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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
語
義
を
文
学
事
典(

１)

に
こ
う
記
す
。

作
り
ご
と
・
虚
構
・
小
説
の
こ
と
。
事
実
の
伝
達
で
は
な
く
、
想
像
力

で
作
り
あ
げ
た
話
を
事
実
ら
し
く
表
現
し
た
も
の
、
と
い
う
意
味
で
、
あ

ら
ゆ
る
種
類
の
小
説
や
物
語
を
総
称
的
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
。

作
品
を
浪
漫
的
・
写
実
的
に
あ
る
い
は
象
徴
的
に
描
く
に
せ
よ
、
創
作
構
想
・

想
像
・
虚
構
設
定
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
論
者
が
前
の
語
義
に
一
言
添

え
れ
ば
、
作
者
が
心
の
な
か
で
最
も
表
現
し
た
い
こ
と
が
ら
を
効
果
的
に
表
現

す
る
手
段
な
り
方
法
、
こ
の
点
を
心
に
お
い
て
虚
構
が
金
子
み
す
ゞ
の
個
々
の

作
品
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
考
察
し
て
み
た
い
。
作
品
の
悉
皆
調
査
が

望
ま
し
い
が
全
作
品
五
百
十
二
の
調
査
は
論
者
の
手
に
余
る
。
以
下
、
気
付
い

た
範
囲
内
で
の
作
品
展
示
に
と
ど
め
た
い
。

�
�
�
�
�
�

素
材
の
選
択

柘
榴
の
実
が
熟
す
と
口
が
開
い
て
中
か
ら
赤
い
歯
が
現
れ
る
。

だ
が
重
み
を
増
し
つ
つ
あ
る
成
熟
中
の
実
は
ま
だ
割
れ
な
い
開
か
な
い
。
み
す
ゞ

は
詩
に
採
用
し
て
虚
構
化
す
る
柘
榴
の
特
性
を
よ
く
と
ら
え
、
そ
の
成
育
途
上

迄
で
ペ
ン
を
お
き
、
熟
後
を
読
者
の
想
像
に
委
ね
作
品

『

ざ
く
ろ』

で
あ
る
。

柿
を
素
材
に
用
い
れ
ば
み
す
ゞ
の
意
図
す
る
虚
構
は
不
可
能
で
あ
り
寓
話
に
も

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

下
か
ら
子
供
が

｢

ざ
く
ろ
さ
ん
、
＼
熟う

れ
た
ら
私
に
＼
く
だ
さ
い
な
。｣

上
か
ら
か
ら
す
が

｢

あ
ほ
か
い
な
。
＼
お
さ
き
へ
私
が
＼
い
た
だ
こ
よ
。｣

あ
か
い
ざ
く
ろ
は
＼
だ
ん
ま
り
で
、
＼
下
へ
、
下
へ
と
、
＼
た
れ
さ
が
る
。

こ
の
後
、
記
述
さ
れ
ぬ

｢

虚｣

と
も
言
う
べ
き
部
分
、
の
ち
の
柘
榴
の
発
言

｢

ぼ
く
は
毒
柘
榴
だ
よ｣

と
か
、
詩
は
可
能
性
に
広
が
る
。

そ
の
一
つ
、
条
件
規
定
上
、
彼
女
が
最
も
弱
い
立
場
の
果
物
に
ポ
イ
ン
ト
を

置
い
て
作
品
の
タ
イ
ト
ル�

題
目�

と
テ
ー
マ�

主
題�

を
合
致
さ
せ
て
い
る
こ
と

を
前
提
に
仮
に
こ
れ
を
写
実
小
説
に
変
更
す
れ
ば
親
権
を
争
う
夫
婦
げ
ん
か
を

前
に
う
な
だ
れ
る
図
が
現
れ
る
か
。
み
す
ゞ
は
深
刻
な
風
景
を

｢

あ
り
得
な
い

擬
人
化
虚
構
し
た
烏
と
子
供
の
お
話
よ｣

と
軽
々
易
々
と
描
く
。

『

ざ
く
ろ』

は
メ
ル
ヘ
ン
風
の
童
謡
詩
で
あ
る
。
か
か
る
詩
の
長
所
と
し
て

い
ま
一
つ
、
散
文
小
説
や
和
歌
俳
句
の
よ
く
な
し
え
な
い
融
通
無
碍
の
表
現
世

界
が
あ
る
。『

ざ
く
ろ』

の
感
想
を
子
供
に
求
め
れ
ば

｢

か
わ
い
そ
う｣

と
の

反
応
あ
る
か
？

実
は
そ
の
子
供
が
ざ
く
ろ
だ
っ
た
り
し
て
…
…
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み
す
ゞ
詩

『

空
の
あ
ち
ら』

の
一
節

｢

人ひ
と

が
か
ら
す
に
代な

り
か
は
る
＼
不ふ

思し

議ぎ

な
、
魔ま

法は
ふ

の
世せ

界か
い

で
す｣

。
詩
を
読
む
立
場
次
第
で
読
者
は
烏
に
も
柘
榴
に

も
な
り
か
わ
る
。
か
か
る
短
い
詩
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
立
っ
て
思
い
や

り
広
が
る
世
界
が
想
像
的
に
暗
示
さ
れ
る
。

素
材
特
性
の
吟
味
の
み
な
ら
ず
作
品
配
列
に
も
気
配
り
し
た
か

『

ざ
く
ろ』

に
引
続
い
て

『

さ
ざ
え
の
お
家』

が
彼
女
の
第
２
詩
集
に
現
れ
る
。
さ
ざ
え
の

蓋
を
開
け
て
食
に
供
す
。
誰
が
訪
れ
て
も

｢

さ
ざ
え
の
お
家
は
戸
が
あ
か
ぬ
。

＼
明
け
て
も
、
暮
れ
て
も
、
ひ
つ
そ
り
こ
。｣

だ
ん
ま
り
で
あ
り
、
食
ら
わ
れ

る
自
覚
な
が
ら
詩
作
に
徹
す
る
か
。
第
３
詩
集
に
寓
話｢

ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス｣

と
の
比
較
か
ら
み
す
ゞ
の
立
場
と
独
創
志
向
が
鮮
明
に
な
る
と
判
断
す
る

『

�
蝉

お
ふ
し
ぜ
み』

を
収
め
る
。
蝉
な
ど
綜
合
す
れ
ば
み
す
ゞ
の
人
柄
が
浮
か
ぶ
。
だ
が

作
家
論
に
逸
脱
し
略
す
。

以
上
、
擬
人
化
さ
れ
た
果
物
を
も
と
に
広
が
る
虚
の
世
界
に
及
ん
だ
が
、
こ

の
ほ
か
単
語
の
入
替
で
人
間
関
係
の
立
場
が
変
化
す
る
作
も
あ
る
。�

例

『

口

真
似

父
さ
ん
の
な
い
子
の
唄

』
の｢
お
父
ち
や
ん｣

↓｢

石
原
く
ー

ん｣

な
ど

根
幹
は
と
も
に
愛
で
あ
る
が
親
子
か
ら
横
へ)

風
や
匂
い
な
ど
眼
に
見
え
ぬ
事
象
の
擬
人
化

風
の
例
と
し
て
藤
原
敏
行
の

作
を
古
今
和
歌
集
よ
り
引
く
。｢

あ
き
き
ぬ
と

め
に
は
さ
や
か
に

見
え
ね

ど
も

風
の
を
と
に
ぞ

お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る｣

風
は
眼
に
み
え
な
い
と
言
う
。

こ
の
点
は
金
子
み
す
ゞ
の
好
ん
だ �

２)

英
国
の
女
流
詩
人
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
ロ
ゼ
ッ

テ
ィ
の

『

風』 (

３)

も
同
様
で
あ
る
。

♪

誰だ
れ

が
風か
ぜ

を

見み

た
で
し
ょ
う
？
＼
僕ぼ
く

も
あ
な
た
も

見
や
し
な
い

け
れ
ど
木こ

の
葉は

を

顫ふ
る

わ
せ
て
＼
風か
ぜ

は
通と
お

り
ぬ
け
て
ゆ
く
。

(

西
條
八
十
訳
詩
・
草
川
信
作
曲

｢

赤
い
鳥｣

大
正
十1921

年
四
月
号)

ロ
ゼ
ッ
テ
ィ
は
見
え
な
い
風
を
枝
葉
の
ゆ
れ
に
察
し
自
然
に
お
け
る
神
を
見

る
。
み
す
ゞ
は
風
を
次
の
よ
う
に
積
極
的
に
擬
人
化
し
て
非
可
視
の
事
象
を
言

わ
ば
可
視
光
景
に
変
換
し
、
文
学
史
的
に
新
し
い
風
の
世
界
を
ひ
ら
く
。
こ
の

点
、
評
価
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『

も
く
せ
い』

は
風
の
ゆ
ら
ぎ
・
そ
よ
ぎ
、
微
か
な
一
瞬
の
動
き
と
佇
み
を

表
現
す
る
作
で
あ
り
、
風
吹
け
ば
ふ
く
い
く
た
る
香
り
は
霧
散
し
て
失
せ
る
、

風
は
そ
れ
を
躊
躇
す
る
、
と
い
う
。｢

相
談｣

が
効
く
。

も
く
せ
い
の
に
ほ
ひ
が
＼
庭
い
つ
ぱ
い
。

表
の
風
が
、
＼
御
門
の
と
こ
で
、

は
い
ろ
か
、
や
め
よ
か
、
＼
相
談
し
て
た
。

江
戸
時
代
、
太
平
記
読
み
の
軍
談
講
釈
師
を
冷
や
か
し
た
句
で
あ
っ
た
か

太
平
記
、
見
て
き
た
よ
う
な
ウ
ソ
を
言
い

そ
の
よ
う
な
冷
や
か
し
が
あ
っ
た
か
と
曖
昧
な
が
ら
記
憶
す
る
が
、
可
視
化
は

リ
ア
ル
な
効
果
を
生
む
。
風
が
香
り
と
彼
女
に
遠
慮
す
る
さ
ま
が
リ
ア
ル
で
あ

り
、
文
学
史
的
に
新
し
い
風
の
虚
構
方
法
で
あ
る
。

詩
の
前
半
は
言
わ
ば
静
止
的
平
叙
文
で
あ
る
が
、
後
半
の
微
か
な
動
き
の
加

わ
り
が
本
作
を
詩
た
ら
し
め
る
要
件
と
な
り
、
私
と
風
と
も
く
せ
い
と
、
自
然

の
中
で
風
に
気
配
り
す
る
み
す
ゞ
が
こ
こ
に
生
き
て
い
る
。

ご
く
短
い
詩
で
あ
り
、
工
夫
す
れ
ば
和
歌
俳
句
に
変
換
可
能
か
と
も
思
う
。

音
響
の
例
な
が
ら
風
関
連
の
作
品
を
朝
日
俳
壇

(2008�6�30

・
朝
日
新
聞)

よ
り
次
に
引
く
。

☆
緑
陰
の
風
は
声
さ
へ
そ
よ
が
す
る

(

名
古
屋
市)

日
原

正
彦

動
感
に
加
え
奥
行
き
と
清
涼
感
あ
る
作
か
と
思
う
。
選
者
評
を
次
に
引
く
。

金子みすゞ詩における虚構性 ��



���

○
深
い
森
の
緑
を
渡
る
風
。
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
る
人
の
声
ま
で
そ
よ
い
で

い
る
と
感
じ
る
作
者
。(

選
者
・
稲
畑
汀
子)

○
青
葉
の
陰
の
涼
や
か
な
風
、
屈
託
の
な
い
会
話
が
続
く
。｢

声
さ
へ
そ

よ
が
す
る｣

が
爽
快
。(

選
者
・
大
串

章)

�
�
�
�
�

金
子
み
す
ゞ
が
下
関
に
在
っ
て
古
里
の
母
校
大
津
�
女
を
回
想
し
た
、
と
判

断
す
る
作
品

『

学
校』

①
舟
で
く
る
子
も
あ
り
ま
し
た
、
＼
峠
を
越こ

す
子
も
あ
り
ま
し
た
。

う
し
ろ
は
山
で
蝉
の
声
、

＼
ま
へ
は
つ
つ
み
で
葦
の
風
。

田
圃
た
ん
ぼ

を
越
え
て
海
が
み
え
、
＼
真
帆
も
片
帆
も
ゆ
き
ま
し
た
。

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
。

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
。

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
品
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
⑤

｢

か
へ
ろ｣

で
あ
る
。
こ
れ
は
作
中
②
⑥

｢

つ

つ
み｣

に
結
び
彼
女
が
心
に
包
ん
だ
土
地
の
固
有
名
詞
カ
エ
ル
ヅ
ツ
ミ
の
池
を

暗
示
し
、
末
部
⑦
⑧
に

｢

水｣

と
し
て
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
帰
ル
堤
の
水
面
で

あ
る
。

｢

か
へ
ろ｣

は
作
中
各
所
に
か
か
る
有
機
的
関
連
を
な
し
、
実
験
的
に
こ
れ

を

｢

小
鳥｣

に
取
換
え
る
と
、
脈
絡
、
言
わ
ば
電
気
回
路
に
お
け
る
配
線
を
分

断
さ
れ
て
詩
は
機
能
不
全
に
陥
る
。

次
に
作
中
の

｢

か
へ
ろ｣

を

｢

か
へ
る｣

(

蛙
・
帰
る

基
準
形
・
動
詞
終

止
形)

に
取
換
え
可
能
か
ど
う
か
考
え
る
。
カ
エ
ル
も

｢

帰
ろ｣

と
鳴
く
が
、

⑧

｢

い
ま
は
こ
こ
ろ
に
あ
る
ば
か
り｣

帰
る
こ
と
は
…
…

帰
ら
・
帰
り
・

帰
る
…
…

望
郷
心
の
ゆ
れ
動
き
を
終
止
形
で
表
現
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て

不
可
で
あ
る
。
か
か
る
抜
差
な
ら
ぬ
語
の
選
択
に
彼
女
の
工
夫
が
あ
る
。
虚
構

の
所
以
で
あ
る
。

な
お
、
別
に
学
校
近
辺
の
立
地
環
境
ほ
か
述
べ
た
。(

紀
要
前
号
拙
稿
参
照
。)

補
説

西
よ
り
東
に
一
直
線
、
夕
日
↓
校
舎
↓
帰
ル
堤
↓
み
す
ゞ

下
校
途
上
、

緑
ヶ
丘
地
区
近
辺
か
、
作
品
末
部
に
夕
暮
の
見
返
り
の
堤
を
回
想
す
る
模
様
で

あ
る
が
、
以
下
、
虚
構
に
み
す
ゞ
の
実
在
的
体
験
を
加
え
て
み
る

(

虚
構
機
能

は
不
変)

。
論
者
の
知
る
処
、
当
地
方
に
牛
蛙(

別
名
食
用
蛙)

が
居
り
、
ウ
ォ
ー

ン
ウ
ォ
ー
ン
と
低
く
鳴
く
。
こ
れ
を
み
す
ゞ
下
校
途
上
の
実
在
的
体
験
と
す
れ

ば
学
校
時
代
を
回
想
す
る
際
に
鮮
か
な
記
憶
と
な
っ
て
蘇
っ
た
か
と
思
う
。
だ

が
難
し
い
か
。

私
事
な
が
ら
論
者
幼
少
の
折
の
体
験
は
別
の
小
池
沼
で
あ
り
、あ
れ
だ
け
の

池
で
あ
れ
ば
と
帰
ル
堤
の
突
端
に
お
住
ま
い

(1961�4

〜1967�3)

で
あ
っ
た

鹿
嶋
や
よ
ひ
様
に
電
話
伺
い
し
た
と
こ
ろ
、
牛
蛙
が
存
在
す
る
こ
と
、
住
居
は

大
津
高
校
の
前
身

(

す
な
わ
ち
高
女)

の
官
舎
の
模
様
、
夕
方
に
鳴
く
こ
と
、

食
用
蛙
を
釣
る
人
の
存
在
な
ど
、示
教
を
い
た
だ
い
た
。

論
者
の
妹
に
確
認
の
た
め
、
家
並
み
家
宅
別
の
地
図
を
照
会
し
た
と
こ
ろ
、

池
突
端
の
旧
宅
は
、
平
成
二
十
一
年
現
在
、
丸
印
に
Ｐ
、
パ
ー
キ
ン
グ
駐
車
場

に
な
り
、
池
堤
の
名
称
が

｢

か
わ
る
溜
池｣

と
記
載
。
だ
が
平
成
に
も
そ
の
現

役
名
称
は
藤
中

(

フ
ン
ヂ
ュ
ウ)

地
区
の

｢

カ
エ
ル
ヅ
ツ
ミ｣

で
あ
る
。

み
す
ゞ
は
大
正
九1920

年
三
月
高
女
卒
業
、
食
用
蛙
は
大
正
八
年(

４)

に
輸
入
、

輸
入
と
普
及
期
間
か
ら
難
し
い
か
。
文
芸
上
は
仮
構
の
蛙
で
も
十
分
で
あ
る
が
、

鳰
は
ニ
イ
ボ
ニ
イ
ボ
と
鳴
く
水
鳥
で
あ
り
池
に
浮
巣
を
作
る
。
蛙
に
実
在
を
裏

打
す
れ
ば
い
か
な
る
蛙
種
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
は
後
の
研
究
課
題
と
な
る
。

白石 一美��
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高
遠
信
次
著

『

詩
論

金
子
み
す
ゞ』 (

５)

に

｢

対
象
へ
の
擬
人
的
同
一
化｣

と
記
さ
れ
る

『

切
り
石』

で
あ
る
が
、
特
に
そ
の
同
一
化
と
感
情
方
面
の
分
析

を
試
み
た
い
。

石
屋
が
石
を
削
り
、
そ
の
切
り
屑
を
善
意
で
あ
ろ
う
道
路
補
修
の
つ
も
り
で

道
路
の
く
ぼ
み
に
穴
う
め
し
た
。
そ
の
中
に
ガ
ラ
ス
の
破
片
の
如
く
硬
く
鋭
い

石
が
あ
り
、
多
分
下
駄
か
草
履
の
鼻
緒
も
切
れ
た
か
、
み
す
ゞ
が
下
校
途
中
に

そ
れ
を
う
っ
か
り
踏
ん
で
足
を
怪
我
し
た
、
そ
の
よ
う
な
体
験
が
あ
っ
た
か
と

推
測
す
る
。

①
石
屋
に
切
ら
れ
た
＼
切
り
石
は
、
＼
飛
ん
で
街か
い

道ど

の
＼
水
た
ま
り
。

②
学
校
も
ど
り
の
＼
左
側
、
＼
は
だ
し
の
子
供
よ
、
＼
気
を
つ
け
な
。

③
切
り
石
や
切
ら
れ
て
＼
お
こ
つ
て
る
。

石
屋
に
切
ら
れ
、
み
す
ゞ
の
足
を
切
っ
た
石
、
ダ
ブ
ル
タ
イ
ト
ル
の

『

切
り

石』

で
あ
る
。

足
の
傷
口
が
痛
む
。
痛
み
昂
じ
て
熱
く
な
っ
た
感
情

(

詩
作
の
原
動
力)

が

ペ
ン
先
に
生
の
ま
ま
奔
っ
た
。

作
品
冒
頭
部

｢

石
屋
に
切
ら
れ
た
＼
切
ら
れ
石｣

な
ら
ぬ

｢

切
り
石｣
、
こ

の
表
現
に
石
へ
の
わ
だ
か
ま
り
が
ひ
そ
み
、
彼
女
と
切
屑
は
完
全
に
一
体
化
し

て
い
な
い
と
思
う
。
率
直
に
記
せ
ば
③
み
す
ゞ
は
切
ら
れ
て
お
こ
っ
て
る
、
で

あ
る
。
そ
れ
が
何
故
か
石
に
お
き
か
え
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
。
③

(

み
す
ゞ
な

ら
ぬ)

切
屑
が
石
屋
を

｢

お
こ
つ
て
る｣

と
言
う
が
怒
る
い
わ
れ
は
な
い
。
石

材
加
工
上
、
切
屑
の
発
生
は
必
然
で
あ
り
、
捨
場
を
問
わ
ず
親
石
よ
り
離
れ
る

の
は
、
生
死
同
様
、
子
の
運
命
で
あ
る
。
切
屑
は
こ
れ
を
被
害
者
と
み
な
い
。

怒
る
い
わ
れ
な
く
、
怒
る
の
は
彼
女
で
あ
る
。
き
つ
い
言
葉
で
あ
る
が
黒
幕
に

居
る
彼
女
の
そ
れ
を
わ
だ
か
ま
り
を
う
け
る
石
が
い
わ
れ
も
な
く
結
末
部
に
代

理
表
現
す
る
趣
で
あ
る
。
切
屑
も
ま
た
ナ
マ
の
感
情
を
背
負
わ
さ
れ
て
石
屋
と

も
ど
も
ペ
ン
先
で
相
殺
さ
れ
て
は
迷
惑
で
あ
ろ
う
。

第
②
連

み
す
ゞ
が
唐
突
に
現
れ
て
叫
ぶ

｢

学
校
も
ど
り
の
＼
左
側｣

は

読
者
に
は
意
味
不
明
で
あ
り
、
表
現
上
、
普
遍
性
・
客
観
性
に
乏
し
い
。

『

親
な
し
子
石』

と
題
し
て
最
後
ま
で
切
屑
一
本
で
お
し
通
す
。
第
②
連

｢

ず
ぶ
ぬ
れ
風
邪
ひ
き
親
わ
か
れ
、
は
だ
か
の
子
供
も
気
を
つ
け
よ｣

と
す
れ

ば
平
板
な
が
ら
彼
女
は
お
も
て
か
ら
隠
れ
得
る
。
だ
が
彼
女
の
当
面
の
テ
ー
マ

か
ら
外
れ
て
傷
口
の
感
情
は
お
さ
ま
ら
な
い
か
。

思
い
を
文
字
に
定
着
す
る
過
程
で
感
情
を
言
葉
に
整
理
し
て
普
遍
性
あ
る
詩

に
転
ず
る
の
が
普
通
の
あ
り
方
で
あ
る
。
高
い
感
情
を
生
の
ま
ま
メ
モ
し
た
未

推
敲
の
個
人
的
怪
我
日
誌
、
そ
れ
が
み
す
ゞ
詩
集
に
混
入
し
た
か
。
子
供
に
も

や
や
粗
い
言
葉
で

｢

気
を
つ
け
な｣

と
教
訓
す
る
け
れ
ど
も
感
情
が
八
ツ
当
た

り
気
味
で
あ
る
。

大
正
十
二1923

年
の
関
東
大
震
災
で
積
木
遊
び
の
城
が
た
や
す
く
ガ
ラ
ガ
ラ

と
崩
れ
、
親
に
死
に
別
れ
た
淋
し
さ
を
う
た
う

『

去
年
の
け
ふ

大
震
記
念

日
に

』

が
み
す
ゞ
に
あ
る
。
児
童
詩
ゆ
え

(

彼
女
は
オ
モ
テ
に
現
れ
ず
沈

潜)

石
屋
親
石
・
子
石
子
供
、
こ
れ
ら
を
彼
女
が
統
括
、
い
ず
れ
子
供
子
石
は

親
か
ら
独
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
。

高
女
在
学
中
、
後
の
師
西
條
八
十
が
雑
誌

『

赤
い
鳥』

大
正
七
年
十
一
月
号

に

(

♪
う
た
を
忘
れ
た)

『

か
な
り
や』 (

６)

を
発
表
。
あ
の
要
領
で
親
に
別
れ
た

子
石
を
前
の
小
道
に
捨
て
ず
し
て
月
夜
の
波
に
洗
わ
せ
る
構
想
も
あ
る
。
と
も

あ
れ
彼
女
の
感
情
を
ど
う
言
葉
に
磨
く
か
、
そ
れ
が
先
決
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル

欲
張
っ
た
の
も
失
敗
原
因
の
一
つ
か
と
思
う
。

金子みすゞ詩における虚構性 ��
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沈
黙
す
る
虚
構
１

『

海
と
山』

は
全
６
連
構
成
で
あ
り
、
前
半
３
連
は
海
、

後
半
３
連
は
山
を
叙
す
る
。
前
半
の
構
成
・
記
述
形
式
は
後
半
の
そ
れ
に
シ
ン

メ
ト
リ
カ
ル
で
あ
る
。
対
称
性
を
か
く
完
全
に
保
つ
が
表
現
内
容
の
バ
ラ
ン
ス

は
意
識
的
に
崩
さ
れ
て
海
に
重
点
が
あ
る
。
景
気
の
良
い
祭
を
出
し
て
、
彼
女

は
そ
の
前
面
に
方
便
と
し
て
の
ウ
ソ
即
ち
虚
構
を
据
え
る
。
そ
の
条
を
次
に
引

く
。

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
。

た
し
か
に
お
正
月
は
毎
年
か
な
ら
ず
来
る
。
し
か
し
年
毎
の
新
船
建
造
は
経

済
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ
る
。
こ
の
新
造
船
が
虚
構
設
定
で

あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
本
作
の
要
は
こ
こ
に
あ
る
と
判
断
す
る
。
虚
構
が
詩

を
支
え
、
虚
構
は
肝
要
表
現
の
道
具
で
あ
る
。
虚
構
の
奥
に
読
み
と
る
べ
き
は

何
か
。(

以
下
省
略

本
作
品
は
紀
要
前
号
拙
稿
参
照)

以
上
か
ら
海
と
山
は

タ
イ
ト
ル

(

作
品
名
・
題
目)

の
上
で
両
者
公
平
均
等
と
テ
ー
マ

(

主
題)

の

上
で
海
が
メ
イ
ン
・
山
は
サ
ブ
と
す
る
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
後
半
最
終
部
を

次
に
引
く
。

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
。

ゆ
づ
り
葉
は
新
年
の
祝
い
飾
り
の
植
物
で
あ
る
。
若
葉
の
成
長
を
見
と
ど
け

て
、
旧
い
葉
が
落
葉
す
る
と
い
う
。
読
者
は
サ
ブ
に
お
い
て
新
旧
を
意
識
す
る

が
、
メ
イ
ン
に
お
け
る
旧
は
祭
に
お
さ
れ
て
無
意
識
下
に
沈
む
、
老
廃
船
の
如

く
。
無
言
沈
黙
の
虚
構
表
現
で
あ
る
。(

別
に

『

小
松
原』

参
照)

�
�
�
�

沈
黙
す
る
虚
構
２

表
面
に
見
え
な
い
無
言
の
表
現
に

い
ま
一
例『

木』

を
と
り
あ
げ
る
。
次
の
①
は
世
界
の
前
面
ま
た
は
正
面
、
②
は
同
じ
く
奥
か
脇

に
位
置
す
る
詩
か
と
も
思
う
。

①
小
鳥
は
＼
小
枝
の
て
つ
ぺ
ん
に
、
＼
子
供
は
＼
木
か
げ
の
鞦
韆
ぶ
ら
ん
こ

に
、

小
ち
や
な
葉
つ
ぱ
は
＼
芽
の
な
か
に
。

②
あ
の
木
は
、
＼
あ
の
木
は
、
＼
う
れ
し
か
ろ
。

『

木』

は
二
連
構
成
で
あ
る
。
①
前
半
は
ほ
ぼ
客
観
描
写
で
あ
り
、
②
後
半

は
当
該
樹
木
一
本
に
限
定
注
視
し
、
主
観
部
分
が

｢

う
れ
し
か
ろ｣

と
木
の
心

を
推
し
量
っ
た
末
尾
部
分
に
現
れ
て
字
面
の
上
で
そ
こ
で
終
わ
る
。

表
現
内
容
表
現
世
界
が
こ
こ
で
完
結
し
、
形
式
解
釈
上
、
後
連
を
前
連
の
従

属
と
み
れ
ば
虚
構
は
前
半
末
部
に
存
し
、
芽
ぐ
み
広
ご
り
開
花
を
想
像
、
全
体

と
し
て
自
然
の
生
命
力
成
長
力
賛
歌
と
み
る
。
完
結
し
な
い
と
み
れ
ば
ど
う
か
。

一
方
、
後
連
の
②

｢

あ
の
木
は｣

な
る
表
現
か
ら

｢

こ
の
木｣

｢

私
は｣

な

ど
無
言
の
別
の
こ
と
が
ら
を
言
外
に
想
起
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
字
に
表

現
さ
れ
た
部
分

(

と
り
わ
け
①)

は
表
現
さ
れ
ぬ
奥
深
く
広
大
な
世
界
の

(

明

る
く
前
に
出
た
華
や
か
な)

一
部
分
と
の
解
釈
で
あ
る
。
②
終
末
部
以
後
記
述

が
無
い
の
で
、
こ
の
先
、
仮
想
の
第
③
④
連
に
第
①
②
連
の
逆
概
念
を
想
像
的

に
補
う
な
ど
し
て
平
面
進
行
的
に
横
方
向
に
読
む
か
、
そ
れ
と
も
立
体
的
に
読

む
か
、
と
な
る
。

立
体
的
と
は
例
え
ば
暗
闇
よ
り
現
れ
た
①

『

花
火』

が
②
暗
闇
に
、｢

見
え

な
い
国
の
花｣

の
存
す
る
暗
闇
に
も
ど
り
消
え
る
世
界
、
そ
の
世
界
の
一
部
分

と
し
て
作
品

(

と
り
わ
け
①)

を
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
バ
ッ
ク
を
青
空
の
色

に
す
れ
ば

『

海
の
こ
ど
も』

な
る
岩
場
の
汐
溜
ま
り
に
さ
ら
に
小
さ
な
貝
の
子

供
が
生
き
る
よ
う
な
立
体
的
世
界
の
謂
で
あ
る
。
作
品
が
解
釈
鑑
賞
者
へ
強
い

る
本
文
規
制
力
が
弱
く
、
受
け
手
の
資
質
や
解
釈
鑑
賞
力
に
委
ね
ら
れ
る
部
分

が
大
き
い
作
品
と
思
う
が
、
本
作
品
を
未
完
結
と
み
る
と
き
、
に
ぎ
や
か
さ
・

う
れ
し
さ
の
奥
底
に
ひ
そ
む
無
言
表
現
を
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

白石 一美��
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視
点
の
複
数
化

雨
降
り
模
様
の
曇
り
空
の
も
と
、
み
す
ゞ
は
風
に
吹
か
れ

て
見
え
隠
れ
す
る
一
輪
の

『

山
茶
花』

を
描
く
。
表
現
す
る
視
点
が
独
創
的
で

あ
り
二
つ
あ
る
。
み
す
ゞ
が
花
や
空
を
見
る
静
止
的
視
点
と
み
す
ゞ
が
花
に
同

化
し
て
空
を
あ
や
す
動
的
視
点
と
で
あ
る
。
我
々
が
通
常
見
出
し
発
見
し
難
い

視
点
を
含
む
虚
構
設
定
で
あ
る
。
空
が
風
を
起
こ
し
、
風
が
花
を
ゆ
ら
す
。
こ

の
力
学
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
言
わ
ば
子
が
親
を
あ
や
す
よ
う
に
花
と
空
と
を
直

接
結
ん
で
独
特
の
世
界
を
目
前
に
展
開
し
て
い
る
。
端
的
に
は
発
想
の
逆
転
で

あ
り
、
小
さ
な
花
が
言
わ
ば
世
界
を
あ
や
す
と
い
う

『

山
茶
花』

で
あ
る
。

居
な
い
居
な
い
＼
ば
あ
！
＼
誰
あ
や
す
。＼
＼

風
ふ
く
お
せ
ど
の
＼
山
茶
花

さ
ゞ
ん
く
わ

は
。
＼
＼
【
注

お
背せ

戸ど

＝
裏
口
勝
手
口
】

居
な
い
居
な
い
＼
ば
あ
！
＼
い
つ
ま
で
も
、
＼
＼

泣
き
出
し
さ
う
な
＼
空
あ
や
す
。

こ
の
よ
う
な
虚
構
表
現
を
可
能
と
す
る
前
提
と
し
て
、
サ
ザ
ン
カ
を
客
観
視

す
る
み
す
ゞ
と
こ
れ
に
感
情
移
入
し
て
一
体
化
す
る
み
す
ゞ
と
、
複
数
の
み
す
ゞ

の
視
点
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。こ
れ
を
裏
打
ち
す
る
作
品
の
存
在
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。み
す
ゞ
自
身

｢

私
の
ほ
か
に
、
私
が
ゐ
る
の
。｣
と
言
う
。
そ
の

作
品

『

私』

を
次
に
引
く
。

ど
こ
に
だ
つ
て
私
が
ゐ
る
の
、

私
の
ほ
か
に
、
私
が
ゐ
る
の
。

通
り
ぢ
や
店
の
硝が
ら

子す

の
な
か
に
、

う
ち
へ
帰
れ
ば
時
計
の
な
か
に
。

お
台
所
ぢ
や
お
盆ぼ
ん

に
ゐ
る
し
、

雨
の
ふ
る
日
は
、
路み
ち

に
ま
で
ゐ
る
の
。

け
れ
ど
も
な
ぜ
か
、
い
つ
見
て
も
、

お
空
に
や
決
し
て
ゐ
な
い
の
よ
。

硝
子
・
お
盆
な
ど
、
そ
の
一
つ
、
時
計
の

『

振ふ
り

子こ』
(

覚
え

総
ル
ビ
注
意)

を
次
に
引
く
。
一
般
論
と
し
て
人
々
の
注
意
は
文
字
盤
の
針
の
指
示
に
向
く
。

み
す
ゞ
の
眼
は
、
文
字
盤
の
下
、
ブ
ラ
ン
コ
活
動
を
停
止
し
た
振
子
を

｢

の
ぞ

い
て｣

る
。
一
方
、
永
ら
く
停
止
し
た
振
子
が
自
己
の
願
望
を
こ
れ
も
ま
た
ガ

ラ
ス
越
の
外
界
を

｢

の
ぞ
い
て｣

訴
え
る
、
と
い
う
見
立
て
で
あ
る
。
便
宜
、

個
室
な
ら
ぬ
書
店
店
舗
の
時
計
と
し
て
解
し
て
お
く
。
論
者
の
個
人
的
解
法
な

が
ら
作
品
中
２
箇
所

｢

振
子
の
独
り
言｣

に
読
み
換
え
た
上
で
原
作
と
比
較
す

れ
ば
理
解
が
速
い
。

時と

計け
い

の
窓ま
ど

を
の
ぞ
い
て
る

止と
ま

つ
た
ふ
り
子こ

は
さ
び
し
さ
う
。

窓ま
ど

の
そ
と
に
は
、
街ま
ち

が
み
え

子こ

供ど
も

が
縄な
わ

と
び
し
て
ゐ
る
に
、

だ
れ
か
み
つ
け
て
く
れ
な
い
か

鞦
韆
ぶ
ら
ん
こ

押お

し
て
く
れ
な
い
か
。

窓ま
ど

の
硝が
ら

子す

を
の
ぞ
い
て
る

錆さ

び
た
ふ
り
子こ

は
、
さ
び
し
さ
う
。

｢

さ
び
し
さ
う｣

と
振
子
の
心
の
内
を
推
し
量
る
表
現
、
み
す
ゞ
が
時
計
の

金子みすゞ詩における虚構性 ��
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ガ
ラ
ス
越
に
振
子
を
の
ぞ
く
。
他
方
、
時
計
の
中
に

｢

ゐ
る｣

私
と
は
振
子
で

あ
り
、
み
す
ゞ
で
あ
る
。
逆
擬
人
法
的
虚
構
に
よ
っ
て
振
子
に
一
体
化
し
て
往

来
を
の
ぞ
く
み
す
ゞ
と
時
計
を
の
ぞ
く
彼
女
と
二
つ
の
視
点
を
有
す
る
点
、

『
山
茶
花』

に
同
じ
い
。

以
下
、
や
や
批
判
が
辛
い
が
か
か
る
複
数
視
点
法
は
雨
降
り
を
懸
念
す
る
彼

女
の
心
を
花
に
託
す
作
に
は
有
効
で
あ
る
。
だ
が
、『

振
子』

は

｢

さ
び
し｣

い
自
己
感
情
の
客
観
化
に
成
功
し
た
か
に
み
え
る
が
、
本
質
的
に
、
独
り
言
、

一
点
視
法
で
表
現
可
能
の
文
学
世
界
で
あ
る
。『

振
子』

は
言
葉
選
び
が
甘
い
。

感
情
の
自
己
分
析
が
甘
い
の
で

｢

さ
び
し｣

い
語
と
な
る
。
分
析
の
上
、
他
に

置
き
換
え
不
可
能
の
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
語
選
択
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
き
、

複
数
法
が
機
能
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。

『

振
子』

の
解
釈
例

多
分
現
実
は
義
父
の
営
む
下
関
市
上
山
書
店
の
市
内

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
の
店
番
、
日
が
な
の
勤
務
に
時
間
は
い
っ
こ
う
に
進
ま
な
い
。

こ
の
ま
ま
十
年
一
日
、
長
期
の
店
番
を
思
う
と

｢

錆
び
た
ふ
り
子｣

の
よ
う
に

心
ま
で
さ
び
つ
く
。
文
字
盤
だ
か
ソ
ロ
バ
ン
の
下
に
居
る
自
分
に
誰
か
気
が
つ

い
て
一
押
し
。
自
由
に
活
動
さ
せ
て
く
れ
る
場
と
理
解
者
を
、
新
し
い
展
開
を

待
ち
望
む
心
が
存
在
す
る
か
と
思
う
。

さ
て
前
述

『

山
茶
花』

に
お
け
る
動
感
表
現
の
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
基
礎

的
ス
ケ
ッ
チ
を
な
す
小
作
品
を
次
に
あ
げ
る
。
見
え
隠
れ
す
る
動
感
描
写
を
な

す
作
品
に『

小こ

松ま
つ

原ば
ら』

が
あ
る
。
小
松
原
は
仙
崎
港
東
側
の
海
岸
沿
い
、
み
す
ゞ

の
実
家
と
白
潟
地
区
と
の
間
に
あ
る
地
名
で
あ
る
。
や
や
虚
構
の
露
わ
な
ア
ン

グ
ル
か
と
も
思
う
が
老
人
の
押
し
引
く
動
き
を
視
覚
的
に
よ
く
表
現
、
リ
ズ
ム

も
い
い
。
か
か
る
視
点
が

『

山
茶
花』

へ
と
、
さ
ら
に
老
人
と
舟
の
か
く
れ
ん

ぼ
と
言
う
べ
き
新
た
な
作
品
に
展
開
す
る
の
で
は
な
い
か
。

小
松
原
、

松
は
す
く
な
く
な
り
ま
し
た
。

い
つ
も
木こ

挽び

き
の
お
爺
さ
ん
、

巨お
ほ

き
な
材
木
ざ
い
も
く

ひ
い
て
ま
す
。

押お

し
た
り
、
引
い
た
り
、
そ
の
度
に
、

白し
ら

帆ほ

が
見
え
た
り
、
か
く
れ
た
り
、

か
も
め
も
飛
び
ま
す
、
波
の
う
へ
、

雲
雀
ひ
ば
り

も
啼な

き
ま
す
、
空
の
な
か
。

海
も
お
空
も
春
だ
け
ど
、

松
と
、
木こ

挽び

き
は
さ
み
し
さ
う
。

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
新
し
い
、

家
が
建た

ち
ま
す
、
＼
小
松
原
、

松
は
す
く
な
く
な
り
ま
し
た
。

新
し
い
お
家
が
で
き
て
、
そ
こ
に
新
し
い
生
活
が
始
ま
る
と
き
、
老
兵
は
静

か
に
去
る
。
春
が
来
る
。
そ
の
新
し
い
生
活
の
た
め
に
お
爺
さ
ん
は
働
く
。

『

海
と
山』

に
お
け
る
ユ
ズ
リ
葉
の
よ
う
な
松
で
あ
り
、
沈
黙
の
お
爺
さ
ん
で

あ
る
。
新
築
ま
た
方
丈
記
の
如
く
こ
れ
に
同
じ
い
。
そ
の
お
り
の
学
友
に
よ
れ

ば
今
は
ま
た
こ
の
近
く
に
み
す
ゞ
公
園
が
建
っ
た
と
い
う
。

�
�
�
�

曖
昧
表
現
に
よ
る
虚
構
設
定

例
え
ば

『

振
子』

冒
頭
第
一
行
目

｢

の
ぞ
い

白石 一美��
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て
い
る｣

、
自
他
主
客
が
融
合
す
る
表
現
な
ど
、
こ
の
方
法
は
み
す
ゞ
に
限
ら

ず
他
の
作
家
に
も
数
多
く
見
受
け
ら
れ
、
方
法
と
し
て
至
極
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ

る
。
ほ
と
ん
ど
散
文
に
近
い
児
童
向
と
思
わ
れ
る
作
品

『

犬』

を
次
に
引
く
。

う
ち
の
だ
り
あ
の
咲
い
た
日
に

酒
屋
の
ク
ロ
は
死
に
ま
し
た
。

お
も
て
で
あ
そ
ぶ
わ
た
し
ら
を
、

い
つ
で
も
、
お
こ
る
を
ば
さ
ん
が
、

お
ろ
お
ろ
泣
い
て
居
り
ま
し
た
。

③

そ
の
日
、
学が
く

校こ

で
そ
の
こ
と
を

お
も
し
ろ
さ
う
に
、
話
し
て
て
、

ふ
つ
と
さ
み
し
く
な
り
ま
し
た
。

第
③
連
で
み
す
ゞ
が
主
体
を
曖
昧
化
す
る
条
、
実
験
的
に
改
作
す
る
。

③
そ
の
日
、
学
校
で
友
達
に
＼
泣
く
ま
ね
し
な
が
ら
話
す
う
ち

か
く
改
作
す
れ
ば
主
体
は
明
確
に
な
る
。
し
か
し
改
作
結
果
の
全
体
は
自
己

体
験
の
一
方
的
表
現
で
あ
り
小
学
生
な
み
の
平
叙
文
・
反
省
文
と
化
す
。
第
③

連
の
曖
昧
化
に
よ
っ
て
友
達
に
も
誰
に
も
あ
る
こ
と
と
し
て
読
者
に
訴
え
か
け
、

辛
う
じ
て
詩
に
止
ま
る
か
。
表
現
上
、｢

お
ろ
お
ろ｣

・｢

お
も
し
ろ
さ
う
に｣

な
ど
抽
象
語
を
や
め
て
具
体
表
現
化
す
べ
き
か
。
だ
が
逆
に
見
れ
ば
読
者
が
想

像
力
を
働
か
せ
て
個
別
場
面
を
思
い
浮
か
べ
文
学
世
界
に
参
入
す
る
余
地
が
広

い
わ
け
で
あ
る
。

�
�
�
�

そ
の
昔
、
島
に
湾
入
し
て
い
た
海
が
砂
州(

７)

の
た
め
に
封
じ
込
め
ら
れ
孤
立

し
て
取
り
残
さ
れ
た
。
こ
れ
が
淡
水
青
海
湖
の
成
立
で
あ
る
。
潟
湖
を
封
じ
た

こ
の
砂
州
が

『

波な
み

の
橋
立
は
し
だ
て』

と
呼
ば
れ
る
一
本
道
で
あ
り
、
み
す
ゞ
は
こ
の
道

を
東
よ
り
西
へ
と
歩
む
。
右
手
に
淡
水
、
左
手

｢

外
海｣

は
深ふ

川か
わ

湾
。

①
波
の
橋
立
よ
い
と
こ
ろ
、
＼

右
は
み
づ
う
み
、
も
ぐ
つ
ち
よ
が
も
ぐ
る
、

左
ひ
だ
り
や
外
海
、
白
帆
が
通
る
、

な
か
の
松
原
、
小
松
原
、＼
さ
ら
り
さ
ら
り
と
風
が
吹
く
。

②

海
の
か
も
め
は
＼
み
づ
う
み
の
＼
鴨
と
あ
そ
ん
で
＼
日
を
く
ら
し
、

あ
を
い
月
出
り
や
＼
み
づ
う
み
の
、
＼
ぬ
し
は
海
辺
で
＼
貝
ひ
ろ
ふ
。

③
波
の
橋
立
、
よ
い
と
こ
ろ
、
＼

右
は
み
づ
う
み
、
ち
よ
ろ
ろ
の
波
よ
、

左
や
外
海
、
ど
ん
ど
の
波
よ
、

な
か
の
石
原
、
小
石
原
、＼
か
ら
り
こ
ろ
り
と
通
り
や
ん
せ
。

作
品
の
展
開

①
風
景
描
写
に
始
ま
り
②
虚
構
に
よ
る
神
秘
的
幻
想
表
現
を

経
て

(

と
は
ず
語
り
巻
５
厳
島
・
平
家
物
語
巻
２
卒
都
婆
流

参
照)

③
下
駄

の
響
き
に
結
ぶ
作
品
で
あ
る
。
第
①
連
は
第
③
連
と
重
な
り
照
応
す
る
。
①

｢

さ
ら
り
さ
ら
り｣

と
③

｢

か
ら
り
こ
ろ
り｣

は
と
も
に
乾
い
た
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
。
何
し
ろ
右
も
左
も
水
面
で
あ
り
、
湿
気
は
大
き
い
。
だ
が
実
態
が
ど
う

で
あ
れ
本
作
は
橋
立
讃
歌
で
あ
り
、
か
り
そ
め
に
も
①

｢

じ
め
じ
め
じ
っ
と
り

風
が
吹
く｣

な
ど
と
は
表
現
で
き
な
い
わ
け
で
あ
り
、
み
す
ゞ
に
よ
る
爽
や
か

さ
の
強
調
で
あ
ろ
う
。

｢
石
原
、
小
石
原｣

は
下
駄
に
高
く
爽
や
か
な
ひ
び
き
を
生
ぜ
し
め
る
た
め

の
彼
女
が
苦
労
し
た
虚
構
設
定
と
判
断
す
る
。
姉
妹
作
と
覚
し
き『

内
海
外
海』

金子みすゞ詩における虚構性 ��
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に

｢

内
海
さ
ら
さ
ら
＼
外
海
ど
う
ど
、
＼
＼
内
海
砂
原
＼
外
海
石
原
、｣

と
酷

似
す
る
表
現
が
あ
る
。
但
し
本
作
末
尾
に｢

瀬せ

戸と

ぢ
や
け
ん
く
わ
の
渦
が
巻
く
。｣

大
泊
海
峡
と
判
断
す
る
条
が
あ
り
、
仙
崎
半
島
の
東
西
の
海
、
仙
崎
湾
小
松
原

＼
深
川
湾
ガ
ラ
ガ
ラ
浜
の
イ
メ
ー
ジ
作
で
あ
る
。
さ
て
橋
立
の
実
態
は
松
葉
ま

じ
り
の
小
砂
原
、
土
と
砂
に
よ
る
平
坦
な
サ
ク
サ
ク
道
で
あ
る
。
こ
の
橋
立
の

一
本
道
と
海
に
挟
ま
れ
た
ベ
ル
ト
地
帯
が
実
は
石
原
で
あ
り
、
こ
こ
は
海
辺
波

打
際
近
く
の
傾
斜
面
に
し
て
丸
い
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
す
る
場
所
で
あ
る
。
下
駄
歯

に
丸
石
、
歩
き
難
い
。
で
は
な
ぜ
、
砂
原
で
は
な
く
て
石
原
か
。
石
原
は
、
爽

や
か
な
下
駄
の
ひ
び
き
に
童
唄
♪
天
神
様
の
細
道
の
余
韻
を
重
ね
つ
つ
音
響
的

に
詩
を
結
ぶ
虚
構
設
定
で
あ
ろ
う
。
砂
道
で
は
カ
ラ
コ
ロ
音
が
出
な
い
。
①
③

｢

な
か
の｣

に
橋
立
ベ
ル
ト
石
原
ベ
ル
ト
二
つ
の
含
み
が
あ
り
、
み
す
ゞ
は
、

後
者
、
海
辺
の
歩
き
難
い
ベ
ル
ト
を
指
定
す
る
。
基
本
展
開
は
①
視
覚
②
幻
想

③
視
覚
で
あ
る
が
音
楽
の
お
ま
け
付
で
あ
る
。
設
定
が
苦
し
く
読
者
は
転
ば
ぬ

よ
う
に
こ
わ
い
な
が
ら
も
通
る
必
要
が
あ
る
。

仙
崎
の
北
対
岸
、
青
海
島
の
王
子
山
に

｢

忠
魂
碑｣

一
基
存
し
、
北
清
役
・

日
露
役
の
戦
死
者
等
の
、
さ
ら
に
仙
崎
町
長
寺
戸
嘉
一
の
記
銘
あ
り
、
そ
の
町

長
在
任(

８)

は
大
正
三1914

年
四
月
よ
り
大
正
八
年1919
年
九
月
に
至
る
一
期
５

年
５
か
月
の
み
で
あ
り
、
み
す
ゞ
の
大
津
高
女
卒
業
は
翌
大
正
九1920

年
三
月

で
あ
る
。
次
の
作
品
冒
頭

｢

公
園｣

は
忠
霊
公
園
の
こ
と
と
考
え
る
。
桜
の
植

樹
は
明
治
末
な
い
し
大
正
初
期
か
、
そ
れ
も
枯
れ
た
由
で
あ
り
、
高
女
在
学
前

後
の
風
聞
と
体
験
を
反
映
し
た
作
品

『

王わ
う

子じ

山や
ま』

か
と
思
う
。

①
公こ
う

園ゑ
ん

に
な
る
の
で
植
ゑ
ら
れ
た
、
＼
桜
は
み
ん
な
枯か

れ
た
け
ど
、

②
伐き

ら
れ
た
雑ざ
ふ

木き

の
切
株
き
り
か
ぶ

に
や
、
＼
み
ん
な
芽
が
出
た
、
芽
が
伸
び
た
。

③
木こ

の
間ま

に
光
る
銀
の
海
、
＼
わ
た
し
の
町
は
そ
の
な
か
に
、

龍
宮
り
う
ぐ
う

み
た
い
に
浮う
か

ん
で
る
。

④
銀
の
瓦
か
は
ら
と
石
垣
い
し
が
き

と
、
＼
夢
の
や
う
に
も
、
霞か
す

ん
で
る
。

⑤
王
子
山
か
ら
町
見
れ
ば
、
＼
わ
た
し
は
町
が
好
き
に
な
る
。

⑥
干ほ
し

鰮か

の
に
ほ
ひ
も
こ
こ
へ
は
来
な
い
、

わ
か
い
芽め

立だ

ち
の
香
が
す
る
ば
か
り
。

第
①
連
と
第
②
連
、
こ
の
皮
肉
な
る
取
り
合
わ
せ
、
⑥
終
末
部
も
勘
案
す
れ

ば
混
雑
す
る
町
な
か
を
離
れ
て
清
閑
の
地
に
人
工
を
排
し
自
然
の
生
命
力
を
よ

し
と
す
る
自
然
賛
歌
で
あ
ろ
う
。

③
④
町
の
表
現
は
比
喩
に
よ
る
幻
影
化
で
あ
り
虚
構
で
は
な
い
。
⑤
は
好
悪

の
主
観
表
現
で
あ
っ
て
虚
構
は
作
中
に
無
い
、
か
。

だ
が
⑥

｢

に
ほ
ひ｣

に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
直
前
の
⑤

｢

町
が
好
き
に｣

と

直
後
の
⑥

｢

香｣

に
結
ぶ
。
前
者
に
は
町
好
き
の
理
由
付
、
後
者
、｢

に
ほ
ひ｣

と

｢

香｣

の
付
け
合
い
は
連
歌
俳
諧
に
お
け
る
文
字
面
通
り
の
匂
付
で
あ
る
。

町
好
を
さ
て
お
き
彼
女
が
魚
臭
を
こ
こ
に
設
定
し
た
オ
モ
テ
の
理
由
は
詩
を
視

覚
・
聴
覚
な
ら
ぬ
嗅
覚
で
締
括
る
腹
づ
も
り
、
ウ
ラ
の
理
由
は
弱
点
へ
の
補
償

と
考
え
る
。
弱
点
と
は
作
品
最
終
尾
の

｢

香｣

の
弱
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
読

者
に
は｢

若
い
芽
立
ち
の
香｣

と
言
わ
れ
て
も
い
か
な
る
匂
い
か
判
然
し
な
い
。

そ
こ
で
強
烈
な
魚
臭
を
予
め
直
前
に
配
置
し
て
読
者
の
感
覚
を
嗅
覚
に
向
け
た
。

そ
の
匂
い
も

｢

こ
こ
へ
は
来
な
い｣

と
実
在
実
臭
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
、
魚

臭
の
観
念
だ
け
が
読
者
の
脳
裏
に
の
こ
る
。
厳
密
に
は
読
者
は
草
木
な
ら
ぬ
魚

臭
を
芽
立
ち
の
香
と
錯
覚
す
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
補
償
機
能
を
有

す
る
虚
構
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
き
た
い
。

作
品
の
末
尾
一
行
は
表
現
が
弱
い
、
こ
の
こ
と
を
彼
女
自
身
認
識
反
省
し
て

い
た
箇
所
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
秀
作

『

も
く
せ
い』

と
の
比
較
考
察
、

白石 一美��
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他
作
品
と
の
比
較
か
ら
研
究
の
展
望
が
開
か
れ
る
か
と
思
う
が
今
は
こ
こ
に
筆

を
擱
く
。

�
１

文
芸
用
語
の
基
礎
知
識
・
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
第
５
３
巻
１
２
号

至
文
堂

1985
�
637

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
項

２

別
冊
太
陽
・
金
子
み
す
ゞ
生
誕
一
○
○
年

2003�4

平
凡
社

�
121�

124
琅
�
集

金
子
み
す
ゞ
の
琅
�
集
は
、
重
松
恵
子
・
雑
誌｢

童
話｣

と
金
子
み
す
ゞ

萩
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
五
号

1997

に
論
及
が
あ
り

(�
49)

、
そ
の
他
み
す
ゞ
の
注
意
す
べ
き
句
読
点
法
へ
の
指
摘
も
あ
る
。

３

風

岩
波
文
庫

日
本
唱
歌
集

�
209

岩
波
書
店

1958

４

世
界
原
色
百
科
事
典
４

小
学
館

1966
�
542

食
用
蛙
の
項

５

高
遠
信
次
・
詩
論
金
子
み
す
ゞ

東
京
図
書
出
版
会

1999
�
18

６

か
な
り
や

岩
波
文
庫
・
日
本
童
謡
集
�
27

岩
波
書
店

1957

７

長
門
市
史
・
民
俗
編

�
66

〜�
67

長
門
市
役
所

1979

海
洋
と
地
形

８

長
門
市
史
・
歴
史
編

�
535

長
門
市
役
所

1981

仙
崎
町
歴
代
一
覧

参
考
文
献

白
石
一
美

｢

金
子
み
す
ゞ
と
そ
の
ふ
る
さ
と｣
宮
崎
大
学
教
育
文
化

学
部
紀
要

人
文
科
学

第21

号

2009�9

日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

小
学
館

2000�12

〜

岩
波
書
店

日
本
古
典
文
学
大
系

古
今
和
歌
集
・
平
安
鎌
倉
私
集

附
記

詩
の
引
用
は

『

金
子
み
す
ず
全
集』

(

矢
崎
節
夫
ほ
か
篇

��
�
�

出
版
局

1984)

に
依
拠
し
旧
漢
字
を
改
め
た
。

誤
植
訂
正

当
該
紀
要
前
号
拙
稿

�99

１

×
註(

13)

大
会

○
註(

11)

大
会

�99

２

×
県
史
料

○
県
史
史
料

�103

詩

×
お
父
ち
ゃ
ん
２

○
お
父
ち
ゃ
ん

金子みすゞ詩における虚構性 ��




