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小
野
十
三
郎
遺
漏
詩
二
十
四
篇 

 
 

高
松 

敏
男
（
元
中
之
島
図
書
館
） 

 

  

平
成
の
世
で
あ
る
。
今
更
、
太
平
洋
戦
争
下
の
一
篇
の
詩
に
問
題
が
あ
る
か
ど
う
か
、
提
起
す
る
こ
と
自
体
に

意
味
が
あ
る
の
か
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
判
断
は
読
者
に
任
せ
る
。
し
か
し
い
く
ら
歳
月
が
過
ぎ
、

時
代
が
移
り
か
わ
ろ
う
と
、
事
実
は
事
実
と
し
て
、
真
実
は
真
実
と
し
て
、
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
柄
も
一
方
に
は
あ
り
、
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
た
ま
ま
で
終
ら
せ
る
よ
り
、
芸
術
家
や
詩
人
自
身
が
、
そ
の
事

実
に
つ
い
て
の
ち
ど
う
対
処
し
た
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
も
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
詩
史
・
文
学

史
・
芸
術
史
も
意
味
を
な
さ
な
い
。 

 

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
に
平
成
六
年
六
月
二
六
日
付
で
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
昭
和
一
六
年
一
月
一
五
日
発

行
の
月
刊
漫
画
雑
誌
「
大
阪
パ
ッ
ク
」「
皇
軍
慰
問
特
輯
号
」
に
掲
載
の
小
野
十
三
郎
氏
の
詩
に
は
、
そ
う
し
た

意
味
で
の
問
い
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
の
で
、
全
文
を
掲
載
す
る
。 

  

紀
元
二
千
六
百
一
年 

 
 

世
紀
更
ま
る 

 
 

第
一
年
。 

 
 

炳
乎
と
し
て 

 
 

東
亜
の
海
に 

 
 

い
ま
大
き
な
太
陽
が
の
ぼ
る
。 

 
 

か
つ
て
わ
れ
ら
の
先
人
が 

 
 

太
古
の
猛
烈
な
羊
齒
の
中
か
ら 

 
 

う
ち
仰
い
だ 

 
 

無
垢
の
光
芒 
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再
び
地
平
を
射
る
。 

 
 

暗
い
海 

 
 

山
骨
の
刺
々
し
さ 

 
 

ま
が
り
く
ね
っ
た
木
々
よ 

 
 

靄
よ
。 

 

わ
れ
ら
は
希
ふ
。 

 
 

大
陸
に 

海
洋
に 

 
 

わ
れ
ら
の
視
野
の 

 
 

明
る
く
大
き
く
晴
れ
わ
た
り 

 
 

わ
れ
ら
の
戦
ひ
の
前
途
益
々
栄
あ
ら
ん
こ
と
を
。 

  
 

世
紀
更
ま
る 

 
 

第
一
年
。 

 
 

謹
み
て
こ
ゝ
に 

 
 

戦
没
英
霊 

 
 

並
び
に
皇
軍
将
兵
に
対
し
て 

深
き
感
謝
の
黙
禱
を
捧
ぐ
。 

 こ
れ
は
か
っ
て
の
日
本
帝
国
が
皇
紀
二
千
六
百
年
に
か
こ
つ
け
て
国
民
の
愛
国
感
情
の
高
揚
を
は
か
っ
た
時

に
、「
大
阪
パ
ッ
ク
」
新
春
臨
時
増
刊
の
巻
頭
に
、「
慰
問
袋
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
た
ま

た
ま
偶
然
に
も
こ
の
詩
を
目
に
し
た
時
、
時
局
を
共
に
生
き
て
当
時
の
世
相
を
皮
膚
感
覚
で
知
っ
て
い
る
世
代
と

は
い
え
、
平
民
派
の
「
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
文
学
の
理
論
的
支
柱
（
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
系
の
革

命
詩
人
の
一
人
）」（
伊
藤
信
吉
）、
そ
し
て
戦
後
は
「
短
歌
的
抒
情
否
定
」
を
宣
言
し
た
小
野
氏
の
詩
で
あ
っ
た

だ
け
に
、
ぼ
く
は
目
を
疑
っ
た
。
発
表
さ
れ
た
時
期
が
、
米
軍
が
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
に
上
陸
す
る
よ
り
も
、
日
本

が
対
米
英
宣
戦
布
告
す
る
よ
り
も
早
く
、
こ
の
時
期
に
、
本
当
に
小
野
氏
の
詩
な
の
か
、
と
急
い
で
『
定
本
小
野

十
三
郎
全
詩
集
』、『
小
野
十
三
郎
著
作
集
』（
全
三
冊
）
を
繰
り
、
巻
末
の
寺
島
珠
雄
編
「
年
譜
」
を
も
確
認
し

た
も
の
だ
。
し
か
し
ど
う
し
て
か
こ
の
詩
は
収
録
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
て
、
詳
細
き
わ
ま
る
二
つ
の
「
年
譜
」、『
著
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作
集
』
の
「
補
遺
」「
編
注
」
に
も
見
え
な
い
。
そ
こ
で
小
野
氏
の
書
き
残
し
た
も
の
を
総
あ
た
り
す
る
こ
と
か

ら
は
じ
め
、
ど
こ
か
に
こ
の
詩
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
、
と
調
査
を
進
め
て
み
る
と
、
単
行
本
『
奇
妙

な
本
棚 
詩
に
つ
い
て
の
自
伝
的
考
察
』（
昭
三
九
・
六
・
二
〇 

第
一
書
店
）
中
の
エ
ッ
セ
イ
「
奇
妙
な
本
棚
」
に
、

小
野
氏
自
身
が
わ
が
書
斎
の
本
棚
に
並
ぶ
書
物
を
見
な
が
ら
、
戦
時
中
の
自
分
の
精
神
史
を
、
自
己
弁
護
と
も
、

自
悔
と
も
、
ひ
ら
き
な
お
り
と
も
つ
か
ぬ
、
文
字
通
り
奇
妙
な
内
容
の
回
顧
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

要
旨
は
こ
う
で
あ
る
。 

「
わ
た
し
の
四
畳
半
の
書
斎
に
は
、
組
み
立
て
式
の
本
棚
が
列
べ
て
三
つ
置
か
れ
て
い
る
」。
こ
れ
は
「
二
十

年
余
一
度
も
動
か
し
た
こ
と
が
な
い
」。「
眼
を
や
る
と
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
奇
妙
な
配
列
で
」、「
ま
ん
中
の
本
棚

の
上
三
段
だ
が
、
最
上
段
と
次
の
段
に
つ
ま
っ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
科
学
工
業
に
関
す
る
本
で
あ
る
」。「
い

ず
れ
も
戦
争
中
に
蒐
集
し
た
も
の
で
、「
日
本
重
工
業
読
本
」（
中
略
）、「
航
空
機
工
場
読
本
」（
中
略
）
と
い
っ

た
そ
の
こ
ろ
相
つ
い
で
出
た
時
局
向
き
の
初
歩
的
な
本
」
で
、「
わ
た
し
自
身
の
生
活
と
も
能
力
と
も
あ
ま
り
直

接
か
ん
け
い
の
な
さ
そ
う
な
書
物
が
か
な
り
大
量
に
仕
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
奇
妙
だ
が
」、
そ
れ
ら
と
「
対
照

的
に
そ
の
本
棚
の
三
段
目
に
」
は
、「
日
本
古
典
に
関
す
る
研
究
書
や
鑑
賞
本
が
ず
ら
り
と
列
ん
で
い
る
」。「
万

葉
集
が
も
っ
と
も
多
く
」、
茂
吉
の
「
柿
本
人
麿
」、
保
田
與
重
郎
の
「
万
葉
集
の
精
神
」、「
蓮
田
善
明
の
「
神
韻

の
文
学
」
と
い
う
恐
る
べ
き
本
も
収
ま
っ
て
い
る
」。「
わ
た
し
は
そ
の
こ
ろ
、
朝
に
「
日
本
重
工
業
読
本
」
を
読

み
、
夕
に
「
万
葉
集
の
精
神
」
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
」。
そ
し
て
「「
万
葉
集
の
精
神
」
に

危
く
引
き
こ
ま
れ
そ
う
に
な
っ
て
ハ
ッ
と
気
が
つ
い
た
と
き
」、
わ
た
し
は
「
作
業
教
本
や
技
術
書
に
し
が
み
つ

い
た
」。 

「
し
か
し
、
こ
の
昔
の
ま
ま
に
上
下
に
配
列
さ
れ
て
い
る
」「
書
物
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
」、「
戦
時
下
に
お
い

て
一
人
の
詩
人
が
経
験
し
た
精
神
の
往
反
運
動
の
模
様
を
示
す
も
の
で
あ
る
」。「
わ
た
し
が
純
然
た
る
知
識
と
し

て
学
ん
だ
旋
盤
や
フ
ラ
イ
ス
盤
の
構
造
や
」、「
各
種
ゲ
ー
ジ
類
の
個
別
的
な
性
能
そ
の
も
の
の
中
に
も
」、「
文
学

的
古
典
の
研
究
書
や
鑑
賞
本
の
あ
る
も
の
か
ら
影
響
を
受
け
た
精
神
主
義
が
し
の
び
こ
ん
で
い
な
か
っ
た
と
は

云
え
な
い
」。「
わ
た
し
は
そ
の
直
後
、「
大
阪
朝
日
」
の
求
め
に
応
じ
て
「
空
の
要
塞
飛
ぶ
」
と
い
う
詩
を
書
い

て
、
そ
の
四
発
爆
撃
機
の
機
胴
に
描
か
れ
た
日
の
丸
を
讃
え
、「
見
て
い
た
ら
涙
が
出
た
」
と
云
っ
て
い
る
。
ま

た
、
当
時
「
毎
日
」
の
記
者
を
し
て
い
た
井
上
靖
が
、
物
質
的
に
不
如
意
な
生
活
を
し
て
い
た
わ
た
し
に
多
少
の

原
稿
料
で
も
と
い
う
好
意
か
ら
」、「
陸
軍
記
念
日
に
題
す
る
詩
を
一
つ
た
の
ま
れ
」、「「
明
治
の
軍
歌
」
と
い
う

詩
を
よ
せ
も
し
た
」。
さ
ら
に
文
学
報
国
会
の
『
辻
詩
集
』
に
寄
せ
た
「
木
と
鉄
と
鋼
」、「
毎
日
」
に
書
い
た
「
質

と
量
」
で
は
、「
質
に
お
い
て
、
量
に
お
い
て
も
敵
を
し
の
ぎ
、
物
や
兵
器
の
不
足
の
た
め
に
流
さ
れ
る
同
胞
の

血
の
一
滴
を
惜
し
み
、
防
ぎ
と
め
よ
う
」
と
露
骨
に
心
情
を
吐
露
し
た
言
葉
を
綴
っ
た
こ
と
を
、「
一
体
わ
た
し
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は
本
気
で
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
煩
悶
、
し
か
し
「
わ
た
し
が
学
ん
だ
思
想
と
、
そ
の
思

想
に
よ
っ
て
裏
づ
け
さ
れ
、
支
え
ら
れ
た
感
情
に
即
し
て
云
え
ば
、
そ
の
場
合
、
沈
黙
こ
そ
が
最
も
確
実
な
手
段

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」。
そ
し
て
「
そ
の
沈
黙
に
耐
え
得
ず
し
て
」、「
求
め
ら
れ
れ
ば
、
虚
名
と
多
少
の
物

質
的
な
報
酬
が
か
ら
ん
で
、
こ
れ
が
拭
い
難
い
汚
点
と
な
り
、
命
と
り
と
な
る
こ
と
も
考
え
ず
に
、
こ
の
よ
う
な

詩
を
書
い
た
事
実
は
か
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
」。「
本
質
的
に
は
、
高
村
光
太
郎
を
は
じ
め
当
時
多
く
の
詩
人
が

書
き
、
戦
後
そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
者
の
戦
争
責
任
の
問
題
を
問
わ
れ
た
「
愛
国
詩
」
の
基
調
に
あ
る
訴
え
の
性
質

と
少
し
も
変
わ
り
は
な
っ
か
た
」
と
自
悔
す
る
。
が
、
こ
の
前
半
の
自
悔
的
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
後
半
に
な
る
と
、

ひ
ら
き
な
お
り
と
も
と
れ
る
口
調
に
と
っ
て
変
わ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
の
こ
れ
か
ら
の
作
品
の
多
く
は
黙
殺
さ
れ
た
」。「
わ
た
し
の
目
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、

ま
だ
こ
の
証
拠
物
件
を
決
め
手
と
し
て
、
わ
た
し
の
戦
争
責
任
を
摘
発
し
よ
う
と
し
た
者
は
な
い
。
吉
本
隆
明
に

そ
れ
が
あ
る
と
き
い
て
い
る
が
、
彼
が
発
見
で
き
た
の
は
、
た
ぶ
ん
文
学
報
国
会
の
「
辻
詩
集
」
の
中
の
一
篇
ぐ

ら
い
だ
ろ
う
。
戦
後
に
出
し
た
わ
た
し
の
五
冊
の
ど
の
詩
集
に
も
こ
れ
ら
の
作
品
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
た

し
自
身
が
黙
殺
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
わ
た
し
は
そ
れ
に
よ
り
証
拠
い
ん
滅
を
計
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
こ

れ
ら
の
詩
は
、
一
冊
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
製
作
年
月
の
順
に
貼
っ
て
保
存
さ
れ
て
お
り
、
も
し
戦
時
中
わ
た

し
と
い
う
一
人
の
詩
人
の
精
神
の
位
相
を
材
料
と
し
な
に
ご
と
か
を
研
め
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
な
ら
（
目
下
、

わ
た
し
が
そ
れ
を
使
用
中
だ
が
）
い
つ
な
ん
ど
き
で
も
こ
の
切
抜
帖
を
提
供
す
る
用
意
が
あ
る
」。「
参
考
資
料
な

ら
ま
だ
他
に
も
か
な
り
あ
る
か
ら
」、「
い
い
気
な
部
分
に
容
赦
な
く
メ
ス
を
入
れ
て
も
ら
え
た
ら
あ
り
が
た
い
」

と
云
い
切
る
。 

 

寺
島
珠
雄
氏
は
、『
定
本
』
の
「
年
譜
」
で
こ
の
時
代
の
小
野
氏
の
こ
と
を
、「
こ
の
こ
ろ
科
学
技
術
書
を
多
く

読
む
。
戦
時
下
精
神
主
義
へ
の
平
衡
剤
。
自
己
抵
抗
。
し
か
し
、
時
局
詩
を
書
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
」

と
要
約
し
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
ぼ
く
は
、
こ
れ
ま
で
小
野
十
三
郎
氏
の
残
し
た
「
奇
妙
な
本
棚
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
と
、「
紀
元
二

千
六
百
一
年
」
と
い
う
一
篇
の
詩
に
こ
と
さ
ら
こ
だ
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
ぼ
く
が
昭
和
二
〇
年
三
月
一
四
日

の
未
明
に
大
阪
の
密
集
し
た
市
街
地
で
、
Ｂ
２９
の
焼
夷
弾
の
中
を
逃
げ
惑
っ
た
体
験
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
、
小
野
氏

の
戦
争
責
任
を
追
及
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
Ｎ
・
ベ
ル
ヂ
ャ
ー
エ
フ
が
『
わ
が
生
涯
』
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
時
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
代
特
有
の
気
分
．
．
が
あ
り
、
Ｒ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
神
秘
思
想
で
さ
え
、

一
時
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
界
を
席
巻
し
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
一
人
の
生
活
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
詩
人
が
時

局
に
便
乗
し
、
戦
争
賛
美
を
詩
に
刻
み
つ
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
の
責
任
が
問
え
る
か
は
疑
問
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で
あ
る
。
む
し
ろ
、
文
学
者
の
場
合
の
戦
争
責
任
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
中
之
島
図
書
館
正
面
に
碑
が
あ
り
、
戦

中
に
『
愛
国
百
人
一
首
』
を
編
さ
ん
し
た
川
田
順
氏
こ
そ
先
陣
を
走
っ
た
と
云
え
そ
う
で
あ
る
。
が
、
小
野
氏
の

場
合
に
限
っ
て
特
に
気
に
な
る
の
は
、
そ
の
対
処
の
仕
方
で
あ
る
。
氏
は
「
奇
妙
な
本
棚
」
の
前
半
で
、
自
己
の

精
神
史
を
か
え
り
み
て
、
自
悔
の
姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
、
後
半
に
い
た
る
と
、
俺
の
腹
は
す
わ
っ
て
い
る
ん
だ
、

と
い
わ
ぬ
ば
か
り
に
、「
証
拠
い
ん
滅
を
は
か
っ
た
の
で
は
な
い
」、「
い
つ
な
ん
ど
き
で
も
こ
の
切
抜
帖
を
提
供

す
る
用
意
が
あ
る
」、「
容
赦
な
く
メ
ス
を
」
と
ひ
ら
き
な
お
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
「
パ
ン
ド
ラ
の
函
」
は

遂
ぞ
開
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
繰
り
返
す
が
存
命
中
に
編
集
・
発
行
さ
れ
た
『
定
本
全
詩
集
』、
そ
の
補

遺
版
『
小
野
十
三
郎
著
作
集
』
第
三
巻
、
い
ず
れ
の
巻
末
の
詳
細
な
「
年
譜
」
か
ら
も
抹
消
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。 

 

か
つ
て
本
多
秋
五
氏
は
、「
近
代
文
学
」
同
人
の
座
談
会
で
、
戦
争
責
任
の
問
題
は
、「
当
事
者
と
し
て
、
文
学

者
が
自
発
的
に
考
え
る
こ
と
が
真
っ
先
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
文
学
者
の
責
務
」
昭
二
一･

四
「
人

間
」）
と
言
葉
を
残
し
た
が
、
一
度
活
字
と
な
っ
て
世
に
出
た
も
の
は
、
自
身
の
手
で
ま
ッ
先
に
お
お
や
け

．
．
．
．
に
す

べ
き
で
あ
る
。
例
え
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
一
時
期
批
判
を
浴
び
、
傷
つ
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
。
小
野
十
三
郎
と
い

う
詩
人
の
果
た
し
た
役
割
と
評
価
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

以
下
、
先
に
引
用
の
「
紀
元
二
千
六
百
一
年
」
を
除
き
、
ぼ
く
の
調
査
し
え
た
範
囲
で
の
、
小
野
氏
の
遺
漏
詩

の
紹
介
を
果
た
し
て
お
き
た
い
。
但
し
、「
大
阪
パ
ッ
ク
」
掲
載
の
も
の
は
、
現
在
で
は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書

館
の
書
架
で
閲
覧
可
能
な
の
で
、
巻
末
に
詩
の
題
名
の
み
の
記
載
に
と
ど
め
る
。 

 

夜
釣
り 

 
 
 
 
 

「
あ
し
か
び
」
第
１
集 

 
 

昭
二
六
・
四
・
一 

 
 

 
 
 

伝
馬
を
横
ず
け 

 
 
 

か
た
む
い
た
屋
根
の
上
に
あ
が
っ
て 

 
 
 

天
明
ま
で
糸
を
た
れ
て
い
る
。 

 
 
 

眼
下
の
海
は
暗
く
且
つ
深
い
。 

 
 
 

廃
墟
と
化
し
た
製
鋼
所
の
大
鉄
骨
構
造
か 

 
 
 

そ
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
と
沈
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 

か
れ
ら
が
と
き
ど
き
交
わ
す
会
話
や 

 
 
 

咳
ば
ら
い
は 

 
 
 

し
か
し
そ
こ
へ
は 

 
 
 

達
し
な
い
。 

 



 五十二 

 
 

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
五
十
周
年
記
念 

 

賀
頌 

 

式
典
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

 

昭
二
八
・
一
一 

 
 
 
 

そ
の
中
は 

い
つ
も
ひ
ん
や
り
と
し
て
い
る 

 
 
 

く
つ
音
も
し
わ
ぶ
き
も 

本
を
め
く
る
音
も 

 
 
 

高
い
天
上
に
冴
え
た
ひ
ゞ
き
と
な
る 

 
 
 

し
つ
と
り
と
紙
に
と
け
こ
ん
だ
活
字
よ 

 
 
 

か
す
か
な
か
び
の
に
お
い
よ 

 
 
 

き
み
が
そ
う
し
て
う
つ
む
い
て 

 
 
 

く
い
い
る
よ
う
に 

 
 
 

ひ
ら
い
た
本
の
頁
に
眼
を
そ
ゝ
い
で
い
る
と
き 

 
 
 

重
い
足
ど
り
で 

 
 
 

時
は
し
づ
か
に
き
み
の
か
た
わ
ら
に
歩
み
き
た
り 

 
 
 

じ
つ
と
き
み
を
肩
ご
し
に
見
守
っ
て
い
る 

 
 
 

あ
ゝ 

中
之
島
図
書
館 

五
十
年
の
歴
史 

 
 
 

木
枯
し
の
夜
も 

 
 
 

明
々
と
灯

あ
か
り

を
つ
け
て
。 

  

「
大
阪
パ
ッ
ク
」
掲
載
詩
（
以
下
題
名
の
み
） 

 

〝
世
相
戯
詩
〞 

通
天
閣
異
変
／
偽
刑
事
横
行
す
／
掏
摸
の
教
訓 

 
 
 

三
五
卷
一
〇
号 

昭
一
五
・
一
一
・
一 

 

〝
世
相
戯
詩
〞 

日
米
対
抗
猫
八
試
合
／
爆
弾
町
会
／
雨
天
好
日 

 
 
 

三
五
卷
一
一
号 

昭
一
五
・
一
二
・
一 

 

〝
世
相
戯
詩
〞 

薪
炭
バ
ス
と
国
民
性
／
わ
が
家
の
家
庭
料
理  

  
 
 
 

三
六
卷
一
号 

昭
一
六
・
一
・
一 

 

〝
世
相
戯
詩
〞 

仏
と
ぶ
つ
か
つ
た
僧
侶
／
死
の
奇
病
事
件
／
埋
蔵
金
伝
説 

 
 
 
 

三
六
卷
三
号 

昭
一
六
・
二
・
一 

 

〝
世
相
戯
詩
〞 

彗
星
南
方
よ
り
き
た
る
／
硫
酸
法
／
卓
上
ピ
ア
ノ
の
遍
歴 

 
 
 
 

三
六
卷
五
号 

昭
一
六
・
四
・
一 

 

〝
世
相
戯
詩
〞 

烏
賊

い

か

の
甲
羅

こ
う
ら

／
市
場
の
魚
屋
が
一
匹
の
大
鯛
を
仕
入
れ
て
き
た
／ 

富
士
山
か
ら
石
油
が
出
る
と
い
ふ
話 

 
 
 
 
 

三
六
卷
六
号 

昭
一
六
・
五
・
一 

 

〝
ニ
ュ
ー
ス
詩
集
〞 

ス
コ
ツ
ト
ラ
ン
ド
の
ゆ
り
か
も
め
／
ケ
エ
ト
・
ス
ミ
ス
が
歌
つ
て
ゐ
る
／ 

ほ
う
れ
ん
草
飢
饉
／
倫
敦
の
犬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
六
卷
一
二
号 

昭
一
六
・
一
一
・
一 
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