
吉
本
隆
明
の
詩
集
稿
『
呼
子
と
北
風
』

の
編
纂
時
期
を
め
ぐ
っ
て

I

『
呼
子
と
北
風
』
の
編
纂
時
期
に
つ
い
て

太
平
洋
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
、
一
九
四
一
年
コ
ー
月
に
東
京
府
立
化
学

工
業
学
校
を
繰
り
上
げ
卒
業
と
な
っ
た
吉
本
隆
明
は
、
一
九
四
二
年
四
月
に

米
沢
高
等
工
業
学
校
(
現
山
形
大
学
工
学
部
)
に
入
学
し
、
一
九
四
四
年
九

月
に
米
沢
工
業
専
門
学
校
と
改
称
さ
れ
た
そ
こ
を
繰
り
上
げ
卒
業
と
な
っ

た
。
そ
の
間
、
吉
本
は
『
呼
子
と
北
風
』
と
『
草
莽
』
と
い
う
二
冊
の
詩
集

を
残
し
て
い
る
。
ガ
リ
版
刷
り
で
公
刊
さ
れ
た
『
草
莽
』
に
は
一
九
四
三
年

五
月
と
い
う
日
付
が
あ
り
そ
の
編
纂
時
期
は
明
確
で
あ
る
が
、
公
表
さ
れ
な

い
ま
ま
原
稿
東
と
し
て
残
さ
れ
た
『
呼
子
と
北
風
』
の
方
は
そ
の
編
纂
時
期

に
つ
い
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
い
さ
さ
か
不
明
瞭
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

現
在
で
は
『
呼
子
と
北
風
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
活

字
と
し
て
公
表
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
表
題
も
、
配
列
も
、
制
作

年
次
も
、
す
で
に
確
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

表
題
は
冒
頭
に
配
列
さ
れ
た
二
作
品
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
制
作
者
の
意
図
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら

石
川
啄
木
の
晩
年
の
小
詩
集
『
呼
子
と
口
笛
』
の
影
響
な
ど
も
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
東
京
府
立
化
学
工
業
学
校
時
代
の
終
わ
り

渡
辺
和
靖

愛
知
教
育
大
学
教
授

に
、
J
J
J
が
啄
木
に
憧
れ
て
い
た
な
ど
と
い
う
事
実
と
も
符
合
す
る
よ
う
茄

見
え
る
。

し
か
し
、
少
し
『
呼
子
と
北
風
』
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
る
な
ら
ば
、

表
題
、
編
纂
の
時
期
、
配
列
、
個
々
の
作
品
の
制
作
時
日
な
ど
、
す
べ
て
の

点
に
お
い
て
大
き
な
疑
問
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
明
ら
か
に
な

る
。た

と
え
ば
編
纂
の
時
期
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
『
呼
子
と
北
風
』
を
は

じ
め
て
活
字
と
し
て
公
表
し
た
、
一
九
六
八
年
一
〇
月
に
勁
草
書
房
か
ら
刊

行
さ
れ
た
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
』
―
-
I
以
後
『
全
著
作
集
』
-
-
第
二
巻

の
「
解
題
」
に
「
〔
呼
子
と
北
風

昭
和
十
八
年
一
月
下
旬
〕
と
い
う
標
題

を
付
し
て
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
二
〇
〇
三
年
七
月
に
思

潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
吉
本
隆
明
全
詩
集
』
―
―
以
後
『
全
詩
集
』
-

の
「
解
題
」
に
は
「
一
九
四
三
年
一
月
に
書
か
れ
た
二
十
数
篇
は
『
呼
子
と

北
風
』
と
呼
ば
れ
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
石
。
二
〇
〇
八
年
六
月
に
刊
行
さ

れ
た
同
じ
思
潮
社
の
『
吉
本
隆
明
詩
全
集
』
第
一
巻
「
初
期
詩
篇
」
も
ま
た
、

ほ
ぼ
『
全
詩
集
』
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
昭
和
十
八
年
一
月
下
旬
」
と
い
う
日
付
に
は
い
く
つ
か

の
疑
問
が
残
る
。

第
一
に
、
『
呼
子
と
北
風
』
に
収
録
さ
れ
た
「
ア
ツ
ツ
島
に
散
っ
た
人
達
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に
」
と
題
す
る
作
品
に
歌
わ
れ
た
、
ア
ッ
ツ
島
で
の
日
本
軍
の
玉
砕
は
、
一

九
四
三
年
の
五
月
二
九
日
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
れ
が
ラ
ジ
オ
放
送
で
大
本

営
よ
り
発
表
さ
れ
た
の
は
翌
三
〇
日
一
七
時
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
『
呼

子
と
北
風
』
が
そ
れ
よ
り
も
四
ヶ
月
あ
ま
り
前
の
一
九
四
三
洲
一
月
下
旬
に

成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
『
呼
子
と
北
風
』
に
は
「
呼
子
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
宮
渾
賢

治
の
影
響
を
強
く
受
け
た
作
品
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
。
吉
本
が
賢

治
に
深
い
関
心
を
懐
き
、
そ
の
作
品
を
研
究
し
始
め
る
の
は
、
一
九
四
三
年

一
一
月
に
賢
治
の
故
郷
花
巻
を
訪
ね
る
旅
を
終
え
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、

従
っ
て
一
九
四
三
年
一
月
に
は
吉
本
が
ま
だ
賢
治
の
作
品
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に

読
み
こ
ん
で
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「
昭
和
十
八
年
一
月
下
旬
」
と
い
う
日
付
を
、
詩
集
の
編
纂
さ
れ
た
時
期

で
は
な
く
、
た
と
え
ば
詩
集
の
出
発
し
た
時
点
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
し
、
一
九
四
三
年
一
月
と
い
う
時
期
に
は
、
吉
本
は
ま
だ
宮

沢
賢
治
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
宮
渾
賢
治
の
圧
倒

的
な
影
響
の
も
と
に
成
立
し
た
「
呼
子
」
と
い
う
作
品
は
ま
だ
成
立
し
て
い

た
は
ず
が
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
段
階
で
『
呼
子
と
北
風
』
と
い
う
表
題
が

決
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

原
稿
集
に
付
け
ら
れ
て
い
た
表
紙
が
散
逸
し
た
今
と
な
っ
て
は
、
推
測
す

る
し
が
な
い
が
、
そ
れ
を
編
集
者
の
記
憶
違
い
あ
る
い
は
誤
記
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
明
白
な
疑
問
点
も
あ
っ
て
、
『
全
著
作
集
』
第
二
巻
「
解

題
」
の
「
昭
和
十
八
年
一
月
下
旬
」
と
い
う
日
付
、
つ
ま
り
一
九
四
三
年
一

月
下
旬
に
『
呼
子
と
北
風
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
見
解
は
、
各
種
の
「
年

譜
」
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
七
四
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
全
著

作
集
』
第
一
五
巻
の
「
年
譜
」
に
は
一
九
四
三
年
の
項
に
「
こ
の
年
『
呼
子

と
北
風
』
の
二
十
数
篇
の
詩
が
制
作
さ
れ
る
」
と
漠
然
と
記
さ
れ
て
い
る
の

み
で
あ
り
、
ま
た
『
全
詩
集
』
で
は
一
九
四
三
年
の
項
に
「
こ
の
年
に
「
呼

子
と
北
風
」
の
二
十
数
篇
の
詩
が
作
ら
れ
た
」
と
同
じ
く
あ
い
ま
い
に
記
述

さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

Ⅱ
配
列
に
つ
い
て

『
全
著
作
集
』
第
二
巻
は
「
解
題
」
に
お
い
て
、
再
編
成
作
業
が
始
め
ら

れ
る
前
の
原
稿
東
の
保
存
状
態
に
つ
い
て
掲
示
し
て
い
る
。
カ
ッ
コ
書
き
は

無
題
の
作
品
を
示
し
て
い
る
。
「
頭
部
の
数
字
は
、
著
者
の
手
に
よ
っ
て
記

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
詩
集
を
編
む
際
の
順
序
を
示
す
お
ぼ
え

書
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
原
稿
束

で
は
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

美
へ
の
想
ひ

仏
像

1
5
轟
く
山

(
そ
う
し
て
な
ん
べ
ん
も
)

1
8
フ
ラ
ン
ス
語
回
顧
」

(
か
た
こ
と
と
短
架
を
響
か
せ
て
行
き
)

花岡
本
か
の
子
へ

(
り
ん
ね
)

ア
ツ
ツ
島
に
散
っ
た
人
達
に

2
1
山
の
挿
話

1
0
呼
子

(
望
み
や
槻
惰
や
そ
れ
で
も
)

7
と
む
ら
ふ
の
歌

(
箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら
な
か
っ
た
)

3
ワ
タ
シ
ノ
歌

4
悲
哀
の
こ
も
れ
る
日
に

5
北
風詩
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旅悲
観

1
舟
坂
峠

(
嘘
の
実
よ
り
も
本
当
に
近
い
も
の
)

同
じ
く
『
全
著
作
集
』
第
二
巻
の
「
解
題
」
に
「
す
べ
て
の
詩
篇
は
、
い

ま
存
在
す
る
形
で
は
著
者
の
意
思
と
し
て
は
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く

意
識
し
て
い
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
、
抹
消
さ
れ
る
べ
き
運
命
の
う
ち
に
あ
っ

て
か
ら
く
も
の
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
情
か
ら
「
任
意
に

綴
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
な
ん
ら
の
作
意
も
ふ
く
ま
な
い
も
の
で
あ
る
」

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
原
稿
が
綴
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
発
見
さ

れ
る
ま
で
の
間
に
原
稿
の
幾
枚
か
が
散
逸
し
、
順
番
が
入
れ
か
わ
り
、
最
初

の
配
列
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
配
列
に
は
何
の
意
味
も
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
原
稿
が
「
抹
消
さ
れ
る
べ
き
運

命
に
あ
っ
」
た
と
い
う
断
定
は
に
わ
か
に
は
肯
い
が
た
い
。
と
言
う
の
も
、

後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
原
稿
東
は
あ
き
ら
か
に
詩
集
原
稿
と
し
て
一
気
に

清
書
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
原
稿
に
は
四
種
類
の
連
番
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
ず

れ
も
も
と
の
姿
を
復
元
す
る
た
め
の
編
纂
作
業
の
さ
い
に
付
さ
れ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
が
現
在
の
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
原
稿
東
の
配

列
と
な
っ
て
い
る
。

悲
観

舟
坂
峠

ワ
タ
シ
ノ
歌

悲
哀
の
こ
も
れ
る
日
に

北
風(

箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら
な
か
つ
た
)

と
む
ら
ふ
の
歌

呼
子

花岡
本
か
の
子
ヘ

ア
ツ
ツ
島
に
散
っ
た
人
達
に

轟
く
山

フ
ラ
ン
ス
語
回
顧

山
の
挿
話

旅詩
(
か
た
こ
と
と
短
架
を
響
か
せ
て
行
き
)

(
そ
う
し
て
な
ん
べ
ん
も
)

美
へ
の
想
ひ

仏
像(

嘘
の
実
よ
り
も
本
当
に
近
い
も
の
)

こ
の
配
列
が
最
初
の
配
列
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
原
型
を
復
元

す
る
た
め
に
様
々
な
要
素
を
配
慮
し
た
う
え
で
編
果
者
が
配
列
し
直
し
た
結

果
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
配
列
が
、
現
在
、
『
呼
子
と
北
風
』
の
定
説
的
な

位
置
を
占
め
て
い
る
。

Ⅲ
公
表
過
程

『
全
著
作
集
』
第
二
巻
で
は
、
こ
の
中
か
ら
完
成
度
の
高
い
五
篇
を
選
び
、

以
下
の
よ
う
な
順
で
配
列
し
て
い
る
。

北
風

呼
子

岡
本
か
の
子
へ

(
り
ん
ね
)

フ
ラ
ン
ス
語
回
顧
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山
の
挿
話

こ
の
配
列
に
つ
い
て
「
解
題
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
フ
ラ
ン
ス
語
回
顧
」
は
、
中
等
学
校
時
代
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
を
独
習

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
独
学
の
程
度
は
、
工
大
卒
業
の
と
き
に

「
仏
語
9
5
点
」
の
成
績
を
修
め
得
た
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
事
実
を
、

ひ
そ
か
な
後
背
と
し
て
詩
の
形
で
さ
し
示
し
て
い
る
。
「
岡
本
か
の
子

へ

(
り
ん
ね
)
」
は
、
と
く
に
宗
教
性
に
お
い
て
、
「
山
の
挿
話
」
は

前
述
の
と
お
り
既
発
表
の
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
作
品
の
原
型
を
収
録

す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
し
、
「
呼
子
」
は
、
後
年
「
続

呼
子
」
が
発
表
さ
れ
た
関
連
に
お
い
て
、
「
北
風
」
は
、
「
呼
子
」
と

と
も
に
標
題
を
形
成
し
た
作
品
で
も
あ
り
、
東
北
地
方
在
住
時
代
の
詩

と
し
て
の
記
念
に
お
い
て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
前
掲
、
三
九
一
頁
)

『
呼
子
と
北
風
』
と
い
う
詩
集
に
込
め
た
吉
本
の
モ
チ
ー
フ
や
意
図
と
い

う
よ
り
も
、
年
譜
的
な
事
実
と
の
関
連
と
い
う
面
に
重
点
を
置
い
た
選
択
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
呼
子
と
北
風
』
は
吉
本
の
伝

記
資
料
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
吉

本
の
初
期
の
思
想
形
成
を
考
察
す
る
上
で
、
詩
集
の
制
作
意
図
や
そ
こ
に
込

め
ら
れ
た
吉
本
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

し
か
し
、
後
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
品
の
完
成
度
と
い
う
基
準
に
は
い

さ
さ
か
疑
問
が
残
る
。
と
言
う
の
も
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
原
稿

東
の
い
ず
れ
の
作
品
も
完
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
「
北
風
」
と
「
呼
子
」
が
詩
集
の
冒
頭
に

配
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
『
呼
子
と
北
風
』
と
い
う
表
題
が

こ
の
二
つ
の
詩
に
由
来
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
配
列
の
仕
方

に
は
疑
念
を
懐
か
ざ
る
を
え
な
い
。

『
全
詩
集
』
で
は
、
『
全
著
作
集
』
に
お
け
る
表
題
と
配
列
と
日
付
を
受

け
継
ぐ
形
で
、
「
第
Ⅳ
部
初
期
詩
篇
」
に
「
Ⅱ
呼
子
と
北
風
(
1
9
4
3
)
」

と
い
う
章
を
設
け
、
さ
き
の
五
篇
に
加
え
て
、
残
さ
れ
た
作
品
の
な
か
か
ら

比
較
的
完
成
度
の
高
い
九
篇
を
選
び
配
列
し
て
い
る
。

北
風

呼
子

岡
本
か
の
子
ヘ

フ
ラ
ン
ス
語
回
顧

山
の
挿
話

悲
観

ワ
タ
シ
ノ
歌

悲
哀
の
こ
も
る
日

と
む
ら
ふ
の
歌

花ア
ツ
ツ
島
に
散
っ
た
人
達
に

轟
く
山

旅詩
さ
ら
に
『
全
詩
集
』
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
「
解
題
」
に
お
い
て
、
未
完

成
の
作
品
と
し
て
無
題
の
も
の
を
含
め
て
七
篇
を
掲
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
原
稿
の
ま
ま
残
さ
れ
た
『
呼
子
と
北
風
』
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
『
全
著
作
集
』
が
ピ
ツ
ク
ア
ブ
プ
し
た
作
品
に
続
け
て
残
り
の

作
品
か
ら
さ
ら
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
も
の
を
並
べ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な

意
味
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
呼
子
と
北
風
』
の
全
体
の
構

成
と
そ
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
問
題
意
識
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ

な
い
。
そ
の
た
め
、
か
え
っ
て
混
迷
は
深
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。
『
全
著
作

集
』
の
配
列
の
当
否
を
検
討
し
、
取
り
残
さ
れ
た
作
品
と
の
関
係
を
検
討
し

た
う
え
で
、
再
構
成
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
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Ⅳ
残
さ
れ
た
原
稿
束

『
呼
子
と
北
風
』
の
原
稿
は
、
現
在
、
東
京
駒
場
の
日
本
近
代
文
学
館
に

二
十
五
枚
の
画
用
紙
の
台
紙
に
貼
付
さ
れ
た
黄
ば
ん
だ
原
稿
用
紙
の
束
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
。

原
稿
用
紙
に
は
、
ス
タ
ン
プ
で
0
0
0
0
1
か
ら
0
0
0
2
5
ま
で
の
五
桁
の
連
番

が
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
示
し
た
『
全
著
作
集
』
第
二
巻
が
復
元
し

た
配
列
と
一
致
す
る
。
『
全
詩
集
』
の
「
解
題
」
に
「
収
録
の
順
序
は
川
上

春
雄
が
付
し
た
原
稿
整
理
上
の
ナ
ン
バ
ー
に
拠
っ
た
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の

連
番
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
別
の
ス
タ
ン
プ
で
1
か

ら
2
4
ま
で
の
連
番
が
押
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
間
に
は
多
少
の
ズ
レ
が
見

ら
れ
る
。
さ
ら
に
鉛
筆
書
き
で
、
○
の
付
い
た
の
と
付
か
な
い
二
種
類
の
連

番
が
付
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
こ
れ
ら
四
種
類
の
連
番
は

い
ず
れ
も
、
吉
木
自
身
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
原
稿
を
再

構
成
す
る
た
め
の
作
業
の
過
程
に
お
い
て
付
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

作
品
の
中
に
は
三
ヶ
所
吉
本
自
身
の
手
で
原
稿
と
同
じ
イ
ン
ク
で
推
敲
さ

れ
た
部
分
が
あ
る
。
「
呼
子
」
の
第
四
連
の
第
五
行
の
「
兄
さ
ん
」
が
「
父
」

↓
「
私
」
と
い
う
推
敲
の
跡
を
示
し
、
同
じ
く
「
呼
子
」
の
最
終
連
の
「
天

衣
は
お
前
に
は
無
縫
で
」
の
「
天
衣
」
の
部
分
が
「
お
前
の
天
」
と
い
う
推

敲
の
跡
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
原
稿
と
同
じ
イ
ン
ク
で
「
無
題
(
望
み
や

報
惰
や
そ
れ
で
も
)
」
の
第
二
連
の
「
何
時
も
居
る
駅
員
の
頭
の
白
さ
は
」

の
「
白
さ
」
が
「
霜
」
と
い
う
推
敲
の
跡
を
見
せ
、
「
そ
れ
が
時
間
と
言
ふ

も
の
で
」
の
「
言
ふ
も
の
で
」
と
い
う
部
分
が
、
「
思
は
れ
て
」
↓
「
言
ふ

や
う
に
」
と
い
う
推
敲
の
跡
を
見
せ
て
い
る
。

こ
れ
以
外
に
、
赤
イ
ン
ク
で
推
敲
が
施
さ
れ
た
個
所
が
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
「
無
題
(
そ
う
し
て
な
ん
べ
ん
も
)
」
の
最
後
の
二
行
「
独

り
で
つ
つ
ま
し
く
歩
ん
で
か
へ
る
/
柿
の
晒
屋
の
内
辺
の
道
で
あ
る
」
と
い

う
部
分
に
つ
い
て
、
「
き
び
し
く
つ
つ
ま
し
い
柿
を
運
ん
で
か
へ
る
/
晒
家

の
門
辺
の
小
砂
利
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
訂
正
が
原
稿
用
紙
の
下
部
に
記
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
全
詩
集
』
で
「
無
題
(
か
た
こ
と
と
短
架
を
響
か
せ

て
行
き
)
」
の
第
五
行
に
括
弧
書
き
で
付
け
加
え
ら
れ
た
部
分
は
、
後
に
赤

ペ
ン
で
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
赤
イ
ン
ク
で
の
推
敲
に
つ
い

て
は
、
原
稿
束
の
第
二
十
五
葉
、
最
後
の
原
稿
用
紙
の
末
尾
に
、
同
じ
赤
イ

ン
ク
で
「
評
了
/
廿
一
・
七
・
四
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
「
昭
和
二
一
年
七
月

四
日
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
瀕
惟
に
な
っ
て
原
稿
に
目
を
通
し
て
吉

本
が
書
き
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
吉
本
に
と
っ
て
『
呼

子
と
北
風
』
は
、
戦
後
に
な
っ
て
ま
で
も
推
敲
を
繰
り
返
す
ほ
ど
、
愛
着
の

深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
『
呼
子
と
北
風
』
の
す
べ
て
の
原
稿
の
裏
面
は
原
稿
と
同
じ
イ
ン
ク

に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
判
読
不
可
能
な
ま
で
に
抹
消
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ

の
上
か
ら
赤
イ
ン
ク
で
綿
密
に
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
吉
本
自
身
の
手

に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
原
稿
の
裏
面
に
も
鉛
筆
や
ス
タ
ン
プ
で
数
字

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
表
面
に
記
さ
れ
た
詩
篇
に
か
か
わ
る
も
の
で

あ
り
、
編
集
者
の
手
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

V
表
題
、
配
列
、
編
纂
時
期

①
完
成
度
と
い
う
基
準
に
つ
い
て

残
さ
れ
た
原
稿
集
を
考
察
し
た
結
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
『
全
著
作
集
』

第
二
巻
で
、
タ
イ
ト
ル
の
欠
け
た
無
題
の
作
品
や
、
後
半
部
分
が
欠
け
た
作

品
を
、
未
完
成
の
も
の
と
し
て
他
の
作
品
が
ら
区
別
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後

『
全
詩
集
』
や
『
吉
本
隆
明
詩
全
集
』
な
ど
に
踏
襲
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
正
し
い
判
断
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

残
さ
れ
た
原
稿
東
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
草
稿
や
未
定
稿
で
は
な
く
、
一

気
に
清
書
さ
れ
た
詩
集
原
稿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
い
ず
れ
の
詩
篇
も
「
コ
ク
ヨ
ー
6
5
固
定
規
格
A
4
」
と
い
う

同
じ
種
類
の
4
0
0
字
詰
原
稿
用
紙
に
、
同
一
の
イ
ン
ク
、
同
一
の
筆
致
で
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筆
記
さ
れ
お
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
詩
篇
が
用
紙
を
変
え
て
末
尾
に
余
白
を

空
け
る
こ
と
な
く
、
連
続
し
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

吉
本
は
そ
れ
ま
で
に
書
き
た
め
た
原
稿
を
座
右
に
置
き
つ
つ
、
詩
集
を
公
刊

す
る
た
め
に
こ
の
原
稿
束
を
一
気
に
清
書
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
原

稿
の
散
逸
に
よ
っ
て
、
前
半
部
分
や
後
半
部
分
を
欠
落
さ
せ
る
作
品
が
生
ず

る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
し
個
々
の
作
品
が
独
立
し
た
原
稿
と
し
て
記
述
さ
れ

て
い
た
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
事
態
は
起
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

(
5
)

『
呼
子
と
北
風
』
に
収
録
さ
れ
た
詩
篇
は
、
い
ず
れ
も
完
成
作
品
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
原
稿
の
散
逸
に
よ
っ
て
後
半
部
分
が
欠
け
て
「
未
完
成
」
に
見
え

た
り
、
前
半
部
分
が
欠
け
て
「
無
題
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
だ
け
の
こ

と
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
に
引
い
た
『
全
著
作
集
』
第
二
巻
「
解

説
」
の
よ
う
に
「
『
呼
子
と
北
風
』
の
す
べ
て
の
詩
篇
は
、
い
ま
存
在
す
る

形
で
は
著
者
の
意
思
と
し
て
は
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
意
識
し
て
い

な
か
っ
た
」
と
判
断
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
事
情
で

公
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
け
れ
ど
も
、
吉
本
と
し
て
は
公
表
を
目
指

し
て
い
た
と
判
断
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
そ
の
残
さ
れ
た
形
だ
け
で
作
品
の
完
成
度
を
区
別
す
る
こ
と

に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
読
む
側
か

ら
す
れ
ば
一
部
が
欠
け
た
作
品
か
ら
そ
の
表
現
の
全
体
を
う
か
が
う
の
は
困

難
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
排
除
す
る
の
は
公
正
さ
に
欠
け
る
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
他
の
作
品
と
比
較
、
検
討
し
つ
つ
こ
の
時
期
の
吉
本
の

思
想
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
重
要
な
材
料
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

し②
表
題
に
つ
い
て

『
呼
子
と
北
風
』
と
い
う
表
題
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
『
全
著
作

集
』
第
二
巻
の
「
解
題
」
に
見
え
る
「
〔
呼
子
と
北
風

昭
和
十
八
年
一
月

下
旬
〕
と
い
う
標
題
を
付
し
て
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
さ
れ

た
原
稿
東
で
は
、
一
葉
目
の
原
稿
の
台
紙
に
う
す
い
鉛
筆
書
き
で
「
呼
子
と

北
風
」
と
記
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
原
稿
で
は
な
く
原
稿
を
貼
り
付

け
た
台
紙
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
吉
本
自
身
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。

残
さ
れ
た
原
稿
束
が
詩
集
の
た
め
の
清
書
原
稿
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ
に
な
に
か
表
題
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
「
呼
子
と
北
風
」
と
い
う
表
題
と
「
昭
和

十
八
年
一
月
下
旬
」
と
い
う
日
付
を
記
し
た
表
紙
が
原
稿
束
の
最
初
に
付
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
「
解
題
」
の
記
述
が
な
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
な
ん
ら
か
の
事
情
で
そ
の
表
紙
が
失
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

今
の
と
こ
ろ
詩
集
の
表
題
が
『
呼
子
と
北
風
』
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
理
由

は
ど
こ
に
も
な
い
。
し
か
し
、
作
品
の
す
べ
て
が
完
成
品
で
あ
る
と
想
定
す

れ
ば
、
表
題
の
欠
け
た
も
の
、
後
半
部
分
の
欠
け
た
も
の
を
排
除
し
て
「
呼

子
」
と
「
北
風
」
を
冒
頭
に
配
列
し
た
『
著
作
集
』
第
二
巻
の
詩
集
構
成
は

そ
の
根
拠
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
『
呼
子
と
北
風
』
と
い
う
表
題
に
つ
い
て
も
、

冒
頭
の
配
列
さ
れ
た
二
つ
の
作
品
か
ら
採
ら
れ
た
と
い
う
の
と
は
別
の
根
拠

を
探
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
吉
本
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を

託
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
は
別
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

③
作
品
の
配
列
に
つ
い
て

次
に
『
呼
子
と
北
風
』
に
収
録
さ
れ
た
個
々
の
作
品
の
配
列
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
原
稿
東
は
、
発
見
さ
れ
た
段
階
で

す
で
に
作
品
の
配
列
が
ま
っ
た
く
不
明
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
『
全
著
作

集
』
第
二
巻
に
お
い
て
元
の
形
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。

二
葉
に
わ
た
る
作
品
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
妥
当
な
配
列
が
な
さ
れ
た
い
る
と

い
る
か
、
編
者
が
配
列
に
さ
い
し
て
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
「
著
者
の
手
に

よ
っ
て
記
入
さ
れ
た
」
「
頭
部
の
数
字
」
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
残
さ
れ

た
原
稿
東
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
『
全
詩
集
』
で
は
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『
全
著
作
集
』
の
配
列
が
踏
襲
さ
れ
、
あ
ま
り
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
い

ま
ま
配
列
が
確
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。

も
っ
と
も
問
題
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
個
々
の
作
品
の
制
作
時
日
に
つ
い

て
の
考
察
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
な
い
ま
ま
詩
集
の
配
列
が
考
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

詩
集
の
配
列
と
個
々
の
作
品
の
制
作
時
日
が
一
致
し
て
い
る
と
は
必
ず
し

も
い
え
な
い
。
作
者
が
制
作
順
と
は
別
の
原
則
で
詩
集
の
配
列
す
る
と
い
う

こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
式
的
に
原
稿
の
繋
が
り

具
合
を
按
排
し
た
と
し
て
も
、
個
々
の
作
品
の
制
作
時
日
を
明
ら
か
に
し
な

い
限
り
、
吉
本
が
詩
集
の
配
列
に
込
め
た
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
配
列
が
制
作
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
こ
に
制
作

順
と
い
う
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
配

列
が
制
作
順
と
異
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
異
同
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
制
作
者
の
意
図
や
モ
チ
ー
フ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
配
列
を
確
定
す
る
作
業
と
は
別
に
、
個
々
の
作
品
の
制
作

時
日
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

そ
し
て
、
個
々
の
作
品
の
制
作
時
日
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
形
式
的
な
。

考
察
を
越
え
て
、
個
々
の
作
品
の
内
容
に
立
ち
入
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

④
個
々
の
作
品
の
制
作
時
日
に
つ
い
て

『
呼
子
と
北
風
』
に
収
録
さ
れ
た
個
々
の
作
品
の
制
作
時
日
に
つ
い
て
考

え
る
場
合
、
そ
こ
に
編
入
さ
れ
た
「
山
の
挿
話
」
が
一
九
四
三
年
コ
ー
月
発

行
の
米
沢
高
等
工
業
学
校
校
友
会
誌
『
團
誌
』
第
四
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る

と
い
う
事
実
は
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
ま
た
「
山
の
挿
話
」

が
発
表
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
一
九
四
三
年
冬
に
吉
本
は
、
同
級
生
の

中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
手
書
き
の
原
稿
を
集
め
た
回
覧
雑
誌
『
か
ら
す
』

に
、
「
郷
愁
」
と
「
朝
貌
」
と
い
う
二
つ
の
詩
を
登
載
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
『
呼
子
と
北
風
』
に
編
入
さ
れ
て
い
な
い
が
、
詩
集
に
編
入
さ
れ
な
か
っ

た
「
郷
愁
」
「
朝
貌
」
と
編
入
さ
れ
た
「
山
の
挿
話
」
と
の
関
係
を
明
確
に

す
る
こ
と
は
、
詩
集
成
立
の
舛
殲
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
作
業

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅵ
内
容
的
な
検
討
の
必
要
性

内
容
的
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
『
呼
子
と
北
風
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
群

に
表
れ
た
も
っ
と
も
重
要
な
特
徴
は
、
宮
渾
賢
治
の
影
響
の
拡
大
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

吉
本
が
賢
治
の
作
品
を
熱
心
に
読
み
か
つ
研
究
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

花
巻
行
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
九
四
三
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。

「
山
の
挿
話
」
が
制
作
さ
れ
た
の
が
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
は
確
実
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
山
の
挿
話
」
が
一
九
四
三
年
コ
ー
月
発
行
の
『
團
誌
』
第
四

号
に
発
表
さ
れ
た
と
い
う
事
実
と
も
符
合
す
る
。

吉
本
の
賢
治
研
究
の
成
果
は
一
九
四
四
年
の
一
月
か
ら
、
何
冊
も
の
ノ
ー

ト
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
の
歌
」

か
ら
始
ま
っ
て
「
雲
の
信
号
」
な
ど
の
詩
作
品
、
そ
し
て
童
話
、
評
論
へ
と

吉
本
の
賢
治
研
究
は
ひ
ろ
が
っ
て
い
き
、
そ
し
て
深
ま
っ
て
い
く
。
そ
れ
は

敗
戦
直
後
に
ま
で
継
続
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八

年
三
月
発
行
の
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
に
掲
載
し
た
拙
稿
「
敗
戦
前

後
の
吉
本
隆
明
‐
I
I
保
田
臭
重
郎
理
解
を
め
ぐ
っ
て
」
に
お
い
て
詳
し
く
論

じ
た
。

一
九
四
三
年
末
か
ら
翌
年
に
か
け
て
吉
本
が
宮
渾
賢
治
の
影
響
を
深
め
て

い
っ
た
と
い
う
事
実
は
『
呼
子
と
北
風
』
所
収
の
諸
作
品
の
制
作
時
日
を
確

定
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な
指
標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
花
巻
行
直
後
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
山
の
挿
話
」
に
は

わ
ず
か
に
賢
治
の
影
響
が
見
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
「
呼
子
」
に
な
る

と
、
賢
治
の
『
春
と
修
羅
』
に
収
め
ら
れ
た
、
妹
と
し
子
の
死
を
悼
む
「
無

声
慟
哭
」
の
章
の
諸
作
品
の
影
響
が
強
く
現
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
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つ
ま
り
「
呼
子
」
は
「
山
の
挿
話
」
よ
り
も
か
な
り
後
れ
て
成
立
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
呼
子
」
は
ま
岫
1
1

く
、
詩
果
に
お
い
て
賢
治
の
影
響
を

象
徴
す
る
作
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

詩
集
の
題
名
と
な
っ
た
一
呼
子
」
と
一
北
風
」
と
ｙ
つ
2
作
ぶ
を
涙
弗
巨

頭
に
配
列
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
あ
る
種
の
合
理
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め

る
と
し
て
も
、
個
々
の
作
品
の
制
作
順
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
山
の
挿
話
」
を

「
呼
子
」
の
後
ろ
に
配
列
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
ま
た
、
き
わ
め
て
賢

治
の
影
響
の
痕
の
深
い
「
呼
子
」
を
一
九
四
三
年
五
月
の
出
来
事
を
歌
っ
た

「
ア
ツ
ツ
島
に
散
っ
た
人
達
に
」
よ
り
三
つ
前
に
配
列
す
る
の
は
、
同
じ
理

由
で
合
理
性
に
欠
け
お
り
、
そ
れ
な
り
の
理
屈
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
到
底

納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
『
呼
子
と
北
風
』
の
編
纂
の
時
期
を
考
え
る
う
え

で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
呼
子
と
北
風
』
と
『
草
莽
』
と
が

き
わ
め
て
深
い
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『
草
莽
』
所
収
の
「
続
呼
子
」
は
『
呼
子
と
北
風
』
に
収
録

さ
れ
た
「
呼
子
」
の
続
編
で
あ
る
し
、
ま
た
、
こ
れ
は
『
呼
子
と
北
風
』
に

は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
山
の
挿
話
」
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
制
作
さ
れ
た

『
9
昌
す
』
掲
載
の
「
朝
貌
」
の
冒
頭
に
「
榛
の
木
の
間
で
は
/
か
ぶ
と
山

の
天
辺
は
眠
つ
て
ゐ
る
の
だ
な
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
見
え
る
の
は
、
『
草

莽
』
に
九
番
目
の
作
品
と
し
て
収
め
ら
れ
た
「
か
ぶ
と
山
の
虚
妄
列
車
」
の

原
形
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
改
稿
の
過
程
に
お
い
て
飛
躍
的
な
賢

治
の
影
響
の
深
ま
り
が
見
ら
れ
る
の
分
あ
る
。

さ
ら
に
『
呼
子
と
北
風
』
に
収
め
ら
れ
た
「
ワ
タ
シ
ノ
歌
」
は
、
「
ア
ダ

す
ミ
ノ
タ
チ
サ
ワ
グ
ソ
コ
ク
ノ
岸
ニ
タ
ツ
テ
/
弓
ナ
リ
ノ
目
本
列
島
ノ
ハ
ジ

メ
ヲ
サ
サ
ヘ
ル
モ
ノ
/
日
ノ
丸
ノ
旗
ヲ
大
ラ
カ
ニ
カ
ザ
ス
モ
ノ
」
と
愛
国
の

情
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
歌
う
こ
と
に
お
い
て
『
草
莽
』
の
成
立
を
予
感
さ
せ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
諸
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
『
呼
子
と
北
風
』
と
『
草
莽
』
は
、

宮
渾
賢
治
の
影
響
の
深
ま
り
と
い
う
共
通
の
傾
向
の
中
で
、
し
か
も
そ
れ
は

ど
距
離
を
お
か
な
い
時
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

Ⅶ
再
び
編
纂
時
期
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
宮
滓
賢
治
の
故
郷
花
巻
へ
の
旅
に
つ
い
て
記
録
し
た
「
詩
碑

を
訪
れ
て
」
と
題
す
る
紀
行
文
の
冒
頭
に
「
私
か
花
巻
を
訪
れ
た
の
は
昭
和

十
七
年
十
一
月
の
下
旬
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
旅
が
じ
つ
は
一

九
四
こ
憚
つ
ま
り
昭
和
一
八
年
一
一
月
で
あ
っ
た
こ
と
が
今
で
は
確
認
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
呼
子
と
北
風
』
の
編
纂
時
期
を
考
え
る
う
え
で
き

わ
め
て
重
要
な
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
昭
和
十
八
年
十
一
月
を
「
昭

和
十
七
年
十
一
月
」
と
表
記
し
た
の
は
吉
本
の
単
純
な
誤
記
で
あ
る
。
つ
ま

り
吉
本
は
こ
の
頃
、
年
次
を
一
年
ズ
レ
て
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。「

詩
碑
を
訪
れ
て
」
と
い
う
文
章
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
花
巻
行
の
翌
年
、

一
九
四
四
年
の
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
じ
ノ
ー
ト
で
そ
の
次
に
配
列
さ

れ
た
「
本
日
、
花
巻
共
立
病
院
佐
藤
隆
房
と
い
ふ
人
の
「
宮
渾
賢
治
」
読
み

了
へ
た
」
で
始
ま
る
短
い
文
章
の
文
末
に
も
「
(
昭
和
ナ
八
年
一
月
中
旬
)
」

と
日
付
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
実
際
に
は
昭
和
十
九
年
一
月
す
な
わ
ち
一
九
四

四
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
年
次
が

一
年
ズ
レ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
年
が
明
け
て

間
も
な
い
時
期
の
こ
と
で
あ
り
、
誰
し
も
が
す
る
単
純
な
錯
誤
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
、
戦
争
で
日
常
生
活
が
混
乱
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。

じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
『
呼
子
と
北
風
』
の
原
稿
東
の
失
わ
れ

た
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
「
昭
和
十
八
年
一
月
下
旬
」
と
い
う
日
付

は
、
じ
つ
は
「
昭
和
十
九
年
一
月
下
旬
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
『
呼
子
と
北
風
』
が
編
纂
さ
れ
た
の
は
一
九
四
四
年
一
月
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
収
録
作
品
の
多
く
は
一
九
四
三
年
中
に
制
作
さ
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れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
呼
子
と
北
風
』
と
題
す
る
詩
集
の
原
稿
と

し
て
一
気
に
清
書
さ
れ
た
の
は
一
九
四
四
年
一
月
下
旬
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
後
の
、
吉
本
隆
明
研
究
は
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
「
年
譜
」
や
「
解
説
」
の
記
事
な
ど
も
今
後
訂
正
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

註

(
1
)
拙
稿
「
吉
本
隆
明
の
初
期
思
想
-
-
東
京
府
立
化
学
工
業
学
校
か
ら
米
沢
高
等
工
業

学
校
ま
で
」
(
『
哲
学
と
教
育
』
二
〇
〇
八
年
三
月
)
参
照
。

(
2
)
「
ア
ツ
ツ
島
に
散
っ
た
入
達
に
」
と
い
う
詩
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
そ
の

悲
報
が
と
ど
い
た
の
は
/
美
し
い
初
夏
の
雲
が
浮
か
ん
で
ゐ
て
/
こ
の
北
国
の
空
は
/
大

虚
の
や
う
に
澄
ん
で
ゐ
た
/
こ
の
日
極
北
の
一
つ
の
孤
島
に
/
あ
な
た
達
の
二
千
い
く
ば

く
の
生
命
が
/
雄
々
し
く
散
り
拡
が
っ
て
行
き
/
も
う
数
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
/
永
遠

の
故
園
の
中
へ
/
何
も
の
か
を
積
み
か
さ
ね
て
/
た
ふ
れ
て
行
か
れ
た
/
あ
な
た
達
の
二

千
の
生
命
を
想
い
/
も
う
何
も
表
現
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
/
日
本
人
の
一
人
と
し
て
/

私
は
静
か
に
頭
を
垂
れ
る
の
み
で
す
/
や
が
て
あ
な
た
達
の
尊
い
礎
石
に
み
ち
び
か
れ
て

/
祖
国
は
永
遠
に
発
展
の
道
を
歩
み
/
世
界
こ
と
ご
と
く
/
あ
な
た
達
に
祈
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
時
が
/
訪
れ
て
来
る
に
違
い
な
い
と
/
私
達
は
遺
さ
れ
た
使
命
に
燃
え
て
/
そ
う
あ
な

た
達
に
申
し
上
げ
な
が
ら
も
/
そ
れ
で
も
言
ひ
あ
ら
は
せ
な
い
心
の
中
か
ら
/
あ
な
た
達

に
季
節
の
牡
丹
の
花
の
/
一
ひ
ら
を
捧
げ
/
静
か
に
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
」
(
『
全
詩
集
』

六
七
六
~
七
頁
)
こ
れ
を
同
じ
く
ア
ツ
ツ
島
玉
砕
を
歌
っ
た
高
村
光
太
郎
と
三
好
達
治
の

作
品
と
比
較
し
て
み
る
。
「
も
と
よ
り
武
土
の
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ
彼
等
の
眼
に
は
/
た
だ

日
本
軍
全
滅
す
と
の
み
映
じ
た
の
だ
。
/
皇
軍
二
千
余
人
悉
く
北
洋
の
孤
島
に
戦
死
す
。

/
こ
の
悲
槍
の
事
実
に
直
面
し
て
/
そ
の
神
の
如
き
武
人
の
心
に
わ
れ
ら
は
哭
く
。
/
わ

れ
ら
は
哭
く
、
わ
れ
ら
は
哭
く
。
/
日
本
全
国
民
、
眼
を
閉
ぢ
て
哭
く
。
/
そ
の
死
の
事

実
の
故
の
み
な
ら
ず
、
/
そ
の
死
を
潔
し
と
し
た
二
千
余
人
の
心
に
哭
く
。
/
清
さ
、
高

さ
、
あ
り
が
た
さ
に
胸
が
裂
け
る
の
だ
。
/
味
方
に
遠
い
敵
中
の
離
島
、
ア
ツ
ツ
島
、
/

糧
食
弾
丸
限
り
あ
り
、
/
十
倍
の
敵
殺
到
し
て
/
空
海
陸
の
猛
撃
夜
を
日
に
つ
ぐ
。
/
世

界
の
通
念
、
合
理
の
常
道
を
抹
殺
し
て
/
山
崎
部
隊
長
は
頑
と
し
て
反
撃
す
る
。
/
二
千

余
人
の
つ
は
も
の
、
心
は
心
に
伝
へ
て
/
既
に
最
も
清
ら
か
な
覚
悟
を
定
め
た
。
/
微
塵

の
躊
躇
な
く
、
毫
末
の
逡
巡
も
な
い
。
/
つ
ひ
に
五
月
二
十
九
日
の
夜
半
、
/
隊
長
静
か

に
処
理
す
べ
き
を
処
理
し
、
/
全
軍

聖
壽
の
萬
歳
を
と
な
へ
奉
り
を
は
つ
て
/
重
く
傷

つ
け
る
者
病
め
る
者
は
悉
く
自
決
、
/
つ
づ
き
得
る
も
の
百
数
十
、
/
敵
の
主
力
に
突
入

し
て
奮
戦
激
闘
…
…
…
…
/
わ
れ
ら
同
胞
こ
こ
に
至
っ
て
口
、
語
る
に
堪
へ
な
い
。
/
た

だ
首
を
た
れ
て
黙
す
る
ば
か
り
だ
。
/
わ
れ
ら
黙
す
る
黙
す
る
者
の
胸
中
よ
り
差
る
は
何

ぞ
。
/
愕
然
と
し
て
目
ざ
め
る
も
の
は
何
ぞ
。
/
捨
身
邁
往
の
勇
猛
心
、
/
神
明
に
通
ず

る
貫
徹
の
誓
だ
。
/
戦
の
一
事
は
皇
国
の
陸
海
軍
磐
石
の
如
く
、
/
一
切
の
起
伏
は
偏
に

神
の
御
心
に
あ
り
、
/
人
意
の
は
か
ら
ひ
を
絶
つ
。
/
百
難
わ
れ
ら
に
幸
し
、
/
萬
苦
わ

れ
ら
を
鍛
錬
す
る
。
/
銃
後
期
せ
ず
し
て
心
た
か
ま
り
、
/
生
活
、
生
産
、
戦
陣
を
凌
ぐ
。

/
北
方
敵
中
皇
軍
の
義
烈
、
/
美
、
き
は
ま
り
な
く
、
/
わ
れ
ら
哭
い
て
心
を
洗
ひ
、
/

敢
然
と
し
て
い
ま
立
ち
、
行
ふ
。
(
高
村
光
太
郎
「
五
月
二
十
九
日
の
事
」

一
九
四
三
年

六
月
三
日
J
O
A
K
放
送
『
記
録
』

一
九
四
四
年
『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
○
巻
、
九
八
～

一
〇
〇
頁
)
「
お
ほ
け
な
き
ま
け
を
か
し
こ
み
/
ま
す
ら
を
の
占
め
た
つ
土
は
/
た
す
け

な
き
北
の
孤
島
の
/
蒼
爾
た
る
片
土
と
い
へ
ど
/
い
か
で
か
は
あ
だ
に
ゆ
づ
ら
ん
/
沖
つ

べ
ゆ
と
ど
ろ
く
巨
砲
/
な
か
空
ゆ
く
だ
る
爆
弾
/
日
も
夜
も
や
す
ま
ぬ
な
か
に
/
十
日
ま

り
八
日
の
あ
ひ
だ
/
な
び
か
せ
し
日
の
丸
の
旗
/
十
重
二
十
重
垣
を
つ
く
れ
る
/
ゑ
び
す

ら
が
と
き
の
さ
な
か
に
/
ひ
る
が
へ
る
祖
国
の
旗
を
/
兵
ら
み
な
あ
ふ
ざ
け
ら
し
な
/
い

ざ
さ
ら
ば
こ
こ
に
死
な
ん
と
/
た
ま
き
は
る
三
千
の
い
の
ち
/
こ
と
ご
と
く
国
に
殉
じ
て

/
病
み
た
る
も
傷
つ
き
た
る
も
/
あ
な
さ
や
け
か
へ
り
み
な
く
て
/
み
づ
か
ら
の
刃
に
伏

し
し
/
ア
ッ
ツ
島
そ
の
名
を
き
け
ば
/
わ
が
眼
に
も
わ
き
く
る
涙
/
胆
は
張
り
胸
は
ふ
た

が
る
/
し
か
す
が
に
撃
つ
に
よ
し
こ
は
/
あ
だ
」
歩
近
く
来
れ
り
'
・
」
(
三
好
達
治
「
あ

だ
一
歩
近
く
来
れ
り
」
『
寒
柝
』

一
九
四
三
年
こ
一
月
『
三
好
達
治
全
集
』
第
二
巻
、
一

五
三
~
四
頁
)
こ
れ
ら
を
比
較
し
て
み
る
と
、
光
太
郎
や
三
好
の
作
品
が
、
ア
ッ
ツ
島
守

備
軍
の
勇
猛
を
歌
い
上
げ
、
米
軍
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
の
危
機
を
訴
え
て
い
る
の

に
対
し
て
、
吉
本
の
作
品
が
、
ア
ッ
ツ
島
で
什
れ
た
人
々
に
対
す
る
深
い
哀
悼
の
祈
り
に

終
始
し
て
お
り
吉
本
の
抒
情
の
質
が
際
立
っ
て
い
る
。

(
3
)
『
全
詩
集
』
で
「
無
題
(
か
た
こ
と
と
短
架
を
響
か
せ
て
行
き
)
」
の
第
五
連
の
第
六
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行
目
に
括
弧
書
き
で
「
(
且
て
な
に
が
し
の
歌
人
の
言
葉
の
や
う
に
)
」
と
付
け
加
え
ら
れ

た
部
分
は
、
後
に
赤
ペ
ン
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
戦
後
の
推
敲
で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
部
分
を
『
呼
子
と
北
風
』
の
定
本
に
挿
入
す
る
の
に
は
疑
問

が
残
る
。

(
4
)
さ
ら
に
想
像
す
る
な
ら
ば
、
裏
面
の
抹
消
さ
れ
た
作
品
は
、
『
草
莽
』
と
し
て
公
表

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
詩
篇
の
草
稿
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
『
呼
子
と
北
風
』
の
公
表

が
未
遂
に
終
わ
っ
た
後
、
次
の
詩
集
の
た
め
の
作
品
を
裏
面
に
書
き
留
め
、
詩
集
『
草
莽
』

が
完
成
し
た
の
ち
、
表
の
面
に
記
さ
れ
た
『
呼
子
と
北
風
』
の
詩
篇
を
生
か
す
た
め
に
、

原
稿
を
廃
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
裏
面
の
み
を
抹
消
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
5
)
原
稿
束
第
二
四
葉
の
後
半
部
分
に
記
さ
れ
た
「
仏
像
」
、
第
二
五
葉
に
記
さ
れ
た
「
無

題
(
嘘
の
実
よ
り
も
本
当
に
近
い
も
の
)
」
は
、
い
ず
れ
も
た
だ
一
行
の
作
品
で
あ
り
未
・

完
成
作
品
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
無
題
(
嘘
の
実
よ
り
も
本
当
に
近
い
も
の
)
」
は
前
半

が
欠
落
し
た
も
の
と
い
う
可
能
性
を
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
『
草
莽
』
に
「
秋

の
花
」
と
題
す
る
「
秋
の
花

白
い
花
/
チ
ロ
ル
の
山
の

か
げ
で
咲
く
」
と
い
う
二
行

の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
「
仏
像
」
も
た
だ
一
行
の
作
品
と

い
う
可
能
性
も
あ
る
。

(
6
)
『
全
著
作
集
』
第
一
五
巻
の
「
年
譜
」
が
『
か
ら
す
』
の
発
刊
と
「
朝
貌
」
と
「
郷
。

愁
」
の
制
作
を
一
九
四
二
年
冬
の
こ
と
と
し
て
記
し
て
い
る
の
は
、
誤
記
と
い
う
よ
り
も

『
呼
子
と
北
風
』
が
「
昭
和
十
八
年
一
月
下
旬
」
に
成
立
し
た
と
い
う
判
断
と
の
つ
じ
つ

ま
合
わ
せ
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
朝
貌
」
に
示
さ
れ
た
宮
渾
賢
治
の
影
響
を
考
え
れ
ば
こ

れ
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
『
全
詩
集
』
で
は
『
か
ら
す
』
の
発
行
は
一
九
四
三
年

の
「
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

(
7
)
悧
え
ば
「
山
の
挿
話
」
の
「
蔵
王
や
吾
妻
に
雲
が
浮
び
/
静
か
に
風
が
動
い
て
行
つ

た
」
と
い
う
部
分
は
、
宮
渾
賢
治
の
「
東
岩
手
火
山
」
の
な
か
の
、
「
あ
れ
は
雲
で
す
柔

ら
か
さ
う
で
す
ね
/
雲
が
駒
ヶ
嶽
に
被
さ
つ
た
の
で
す
/
水
蒸
気
を
含
ん
だ
風
が
/
駒
ヶ

嶽
に
ぶ
つ
つ
か
つ
て
/
上
に
あ
が
り
/
あ
ん
な
に
雲
に
な
つ
た
の
で
す
/
鳥
海
山
は

見
え
な
い
や
う
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
と
、
固
有
名
で
山
を
呼
び
、
そ
こ
を
雲
や
風

が
流
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
と
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
前
掲
拙
稿
「
米
沢

時
代
の
吉
本
隆
明
」
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
『
吉
本
隆
明
詩
全
集
』
第

一
巻
「
初
期
詩
篇
」
に
収
録
さ
れ
た
城
戸
朱
理
の
「
失
楽
園
か
ら
|
↓
n
本
隆
明
の
初
期

詩
篇
」
と
題
す
る
「
解
説
」
を
読
む
機
会
を
得
た
が
「
吉
本
隆
明
の
初
期
詩
篇
に
は
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
敵
な
要
素
は
全
く
見
当
ら
ず
、
そ
の
作
風
に
も
、
モ
ダ
ユ
ス
テ
ィ
ツ
ク
な
と
こ

ろ
は
、
い
さ
さ
か
も
感
じ
ら
れ
な
い
」
(
三
三
一
一
二
頁
)
と
述
べ
て
い
る
の
は
首
肯
し

が
た
い
。
『
呼
子
と
北
風
』
所
収
の
「
北
風
」
は
あ
き
ら
か
に
モ
ダ
エ
ズ
ム
の
影
響
を
色

濃
く
受
け
た
鮎
川
信
夫
の
最
初
期
の
作
品
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
前
掲
拙
稿
「
米
沢
時
代

の
吉
本
隆
明
」
参
照
。

(
8
)
斎
藤
清
一

『
米
沢
時
代
の
吉
本
隆
明
』
(
二
〇
〇
四
年
六
月
、
新
泉
社
)
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
、
吉
本
は
花
巻
行
に
つ
い
て
「
二
年
生
の
秋
ご
ろ
で
す
」
と
応
え
て
い
る
。
二

年
生
の
秋
は
一
九
四
三
年
の
秋
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
『
全
詩
集
』
の
「
年
譜
」
に
反
映

さ
れ
て
い
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
発
行
の
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
に
掲
載
さ
れ

た
拙
稿
「
米
沢
時
代
の
吉
本
隆
明
1
1
詩
集
稿
『
呼
子
と
北
風
』
の
形
成
過
程
」
と
密
接
に

関
係
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
合
わ
せ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。
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