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竹　

内　
　

正　
（
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
会
員
）

一
　
発
端

平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
に
北
杜
夫
さ
ん
が
急
逝
し
て
五
年
目
の
平
成

二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
の
秋
、
信
州
大
学
附
属
中
央
図
書
館
に
お
い
て
「
没

後
5
年
北
杜
夫
展
―
―
作
品
に
描
か
れ
た
信
州
松
本
―
―
」
が
開
催
さ
れ
、
見

学
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
前
年
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
に
は
斎

藤
家
よ
り
、
北
さ
ん
の
蔵
書
六
百
冊
以
上
が
本
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
、「
北
杜
夫

文
庫
」
も
創
設
さ
れ
て
い
た
。
見
学
で
は
、
当
時
副
館
長
で
あ
っ
た
村
田
輝
様

の
ご
案
内
で
、
北
さ
ん
自
筆
の
短
歌
の
掛
け
軸
や
エ
ッ
セ
イ
原
稿
と
出
会
い
、

更
に
は
「
北
杜
夫
文
庫
」
に
も
入
室
見
学
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
医

学
部
の
ス
ピ
ン
オ
フ
展
示
「
作
家
・
北
杜
夫
っ
て
ド
ク
タ
ー
だ
っ
た
の
⁈
」
も

拝
見
し
た
。
い
ず
れ
も
い
ず
れ
も
、
北
さ
ん
の
面
影
を
彷
彿
と
さ
せ
る
興
味
深

い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
見
学
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
村
田
様
よ
り
北
杜
夫

作
品
に
つ
い
て
の
原
稿
の
ご
依
頼
を
い
た
だ
い
た
。
若
い
頃
よ
り
趣
味
の
短
歌

を
詠
み
な
が
ら
、
北
さ
ん
の
作
品
に
親
し
ん
で
き
た
さ
さ
や
か
な
歩
み
の
一
端

を
ま
と
め
る
機
会
に
と
思
い
、
お
引
き
受
け
す
る
こ
と
と
し
た
。
今
年
度
で
八

回
目
の
投
稿
と
な
る
。

思
え
ば
、
北
さ
ん
と
の
交
流
は
大
学
時
代
の
卒
業
論

((

(文
の
テ
ー
マ
を
北
杜
夫

と
し
た
時
か
ら
で
あ
っ
た
。
読
む
ほ
ど
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
多
彩
な
作
品
の

文
体
、
ユ
ー
モ
ア
と
叙
情
性
、
一
方
で
西
洋
風
な
ロ
ジ
ッ
ク
と
そ
れ
を
支
え
る

膨
大
な
知
識
等
、
そ
の
魅
力
に
惹
か
れ
北
さ
ん
を
、
た
だ
な
ら
ぬ
人
と
思
っ
た

頃
が
懐
か
し
い
。
大
学
四
年
の
秋
、
北
さ
ん
に
お
会
い
し
た
い
と
思
い
、
初
め

て
手
紙
を
お
送
り
し
た
と
こ
ろ
、
お
返
事
を
い
た
だ
い
た
。

　
（
前
略
）
今
、
ウ
ツ
で
す
。
南
米
移
民
の
長
篇
に
第
一
部
が
終
り
、
来
年

一
月
末
に
本
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
申
訳
な
い
の
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ

面
会
謝
絶
に
し
て
お
り
ま
す
。
お
元
気
で　

が
ん
ば
っ
て
下
さ
い
。
北
杜
夫

そ
の
後
、
様
々
な
機
会
に
お
手
紙
を
お
送
り
し
、
三
度
ほ
ど
ご
自
宅
に
伺

い
面
識
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
北
さ
ん
の
作
品
に
最
初
に
出

会
っ
た
の
は
中
学
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
か
れ
こ
れ
半
世
紀
が
経
っ

た
こ
と
に
な
る
。
時
の
流
れ
の
速
さ
を
感
じ
る
。

母
親
の
影
響
で
短
歌
を
趣
味
と
し
て
き
た
私
は
、
北
さ
ん
の
お
父
上
で
あ

る
斎
藤
茂
吉
の
短
歌
に
も
親
し
ん
で
き
た
。
北
さ
ん
が
亡
く
な
り
三
年
が
経

ち
、
か
ね
て
か
ら
一
度
は
茂
吉
の
原
点
と
な
る
山
形
を
訪
れ
、
往
時
の
茂
吉
や

北
さ
ん
の
郷
愁
に
触
れ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
募
り
、
つ
い
に
平
成
二
十
七

（
二
〇
一
五
）
年
の
春
、
初
め
て
山
形
を
訪
れ
た
。
上
山
で
は
「
山
城
屋
」「
斎

藤
茂
吉
記
念
館
」、
金
瓶
の
「
茂
吉
生
家
」「
金
瓶
学
校
」「
宝
泉
寺
」
等
を
見

学
し
た
。

茂
吉
生
家
の
庭
に
は
立
派
な
松
が
生
い
茂
っ
て
お
り
、
そ
の
立
て
看
板
に
は

　
斎
藤
茂
吉
遺
骨
埋
骨
式
体
験
記



64

「
最
上
川
の
松　

命
名
北
杜
夫　

由
香
」と
筆
字
で
書
か
れ
て
い
た
。
宝
泉
寺
で

は
、
茂
吉
の
お
墓
に
墓
参
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
お
寺
か
ら
ほ
ど
近
い
茂

吉
の
母
の
火
葬
場
跡
を
訪
ね
、
歌
碑
に
手
を
合
わ
せ
た
。
実
際
そ
の
場
に
立
っ

て
み
る
と
、「
死
に
た
ま
ふ
母
」（『
赤
光
』）
の
連
作
が
思
い
出
さ
れ
た
。

死
に
近
き
母
に
添そ

ひ
ね寢

の
し
ん
し
ん
と
遠と

ほ
だ田

の
か
は
づ
天て

ん

に
聞き

こ

ゆ
る

桑
の
香
の
靑
く
た
だ
よ
ふ
朝あ

さ
あ
け明

に
堪た

へ
が
た
け
れ
ば
母
呼
び
に
け
り

我わ

が
母
よ
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
我わ

が
母
よ
我わ

を
生う

ま
し
乳ち

足た

ら
ひ
し
母
よ

（『
齋
藤
茂
吉
全
集　

第
一
巻
』（「
初
版
赤
光
」「
死
に
た
ま
ふ
母
」
よ
り
）

そ
の
日
は
、
茂
吉
ゆ
か
り
の
肘
折
温
泉
に
一
泊
し
、
茂
吉
が
入
浴
し
た
と
い

う
湯
船
に
し
み
じ
み
と
浸
か
っ
た
。
翌
日
は
、
茂
吉
が
疎
開
し
た
大
石
田
を
訪

ね
「
聴

ち
ょ
う
き
ん禽

書し
ょ
お
く屋

」
を
見
学
し
た
。
二
階
に
は
「
千

せ
ん
り
ょ
に
か
な
ら
ず
い
っ
と
く
あ
り

慮
必
有
一
淂
」（
史
記
）
の

額
が
当
時
の
ま
ま
に
飾
ら
れ
て
お
り
、
庭
に
は
茂
吉
の
好
き
だ
っ
た
翁
草
が
群

れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
茂
吉
が
よ
く
散
策
し
た
と
い
う
最
上
川
の
ほ
と
り
を
散

歩
し
、
乗
船
寺
に
あ
る
茂
吉
の

((

(墓
に
墓
参
し
た
。

こ
の
最
初
の
山
形
行
は
、
茂
吉
作
品
の
原
点
に
触
れ
る
体
験
で
あ
り
、
同
時

に
、
旧
制
松
本
高
等
学
校
時
代
の
北
さ
ん
の
山
形
で
の
足
跡
を
た
ど
り
、
こ
の

親
子
二
人
の
当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
理
解
す
る
上
で
貴
重
な
旅
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
、
先
の
信
州
大
学
の
論
文
「
松
本

時
代
の
北
杜
夫　

其
の
一
」
発
行
の
際
、
ご
紹
介
の
葉
書
を
斎
藤
茂
吉
記
念
館

に
お
送
り
し
た
と
こ
ろ
、
自
宅
に
「
斎
藤
茂
吉
記
念
全
国
大
会

(3

(

」
の
ご
案
内
を

送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
以
来
『
斎
藤
茂
吉
記
念
歌
集
』
に
詠
草
を
投
稿
す
る
よ

う
に
な
り
、
毎
年
楽
し
み
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

山城屋にて
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最上川の松

火葬場跡
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こ
の
よ
う
に
、
山
形
を
身
近
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
私
で
あ
っ

た
が
、「
生
誕
１
４
０
年
第
48
回
斎
藤
茂
吉
記
念
全
国
大
会
」
の
ご
案
内
が
届
い

た
令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
の
年
の
暮
れ
、
以
下
の
記
載
を
見
て
、
非
常
に
驚

い
た
。

全
国
大
会
の
主
な
行
事

○　

斎
藤
茂
吉
の
遺
骨
埋
骨

(4

(式

　
　

(0

：

00
～
(0

：30
（
宝
泉
寺
／
上
山
市
金
瓶
地
区
内
見
学
自
由
・
墓
参
可
） 

　
　

※
9

：

30
か
ら
の
墓
前
行
事
は
関
係
者
の
み
と
な
り
ま
す
。（
以
下
略
）

更
に
、
申
込
書
の
隣
「
斎
藤
茂
吉
の
遺
骨
埋
骨
式
に
つ
い
て
」
に
は
以
下
の

よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た
。

　

斎
藤
茂
吉
の
次
男
北
杜
夫
（
斎
藤
宗
吉
）
が
、
保
管
し
て
い
た
茂
吉
の
遺

骨
の
数
片
を
金
瓶
宝
泉
寺
境
内
の
茂
吉
の
墓
に
埋
骨
し
ま
す
。
親
族
・
関
係

者
が
埋
骨
す
る
際
に
自
由
に
見
学
し
て
い
た
だ
き
、
埋
骨
式
終
了
後
は
墓
参

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
北
杜
夫
が
遺
骨
を
納
め
て
い
た
仏
壇
等
に
つ
い
て

は
撥
遺
式
（
魂
抜
き
）
を
行
い
、
茂
吉
記
念
館
内
集
会
室
に
展
示
し
て
い
ま

す
。

こ
の
説
明
を
読
み
、
私
は
北
さ
ん
の
私
小
説
「
死
」（『
北
杜
夫
全
集　

第
五

巻
』
新
潮
社
）
の
一
節
を
思
い
出
し
た
。「
死
」
は
、
茂
吉
の
臨
終
前
後
に
つ

い
て
、
自
身
の
仙
台
で
の
生
活
や
心
境
を
克
明
に
描
き
な
が
ら
、
茂
吉
と
の
忘

れ
ら
れ
な
い
思
い
出
を
回
想
し
、
科
学
的
、
即
物
的
な
筆
致
で
描
い
た
作
品
で

あ
っ
た
。
昭
和
三
十
九
年
三
月
の
「
世
界
」
に
発
表
し
た
当
時
は
賛
否
の
あ
っ

た
作
品
で
、
文
芸
雑
誌
の
対
談
で
は
酷
評
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
川
端
康

翁草
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成
か
ら
は
賞
讃
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
と
、北
さ
ん
は
「
創
作
余
話
（
１
）」（『
北

杜
夫
全
集　

第
五
巻
』
付
録
月
報
(
）
に
記
し
て
い
る
。

　

私
は
な
お
東
京
に
八
日
間
い
た
。
一
夜
、
そ
っ
と
骨
壺
を
あ
け
、
父
の
骨

の
四
、五
片
を
と
り
だ
し
て
紙
に
包
ん
だ
。
そ
れ
を
持
っ
て
、
私
は
仙
台
に

戻
っ
た
。（P.(4(

）

ま
た
、『
或
る
青
春
の
日
記
』（
中
央
公
論
社
）、『
茂
吉
晩
年
』（
岩
波
書
店
）

等
に
も
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　

三
月
十
日　

章
二
、ほ
か
の
子
供
と
隣
家
の
ニ
ワ
ト
リ
を
棒
で
打
ち
殺
す
。

「
夜
に
な
る
と
ニ
ワ
ト
リ
が
化
け
て
く
る
？
」
夜
、一
人
で
そ
っ
と
骨
壺
を
あ

け
、父
の
骨
の
四
、五
片
を
紙
に
つ
つ
ん
だ
。
ひ
そ
か
ご
と
で
あ
る
。（「
昭
和

二
十
八
年
」（PP.438-439

））

　

三
月
十
日
。「
夜
、一
人
で
そ
っ
と
骨
壺
を
あ
け
、父
の
骨
の
四
、五
片
を
紙

に
つ
つ
ん
だ
。
ひ
そ
か
ご
と
で
あ
る
」（
Ⅱ「「
つ
き
か
げ
」時
代
」（P.(73

））

改
め
て
作
品
に
目
を
通
し
て
い
る
う
ち
に
、
茂
吉
と
北
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い

た
ご
縁
を
大
切
に
、
こ
れ
は
、
ぜ
ひ
再
び
山
形
に
行
き
、
遠
く
か
ら
で
も
埋
骨

式
を
拝
見
し
、
墓
参
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
立
ち
、
詠
草
の
投
稿
と
と
も

に
、
斎
藤
茂
吉
記
念
全
国
大
会
へ
の
参
加
申
込
書
を
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

二
　
経
過

山
形
の
全
国
大
会
へ
の
参
加
を
決
め
、
遺
骨
埋
骨
式
の
見
学
、
墓
参
を
思
い

立
っ
た
私
で
あ
っ
た
が
、
ま
さ
か
実
際
に
埋
骨
式
に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
ろ
う
と
は
思
っ
て
も
み
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
振

り
返
っ
て
み
た
い
。

平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
の
秋
、
北
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
奥

様
、
由
香
様
と
は
何
度
か
ご
交
流
の
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
先
の
信
州

大
学
の
論
文
を
お
引
き
受
け
し
て
以
来
、
お
二
人
に
は
原
稿
や
資
料
の
ご
相
談

を
度
々
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ご
丁
寧
な
対
応
を
い
た
だ
い
て
き
た
。

平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
五
月
十
九
日
に
は
、
明
治
神
宮
参
集
殿
に
て

日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
定
期
総
会
が
開
催
さ
れ
、
由
香
様
の
ご
講
演
「
ど
く
と
る
マ

ン
ボ
ウ
家
の
素
顔
」を
拝
聴
し
た
。
ご
講
演
は
、茂
吉
と
輝
子
さ
ん
と
の
出
会
い

に
始
ま
り
、
輝
子
さ
ん
が
七
十
九
歳
で
南
極
、
八
十
歳
で
エ
ベ
レ
ス
ト
と
、
世

界
百
八
ヶ
国
を
旅
し
た
お
話
。
ま
た
、
北
さ
ん
の
躁
う
つ
病
の
際
の
テ
ン
ヤ
ワ

ン
ヤ
な
ご
家
族
の
様
子
等
を
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
楽
し
く
お
話
し
く
だ
さ
っ

た
。
一
方
で
、
急
逝
さ
れ
た
北
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
ご
無
念
な
日
々
の
お
話
も

お
聞
き
し
た
。
講
演
会
後
の
ご
挨
拶
で
は

「
あ
あ
、
竹
内
さ
ん
。
長
年
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
面
識
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
親
し
く
お
話
し
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年
八
月
に
は
、
お
偲
び
の
お
手
紙
を
お
送
り
し

た
と
こ
ろ
、由
香
様
よ
り
お
返
事
と
北
さ
ん
の
書
斎
の
ご
著
書
（『
マ
ン
ボ
ウ
ぼ

う
え
ん
き
ょ
う
』
と
『
青
春
詩
集　

う
す
あ
お
い
岩
か
げ
』）
を
送
っ
て
い
た
だ

い
た
。
特
に
『
青
春
詩
集　

う
す
あ
お
い
岩
か
げ
』
は
そ
の
後
、
信
州
大
学
の

「
松
本
時
代
の
北
杜
夫
」
の
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
大
切
な
資
料
で
あ
り
、北

さ
ん
が
研
究
の
方
向
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
に
は
、
山
梨
県
立
文
学
館
に
て
、「
企
画
展　

北
杜
夫
展　

ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
の
は
人
間
だ
け
で
す
」
が
開
催
さ
れ
た
。
十
一

月
三
日
に
は
、「
北
杜
夫
は
3
人
い
ま
し
た
―
喜
美
子
夫
人
が
語
る
波
乱
の
50
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年
」
の
ト
ー
ク
が
開
催
さ
れ
、
講
堂
で
喜
美
子
様
、
由
香
様
、
館
長
の
三
枝
昻

之
様
の
お
話
を
拝
聴
し
た
。
当
日
の
展
示
見
学
で
は
、
奥
様
、
由
香
様
と
お
会

い
で
き
、
ご
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
企
画
展
は
テ
ー
マ
ご
と
に
年
代
順

に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
豊
富
な
資
料
と
と
も
に
多
面
的
な
北
さ
ん
の
文
学
活
動

を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
た
。
展
示
の
中
に
は
松
本
時
代
に
ゆ
か
り
の
あ
る
「
憂

行
」
の
印
や
「
憂
行
日
記
」「
少
年
」
草
稿
、「
幽
霊　

第
一
章
原
稿
」
等
、
貴

重
な
資
料
が
多
く
、
見
入
っ
て
し
ま
う
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
に
は
由
香
様
よ
り
、
軽
井
沢
高
原
文
庫

に
お
け
る
睡
鳩
荘
の
朗
読
劇
、「
北
杜
夫
作
『
幽
霊
―
―
或
る
幼
年
と
青
春
の

物
語
―
―
』」
の
ご
案
内
を
い
た
だ
い
た
。
主
人
公
「
僕
」
の
ナ
イ
ー
ブ
な
内

面
を
ど
の
よ
う
に
朗
読
劇
で
表
現
さ
れ
る
の
か
、
何
か
新
し
い
発
見
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
と
期
待
し
て
申
し
込
ん
だ
も
の
の
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
で
中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
由
香
様
か
ら
は
「
緊
急
事
態
宣
言
と

な
り
、
残
念
な
が
ら
、
幽
霊
朗
読
会
を
中
止
に
す
る
そ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
事

務
局
様
か
ら
メ
ー
ル
が
い
く
と
思
い
ま
す
が
、
と
り
急
ぎ
、
ご
連
絡
い
た
し
ま

す
。
当
日
、
母
と
ご
挨
拶
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
残
念
で
す
」
と
メ
ー
ル
を

い
た
だ
き
、
そ
の
優
し
い
お
心
遣
い
に
感
謝
す
る
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
は
収
束
す
る
気
配
が
な
く
、
令
和

四
（
二
〇
二
二
）
年
の
年
明
け
早
々
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
（
Ｂ
Ａ
(
・
Ｂ
Ａ
(
）
が

確
認
さ
れ
、
二
月
に
は
第
六
波
の
ピ
ー
ク
と
な
っ
た
。
斎
藤
茂
吉
全
国
大
会
の

参
加
申
し
込
み
の
後
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
状
況
の
動
向
を
見
守
る

日
々
が
続
い
た
。
五
月
に
入
り
や
や
収
束
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
頃
、
斎
藤
茂

吉
記
念
全
国
大
会
事
務
局
様
に
開
催
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、「
現

在
、
開
催
と
し
て
準
備
を
す
す
め
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
万
が
一
感
染
の
急
拡

大
な
ど
不
測
の
事
態
が
起
き
、
開
催
が
困
難
と
判
断
し
た
際
に
は
、
参
加
予
定

の
方
々
に
対
し
ま
し
て
、
早
急
に
ご
連
絡
差
し
上
げ
ま
す
」
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。そ

こ
で
、
五
月
五
日
、
由
香
様
に
全
国
大
会
参
加
の
意
向
を
お
伝
え
し
た
と

こ
ろ
、由
香
様
よ
り
前
日
か
ら
当
日
の
日
程
の
中
で
「
是
非
、母
と
ど
こ
か
で
ご

挨
拶
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
ど
こ
か
で
お
時
間
ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
メ
ー

ル
を
い
た
だ
い
た
。
更
に
、
斎
藤
茂
吉
記
念
館
に
当
日
の
日
程
を
確
認
し
て
く

だ
さ
り
、「
五
月
十
五
日
（
日
）、
宝
泉
寺
で
九
時
三
十
分
～
九
時
五
十
分
、
墓

前
行
事
が
あ
り
ま
す
。
予
備
席
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
万
が
一
、
ご
興
味
が
あ

れ
ば
お
席
は
ご
ざ
い
ま
す
と
の
こ
と
で
す
。
宝
泉
寺
の
前
に
駐
車
場
が
あ
り
、

そ
こ
に
車
が
お
け
る
そ
う
で
す
。
ま
た
十
時
～
十
時
半
、
宝
泉
寺
で
埋
骨
式
が

あ
り
、
ご
参
加
可
能
で
す
」
と
詳
し
い
日
程
に
加
え
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
お

席
の
ご
案
内
ま
で
い
た
だ
い
た
。
軽
井
沢
高
原
文
庫
の
朗
読
劇
中
止
と
い
う
残

念
な
お
話
も
あ
っ
た
の
で
、
墓
前
行
事
、
埋
骨
式
、
い
ず
れ
も
、
貴
重
な
機
会

と
考
え
、
ご
厚
情
に
甘
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
謹
ん
で
ご
同
席
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
希
望
を
お
伝
え
し
た
。

三
　
全
国
大
会
前
日

令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
五
月
十
四
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
第
六
波

は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。
斎
藤
茂
吉
記
念
館
か
ら
の
全
国
大
会
中
止
の
連
絡
も

な
か
っ
た
。
朝
の
う
ち
は
、
梅
雨
前
線
の
影
響
で
太
平
洋
側
を
中
心
に
雨
雲
が

覆
う
日
で
あ
っ
た
が
、
私
は
七
年
前
の
ル
ー
ト
で
、
再
び
山
形
に
向
け
早
朝
自

宅
を
出
発
し
た
。
途
中
新
潟
で
は
一
時
雨
が
激
し
く
降
っ
た
が
、
小
国
街
道
を

通
る
こ
ろ
に
は
天
気
は
す
っ
か
り
回
復
し
て
い
た
。

斎
藤
茂
吉
記
念

(5

(館
に
は
昼
過
ぎ
に
到
着
し
た
。
由
香
様
と
の
事
前
の
メ
ー
ル

で
は
、奥
様
と
由
香
様
は
前
日
、記
念
館
に
て
埋
骨
式
の
打
ち
合
わ
せ
が
あ
り
、

前
日
に
記
念
館
を
見
学
す
る
私
と
の
予
定
と
重
な
り
、「
お
会
い
で
き
る
か
も
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知
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
受
付
で
簡
単
に
自
己
紹
介
を
す
ま
せ

る
と
、
由
香
様
か
ら
と
い
う
封
筒
を
受
け
取
り
、
受
付
を
通
し
て
い
た
だ
い
た
。

中
に
は
、
記
念
館
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、「
斎
藤
茂
吉
記
念
館
図
録
」、
開
館
50
周

年
記
念
の
切
手
シ
ー
ト
、
梧
竹
臨
写
帖
書
画
の
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
、
そ
し
て
美

し
い
一
筆
箋
が
二
冊
入
っ
て
い
た
。

ま
も
な
く
、
由
香
様
と
奥
様
が
記
念
館
に
到
着
さ
れ
る
こ
ろ
か
と
思
い
つ

つ
、ロ
ッ
カ
ー
に
荷
物
を
入
れ
、館
内
を
見
学
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
ず
、受
付

を
過
ぎ
て
一
階
集
会
室
に
は
、
茂
吉
が
晩
年
を
過
ご
し
た
居
間
兼
寝
室
・
書
斎

が
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
再
現
さ
れ
て
い
た
。
ご
家
族
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
も
新

設
さ
れ
て
お
り
、
北
さ
ん
の
お
顔
も
飾
ら
れ
て
い
た
。
ふ
と
後
ろ
を
振
り
向
く

と
、
展
示
戸
棚
の
目
線
よ
り
や
や
上
の
方
に
、
北
さ
ん
が
自
宅
の
押
入
れ
に
ひ

そ
か
に
保
管
し
て
い
た
と
い
う
茂
吉
の
遺
骨
を
し
ま
っ
て
お
い
た
ウ
ィ
ス
キ
ー

の
箱
と
小
さ
な
仏
壇
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
言
葉
を
失
っ
て
見
入
っ

て
し
ま
っ
た
。
茂
吉
が
逝
去
し
た
昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
、
東
北
大
学

医
学
部
を
卒
業
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ン
実
習
の
こ
ろ
の
北
さ
ん
や
、「
死
」
の
一
節

が
思
い
出
さ
れ
た
。

―
―
少
年
時
代
か
ら
横
暴
で
身
勝
手
な
父
親
を
お
っ
か
な
く
、
煙
っ
た
く
、

多
少
恨
み
が
ま
し
く
思
っ
て
い
た
北
さ
ん
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
十
年
終
戦
の

年
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
一
月
、
松
本
高
校
に
合
格
し
、
五
月
二
十
五
日

の
空
襲
で
家
も
標
本
も
焼
か
れ
て
し
ま
い
、
ひ
と
ま
ず
は
小
金
井
の
親
戚
宇
田

家
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
父
の
歌
集
『
寒
雲
』
を

も
ら
っ
て
信
州
松
本
へ
発
っ
た
。
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
文
学
書
を
読
ま
な
か
っ

た
北
さ
ん
で
あ
っ
た
が
、
父
の
歌
を
読
み
、
北
さ
ん
の
父
親
像
は
お
っ
か
な
い

父
親
か
ら
歌
人
茂
吉
に
大
き
く
変
貌
し
て
い
っ
た
。
松
本
に
来
て
か
ら
も
自
選

歌
集
『
朝
の
螢
』
を
読
み
、七
月
に
な
る
と
茂
吉
の
疎
開
先
の
山
形
で
『
赤
光
』

『
あ
ら
た
ま
』
と
出
会
っ
た
。
松
本
時
代
の
父
へ
の
思
い
は
、
茂
吉
愛
好
者
、
ひ

そ
か
な
崇
拝
者
へ
と
変
化
し
、
そ
の
後
も
そ
の
思
い
は
変
わ
ら
ず
仙
台
時
代
へ

と
続
い
て
い
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
当
時
北
さ
ん
が
茂
吉
の
遺
骨
に
抱
い
た
思
い

の
一
つ
に
は
、
唯
一
無
二
の
優
れ
た
表
現
者
と
し
て
の
父
へ
の
強
い
憧
れ
や
、

い
つ
ま
で
も
自
分
の
文
筆
活
動
を
傍
で
見
守
っ
て
い
て
ほ
し
い
と
い
う
強
い
願

い
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
。

そ
の
後
、
ゆ
る
や
か
な
階
段
を
下
り
て
地
下
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
見
学
し

た
。
守
谷
夫
妻
記
念
室
、
映
像
展
示
室
と
見
学
し
、
常
設
展
示
室
の
茂
吉
の
書

を
見
学
し
て
い
る
と
、
記
念
館
の
学
芸
員
さ
ん
に
声
を
か
け
ら
れ
、
館
長
室
に

案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。

館
長
室
に
は
、
奥
様
、
由
香
様
、
秋
葉
四
郎
館
長
様
（
元
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ

会
長
）、
そ
し
て
斎
藤
茂
一
様
（
茂
吉
の
長
男
・
茂
太
の
息
子
、
斎
藤
病
院
常
務

理
事
）
ご
夫
妻
が
お
ら
れ
た
。
緊
張
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
皆
さ
ん
と
名
刺
を
交

換
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
自
己
紹
介
を
す
ま
せ
た
と
こ
ろ
で
、
奥
様
か
ら
改
め
て

「
長
年
、
主
人
の
作
品
で
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

と
ご
挨
拶
が
あ
り
、
お
菓
子
を
い
た
だ
い
た
。
恐
縮
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の

北
さ
ん
と
の
ご
交
流
の
思
い
出
や
、
信
州
大
学
の
論
文
の
こ
と
、
斎
藤
茂
吉
文

学
館
の
感
想
な
ど
を
お
話
し
し
た
。
短
時
間
で
は
あ
っ
た
が
、
皆
さ
ん
と
終
始

和
や
か
に
面
識
の
機
会
を
い
た
だ
け
た
こ
と
に
感
謝
し
、
学
芸
員
さ
ん
と
館
長

室
を
退
室
し
た
。

再
び
地
下
展
示
室
に
戻
り
、
常
設
展
示
の
続
き
を
見
学
し
た
。
改
め
て
茂
吉

の
人
生
を
見
て
い
く
と
、
前
回
七
年
前
の
見
学
の
時
以
上
に
、
茂
吉
の
偉
大
さ

が
感
じ
ら
れ
た
。
今
回
は
特
に
茂
吉
の
書
画
に
惹
か
れ
た
。
茂
吉
は
幼
少
期
か

ら
絵
や
習
字
が
得
意
だ
っ
た
と
い
う
が
、
作
品
に
は
、
栗
や
蕗
の
薹
や
南
瓜
、

猫
柳
等
、
生
き
生
き
と
描
か
れ
、
味
の
あ
る
茂
吉
特
有
の
筆
跡
で
短
歌
が
添
え

ら
れ
て
い
る
。
生
涯
「
寫
生
道
」
を
求
め
貫
き
通
し
た
、
壮
絶
な
茂
吉
の
命
が

甦
っ
て
く
る
よ
う
な
展
示
で
あ
っ
た
。
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見
学
を
し
て
い
く
と
、
明
日
の
打
ち
合
わ
せ
を
済
ま
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
、
奥
様
と
由
香
様
が
常
設
展
示
室
で
見
学
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
先
ほ
ど
は
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
土
産
を
お
渡
し
し
た
い
の
で
す

が
…
…
」

と
お
声
を
か
け
る
と
、
由
香
様
が
一
緒
に
一
階
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
。
階
段
を

上
り
な
が
ら
、

「
栗
は
お
好
き
で
す
か
」

と
お
聞
き
す
る
と
、

「
も
ち
ろ
ん
で
す
」

と
嬉
し
そ
う
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
玄
関
の
正
面
に
あ
る
茂
吉
翁
胸
像
と
ご

一
緒
に
写
真
を
撮
っ
て
い
た
だ
き
、
明
日
の
納
骨
式
に
つ
い
て
お
話
し
、
お
別

れ
し
た
。

そ
の
後
、
明
日
の
会
場
と
な
る
宝
泉
寺
を
訪
ね
、
ご
住
職
と
七
年
前
の
訪
問

を
懐
古
し
な
が
ら
ご
挨
拶
し
、
全
国
大
会
前
日
の
予
定
を
終
え
た
。

四
　
斎
藤
茂
吉
遺
骨
埋
骨
式
（
全
国
大
会
）
当
日

令
和
四
年
五
月
十
五
日
朝
九
時
、
宝
泉
寺
境
内
入
口
に
は
「
斎
藤
茂
吉
記
念

全
国
大
会
墓
前
行
事
会
場
」
の
立
て
看
板
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
少
年
茂
吉
が

尊
敬
し
て
い
た
佐
原
窿
應
和
尚
が
中
林
梧
竹
に
揮
毫
を
依
頼
し
た
と
い
う
「
金

峯
山
」
の
額
を
仰
ぎ
山
門
を
く
ぐ
る
と
、
ピ
ン
ク
ま
じ
り
の
白
躑
躅
が
満
開
に

咲
い
て
い
た
。
既
に
境
内
に
は
関
係
者
や
報
道
陣
、
見
学
者
が
大
勢
集
ま
っ
て

お
り
、
受
付
も
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
関
係
者
ら
し
き
方
に
、

「
長
野
か
ら
参
り
ま
し
た
竹
内
と
申
し
ま
す
」

と
声
を
か
け
さ
せ
て
も
ら
う
と
、

「
長
野
の
竹
内
さ
ん
で
す
」

茂吉翁胸像前
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と
受
付
を
呼
ん
で
く
だ
さ
り
、
前
日
茂
吉
記
念
館
で
お
会
い
し
た
学
芸
員
さ
ん

に
本
堂
へ
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。

墓
前
行
事
の
法
要
は
予
定
通
り
九
時
半
に
始
ま
り
、
奥
様
、
由
香
様
、
斎
藤

茂
一
様
ご
夫
妻
が
見
守
る
中
、
主
催
者
の
山
形
県
、
上
山
市
、
上
山
市
教
育
委

員
会
、
斎
藤
茂
吉
記
念
館
を
は
じ
め
、
多
く
の
関
係
者
が
集
い
、
粛
々
と
進
め

ら
れ
て
い
っ
た
。
最
初
に
、
司
会
者
か
ら
今
回
の
遺
骨
埋
骨
式
の
経
緯
が
紹
介

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ご
住
職
の
お
経
が
あ
げ
ら
れ
た
。
私
は
、
読
経
に
耳
を
か

た
む
け
な
が
ら
、
茂
吉
と
北
さ
ん
の
深
い
絆
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
。

―
―
―
昭
和
二
十
年
、
終
戦
の
年
の
七
月
、
旧
制
松
本
高
等
学
校
一
年
の
北

さ
ん
は
、
せ
っ
か
く
入
っ
た
思
誠
寮
で
あ
っ
た
が
、
食
糧
難
で
一
時
閉
鎖
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
北
さ
ん
は
茂
吉
の
疎
開
先
の
当
地
、
金
瓶
村
を
初
め
て

訪
ね
た
。
松
本
高
校
入
学
当
時
、茂
吉
の
『
寒
雲
』『
朝
の
蛍
』
に
感
動
し
た
北

さ
ん
は
、
こ
の
地
で
『
赤
光
』『
あ
ら
た
ま
』
と
運
命
的
な
出
会
い
を
し
、
益
々

茂
吉
を
尊
敬
す
る
よ
う
に
な
り
文
学
に
覚
醒
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

―
―
―
昭
和
二
十
一
年
一
月
（
冬
休
み
）
に
は
、
上
山
の
叔
父
（
高
橋
四

郎
兵
衛
）
が
経
営
す
る
山
城
屋
を
訪
ね
、
屋
根
裏
部
屋
で
過
ご
し
た
北
さ
ん
で

あ
っ
た
が
、
一
月
三
十
日
に
茂
吉
が
金
瓶
か
ら
大
石
田
（
二
藤
部
兵
衛
門
の
離

れ
「
聴
禽
書
屋
」）
に
移
る
と
、
北
さ
ん
は
東
京
に
帰
る
前
に
、
大
石
田
の
茂
吉

の
元
を
訪
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
茂
吉
の
日
記
（
二
月
十
九
日
）
に
よ
る
と
、
最

上
川
の
川
縁
を
「
宗
吉
と
散
歩
」
と
あ
る
。
茂
吉
は
『
白
き
山
』
の
絶
唱
「
最

上
川
逆
白
波
の
た
つ
ま
で
に
ふ
ぶ
く
ゆ
ふ
べ
と
な
り
に
け
る
か
も
」
の
情
景
を

北
さ
ん
と
一
緒
に
見
た
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
後
、
北
さ
ん
が

夏
休
み
に
大
石
田
を
訪
ね
、
生
ま
れ
て
初
め
て
茂
吉
が
歌
を
作
っ
て
い
る
さ
ま

を
目
に
し
た
際
は
、「
彫
像
の
よ
う
に
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
か
っ
た
」「
全
身
を
し

ぼ
る
よ
う
に
し
て
考
え
こ
ん
で
い
る
さ
ま
は
、
私
に
や
る
せ
な
い
よ
う
な
感
慨

を
与
え
た
」（『
茂
吉
晩
年
』）
と
茂
吉
の
苦
吟
の
姿
を
記
し
て
い
た
。

―
―
―
昭
和
二
十
三
年
東
北
大
学
医
学
部
に
合
格
し
た
北
さ
ん
は
、
短
歌
か

ら
詩
、
掌
篇
へ
と
表
現
方
法
を
変
え
な
が
ら
、
将
来
は
文
学
を
志
す
医
学
生
と

な
っ
て
い
っ
た
。
大
学
時
代
の
北
さ
ん
は
、
晩
年
の
茂
吉
と
毎
年
夏
は
箱
根
強

羅
の
山
荘
（「
童ど

う
馬ば

さ
ん
ぼ
う

山
房
」、
現
在
は
斎
藤
茂
吉
記
念
館
の
敷
地
内
に
移
築
さ
れ

て
い
る
）
で
二
人
き
り
で
暮
ら
し
た
。
北
さ
ん
は
、
茂
吉
の
身
の
回
り
の
お
世

話
、
食
事
や
洗
濯
一
切
を
一
人
で
や
っ
た
。
茂
吉
は
北
さ
ん
が
仙
台
に
帰
る
の

を
し
き
り
に
延
ば
し
た
が
っ
て
、「
宗
吉
が
行
く
と
、
や
は
り
寂
し
く
な
る
」
と

言
わ
れ
辛
い
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

―
―
―
茂
吉
晩
年
の
歌
集
『
つ
き
か
げ
』
に
は
北
さ
ん
を
詠
っ
た
短
歌
が
あ

る
。八

月
も
今
し
盡
き
む
と
山さ

ん
か家

な
る
雨
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
次
男
炊
事
を
す
る

豪
雨
ふ
る
山
の
家
に
て
炭
火
ふ
く
わ
が
口
も
と
を
次
男
見
て
ゐ
る

次
男
と
二
人
よ
ひ
は
や
く
よ
り
寝い

ね
む
と
す
電
燈
つ
か
ぬ
一
夜
の
山
の
中
や

孫
太
郎
蟲
の
成
蟲
を
捕
へ
來
て
一ひ

と
ひ日

見
て
居
り
わ
れ
と
次
男
と

仙
臺
の
宗
吉
よ
り
ハ
ガ
キ
の
た
よ
り
あ
り
彼
は
松
島
を
好
ま
ぬ
ら
し
も

お
経
を
聞
き
な
が
ら
、
と
り
と
め
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
茂
吉
と
北
さ
ん
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
貴
重
な
法
要
に
参
加
で

き
る
こ
と
を
あ
り
が
た
い
と
思
い
、
本
堂
須
弥
壇
の
前
に
置
か
れ
た
茂
吉
の
戒

名
「
赤
光
院
仁
譽
遊
阿
暁
寂
清
居
士
」
と
遺
影
、そ
し
て
お
骨
袋
を
見
守
っ
た
。

北
さ
ん
の
茂
吉
へ
の
深
い
敬
愛
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
遺
骨
数
片
が
こ
れ
か
ら
安
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置
さ
れ
る
こ
と
、
奥
様
や
由
香
様
の
心
中
を
お
察
し
し
て
い
た
。

本
堂
で
の
読
経
が
終
わ
る
と
、
司
会
者
か
ら
い
よ
い
よ
遺
骨
埋
骨
式
の
ア
ナ

ウ
ン
ス
が
あ
っ
た
。

「
こ
の
後
は
、
遺
骨
埋
骨
式
と
な
り
ま
す
。
皆
様
、
外
の
墓
前
に
ご
移
動
く
だ
さ

い
。
尚
、
ご
遺
骨
の
撮
影
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
」

本
堂
を
出
て
右
側
の
松
の
隣
に
は
茂
吉
の
歌
碑
が
立
っ
て
い
る
。
改
め
て
そ

の
一
首
を
読
む
と
、
か
つ
て
宝
泉
寺
の
隣
に
あ
っ
た
か
や
ぶ
き
屋
根
の
生
家
の

屋
梁
を
見
上
げ
る
茂
吉
が
目
に
浮
か
ん
だ
。

の
ど
赤
き
玄つ

ば
く
ら
め鳥ふ

た
つ
屋は

り梁
に
ゐ
て
足た

ら
ち
ね

乳
根
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り

（『
齋
藤
茂
吉
全
集　

第
一
巻
』（「
初
版
赤
光
」「
死
に
た
ま
ふ
母
」
よ
り
）

歌
碑
の
前
を
通
り
、
本
堂
の
西
側
に
は
小
さ
い
更
地
が
あ
り
、
正
面
に
は
㝫

應
和
尚
の
お
墓
が
あ
っ
た
。
茂
吉
の
お
墓
は
㝫
應
和
尚
の
左
隣
に
馬
酔
木
や
ア

ラ
ラ
ギ
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
墓
前
に
移
動
す
る
と
既
に
、
茂
吉
が
自
ら
揮
毫
し

た
「
茂
吉
之
墓
」
の
墓
石
は
更
地
の
横
に
移
動
さ
れ
、
墓
穴
が
ぽ
っ
か
り
と
開

い
て
い
た
。
少
し
近
づ
い
て
見
る
と
、
骨
壺
ら
し
き
白
っ
ぽ
い
蓋
の
よ
う
な
も

の
が
見
え
た
。

マ
ス
ク
姿
の
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
が
慌
た
だ
し
く
焼
香
の
準
備
や
椅
子
の

配
置
な
ど
会
場
の
設
営
を
進
め
る
中
、
何
人
も
の
報
道
関
係
者
が
カ
メ
ラ
を
構

え
て
そ
の
瞬
間
を
撮
ろ
う
と
し
て
い
た
。
ふ
と
見
る
と
、、私
が
立
っ
て
い
る
更

地
の
目
の
前
に
、
椅
子
一
脚
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
そ
こ
に

杖
を
つ
か
れ
た
ス
ー
ツ
姿
の
ご
高
齢
の
小
柄
の
紳
士
が
腰
を
掛
け
ら
れ
た
。
ど

な
た
だ
ろ
う
と
、
マ
ス
ク
の
お
顔
を
横
か
ら
拝
見
す
る
と
、
そ
れ
は
岡
野
弘
彦

氏
で
あ
っ
た
。
数
々
の
受
賞
歴
が
あ
り
歌
会
始
の
選
者
で
も
あ
ら
れ
た
現
代
を

代
表
す
る
歌
人
岡
野
氏
は
、
今
回
の
茂
吉
記
念
全
国
大
会
の
「
第
三
十
三
回
斎

藤
茂
吉
文
学
賞
」
の
受
賞
者
と
し
て
隣
席
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
岡
野
氏

の
後
ろ
で
ご
一
緒
に
、
茂
吉
の
墓
の
前
で
埋
骨
を
見
守
る
こ
と
が
で
き
る
邂
逅

を
あ
り
が
た
く
思
っ
た
。

穴
の
開
い
た
茂
吉
の
墓
の
前
に
は
、
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
、
そ
の
上

に
は
紺
色
の
ビ
ロ
ー
ド
布
が
敷
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
宝
石
ケ
ー
ス
の
よ
う

な
平
た
い
濃
い
紺
色
の
ビ
ロ
ー
ド
の
折
敷
が
置
か
れ
、
茂
吉
の
遺
骨
が
五
片
ほ

ど
横
一
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
心
の
記
憶
に
し
っ
か
り
と
焼
き
付
け
て
お
き

た
い
と
し
ば
ら
く
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
が
六
十
九
年
前
に
亡
く

な
ら
れ
た
茂
吉
の
遺
骨
か
と
思
う
と
、
茂
吉
が
目
の
前
に
現
れ
、
し
わ
が
れ
た

声
で
「
信
州
か
ら
遠
路
よ
く
来
ら
れ
ま
し
た
な
あ
」
と
語
り
か
け
ら
れ
た
よ
う

な
、
不
思
議
な
感
覚
を
お
ぼ
え
た
。
北
さ
ん
は
こ
れ
ら
の
遺
骨
を
ど
れ
ほ
ど
の

思
い
を
抱
い
て
筐
底
に
置
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
あ
ら
た
め
て
想

像
す
る
光
景
で
あ
っ
た
。
そ
の
テ
ー
ブ
ル
の
前
に
は
、
斎
藤
茂
一
ご
夫
妻
、
奥

様
、
由
香
様
が
お
並
び
に
な
っ
て
い
た
。

ま
ず
、
埋
骨
に
先
立
っ
て
司
会
者
よ
り
埋
骨
の
進
め
方
に
つ
い
て
説
明
が

あ
っ
た
。
続
い
て
ご
住
職
の
お
経
が
あ
り
、
ご
遺
族
の
埋
骨
と
な
っ
た
。
最
初

は
、
斎
藤
茂
一
ご
夫
妻
が
白
い
手
袋
を
つ
け
て
前
に
お
進
み
に
な
り
、
ゆ
っ
く

り
と
ご
遺
骨
を
持
た
れ
、墓
前
に
膝
を
折
り
穴
の
中
に
ご
遺
骨
を
納
め
ら
れ
た
。

続
い
て
、
奥
様
と
由
香
様
が
、
そ
し
て
、
歌
人
か
ら
は
雁
部
貞
夫
氏
、
秋
葉
四

郎
氏
が
納
骨
を
さ
れ
た
。
納
骨
が
済
ん
だ
と
こ
ろ
で
お
経
が
あ
り
、
つ
づ
い
て

お
焼
香
と
な
っ
た
。
お
焼
香
も
、
納
骨
さ
れ
た
方
々
が
順
番
に
さ
れ
た
。
最
後

に
ご
住
職
が
お
経
を
あ
げ
ら
れ
、
埋
骨
式
が
終
り
と
な
っ
た
。

司
会
者
よ
り
、

「
以
上
で
、
斎
藤
茂
吉
遺
骨
埋
骨
式
を
終
了
い
た
し
ま
す
。
尚
、
ご
参
集
い
た
だ

い
た
皆
様
も
、
ご
焼
香
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お
焼
香
な
さ
っ
て

く
だ
さ
い
」
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と
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ
っ
た
。

埋
骨
式
を
見
守
っ
て
お
ら
れ
た
方
々
が
、
順
次
お
焼
香
を
さ
れ
る
中
、
岡
野

氏
が
お
焼
香
を
さ
れ
、
徐
々
に
お
焼
香
の
方
も
少
な
く
な
っ
て
い
き
、
私
も
お

焼
香
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ふ
と
見
上
げ
る
と
、
お
墓
の
西
側
に
は
代
掻
き

を
終
え
た
ば
か
り
の
田
圃
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
向
こ
う
に
は
、
茂
吉
の
母

の
火
葬
場
跡
の
黒
い
歌
碑
が
小
さ
く
見
え
た
。
私
は
『
赤
光
』
の
茂
吉
が
母
を

荼
毘
に
付
し
た
時
の
五
首
を
思
い
出
し
て
い
た
。

わ
が
母
を
燒
か
ね
ば
な
ら
ぬ
火
を
持
て
り
天あ

ま

つ
空そ

ら

に
は
見
る
も
の
も
な
し

さ
夜
ふ
か
く
母
を
葬は

ふ

り
の
火
を
見
れ
ば
た
だ
赤
く
も
ぞ
燃
え
に
け
る
か
も

灰
の
な
か
に
母
を
ひ
ろ
へ
り
朝あ

さ

日ひ

子こ

の
の
ぼ
る
が
な
か
に
母
を
ひ
ろ
へ
り

蕗
の
葉
に
丁
寧
に
あ
つ
め
し
骨
く
づ
も
み
な
骨こ

つ

瓶が
め

に
入
れ
し
ま
ひ
け
り

ど
く
だ
み
も
薊あ

ざ
みの

花
も
燒
け
ゐ
た
り
人ひ

と
は
ふ
り
ど

葬
所
の
天あ

め
あ明

け
ぬ
れ
ば

（『
齋
藤
茂
吉
全
集　

第
一
巻
』（「
初
版
赤
光
」「
死
に
た
ま
ふ
母
」
よ
り
）

茂
吉
は
「
作
歌
四
十
年
」
の
「
赤
光
抄
」
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

火
葬
場
は
稻
田
の
あ
ひ
だ
の
凹
處
を
石
垣
を
以
て
圍
ひ
、
棺
を
薪
と
藁
で

蔽
う
て
さ
う
し
て
燒
く
の
で
あ
る
。
火
は
終
夜
燃
え
、
夜
の
明
け
放
つ
こ
ろ

に
す
つ
か
り
燃
え
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。（『
齋
藤
茂
吉
全
集　

第
十
巻
』）

焼
香
を
終
え
、
墓
前
の
人
び
と
も
ま
ば
ら
と
な
る
更
地
に
立
っ
て
、
し
ば
ら

く
遠
く
の
黒
い
歌
碑
を
見
な
が
ら
、
当
時
の
茂
吉
の
心
情
を
く
り
返
し
想
像
し

て
い
た
。

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
の
五
月
に
母
の
遺
骨
を
拾
っ
た
茂
吉
は
、
昭
和

二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
二
月
二
十
五
日
に
逝
去
し
、
五
月
に
宝
泉
寺
に
分
骨

埋
骨
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
今
回
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
五
月
に
北
さ
ん
が
保

管
し
て
い
た
最
後
の
茂
吉
の
遺
骨
が
よ
う
や
く
埋
骨
さ
れ
た
。
こ
の
度
は
、
た

ま
た
ま
北
さ
ん
と
の
ご
縁
で
、
六
十
九
年
前
の
茂
吉
の
遺
骨
を
拝
見
す
る
機
会

を
い
た
だ
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
体
験
は
ま
さ
に
奇
跡
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。
た
だ
た
だ
ご
令
閨
喜
美
子
様
と
由
香
様
の
ご
厚
情
に
感
謝
す
る
ば
か
り
で

あ
る
。

五
月
十
五
日
、
梅
雨
の
晴
れ
間
の
光
の
中
で
、
白
く
輝
く
茂
吉
の
遺
骨
を
見

て
い
る
と
、
改
め
て
、
当
時
の
北
さ
ん
の
父
茂
吉
へ
の
思
い
に
触
れ
さ
せ
て
い

た
だ
く
と
同
時
に
、
百
九
年
前
に
茂
吉
が
母
の
骨
を
拾
っ
た
悲
し
み
が
、
再
び

甦
っ
て
く
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
北
さ
ん
の
茂
吉
へ
の
思
い
と
、
茂
吉
の

母
へ
の
思
い
が
時
空
を
超
え
て
、
金
瓶
の
大
空
に
交
響
曲
を
奏
で
て
い
る
よ
う

に
感
じ
る
体
験
で
あ
っ
た
。

埋
骨
式
を
終
え
て
宝
泉
寺
山
門
を
出
る
と
、
左
手
の
金
瓶
学
校
が
自
由
見
学

で
き
る
ら
し
い
。保
存
会
の
方
々
が
温
か
く
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
。明
治
十
五

（
一
八
八
二
）
年
五
月
十
四
日
に
生
ま
れ
た
茂
吉
は
、七
歳
か
ら
九
歳
ま
で
金
瓶

学
校
に
学
ん
だ
。
学
校
は
当
時
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
お
り
、
天
上
に
は
太
い
梁

が
架
け
ら
れ
、
木
製
の
二
人
掛
け
机
と
椅
子
が
往
時
を
伝
え
て
い
た
。
壁
際
に

は
斎
藤
茂
吉
文
庫
が
置
か
れ
、
餓
鬼
大
将
で
あ
っ
た
茂
吉
少
年
が
遊
ん
だ
当
時

の
地
図
を
見
学
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
帰
り
際
に
、
保
存
会
の
方
か
ら
翁
草
の

苗
を
一
鉢
い
た
だ
い
た
。

午
後
は
、
上
山
市
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー
に
て
生
誕
一
四
〇
年
の
記
念
全
国
大

会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。
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新
緑
の
果
た
て
に
聳
ゆ
る
蔵
王
山
先
師
生
誕
百
四
十
年

茂
吉
翁
ゆ
か
り
の
宿
に
湯
あ
み
し
て
三
酒
の
利
き
酒
一
夜
眠
り
ぬ

金
瓶
の
餓
鬼
大
将
が
呼
び
か
く
る
声
が
こ
だ
ま
す
須す

か
わ川

の
せ
せ
ら
ぎ

望
遠
を
マ
ク
ロ
に
拡
げ
撮
し
た
り
蔵
王
の
峰
の
歌
碑
見
ゆ
る
ま
で

金
瓶
は
休
耕
田
に
飛
び
立
ち
し
二
羽
の
白
鷺
今
は
い
づ
こ
か

（
竹
内
詠
「
没
後
七
十
周
年
斎
藤
茂
吉
記
念
歌
集　

第
四
十
九
集
」）

宝泉寺境内茂吉歌碑
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本堂須弥檀

左から由香様、喜美子様、ご住職
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金瓶学校

蔵王連峰
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注

⑴　

竹
内
正
『
北
杜
夫
論
―
初
期
作
品
に
お
け
る
「
幽
霊
」
の
位
置
―
』（
昭
和
五
十
七
年

新
潟
大
学
教
育
学
部
卒
業
論
文
）。

⑵　

斎
藤
茂
吉
の
墓
は
東
京
都
青
山
墓
地
、
分
骨
に
よ
る
生
地
上
山
市
金
瓶
宝
泉
寺
、
そ
し

て
乗
船
寺
と
三
基
存
在
し
て
い
る
。

⑶　
「
斎
藤
茂
吉
記
念
全
国
大
会
」（
主
催
／
山
形
県
・
上
山
市
・
上
山
市
教
育
委
員
会
・
公

益
財
団
法
人
斎
藤
茂
吉
記
念
館
）
は
、
斎
藤
茂
吉
を
追
慕
し
、
地
域
文
化
の
向
上
を
目
的

と
し
て
昭
和
五
十
年
か
ら
始
め
ら
れ
、
毎
年
茂
吉
の
生
誕
月
の
日
曜
日
に
、
記
念
講
演
会

を
中
心
に
様
々
な
行
事
を
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、大
会
事
業
の
一
環
と
し
て
毎
年
『
斎

藤
茂
吉
記
念
歌
集
』
を
発
行
し
て
お
り
、
歌
歴
や
結
社
に
か
か
わ
ら
ず
氏
名
五
十
音
順

で
、
応
募
作
品
全
作
品
を
掲
載
し
、
本
年
令
和
五
年
で
第
四
十
九
集
と
な
る
。
そ
の
記
念

歌
集
は
茂
吉
の
墓
前
に
供
え
ら
れ
る
。

⑷　

斎
藤
茂
吉
の
遺
骨
（
埋
骨
式
）
に
つ
い
て
、「
第
48
回
斎
藤
茂
吉
全
国
大
会
」
に
参
加

し
た
際
の
要
項
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

■
斎
藤
茂
吉
の
遺
骨
（
埋
骨
式
）
に
つ
い
て

□
斎
藤
茂
吉
の
遺
骨

斎
藤
茂
吉
は
、
昭
和
(8
（
(
9
5
3
）
年
(
月
(5
日
に
東
京
新
宿
大
京
町
の
自
宅

書
斎
に
て
心
臓
喘
息
に
よ
り
満
70
歳
9
カ
月
で
死
去
し
、
翌
(6
日
に
東
大
病
理
学
教

室
で
解
剖
、
(8
日
に
は
東
京
渋
谷
の
幡
ヶ
谷
火
葬
場
で
火
葬
後
、
骨
つ
ぼ
(
個
に
分

骨
さ
れ
ま
し
た
。
翌
3
月
(
日
に
築
地
本
願
寺
で
葬
儀
・
告
別
式
が
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
以
後
茂
吉
の
遺
骨
は
(
つ
に
別
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(
つ
は
同
年
3
月
5
日
に
実
弟
の
髙
橋
四
郎
兵
衛
（
山
城
屋
主
人
）
が
山
形
県
の

上
山
に
持
ち
帰
り
、
そ
の
年
の
5
月
(4
日
、
郷
里
金
瓶
の
宝
泉
寺
の
茂
吉
の
墓
（
茂

吉
自
身
が
準
備
し
た
竿
石
）
前
で
分
骨
埋
葬
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。

も
う
(
つ
の
遺
骨
は
、
少
し
の
間
東
京
の
自
宅
に
置
か
れ
た
後
、
同
年
6
月
4
日

に
青
山
墓
地
の
茂
吉
の
墓
が
建
つ
場
所
で
埋
骨
式
を
行
い
納
骨
し
て
い
ま
す
。
そ
の

間
、
自
宅
に
置
か
れ
て
い
た
遺
骨
を
父
と
ま
だ
一
緒
に
居
た
い
気
持
ち
か
ら
、
茂
吉

の
次
男
宗
吉
（
北
杜
夫
）
氏
が
幾
つ
か
持
ち
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と

は
、
北
杜
夫
著
『
あ
る
青
春
の
日
記
』
に
記
述
さ
れ
、
さ
ら
に
、
茂
吉
の
長
男
斎
藤

茂
太
・
次
男
宗
吉
（
北
杜
夫
）
両
氏
の
対
談
本
『
こ
の
父
に
し
て
』
に
も
、
持
ち
出

し
て
か
ら
そ
の
後
の
保
管
な
ど
に
つ
い
て
、
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

□
遺マ

マ

骨
式
に
至
る
経
緯

北
杜
夫
氏
が
長
く
持
ち
続
け
た
斎
藤
茂
吉
の
遺
骨
（
数
片
）
は
、
昭
和
か
ら
平
成

を
経
た
令
和
(
年
((
月
、
東
京
都
世
田
谷
区
の
北
杜
夫
家
自
宅
(
階
の
書
斎
（
押
入

れ
）
に
保
管
さ
れ
て
い
た
仏
壇
な
ど
と
と
も
に
、
斎
藤
茂
吉
記
念
館
が
受
領
い
た
し

ま
し
た
。
当
面
は
、
斎
藤
茂
吉
の
生
家
菩
提
寺
の
山
形
県
上
山
市
金
瓶
宝
泉
寺
の
境

内
に
建
つ
茂
吉
の
墓
に
、
し
か
る
べ
き
日
（
斎
藤
茂
吉
記
念
全
国
大
会
墓
前
行
事
実

施
日
）
を
定
め
埋
骨
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
一
時
に
寺
に
安
置
す
る
こ
と
と
し
、
仏

壇
な
ど
は
撥
遺
式
（
魂
抜
き
）
を
済
ま
せ
て
、
令
和
3
年
4
月
下
旬
か
ら
斎
藤
茂
吉

記
念
館
内
で
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
経
緯
か
ら
、こ
の
た
び
の
生
誕
(
4
0
年
48
回
斎
藤
茂
吉
記
念
全
国
大
会

が
開
催
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
斎
藤
茂
吉
遺
族
・
親
族
、
関
係
者
と
全
国
大
会
主
催
者
、

大
会
参
加
者
な
ど
が
一
同
に
参
集
し
て
、
既
に
埋
骨
さ
れ
て
い
る
昭
和
(8
年
5
月
の

遺
骨
に
加
え
、
宝
泉
寺
内
茂
吉
の
墓
に
、
令
和
4
年
5
月
(5
日
に
埋
骨
す
る
も
の
で

す
。

⑸　

公
益
財
団
法
人
斎
藤
茂
吉
記
念
館
は
、東
に
蔵
王
連
峰
を
仰
ぐ
金
瓶
の
南
の
丘
「
み
ゆ

き
公
園
」
に
、
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
に
開
館
し
た
。
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）

年
の
改
修
に
よ
り
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
新
し
い
時
代
の
文
学
館
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
い

た
。近
代
短
歌
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
る
斎
藤
茂
吉
が
残
し
た
業
績
や
生
活
を
伝
え
る

様
々
な
資
料
が
収
蔵
、
展
示
さ
れ
て
い
る
。


