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今
年
は
、
独
歩
忌
を
六
月
二
十
三
日
に
い

ろ
い
ろ
な
都
合
で
開
催
で
き
ず
、
第
百
十
一

回
独
歩
忌
を
二
十
七
日
に
国
木
田
独
歩
館
に

お
い
て
実
施
し
ま
し
た
。
独
歩
が
生
き
て
い

た
時
代
は
、
落
語
が
隆
盛
し
て
き
た
時
期
と

重
な
り
、
人
情
話
の
落
語
を
二
題
、
県
南
落

語
組
合
の
方
に
や
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

 

そ
の
後
、
中
島
礼
子
先
生
と
宮
明
会
長
代

行
と
の
ト
ー
ク
で
、
独
歩
の
最
期
の
周
辺
を

語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

ま
ず
最
初
に
簀
河
原
真
一
さ
ん
に
「
悋
気

の
火
の
玉
」
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

こ
の
話
の
あ
ら
す
じ
は
、
「
橘
屋
さ
ん
と
い

う
鼻
緒
問
屋
の
ご
主
人
が
堅
い
人
で
女
遊
び

を
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
ふ
と
誘
わ
れ
吉

原
で
遊
ん
だ
。
今
度
は
自
分
か
ら
通
い
始
め

た
。 

 

本
妻
は
悋
気
（嫉
妬
）に
耐
え
き
れ
ず
、
藁
人

形
に
五
寸
釘
で
”
カ
チ
ー
ン
”と
杉
の
木
に
打
ち

付
け
、
妾
を
の
ろ
っ
た
。
お
妾
さ
ん
も
藁
人
形

を
カ
チ
～
ン
と
打
ち
付
け
た
。
そ
れ
を
聞
い
た

本
妻
は
七
寸
釘
で
カ
チ
～
ン
と
呪
っ
た
。
橘
屋

さ
ん
の
蔵
の
脇
か
ら
陰
火
（鬼
火
）が
根
岸
に

向
か
っ
て
飛
ん
で
い
っ
た
。
と
、
根
岸
か
ら
陰
火

が
ふ
あ
ふ
あ
～
と
飛
ん
で
、
大
音
寺
前
で
火
の

玉
ど
う
し
が
「カ
チ
ー
ン
」と
ぶ
つ
か
る
大
騒
動

に
な
っ
た
。
話
を
語
り
聞
か
せ
て
居
る
と
、
ご

主
人
、
た
ば
こ
が
飲
み
た
く
な
る
が
火
が
無
い

の
で
、
お
妾
さ
ん
の
火
の
玉
を
近
く
に
呼
ん
で
、

た
ば
こ
を 

付
け
て
一
服
味
わ
う
。
そ
の
内
、
本

宅
か
ら
上
が
っ
た
陰
火
が
唸
り
を
上
げ
て
も
の

す
ご
く
、
飛
ん
で
き
た
。
呼
び
止
め
る
と
ぴ
た

り
と
止
ま
っ
た
。
ま
た
火
が
欲
し
く
な
り
「こ
ち

ら
に
お
い
で
」と
キ
セ
ル
を
出
す
と
、
火
の
玉

が
”ツ
ー
”っ
と
そ
れ
て
、

「私
の
じ
ゃ
、
美
味
く
な

い
で
し
ょ
、
フ
ン
！
」。
と
い
う
落
ち
。 

 
 

次
は
品
矢
光
賢
さ
ん
か
ら
「宮
戸
川
」を

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
あ
ら
す
じ
は
、
「小

網
町
に
住
む
半
七
は
、
友
人
宅
で
将
棋
を
指

し
て
い
て
帰
り
が
遅
く
な
り
、
家
に
入
れ
て

も
ら
え
ず
、
締
め
出
し
を
食
っ
て
し
ま
う
。

す
る
と
、
友
人
宅
で
カ
ル
タ
を
し
て
い
て
帰

り
が
遅
く
な
り
、
同
じ
よ
う
に
締
め
出
し
を

食
っ
て
し
ま
っ
た
幼
な
じ
み
・
お
花
と
行
き

会
う
。
半
七
は
叔
父
の
家
に
一
泊
す
る

こ
と
に
し
て
い
た
。
お
花
は
「
そ
こ
で

私
も
一
晩
お
世
話
に
な
り
た
い
」
と
半

七
に
申
し
出
る
。
う
ぶ
な
半
七
は
「
叔

父
に
い
い
仲
だ
と
勘
違
い
さ
れ
る
と
、

ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
」
と
断
り
、

一
人
で
行
こ
う
と
す
る
。
遠
く
で
雷
が

鳴
り
は
じ
め
、
雷
に
お
び
え
る
お
花
は

半
七
に
取
り
す
が
っ
て
、
叔
父
の
家
ま

で
つ
い
て
き
て
し
ま
う
。
案
の
定
、
半

七
と
お
花
は
叔
父
に
勘
違
い
を
さ
れ

て
、
布
団
が
ひ
と
組
し
か
用
意
さ
れ
な

い
ま
ま
二
階
の
部
屋
へ
通
さ
れ
る
。
ふ

た
り
き
り
に
な
る
と
、
お
花
は
半
七
に

対
し
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
い
態
度
を
と
り

は
じ
め
る
。
そ
の
う
ち
、
雷
が
大
き
く

鳴
り
響
き
、
お
花
は
半
七
の
胸
元
へ
飛

び
込
む
。
す
る
と
、
、
、
」 

 

独
歩
の
生
き
た
時
代
は
三
遊
亭
圓
朝
と

同
年
代
で
口
語
落
語
が
盛
ん
に
な
り
、
そ

の
影
響
を
独
歩
も
受
け
た
。
二
つ
の
話
も

ど
ち
ら
も
艶
の
あ
る
話
で
あ
っ
た
が
、
独

歩
は
艶
福
家
で
、
女
性
と
の
関
わ
り
が
か

な
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
独
歩
の
最
期

の
百
四
十
日
間
ほ
ど
を
過
ご
し
た
南
湖
院

に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
噂
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
中
島
礼
子
先
生
と
宮
明
さ
ん

の
ト
ー
ク
で
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

中
島
礼
子
先
生 

最
近
の
出
版 

中
島
礼
子
先
生
が
大
学
を

退
職
さ
れ
て
、
著
述
に
専

念
さ
れ
て
い
て
、
公
刊
さ

れ
ま
し
た
。
週
間
読
書
人

に
は
、
次
の
よ
う
な
書
評

が

乗

っ

て

い

ま

し

た
。

「
独
歩
の
文
学
を
、
本
書

の
著
者
・
中
島
礼
子
氏
は
「
生
物
的
生
命
を
視
座
と
す
る

ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
コ
・
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
ん
で
高
く
評
価
す

る
。
ま
さ
に
独
歩
は
現
代
に
甦
っ
た
と
い
え
よ
う
。
」
「 

本

書
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
指
摘
し
た
い
の
は
、
独
歩
の
妻
・
治

子
の
作
家
活
動
に
論
及
し
た
点
で
あ
る
。
」
独
歩
会
に
も
寄

贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。  

 

三
月
十
七
日
朝
日
新
聞
大
分
版
に
青
山
の
塩
釜
桜
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

「
大
分
県
佐
伯
市
青
山
黒
沢
地
区
の
東
光
庵
の
庭
に
ひ
っ
そ
り
咲
く
二
本
の
桜

の
古
木
が
満
開
を
迎
え
て
い
る
。
「
塩
釜
桜
（
し
お
が
ま
ざ
く
ら
）
」
と
呼
ば

れ
、
連
日
多
く
の
人
た
ち
が
見
物
に
訪
れ
て
い
る
。
東
光
庵
は
無
住
寺
だ
が
、

地
域
の
人
た
ち
が
桜
と
と
も
に
守
っ
て
き
た
。 

塩
釜
桜
の
名
の
由
来
に
は
、

「
散
っ
た
花
び
ら
が
塩
釜
に
で
き
た
塩
の
結
晶
に
見
え
た
」
「
か
つ
て
の
住
職

が
宮
城
県
塩
釜
市
の
出
身
だ
っ
た
」
な
ど
様
々
な
説
が
あ
る
と
い
う
。
二
本
は

山
桜
の
一
種
で
真
っ
白
い
花
を
咲
か
せ
る
。
一
本
は
樹
齢
数
百
年
、
一
本
は
樹

齢
百
年
ほ
ど
と
言
わ
れ
る
。 

ま
た
、
東
光
庵
に
は
一
八
九
三
（
明
治
二
十

六
）
年
、
私
塾
「
鶴
谷
学
館
」
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
文
豪
国
木
田
独

歩
も
、
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
」 

大
分
合
同
新
聞
の
三
月
十
四
日
に
塩
釜
桜
の
こ
と
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
「
明
治
の
文

豪
、
国
木
田
独
歩
も
訪
れ
た
佐
伯
市
青
山
の
東
光
庵
で
、
塩
釜
桜
（
し
お
が
ま
ざ
く

ら
）
が
見
頃
を
迎
え
た
。
暖
冬
の
影
響
で
例
年
よ
り
早
め
に
開
花
。
１
５
日
ご
ろ
に
満

開
と
な
り
そ
う
。 

 

東
光
庵
に
あ
る
桜
は
２
本
。
青
山
地
区
公
民
館
に
よ
る
と
、
１
本
は
樹
齢
数
百
年
の

古
木
、
も
う
１
本
は
大
正
時
代
に
倒
れ
た
大
木
か
ら
ひ
こ
ば
え
で
育
っ
た
樹
齢
１
０
０

年
ほ
ど
の
桜
と
い
う
。
趣
あ
る
姿
は
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。 

 

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
一
種
と
み
ら
れ
、
全
国
的
に
有
名
な
宮
城
県
塩
釜
市
の
八
重
桜
「
シ

オ
ガ
マ
ザ
ク
ラ
」
と
は
別
種
。
同
公
民
館
は
「
命
名
の
由
来
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

か
つ
て
の
住
職
が
宮
城
県
塩
釜
の
出
身
だ
っ
た
と
も
、
散
っ
た
花
び
ら
が
境
内
を
真
っ

白
に
染
め
塩
釜
の
結
晶
に
見
え
る
か
ら
と
も
い
わ
れ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。 

 

庵
に
向
か
う
こ
け
む
し
た
石
段
を
上
が
る
と
、
枝
い
っ
ぱ
い
に
白
い
花
を
付
け
た
２

本
が
来
訪
者
を
出
迎
え
る
。 

 

傍
ら
に
あ
る
「
独
歩
文
学
碑
」
で
は
、
独
歩
の
日
記
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
の
一
節
を

紹
介
。
花
が
散
っ
た
後
に
同
所
を
訪
れ
た
独
歩
が
〈
落
花
紛
々
の
景
を
賞
す
る
〉
〈
そ

れ
の
み
に
て
も
満
足
〉
と
感
じ
た
こ
と
を
刻
ん
で
い
る
。 

 

２
３
日
ご
ろ
ま
で
は
夜
間
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
実
施
。
午
後
７
時
～
９
時
半
に
夜
桜

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。 

 

同
公
民
館
の
河
野
謙
二
館
長
（
６
６
）
は
「
古
く
か
ら
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
き

た
。
満
開
も
落
花
も
美
し
い
。
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」
と
話
し
て
い
る
。
」 

「
豊
後
の
国
佐
伯
」
冊
子
を
成
人
式
で
贈
呈 

 

佐
伯
市
教
育
委
員
会
よ
り
成
人
さ
れ
る
方
に
佐
伯
の

よ
さ
を
よ
り
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に

も
、
国
木
田
独
歩

の
「
豊
後
の
国
佐

伯
」
の
冊
子
を
成

人
式
の
時
に
贈
呈

し
た
い
の
だ
が
と

い
う
依
頼
を
う

け
、
２
０
０
冊
を

頒
布
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
写

真
は
贈
呈
の
様
子

で
す
。 

朝日・大分合同新聞に紹介された東光庵 塩釜桜 

藤
浦
武
久
先
生
撮
影 

題
名 

塩
釜
満
開 

藤
浦
武
久
先
生
撮
影 

題
名 

桜
花
散
る
庭 

塩
釜
桜
も
樹
齢
が
か
な
り
た
っ

て
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
保

存
と
保
護
が
必
要
に
な
り
そ
う

で
す
。 

４１ 

 
Faceb

o
o
k

に
独
歩
没
後
１
１
０
年
事
業
と
い
う
特
集
サ
イ
ト
が
あ
り
ま
す
。
１
１
０
周
年
記
念
と
し
て
全
国
で
さ

ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
様
子
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
独
歩
の
四
季
」
が
全
国
の
独
歩

フ
ァ
ン
が
集
う
サ
イ
ト
に
し
た
い
と
考
え
、
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
集
ま
る
サ
イ
ト
の
構
想
を
考
え
て
い
ま
す
。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%E5%B0%8F%E7%B6%B2%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%E5%B0%8F%E7%B6%B2%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%A5%E8%B2%9E
http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BD%90%E4%BC%AF%E5%B8%82.html
http://www.asahi.com/area/miyagi/
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%A1%A9%E9%87%9C%E5%B8%82.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E6%9C%A8%E7%94%B0%E7%8B%AC%E6%AD%A9.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%BD%E6%9C%A8%E7%94%B0%E7%8B%AC%E6%AD%A9.html
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国
木
田
独
歩
「
源
を

ぢ
」
の
命
名
と
「
春
の
鳥
」
起
筆

の
着
眼
点
を
探
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
市
区 

木 
村 

一 

郎 

  

国
木
田
哲
夫(

以
下
敬
称
略)

が
、
鶴

谷
学
館
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
の

は
、
明
治
二
十
六
年
九
月
三
十
日
徳
富

蘇
峰
の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

当
時
満
二
十
二
歳
。
二
十
六
年
二
月
か

ら
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
を
起
筆
。
こ
の

日
記
に
基
づ
い
て
、
佐
伯
時
代
の
見
聞

や
、
佐
伯
の
身
近
な
題
材
を
も
と
に
し

た
作
品
「
源
を
ぢ
」
「
春
の
鳥
」
を
地

元
読
者
と
し
て
そ
の
成
立
を
さ
ぐ
っ
て

み
た
い
。
伯
来
当
初
は
旅
館
を
転
々
と

し
た
。
十
月
十
七
日
ご
ろ
か
ら
鶴
谷
学

館
の
館
長
で
も
あ
る
坂
本
永
年
宅
に
寄

寓
し
た
。
鶴
谷
学
館
授
業
開
始
時
刻
の

夕
方
ご
ろ
か
ら
通
勤
し
て
い
た
。 

十

一
月
二
十
六
日
「
源
を
ぢ
」
の
主
人
公

の
一
人
乞
食
紀
州
に
会
っ
て
い
る
。
実

在
の
人
物
で
池
船
橋
下
に
居
住
し
て
鶴

谷
学
館
付
近
の
広
辻
に
食
べ
物
を
探
し

て
出
没
し
た
。
二
十
七
年
七
月
一
日
に

葛
港
の
鎌
田
旅
人
宿
に
転
居
。
七
月
二

十
二
日
鎌
田
夫
婦
か
ら
「
源
を
ぢ
」
の

主
人
公
に
当
た
る
人
物
の
身
の
上
話
な

ど
を
聞
い
て
い
る
。
源
を
ぢ
は
古
く
か

ら
渡
船
業
（
お
ろ
し
）
の
高
原
嘉
次
郎

で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
方
、
紀
州
で
あ
る
が
、
紀
州
の
墓

が
養
賢
寺
に
実
在
す
る
。
墓
碑
銘
に
は

『
「
紀
州
の
墓
」 

野
嶋
松
之
助 

明

治
四
十
年
一
月
三
十
日
池
船
橋
下
歿
。

享
年
三
十
三
歳 

別
府
市
八
雲
短
歌
会 

田
吹
繁
子
建
立
』
と
刻
さ
れ
て
い
る
。

紀
州
の
生
年
月
日
が
判
明
し
た
。
筆
者

の
木
村
家
は
広
辻(

現
広
小
路)

の
ご
く

近
く
に
居
住
し
、
紀
州
に
食
物
な
ど
を

与
え
る
機
会
も
あ
り
か
つ
、
哲
夫
先
生

の
通
勤
経
路
に
も
近
か
っ
た
。
哲
夫
の

生
徒
茂
（
祖
父
）
の
両
親
（
曾
祖
父
、

曾
祖
母
）
と
も
接
す
る
機
会
も
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
私
の
高
祖
に
「
源
左
エ

門
」
と
称
す
る
人
が
い
る
。
こ
の
「
源

左
エ
門
」
の
「
源
」
を
と
っ
て
題
名
を

付
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
墓
は
哲

夫
奇
遇
先
の
坂
本
家
の
隣
地
に
あ
る
。

佐
伯
藩
の
家
臣
で
鶴
谷
学
館
館
長
坂
本

永
年
と
は
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
。
曾
祖
母
エ
イ
と
養
子
の
曾

祖
父
辰
蔵
の
年
齢
差
（
十
三
歳
）
は
小

説
池
田
源
太
郎
百
合
の
年
齢
差
（
二
十

八
、
九
と
小
娘
）
ほ
ぼ
同
じ
で
、
辰
蔵

は
当
時
青
山
村
村
長
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
関
係
が
「
源
を
ぢ
」
の
登
場
人

物
の
設
定
に
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
青
山
村
黒
沢
の
桜
は
有
名
で
あ

る
。
青
山
村
の
村
長
と
し
て
、
哲
夫
に

桜
の
木
を
紹
介
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
哲
夫
二
十
七
年
四
月
一
日
青
山
村
黒

沢
の
桜
見
に
遠
行
） 

小
説
「
鹿
狩
」

の
文
中
の
参
加
者
に
「
郡
長
さ
ん
も
い

た
」
…
辰
蔵
も
こ
の
作
品
に
登
場
人
物

の
一
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
？ 

祖
父
の
茂
は
国
木
田
哲
夫

の
生
徒
で
あ
り
、
小
説
源
太
郎
の
子
、

幸
助
死
亡
時
（
十
二
歳
）
と
合
致
す

る
。
茂
は
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
っ
た

(

祖
母
の
証
言)

の
は
哲
夫
の
影
響
か
と

思
わ
れ
る
。
哲
夫
と
木
村
家
は
か
な
り

近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。 

独
歩
の
短
編
小
説
は
、
登
場
人
物
の

主
人
公
の
「
死
」
に
よ
っ
て
完
結
し
そ

の
「
墓
」
ま
で
も
描
い
て
い
る
も
の
も

あ
る
。
そ
の
死
に
至
る
ま
で
の
経
過
を

探
っ
て
み
た
い
。 

 
 

 

最
初
に
「
源
を
ぢ
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
。
源
お
ぢ
は
、
源
お
じ
さ
ん
の

こ
と
東
京
で
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ

る
。
佐
伯
の
方
言
で
は
、
源
じ
い 

源

に
い 

源
お
い
さ
ん 

源
お
い
や
ん
で

源
を
ぢ
と
は
言
わ
な
い
。 

「
源
を
ぢ
」
の
職
業
は
渡
船
業
（
お

ろ
し
）
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
「
源
を

ぢ
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
た
の
か
疑
問

の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
葛
港
の
お

ろ
し
の
「
源
を
ぢ
」
（
高
原
嘉
次
郎

説
）
と
広
辻
で
紀
州
に
関
係
す
る
生
徒

茂
の
祖
父
（
当
時
す
で
に
故
人
）
の
源

左
衛
門
を
「
源
を
ぢ
」
と
し
、
葛
港
の

風
景
や
渡
船
業(

お
ろ
し)

の
生
活
と
、

木
村
一
家
の
紀
州
と
の
広
辻
で
の
関
り

合
い
や
、
一
家
の
年
齢
構
成
を
利
用
し

て
小
説
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最

後
に
死
因
に
つ
い
て
は
冒
頭
で
申
し
上

げ
た
哲
夫
が
、
二
十
六
年
十
月
十
四
日

前
後
の
一
週
間
は
大
雨
大
洪
水
に
見
舞

わ
れ
三
回
転
居
す
る
な
ど
か
っ
て
な
い

恐
怖
を
体
験
し
て
い
る
。
こ
の
体
験
が

小
説
「
源
を
ぢ
」
の
死
因
の
着
眼
点
と

な
っ
て
い
る
。
佐
伯
で
体
験
し
た
嵐
と

病
気
を
組
み
合
わ
せ
、
墓
を
大
入
島
と

葛
港
が
望
ま
れ
る
妙
見
様
の
丘
に
し
た

も
の
と
思
え
る
。 

 

次
に
「
春
の
鳥
」
に
つ
い
て
。 

哲

夫
が
城
山
に
つ
い
て
、
国
民
新
聞
に
発

表
し
た
『
豊
後
の
国
佐
伯
』
と
、 

 

小
説
で
書
い
た
、
佐
伯
城
跡
の
立
体

的
空
間
と
、
移
り
ゆ
く
自
然
の
時
間
的

空
間
が
、
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
奇
遇

先
の
実
在
す
る
知
的
障
害
の
あ
る
少
年

を
モ
デ
ル
に
し
て
、
自
然
に
融
け
こ
む

「
天
使
」
と
し
て
と
ら
え
、
「
自
然
」

と
人
間
」
を
不
可
分
の
認
識
対
象
と
し

て
い
る
。
中
嶋
礼
子
（
国
士
舘
大
名
誉

教
授
）
氏
の
研
修
資
料
で
は
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
の
詩
集
を
入
手
し
、
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
の
詩
の
世
界
を
、
独
歩
流
に
小

説
が
展
開
さ
れ
て
消
化
し
、
佐
伯
を

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
世
界
と
し
て
読

み
か
え
る
と
説
明
さ
れ
た
。
小
説
と
し

て
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
出
会
い
か
ら

主
人
公
の
最
期
を
空
想
し
、
墓
ま
で
考

え
る
、
当
時
の
小
説
の
定
型
で
あ
っ
た

か
と
思
う
。
以
前
書
い
た
よ
う
に
源
左

衛
門
の
墓
は
哲
夫
奇
遇
先
の
坂
本
家
の

隣
地
に
あ
る
。
哲
夫
が
現
実
的
に
坂
本

家
の
お
墓
に
参
ら
れ
、
現
存
す
る
童
子

の
小
さ
い
お
墓
の
戒
名
「
慧
空
童
子
」

を
見
た
と
き
、
母
親
が
墓
の
周
り
を
ぐ

る
ぐ
る
回
り
な
が
ら
「
な
ん
だ
っ
て
お

前
は
鳥
の
ま
ね
な
ん
ぞ
し
た
。
え
、
な

ん

だ

っ

て

石

垣

か

ら

飛

ん

だ

の
？
・
・
・
・
・
」
と
、
春
の
空
に
自

然
と
一
体
に
な
っ
て
鳥
と
な
り
、
飛
ん

だ
場
面
が
想
起
さ
れ
展
開
さ
れ
た
と
思

え
る
の
で
あ
る
。
源
左
エ
門
の
墓
右
下

お
よ
そ
五
メ
ー
ト
ル
に
童
子
の
墓
が
あ

る
。
小
説
「
源
を
ぢ
」
「
中
段
」
「
城

山
の
麓
に
て
撞
く
鐘
雲
に
響
き
て
、
屋

根
瓦
の
苔
白
き
こ
の
ま
ち
の
果
て
よ
り

果
て
へ
と
、
も
の
悲
し
げ
な
る
音
の
漂

う
さ
ま
は
、
魚
住
ま
ぬ
湖
の
真
中
に
石

一
つ
投
げ
入
れ
た
る
ご
と
し
。
」
こ
の

文
章
は
養
賢
寺
墓
所
の
最
上
段
に
位
置

す
る
坂
本
家
の
墓
よ
り
町
内
を
俯
瞰
的

に
眺
め
た
も
の
と
一
致
す
る
。 

 

哲
夫
は
人
間
を
自
然
か
ら
切
り
離
し

て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
で
あ
っ

た
。
小
学
生
の
こ
ろ
東
京
、
山
口
県
内

を
数
回
転
居
し
、
山
口
中
学
在
学
中
に

は
両
親
が
住
む
萩
ま
で
八
里
の
道
を
徒

歩
で
帰
省
し
た
。
自
然
を
知
る
た
め
の

基
礎
体
力
と
、
自
然
を
肌
で
感
じ
と
る

下
地
と
な
っ
た
も
の
と
思
え
る
。
哲
夫

は
東
京
専
門
学
校
英
語
政
治
科
に
学
ん

だ
が
、
や
が
て
精
神
的
な
も
の
を
求

め
、
政
治
家
の
野
望
を
否
定
し
、
文
学

や
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
明
治
二
十
四
年
一
月
四
日
麹
町
一

番
町
教
会
に
お
い
て
受
洗
し
て
い
る
。

更
に
明
治
二
十
五
年
九
月
に
は
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
詩
集
を
手
に
入
れ
佐
伯
「
城
山

登
山
」
の
友
と
し
た
。
哲
夫
の
佐
伯
に

お
け
る
散
策
や
逍
遥
、
ま
た
地
元
の
人

に
接
す
る
こ
と
に
よ
り
自
然
観
が
完

成
。
熊
本
～
佐
伯
ま
で
行
程
三
十
六
里

の
う
ち
七
里
を
馬
車
で
二
九
里
を
徒
歩

に
て
完
歩
し
た
体
験
は
後
の
北
海
道
空

知
、
朝
鮮
半
島
、
中
国
へ
と
続
き
独
歩

文
学
の
礎
と
な
っ
た
。
（
明
治
二
十
七

年
一
月
十
日
～
十
三
日
熊
本
～
佐
伯
ま

で
） 

 

哲
夫
の
異
様
な
ま
で
の
自
然
逍
遥

と
、
神
を
信
仰
す
る
体
験
は
自
然
を
よ

り
深
く
経
験
し
た
も
の
で
な
い
と
理
解

で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
私
の
自
然
に

接
し
た
体
験
を
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
く
。
子
供
の
こ
ろ
南
郡
五
町
村
に

居
住
し
、
そ
の
風
景
や
生
活
に
接
し
た

後
、
東
京
の 

文
京
区 

千
代
田
区 

新
宿
区
等
に
勤
務
し
、
武
蔵
野
の
面
影

が
残
る
国
分
寺
町
、
渋
谷
区
等
に
居
住

し
た
。
時
代
こ
そ
違
う
が
哲
夫
の
生
活

圏
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ワ
ン
ダ
ー

ホ
ー
ゲ
ル
部
、
写
真
倶
楽
部
の
山
岳
写

真
愛
好
者
と
と
も
に
、
最
初
は
関
東
一

円
の
山
々
か
ら
、
や
が
て
穂
高
連
峰
、

後
立
山
連
峰 

八
ヶ
岳
連
峰
、
浅
間
山

等
を
撮
影
し
た
。
二
十
五
キ
ロ
超
え
る

荷
物
と
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
厳
し

い
気
象
情
況
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
が
、

山
岳
写
真
を
撮
影
し
た
い
一
心
で
努
力

し
た
。
秋
の
奥
穂
高
岳
山
頂
、
富
士
山

ま
で
続
く
青
い
山
脈
に
地
球
を
。
浅
間

山
山
麓
、
夜
空
に
輝
く
無
窮
の
星
に
宇

宙
を
。
北
穂
高
岳
山
頂
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ン

現
象
に
神
を
感
じ
、
更
に
八
ヶ
岳
連
峰

主
峰
赤
岳
、
厳
冬
の
生
死
を
か
け
て
拝

む
元
旦
の
「
日
の
出
」
は
、
苦
し
み
を

征
服
し
た
喜
び
と
、
神
へ
の
荘
厳
な
祈

り
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
『
多
摩
川
と

人
』
を
テ
ー
マ
に
笠
取
山
水
源
か
ら
中

流
の
武
蔵
野
の
一
部
、
羽
田
飛
行
場
ま

で
自
然
と
そ
こ
に
生
き
る
人
を
撮
影
。

東
京
銀
座
と
大
阪
御
堂
筋
に
て
俱
楽
部

写
真
展
『
多
摩
川
』
を
開
催
し
た
。
こ

の
よ
う
な
経
験
は
私
も
哲
夫
も
田
舎
に

育
ち
、
よ
り
自
然
を
愛
し
宗
教
を
信
仰

し
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
自
然
の
中
に
神

を
見
る
と
い
う
考
え
方
に
共
感
で
き

る
。 哲

夫
は
佐
伯
の
自
然
は
い
い
が
、
人

間
は
い
や
だ
と
東
京
に
帰
っ
て
い
っ

た
。
（
二
七
年
八
月
一
日 

日
清
開
戦

の
日
）
が
、
後
に
城
山
と
題
す
る
回
想

文
の
中
で
「
佐
伯
の
春
先
づ
城
山
に
来

り
・
・
・
以
下
略
」
簡
勁
で
清
新
な
詩

を
佐
伯
町
民
に
残
し
て
く
れ
た
。
感

謝
。 
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