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一
枚
の
色
紙

―
士昇
秀
雄
の
歌
―

山

崎

隆

昌

四
月
初
旬
に
三
鷹
の
叔
父
の
法
事
が
あ
り
上
京
し

た
。
そ
の
折
、
久
し
ぶ
り
に
神
田
の
吉
本
屋
街
に
出

掛
け
た
。
二
十
年
振
り
に
も
な
ろ
う
か
。
街
の
様
子

は
す

っ
か
り
変
わ
り
、
今
浦
島
の
感
。
そ
の
昔

一
軒

一
軒
の
店
を
ゆ

っ
く
り
と
の
ぞ
き
、
一員
く
積
ま
れ
た

吉
本
を
眺
め
徘
徊
し
た
こ
と
が
記
憶
に
懐
か
し
い
。

古
本
さ
が
し
の
目
的
は
、
吉
野
秀
雄
の
歌
集

（絶

版
本
）
を
手
に
入
れ
る
た
め
で
あ
る
。

わ
た
し
が
歌
人
吉
野
秀
雄
の
名
前
を
知

っ
た
の
は

父
か
ら

一
枚
の
色
紙
を
渡
さ
れ
て
か
ら
。
そ
こ
に
は

何
や
ら
む
生
き
る
に
あ
ら
で

生
か
さ
れ
て
ゐ
る
を
実
感
す
無
碍
光
か
こ
れ

の
秀
雄
の
歌
が
父
の
墨
字
で
書
か
れ
て
い
た
。

当
時
の
わ
た
し
は
三
十
代
、
日
の
前
の
老
人
福
祉

の
仕
事
に
右
往
左
往
し
て
い
た
頃
で
、
渡
さ
れ
た
歌

の
こ
と
な
ど
考
え
よ
う
と
も
し
な
か

っ
た
。
そ
れ
か

ら
時
間
が
随
分
過
ぎ
た
。

或
る
と
き
吉
野
秀
雄
著

『
良
寛
和
尚
の
人
と
歌
』

を
手
に
取
る
機
会
が
あ
り
、
読
み
進
む
う
ち
吉
野
秀

雄
の
歌
を
今
少
し
知
り
た
い
と
思

っ
た
。
と
こ
ろ
が

街
の
本
屋
に
は
無
い
。
幸
い
に
も
檀
信
徒
の
鹿
住
さ

ん
か
ら

『
吉
野
秀
雄
全
歌
集
』

（新
潟
砂
丘
短
歌
会

刊
）
を
お
借
り
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
怠
け
な
が
ら

も
少
し
ず
つ
拾
い
読
み
を
し
て
い
た
。
読
み
進
む
う

ち
に
要
ら
ぬ
欲
が
出
て
、
や
は
り
何
と
か
自
分
で
歌

集
を
求
め
よ
う
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

さ
す
が
神
田
古
本
街
―
目
指
す
も
の
は
店
の
奥
の

書
架
に
鎮
座
し
て
い
た
。

『定
本
吉
野
秀
雄
全
歌
集
』

全
二
巻

（弥
生
書
房
刊
）
で
あ
る
。

歌
人
吉
野
秀
雄
は
、　
一
九
〇
二
年
に
群
馬
県
に
生

ま
れ
る

（両
親
は
と
も
に
新
潟
県
の
生
ま
れ
）
慶
応

大
学
を
病
の
た
め
中
退
、
終
生
会
津
八

一
に
師
事
、

万
葉
の
歌
を
求
め
続
け
、
良
寛
の
研
究
に
没
頭
し
、

一
九
六
七
年
生
涯
を
終
え
る
。
享
年
六
十
五
歳
。

歌
集
を
開
き
歌
を
読
ん
で
い
る
と
、
三
十
年
前
、

父
が
わ
た
し
に
吉
野
秀
雄
の
歌
を
渡
し
た
気
持
ち
が

見
え
て
く
る
気
が
す
る
。
そ
の
六
カ
月
後
に
父
は
命

を
終
え
る
の
だ
が
。
今
は
素
直
に
有
り
難
い
と
思
う
。

ふ
る
さ
と
に
母
が
称
ふ
る
念
仏
の

耳
の
底
よ
り
わ
れ
を
い
ざ
な
ふ

う
つ
し
身
の
生
死
の
大
事

つ
く
づ
く
と

病
め
ば
身
に
知
れ
常
忘
れ
ゐ
て

神
田
古
本
屋
街
の

一
時
間
余
り
の
吉
本
さ
が
し
は

い
さ
さ
か
疲
れ
た
が
楽
し
い
時
間
だ

っ
た
。

本
の
事
で
は
、
三
鷹
の
叔
父
も
本
が
好
き
で
そ
の

山

崎

　

睦

夏
の
夜
や
月
下
美
人
の
初
香
り

念
仏
の
日
々
と
は
行
か
ず
夏
の
雨

起
き
ぬ
け
に
見
る
万
緑
の
眩
し
か
り

稲
田
に
も
濃
淡
あ
り
て
真
平

病
院
に
待

つ
間
の
汗
の
流
れ
お
り

そ
れ
ぞ
れ
に
蚊
や
り
を
腰
に
草
を
取
る

草
取
り
の
済
み
て
庭
苔
生
き
返
る

ぐ
ら
ぐ
ら
と
大
地
を
揺
れ
て
山
残
る

梅
雨
明
け
し
高
田
は
い
ま
だ
残
り
雨

ぼ
ん
や
り
と
唯
庭
眺
め
夕
端
居



「天
か
ら
の
手
紙
」

日
本
画
家

柴
　
田
　
長
　
俊

私
の
生
れ
た
高
田
は
、
豪
雪
で
名
を
は
せ
た
。

江
戸
時
代
、
雪
の
殿
様
と
呼
ば
れ
た
古
河
藩
主
土
井

利
位
は
、
空
か
ら
舞
い
降
り
る
雪
の
ひ
と
ひ
ら
の
姿

を
追
い
求
め
、
雪
が
降
り
そ
う
だ
と
予
想
す
る
と
、

黒
い
漆
器
を
冷
や
し
て
家
来
と
共
に
雪
を
待

っ
た
。

漆
器
に
雪
の

一
片
を
受
け
て
観
察
し
、
書
留
め
て

「
雪
華
図
説
」
を
残
し
た
。
そ
の
図
説
を
鈴
木
牧
之

が
自
作

「
北
越
雪
譜
」
初
編
上
之
巻
に
掲
載
し
、
世

に
出
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
。
美
し
い
雪
の
か
た
ち

が
記
録
さ
れ
、
こ
の
時
代
、
浮
世
絵
の
着
物
の
柄
に

も
雪
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

鈴
木
牧
之
は

一
七
七
〇
年

一
月
、
越
後
塩
沢
の
縮

仲
買
商
の
家
に
生
れ
た
。
雪
国
に
降
る
雪
は
人
も
自

然
も
生
活
も
埋
め
尽
く
し
て
し
ま
う
。
屋
根
に
積
も

っ

た
雪
は
重
く
、
す
べ
て
を
包
み
込
む
。
牧
之
は
二
十

代
で
、
そ
ん
な
雪
の
中
に
生
き
る
人
々
の
生
活
や
伝

承
を
レ
ポ
ー
ト
し
た

「雪
物
語
」
の
出
版
を
思
い
立

つ
。し

か
し

「
北
越
雪
譜

」
と
し
て
第

一
巻
が
刊
行
さ

れ
た
時
に
は
、
そ
れ
か
ら
四
十
年
の
歳
月
が
過
ぎ
て

い
た
。
全
七
巻
が
出
版
さ
れ
た
の
は
七
十
二
歳
の
生

涯
を
終
え
た
後
で
あ
る
。

「
北
越
雪
譜
」
は
当
時
の

大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な

っ
た
。
出
版
に
漕
ぎ
着
け
る

ま
で
の
牧
之
の
強
靭
な
粘
り
は
雪
国
に
育
ま
れ
た
性

格
か
も
知
れ
な
い
。

十

一
月
に
入
る
と
雲
が
低
く
な
る
。
時
雨
れ
る
日

が
多
く
な
り
里
山
は
冬
支
度
を
始
め
る
。
冬
に
な
る

と
朝
起
き
て
す
ぐ
外
を
見
る
。
も
し
雪
な
ら
ば
長
靴

を
履
い
て
外
に
出
る
。
道
路
ま
で
の
雪
か
き
は
子
ど

も
の
仕
事
だ

っ
た
。

高
田
に
は
今
で
も
雁
木
が
残
る
。
家
々
の
屋
根
先

を
伸
ば
し
て
つ
な
ぎ
、
ひ
と
続
き
の
軒
下
を
作
る
。

雁
木
は

一
つ
屋
根
の
連
帯
意
識
を
生
む
。
雪
国
の
人

の
知
恵
で
あ
り
、
雪
の
中
を
歩
く
人
々
へ
の
優
し
さ

で
あ
る
。

「
北
越
雪
譜
」
の
出
版
に
力
を
貸
し
た
山
東
京
伝
、

京
水
親
子
は
試
し
摺
り
を
塩
沢
に
持
参
し
た
折
り
高

田
を
通
り
、
雁
木
を
見
て
い
る
。

「
江
戸
の
町
に
い

ふ
店
下
を
越
後
に
雁
木
又
庇
と
い
ふ
。
雁
木
の
下
広

く
し
て
小
荷
駄
を
も
攣
く
べ
き
ほ
ど
な
り
。
こ
の
雪

中
に
こ
の
庇
下
を
往
来
の
為
な
り
」
と
京
伝
は
記
し

て
い
る
。
ま
た
牧
之
は
雁
木
の
こ
と
を
但
言
に

「
胎

内
潜
り
」
ま
た
は

「
間
夫
」
と
記
し
て
い
る
。

牧
之
の
住
む
塩
沢
は
縮
の
集
散
地
で
あ

っ
た
。
越

後
上
布
や
縮
は
、
苧
麻
と
い
う
麻
糸
で
織
る
。
魚
沼

の
地
も
三
階
ま
で
雪
が
積
も
る
。
家
全
体
が
湿
気
に

包
ま
れ
、
乾
燥
に
弱
い
麻
糸
に
と

っ
て
い
い
環
境
だ
。

「
雪
中
に
糸
を
な
し
、
雪
中
に
織
り
、
雪
水
に
洒
ぎ
、

雪
上
に
さ
ら
す
」
と

「
北
越
雪
譜
」
に
あ
る
有
名
な

一
節
で
あ
る
。

雪
上
に
上
布
を
並
べ
雪
に
晒
す
。
雪
が
融
け
る
と

き
に
発
生
す
る
オ
ゾ
ン
に
、
漂
白
効
果
が
あ
る
と
い

う
。
深
い
雪
の
恵
み
で
あ
る
。

「
北
越
雪
譜
」
を
触
媒
に
し
て
、
雪
の
イ
メ
ー
ジ
を

膨
ら
ま
せ
て
蒼
雪
の
叙
事
詩
十
二
景
を
三
年
が
か
り

で
描
い
た
。

日
本
画
で

「
し
ろ
」
は
、
胡
粉
と
呼
ば
れ
る
。
イ

タ
ボ
牡
蠣
を
数
年
野
積
し
、
風
化
さ
せ
た
も
の
を
粉

砕
し
、
水
で
撹
拌
す
る
。
不
純
物
を
流
し
、
沈
殿
し

た
泥
状
の
も
の
を
杉
板
に
流
し
、
天
日
で
乾
燥
さ
せ

る
。
私
の
絵
の
中
で
清
ら
か
な
雪
と
な
る
。

《
柴
田
長
俊
氏
》

柴
田
長
俊
氏
は

一
九
四
九
年
上
越
高
田
の
生
れ

現
在
、
創
画
会
の
中
心
的
な
作
家
と
し
て
国
内

外
で
活
躍
中
。
今
秋
も
ス
イ
ス
で
個
展
の
予
定

映
画
監
督
の
山
田
洋
次
氏
は
、
柴
田
氏
の
作
品

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
妙
高
の
絵
を
見
て
い
る
と
、
柴
田
さ
ん
と
い

う
画
家
が
そ
の
絵
を
描
い
た
と
い
う
よ
り
、

上
越
の
美
し
い
自
然
が
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に

艶
や
か
に
衣
替
え
を
す
る
妙
高
山
が
、
柴
田

さ
ん
に
命
じ
て
描
か
せ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
え
て
く
る
」
（
『
上
越
の
人
』
よ
り
）

ま
た
柴
田
氏
に
は
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
作
品

も
多
い
。
上
越
市
で
は
、
城
北
中
学
校
、
上
越

観
光
物
産
セ
ン
タ
ー
、
高
田
駅
、
川
室
記
念
病

院
、
い
な
ほ
園
等
々
、
手
吹
き
ガ
ラ
ス
の
大
画

面
の
中
で
光
が
躍
動
し
、
見
る
者
を
圧
倒
す
る
。



傘
が
な
い

山

崎

慎

子

今
年
は
や
た
ら
雨
が
多
い
。

八
月
に
入

っ
て
も
梅
雨
が
明
け
な
い
の
だ
か
ら
、
や

は
り
異
常
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
私
に
は
傘
が
な
い
。
正
確
に
い
え
ば

大
事
に
し
て
い
た
傘
が
な
い
。
な
く
し
た
の
で
あ
る
。

特
別
に
思
い
入
れ
が
あ

っ
た
と
か
、
い
わ
く
因
縁

が
あ

っ
た
と
か
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
事
の
引

出
物
の
カ
タ
ロ
グ
で
頂
い
た
、
普
通
の
傘
で
あ
る
。

単
純
に
、
き
れ
い
な
傘
だ

っ
た
の
で
、
大
事
に
大

事
に
使

っ
て
い
た
の
だ
が
、
気
が
付
い
た
時
に
は
、

な
く
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
た
の
だ
。

傘
に
限
ら
ず
、
六
十
数
年
の
間
に
、
忘
れ
物
、
落

し
物
、
失
せ
物
の
類
い
を
、
ど
の
位
の
数
し
て
き
た

の
だ
ろ
う
。
失
せ
物
を
探
す
時
間
を
累
計
す
れ
ば
、

結
構
大
変
な
時
間
に
な
る
は
ず
で
、
お
ま
け
に
近
頃

で
は
、
や

っ
と
見

つ
か

っ
た
と
思

っ
た
そ
の
時
に
は

次
の
探
し
物
に
、
お
た
お
た
す
る
と
い
っ
た
塩
梅
な

の
だ
。

そ
し
て
、
失
せ
物
の
中
で
も
断
然
多
い
の
が
傘
で

あ
る
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
何
本
の

傘
を
忘
れ
て
来
て
し
ま

っ
た
だ
ろ
う
。

今
は
百
円
傘
も
あ
り
、
ど
の
家
に
も
家
族
の
数
を
超

え
る
傘
が
あ
る
の
が
あ
た
り
前
の
よ
う
に
な

っ
て
い

る
。
け
れ
ど
私
が
子
ど
も
の
頃
は
傘
も
ま
た
貴
重
品

で
、
や
た
ら
に
買

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
か

っ
た
。
や

っ
と
買

っ
て
も
ら

っ
た
傘
を
、
ボ
ン

ャ
リ
娘
の
私
は
、
懲
り
る
こ
と
な
く
、
よ
く
置
き
忘

れ
を
し
、
置
き
去
り
に
さ
れ
た
傘
は
、
そ
の
ま
ま
誰

か
の
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

右
か
ら
左
、
す
ぐ
に
買

っ
て
貰
え
る
は
ず
も
な
く

ひ
た
す
ら
雨
の
降
ら
な
い
こ
と
を
祈
り
、
次
の
傘
を

与
え
て
も
ら
う
ま
で
、
弟
の
傘
に
入

っ
て
小
さ
い
傘

二
肩
を
寄
せ
合

っ
て
通
学
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
好
き
な
歌
手
の

一
人
に
丼
上
陽
水
が

い
る
。
独
特
の
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
そ
し
て
か
な

り
の
高
音
で
歌
い
上
げ
る
。

そ
の
陽
水
の
歌
の
ひ
と

つ
に
、
そ
の
名
も

「
傘
が

な
い
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
二
十
七
年
前
の
作
品
で

あ
る
ｃ都

会
で
は
自
殺
す
る
若
者
が
増
え
て
い
る

今
朝
来
た
新
聞
の
片
隅
に
書
い
て
い
た

だ
け
ど
も
問
題
は
今
日
の
雨
　
傘
が
な
い

（中
略
）

テ
レ
ビ
で
は
我
が
国
の
将
来
の
問
題
を

誰
か
が
深
刻
な
顔
を
し
て
し
ゃ
べ
っ
て
る

だ
け
ど
も
問
題
は
今
日
の
雨
　
傘
が
な
い

（後
略
）

自
殺
す
る
人
は
今
や
年
間
三
万
人
を
、
ゆ
う
に
超

え
て
し
ま
い
、
こ
の
国
の
将
来
は
更
に
深
刻
な
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
傘
が
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
―

と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
、
梅
雨
明
け
宣
言
か
ら
十
日
。

未
だ
に
夏
空
は
見
え
ず
雨
催
い
の
日
が
続
い
て
い
る
。

今
、
私
に
は
傘
が
な
い
。

菊
な
げ
入
れ
よ
棺
の
中

山

崎

隆

昌

夏
目
漱
石
に
、
次
の
句
が
あ
る
。

あ
る
ほ
ど
の
菊
な
げ
入
れ
よ
棺
の
中

漱
石
が
誰
の
死
に
立
ち
会
い
詠
ん
だ
も
の
か
判
ら

な
い
が
、
そ
こ
に
深
い
悲
し
み
が
伝
わ

っ
て
く
る
。

時
代
は
明
治
、
葬
儀
屋
な
ど
存
在
せ
ず
、
現
代
の

よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
花
を
入
れ
る
も
の

と
は
違
い
、
野
に
咲
く
野
菊
、
庭
に
咲
く
庭
菊
な
ど

″
す
べ
て
棺
の
中
に
な
げ
入
れ
よ

〃
と
す
る
。

映
画

「
お
く
り
び
と
」
が
話
題
に
な

っ
た
。
映
像

が
美
し
く
、
俳
優
の
所
作
も
見
事
で
あ

っ
た
。

現
在
、
葬
儀
が
葬
儀
屋
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
私
た

ち
の
は
死

へ
の
立
ち
会
い
が
希
薄
に
な

っ
た
よ
う
に

思
え
る
。
そ
こ
で
は
死
者

へ
の
思
い
や
感
謝
な
ど
は

語
ら
れ
る
け
れ
ど
、
自
ら
の
深
い
悲
し
み
、
命

へ
の

不
思
議
や
生
死
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
寺

（私
）
と
葬
儀
の
関
係

の
問
題
で
も
あ
る
の
だ
。

葬
儀

（死
）
は
命

へ
の
大
切
な
ご
縁
で
あ
り
た
い
。
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思
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大
地
三
十

一
号
に
山
崎
慎
子
様
の
書
か
れ
た

「
ハ

イ
ジ
姉
さ
ん
」
の
記
事
を
読
ん
で
、
私
の
幼
き
日
の

こ
と
が
浮
か
ん
で
来
ま
し
た
。

私
が
小
学
校
高
学
年
の
頃

（確
か
五
年
生
の
頃
〉

高
田
の
我
が
家
の
茶
の
間
に
和
歌

一
首
を
書
い
た

一

枚
の
色
紙
が
丸
額
に
入

っ
て
壁
に
掛

っ
て
い
た
。
歌

の
題
は
“
土
筆
”
そ
し
て
そ
の
内
容
は

つ
く
土
筆
生
き
む
願
ひ
の
ひ
と
す
じ
に

大
地
を
割
り
て
伸
び
出
に
け
り

と

あ

っ
た
。

当
時
の
私
は
“
土
筆
”
が
川
原
の
土
堤
に
生
え
る

あ
の
“

つ
く
し
”
と
は
知
ら
ず
、
従

っ
て
そ
の
歌
の

意
味
が
判
ら
ず
に
い
た
が
、
或
る
日
母
に
聞
い
て
見

た
。
火
鉢
の
灰
を
火
箸
で
馴
ら
し
乍
ら
“
土
筆
”
と

は
春
に
な
る
と
土
堤
に
生
え
る
“　
つ
く
し
”
の
こ
と

だ
よ
。
こ
の
色
紙
は
寺
町
の
浄
国
寺
の
お
寺
さ
ん
に

書
い
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
毎
年
春
に
な
る
と
川

原
の
土
堤
の
土
の
下
か
ら
“

つ
く
し
”
の
芽
が
勢
い

よ
く
出
て
く
る
様
子
を
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
人
間
も

あ
の
土
筆
の
様
に
こ
の
世
の
中
を
力
強
く
生
き
て
行

っ

て
ほ
し
い
と
云
う
こ
と
だ
よ
、
と
教
え
て
く
れ
た
。

そ
の
時
の
優
し
い
母
の
面
影
が
浮
か
ん
で
く
る
。

そ
し
て
、
土
筆
の
生
え
た
青
田
川
の
土
堤
に
友
人

と
二
人
で
腰
を
降
ろ
し
、
川
面
に
釣
り
糸
を
垂
れ
た

六
十
五
年
前
の
少
年
時
代
を
な

つ
か
し
く
思
い
出
し

て
い
ま
す
。

大
と
共
に
暮
ら
す

今
日
も
我
が
家
で
は
蓮
華
の
大
運
動
〈
「

蓮
華
は

二
匹
の
大
の
こ
と
、
大
種
は
パ
グ
。
蓮

（れ
ん
）
九

歳
、
華

（は
な
）
二
歳
で
あ
る
。
パ
グ
犬
の
前
は
、

盲
導
犬
を
リ
タ
イ
ア
し
た
利
口
な
黒
ラ
ブ
犬
が
同
居

者
で
あ
っ
た
。
十
年
前
に
十
六
歳
で
静
か
に
息
を
引

き
取
り
、
今
は
裏
庭
に
眠
る
。

残
さ
れ
た
人
間
達
は
、
大
と
の
同
居
生
活
が
忘
れ

難
く
、
家
族
会
議
の
結
果
ま
た
犬
を
飼
う
こ
と
を
決

定
し
た
。
今
度
は
成
長
の
時
間
を
共
に
し
た
い
考
え

て
子
犬
か
ら
育
て
る
こ
と
に
し
た
の
だ
が
、
さ
て
大

種
を
ど
う
す
る
か
。
な
か
な
か
決
ま
ら
な
い
。

そ
ん
な
折
り
、
街
中
で
初
老
の
婦
人
に
連
れ
ら
れ

散
歩
す
る
パ
グ
に
出
会
っ
た
。
も
の
珍
し
さ
も
あ
り

特
徴
あ
る
そ
の
姿
や
顔
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
パ
グ

と
暮
ら
す
の
も
悪
く
な
い
ぞ
と
思
っ
た
。
家
族
も
満

場

一
致
で
賛
成

そ
ん
な
こ
ん
な
で
二
〇
〇
〇
年
八
月
に
生
後
二
か

月
の
蓮
が
わ
が
家
の
同
居
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

パ
グ
犬
の
特
徴
は
、
何
よ
り
そ
の
表
情
の
豊
か
さ

に
あ
る
。
悲
し
い
時
、
嬉
し
い
時
、
不
満
な
時
、
そ

）

山

れ
ぞ
れ
に
大
き
な
目
が
訴
え
、
顔
の
表
情
が
変
わ
り
、

体
が
表
現
す
る
。
云
う
な
ら
ば
、
優
れ
た
天
性
の
コ

メ
デ
ィ
ァ
ン
、
愛
嬌
た

っ
ぷ
り
の
三
枚
目
。

そ
れ
か
ら
の
我
が
家
は
パ
グ
、
パ
グ
、
パ
グ
で
、

テ
レ
ビ
に
パ
グ
が
少
し
で
も
映
れ
ば
大
騒
ぎ
す
る
ほ

ど
の
親

（飼
い
主
？
）
バ
カ
ぶ
り
。
我
な
が
ら
呆
れ

る
様
で
、
端
か
ら
み
れ
ば
滑
稽
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

蓮
が
六
歳
過
ぎ
た
頃
、
二
匹
目
を
迎
え
る
こ
と
が

話
題
に
な

っ
た
。
そ
し
て
迎
え
た
の
が
生
後
二
か
月

の
華
。
新
入
り
大
は
、
穏
や
か
な
蓮
と
は
対
称
的
、

ま
る
で
牧
羊
大
の
様
で
あ
る
。
身
の
こ
な
し
の
軽
さ
、

ス
ピ
ー
ド
、
も
し
パ
グ
の
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
が
あ
れ
ば

優
勝
確
実
と
家
族
は
密
か
に
思

っ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
や
ん
ち
ゃ
な
華
も
パ
グ
大
、
愛
嬌
豊
か
な

表
情
、
行
動
の

一
つ

一
つ
が
楽
し
い
。
た
め
に
、
飼

い
主
の
親
バ
カ
ぶ
り
も
三
倍
だ
。
彼
方
此
方
に
大
害

を
受
け
な
が
ら
も
共
に
暮
ら
し
て
い
る
。

集
中
豪
雨
、
竜
巻
、
冷
夏
、
酷
暑
、
不
順
な

天
候
と
言
う
よ
り
異
常
気
象
で
す
。
や
は
り
温

暖
化
の
影
響
で
し
ょ
う
か
。
自
然
の
異
常
化
は
、

人
間
の
異
常
化

へ
の
警
鐘
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

今
号
は
画
家
柴
田
長
俊
氏
よ
り
ご
寄
稿
を
戴

き
ま
し
た
。
雪
は
美
し
い

「
天
か
ら
の
手
紙
」

風
間
氏
か
ら
は
、
祖
父
隆
英
の
短
歌
に
ま

つ

わ
る
お
話
、
懐
か
し
い
思
い
が
し
ま
す
。

皆
様

「
大
地
」

へ
ご
寄
稿
く
だ
さ
い
。

（隆
）


