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金
子
み
す
ゞ
の
詩
作
品
と
詩
の
背
景
を
な
す
環
境
面
に
考
察
を
試
み
る
。

作
品
は
海
関
係
を
中
心
に
三
つ
四
つ
、
環
境
面
は
彼
女
の
鯨
魚
詩
成
立
の
背

景
を
な
す
古
里
の
歴
史
と
文
化
を
中
心
に
調
査
考
察
す
る
。

�
�
�

�
�

①
舟
で
く
る
子
も
あ
り
ま
し
た
、
＼
峠
を
越こ

す
子
も
あ
り
ま
し
た
。

②
う
し
ろ
は
山
で
蝉
の
声
、

＼
ま
へ
は
つ
つ
み
で
葦
の
風
。

③
田
圃
た
ん
ぼ

を
越
え
て
海
が
み
え
、

＼
真
帆
も
片
帆
も
ゆ
き
ま
し
た
。

④
赤
い
瓦
に
、
雪
が
消
え
、

＼
青
い
お
空
に
桃
が
咲
き
、

⑤
新
入
生
の
く
る
こ
ろ
は
、

＼
鳰に
ほ

も
、
か
へ
ろ
も
啼な

き
ま
し
た
。

⑥
黒
い
つ
つ
み
を
背せ
な

に
お
ひ
、

＼
あ
か
い
苺
い
ち
ご
も
も
ぎ
ま
し
た
。

⑦
赤
い
瓦
の
学
校
よ
、

＼
水
に
う
つ
つ
た
、
あ
の
屋
根
よ
、

⑧
水
に
う
つ
つ
た
、
影
の
よ
に
、
＼
い
ま
は
こ
こ
ろ
に
あ
る
ば
か
り
。

作
詩
技
術
、
縁
語
掛
詞
が
目
立
つ
。
②
堤
は
⑥
包
み
の
掛
詞
、
③
ゆ
き
は
④

雪
の
掛
詞
に
し
て
⑤
か
へ
ろ
の
縁
語
、
⑤
か
へ
ろ
は
蛙
の
変
化
形
に
し
て

｢

帰

ろ｣

の
掛
詞
、
か
へ
ろ
↓
か
へ
る
の
変
化
は
、
学
校
国
語
文
法
、
帰
ら
・
帰
り
・

帰
る
・
帰
れ
な
ど
の
国
語
動
詞
活
用
を
想
起
、
こ
う
し
て
み
す
ゞ
の
心
情
表
現

に
か
よ
う
動
詞
風
の
揺
れ
動
き
は
⑧
詩
の
終
末
部
に
収
束
さ
れ
て
ゆ
く
。

⑥
青
い
葉
、
緑
を
か
き
わ
け
て
、
あ
か
い
苺
と
で
も
表
現
で
き
る
と
こ
ろ
、

あ
え
て
⑥
黒
い
包
み
を
出
す
に
は
わ
け
が
あ
る
。
こ
れ
を
②
堤
と
掛
詞
し
て
念

押
リ
フ
レ
イ
ン
し
、
心
ひ
そ
か
に
文
字
に
刻
み
込
む
た
め
と
判
断
す
る
。

こ
の
堤
の
地
名
と
し
て
の
固
有
名
詞
を
答
え
よ
と
問
わ
れ
れ
ば
答
に
窮
す
、

み
す
ゞ
と
級
友
、
そ
れ
に
里
の
人
々
の
み
知
る
小
池
提
ゆ
え
に
。
俗
に

｢

フ
ン

ヂ
ュ
ウ(

藤
中(

１))

の
カ
エ
ル
ヅ
ツ
ミ｣

と
言
う
。
み
す
ゞ
は
こ
れ
を

｢

帰
る

(

蛙)｣

と

｢

つ
つ
み｣

に
二
分
割
し
変
形
分
散
、
そ
の
心
と
と
も
に
詩
の
中
に

そ
っ
と
つ
つ
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

詩
の
中
に
小
池
堤
の
名
称
が
見
え
隠
れ
す
る
。
そ
の
所
在
地
は
山
口
県
長
門

市
東
深
川

ひ
が
し
ふ
か
わ

藤
中
で
あ
る
。
こ
の
地
に
彼
女
の
卒
業
校
大
津
高
等
女
学
校
が
か
つ

て
存
在
し
、
瀬
戸
崎
尋
常
小
学
校
近
辺
に
堤
や
山
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

『

学
校』

は
実
在
し
た
母
校
高
女
と
時
の
推
移
を
想
い
つ
つ
創
作
さ
れ
た
作
品

と
判
断
し
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

詩
の
問
題
点

み
す
ゞ
が
東
よ
り
西
へ
登
校
す
る
方
向
本
位
に
記
す
。
登
校

途
中
、
緑
ヶ
丘
地
区
よ
り
さ
ら
に
西
へ
、
池
を
左
手
に
堤
道
を
進
み
、
堤
の
終

端
に
鹿
嶋
廣
夫
や
よ
ひ
ご
夫
妻
の
寓
居(1965)

、
四
・
五
軒
ほ
ど
家
が
続
い

て
左
折
、
正
門
に
至
る
。
正
門
前
の
前
方

(

北)

に
田
圃
さ
ら
に
北
面
に
海
が

あ
る
。
こ
の
正
門
を
基
準
点
と
す
る

(

正
門
前
で
顔
は
北
向
・
方
角
は
概
略)

。

校
地
の
位
置
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
詩
の
内
容
か
ら
校
地
は
堤
と
山
の
間
で
明

瞭
と
反
論
の
向
き
も
あ
る
か
。
堤
と
山
の
間
に
校
地
が
例
え
ば
Ｖ
字
状
に
介
在

す
れ
ば
反
論
は
成
立
す
る
。
だ
が
実
在
と
し
て
成
立
せ
ず
、
詩
の
第
②
連
全
体

は
実
は
校
地
の
東
側
面
を
描
く
。
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詩
に
記
す｢

ま
へ｣

は｢

つ
つ
み｣

か｢

田
圃｣

か
、
こ
れ
が
問
題
と
な
る
。

実
在
と
し
て
の
位
置

Ａ
海
・
Ｂ
田
圃
・
Ｃ
正
門
・
Ｄ
校
舎
、
こ
の
北
↓
南
の

直
線
軸
の
東
側
、
前
述
正
門
前
よ
り
家
屋
数
軒
隔
て
た
東
側
に
堤
が
、
堤
の
奥

(
南)

に
山
が
あ
る
。
ゆ
え
に
学
校
前
方
に
堤
を
望
め
ば
学
校
の
後
方
は
西
の

例
え
ば
板
持
い
た
も
ち

地
区
や
正
明
市

し
ょ
う
み
ょ
う
い
ち地
区
方
面
と
な
っ
て
、
第
②
連
の
表
現
は
実
在
的

に
は
無
理
で
あ
り
成
立
し
な
い
。

推
測
を
加
え
る
。
多
分
、
当
初
草
稿
に
正
確
な
る
実
在
位
置
が
忘
れ
も
せ
ず

記
述
さ
れ
た
、
例
え
ば

｢

ま
へ
は
田
圃
で
海
が
み
え
、
真
帆
も
片
帆
も
ゆ
き
ま

し
た
。｣

な
ど
と
。
だ
が
彼
女
は
景
色
の
展
開
や
四
季
の
推
移
な
ど
文
芸
効
果

に
傾
注
し
て
実
在
位
置
へ
の
配
慮
を
忘
却
し
た
。
こ
れ
を

｢

田
圃
を
越
え
て
海

が｣

と
改
め
、
削
っ
た

｢
ま
へ
は｣

を
新
規
追
加
部
分
に
移
し
た
と
推
測
。
新

規
追
加
部
分
と
は
現
在
の
第
②
連
の
こ
と
で
あ
る
。

②
う
し
ろ
は
山
で
蝉
の
声
、
＼
ま
へ
は
つ
つ
み
で
葦
の
風

(

前
後
の
順
、
不
自
然
な
が
ら
倒
置
は
①
峠
と
②
山
の
接
続
に
配
慮)

だ
か
ら

｢

ま
へ｣

と

｢

田
圃｣

は
彼
女
の
意
識
無
意
識
、
彼
女
の
心
の
中
で

は
緊
密
に
重
な
り
連
続
し
、
自
身
の
矛
盾
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
。

彼
女
は
こ
の
推
敲
に
四
季
の
推
移
と
リ
フ
レ
イ
ン
効
果
を
得
た
が
校
地
の
実

在
表
現
が
後
退
し
て
正
確
な
る
母
校
の
位
置
を
失
っ
た
、
と
思
う
。
以
上
、
執

筆
創
作
過
程
に
お
け
る
推
敲
追
補
の
痕
跡
を
指
摘
し
た
。

補
説

｢

①
峠
を
越
す
子
も
あ
り
ま
し
た
。②
う
し
ろ
は
山
で｣
と
あ
り
、
連

歌
俳
諧
の
付
合
と
言
う
べ
き
か
、
字
面
の
上
で
絵
に
は
な
る
。
だ
が
最
も
近
い

深
川
村
と
日へ

置き

村
境
の
椎
木
峠

し
い
の
き
だ
お�

２�

は
正
門
前
を
西
へ
数
㎞
、
他
方
、
②

｢
山｣

は
学
校
裏
手
、
実
在
上
①
と
②
は
連
続
展
開
し
な
い
。

⑤

｢

か
へ
ろ｣

は
ケ
ロ
ケ
ロ
な
ら
ぬ
ウ
ォ
ー
ン
と
低
く
鳴
い
た
か
、
虚
構
設

定
を
含
め
て
委
細
略
し
問
題
提
起
に
止
め
る
。

�
�
�
�
�
�

①
海
か
ら
く
る
も
の
＼
な
あ
に
。

②
海
か
ら
く
る
も
の
＼
夏
、
風
、
さ
か
な
、
＼
バ
ナ
ナ
の
お
籠
。

③
そ
れ
か
ら
、
新し

ん

造ぞ

の
お
舟
に
の
つ
て
、
＼
海
か
ら
く
る
も
の
＼
住
吉
す
み
よ
し

ま
つ
り
。

④
山
か
ら
く
る
も
の
＼
な
あ
に
。

⑤
山
か
ら
く
る
も
の
＼
冬
、
雪
、
小
鳥
、
＼
炭
積つ

ん
だ
お
馬
。

⑥
そ
れ
か
ら
、
ゆ
づ
ゆ
づ
ゆ
づ
り
葉
に
の
つ
て
、
＼
山
か
ら
く
る
も
の
＼
お
正
月
。

高
遠
信
次
氏(

３)

は
バ
ナ
ナ
か
ら
下
関
の
詩
と
、
今
野
勉
氏(

４)

は
山
は
青
海
島

大
日
比
地
区
・
住
吉
は
同
じ
く
通
地
区
の
祭
と
解
し
青
海
島
の
詩
と
さ
れ
る
。

両
論
別
れ
る
が
論
者
は
青
関
不
問
の
一
般
詩
の
立
場
を
と
る
。
た
だ
青
海
島
と

す
れ
ば
問
題
が
生
じ
る
。
端
的
に
は
青
海
島
に
炭
積
む
馬
は
不
要
で
あ
る
。

炭
焼
き
は
俵
山
、
深
川
を
中
心
に(

５)

行
わ
れ
、
海
辺
の
仙
崎
へ
こ
れ
を
運
び
、

小
舟
で
島
へ
渡
さ
れ
、
炭
積
む
馬
を
小
舟
に
載
せ
る
必
要
は
な
く
、
木
炭
の
島

内
生
産
は
山
林
面
積
や
伐
採
↓
植
樹
↓
伐
採
の
回
転
か
ら
永
続
性
が
な
い
。

『

角か
ど

の
乾
物
屋
の』

に
③

｢

三
軒
目
の
酒
屋
の
＼
炭
俵
、
＼
山
か
ら
来
た
馬

＼
い
ま
飼
葉
か
ひ
ば

。｣

と
あ
り
、『

町
の
馬』

に

(

空
車
を
引
い
て
山
へ
帰
る
馬
は
楽

だ
が
逆
に
海
か
ら
山
へ
峠
越)

魚
積
む
馬
は
重
労
働
で
叱
ら
れ
叱
ら
れ

｢

か
な

し
い
馬
よ｣

と
み
す
ゞ
は
言
う
。

｢

住
吉
ま
つ
り｣

は
海
の
、
夏
の
イ
ベ
ン
ト
の
総
称
を
単
な
る
こ
の
一
名
詞

で
具
象
化
表
現
し
た
こ
と
と
思
う
。
①
大
阪
の
住
吉
大
社
②
長
門
国
一
ノ
宮
の

下
関
住
吉
神
社
③
博
多
住
吉
、
こ
れ
を
俗
に
日
本
三
住
吉
と
い
う
。
住
吉
社
は

対
馬
に
至
る
ま
で
他
に
数
多
く
、
そ
の
他
、
海
洋
系
に
宗
像
金
比
羅
厳
島
貴
船
…
…

・
豊
漁
神
西
宮
え
び
す
御
伊
勢
な
ど
数
多
あ
る
。
以
上
の
総
称
、
日
本
四
海
へ

の
広
が
り
と
個
別
各
社
の
歴
史
的
奥
深
さ
、
そ
の
空
間
時
間
の
総
体
を
住
吉
一

語
で
表
現
。
作
品
前
半

｢

住
吉
ま
つ
り｣

と
後
半

｢

お
正
月｣

の
対
称
性
、
こ

の
対
比
か
ら
冬
に
対
す
る
夏
の
イ
ベ
ン
ト
、
児
童
に
は
籠
盛
り
の
夢
の
果
物
を

金子みすゞとそのふるさと ���
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も
た
ら
す
海
、
そ
の
海
を
渡
っ
て
人
々
に
幸
を
も
た
ら
す
神
の
夏
祭
、
か
か
る

概
念
を

｢

住
吉
ま
つ
り｣

一
語
に
託
し
て
表
現
し
た
と
判
断
す
る
。

注
意
す
べ
き
は
こ
の
詩
の
中
心
を
な
す
虚
構

｢

新
造
の
お
舟｣

の
奥
底
に
ひ

そ
む
無
言
の
表
現
で
あ
る
。

｢

見
え
ぬ
け
れ
ど
も
あ
る
ん
だ
よ
、
＼
見
え
ぬ
も
の
で
も
あ
る
ん
だ
よ
。｣

(『

星
と
た
ん
ぽ
ぽ』)

神
幸
船
を
毎
年

｢
新
造｣

す
る
こ
と
は
経
済
的
に
負
担
が
重
く
て
無
理
で
あ

り
、
ま
た
何
十
年
ぶ
り
の
そ
の
機
会
を
と
ら
え
た
詩
と
も
考
え
難
い
。｢

新
造｣

は
方
便
と
し
て
の
ウ
ソ
即
ち
虚
構
設
定
と
判
断
す
る
。
だ
が
光
に
対
す
る
夏
祭

の
影
の
部
分
、
老
廃
船
や
諏
訪
思
想
に
お
け
る
贄
の
如
き
に
は
全
く
言
及
し
な

い
。
重
要
箇
所
で
沈
黙
し
、
読
者
に
拡
が
り
を
与
え
る
。

新
造
の
対
称
語
は
後
半
の
ユ
ズ
リ
葉
で
あ
り
、
み
す
ゞ
は
作
品
前
半
で
活
力

面
本
位
に
表
現
す
る
が
贄
面
を
叙
せ
ず
終
末
を
ユ
ズ
リ
葉
・
正
月
に
括
る
。
朝

日
新
聞
の
天
声
人
語(2009�4�8)

に

｢

ユ
ズ
リ
ハ
と
い
う
木
を
ご
存
じ
だ
ろ

う
か
。
若
葉
が
出
そ
ろ
っ
た
の
を
見
届
け
て
古
い
葉
が
落
ち
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
名
が
つ
い
た
。
生
命
力
を
譲
る
、
勢
い
を
絶
や
さ
な
い
縁
起
物
と
し
て
、
祝

い
飾
り
に
も
使
わ
れ
る｣

と
あ
り
、
若
葉
の
新
生
を
見
届
け
る
と
い
う
。

｢

ゆ
づ
ゆ
づ
ゆ
づ
り
…
…｣

と
同
音
重
ね
に
口
ご
も
り
つ
つ
動
感
を
表
現
、

若
葉
た
ち
に
は
う
れ
し
い
お
正
月
で
あ
る
が
、
う
れ
し
く
も
あ
り
う
れ
し
く
も

な
し
オ
ラ
が
春
、
長
幼
世
代
差
が
解
釈
を
分
け
る
童
謡
詩
で
あ
る
。
分
け
る
と

は
子
供
は
即
物
的
ゆ
え
に
表
現
の
底
へ
眼
を
向
け
得
な
い
か
ら
で
あ
る

(
子
供

向
に
具
象
化
し
て

｢

そ
れ
か
ら
大
き
な
お
船
に
の
っ
て
…
…｣

と
表
現
す
れ
ば

詩
の
主
題
を
失
う)

。
正
月
も
ま
た
み
す
ゞ
に
底
の
無
言
と
と
も
に
寂
寞
を
も

た
ら
す
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

み
す
ゞ
は
、
光
と
影
を
対
等
に
扱
う
作
品
、
例
え
ば

『

大
漁』(

浜
辺
の
大
漁

と
海
中
の
葬
式)

の
如
き
も
作
詩
す
る
。
だ
が
そ
の
心
は
、
前
述
海
洋
神
を
例

に
と
れ
ば
そ
の
奥
深
さ
と
拡
が
り
、
次
の
幽
界
の
花
、
む
し
ろ
捨
て
ら
れ
顧
ら

れ
ぬ
バ
ナ
ナ
の
皮(『

海
の
色』)

や
譲
り
落
ち
る
葉
に
向
く
。
喪
失
と
は
何
か
。

同
傾
向
の
作
は
多
い
が

『

花
火』

を
引
く
。

あ
が
る
、
あ
が
る
、
花
火
、
＼
花
火
は
な
に
に
、
＼
や
な
ぎ
と
毬ま
り

に
。＼
＼

消
え
る
、
消
え
る
、
花
火
、
＼
消
え
て
は
な
に
に
、
＼
見
え
な
い
国
の
花
に
。
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『

海
の
色』

は
下
関
を
詠
ん
だ
か
仙
崎
か
。
高
遠
氏
は
み
す
ゞ
の
下
関
に
対

す
る
嫌
悪
感
を
本
作
に
看
取
せ
ら
れ
、
今
野
氏
は
仙
崎
と
論
が
別
れ
る
。
論
者

は
素
材
ラ
ン
チ
よ
り
推
せ
ば
下
関
と
み
る
が
、
完
成
度
を
含
め
て
難
解
で
問
題

点
の
指
摘
に
止
め
た
い
。
ま
ず

『

弁
天
島

べ
ん
て
ん
じ
ま』

ほ
か
関
連
資
料
を
挙
げ
る
。

①

｢

あ
ま
り
か
は
い
い
島
だ
か
ら
＼
こ
こ
に
は
惜を

し
い
島
だ
か
ら
、
＼

貰も
ら

つ
て
ゆ
く
よ
、
綱つ
な

つ
け
て
。｣

②
北
の
お
国
の
船ふ
な

乗の

り
が
、
＼
あ
る
日
、
笑
つ
て
い
ひ
ま
し
た
。

③
う
そ
だ
、
う
そ
だ
と
思
つ
て
も
、
＼
夜
が
暗く
ら

う
て
、
気
に
な
つ
て
、

④
朝
は
お
胸む
ね

も
ど
き
ど
き
と
、
＼
駈か

け
て
浜
辺
へ
ゆ
き
ま
し
た
。

⑤
弁
天
島
は
波
の
う
へ
、
＼
金
の
ひ
か
り
に
つ
つ
ま
れ
て
、
＼

も
と
の
緑
で
あ
り
ま
し
た

漁
師
が
帰
国
ま
ぎ
わ
に｢

豊
漁
つ
い
で
に
こ
の
豆
島
も
引
き
ず
っ
て｣

云
々
、

マ
ド
ロ
ス
な
ら
ぬ
江
戸
時
代
以
来
の
西
回
り
の
船
乗
り
の
島
引
く
言
か
。

弁
天
島
別
名
松
生
島
は
藩
政
時
代
よ
り
仙
崎
浦
に
お
け
る
回
船
の
繋
船
場
所

三
か
所
の
一
つ(

６)

で
あ
り
、
仙
崎
港
東
の
至
近
距
離
に
位
置
し
、豊
漁
と
安
全

を
祈
っ
た
か
厳
島
神
を
ま
つ
る
。
島
ま
で
持
去
ら
れ
る
と

｢

い
ま
は
鯨
は
も
う

寄よ

ら
ぬ
、＼｣

(『

鯨
捕
く
ぢ
ら
と

り』)

浦
は
貧び
ん

乏ぼ

に
な
っ
て
困
る
。
資
源
保
護
風
の
ケ
チ

な
解
釈
で
、
別
釈
す
べ
き
か
。

白石 一美���
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(

み
す
ゞ
の
初
夢
、

『

去
年』

を
積
ん
だ
黒
い
帆
か
け
が
初
日
に
追
わ
れ
て

西
へ
と
逃
げ
る
。
③

｢

お
舟
、
ゆ
く
ゆ
く
、
＼
あ
の
ゆ
く
先さ
き

に
、
＼
去
年
の
あ

が
る
港
が
あ
る
か
、
＼
去
年
を
待
つ
て
、
た
あ
れ
か
居
る
か
。｣

と
い
う
作
品

も
あ
る
。)

昔
な
が
ら
の
帆
か
け
の
往
来
は

『

学
校』

か
ら
も
見
え
、
そ
の
他
郷
土
史
類

に
拠
れ
ば
数
百
ト
ン
の
小
型
鉄
船
が
海
運
船
と
し
て
仙
崎
に
出
入
り
し
た
模
様

で
あ
る
。

そ
の
海
運
は
当
地
方
に
開
通
し
た
陸
運
即
ち
鉄
道
に
そ
の
座
を
奪
わ
れ
て
急

速
に
衰
微
し
た
。
委
細

『

豊
北
町
史
二』

(1994

同
町
刊)

に
譲
る
が
下
関
よ

り
延
び
る
鉄
道
は
山
口
県
西
北
沿
岸
部(1925

滝た
き

部べ

ま
で)

に
及
び
、
み
す
ゞ

没
年(1930)

に
下
関
・
萩
駅
間
全
通
。
高
女
卒
業
後
ほ
ど
な
く
仙
崎
・
下
関

間
を
小
型
船
で
往
復
し
た
彼
女
は
鉄
道
工
事
を
船
中
で
見
聞
し
た
か
。
鯨
も
寄

ら
ぬ
仙
崎
と
黒
い
帆
と
重
な
る
か
。

さ
び
れ
ゆ
く
仙
崎
に
対
し
て
下
関
は
ど
う
か
。
当
時
、
旅
客
機
も
海
底
ト
ン

ネ
ル
も
な
く
、
東
京
始
発
鉄
道
本
線
の
西
の
終
着
駅
、
大
陸
へ
の
足
が
か
り
で

あ
っ
た
。
下
関
の
夜
、『

キ
ネ
マ
の
街』

は
そ
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
。

①
あ
を
い
キ
ネ
マ
の
＼
月
が
出
て
＼
キ
ネ
マ
の
街ま
ち

に
＼
な
り
ま
し
た
。

②
屋
根
に
＼
黒
猫
＼
居
や
せ
ぬ
か
。

③
こ
は
い
＼
マ
ド
ロ
ス
＼
来
や
せ
ぬ
か
。

④
キ
ネ
マ
が
へ
り
に
＼
月
が
出
て
＼
見
知
ら
ぬ
街ま
ち

に
＼
な
り
ま
し
た
。

下
関
の
朝
日
館
か
、
怖
い
男
の
映
画
を
鑑
賞
後
、
下
館
し
た
み
す
ゞ
が
上
気

し
た
気
分
で
夜
の
下
関
を
歩
き
、
キ
ネ
マ
と
外
国
航
路
船
員
と
を
重
ね
た
か
。

彼
女
が

｢

映
画
の
こ
と
よ｣

と
映
画
に
託
し
て
傷
つ
け
ま
い
と
配
慮
し
た
下
関

の
夜
、
昼
間
と
異
な
る
雰
囲
気
、
た
む
ろ
す
る
外
国
航
路
船
員
、
か
か
る
景
が

当
時
の
夜
の
下
関
に
存
在
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仙
崎
は
、
マ
ド
ロ
ス
と
か
キ

ネ
マ
の
よ
う
な
ハ
イ
カ
ラ
な
カ
タ
カ
ナ
語
が
通
る
町
で
は
な
く
、
論
者
の
知
る

と
こ
ろ
方
言
の
飛
び
交
う
リ
ョ
ー
ド�

７�

地
で
あ
り
、
田
舎
町
で
あ
る
。

『

海
の
色』

は
難
解
で
あ
る
。
作
者
の
心
像
が
純
一
に
し
て
ブ
レ
が
無
い
と

き
、
読
者
側
の
負
担
は
小
さ
く
わ
か
り
や
す
い
。
一
二
例
挙
げ
る
。
冬
の
心
さ

び
し
い
夜
、
窓
外
の
様
子
か
、『

港
の
夜』

の
情
景
が
展
開
す
る
。

曇
つ
た
晩
だ
。
＼
ち
ひ
さ
い
星
が
ふ
る
へ
ふ
る
へ
＼
ひ
と
つ
。
＼
＼

さ
ァ
む
い
晩
だ
。
＼
船
の
灯
り
が
映う
つ

つ
て
ゆ
れ
て
＼
ふ
た
つ
。
＼
＼

さ
み
し
い
晩
だ
。
＼
海
の
お
瞳め

ゝ

が
あ
を
く
光
つ
て
＼
み
つ
つ

も
の
を
見
る
基
準
点
が
定
ま
り
読
者
の
関
心
は
第
三
連
に
向
か
う
。
た
だ
し

心
と
言
葉
の
関
係
は
ど
う
か
。
次
の

『

木』

は
空
間
よ
り
も
む
し
ろ
時
間
を
問

題
と
す
る
作
で
あ
る
。

お
花
が
散
つ
て
＼
実
が
熟う

れ
て
、
＼
＼
そ
の
実
が
落
ち
て
＼
葉
が
落
ち
て
、
＼
＼

そ
れ
か
ら
芽
が
出
て
＼
花
が
咲
く
。
＼
＼

さ
う
し
て
何
べ
ん
＼
ま
は
つ
た
ら
、
＼
こ
の
木
は
御
用
が
＼
す
む
か
知
ら
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
ブ
レ
が
な
く
前
半
の
短
サ
イ
ク
ル
の
輪
廻
を
う
け
て
読
者

の
注
意
は
末
尾
に
向
く
。
一
本
の
木
に
現
れ
る
四
季
の
命
、
言
わ
ば
そ
の
無
限

の
輪
廻
に
対
し
て
労
り
と
も
疑
問
と
も
解
せ
ら
れ
る
心
に
注
意
が
向
く
。

『

海
の
色』

は
視
点
が
ブ
レ
る
作
と
判
断
す
る
。
色
の
み
に
こ
だ
わ
り
心
が

一
つ
に
ま
と
ま
ら
ぬ
ま
ま
執
筆
し
た
か
、
素
材
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
て
統
一
体

を
な
さ
ぬ
観
が
あ
る
。
次
の
①
は
遠
方
よ
り
逆
光
を
見
て
船
影
が
黒
く
シ
ル
エ
ッ

ト
化
、
②
は
至
近
距
離
の
景
で
視
点
が
一
致
し
な
い
。
③
は
室
内
か
ら
か
。

①
朝
は
ぎ
ん
ぎ
ら
銀
の
海

＼

銀
は
み
ん
な
を
黒
く
す
る
。

ラ
ン
チ
の
色
も
、
帆
の
色
も
、
＼
銀
の
破や

れ
め
も
み
な
黒
い
。
＼
＼

②
昼
は
ゆ
ら
ゆ
ら
青
い
海
、

＼

青
は
み
ん
な
を
あ
る
ま
ま
に
。

う
か
ぶ
藁
く
づ
、
竹
の
き
れ
、
＼
バ
ナ
ナ
の
皮
も
、
あ
る
ま
ま
に
。
＼
＼

③
夜
は
し
づ
か
な
黒
い
海
、

＼

黒
は
み
ん
な
を
お
ひ
か
く
す
。

船
は
ゐ
る
や
ら
、
ゐ
な
い
や
ら
、
＼
赤
い
灯
と
も
し
の
か
げ
ば
か
り
。

金子みすゞとそのふるさと ���
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軍
艦
に
積
む
ボ
ー
ト
の
中う

ち

、
手
こ
ぎ
を
カ
ッ
タ
ー
と
、
長
さ
10
ｍ
前
後
の
エ

ン
ジ
ン
付
を
ラ
ン
チ
と
言
う
。｢

帆｣

は
田
舎
わ
た
ら
い
の
舟
、
町
に
魚
を
、

村
に
雑
貨
を
も
ち
帰
る
浦
め
ぐ
り
の
帆
か
け
と
思
う
。

多
分
関
門
海
峡
の
海
面
で
あ
り
、
海
面
は
朝
昼
晩
に
銀
青
黒
と
変
化
す
る
。

黒
い
帆
や
ラ
ン
チ
が
銀
面
に
、
あ
る
ま
ま
各
色
の
塵
埃
が
青
面
に
、
赤
い
灯

が
黒
面
に
浮
か
ぶ
。
だ
が
互
い
に
序
破
急
の
連
絡
統
一
も
な
く
ば
ら
ば
ら
で
あ

り
、
各
素
材
間
の
横
の
連
絡
が
例
え
ば

『

木』

の
如
き
必
然
性
を
も
た
な
い
の

で
読
者
が
詩
の
統
一
像
を
結
ぶ
上
に
問
題
が
残
る
。
添
削
を
要
す
る
か
、
よ
り

深
い
解
釈
鑑
賞
力
か
。

全
三
連
中
、
第
②
連
が
ズ
ー
ム
接
近
せ
ら
れ
て
際
だ
つ
。
人
が
捨
て
た
塵
埃

が
日
中
ゆ
ら
ゆ
ら
と
所
在
な
げ
に

｢

あ
る｣

は
か
な
さ
の
表
現
か
。
だ
が
前
連

後
連
と
の
関
係
は
禅
問
答
の
よ
う
に
難
解
で
あ
り
、
作
品
解
釈
に
読
者
の
負
担

が
重
い
。
み
す
ゞ
当
時
の
下
関
の
ゴ
ミ
事
情
を
調
査
す
る
に
、
彼
女
が
仙
崎
よ

り
下
関
に
移
り
住
ん
だ
大
正
十
二1923
年
四
月
、｢

東
部
に
お
け
る
ご
み
の
海

上
投
棄
を
や
め
、
後
田
町
の
低
地
に
埋
没
処
分
す
る｣

(

８)

と
い
う
。
海
が
汚
れ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
渡
航
者
の
ポ
イ
捨
て
の
前
に
は
こ
れ
も
無
力
で
あ
る
。

�
�
�
�
�
�

『

お
坊
さ
ま』

あ
る
い
は
こ
れ
を
父
恋
し
と
解
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
祖
父

に
手
を
引
か
れ
た
詩
と
す
る
論
も
あ
っ
た
か
と
記
憶
す
る
が
、
委
細
省
略
す
る
。

入
江
は
、
具
体
的
地
名
ぬ
き
の
詩
的
虚
構
で
読
者
の
胸
に
一
般
普
遍
的
に
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
入
江
で
通
用
す
る
作
品
と
論
者
は
思
う
が
、
彼
女
が
毎
日
見
た

入
江
の
風
景
と
し
て
、『

海
の
花
園

沢
江
の
海
に
て

』

の
冒
頭

｢

入
江

の
底
の
花
園
は
、
＼
舟
の
う
へ
か
ら
見
ら
れ
ま
す
。｣

、
仙
崎
湾
の
南
奥
の
沢
江

が
あ
る
。
歩
け
ば
実
家
↓『

小
松
原』

↓
白
潟
↓
小
浜
↓
沢
江
、
大
津
高
女
通

学
程
度
の
距
離
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
基
盤
は
仙
崎
に
あ
り
、
仮
に
白
潟
し
ら
か
た

か
小

浜
の
辺
り
の
海
の
岸
辺
に
た
た
ず
む
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
み
て
お
く
。

金
子
み
す
ゞ
の
関
心
と
活
動
は
詩
の
創
作
で
あ
る
。
彼
女
に

｢

父
恋
し｣

が

あ
る
に
せ
よ
詩
の
主
題
・
題
目
に
父
そ
の
も
の
を
正
面
に
据
え
れ
ば
感
傷
と
な

る
。
根
底
に
父
へ
の
思
い
が
あ
る
に
せ
よ
父
自
体
は
彼
女
が
詩
中
に
何
か
を
表

現
す
る
素
材
の
一
つ
で
あ
り
、
脇
で
あ
る
。『

お
坊
さ
ま』

を
次
に
引
く
。

①
小
さ
い
波
が
来
て
か
へ
る
、
＼
入
江
の
岸
の
み
ち
で
し
た
。

②
私
の
お
手
々
ひ
い
て
た
は
、
＼
知
ら
な
い
旅
の
お
坊
さ
ま
。

③
な
ぜ
か
、
こ
の
ご
ろ
お
も
ふ
こ
と
、
＼

｢

お
父
さ
ま
で
は
な
い
か
知
ら
。｣

④
け
れ
ど
も
遠
い
む
か
し
で
す
。
＼
と
て
も
か
へ
ら
ぬ
む
か
し
で
す
。

⑤
ざ
わ
ざ
わ
、
蟹か

に

が
這は

つ
て
ゐ
た
、
＼
入
江
の
岸
の
み
ち
で
し
た
。

⑥
私
の
お
か
ほ
み
て
ゐ
た
は
、
＼
た
ん
ぽ
ぽ
色
の
お
月
さ
ま
。

第
③
連

｢

な
ぜ
か
、
こ
の
ご
ろ
お
も
ふ
こ
と
、
＼
お
父
さ
ま
で
は
な
い
か
知

ら
。｣

は
②

｢

知
ら
な
い
旅
の
お
坊
さ
ま
。｣

を
修
飾
す
る
機
能
と
と
も
に
別
の

機
能
、
す
な
わ
ち
時
間
を
分
断
し
て
彼
女
を
現
在
に
ひ
き
も
ど
す
機
能
を
有
す

る
。
結
局
み
す
ゞ
は
お
坊
さ
ま
の
進
む
道
の
あ
と
に
つ
い
て
ゆ
か
な
か
っ
た
、

(

白
潟
か
小
浜
か
ら
元
に

｢

か
へ
る｣)

そ
れ
で
今
の
私
が
あ
る
、
精
神
的
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
幽
玄
な
る
奥
へ
進
み
去
っ
た
彼
へ
傾
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

第
③
連
を
削
除
す
れ
ば
①
②
④
⑤
全
文
過
去
回
想
の
平
叙
文
と
化
し

(

入
江

の
岸
辺
で
の
昔
の
出
来
事)

、
最
後
に
脈
絡
も
な
く
⑥
月
が
現
れ
る
。

(

第
③
連
の
存
在
が
散
文
を
詩
に
転
ぜ
し
め
本
詩
の
成
立
要
件
と
な
る)

詩
の
分
析

①
小
さ
な
波
が
来
て
か
へ
る
、｢

か
へ
る｣

は
寄
せ
て
は

｢

か

へ
る｣

小
さ
な
波
、
心
の
動
き
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
純
粋
に
小
さ
な
、

濁
り
を
含
ま
な
い
心
の
動
き
か
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の

｢

か
へ
る｣

を
含
む
第

①
連
の
情
景
場
面
は
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
て
④｢

と
て
も
か
へ
ら
ぬ
む
か
し
で
す
。｣

と
否
定
、
濁
り
な
き
小
さ
な
そ
れ
の
否
定

(

昔
の
事)

で
あ
る
。

入
江
の
奥(

右
折
す
れ
ば
高
女
・
下
関
、左
折
す
れ
ば
萩
・
山
口
方
面)

、
お

坊
さ
ま
の
進
む
道
の
後
に
従
っ
て
ゆ
く
第
①
連
の
視
点
は
、
詩
の
終
末
部
近
く

に
及
ん
で
⑤

｢

ざ
わ
ざ
わ
、
蟹
が｣

と
視
点
が
足
も
と
に
焦
点
化
さ
れ
、
以
前
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の
小
さ
な
心
の
動
き
は
こ
こ
で
は
胸
騒
ぎ
と
濁
り
も
感
じ
る
も
の
に
変
化
、
再

び
⑤｢

入
江
の
岸
の
み
ち
で
し
た｣

と
リ
フ
レ
イ
ン
・
刻
印
さ
れ
る
。
終
末
部
、

足
下
に
焦
点
化
さ
れ
た
視
線
は
三
転
し
て
空
へ
移
り
、
月
を
仰
ぐ
み
す
ゞ
の
顔

が
う
か
ぶ
。
み
す
ゞ
の
自
己
表
現
像
と
思
う
。

実
は
大
人
の
詩
で
あ
る
が

｢

お
手
々｣

・｢

た
ん
ぽ
ぽ
色｣

な
ど
と
童
謡
詩
風

に
韜
晦
し
逃
げ
た
作
品
と
も
み
ら
れ
る
。
児
童
向
に
は
僧
よ
り
も

｢

知
ら
な
い

よ
そ
の
お
じ
い
さ
ま｣

が
良
い
、
よ
ほ
ど
身
近
で
即
物
的
ゆ
え
に
。
な
ぜ
あ
え

て
児
童
に
遠
い
お
坊
さ
ま
か
。
人
生
は
生
か
死
か
、
大
別
す
れ
ば
こ
の
二
つ
で

あ
る
。
お
坊
さ
ま
が
彼
女
を
手
引
く
先
は
亡
父
の
住
む
死
の
世
界
か
、
そ
れ
と

も
結
婚
、
新
し
い
生
か
。
以
下
、
生
本
位
に
論
を
す
す
め
る
。

第
④
連
に

｢

と
て
も
か
へ
ら
ぬ
む
か
し
で
す｣

と
あ
る
。｢

昔
昔
、
あ
る
と

こ
ろ
に
お
じ
い
さ
ん
と｣

、
昔
話
の
は
わ
が
誕
生
以
前
と
漠
然
と
な
が
ら
児
童

が
承
認
す
る
。
誕
生
以
後
、
児
童
の
歴
史
は
六
年
七
年
程
度
で
あ
り
、｢

ぼ
く

も
お
じ
い
さ
ま
に
お
手
々
ひ
か
れ
る｣

の
は
昨
今
の
こ
と
。
表
現
内
容
の

｢

と

て
も
か
へ
ら
ぬ
む
か
し｣

と
し
て
の
Ａ
承
認
は
、
コ
ブ
取
り
話
の
ド
ラ
マ
性
あ

れ
ば
と
も
か
く
人
生
に
お
け
る
人
と
人
と
の
別
れ
の
Ｂ
意
義
は
児
童
に
は
抽
象

的
す
ぎ
て
理
解
困
難
で
あ
る
。
創
作
上
、
児
童
向
に
話
材
や
時
や
用
語
を
選
ん

で

(

黄
色
↓
た
ん
ぽ
ぽ
色
の
要
領
で)

即
物
的
に
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
は

『

口
真
似

父
さ
ん
の
な
い
子
の
唄

』

と
比
較
す
れ
ば
歴

然
と
す
る
。
み
す
ゞ
に
父
恋
し
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
身
と
心
を
一
度
他
に
移

し
置
い
て
他
の
将
来
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
即
物
的
現
在
、
児
童

を
正
面
に
す
え
て
お
り
、
感
情
移
入
し
た
彼
女
の
心
は
児
童
に
没
入
・
一
体
化

し
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
父
な
き
そ
の
身
の
上
と
児
童
へ
の
あ
た
た
か
い
表
現
で

あ
る
。｢

お
父
ち
や
ん
２
、
＼
を
し
へ
て
よ
う
。｣

あ
の
子
は
甘
え
て
＼
い
つ
て
ゐ
た
。

別
れ
て
も
ど
る
＼
裏
み
ち
で
、
＼

｢

お
父
ち
や
ん
。｣

そ
つ
と
口
真
似
＼
し
て
み
た
ら
、
＼
な
ん
だ
か
誰
か
に
＼
は
づ
か
し
い
。

生
垣
い
け
が
き

の
＼
し
ろ
い
木
槿
む
く
げ

が
＼
笑
ふ
や
う
。

『

お
坊
さ
ま』

が
難
解
で
あ
る
原
因
は
彼
女
が｢

知
ら
な
い
旅
の
お
坊
さ
ま｣

の
実
体
を
細
叙
せ
ぬ
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
詩
は
要
す
る
に
、
お
坊
さ
ま
は
入
江

の
奥
へ
先
へ
と
歩
み
去
っ
た
が
い
ま
思
う
と
そ
れ
も
は
る
か
昔
の
こ
と
で
別
れ

た
岸
辺
の
足
下
に
は
ざ
わ
ざ
わ
と
蟹
が
這
っ
て
い
た
こ
と
だ
つ
た
…
…

と
い

う
別
れ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

素
材
と
し
て
の
僧
の
取
扱
い
で
あ
る
が
、
二
十
五
歳
先
輩
の
晶
子
は

『

み
だ

れ
髪』

に
若
い
清
僧
を
詠
み
、
女
が
気
を
引
く
趣
と
解
す
る
が
近
付
き
難
い
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。
よ
り
先
輩
の
一
葉
に
も

『

た
け
く
ら
べ』

で
あ
っ
た
か
、
伊

勢
物
語
の
筒
井
筒
を
逆
手
に
と
っ
た
よ
う
な
趣
の
、
か
た
や
芸
妓
へ
、
少
年
は

仏
門
へ
と
夫
々
青
春
の
道
を
歩
ん
で
ゆ
く
か
の
イ
メ
ー
ジ
の
作
が
あ
る
。

み
す
ゞ
と
晶
子
と
一
葉
と
、
こ
の
三
者
に
共
通
す
る
視
点
を
設
定
す
れ
ば
、

近
づ
く
に
せ
よ
別
れ
る
に
せ
よ
、
お
坊
さ
ま
に
対
す
る
距
離
と
、
異
性
と
し
て

こ
れ
を
見
て
い
る
観
と
が
あ
る
。
結
局
み
す
ゞ
は
そ
の
跡
を
追
う
こ
と
な
く
、

み
す
ゞ
の
も
と
に
は
今
生
き
て
い
る
こ
の
現
実
が
の
こ
っ
て
い
る
。

③
な
ぜ
か
、
こ
の
ご
ろ
お
も
ふ
こ
と
、

｢

お
父
さ
ま
★
で
は
な
い
か
知
ら
。
★｣

★
部
分
に
被
修
飾
・
倒
置
語
句
の
省
略
が
あ
り
、
そ
こ
を
略
し
曖
昧
化
し
た

と
も
思
う
が
運
命
で
あ
り
他
人
の
個
人
領
域
に
立
入
る
。
こ
こ
は
単
に
文
脈
上

｢

お
坊
さ
ま
へ
の
修
飾
よ｣

と
し
て
読
者
に
解
せ
ら
る
べ
く
父
を
借
り
て
曖
昧

化
し
た
、
と
み
て
お
く
。
前
述
し
た
が
お
坊
さ
ま
が
視
界
の
奥
へ
去
っ
た
あ
と
、

視
点
は
足
も
と
へ
移
る
、｢

ざ
わ
ざ
わ
、
蟹
が
這
っ
て
ゐ
た
、
＼
入
江
の
岸
の

み
ち
で
し
た
。｣

と
。
三
転
し
て

｢

私
の
お
か
ほ
み
て
い
た
は
、
＼
た
ん
ぽ
ぽ

色
の
お
月
さ
ま
。｣

と
視
線
は
上
空
に
向
か
う
。
蟹
も
ま
た
実
体
の
細
叙
が
な

い
。(
不
安
と
濁
り
を
と
も
な
う
お
足
お
金
の
悩
み
は
あ
ま
り
に
も
即
物
的
で

金子みすゞとそのふるさと ���
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あ
ろ
う
か)

こ
う
し
て
父
も
僧
も
消
え
て
月
に
照
ら
さ
れ
る
姿
た
だ
一
人
の
こ
る
。
孤
独

な
自
己
表
現
の
詩
で
あ
る
。
読
者
層
や
完
成
度
は
と
も
か
く
奥
の
あ
る
詩
か
と

思
う
。

例
え
ば
僧
の
よ
う
な
人
と
の
結
婚
と
か
、
死
ん
だ
父
の
世
界
へ
の
参
入
＝
自

殺
と
か
、
ず
っ
と
遠
い
別
の
所
へ
赴
く
に
、
そ
の
一
歩
手
前
ま
で
来
た
が
、
一

線
を
踏
み
越
え
進
み
得
ず
、
佇
み
引
き
返
し
諦
め
た
詩
、
一
言
で
言
え
ば
、
何

か
を
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
断
念
の
詩
で
あ
る
、
と
思
う
。

�
�
�
�
�
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金
子
み
す
ゞ
に
鯨
や
魚
の
詩
が
あ
る
。
一
々
の
詩
の
引
用
を
全
て
省
略
し
て
、

そ
の
鯨
魚
供
養
の
遠
い
ゆ
か
り
と
思
想
的
背
景
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

天
台
浄
土
系
説
経
書
と
覚
し
き
、
14
世
紀
中
期
、
南
北
朝
の

『

神
道
集』

(

９)

に
鎌
倉
時
代
の
諏
訪
信
仰
が
み
え
る
。
神
道
集
は
室
町
末
期
の
浄
土
宗
の
僧
に

も
波
及
し
、
海
彼
に
及
ぶ
そ
の
布
教
活
動
結
果
は

『

琉
球
神
道
記』

(

�)

の
出
版

を
み
た
。
中
世
よ
り
近
世
へ
の
移
行
期
、
浄
土
宗
僧
侶
の
活
動
が
活
発
化
す
る

と
き
、
信
州
諏
訪
の
狩
猟
思
想
は
日
本
海
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
島
に
も
波
及
し
て

言
わ
ば
海
に
お
け
る
二
重
の
罪
障
と
し
て
刻
印
せ
ら
れ
、
鯨
の
胎
児
、
子
鯨
供

養
の
墓
と
し
て
そ
の
建
立
を
み
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

鯨
回
向
が
長
門
市
通
の
向
岸
寺
で
執
り
行
わ
れ
、
近
く
に
鯨
の
墓
が
あ
る
。

墓
の
正
面
上
方
に
南
無
阿
弥
陀
仏
、
そ
の
下
に

｢

業
盡
有
情

雖
放
不
生

故

宿
人
天

同
證
佛
果｣

(

側
面
に

｢

元
禄
五
年
壬
申
五
月｣)

と
あ
る
。
偈
の
解

釈
文
を
次
に
引
く
。

銘
文
は

｢

業
の
尽
き
た
子
鯨
よ
。
今
さ
ら
海
に
放
っ
て
も
生
き
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
か
人
天
界
に
宿
っ
て
仏
の
功
徳
を
受
け
て
欲
し
い｣

と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
。�

長
門
市
史
歴
史
編
・1981

・�968�

胎
内
児
の
殺
生
で
あ
り
、
殺
生
に
殺
生
を
重
ね
、
業
盡
有
情

ゴ
ウ
ジ
ン
ウ
ジ
ョ
ウ

・
雖
放
不
生

ス
イ
ホ
ウ
フ
シ
ョ
ウ

の

意
味
は
重
い
。
だ
が
人
天
界
に
宿
る
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。

平
成
六
年
秋
、
あ
る
機
会(

�)

に
鯨
墓
の
文
面
を
実
見
し
て
驚
い
た
。
鯨
墓
の

偈
は
所
謂
�
諏
訪
の
勘
文(

神
文)

�
で
あ
り
、
神
道
集
の
最
終
尾
、
巻
第
十

｢

諏
方
縁
起｣

末
尾
の
も
の
と
同
文
で
あ
る
。
神
道
集
の
該
当
箇
所
を
論
者
が

や
や
現
代
文
風
に
改
め
て
次
に
記
す
。

｢

嘉
禎
三
年

１
２
３
７

五
月
に
長
楽
寺
の
長
老
寛
提
僧
正(

論
者
註

僧
正
は
司
法
警

察
に
近
い
概
念)

が
諏
訪
社
神
前
の
お
供
物
に
不
審
を
な
し
て
何
故
多
く
の
獣

を
殺
し
な
さ
る
の
か
と
問
う
た
、
夢
に
神
前
に
供
え
ら
れ
た
鹿
鳥
魚
な
ど
皆
金

仏
と
な
っ
て
雲
上
へ
昇
り
、
諏
訪
神
が
現
れ
て
、
野
辺
に
住
む

け
だ
も
の
我

に

縁
な
く
ば

憂
か
り
し
闇
に

猶
迷
は
ま
し

と
て
雲
上
へ
昇
る
佛
達
を

指
さ
し
て

業
尽
有
情

雖
放
不
生

故
宿
人
天

同
証
佛
果

と
言
へ
り
、

哀
哉
、
業
尽
ぬ
る
有
情
は
放
つ
と
云
へ
共
助
ら
ず
、
故
に
且
く
人
天
の
胎
に
宿

し
て
、
終
に
佛
果
を
証
る
也
、
寛
提
僧
正
は
随
喜
の
涙
に
声
を
立
、
泣
々
下
向

さ
れ
た
…
…｣

(

神
道
集
・
最
終
部)

嘉
禎
三
年
、
長
楽
寺
に
よ
る
殺
生
御
供
へ
の
異
論
に
対
し
、
翌
嘉
禎
四
年
に

発
せ
ら
れ
た

｢

諏
方
上
社
物
忌
例｣

(

�)

に
こ
の
勘
文
の
一
部
を
交
え
つ
つ
神
前

へ
の
供
物
と
し
て
相
応
し
い
鳥
獣
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
分
け
て
い
る
。
僧
正

の
神
仏
習
合
的
提
言
は
有
効
で
あ
り
、
結
果
、
諏
訪
社
の
供
物
に
変
化
が
生
じ

た
こ
と
と
判
断
す
る
。

ゴ
ウ
ジ
ン
ウ
ジ
ョ
ウ
・
ス
イ
ホ
ウ
フ
シ
ョ
ウ
の
勘
文
に
続
く

｢

哀
哉｣

は
説

経
語
り
手
本
人
の
主
情
的
コ
メ
ン
ト
、
こ
こ
は
哀
れ
な
の
で
す
よ
哀
れ
と
思
い

な
さ
い
と
の
聴
き
手
へ
の
念
押
し
。
続
く

｢

業
尽
ぬ
る｣

以
下
は
仏
語
ま
じ
り

の
そ
の
和
文
解
釈
で
あ
り
、
全
体
に
語
り
・
説
経
の
趣
が
あ
る
。

各
地
の
猟
師
に
伝
承
さ
れ
た
諏
訪
勘
文
を
福
田
晃

『

神
道
集
説
話
の
成
立』

よ
り
次
に
引
く
。
獲
物
を
解
体
す
る
際
に
わ
た
す
引
導
や
山
の
神
に
感
謝
を
捧

白石 一美���
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げ
る
唱
え
言
で
あ
る
が
、
口
頭
伝
承
の
た
め
章
句
が
崩
れ
が
ち
で
あ
る
。
宮
崎

県
東
米
良
地
方
の

｢

御
須
波
乃

(

す
わ)

文｣

で
は

｢

う
ん
じ
ん
う
し
ょ
く

す
い
ほ
う

だ
く
だ
に

い
じ
ん
と
う
じ
ょ
う

ぶ
つ
だ
界

た
じ
な
た
す
か
る
と
い
へ
ど

も
た
す
か
ら
ず

さ
ら
ば
に
ん
が
ぶ
く
し
て
ぶ
つ
た
い
に
か
へ
す
…｣

(
�386)

と
、『
後
狩
詞
記』

(

狩
之
巻
・
引
導)

に

｢

…
…

助
る
と
い
へ
ど
も
助
ら
ず

人
に
食
し
て
ぶ
つ
く
わ
に
至
れ｣

と
唱
え
る
。

猟
師
の
ほ
か
一
般
民
間
へ
の
波
及
と
し
て
室
町
時
代
の
御
伽
草
子

『

諏
訪
の

本
地』

の
終
末
部
に
字
句
が
や
や
変
化
し
て

｢

業
深
有
情

雖
放
不
生

故
宿

・

人
中

同
証
佛
果

業
の
深
き
有
情
は
、
放
つ
と
い
へ
ど
も
生
き
ず
。
か
る
が

・
故
に
身
の
内
に
宿
し
て
仏
果
を
証
せ
ん｣

と
現
れ
る
。
そ
の
校
注
者
、
故
松
本

・
・
・

隆
信
は

｢

…
…
そ
れ
故
、
自
分
の
腹
の
中
に
入
れ
て
、
仏
道
に
縁
を
結
ば
せ
、

悟
り
を
得
さ
せ
る
の
だ
。｣ (

�)

と
註
す
。

か
か
る
肉
食
思
想
が
海
産
鮮
魚
の
タ
ン
パ
ク
質
に
乏
し
い
山
国
に
発
達
す
る

の
は
当
然
で
あ
り
、
信
州
で
は
イ
ナ
ゴ
・
バ
ッ
タ
・
ザ
ザ
虫
の
ほ
か
仏
教
禁
忌

の
イ
ノ
シ
シ
・
カ
ノ
シ
シ
な
ど
四
ツ
足
の
肉
を
食
す
る
に
至
っ
た
。
一
般
論
と

し
て
神
仏
は
人
の
上
に
位
し
、
人
の
下
に
餓
鬼
畜
生
の
類
を
お
く
。
ゆ
え
に
獣

類
は
人
よ
り
も
一
段
と
仏
に
遠
く
、
人
に
食
せ
ら
れ
、
人
の
身
体
の
一
部
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
、
と
い
う
考
え
方
に
立
て
ば
獣
助
け
で
あ
る
。
諏

訪
神
に
よ
る
偈
は
肉
食
の
神
仏
習
合
的
合
理
化
を
文
言
表
現
す
る
。
獣
の
命
を

奪
っ
て
こ
れ
を
食
う
、
か
か
る
罪
業
の
合
理
化
が
諏
訪
の
思
想
で
あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

諏
訪
思
想
の
海
浜
方
面
へ
の
伝
達
事
情
を
考
え
る
。
福
田
氏
は
諏
訪
社
の
神

人
が
地
方
を
布
教
し
て
勘
文
を
山
の
猟
師
に
伝
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
掲
書

に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
鯨
墓
の
場
合
、
山
と
海
の
間
に
浄
土
宗
の
僧
侶
が
介

在
し
、
僧
よ
り
僧
へ
と
宗
脈
的
に
伝
わ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
碑
文
に
定
着
し
た

も
の
と
論
者
は
考
え
て
い
る
。
神
道
・
天
台
は
も
と
よ
り
八
宗
兼
学(

�)

と
も
言

う
べ
き
当
時
の
浄
土
宗
の
雑
修
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
碑
文
定
着
で
あ
る
と

判
断
す
る
。

神
道
集
の
作
者
は

｢

安
居
院
作｣

と
神
道
集
自
身
の
内
部
に
記
さ
れ
る
。
ア

グ
イ(

�)

は
天
台
宗
比
叡
山
の
里
坊
の
一
に
し
て
弁
舌
巧
み
に
説
教
す
る
代
々
の

唱
導
の
流
れ

(

澄
憲
↓
真
弟
↓
聖
覚
↓
隆
承
…
…)

の
名
称
で
も
あ
る
。
鎌
倉

初
期
、
浄
土
宗
法
然
の
門
下
安
居
院
法
印
聖
覚
居
住
の
坊
名
と
も
伝
え
、
応
仁

の
乱
に
焼
失
後
廃
絶
。
そ
の
旧
跡
は
京
都
市
上
京
区
前
之
町
に
の
こ
る
。

神
道
集
の
書
写
・
享
受
者
に
は
神
官
も
居
る
が(｢

神
主
禅
覚｣

真
福
寺
本

神
道
集

1433

写)

、
応
仁
の
乱

(1467

〜77)

を
経
て
な
お
良
順
・
袋
中
な

ど
法
然
上
人
の
流
れ
を
汲
む
人
々
も
い
た
。

旧
赤
木
文
庫
所
蔵
の
神
道
集

(

天
理
図
書
館
現
蔵
・
巻
一
欠)

は
現
存
九
巻

に
そ
れ
ぞ
れ
明
応
三1494

年
・
良
順
書
写
の
署
名
を
有
す
る
。
良
順
と
は
現
栃

木
県
益
子
町
の
浄
土
宗

(

鎮
西
流
の
名
越
ナ
ゴ
エ
派)

大
沢
山
円
通
寺(

�)(

開

山
良
栄

1402)

第
六
世
旭
蓮
社
良
順
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
蓮
社(

�)

の

称
号
は
浄
土
宗
の
法
号
で
あ
る
。

良
順
の
後
、
秀
吉
家
康
時
代
の
人
、
弁
蓮
社
袋
中
上
人
の
手
に
な
る

『

琉
球

神
道
記』

全
五
巻
の
成
立
お
よ
び
出
版
が
あ
る
。

大
沢
山
円
通
寺
に
も
自
筆
の
切
紙
函
を
寄
せ
て
い
る
袋
中

(

＝
良
定1639

寂

96
歳
異
88)

は
中
国
渡
航
を
志
し
て
琉
球
着
、
折
し
も
秀
吉
朝
鮮
の
役
の
後
、

海
彼
の
人
が
日
本
人
を
警
戒
し
て

｢

呂
宋
南
蠻
の
商
船｣(『

袋
中
上
人
伝』

(

�))

に
乗
る
こ
と
を
得
ず
、
琉
球
側
の
慰
留
も
あ
っ
て
滞
留
、
彼
の
人
が
琉
球
の
神

道
記
制
作
を
乞
う
た
と
い
う
。
執
筆
は
帰
国
後
か
。

袋
中
は
海
彼
よ
り
九
州
平
戸
に
帰
朝
後
、
久
留
米
の
善
導
寺
は
じ
め
西
日
本

を
ひ
ろ
く
巡
歴
し

(

袋
中
上
人
伝)

、
現
島
根
県
温ゆ

泉の

津つ

方
面
に
赴
い
て
原
稿

を
執
筆
し
は
じ
め
、
瀬
戸
内
海
を
上
京
中
も
船
中
に
し
て
こ
れ
を
続
け
、
京
都

大
念
寺
で
筆
を
了
え
た
模
様
で
あ
る
。

金子みすゞとそのふるさと ���
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此
一
冊
有
草
案
。
自
南
蛮
帰
朝
平
戸
。
至
中
国
。
於
石
州
湯
津

(

ゆ
の
つ)

薬
師
堂
初

之
。
上
洛
之
途
中
。
船
中
而
書
之
。
於
山
崎
大
念
寺
終
之
。
…
…
慶
長
十

三
年
…
…

(

琉
球
神
道
記
稿
本
奥
書)

稿
本
の
奥
書
に
慶
長
十
三1608

年
と
あ
る
が
商
品
と
し
て
の
出
版
は
、
袋
中

没
後
、
慶
安
元1648

年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
出
版
元
は
仏
教
書
の
出
版
を
得

意
と
す
る
書
肆
、
京
都
の
村
上
平
楽
寺
で
あ
り
、
そ
の
慶
安
開
版
、
同
版
な
が

ら
二
冊
本
三
冊
本
五
冊
本
が
あ
り
、
売
れ
行
き
は
好
調
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
。
袋
中
は
琉
球
神
道
記
の
ほ
か

『

神
道
集
略
抄』

も
著
し
た
。
そ
れ
ら
の
成

立
・
書
誌
・
校
異
な
ど
委
細
は
神
道
集
活
字
翻
刻
本
の
解
題(

�)

に
譲
る
。
な
お

慶
安
版
の
縮
小
影
印
版
は
宜
野
座
嗣
剛
訳

『

全
訳
琉
球
神
道
記』

(1987

沖
縄

学
販
・
東
洋
図
書
出
版)

の
末
尾
に
附
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
琉
球
神
道
記
巻
第
五
に

｢
諏
方
明
神
事｣

を
簡
潔
に
載
せ
、
そ
の
末
尾

に
神
道
集
や
鯨
墓
の
も
の
と

｢

即｣

字
の
み
一
字
異
な
る
次
の
偈
を
載
せ
る
。

偈
に
続
く
ア
ゴ
ン
云
々
は
袋
中
に
よ
る
出
典
注
記
と
思
わ
れ
る
。

業
盡
有
情

雖
放
不
生

故
宿
人
天

即
證
佛
果

阿
含
経
ノ
文

・

こ
の
文
言
が
神
道
集
の
そ
れ
を
阿
含
で
訂
正
し
た

｢

正
し
い｣

文
言
で
あ
る

に
せ
よ
、
鯨
墓
は
草
子
や
琉
球
系
を
採
用
せ
ず
神
道
集
系
を
採
る
と
判
断
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
中
世
末
期
よ
り
近
世
初
期
に
お
け
る
浄
土
宗
の
僧
侶
に
よ
る

神
道
集
の
か
か
る
受
容
、
阿
含
云
々
の
出
典
注
記
、
そ
の
学
術
研
究
活
動
は
記

憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

�
�
�
�
�
�

鯨
墓
を
建
て
た
浄
土
宗
鎮
西
派
向
岸
寺
は
、
応
永
八1401

年
の
大
般
若
経
に

｢

海
雲
山
西
福
禅
寺｣

と
あ
り
、
そ
の
昔
は
禅
宗
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
兵
庫
よ

り
下
向
し
た
西
蓮
社
忠
誉
英
林
が
浄
土
宗
に
改
め
て
海
雲
山
般
若
院
向
岸
寺
と

し
て
再
興

(1538)

し
た
と
い
う(

長
門
市
史
歴
史
編�

967)

。

向
岸
寺
第
五
世
讃
誉(1734

寂106

歳)

に
よ
る
鯨
菩
提
の
た
め
の
観
音
堂
建

立
が
延
宝
七1679

年
、
鯨
墓
建
立
が
元
禄
五1692

年
の
こ
と
で
あ
り
、
讃
誉
二

十
歳
の
頃
に
琉
球
神
道
記
が
出
版�1648�

さ
れ
た
。
若
い
讃
誉
が
何
処
の
檀

林
で
学
を
修
め
何
に
よ
り
勘
文
を
知
り
得
た
か
未
詳
で
あ
り
、
こ
と
は
向
岸
寺

第
三
世
第
四
世
も
念
誉
松
誉
な
ど
後
世
も
ま
た
こ
れ
に
同
じ
い
。

な
お
鯨
墓
建
立
の
動
機
で
あ
る
が
、
元
禄
五
年
二
月
三
日
に
近
隣
地(

豊ほ

北

町
島し
ま

戸ど

浦
在)

で
九
州
大
村
領
の
鯨
組
漁
師
六
十
六
人
が
風
波
の
た
め
水
難
し

た
。
三
十
三
人
ず
つ
角
島
つ
の
し
ま

赤
田
山
字
石
塔
場
と
肥
中
浦
誓
念
寺(

浄
土
宗)

に

葬
り
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
た(

豊
北
町
史
二�

222)

。
町
史�

221

掲
載
写
真
に

拠
れ
ば
前
者
は
そ
の
ま
ま
現
存
し
、
後
者
誓
念
寺
の
も
の
は
半
壊
状
態
で
あ
り
、

上
半

｢

南
無
阿｣

部
分
を
折
損
し

｢

弥
陀
佛｣

の
み
屹
立
す
る
。

憶
測
な
が
ら
水
難
の
報
は
直
ち
に
仙
崎
方
面
に
も
伝
わ
り
、
二
月
以
降
、
通

浦
の
有
力
者
早
川
氏
や
寺
僧
協
議
の
上
、
当
地
に
直
接
の
人
的
被
害
な
く
、
そ

の
昔
の
通
浦
鯨
観
音
堂
建
立
の
経
緯
も
あ
り
改
め
て
人
間
な
ら
ぬ
鯨
の
墓
建
立

が
発
起
さ
れ
、
五
月
十
二
日
の
発
願
に
至
っ
た
も
の
と
論
者
は
思
う
。

西
円
寺
と
厳
島
、
大
日
比
地
区
の
西
円
寺
は
讃
誉
の
中
興
開
山

(1696)

で

あ
り
昭
和
現
在
に
も
向
岸
寺
ご
住
職
綿
野
得
定
師
の
抱
え
で
あ
っ
た
。
得
定
師

は
大
岡
昇
平
の

『

レ
イ
テ
戦
記』

に
登
場
し
、
師
の
証
言
を
大
岡
は
重
視
す
る

が
平
成
に
ご
逝
去
、
御
子
息
孝
定
師
も
ご
逝
去
に
て
取
材
の
機
を
失
っ
た
。
而

後
の
小
松
公
映
師
も
得
定
師
ご
息
女
田
中

(

綿
野)

典
子
氏
の
お
話
に
よ
れ
ば

｢

五
年
く
ら
い
で
小
松
師
は
船
橋
に
戻
ら
れ
た｣

由
で
あ
る
。

鯨
墓
は
当
地
の
有
力
者
早
川
氏
の
住
宅
と
と
も
に
国
指
定
の
文
化
財
で
あ
る

が
西
円
寺
の
青
バ
ス
は
県
指
定
の
天
然
記
念
物
で
あ
る
。
寺
伝
に
よ
る
蓮
の
由

来
と
し
て
中
国
の
蓮
の
種
子
を
円
澄
が
大
阪
堺
の
玉
蓮
寺

(

玉
蓮
社)

に
持
ち

帰
り
、
こ
れ
を
厳
島
光
明
院
の
僧
が
護
持
、
さ
ら
に
西
円
寺
第
十
世
法
洲
が
文

政
五1822
年
に
そ
の
種
子
四
粒
を
得
て
青
海
島
に
播
種
し
た(

長
門
市
史
歴
史

白石 一美���
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編�
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他)

と
い
う
。『

厳
島
図
会』

(

�)

巻
二
に
よ
れ
ば
華
降
山
以
八
寺
光
明

院
の
開
基
は
袋
中
の
実
兄
、
以
八
上
人
で
あ
り
、
母
が
弁
財
天
に
祈
っ
て
以
八

が
生
ま
れ
た
と
伝
え
、
兄
弟
に
は
後
述
弁
財
天
の
古
浄
瑠
璃
も
あ
る
と
い
う
。

厳
島
の
弁
天
に
厳
島
真
言
宗
大
願
寺
な
ら
ぬ
浄
土
宗
と
の
関
わ
り
は
注
意
さ

れ
る
が
金
子
み
す
ゞ
の

『

弁
天
島』

は
宮
島
の
厳
島
神
社
を
仙
崎
に
勧
請

(

分

霊)

、
い
ま
一
つ
、
大
日
比
の
弁
天
島(

�)

は
、
元
禄
九
年
が
そ
の
境
目
か
、
往

古
は
西
円
寺
の
鎮
守
で
あ
っ
た
と
い
う
。

現
島
根
山
口
広
島
県
方
面
の
足
跡
は
不
明
で
推
測
な
が
ら
袋
中
上
人
の
石
見

三
隅
で
の
祖
跡
巡
拝
と
古
浄
瑠
璃

『

安
芸
宮
島
弁
財
天
利
生

付
タ
リ
以
八
袋

中
御
伝
記』

(

�)

の
存
在
か
ら
光
明
院
訪
問
は
ほ
ぼ
確
実
と
思
わ
れ
る

(

寒
村
仙

崎
方
面
は
不
明)

。
だ
が
京
都
知
恩
院
第
三
十
二
世
雄お
う

誉よ

(

�)

な
ど
有
力
上
人
に

よ
る
西
日
本
巡
歴
は
袋
中
に
限
ら
な
い
。
修
学
の
た
め
壇
林
へ
上
る
者
、
教
化

の
た
め
地
方
に
下
向
す
る
人
、
都
鄙
を
往
来
す
る
旅
の

『

お
坊
さ
ま』

の
、
徳

川
鎖
国
・
寺
請
寺
壇
以
前
、
神
仏
習
合
・
室
町
遊
行
の
名
残
を
残
す
文
化
活
動

の
結
果
、
浄
土
宗
鎮
西
流
名
越
派
で
あ
ろ
う
か
、
神
道
集
の
諏
訪
思
想
は
さ
ら

に
深
く
二
重
に
解
釈
さ
れ
て
碑
面
に
刻
印
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
と
考
え
る
次

第
で
あ
る
。

�

１
寛
保
二
年(1742)

長
州
萩
藩
作
成
の
深
川
村
の
絵
図

｢

御
国
廻
御
行
程
記｣
の
当

該
地
名
に

｢

フ
ン
ナ
カ｣

と
ル
ビ
さ
れ
る
が

｢

フ
ン
チ
ウ｣

の
誤
り
。

絵
図
は
長
門
市
在
住
大
石
正
信

｢

正
明
市
十
王
堂
に
つ
い
て｣

に
依
る
。
地
蔵
信
仰

研
究
・
註(

13)

大
会
発
表
資
料
。

２
山
口
県
史
料
編
近
世
３(2001

山
口
県)

に
慶
安
２
年
の
領
地
関
係
史
料
を
載
せ
、

｢

深
川
よ
り
日
置
迄
二
里
十
間
…
…
坂
一
ツ

辻
堂
坂
、十
二
町｣(�

194)

と
記
す
。

辻
堂
坂
＝
椎
木
峠
と
判
断
す
る
。

３
高
遠
信
次

『

詩
論
金
子
み
す
ゞ
―
そ
の
視
点
の
謎』

1999

・
東
京
図
書
出
版
会
刊
・

星
雲
社
発
売

４
今
野

勉

『

金
子
み
す
ず

ふ
た
た
び』

2007

・
小
学
館

５
長
門
市
史
民
俗
編
・1979

・�
400

６
長
門
市
史
歴
史
編
・1981

・
近
世

交
通
と
運
輸
の
項
・�

433

７
山
口
県
史
資
料
編
民
俗
２
・2006

・
山
口
県
発
行
・�

397

〜
リ
ョ
ウ
ド(

漁
人)

の

人
生
ほ
か
参
照
、
他
に
方
言
辞
典
参
照
の
こ
と

８
下
関
市
史
・
年
表
篇
・1978

・
下
関
市
役
所
発
行
・�

225

９
神
道
大
系
文
学
編
一
所
収

1978

神
道
大
系
編
纂
会

(

代
表
松
下
幸
之
助)

10
横
山
重
編
著

『

琉
球
神
道
記
弁
蓮
社
袋
中
集』

1970

・
角
川
書
店

11
山
口
県
地
方
史
学
会
秋
季
大
会(1994�11�6

於
長
門
市)

に
お
け
る
史
跡
巡
検

12
�
田
晃
・
神
道
集
説
話
の
研
究
・1984

・
三
弥
井
書
店

�
382

13
新
潮
日
本
古
典
集
成

御
伽
草
子
集

1980

・
新
潮
社

�
287

14『

厳
島
図
会』

巻
二(�

151)

、
光
明
院
の
什
宝
と
し
て
真
言
宗
弘
法
大
師
ゆ
か
り
の

画
像
や
時
宗
一
遍
上
人
画
像
そ
の
他
を
載
せ
て
い
る
。

15
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
・1986

・
岩
波
書
店

16
圭
室
文
雄
編

『

日
本
名
刹
大
事
典』

1992

・
雄
山
閣
出
版
・�

62

〜63

17『

模
範
仏
教
辞
典』

1932
(1973

十
五
版)

・
大
文
館
書
店
・�

1098

18
註
10
に
収
め
る
。�

305

19
註
10
書
所
収

20
日
本
名
所
図
会
全
集
・
芸
州
厳
島
図
会
・
上
巻

�
147

1928

初
版
・1975

復
刻
版
・
名
著
普
及
会

21
註
５
書

�
661

22
註
10
書
・
後
記

�
590

23
豊
北
町
史
二
・1994

�
177

附
記

詩
の
引
用
は

『

金
子
み
す
ず
全
集』

(

矢
崎
節
夫
ほ
か
篇

1984
��

�
�

出

版
局)

掲
載
本
文
に
依
拠
し
旧
漢
字
を
改
め
た
。

金子みすゞとそのふるさと ��




