
高
村
光
太
郎
の
短
歌
と
美
術
評
論

留
学
直
後
の
作
品
を
中
心
に

田

所

弘

基

〔
抄

録
〕

本
論
は
、
高
村
光
太
郎
の
短
歌
に
つ
い
て
、
特
に
留
学
か
ら
帰
国
し
た
直

後
の
明
治
四
二
、
四
三
年
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
特
徴
を
検
討
し
た
。
そ
の

結
果
、
短
歌
の
表
現
に
、
美
術
理
論
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら

か
に
し
た
。

西
洋
に
留
学
し
た
光
太
郎
は
、
印
象
派
の
新
し
い
色
彩
の
捉
え
方
に
衝
撃

を
受
け
た
。
そ
の
た
め
、
帰
国
後
、「
自
然
を
新
し
く
見
る
眼
」
を
持
た
な

い
日
本
人
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
募
ら
せ
て
い
た
。
こ
の
嫌
悪
感
は
、
短
歌
に

お
い
て
「
ふ
る
さ
と
」
の
「
少
女
」
を
罵
倒
す
る
方
法
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
次
第
に
、
短
歌
の
中
に
「
自
然
を
新
し
く
見
る
眼
」
で
捉
え
た

風
景
描
写
を
表
現
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。
特
に
色
彩
語
を
使
用
し
、

光
彩
・
色
彩
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
風
景
描
写
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
さ
ら
に
、
光
太
郎
の
短
歌
の
表
現
方
法
は
、
印
象
派
の
方
法
を
取
り

入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
光
太
郎
の
美
術
評
論
『
印
象
派
の
芸

術
と
思
想
』
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
色
調
区
分
」
の
表
現
方
法
を
短
歌

に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

高
村
光
太
郎

短
歌

美
術
評
論

色
彩

印
象
派

一
、
は
じ
め
に

高
村
光
太
郎
は
詩
を
創
作
す
る
以
前
に
短
歌
の
創
作
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
光
太
郎
の
短
歌
の
特
徴
を
検
討
し
、
そ
の
変
遷
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
光
太

郎
の
思
想
の
変
化
の
後
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る１

）

。

特
に
海
外
留
学
の
以
前
と
以
後
の
差
異
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
留
学
を
通
し
て

摂
取
し
た
思
想
・
創
作
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
考

え
る
。

光
太
郎
は
、
明
治
三
五
年
に
東
京
美
術
学
校
彫
刻
科
を
卒
業
し
た
後
、
彫
刻
研

究
科
に
残
る
。
し
か
し
明
治
三
八
年
に
は
洋
画
科
に
転
じ
た
。
そ
し
て
、
明
治
三

一
一
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九
年
二
月
に
、
農
商
務
省
海
外
実
習
生
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
っ
た
。
明
治

四
〇
年
六
月
に
ロ
ン
ド
ン
、
明
治
四
一
年
六
月
に
パ
リ
、
明
治
四
二
年
三
月
に
イ

タ
リ
ア
旅
行
を
し
て
、
同
年
七
月
に
日
本
へ
帰
国
し
た
。
四
年
間
で
四
ヵ
国
を
渡

り
、
新
し
い
芸
術
の
知
識
を
持
ち
帰
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

留
学
の
前
、
光
太
郎
は
、
与
謝
野
鉄
幹
を
主
筆
と
す
る
文
学
美
術
雑
誌
『
明

星
』
で
活
躍
の
場
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。

光
太
郎
は
、
明
治
三
三
年
一
〇
月
『
明
星
』
第
七
号
に
短
歌
五
首
を
発
表
し
て

か
ら
、
断
続
的
に
発
表
し
て
お
り
、
留
学
直
前
、『
明
星
』
誌
上
で
は
、
徐
々
に

注
目
を
集
め
は
じ
め
て
い
た
。

し
か
し
、
留
学
以
前
の
初
期
の
短
歌
は
、
与
謝
野
鉄
幹
に
よ
る
添
削
が
入
っ
て

お
り
、
光
太
郎
自
身
、「
与
謝
野
先
生
の
添
削
は
大
へ
ん
な
も
の
で
」、「
自
分
の

書
い
た
所
は
一
字
か
二
字
し
か
残
つ
て
ゐ
な
い
事
も
あ
つ
た２

）

」
と
後
年
、
何
度
も

述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
光
太
郎
の
創
作
と
し
て
判
断
で
き
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。

光
太
郎
が
自
作
の
短
歌
と
し
て
認
め
る
の
は
、
留
学
以
降
の
作
品
で
あ
る
。
光

太
郎
が
自
選
し
た
短
歌
を
載
せ
た
『
現
代
日
本
文
学
全
集
第
三
十
八
編

現
代
短

歌
集

現
代
俳
句
集３

）

』
に
は
、
留
学
以
後
の
第
一
期
『
明
星
』
の
晩
期
か
ら
、
第

二
期
『
明
星
』
に
至
る
作
品
が
選
ば
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
論
で
は
、
光
太
郎
が
自
作
と
認
め
る
帰
国
以
降
の
短
歌
を
検
討

す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
特
に
、
帰
国
直
後
の
明
治
四
二
、
四
三
年
に
発
表
さ
れ

た
短
歌
を
取
り
上
げ
、
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二
、「
ふ
る
さ
と
」
罵
倒
の
短
歌
｜
明
治
四
二
年
一
〇
月
『
ス
バ
ル
』
｜

光
太
郎
は
、
明
治
四
二
年
七
月
に
留
学
か
ら
帰
国
し
、
同
年
一
〇
月
、『
ス
バ

ル
』
に
、
二
五
首
の
短
歌
を
発
表
し
た４

）

。
題
名
に
は
、「E

C
C
O
M
I
 
N
E
L
L
A

 
M
IA
 
P
A
T
R
IA

!

」
と
い
う
イ
タ
リ
ア
語
を
掲
げ
て
い
る
。
直
訳
す
る
と
「
た

だ
い
ま

私
の
祖
国
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、『
高
村
光
太
郎
全
集
』
の
解
題
で

は
、「「
祖
国
歎
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
」
と
さ
れ
て
い
る５

）

。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、

歌
の
大
半
は
、
帰
国
と
同
時
に
感
じ
た
「
ふ
る
さ
と
」
に
対
す
る
想
い
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。

ふ
る
さ
と
の
少
女
を
見
れ
ば
ふ
る
さ
と
を
佳
し
と
し
が
た
し
か
な
し
き
か
な
や

ふ
る
さ
と
の
少
女
を
一
の
た
の
み
と
し
火
の
唇
は
す
て
来
し
も
の
を

少
女
等
よ
眉
に
董すみ
ひ
け
あ
め
つ
ち
に
爾
の
如
く
醜
き
は
な
し

何
事
か
重
き
科
あ
り
う
つ
く
し
き
少
女
を
我
等
あ
た
へ
ら
れ
ざ
り

女をみな等ら
は
埃あくたに
ひ
と
し
手
を
ひ
け
ば
ひ
か
る
る
ま
ま
に
こ
ろ
ぶ
お
ろ
か
さ

仏
蘭
西
の
髭
の
生
え
た
る
女
を
も
あ
し
く
思
は
ず
こ
の
国
み
れ
ば

顔
つ
く
る
術すべ
も
知
ら
ぬ
を
ふ
る
さ
と
の
女
は
ほ
こ
る
さ
び
し
か
ら
ず
や

海
の
上
ふ
た
月
か
け
て
ふ
る
さ
と
に
醜しこ
の
を
と
め
ら
み
る
と
来
に
け
り

太ふと
も
も
の
肉しし
の
あ
ぶ
ら
の
ぷ
り
ぷ
り
を
も
つ
を
み
な
す
ら
見
ざ
る
ふ
る
さ
と

こ
の
よ
う
に
、「
ふ
る
さ
と
」
の
「
少
女
」
た
ち
に
対
し
て
、
罵
る
よ
う
な
表

現
を
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
挑
発
的
な
短
歌
の
中
で
、「
太ふと
も
も
の
…
…
」
の

短
歌
は
、
翌
月
の
『
新
聲
』
批
評
欄
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
行
だ
け
で
あ

一
一
四
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る
が
、「
日
本
の
女
を
罵
倒
し
た
新
帰
朝
の
人
に
高
村

雨
あ
り６

）

」
と
評
さ
れ
て

お
り
、
批
判
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
と
は
対
照
的
に
、
西
洋
の
「
少
女
」
に
対
し
て
は
、
憧
憬
す

る
表
現
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
一
例
の
短
歌
が
、
翌
月
十
一
月
の
『
ス
バ

ル
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
色
ぞ
こ
の
空
の
色
さ
や
さ
や
と
晴
れ
た
る
空
の
い
ろ
ぞ
汝
が
眼
は７

）

「
汝
」
の
青
い
眼
を
「
空
の
色
」
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
驚
喜
が
表

現
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
比
喩
表
現
は
、
光
太
郎
が
明
治
四
三
年
に
発

表
し
た
散
文
「
珈
琲
店
よ
り８

）

」
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

突
然
、
╱T

U
 
D
O
R
S
?

と
い
ふ
声
が
し
て
、Q

U
IN
Q
U
IN
A

の
香
ひ
の

残
つ
て
ゐ
る
息
が
顔
に
か
か
つ
た
。
大
き
な
青
い
眼
が
澄
み
渡
つ
て
二
つ
見

え
た
。
╱
あ
を
い
眼

╱
そ
の
眼
の
窓
か
ら
印
度
洋
の
紺
青
の
空
が
見
え
る
。

多
島
海
の
大
理
石
を
映
し
て
ゐ
る
あ
の
海
の
色
が
透
い
て
見
え
る
。N

O
T
R
E

 
D
A
M
E

の
寺
院
の
色
硝
子
の
断
片
。M

O
N
E
T

の
夏
の
林
の
陰
の
色
。
濃

いS
A
P
H
IR

の
晶
玉
をM

O
S
Q
U
E
E

の
宝
蔵
で
見
る
神
秘
の
色
。

引
用
部
分
は
、
眠
っ
て
い
た
書
き
手
が
目
覚
め
た
と
き
に
、
西
洋
の
女
性
が
目

前
に
現
れ
た
場
面
で
あ
る
。
そ
の
女
性
の
「
青
い
眼
」
を
「
印
度
洋
の
紺
青
の

空
」
に
喩
え
て
い
る
。「
こ
の
色
ぞ
…
…
」
の
短
歌
と
同
様
に
、
女
性
の
眼
に
空

の
色
を
見
出
す
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
散
文
の
最
後
は
、
書
き
手
自
身
が

鏡
に
映
る
自
身
を
見
て
し
ま
い
、
現
実
に
衝
突
す
る
場
面
で
終
わ
っ
て
い
る
。

「
あ
あ
、
僕
は
や
つ
ぱ
り
日
本
人
だ
。JA

P
O
N
A
IS

だ
。M

O
N
G
O
L

だ
。

L
E
 
JA
U
N
E

だ
。」
と
頭
の
中
で
弾
機
ば
ね
の
外
れ
た
様
な
声
が
し
た
。

夢
の
様
な
心
は
此
の
時
、A

V
A
L
A
N
C
H
E

と
な
つ
て
根
か
ら
崩
れ
た
。

そ
の
朝
、
早
々
に
女
か
ら
逃
れ
た
。
そ
し
て
、
画
室
の
寒
い
板
の
間
に
長
い

間
坐
り
込
ん
で
、
し
み
じ
み
と
苦
し
い
思
ひ
を
味
は
つ
た
。

こ
こ
で
は
、
日
本
人
で
あ
る
自
身
を
確
認
し
、「
し
み
じ
み
と
苦
し
い
思
ひ
を

味
は
つ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
洋
に
対
す
る
憧
れ
と
劣
等
感
か

ら
、
日
本
と
い
う
「
ふ
る
さ
と
」
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
生
じ
て
き
た
こ
と
が
分
か

る
。そ

れ
ゆ
え
、
短
歌
に
見
ら
れ
る
「
ふ
る
さ
と
」
の
「
少
女
」
を
「
罵
倒
」
す
る

表
現
も
ま
た
、
西
洋
に
対
す
る
劣
等
感
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
岡
井
隆
は
「
こ
の
国
の
「
少
女
」
と
、
か
の
国
の
女
と
の

比
較
が
も
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
一
応
、
目
を
と
め
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
こ
う
い
う
歌
ど
も
は
、
ほ
ぼ
手
放
し
に

近
い
う
た
い
方
で
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
女
を
た
た
え
て

い
る
。
そ
の
、
異
国
の
女
へ
の
讃
美
は
、
あ
ま
り
に
も
対
照
的
な
「
ふ
る
さ
と
」

蔑
視
と
と
な
り
合
わ
さ
れ
て
い
る９

）

」
と
述
べ
る
。

ま
た
、
安
藤
靖
彦
は
「
た
だ
こ
れ
を
歌
を
通
し
て
見
る
と
き
、
日
本
の
女
へ
の

呪
詛
を
基
底
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
て
、
注
目

さ
れ
る
。」
と
し
、「
こ
れ
ら
の
日
本
少
女
へ
の
絶
望
と
呪
詛
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
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「
太
も
も
の
肉
の
あ
ぶ
ら
の
ぷ
り
ぷ
り
を
も
つ
を
み
な
す
ら
見
ざ
る
ふ
る
さ
と
」

（
明
42
・
10
）
に
見
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
女
性
の
豊
か
な
肉
体
と
「
火
の
唇
」
な
る
、

そ
の
情
熱
の
こ
と
が
あ
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
る10

）

」
と
述
べ
て
い
る
。

両
者
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
ふ
る
さ
と
」
に
対
す
る
罵
倒
表
現
に
は
、
西
洋
へ

の
憧
憬
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
洋
を
憧
憬
す
る

具
体
的
な
理
由
と
し
て
は
、
次
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
一
点

目
は
、
先
行
研
究
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
洋
の
「
女
」
に
見
出
し
た

人
間
の
体
軀
の
差
異
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
点
目
は
、
芸
術
に
対
す
る
考
え
方
の

差
異
で
あ
る
。

光
太
郎
が
留
学
に
よ
っ
て
受
け
た
芸
術
上
の
衝
撃
に
つ
い
て
は
、
光
太
郎
が
帰

国
後
に
発
表
し
た
美
術
評
論
「A

B
 
H
O
C
 
E
T
 
A
B
 
H
A
C

11
）

」
で
確
認
で
き
る
。

こ
こ
に
は
、
日
本
と
西
洋
の
差
異
に
関
心
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

M
A
N
E
T

、M
O
N
E
T

の
出
る
と
同
時
にF

R
A
N
C
E

の
自
然
の
色
は
俄

に
変
化
し
た
。
世
の
中
の
人
は
此
等
の
画
家
に
よ
つ
て
、
自
国
の
自
然
を
新

し
く
見
る
眼
を
与
え
ら
れ
、
幾
千
年
の
間
の
色
盲
を
治
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
自
然
の
本
当
の
色
は
、
現
代
人
の
眼
に
は
ま
だ
本
当
に
映
じ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
後
の
世
か
ら
見
た
ら
、
今
の
人
は
日
本
の
自
然
の
色
に
向
つ

て
大
方
色
盲
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
ど
う
し
た
ら
、
此
の
眼
が
明
く
だ
ら
う
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
光
太
郎
が
「
ふ
る
さ
と
」
に
嫌
悪
感
を
抱

き
、
西
洋
を
憧
憬
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、「
自
然
」
を
「
見
る
眼
」
の
差
異
と

い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
色
彩
の
捉
え
方
の
差
異
で
あ
る
。
西
洋
に
お
い

て
は
、「
自
然
を
新
し
く
見
る
眼
」
は
、
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、「
色
盲
を
治
さ

れ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
自
然
が
「
ま
だ
本
当
に
映

じ
て
ゐ
な
い
」
の
で
、「
色
盲
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
ふ
る

さ
と
」
に
対
す
る
劣
等
感
と
西
洋
へ
の
憧
れ
が
美
術
評
論
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
短
歌
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

色
み
て
は
盲
目
め
く
ら

音
に
は
み
み
し
ひ
の
ふ
る
さ
と
び
と
の
顔
の
さ
び
し
さ

こ
こ
に
は
「
色
」
や
「
音
」
に
関
し
て
無
関
心
な
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
へ
の
嫌

悪
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
色
彩
に
関
し
て
は
、「
盲
目
」
と
い
う
差
別
的
な
語

彙
を
使
用
し
て
、
日
本
の
旧
来
的
な
「
見
る
眼
」
を
批
判
し
て
い
る
。
美
術
評
論

の
主
張
が
短
歌
の
中
に
表
れ
た
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
ふ
る
さ

と
」
日
本
に
対
す
る
不
満
を
短
歌
に
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
光
太
郎
の
短
歌
は
、「
ふ
る
さ
と
」
の
「
見
る
眼
」
を
嘆
き
、「
罵

倒
」
す
る
表
現
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
、
同
時
代
の
美
術
理
論
と

合
流
し
て
、「
自
然
を
新
し
く
見
る
眼
」
を
短
歌
の
中
に
実
践
し
て
い
く
の
で
あ

る
。

三
、「
自
然
を
新
し
く
見
る
眼
」
の
実
践
｜
明
治
四
二
年
一
一
月
『
ス
バ
ル
』
｜

一
連
の
「
ふ
る
さ
と
」
罵
倒
の
短
歌
を
『
ス
バ
ル
』
に
発
表
し
た
翌
月
、
一
一

月
に
も
続
け
て
『
ス
バ
ル
』
に
短
歌
を
発
表
し
て
い
る12

）

。
題
名
に
は
「?Y

 
Q
U
É

M
Á
S
 
D
A
?

」
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
語
の
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。『
高
村
光
太
郎

全
集
』
の
「
解
題
」
で
は
、「「
ど
う
っ
て
こ
と
は
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
」
と
し

一
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て
い
る13

）

。「
ふ
る
さ
と
」
に
反
発
す
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
号
に
も
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
「
ふ
る
さ
と
」
を
罵
倒
す
る

歌
が
散
見
す
る14

）

。

し
か
し
、
今
号
で
は
「
ふ
る
さ
と
」
を
罵
倒
す
る
表
現
と
は
異
な
る
作
品
が
、

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
三
首
の
よ
う
な
短
歌
で
あ
る
。

浅
草
の
千
束
町
の
銘
酒
屋
の
二
階
の
窓
の
小
春
日
の
い
ろ

白
熱
の
瓦
斯
の
火
よ
り
も
酒
の
ま
ぬ
汝
の
顔
は
蒼
く
つ
め
た
し

う
す
ぐ
ら
き
二
階
に
な
ら
ぶC

O
G
N
A
C

の
瓶
に
火
と
も
すC
IN
É
M
A

の
明
り

一
首
目
に
挙
げ
た
「
浅
草
の
千
束
町
」、「
銘
酒
屋
」
と
い
う
語
彙
か
ら
、
吉
原

遊
郭
の
風
景
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
表
現
は
、

特
に
光
彩
・
色
彩
を
中
心
と
す
る
風
景
を
描
写
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
首
目
に
挙
げ
た
「
浅
草
の
…
…
」
の
歌
は
、「
窓
」
の
「
小
春

日
の
い
ろ
」
と
い
う
色
彩
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
風
景
の
中
に
存
在
す
る
物
体

で
な
く
、
見
え
な
い
は
ず
の
光
彩
そ
の
も
の
を
見
る
と
い
う
点
に
「
新
し
い
眼
」

の
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
光
太
郎
が
西
洋
で
摂
取
し
た
印

象
派
の
理
論
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ふ
る
さ
と
」
罵
倒
の
短
歌
と

は
異
な
る
表
現
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

次
の
二
首
目
で
は
、
色
彩
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。「
汝
の
顔
」
の
「
蒼
く
つ

め
た
し
」
印
象
を
強
調
す
る
た
め
に
、「
白
熱
の
瓦
斯
の
火
」
が
引
き
合
い
に
出

さ
れ
て
い
る
。
色
彩
か
ら
受
け
る
感
覚
を
表
現
し
た
作
品
で
あ
る
。

そ
し
て
、
三
首
目
は
、
光
彩
に
焦
点
を
あ
て
た
作
品
で
あ
る
。「
う
す
ぐ
ら
き

二
階
」
の
「C
O
G
N
A
C

の
瓶
」
に
映
る
「C

IN
É
M
A

の
明
り
」
と
い
う
明
暗

の
度
合
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
作
品
で
あ
る
。
当
時
、
浅
草
六
区
に
は
、「
電
気
館
」

と
い
う
活
動
写
真
を
行
っ
て
い
る
施
設
が
あ
っ
た15

）

。
こ
の
「
電
気
館
」
の

「C
IN
É
M
A

の
明
り
」
と
い
う
斬
新
な
素
材
を
短
歌
に
取
り
込
ん
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
光
太
郎
の
短
歌
の
中
に
、
光
彩
・
色
彩
を
短
歌
に
取
り
込
む
表

現
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、『
ス
バ
ル
』

に
お
い
て
、
他
の
歌
人
の
作
品
や
詩
に
も
散
見
す
る
。
特
に
、
美
術
に
造
詣
の
深

い
北
原
白
秋
、
木
下
杢
太
郎
が
色
彩
に
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
色
彩
を
取
り
入
れ

た
創
作
を
実
践
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
白
秋
・
杢
太
郎
が
中
心
と
な
っ
て
運
営
し

て
い
た
「
パ
ン
の
会
」
に
光
太
郎
が
、
接
触
し
て
い
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る

だ
ろ
う
。「
パ
ン
の
会
」
の
主
な
会
場
は
「
浅
草
」
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て

「
浅
草
」
は
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
江
戸
情
緒
を
感
じ
ら
れ
る
一
種
の
特
別
な
場
で

あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
等
が
寄
稿
す
る
美
術
文
芸
雑
誌
『
方
寸
』
の
同
年
の

一
一
月
に
、
浅
草
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る16

）

。

そ
し
て
、
こ
の
「
パ
ン
の
会
」
周
辺
の
詩
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
歌
を
ま
と

め
て
「
吉
原
紅
燈
集
」
と
し
て
出
版
す
る
計
画
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
を
示

す
記
事
が
、
明
治
四
三
年
三
月
日
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る17

）

。

◎
桜さくら
時どき
を
待ま
つ
て
出で
る
と
い
ふ
「
吉よし
原はら
紅こう
燈とう
集しふ
」
は
☆
高●

村●

光●

太●

郎●

、
吉●

井●

勇●

、
木●

下●

杢●

太●

郎●

、
長●

田●

秀●

雄●

、
北●

原●

白●

秋●

諸しよ
君くん
の
印いん
象しやう
詩し
を
集あつ
め
る

の
さ
う
な
が
、
そ
の
中なか
の
二
三
君くん
は
未いま
だ
実じつ
地ち
を
見み
た
事こと
が
無な
い
の
で
絵ゑ
巻まき

一
一
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物もの
を
参さん
考かう
に
し
て
作つく
る
の
も
あ
る
と
い
ふ
。

調
査
の
限
り
で
は
、
本
書
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
、

刊
行
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
美
術
用
語
で
も
あ
る
「
印
象
」

を
詩
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
片
鱗
が
見
え
る18

）

。

具
体
的
に
、
印
象
を
詩
に
表
現
す
る
方
法
は
、
詩
人
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ

る
が
、
光
太
郎
の
場
合
、
先
に
挙
げ
た
短
歌
の
よ
う
に
「
自
然
の
新
し
い
眼
」
で

み
た
印
象
を
表
現
す
る
た
め
に
、
光
彩
・
色
彩
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
方
法
を
取
る

の
で
あ
っ
た
。

次
に
挙
げ
る
短
歌
も
、「
自
然
を
新
し
く
見
る
眼
」
を
通
し
て
見
た
風
景
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。

仁
丹
の
広
告
よ
り
は
右
に
し
て
明
る
き
窓
の
五
つ
目
の
家

「
仁
丹
の
広
告
」
と
「
明
る
き
窓
」
の
光
彩
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
風
景
を
描
写

し
た
歌
で
あ
る
。「
仁
丹
の
広
告
」
は
、
三
色
に
光
を
放
つ
広
告
灯
を
指
す
。
当

時
、「
仁
丹
」
の
広
告
看
板
に
「
三
色
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
光
る
装
置
が
取

り
入
れ
ら
れ
た19

）

。
こ
の
広
告
灯
と
「
明
る
き
窓
」
と
い
う
表
現
と
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、
夜
の
街
の
明
か
り
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
こ
と
は
、
光
太
郎
が
『
ス
バ
ル
』
裏
表
紙
に
描
い
た
挿
絵
を
参
照
し
て
も

分
か
る20

）

。
こ
の
挿
絵
に
は
「
仁
丹
の
看
板
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
挿
絵
は
、

夜
の
風
景
を
看
板
と
窓
の
明
か
り
だ
け
で
構
成
し
た
作
品
で
あ
る
。
短
歌
に
お
い

て
、
光
彩
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
表
現
方
法
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

よ
う
に
、
光
彩
・
色
彩
を
短
歌
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
短
歌
は
、「
仁
丹
の
看
板
」
と
い
う
斬
新
な
素
材
を
取
り
入
れ
た

点
に
注
目
で
き
る
。
仁
丹
の
広
告
は
、
看
板
に
と
ど
ま
ら
ず
、
新
聞
な
ど
の
メ
デ

ィ
ア
の
中
に
現
れ
て
お
り
、
当
時
の
企
業
広
告
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た21

）

。
こ

の
よ
う
に
斬
新
な
素
材
を
意
図
的
に
選
択
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
当
時
の
新
聞
を
参
照
す
る
と
、「
仁
丹
」
の
電
灯
看
板
は
、
自
然
美
を

汚
す
存
在
と
し
て
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る22

）

。
こ
の
点
を

考
慮
す
る
と
、「
仁
丹
の
広
告
」
の
美
を
短
歌
に
す
る
こ
と
は
、
都
会
美
を
受
け

入
れ
な
い
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
の
眼
に
対
し
て
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
光
太
郎
の
代
表
的
な
美
術
評
論
「
緑
色
の
太
陽
」
の
中
に
も
、
次

の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る23

）

。

僕
は
朱
塗
の
玉
垣
を
美
し
む
と
共
に
、
仁
丹
の
広
告
電
燈
に
も
恍
惚
す
る
事

が
あ
る
。
此
は
僕
の
頭
の
中
に
製
作
熱
の
沸
い
て
ゐ
る
時
の
事
で
あ
る
。
製

作
熱
の
無
い
時
に
は
今
の
都
会
の
乱
雑
さ
が
癪
に
触
つ
て
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
、「
朱
塗
の
玉
垣
」
と
「
仁
丹
の
広
告
電
燈
」
が
旧
来
の
美
と
「
都

会
」
の
美
の
象
徴
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
対
比
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
旧
来
の
自
然
美
も
「
都
会
」
の
乱
雑
さ
の
美
も
両
者
を
受
け
入

れ
る
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
光
太
郎
の
短
歌
は
、

短
歌
の
中
に
「
仁
丹
の
広
告
」
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
都
会
的
な
美
を
表
現
し
て

一
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い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
光
太
郎
が
短
歌
に
「
仁
丹
の
看
板
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

「C
O
G
N
A
C

の
瓶
」、「C

IN
É
M
A

」、「
白
熱
の
瓦
斯
の
火
」
な
ど
の
斬
新
な
素

材
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
近
代
的
な
新
し
い
都
会
美
を
表
現
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。「
新
し
い
自
然
の
眼
」
を
短
歌
の
中
で
実
践
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
ま
で
明
治
四
二
年
一
一
月
『
ス
バ
ル
』
の
作
品
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
こ

で
は
、「
ふ
る
さ
と
」
日
本
へ
の
嫌
悪
感
を
そ
の
ま
ま
吐
露
の
で
は
な
く
、
西
洋

で
獲
得
し
た
「
自
然
の
新
し
い
眼
」
を
短
歌
の
中
に
取
り
入
れ
る
実
践
を
行
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
光
太
郎
の
態
度
は
、
他
の
歌
人
と
一
線
を
画
し
て
い
た
。
た
と
え

ば
、「
吉
原
紅
燈
集
」
を
と
も
に
出
版
す
る
予
定
で
あ
っ
た
吉
井
勇
は
、
大
正
五

年
に
単
独
で
『
東
京
紅
燈
集24

）

』
と
い
う
歌
集
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
の
歌
集
か
ら

吉
井
の
特
徴
的
な
作
品
を
抽
出
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

浅あさ
草くさ
の
空そら
を
な
が
め
て
お
も
へ
ら
く
こ
れ
や
む
か
し
の
広ひろ
重しげ
の
い
ろ

広ひろ
重しげ
の
空そら
の
い
ろ
か
な
か
く
か
こ
ち
わ
れ
か
な
し
げ
に
日に
本ほん
橋ばし
ゆ
く

日に
本ほん
橋ばし
夕ゆふ
立だち
降ふ
れ
ば
十
返ぺんしや
一
九
の
夏なつ
と
な
り
に
け
る
か
も

こ
の
よ
う
に
、
吉
井
の
短
歌
の
中
で
「
浅
草
」
は
、「
広
重
」
の
描
く
江
戸
時

代
の
印
象
で
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
パ
ン
の
会
」
に
お
い
て
、
失
わ
れ

つ
つ
あ
る
江
戸
趣
味
を
異
国
的
な
情
緒
と
し
て
受
け
入
れ
る
試
み
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
光
太
郎
は
、
光
彩
・
色
彩
に
注
目
し
、「
新
し
い
眼
」

で
み
た
風
景
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
自
然

を
見
る
新
し
い
眼
」
を
意
識
し
た
表
現
は
、
さ
ら
に
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
、「
色
調
区
分
」
の
実
践

｜
『
創
作
』
明
治
四
三
年
七
月
、『
ス
バ
ル
』
明
治
四
三
年
一
一
月
｜

こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
短
歌
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
光
太
郎
は
帰
国
後
、

「
ふ
る
さ
と
」
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
抱
い
て
お
り
、
こ
れ
を
吐
露
す
る
た
め
に
罵

倒
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
自
然
を
見
る
新
し
い
眼
」

で
み
た
風
景
描
写
を
短
歌
の
中
に
取
り
込
ん
で
く
方
法
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
実
践
に
よ
っ
て
、
新
し
い
芸
術
観
を
示
す
こ
と
で
「
ふ
る
さ
と
」
の

日
本
に
対
し
て
、
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
後
の
光
太
郎
の
短
歌
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
光
太
郎
の
短

歌
が
次
に
発
表
さ
れ
た
の
は
、
翌
年
の
明
治
四
三
年
で
あ
る
。
ま
ず
、
七
月
に
、

雑
誌
『
創
作
』
に
六
首
を
発
表
し
て
お
り25

）

、
一
一
月
に
は
『
ス
バ
ル
』
に

「D
E
S
 
O
U
O
N
N
A
S

」
と
題
で
一
五
首
を
発
表
し
て
い
る26

）

。
こ
こ
に
発
表
さ
れ

た
短
歌
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
二
首
の
短
歌
が
あ
る
。

乳
い
ろ
の
ぎ
や
ま
ん
皿
と
赤
茄
子
の
う
し
ろ
に
光
る
初
夏
の
風

こ
の
短
歌
も
ま
た
、
光
彩
・
色
彩
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
「
乳
い
ろ
の
ぎ
や
ま
ん
皿
」
と
「
赤
茄
子
」
と
い
う
斬
新
な
素
材
が
選
択
さ
れ

て
い
る
。
色
彩
と
し
て
は
、
ガ
ラ
ス
皿
の
「
乳
い
ろ
」
と
ト
マ
ト
の
「
赤
」
色
が

対
峙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
ろ
に
「
初
夏
の
風
」
が
「
光

一
一
九
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る
」
一
瞬
を
捉
え
た
描
写
し
て
い
る
。
色
彩
と
色
彩
を
語
句
に
よ
っ
て
対
峙
さ
せ
、

最
後
に
ま
ぶ
し
い
光
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
た
歌
で
あ
る
。
同
様
の
展
開
で
構
成

さ
れ
た
歌
が
、
次
の
一
首
で
あ
る
。

く
れ
な
ゐ
と
緑
と
金
と
乳
白
の
も
の
こ
そ
見
ゆ
れ
あ
か
る
き
窓

こ
の
歌
で
は
、「
く
れ
な
ゐ
と
緑
と
金
と
乳
白
」
と
い
う
色
彩
語
が
直
接
提
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
色
彩
が
対
峙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最

後
に
「
あ
か
る
き
窓
」
と
い
う
ま
ぶ
し
い
光
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
。
読
み
手

の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
、
色
彩
が
対
峙
す
る
画
面
が
構
成
さ
れ
、
光
る
窓
が
創
出
し

て
く
る
歌
で
あ
る
。

こ
の
二
首
は
、
光
彩
・
色
彩
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
作
品
で
あ
る
が
、
特
に
、
同

時
代
に
流
入
し
て
い
る
印
象
派
の
理
論
と
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
色
と

色
を
混
色
せ
ず
並
べ
る
こ
と
で
、
光
を
表
現
す
る
「
色
調
区
分
」
の
方
法
で
あ
る
。

こ
の
方
法
は
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、
光
彩
の
風
景
を
表
現
す
る
た

め
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
光
太
郎
が
印
象
派
の
美
術

論
を
ま
と
め
た
『
印
象
派
の
芸
術
と
思
想27

）

』
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、

こ
れ
ら
の
短
歌
を
発
表
し
て
か
ら
、
五
年
後
の
大
正
四
年
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

モ
ネ
等
の
色
調
区
分
は
全
く
芸
術
的
手
法
の
問
題
で
あ
つ
た
。
彼
等
は
自
然

に
見
る
通
り
な
光
輝
を
得
よ
う
と
し
て
、
つ
ひ
に
画
面
に
或
る
魔
術
を
行
ふ

事
に
な
つ
た
。
即
ち
単
色
（
絵
の
具
を
混
ぜ
合
わ
せ
な
い
意
味
）
を
い
ろ
い

ろ
に
置
き
並
べ
て
、
其
の
相
互
関
係
に
よ
つ
て
或
る
幻
惑
の
感
を
惹
き
起
さ

せ
る
事
に
気
づ
い
た
。
単
色
を
置
き
並
べ
る
と
い
ふ
事
か
ら
、
其
の
色
と
色

と
の
関
係
を
視
的
経
験
に
よ
つ
て
漸
々
に
了
解
し
て
来
た
。

こ
こ
で
は
、「
自
然
に
見
る
通
り
な
光
輝
」
を
表
現
す
る
た
め
の
「
色
調
区
分
」

の
手
法
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
、「
絵
の
具
を
混
ぜ
合
わ
な

い
」
で
、「
単
色
」
を
使
用
す
る
。
そ
し
て
、「
単
色
」
の
「
相
互
関
係
」
か
ら
、

「
幻
惑
の
感
を
惹
き
起
さ
せ
る
」
効
果
を
生
み
出
す
手
法
で
あ
る
。
こ
の
手
法
に

つ
い
て
は
、
本
書
の
中
で
繰
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る28

）

こ
と
か

ら
も
、
光
太
郎
が
「
色
調
区
分
」
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
印
象
派
の
理
論
を
短
歌
に
お
い
て
は
、
色
彩
語
に
置
き

換
え
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
色
彩
語
と
色
彩
語
の
相
互
関
係
か
ら
、
光

彩
・
色
彩
を
表
現
し
て
、「
幻
惑
の
感
を
惹
き
起
さ
せ
る
」
実
践
を
行
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
、
高
村
光
太
郎
の
短
歌
に
つ
い
て
、
留
学
か
ら
帰
国
し
た
直
後
の
明
治
四

二
、
四
三
年
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
短

歌
の
表
現
に
、
美
術
理
論
を
取
り
入
れ
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

帰
国
後
、
ま
ず
明
治
四
二
年
一
〇
月
の
『
ス
バ
ル
』
に
発
表
し
た
短
歌
で
は
、

日
本
人
に
対
す
る
嫌
悪
感
か
ら
「
ふ
る
さ
と
」
の
「
少
女
」
を
罵
倒
す
る
表
現
方

法
を
採
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
次
号
の
一
一
月
『
ス
バ
ル
』
で
は
、
特
に
色
彩
語

一
二
〇

高
村
光
太
郎
の
短
歌
と
美
術
評
論

（
田
所
弘
基
）



を
取
り
入
れ
て
、
光
彩
・
色
彩
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
描
写
の
表
現
方
法
を
採
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、
明
治
四
三
年
七
月
『
創
作
』、

一
一
月
『
ス
バ
ル
』
に
見
ら
れ
る
短
歌
に
は
、
複
数
の
色
彩
語
を
並
べ
て
、
光

彩
・
色
彩
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

表
現
方
法
は
、
光
太
郎
の
美
術
評
論
『
印
象
派
の
芸
術
と
思
想
』
の
中
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
「
色
調
区
分
」
の
方
法
と
同
様
の
手
法
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。こ

の
よ
う
に
、
光
太
郎
は
、
短
歌
の
中
に
印
象
派
の
方
法
を
取
り
込
む
こ
と
で

「
自
然
を
新
し
く
見
る
眼
」
の
風
景
描
写
を
実
践
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
一
連
の
実
践
を
通
し
て
、
光
太
郎
の
「
自
然
を
見
る
新
し
い
眼
」
の
表
現

は
、
詩
作
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

今
後
の
展
開
と
し
て
、
詩
作
と
の
連
続
性
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
光
太
郎
が
自

作
で
は
な
い
と
否
定
し
て
い
る
留
学
以
前
の
短
歌
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
た
い
。

特
に
、
本
論
で
検
討
し
た
留
学
以
後
の
短
歌
と
比
較
を
行
い
、
光
太
郎
の
表
現
が

残
さ
れ
て
い
る
部
分
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

〔
注
〕

１
）
吉
本
隆
明
「
端
緒
の
問
題
」
『
高
村
光
太
郎
選
集
』、
第
一
巻
解
題
、
春
秋
社
、

昭
和
四
一

一
九
六
六

年
一
二
月
）。

吉
本
は
、
光
太
郎
の
初
期
短
歌
に
つ
い
て
言
及
す
る
中
で
、「
高
村
の
資
質
が

の
ぞ
き
こ
ん
だ
眼
ざ
し
の
世
界
と
し
て
み
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
こ
か
ら
、

か
れ
の
生
涯
を
き
め
る
予
感
と
可
能
性
の
世
界
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
文
学
作
品
が
作
品
と
し
て
問
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
作
品
の
下
に
秘
さ
れ
て
い
る
高
村
の
資
質
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と

述
べ
て
、
光
太
郎
の
短
歌
研
究
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
）
光
太
郎
自
身
、
高
村
光
太
郎
「
詩
の
勉
強
」（『
新
女
苑
』、
実
業
之
日
本
社
、
昭

和
一
四

一
九
三
九

年
一
〇
月
）
の
中
で
、「
後
で
顧
る
と
殆
と
自
分
自
身
の

歌
で
は
な
か
つ
た
。
も
と
も
と
幼
稚
な
模
倣
で
あ
つ
た
し
、
又
誌
上
に
発
表
さ

れ
た
も
の
は
悉
く
与
謝
野
先
生
の
加
筆
で
や
う
や
く
体
を
成
し
て
ゐ
た
に
過
ぎ

ず
、
原
形
を
と
ど
め
な
い
も
の
も
多
か
つ
た
。
其
頃
の
作
は
大
抵
抹
殺
す
る
事

に
し
て
ゐ
る
。」
と
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
高
村
光
太
郎
「
工
房
よ
り
Ⅱ
」（『
明
星
』、
新
詩
社
、
大
正
一
四

一
九
二
五

年
一
〇
月
）、
高
村
光
太
郎
「
美
術
学
校
時
代
」（『
某
月
某
日
』、

龍
星
閣
、
昭
和
一
八

一
九
四
三

年
四
月
）、
北
川
太
一
「
高
村
光
太
郎
聞
き

書
」（『
高
村
光
太
郎
資
料

二
』、
文
治
堂
書
店
、
昭
和
三
五

一
九
六
〇

年

五
月
）
な
ど
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
光
太
郎
の
初
期
短
歌
は
検
討
の

余
地
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
留
学
前
か
ら
留
学
中
の
短

歌
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
3
）『
現
代
日
本
文
学
全
集
第
三
十
八
編

現
代
短
歌
集

現
代
俳
句
集
』（
昭
和
四

一
九
二
九

年
九
月
、
改
造
社
）。

（
4
）
高
村
光
太
郎
「E

C
C
O
M
I N

E
L
L
A
 
M
IA
 
P
A
T
R
IA

!

」（『
ス
バ
ル
』、
昴
発

行
所
、
明
治
四
二

一
九
〇
九

年
一
〇
月
）。

（
5
）
高
村
光
太
郎
『
高
村
光
太
郎
全
集
』（
第
一
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
平
成
七

一
九

九
五

年
八
月
）。

（
6
）
無
記
名
「
緩
調
急
調
子
」（『
新
聲
』、
隆
文
館
、
明
治
四
二

一
九
〇
九

年
一

一
月
）。

7
）
高
村
光
太
郎
「Y

 
Q
U
E
 
M
A
S D

A
?

」（『
ス
バ
ル
』、
昴
発
行
所
、
明
治
四
二

一
九
〇
九

年
一
一
月
）。

（
8
）
高
村
光
太
郎
「
珈
琲
店
よ
り
」（『
趣
味
』、
易
風
社
、
明
治
四
三

一
九
一
〇

年
四
月
）。

（
9
）
岡
井
隆
「
光
太
郎
に
お
け
る
短
歌
の
役
割
」（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』、
至
文

堂
、
昭
和
五
九

一
九
八
四

年
七
月
）。

（
10
）
安
藤
靖
彦
「
光
太
郎
の
短
歌
」（『
高
村
光
太
郎
の
人
間
と
芸
術
』、
教
育
出
版
セ

ン
タ
ー
、
昭
和
四
七

一
九
七
二

年
六
月
）。

（
11
）
高
村
光
太
郎
「A

B
 
H
O
C
 
E
T
 
A
B
 
H
A
C

」（『
ス
バ
ル
』、
明
治
四
三

一
九

一
二
一
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一
〇

年
二
月
）。

（
12
）
高
村
光
太
郎
「Y

 
Q
U
E
 
M
A
S D

A
?

」
前
掲
。

（
13
）
高
村
光
太
郎
『
高
村
光
太
郎
全
集
』（
第
一
一
巻
、
前
掲
）。

（
14
）
こ
の
号
に
お
い
て
も
、
次
の
二
首
の
よ
う
な
「
ふ
る
さ
と
」
を
嫌
悪
す
る
短
歌

が
散
見
す
る
。

瓜じやが
哇たら
の
黒
き
を
み
な
も
爾
よ
り
眼
鼻
と
と
の
ひ
肉
づ
き
て
ゐ
ぬ

あ
あ
我
は
よ
し
な
き
国
に
ひ
と
を
見
て
果
て
な
る
島
に
あ
こ
が
れ
死
ぬ
べ
き

特
に
留
学
し
た
西
洋
と
日
本
を
比
較
す
る
表
現
が
目
立
っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

（
15
）
田
中
淳
『
太
陽
と
「
仁
丹
」
｜
一
九
一
二
年
の
自
画
像
群
・
そ
し
て
ア
ジ
ア
の

な
か
の
「
仁
丹
」
｜
』（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
平
成
二
四

二
〇
一
二

年
一
二
月
）。

（
16
）『
方
寸
』（
方
寸
社
、
明
治
四
二

一
九
〇
九

年
一
一
月
）。

（
17
）
無
記
名
「
は
な
し
だ
ね
」（『
読
売
新
聞
』、
明
治
四
三

一
九
一
〇

年
三
月
一

〇
日
）。

（
18
）
印
象
詩
に
つ
い
て
は
、
野
田
宇
太
郎
「
杢
太
郎
と
白
秋
と
『
屋
上
庭
園
』
｜
印

象
詩
派
の
成
立
に
つ
い
て
｜
」（『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
學
燈
社
、
昭

和
三
三

一
九
五
八

年
七
月
）
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。

（
19
）
田
中
淳
『
太
陽
と
「
仁
丹
」
｜
一
九
一
二
年
の
自
画
像
群
・
そ
し
て
ア
ジ
ア
の

な
か
の
「
仁
丹
」
｜
』（
前
掲
）。

（
20
）
高
村
光
太
郎
「
夜
」（『
ス
バ
ル
』
裏
表
紙
、
昴
発
行
所
、
明
治
四
三

一
九
一

〇

年
四
月
）。

「
仁
丹
」
看
板
の
上
部
に
は
「
ゼ
」
の
文
字
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
懐
中
良
薬
と
し
て
売
り
出
し
て
い
た
ゼ
ム
の
看
板
と
判
断
で
き
る
。
ゼ

ム
も
ま
た
イ
ル
ミ
看
板
の
代
表
的
存
在
で
あ
っ
た
。
下
部
の
文
字
は
「
と
り
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
飲
食
店
の
提
灯
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

（
21
）『
朝
日
新
聞
』（
朝
日
新
聞
社
、
明
治
四
一

一
九
〇
八

年
一
〇
月
一
二
日
、

朝
刊
）。

図
は
、
東
京
神
田
明
神
開
花
楼
に
設
置
さ
れ
た
仁
丹
の
看
板
。
説
明
に
は
、

「
活
動
式
」
と
あ
り
、
文
字
の
書
き
順
に
、
看
板
が
点
灯
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）「
醜
悪
な
る
屋
外
広
告
（
九
）」『
朝
日
新
聞
』（
明
治
四
三

一
九
一
〇

年
六

月
二
四
日
、
朝
刊
）。

こ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
上
野
公
園
内
の
仁
丹
の
広
告
に
つ
い
て
批
判
す

る
意
見
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
此
の
仁
丹
の
広
告
も
屋
上
の
広
告
建
築
で
あ

る
。
何
人
で
も
上
野
公
園
に
到
る
者
で
此
の
広
告
の
刺
激
を
受
ざ
る
者
は
い

な
い
、
此
の
屋
上
に
仁
丹
広
告
が
九
面
あ
る
、
何
故
に
東
京
の
市
民
は
日
本

唯
一
の
一
大
公
園
へ
行
き
に
帰
り
に
仁
丹
の
九
面
の
醜
広
告
か
ら
強
烈
な
る

刺
激
を
受
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
日
本
唯
一
の
公
園
の
入
口
に
何
故
風
致
を

害
す
る
広
告
を
建
築
さ
せ
て
お
く
か
、
今
仮
に
此
の
広
告
の
形
式
を
調
べ
て

一
二
二

高
村
光
太
郎
の
短
歌
と
美
術
評
論

（
田
所
弘
基
）



見
る
の
に
、
只
々
一
個
の
屋
上
に
丈
余
の
大
広
告
を
八
面
飾
り
附
け
更
に
其

の
中
央
に
一
面
電
気
広
告
の
為
め
に
大
な
る
文
字
を
飾
る
と
は
、
余
り
に
過

大
過
多
な
る
広
告
で
は
な
い
か
、
広
告
は
本
来
告
知
的
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、

此
の
如
く
過
多
過
大
の
広
告
は
不
必
要
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
23
）
高
村
光
太
郎
「
緑
色
の
太
陽
」（『
ス
バ
ル
』、
昴
発
行
所
、
明
治
四
三

一
九
一

〇

年
四
月
）。

（
24
）
吉
井
勇
『
東
京
紅
燈
集
』（
新
潮
社
、
大
正
五

一
九
一
六

年
五
月
）。

（
25
）
高
村
光
太
郎
「
自
選
歌
」（『
創
作
』、
東
雲
堂
書
店
、
明
治
四
三

一
九
一
〇

年
七
月
）。
色
彩
語
を
取
り
入
れ
た
短
歌
と
し
て
は
、
以
下
の
短
歌
が
あ
る
。

ひ
ろ
び
ろ
と
赤
き
氈かも
し
く
張
店
の
あ
か
る
き
窓
に
語
る
は
か
な
さ

雨
ふ
る
日
て
れ
び
ん
香にほ
ひ
あ
ん
た
ん
と
青
漆
色
の
泣
声
ぞ
す
る

（
26
）
高
村
光
太
郎
「D

E
S
 
O
U
O
N
N
A
S

」（『
ス
バ
ル
』、
昴
発
行
所
、
明
治
四
三

一
九
一
〇

年
一
一
月
）。
色
彩
語
を
取
り
入
れ
た
短
歌
と
し
て
は
、
以
下
の

短
歌
が
あ
る
。

疲
れ
た
る
女
の
列
の
静
か
に
も
あ
か
る
き
見
世
の
金
の
唐
紙

鈍
痛
を
心
に
お
ぼ
ゆ
ひ
か
り
た
る
廊
下
の
奥
の
く
ら
や
み
の
い
ろ

病
院
の
青
き
廊
下
に
雨
ふ
れ
ば
毒
血
の
ご
と
き
女
等
も
見
ゆ

（
27
）
高
村
光
太
郎
『
印
象
派
の
芸
術
と
思
想
』（
天
弦
堂
書
房
、
大
正
四

一
九
一

五

年
七
月
）。

（
28
）
印
象
派
の
絵
画
を
特
徴
づ
け
る
「
色
調
区
分
」
の
手
法
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば

「
彼
等
は
生
の
絵
具
を
生
の
ま
ま
で
画
布
の
上
に
置
き
並
べ
て
ゆ
く
事
で
此
の
印

象
を
起
さ
せ
た
。
画
が
ぎ
ら
ぎ
ら
と
光
り
輝
く
や
う
に
見
え
た
。
今
ま
で
の
暗

い
黒
い
絵
画
の
世
界
に
太
陽
が
輝
き
出
し
た
。
か
く
し
て
「
自
然
の
光
輝
」
は

彼
等
の
手
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
こ
こ

か
ら
も
光
太
郎
が
「
色
調
区
分
」
の
手
法
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

〔
付
記
〕

短
歌
の
引
用
は
、『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
一
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
八

月
）
所
載
本
文
を
用
い
た
。
ま
た
、
引
用
文
に
お
い
て
適
宜
、
旧
字
体
は
現
行
の
字
体

に
改
め
た
。

な
お
、
本
稿
は
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
三
〇
日

於
・
佛

教
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。

（
た
ど
こ
ろ

ひ
ろ
き

文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
）

（
指
導
教
員：

有
田

和
臣

教
授
）

二
〇
一
四
年
九
月
三
十
日
受
理

一
二
三

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
三
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）


