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■
資
料
紹
介

八
木
重
吉
『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』
詩
群
と
タ
ゴ
ー
ル山　

形　
　
　

梢

は
じ
め
に

　

八
木
重
吉
は
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
六
月
一
八
日
に
『
鞠
と
ぶ
り
き

の
独
楽
』（『
定
本
八
木
重
吉
詩
集
』
彌
生
書
房
、
一
九
五
八
）
と
題
す
る
詩

群
を
作
っ
た
。
田
中
清
光
氏
が
「
重
吉
の
詩
に
、
新
し
い
展
開
が
現
れ
る（（
（

」

と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
群
は
、
後
日
刊
行
さ
れ
る
詩
集
『
秋
の
瞳
』

に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
吉
の
作
詩
の
タ
ー
ニ
ン
グ

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
山
本
洋
三
氏
が
「
こ
の

リ
ズ
ム
を
重
吉
は
一
体
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
の
か（（
（

」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
重
吉
研
究
家
・
愛
好
者
の
な
か
で
も
こ
の
詩
群
が

生
ま
れ
た
背
景
は
不
明
と
さ
れ
て
き
た
。

　

詩
群
の
冒
頭
に
は
「
憶
え
書
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
皆　

今

夜
（
六
月
十
八
日
夜
）
の
作
な
り
。
こ
れ
等
は
童
謡
で
は
な
い
。
む
ね
ふ
る

へ
る
日
の
全
て
を
も
て
う
た
へ
る
大
人
の
詩
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

五
七
編
も
の
詩
を
一
晩
で
一
気
に
書
き
上
げ
た
と
い
う
重
吉
に
、
こ
の
と
き

何
が
起
き
て
い
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
作
詩
の
背
景
と
な
る
「
む
ね
ふ
る
へ

る
日
」
の
出
来
事
と
、
そ
れ
が
作
品
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
関
連

資
料
を
紹
介
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
。

１
　
タ
ゴ
ー
ル
講
演
会
と
『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』

　

当
時
の
『
神
戸
新
聞
』
と
『
神
戸
又
新
日
報
』
を
調
べ
る
と
、
一
九
二
四

年
六
月
一
八
日
は
、
イ
ン
ド
詩
人
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
（
一
八

六
一
―
一
九
四
一
）
に
よ
る
講
演
会
が
神
戸
で
開
催
さ
れ
た
日
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。『
神
戸
又
新
日
報（（
（

』
に
よ
る
と
、
こ
の
日
の
午
後
三
時
か
ら
五

時
ま
で
、
兵
庫
県
教
育
会
の
主
催
で
、
旧
制
県
立
神
戸
高
等
女
学
校
講
堂
で

タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
会
が
行
わ
れ
て
い
た
。
重
吉
の
年
譜
に
は
、
当
時
二
六
歳

だ
っ
た
彼
が
大
正
一
三
年
六
月
に
神
戸
で
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
を
聞
い
た
こ
と

が
記
載
さ
れ
て
い
る
が（（
（

、
詳
細
な
日
付
は
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
ま
た
、
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
日
と
『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』
の
作
ら

れ
た
日
が
同
日
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い

な
い
。

　

重
吉
は
こ
の
日
、
勤
務
先
で
あ
る
兵
庫
県
立
御
影
師
範
学
校
（
阪
神
御
影

駅
）
か
ら
神
戸
高
等
女
学
校
講
堂
（
現
在
の
兵
庫
県
庁
の
場
所
）
へ
行
き
、

タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
を
聞
い
た
。
二
時
間
に
及
ん
だ
講
演
内
容
は
、『
神
戸
新
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聞
』
に
二
日
間
（
六
月
一
九
日
・
二
〇
日
）
に
わ
た
り
紹
介
さ
れ
て
い
る（5
（

。

以
下
、
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。

子
供
に
は
目
的
と
云
ふ
も
の
が
な
い
さ
う
し
て
大
人
に
は
こ
れ
が
あ
る

故
に
大
人
は
何
で
も
自
己
の
目
的
に
關
係
あ
る
も
の
ゝ
の
み
を
注
意
し

自
ら
の
世
界
を
極
限
し
て
進
む
こ
れ
に
反
し
て
子
供
は
す
べ
て
を
同
一

に
視
る
眼
前
に
展
開
す
る
全
べ
て
の
物
を
視
、
聞
き
、
そ
う
し
て
味
う

て
敢
て
選
擢
を
し
な
い
渓
川
の
流
が
小
石
に
弾
か
れ
て
早
さ
を
增
す
如

く
子
供
は
新
し
き
事
實
に
遭
う
て
驚
く
每
に
新
し
き
知
識
を
得
る
大
人

で
あ
り
目
的
を
有
す
る
學
校
管
理
者
は
大
人
の
目
的
に
適
す
る
鑄
型
に

子
供
を
入
れ
こ
れ
に
反
す
る
も
の
は
悉
く
こ
れ
に
除
外
す
る
而
し
て
彼

等
は
こ
れ
を
教
育
と
稱
し
た
彼
等
は
自
然
か
ら
美
し
き
色
や
活
動
や
す

べ
て
の
も
の
を
取
去
つ
て
牢
獄
を
造
つ
て
學
校
と
呼
ん
だ
、
さ
う
し
て

こ
れ
を
子
供
に
利
益
が
あ
る
と
し
て
訓
練
と
稱
へ
修
養
と
名
づ
け
た

　

タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
講
演
で
、
子
ど
も
の
も
つ
無
垢
な
心
を
礼
賛
す
る
と
と

も
に
、
大
人
や
学
校
教
育
が
そ
れ
を
歪
め
て
し
ま
う
と
指
摘
し
、
大
人
や
教

師
に
向
け
て
戒
め
の
言
葉
を
繰
り
返
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
九
月
一
九

日
の
『
神
戸
又
新
日
報
』
に
は
次
の
記
事
が
写
真
（
図
1
）
と
あ
わ
せ
て
掲

載
さ
れ
て
い
る（（
（

。

縣
立
高
女
大
講
堂
に
於
け
る
タ
ゴ
ー
ル
翁
の
講
演
會
は
立
錐
の
餘
地
無

き
大
盛
況
で
午
後
三
時
古
川
學
務
課
長
の
挨
拶
に
次
ぎ
小
川
高
商
教
授

の
通
譯
で
タ
翁
は
拍
手
に
迎
へ
ら
れ
て
壇
上
に
立
ち
自
ら
詩
を
誦
す
る

が
如
く
銀
鈴
を
轉
ず
る
に
も
譬
ふ
べ
き
美
音
で
流
暢
な
英
語
を
以
つ
て

（
中
略
）、
其
森
林
哲
學
に
立
脚
し
諄
々
と
し
て
自
然
的
教
育
を
讃
へ
教

育
者
達
に
多
大
の
感
動
を
與
へ
午
後
五
時
頃
散
會
し
た
、
在
神
印
度
紳

士
等
も
熱
心
に
傾
聴
し
て
居
た

　

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
兵
庫
県
教
育
会
の
主
催
に
よ
る
本
講
演
会
が
、
子
ど

も
（
特
に
、
小
さ
な
子
ど
も
）
の
教
育
に
関
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
報
じ
て
い
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
も
つ
心
を

尊
重
し
、
自
由
を
与
え
て
自
然
の
ま
ま
に
育
て
る
教
育
を
推
奨
し
て
い
る
。

一
方
で
、
子
ど
も
の
自
由
を
奪
う
も
の
と
し
て
、
学
校
教
育
の
現
状
を
痛
烈

に
批
判
し
て
い
る
。

　

そ
の
こ
ろ
日
本
で
も
大
正
新
教
育
運
動
が
起
き
て
お
り
、
各
地
で
講
演
会

や
研
究
会
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た（6
（

。
新
教
育
運
動
と
は
「
そ
れ
ま
で
の

〈
臣
民
教
育
〉
が
特
徴
と
し
た
画
一
主
義
的
な
注
入
教
授
、
権
力
的
な
と
り
し

【図 1】タゴールの講演会の様子
（「タ詩聖歸神―出迎少女の頬を指頭
でつく無邪気さ」『神戸又新日報』
1924年 6 月19日より）
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ま
り
主
義
を
特
徴
と
す
る
訓
練
に
対
し
て
、
子
ど
も
の
自
発
性
・
個
性
を
尊

重
し
よ
う
と
し
た
自
由
主
義
的
な
教
育
で
あ
り
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
の
教

育
改
造
が
一
つ
の
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
」
も
の
で
大
正
自
由
教
育
と
も

呼
ば
れ
る（7
（

。
タ
ゴ
ー
ル
の
語
る
自
然
的
教
育
の
考
え
方
は
、
こ
う
し
た
新
教

育
運
動
に
関
心
・
期
待
を
寄
せ
る
教
師
ら
を
中
心
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

本
講
演
は
「
立
錐
の
余
地
無
き
大
盛
況
」
の
会
場
で
多
く
の
参
加
者
に
「
多

大
の
感
動
を
與
へ
」
た
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
会
場
に
い
た
重
吉
は
ど

の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
か
。

₂
　
タ
ゴ
ー
ル
か
ら
の
影
響

　

重
吉
が
タ
ゴ
ー
ル
か
ら
受
け
た
影
響
は
、
九
年
前
の
一
九
一
五
年
（
重
吉

一
七
歳
）
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
年
、
花
園
緑
人
著
『
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
と
文

―
英
和
対
訳
詳
註（8
（

』
が
刊
行
さ
れ
た
（
図
2
）。
本
書
に
は
タ
ゴ
ー
ル
のThe 

C
rescent M

oon

、The G
itanjali

、Sadhana

か
ら
選
出
さ
れ
た
詩
文
が
英
和

対
訳
で
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　

重
吉
は
鎌
倉
の
神
奈
川
県
師
範
学
校
（
現
・
横
浜
国
立
大
学
）
に
在
学
し

英
語
を
熱
心
に
学
ん
で
お
り
、
当
時
つ
け
て
い
た
英
文
日
記
に
は
本
書
を
書

店
に
注
文
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（9
（

。
重
吉
が
詩
と
信
仰
の
道
へ
進
み
始

め
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
時
期
に
愛
読
し
て
い
た
の
が
本
書
で
あ

る
。「
タ
ゴ
ー
ル
は
深
い
宗
教
的
感
情
に
満
ち
た
詩
人
で
あ
り
、
そ
の
感
化
を

受
け
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う（（₀
（

」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
一
九
二
二
年
以
降
本
格
的
に
詩
を
作
り
始
め
た
重
吉

は
、
タ
ゴ
ー
ル
を
作
詩
の
師
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
国
内
外
の

さ
ま
ざ
ま
な
詩
を
読
み
、
一
九
二
二
年
か
ら
三
年
ほ
ど
は
キ
ー
ツ
を
と
り
わ

け
熱
心
に
読
ん
で
い
た
。
講
演
会
直
前
の
一
九
二
四
年
四
月
か
ら
五
月
に
か

け
て
は
︽The C
ollections of Essays on John K

eats

︾
と
題
す
る
ノ
オ
ト

を
作
成
す
る
な
ど
、
キ
ー
ツ
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
。
当
時
の
ノ
オ
ト
に
残

さ
れ
た
詩
集
購
入
予
定
の
リ
ス
ト
に
も
タ
ゴ
ー
ル
の
名
は
み
ら
れ
な
い（（
（

。

　

タ
ゴ
ー
ル
の
神
戸
来
訪
は
、
重
吉
に
と
っ
て
、
か
つ
て
感
化
を
受
け
た
詩

人
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
っ
た
。
二
六
歳
の
重
吉
は
、
①
詩
人
、
②
父
親

（
一
歳
の
娘
・
桃
子
）、
③
教
育
者
（
英
語
教
師
）、
と
い
う
三
点
で
タ
ゴ
ー
ル

と
の
共
通
項
が
生
ま
れ
て
お
り
、
九
年
前
と
は
ま
た
別
の
、
よ
り
深
い
新
し

い
関
心
を
持
っ
て
講
演
に
向
き
合
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
重
吉
の
夫
人
で
あ
る

吉
野
登
美
子
氏
は
、
重
吉
が
講
演
後
に
帰
宅
し
「
清
ら
か
な
声
の
ひ
と
だ
っ

た
」
と
言
っ
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る（（（
（

が
、「
銀
鈴
」
の
肉
声
を
聞
い
た
感
動

も
格
別
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』
の
冒
頭
「
憶
え
書
」
に
あ
る
、
六
月
一
八
日
の

【図 2】 花園緑人『タゴールの詩と文
―英和対訳詳註』表紙（ジャ
パンタイムス学生号出版所、
1915年）
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「
む
ね
ふ
る
へ
る
」
で
き
ご
と
と
は
、
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
会
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。「
む
ね
ふ
る
へ
る
」
の
言
葉
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
講
演
会
後
の
高
揚

感
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
体
験
は
重
吉
に
と
っ
て
、
新
し
い
詩
法
を

得
た
と
後
に
評
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
二
度
目
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
の
で
あ
る
。

₃
　『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』
に
み
る
タ
ゴ
ー
ル
の
影
響

　

講
演
会
の
同
日
夜
に
一
気
に
書
き
あ
げ
ら
れ
た
『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』

（
図
3
）（
（
（

五
七
編
の
う
ち
、
四
二
編
は
子
ど
も
や
玩
具
（
鞠
と
独
楽
）
を
モ

テ
ィ
ー
フ
と
し
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
重
吉
の
詩
と
、
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演

会
の
言
葉
、
お
よ
びThe C

rescent M
oon

と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
本
書
は
、

タ
ゴ
ー
ル
が
次
女
の
肺
結
核
の
転
地
療
養
と
死
去
の
時
期
に
作
詩
し
た
ベ
ン

ガ
ル
語
詩
集
『
お
さ
な
ご
』
を
後
年
英
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
に
ま

つ
わ
る
詩
が
中
心
で
あ
る
。

　
『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』
は
子
ど
も
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
愛
お
し
む
父
親

の
目
線
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。The C

rescent M
oon

も
同
様
に
、
父
親
の
目

線
に
依
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
愛
情
深
く
子
ど
も
を
観
察
し
、

さ
ら
に
は
子
ど
も
の
目
線
に
な
り
き
っ
て
世
界
を
観
察
し
て
い
る
。
講
演
会

で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
た
、
大
人
が
子
ど
も
へ
歩
み
寄
る
意
識
が
基
本
ス
タ

ン
ス
と
し
て
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
詩
篇
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
全

五
七
編
の
掲
載
順
に
番
号
を
付
す
）。

て
く
て
く
と
／
こ
ど
も
の
ほ
う
へ
も
ど
っ
て
ゆ
こ
う　
　
（
三
）

こ
ど
も
が
よ
く
て
／
お
と
な
が　

わ
る
い
こ
と
は
／
ま
り
を
つ
け
ば
よ

く
わ
か
る　
　
（
六
）

　

ま
た
、『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』
の
な
か
に
は
、The C

rescent M
oon

か
ら

着
想
を
得
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
作
品
も
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
一
九
作
目
の

詩
篇
は
、The C

rescent M
oon

の
う
ち
の
一
作W

H
EN A

N
D W

H
Y

を
模
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

色
は
な
ぜ
あ
る
ん
だ
ら
う
か
／
む
か
し
／
神
さ
ま
は
／
に
こ
に
こ
し
な

が
ら
色
を
お
ぬ
り
な
さ
れ
た
／
児
ど
も
が
／
お
も
ち
や
の
色
を
み
る
よ

う
な
き
も
ち
で　
　
（
一
九
）

W
hen I bring you coloured toys, m

y child, I understand w
hy there/

is such a play of colours on clouds, on w
ater, and w

hy fl ow
ers are/

painted in tints- w
hen I give coloured toys to you, m

y child.

（W
H

EN A
N

D W
H

Y

）

【図 3】 『鞠とぶりきの独楽』
表紙（田中清光編『八
木重吉文学アルバム』
筑摩書房、1984年、36
頁より）



― 70 ―

私
が
お
ま
へ
に
彩
つ
た
玩
具
を
持
っ
て
來
て
や
る
時
に
、
私
の
子
供
よ
、

私
は
何
故
雲
の
上
に
、
水
の
上
に
い
ろ
い
ろ
の
色
が
ち
ら
つ
く
か
を
了

解
す
る
。
そ
し
て
何
故
花
が
い
ろ
々
々
の
色
で
彩
ら
れ
る
か
を
了
解
す

る
―
私
が
お
ま
へ
に
彩
っ
た
玩
具
を
與
へ
る
時
に
。
私
の
子
供
よ
。

（「W
hen

とW
hy

」
花
園
緑
人
訳
）

　

さ
ら
に
、
タ
ゴ
ー
ル
の
同
詩
集
に
は
「
玩
具
」PLAY

TH
IN

G
S

と
い
う
詩

が
続
く
。
小
枝
や
土
で
遊
ぶ
わ
が
子
を
観
察
す
る
父
親
の
詩
で
あ
る
。

Child, how happy you are sitting in the dust, playing w
ith a broken 

tw
ig all the m

orning./ I sm
ile at your play w

ith that little bit of a 
broken tw

ig./ I am
 busy w

ith m
y accounts, adding up figures by the 

hour./ Perhaps you glance at m
e and think, “ W

hat a stupid gam
e to 

spoil your m
orning w

ith!”/ C
hild, I have forgotten the art of being 

absorbed in sticks and m
ud- pies./ I seek out costly playthings, and 

gather lum
ps of gold and silver./ W

ith w
hatever you find you create 

your glad gam
es, I spend both m

y tim
e and m

y strength over things 
I never can obtain./ In m

y frail canoe I struggle to cross the sea of 
desire, and forget that I too am

 playing a gam
e.

（PLAYTH
IN

G
S

）

子
供
よ
、
折
れ
た
小
枝
で
朝
の
中
を
遊
び
な
が
ら
、
如
何
に
幸
福
に
お

前
は
埃
の
中
に
坐
つ
て
ゐ
る
よ
。
私
は
折
れ
た
小
枝
の
そ
の
小
片
で
お

前
の
遊
ぶ
の
を
見
て
微
笑
す
る
。
私
は
一
時
間
一
時
間
で
数
字
を
よ
せ

な
が
ら
私
の
勘
定
で
忙
し
い
。
お
そ
ら
く
お
前
は
私
を
ち
ら
と
見
て
か

う
考
へ
る
で
あ
ら
う
。「
そ
ん
な
こ
と
で
お
前
の
朝
を
無
茶
苦
茶
に
し
て

了
ふ
と
は
何
た
る
馬
鹿
々
々
し
い
遊
戯
ぞ
や
」

子
供
よ
、
私
は
棒
切
れ
や
土
團
子
で
遊
び
に
耽
る
術
を
す
つ
か
り
忘
れ

て
了
つ
た
。
私
は
高
價
な
玩
具
を
さ
が
し
出
す
。
そ
し
て
金
や
銀
の
塊

を
集
め
る
。
お
ま
へ
は
何
で
も
見
出
し
得
ら
る
ゝ
も
の
で
お
前
の
喜
ば

し
い
遊
戯
を
創
造
す
る
。
私
は
私
が
求
め
得
な
い
物
の
爲
に
、
私
の
時

間
と
力
と
を
費
や
す
。
や
に
つ
こ
い
丸
木
舟
（canoe

）
に
乗
つ
て
、
私

は
慾
朢
の
海
を
超
へ
や
う
と
奮
闘
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
私
も
亦
遊
戯
を

や
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
ゐ
る
。（「
玩
具
」
花
園
緑
人
訳
）

　

重
吉
も
ま
た
、
玩
具
（
鞠
と
独
楽
）
に
つ
い
て
の
詩
を
続
け
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、The C

rescent M
oon

か
ら
着
想
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
玩
具
と
い
う

モ
テ
ィ
ー
フ
に
、
重
吉
が
変
化
を
加
え
て
い
る
さ
ま
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
・
九
作
目
は
、
玩
具
に
自
分
の
心
を
投
影
し
て
い
る
。

ぽ
く
ぽ
く　

ひ
と
り
で
つ
い
て
ゐ
た
／
わ
た
し
の　

ま
り
を
／
ひ
ょ
い

と
／
あ
な
た
に
な
げ
た
く
な
る
よ
う
に
／
ひ
ょ
い
と
／
あ
な
た
が
か
へ

し
て
く
れ
る
よ
う
に
／
そ
ん
な
ふ
う
に　

な
ん
で
も
い
っ
た
ら
な
あ　
　

（
八
）

ぽ
く
ぽ
く
／
ぽ
く
ぽ
く
／
ま
り
を
つ
い
て
る
と
／
に
が
い　

に
が
い　

い

ま
ま
で
の
こ
と
が
／
ぽ
く
ぽ
く
／
ぽ
く
ぽ
く
／
む
す
び
め
が　

ほ
ぐ
さ

れ
て
／
花
が
さ
い
た
よ
う
に
み
え
て
く
る　
　
（
九
）

　
「
ぽ
く
ぽ
く
」
と
繰
り
返
す
う
ち
に
連
想
は
広
が
り
、
ま
り
は
、
八
作
目
で

は
他
者
と
の
関
係
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
九
作
目
で
は
自
身
の
苦
し
み
を
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浄
化
す
る
も
の
と
し
て
、
役
割
を
変
え
て
登
場
し
て
い
る
。

　

一
六
作
目
は
「
い
い
や
あ
ぽ
ん
」
と
い
う
桃
子
の
発
語
を
観
察
し
、
子
ど

も
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
よ
さ
を
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
作
目
か
ら
は

桃
子
の
内
な
る
言
葉
に
入
り
込
ん
で
い
る
。

も
も
子
は
／
ま
り
の
こ
と
を
／
「
い
い
や
あ
ぽ
ん
」
と
い
ふ
／
な
ん
だ

か
／
ほ
ん
も
の
の
鞠
よ
り
／
も
っ
と
鞠
ら
し
い　
　
（
一
六
）

ま
わ
る
も
の
は
／
み
ん
な　

い
い
の
か
な
／
こ
ま
も　

ま
わ
る
し
／
ま

り
も　

ま
わ
る
し　
　
（
一
八
）

　

二
六
・
二
九
・
三
三
作
目
に
は
先
ほ
ど
の
「
玩
具
の
色
」
の
テ
ー
マ
が
再

来
す
る
。
ま
る
で
「
児
ど
も
が
お
も
ち
ゃ
の
色
を
み
る
よ
う
な
き
も
ち
」
で

玩
具
を
見
て
、
そ
の
色
や
形
や
動
き
に
初
め
て
気
が
つ
い
た
よ
う
な
観
察
眼

で
あ
る
。

ま
り
／
／
ま
わ
り
が　

赤
だ
／
ま
ん
な
か
が　

青
だ
／
あ
ひ
だ
に
／
白

い
す
ぢ
が
い
っ
ぽ
ん
つ
い
て
る
／
ま
あ
り　

ま
あ
り　

す
る
と
／
な
に

が
な
ん
だ
か　

わ
か
ら
な
く
な
る　
　
（
二
六
）

こ
ま
／
／
ぶ
り
き
の　

独
楽
を　

ひ
っ
く
り
か
へ
す
と
／
黄
い
ろ
く　

ぬ
っ
て
あ
る
／
ほ
ん
に
／
腹　

と　

い
ふ
気
が
す
る　
　
（
二
九
）

こ
ま
／
／
赤
い　

い
ろ
は
／
な
ん
の
た
め
に
あ
る
ん
だ
か　

わ
か
ら
な

か
っ
た
／
そ
れ
が　

け
ふ
わ
か
っ
た
／
お
も
ち
や
の　

独
楽
を
ぬ
る
た

め
だ
よ
／
や
っ
と
わ
か
っ
た　
　
（
三
三
）

　

重
吉
は
こ
う
し
て
、
タ
ゴ
ー
ル
が
講
演
で
指
摘
し
た
「
何
で
も
自
己
の
目

的
に
関
係
あ
る
も
の
の
み
を
注
視
」
す
る
大
人
の
見
方
を
や
め
、
子
ど
も
の

よ
う
に
「
眼
前
に
展
開
す
る
全
べ
て
の
物
を
視
」、「
新
し
き
事
實
に
遭
う
て

驚
く
毎
に
新
し
き
知
識
を
得
る
」
こ
と
を
実
践
し
て
い
る
。
し
か
し
、
つ
い

先
日
ま
で
キ
ー
ツ
研
究
に
没
頭
す
る
な
ど
、
作
詩
の
勉
強
を
積
み
重
ね
て
き

た
重
吉
に
す
れ
ば
、
玩
具
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
よ
っ
て
詩
が
ど
ん
ど
ん
で
き
あ

が
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
拍
子
抜
け
し
た
様
子
も
垣
間
み
ら
れ
る
。
そ
の
感
覚

を
伝
え
る
の
が
、
三
七
作
目
で
あ
る
。

お
も
ち
や
を　

う
た
へ
ば
／
か
ず
か
ぎ
り
な
く
／
う
た
が　

う
ま
れ
る
、

／
う
れ
し
い
や
ら
／
あ
り
が
た
い
や
ら
、
／
す
こ
し
か
な
し
い　
　
（
三

七
）

４
　
師
範
学
校
の
生
徒
と
の
関
係
性

　

こ
こ
ま
で
父
親
と
し
て
の
重
吉
に
焦
点
を
当
て
て
検
証
し
て
き
た
が
、「
教

師
」
と
い
う
側
面
に
講
演
会
の
影
響
が
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
か
に
つ
い
て

も
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

重
吉
は
、
神
奈
川
県
師
範
学
校
と
東
京
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
後
す
ぐ
、

大
正
十
年
四
月
よ
り
兵
庫
県
立
御
影
師
範
学
校
教
諭
兼
訓
導
（
英
語
科
）
と

し
て
勤
務
し
た
。
教
師
生
活
へ
の
失
望
が
数
多
く
書
き
残
さ
れ
て
お
り
、
大

正
十
年
九
月
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
な
に
ご
と

も
に
や
に
や
わ
ら
ひ
用
の
す
む　

教
員
と
い
ふ
は
人
の
く
ず
か
や
」。「
偽
善

者
の
八
木
め
が
今
日
も
さ
か
し
ら
に　

教
壇
に
立
ち
て
世
迷
ひ
を
と
く（（1
（

」。
こ
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こ
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
は
、
生
徒
や
同
僚
へ
の
嫌
悪
と
、
そ
の
な
か
で
働

く
自
己
へ
の
嫌
悪
で
あ
る
。
詩
集
『
草
は
静
け
さ
』（
大
正
一
二
年
）
よ
り
、

次
の
無
題
詩
（『
八
木
重
吉
全
集　

第
三
巻
』
前
掲
）
を
引
用
し
よ
う
。

ひ
ど
く
寒
い
日
だ
。
／
お
お
、
今
日
も
、
醜
い
顔
、
／
胸
く
そ
の
わ
る

く
な
る
顔
！
／
い
や
だ
、
い
や
だ
。
／
何
だ
、
そ
の
、
い
や
に
赤
黒
い

皮
膚
、
／
汚
ら
し
い
眼
！
／
眠
っ
て
ゐ
る
よ
り
も
い
や
な
眼
！
／
低
脳

の
群
れ
よ
！
／
豚
の
群
れ
よ
！
／
何
だ
、
そ
の
瞳
は
！？　

い
っ
た
い
／

「
夢
」
な
ん
て
、
あ
る
の
か
え
！？
（
以
下
略
）

　

こ
の
詩
に
典
型
的
で
あ
る
よ
う
に
、
重
吉
は
と
り
わ
け
生
徒
に
関
し
て
は

「
豚
」
と
呼
ぶ
な
ど
辛
辣
で
あ
っ
た
。
当
時
の
生
徒
で
あ
る
藤
原
正
司
氏
の
証

言
に
よ
る
と
、
御
影
師
範
学
校
で
の
勤
務
中
に
「
答
案
白
紙
事
件
」
と
い
う

試
験
ボ
イ
コ
ッ
ト
行
為
を
重
吉
は
複
数
回
受
け
て
い
る
。
重
吉
の
教
え
る
英

語
科
目
は
、
生
徒
ら
が
卒
業
後
に
就
職
す
る
小
学
校
の
必
修
科
目
で
は
な
か
っ

た
た
め
、
積
極
的
に
学
ぼ
う
と
い
う
生
徒
は
少
な
か
っ
た
と
い
う（（1
（

。
と
こ
ろ

が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
会
後
（
一
九
二
四
年
十
月
）
に
作
ら
れ
た
欠
題
詩
群

〈
一
〉
に
あ
る
無
題
詩
（『
八
木
重
吉
全
集　

第
一
巻
』
前
掲
）
で
は
心
境
の

変
化
が
み
ら
れ
る
。

豚
の
よ
う
な
生
徒
と
い
ふ
も
の
ど
も
、
／
な
ん
と
い
ふ　

い
や
ら
し
い　

か
ほ
つ
き
だ
、
／
い
や
に
利
に
さ
と
い
、
／
猫
の
よ
う
な
、
げ
す
ば
っ

た
や
つ
ら
、
／
だ
が
ま
て
よ
、
／
師
範
学
校
と
い
ふ
く
だ
ら
ぬ
制
度
、

／
こ
い
つ
が
わ
る
い
ぞ
、
／
だ
れ
が
つ
く
り
や
あ
が
っ
た
の
だ
、
／
だ

が
、
俺
れ
と
い
ふ
人
間
、
／
こ
の
学
校
の
ゆ
え
に
め
し
を
く
ふ
人
間
、

／
ふ
が
い
な
い
や
つ
だ
、
／
豚
の
か
し
ら
か
、
ね
こ
の
か
し
ら
か
、
／

な
さ
け
な
い
世
だ
、（
以
下
略
）

　

生
徒
を
「
豚
」
に
た
と
え
な
が
ら
も
、
批
判
の
矛
先
は
、
生
徒
か
ら
「
師

範
学
校
と
い
ふ
く
だ
ら
ぬ
制
度
」
へ
、
さ
ら
に
は
「
豚
の
か
し
ら
」
に
た
と

え
た
自
己
へ
と
移
っ
て
い
る
。
大
正
期
の
師
範
学
校
は
教
育
が
形
骸
化
し
て

「
権
力
に
従
順
な
教
師
」
を
養
成
し
て
い
る
と
い
う
実
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

上
田
誠
二
氏
の
論
考
で
指
摘
さ
れ
て
い
る（（1
（

。
師
範
学
校
の
教
育
は
タ
ゴ
ー
ル

の
批
判
す
る
「
鋳
型
教
育
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
で
育
成
さ
れ
た
若
者
が

教
師
と
な
り
ま
た
子
ど
も
へ
の
「
鋳
型
教
育
」
の
実
践
者
と
な
っ
て
い
く
。

そ
こ
に
み
ず
か
ら
が
加
担
し
て
い
る
こ
と
の
懊
悩
が
動
機
と
な
っ
て
、
子
ど

も
や
自
然
を
う
た
う
作
詩
へ
と
向
か
っ
た
と
も
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

八
木
重
吉
『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』
詩
群
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩

篇
が
一
気
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
同
日
に
行
わ
れ
た
タ
ゴ
ー
ル
の

講
演
会
が
詩
人
に
与
え
た
高
揚
感
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
重
吉
は
キ
ー
ツ

研
究
に
取
り
組
み
な
が
ら
作
詩
を
す
す
め
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
詩
篇
を
機

に
作
風
が
変
わ
っ
た
と
評
さ
れ
る
の
も
頷
け
る
。
後
に
出
版
さ
れ
る
『
秋
の

瞳
』
に
は
収
載
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
高
揚
感
の
勢
い
で
書
か
れ

た
作
品
の
習
作
の
よ
う
な
性
格
を
、
重
吉
自
身
が
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
『
鞠
と
ぶ
り
き
の
独
楽
』
に
一
貫
す
る
、
子
ど
も
の
あ
り
の
ま
ま
を
愛
お
し

む
父
親
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
は
、
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
内
容
へ
の
共
感
が
表
れ
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て
い
る
。
玩
具
と
色
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
連
作
は
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
集The C

res-
cent M

oon

か
ら
着
想
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

重
吉
が
家
に
帰
る
と
、
一
歳
の
桃
子
が
目
の
前
に
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
っ

た
。
こ
の
時
期
、
夫
人
は
新
し
い
命
（
陽
二
）
を
宿
し
て
お
り
、
重
吉
は
桃

子
の
世
話
に
積
極
的
だ
っ
た
こ
と
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
桃
子
に
て
く
て

く
と
近
づ
き
、
鞠
や
独
楽
で
あ
や
す
父
親
の
日
常
風
景
が
、
詩
の
言
葉
を
も

た
ら
し
て
い
る
。
桃
子
と
妻
を
寝
か
せ
た
後
、
原
稿
用
紙
を
片
手
に
鞠
と
独

楽
を
動
か
し
、
桃
子
に
心
を
寄
せ
、
ま
た
、
子
ど
も
の
心
に
近
づ
い
て
み
よ

う
と
取
り
組
む
重
吉
の
姿
が
想
像
さ
れ
る
。

　

重
吉
が
講
演
を
機
に
タ
ゴ
ー
ル
のThe C

rescent M
oon

を
実
際
に
読
み
直

し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
重
吉
自
身
に
よ
る
タ
ゴ
ー
ル
に
関
す
る

著
述
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
、
記
録
や
蔵
書
な
ど
新
た
な
資
料
の
公

開
・
発
見
が
期
待
さ
れ
る
。
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