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14　
『
野
菜
園
芸
大
事
典
』（
昭
和
六
〇
年
一
月
、
養
賢
堂
）
に
お
け
る
「
野
菜
用
と
し
て
は
さ
や
が
青
味
を
保
つ
間
に
収
穫
す
る
」、「
種
実
用
は
さ
や
の
黒
変
し
た
も
の
か
ら
数
回
に
分

け
て
収
穫
し
」
と
い
う
記
述
に
拠
る
。

15　
『
短
歌
』
第
三
五
巻
第
一
二
号
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
）

16　

注
13
参
照
。

17　

岡
井
隆
「
寺
山
修
司
に
お
け
る
〈
私
性
〉
の
発
生
と
変
貌
」（『
現
代
詩
手
帖
』
第
二
六
巻
第
一
二
号
、
昭
和
五
八
年
一
一
月
）

［
付
記
］
初
出
で
あ
る
歌
群
「
森
番
」
の
引
用
は
、
初
出
誌
『
短
歌
研
究
』
第
一
二
巻
第
一
号
（
昭
和
三
〇
年
一
月
）
に
拠
る
。『
空
に
は
本
』
に
お
け
る
歌
群
「
森
番
」
の
引
用
は
、『
寺

山
修
司
著
作
集　
第
１
巻
』（
平
成
二
一
年
六
月
、ク
イ
ン
テ
ッ
セ
ン
ス
出
版
）
に
拠
る
。『
血
と
麦
』
に
お
け
る
歌
群
「
わ
が
時
、そ
の
始
ま
り
」
の
引
用
は
、『
寺
山
修
司
歌
集
』

（
昭
和
六
〇
年
四
月
、
国
文
社
）
に
拠
る
。
尚
、
引
用
す
る
際
に
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
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13　
『
野
菜
園
芸
大
事
典
』（
昭
和
六
〇
年
一
月
、
養
賢
堂
）
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
型
に
お
け
る
播
種
期
、
収
穫
期
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
た
、
農
文
協
編
『
野
菜
園
芸
大
百
科　
第
２
版　
８　
エ
ン
ド
ウ
・
イ
ン
ゲ
ン
・
ソ
ラ
マ
メ
・
エ
ダ
マ
メ
・
そ
の
他
マ
メ
』（
平
成
一
六
年
二
月
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
）
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
型
に
よ
る
播
種
期
、
収
穫
期
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

表 17-19　ソラマメの作型（秋谷・伊藤，1966）

作型 適地

各地

海岸暖地
（千葉，静
岡，和歌山，
鹿児島）

海岸暖地
（千葉，静
岡）
高冷地

（長野）
寒冷地（東
北以北）　

は種期

8月上旬
～9月中旬

8月中旬
～9月上旬

3月上旬
～4月上旬

10月上旬
～10月中旬
9月下旬

～10月下旬

収穫期

12月  
～4月

4月

5月  
～6月

11月  
～2月

8月  
～11月
7月  
～8月

品種

早生種

早生種

全品種

長さや，
大粒種

摘要

水田裏作
（移植可）

低温処理

早熟

普通

暖地

冷涼地

抑

　
　制

作　型 産　地

北 海 道

鹿児島県

鹿児島県
愛 媛 県
香 川 県

千 葉 県
宮 城 県

宮 城 県
北 海 道

夏まき

秋まき

春まき

第2図　ソラマメの作型

：播種
：トンネル除去

：低温処理 ：定植 ：収穫 ：トンネル被覆

1月2 3 4 5 6 7 8 9 101112
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る
位
相
に
立
ち
、
生
徒
の
目
線
に
合
わ
せ
な
が
ら
と
も
に
作
品
に
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
生
徒
が
積
極
的
に
授
業
に
参
加
で
き
る
場
が
開
け
る
と
考
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
短
歌
に
お
け
る
言
葉
の
関
連
性
の
分
析
よ
り
も
、
作
家
の
事
蹟
を
入
れ
た
享
受
や
歌
群
と
い
う
〈
場
〉
を
優
先
し
て
指
導
す
る
こ
と
だ
け
は
慎
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

注１　
『
短
歌
研
究
』
第
五
九
巻
第
八
号
（
平
成
一
四
年
八
月
）

２　

こ
の
検
索
結
果
に
基
づ
い
て
、
今
回
、
ど
の
教
科
書
に
ど
の
よ
う
な
短
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
す
る
た
め
、
公
益
財
団
法
人
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
附
属
教
科
書
図
書
館

に
赴
い
た
。

３　

文
部
科
学
省
が
作
成
し
た
「
高
等
学
校
用
教
科
書
目
録
（
平
成
26
年
度
使
用
）
１
」、「
高
等
学
校
用
教
科
書
目
録
（
平
成
26
年
度
使
用
）
２
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
国
語
総
合
」「
現

代
文
」
の
教
科
書
も
、
公
益
財
団
法
人
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
附
属
教
科
書
図
書
館
に
お
い
て
確
認
し
た
。

４　

今
回
の
調
査
で
は
、
大
岡
信
「
折
々
の
う
た
」（『
高
等
学
校　
現
代
文
２　
改
訂
版
』
平
成
二
一
年
四
月
、
大
修
館
書
店
、『
高
等
学
校　
精
選
現
代
文　
改
訂
版
』
平
成
二
〇
年
四
月
、

大
修
館
書
店
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
短
歌
や
、
坪
内
稔
典
「
俳
句
の
表
現
、
短
歌
の
表
現
」（『
高
等
学
校　
現
代
文
２
』
平
成
二
一
年
二
月
、
東
京
書
籍
）
で
言
及
さ
れ
て
い
る
短
歌

は
一
首
と
し
て
数
え
な
か
っ
た
。

５　

注
４
で
挙
げ
た
坪
内
稔
典「
俳
句
の
表
現
、短
歌
の
表
現
」（『
高
等
学
校　
現
代
文
２
』平
成
二
一
年
二
月
、東
京
書
籍
）に
お
い
て
短
歌「
マ
ッ
チ
擦
る
…
」も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

掲
載
一
回
分
と
し
て
数
え
て
い
な
い
。

６　

本
林
勝
夫
「〈
評
釈
〉
寺
山
修
司
の
短
歌
20
首
」（『
国
文
学
』
第
三
九
巻
第
三
号
、
平
成
六
年
二
月
）

７　
『
新
編
国
語　
総
合
改
訂
版
』（
平
成
一
九
年
三
月
、
三
省
堂
）
の
『
指
導
資
料
⑦　
現
代
文
編
六　
短
歌
・
俳
句
』

８　

梅
内
美
華
子
「
鑑
賞
・
現
代
短
歌　

寺
山
修
司
【
連
載
第
二
回
】」（『
歌
壇
』
五
月
号
、
平
成
二
〇
年
五
月
）

９　

注
８
に
同
じ
。

10　

栗
坪
良
樹
「
寺
山
修
司
」（
飛
高
隆
夫
・
野
山
嘉
正
編
『
展
開　
現
代
の
詩
歌　
第
７
巻　
短
歌
Ⅱ
』
平
成
一
九
年
九
月
、
明
治
書
院
）

11　

注
６
に
同
じ
。

12　

農
文
協
編
『
野
菜
園
芸
大
百
科　
第
２
版　
８　
エ
ン
ド
ウ
・
イ
ン
ゲ
ン
・
ソ
ラ
マ
メ
・
エ
ダ
マ
メ
・
そ
の
他
マ
メ
』（
平
成
一
六
年
二
月
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
）
の
分
類
に
拠
る
。
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直
接
言
語
化
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
短
歌
の
中
の
言
葉
と
言
葉
を
論
理
に
基
づ
い
て
繋
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
肉
薄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
短
歌
に
お
け
る
言
葉

ど
う
し
の
関
係
性
か
ら
論
理
的
に
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
短
歌
の
外
側
か
ら
〈
空
白
〉
を
埋
め
る
と
思
わ
れ
る
情
報
を
持
ち
込
む
方
法
で
あ
る
。
そ
の

具
体
の
一
例
と
し
て
、
な
ぜ
「
わ
れ
」
が
「
母
」
に
対
し
て
慕
情
と
哀
感
の
二
種
の
思
い
を
寄
せ
る
の
か
、
と
い
う
現
象
の
背
景
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

作
家
の
事
蹟
、
す
な
わ
ち
作
歌
当
時
寺
山
母
子
が
九
州
と
青
森
と
い
う
よ
う
に
別
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
事
実
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
短
歌
の
〈
空
白
〉

を
埋
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
方
は
前
者
の
対
処
法
と
は
違
っ
て
、
短
歌
の
中
で
証
拠
が
と
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
後
者
、
す
な
わ
ち
短
歌
の
〈
空
白
〉

に
つ
い
て
は
、
短
歌
の
言
葉
が
読
み
方
を
指
示
し
て
こ
な
い
分
、
読
者
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
領
域
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
作
家
の
事
蹟
を

導
入
す
る
こ
と
は
解
釈
の
一
つ
と
し
て
は
あ
り
う
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
唯
一
の
正
解
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
読
者
の
解
釈
の
幅
を
狭
め
る
危
険
性
と
表

裏
一
体
で
あ
る
こ
と
を
指
導
者
は
、
自
覚
す
る
べ
き
と
考
え
る
。

　

三
つ
に
は
、
短
歌
の
言
葉
が
複
数
の
解
釈
の
可
能
性
を
指
示
し
て
き
た
場
合
、
言
葉
と
言
葉
の
関
連
性
か
ら
よ
り
統
合
性
の
高
い
解
釈
を
選
び
と
る
力
を
育
て
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
体
と
し
て
、
上
句
か
ら
立
ち
表
れ
る
光
景
が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
句
の
言
葉
か
ら
は
、「
そ
ら
豆
」
を
刈
り
取
っ
た
後
に
天
日
干
し
を
し
て
い
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、「
そ
ら
豆
」
畑
が
放
置
さ
れ
立
ち
枯
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
に
す
る
か
、
そ
の
判
断
基
準
は
「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
奏
で
る

音
の
性
質
に
あ
る
。
そ
れ
は
乾
い
た
寂
し
い
音
色
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
視
覚
的
に
も
一
層
寂
し
さ
を
引
き
立
て
る
後
者
の
解
釈
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
指
導
者
は
、
ま
ず
、
作
家
の
事
蹟
を
切
り
離
し
た
上
で
短
歌
の
言
葉
そ
の
も
の
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
、
短
歌
が
保

有
す
る
〈
空
白
〉
に
対
し
て
、作
家
の
事
蹟
を
取
り
入
れ
て
読
む
方
法
を
一
つ
の
や
り
方
と
し
て
紹
介
し
て
も
よ
い
。
あ
る
い
は
、短
歌
が
も
つ
生
理
、す
な
わ
ち
〈
場
〉

の
中
で
発
光
す
る
短
歌
の
あ
り
よ
う
に
焦
点
化
し
て
も
よ
い
。
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
で
言
え
ば
、
初
出
「
森
番
」、
歌
集
『
空
に
は
本
』、
歌
集
『
血
と
麦
』、
そ
れ

ぞ
れ
の
〈
場
〉
に
お
い
て
歌
群
の
他
の
短
歌
と
の
影
響
関
係
に
よ
り
、
こ
の
短
歌
は
少
し
ず
つ
意
味
内
容
を
変
え
て
き
た
。
そ
の
変
幻
の
あ
り
よ
う
ま
で
も
指
導
す

る
こ
と
が
、
短
歌
の
あ
る
べ
き
分
析
態
度
に
即
し
た
指
導
と
考
え
る
。
と
は
い
え
、
授
業
時
間
数
に
は
制
限
が
あ
る
た
め
、
作
家
の
事
蹟
を
入
れ
て
の
享
受
、
一
首

単
体
以
外
の
発
表
形
態
に
お
け
る
享
受
ま
で
紹
介
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
な
状
況
に
あ
る
の
が
、
現
状
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
実
践
す
る
か
否
か
は
別
に
し
て
も
、

指
導
者
は
教
材
研
究
の
段
階
に
お
い
て
こ
う
し
た
短
歌
を
め
ぐ
る
存
在
の
あ
り
方
を
知
悉
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
肝
心
な
こ
と
は
、
単
体

と
し
て
示
さ
れ
た
短
歌
を
、
ま
ず
は
単
体
の
か
た
ち
で
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
連
な
り
に
基
づ
い
て
享
受
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
指
導

者
が
知
的
優
位
者
と
し
て
生
徒
の
授
業
参
加
意
欲
を
減
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
指
導
者
は
知
的
優
位
者
で
あ
り
な
が
ら
も
生
徒
の
置
か
れ
て
い
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る
。
い
わ
ば
、
分
析
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
解
釈
は
証
拠
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
分
析
者
の
私
的
な
見
解
に
留
ま
ら
ず
、
他
者
か
ら
支
持
さ
れ
う
る
公
的
な

見
解
へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
鑑
賞
と
は
、
享
受
者
そ
れ
ぞ
れ
の
受
け
取
り
方
が
優
先
さ
れ
た
作
品
解
釈
の
こ
と
と
考
え
る
。
鑑
賞

で
は
、
享
受
者
が
自
分
な
り
に
作
品
を
味
わ
う
こ
と
が
最
優
先
さ
れ
る
た
め
、
鑑
賞
に
よ
る
作
品
解
釈
で
は
、
享
受
者
の
数
だ
け
正
解
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、

鑑
賞
に
よ
る
作
品
解
釈
で
は
、
享
受
者
の
私
的
な
見
解
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
分
析
に
よ
る
作
品
解
釈
は
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
論
拠
の
妥
当
性

を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
試
験
に
よ
っ
て
正
解
か
否
か
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
生
徒
の
論
理
的
思
考
力
を
養
う
こ
と
が
で
き

る
。
指
導
者
は
、
分
析
と
鑑
賞
を
混
同
せ
ず
、
短
歌
と
い
う
教
材
を
用
い
て
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
の
か
、
そ
の
学
習
目
標
に
応
じ
て
短
歌
へ
の

向
き
合
い
方
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
鑑
賞
は
作
品
を
通
し
て
自
己
の
あ
り
方
に
思
い
を
馳
せ
た
り
、
特
に
制
約
も
な
く
想
像
を
膨
ら
ま
し
た
り
で
き
る
の
で
、

情
操
を
育
む
こ
と
を
教
育
目
的
に
設
定
し
た
場
合
は
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

　

次
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
作
家
の
事
蹟
の
扱
い
方
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
作
家
の
事
蹟
を
知
ら
な
い
状
態
に
お
い
て
、
生
徒
が
所
有
し
て
い
な
い
作
家

の
事
蹟
と
い
う
情
報
を
指
導
者
が
与
え
て
一
義
的
に
決
定
づ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
生
徒
の
積
極
的
な
授
業
参
加
を
促
す
行
為
と
は
言
え
な
い
。
生
徒
に
し
て
み

れ
ば
、
指
導
者
に
作
家
の
事
蹟
を
教
え
ら
れ
な
い
限
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
短
歌
の
言
葉
だ
け
で
は
、
目
前
の
短

歌
を
解
釈
で
き
な
い
と
い
う
観
念
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
徒
は
自
力
で
は
短
歌
に
参
加
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
生
徒
の
積
極
的
な
授

業
参
加
を
促
す
な
ら
ば
、
ま
ず
は
、
生
徒
に
見
え
て
い
る
世
界
、
す
な
わ
ち
作
家
の
事
蹟
を
切
り
離
し
た
上
で
短
歌
を
一
首
単
体
と
し
て
扱
い
、
短
歌
の
中
の
言
葉

の
み
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
際
の
分
析
方
法
・
手
順
に
つ
い
て
は
「
二　

文
学
作
品
と
し
て
の
短
歌
享
受
の
あ
り
方
―
一

首
単
体
・
作
者
名
」
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
た
の
で
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
る
が
、
以
下
の
三
つ
を
要
点
と
し
て
挙
げ
た
い
。

　

一
つ
に
は
、
短
歌
の
構
造
を
お
さ
え
る
こ
と
で
あ
る
。
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
は
、
三
句
切
れ
で
あ
り
、
上
句
「
そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
夕
」
は
、「
わ
れ
」

が
視
覚
と
聴
覚
で
捉
え
た
光
景
で
あ
り
、下
句
「
母
に
つ
な
が
る
わ
れ
の
ソ
ネ
ッ
ト
」
は
、そ
の
光
景
に
触
発
さ
れ
た
「
わ
れ
」
の
想
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、上
句
が
「
わ

れ
」
の
心
象
風
景
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
句
と
下
句
の
繋
が
り
を
把
握
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

二
つ
に
は
、
短
歌
一
首
の
う
ち
に
直
接
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
へ
の
接
近
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
接
近
法
は
、
主
と
し
て
二
種
類
あ
る
。
ま
ず
、
短
歌
で
用

い
ら
れ
て
い
る
言
葉
と
言
葉
の
繋
が
り
か
ら
、
論
理
的
に
推
測
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
具
体
と
し
て
、「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
「
一
せ
い
に
鳴
る
」
の
は
な
ぜ
か
、
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
「
鳴
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
乾
燥
し
た
状
態
で
な
け
れ
ば
音
が
引
き
立
た
な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、「
一

せ
い
に
鳴
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
度
に
「
そ
ら
豆
」
全
て
を
鳴
ら
す
力
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
一
陣
の
風
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
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家
を
継
ぐ
べ
き
か
を
考
え
る
時
期
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
わ
れ
」
の
言
う
「
家
」
と
は
、
父
親
と
の
紐
帯
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
家
長
と

し
て
統
率
す
る
べ
き
「
家
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
血
と
麦
』
に
お
い
て
表
象
さ
れ
て
い
る
「
わ
れ
」
は
、
父
親
の
系
譜
を
強
く
意
識
し
、
そ
れ
に
連
な
る
存
在

と
し
て
の
自
己
で
あ
る
。

　
「
わ
れ
」
に
お
け
る
父
親
の
存
在
が
増
す
一
方
、
母
親
と
の
繋
が
り
は
後
景
に
退
い
て
い
る
。
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
以
外
で
は
、
母
親
に
つ
い
て
は
次
の
一
首
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

夾
竹
桃
咲
き
て
校
舎
に
暗
さ
あ
り
饒
舌
の
母
を
ひ
そ
か
に
に
く
む

　

こ
の
短
歌
に
お
い
て
、
母
親
は
陰
影
を
伴
う
存
在
で
あ
り
、「
わ
れ
」
の
母
親
に
対
す
る
秘
め
た
憎
し
み
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
思
慕
の
対
象
と
し
て
の
母

親
で
は
な
く
、「
わ
れ
」
を
悩
ま
せ
る
母
親
が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
母
」
の
表
象
の
あ
り
方
は
、
憎
悪
の
対
象
と
い
う
点
に
お
い
て
、
初
出
「
森
番
」
に
お
け

る
「
く
ち
づ
け
す
る
母
」
の
表
象
の
あ
り
方
と
同
一
で
あ
る
。
憎
悪
の
理
由
は
、
初
出
で
は
「
母
」
が
父
親
以
外
の
異
性
に
「
く
ち
づ
け
す
る
」
こ
と
、『
血
と
麦
』

で
は
「
母
」
が
「
饒
舌
」
で
あ
る
こ
と
、と
い
う
よ
う
に
異
な
る
が
、憎
悪
さ
れ
る
母
親
と
い
う
像
は
初
出
「
森
番
」
に
戻
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

父
に
繋
が
る
自
己
の
思
い
の
強
さ
と
響
き
合
わ
せ
た
と
き
、
歌
群
「
わ
が
時
、
そ
の
始
ま
り
」
に
お
け
る
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
は
、「
母
」
を
思
慕
し
つ
つ
も
、「
わ

れ
」
を
悩
ま
せ
寂
し
が
ら
せ
る
「
母
」
の
像
の
方
が
よ
り
一
層
強
く
立
ち
表
れ
る
。
つ
ま
り
、「
わ
れ
」
の
「
母
」
に
対
す
る
思
い
は
、
短
歌
一
首
で
は
前
景
化
さ
れ

な
か
っ
た
愛
憎
相
半
ば
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
首
の
短
歌
は
、
そ
れ
が
置
か
れ
た
歌
群
と
い
う
〈
場
〉
の
力
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
表
情
を
変
え
る
。
一
首
の
短
歌
は
、
発
表
さ
れ
た
〈
場
〉

の
力
学
を
多
分
に
受
け
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
短
歌
の
可
変
性
が
あ
り
、
こ
う
し
た
短
歌
の
生
理
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　

四　

指
導
法

　

そ
れ
で
は
、
教
室
に
お
い
て
教
科
書
を
用
い
な
が
ら
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
を
扱
う
と
き
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
に
指
導
す
る
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

は
じ
め
に
指
導
者
が
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
分
析
と
鑑
賞
の
違
い
で
あ
る
。
分
析
と
は
、
必
ず
証
拠
を
挙
げ
た
う
え
で
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
と
捉
え



272

　

一
方
、
母
親
に
つ
い
て
は
、
初
出
に
あ
っ
た
短
歌
「
く
ち
づ
け
す
る
…
」
は
収
録
さ
れ
ず
、
以
下
の
短
歌
が
新
た
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

秋
菜
漬
け
る
母
の
う
し
ろ
の
暗
が
り
に
ハ
イ
ネ
売
り
き
し
手
を
垂
れ
て
お
り

　
　

黒
土
を
蹴
っ
て
駈
け
り
し
ラ
グ
ビ
ー
群
の
ひ
と
り
の
た
め
に
シ
ャ
ツ
を
編
む
母

　

歌
集
に
お
け
る
「
森
番
」
で
は
、
初
出
「
森
番
」
の
よ
う
に
異
性
と
身
体
的
な
接
触
を
す
る
母
親
は
描
か
れ
ず
、
生
活
者
と
し
て
の
母
親
が
描
か
れ
る
。
短
歌
「
秋

菜
漬
け
る
…
」
か
ら
は
、
日
々
の
暮
ら
し
を
淡
々
と
生
き
る
母
親
が
、
短
歌
「
黒
土
を
…
」
か
ら
は
、
子
の
た
め
に
生
き
て
い
る
母
親
の
像
が
立
ち
上
が
る
。
そ
し
て
、

ラ
グ
ビ
ー
を
す
る
一
人
に
す
ぎ
な
い
己
に
対
し
て
、母
親
が
労
を
惜
し
ま
ず
に
シ
ャ
ツ
を
編
ん
で
く
れ
る
こ
と
に「
わ
れ
」が
立
ち
止
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
わ
れ
」は
、

母
親
の
愛
情
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
歌
集
に
お
け
る
「
森
番
」
で
は
、
子
で
あ
る
「
わ
れ
」
を
慈
し
む
母
親
の
像
が
立
ち
表
れ
る

の
で
あ
る
。「
わ
れ
」
に
お
け
る
こ
う
し
た
父
母
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
る
と
、
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
は
、
子
を
育
て
慈
し
む
母
親
に
対
す
る
思
慕
の
念
が
強
く
浮
上

し
て
く
る
。
立
ち
枯
れ
た
「
そ
ら
豆
」
の
光
景
か
ら
沸
き
起
こ
る
寂
し
さ
、「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
奏
で
る
乾
い
た
音
色
に
よ
る
寂
し
さ
を
表
出
し
て
い
た
短
歌
は
、
歌

集
に
お
け
る
「
森
番
」
の
中
で
捉
え
る
と
き
、慕
情
の
源
泉
と
し
て
の
慈
愛
に
満
ち
た
母
親
を
一
層
前
景
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、も
ち
ろ
ん
、初
出
「
森

番
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
母
親
へ
の
愛
憎
は
な
い
。

　

短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
は
、
さ
ら
に
、
歌
集
『
血
と
麦
』
に
収
録
さ
れ
、
歌
群
「
わ
が
時
、
そ
の
始
ま
り
」
の
第
一
首
に
置
か
れ
る
が
、
そ
の
と
き
、
ど
の
よ
う

な
相
貌
を
表
す
の
か
。
父
親
を
詠
む
短
歌
と
し
て
は
引
き
続
き
短
歌
「
わ
が
通
る
…
」
が
収
録
さ
れ
、
そ
れ
以
外
に
は
次
の
よ
う
な
短
歌
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
　

父
の
遺
産
の
な
か
に
数
え
む
夕
焼
は
さ
む
ざ
む
と
ど
の
畦
よ
り
も
見
ゆ

　
　

冬
の
斧
た
て
か
け
て
あ
る
壁
に
さ
し
陽
は
強
ま
れ
り
家
継
ぐ
べ
し
や

　
　

晩
夏
光
か
げ
り
つ
つ
過
ぐ
死
火
山
を
見
て
い
て
わ
れ
に
父
の
血
め
ざ
む

　

こ
こ
に
は
、
父
親
と
の
繋
が
り
を
強
く
意
識
す
る
「
わ
れ
」
が
い
る
。「
わ
れ
」
は
、「
父
の
遺
産
」、
す
な
わ
ち
父
親
が
自
分
に
遺
し
た
も
の
は
何
か
を
考
え
、
父

親
が
使
っ
た
「
斧
」
を
目
に
し
て
家
を
継
ぐ
存
在
と
し
て
自
己
を
明
視
し
、「
死
火
山
」
か
ら
は
父
に
繋
が
る
「
わ
れ
」
を
自
覚
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
わ
れ
」
は
、
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く
ち
づ
け
す
る
母
を
ば
見
た
り
枇
杷
の
樹
皮
は
ぎ
つ
つ
わ
れ
は
誰
を
に
く
ま
む

　

こ
の
三
首
は
こ
の
順
序
・
形
式
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。「
わ
れ
」
は
常
に
「
暗
」
い
「
果
樹
園
の
小
屋
」
に
「
棲
む
」「
番
人
」
を
「
父
」
と
慕
っ
て
お
り
、「
わ
れ
」
に
と
っ

て
の
父
親
は
い
わ
ば
、陰
影
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の「
父
」を「
青
空
へ
」視
線
を「
投
げ
」な
が
ら
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
わ
れ
」

の
「
父
」
は
亡
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、そ
の
こ
と
も
「
果
樹
園
の
小
屋
」
の
「
番
人
」
を
「
父
」
の
よ
う
に
慕
っ
て
い
る
こ
と
に
加
担
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
恋
を
し
て
い
る
「
わ
れ
」
は
自
身
の
恋
と
比
較
す
る
か
の
よ
う
に
「
父
の
恋
」
に
関
心
を
抱
く
。
一
方
、
母
親
に
対
し
て
は
、
父
親
で
は
な
い
異
性
に
「
く

ち
づ
け
す
る
母
」
と
し
て
憎
し
み
を
も
っ
て
見
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
わ
れ
」
と
父
母
の
間
に
は
距
離
が
あ
り
、
こ
の
歌
群
は
愛
憎
相
半
ば
す
る
少
年
の

鬱
屈
を
表
象
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
歌
群
の
中
で
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
を
捉
え
る
と
、「
わ
れ
」
は
父
親
を
欠
落
し
、
残
さ
れ
た
母
親
を
慕
い
な
が
ら
も
、
理
想
的

な
ら
ざ
る
母
に
戸
惑
い
と
憎
し
み
を
抱
い
て
い
る
、
と
い
う
少
年
の
屈
折
し
た
悲
哀
が
立
ち
上
が
っ
て
来
る
。
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
は
、
一
首
独
立
し
て
享
受
し

た
と
き
に
は
な
か
っ
た
愛
憎
を
に
わ
か
に
持
ち
始
め
る
の
で
あ
る
。

　

短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
は
、
そ
の
後
、
歌
集
『
空
に
は
本
』
に
収
録
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
ど
の
よ
う
な
姿
を
見
せ
る
の
か
。
初
出
誌
同
様
、「
森
番
」

と
題
す
る
歌
群
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
歌
群
に
収
め
ら
れ
て
い
る
他
の
短
歌
に
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、「
わ
れ
」
の
父
母
に
対
す
る
思
い
に
も
変
化

が
見
ら
れ
る
。
初
出
「
森
番
」
に
お
い
て
は
、
父
親
を
詠
ん
だ
短
歌
は
、
先
に
引
用
し
た
短
歌
「
わ
が
通
る
…
」、
短
歌
「
鷹
追
う
て
…
」
の
二
首
で
あ
っ
た
。
歌
集

に
お
け
る
「
森
番
」
に
は
、父
親
の
恋
に
思
い
を
馳
せ
る
「
鷹
追
う
て
…
」
の
短
歌
は
収
録
さ
れ
ず
、初
出
に
も
あ
っ
た
短
歌
「
わ
が
通
る
…
」
は
そ
の
ま
ま
収
録
さ
れ
、

そ
れ
以
外
に
父
親
を
詠
ん
だ
短
歌
が
、
以
下
の
よ
う
に
三
首
追
加
さ
れ
る
。

　
　

わ
が
鼻
を
照
ら
す
高
さ
に
兵
た
り
し
亡
父
の
流
灯
か
か
げ
て
ゆ
け
り

　
　

耳
大
き
な
一
兵
卒
の
亡
き
父
よ
春
の
怒
濤
を
聞
き
す
ま
し
い
ん

　
　

か
ぶ
と
虫
の
糸
張
る
つ
か
の
ま
よ
み
が
え
る
父
の
瞼
は
二
重
な
り
し
や

　

歌
集
に
お
け
る
「
森
番
」
か
ら
は
、
父
親
が
か
つ
て
兵
士
で
あ
り
、
今
は
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、「
わ
れ
」
に
と
っ
て
父
親
は
、
鎮
魂

す
べ
き
人
で
あ
り
、
そ
の
死
後
の
あ
り
方
を
想
像
し
た
り
、
生
前
の
佇
ま
い
を
思
い
起
こ
し
た
り
す
る
対
象
と
し
て
「
わ
れ
」
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
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首
の
中
の
言
葉
の
関
係
性
を
分
析
的
に
捉
え
、
そ
の
上
で
、
享
受
の
あ
り
方
を
広
げ
豊
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
作
家
の
事
蹟
を
導
入
し
た
り
時
代
状
況
や
短
歌
の

歴
史
性
を
視
野
に
入
れ
た
り
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
短
歌
享
受
の
基
本
と
考
え
る
。

　
　
　

三　

文
学
作
品
と
し
て
の
短
歌
享
受
の
あ
り
方
―
初
出
誌
、
歌
集

　

今
度
は
、
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
の
発
表
形
態
、
す
な
わ
ち
こ
の
短
歌
の
存
在
の
場
で
あ
る
初
出
誌
や
歌
集
を
通
し
て
の
享
受
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
れ
は
、
短
歌
が
一
首
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
歌
群
の
中
の
一
首
と
し
て
、
そ
の
歌
群
に
お
け
る
他
の
短
歌
が
及
ぼ
し
て
く
る
影
響
関
係
の
中
で
成
立

し
て
く
る
意
味
と
姿
を
享
受
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

短
歌
は
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
読
者
の
前
に
提
示
さ
れ
る
。
新
聞
な
ど
の
投
稿
歌
壇
欄
の
場
合
は
、
単
体
で
発
表
さ
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
何
首
か
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
歌
群
の
中
の
一
首
と
し
て
雑
誌
な
ど
に
発
表
さ
れ
る
。
こ
の
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
も
歌
群
の
中
の
一
首
と
し
て
、
は
じ
め
は
雑
誌
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
、

歌
集
の
中
に
編
集
さ
れ
て
収
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
発
表
の
か
た
ち
か
ら
す
る
と
、
こ
の
短
歌
は
、
一
首
と
し
て
独
立
は
し
て
い
る
も
の
の
、
歌
群
の
中
で
他
の
短

歌
の
影
響
を
受
け
つ
つ
存
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
短
歌
特
有
の
影
響
関
係
を
踏
ま
え
た
受
け
取
り
も
、
享
受
の
あ
り
方
と
し
て
必
要
と
な
る
。

　

こ
の
短
歌
は
、最
初
、昭
和
三
〇
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た『
短
歌
研
究
』第
一
二
巻
第
一
号
に
、「
森
番
」と
題
す
る
三
〇
首
の
中
の
一
首
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

昭
和
三
三
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
第
一
歌
集
『
空
に
は
本
』（
的
場
書
房
）
に
同
じ
「
森
番
」
の
題
を
も
つ
二
九
首
の
中
に
収
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
第
二
歌
集
『
血

と
麦
』（
昭
和
三
七
年
七
月
、
白
玉
書
房
）
に
歌
群
「
わ
が
時
、
そ
の
始
ま
り
」
と
い
う
題
で
、
そ
の
一
首
目
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
様
相
を
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

初
出
「
森
番
」
は
、「
わ
れ
」
と
「
父
」
と
「
母
」、
こ
の
三
者
の
物
語
を
形
成
し
て
い
る
。「
わ
れ
」
は
、
短
歌
「
夏
川
に
木
皿
し
づ
め
て
洗
ひ
ゐ
し
少
女
は
す
で

に
わ
が
内
に
棲
む
」
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
恋
を
し
て
い
る
。
ま
た
、短
歌
「
吊
る
さ
れ
て
玉
葱
芽
ぐ
む
納
屋
ふ
か
く
ツ
ル
ゲ
エ
ネ
フ
を
は
じ
め
て
読
み
き
」
か
ら
は
、

「
わ
れ
」
が
文
学
へ
の
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
父
親
と
母
親
に
対
す
る
「
わ
れ
」
の
意
識
は
、
次
の
三
首
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

わ
が
通
る
果
樹
園
の
小
屋
い
つ
も
暗
く
父
と
呼
び
た
き
番
人
が
棲
む

　
　

鷹
追
う
て
目
を
ひ
ろ
び
ろ
と
青
空
へ
投
げ
を
り
父
の
恋
も
知
り
た
き
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あ
る
。
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
に
作
家
の
事
蹟
と
い
う
補
助
線
を
導
入
す
れ
ば
、
母
親
が
九
州
に
働
き
に
出
て
子
は
一
人
取
り
残
さ
れ
た
か
ら
、
と
い
う
事
情
が
明

ら
か
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
作
家
の
事
蹟
を
短
歌
の
外
側
か
ら
解
釈
の
補
助
線
と
し
て
導
入
し
た
と
き
に
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、
短
歌
の
言
葉

の
う
ち
に
証
拠
が
と
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
こ
の
歌
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
り
、
歌
そ
の
も
の
の
感
受
と
は
言
い
難
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
短
歌
の
〈
空
白
〉、

す
な
わ
ち
短
歌
の
中
の
言
葉
の
関
係
性
に
基
づ
い
て
論
理
的
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
読
者
に
想
像
を
膨
ら
ま
す
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る

領
域
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
な
ぜ
「
わ
れ
」
が
「
母
」
に
慕
情
と
哀
感
を
寄
せ
る
の
か
、
と
い
う
現
象
の
背
景
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
短
歌
で
直
接
描
か
れ
ず
、
さ
ら
に
短
歌
内
の
言
葉
の
関
連
性
か
ら
も
論
理
に
基
づ
い
て
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
読
者
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
に
作
家
の
事
蹟
を
導
入
し
な
け
れ
ば
、
寺
山
母
子
の
事
情
に
限
定
さ
れ
ず
に
読
者
が
想
像
を
膨
ら
ま
す
こ
と
が
で
き
、
複

数
の
解
釈
が
同
時
に
存
在
す
る
豊
か
さ
が
醸
成
さ
れ
う
る
筈
で
あ
る
。
同
様
に
、
栽
培
場
所
と
立
ち
枯
れ
の
時
期
も
短
歌
の
〈
空
白
〉
に
該
当
す
る
た
め
、
そ
れ
に

つ
い
て
も
、
作
家
の
事
蹟
を
導
入
し
な
け
れ
ば
、
読
者
の
受
け
取
り
に
任
さ
れ
、
解
釈
の
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
家
の
事
蹟
と
は
、

読
者
に
と
っ
て
有
用
な
場
合
も
あ
る
が
、
短
歌
の
解
釈
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
、
や
は
り
、
二
次
的
な
情
報
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
作
家
の
事
蹟
を
踏

ま
え
る
と
、
短
歌
一
首
の
中
の
情
報
だ
け
で
読
む
と
き
よ
り
は
、
情
報
量
が
増
え
る
分
だ
け
読
み
に
明
確
性
を
加
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
短
歌

の
解
釈
の
幅
を
狭
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
読
者
が
文
学
作
品
と
し
て
の
短
歌
を
享
受
す
る
際
、
作
家
の
事
蹟
と
切
り
離
し
て
、
ま
ず
は
、
短
歌
一
首
の
中
の
言
葉
の
関
連
性

を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
第
二
段
階
の
作
業
と
し
て
、
作
家
の
事
蹟
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
短
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
作
業
を
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
段
階
に
分
け
て
分
析
す
る
手
法
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
寺
山
の
よ
う
に
近
代
短
歌
の
世
界
に
虚

構
性
を
持
ち
込
ん
だ
と
評
価
さ
れ
つ
つ
も
、「
初
期
歌
篇
」
に
お
い
て
は
「
近
代
短
歌
の
正
統
の
〈
私
性
〉（
中
略
）
つ
ま
り
、《
作
者
イ
ク
ォ
ー
ル
（
詩
に
お
け
る
）

発
話
者
》
と
い
う
公
式
を
、
踏
襲
し
て
い
た
」17

と
も
評
さ
れ
る
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
歌
人
に
も
対
応
で
き
る
手
法
だ
と
思
わ
れ
る
。
読
者
が
目
前
の
短
歌
を
言

葉
の
関
連
性
の
う
ち
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
作
家
の
事
蹟
に
一
方
的
に
侵
食
さ
れ
る
こ
と
な
く
短
歌
を
解
釈
で
き
、
そ
の
上
、
短
歌
の
分
析

結
果
を
作
家
の
事
蹟
と
結
び
つ
け
た
け
れ
ば
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
以
外
の
新
た
な
一
面
（
時
代
状
況
や
歴
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
）
に
短
歌

の
分
析
結
果
を
接
合
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
作
業
の
順
番
を
逆
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
作
家
の
事
蹟
に
結

び
つ
け
る
こ
と
を
第
一
義
に
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
終
着
点
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
新
た
な
意
味
の
創
出
は
見
込
め
な
く
な
る
。
短
歌
の
言
葉
を
分
析
す
る
際
に

作
者
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
釈
の
可
能
性
が
作
家
の
事
蹟
と
い
う
事
実
に
矮
小
化
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
短
歌
一
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古
間
木
小
学
校
を
卒
業
し
古
間
木
中
学
校
に
入
学
。
秋
、
青
森
市
松
原
町
49
の
母
方
の
大
叔
父
夫
婦
（
坂
元
勇
三
・
き
え
）
宅
に
引
き
と
ら
れ
、
扶
養
さ
れ
る
。

坂
元
氏
は
映
画
館
歌
舞
伎
座
を
経
営
、
そ
の
裏
に
居
宅
が
あ
っ
た
。
歌
舞
伎
座
に
は
と
き
ど
き
ド
サ
ま
わ
り
の
一
座
が
き
た
。
母
が
、
九
州
芦
屋
の
ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
に
勤
め
に
出
た
た
め
、
母
と
別
居
。
青
森
市
野
脇
中
学
校
に
転
校
。

　

高
取
は
寺
山
の
母
の
居
住
地
を
「
九
州
芦
屋
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
」
と
記
述
し
て
お
り
、
寺
山
自
身
の
言
う
「
九
州
の
炭
鉱
町
」
と
一
見
食
い
違
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
福
岡
県
芦
屋
市
は
当
時
炭
鉱
の
町
で
も
あ
っ
た
の
で
、
表
現
の
仕
方
は
違
う
も
の
の
、
両
者
の
記
述
は
一
致
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
寺
山
の
「
自

伝
」
や
寺
山
の
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
人
が
作
成
し
た
年
譜
を
引
用
箇
所
以
外
も
含
め
て
参
照
す
る
と
、
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
が
詠
ま
れ
た
当
時
、
寺
山
家
は
、
父

親
を
太
平
洋
戦
争
で
亡
く
し
母
子
家
庭
と
な
っ
た
た
め
、
母
親
が
九
州
に
働
き
に
出
て
親
子
は
別
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
作
家
の
事
蹟
に
基
づ
い
て
短
歌
を
解
釈
す
る
と
、
短
歌
に
お
い
て
、
そ
の
語
り
手
に
し
て
主
人
公
で
あ
る
「
わ
れ
」
が
恋
し
さ
や
寂

し
さ
を
伴
っ
て
母
親
を
想
起
し
て
い
た
背
景
が
明
確
に
な
る
。
短
歌
に
お
け
る
「
母
」
は
、「
わ
れ
」
と
遠
く
離
れ
て
暮
ら
す
母
親
で
あ
る
た
め
に
、「
わ
れ
」
は
母

親
へ
の
思
慕
と
哀
感
の
二
種
を
抱
く
も
の
、
と
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
寺
山
が
作
歌
時
に
青
森
に
い
た
と
い
う
情
報
を
入
れ
て
読
む
と
、
短
歌
で
詠
ま
れ
た
「
そ
ら
豆
」
畑
は
、
寺
山
の
空
想
と
も
寺
山
が
実
見
し
た
景
色
と

も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
歌
中
の
「
そ
ら
豆
」
は
寒
冷
地
青
森
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
野
菜
園
芸
大
事
典
』（
昭
和
六
〇
年
一
月
、
養

賢
堂
）
を
参
照
す
る
と
、
寒
冷
地
の
東
北
以
北
で
立
ち
枯
れ
た
「
そ
ら
豆
」
が
見
ら
れ
る
の
は
、
収
穫
期
を
過
ぎ
た
九
月
か
ら
、
播
種
期
の
三
月
上
旬
を
迎
え
る
ま

で
で
あ
る16

。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
短
歌
は
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
東
北
の
寒
々
し
い
光
景
と
い
う
峻
烈
さ
を
加
え
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
作
家
の
事
蹟
を
調
べ
、
そ
れ
を
短
歌
の
解
釈
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
短
歌
に
お
い
て
「
母
」
が
恋
し
さ
や
寂
し
さ
と
表
裏
一
体
の
表
象
と

な
っ
て
い
た
背
景
、
な
ら
び
に
、「
そ
ら
豆
」
が
立
ち
枯
れ
る
時
期
と
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
短
歌
を
解
釈
す
る
際
に
必
要
不
可
欠
の

も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
短
歌
の
中
の
言
葉
の
み
を
解
釈
し
て
も
、
短
歌
の
語
り
手
に
し
て
主
人
公
で
あ
る
「
わ
れ
」
が
抱
く
母
親

へ
の
思
慕
の
念
と
自
身
を
寂
し
が
ら
せ
る
母
親
へ
の
哀
感
が
、「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
奏
で
る
寂
し
い
音
色
や
「
そ
ら
豆
」
の
立
ち
枯
れ
た
光
景
と
響
き
合
っ
て
い
る
さ

ま
は
、
充
分
に
抽
出
で
き
る
。
短
歌
の
言
葉
の
み
で
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
は
、
な
ぜ
「
わ
れ
」
が
「
母
」
に
そ
の
よ
う
な
思
い
を
寄
せ
る
の
か
、
と
い
う
現
象
の

背
景
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
短
歌
に
お
け
る
〈
空
白
〉
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
文
学
に
お
け
る
〈
空
白
〉
の
問
題
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
文
学
作

品
は
読
者
が
欲
し
い
と
思
う
こ
と
を
す
べ
て
提
供
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
読
者
が
欲
す
る
欲
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
に
は
語
ら
な
い
部
分
が
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放
置
さ
れ
て
立
ち
枯
れ
て
い
る
そ
ら
豆
に
一
陣
の
風
が
吹
い
て
、そ
ら
豆
の
殻
が
一
斉
に
乾
い
た
音
を
奏
で
る
夕
暮
れ
。
こ
の
光
景
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、

私
の
書
こ
う
と
す
る
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
母
を
慕
う
と
と
も
に
母
に
哀
感
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
な
の
だ
と
し
み
じ
み
と
感
じ
る
の
だ
。

　

こ
れ
ま
で
作
品
享
受
の
第
一
義
と
し
て
作
者
と
切
り
離
し
た
上
で
、
短
歌
の
中
の
言
葉
の
関
連
性
を
分
析
し
て
き
た
。
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
、
作
家
の
事
蹟
を

導
入
す
る
と
、
短
歌
の
解
釈
は
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
寺
山
は
、『
黄
金
時
代
』（
昭
和
五
三
年
七
月
、
九
藝
出
版
）
の
「
あ
と
が
き
」
で
「
自
伝
」

と
位
置
づ
け
た
「
消
し
ゴ
ム
」
に
お
い
て
、「
家
族
あ
わ
せ
」
と
題
し
て
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
を
作
っ
た
当
時
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　

大
工
町
寺
町
米
町
仏
町
老
母
買
う
町
あ
ら
ず
や
つ
ば
め
よ

　
　
　

と
い
う
の
が
歌
集
『
田
園
に
死
す
』
の
第
一
首
目
に
あ
る
。
こ
の
歌
と
、
少
年
時
代
に
作
っ
た
、

　
　
　
　

そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
夕
べ
母
に
つ
な
が
る
わ
れ
の
ソ
ネ
ッ
ト

　
　
　

と
い
う
歌
と
の
あ
い
だ
に
、
八
年
の
歳
月
が
流
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ら
豆
の
歌
を
作
っ
た
と
き
、
母
は
九
州
の
炭
鉱
町
に
い
た
。
私
は
、
と
り
残
さ
れ
て
青
森
の
場
末
の
映
画
館
の
母
物
映
画
の
常
連
客
に
な
っ
て
い
た
。
そ

の
こ
ろ
の
私
の
日
常
生
活
は
ほ
と
ん
ど
、
一
人
の
母
の
不
在
に
よ
っ
て
空
想
に
充
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
少
年
時
代
の
寺
山
は
、
青
森
と
九
州
と
い
う
よ
う
に
母
親
と
は
離
れ
離
れ
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
寺
山
が
観
て
い
た

と
い
う
「
母
物
映
画
」
と
は
、「
消
し
ゴ
ム
」
に
お
け
る
寺
山
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
貧
苦
の
う
ち
に
子
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
母
親
が
成
人
し
た
子
か
ら
恩
返

し
を
さ
れ
る
映
画
で
あ
っ
た
。
寺
山
は
、
母
親
に
ま
つ
わ
る
空
想
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
母
の
不
在
を
埋
め
合
わ
せ
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
異
な
る
側
か
ら
の
資
料
と
し
て
高
取
英
編
「
寺
山
修
司
略
年
譜
」15

に
よ
る
と
、
昭
和
二
三
年
（
寺
山
一
一
歳
）
の
出
来
事
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て

い
る
。
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の
殻
が
い
っ
せ
い
に
鳴
り
だ
し
た
。」11

と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
畑
に
植
え
ら
れ
て
い
る
「
そ
ら
豆
」
が
「
風
」
に
よ
っ
て
「
一
せ
い
に
」
乾
い
た
音
を
寂
し
げ
に

奏
で
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
短
歌
の
中
の
言
葉
の
関
係
性
を
た
ど
っ
て
く
る
と
、短
歌
の
語
り
手
に
し
て
主
人
公
で
あ
る
「
わ

れ
」
が
目
に
し
て
い
る
の
は
、
立
ち
枯
れ
た
「
そ
ら
豆
」
の
光
景
で
あ
る
こ
と
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
の
見
解
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
そ
ら
豆
」
が
立
ち
枯
れ
る
の
は
、
い
つ
頃
な
の
か
。
こ
の
短
歌
に
お
い
て
、「
そ
ら
豆
」
の
品
種
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
播
種
期
・
収
穫
時
期

に
つ
い
て
も
、
夏
ま
き
冬
ど
り
、
秋
ま
き
春
ど
り
、
春
ま
き
夏
ど
り12

な
ど
、
栽
培
地
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
立
ち
枯
れ
る
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る13

。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
作
型
で
あ
れ
、
青
果
用
（
野
菜
用
）
は
さ
や
が
青
々
と
し
て
い
る
間
に
若
い
実
を
収
穫
し
、
種
実
用
（
製
粉
、
製
菓
、
飼
料
、
緑
肥
用
）
は
、

さ
や
が
黒
く
変
色
し
、
豆
が
熟
す
の
を
待
っ
て
か
ら
収
穫
す
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る14

。
ま
た
、
次
の
栽
培
用
の
種
を
採
る
場
合
も
、
さ
や
な
ど
が
枯
れ
、
豆
が
熟

し
た
後
に
収
穫
す
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、「
そ
ら
豆
」
が
立
ち
枯
れ
る
の
は
、
青
果
用
の
「
そ
ら
豆
」
の
収
穫
時
期
を
過
ぎ
、
そ
の
次
の
栽
培
に
向
け
て

の
種
を
採
る
ま
で
の
間
、
あ
る
い
は
そ
れ
さ
え
も
過
ぎ
た
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
立
ち
枯
れ
た
「
そ
ら
豆
」
は
、
目
的
の
有
無
に
よ
っ
て
二
種
類
に
分
類
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
に
は
、
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
あ
え
て
立
ち
枯
ら
せ
た
も
の
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
何
の
目
的
も
な
く
放
置
さ
れ
た
結
果
、
立
ち
枯
れ

て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
上
句
「
そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
夕
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
ど
ち
ら
に
も
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
場
合
、
立
ち
枯
れ
て
い

る
と
は
い
え
、
管
理
の
行
き
届
い
て
い
る
状
態
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、「
そ
ら
豆
」
は
「
わ
れ
」
の
生
活
圏
の
一
部
で
あ
り
、
改
め
て
意
識
す
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
後
者
の
場
合
、
打
ち
捨
て
ら
れ
て
人
々
の
意
識
に
上
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
新
た
に
意
識
さ
れ
た
と
き
に
は
、
存
在
感
を
放
つ
。
こ
う
考
え

る
と
、「
そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
」
と
い
う
状
況
と
し
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
放
置
さ
れ
立
ち
枯
れ
た
光
景
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
放
置

さ
れ
た
挙
句
に
立
ち
枯
れ
た
「
そ
ら
豆
」
は
、
そ
れ
が
奏
で
る
音
に
よ
っ
て
聴
覚
的
に
寂
し
さ
を
感
受
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
視
覚
的
に
も
一
層
寂
し
さ
を
掻
き
立

て
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
短
歌
の
語
り
手
に
し
て
主
人
公
で
あ
る
「
わ
れ
」
が
抱
く
「
母
」
へ
の
思
い
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
上
句
「
そ
ら
豆
の
殻

一
せ
い
に
鳴
る
夕
」
と
い
う
聴
覚
的
に
も
視
覚
的
に
も
寂
し
さ
を
喚
起
す
る
光
景
が
、「
わ
れ
」
に
「
母
」
を
想
起
さ
せ
、
こ
の
光
景
こ
そ
が
自
分
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
紐

帯
を
結
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
想
念
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、「
わ
れ
」
の
「
母
」
に
対
す
る
思
い
は
二
種
類
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
に
は
、
寂
し
い
と
き
に
「
母
」
を
思
い
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
母
親
を
恋
し
く
思
う
心
情
、
す
な
わ
ち
母
親
へ
の
慕
情
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
寂
し
さ
を
喚

起
す
る
光
景
が
「
わ
れ
」
の
中
で
「
母
」
と
通
底
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
わ
れ
」
に
寂
し
い
思
い
を
さ
せ
る
母
親
へ
の
哀
感
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
短
歌
「
そ
ら
豆

の
…
」
は
、
そ
の
短
歌
を
構
成
し
て
い
る
言
葉
の
関
連
性
か
ら
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
捉
え
、
享
受
す
る
こ
と
が
妥
当
と
見
ら
れ
る
。
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の
ソ
ネ
ッ
ト
」
を
作
家
の
事
蹟
と
切
り
離
し
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
連
関
性
か
ら
分
析
し
て
い
く
。

　

こ
の
短
歌
は
、
三
句
切
れ
で
あ
り
、
上
句
「
そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
夕
」
と
下
句
「
母
に
つ
な
が
る
わ
れ
の
ソ
ネ
ッ
ト
」
の
二
つ
に
意
味
内
容
を
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
上
句
は
語
り
手
で
あ
る
「
わ
れ
」
が
視
覚
と
聴
覚
で
捉
え
た
光
景
で
あ
る
。
下
句
は
、
そ
の
光
景
に
触
発
さ
れ
た
語
り
手
の
想
念
―
こ
の
光
景
は
母

親
を
想
起
さ
せ
、
私
が
書
こ
う
と
し
て
い
る
ソ
ネ
ッ
ト
は
ま
さ
に
母
親
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
―
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
短
歌
は
上
句
に
お
け
る
「
わ
れ
」
が
捉

え
た
光
景
と
、下
句
に
お
け
る
「
わ
れ
」
の
想
念
と
い
う
構
造
を
有
す
る
。「
わ
れ
」
に
「
母
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
た
の
は
上
句
の
光
景
で
あ
る
た
め
、「
わ
れ
」
に
と
っ

て
上
句
の
光
景
は
「
母
」
に
関
す
る
自
ら
の
心
象
風
景
と
な
っ
て
お
り
、
読
者
が
「
わ
れ
」
の
「
母
」
に
対
す
る
思
い
に
肉
薄
す
る
た
め
に
は
、
上
句
の
光
景
の
分

析
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　

な
ら
ば
、「
そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
」
と
い
う
光
景
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
光
景
の
受
け
取
り
方
に
お

い
て
、
先
行
研
究
の
見
解
は
分
か
れ
て
い
る
。
梅
内
美
華
子
は
、「
種
子
の
と
こ
ろ
を
食
用
と
し
て
湯
が
い
た
り
、
炒
っ
た
り
し
て
食
す
る
が
そ
の
と
き
に
剝
い
た
殻

の
こ
と
だ
ろ
う
か
。」８

と
し
、「
食
の
瑣
末
な
場
面
」９

を
想
定
す
る
。
し
か
し
、
湯
が
く
場
合
、「
そ
ら
豆
」
は
湯
の
中
に
浸
っ
て
い
る
た
め
、「
殻
」
の
音
が
際
立
つ

こ
と
は
あ
り
得
そ
う
に
な
い
。
一
方
、
炒
る
場
合
は
、
加
熱
に
よ
っ
て
水
分
の
と
ん
だ
「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
、
フ
ラ
イ
パ
ン
の
動
き
に
合
わ
せ
て
音
を
た
て
る
可
能

性
は
あ
る
。
ま
た
、
栗
坪
良
樹
は
、「
干
し
て
あ
る
そ
ら
豆
の
殻
の
は
じ
け
る
音
」10

と
捉
え
る
。
干
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
収
穫
さ
れ
た

後
の
「
そ
ら
豆
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
そ
ら
豆
の
殻
」
に
よ
っ
て
音
が
す
る
点
に
お
い
て
は
、
妥
当
な
見
解
と
考
え
ら
れ
る
が
、
短
歌
で
用
い
ら
れ

て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
想
起
し
て
く
る
も
の
を
論
理
に
よ
っ
て
繋
げ
た
と
き
、
最
適
な
解
釈
と
は
言
い
難
い
。
と
い
う
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
そ
ら
豆
の
殻
」
と
は
、
何
を
指
す
の
か
。
一
般
的
に
は
、
種
子
を
覆
う
皮
、
も
し
く
は
さ
や
の
部
分
を
指
す
。
だ
が
、
茎
や
枝
な
ど
を
含
め
た
全
体
を
も

指
す
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
鳴
る
」、
す
な
わ
ち
「
殻
」
が
音
を
立
て
る
た
め
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
乾
燥
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乾

燥
し
た
「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
奏
で
る
音
と
は
、
ど
こ
か
軽
み
が
あ
り
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
乾
い
た
寂
し
さ
を
喚
起
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ

こ
で
人
間
の
手
に
よ
っ
て
収
穫
さ
れ
干
さ
れ
た
「
そ
ら
豆
」
を
想
起
す
る
と
、
生
活
の
感
触
が
入
り
込
む
た
め
、
そ
れ
は
「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
立
て
る
音
の
性
質
を

最
大
限
に
活
か
す
解
釈
と
は
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
収
穫
後
に
干
さ
れ
て
い
る
光
景
と
受
け
と
る
よ
り
も
、
立
ち
枯
れ
た
光
景
と
し
て
受
け
と
る
方
が
「
そ
ら
豆
の

殻
」
が
奏
で
る
乾
い
た
寂
し
い
音
色
と
交
響
す
る
た
め
、寂
し
さ
の
相
乗
効
果
を
短
歌
に
も
た
ら
す
。
ま
た
、「
そ
ら
豆
の
殻
」
が
「
一
せ
い
に
鳴
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
ら
を
一
度
に
全
部
揺
ら
す
力
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
風
と
考
え
て
よ
い
。
本
林
勝
夫
が
「
夕
べ
畑
を
吹
く
風
に
そ
ら
豆
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収
す
る
か
否
か
を
読
み
手
が
判
断
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
認
識
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
教
材
と
し
て
の
短
歌
を
想
定
し
た
と
き
、
た
い
て
い
の
生

徒
は
寺
山
の
事
蹟
を
知
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
作
家
の
事
蹟
に
結
び
つ
け
な
が
ら
読
む
の
が
ふ
さ
わ
し
い
短
歌
か
否
か
の
判
断
は
、
生
徒
に
と
っ
て
は
困
難
で

あ
る
と
考
え
る
。
生
徒
に
と
っ
て
は
、
短
歌
を
教
授
さ
れ
て
い
る
最
中
に
、
あ
る
短
歌
は
作
家
の
事
蹟
と
結
び
つ
け
て
解
説
さ
れ
、
別
の
短
歌
は
作
家
の
事
蹟
と
切

り
離
さ
れ
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
で
は
、
分
析
方
法
が
短
歌
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
戸
惑
い
を
覚
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
室
で
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
を
解
釈
す
る
際
に
作
家
の
事
蹟
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
、
生
徒
が
教
材
と
し
て
の
短
歌
を
享
受
す
る
際
、
そ
れ
は
一
首
単
体
の
か
た
ち
に
作
者
名
が
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
享
受
の
か
た
ち
は
、

教
材
と
し
て
の
短
歌
に
限
ら
ず
、文
学
作
品
と
し
て
の
短
歌
を
享
受
す
る
場
合
に
も
該
当
す
る
。
ゆ
え
に
、ま
ず
は
、文
学
作
品
と
し
て
の
短
歌
享
受
の
問
題
（
解
釈
）

を
追
究
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
に
、
教
材
と
し
て
の
短
歌
の
扱
い
方
（
指
導
法
）
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

二　

文
学
作
品
と
し
て
の
短
歌
享
受
の
あ
り
方
―
一
首
単
体
・
作
者
名

　

読
者
が
文
学
作
品
と
し
て
短
歌
を
享
受
す
る
場
合
、作
品
の
あ
り
方
は
大
き
く
分
け
て
、一
首
単
体
・
作
者
名
と
い
う
か
た
ち
、初
出
誌
の
中
の
一
首
と
い
う
か
た
ち
、

歌
集
の
中
の
一
首
と
い
う
か
た
ち
、
こ
の
三
種
類
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
短
歌
を
解
釈
す
る
際
に
ま
ず
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
語
り
手
の
存

在
で
あ
る
。
短
歌
「
そ
ら
豆
の
…
」
で
は
、「
わ
れ
」
と
い
う
一
人
称
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
短
歌
の
語
り
手
で
あ
り
主
人
公
で
も
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
わ

れ
」
は
誰
か
。
作
者
と
し
て
寺
山
修
司
の
名
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
自
動
的
に
「
わ
れ
」
を
寺
山
本
人
と
受
け
取
り
や
す
い
が
、
短
歌
の
語
り
手
及
び
主
人
公
と

作
者
を
等
号
で
結
ぶ
こ
と
を
前
提
と
す
る
解
釈
は
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
、
短
歌
の
歴
史
に
お
い
て
、
近
代
短
歌
は
、
作
家
の
内
面
や
経
験
、

見
聞
し
た
こ
と
を
基
盤
に
し
て
作
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
近
代
短
歌
の
理
解
に
お
い
て
、
作
家
の
事
蹟
が
役
立
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
短
歌

に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
短
歌
に
お
い
て
作
家
個
人
の
内
面
を
表
す
こ
と
よ
り
も
、
短
歌
を
一
つ
の
虚
構
と
し
て
捉
え
、
作
家
の
事
蹟
と
直
接
的
な
繋
が
り
を
も
た
な

い
世
界
を
創
る
こ
と
に
移
行
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
作
家
の
事
蹟
と
短
歌
内
容
の
対
応
は
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
短
歌
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
・
世
界
が

作
家
の
事
蹟
と
無
関
係
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
前
衛
短
歌
運
動
以
降
の
短
歌
を
理
解
す
る
と
き
に
作
品
と
作
者
を
等
価
で
繋
ぐ

こ
と
は
危
険
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
代
短
歌
を
理
解
す
る
と
き
に
も
、
作
品
の
言
葉
が
必
ず
し
も
作
者
の
意
図
ど
お
り
に
運
動
す
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
や
は
り
、

ま
ず
は
、
作
品
の
中
の
登
場
人
物
と
し
て
の
「
わ
れ
」
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
短
歌
「
そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
夕
母
に
つ
な
が
る
わ
れ
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マ
ッ
チ
擦
る
つ
か
の
ま
海
に
霧
ふ
か
し
身
捨
つ
る
ほ
ど
の
祖
国
は
あ
り
や
（
二
五
回５

）

海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦
藁
帽
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り
（
一
二
回
）

売
り
に
ゆ
く
柱
時
計
が
ふ
い
に
鳴
る
横
抱
き
に
し
て
枯
野
ゆ
く
と
き
（
七
回
）

こ
ろ
が
り
し
カ
ン
カ
ン
帽
を
追
う
ご
と
く
ふ
る
さ
と
の
道
駈
け
て
帰
ら
ん
（
六
回
）

わ
が
カ
ヌ
ー
さ
み
し
か
ら
ず
や
幾
た
び
も
他
人
の
夢
を
川
ぎ
し
と
し
て
（
四
回
）

ふ
る
さ
と
の
訛
な
く
せ
し
友
と
い
て
モ
カ
珈
琲
は
か
く
ま
で
に
が
し
（
四
回
）

夏
蝶
の
屍
を
ひ
き
て
ゆ
く
蟻
一
匹
ど
こ
ま
で
ゆ
け
ど
わ
が
影
を
出
ず
（
三
回
）

き
み
が
歌
う
ク
ロ
ッ
カ
ス
の
歌
も
新
し
き
家
具
の
一
つ
に
数
え
ん
と
す
る
（
三
回
）

大
い
な
る
欅
に
わ
れ
は
質
問
す
空
の
も
つ
と
も
青
か
ら
む
場
所
（
二
回
）

そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
夕
母
に
つ
な
が
る
わ
れ
の
ソ
ネ
ッ
ト
（
二
回
）

村
境
の
春
や
錆
び
た
る
捨
て
車
輪
ふ
る
さ
と
ま
と
め
て
花
い
ち
も
ん
め
（
二
回
）

　

こ
の
他
に
、
一
回
の
み
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
寺
山
短
歌
が
一
二
首
あ
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、「
そ
ら
豆
の
殻
一
せ
い
に
鳴
る
夕
母

に
つ
な
が
る
わ
れ
の
ソ
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
短
歌
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
一
首
が
、
短
歌
を
解
釈
す
る
際
に
作
家
の
事
蹟
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
、
と
い
う

問
題
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
論
に
お
い
て
は
、
生
身
の
存
在
と
い
う
意
味
で
「
作
家
」
の
語
を
用
い
、
概
念
と
し
て
の
作
品
制
作
者
と
い

う
意
味
で
「
作
者
」
の
語
を
用
い
る
。
こ
の
短
歌
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
や
指
導
書
を
見
る
と
、
解
釈
す
る
際
に
作
家
寺
山
の
母
親
に
言
及
す
る
傾
向
が
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
比
重
の
置
き
方
に
は
差
が
あ
り
、
例
え
ば
、
本
林
勝
夫
は
、
ま
ず
、
短
歌
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
み
を
分
析
し
、
そ
の
後
、
歌
群
「
森
番
」
の
中
で
こ

の
短
歌
を
捉
え
る
。
そ
し
て
、
寺
山
の
読
書
歴
に
言
及
し
、
最
後
に
「
彼
の
母
は
そ
の
頃
、
福
岡
県
芦
屋
町
の
ア
メ
リ
カ
軍
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
働
い
て
い
た
。」６

と

述
べ
る
。
つ
ま
り
、
本
林
は
、
短
歌
を
作
者
と
は
切
り
離
し
た
上
で
分
析
す
る
こ
と
を
第
一
義
に
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
小
塩
卓
哉
は
「
一

般
的
な
母
恋
の
思
い
を
重
ね
て
も
十
分
に
理
解
で
き
る
歌
で
あ
る
が
、
や
は
り
寺
山
の
屈
折
し
た
母
へ
の
思
い
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
、
こ
の
歌
の

鑑
賞
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。」７

と
述
べ
る
。「
一
般
的
な
母
恋
」
す
な
わ
ち
、
寺
山
個
人
の
事
蹟
に
回
収
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
可
能
性
に
言
及
し
つ
つ
も
、

短
歌
に
出
て
き
た
「
母
」
に
寺
山
の
母
親
を
重
ね
る
こ
と
が
よ
り
効
果
的
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
短
歌
の
内
容
ご
と
に
、
作
家
の
事
蹟
に
回
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原　
　
　

貴　

子

　
　
　

一　

問
題
の
あ
り
か

　

中
学
校
・
高
等
学
校
の
検
定
教
科
書
に
は
、
寺
山
修
司
の
短
歌
が
か
な
り
の
頻
度
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
国
語
教
科
書
に
掲
載
の
す
べ
て
の
近
・
現
代
短
歌
〈
小
・

中
・
高
〉
平
成
14
年
度
」１

に
よ
る
と
、
中
学
校
の
教
科
書
に
お
い
て
掲
載
頻
度
が
最
も
高
い
の
は
、
斎
藤
茂
吉
（
三
首
・
五
七
回
）
で
あ
り
、
次
に
、
与
謝
野
晶
子
（
五

首
・
五
三
回
）、
そ
し
て
、
若
山
牧
水
（
三
首
・
四
六
回
）
と
続
く
。
同
様
に
、
高
等
学
校
の
教
科
書
に
お
い
て
も
、
掲
載
頻
度
が
最
も
高
い
の
は
、
斎
藤
茂
吉
（
四
三
首
・

一
一
四
回
）
で
あ
る
。
そ
の
次
が
、
寺
山
修
司
（
四
八
首
・
一
〇
二
回
）
で
あ
り
、
北
原
白
秋
（
三
〇
首
・
七
六
回
）
へ
と
続
い
て
い
く
。
こ
の
結
果
か
ら
、
寺
山

短
歌
は
中
学
校
よ
り
も
高
等
学
校
に
お
け
る
教
材
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
、
平
成
二
五
年
現
在
、
高
等
学
校
の
教
科
書
に
は
ど
の
よ
う
な
歌
人
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
、
調
査
対
象
と
し
た
の
は
、

平
成
二
五
年
八
月
一
三
日
時
点
で
公
益
財
団
法
人
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
利
用
で
き
る
「
教
科
書
目
録
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
、
高
等
学

校
の
「
国
語
総
合
」
あ
る
い
は
「
現
代
文
」
の
教
科
書
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
一
九
年
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る２

。
そ
れ
に
、
平
成

二
六
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る
教
科
書
を
加
え
た３

。
結
果
と
し
て
掲
載
頻
度
が
最
も
高
い
の
は
、
や
は
り
斎
藤
茂
吉
（
一
二
四
回
）
で
あ
り
、
そ
の
後
は
、
与
謝
野
晶

子
（
一
〇
七
回
）、
石
川
啄
木
（
九
九
回
）、
北
原
白
秋
（
八
九
回
）
と
続
く４

。
五
番
目
に
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が
、
寺
山
修
司
（
二
三
首
・
八
二
回
）
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
現
在
に
お
い
て
も
寺
山
短
歌
は
高
等
学
校
の
教
材
と
し
て
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
掲
載
頻
度
の
高
い
順
に
寺
山
短
歌
を
挙
げ
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。


