
同
志
社
時
代

明
治
二
十
三
年
か
ら
二
十
八
年
あ
た
り
ま
で
、
詩

人
と
し
て
活
躍
し
た
磯
貝
雲
峰
(
本
名
由
太
郎
)
が

同
志
社
英
学
校
普
通
科
に
入
学
し
た
の
は
明
治
十
八

年
九
月
で
、
二
十
二
年
六
月
に
卒
業
し
た
。
在
籍
期

間
は
四
年
だ
か
ら
、
二
年
に
編
入
学
し
た
も
の
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
編
入
学
し
た
と
き
二
十
歳
で
あ

つ
た
。
当
時
と
し
て
も
早
い
就
学
と
は
い
え
な
い
。

彼
が
生
ま
れ
た
の
は
慶
応
元
(
一
八
六
毛
年
六

月
八
日
(
陽
暦
六
月
三
十
日
)
。
父
内
田
仁
八
郎
は

群
馬
県
碓
氷
郡
九
十
九
村
大
字
下
増
田
字
百
石
(
現

在
の
松
畜
脚
大
字
下
増
邑
で
商
業
を
営
ん
で
い

峰

九
。
雲
峰
に
は
二
人
の
兄
と
一
人
の
姉
が
あ
る
が
い

ず
れ
も
腹
ち
が
い
で
、
雲
峰
と
弟
兵
三
郎
は
仁
八
郎

の
後
妻
の
子
で
あ
っ
九
。
雲
峰
が
明
治
十
二
年
五

月
、
母
の
実
家
の
養
子
と
な
る
の
は
(
相
続
は
同
十

九
年
十
二
月
)
そ
う
し
九
出
自
と
無
関
係
で
な
い
。

雲
峰
の
死
後
は
、
弟
兵
三
郎
が
由
太
郎
(
雲
峰
)
の

養
子
の
か
た
ち
で
磯
貝
家
を
継
い
で
い
る
。

同
志
社
へ
入
る
ま
で
の
経
歴
は
か
な
ら
ず
し
も
明

ら
か
で
な
い
が
、
郷
土
史
家
の
調
査
に
ょ
る
と
、
下

増
田
の
宝
蔵
寺
の
寺
小
屋
に
学
ん
だ
あ
と
、
内
田
家

の
近
く
の
小
学
校
に
通
い
、
更
に
九
十
九
村
の
細
野

東
小
学
校
に
学
ん
だ
J
 
時
、
こ
の
小
学
校
の
校
長

は
、
柏
木
義
円
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

義
円
は
明
治
十
三
年
に
同
志
社
英
学
校
に
入
学
し

た
が
、
翌
十
四
年
に
退
学
し
、
十
五
年
か
ら
九
十
九

村
の
小
学
校
に
勤
め
た
。
だ
か
ら
、
雲
峰
は
義
円
の

教
え
を
受
け
た
わ
け
で
あ
る
。
義
円
は
十
七
年
一
月

に
安
中
教
会
の
牧
師
海
老
名
弾
正
に
ょ
っ
て
洗
礼
を

う
け
、
翌
十
八
年
に
同
志
社
へ
再
入
学
す
る
。

雲
峰
が
直
接
記
し
た
も
の
は
な
い
が
、
こ
の
義
円

の
感
化
に
ょ
っ
て
同
志
社
へ
の
入
学
を
決
意
し
た
の

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
従
来
同
郷
の
先
輩

湯
浅
吉
郎
(
半
月
)
の
勧
め
に
ょ
る
こ
と
だ
と
い
わ

れ
て
き
た
。
雲
峰
の
受
洗
に
つ
い
て
も
目
下
の
と
こ

ろ
確
証
は
え
ら
れ
な
い
が
、
義
円
と
同
じ
こ
ろ
、
安

中
教
会
に
お
い
て
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

同
志
社
へ
入
学
し
た
義
円
・
雲
峰
の
子
弟
は
、
同

級
生
と
し
て
机
を
並
べ
、
同
じ
年
に
卒
業
す
る
の
で

あ
る
。

同
志
社
時
代
の
雲
峰
に
つ
い
て
、
「
協
志
社
(
同
志

社
)
の
栗
色
に
塗
っ
た
小
さ
な
正
門
と
南
門
西
門
を

午
前
六
時
に
開
け
午
後
十
時
に
閉
ぢ
る
外
は
夜
間
の

受
付
に
当
る
き
り
で
あ
っ
た
が
、
仕
事
の
為
に
特
に

与
へ
ら
れ
た
室
は
、
一
寮
階
下
東
南
隅
の
日
当
り
の

好
い
六
畳
で
あ
っ
た
」
(
徳
冨
蘆
花
『
黒
い
眼
と
茶
色

の
目
』
)
と
藤
花
は
か
い
て
い
る
。
明
治
十
年
代
か

同志社人物誌(56)

磯貝雲

河野仁昭
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ら
、
同
志
社
は
学
資
の
支
弁
困
難
な
生
徒
に
、
受
付

や
時
報
の
打
鍾
、
外
国
人
教
員
に
対
す
る
日
本
語
教

授
な
ど
を
や
ら
せ
て
修
学
援
助
を
お
こ
な
っ
た
が
、

謙
が
受
付
の
仕
事
を
え
ら
れ
た
の
は
、
あ
る
い
は

義
円
の
雉
祭
あ
っ
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
0

蘆
花
は
明
治
十
一
年
に
入
学
し
て
一
度
退
学
し
て

い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
十
九
年
化
三
年
生
に
編
入
し

て
偶
釜
峰
の
同
級
生
に
な
り
、
二
人
は
急
速
に
親

し
く
な
っ
た
。
蘆
花
は
陽
当
り
の
よ
い
雲
峰
の
部
屋

へ
入
り
び
た
っ
て
、
「
伺
時
と
な
く
柔
順
な
女
房
の

感
じ
で
片
貝
(
磯
貝
)
君
に
対
し
た
」
(
同
前
)
と
書

い
て
お
り
、
そ
の
描
写
に
は
同
性
愛
的
な
も
の
さ
え

感
じ
ら
れ
る
。
蘆
花
の
ほ
う
が
二
歳
年
下
だ
が
、
雲

峰
は
小
柄
で
お
と
な
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
0
 
故
郷

の
肥
後
で
は
異
性
と
の
交
際
は
う
る
さ
く
着
視
さ
れ

た
が
、
伺
性
愛
は
む
し
ろ
お
お
っ
ぴ
ら
で
あ
っ
た
と

書
い
て
も
い
る
か
ら
、
二
人
の
関
係
は
男
同
士
の
普

通
の
一
父
際
で
は
な
い
も
の
が
い
く
ら
か
あ
っ
た
ら
し

)
0

と
は
い
っ
て
も
、
蘆
花
は
山
本
覚
馬
の
娘
久
栄

しと
の
恋
愛
の
あ
げ
く
荒
ん
だ
精
神
状
態
に
陥
り
、
ニ

十
年
十
二
月
に
同
志
社
を
去
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

靜
と
の
関
係
は
、
青
年
同
士
の
た
ん
な
る
戯
れ
に

す
ぎ
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
0

受
付
に
ょ
っ
て
え
ら
れ
る
金
で
、
学
資
を
ま
か
な

う
つ
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
雲
峰
は
、
そ
れ
だ
け
で

は
ど
う
し
て
も
足
り
な
い
ぱ
あ
い
に
の
み
、
一
年
に

二
度
か
三
度
、
父
仁
八
郎
に
送
金
を
頼
ん
だ
よ
う

だ
。
だ
が
依
頼
状
に
は
、
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
で
読

ん
で
ほ
し
い
と
断
わ
り
書
き
が
あ
り
、
二
人
の
兄
に

相
談
し
て
も
金
策
が
つ
か
な
い
と
き
は
送
金
し
て
も

ら
わ
な
く
て
も
よ
い
か
ら
、
他
の
人
に
は
い
わ
な
い

よ
う
に
と
、
随
分
気
を
使
っ
て
い
る
(
杉
井
六
郎
「
同

志
社
と
地
方
青
年
」
『
{
月
ヤ
劣
男
↓
m
、
一
呉
』
参

照
)
。
か
な
り
無
理
を
お
し
て
の
進
学
だ
っ
た
に
ち

か
い
な
い
が
、
父
と
、
異
峻
な
が
ら
二
人
の
兄
は
そ

れ
を
諒
承
し
て
く
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
0

雲
峰
が
英
学
校
邦
語
神
学
科
卒
業
生
の
池
袋
清
風

に
和
歌
を
学
び
は
じ
め
る
の
は
、
お
そ
ら
く
同
志
社

へ
入
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
清
風
は
桂
園
派
の
歌
人
で
、
朋
治
二
十
年
代
に

晶

活
躍
し
た
人
だ
。
彼
に
学
ん
だ
和
歌
が
雲
峰
の
文
学

の
べ
ー
ス
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
文
学
的
生
涯
を

決
定
づ
け
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

蘆
花
も
ま
蚕
峰
と
と
も
に
清
風
に
学
ぷ
が
、
和

歌
の
出
来
は
雲
峰
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
先
の
小
説

に
書
い
て
ぃ
る
し
、
明
治
二
十
年
の
夏
休
み
に
は
、

謙
は
寮
に
残
っ
て
蚤
に
く
わ
れ
な
が
ら
、
清
風
に

借
り
て
き
た
案
山
子
の
舎
(
清
風
の
主
宰
し
た
和
歌

の
結
社
)
の
歌
会
ノ
ー
ト
か
ら
、
清
風
の
丸
が
つ
い

て
い
る
秀
歌
を
写
す
な
ど
、
和
歌
の
勉
強
を
し
て
過

ご
し
た
と
も
、
蘆
花
は
書
い
て
い
る
。

清
風
が
社
中
の
作
品
を
選
ん
で
『
浅
瀬
の
波
』
初

編
を
出
版
し
た
の
は
明
治
二
十
一
年
六
月
で
あ
る

.
)
、

が
、
雲
峰
が
四
首
、
薗
花
が
二
酋
選
ぱ
れ
て
い
る
0

お
ほ
ゐ
川
い
り
え
の
月
の
影
ふ
け
て
花
の
ふ
＼

き
も
寒
き
夜
半
か
な

雲
峰
の
作
品
は
こ
の
よ
う
な
歌
で
あ
っ
た
0

こ
れ
よ
り
前
、
明
治
二
十
一
年
二
月
発
行
の
『
同

志
社
文
学
雑
誌
』
第
十
号
に
、
雲
峰
の
和
歌
五
首
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
の
作
品
が
活
字
に
な

つ
た
最
初
で
あ
る
が
、
蘆
花
は
す
で
に
第
二
号
に
徳

冨
健
二
郎
の
名
で
散
文
「
孤
墳
之
夕
」
を
発
表
し
て

お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
一
躍
同
志
社
内
で
そ

の
存
在
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

池袋清風
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る
0
 
た
だ
し
、
彼
の
寄
稿
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
雲

峰
は
そ
の
後
、
卒
業
ま
で
に
主
と
し
て
和
歌
を
三
回

同
陀
掲
載
し
て
お
り
、
二
回
目
(
第
十
七
号
)
か

呈
峰
の
ぺ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
故

郷
の
妙
義
、
榛
名
な
ど
の
名
山
に
ち
な
む
筆
名
で
あ

ろ
う
か
0
 
た
だ
本
人
の
意
思
か
ど
ぅ
か
、
案
山
子
の

舎
で
は
本
名
で
と
お
し
て
い
る
。

明
治
二
十
二
年
六
月
二
十
七
日
、
彼
は
二
十
五
名

の
級
友
と
と
も
に
英
学
校
普
通
科
を
卒
業
し
て
、
東

京
の
警
醒
社
へ
就
職
し
九
(
「
同
志
社
校
友
会
名
簿
」

明
治
鈴
・
2
発
行
)
。
同
期
の
卒
業
生
に
は
柏
木
義

円
、
加
藤
延
年
、
中
瀬
古
六
郎
ら
が
い
た
。

い
る
。
だ
か
ら
警
醒
社
は
就
職
が
確
定
す
る
ま
で
の

一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
明
治
女
学
校
の
巌
本

善
治
ら
の
懇
請
に
ょ
る
転
職
か
の
い
ず
れ
か
だ
ろ

う
。
明
治
二
十
三
年
四
月
改
刷
の
「
明
治
女
学
校
規

則
書
」
の
末
尾
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
「
職
員
表
」
に
、

教
員
磯
貝
由
太
郎
、
担
当
科
目
文
学
お
よ
び
数
学
と

明
記
さ
れ
て
お
り
(
『
青
山
な
を
著
作
集
』
第
二
巻
)
、

ま
た
、
同
年
一
月
か
ら
発
行
が
始
め
ら
れ
九
讐
録

『
通
信
女
学
』
に
も
関
係
し
て
お
り
、
そ
の
担
当
科

目
は
「
算
術
簿
記
」
と
な
っ
て
い
る
(
『
女
学
雑
誌
』

第
一
九
三
号
)
。
だ
か
ら
、
明
治
女
学
校
の
教
員
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。

だ
が
、
翌
二
十
四
年
の
「
職
員
表
」
に
は
謙
の

名
は
見
当
ら
な
い
。
二
十
三
年
九
月
に
書
か
れ
九
と

推
定
さ
れ
る
父
仁
八
郎
宛
の
手
紙
に
、
「
学
校
の
方

も
時
間
が
前
よ
り
少
し
多
く
な
り
多
忙
な
る
故
勉
強

が
思
ふ
様
に
で
き
ず
候
依
っ
て
成
る
べ
く
少
し
に
な

し
誰
社
の
方
も
少
し
づ
っ
書
く
様
に
な
し
度
と
存

じ
昨
日
断
り
置
申
候
」
(
磯
崎
櫓
「
磯
貝
雲
峰
の

生
誕
百
年
に
際
し
て
L
『
日
本
古
書
通
信
』
第
三
ハ
一

丹
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
察
し
て
、
自
ら
求
め
る
学
問

に
時
間
を
割
く
た
め
に
辞
任
し
た
可
能
性
は
あ
り
う

る
0
 
明
治
女
学
校
も
当
時
、
経
営
難
だ
っ
た
よ
う
だ

か
ら
、
学
校
側
も
、
同
校
を
発
行
母
休
と
す
る
『
女

『
女
学
雑
誌
』
時
代

警
醒
社
に
入
社
し
て
い
た
は
ず
の
磯
貝
雲
峰
は
、

朋
治
二
十
三
年
に
は
明
治
女
学
校
の
教
員
に
な
っ
て

学
讐
』
に
専
念
す
る
よ
う
要
主
●
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
明
治
二
十
三
年
十
二
月
六
日
発
行
の
『
女
学

鷲
』
第
二
四
二
号
か
ら
「
付
録
女
学
」
を
毎
月
一

回
付
け
は
じ
め
る
が
、
雲
峰
は
そ
の
編
集
者
に
な
っ

て
い
る
。
「
ム
ヤ
ミ
に
苦
労
し
て
金
を
取
し
と
て
益

に
も
な
ら
ず
候
故
」
一
日
に
四
時
間
ぐ
ら
い
働
い
て

二
十
円
か
二
十
五
円
ぐ
ら
い
取
り
、
あ
と
は
自
分
の

勉
強
を
し
た
い
と
先
の
手
紙
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
恋

思
と
学
校
の
方
針
が
九
ま
九
ま
一
致
し
て
の
異
動
で

あ
っ
た
と
み
て
ょ
さ
そ
う
で
あ
る
0

教
員
と
し
て
の
在
職
は
一
年
で
あ
っ
た
が
、
『
女

学
鷲
』
へ
の
寄
稿
は
明
治
二
十
五
年
ま
で
続
け
ら1

れ
九
。
最
初
の
寄
稿
は
第
一
八
六
号
(
明
治
記

1

9
)
に
掲
載
し
た
「
池
袋
清
風
子
の
歌
」
で
、
こ

れ
は
清
風
の
和
歌
を
紹
介
し
九
投
稿
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
同
年
十
二
月
以
降
、
ほ
と
ん
ど
毎
号
な
ん
ら
か

の
文
章
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
。
二
十
三
年
に
は
読

者
の
投
書
に
答
え
る
「
交
詢
」
欄
さ
え
も
担
当
し
て

い
る
か
ら
、
教
鞭
を
と
る
か
た
わ
ら
編
集
に
も
協
力

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

主
要
な
作
品
に
は
あ
と
で
ふ
れ
九
い
と
思
う
が
、

山
田
美
妙
は
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
^
^
青
年
唱
歌
集
』

(
博
文
館
、
明
治
鉱
・
 
8
)
の
序
で
、
「
温
雅
な
雲
峰

子
、
端
麗
の
残
花
子
、
一
種
瓢
逸
な
梅
花
道
人
L
 
と

英学校時代の徳冨蘆花
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た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

だ
が
、
雲
峰
は
こ
の
年
の
夏
こ
ろ
女
学
雑
誌
社
を

去
り
、
同
志
社
女
学
校
の
教
員
に
な
る
の
で
あ
る
。

同
志
社
女
学
校
教
員
時
代
と
晩
年

磯
貝
雲
峰
が
同
志
社
女
学
校
の
教
員
と
し
て
着
任

す
る
の
は
明
治
二
十
五
年
九
月
で
あ
る
(
『
同
志
社

明
治
二
十
五
年
度
報
告
』
お
よ
び
『
同
志
社
女
学
校

期
報
』
第
言
ぢ
参
照
)
。
こ
の
年
女
学
校
の
学
制
が

改
正
さ
れ
、
師
範
科
、
文
学
科
、
神
学
科
の
三
科
を

お
く
専
門
科
が
開
設
さ
れ
て
お
り
、
教
頭
松
浦
政
泰

と
と
も
に
文
学
科
を
担
当
す
る
た
め
謬
は
招
聰
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
学
科
で
の
彼
の
担
当
科

目
は
、
国
史
中
世
、
徒
然
草
・
方
丈
記
、
古
今
集
、

国
文
典
、
話
作
文
翻
訳
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以

外
に
、
当
然
な
が
ら
女
学
校
普
通
科
の
授
業
が
あ
っ

た
は
ず
だ
が
、
こ
の
二
十
五
年
の
後
半
か
ら
は
、
作

品
の
発
表
舞
台
が
『
女
学
鷲
』
か
ら
『
同
志
社
文

学
』
に
移
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
第
六
十
二

号
(
明
鎗
・
 
3
 
か
ら
第
六
十
六
号
ま
で
編
集
を

担
当
し
て
い
る
。
シ
ル
レ
ル
原
作
の
訳
詩
「
若
武

者
」
、
『
六
嘉
誌
』
に
連
載
し
九
「
国
詩
論
」
な
ど

が
こ
の
時
期
の
収
穫
で
あ
り
、
島
崎
藤
村
が
雲
峰
を

訪
ね
て
く
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
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ユ
ー
ス
ト
ン
に
請
わ
れ
て
の
割
愛
人
事
で
あ
っ
た
K

ち
が
い
な
い
。
同
志
社
女
学
校
同
窓
会
は
、
彼
を
大

沢
善
助
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
夫
人
ら
と
と
も
に
特
別
会
員

に
推
挙
し
て
功
労
に
む
く
い
て
い
る
(
『
女
学
校
期

報
』
第
三
号
)
。
文
筆
の
た
め
に
教
育
を
お
ろ
そ
か

に
す
る
よ
う
な
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

金
城
女
学
校
へ
移
っ
て
か
ら
も
、
彼
は
『
中
京
文

学
』
や
『
同
志
社
文
学
』
に
主
と
し
て
詩
の
発
表
を

続
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
先
の
「
国
詩
論
」
と
と

も
に
、
彼
の
成
熟
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
金
城
女

学
校
に
も
長
く
は
と
ど
ま
っ
て
い
な
か
っ
九
。

明
治
二
十
八
年
夏
、
彼
は
同
志
社
英
学
校
の
同
期

の
卒
業
生
で
あ
り
金
城
女
学
校
の
前
任
教
頭
で
あ
っ

た
児
島
亀
士
と
と
も
に
渡
米
し
、
翌
二
十
九
年
に
ア

ー
モ
ス
ト
大
学
に
籍
を
置
い
た
。
目
的
は
英
詩
・
一
央

文
学
の
研
究
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
ほ
と

ん
ど
学
ぷ
い
と
ま
も
な
く
肺
結
核
に
冒
さ
れ
、
三
十

年
夏
こ
ろ
(
推
定
)
帰
国
し
て
東
京
渋
谷
の
仮
寓
で

病
養
に
つ
と
め
て
い
た
が
、
同
年
十
一
月
二
十
九
日
、

三
十
二
歳
に
し
て
世
を
去
っ
た
。

の
生
涯
の
う
ち
最
も
多
忙
で
、
か
つ
充
実
し
て
い
た

の
は
同
志
社
女
学
校
教
員
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
0

だ
が
、
そ
の
在
職
期
間
は
わ
ず
か
に
一
年
に
過
ぎ

な
い
。
彼
は
二
十
六
年
九
月
に
金
城
女
学
校
の
教
頭

と
し
て
名
古
屋
へ
赴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
校
で

も
学
制
改
革
が
そ
の
年
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
(
『
金

城
学
院
八
十
年
史
』
)
、
改
革
を
断
行
し
た
壬
フ
ヒ

愛
し
、
清
風
も
ま
九
雲
峰
の
才
能
と
人
柄
を
愛
し
九

よ
う
で
、
清
風
の
編
に
な
る
『
浅
瀬
の
波
』
第
二
編

(
女
学
鷲
社
、
明
治
即
・
 
4
)
に
は
、
雲
峰
の
和
歌

を
約
五
十
首
収
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
清
風
と
そ
の

僚
友
井
上
通
泰
に
つ
い
で
多
い
作
品
数
で
あ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
と
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
あ
る
ま

い
が
、
雲
峰
は
新
し
い
詩
の
基
礎
を
和
歌
に
お
い
た

(
「
国
需
」
)
。
そ
れ
は
詩
の
雅
美
の
問
題
も
あ
る

そ
れ
に
も
ま
し
て
五
七
ま
た
は
七
五
の
音
数
律

.
)
、

力へ
の
こ
だ
わ
り
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

雲
峰
に
限
ら
ず
、
明
治
末
期
に
自
然
主
義
の
影
響

に
ょ
っ
て
口
語
を
詩
語
と
し
て
採
用
す
る
ま
で
は
、

五
七
な
り
七
五
音
数
律
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
定
型

に
ょ
ら
な
か
う
た
詩
人
は
、
三
十
年
代
後
半
に
象
徴

主
義
を
標
精
し
た
蒲
原
有
明
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

謡
の
代
表
作
と
み
な
さ
れ
て
い
る
長
篇
詩
「
知

盛
卿
」
(
『
女
学
雑
誌
』
第
二
里
合
万
)
も
例
外
で
は

な
く
、
当
時
は
落
合
直
文
、
北
村
透
谷
、
山
田
美
妙

ら
に
ょ
っ
て
長
篇
詩
が
書
か
れ
て
い
た
か
ら
、
無
情

感
の
表
現
を
除
け
ぱ
き
わ
だ
っ
た
個
性
や
新
味
は
認

め
が
た
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
う
し
た
雲
峰
の
詩
で
興
味
ぷ
か
い
の
は
、
彼
が

讃
美
歌
の
譜
に
あ
わ
せ
て
書
い
た
作
品
で
、
次
の

「
秋
の
夕
故
郷
を
想
ふ
」
(
同
誌
、
第
三
三
舌
ぢ
)
が

雲
峰
の
文
学

池
袋
清
風
に
和
歌
を
学
ぷ
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
活

動
を
開
始
し
た
雲
峰
は
、
清
風
を
終
生
師
と
し
て
敬
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そ
の
一
例
で
あ
る
。

一
、
ゆ
ふ
か
ぜ
た
ち
、
ひ
か
げ
消
ゑ
ぬ
、

空
い
と
さ
び
し
く
、
く
れ
渡
り
ぬ
、

窓
の
戸
、
ひ
ら
き
て
、

独
り
な
が
む
れ
ば
、
お
も
ひ
う
か
ぷ
。

全
連
以
下
略
)

こ
の
作
品
で
は
六
、
ハ
、
四
音
な
ど
偶
数
音
を
駆

使
し
て
い
て
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
斬
新
な
試

み
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
詩
を
数
篇
残
し
て
い
る
。

だ
が
、
讃
美
歌
の
譜
と
無
関
係
な
詩
は
ほ
ぽ
す
べ

て
、
五
七
で
な
け
れ
ぱ
七
五
で
あ
り
、
和
歌
の
雅
美

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
感
傷
を
脱
し
え
な
か
っ
た
。

雲
峰
は
し
か
し
、
伝
統
的
な
音
数
律
や
定
型
を
墨

守
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
和
歌
の

そ
れ
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
そ
の
変
調
を
模
索
し
て

い
た
。
そ
の
一
つ
の
結
実
が
讃
美
歌
の
譜
に
よ
る
右

の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
。
譜
に
ょ
ら
ず
、
し
か
も

わ
が
国
の
国
語
に
適
し
た
定
型
の
可
能
性
を
さ
ぐ
っ

て
い
た
彼
が
、
学
ぷ
べ
き
対
象
と
し
て
見
出
し
た
の

は
西
欧
の
詩
型
で
あ
る
。
元
来
、
制
約
の
多
い
詩
型

か
ら
出
発
し
な
が
ら
多
様
な
詩
型
を
創
出
し
た
の

は
、
西
欧
の
詩
人
た
ち
が
詩
型
の
技
術
に
巧
妙
だ
っ

た
か
ら
だ
。
わ
が
国
の
ぱ
あ
い
は
、
音
数
も
自
在
で

あ
っ
た
万
葉
集
か
ら
出
発
し
て
逆
の
道
を
た
ど
っ
て

き
た
の
で
あ
る
(
「
国
詩
論
」
)
。
西
欧
の
詩
を
よ
り
深

く
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
§
へ
の
活
路

を
見
出
し
た
い
と
、
お
そ
ら
く
雲
峰
は
望
み
、
留
学

を
決
意
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
が
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
の

は
確
か
だ
ろ
う
。

残
念
な
が
ら
彼
は
道
な
か
ぱ
に
し
て
倒
れ
九
が
、

彼
が
残
し
壽
の
幾
篇
か
は
同
時
代
の
詩
人
た
ち
の

作
品
に
く
ら
べ
て
決
し
て
見
劣
り
が
す
る
も
の
で
は

な
い
。
和
歌
と
い
う
伝
統
文
学
に
束
縛
さ
れ
な
が
ら

新
し
い
墨
を
も
と
め
続
け
た
そ
の
文
学
的
営
為

は
、
日
本
近
代
文
学
の
過
渡
期
の
一
典
型
で
あ
り
象

徴
だ
と
い
え
そ
う
で
、
彼
の
文
学
作
品
そ
の
も
の
よ

り
も
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
の
ほ
う
が
興
味
ぷ
か
く
、

か
?
涌
ま
し
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

付
記

紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
小
説
や
歌
論
に
は
言
及
で
き
な
か
っ

た
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
磯
貝
雲
雌
の
生
涯
と
文
学
L
(
『
同
志
社

談
叢
』
第
六
号
)
に
譲
り
た
い
。

参
考
文
献
に
、
山
宮
允
著
『
霄
物
と
著
者
』
、
重
久
篤
太
郎

「
雲
嵯
と
明
治
文
学
」
(
『
同
志
社
時
報
」
第
四
号
)
、
手
塚
竜
麿

「
苅
倖
の
詩
人
.
雲
峰
」
『
同
志
社
時
報
』
第
三
二
、
二
四
号
)

な
ど
が
あ
る
0

な
お
、
同
志
社
入
学
ま
で
の
雲
峰
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
新

島
学
園
女
子
短
期
大
学
の
乾
義
則
氏
の
、
こ
教
示
を
え
た
0
 
記
し

て
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
0

(
本
部
社
史
資
料
室
室
長
)

磯貝由太郎の墓(自性寺)
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