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は
じ
め
に

「
空
中
の
莱
英
」
は
、

一
六
編
の
詩
で
構
成
さ
れ
た
詩
集
『
空
中
の
莱
英
』
(

九
九
九
年
一

O
月
思
潮
杜
)
の
標
題
作
で
、

は
連
ご
と
に
一
行
空
白
を
挿
入
し
た
七
連
で
構
成
さ
れ

一
五
番
目
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
「
空
中
の
莱
頁
」

て
い
る
。

、

、

四
、
七
連
は
一
字
目
か
ら
書
か
れ
、

お
も
に
堀
越
孝
一
の

新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
(
一
九
九
七
年
一
二
月
講
談
社
)

を
、
歴
史

に
馴
染
み
の
な
い
主
人
公
の

「
ぼ
く
」
が
、
悪
戦
苦
闘
し
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
さ
ま
を
語
る
。

、

玉
、
六
連
は
二
字
下
げ
に
書
か
れ
て
い
て
、
主
人
公
の

「
ぼ
く
」
が
遭
遇
す
る
林
の
中
の
グ
ミ
と
ズ
ミ
の
樹
木
を
書
物
に
な
ぞ
ら
え
て

語
る
。
文
章
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
、

一
、
玉
、
六

七
連
は
行
分
け
文
で
書

荒川洋治「空中の莱英」論

か
れ
て
お
り
、
二
、
三
、

四
連
は
引
用
文
を
と
も
な
っ
た
散
文
形
式
で
書
か
れ

て
表
現
に
変
化
を
も
た
せ
て
い
る
。
ま
た
、
「
ピ

l
タ
l
・
パ
ン
で
は
な
く
/
ピ

l
タ
i
・
ゲ
イ
で
あ
る
」
と
か
、
「
ぼ
く
は
ピ

l
タ
l
・
パ
ン
に
興
味
を
お
ぼ
え

た
。
な
ぜ
な
ら
ピ

l
タ
l
・
ゲ
イ
と
い
う
人
に
/
つ
い
て
、

そ
こ
に
は
説
明
が

ユ

モ

ア

な
か
っ
た
か
ら
。
教
養
は
冒
頭
か
ら
「
突
然
」
だ
か
ら
。
」
な
ど
滑
稽
さ
を
ま
じ

え
て
物
語
に
躍
動
感
を
も
た
せ
て
い
る
。

士
口

敬

田

こ
の
論
考
で
は

の
グ
ミ
と
ズ
ミ
で
暗
示
さ
れ
た
意
味
の
関

「
空
中
の
莱
英
」

係
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
主
人
公
の

は
、
堀
越
孝
一
の
新
書
『
教
養

「
ぼ
く
」

と
し
て
の
歴
史
学
』
の
文
体
が
奇
妙
で
あ
り
理
解
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
も
「
こ

の
本
は
心
を
と
ら
え
る
」
(
玉
連
一
行
自
)

そ
の
内
実
を
明
ら
か
に
す

と
い
・
フ
、

る

「

D
O
O
 

既
知
の
こ
と
が
ら
と
未
知
の
こ
と
が
ら

「
空
中
の
莱
英
」

は
、
幻
想
的
な
場
面
で
始
ま
る
。

主
人
公
の

「
ぼ
く
」

は
、
海
の
あ
る
故
郷
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
た
。
何
気

な
く
菜
英
(
グ
ミ
)
の
枝
を
ち
ぎ
り
、
「
目
を
細
め
た
自
分
を
そ
の
ま
ま
に
」
と
、

そ
の
身
体
は
一
瞬
動
か
な
く
な
る
。
「
ぼ
く
」
が
握
っ
た
木
に
は
枝
に
腕
、
が
あ
る
。

「
ぼ
く
」

こ
と
ば
に
す
る
こ
と
な
く
そ
の

は
練
の
痛
さ
を
目
を
細
め
て
表
し
、

一
瞬
を
耐
え
る
。
そ
の
状
態
で

「
ぼ
く
」

の
意
識
は
次
元
を
越
え
る
。

「
あ
な
た
は
そ
れ
を
、
グ
ミ
だ
っ
て

い
つ
も
い
(
言
)
う
。

ほ
ん
と
は
そ
れ
は
、

ズ
ミ
の
な
か
ま
。
グ
ミ
と
に
(
似
)
て
い
る
け
ど
」
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(
一
連
六
行
目
)

少
年
が
犬
を
連
れ
て
現
れ
て
述
べ
る
。
「
ぼ
く
」

は
無
意
識
に
グ
ミ
の
枝
だ
と

思
っ
て
、
ち
ぎ
っ
て
赤
い
実
を
口
に
し
よ
う
と
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
少
年
に

い
わ
れ
て
み
る
と
グ
ミ
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
「
た
し
か
に
。
ズ
ミ
は
実
(
み
)

へ
ん
だ
」
と
思
う
。
グ
ミ
の
木
は
比
較
的
な
じ
み
が
あ
る
植

の
色
(
い
ろ
)
も
、

物
で
あ
る
が
、

よ
く
似
た
ズ
ミ
は
見
か
け
る
こ
と
が
少
な
く
あ
ま
り
知
ら
れ
て

一
連
か
ら
四
連
ま
で
は
、
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
グ
ミ
の
よ

う
に
馴
染
み
の
あ
る
も
の
と
、
ズ
ミ
の
よ
う
に
な
じ
み
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

、t
、。
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u
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語
る
。
「
ぼ
く
」

は
グ
ミ
の
木
の
そ
ば
で
歴
史
の
本
を
読
み
始
め
る
。
「
ぼ
く
」

で
、
歴
史
に
つ
い
て
あ
ま
り
な
じ

は
、
「
歴
史
学
の
本
を
開
く
の
が
は
じ
め
て
」

み
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
の
官
頭
で
戸
惑
っ

て
し
ま
う
。

ピ
i
タ
l
・
パ
ン

で
は
な
く

ピ
l
タ
!
・
ゲ
イ
で
あ
る

新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
(
一
九
九
七
年
二
一
月
刊
)
を
、
ぼ
く
は
、

ズ
ミ
の
そ
ば
で
読
み
は
じ
め
る
。
そ
の
官
頭
。

「
だ
か
ら
歴
史
が
気
に
な
る
わ
け
で
、
ピ

l
タ
l
・
ゲ
イ
で
は
な
い
が
、

歴
史
の
ス
タ
イ
ル
が
気
に
な
る
わ
け
で
す
。

ス
タ
イ
ル
っ
て
、

ピ
ー
タ
l

は
こ
れ
に
文
体
と
い
う
意
味
を
あ
ず
け
て
い
ま
す
。
歴
史
家
が
歴
史
を
書

く
、
そ
の
文
体
で
す
。

ピ
l
タ
l
・
ゲ
イ
は
そ
う
い
う
本
を
書
い
て
、
わ

た
し
は
そ
の
本
を
読
ん
で
、
く
や
し
く
て
身
体
が
震
え
ま
し
た
。
こ
う
い

う
本
を
書
き
た
か
っ
た
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
本
で
す
よ
と
ピ

l
タ
l
に
い

っ
て
や
り
た
か
っ
た
」

o
l
l
-著
者
、
堀
越
孝

(
学
習
院
大
学
教
授
)
。

(
二
連
一
行
自
)

ピ
l
タ
l
・
パ
ン
な
ら
知
っ
て
い
る
が
、

ピ
ー
タ
l
・
ゲ
イ
と
い
う
人
な
ど

は
知
ら
な
い
。
説
明
も
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
学
者
ピ

l
タ
!
・
ゲ
イ
は
、
『
歴
史
の
文
体
』
(
∞
々
ぽ
吉
呂
田
ぢ
同
1
3豆

鈴
木
利
章
訳
一
九
七
七
年
六
月
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
)
で
、
歴
史
家
の
歴
史
叙

述
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
堀
越
孝
一
は
、
新
書
『
教
養
と
し
て

ピ
l
タ
l
・
ゲ
イ
の
『
歴
史
の
文
体
』
が
、
堀
越
が
考
え
て

の
歴
史
学
』
で
、

い
た
歴
史
記
述
の
ス
タ
イ
ル

に
つ
い
て
す
で
に
述
べ
て
お
り
、
悔
し

(
文
体
)

い
思
い
で
あ
る
こ
と
を
滑
稽
に
語
っ
て
い
る
。
「
ぼ
く
」

は
、
堀
越
が
こ
の
よ
う

に
赤
裸
々
な
個
人
的
な
感
情
を
書
き
込
ん
で
い
た
り
、
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
よ
く

フ
レ
ー
ズ

解
ら
な
い
歴
史
の
語
句
が
最
初
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
て
戸
惑
う
の
で
あ
る
が
、
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「
教
養
は
冒
頭
か
ら
「
突
然
」
だ
か
ら
。
」
と
、
歴
史
の
教
養
と
し
て
は
当
然
直

面
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
了
承
す
る
。

歴
史
学
の
本
を
開
く
の
が
は
じ
め
て
の
ぼ
く
は

こ
れ
は
う
れ
し
い
こ
と

だ
、
う
れ
し
い
こ
と
の
な
か
に
全
部
含
め
て
い
け
る
と
思
い
、
こ
の
こ
み

い
っ
た
く
だ
り
も
少
し
も
苦
痛
で
は
な
か
っ
た
。

(
三
連
一
一
行
目
)

「
ぼ
く
」

は
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
が
あ
ま
り
理
解
で
き
な
い
ま

ま
、
初
め
て
読
む
う
れ
し
さ
の
た
め
、
読
み
き
れ
る
と
思
っ
て
我
慢
し
て
読
み

進
め
る
。

そ
の
う
ち
に
「
ぼ
く
」

は
語
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
内
容
そ
の
も
の
よ



り
、
記
述
さ
れ
て
い
る
表
現
の
奇
妙
さ
の
方
に
目
が
移
っ
て
し
ま
う
。
堀
越
孝

フ
レ
ー
ズ

歴
史
的
教
養
の
語
句
を
縦
横
に
埋

一
の
新
喜
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
は
、

め
込
ん
で
語
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
大
学
の
学
生
を
対
象
に
し
た
講
義
の
レ
ジ

メ
的
要
素
を
含
ん
だ
も
の
で
、
説
明
よ
り
も
歴
史
に
興
味
、

関
心
を
持
つ
よ
う

に
喜
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」

で

「
む
か
し
の
人
に
歴
史
が
ど
う

見
え
て
い
た
か
、

そ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
た
ま
ら
な
く
お
、
も
し
ろ
い
」

と
語
つ

て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
事
項
を
身
近
な
も
の
と
し
て
読
者
に
寸
詰
り
か
け
て
い

る。

「
な
ん
と
な
ん
と
『
ア
ル
キ
ピ
ア
デ
ス
』
で
す
ね
え
。
い
や
、
じ
つ
は
『
ア

ル
キ
ピ
ア
デ
ス
』
と
は
な
に
も
の
か
。

こ
れ
は
じ
っ
さ
い
頭
が
痛
い
の
で

す
よ
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
痛
い
の
で
す
よ
」

「
で
す
よ
」

だ
け
で

。コ

は
な
く
、
「
痛
い
」
に
も
目
が
と
ま
る
。
こ
の
痛
み
は
、
グ
ミ
の
練
か
。
ズ

¥
の
練
か
。

(
一
二
連
二
六
行
目
)

著
者
は
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
と
い
う
人
物
像
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
、
「
こ
れ

は
じ
っ
さ
い
頭
が
痛
い
の
で
す
よ
」

と
た
め
ら
う
。

ア
ル
キ
ビ
ア

J

ア
ア
ス
は
、
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ア
テ
ネ
の
政
治
家
で
あ
り
軍
人
で
あ
る
。
政
敵
の
策
動
で
ス
パ
ル
タ
に
亡
命
し
、

の
ち
に
逃
れ
て
ア
テ
ネ
に
帰
国
す
る
。
奔
放
、
無
節
操
で
彼
の
策
は
数
々
の
政

治
、
軍
事
的
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
。
富
と
出
自
に
め
ぐ
ま
れ
弁
舌

に
も
た
け
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
愛
さ
れ
た
美
貌
の
英
雄
と
さ
れ
る
が
謎
の
多
い
人

物
で
あ
る
。
堀
越
孝
一
は
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
で
、

ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
『
断
片
集
』
の

「
対
話
編
哲
学
の
勧
め
」
に
ふ
れ
た
り
、
「
リ
ユ
ン
ケ
ウ

ス
」
の
名
を
出
し
た
り
、
さ
ら
に
は
自
著
『
遺
言
の
歌
上
巻
ヴ
イ
ヨ
ン
遺
言
詩

注
釈
H
』
の

「
む
か
し
の
女
た
ち
の
パ
ラ
ッ
ド
」
に
つ
い
て
も
語
る
。

い
や
、

じ
つ
は
そ
の
パ
ラ
ッ
ド
に
「
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
」
が
登
場
す
る
の

で
す
よ
。
な
ん
と
な
ん
と
、
「
女
の
形
を
し
た
一
被
造
物
」
の
フ
リ
を
し
て
!

あ
の

こ
の
い
い
ま
わ
し
は
、
パ
リ
に
攻
め
寄
せ
て
き
た
ア
ル
マ
ナ
ツ
ク

党
の
軍
勢
に
立
ち
混
じ
っ
て
い
た
ジ
ヤ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
を
望
見
し
て
「

ノf

リ
の
一
住
民
が
そ
の
日
記
に
書
き
記
し
た
文
言
で
す
。

閑
話
休
題
。
わ
た
し
に
は
ど
う
も
「
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
」
と
は
何
者
か
が

気
に
か
か
る
。

わ
た
し
は
歴
史
家
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
ご
託
宣
に
従
え
ば
。
「
ア
ル
キ
ピ
ア
デ
ス
」
と
は
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ

ル
・
ボ
デ
ィ
の
謂
で
あ
る
。
個
別
の
具
体
性
が
洗
い
拭
わ
れ
て
、
抽
象
化

87 

さ
れ
た
モ
ノ
の
性
質
が

「
ア
ル
キ
ピ
ア

J

ア
ス
」

そ
う
い
う

の
名
を
と
る
。

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

(
堀
越
孝
一
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
一
九
九
七
年
一
二
月
)

と
、
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
に
つ
い
て
語
り
か
け
て
言
説
は

『
遺
言
の
歌
上
巻
ヴ
イ
ヨ
ン
遺
言
詩
注
釈
H
』
は
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
イ
ヨ
ン
の
作
と
さ
れ
る
『
遺
言
の
歌
』
に
、
注
釈
を
加
え
る

中
断
し
て
い
る
。
堀
越
孝

と
い
う
形
を
と
っ
て
歴
史
的
に
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
遺
言
の
歌
』
の

む

か
し
の
女
た
ち
の
パ
ラ
ッ
ド
」
(
三
三

0
1
=
=
二
行
)

は
、
歴
史
的
に
特
定
で

き
な
い
フ
ロ
ー
ラ
や
、
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
い
う
神
気
標
紗
た
る
古
典
古
代
の
白
拍

子
の
女
性
た
ち
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。

ア
ル
シ
ピ
ア
デ
ツ
ス
も
同
じ
よ
う
な
人

物
と
し
て
登
場
す
る
が
、
堀
越
は
こ
の
人
物
と
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
を
関
係
づ
け
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て
い
る
。
(
堀
越
は
「
遺
言
の
歌
」

の
ア
ル
シ
ピ
ア
デ
ツ
ス
と
古
代
ア
テ
ネ
の
政

治
家
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
の
聞
に
『
パ
ラ
物
語
』
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
。

た
、
『
遺
言
の
歌
』
の
ア
ル
シ
ビ
ア
デ
ツ
ス
と
い
う
人
物
が
男
性
で
あ
る
か
女
性

で
あ
る
か
判
断
保
留
と
し
て
い
る
。
)

一
方
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
が
火
刑
に
さ
れ

た
の
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
が
、
勇
敢
な
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
神
格
化
さ
れ
、

増
幅
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
は

ヤ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
勇
姿
の
よ
う
に
、
「
個
別
の
具
体
性
が
洗
い
拭
わ
れ
て
、
抽

象
化
さ
れ
た
モ
ノ
の
性
質
が

「
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
」

の
名
を
と
る
。
」
と

ア
ル

キ
ビ
ア
デ
ス
の
姿
態
の
美
し
さ
を
説
明
し
て
い
る
。
「
こ
れ
は
じ
っ
さ
い
頭
が
痛

い
の
で
す
よ
」
と
い
う
、
堀
越
の

こ
の
謎
め
い
た
ア
ル
キ
ピ
ア

「
痛
い
」

lま

デ
ス
と
い
う
人
物
を
説
明
す
る
頭
の
痛
さ
で
あ
ろ
う
。
「
空
中
の
菜
東
」

。コ

ぼ

く

は
、
堀
越
の

「
で
す
よ
」
と
い
う
語
り
口
調
か
ら
離
れ
て
、
ズ
ミ
の
練
の

痛
さ
に
か
か
わ
ら
せ
て
い
る
。

r
m
、、
、

A

、

、
ナ
J
よ

μ

堀
越
の
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

歴
史
は
発
展
す
る
と
い
う
観
念

ゃ
、
因
果
関
係
で
成
り
立
つ
歴
史
の
地
平
で
は
な
く
、
中
世
の
歴
史
家
の
見
方

感
じ
方
を
初
復
う
か
た
ち
の
文
体
を
目
ざ
し
て
い
る
。

語
ら
れ
る
文
体

「
ぼ
く
」

の
意
識
は
、
「
痛
い
」
と
い
う
文
言
に
反
応
し
て
、

ズ
ミ
を
握
っ
た

世
界
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
。
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
に
つ
い
て
の

「
ぼ
く
」

の
一
言
説
は
続
く
。
三
連
一
行
目
か
ら
一
四
行
目
で
は
、
歴
史
学
者
マ

ギ
ス
テ
ル
・
ウ
イ
レ

l
は

一
七
世
紀
の
文
学
と
宗
教
が
、
「
ク
ラ
イ
メ
イ
ト

オ
ブ
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
に
与
え
た
影
響
を
語
っ
て
い
る
。
堀
越
は
こ
の
オ
ピ
ニ

オ
ン
の
意
味
が
、
現
代
で
は
個
人
の
意
見
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、

ギ
リ
シ
ア
の

ま

時
代
で
は
集
団
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で

ド
ク
サ
、

つ
ま
り
オ
ピ
ニ
オ
ン
と

い
う
社
会
風
潮
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、

四
連
一
行

目
か
ら
一
四
行
目
ま
で
は
、

近
代
歴
史
学
の
祖
と
い
わ
れ
る
ラ
ン
ケ
に
ま
つ
わ

っ
て
、
翻
訳
に
つ
い
て
の
序
文
、

固
有
名
詞
、
英
語
、

ド
イ
ツ
語
、
語
ら
れ
る

ジ

概
念
が
縦
横
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』

か
ら
の
引
用
と
ぼ
く
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
門
外
漢
の

「
ぼ
く
」

に
は
こ
と

ば
の
難
解
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

だ
が
本
書
は

内
容
で
は
な
い
。
そ
ん
な
ま
ず
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ぼ
く
に
は
見
え
な

い
、
空
中
に
、
そ
れ
は
あ
る
の
だ
か
ら
。
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(
三
連
三

O
行
自
)

「
ぼ
く
」

は
書
物
の
内
容
は
と
も
か
く
、
重
厚
な
知
的
背
景
を
直
感
的
に
感

じ
と
つ
て
、

そ
の
理
解
で
き
な
い
深
遠
さ
を
空
中
に
見
る
。

理
解
不
能
な
文
言

は
延
々
と
続
き
、
「
ぼ
く
は
、
グ
ミ
の
陶
然
た
る
流
れ
に
、
犬
の
よ
う
に
白
い
腹

を
見
せ
る
し
か
な
/
い
の
だ
が
。
」
(
四
連
一
四
行
目
)

と
、
犬
が
無
抵
抗
に
白

い
腹
を
見
せ
る
仕
草
の
比
喰
で
、

こ
と
ば
の
流
れ
に
堪
え
ら
れ
な
っ
た
こ
と
を

表
現
す
る
。

新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
は
、

固
有
名
詞
は
勿
論
、
片
仮
名
の
外
国

語
を
多
用
し
て
い
て
読
み
辛
い
。

し
か
も
語
源
ま
で
た
ど
り
な
が
ら
説
明
し
た

り
、
道
を
逸
れ
た
り
し
て
奔
放
に
語
る
。
著
者
本
人
も
、
「
と
こ
ろ
が
そ
の
遊
び

が
学
生
に
と
っ
て
は
苦
痛
ら
し
い
。
ま
あ
街
学
的
に
映
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
」
(
新



喜
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
)

と
、
そ
の
こ
と
は
自
覚
し
て
い
る
。

堀
越
は
ピ

l
タ
l
・
ゲ
イ
の
よ
う
な
本
が
書
き
た
い
と
常
々
思
っ
て
い
て
、

教
室
の
講
義
の
よ
う
に
過
去
の
歴
史
を
現
代
で
語
る
、
奇
抜
な
一
人
語
り
の
文

体
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
「
歴
史
」
を
楽
し
く
魅
力
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
、
自

由
奔
放
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
空
中
の
莱
英
」

四
連
は
、
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史

の
二
連
、
三
連
、

学
』
か
ら
の
引
用
と
、
「
ぼ
く
」

の
感
想
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
新
書
『
教
養
と

し
て
の
歴
史
学
』
は
、

九
章
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
「
は
じ
め
に
」

で
一
箇
所
、

一
章
で
一
箇
所
、

二
章
で
二
個
所
、
三
章
で
一
箇
所
、
六
章
で
一
箇
所
、

八
章

で
三
箇
所
で
、
合
計
九
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
ぼ
く
」

は
そ
れ
で
も
こ
の

書
物
を
ほ
ぼ
読
み
終
え
た
こ
と
に
は
な
る
。

「
ぼ
く
」

は
こ
の
変
わ
っ
た
文
体
の
歴
史
書
を
結
局
は
よ
く
理
解
で
き
な
い

で
い
る
が
、

「
こ
の
本
は
心
を
と
ら
え
る
」
(
五
連
一
行
目
)

の
で
あ
る
。
「
ぼ
く

は
ど
う
し
て
顔
を
ゆ
が
め
て
ま
で
/
こ
の
本
を
好
き
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
」

(
五
連
二
行
目
)
と
考
え
る
。
「
い
な
か
に
は
こ
の
一
冊
し
か
な
い
か
ら
?

が
う
」
(
五
連
凹
行
日
)
と
「
ぼ
く
」

母
親
の
仏
教
の
本
も
、

は
回
?
フ
。

父
親
の

吉
川
英
冶
の
本
も
、
「
ぼ
く
」

の
梅
田
み
か
の
本
も
、
「
歴
史
」

の
本
だ
っ
て
他

に
あ
る
。
「
ぼ
く
」

は
、
「
こ
ん
な
本
」
と
思
つ
て
は
み
る
が
、

「
ぼ
く
」

の
心
を

荒川洋治「空中の莱爽」論

と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

だ
が
書
物
と
は
い
つ
も
こ
の
よ
う
に
手
に

校
を
折
る
手
に

あ
ま
る
も
の
、
さ
か
折
れ
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ(

五
連
九
行
目
)

「
ぼ
く
」

は
知
的
探
訪
と
い
う
本
来
の
読
書
に
た
ち
か
え
っ
て
語
る
。
読
書

は
既
知
の
領
域
を
漂
流
す
る
の
で
は
な
く
、
手
痛
い
犠
牲
を
払
い
な
が
ら
で
も
、

未
知
の
領
域
に
分
け
入
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
「
ぼ
く
」

の

ズ
ミ
の
枝
を
握
っ
た
痛
み
は
既
知
の
グ
ミ
か
ら
で
は
な
く
、
未
知
の
ズ
ミ
の
枝

の
血
を
伝
っ
て
回
復
す
る
。
整
然
と
し
た
文
体
で
首
尾
よ
く
構
成
さ
れ
た
書
物

は
数
多
く
あ
る
。

は
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
の
よ

し
か
し
、
「
ぼ
く
」

う
に
、
「
あ
か
ら
さ
ま
な
教
養
、
自
己
回
転
、

言
葉
の
飛
び
込
み
と
身
振
り
、

手

順
の
私
情
」
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
不
満
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
知

的
興
味
を
同
引
き
出
し
、
引
き
回
さ
れ
る
よ
う
な
書
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
ズ
ミ
の
樹
の
よ
う
な
書
物
は
ま
れ
で
あ
る
。

ズ
ミ
は
砂
地
の
斜
面
に
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な
な
め
に
生
ま
れ
立
ち

海
の
ほ
う
へ

王
族
を
ね
か
せ
る
よ
う
に
続
い
て
い
る

ち

グ
ミ
も
ま
た

赤
い
実
の
群
れ
を
な
し

破
れ
る
ほ
ど
の
群
れ
を
な
し

そ
れ
に
続
く

(
七
連
一
行
自
)

ズ
ミ
の
木
は
海
の
斜
面
に
な
な
め
に
自
生
し
て
、
高
貴
な
も
の
を
ね
か
せ
る

よ
う
に
、
赤
い
(
智
慧
の
)
実
を
つ
け
て
冬
の
海
に
張
り
出
す
。
整
然
と
整
え
ら

れ
た
書
物
と
し
て
の
グ
ミ
は
群
れ
を
な
し
て
そ
の
あ
と
に
続
く
の
で
あ
る
。
「
ぽ

く
」
が
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
に
違
和
感
を
覚
え
た
の
は
、
彼
が
考



荒川洋治「空中の菜英」論

え
て
い
た
歴
史
の
書
物
が
、

知
識
を
伝
え
る
た
め
に
語
る
と
い
う
観
念
に
と
ら

わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
書
物
に
か
か
わ
る
筆
者
の
姿
勢
の
方
向
を
考
え
る

と
い
う
抽
象
性
の
高
い
意
味
を
比
喰
表
現
を
使
っ
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

虚
構
世
界
の
真
理

「
空
中
の
某
英
」

の
主
人
公
の

「
ぼ
く
」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
新
書
『
教
養

と
し
て
の
歴
史
学
』
は
、
歴
史
学
入
門
書
で
、
説
明
を
加
え
な
い
の
は
い
さ
さ

か
不
親
切
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
新
書
『
教
養
と
し
て

の
歴
史
学
』
は
、
従
来
の
歴
史
学
の
よ
う
に
因
果
関
係
と
証
拠
で
成
り
立
つ
教

示
的
啓
蒙
書
の
方
向
で
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
。
「
空
中
の
莱
英
」

の

「
ぼ
く
」

は
、
「
だ
が
本
書
は
/
内
容
で
は
な
い
。

そ
ん
な
ま
ず
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ぼ

く
に
は
見
え
な
い
、
空
中
に
、

そ
/
れ
は
あ
る
の
だ
か
ら
。
」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
本
は
、
文
体
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
文
体
と
は
表
現
方
法
と

い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
歴
史
学
の
本
質
的
部
分
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

せ
つ
ぜ
ん

こ
の
書
物
は
芸
術
と
科
学
を
載
然
と
区
別
す
る
歴
史
の
立
場
か
ら
距
離
を
置
い

て
い
る
。
年
代
記
的
方
向
で
は
な
く
、

文
学
的
方
向
に
傾
い
た
歴
史
の
あ
り
方

で
あ
る
。
た
だ
滑
稽
に
書
い
て
読
者
の
気
を
引
こ
う
と
す
る
以
上
の
秘
密
が
、

こ
の
文
体
に
こ
だ
わ
る
著
者
の
意
図
で
あ
る
。
堀
越
が
新
書
『
教
養
と
し
て
の

歴
史
学
』
の

「
は
じ
め
に
」

で
記
し
て
い
る
の
は

ピ
l
タ
l
・
ゲ
イ
の
『
歴

史
の
文
体
』
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。

ピ
ー
タ

i
・
ゲ
イ
の
『
歴
史
の
文
体
』
は
、
ギ
ボ
ン
、
ラ
ン
ケ

マ
コ

l
レ、

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
な
ど
の
活
動
の
業
績
と
歴
史
記
述
を
検
討
し
た
上
で
、
歴
史
は

科
学
と
芸
術
〈
文
学
〉

を
整
然
と
区
別
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

ギ
ボ
ン
は
、
「
古
代
の
政
治
家
に
交
じ
っ
た
近
代
の
皮
肉
屋
と
し
て
、
散
文
と
も

韻
文
と
も
つ
か
ず
冗
漫
な
仰
々
し
い
美
文
を
駆
使
し
、
自
分
の
歴
史
書
で
文
体

の
実
験
を
し
続
け
た
ο

」
と
す
る
。
ラ
ン
ケ
は
、

「
恭
し
き
批
判
者
と
し
て
、
献

身
的
な
研
究
を
し
た
の
ち
、
神
の
御
行
を
受
け
入
れ
、

そ
れ
が
善
で
あ
る
。
」
と

し
た
。
マ
コ

1
レ
は
、
「
知
的
享
楽
者
と
し
て
、
単
に
読
ま
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

信
じ
ら
れ
る
こ
と
ま
で
要
求
し
た
。
」

そ
し
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、

と
す
る
。

「
真
実
を
宣
べ
る
詩
人
と
し
て
、
あ
る
種
の
詩
は
、
散
文
で
書
か
れ
た
歴
史
の
、

仲
間
で
あ
る
と
と
も
に
、
基
礎
を
な
す
も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
」
と
す
る
。
こ

れ
ら
の
歴
史
家
は
、

記
述
者
白
身
の
主
観
を
も
と
に
歴
史
を
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。ピ

1
タ
l
・
ゲ
イ
は
、
「
歴
史
の
文
体
」
の
終
章
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ス
タ
イ
ル
の
研
究
か
ら
暗
に
わ
れ
わ
れ
が
確
認
で
き
る
こ
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と
は
、
歴
史
家
は
た
と
え
事
件
の
原
因
と
か
、

そ
の
過
程
と
か
を
理
解
し

て
も
、

ま
だ
自
分
の
仕
事
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
分
析
の
な
い
歴
史
叙
述
は

つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
し

ま
た
叙
述
を

欠
い
た
歴
史
分
析
も
不
完
全
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
る
。
専
門
の
論
文
は

別
に
芸
術
作
品
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

し
か
し
達
意
の
文
体
で
書
か
れ
れ

ば
、
こ
の
論
文
も
お
の
ず
か
ら
美
的
特
性
を
発
揮
し
う
る
の
で
あ
る
。
専

門
論
文
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。

歴
史
と
い
う
建
物
は
、
完
全
堅
固

な
だ
け
で
な
く
、
や
は
り
美
し
い
立
派
な
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
家
が
建
っ
て
い
て
も
、

ゆ
き
ず
り
の
旅
行

者
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
教
養
あ
る
識
者
で
も
、

わ
ざ
わ
ざ
そ
の
建
物
を

尋
ね
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
は
な
ら
な
い
に
違
い
な
い
。



ピ
l
タ
l
・
ゲ
イ
は
.
歴
史
が
事
実
を
伝
え
る
と
い
う
義
務
感
の
み
旺
盛
な

年
代
記
的
な
歴
史
学
の
あ
り
方
を
批
判
し
た
上
で
こ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

歴
史
は
時
代
的
、
宗
教
的
、
政
治
的

国
家
的
〈
国
際
的
〉
な
ど
の
様
態
と
深

く
関
係
し
な
が
ら
存
立
し
た
学
問
で
あ
る
。
歴
史
が
、
原
因
と
結
果
を
つ
な
ぐ

弁
証
法
的
態
度
を
と
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。

一
方
、
歴
史
が
科
学
と
芸
術
〈
文

学
〉
と
の
関
係
で
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
『
歴
史

の
文
体
』
は
、
二

O
世
紀
の
科
学
全
盛
の
時
代
に
、

歴
史
家
の
主
観
を
離
れ
て

史
実
と
論
証
に
傾
き
、
原
因
と
結
果
を
つ
な
ぐ
、
無
味
乾
燥
と
化
し
た
歴
史
学

を
批
判
す
る
。

歴
史
を
語
る
歴
史
学
者
の
主
観
に
注
目
し
て
、
再
び

活
気
あ
る
息
吹
を
呼
び
戻
そ
う
と
し
た
書
物
で
あ
る
。
歴
史
家
の
主
観
は
歴
史

そ
し
て
、

的
現
実
を
と
ら
え
る
の
で
あ
り
、
歴
史
は
科
学
で
あ
る
と
同
時
に
芸
術
で
あ
る

と
説
く
の
で
あ
る
。
歴
史
の
文
体
と
は
、
歴
史
家
の
文
章
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

歴
史
家
の
感
情
表
出
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
歴
史
家
の
考
え
方
の
ス
タ
イ
ル
で

も
あ
る
。

堀
越
と
ピ

l
タ
l
・
ゲ
イ
の
い
う
歴
史
を
語
る
文
体
の
あ
り
方
と
い
く
ら
か

創
価
町
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
堀
越
の
奔
放
に
見
え
る
語
り
の
概
念
は

歴
史
と
教
養
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
共
通
す
る
文
体
の
意
味
は
、
教
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示
的
で
首
尾
を
整
え
た
美
し
さ
で
は
な
く
、
魅
力
的
に
歴
史
を
語
る
文
体
を
考

え
て
い
る
。

そ
し
て
何
よ
り
も
二
人
の
歴
史
学
の
方
向
は
、
歴
史
と
文
学
を
融

合
さ
せ
な
が
ら
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」

は
、
堀
越
の
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
か
ら
、
読
書
に
よ

る
知
的
探
訪
の
意
味
を
掘
り
出
し
た
。
だ
が
、
堀
越
孝
一
や
、

ピ
ー
タ

l
ゲ
イ

の
い
う
歴
史
を
語
る
文
体
の
意
味
は
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
。
「
ぼ
く
」

は

さ

さ
く
れ
だ
っ
て
手
に
あ
ま
る
」

と
い
う
堀
越
孝
一
の
文
体
へ
の
不
審
か
ら
は
解

放
さ
れ
て
は
い
な
い
。
『
空
中
の
菜
英
』
は
、
グ
ミ
と
ズ
ミ
の
枝
が
海
に
張
り
出

す
光
景
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
グ
ミ
と
ズ
ミ
は
、
グ
ミ
科
と
パ
ラ
科
で
異
な
っ

た
科
に
属
す
る
植
物
で
あ
る
。
「
空
中
の
菜
英
」

「
ぼ
く
」

は
、
不
可
解
と
思

の

え
る
表
現
に
悩
ま
さ
れ
る
文
体
と
い
う
主
要
な
観
念
を
引
き
出
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

主
人
公
の

「
ぼ
く
」

は
、
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
を
読
ん
で
も
理

解
で
き
な
い
と
い
う
立
場
で
悪
戦
苦
闘
し
て
、

滑
稽
に
も
彼
な
り
に
読
書
の
課

題
を
探
り
あ
て
る
。
主
人
公
の

「
ぼ
く
」

は
完
全
無
欠
に
整
然
と
ま
と
ま
っ
た

書
物
を
グ
ミ
と
呼
び
、
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
の
よ
う
に
さ
さ
く
れ

可
E
よ

れ
可
U

だ
っ
て
手
に
あ
ま
る
け
れ
ど
も
、
深
遠
さ
を
感
じ
さ
せ
る
書
物
を
ズ
ミ
と
呼
ん

で
い
る
。
最
終
の
連
は
、
書
物
が
も
っ
荘
厳
さ
を
た
た
え
て
、
グ
ミ
と
ズ
ミ
の

木
が
張
り
出
す
光
景
を
描
い
て
暗
示
的
に
示
す
。
新
喜
『
教
養
と
し
て
の
歴
史

学
』
で
述
べ
ら
れ
る
価
値
は
、
荒
川
の
『
空
中
の
菜
英
』
に
受
け
継
が
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
は
、
「
完
全
無
欠
な
言
語
と
首

尾
を
と
と
の
え
た
数
多
の
書
物
に
感
動
は
な
く
/
そ
う
で
は
な
い
至
極
彼
方
の

も
の
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
て
/
引
き
回
さ
れ
る
冬
の
葉
の
空
中
の
流
れ
」

イ
メ
ー
ン

い
う
心
象
で
表
現
さ
れ
る
。

と

荒
川
洋
治
は
よ
く
文
献
か
ら
文
章
を
引
用
す
る
が
、
「
空
中
の
菜
英
」

の
場
合

は
、
か
な
り
多
く
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。
引
用
は
比
愉
表
現
と
し
て
使
用

さ
れ
た
り
す
る
が
、
「
空
中
の
菜
英
」

は
文
献
の
も
つ
意
味
を
含
み
も
ち
、
作
品

の
深
み
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
ぼ
く
」

は
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
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と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
に
な
じ
み
の
な
い
領
域
の
文
化
的
価
値
に

触
れ
た
の
で
あ
る
。
「
空
中
の
莱
英
」
は
書
物
の
も
つ
個
性
に
気
づ
か
せ
、
素
朴

で
的
外
れ
な
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
、
意
味
を
さ
ぐ
り
当
て
よ
う
と
す
る
意
志

を
示
し
て
く
れ
る
作
品
で
あ
る
。
歴
史
は
古
い
世
界
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
発

見
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
芸
術
、

と
り
わ
け
詩
と
い
う
も
の
は
、
新
し
い

世
界
、
虚
構
の
世
界
に
お
け
る
真
理
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
。

注
(
1
)
初
出
は
『
現
代
詩
手
帖
』
(
一
九
九
八
年
二
月
)

で
掲
載
さ
れ
た
。

(
2
)
「
空
中
の
莱
英
」
は
、
『
荒
川
洋
治
全
詩
集
』
(
思
潮
社
二

O
O
一
年
六
月
)
、
詩

集
『
空
中
の
菜
英
』
」
(
一
九
九
九
年
一

O
月
思
潮
社
)
、
初
出
の
「
現
代
詩
手
帖
」

ご
九
九
八
年
二
月
号
)
で
も
、
「
だ
か
ら
歴
史
が
気
に
な
る
わ
け
で
」
(
三
連
五
行

目
)
と
な
っ
て
い
る
。
引
用
元
の
堀
越
孝
一
新
書
『
教
養
と
し
て
の
歴
史
学
』
で
は
、

「
だ
か
ら
歴
史
家
が
気
に
な
る
わ
け
で
」
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
家
が
気
に
な
る

理
由
を
前
段
で
「
む
か
し
の
人
に
歴
史
が
ど
う
見
え
て
い
た
か
、
そ
の
あ
た
り
の

こ
と
が
た
ま
ら
な
く
お
も
し
ろ
い
。
そ
の
人
が
見
て
い
た
風
景
を
わ
た
し
も
見
て

み
た
い
」
と
あ
り
、
む
か
し
の
歴
史
家
が
眺
望
し
た
歴
史
を
、
現
代
人
の
歴
史
家

堀
越
孝
一
が
見
て
み
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。
歴
史
家
ピ

l
タ
ー
は
こ

の
こ
と
を
文
体
に
あ
ず
け
て
い
る
と
い
い
、
歴
史
を
書
く
文
体
(
ス
タ
イ
ル
)
に
こ

だ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
荒
川
が
意
味
を
も
っ
て
「
歴

史
家
」
を
「
歴
史
」
と
書
き
変
え
た
と
は
思
え
ず
、
単
な
る
誤
記
で
あ
ろ
う
と
考

え
る
。

(
3
)
ピ
!
タ

i
・
ゲ
イ
一
九
二
一
二
年
ベ
ル
リ
ン
で
生
れ
る
。
歴
史
学
者
。
一
九
三
九

年
ヒ
ト
ラ
ー
の
第
一
二
帝
国
か
ら
逃
れ
て
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
市
民
権
を
得
る
。
「
フ
ロ

イ
ト
」
、
「
官
能
教
育
」
、
「
モ
v

ツ
ア
ル
ト
」
、
「
歴
史
学
と
精
神
分
析
」
な
ど
の
著

書
が
あ
る
。
『
歴
史
の
文
体
』
は
歴
史
叙
述
に
焦
点
を
あ
て
る
。
『
歴
史
の
文
体
』

は
、
「
外
交
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
(
二

O
O
一
年
六
月
)
、
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」

(
一
九
八
二
年
六
月
)
、
円
歴
史
学
研
究
」
(
一
九
七
八
年
六
月
)
で
も
取
り
上
げ
ら

で
、
連
作
詩

「
流
通
」

)
ご
、
a

d
f
¥刀

れ
て
い
る
。

(
4
)
『
遺
言
の
歌
(
上

)
lヴ
イ
ヨ
ン
遺
言
注
釈

E
』
の
「
は
じ
め
に
」
で
、
堀
越

は
「
わ
た
し
は
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
イ
ヨ
ン
」
は
、
作
者
で
は
な
い
と
考
え
る
。
」

と
い
う
。
「
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
た
し
が
作
者
と
見
込
ん
で
い
る
人
物
を
「
サ
ン
ブ
ネ

の
司
祭
」
と
し
て
い
る
。
「
い
い
え
、
で
す
か
ら
、
な
ん
と
い
い
ま
す
か
、
場
の
名

と
お
受
け
止
め
い
た
だ
い
て
も
い
い
ん
で
す
よ
。
」
と
記
し
、
「
も
し
や
シ
ャ
ト
レ

の
文
書
蔵
の
薄
暗
が
り
に
う
ず
く
ま
る
作
者
の
脳
裏
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
」
と
、
作
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
。
堀
越
は
市
民
の
バ
ラ
ツ
ド
、
吋
パ
ラ
物

語
』
、
そ
の
他
の
文
書
と
現
実
的
事
件
を
取
り
入
れ
て
書
か
れ
た
の
が
『
遺
言
の
歌
』
、

『
形
見
分
け
の
歌
』
で
あ
り
、
「
サ
ン
ブ
ネ
の
司
祭
」
こ
と
一
市
民
が
作
者
で
あ
る

と
す
る
。
「
あ
い
つ
も
逝
っ
て
三
一
十
年
」
と
、
若
者
と
老
人
の
通
路
を
往
っ
た
り
来

た
り
す
る
大
局
的
視
野
を
持
っ
た
作
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

よ
し
だ

た
か
し
)
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