃
」「
冬

と
な
る
街
」「
さ
よ
な
ら
京
都
」、
短
歌
結
社
「
コ
ス
モ
ス
」
の
会
誌
、『
短
歌
』（
角
川
書
店
）
を
考
察
対
象
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て

栗
木
が
学
生
時
代
に
発
表
し
た
作
品
で
あ
る
。

栗
木
が
第
二
十
一
回
角
川
短
歌
賞
次
席
と
な
り
、
注
目
を
集
め
た
「
二
十
歳
の
譜
」
五
十
首
と
、
同
時
期
に
短
歌
結
社
「
コ
ス
モ
ス
」

会
誌
に
出
詠
さ
れ
た
作
品
に
「
大
学
紛
争
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、

キ
ヤ
ン
パ
ス
に
夜
更
け
て
立
て
る
看
板
の
そ
こ
だ
け
著
く
雨
降
り
つ
け
ぬ

も
み
合
ひ
て
デ
モ
行
進
す
る
学
生
ら
生
生
し
き
も
の
投
げ
あ
ふ
ご
と
し）

15
（

　

学
友
よ
、
と
連
呼
す
る
声
キ
ャ
ン
パ
ス
の
午
後
の
寡
黙
に
奇
異
に
響
け
り

一い
っ

時と
き

は
赤
に
染
ま
る
が
青
春
と
デ
モ
に
加
は
る
友
の
背
が
見
ゆ

蔑さ
げ
すま

れ
蔑
み
返
す
目
を
も
ち
て
昨
日
の
友
よ
り
、
ア
ジ
ビ
ラ
を
受
く）

11
（

　

七
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の
五
首
で
あ
る
。「
学
友
よ
、」「
蔑

さ
げ
す

ま
れ
」
の
二
首
以
外
は
、歌
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
歌
に
は
「（
立
て
）
看
板
」、「
デ

モ
行
進
す
る
学
生
ら
」、
共
産
主
義
、
大
学
紛
争
を
象
徴
と
す
る
「
赤
」、「
ア
ジ
ビ
ラ
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

同
年
十
一
月
『
短
歌
』
に
発
表
さ
れ
た
「
細
き
未
来
」
に
も
同
じ
テ
ー
マ
の
歌
が
出
詠
さ
れ
て
い
る
。

酒
気
帯
び
て
党
の
批
判
を
せ
し
友
も
寂
し
と
言
ひ
て
卓
に
突
伏
し
ぬ

酒
に
火
照
る
腕
を
ほ
ど
き
て
夜
の
中
へ
敵
意
も
つ
ご
と
別
れ
ゆ
き
た
り

力
で
も
知
で
も
あ
り
得
ぬ
我
ら
酔
ひ
細
き
未
来
を
直
視
し
始
む

酒
の
場
を
離
り
て
覗
く
手
鏡
に
逆
像
一
枚
懈た

ゆ

く
揺
れ
居
り

赤
青
に
花
火
果
て
に
し
暗
闇
に
黙
し
得
ぬ
弱
さ
我
ら
は
持
て
り

友
の
死
を
話
題
に
し
つ
つ
い
つ
に
な
く
生
き
生
き
我
ら
菓
子
な
ど
食
べ
ぬ）

17
（

　

第
一
歌
集
『
水
惑
星
』
に
も
小
題
「
細
き
未
来
」
は
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、「
力
で
も
」「
友
の
死
を
」
以
外
の
歌
は
、
収
め
ら
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
歌
に
も
「
党
」、
共
産
主
義
を
表
す
「
赤
」、
青
年
を
表
す
「
青
」
な
ど
、
や
は
り
「
大
学
紛
争
」
を
表
す
る
言
葉
が
読

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
こ
れ
ら
は
大
学
生
だ
っ
た
栗
木
が
、
京
都
大
学
学
内
、
周
辺
で
見
た
光
景
、
身
近
に
あ
る
「
社
会
」
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
栗
木
が
在
学
し
て
い
た
昭
和
四
十
八
年
か
ら
昭
和
五
十
二
年
の
京
都
大
学
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
か
。
当
時
の
様
子
を

知
る
手
が
か
り
と
し
て
、『
京
都
大
学
百
年
史　

写
真
集
』（
京
都
大
学
出
版
）
を
次
に
引
用
し
た
い
。

京
大
の
紛
争
は
一
九
六
九
（
昭
和
四
十
四
）
年
一
月
十
六
日
の
増
寮
問
題
を
め
ぐ
る
総
長
団
交
決
裂
後
の
学
生
部
封
鎖
に
始
ま
る
。

封
鎖
は
二
十
三
日
ま
で
続
き
、
そ
の
間
学
内
で
は
後
の
全
共
闘
を
中
心
と
す
る
封
鎖
支
持
派
と
五
者
を
中
心
と
し
た
封
鎖
解
除
派

に
よ
る
衝
突
が
繰
り
返
さ
れ
た
。（
中
略
）
そ
の
後
紛
争
は
全
学
に
広
が
り
教
養
部
や
多
く
の
学
部
で
封
鎖
、
授
業
休
止
が
続
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
、
奥
田
東
総
長
は
機
動
隊
導
入
に
よ
る
紛
争
解
決
を
決
意
し
、
九
月
二
十
一
、二
十
二
両
日
に
わ
た
っ
て
時
計
台

八
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を
含
む
全
学
の
封
鎖
解
除
を
行
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
学
内
は
一
応
沈
静
化
に
向
う
が
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七
）
年
か
ら
数
年

間
は
、
経
済
学
部
竹
本
助
手
の
免
職
処
分
を
め
ぐ
り
学
内
で
鋭
い
対
立
が
続
い
た）

18
（

。

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
昭
和
五
十
二
年
に
竹
本
助
手
の
免
職
処
分
が
決
定
さ
れ
た
と
記
し
て
あ
る
点
か
ら
、
栗
木
が
在
学
し
て
い
た

昭
和
五
十
年
は
、
京
都
大
学
で
も
学
内
紛
争
中
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
右
の
記
述
に
よ
る
と
、
昭
和
四
十
四
年
が
学
内
紛
争
の
ピ
ー
ク
時
で

あ
る
と
わ
か
る
こ
と
か
ら
、
栗
木
が
歌
に
詠
ん
だ
昭
和
五
十
年
は
、
大
学
紛
争
も
沈
静
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

京
都
大
学
の
資
料）

11
（

に
よ
る
と
、
栗
木
が
入
学
し
た
昭
和
四
八
年
四
月
一
一
日
の
入
学
式
は
、
学
内
情
勢
を
見
て
混
乱
を
お
そ
れ
、
全
学
合

同
の
入
学
宣
誓
式
は
中
止
さ
れ
た
。
京
都
大
学
で
入
学
式
が
中
止
さ
れ
た
の
は
戦
後
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
記
録
に
あ
る
。
そ
の
後

も
学
生
が
授
業
を
妨
害
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
十
一
月
七
日
に
は
、
前
田
総
長
、
学
生
部
長
ら
を
学
生
が
追
求
し
、
大
学
の
要
請
で
機
動

隊
が
出
動
す
る
騒
ぎ
に
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
沈
静
化
し
つ
つ
あ
っ
た
京
都
大
学
に
於
け
る
大
学
紛
争
だ
が
、
栗
木
は
入
学
当
初
よ

り
、
キ
ャ
ン
パ
ス
で
そ
れ
ら
の
光
景
を
目
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
栗
木
が
「
大
学
紛
争
」
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場
で
い

た
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
で
本
人
が
語
っ
て
い
る
も
の
は
管
見
の
限
り
な
い
。
だ
が
次
の
三
首
、

キ
ヤ
ン
パ
ス
に
夜
更
け
て
立
て
る
看
板
の
そ
こ
だ
け
著
く
雨
降
り
つ
け
ぬ

も
み
合
ひ
て
デ
モ
行
進
す
る
学
生
ら
生
生
し
き
も
の
投
げ
あ
ふ
ご
と
し　

学
友
よ
、
と
連
呼
す
る
声
キ
ャ
ン
パ
ス
の
午
後
の
寡
黙
に
奇
異
に
響
け
り

か
ら
、
キ
ャ
ン
パ
ス
で
大
学
紛
争
を
日
常
的
に
見
て
い
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
次
の

一い
っ

時と
き

は
赤
に
染
ま
る
が
青
春
と
デ
モ
に
加
は
る
友
の
背
が
見
ゆ

蔑さ
げ
すま

れ
蔑
み
返
す
目
を
も
ち
て
昨
日
の
友
よ
り
、
ア
ジ
ビ
ラ
を
受
く　

で
は
、「
友
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
大
学
紛
争
に
参
加
す
る
身
近
な
「
友
」
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
日
常
を
大
学
生
だ
っ
た
栗
木
は
歌
に
詠
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
「
傍
観
者
」
と
し
て
の
栗
木
の
存
在
で
あ
る
。
栗
木
短
歌
に
お
け
る
「
社
会
詠
」
の
数
が
増
え
た
の
は
、
第

九



大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集

　
第
四
十
四
号

30

五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
で
あ
る
。
本
歌
集
の
「
社
会
詠
」
テ
ー
マ
で
あ
る
世
界
各
地
の
紛
争
や
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
関
連
、
北
朝

鮮
の
拉
致
問
題
な
ど
は
、
テ
レ
ビ
等
の
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
を
基
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
当
時
の
栗
木
は
安
全
な
日
本
国
内
に
お
り
、
問
題
の

「
外
」
に
い
る
。
栗
木
は
「
問
題
の
外
に
い
る
立
場
か
ら
詠
む
社
会
詠
」
を
得
意
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
栗
木
短
歌
の
特
徴
で
あ
る
と
も

い
え
る
だ
ろ
う
。
栗
木
は
常
に
「
傍
観
者
」
の
立
場
か
ら
冷
静
に
「
現
象
の
内
」
を
分
析
し
詠
む
。
そ
の
原
点
と
い
え
る
体
験
が
、
掲
出

歌
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
京
都
大
学
在
学
中
の
「
学
内
紛
争
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
「
傍
観
者
」
の
定
義
に
つ
い

て
述
べ
る
。『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店
）
で
は
「
そ
の
こ
と
に
関
わ
ら
な
い
で
傍
ら
で
み
て
い
る
者
」
と
定
義
し
て
い
る
。
し
か
し
、
栗
木

は
こ
の
定
義
通
り
の
「
傍
観
者
」
で
は
な
い
こ
と
を
こ
こ
で
一
言
記
し
て
お
き
た
い
。『
夏
の
う
し
ろ
』
で
、
佐
田
公
子
が
栗
木
の
「
社

会
詠
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
以
下
に
引
用
し
た
い
。

栗
木
の
社
会
詠
は
、
日
常
の
お
茶
の
間
か
ら
得
た
情
報
を
、
自
己
に
引
き
つ
け
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
時
に
は
斬
新
な
喩
に
よ
っ
て
詠
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
メ
デ
ィ
ア
か
ら
得
ら
れ
た
生
生
し
い
事
件
事
象
が
、
栗
木
の
歌
と
な
っ
て
表
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
独
自

性
に
圧
倒
さ
れ
、
栗
木
と
共
に
そ
の
事
件
事
象
を
追
体
験
す
る
こ
と
と
な
る
。（
中
略
）
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
社
会
詠
の
難

し
さ
は
、
作
者
が
あ
く
ま
で
も
当
事
者
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
栗
木
の
場
合
は
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
日
常
的
に
得
ら
れ
る

情
報
に
真
正
面
に
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
栗
木
と
同
様
に
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
を
受
け
て
い
た
読
者
に
、
強
烈
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
栗
木
の
自
ら
の
問
い
掛
け
は
、
混
迷
の
時
代
を
生
き
る
読
者
に
も
自
身
の
問
題

と
し
て
深
く
刻
み
込
ま
れ
、
人
間
の
存
在
の
深
淵
と
悲
哀
を
訴
え
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

20
（

。

傍
線
部
の
よ
う
に
、
当
事
者
で
は
な
い
栗
木
は
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
情
報
を
自
己
に
引
き
つ
け
て
「
社
会
詠
」
を
作
り
、
当
事
者
で
は
な

い
自
分
、「
傍
観
者
」
の
立
場
か
ら
詠
ん
で
い
る
。
だ
が
、
定
義
通
り
の
「
傍
観
者
」
は
問
題
に
つ
い
て
自
己
に
問
い
か
け
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
も
栗
木
は
定
義
通
り
の
「
傍
観
者
」
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
特
質
は
、
作
歌

活
動
開
始
直
後
で
応
募
し
た
「
二
十
歳
の
譜
」、
同
時
期
の
作
品
に
も）

21
（

断
片
的
に
表
出
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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こ
こ
で
再
び
注
目
し
た
い
の
は
、
第
二
章
で
言
及
し
た
大
学
時
代
の
挫
折
経
験
で
あ
る
。
同
級
生
は
科
学
者
を
志
す
者
ば
か
り
で
、
湯

川
秀
樹
博
士
に
あ
こ
が
れ
て
入
学
し
た
栗
木
と
は
格
段
の
レ
ベ
ル
差
が
あ
っ
た
。
結
果
的
に
、
栗
木
は
落
ち
こ
ぼ
れ
て
い
き
、
劣
等
感
と

挫
折
感
を
味
わ
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
劣
等
感
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
当
時
の
栗
木
を
救
っ
た
の
が
「
短
歌
」
で
あ
っ
た
。
栗
木
は
自

ら
の
想
い
や
感
情
を
一
度
言
語
化
し
、
そ
れ
を
作
品
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
大
学
時
代
、
栗
木
は
掲
出
歌
の
「
友
」
の
よ

う
に
「
大
学
紛
争
」
に
も
積
極
的
に
参
加
で
き
ず
、
入
学
し
た
理
学
部
の
講
義
に
も
つ
い
て
い
け
ず
、
居
場
所
が
な
く
孤
独
や
将
来
へ
の

不
安
を
常
に
感
じ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
栗
木
は
小
題
「
細
き
未
来
」
で
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

何
気
な
く
手
受
け
し
聖
書
へ
の
誘
ひ
の
ビ
ラ
捨
て
難
く
鞄
に
し
ま
ふ）

22
（

小
題
「
細
き
未
来
」
と
い
う
名
が
示
す
よ
う
に
、
ま
た
本
小
題
に
は
大
学
紛
争
を
詠
ん
だ
歌
も
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の

栗
木
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
つ
ま
り
居
場
所
な
し
、
理
解
者
の
不
在
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
求
め
て
い
た
栗
木
に
と
っ
て
、

何
気
な
く
も
ら
っ
た
聖
書
の
ビ
ラ
を
す
ぐ
捨
て
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
い
つ
か
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と

鞄
に
し
ま
う
栗
木
の
揺
れ
る
心
情
が
表
出
し
て
い
る
歌
で
あ
ろ
う
。

「
短
歌
」
と
出
会
っ
た
栗
木
は
大
学
生
だ
っ
た
自
身
の
日
常
を
詠
ん
で
い
き
、
そ
し
て
自
ら
が
感
じ
て
い
る
疎
外
感
や
孤
独
感
、
劣
等

感
と
い
っ
た
実
感
を
歌
に
し
て
詠
ん
で
い
く
。
こ
れ
が
、
佐
田
が
述
べ
て
い
る
「
自
己
に
引
き
つ
け
て
」
詠
む
形
式
、
さ
ら
に
言
う
な
ら

ば
、「
自
分
の
心
の
う
ら
（
真
実
）」
を
詠
む
形
式
で
あ
り
、
こ
れ
が
後
の
栗
木
短
歌
に
お
け
る
「
社
会
詠
」
の
原
点
と
な
っ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い
。

四
、
初
期
作
品
と
『
夏
の
う
し
ろ
』

　
次
に
初
期
作
品
と
、「
社
会
詠
」
が
増
え
、
高
い
評
価
を
得
た
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
と
の
共
通
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
学
在
学
時
、
構
内
で
目
に
し
た
「
大
学
紛
争
」
に
つ
い
て
栗
木
は
数
首
詠
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
歌
か

ら
は
積
極
的
に
参
加
す
る
様
子
は
窺
え
な
い
。
常
に
「
外
」
か
ら
距
離
を
お
い
て
、
人
々
や
自
己
の
心
情
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
、「
外
」
の
表
面
だ
け
を
見
な
い
栗
木
の
視
点
が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
そ

の
例
と
し
て
栗
木
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
愛
唱
歌
に
も
な
っ
て
い
る
「
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一ひ

と

日ひ

我
に
は
一ひ

と

生よ

」）
23
（

を
挙
げ
た

い
。
こ
の
歌
で
、
栗
木
は
「
君
に
は
一
日
と
い
う
短
い
時
間
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
こ
の
瞬
間
は
一
生
な
の
だ
」
と
詠
ん
で

い
る
。
つ
ま
り
、
事
実
（
表
）
は
「
一
日
」
だ
が
、
私
に
と
っ
て
の
真
実
（
裏
）
は
「
一
生
」
な
の
で
あ
る
、
と
心
の
「
う
ら
＝
真
実
」

を
詠
じ
て
い
る
。
こ
の
視
点
は
、「
社
会
詠
」
が
増
え
た
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
に
も
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、『
夏
の
う
し
ろ
』
の

あ
と
が
き
で
、
栗
木
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

歌
集
名
の
『
夏
の
う
し
ろ
』
は
、
文
字
通
り
夏
と
い
う
季
節
の
う
し
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
、
青
春
の
う
し
ろ
、
繁
栄
の
う
し
ろ
、

戦
い
の
う
し
ろ
、
二
十
世
紀
の
う
し
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
現
象
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
そ
の
次
に
や
っ
て
く
る
新
し
さ
に
す
ぐ

に
目
を
向
け
が
ち
で
す
が
、
新
し
さ
を
追
う
前
に
今
し
ば
し
立
ち
ど
ま
っ
て
「
う
し
ろ
」
を
丁
寧
に
見
つ
め
て
み
る
こ
と
も
大
切
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
ん
な
思
い
を
込
め
て
歌
集
名
と
し
ま
し
た）

24
（

。

傍
線
部
で
「
う
し
ろ
」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
本
歌
集
に
は
表
面
で
は
な
く
、
物
事
の
「
う
し
ろ
（
裏
）」
に
着
目
し
た
歌
が
数
首
詠

ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

洪
水
の
ご
と
蛍
光
灯
明
る
す
ぎ
真
夜
の
コ
ン
ビ
ニ
に
人
も
モ
ノ
も
見
え
ず）

25
（

　
　
　
　

好
き
だ
つ
た
映
画
ス
タ
ー

ブ
ロ
ン
ド
の
ト
ロ
イ
・
ド
ナ
ヒ
ュ
ー
逝
き
夏
も
行
き
わ
が
ア
メ
リ
カ
に
遠
く
手
を
振
る

で
は
、「
青
春
の
う
し
ろ
」、「
繁
栄
の
う
し
ろ
」
を
、
次
の

武
器
回
収
さ
れ
た
る
の
ち
は
農
機
具
も
て
殺
し
合
ふ
な
り
隣
人
な
れ
ば　
　
コ
ソ
ボ
紛
争

）
27
（

 

で
は
、「
戦
い
の
う
し
ろ
」
を
、

一
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汗
ま
み
れ
の
夕
日
が
森
に
沈
む
夏　

負
け
戦

い
く
さ

負
け
つ
づ
け
て
死
者
た
ち）

28
（

で
も
、「
戦
い
の
う
し
ろ
」、「
夏
の
う
し
ろ
」
を
詠
ん
で
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
戦
争
の
世
紀
」
と
呼
ば
れ
た
「
二
十
世
紀
」

の
う
し
ろ
も
表
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
小
題
「
夏
の
う
し
ろ
」
で
は
、

夏
の
う
し
ろ
、
夕
日
の
う
し
ろ
、
悲
し
み
の
う
し
ろ
に
き
つ
と
天
使
ゐ
る
ら
む）

21
（

と
詠
み
、
こ
の
歌
で
は
栗
木
の
「
う
し
ろ
（
裏
）」
を
見
る
視
点
、
す
な
わ
ち
、
心
の
「
う
ら
＝
真
実
」
を
見
る
視
点
が
明
確
に
提
示
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
初
期
作
品
に
既
に
表
出
し
て
い
た
現
象
の
う
ら
、
物
事
の
「
う
し
ろ
」、
表
層
で
は
な
く
深

層
に
大
事
な
も
の
（
真
実
）
が
あ
る
と
い
う
栗
木
の
視
点
が
、
本
歌
集
で
も
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
、
栗
木
短
歌
の
原
点
を
考
察
し
、
そ
の
ゆ
く
え
を
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
の
作
品
群
に
確
認
し
た
。
最
後
に
、
考
察
の
結
果
、

明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
ま
と
め
て
み
た
い
。

ま
ず
、
手
順
と
し
て
、
京
都
大
学
在
学
時
の
歌
を
初
期
作
品
と
位
置
づ
け
た
上
で
分
析
、
考
察
を
し
た
。
具
体
的
に
は
、
初
出
調
査
を

通
し
、第
一
歌
集
『
水
惑
星
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
歌
の
存
在
に
着
目
し
た
と
こ
ろ
、当
時
の
栗
木
が
抱
え
て
い
た
挫
折
感
、劣
等
感
、

孤
独
感
を
作
品
に
詠
み
、「
コ
ス
モ
ス
」
に
毎
号
出
詠
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
ら
の
歌
の
変
遷
を
辿
る
と
、
最
初
は
挫
折
感
、

劣
等
感
、
孤
独
感
が
色
濃
く
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
次
第
に
作
者
自
身
の
成
長
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
二
十
歳
で
「
短
歌
」
と
出

会
い
、「
貧
し
き
自
己
」
と
向
き
合
い
、
自
身
の
「
心
の
奥
」
を
一
人
称
で
詠
む
こ
と
で
、
文
学
性
の
高
い
作
品
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
く

過
程
と
重
な
る
。
こ
こ
で
看
過
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
初
期
作
品
時
代
に
栗
木
が
直
面
し
て
い
た
挫
折
感
、
劣
等
感
、
孤
独
感
が
、
栗
木

の
「
表
層
で
は
な
く
深
層
に
大
事
な
も
の
、
真
実
が
あ
る
」
と
い
う
視
点
を
形
成
し
て
い
く
の
に
大
事
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
い
う

一
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こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
、前
章
を
踏
ま
え
な
が
ら
、栗
木
作
品
の
特
質
と
さ
れ
る「
社
会
詠
」の
原
点
と
そ
の
萌
芽
を
初
期
作
品
に
探
っ
た
。「
二
十
歳
の
譜
」

を
始
め
、
京
都
大
学
在
学
中
に
詠
ん
だ
歌
に
は
、
当
時
の
栗
木
の
身
近
に
あ
っ
た
「
大
学
紛
争
」
が
テ
ー
マ
の
も
の
が
あ
っ
た
。「
短
歌
」

と
出
会
っ
た
栗
木
は
大
学
生
だ
っ
た
自
身
の
日
常
を
詠
ん
で
い
き
、
そ
し
て
自
ら
が
感
じ
て
い
る
疎
外
感
や
孤
独
感
、
劣
等
感
と
い
っ
た

実
感
を
歌
材
と
し
な
が
ら
、
心
の
深
奥
に
あ
る
も
の
を
素
直
に
歌
に
し
、
詠
ん
で
い
く
。
さ
ら
に
「
学
内
紛
争
」
を
通
し
て
、「
傍
観
者
」

の
立
場
で
冷
静
に
「
現
象
の
内
側
」
を
分
析
し
て
詠
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
う
し
た
体
験
を
通
し
て
、
栗
木

は
「
現
象
の
表
面
で
は
な
く
内
側
」
を
詠
む
視
点
や
表
現
技
法
を
養
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
社
会
詠
が
数
多
く
詠
ま
れ
た
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
の
作
品
群
に
目
を
転
じ
て
考
察
を
加

え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
大
学
時
代
の
初
期
作
品
群
に
認
め
ら
れ
た
「
表
層
で
は
な
く
深
層
に
大
事
な
も
の
、
真
実
が
あ
る
」
と
い
う
視

点
が
、『
夏
の
う
し
ろ
』
で
は
、「
社
会
現
象
の
表
層
で
は
な
く
深
層
に
大
事
な
も
の
、
真
実
が
あ
る
」
と
い
う
形
に
引
き
継
が
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
栗
木
短
歌
の
原
点
で
あ
る
「
表
層
で
は
な
く
深
層
に
大
事
な
も
の
、
真
実
が
あ
る
」
と
い
う
初
期

作
品
の
視
点
は
、
第
五
歌
集
『
夏
の
う
し
ろ
』
の
「
社
会
詠
」
に
も
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

註
（1）
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
伊
藤
一
彦
×
栗
木
京
子
」（『
栗
木
京
子
』　

青
磁
社
、
平
成
二
六
年
収
載
）
六
九
頁
。

（2）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
十
年
六
月
号
）
一
三
六
頁
。

（3）
註

（1）
に
同
じ
。
六
八
、六
九
頁
。

（4）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
十
年
八
月
号
）
四
八
頁
。

（5）
栗
木
京
子
『
短
歌
を
楽
し
む
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書　

岩
波
書
店
、
平
成
一
一
年
）
七
四
、七
五
頁
。

（6）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
十
年
九
月
号
）
四
八
頁
。

一
四
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（7）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
十
年
十
月
号
）
一
四
六
頁
。

（8）
『
コ
ス
モ
ス
』
昭
和
五
十
年
一
二
月
号
）
一
四
七
頁
。

（9）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
一
年
一
月
号
）
一
四
九
頁
。

（10）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
一
年
二
月
号
）
四
四
頁
。

（11）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
一
年
二
月
号
）
一
三
二
頁
。

（12）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
一
年
六
月
号
）
一
五
三
頁
。

（13）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
二
年
一
月
号
）
一
五
九
頁
。

（14）
社
会
詠
に
つ
い
て
は
、
坂
井
修
一
が
『
岩
波
現
代
短
歌
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
一
年
）、「
社
会
詠
」
の
項
で
以
下
の
よ
う
に

ま
と
め
て
い
る
。

近
代
以
後
、
個
人
の
感
情
生
活
や
心
理
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
短
歌
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
実
社
会
へ
の
批
判
精

神
の
欠
落
を
危
ぶ
む
声
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
狭
義
の
社
会
詠
は
、
イ
ン
フ
レ
や
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
社
会
事
象
そ
の
も
の
を
直

接
に
歌
っ
た
も
の
。
広
義
に
は
、
素
材
や
詠
風
の
具
体
性
の
有
無
に
よ
ら
ず
、
社
会
を
見
た
り
批
判
し
た
り
す
る
回
路
を
示
し

た
作
品
を
社
会
詠
と
い
っ
て
よ
い
。

（15）
『
コ
ス
モ
ス
』（
昭
和
五
十
年
八
月
号
）
四
八
頁
。

（11）
「
二
十
歳
の
譜
」（『
短
歌
』
昭
和
五
十
年
八
月
号
）
三
五
頁
。

（17）
『
短
歌
』（
昭
和
五
十
年
一
一
月
号
）
一
七
六
、一
七
七
頁
。

（18）
『
京
都
大
学
百
年
史　

写
真
集
』（
京
都
大
学
後
援
会
、
平
成
九
年
）
一
一
〇
頁
。

（11）
『
京
都
大
学
百
年
史　

総
説
編
』（
京
都
大
学
講
演
会
、
平
成
十
年
）
六
五
二
頁
を
稿
者
が
適
宜
ま
と
め
た
。

（20）
佐
田
公
子
「『
夏
の
う
し
ろ
』
の
発
展
―
―
社
会
詠
と
日
常
詠
の
深
化
」（『
栗
木
京
子
の
作
品
世
界
』
短
歌
新
聞
社
、
平
成
二
〇
年
）

二
八
三
、二
八
四
頁
。

一
五
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（21）
例
え
ば
、註

（4）
で
紹
介
し
た
小
題
「
貧
し
き
自
己
」
の
「
風
渡
る
林
に
君
と
居
る
と
き
も
貧
し
き
自
己
に
震
へ
て
ゐ
た
り
」
で
あ
る
。

大
学
紛
争
の
輪
に
入
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
自
己
と
向
き
合
い
歌
に
詠
ん
で
い
る
。

（22）
註

（17）
に
同
じ
。

（23）
註

（11）
に
同
じ
。

（24）
栗
木
京
子
『
夏
の
う
し
ろ
』（
短
歌
研
究
社
、
平
成
一
五
年
）
一
七
七
頁
。

（25）
註

（24）
に
同
じ
。
九
頁
。

（21）
註

（24）
に
同
じ
。
六
九
頁
。

（27）
註

（24）
に
同
じ
。
八
頁
。

（28）
註

（24）
に
同
じ
。
一
二
九
頁
。

（21）
註

（24）
に
同
じ
。
一
四
四
頁
。

一
六




