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は
じ
め
に

　

二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）
七
月
に
北
村
信
昭
氏
の
遺
品
を
ご
遺
族
の
ご
好

意
に
よ
っ
て
、
奈
良
大
学
図
書
館
に
受
け
入
れ
た
。
以
来
図
書
の
整
理
と
配
架
は

終
え
、
遺
品
中
の
奈
良
に
か
か
わ
る
近
代
文
学
資
料
の
整
理
と
報
告
を
進
め
て
い

る
。
す
で
に
「
奈
良
大
学
図
書
館
「
北
村
信
昭
文
庫
」
北
園
克
衛
初
期
詩
篇
及
び

初
期
未
発
表
詩
稿
等
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
三
四
号　

二
〇
〇
六
年
三
月
）、「
奈

良
大
学
図
書
館
「
北
村
信
昭
文
庫
」
Ⅱ　

北
園
克
衛
初
期
詩
篇
補
遺
な
ら
び
に
北

村
宛
諸
氏
書
簡
」（『
奈
良
大
学
総
合
研
究
所
所
報
』
一
五
号　

二
〇
〇
七
年
三
月
）、

な
ら
び
に
『
訪
書
月
刊
』（
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）
に
も
簡
単
な
が
ら
報
告
の
機

会
を
得
（「
北
園
克
衛
と
『
大
和
日
報
』」）、
北
村
信
昭
氏
な
ら
び
に
「
北
村
文
庫
」

に
つ
い
て
の
概
略
は
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
な
お
本
報
告
掲
載

の
『
奈
良
大
学
紀
要
』
三
六
号
と
同
時
期
に
発
行
さ
れ
る
予
定
の
『
奈
良
大
学
総

合
研
究
所
所
報
』
一
六
号
に
「
奈
良
大
学
図
書
館
「
北
村
信
昭
文
庫
」
Ⅳ　
「
新

し
い
村
」
奈
良
県
支
部
関
連
資
料
」
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
併
せ
見

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　

本
報
告
で
は
、
北
村
氏
所
蔵
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
帖
に
貼
付
さ
れ
た
『
大
和
日
報
』

文
芸
欄
掲
載
の
「
大
和
文
壇
今
昔
�
〜
�
」
の
全
文
を
紹
介
す
る
。

　
「
北
村
信
昭
文
庫
」
に
つ
い
て
の
報
告
と
し
て
は
以
上
の
Ⅰ
〜
Ⅳ
で
お
お
む
ね

内
容
を
報
告
で
き
た
と
思
う
が
、
以
前
に
も
記
し
た
よ
う
に
沢
山
の
写
真
が
あ
り
、

ま
た
氏
が
あ
ち
こ
ち
に
書
か
れ
た
奈
良
の
文
学
や
文
化
に
か
か
わ
る
紹
介
・
回

想
・
随
想
も
奈
良
の
文
化
史
資
料
と
し
て
の
価
値
が
あ
り
、
そ
の
報
告
の
ま
と
め

方
に
つ
い
て
苦
慮
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
大
和
日
報
』
の
消
息
欄
・
コ
ラ
ム
「
卓

上
噴
水
」
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
学
関
係
記
事
な
ど
も
奈
良
の
文
学
情
報
と
し

て
貴
重
で
あ
り
、
本
稿
の
当
初
予
定
で
は
そ
れ
ら
の
要
点
を
摘
記
す
る
つ
も
り
で

は
あ
っ
た
が
整
理
す
る
時
間
が
な
く
、
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　　

さ
て
、
本
報
告
に
お
い
て
は
原
文
は
旧
字
・
旧
仮
名
遣
い
で
あ
る
が
、
新
字
・

新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。
ま
た
表
記
法
が
一
定
し
て
お
ら
ず
、
段
落
末
に
句
点
が

な
く
、
段
落
の
冒
頭
の
一
時
下
げ
も
原
文
で
は
不
統
一
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に

段
落
内
の
文
末
に
は
お
お
む
ね
句
点
が
な
く
、
全
体
と
し
て
読
点
の
み
で
構
成
さ

　
　
　
　

奈
良
大
学
図
書
館
「
北
村
信
昭
文
庫
」
Ⅲ

　　
　
　
　

奈
良
関
連
文
学
資
料
紹
介　

松
村
又
一
「
大
和
文
壇
今
昔
」
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れ
て
い
る
な
ど
、
今
日
の
表
記
法
と
は
か
な
り
相
違
す
る
が
、
不
用
意
に
今
日
の

表
記
法
に
統
一
す
る
こ
と
は
避
け
、
原
文
の
と
お
り
と
し
た
。
ま
た
原
文
は
総
ル

ビ
に
近
い
が
、
ル
ビ
は
植
字
工
に
よ
っ
て
適
当
に
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思 
し 
く
、

注　

著
し
く
不
都
合
な
も
の
も
あ
り
、
ル
ビ
の
存
在
が
か
え
っ
て
不
適
当
で
目
障
り
で

も
あ
る
の
で
、
ル
ビ
は
基
本
的
に
削
除
し
た
。

　　
　
　

松
村
又
一
「
大
和
文
壇
今
昔
」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
い
希
望
を
胸
に
抱
い
て
埋
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
ゆ
く
地
方
文
学
青
年
の
悲
哀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
注
〕
毎
回
、
表
題
の
次
に
二
行
分
か
ち
書
き

　
 

で
右
の
見
出
し
が
記
さ
れ
て
い
る
。　
　

　
　
　
　

（一）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
一
四
年
六
月
一
五
日　

　

中
央
の
文
壇
と
か
詩
壇
と
か
か
ら
見
れ
ば
吾
が
大
和
文
壇
な
ど
は
余
り
に
貝
殻

的
な
も
の
で
あ
っ
て
或
は
殊
更
、
大
和
文
壇
な
ど
と
呼
称
す
る
さ
え
ど
う
か
と
思

う
位
で
あ
る

だ
か
ら
、
此
処
で
は
、
た
だ
吾
が
大
和
と
云
う
一
つ
の
郷
土
を
背
景
と
し
て
作
品

を
発
表
し
た
人
々
（
又
は
或
る
時
代
の
グ
ル
ー
プ
）
に
就
い
て
と
云
っ
た
風
な
軽

い
見
方
の
下
に
、
座
談
的
に
筆
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う

　

尤
も
今
僕
の
手
許
に
参
考
す
べ
き
何
物
も
な
い
、
ほ
ん
の
記
憶
を
辿
っ
て
述
べ

る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
或
は
洩
れ
落
ち
に
な
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
た
だ

ほ
ん
の
或
る
意
味
で
の
文
戯
的
記
事
と
し
て
見
て
頂
け
る
な
ら
ば
筆
者
望
外
の
喜

び
で
あ
る

　
　
　
　
　

◇

　

偖
、
本
題
に
立
入
る
ま
で
に
文
壇
の
地
方
分
権
的
傾
向
に
就
い
て
少
々
意
見
を

述
べ
て
見
た
い

　

先
頃
、
福
士
幸
二
郎
氏
は
地
方
文
化
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
出
し
て
、
盛
に
此
の
文

壇
の
地
方
分
権
を
力
説
し
て
お
ら
れ
る
が
、
現
在
の
文
壇
は
余
り
に
中
央
集
権
的

否
、
専
制
的
で
あ
り
は
し
な
い
か
横
暴
的
で
あ
り
は
し
な
い
か
、
そ
れ
と
云
う
も

地
方
か
ら
実
力
あ
る
作
家
が
現
れ
な
い
に
も
依
る
が
よ
し
ん
ば
相
当
力
量
あ
る
作

家
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
悲
し
い
哉
そ
の
作
品
を
発
表
す
べ
き
機
関
を
持
た
ず
、

た
ま
�
�
同
人
雑
誌
な
ど
出
し
て
も
そ
れ
を
認
め
る
だ
け
の
中
央
文
壇
に
雅
量
が

な
い
か
ら
だ
と
思
う
、
か
く
て
そ
れ
ら
の
若
い
作
家
た
ち
が
希
望
の
胸
を
抱
い
た

ま
ま
埋
も
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か

　

私
は
そ
れ
等
の
多
く
の
人
を
見
た
、
尤
も
そ
れ
ら
の
人
の
多
く
は
線
香
花
火
式

に
何
か
の
動
機
に
刺
激
さ
れ
て
作
品
を
発
表
し
た
云
は
ば
本
質
的
で
な
い
、
ゼ
レ
ッ

タ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
少
数
の
人
に
は
確
実
な
も
の
を
把
握
し
て

い
た
人
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う

　

そ
う
な
る
と
今
の
文
壇
（
或
は
創
作
壇
）
な
ど
よ
り
見
る
と
詩
壇
は
一
歩
進
ん

で
い
る
と
思
う
、
詩
壇
は
自
由
で
開
放
的
だ
地
方
在
住
の
詩
人
に
し
て
、
中
央
詩

壇
に
名
を
成
し
て
い
る
人
の
い
か
に
多
き
か
を
見
る
が
い
い
、
そ
の
功
績
は
詩
話
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会
に
は
あ
あ
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
地
方
詩
人
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
た
し
か
に
時

代
を
動
か
し
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
例
え
ば
現
在
奈
良
に
設
立
さ
れ
た
関

西
詩
人
協
会
、
或
は
仙
台
北
日
本
詩
人
協
会
、
そ
の
他
有
力
な
る
シ
ン
ジ 
ケ  
ト 
の

マ 

マ

締
結
を
見
、
中
に
は
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
風
な
も
の
の
刊
行
を
さ
え
見
る
に
至
っ
た

　
　
　
　
　

◇

　

惟
う
に
、
近
き
将
来
に
於
て
、
文
壇
の
重
心
は
詩
壇
に
来
る
と
断
言
し
て
も
憚

ら
な
い
だ
ろ
う

　

話
は
少
し
外
れ
か
か
っ
た
が
吾
大
和
文
壇
を
語
れ
ば
、
創
作
な
ど
よ
り
歌
壇
、

詩
壇
の
方
が
奮
っ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
そ
れ
に
は
色
々
理
由
は
あ
ろ
う
、

だ
が
此
処
で
は
そ
れ
に
は
言
及
し
な
い
で
、
時
代
的
に
活
躍
し
た
人
又
は
雑
誌
の

上
か
ら
そ
の
人
の
作
品
の
印
象 
さ 
簡
単
に
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る

マ
マ

　
　
　
　
　

▲　

大
和
文
学
と
印
度
更
紗

大
和
文
学
も
印
度
更
紗
も
共
に
大
正
四
五
年
頃
奈
良
市
か
ら
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
こ
に
は
奈
良
県
下
の
若
い
文
学
青
年
が
ほ
と
ん
ど
集
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
、

当
時
、
自
然
主
義
が
文
壇
を
風
靡
し
て
い
た
頃
と
て
、
そ
こ
に
集
ま
っ
た
人
の
作

品
（
主
と
し
て
短
歌
と
詩
）
も
著
し
く
自
然
主
義
的
傾
向
を
帯
び
て
い
た
よ
う
だ

　

そ
の
外
目
立
っ
た
影
響
と
云
え
ば
北
原
白
秋
一
派
の
官 
態 
的
の
匂
い
高
き
詩
歌

マ
マ

で
あ
っ
た

　

大
和
文
学
は
東
谷
渓
村
（
目
下
奈
良
報
知
新
聞
の
経
営
者
東
谷
俊
郎
）
が
主
宰

し
た
、
印
度
更
紗
の
飽
ま
で
も
芸
術
的
匂
い
高
く
貴
族
的
な
の
に
反
し
て
、
大
和

文
学
は
実
に
地
味
な
も
の
で
あ
っ
た

　

同
人
と
名
の
付
く
人
だ
け
で
も
二
三
十
人
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
社
友
は
ど
の
位

あ
っ
た
か
、
雑
誌
と
云
え
ば
三
号
で
つ
ぶ
れ
る
の
が
お
き
ま
り
だ
が
、
大
和
文
学

は
二
ケ
年
位
発
行
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
、
東
谷
君
の
経
営
的
手
腕
が
よ
く
雑
誌
を

し
て
持
続
せ
し
め
た
も
の
と
思
う

　

筆
者
も
そ
の
頃
青
二
才
の
中
学
生
だ
っ
た
が
、
東
谷
君
の
厄
介
に
な
っ
た
も
の

だ
　

今
記
憶
に
あ
る
人
と
云
え
ば
、
木
村
太
代
次
、
中
川
宗
作
、
中
西
梨
花
、
西
岡

白
�
、
相
和
翠
谷
、
窪
翠
渓
の
諸
君
な
ど
だ
が
、
み
な
ど
う
し
て
了
っ
た
か
昔
思

え
ば
転
々
追
懐
の
情
に
堪
え
な
い
そ
の
う
ち
筆
者
一
人
が
十
年
後
の
今
日
尚
詩
筆

を
捨
て
か
ね
て
芸
術
道
に
生
命
を
懸
け
て
い
る

　

奈
良
の
街
を
歩
け
ば
、
時
々
、
東
谷
君
と
よ
く
出
会
う
、
彼
は
昔
乍
の
彼 
れ 
だ
、

マ
マ

な
つ
か
し
い

　
　
　
　

（二）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
一
四
年
六
月
二
二
日

　
　
　
　
　

▲　

印
度
更
紗
と
郷
土
そ
の
他

印
度
更
紗
は
井
野
丘
花
君
が
主
宰
し
た
も
の
で
郷
土
も
や
は
り
井
野
君
や
栗
林
春

鳥
（
貞
一
）
君
た
ち
の
同
人
機
関
雑
誌
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
、
共
に
雑
誌
の
装

 
填 
な
ど
随
分
贅
沢
な
も
の
で
芸
術
的
匂
い
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
桜
井
の
杉
本
久

マ
マ葦

と
云
う
画
家
が
そ
の
表
紙
画
を
書
い
て
い
た
と
記
憶
す
る

同
誌
に
は
主
と
し
て
栗
林
、
井
野
両
氏
が
戯
曲
を
発
表
し
た
。
そ
の
作
品
の
価
値
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も
現
在
か
ら
見
れ
ば
頗
る
筋
の
甘
い
も
の
で
あ
っ
た
が
そ
の
頃
と
し
て
は
相
当
に

評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
栗
林
氏
は
そ
の
後
天
祐
社
か
ら
「
浦
鹽
見
物
」
及

び
「
ク
ー
ブ
リ
ン
傑
作
集
」
を
出
し
て
大
い
に
氏
の
文
壇
的
将
来
を
期
待
さ
れ
た

が
、
そ
の
後
週
刊
朝
日
に
翻
訳
の
童
話
な
ど
発
表
し
た
き
り
で
沈
黙
し
て
お
っ
た

「
ク
ー
ブ
リ
ン
傑
作
集
」
の
翻
訳
に
就
て
兎
角
の
噂
を
耳
に
し
た
が
そ
れ
は
同
君

の
文
名
を
妬
む
或
る
人
達
の
宣
伝
に
過
ぎ
な
い
と
思
う

現
在
、
東
京
朝
日
新
聞
に
あ
っ
て
記
者
生
活
を
し
て
い
る
と
き
い
た
、
同
君
の
文

壇
へ
の
復
活
を
希
望
す
る

井
野
君
は
そ
の
後
ど
う
し
た
か
し
ら
な
い
。
尚
同
誌
に
は
詩
人
林
信
一
君
や
歌
人

と
し
て
盛
名
あ
る
米
田
雄
郎
氏
、
南
正
胤
君
や
矢
敷
翠
露
君
な
ど
が
執
筆
し
て
い

た
し
原
阿
紗
緒
、
三
ヶ
島
よ
し
子
女
史
な
ど
も
短
歌
を
寄
稿
し
て
い
た

同
じ
そ
の
頃
高
田
の
大
谷
桃
花
君
の
手
に
依
っ
て
「
ラ
ビ
リ
ン
ス
」
が
出
て
い
た

雑
誌
の 
体 
装
な
ど
は
思
い
切
っ
て
贅
沢
な
も
の
で
あ
っ
た
、
一
体
そ
の
頃
ス
パ
ル

マ
マ

ヤ
ア
ル
ス
〔
ス
バ
ル
や
ア
ル
ス　

か
？　

浅
田
〕
な
ど
北
原
白
秋
氏
の
雑
誌
の
影

響
を
受
け
て
地
方
雑
誌
も
兎
も
角
体
裁
だ
け
は
実
に
堂
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
、

同
誌
に
は
大
谷
桃
花
君
の
外
柳
原
甚
三
郎
氏
が
変
名
の
そ
の
飽
ま
で
も
耽
美
的
な

短
歌
を
発
表
し
た

　

そ
の
他
辰
巳
正
直
と
い
う
人
が
長
編
小
説
「
若
き
雄
作
の
悲
し
み
」
を
単
行
本

と
し
て
出
版
し
た
が
大
し
た
反
響
も
な
く
葬
り
去
ら
れ
て
了
っ
た
。
そ
の
小
説
の

価
値
に
就
い
て
は
不
幸
筆
者
は
味
読
の
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
云
々
す
る
訳
に
は

ゆ
か
な
い
若
き
芸
術
の
徒
が
そ
の
勇
ま
し
い
門
出
に
取
っ
て
余
り
に
痛
ま
し
い
運

命
で
は
な
い
か

何
で
も
著
者
の
序
文
に
依
る
と
吉
野
郡
大
滝
の
土
倉
氏
が
芸
術
家
援
助
と
い
う
名

目
の
下
に
そ
の
出
版
費
を
全
部
引
き
受
け
ら
れ
た
様
に
記
憶
す
る
、
世
の
富
豪
と

名
の
つ
く
者
こ
の
美
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ト
を
読
ん
で
何
と
感
じ
る
か

そ
の
当
時
で
あ
っ
た
と
思
う
が
中
村
古
峽
氏
が
心
理
小
説
「
殻
」
を
出
版
し
て
大

な
る
シ
ョ
ッ
ク
を
当
時
の
文
壇
に
与
え
る
。
中
村
氏
を
吾
大
和
文
壇
の
圏
内
に
入

れ
る
こ
と
は
上 
田 
小
剣
氏
と
共
に
少
々
憚
る
が
氏
も
ま
た
吾
大
和
出
身
の
文
士
で

マ
マ

あ
る

「
殻
」
は
四
五
版
を
重
ね
た
。
そ
の
序
文
も
中
村
氏
と
大
学
当
時
同
期
生
で
あ
っ

た
吾
評
論
界
の
第
一
人
者
生
田
長
江
氏
と
杉
村
楚
人
冠
氏
が
筆
を
執
っ
て
い
た　

歌
人
米
田
雄
郎
氏
は
実
に
こ
の
中
村
古
峽
氏
の
義
弟
で
あ
る
と
は
余
り
知
ら
れ
な

い
事
実
で
あ
る

中
村
氏
は
そ
の
後
創
作
の
筆
を
捨
て
て
専
心
心
理
学
の
研
究
に
没
頭
雑
誌
「
変
態

心
理
」
の
主
筆
と
し
て
ま
た
催
眠
術
の
大
家
と
し
て
吾
心
理
学
界
に
あ
り
て
重
き

を
な
し
て
い
る

　
　
　
　

（三）

 

大
正
一
四
年
七
月
六
日　

　
　
　

◎
白
日
派
の
人
々

前
田
夕
暮
氏
の
主
宰
し
た
白
日
社
は
当
時
の
歌
壇
を
圧
す
る
の
観
が
あ
り
、
従
っ

て
そ
こ
に
は
若
い
ア
ビ
ッ
シ
ョ
ン
に
燃
え
て
い
る
新
人
が
雲
の
如
く
集
ま
っ
て
、

創
作
や
研
究
を
発
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
多
士 
□ 
々
た
る
同
社
中
に
あ
っ

さ
い
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て
、
吾
が
大
和
の
歌
人
は
同
社
の
中
堅
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
今
、
想
っ
て
も
愉

快
こ
の
上
も
な
い

　

当
時
、
米
田
雄
郎
氏
は
白
日
社
の
元
老
と
し
て
押
し
も
押
さ
れ
も
し
な
い
地
位

に
あ
り
、
新
人
と
し
て
、
坂
口
多
藻
津
南
正
胤
岩
井
清
一
の
諸
君
お
よ
び
筆
者
が

白
熱
的
に
作
歌
し
た
も
の
で
あ
る

　

米
田
雄
郎　

氏
の
歌
集
「
日
没
」
は
た
し
か
に
当
時
の
歌
壇
に
あ
り
て
驚
異

で
あ
っ
た
、
そ
の
生
活
は
良
寛
僧
と
酷
似
し
た
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
歌
風
は
飽

ま
で
も
清
澄
で
あ
っ
た
、
橋
用
東
声
、
尾
山
篤
二
郎
、
前
田
夕
暮
、
中
山
雅
吉
、

坂
口
保
、
松
村
又
一
の
諸
氏
が
批
評
の
筆
を
執
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る

　

白
日
社
解
散
後
、
氏
は
一
時
発
表
機
関
を 
女 
っ
て
、
迷
っ
て
い
た
が
、
大
正
十

マ
マ

二
年
頃
よ
り
再
び
歌
壇
に
復
活
し
て
短
歌
雑
誌
に
そ
の
作
を
発
表
し
、
目
下
北
原

白
秋
、
前
田
夕
暮
氏
と
共
に
、「
日
光
」
の
同
人
と
し
て
歌
壇
に
重
き
を
な
し
て
い
る

　

坂
口
多
藻
津　

君
は
、
歌
壇
の
新
進
評
論
家
と
し
て
知
ら
れ
万
葉
や
古
事
記
の

研
究
、
上
田
秋
成
の
研
究
そ
の
他
を
「
詩
歌
」
に
発
表
し
て
、
前
田
夕
暮
氏
の
信

 
任 
殊
に
篤
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
同
君
の
毎
月
「
詩
歌
」
に
発
表
す
る
数
多

マ
マく

の
恋
愛
歌
は
、
そ
の
愛
人
で
あ
っ
た
君
野
佐
保
の
相
聞
と
共
に
、
歌
壇
の
人
気

を
呼
ん
だ
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
同
君
は
大
阪
に
移
転
後
道
頓
堀
、
カ
フ
ェ
ー

バ
ー
リ
ス
タ
ー
で
短
歌
座
談
会
を
組
織
し
て
、
盛
に
後
進
を 
敬 
発
し
て
い
た
よ
う

マ
マ

だ
、
詩
歌
解
散
間
際
に
、
詩
劇
の
よ
う
な
も
の
を
発
表
し
て
い
た
が
、
ほ
ん
の
短

い
一
幕
物
で
あ
っ
た
が
、
傑
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
あ
れ
か
ら
づ
ー
と
続
い
て
書

い
て
行
け
ば
才
気
あ
る
同
君
の
こ
と
だ
か
ら
今
頃
は
相
当
有
名
な
作
家
に
な
っ
て

い
た
と
思
う
同
君
そ
の
後
の
沈
黙
は
ま
こ
と
に 
ほ 
し
い

マ
マ

　

南
正
胤　

君
は
清
新
な
感
覚
と
柔
か
な
リ
ズ
ム
と
、
ど
っ
ち
か
と
い
え
ば
ム
ー

ド
の
多
い
短
歌
を
発
表
し
て
、
た
だ
に
白
日
社
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
歌
壇
で
の

新
人
中
の
新
人
と
し
て
、
大
い
に
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
若
し
「
詩
歌
」

が
二
三
年
継
続
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
必
ず
や
、
南
君
は
歌
人
と
し
て
確
実
な
地
歩

を
占
め
て
い
た
こ
と
と
思
う
、
そ
の
後
彼
は
口
語
歌
に
転
じ
て
、
新
興
文
学
や
短

歌
雑
誌
に
発
表
し
て
い
た
が
、
勿
論
、
詩
歌
時
代
の
熱
も
な
く
勿
論
問
題
に
さ
れ

な
か
っ
た
よ
う
だ
、
同
君
は
上
京
し
て
一
時
性
と
愛
の
記
者
を
し
て
い
た
よ
う
だ

が
、
今
は
ど
う
し
て
い
る
か
し
ら
な
い

岩
井
君
は
そ
の
力
量
程
に
も
「
詩
歌
」
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

　

そ
の
他
「
詩
歌
」
に
拠
っ
た
人
々
と
言
え
ば
、
上
田
一
郎
、
関
清
治
、
田
中
と

し
を
、
西
村
富
美
雄
君
な
ど
で
あ
っ
た

　
　
　

�
ア
ラ
ラ
ギ
、
国
民
文
学
、
心
の
花

　

ア
ラ
ラ
ギ
に
は
、
松
本
楢
重
、
西
岡
信
蔵
、
滋
野
彦
麻
呂
の
諸
君
が
い
た
、
相

当
な
力
量
を
持
ち
乍
ら
、
ア
ラ
ラ
ギ
一
流
の
後
進
圧
迫
的
な
と
こ
ろ
か
ら
、
充
分

そ
の
芽
を
伸
ば
し
切
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
、
い
つ
し
か
沈
黙
し
て
了
っ
た

　

国
民
文
学
で
は
、
水
木
征
矢
彦
君
が
大
い
に
気
を
吐
い
て
い
た
、
同
君
は
万
葉

や
古
事
記
に
精
通
し
て
居
り
、
見
識
も
高
く
、
周
囲
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
心
の

花
に
辰
巳
利
文
君
が
い
て
竹
柏
会
支
部
を
奈
良
に
設
け
て
、
な
か
な
か
一
時
は
そ

の
社
友
大
和
だ
け
で
百
名
以
上
を
数
え
ら
れ
た
が
、
本
質
的
な
も
の
を
持
っ
て
い

る
人
は
殆
ど
な
か
っ
た
よ
う
だ

　

辰
巳
利
文　

君
は
心
の
花
で
は
相
当
重
き
を
な
し
て
現
今
に
及
ん
で
い
る
、

同
君
の
著
と
し
て
は
足
立
源
一
郎
小
島
貞
三
氏
と
の
共
著
「
大
和
」
ア
ル
ス
刊
…
…
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及
び
童
謡
集
「
釣
鐘
草
」
が
あ
る
目
下
「
奈
良
文
化
」
を
発
行
し
て
、
大
和
古
美

術
研
究
の
為
、
学
界
に
尽
す
と
こ
ろ
が
多
い
、
同
君
は
非
常
な
精
力
家
で
い
ろ
ん

な
仕
事
も
し
て
い
る
が
兎
角
評
判
の
あ
る
の
は
同
君
の
旧
友
と
し
て
す
こ
し
寂
し

い
気
が
す
る

「
心
の
花
」
は
辰
巳
君
の
外
に
、
前
川
佐
美
雄
君
が
い
る
、
前
川
君
は
最
□
の
詩

歌
壇
の
部
に
這
入
る
可
き
人
だ
が
こ
こ
で
す
こ
し
述
べ
て
置
く

「
心
の
花
」
を
読
ん
で
い
る
人
は
勿
論
現
下
の
歌
壇
に
す
こ
し
目
を
通
し
て
い
る

人
な
ら
ば
、
新
人
前
川
君
の
名
を
知
ら
ぬ
人
は
恐
ら
く
な
か
ろ
う
、
そ
れ
程
彼
は

新
人
で
あ
り
、
そ
れ
程
彼
は
す
ぐ
れ
た
歌
評
家
で
あ
る

　

目
下
、
彼
は
「
心
の
花
」
の
寵
児
と
し
て
、
石
く
れ
氏
と
共
に
同
誌
の
編
集
に

参
与
す
る
と
か
聞
く
、
歌
人
と
し
て
歌
論
家
と
し
て
、
前
川
君
の
前
途
最
も
多
望

で
あ
る
、
彼
は
本
年
東
洋
大
学
文
科
を
卒
え
て
郷
里
南
葛
の
忍
海
村
に
帰
り
天
理

高
女
に
教
鞭
を
執
る
と
か
聞
い
た
が
、
ど
う
し
た
か
そ
の
後
の
消
息
に
接
し
な
い

　

以
上
の
外
惑
星
と
し
て
の
人
に
荻 
は 
穣
君
が
い
る
、
荻
田
君
は
坂
口
保
、
松
本

マ
マ

楢
重
君
た
ち
と
曾
て
、
こ
も
り
ぬ
短
歌
会
を
組
織
し
て
、
盛
に
、
作
を
発
表
し
た
、

彼
は
そ
の
後
松
本
君
達
と
共
に
「
土
塊
」
を
発
刊
し
て
創
作
を
発
表
し
た
こ
と
も

あ
り
、
藤
田
広
介
（
木
原
書
店
主
）
君
と
共
に
、『
崩
岸
の
上
に
』
を
発
刊
し
た

こ
と
も
あ
る
、
太
田
水
穂
氏
の
主
宰
す
る
「
潮
音
」
に
も
そ
の
作
を
一
時
発
表
し

て
相
当
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ

　

そ
の
外
木
村
太
代
次
君
が
「
珊
瑚
礁
」
社
に
あ
り
て
そ
の
作
を
発
表
し
て
い
た

相
当
名
の
あ
る
人
た
ち
と
云
え
ば
以
上
に
挙
げ
た
人
達
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
は

筆
者
の
目
の
届
か
な
い
所
に
意
外
な
人
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

　

前
川
君
を
除
い
て
、
こ
れ
で
ざ
っ
と
大
正
十
年
前
の
吾
大
和
文
壇
の
人 
に
達 
就

マ
マ
マ
マ

て
は
言
い
尽
し
た
よ
う
だ

　

以
下
は
最
近
の
人
達
に
就
て
、
詳
細
に
書
い
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
、
次
回
は
、

藤
原
徳
次
郎
氏
達
の
、
奈
良
文
芸
研
究
会
発
行
の
「
未
墾
地
」
に
就
い
て
稿
を
埋

め
た
い
と
思
っ
て
い
る

　
　
　
　

（四）

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
一
四
年
七
月
一
三
日　

　

未
墾
地
時
代

一
時
隆
盛
を
極
め
た
吾
大
和
歌
壇
も
雑
誌
詩
歌
が
我
と
我
家
に
火
を
放
っ
て
解
散

し
て
以
来
そ
の
発
表
機
関
を
一
時
失
っ
て
次
第
に
沈
潜
状
態
に
落
ち
て
い
っ
た
、

そ
の
頃
私
は
既
に
歌
壇
に
或
る
見
切
り
を
つ
け
て
盛
に
詩
と
戯
曲
を
書
い
て
い
た

（
戯
曲
は
都
合
で
発
表
し
な
か
っ
た
が
）
当
時
詩
壇
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勃
興
を

見
白
鳥
省
吾
福
田
正
夫
百
田
宗
治
の
諸
氏
が
詩
壇
戦
線
の
第
一
線
に
立
っ
て
作
に

評
論
に
火
花
を
散
ら
し
て
民
衆
詩
と
そ
の
民
衆
精
神
の
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
の
為
に
戦
っ

て
い
た
、
私
も
そ
の
民
衆
詩
人
の
一
人
と
し
て
農
民
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
一
人
と
し

て
盛
に
田
園
詩
を
発
表
し
一
時
百
田
宗
治
氏
と
共
に
「
地
上
の
翼
」
を
発
行
し
た

が
そ
の
う
ち
に
五
三
連
隊
に
召
さ
れ
て
一
兵
卒
と
し
て
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な

り
シ
ベ
リ
ヤ
へ
出
征
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
私
は
そ
の
後
短
歌
と
詩
を
橋
田
東
声

氏
の
覇
平
樹
に
発
表
し
て
僅
に
芸
術
欲
の
満
足
を
充
し
て
い
た
が
吾
大
和
文
壇
が
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如
何
に
動
き
つ
つ
あ
る
か
将
た
又
如
何
な
る
新
人
が
飛
躍
し
て
い
る
か
ど
ん
な
雑

誌
が
そ
れ
ら
の
人
々
に
依
っ
て
計
画
さ
れ
て
い
る
か
が
知
る
由
も
な
か
っ
た

こ
れ
は
私
が
帰
国
後
聞
い
た
の
で
あ
る
が
奈
良
市
か
ら
そ
の
当
時
初
期
の
「
未
墾

地
」
が
発
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
、
何
で
も
青
江
秋
月
君
や
山
村
素
一
君
た

ち
が
や
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
大
し
て
反
響
も
な
く
解
散
し
て
了
っ
た
、
私
が
此
処

で
「
未
墾
地
時
代
」
と
し
て
起
稿
し
た
の
は
そ
の
第
二
期
の
そ
れ
に
就
い
て
で
あ

る第
二
期
の
「
未
墾
地
」
は
藤
原
徳
二
郎
、
高
橋
義
一
、
吉
田
徳
義
、
佐
伯
孝
夫
氏

が
中
心
に
な
っ
て
努
力
し
た

藤
原
徳
二
郎
君
は
そ
の
頃
十
八
九
歳
の
紅
顔
の
青
少
年
で
あ
っ
た
が
彼
の
物 
な 
る

マ
マ

創
作
や
評
論
は
確
に
彼
の
凡
庸
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た

彼
は
評
論
と
し
て
「
文
芸
と
社
会
精
神
」
を
創
作
と
し
て
「
強
迫
さ
れ
た
少
年
」

「
或
る
夜
の
出
来
事
」「
或
る
肺
病
患
者
の
手
記
」
を
発
表
し
た
「
或
る
肺
病
患

者 
」 
の
手
記
等
は
未
完
成
な
も
の
で
あ
っ
た
が
息
つ
ま
る
位
の
圧
迫
と
感
動
を
受

マ
マ

け
た
こ
と
を
今
で
も
僕
は
覚
え
て
い
る
藤
原
君
は
そ
の
後
「
日
報
」
の
記
者
と
し

て
の
か
た
わ
ら
多
く
の
文
芸
評
論
と
社
会
政
治
評
論
を
書
い
て
若
き
文
明
批
評
家

と
し
て
一
方
に
於
て
重
き
を
な
し
て
い
る
彼
は
「
日
報
文
芸
版
」
の
設
立
や
「
雲
」

及
び
「
関
西
詩
人
協
会
」
の
設
立
に
尽
す
所
多
く
大
和
文
壇
の
啓
発
に
並
々
な
ら

 
は
功 
献
を
し
て
き
た
こ
と
を
特
記
し
て
も
い
い
、
彼
は
東
都
文
壇
に
多
く
の
知
己

マ
マ
マ
マ

を
持
ち
将
来
大
に
飛
躍
の
余
地
が
あ
る
社
会
的
視
点
か
ら
の
著
書
は
相
当
大
き
な

反
響
が
あ
っ
た
彼
は
ま
だ
若
い
彼
の
精
神
は
常
に
青
い
翼
そ
の
も
の
で
あ
る

　

高
橋
義
一　

君
は
そ
の
頃
椿
貞
二
の
名
に
於
て
創
作
を
発
表
し
た
「
雲
」
と

い
う
短
編
等
は
殊
に
よ
か
っ
た
よ
う
だ
、
彼
は
そ
の
熱
帯
的
風
な
感
覚
一
方
の
詩

を
書
い
た
彼
の
詩
は
晦
渋
な
こ
と
で
有
名
で
、
誰
も
彼
の
詩
が
わ
か
ら 
� 
�
と
批

マ
マ

難
し
た
が
彼
が
最
近
「
雲
」
及
び
「
関
西
詩
人
」
に
発
表
す
る
詩
は
稍
平
明
に

な
っ
て
き
た
が
彼
れ
独
特
な
熱
帯 
風
的 
感
覚
主
義
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
つ
き
纏
っ
て

マ
マ
マ
マ

い
る
よ
う
だ
、
詩
壇
に
新
感
覚
派
の
提
唱
を
見
て
い
る
今
日
彼
れ
の
詩
は
稍
古
い

感
覚
に
出
発
し
て
い
る
よ
う
だ

「
未
墾
地
」
の
付
属
事
業
と
し
て
の
「
奈
良
文
芸
研
究
会
」
に
就
い
て
や
「
関
西

詩
人
協
会
」
の
設
立
や
に
就
て
同
君
の
尽
す
と
こ
ろ
ま
こ
と
に
多
い
、
余
り
表
面

に
立
つ
こ
と
を
好
ま
な
い
が
内
部
に
あ
り
て
彼
れ
は
芸
術
運
動
の
有
力
な
る
後
援

者
で
あ
る
こ
と
は
感
謝
に
堪
え
な
い

　

佐
伯
孝
夫　

君
は
当
時
君
の
父
が
奈
良
郵
便
局
長
で
あ
っ
た
関
係
か
ら
「
未

墾
地
」
に
そ
の
作
を
発
表
し
て
い
た
彼
は
可
成
り
長
い
創
作
を 
察 
表
し
た
が
甘
い

マ
マ

長
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
別
に
誰
に
も
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
彼
の

本
質
は
創
作
よ
り
も
寧
ろ
詩
に
あ
っ
た
よ
う
だ

彼
は
上
京
後
早
稲
田
の
仏
文
科
の
学
生
で
あ
っ
た
関
係
上
西
條
八
十
に
師
事
し
て

そ
の
詩
作
を
「
白
孔
雀
」
に
発
表
し
た
「
白
孔
雀
」
廃
刊
後
「
棕
櫚
の
葉
」
の
同

人
と
し
て 
序 
情
小
曲
風
な
技
巧
の
勝
っ
た
詩
を
発
表
し
て
い
る
彼
は
昨
年
あ
た
り

マ
マ

日
報
紙
に
詩
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
の
訳
詩
な
ど
を
発
表
し
た

　

吉
田
徳
義
君　

吉
田
君
も
余
り
表
面
に
立
た
な
か
っ
た
が
可
成
り
吾
大
和
文
壇

の
為
に
努
力
し
た
人
で
あ
る
彼
は
多
く
詩
作
を
発
表
し
た
彼
の
詩
は
し
づ
か
で
ど

こ
か
宗
教
的
な
句
を
も
っ
て
い
た
彼
の
近
頃
書
く
詩
は
ど
こ
か
民
衆
詩
人 
と  
て 
有

マ 

マ

名
な
ア
メ
リ
カ
の
ホ
ー
レ
ス
、
ト
ラ
ウ
ト
ル
に
よ
く
似
て
あ
る
と
思
う
、
彼
れ
は
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静
的
で
い
つ
も
落
ち
つ
い
て
悠
々
と
あ
る
時
流
を
眺
め
て
歩
い
て
ゆ
く
人
だ
、
だ

が
欲
を
云
え
ば
も
う
す
こ
し
熱
が
あ
っ
て
ほ
し
い
、
元
気
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
引

 
止 
め
思
案
を
彼
の
た
め
に
私
は
取
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
、
以
上
の
外
五
條
の
古
平
萬

マ
マ亀

子
女
史
が
歌
を
発
表
し
て
い
た

　

古
平
ま
き
子　

女
史
の
短
歌
は
「
未
墾
地
」
で
は
白
眉
で
あ
っ
た
去
年
あ
た

り
「
少
女
星
」
に
少
女
小
説
を
連
載
し
て
い
た
よ
う
だ
女
流
歌
人
の
乏
し
い
吾
大

和
文
壇
の
た
め
に
女
史
の
奮
起
を
望
む
そ
の
他
水
野
準
三
、
西
本
紀
一
、
浅
野
た

か
さ
、
丹
沢
吉
男
、
青
江
秋
月
の
諸
君
が
同
誌
上
で
活
動
し
た

同
社
同
人
以
外
の
寄
稿
家
と
し
て
竹
尾
ち
よ
女
史
及
び
私
が
短
歌
と
詩
を
寄
稿
し

た
に
す
ぎ
な
い
雑
誌
「
未
墾
地
」
は
三
号
に
し
て
不
幸
廃
刊
を
見
た
が
「
奈
良
文

芸
研
究
会
」
の
事
業
は
継
続
さ
れ
て
き
た
公
会
堂
で
音
楽
界
を
開
催
し
た
こ
と
も

あ
り
一
昨
年
春
文
芸
詩
歌
講
演
会
を
開
催
し
て
遠
く
東
都
文
壇
よ
り
福
士
幸
二
郎
、

福
田
正
夫
、
百
田
宗
治
、
佐
藤
惣
之
助
氏
を
招
い
て
師
の
運
動
の
た
め
大
い
に
尽

し
た

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
そ
の
後
吾
大
和
文
壇
は
一
層
の
活
気
を
見
る
や
う
に
な
り
新
人

の
輩
出
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
び
に
堪
え
な
い
兎
も
角
奈
良
文
芸
研
究

会
は
吾
大
和
文
壇
の
桂
冠
団
体
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
　
　

（五）

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
一
四
年
八
月
二
四
日　

雑
誌
「
未
墾
地
」
と
同
じ
頃
出
て
い
た
雑
誌
に
萩
田
穣
君
達
の
「
土
塊
」
青
江
秋

月
君
の
「
ヴ
ィ
ナ
ス
」
金
尾
兼
勝
君
の
「
流
星
」
中
島
浪
路
君
達
の
「
新
星
」
中

川
抱
夢
君
の
「
白
い
花
」
等
が
あ
っ
た
。

「
土
塊
」
は
主
と
し
て
、
萩
田
君
と
松
本
君
の
創
作
発
表
の
機
関
で
あ
っ
た
。
萩

田
君
も
松
本
君
も
既
に
歌
人
と
し
て
も
一
家
を
な
し
て
い
た
人
だ
け
に
、
そ
の
発

表
す
る
創
作
小
説
や
散
文
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
殊
に
、
萩

田
君
の
書
く
短
い
も
の
に
、
何
と
も
言
え
な
い
味
な
も
の
が
あ
っ
た

青
江
君
の
「
ヴ
ィ
ナ
ス
」
は
詩
歌
中
心
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
余
り
に
セ
ン
チ
メ

ン
タ
ル
な
、
甘
い
も
の
ば
か
り
で
、
ど
っ
ち
か
と
言
え
ば
、
女
子
供
に
よ
ろ
こ
ば

れ
る
底
の
も
の
で
あ
っ
た

金
尾
兼
勝
君
の
「
流
星
」
は
真 
贅 
な
詩
専
門
の
個
人
雑
誌
で
、
大
阪
の
詩
人
瀬
田

マ
マ

彌
太
郎
氏
と
二
人
き
り
の
し
ん
み
り
と
落
付
い
た
い
い
雑
誌
で
少
し
は
中
央
詩
壇

か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
た
が
、
い
つ
か
し
ら
そ
の
題
名
の
よ
う
に
消
え
去
っ
た
こ

と
は
残
念
で
あ
っ
た

中
川
抱
夢
君
達
の
「
白
い
花
」
は
最
近
ま
で
書
店
の
店
頭
に
そ
の
瀟
洒
た
る
姿
を

見
せ
て
い
た
が
、
ど
う
や
ら
廃
刊
し
た
ら
し
い
噂
を
耳
に
し
た
が
、
本
当
だ
と
す

れ
ば
さ
み
し
い
限
り
だ

「
白
い
花
」
に
は
、
女
流
の
歌
人
や
詩
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
、
木
滑

節
子
と
い
う
人
の
短
歌
な
ど
は
中
々
傑
れ
て
い
た
と
思
う
。
こ
の
一
派
の
人
達
の

作
風
は
、
ど
っ
ち
か
と
云
え
ば
、
非
常
に
感
情
的
で
異
国
的
で
夢
の
中
な
る
恋
人

に
憧
憬
れ
て
逍
遥
う
て
ゆ
く
底
の
甘
や
か
さ
れ
た
感
情
に
充
ち
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
今
日
の
歌
壇
の
よ
う
に
あ
あ
ま
で
鯱
鉾
張
っ
た
中
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
雑

誌
の
一
つ
位
あ
っ
て
も
い
い
と
思
わ
れ
た
。（
但
し
沢
山
あ
っ
て
は
ま
た
退
屈
す
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る
が
）

「
白
い
花
」
で
は
、
そ
の
編
集
者
で
あ
る
中
川
白
葉
、
中
川
抱
夢
の
兄
弟
、
木
滑

節
子
の
作
品
が
一
番
光
彩
を
放
っ
て
い
た
よ
う
だ

「
白
い
花
」
は
別
の
仕
事
と
し
て
、
音
楽
上
の
い
ろ
�
�
な
仕
事
を
し
た
。
ハ
ー

モ
ニ
カ
、
ソ
ザ
イ
テ
ィ
を
組
織
し
て
そ
の
演
奏
会
を
時
々
開
催
し
た
な
ど
と
こ
の

社
の
た
め
に
特
記
し
て
置
く

「
新
星
」
は
中
島
浪
路
君
達
の
作
品
発
表
の
機
関
雑
誌
で
あ
っ
た
が
余
り
投
書
家

気
分
が
鼻
に
つ
き
す
ぎ
た
が
（
そ
れ
は
作
品
よ
り
か
雑
誌
の 
体 
装
も
の 
た 
）
そ
こ

マ
マ 

マ
マ

に
集
ま
っ
た
人
達
の
意
気
は
愛
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
、
た
だ
あ
あ
し
た
多
く
の

文
学
愛
好
の
青
年
が
一
つ
の
集
団
を
な
し
て
、
文
学
雑
誌
の
一
つ
で
も
出
し
た
と

い
う
所
に
、
近
時
、
地
方
青
年
の
文
学
に
対
す
る
一
つ
の
心
の
動
き
が
見
ら
れ
て
、

非
常
に
頼
母
し
い
気
が
し
た
「
新
星
」
は
二
号 
が 
三
号
で
廃
刊
し
て
了
っ
た　
　

マ
マ

　

大
和
日
報
文
芸
欄
の
人
々

大
和
日
報
は
そ
の
前
身
「
新
大
和
」
時
代
か
ら
、
文
芸
に
対
し
て
特
別
の
紙
面
を

割
き
、
大
に
大
和
文
壇
開
拓
の
為
に
尽
し
て
き
た
の
で
、
我
等
の
グ
ル
ー
プ
で
は

「
新
大
和
」
を
目
し
て
、
文
芸
新
聞
と
い
っ
て
い
た
時
代
さ
え
あ
っ
た

と
こ
ろ
が
、
奈
良
文
芸
研
究
会
の
幹
部
で
あ
っ
た
藤
原
徳
次
郎
君
が
入
社
後
、
間

も
な
く
「
新
大
和
」
は
「
大
和
日
報
」
と
改
題
し
て
大
に
勢
力
を
拡
大
し
紙
面
の

刷
新
を
計
り
、
殊
に
文
芸
の
為
に
、
文
芸
版
を
設
け
て
、
大
和
文
壇
啓
発
の
為
に

尽
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た

先
ず
藤
原
君
が
そ
の
編
集
を
担
当
し
、
米
田
雄
郎
氏
及
び
不
肖
僕
が
中
心
と
な
っ

て
、
地
方
新
聞
に
し
て
は
珍
し
い
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
毎
版
東
都
文
壇
知

名
の
士
の
執
筆
の
外
、
若
い
ア 
ビ 
ッ
シ
ョ
ン
に
燃
え
て
い
る
人
達
の 
発 
品
が
発
表

マ
マ 

マ
マ

さ
れ
た

橋
本
健
吉
君
は
そ
の
尤
も
な
る
も
の
で
彼
は
日
報
文
芸
版
か
ら
、
中
央
へ
送
っ
た

一
人
で
あ
る
。
彼
は
目
下
、
エ
ポ
ッ
ク
社
に
あ
り
て
、「
ゲ
ヱ
ギ
ム
ギ
ム
、
プ
ル

ル
ル
ギ
ガ
ム
、
ギ
ム
」
詩
派
の
新
し
い
試
を
以
て
、
退
屈
な
る
現
詩
壇
に
新
し
い

詩
境
を
開
拓
せ
ん
と
し
て
い
る
彼
の
今
後
の
活
躍
を
約
束
し
て
も
い
い
と
思
う

そ
の
他
、
農
民
詩
を
一
度
し
か
見
せ
な
か
っ
た
が
、
吉
野
北
山
の
野
長
瀬
正
夫
君

が
あ
る
。
彼
は
ま
だ
二
十
歳
の
青
年
だ
相
だ
が
、
彼
の
書
く
詩
を
見
て
僕
は
驚
い

た
。
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
。
未
完
成
の
大
き
な
未
来
あ
る
詩
人
と
し
て
、
彼
を
有

す
る
こ
と
は
僕
に
と
っ
て
大
き
な
た
の
し
み
だ

北
村
秋
芭
君
も
吉
田
龍
太
郎
も
共
に
、
日
報
文
芸
版
を
通
じ
て
、
知
っ
た
の
で
あ

る
が
、
二
人
共
ま
た
地
に
播
か
れ
た
ば
か
り
の
種
子
に
す
ぎ
な
い
が
、
い
い
未
来

を
今
か
ら
約
束
し
て
僕
は
失
望
し
な
い
確
な
も
の
を
見
て
い
る
。（
二
人
に
つ
い

て
は
関
西
詩
人
の
人
々
に
就
い
て
書
く
）

民
謡
童
謡
の
作
家
と
し
て
、
平
野
千
史
夫
君
は
一
頭
地
を
抜
い
て
い
た
。
そ
の
着

眼
さ
の
確
さ
に
於
て
、
そ
の
リ
ズ
ム
の
軽
さ
に
於
て
、
た
だ
遺
憾
な
の
は
、
先
進

（
北
原 
日 
秋
や
野
口
雨
情
）
の
影
響
が
目
立
つ
こ
と
だ
。
こ
の
人
に
し
て
ど
こ
ま

マ
マ

で
も
独
創
的
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
も
う
す
こ
し
、
ケ
ー
ス
が
大
き
か
っ

た
な
ら
ば
と
、
彼
は
残
念
に
思
う
の
で
あ
る

津
山
武
雄
君
の
詩
も
非
常
に
素
朴
で
、
力
強
い
も
の
が
あ
っ
た
、
す
こ
し
多
作
す

ぎ
は
し
ま
い
か
と
思
う
点
も
あ
っ
た
そ
の
他
松
下
輝
一
君
の
詩
に
特
異
性
が
あ
っ

た
。
和
歌
の
方
も
中
々
賑
か
だ
っ
た
、
萩
森
君
子
女 
央 
や
、
水
原
青
浪
君
辻
本
正

マ
マ
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則
、
染
井
清
達
君
の
短
歌
が
頭
に
残
っ
て
い
る
、
藤
原
徳
二
郎
君
の
評
論
、「
短

歌
の
悲
観
的
将
来
」
に
対
す
る
玉
崎
虚
光
君
の
反
駁
文
な
ど
は
第
一
期
の
日
報
文

芸
版
に
於
け
る
、
特
記
す
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
藤
原
君
は
玉
崎
君
の
反

駁
に
対
す
る
反
駁
を
書
く
と
言
っ
て
い
た
が
福
岡
へ
転
勤
に
な
り
反
駁
文
も
有
耶

無
耶
に
な
っ
て
了
っ
た
が
、
大
和
日
報
文
芸
版
は
、
文
学
青
年
以
外
に
も
多
く
愛

読
者
を
も
ち
、
あ
た
か
も
大
和
文
壇
王
国
を
な
す
の
観
が
あ
っ
た

　
　
　
　

（六）

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
一
四
年
九
月
七
日　

　　

雲
に
拠
れ
る
新
人
･
･
･
･
･
･
･
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
の
稿
を
は
じ
め
て
か
ら
、
私
の
身
辺
に
い
ろ
�
�
な
事
故
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

為
、
諸
君
の
期
待
を
裏
切
っ
た
、
甚
だ
心
苦
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す

実
は
只
今
も
一
週
間
ば
か
り
の
和
歌
山
方
面
へ
旅
控
え
て
忽
忙
の
う
ち
に
、
し
め

切
り
に
間
に
合
す
べ
く
、
執
筆
し
た
様
な
訳
で
、
遺
憾
な
点
は
あ
り
ま
す
が
、
い

づ
れ
何
か
の
機
会
を
見
て
、
補
筆
し
て 
わ 
き
ま
す
か
ら
、
悪
か
ら
ず
思
っ
て
頂
き

マ
マ

た
い

「
雲
」
は
私
や
藤
原
徳
二
郎
君
が
中
心
と
な
っ
て
や
っ
た
雑
誌
だ
け
に
、
そ
こ
に

集
っ 
て 
人
達
に
つ
い
て
兎
角
の
言
を
な
す
ど
う
か 
り 
思
う
が
、
此
処
で
は
仲
間
と

マ
マ 

マ
マ

い
う
立
場
を
離
れ
た
第
三
者
か
ら
見
て
、
そ
の
人
達
の
作
風
に
筆
を
及
ぼ
し
て
ゆ

こ
う

「
□
」
を
計
画
し
た
の
は
東
都
震
災
が
あ
っ
て
間
も
な
い
時
で
、
評
論
家
福
士
幸

次
郎
氏
が
着
の
み
着
の
ま
ま
住
吉
の
佐
藤
紅
緑
氏
の
別
邸
へ
避
難
し
て
き
て
い
た

の
を
慰
問
の
帰
途
、
上
田
一
郎
君
と
二
人
□
、
二
人
だ
け
の
同
人
雑
誌
と
し
て
発

行
す
べ
く
相
談
し
た
の
で
あ
っ
た
こ
ん
な
こ
と
は
ま
あ
ど 
ろ 
で
も
い
い
と
し
て
、

マ
マ

さ
て
い
よ
�
�
二
人
で
や
る
□
で
あ
っ
た
が
追
々
同
志
が
殖
え
て
、
十
人
近
く
の

同
志
が
集
ま
る
こ
と
に
な
っ
た

あ
の
震
災
の
為
、
そ
れ
以
前
ま
で
は
さ
し
も
横
暴
を
極
め
て
い
た
中
央
文
壇
が

（
広
く
都
会
文
化
□
）
一
時
的
に
も
崩
壊
し
て
、
そ
の
中
央
集
権
か
ら
地
方
分
散

的
傾
向
を
帯
び
て
き
た
頃
と
て
、
時
期
を
覗
っ
て
い
た
地
方
の
若
き
人
々
は
一
斉

に
旗
を
あ
げ
た
、
私
達
も
そ
れ
で
あ
っ
た

「
□
〔
雲
か
？ 
浅
田
〕」
は
大
正
十
二
年
十
一
月
よ
り
大
正
十
三
年
六
月
ま
で
発

行
さ
れ
た
が
、
そ
の
ム
ー 
グ 
メ
ン
ト
を
大
き
く
す
る
た
め
和
歌
山
の
「
抽
象
」
と

マ
マ

の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
し
て
、
新
し
い
意
気
込
み
を
以
て
「
関
西
詩
人
協
会
」
の
設
立

を
見
た
、
そ
の
運
動
は
相
当
な
エ
フ
ェ
ク
ト
を
納
め
、
同
人
の
一
人
、
坂
中
正
夫

君
は
尨
大
な
る
詩
集
「
六
月
は
羽
博
く
」
を
引
っ
提
て
上
京
し
、「 
掃 
情
詩
社
」

マ
マ

よ
り
出
版
し
て
一
躍
新
進
詩
人
と
し
て
の
確
な
地
位
を
占
め
た
、
最
初
の
委
員
は
、

藤
原
徳
二
郎
、
西
川
村
之
助
、
上
田
一
郎
、
酒
井
良
夫
、
阪
中
正
夫
、
柳
沢
□
、

辻
村 
秋  
芭 
、
北
村
秋
芭
、
高
橋
義
一
、
橋
本
健
吉
、
杉
本
又
一
の
十
一
氏
で
あ
っ

マ 

マ

た
、
そ
の
内
、
藤
原
、
阪
中
、
僕
が
実
行
委
員
と
し
て
、
一
切
の
庶
務
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
っ
た

同
人
の
う
ち
藤
原
、
高
橋
、
橋
本
の
諸
君
に
就
い
て
、
す
で
に
書
い
た
か
ら
此
処
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で
は
省
略
し
て
、
以
外
の
人
達
に
就
い
て
す
こ
し
書
い
て
み
よ
う

　

上
田
一
郎
君

上
田
君
は
、
大
和
文
壇
で
も
相
当
古
顔
な
人
で
す
で
に
大
正
五
六
年
頃
、「
誌
歌
」

誌
上
に
現
れ
て
い
た
よ
う
だ
、
そ
の
後
、
南
正
汽
君
の
『
榛
摺
短
歌
会
』
に
も
書

い
て
い
た

そ
の
後
、
彼
は
余
り
花
々
し
い
飛
躍
を
見
せ
な
か
っ
た
が
「
雲
」
が
創
刊
さ
れ
、

大
和
日
報
の
文
芸
欄
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
、
相
当
す
ぐ
れ
た
作
品
を
発
表
し
た
殊

に
、
日
報
紙
に
発
表
し
た
小
説
「
瓦
」
一
篇
は
、
そ
の
材
料
を
支
那
に
と
り
、
彼

独
自
の
空
想
を
描
が
い
た
と
こ
ろ
、
彼
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
或
も
の
を
思
わ
せ
た

　

彼
は
詩
を
発
表
し
た
が
、
彼
の
詩
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
な
け
れ
ば
、
抽
象
的

な
も
の
で
余
り
い
い
作
品
を
示
さ
な
か
っ
た
、
む
し
ろ
、
散
文
の
方
に
傑
れ
た
も

の
が
あ
っ
た
、「
海
」
や
「
潮
騒
」
な
ど
が
殊
に
よ
か
っ
た 
た 
、
が
近
来
、 
が 
熱

マ
マ 

マ
マ

褪
め
か
け
て
埋
も
れ
ゆ
か
ん
と
し
つ
つ
あ
る
は
、
ま
こ
と
に
惜
し
い
奮
起
を
望
む

　

西
川
林
之
助
君

西
川
君
は
歌
人
と
し
て
、
詩
人
と
し
て
大
和
で
は
相
当
、
ポ
ピ
ュ
ラ
な
人
で
あ
る

外
に
、
巨
万
の
財
を
後
盾
と
し
て
そ
の
方
面
に
も
重
き
を
な
し
て
い
る

彼
に
は
歌
集
「
紫
陽
花
」
詩
集
「
見
の
こ
し
た
夢
」
が
あ
る
、
出
版
当
時
、
す
で

に
本
紙
上
で
読
後
感
を
発
表
し
た
筈
だ
か
ら
重
複
を
さ
け
る
こ
と
に
す
る

　

酒
井
良
夫
君

酒
井
君
は
す
ば
ら
し
い
情
熱
の
飛
躍
を
見
せ
る
人
だ
「
写
真
と
文
芸
」
を
主
宰
し

た
こ
と
が
あ
る
、
百
ペ
ー
ジ
に
近
い
堂
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
三
号
か
四
号
で

廃
刊
し
た
の
は
、
ま
こ
と
に 
ほ 
し
い
と
思
っ
た

マ
マ

彼
に
は
近
く
、
東
京 
○ 
情
詩
社
か
ら
、
発
行
さ
れ
□
「
蒼
空
」
一
巻
の
歌
集
の
外

マ
マ

に
酒
井
良
夫
民
謡
集
が
あ
る
、
そ
の
他
「
コ
ド
モ
朝
日
」
に
数
多
く
の
童
謡
の
発

表
を
見
す 
べ 
に
童
謡
作
家
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
子
供
達
の
間
に
は

マ
マ

案
外
、
彼
は
ポ
ピ
ュ
ラ
で
あ
る

彼
は
最
近
童
話
を
書
い
て
い
る
、
ど
ん
�
�
い
い
も
の
を
書
い
て
ほ
し
い
と
思
う

　
　
　
　

（七）

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
正
一
四
年
九
月
二
一
日　

未
来
あ
る
新
詩
人
達

　

未
来
あ
る
新
詩
人
と
し
て
、
私
は
す
で
に
、
吉
野
下
北
山
村
の
野
長
瀬
正
夫
君

の
名
を
挙
げ
た
。
野
長
瀬
君
の
以
外
に
私
の
期
待
し
つ
つ
あ
る
人
の
名
を
挙
ぐ
れ

ば
、
先
ず
関
西
詩
人
の
北
村
秋
芭
、
吉
田
龍
太
郎
、
宮
尾
賢
治
郎
の
諸
君
及
純
詩

人
の
熊
谷
直
臣
、
秋
田
房
樹
、
米
沢
路
郎
の
諸
君
で
あ
る

北
村
秋
芭
君

　

北
村
君
は
詩
を
書
き
か
け
て
か
ら
日
尚
浅
い
に
拘
ら
ず
、
異
常
な
進
展
を
見
せ

て
い
る
。
昨
年
は
じ
め
て
彼
の
詩
に
接
し
た
頃
彼
の
詩
境
は
甚
だ
幼
稚
な
も
の
で

あ
っ
た
だ
が
、
彼
の
幼
稚
な
詩
に
も
彼
の
強
い
芽
が
か
く
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
後

そ
の
芽
は
ぐ
ん
�
�
と
よ
い
伸
張
を
見
せ
て
き
た
こ
と
は
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る

　

彼
の
詩
は
ど
こ
ま
で
も
純
情
で
温
雅
で
あ
る
。
彼
は
つ
つ
ま
し
い
心
を
傾
け
て
、

ひ
と
り
静
か
に
歌
う
詩
人
で
あ
る
「
静
か
な
る
情
熱
家
」「
も
の
寂
た
青
銅
の
釣
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鐘
」
僕
は
、
彼
の
近
来
の
詩
を
よ
め
ば
妙
に
、
青
銅
の
釣
鐘
の
も
の
し
ず
か
な
る

感
情
を
、
感
じ
る
。「
暮
春
」
と
い
う
詩
は
彼
の
最
近
の
佳
作
で
あ
ろ
う
そ
の
第

一
聯
で
彼
は
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る

　

べ
に
さ
し
指
の
つ
め
の
中
に

　

ぽ
っ
ち
り
と
白
い
星
が
あ
る

彼
は
ま
た
そ
の
第
四
聯
で

　

淡
い
か
な
し
み
や

　

よ
ろ
こ
び
を
織
り
ま
ぜ
た
短
い
ラ
イ
フ
に
い
く
た
び
か

　

ひ
か
り
あ
ら
わ
れ
消
え
て
い
っ
た

　

夢
の
よ
う
に
悲
し
い
星
で
あ
る

あ
る
運
命
的
な
人
生
の
さ
み
し
さ
の
中
に
、
彼
は
そ
の
星
に
よ
び
か
け
て
、
涙
ぐ

む
純
情
詩
人
で
あ
る

吉
田
龍
太
郎
君

　

北
村
君
の
純
情
さ
は
な
い
が
、
人
生
の
見
方
に
於
て
、
そ
の
表
現
上
の
手
法
に

於
て
、
た
し
か
に
彼
は
す
ぐ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
詩
の
う
ま
味
を
彼
は
持
っ

て
い
る
こ
の
点
で
は
新
人
達
の
う
ち
で
も
吉
田
君
の
右
に
出
る
も
の
が
あ
る
ま
い

と
思
う
「
生
活
二
景
」
と
い
う
詩
は
い
い
も
の
で
あ
っ
た

宮
尾
賢
次
郎
君

　

宮
尾
君
は
あ
ま
り
詩
作
を
見
せ
な
い
「
あ
る
憂
鬱
な
る
風
景
」
は
力
強
い
タ
ッ

チ
を
見
せ
て
い
た
。
彼
は
画
と
彫
刻
に
没
頭
し
て
い
る
が
、
詩
作
上
の
手
腕
も
並
々

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る

純
詩
人
の
一
派

　

純
詩
人
は
「
創
生
」
の
後
身
と
で
も
い
い
た
い
「
創
生
」
に
就
て
は
詳
し
く
知

ら
な
い
が
米
沢
熊
谷
二
君
は
そ
の
同
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う

「
純
詩
人
」
は
二
君
の
外
に
秋
田
房
樹
君
を
加
え
て
三
君
が
中
心
勢
力
と
な
っ
て

詩
の
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
の
た
め
に
気
勢
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
頼
母
し
い

熊
谷
直
達
君

　

熊
谷
君
の
作
品
に
余
り
接
し
な
い
が
詩
よ
り
も
、
短
歌
の
方
に
す
き
な
も
の
が

あ
っ
た
。
彼
に
は
二
度
き
り
し
か
会
っ
て
な
い
が
、
彼
か
ら
受
け
た
感
じ
は
非
常

に
こ
の
も
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
近
来
の
詩
に
つ
い
て
も
す
こ
し
書
い
て
み

た
い
が
、「
純
詩
人
」
及
「
あ
し
音
」
共
に
、
こ
の
移
転
騒
ぎ
に
紛
失
し
た
の
で
、

遺
憾
乍
ら
書
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
何
か
の
機
会
に
書
く
こ
と
を
約
束
し
よ
う

秋
田
房
樹
君

　

同
君
に
就
て
も
熊
谷
君
に
対
し
て
云
っ
た
と
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
に
す
ぎ
な

い
か
ら
機
会
を
見
て
書
き
た
い
、
と
も
あ
れ
、
秋
田
、
熊
谷
二
君
は
、
北
村
、
吉

田
君
達
と
共
に
、
新
し
い
大
和
を
揺
籠
と
し
て
、
文
壇
へ
出
発
せ
ん
と
し
つ
つ
あ

る
力
あ
る
新
人
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
、
粂
沢
二
郎
君
に
就
て
は
、
去
年
の 
し ママ

壇
の
月
評
で
一
度
書
い
た
か
ら
今
回
は
省
く

清
水
信
君
と
金
沢
種
美
君

　

清
水
信
君
は
奈
良
に
あ
っ
て
口
語
歌
雑
誌
「
郷
愁
」
を
主
宰
し
、
金
沢
君
は
、

五
條
在
に
会
っ
て
「
潮
光
」
を
編
集
し
つ
つ
あ
る
共
に
地
方
短
歌
雑
誌
の
大
立
者

で
あ
る

　

清
水
君
は
口
語
歌
運
動
の
日
本
に
於
け
る
草
分
時
代
の
功
労
者
の
一
人
で
あ
る
。
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彼
は
評
論
に
作
歌
に
す
ば
ら
し
い
精
進
さ
を
見
せ
て
い
る

　

彼
の
著
書
と
し
て
は
、「
児
の
素
描
」「
匂
や
か
な
秋
」「
黎
明
」
等
が
あ
る
。
い

づ
れ
、
近
い
う
ち
に
「
黎
明
」
の
読
後
感
を
本
紙
上
で
書
く
積
り
で
あ
る

　

金
沢
種
美
君
は
す
で
に
古
く
か
ら
相
当
有
名
な
歌
人
で
あ
る
「
潮
光
」
を
編
輯

し
て
関
西
歌
壇
に
重
き
を
な
し
て
い
る
さ
て
大
和
文
壇
今
昔
も
意
外
な
も
の
に
な
っ

た
。
振
返
っ
て
見
て
へ
ん
に
恥
し
い
。
こ
の
記
事
は
こ
れ
で
閉
じ
て
近
く
「
抒
事

詩
と
コ
ン
ト
文
学
」
に
就
い
て
、
す
こ
し
書
い
て
み
た
い
と
思
う

　

つ
い
で
に
、
紙
面
を
借
り
て
│ 
│
私
は
今
度
移
転
を
い
た
し
ま
し
た
。
京
都
府

木
津
町
奈
良
水
道
水
源
地
横
、
一
本
松
、
松
村
又
一
私
宛
の
書
信
、
原
稿
は
以
後

こ
ち
ら
に
願
い
ま
す

　
　

注
　

余
談
に
類
す
る
こ
と
な
が
ら
、
松
村
の
「
大
和
文
壇
今
昔
」
を
見
て
い
て
、
当
時
の

地
方
紙
の
印
刷
状
況
、
と
い
う
よ
り
印
字
に
お
け
る
活
字
使
用
状
況
を
あ
れ
こ
れ
忖
度

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
少
し
例
示
す
る
と
、「 
甘 
い
長
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け

う
ま

で
別
に
誰
に
も
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
明
部
分
。
同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
は

「
余
り
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
、 
甘 
い
も
の
ば
か
り
で
、
ど
っ
ち
か
と
言
え
ば
、
女
子

う
ま

供
に
喜
ば
れ
る
」
な
ど
が
見
え
る
。
ど
う
も
文
脈
が
ね
じ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
「 
甘 
い
」
が
「 
甘 
い
」
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
ル
ビ
に
よ
っ
て
評
価
が
逆
転

う
ま 

あ
ま

し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
だ
。「
古
平
満
亀
子 
女
子 
」
の
ル
ビ
に
い
た
っ
て
は
あ
ま
り

お
ん
な
し

に
も
幼
稚
で
あ
ろ
う
。
語
彙
量
の
貧
弱
な
植
字
工
が
地
方
新
聞
に
は
多
く
て
、
言
葉
を

知
ら
ず
に
適
当
に
ル
ビ
を
振
っ
た
の
か
と
思
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
実
は

当
該
部
分
の
次
の
行
で
は
「 
女  
史 
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
お
り
、
単
な
る
不
注
意
か
や

じ
ょ 
し

る
気
が
な
い
結
果
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
り
も
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
に
も
「 
萩  
森  
君  
子 

は
ぎ 
も
り 
く
ん 
し

 
女  
央 
」
と
い
う
の
が
見
え
る
。「 
萩  
森  
君  
子  
女  
史 
」
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
、
噴

じ
ょ 
お
う 

は
ぎ 
も
り 
き
み 
こ 
じ
ょ 
し

飯
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
「 
後  
盾 
」「 
仲  
間 
」「 
草  
分  
時  
代 
の
功
労
者
」

こ
う 
じ
ゅ
ん　
 
　

ち
ゅ
う 
げ
ん 

そ
う 
ぶ
ん 
じ 
だ
い

な
ど
も
見
え
る
。「
う
し
ろ
だ
て
」「
な
か
ま
」「
く
さ
わ
け
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
。
原
稿
の
筆
者
は
さ
ぞ
や
り
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

目
障
り
な
ル
ビ
に
つ
い
て
種
々
思
い
描
き
つ
つ
作
業
を
し
て
い
て
気
づ
い
た
こ
と
だ

が
、「 
百  
田  
宗  
治 
氏
」
の
「
氏
」
の
活
字
が
完
全
に
上
下
転
倒
し
、
さ
ら
に
上
下
転
倒

も
も 
た 
し
ゅ
う 
じ

し
た
文
字
の
ル
ビ
が
左
側
に
来
て
い
る
例
に
出
会
っ
た
。
ど
う
も
こ
れ
は
ル
ビ
付
活
字

の
結
果
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
い
た
。
つ
ま
り
、
地
方
新
聞
社
の
ル
ビ
別

活
字
の
在
庫
数
（
所
有
数
）
に
限
界
が
あ
り
、
読
み
の
異
な
る
漢
字
を
や
む
な
く
使
用

す
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
「
宗

　

し
ゅ
う

   
 
治 
」
じ

も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
右
は
印
刷
技
術
史
に
暗
い
筆
者
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
。
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Introduction of the report " Nara's literary world in 1920's"

written by Mataichi Matsumura

Takashi Asada

　This is the introduction about the report, which Mataichi Matsumura, poet from Nara prefecture wrote 

about the situation of Literature in Nara prefecture at the local newspaper in Nara prefecture "Yamato-

Nippou". The report was serialized seven times from 15th of Jun. to 21st of Sep. in 1925.


