
国
崎
望
久
太
郎
論

『
近
代
短
歌
史
」
と
歌
集

『
秋
雪
』
を
中
心
に
し
て

安

森

敏

隆

序

坂
道
を

の
ぼ
り
来
た
り

て
月
読

の
光
あ
ま
ね
き

に
打
た
れ
立

つ
か
も

(
望
久
太
郎
)

国
崎
望
久
太
郎

は
学
問

研
究

に
お
い

て
、
古
代

と
現
代
、

現
代

と
古
代

を
結

び

つ
け
る
と
い
う
壮
大

な
研
究

を
さ
れ

て
い
た
が
、

こ
の
歌

の
中

に

み
ご

と
に
そ
れ
が
旦
ハ現

さ
れ

て
い
る
。
京
都

一
乗
寺

に
あ
る
圓
光
寺
を
包

む

よ
う
な
穏

や
か

な
凌

厳
山

か
ら
出

て
く

る
月

は
、

ま
さ

に
月
読

の
尊

(天
照
大

神

の
弟
)

と
思
わ
れ

る
厳

か
な
光

を
圓
光
寺

の
庭

に
ふ
り

そ
そ

い
で
い
る
。

歌
集

『
秋
雪
』

に
ち
な
ん

で
、
毎
年
十

一
月
三

日
の

「
文
化

の
日
」

に

「
秋
雪
忌
」

が
お

こ
な
わ

れ
る
。
二
O
O

一
年

に
は
、
圓
光
寺

に
、

冒
頭

の

一
首
を
刻
ん
だ
歌
碑
が
建
立
さ
れ
、
除
幕
式
が
行
わ
れ
た
。

圓
光
寺
は
、
宮
本
武
蔵
が
吉
岡

一
党
と
決
闘
を
し
た

一
乗
寺
下
り
松
か

ら
近

い
と

こ
ろ

に
あ
る
古
刹

で
あ
る
。
南

に
は
詩
仙
堂

そ
し

て
北

に
は
曼

殊
院

と
ま
さ

に
浮
き
世
を
離

れ
た
風
雅

の
地

に
あ
る
。

そ
し

て
、
国
崎
望

久
太
郎

の
家

も
そ

の
近

く
に
、
今

も
あ
る
。

ふ
る
さ
と
は
か

へ
つ
て
今
は

一
乗
寺
馬
場

町
六
番
地

に
し
て
曼
殊
院
前

紅
葉

の
頃

に
は
、

ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
さ
れ

る
圓
光
寺

の
池

の
畔
を
通

り
、

裏
山

に
向
か

っ
て
上

っ
て
い
く
と
東
山
三
十
六
峰

の

一
つ
凌
厳
山
が
ま

る

で
水
墨
画

の
よ
う

に
こ
ん
も
り
と
現
れ

る
。
北
側

の
小
高

い
と

こ
ろ

に
は

;

=



国
崎
望
久
太
郎
論

徳

川
家
康

の
墓

が
あ
り
、

一
帯

が
圓
光
寺

の
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
静

か
な

墓
地

と
な

っ
て
い
る
。
振

り
返
れ
ば
京

都

の
町
並

み
が

一
望

の
下

に
見
渡

せ
る
な
ん
と
も
絶
景

の
と

こ
ろ

に
国
崎
家

の
お
墓
が
立

て
ら
れ

て
い
る
。

そ
し

て
、
そ

の
側

に
、
冒
頭

の

一
首
を
刻
ん
だ
歌
碑
が
建
立
さ
れ
た

の
で

あ
る
。

作
者

で
あ

る
国
崎
望
久
太
郎
が
、

こ
の
圓
光
寺

の
裏
山

の
坂
道
を
上

っ

て
き
た
と
き
、
視
界

は

一
変
し

て
ま

さ
に
満
月
が
凌
厳
山

の
上

に
出

て
い

て
心
打

た
れ

た
様
子
が
、

そ
の
場
所

に
立

つ
と
美
し
く
も
目

に
見

え
る
よ

う
に
浮

か
ん
で
く

る
。
五
月

に
は
、

エ
ゴ

の
木

の
白

い
花
び

ら
が
吹
雪

く

の
も

ま
た
美

し
い
眺
め

で
あ
る
し
、

ま
た
、

ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
さ
れ
る
霜
月

の
満
月

の
夜

は
格

別

で
あ
る
。

一

学
者

で
あ
り
、
歌
人

で
あ
り
、
そ
し

て
古
代
か
ら
現
代
ま

で
見
通
せ
る

短
歌
史
家

で
あ

っ
た
国
崎
望
久
太
郎

(く

に
さ
き

・
も
く
た
ろ
う
)
は
、

福
岡
県
大
和
村

に
生
ま
れ
。
旧
制
第
七
高
等
学
校
を
経

て
、
東
洋
大
学
文

学
部
国
文
科
卒
。

一
九
二
九

(昭
和

4
年
)
年

「
ポ
ト
ナ
ム
」
入
会
。
同

誌
選
者
と

な
る
。

一
九
三
六
年
、
立
命
館
大
学
法
文
学
部
講
師
、

一
九

四

六
年

よ
り
教
授
。
『
日
本
文
学

の
古
典
的
構
造
』

(昭
和

33
年

2
月

法
律

一
三
二

文
化

社
)
、
『
啄

木
論
序
説
』

(
昭
和
45
年

5
月

同
前
)
等
、

多
数

の
著

書
が
あ
る
。
歌
集
に

『秋

雪
』

(昭
和

61
年
12
月

短
歌
新
聞
社
)
が
あ
る
。

国
崎
望
久
太
郎

に
は
、

い
ろ
ん
な
仕
事
が
あ

る
が
、

「
ポ

ト
ナ
ム
」

創

始
者

で
立
命
館
大
学
文
学
部

の
教
授

で
あ

っ
た
小
泉
苳
三

の
仕
事
を
引
き

継

い
だ
も

の
と
し

て
、
『
近
代
短
歌
史
研
究
』

(立
命
館
出
版

昭
和
35
年

3
月
)
が
あ

る
。

こ
の
本

こ
そ
、
小
泉
苳
三

の
提
起
し
た
短
歌

の
主
張

で

あ

る

「
現
実
的
新
抒
情
主
義
」

の
考
え
方
を
継
承
し
論
と
し

て
さ
ら

に
展

開
し
、
遠
望
し

た
も

の
で
あ

る
。

近
代
短
歌
史

の
専
門
的

な
研
究

は
、
斎
藤
茂
吉

の

『
明
治
大
正
短

歌
史
概
観
』

あ
た
り
か
ら
軌
道

に
の
り
は
じ
め
た
。

し
か
し
も

っ
と

も
精

緻
な
文
献

的
基
礎
的

調
査
は
、
小

泉
苳

三
博
士

の
膨
大

な

『
明

治
大
正
短
歌
資
料
大
成
』
三
巻

に
よ

っ
て
、

一
応
整
備
さ
れ
た
と
い

っ

て
よ

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(中
略
)
さ
る
昭
和
三
十

一
年
晩
秋
、

先
生
は
突
然
逝
去
さ
れ
た
。
私

は
先
生

の
心
情
を
追
懐
す
る

の
情

に

堪
え
ず
、
古

い
小
論
文
ま

で
集
め

て
本
書
を
あ
ん
だ
。

つ
つ
し
ん

で

霊
前

に
さ
さ
げ
さ

さ
や
か
な
記
念

に
し
た

い
と
思
う
。
ま

こ
と

に
果

敢
な

い
こ
と

で
あ

る
。
昭
和
三
十

四
年
秋

(『
近
代
短
歌
史
研
究
』

「序
」
)



師

で
あ
る
小
泉
苳

三
の
昭
和

三
十

一
年

の
晩
秋

の
死

に
当
面

し
、
急
遽

そ
れ
ま

で
の
論
文
を

一
本

に
ま
と
め
た
も
の
が

『
近
代
短
歌
史

研
究
』

と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
本

の
構
成

は
、
次

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

一

近
代
短
歌
史

の
輪
郭

(昭
和

34
年

7
月
)

二

近
代
歌
論

の
成
立

(昭
和

29
年

9
月
)

三

子
規
論
を
あ

ぐ
る
二
三
の
問
題

(昭
和

31
年

1
月
)

四

子
規

に
お
け

る
万
葉
主
義

の
親
展

(昭
和

31
年

5
月
)

五

近
代

に
お
け

る
歌
道
観
念

(昭
和

21
年

2
月
)

六

島
木
赤
彦

(昭
和

10
年

8
月
)

七

小
泉
千
樫

の
生
涯
と
芸
術

(昭
和

9
年

8
月
)

八

若
山
牧
水
と
自
然
主
義
退
唐
期

(昭
和

13
年

6
月
)

九

落
伍
者

の
文
学

啄
木
論

へ
の

一
視
点

(昭
和

32
年

1
月
)

十

『
赤
光
』
編
纂

に

つ
い
て
の
疑
問

(昭
和

33
年

2
月
)

以
上

の
構
成
と
成
立
時
期
を
見

て
解

る
こ
と

は
、

一
巻

の
論
考
が
昭
和

九
年
か
ら
昭
和
三
十

四
年

の
長
期

に
渡

っ
て
書
か
れ

た
こ
と
と
、
歌
人
研

究
と
短
歌
史
研
究

の
二

つ
に
分
断

さ
れ
た
よ
う
に
見
え

る
と

こ
ろ
に
あ

る
。

し
か
し
、

よ
く
読
ん

で
み

る
と
、

こ
こ
で
展
開
さ
れ

る
論
理

の

一
貫
性
と

国
崎
望
久
太
郎
論

本
質
性

に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
こ
と
が
み
ご

と
に

ア
マ
ル
ガ
ム
さ
れ
て
近

代
短
歌

の
本
質
を

み
ご

と
に
剔
抉

し
て
い
る
こ
と
が
解

る
。

こ
の
本

の
特
徴

は
、

日
本

の
短
歌

が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
然
主
義
文
学

の
流

れ
を
潜

り
抜

け
る
こ
と

が
出
来

た
か
と
い
う

一
点

に
焦
点
を

あ
わ
さ

れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ

る
。

自
然
主
義
文
学
と
言

え
ば

日
本

の
明
治

四
十
年
前
後

か
ら
受
容

さ
れ

て

き

た
思
潮

で
あ
る
が
、

そ
の
自
然
主
義
を

日
本

の
短
歌

が
ど
の
よ
う
に
受

容
し
潜

り
抜

け
た
か
と

い
う
と

こ
ろ
に
ポ
イ

ン
ト
を
置

か
れ

て
書

か
れ

て

い
る
。

こ
の

一
本

の
モ
チ
ー

フ
を
簡
略
化
し

て
言

え
ば
、
「
明

星
」

系

の

ロ
マ

ン
テ

ィ
シ
ズ

ム
も
、

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
系

の
リ

ア
リ
ズ

ム
も
結
局

は
、
西
欧

か
ら
き

た
自
然
主
義
文
学
運
動

の
現
実
と
市
民
的
自
我
を
真

に
獲
得
す

る

こ
と

は
で
き

な
か

っ
た
、
と
言
う

こ
と

に
な

る
。

そ
れ

で
は
、
誰
が

日
本

に
お

い
て
そ
れ
を
真

に
潜
り
抜

け
た
か
、
と
い
う
こ
と

に
な
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
に
向
か

っ
て
、
国
崎
望
久
太
郎

の
論
点

は
焦
点
を
合
わ
せ

て
い
く

の

で
あ

る
。

反
封
建
闘
争

の
通
過
を
通
じ

て
新
し

い
近
代
が
生
産
さ
れ
な
か

っ
た

こ
と
が
、

日
本
近
代
化
乃
至

は
そ

の
歴
史
進
歩
的
展
開

に
課
し
た
計
り

一
三

三



国
崎
望
久
太
郎
論

知
れ

な
い
困
難

に

つ
い
て
は
既

に
し
ば

し
ば
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
文
学

の
面

に
お

い
て
も
、

た
と
え
ば
、

二
葉
亭

四
迷

な
ど
が
い
ち
早

く
近
代

文
学

の
方
法
を
、

ロ
シ
ア
文
学

よ
り
継
受
し
移
植

し
た
事
例

な
ど
も
、

真

の
先
駆
者
と
云

え
る
か
ど
う
か
。
近
代
文
学

の
方
法

と
観
念

が
わ
が

国

に
始
め

て
見
ら
れ
た
と

い
う
限
り
に
お

い
て
は
先
駆
者

で
は
あ

っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
封
建
的
文
学

の
方
法

と
観
念

と
の
悪
戦
苦
闘

の
体
験

の

中

か
ら
形
成

さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。

し
た
が

っ
て
そ
の
先
駆
性

は
実

は
非
封
建
的

と
い
う
こ
と

で
あ

っ
た
。

二
葉
亭

に
し
ろ
鵬
外

に
し
ろ
彼

ら

の
文
学

の
近
代
性

は
反
封
建
的

な
文
学
論
争

を
経
由

し
て
い
な
い
弱

点

を
含

ん
で
い
る
。

こ
れ
は
自
然
主
義

の
文
学

運
動

の
展
開
す
る
時
期

を
待

た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
歴
史

的
制

約

で
あ

っ
た
。
彼

等

の
非
封
建

的
文

学
観
念

で
は
明
治
絶
対

主
義

政
府

の
上

か
ら

の
近
代
化
政

策
を
文

学
の
分
野
に
お

い
て
反
映
し
て
い
る
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
側
面
を
も

っ

て
い
る
。

(
国
崎
望
久
太
郎

「
近
代
歌
論

の
成
立
」
三
)

国
崎
望
久
太
郎

の
論
理
は
、
単

に

「
近
代
短
歌
」

の
歴
史

の
み
を
み
る

の
で
は
な
く
、
通
時
的

に
日
本

の
歴
史
を
望
観
し
、
さ
ら

に
土
ハ時
的

に
日

本

の
近
代
を
見
据
え
る

こ
と

に
よ

っ
て

一
つ
の
論
理

の
核

(
コ
ア
)
が

つ

く
ら
れ

て
い
く
と

こ
ろ

に
あ

っ
た
。
そ
し

て
研
究
者

で
あ

る
自
己

の
主
観

一
三
四

を

ま
ず
前
面

に
据

え
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
主
観
を
支

え
て
い
る
歴
史
的

必
然

と
し

て
の
客
観
性
を
も

あ
わ
せ
て

一
つ
の
論
考
を

つ
く
り
上
げ

て
い

く

と
こ
ろ
に
あ

る
。

こ
こ
で
は
、

二
葉
亭

四
迷

も
森
鵬
外

も
、
自
己

の
置

か
れ
て
い
た
日
本

と
い
う

〈場
〉

や
伝
統
的

な

〈場
〉

へ
の
主
体
的

な
戦

い
の
欠
如

と
し
て

し
か
文
学
論

を
形
成

で
き
な
か

っ
た
弱

み
が
追
求

さ
れ
、

そ
れ
が
ひ
い
て

は
日
本

の
近
代
小
説

の
、
自
然
主
義
的

リ
ア
リ
ズ

ム
の
偏
狭

へ
と

つ
な
が

っ

て
い

っ
た
こ
と
が
論

じ
ら
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味

で
は
、

日
本

の
自

然
主
義
文
学

も
真

の
文
学

と
し

て
花
開

か
ず
、

〈私
小
説
〉

と

い
う
偏
狭
な
と

こ
ろ
に
行

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
た
な
か

で
、

国
崎

望
久
太
郎

は
、

こ
の
期

の

「
石
川
啄
木

」
に
注
目
す
る

の
で
あ
る
。

そ
し

て
、

そ

こ
で
展
開
さ
れ
る
啄
木
論

の
特

徴
と
本
質
は
、
啄
木
は

つ
ね

に
時
代

に
対
し

て
遅
れ

て
き
た
、
と

い
う
考
え
方

を
全
面

に
押
し
出
し
た

と

こ
ろ

に
あ
る
。

石
川
啄
木
は
、
明
治
三
十
年
代

に
お

い
て
明
星
派

の
歌
人
と
し

て
誕
生

す
る
が
、
し
か
し

こ
こ
に
も
遅

れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
「
明
星
」

の
ピ

ー

ク
の
と

こ
ろ

で
、
浪
漫
主
義

の
歌
人
と
し

て
も
乗
り
遅
れ
、
続

い
て
啄
木

は
自
然
主
義
文
学

に
向

い
て
動
き
だ
す
が
、

こ
こ
で
も
自
然
主
義
文
学

に

も
乗
り
遅
れ
、
さ
ら

に
明
治

の
四
十
年
代

の
ア
ナ
ー
キ
ズ

ム
運
動

に
も
傾



倒
し

て
い
く
が
、

こ
れ

に
も
乗

り
遅
れ
、
最
後

は
実
存
主
義
者
と
し

て
生

き
た
、
と
す

る
の
が
国
崎
望
久
太
郎

の
考

え
方

で
あ

る
。

そ
こ
の
と

こ
ろ
が
、
真

の
自
然
主
義
文
学
と

ぶ

つ
か

る
と

こ
ろ
で
、
人

間

の
赤
裸

々
な
自
己
を
ぶ
ち
込
め

る
こ
と
が

で
き

る
か
ど
う
か
と
、

い
う

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
国
崎
望
久
太
郎

の
啄
木
論

の
骨
子

は
石
川
啄
木
を

「
落
伍
者

の
文
学
」
と
し

て
位
置
付
け

る
と

こ
ろ
に
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

文
学
者

の
さ
ま
ざ
ま

の
型

の
う
ち

に
、
わ
れ
わ
れ

は

一
つ
の
顕
著
な

日
本
的
特
性
と
し

て
落
伍
者

の
文
学

の
系
譜
を
措
定
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
そ
れ
が
日
本

の
民
族

の
文
学
心
を

つ
よ
く

ひ
き

つ
け

る
理
由
は
、

ま
だ
十
分

に
説
明
さ
れ

て
い
な

い
が
、
伝
統
的

に
強
力
な
も

の
で
、
わ

れ
わ
れ
が
文
学
を
受
容
す
る
際

の
心
理
的
傾
斜
と
し

て
前
提
さ
れ

て
い

る

こ
と
は
事
実

で
あ
る
。

落
伍
者
と
は
、
も
ち
ろ
ん
実
生
活
上

の

つ
ら

い
緊
張
を
必
要
と
す
る

戦
線
か
ら

の
脱
落
者

で
あ
る
。
時
代
よ

っ
て
そ

の
戦
斗
か
ら

の
離
脱

の

様
相
も
多
様

で
あ
る
が
、
実
生
活

に
敗
北
し
た
点
は
共
通
し

て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
多

く

の
人
々
が
実
生
活

の
上

で
経
験
す
る

一
般

の
落
伍
は

こ

こ

で
は
問
題

に
な
ら
な
い
。
そ
う

い
う
落

伍
者

に
し

て
な
お
文
学

活
動

を
継
続
し
た
人

々
だ
け
を
対
象

に
す
る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
々

国
崎
望
久
太
郎
論

の
実
生
活
と
そ
の
文
学
的
創
造
的
活
動
と
は
、
内
面
的

に
深
く
結
び
合

っ

て
い
る
し
、
文
学

の
本
質
を
考
察
す

る
場
合

に
も
非
常

に
大
事
な
契
機

を
ふ
く

ん
で
い
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
わ
れ
わ
れ

は
落
伍
者

の
文
学

の

系
譜

に
、
も
う
少
し
注
意
を

は
ら
う
必
要
が
あ

る
。

(「
落
伍
者

の
文
学
ー
啄
木
論

の

一
視
点
」
)

国
崎
望
久
太
郎

の
「
落
伍
者

の
啄
木
」
の
視
点
は
、
従
来

の
天
才
詩
人
啄

木

や
革
命
詩
人
啄
木

の
像

に
真
正
面
か
ら
倒
立
し
、
従
来

の
啄
木
像

の
オ

ポ

チ

ュ
ニ
ズ

ム
を
指
摘
し
、
再
び
啄
木
を
地
上

に
お

い
て
蘇
生
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
示
唆
し
た
点

に
お

い
て
ま

こ
と

に
ラ
ジ
カ

ル
な
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、

こ
の
考

え
方

こ
そ

「
ポ
ト

ナ
ム
」

の
「
現
実
的

新
抒
情
主
義
」
の
考
え
方

に
通
底
し

て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
近
代
短
歌
論
を
、
自
然
主
義
文
学

に
焦
点
を
当

て
、
さ

ら

に
は
石
川
啄
木

に
焦
点
を
当

て
て
読
み
直
そ
う
と
し
た
国
崎
望
久
太
郎

の
実
作

で
あ
る
短
歌
は
、
ど

の
よ
う
な
位
相

に
あ

っ
た

の
か
が
、
本
稿

の

も
う

一
つ
の
目
的

で
あ
る
。
そ
れ
を
実
作

で
あ
る
歌
集

『
秋
雪
』
を
読
む

こ
と
に
よ

っ
て
位
置
づ
け

て
み
た

い
。

=
二
五



国
崎
望
久
太
郎
論

二

国
崎
望
久
太
郎

に
は
、
先
程
も
述

べ
た
よ
う

に
、

『
日
本
文
学

の
古
典

的
構
造
』

『
啄
木

論
序
説
』

は
じ
め

『
風
雅
方
寸
』

『詩
歌

と
環
境
』

と
著

書

は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
歌

集
は

一
冊
も
な
か

っ
た
。
そ

こ
で
、
喜
寿

の

祝

い
に
あ
わ
せ

て

一
本

を
出

そ
う
と
云
う

こ
と
に
な
り
、

国
崎
望
久
太
郎

を
囲
ん

で

つ
く

っ
て
い
た
研
究
会

「枯

野
」

の
仲

間
が
中

心

に
な

っ
て
、

歌

を
集
め
る

こ
と

に
な

っ
た
。

灯
火
親
し
む
候
、

ご
清
栄
と
存
じ
ま
す
。

さ

て
、
国
崎
望
久
太
郎
氏
は
、
来
春
、
め

で
た
く
喜
寿
を
迎
え
ら

れ
ま
す
。
氏

の
学
問
的
業
績
は
逐
次
刊
行
さ
れ
、
既

に
高

い
評
価
を

得

て
い
る
こ
と
は
、
私
ど
も

の
よ
く
知
る
と

こ
ろ

で
す
が
、
氏
は

一

方

で
、

歌
人

と
し

て
、

学
生

時
代

か
ら
活
躍

さ
れ
ま

し
た
。

歌
誌

「
ポ
ト
ナ

ム
」

に
所
属
、

敗
戦
直
後

に
は
歌

誌

「
楼
蘭
」

を
自
ら
編

集
す

る
な
ど
、
学
問

に
並
行
し

て
、
あ

る
い
は
、
学
問

の
源
泉
と
し

て
、
氏

に
は
短
歌
が
あ
り
ま
し

た
。
と

こ
ろ
が
、
氏

の
歌
集

は
未
刊

で
あ
り
、

こ
れ

は
な

ん
と
も
残
念

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
び
、
氏

の

喜
寿
を

こ
と

ほ
ぎ
、
知
人
弟
子
相
集

い
、
氏

の
半
生

に
渡

る
歌
業
を

一
三
六

『
秋

雪
』

一
巻

と
し

て
刊
行
し

た
く
存
じ
ま
す
。

そ

の
た
め

に
左

記

の
刊
行
会
を
設
け
た
く
、
ご
参
加
い
た
だ
け

る
と
幸

い
で
す
。
な
お
、

お
知

り
合

い
の
方

々
に
も
参
加

を
お
勧

め
く
だ
さ
い
。

1
9
8
6
年
仲

秋

こ
れ
は
、

そ

の
と
き

の
呼

び
か
け
文

で
あ
る
。

そ
し

て
出

版
記
念
会

は

昭
和

六
十

一
年
十

二
月
七
日

(
日
)

午
後
五
時

～
七

時

「
新
都
ホ

テ
ル
」

で
行
わ
れ
た
。

歌

集

『
秋
雪
』
は
、
昭
和
三
年

の
歌
か
ら
、
昭
和
六
十

一
年
ま

で
の

一

=
二
九
首

の
歌
が
逐
年
順

に
構
成
さ
れ

て
い
る
。
冒
頭

の

一
首
は
次

の
も

の
で
あ
る
。

日
を

一
日
南

に
む
か

ひ
走
り
た
る
わ
が
目

に
青
し
鹿
児
島

の
海

こ
の
歌

に

つ
い
て
は
、
七
高
時
代

の
同
級
生

で
あ
る
森
邦
隆
が

昭
和
三
年

の
秋
だ

っ
た
と
思
う
、
七
高
造
士
館

の
文
芸
雑
誌

『啓
明
』

に
掲
載

さ
れ
た
望
久
太
郎

君

の
歌

の
中

の

一
首

で
あ

る

(
『
秋
雪
』

栞
)



と
言

い
、
現
存
す

る
最
初

の
歌

で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
鹿
児
島

の
七
高

受
験
時

に
南
下

さ
れ

た
と
き

の
歌

で
あ

る
。
初
期

の
歌

は
、
故
郷

で
も
あ

る
南

の
九
州
を
志
向

し
た
歌

が
多

い
。

が
掲
載
さ
れ
た
。

ポ
ト
ナ
ム
の
主
張

と
も
な

っ
た

「
現
実
的
新
抒
情
主
義
」

と
は
、

そ
の
後
、

そ
れ
を
推
進

し
て
い

っ
た
和

田
周

三
の
言
葉
を
借

り
て

言
う
と
、
次

の
よ
う
な
主
張

で
あ

っ
た
こ
と
が

わ
か

る
。

ボ

ン
タ
ン
は
人
と
ひ
そ
か
に
逢
ふ
丘

の
真

日
て
る
な
か

に
輝
き

に
け
り

賜

ひ
た
る
ボ

ン
タ
ン
の
香
を
な

つ
か
し
み
試
験
勉
強

に
夜

は
ふ
か
さ
む

そ
う
し
た
歌

の
中

に
、
国
崎
望
久
太
郎

の
詩
質

で
あ

る
歌
人
と
し

て
の

豊
か
な
感
性
と
鋭

い
洞
察

や
観
察
か
ら
な

る
秀
歌
が
量
産

さ
れ

て
い
る
。

魚
類

の
ま
な

ご
開
き

て
ひ
そ
ま
れ

る
海
底
悲
し

み
水

に
手
触
る

る

海

の
鳥
大
き
く
め
ぐ
り

そ
の
白
き
翼
光
れ
り
わ
れ
は
死
な

ぬ
に

う

つ
し
世

の
鳥
獣
魚
介
も
死
ぬ
な
ら
む

ほ
の
ぼ

の
と
し

て
死

に
て
行

く
ら
む

揺
ら
ぎ
な
び
く
海
藻

の
光
る
時
お

の
が
身

の
澄
透
り

つ
つ
巻
か
れ
な

ば
よ
し

昭
和

八
年
に
は
い

っ
て
、

こ
の
年

の

一
月
号
に
小
泉
苳
三

(実
は

こ
の

論
文

の
執
筆

者
は
国
崎

望
久
太
郎
)

の

「
現
実

的
新
抒
情
主
義

の
提
唱
」

国
崎
望
久
太
郎
論

「
現
実
的
新
抒
情
主
義
」

に
は
三

つ
の
基
本
的

な
命
題

が
あ

る
。

一

つ
は

「
現
実
」
と

は
何
か
と

い
う

こ
と
。

二

つ
に
は
、
表
現

の
対
象

は

「
現
実
感
」

で
あ

る
と
い
う

こ
と
。

三

つ
に
は
、
表
現

の
方

法
と
し

て

「
象
徴
」
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
。

第

一
の
「
現
実
」
の
定
義

は
、
時
代
を
動
か
し
、
わ
れ
わ
れ

の
生
活
を

左
右
す

る
歴
史
的
社
会
的
な
力

で
あ

る
と
さ
れ

て
い
る
。
当
時

(昭
和

八
年
)

の
社
会
的
不
安
と
混
乱
が
、
そ

こ
に
述

べ
ら
れ

て
い
る
が
、

そ

れ
ら

の
社
会
的

現
象
を
作

り
出

す
根
元
的

な
力

は
、
「
帝
国
主
義

時
代

に
入

つ
た
資
本
主
義

の
持

つ
」
物

で
あ
り

「
世
界
恐
慌

の
中

の

一
環
」

を
な
す
も

の
と
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
実

こ
そ

は
、
わ
れ
わ
れ

の

生
命
を
も
左
右
す
る
凶
暴
な
力
そ

の
も

の
で
あ
る
。

こ
の
現
実
と

の
対

決

の
場

に
お

い
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ

の
生
活
意
志
は
真
実
を
は
ら
み
、

具
体
性
を
も

つ
こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

の
言
う
現
実
と

は
、
決
し

て
日
常

茶
飯

の
雑
事
や
世

相
、

風
俗
的
な
皮
相
な
現
象

を
意

味
す
る
も

の
で
は
な

い
。

こ
れ
は
今

日
ま

で
に
常
識
と
な

っ
て
い
る

こ

一
三
七



国
崎
望
久
太
郎
論

と
か
も
し
れ
な
い
が
、

な
お
確

認
す
る
必
要

が
全
く
な

い
と
言

う
わ
け

で
は
な
い
。

第
二

の
命
題

は
、

「
現
実
」

を
歌
う

の
で
は
な
く

「
現
実
感
」
を
歌

お
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

短
歌
は

「
現
実

」
そ

の
も

の
を
、

あ
る
い

は
現
実

へ
の
理
解
を
歌
う
も

の
で
は
な

い
。

そ

の
現
実
と

の
対
決

の
場

に
生
じ

る
わ
れ
わ
れ

の
感
情

を
歌

う

の
で
あ

る
。

「
い

つ
は
ら
な

い
現

実
感
を
生
々
と
抒
情
す
る

こ
と
は
、
短
歌

の
基
本
的
な
原
則
的
格
律

で

あ

る
」

と
言

い
、
「
我

々

の
現
実
感
を
、

い
か

に
生

々
と
抒
情

す
る
か

と
言
ふ
、
あ

の
素
朴
な
し
か
し
基
本
的
な
原
則
」
と
も
言
う
。
我

々
が

今

日
の
現
実
を
知
識
的

に
理
解
す
る

こ
と
も
決
し

て
容
易
な

こ
と

で
は

な

い
が
、
そ
れ
を
理
解
し
た
と
し

て
も
、

そ
の
理
解
し
た
と

こ
ろ
を
述

べ
る
の
は
文
学

の
仕
事

で
は
な

い
。

こ
の
理
解
を
も
ち
な
が
ら
、
生
活

の
面

に
生
起
す

る
さ
ま
ざ
ま

の
現
象
を
活
発

に
と
ら
え

て
、

そ
こ
に
感

慨
を
も
ち
、
情
感
を
も

つ
。

そ
の
情
緒
、
息
吹
き
、
生
命

の
揺
ら
ぎ

は

生
活

の
面

に
生
起
す

る
も

の
で
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

し
た
が

っ
て
誠

実

な
る
生
活
者

は
、
逆

に
そ
の
生
活
を
通

じ
て
、

や
が
て
今

日
の
現
実

の
真
実
を

つ
か
み
う
る
可
能
性

を
も

つ
。

よ
う
す

る
に
短
歌

は
生
活

の

中

で
歌

わ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
歌

わ
れ
る
も
の
は
、

こ
れ
ら
の
生
活

の
場

に
生
起
す

る

一
三
八

感

慨

で
あ
る
が
、
題
材

と
し

て
は
何

が
取

り
上

げ
ら
れ
る

べ
き
か
。

そ

れ
が
第

三

の
命
題

で
あ
る
。

第
三

の
命

題
は
、
表

現
方
法

と
し

て
の

「象
徴

」

で
あ
る
。

(中

略
)

短
歌
と

い
う
微
小

な

一
詩
形

に
我
々

の
肉

体

の
陰
影
を
余
す
と

こ
ろ
な

く
投
射
す
る

こ
と
、
我
々

の
持

つ
過
去

の
本
質
が
、
短

い
詩
形

に
凝
集

さ
れ
る

こ
と
、

一
首

一
首
以
前

の
す

べ
て
を
注
ぎ

こ
む

こ
と
、

こ
れ
ら

す

べ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
生
活
お
け
る
時
間
的
空
間
的
な
全
体
を
表
現
し

よ
う
と
す
る
こ
と
を
念
願
と
し
て
い
る

こ
と
ば
で
あ

る
。

一
首

の
歌

に
、

全
体
を
歌

い
こ
も
う
と
す

る
こ
と

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
象
徴

の
方
法

で
あ

る
。
象
徴
と

は

一
つ
を
も

っ
て
全
体
を
表
現
す

る
も

の
で
あ

る
。

(『
現
代

の
構
想
』
昭
和

56
年

12
月
)

こ
の

「
現
実
と

は
何
か
」
、
「
表
現

の
対
象

は
現
実
感
」
、
「
象
徴
」

の
三

つ
の
命
題

こ
そ
、

ポ
ト
ナ
ム
の

「
現
実
的
新
抒
情
主
義
」

の
骨
子

で
あ

っ

た
。国

崎
望
久
太
郎
も
、

こ
の

「現
実
的
新
抒
情
主
義
」

の
主
張

に
基
づ
き

「
ポ
ト

ナ
ム
」

に
次

の
よ
う
な
作
品

を
当

時
、
載

せ
て

い
る

の
が
注
目

さ

れ
る
。



、

古

代

の
か
し

こ
き
学
者
等
星
み

つ
つ
犬
さ
そ
り
獅
子
な
ど
を
連
想

し

け
む
か

満

州
戦
争

の
兵
の
せ
夜
行
車
驀
進
せ
り
駅
前

に
は
ほ
そ
ぼ
そ
物
を
商
ふ

近
代
人

の
デ
カ
ダ

ン
ス
こ
こ
に
極

ま
れ
る
と
き

こ
こ
ろ
厳

し
く
か

へ

り
み
る
べ
き

プ

ロ
レ
タ
リ

ア
の
徒

き
ほ
ひ
も
の
言

へ
ど
現
身

は
娑
婆
苦

に
あ

へ
ぎ

生

き
む
と
し
も

な
き

芥
川
龍
之
介
氏
を
思

ふ
と

き
自
殺

か
な
ら
ず

や
不
自
然

な
ら
ず

さ
ら

に
、
昭
和
十
年
代

に
は
い

っ
て
、

日
中
戦
争

と
土
ハ
に
次

の
よ
う

な

作
品
が
作
ら
れ

て
ゆ
く
。

か
が
ま

り
て
我

は
見

に
け

り
現

つ
と
も
な
し

と
か

な
蟻

の
列

な
し

て

行
く

軍
隊

の
動

け
る
平
野

に
落

し
ゆ
く

飛
行
機

の
影
を
思

ひ
居

た
り
し

〔桔
梗

の
花

三
首
〕

あ
か

つ
き

の
暴
風
雨
を
を
か
し
編
隊

の
爆
撃
機
と
び

ぬ
と
そ
あ
は
れ

桔
梗

暁

に
空
襲
さ
れ
し
支
那
軍

は
散
り
乱
り

つ
つ
ほ
ろ
び
た
り
ち
ふ

国
崎
望
久
太
郎
論

そ
う
し
た
中

で
、

吾
子

の
生
誕
や
妻

と

の
生
活

や
自
然

へ
の
命
そ

の
も

の
へ
の
慈

し
み
を
う
た
わ
れ

て
い
る

の
が
注

目
さ
れ
る
。

生

ま
れ
た
る
生
命

い

つ
く
し
く
声

あ
げ

ぬ
こ
こ
ろ
恋

ほ
し
く
よ
り
ど

な
き
な
り

(長
女

2
首
)

生
命

わ
け
て
妻

の
眠

り
の
深

く
あ
れ
子

も
な
ら
び
居

て
遠

き
と
ほ
き

雪
風

急
行
列
車

は
小
駅
捨

て
ぬ
海

よ
り
の
台
風

は
い
よ
よ
す
ご

く
な
り
た

り面
影

に
妻

た
ち
き

た
り
す
ぐ
消

え
ぬ
硝
子
窓
を

う
ち

て
雨
降

り

つ
の

る風
筋

の
時
折
暑
き
屋
上

に
兵
送

る
列
を
瞰

る
い
た
む

が
ご
と
し

炎
方

に
軍
歌
叫
び

て
征
き

た
り
し
兵
を
あ

は
あ

は
と
夜
半

に
浮

べ
ぬ

昭
和
十
年
代
、
斎
藤
茂
吉
を
し

て
、
戦
争
詠

へ
と
か
り

た
た
せ
た
第
二

次
世
界
大
戦

の
戦
争
詠
が
、

こ
う

い
う
か
た
ち

で
う

た
わ
れ

て
い
る
。

岡
本
彦

一
は
こ
れ
ら

の
歌

の
背
景

に

つ
い
て

「
氏

に
は
応
召

・
即

日
帰

郷
と

い
う
出
来
事
が
あ

っ
た
」
と
し
、

つ
づ

い
て
国
崎
氏

の
戦
争
観

に

つ

い
て
、

一
三
九



国
崎
望
久
太
郎
論

氏

が
、
大
陸

に
お
け
る
戦

況
に

つ
い
て
、

き
わ
め
て
よ
く
知

っ
て
い

た

こ
と

で
あ
る
。
小
生

な
ど
は

こ
の
方
面

の
事

に
は
無
関

心

で
い
ら
れ

な

い
も

の
の
詳
細

に
戦

闘

の
状

況
を
逐
次

お

っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は

し
な
か

っ
た
。

氏

の
知
識

に

つ
い
て

一
体

こ
れ
は
ど
う

い
う

こ
と
か
と

疑
問
を
も

っ
た
も

の
で
あ
る
。

(
『
秋
雪
』
栞

)

と
言

っ
て
い
る

の
が
注
目
さ
れ
る
。

神
々
を
喚
ば
は
ん
と
す

る
心
あ
り
暁
暗

に
額
伏
し
居
れ
ば

露
霜
を
ふ
み
ゆ
き
し
か
ば

ヒ
ト
ラ
ー
が
滅
土
ハを
決
意
せ
し
六
月
二
十

二

日
を
思

ひ
ぬ

戦

に
た

つ
べ
き
き
は

に
た
た
ざ
る

は
国
を
危
く
す
す
め
ら
み
く

に
を

あ
な

さ
や
け
す
め
ら

み
こ
と

の
大
勅
宣
り
ま
せ
し
か
ば

こ
ぞ
り
戦
ふ

み
い
く
さ

は
轟
沈
戦

に
お
ご

る
な
く
さ

や
け
く
そ
向

ふ
北

の
わ
だ

つ

みお
ほ
き

み
の
み
こ
と

の
ま
に
ま
死

ね
と
言

ふ
手
紙
書
き
終

り
た
り
わ

が
弟

に

戦
死
者

の
御
霊
祭
ら

ふ
白
砂

の
庭

に
翳

り

つ
つ
ゆ
け
る
雲
あ

り

わ
だ

つ
み
に
漂

ひ
に
つ
つ
君
が
代
を
う
た
ひ
み
ま
か
り
ぬ
か
か
る
戦

闘

一
四
〇

「
ポ
ト
ナ

ム
」

の
主
張

で
あ
る

「現
実
的
新
抒
情
主
義
」

の

「現
実

と

は
何

か
」
、

「表

現

の
対
象

は
現
実
感
」
、

「象
徴
」

の
三

つ
の
命

題
が
、

こ

れ
ら

の
歌

の
な
か

で

「
い
の
ち
」

の
歌

と
し
て
咀
嚼

さ
れ
、
戦

争
を
透
視

し

て
う
た
お
う
と
志
向

し

て
い
る

の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
年

代
、

学
生

運
動

の
激
し
く
な

っ
て
い
く
京
都

の
立
命

館
大

学

に
あ

っ
て
、
次

の
よ
う
に
学
生
達
や
当
時

の
状

況
を
詠
ん

で
い
る
。

学
生
委
員
と

の
長
き
長
き
会
議

に
疲
れ
た
り
神
よ

ひ
と
り

の
我

に
帰

ら
し
め
給

へ

「
や
む
を
得

ず
」
と

の
答

弁
を
き
き
軽
蔑

の
大
き
表
情
を

か
く
す
と

も
せ
ず

学
生
諸
君

の
要
求

は
ま

こ
と
も

つ
と
も

に
て
そ

の
抽
象
性

こ
そ
よ

ろ

し淡

々
と
な
り
し
性
欲
と

ご
と
ご
と

に
腹
立

つ
こ
と
と
如
何

に
関

は
る

校
長
を
拒
否
し
続
け

て
勝
ち

た
る
を
告
げ
く

る
ふ
み
の
つ

つ
ま
し
く

て
よ
し

デ
モ
隊
を
監
視
す

る
ご

と
き
位
置

に
お
く
可
愛

ゆ
き
わ
れ
の
学
生

が

み
ゆ



一
九
六
〇
年

の
安
保
闘
争

の
時

の
歌

で
あ

る
。
当
時
、
立
命
館
大
学

に

は
、
学
生
歌
人

の
黒
住
嘉
輝

や
清
原

日
出
夫

が
お

り
、

一
方
、
歌
壇

に
目

を
向
け

る
と
前
衛
短
歌

の
塚
本
邦
雄

や
寺
山
修
司

や
岡
井
隆
が

い
た
。

平
和
行
進

の
静
か
な

る
歩
幅
揃

ひ

つ
つ
怒
れ
ど
も
黙
す
わ
れ
ら

の

一

団赤
旗
を
ち
ぎ
れ
む
ば
か
り

に
振

る
声
す

そ
こ
に
寄

り
行
き

て
得

た
る

平
安

学
生

の
激
す

る
声

の
響
き

つ
つ
樫

の
青
葉
を
削
ぎ

て
風
立

つ

赤
旗
を
わ
れ

は
ふ
ら
ね
ど
若
き
ら
が
ふ

る
は
よ
し
と
思

ふ
怒
れ
と
思

ふ
こ
う
し
た

日
々
お

い
て
も
、
誠

に
良
く
、
自
己
を
客
観
視
し
対
象
化
し

た
歌
が
あ

る
。

顱
頂
薄
き
国
崎
教
授
真
下

の
校
庭
を
よ
ぎ
り
出

で
行
き

に
け
り

国
崎
望
久
太
郎

に
と

っ
て
、
最
も
充
実
し
、
そ
れ

で
い
て
苦
し

い
学
生

運
動

の
試
練

に
見
回
れ
た
時
代

で
あ

っ
た

こ
と
が
、

こ
の
後
直
ぐ
、
同
僚

国
崎
望
久
太
郎
論

の
林
家
辰

三
郎
、
奈
良
本
辰
也
、
梅
原
猛

な
ど

の
先
生
が
学
園
を
去

っ
た

こ
と
か
ら
も
容
易

に
伺

い
知

る
こ
と

が
出
来

る
。

六
十
五
歳

の
任
期
を
全
う

さ
れ
、

そ
の
後
数
年
、
特
認
教
授
を

さ
れ
立

命
館
大
学
を
退
職
し

て
か
ら
、
兵
庫
県

に
あ

る
園
田
学
園
女
子
大
学

に
赴

任
し
、
図
書
館
長

の
要
職
を
兼
務
し

な
が
ら
教
授
生
活
を
送

り
始
め

る
。

う
し

ろ
よ
り
も
く
た
ら
う
先
生
と
呼
ぶ
子
あ
り
ま
さ
し
く
我
を
呼
び

し
声
か
も

わ
れ

の
名
を
か
く
呼
ぶ
子
等

の
学
び

ゐ
る
学
園

に
し

て
い
と
し
き
も

の
を

安
部
公
房

の
こ
と
語
り

つ
つ
塚

口
の
駅
ま

で
の
道
遠
く

は
あ
ら
ず

け
や
き
道
緑
さ

や
け
け
く
風
立
ち

ぬ
心
涼
し
く
学
び
行
く

べ
し

こ
う
し
た

日
々
に
あ

っ
て
、
次

の
よ
う
な
孫

や
子

の
歌
が
散
見
し

て
心

慰
め
ら
れ

る
。

子
と
孫
を
率

て
遊
び

つ
つ
座
り
を
り
防
波
堤

の
下

の
テ
ト
ラ
ポ

ッ
ト

一
四

一



国
崎
望
久
太
郎
論

結

故
里

に
う
と
ま
れ

て
き
し
白
秋

の
帰
去
来

の
詩
碑

に
水
照

り
寒

し
も

詩
碑

の
前

に
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
に
遊
び
ゐ
る
翁
媼

の
顔

に
見
覚
え
は
な
し

こ
の
二
首

が
ふ
く

ま
れ

て
い
る

「
沖
端
村
」
五
首
を
読

む
と
き
、
北
原

白
秋

に
国
崎
望
久
太
郎

が
重
な

っ
て
い
る

こ
と
が
容
易

に
解

る
。
「
沖
端

村
」

は
、
白
秋
出
生

の
地

で
あ

る

「
福
岡
県
山
門
郡
沖
端
村
大
字
沖
端
石

場

(現
柳

川
市
沖
端
村
)
」

の
こ
と
で
あ
る
。

立
命
館
大
学

を
退
職

し
、
園

田
学
園
女
子
大
学

で
教
鞭

を
と

っ
て
い
た

国
崎
望
久
太
郎

は
、

昭
和
六
十

一
年
、

ひ
さ
し
く
九
州

に
お
も
む
き
白
秋

の

「帰
去
来
」

の
詩
碑
を

た
ず
ね
た
。

一
四
二

な
が
ら
、
だ

が
、
だ
れ

一
人
と
し

て
見
覚

え
の
あ

る
顔

に
出
会
わ

な
か

っ

た
こ
と

に
、

一
抹

の
寂
し

さ
を
覚

え
た
の
で
あ

る
。

と
同
時

に
、
「
故

里
に
う
と
ま
れ

て
き
し
白
秋
」

の

〈
か
な
し
び
〉
を

自
己

の

〈
か
な
し
び
〉

と
か

さ
ね
な
が
ら
思

わ
れ
た
の
で
あ

る
。
国
崎
望

久
太
郎

は
、
白
秋

と
同

じ

「福
岡
県
山
門
郡
」

の
大
和
村

の
母

の
実
家

で

誕
生

し
た
の
で
あ
る
。

山
門

は
我

が
産
土
、

雲
騰

る
南

風

の
ま
ほ
ら
、

飛
ば
ま
し
、

今

一
度

と
刻
ま
れ
た
産
土

の
神

の
前

で
ゲ

ー
ト
ボ

ー
ル
に
興
じ
る
翁
媼

の
顔
を
見


