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萩
原
朔
太
郎
君
が
い
つ
か
「
詩
に
別
れ
た
室
生
君
へ
」
と
題
し
た
僕
に
宛

て
た
感
想
文
の
な
か
に
、
特
に
俳
句
が
老
年
者
の
文
学
で
あ
つ
て
恰
も
若
い

溌
溂
と
し
た
文
学
作
品
で
な
い
こ
と
を
述
べ
て
あ
つ
た
が
、
僕
は
こ
れ
を
萩

原
君
に
答
へ
ず
に
置
い
た
の
は
、
こ
の
問
題
を
釈
く
こ
と
が
可
成
り
に
面
倒

で
あ
り
簡
単
に
言
ひ
尽
せ
な
い
か
ら
で
あ
つ
た
。
『
俳
句
研
究
』
か
ら
の
註

文
で
「
俳
句
は
老
年
者
文
学
で
あ
る
か
な
い
か
」
に
就
い
て
何
か
書
い
て
く

れ
と
の
事
で
、
萩
原
君
に
答
へ
る
こ
と
も
出
来
る
し
、
ゆ
つ
く
り
こ
の
問
題

を
考
へ
て
見
る
こ
と
に
し
た
。
専
門
の
こ
と
で
な
い
か
ら
間
違
つ
て
ゐ
た
ら

笑
つ
て
読
み
捨
て
ら
れ
た
い
。
実
際
、
俳
壇
の
情
勢
を
知
ら
な
い
私
が
今
日

の
俳
句
を
云
々
す
る
の
は
ど
う
か
と
思
ふ
が
、
私
は
私
の
俳
句
道
の
経
験
か

3



ら
色
々
に
考
へ
て
見
た
い
。
そ
し
て
こ
の
文
章
も
お
も
に
萩
原
君
あ
て
に
書

い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
何
度
も
萩
原
君
と
応
酬
し
た
か
ら
同
君
も
め

ん
だ
う
で
あ
ら
う
と
思
ひ
、
僕
も
気
が
引
け
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
僕
は

「
詩
よ
君
と
別
れ
る
」
と
い
ふ
一
文
を
雑
誌
『
文
藝
』
に
書
い
た
が
、
萩
原

君
は
そ
れ
に
応
酬
し
て
つ
ま
り
詩
に
別
れ
た
僕
を
送
る
辞
を
か
い
て
く
れ
た

が
、
そ
の
な
か
に
分
り
兼
ね
る
気
持
も
あ
つ
た
の
で
更
に
僕
は
時
事
新
聞
で

答
へ
て
置
い
た
の
で
あ
る
。
却
つ
て
僕
の
一
文
よ
り
も
萩
原
君
の
何
や
ら
悲

愴
な
文
章
が
時
の
批
評
に
よ
つ
て
掻
き
立
て
ら
れ
評
判
に
な
つ
た
が
、
そ
れ

は
詩
と
別
れ
る
私
を
送
る
か
た
は
ら
、
萩
原
は
萩
原
ら
し
い
孤
独
の
感
銘
を

述
べ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
俳
句
文
学
に
つ
い
て
は
私
は
何
も
い
は
ず
、
こ
れ

は
機
会
あ
る
時
に
述
べ
よ
う
と
取
つ
て
置
い
た
問
題
な
の
だ
。
だ
か
ら
毎
度
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引
合
に
出
す
の
は
萩
原
君
に
は
気
の
毒
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
言
つ
て

萩
原
君
の
考
へ
を
そ
つ
く
り
肯
定
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は

蕪
村
を
認
め
る
が
芭
蕉
は
あ
ま
り
好
か
な
い
と
言
ふ
の
は
、
お
そ
ら
く
蕪
村

の
闊
達
さ
を
愛
し
て
ゐ
る
た
め
で
あ
つ
て
、
芭
蕉
が
と
も
す
る
と
陰
気
く
さ

く
見
え
る
の
を
好
か
な
い
せ
ゐ
で
あ
ら
う
。
蕪
村
と
芭
蕉
の
比
較
は
こ
こ
で

し
な
い
が
、
大
体
に
於
て
萩
原
君
の
「
俳
句
は
閑
人
や
風
流
人
の
好
む
文
学

形
式
で
あ
つ
て
同
時
に
老
成
者
の
愛
す
る
文
学
」
で
あ
る
こ
と
が
殆
ど
根
本

的
に
考
へ
違
つ
て
ゐ
る
こ
と
や
、
さ
う
い
ふ
考
へ
を
も
つ
こ
と
は
俳
句
道
の

た
め
に 

鳥  

渡 

ち
よ
つ
と

困
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
突
き
破
つ
て
な
に
が
俳
句

が
老
成
者
の
文
学
で
な
い
か
、
む
し
ろ
俳
句
ほ
ど
若
々
し
い
文
学
は
他
に
な

い
こ
と
を
、
私
は
述
べ
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
音
楽
、
絵
画
、
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彫
刻
な
ど
が
そ
の
芸
術
的
形
式
の
高
邁
さ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
凡
ゆ
る
ラ
ヂ

オ
や
展
覧
会
な
ど
で
売
買
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
、
ひ
と
り
俳
句
作
品
だ
け
が
何

故
に
理
由
な
き
孤
高
を
つ
づ
け
て
ゐ
て
、
物
質
的
に
も
活
動
し
て
ゐ
な
い
か

を
述
べ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
時
代
と
隔
つ
た
感
覚
を

以
て
眺
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
言
へ
る
の
だ
。

　
俳
人
も
生
活
者
で
あ
り
そ
の
苦
汁
を
舐な
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、

あ
ま
り
に
温
厚
で
控
へ
目
な
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
他
の
奈い
何か
な

る
芸
術
作
品
に
較
べ
て
見
て
も
、
最
も
形
式
が
狭
小
で
あ
り
作
品
の
数
も
す

く
な
い
の
に
、
そ
れ
の
市
価
の
決
定
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
は
ど
う
か
。
そ
し
て

さ
う
い
ふ
習
慣
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
誰
も
進
ん
で
生
活
者
と
し
て
の
原
稿
料

乃
至
揮
毫
料
を
取
る
を
潔
し
と
し
な
い
の
は
、
ど
う
い
ふ
も
の
か
。
　
　
さ

6俳句は老人文学ではない



う
い
ふ
問
題
も
加
へ
て
考
へ
て
見
た
い
の
で
あ
る
。

　
俳
句
の
精
神
に
若
さ
が
あ
る
か
な
い
か
。
そ
れ
を
一
番
先
に
考
へ
て
見
る

と
俳
句
ほ
ど
精
神
に
若
さ
初
々
し
さ
を
持
つ
て
ゐ
る
文
学
は
す
く
な
い
。
十

四
五
の
少
年
で
も
俳
句
の
な
か
に
飛
び
込
ん
で
表
現
す
る
事
が
で
き
る
。
俳

句
の
方
で
も
喜
ん
で
幼
い
人
々
に
そ
の
身
を
委
し
て
く
れ
る
の
だ
。
短
歌
な

ど
は
さ
う
は
ゆ
か
な
い
、
一
と
通
り
幼
穉
は
幼
穉
で
あ
つ
て
も
技
巧
や
表
現

規
約
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
詩
に
な
る
と
一
そ
う
詩
の
方
で
人
嫌
ひ
を

す
る
や
う
に
境
致
が
広
い
か
ら
、
す
ぐ
に
は
取
り
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の

だ
。
そ
こ
へ
行
く
と
俳
句
は
美
事
に
誰
で
も
容
れ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
歳

時
記
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
子
供
ら
し
い
く
ら
ゐ
沢
山
の
題
意
を
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展
げ
、
ど
れ
に
で
も
自
然
人
事
の
生
活
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

そ
の
精
神
は
子
供
ら
し
い
く
ら
ゐ
素
直
な
若
さ
が
漂
う
て
ゐ
る
。

　
萩
原
君
は
大
方
漠
然
と
し
た
考
へ
で
俳
句
は
年
寄
り
臭
い
し
ろ
も
の
で
あ

り
、
今
ま
で
に
大
抵
の
人
々
が
こ
の
文
学
を
愛
し
た
原
因
は
老
人
と
か
閑
人

と
か
で
あ
つ
た
か
ら
さ
う
考
へ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
む
し
ろ
詩
が
青
年

の
魂
に
よ
つ
て
よ
く
歌
は
れ
て
ゐ
る
に
較
べ
て
、
俳
句
は
ち
つ
と
も
青
年
に

愛
さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
つ
い
で
に
、
だ
か
ら
老
人
文
学
と
言
つ

た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
つ
ま
り
決
定
的
な
在
り
来
り
の
概
念
が
そ
の
ま
ま

消
化
さ
れ
ず
に
、
ち
よ
い
と
し
た
不
用
意
の
間
に
さ
う
述
べ
ら
れ
た
も
の
に

違
ひ
な
い
と
思
は
れ
る
節
が
あ
る
。
私
な
ぞ
も
俳
壇
か
ら
三
四
年
遠
ざ
か
つ

て
ゐ
な
が
ら
、
時
々
俳
壇
に
気
を
つ
け
て
見
る
と
何
か
変
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
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が
あ
る
。
だ
か
ら
専
門
家
で
な
い
萩
原
氏
の
考
へ
が
、
近
代
の
俳
句
作
品
の

検
討
か
ら
か
な
り
縁
遠
い
こ
と
も
無
理
は
な
い
と
思
へ
る
の
だ
。
私
は
意
地

わ
る
く
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
を
突
ツ
込
み
た
く
な
い
の
だ
。
た
だ
、
も
一
つ
言

へ
ば
俳
句
精
神
と
い
ふ
も
の
を
芭
蕉
流
に
い
つ
ま
で
も
わ﹅
び﹅
と
か
枯
淡
な
ゆ

め
ば
か
り
見
つ
づ
け
て
ゐ
る
や
う
に
、
そ
と
側
か
ら
見
た
だ
け
に
早
合
点
し

て
言
つ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
萩
原
君
は
日
野
草
城
氏
の
俳
句
作
品
を

見
た
こ
と
が
あ
る
だ
ら
う
か
。
あ
れ
ら
の
ふ
つ
く
り
し
た
将
来
を
約
束
し
た

表
現
が
、
わ
び
や
枯
淡
の
囈
言
づ
く
め
の
俳
壇
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
に

気
が
つ
い
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
若
し
ま
だ
読
ん
で
ゐ
な
い
な
ら
ば
こ
こ

に
引
用
し
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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け
ふ
よ
り
の
妻め
と
来
て
泊は
つ
る
宵
の
春

　
　
　
夜
半
の
春
な
ほ
処
女
な
る
妻め
と
居
り
ぬ

　
　
　
枕
辺
の
春
の
灯
は
妻
が
消
し
ぬ

　
　
　
を
み
な
と
は
か
か
る
も
の
か
も
春
の
闇

　
　
　
薔
薇
に
ほ
ふ
は
じ
め
て
の
夜
の
し
ら
み
つ
つ

　
　
　
妻
の
額
に
春
の
曙
は
や
か
り
き

　
　
　
麗
ら
か
な
朝
の
焼
麺
麭

ト
ー
ス
ト

は
づ
か
し
く

　
　
　
湯
あ
が
り
の
素
顔
し
た
し
く
春
の
昼

　
　
　
永
き
日
や
相
ふ
れ
し
手
は
ふ
れ
し
ま
ま

　
　
　
失
ひ
し
も
の
を
憶
へ
り
花
曇
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こ
れ
ら
の
表
現
は
過
去
に
於
て
甚
だ
危
な
か
し
い
困
難
な
も
の
に
さ
れ
て

ゐ
て
、
誰
も
手
を
つ
け
な
か
つ
た
素
材
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
若
し
く
は

手
を
つ
け
て
も
こ
れ
ほ
ど
焚
き
立
て
の
飯
の
や
う
に
ふ
つ
く
り
と
手
盛
り
に

は
出
来
な
か
つ
た
の
だ
。
日
野
草
城
氏
は
そ
れ
を
美
事
に
踏
み
や
ぶ
つ
た
の

だ
。
だ
が
日
本
の
俳
壇
で
は
こ
れ
く
ら
ゐ
の
表
現
は
と
う
に
飽
か
れ
て
し
ま

つ
て
ゐ
て
、
萩
原
氏
の
詩
集
な
ぞ
を
繙
く
と
、
十
五
年
も
前
に
こ
れ
ら
の

「
ふ
つ
く
り
」
し
た
も
の
を
歌
ひ
つ
く
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る

の
に
、
な
ぜ
私
が
感
嘆
し
た
か
と
い
へ
ば
詩
で
表
は
し
た
も
の
は
き
り
つ
と

し
て
ゐ
な
い
し
、
ど
こ
か
間
伸
び
し
た
も
の
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
日
野
氏
の
俳
句
作
品
と
し
て
こ
れ
ら
の
表
現
意
力
は
、
実
に
よ
く
迫
つ
て

ゐ
る
の
だ
。
三
十
枚
く
ら
ゐ
の
小
説
で
も
よ
く
こ
れ
だ
け
に
迫
る
こ
と
が
で
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き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
だ
。
萩
原
氏
の
詩
が
十
五
年
前
に
歌
つ
て
ゐ
る
こ
と

は
別
問
題
だ
。
け
ふ
、
こ
れ
だ
け
の
柔
ら
か
い
自
在
な
言
ひ
廻
し
で
抜
手
を

切
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
全
く
呼
吸
づ
ま
る
俳
壇
を
ほ
つ
と
さ
せ
た
も
の
に
違

ひ
あ
る
ま
い
。
或
ひ
は
他
に
素
晴
ら
し
い
新
人
の
作
品
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ

が
、
実
際
、
私
は
日
野
氏
の
こ
の
「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ
ル
」
を
見
て
、
こ
こ
ま

で
よ
く
漕
ぎ
つ
け
た
も
の
だ
と
考
へ
た
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
野
草
城

氏
ば
か
り
の
問
題
で
は
な
く
彼
が
示
し
た
も
の
を
、
今
日
の
俳
壇
全
体
か
ら

し
ぼ
り
出
し
た
一
滴
乃
至
二
滴
の
良
き
滴
り
と
見
て
い
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
が
最
も
今
日
の
俳
句
が
進
み
得
た
も
の
と
し
て
考
へ
、
そ
れ
が
比
較

的
健
康
な
文
学
作
品
で
あ
つ
て
、
俳
句
の
精
神
も
こ
こ
ら
に
も
充
分
に
み
な

ぎ
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
り
た
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
作
家
は
い
つ
も
何
か
を
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切
り
ひ
ら
く
こ
と
や
改
易
す
る
こ
と
や
、
ま
た
別
の
も
の
を
掘
り
当
て
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
た
ら
、
日
野
氏
は
そ
れ
の
仕
事
の
一
つ
を
や
つ
て
退の

け
た
の
だ
。
十
五
年
前
に
詩
が
既
に
や
り
通
し
た
も
の
を
や
つ
と
追
ひ
つ
い

て
表
は
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
や
つ
た
仕
事
は
だ
ら
け
た
詠
嘆
み
た

い
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
の
滂
み
た
い
な
も
の
で
あ
つ
た
。
彼
の
や
う
に
美
し

い
豊
潤
な
吃
驚
す
る
や
う
な
効
果
的
な
作
品
で
は
な
か
つ
た
の
だ
。
日
野
氏

の
作
品
が
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
俳
壇
と
い
ふ
大
き
な
「
頭
」
が
幾
ら
か

よ
く
な
つ
た
と
も
い
へ
る
の
で
あ
る
。

　
萩
原
君
は
或
ひ
は
超
然
と
し
て
「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ
ル
」
を
問
題
に
し
な
い

か
も
知
れ
な
い
、
し
か
し
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
の
作
品
な
の
だ
。

こ
れ
を
黙
つ
て
通
り
抜
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
今
日
の
俳
壇
を
ま
る
で
呑
み
込
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ん
で
く
れ
な
い
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
意
味
で
重
大
な
通
り
抜
け
の

な
ら
な
い
「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ
ル
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ

ル
」
が
近
代
俳
句
の
精
神
を
美
事
に
切
り
ひ
ら
い
た
も
の
で
あ
り
得
た
ら
、

俳
句
は
老
成
者
の
も
の
で
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
の
だ
。
俳
句
は
老
人
の
片

手
間
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
昔
か
ら
の
伝
説
で
あ
つ
て
、
壮
年
者
の
一
番

良
い
健
康
の
時
期
に
於
て
人
々
か
ら
制
作
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
も
わ
か

る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
問
題
は
大
し
た
理
窟
を
理
窟
と
し
て
捏
ね
る
必
要

が
あ
る
も
の
だ
。
評
論
家
は
よ
く
そ
れ
を
や
つ
て
喝
采
を
拍
す
る
も
の
だ
が
、

私
は
そ
れ
ら
の
理
窟
を
骨
抜
き
に
し
て
か
か
り
た
い
。
正
味
を
秤はか
つ
て
見
て

か
ら
も
の
を
言
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ
ル
」
の
正
味

は
今
日
に
於
て
は
明
瞭
に
俳
句
精
神
が
老
年
者
の
遊
び
文
学
で
な
か
つ
た
こ

14俳句は老人文学ではない



と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
芭
蕪
、
蕪
村
、
凡
兆
、
子
規
、
碧
梧
桐
と
数
へ

て
来
て
も
、
皆
、
壮
年
期
に
俳
句
精
神
と
格
闘
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
成
程

彼
ら
は
風
流
と
か
、
わ
び
、
さ
び
、
し
を
り
の
心
は
求
め
て
ゐ
た
け
れ
ど
、

よ
ぼ
よ
ぼ
腰
の
老
人
芸
の
な
か
に
匿
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
元
気
横

溢
す
る
と
こ
ろ
の
気
魄
で
、
何
も
彼
も
打
つ
か
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
凡
ゆ
る
芸
術
的
衝
動
が
さ
う
で
あ
る
や
う
に
老
い
ぼ
け
て
、
氷
の
や
う

に
磨
き
澄
さ
れ
た
俳
句
道
が
歩
け
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
若
い
気
魄
を

も
つ
壮
年
者
の
間
に
俳
句
が
育
て
ら
れ
て
行
つ
て
こ
そ
、
「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ

ル
」
が
生
れ
る
の
で
あ
ら
う
。

「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ
ル
」
は
今
日
に
於
て
は
単
純
な
一
つ
の
現
象
と
し
て
見
て

も
い
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
は
将
来
を
暗
示
す
る
に
余
り
に
も
多

15



く
の
意
味
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
飢
ゑ
て
ゐ
た
も
の
は
「
ミ
ヤ

コ
・
ホ
テ
ル
」
で
は
決
し
て
な
か
つ
た
け
れ
ど
、
何
や
ら
「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ

ル
」
の
内
容
や
素
材
や
表
現
や
ら
が
ど
う
や
ら
我
々
の
考
へ
て
ゐ
た
も
の
に

近
づ
い
て
ゐ
た
こ
と
を
、
感
じ
る
か
ら
だ
。
こ
の
作
品
に
非
難
を
加
へ
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
骨
格
に
美
し
さ
柔
ら
か
さ
、
新
鮮
さ
が
あ
る
の

で
あ
る
。

　
俳
句
が
ど
う
に
か
し
て
新
し
く
な
り
た
い
と
い
ふ
願
ひ
を
持
ち
、
百
万
の

俳
人
が
群
が
つ
て
発
句
を
攻
撃
し
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
子
規
以

後
に
彼
ほ
ど
に
旗
幟
鮮
明
な
勢
ひ
を
も
つ
て
発
句
城
に
迫
つ
た
も
の
は
な
い
、

　
　
そ
し
て
今
日
で
も
句
壇
は
変
ら
う
と
し
新
し
く
な
ら
う
と
し
て
、
悲
し

い
身
悶
え
を
続
け
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
つ
て
、
実
際
は
却
々
変
れ
も
し
な
い
し

16俳句は老人文学ではない



新
し
く
も
な
れ
な
い
の
だ
。
何
時
ま
で
そ
れ
が
続
け
ら
れ
る
か
疑
問
で
は
あ

る
が
、
何
時
か
は
俳
句
も
変
り
新
し
く
な
る
と
き
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
そ

の
「
何
時
か
」
が
却
々
や
つ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
俳
句
自
身
が
生
き
も
の

で
あ
つ
た
ら
、
俳
句
自
身
さ
へ
苦
し
い
呼
吸
を
吐
い
て
ゐ
る
訳
だ
。
何
か
の

た
め
に
変
つ
て
了
は
な
け
れ
ば
二
百
年
の
脱
皮
が
叶
は
ぬ
の
で
あ
る
。
い
つ

か
は
変
る
こ
と
は
信
じ
ら
れ
る
し
、
現
に
変
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
も
気
が
つ

く
の
だ
。
只
、
私
は
待
ち
遠
く
、
そ
し
て
待
ち
く
た
び
れ
て
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な

つ
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
。
待
つ
て
甲
斐
の
あ
る
こ
と
と
は
信
じ
ら
れ
な
い

の
だ
が
…
…
。

　
茲
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
俳
句
作
品
に
従
事
す
る
ほ
ど
の
人
々

17



は
、
大
抵
、
俳
句
を
職
業
と
し
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
俳
句
を
書
い
て
色

紙
短
冊
を
売
る
こ
と
す
ら
幾
ら
か
顔
を
赧
ら
め
る
ほ
ど
の
謙
抑
な
人
々
な
の

で
あ
る
。
原
稿
は
一
枚
幾
ら
と
い
ふ
紙
幣
に
換
算
さ
れ
る
の
に
、
何
故
色
紙

短
冊
に
金
を
取
つ
て
悪
い
の
で
あ
ら
う
。
何
故
、
俳
人
諸
氏
は
短
冊
の
希
望

者
に
紙
幣
を
要
求
し
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
恥
か
し
い
気
持
が
あ
る
の
か
、

但
し
は
昔
か
ら
の
し
き
た
り
で
取
り
に
く
い
為
に
取
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
れ
を
打
ち
ま
け
て
い
へ
ば
俳
句
精
神
の
神
聖
さ
を
感
じ
過
ぎ
て
ゐ
て
、
本

統
に
職
業
と
し
て
俳
句
を
取
扱
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
め
た
い
不
本

意
な
、
何
や
ら
極
り
の
わ
る
い
気
持
で
そ
れ
を
ハ
ツ
キ
リ
言
は
な
い
の
だ
。

原
稿
料
を
文
士
は
平
然
と
し
て
取
る
や
う
に
俳
人
は
悠
然
と
し
て
染
筆
料
を

取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
、
そ
れ
は
文
士
は
雑
誌
社
と
か
新
聞
社
と
か
い
ふ
機

18俳句は老人文学ではない



関
に
向
つ
て
そ
れ
を
要
求
す
る
か
ら
し﹅
や﹅
す﹅
い﹅
が
、
短
冊
色
紙
の
希
望
者
は

大
抵
個
人
が
多
い
か
ら
取
り
に
く
い
ら
し
い
、
併
し
そ
れ
を
突
破
し
な
け
れ

ば
純
粋
な
俳
人
は
ど
う
し
て
食
つ
て
行
け
る
の
だ
。
色
紙
短
冊
の
希
望
者
は

菓
子
折
な
ど
を
携
げ
て
行
く
よ
り
も
天
下
の
紙
幣
を
包
ん
で
、
原
稿
料
と
し

て
引
換
へ
に
短
冊
を
受
取
る
べ
き
で
あ
る
。
あ﹅
は﹅
よ
く
ば
只
で
書
い
て
貰
へ

る
な
ど
と
吝
な
こ
と
を
考
へ
る
な
か
れ
。
俳
人
が
俳
句
で
食
ふ
の
に
何
の
恥

か
し
さ
が
あ
る
の
だ
。
俳
句
も
も
つ
と
生
活
苦
の
な
か
を
く
ぐ
り
抜
け
な
け

れ
ば
、
磨
か
れ
ず
に
終
つ
て
了
ふ
の
だ
。
天
下
の
俳
人
に
た
だ
で
短
冊
を
か

い
て
も
ら
ふ
考
へ
を
も
つ
や
う
な
人
は
、
心
か
ら
恥
ぢ
て
引
き
さ
が
る
べ
き

で
あ
る
。

　
雑
誌
『
曲
水
』
に
河
東
碧
梧
桐
氏
が
あ
れ
ほ
ど
の
大
名
と
仕
事
を
さ
れ
て

19



ゐ
な
が
ら
、
赤
貧
に
甘
ん
じ
て
居
ら
れ
る
と
い
ふ
小
泉
迂
外
氏
の
文
章
を
よ

ん
で
、
私
は
こ
れ
も
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
な
が
ら
終
日
怏
々
と
し
て
楽
し

ま
な
か
つ
た
。
碧
門
の
人
々
の
活
動
に
よ
つ
て
一
万
円
く
ら
ゐ
集
め
て
碧
師

に
お
く
る
こ
と
く
ら
ゐ
は
出
来
な
い
の
か
。
天
下
の
俳
句
道
か
ら
こ
れ
く
ら

ゐ
の
こ
と
を
や
る
人
が
ゐ
な
い
の
か
。
小
学
生
が
古
新
聞
を
一
人
が
十
枚
く

ら
ゐ
づ
つ
持
ち
よ
つ
て
飛
行
機
を
作
り
あ
げ
た
と
い
ふ
が
、
天
下
の
俳
人
が

そ
の
何
々
派
に
か
か
は
ら
ず
我
が
碧
梧
桐
氏
の
た
め
に
一
万
円
ぐ
ら
ゐ
は
何

で
も
な
い
で
は
な
い
か
。
さ
う
い
ふ
美
挙
は
俳
句
道
だ
け
で
許
さ
れ
る
事
が

ら
で
あ
つ
て
、
さ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
碧
梧
桐
氏
は
か
ら
か
ら
と
笑

つ
て
そ
れ
を
平
然
と
し
て
受
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
他
の
文
学
範
囲
と
異
つ
て
俳
句
作
品
に
従
ふ
人
々
は
悉
く
実
証
的
な
生
活

20俳句は老人文学ではない



者
で
あ
り
、
家
庭
を
経
営
す
る
人
々
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
壮
年
期
の

魂
を
も
つ
人
々
な
の
だ
。
ナ
マ
若
い
詩
や
歌
に
は
い
り
切
れ
な
い
心
に
は
重

い
も
の
を
負
ひ
、
そ
の
重
い
も
の
を
片
づ
け
る
た
め
に
俳
句
の
精
神
に
く
ぐ

り
込
ま
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
老
年
者
の
手
弄あそ
び
の
や
う
な
生

や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

　
他
に
職
業
を
持
つ
て
ゐ
る
た
め
に
句
を
作
る
と
い
ふ
こ
と
が
外
側
か
ら
遊

び
の
や
う
に
見
ら
れ
る
が
、
実
際
、
俳
句
の
制
作
は
何
時
も
苦
し
ま
ね
ば
生

れ
な
い
の
だ
。
形
式
は
狭
小
で
は
あ
る
け
れ
ど
そ
れ
だ
け
苦
汁
を
吐
く
ご
と

き
状
態
も
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
単
に
俳
句
を
作
る
と
い
ふ
や
う

な
ノ
ン
ビ
リ
さ
は
そ
こ
に
は
既も
う
見
え
な
く
な
つ
て
、
凡
ゆ
る
芸
術
制
作
の

苦
し
さ
ば
か
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
を
見
て
も
決
し
て
俳
句
が
老

21



人
文
学
で
な
い
こ
と
が
判
る
の
だ
。

　
で
は
青
年
は
な
ぜ
俳
句
に
気
根
を
持
つ
て
集
ら
ぬ
か
。
和
歌
や
詩
や
小
説

ほ
ど
に
何
故
群
が
つ
て
俳
句
に
投
じ
な
い
か
と
い
へ
ば
、
俳
句
に
は
色
気
が

な
い
こ
と
に
原
因
す
る
の
だ
。
情
操
が
盛
り
き
れ
な
い
こ
と
を
不
満
に
感
じ

る
の
だ
。
ぼ
ん
く
ら
の
俳
句
観
は
か
う
い
ふ
ふ
う
に 

後  

退 

あ
と
ず
さ

り
す
る
の
だ
。

「
ミ
ヤ
コ
・
ホ
テ
ル
」
の
表
現
効
果
の
美
事
さ
に
ま
で
行
き
着
け
な
い
で
ゐ

る
う
ち
に
、
俳
句
に
色
気
が
な
い
と
定
め
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
或
ひ
は
今

後
の
俳
句
の
切
り
ひ
ら
い
て
行
く
と
こ
ろ
は
小
説
の
畠
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
の
だ
。
性
慾
を
根
こ
そ
ぎ
抜
い
て
し
ま
つ
た
去
勢
さ
れ
て
ゐ
た
俳
句
に
、

肉
が
つ
き
色
気
が
つ
き
、
ぽ
つ
ち
や
り
と
し
て
こ
そ
、
そ
の
方
向
に
明
る
み

を
見
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
今
ま
で
そ
つ
と
し
て
置
い

22俳句は老人文学ではない



た
生
活
情
勢
や
心
理
描
写
な
ど
の
方
面
か
ら
、
ま
る
で
俳
句
が
生
れ
変
つ
た

や
う
に
多
く
の
素
材
の
な
か
を
突
き
抜
け
て
ゆ
く
か
も
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。

陳
腐
な
自
然
観
照
と
用
語
の
常
套
的
な
繰
り
返
し
か
ら
解
放
さ
れ
て
行
き
、

夥
し
い
生
活
を
拓
い
て
ゆ
く
こ
と
が
標
準
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
若
し
こ
の
気
持
を
再
考
す
る
こ
と
な
し
に
ノ
ラ
ク
ラ
と
今
ま
で
と
同
じ

い
道
を
歩
く
や
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
俳
句
は
何
時
ま
で
も
今
の
や
う
に
渋

滞
し
て
進
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
調
子
の
破
壊
や
表
現
形
式

を
叩
き
壊
す
こ
と
は
、
ず
つ
と
後
に
考
へ
る
こ
と
で
あ
つ
て
肝
心
な
こ
と
は

素
材
を
広
く
に
あ
さ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
つ
と
心
理
的
な
描
法
に
よ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
の
だ
。
俳
句
を
救
ふ
道
は
こ
れ
一
つ
し
か
な
い
。
古
典
研
究
も
一
つ

の
標
準
な
し
に
行
は
れ
た
ら
や
は
り
在
り
来
り
の
評
釈
と
し
か
な
ら
な
い
の

23



で
あ
る
。
取
り
わ
け
愚
に
も
つ
か
な
い
形
式
破
壊
な
ぞ
を
何
十
年
続
け
て
ゐ

て
も
、
俳
句
は
十
七
文
字
に
き
つ
と
戻
つ
て
く
る
の
だ
。
時
計
の
針
の
や
う

に
舞
ひ
も
ど
つ
て
来
る
の
だ
。
そ
れ
ほ
ど
磁
石
の
や
う
に
正
確
な
形
式
文
学

と
し
て
の
伝
統
は
こ
れ
を
破
壊
す
る
ほ
ど
愚
劣
さ
を
繰
り
返
さ
れ
る
ば
か
り

な
の
だ
。

　
俳
句
が
老
人
文
学
で
な
い
こ
と
を
私
は
述
べ
て
来
た
が
、
何
時
か
も
私
が

書
い
た
や
う
に
俳
句
ほ
ど
「
思
ひ
出
す
文
学
」
は
ち
よ
い
と
見
当
ら
な
い
、

四
五
人
の
人
々
が
よ
く
寄
り
な
が
ら
発
句
で
も
作
つ
て
見
る
か
な
、
と
簡
単

に  

戯    

談  

じ
よ
う
だ
ん

の
や
う
に
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
の
次
の
瞬
間
に
は
そ
ん

な
戯
談
は
決
し
て
言
は
な
く
な
り
、
そ
し
て
発
句
が
口
で
い
ふ
ほ
ど
然しか
く
簡

24俳句は老人文学ではない



単
に
は
作
れ
な
い
と
い
ふ
事
実
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
這
入
り
や
す
い
も

の
が
奈
何
に
実
際
的
に
は
い
り
切
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
に
気
が
つ
く
の
だ
。

そ
し
て
戯
談
と
い
ふ
も
の
が
言
つ
た
あ
と
で
い
か
に
味
気
な
い
も
の
で
あ
る

か
に
、
注
意
す
る
や
う
に
な
る
の
だ
。
俳
句
は
そ
の
や
う
に
平
明
で
そ
し
て

何
処
か
に
柔
ら
か
い
厳
格
さ
を
も
髣
髴
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
一
つ
俳

句
で
も
つ
く
つ
て
見
る
か
な
」
と
い
ふ
軽
快
な
戯
談
は
も
は
や
通
ら
な
い
の

で
あ
る
。
「
俳
句
は
作
る
ほ
ど
難
し
く
な
る
。
」
と
い
ふ
嘆
息
が
つ
い
口
を

つ
い
て
出
て
来
る
や
う
に
な
る
と
、
も
う
俳
句
道
に
明
確
に
は
い
り
込
ん
で

ゐ
る
の
だ
。
ど
う
か
皆
さ
ん
、
「
俳
句
で
も
一
つ
作
つ
て
見
る
か
、
」
な
ど

と
い
ふ
戯
談
は
仰
有
ら
な
い
や
う
に
、
そ
し
て
老
人
文
学
な
ぞ
と
簡
単
に
片

づ
け
て
く
だ
さ
ら
な
い
や
う
に
。

25
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