
は
じ
め
に
─
「
釜
山
港
へ
帰
れ
」
の
中
の
「
恨
」
─

桑
田
佳
祐
は
、
自
身
が
作
詞
・
作
曲
し
た
「
ピ
ー
ス
と
ハ
イ
ラ
イ
ト
」（
２
０
１
３
）
の
中
で
「
教
科
書
は

現
代
史
を
や
る
前
に
時
間
切
れ
、
そ
こ
が
一
番
知
り
た
い
の
に
、
何
で
そ
う
な
っ
ち
ゃ
う
？（

１
）」

と
嘆
い
て
み
せ

た
。
こ
れ
は
、
長
年
に
亘
る
大
多
数
の
日
本
国
民
の
素
朴
な
疑
問
で
も
あ
っ
て
、
私
も
中
学
・
高
校
生
時
代
、

同
じ
よ
う
な
感
情
を
抱
い
た
記
憶
が
あ
る
。
一
方
で
、
日
本
の
植
民
地
支
配
を
受
け
た
韓
国
で
は
、
近
現
代
に

お
け
る
日
本
の
帝
国
主
義
を
徹
底
的
に
糾
弾
す
る
教
育
を
し
て
い
る
。
事
実
の
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
が
誇
張
さ

れ
た
部
分
も
あ
り
そ
う
だ
。

日
韓
関
係
が
と
き
に
大
き
く
軋
む
の
は
、
近
現
代
史
教
育
に
お
け
る
日
本
の
「
問
題
回
避
主
義
」
と
韓
国
の

「
問
題
拡
大
主
義
」
と
い
う
真
逆
の
視
座
が
根
源
的
要
因
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
不
都
合
な
史
実
か
ら
の
回
避

が
も
た
ら
し
た
無
知
主
義
と
都
合
の
い
い
史
実
の
拡
大
解
釈
に
煽
ら
れ
た
反
日
主
義
と
が
、
海
峡
の
両
岸
で
、

不
寛
容
ゆ
え
の
思
考
停
止
と
相
俟
っ
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
混
沌
を
作
り
だ
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
歪
ん
だ
日
韓
の
歴
史
認
識
の
せ
い
で
、
日
韓
交
流
は
、
こ
れ
ま
で
進
展
と
停
滞
を
繰
り
返
し
て

き
た
。
１
９
６
８
年
、
レ
コ
ー
ド
発
売
直
後
か
ら
発
禁
と
な
っ
て
い
た
「
イ
ム
ジ
ン
河
」（
そ
の
河
は
朝
鮮
半

�　
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島
を
二
分
す
る
国
境
線
に
沿
っ
て
流
れ
る
）
の
日
本
版
（
北
山
修
、
加
藤
和
彦
が
在
籍
し
た
フ
ォ
ー
ク
ク
ル
セ

ダ
ー
ズ
版
）
が
、
映
画
『
パ
ッ
チ
ギ
！
』（
２
０
０
５
）
の
挿
入
歌
と
し
て
21
世
紀
に
甦
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
歌
の
中
の
「
誰
が
祖
国
を
二
つ
に
分
け
て
し
ま
っ
た
の
？（

２
）」

と
の
問
い
か
け
が
、
現
在
の
日
本
の
若
者
に

は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
伝
わ
ら
な
い
。
同
じ
民
族
が
北
と
南
に
分
か
れ
て
戦
い
、
分
断
国
家
を
持
つ
に
至
っ

て
し
ま
っ
た
半
島
の
悲
劇
に
、
そ
の
前
の
日
本
の
植
民
地
支
配
が
無
関
係
と
言
え
な
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
歴

史
学
者
ブ
ル
ー
ス
・
カ
ミ
ン
グ
ス
が
指
摘
し
た
「
朝
鮮
戦
争
（
１
９
５
０
～
53
）
起
源
論
」
を
待
つ
ま
で
も
な

い
。
日
本
は
、
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
化
し
、
太
平
洋
戦
争
（
１
９
４
１
～
45
）
に
敗
れ
、
そ
こ
を
去
っ
た
の
で

あ
る
（
カ
ミ
ン
グ
ス
は
、「
朝
鮮
戦
争
責
任
論
」
で
は
、
日
本
の
撤
退
後
半
島
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
ア
メ
リ

カ
を
糾
弾
し
て
い
る
）。
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
を
、
日
本
の
歴
史
教
育
で
は
、
自
虐
的
に
な
り
過
ぎ
る
こ
と
な

く
自
省
的
に
教
え
て
欲
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
い
ま
ど
き
の
日
本
の
若
者
た
ち
に
も
、「
イ
ム
ジ
ン
河
」の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
少
し
は
リ
ア
ル
に
届
く
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
半
島
の
覇
権
を
め
ぐ
っ
て
共
産
主
義
陣
営
と
自
由
主
義
陣
営
と
で
争
わ
れ
た

朝
鮮
戦
争
は
、
い
ま
だ
終
戦
を
迎
え
て
お
ら
ず
、
北
緯
38
度
線
（
国
境
線
）
上
の
板
門
店
（
パ
ン
ム
ン
ジ
ョ
ム
）

で
は
、
南
北
の
軍
隊
が
監
視
し
合
い
睨
み
あ
っ
て
休
戦
状
態
に
あ
る
。
２
０
１
８
年
４
月
、
北
朝
鮮
の
金
正
恩

（
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン
）
朝
鮮
労
働
党
総
書
記
と
韓
国
の
文
在
寅
（
ム
ン
・
ジ
ェ
イ
ン
）
大
統
領
と
が
、
朝
鮮

戦
争
の
終
戦
宣
言
の
実
現
を
盛
り
込
ん
だ
「
板
門
店
宣
言
」
に
署
名
し
た
が
、
約
４
年
が
経
過
し
て
も
、
38
度



���　はじめに（「釜山港へ帰れ」の中の「恨」）

線
上
で
の
両
国
軍
の
睨
み
あ
い
は
、
今
も
以
前
と
同
じ
ル
ー
テ
ィ
ン
の
ま
ま
だ
。

板
門
店
の
本
会
議
場
の
中
心
に
は
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
、
そ
こ
に
引
か
れ
た
マ
イ
ク
ケ
ー
ブ
ル
は
、
北
朝
鮮

と
韓
国
と
の
国
境
線
を
示
す
よ
う
に
配
線
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
定
例
の
「
軍
事
停
戦
委
員
会
」
で
は
、
北
と

南
の
代
表
が
対
峙
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
席
に
着
く
。
こ
の
緊
張
状
態
は
、
北
朝
鮮
の
軍
事
的
脅
威
の
か
た
ち
に
変

換
さ
れ
て
、
日
本
社
会
に
も
深
く
て
濃
い
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
板
門
店
は
、
決
し
て
対
岸
の
火
事
で
は
す

ま
さ
れ
な
い
東
ア
ジ
ア
の
火
薬
庫
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
。

　
加
え
て
、
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
の
間
に
横
た
わ
る
日
本
海
（
韓
国
は
東
海
：
ト
ン
ヘ
と
呼
ぶ
）
に
も
、

緊
張
状
態
が
続
く
火
薬
庫
が
存
在
す
る
。
こ
ん
な
逸
話
が
あ
る
。
日
本
の
某
人
気
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
が
釜
山

で
公
演
を
行
っ
た
。
そ
の
際
の
フ
ァ
ン
と
の
交
流
会
に
お
い
て
、
韓
国
人
の
フ
ァ
ン
が
遠
慮
が
ち
に
竹
島
（
日

本
海
／
東
海
に
浮
か
ぶ
小
島
で
韓
国
で
は
独
島
・
ト
ク
ト
と
呼
ば
れ
る
。
１
９
５
３
年
以
降
韓
国
が
実
効
支

配
中
）
の
領
有
権
問
題
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
が
「
竹
島
？ 

だ
れ
そ
の

人
？
」
と
答
え
て
、
会
場
を
唖
然
と
さ
せ
た
と
言
う
。
し
か
し
、
日
本
の
初
等
・
中
等
教
育
で
は
近
現
代
史
を

ま
と
も
に
教
え
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
ア
イ
ド
ル
の
反
応
を
責
め
る
の
は
酷
だ
。
逆
に
韓
国
で
は
、
ア
イ
ド
ル

グ
ル
ー
プ
の
少
女
時
代
（
ソ
ニ
ョ
シ
デ
）
で
す
ら
、「
独
島
は
我
が
領
土
」（
ト
ク
ト
ヌ
ン
ウ
リ
タ
ン
：
鄭
光
泰

／
チ
ョ
ン
・
グ
ァ
ン
テ
の
１
９
８
２
年
の
ヒ
ッ
ト
曲
で
、
韓
国
人
の
領
土
意
識
を
高
め
る
歌
）
を
蚕
室
（
チ
ャ
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ム
シ
ル
）
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
タ
ジ
ア
ム
で
歌
っ
た
く
ら
い
に
、
若
者
の
間
で
も
こ
の
小
島
の
領
有
権
問
題
に
対

し
て
の
関
心
は
高
い
。

韓
国
の
歴
史
教
育
で
は
、
独
島
は
日
本
の
侵
略
的
行
為
を
象
徴
す
る
歴
史
ア
イ
コ
ン
な
の
で
、
た
と
え
コ
ン

サ
ー
ト
会
場
で
あ
れ
、
さ
ら
に
憧
れ
の
ア
イ
ド
ル
で
あ
っ
て
も
、
日
本
人
に
対
し
て
な
ら
、
領
土
問
題
を
質
問

し
て
み
た
く
な
る
の
は
自
然
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
、
日
本
側
の
無
責
任
な
無
知
主
義
と
韓
国
側
の

マ
ナ
ー
よ
り
歴
史
感
情
が
上
回
る
反
日
愛
国
主
義
が
い
び
つ
な
か
た
ち
で
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。

で
き
る
こ
と
な
ら
、
両
国
の
政
府
と
国
民
が
も
っ
と
冷
静
に
な
っ
て
、
こ
の
問
題
に
何
と
か
「
落
と
し
ど
こ

ろ
」
を
見
い
だ
し
て
欲
し
い
。
そ
う
な
る
に
は
、
両
国
の
政
府
と
国
民
と
が
、
知
識
を
知
恵
に
変
え
て
、
そ
し

て
意
地
と
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
て
、
さ
ら
に
忍
び
が
た
き
を
忍
ん
で
、
問
題
解
決
に
向
け
て
一
歩
ず
つ
で
も
「
歩

み
寄
る
」
ス
タ
ン
ス
を
共
有
す
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
ろ
う
。

私
は
、
１
９
８
０
年
代
半
ば
か
ら
、
日
本
海
／
東
海
を
挟
ん
だ
二
国
間
に
は
び
こ
る
偏
っ
た
歴
史
認
識
が
形

成
し
た
眩め

ま
い暈
が
す
る
ほ
ど
の
溝
を
、「
た
と
え
１
ミ
リ
で
も
埋
め
ら
れ
な
い
も
の
か
」
と
思
い
続
け
、
そ
れ
な

り
の
活
動
も
し
て
き
た
。
２
０
１
３
年
に
上
梓
し
た
『
植
民
地
時
代
か
ら
少
女
時
代
へ
：
反
日
と
嫌
韓
を
越
え

て
』
は
、
私
の
個
人
的
活
動
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
（
中
間
指
標
）
で
あ
っ
た
。
本
書
が
そ
の
前
書
の
「
上
書
き
保

存
」
で
は
な
く
、「
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
」
に
な
っ
て
い
れ
ば
嬉
し
い
。
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私
の
日
韓
友
好
活
動
の
根
底
に
は
、
私
が
山
口
県
に
生
ま
れ
た
と
い
う
地
理
的
要
因
が
横
た
わ
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
山
口
県
の
下
関
と
慶
尚
道
（
キ
ョ
ン
サ
ン
ド
）
の
釜
山
（
プ
サ
ン
）
と
の
間
に
は
、
か
つ
て
は
連
絡
船

が
運
航
し
て
い
た
し
、
今
は
フ
ェ
リ
ー
が
運
航
し
て
い
る
（
コ
ロ
ナ
禍
ゆ
え
、
現
在
は
コ
ン
テ
ナ
の
み
で
運
航

中
）。
山
口
県
に
住
む
者
に
と
っ
て
、
一
番
近
い
人
口
３
０
０
万
人
以
上
の
大
都
市
は
、
東
京
で
も
大
阪
で
も

な
く
釜
山
（
２
０
１
７
年
時
点
で
３
４
０
万
人
）
だ
。
毎
朝
、
テ
レ
ビ
の
県
内
及
び
周
辺
地
域
の
天
気
予
報
図

で
は
、
中
国
・
四
国
及
び
九
州
地
方
の
予
報
と
と
も
に
画
面
左
上
に
釜
山
の
予
報
も
出
る
！
つ
ま
り
、
山
口

県
人
に
と
っ
て
は
、
近
県
の
天
気
と
同
じ
よ
う
に
釜
山
の
天
気
も
気
が
か
り
な
の
だ
。

福
岡
空
港
か
ら
飛
行
機
な
ら
45
分
で
着
く
し
、
関
釜
フ
ェ
リ
ー
な
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
早
割
を
使
え
ば
片

道
４
５
０
０
円
で
い
け
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
さ
し
た
る
用
事
が
な
く
て
も
暇
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
手
ぶ
ら

で
釜
山
に
い
く
。
そ
し
て
釜
山
料
理
に
舌
鼓
を
打
ち
、
買
い
物
も
大
い
に
楽
し
み
、
と
き
に
は
仕
事
も
し
た

り
す
る
。
ま
た
、
釜
山
外
国
語
大
学
校
で
は
、「J-PO

P

とK
-PO

P

の
比
較
論
」
と
銘
打
っ
て
特
別
講
義

（
２
０
１
７
）
を
さ
せ
て
貰
っ
た
こ
と
も
あ
る
。「
ぜ
ひ
、
続
編
を
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
約
束
は
、
コ
ロ
ナ

禍
で
果
た
せ
な
い
ま
ま
だ
。
皮
肉
な
物
言
い
で
申
し
わ
け
な
い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
釜
山

が
異
国
の
街
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
フ
ェ
リ
ー
は
飛
行
機
に
比
べ
て
時
間
が
か
か
る
の
だ
が
、
旅
情
を
満
喫
し
よ
う
と
思
え
ば
圧
倒
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的
に
船
の
方
が
い
い
。
甲
板
に
立
ち
、
夕
闇
迫
る
関
門
の
海
を
眺
め
つ

つ
耳
を
澄
ま
せ
ば
、
そ
の
昔
、
何
と
か
未
来
を
切
り
拓
こ
う
と
し
て
半

島
か
ら
海
を
渡
っ
て
き
た
者
の
微
か
な
希
望
や
強
制
的
に
渡
ら
さ
れ
た

者
の
不
安
が
摺
り
込
ま
れ
た
ブ
ル
ー
ス
（
恨
歌
）
が
聞
こ
え
て
き
そ
う

だ
。
そ
の
通
過
儀
礼
を
経
て
翌
朝
釜
山
港
に
入
れ
ば
、
趙
容
弼
（
チ
ョ

ウ
・
ヨ
ン
ピ
ル
）
が
「
釜
山
港
へ
帰
れ
」（
ト
ラ
ワ
ヨ
プ
サ
ン
ハ
ン
ヘ
・

１
９
７
２
）
に
込
め
た
「
恨
」
の
意
味
を
感
じ
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

原
作
の
韓
国
語
版
の
歌
詞
は
、
い
ろ
ん
な
経
緯
か
ら
日
本
に
渡
っ
た
在

日
同
胞
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
半
島
側
か
ら
の
兄
弟
愛
を
歌
っ
た
内
容

だ
。
日
本
語
版
の
よ
う
な
男
女
の
恋
愛
物
語
で
は
決
し
て
な
い
。

趙
容
弼
は
、「
ト
ラ
ワ
ヨ
プ
サ
ン
ハ
ン
ヘ
」
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

故
国
を
求
め
る
彼
ら
（
日
本
に
住
む
同
胞
）
の
心
と
そ
れ
を
迎
え
る
私
た
ち
（
半
島
に
住
む
韓
国
・
朝
鮮
人
）
の

心
が
一
つ
に
な
る
感
動
的
な
出
会
い
の
瞬
間
─
─
そ
の
場
面
の
感
情
の
あ
り
っ
た
け
が
、
こ
の
一
曲
に
凝
縮
し
て

い
る
の
で
す
。「
釜
山
港
へ
帰
れ
」
は
、
在
日
同
胞
に
こ
だ
ま
す
る
う
ね
り
に
乗
っ
た
の
で
す（

３
）。

釜山港全景
（�Stock 提供）
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ま
た
、
こ
の
曲
は
、
釜
山
を
本
拠
地
に
す
る
韓
国
プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
・
ロ
ッ
テ
ジ
ャ
イ
ア
ン
ツ
の
応
援
歌
に

も
な
っ
て
い
て
、
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
社
稷（
サ
ジ
ク
）野
球
場
で
は
、
こ
の
歌
が
い
つ
も
高
鳴
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
ロ
ッ
テ
は
在
日
韓
国
人
企
業
家
重
光
武
雄
（
韓
国
名
辛
格
浩
：
シ
ン
・
キ
ョ
ク
ホ
）
が
起
こ
し
た

財
閥
企
業
だ
。

こ
こ
で
少
し
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
の
基
点
に
な
っ
て
い
る
「
ブ
ル
ー
ス
」
の
話
を
し
て
お
こ
う
。
ア
メ
リ

カ
の
黒
人
音
楽
の
ル
ー
ツ
と
も
言
え
る
「
ブ
ル
ー
ス
」（
憂
歌
：
う
れ
い
う
た
）
は
、
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争

（
１
８
６
１
～
65
）
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
音
楽
形
態
だ
。
リ
ロ
イ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
ブ
ル
ー
ス
・
ピ
ー
プ

ル
』（
１
９
９
９
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
ブ
ル
ー
ス
の
黎
明
期
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
南
部
に
送
り
込
ま
れ
た
多
く
の
ア
フ
リ
カ
黒
人
た
ち
は
、
労
働
集
約
型
の
綿
花
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で

働
か
さ
れ
た
。
奴
隷
で
あ
っ
た
彼
ら
に
自
由
時
間
と
い
う
も
の
は
な
く
、
夜
明
け
か
ら
日
没
ま
で
働
い
て
、
最
低
限

の
食
事
を
与
え
ら
れ
た
後
眠
る
の
が
日
常
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
そ
の
後
、
南
北
戦
争
で
奴
隷
解
放
を
唱
え
た
北
軍

が
勝
利
し
て
も
、
黒
人
た
ち
は
重
労
働
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
解
放
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
唯
一
の
恵
み
は
、
一
日
の
終
わ
り
に
僅
か
に
生
ま
れ
た
自
由
時
間
で
あ
っ
た
。
黒
人
た
ち
は
、
そ

の
自
由
時
間
に
、
黒
人
と
し
て
の
憂
鬱
、
解
放
後
も
な
く
な
ら
な
い
差
別
、
本
能
的
な
性
衝
動
、
明
日
へ
の
微
か
な

希
望
等
を
歌
っ
た
。
そ
れ
が
ブ
ル
ー
ス
で
あ
る（

４
）。
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日
本
に
お
い
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ブ
ル
ー
ス
と
い
う
言
葉
は
、「
怨
歌
」
な
る
漢
字
が
あ
て
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
（
作
家
の
五
木
寛
之
が
好
ん
で
使
用
）、
朝
鮮
半
島
で
は
「
恨
歌
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
（
双

方
、
日
本
語
の
訓
読
み
は
「
う
ら
み
う
た
」）。
で
は
、
日
本
の
「
怨
」
と
朝
鮮
半
島
の
「
恨
」
と
は
、
ど
う
違

う
の
だ
ろ
う
か
。
李
御
寧
（
イ
ー
・
オ
リ
ョ
ン
）
梨
花
女
子
大
学
教
授
は
、『
韓
国
人
の
心
：
恨
の
文
化
論
』

（
１
９
８
２
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
怨
」（
ウ
ォ
ン
）
は
、
他
人
に
対
し
て
、
ま
た
は
自
分
の
外
部
の
何
か
に
つ
い
て
の
感
情
で
あ
る
。「
恨
」（
ハ
ン
）

は
む
し
ろ
自
分
の
内
部
に
沈
殿
し
積
も
る
情
の
固
ま
り
と
言
っ
て
よ
い
。（
中
略
）
そ
れ
は
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た

望
み
で
あ
り
、
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
夢
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
挫
折
感
の
中
に
も
切
々
た
る
望
み
を
な

お
持
ち
得
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
暗
い
空
虚
な
心
に
い
ま
だ
消
え
な
い
夢
の
残
り
香
を
保
つ
こ
と
が
な
け
れ

ば
、「
恨
」
の
心
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
中
略
）「
怨
」
は
憤
怒
で
あ
り
、「
恨
」
は
悲
し
み
で
あ
る（

５
）。

ア
メ
リ
カ
黒
人
の
「
憂
い
」
が
、
黒
人
と
し
て
の
運
命
を
嘆
き
つ
つ
も
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
つ

め
、
そ
こ
か
ら
未
来
を
切
り
拓
こ
う
と
し
た
よ
う
に
、
朝
鮮
半
島
人
の
「
恨
み
」
も
、
他
国
の
支
配
を
受
け
続

け
て
き
た
運
命
を
嘆
き
つ
つ
も
夢
の
残
り
香
を
内
包
し
て
い
る
点
で
「
憂
い
」
に
つ
な
が
る
。
ゆ
え
に
、
下
関

と
釜
山
と
の
間
を
関
釜
連
絡
船
あ
る
い
は
関
釜
フ
ェ
リ
ー
で
行
き
来
し
、
苦
境
の
中
か
ら
で
も
這
い
上
が
ろ
う

と
も
が
い
た
人
々
の
ブ
ル
ー
ス
を
「
恨
歌
」
と
訳
し
、
そ
れ
を
運
ん
だ
航
路
に
文
化
的
象
徴
性
（
＝
記
号
性
）
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を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
『
海
峡
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
ブ
ル
ー
ス　

関
釜
連
絡
船
・
関
釜

フ
ェ
リ
ー
が
帯
び
た
記
号
論
』
と
定
め
た
。

私
た
ち
日
本
人
は
、
海
峡
（
本
書
で
は
広
義
の
対
島
海
峡
を
意
味
す
る
）
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
恨
歌
」
の

中
で
も
特
に
在
日
コ
リ
ア
ン
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
恨
歌
」
に
、
も
っ
と
も
っ
と
耳
を
傾
け
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
な
ぜ
な
ら
、
海
峡
を
つ
な
い
だ
関
釜
連
絡
船
こ
そ
が
在
日
コ
リ
ア
ン
の
祖
先
を
半
島
か
ら
列
島
へ
と
運
ん

だ
の
だ
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
日
本
が
国
内
に
抱
え
る
最
大
の
国
際
課
題
こ
そ
が
、
在
日
コ

リ
ア
ン
に
対
す
る
処
遇
問
題
だ
か
ら
だ
。
在
日
コ
リ
ア
ン
は
、
日
本
人
と
同
等
の
納
税
義
務
を
果
た
す
れ
っ

き
と
し
た
日
本
在
住
の
納
税
者
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
在
日
コ
リ
ア
ン
に
は
、
納
税
義
務
と
表
裏
一
体
の
参
政
権
を

与
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の
が
世
界
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。「
参
政
権
が
欲
し
か
っ
た
ら
帰
化
し
た
ら

い
い
」
な
る
考
え
方
は
、
も
う
世
界
的
に
は
通
用
し
な
い
。「
多
様
性
」（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
）
を
認
め
合
い

共
生
す
る
こ
と
が
国
連
と
日
本
政
府
が
推
進
す
る
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」（Susta�nable D

evelopm
ent 

Goals

：SD
Gs

）
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
前
文
に
人
権
尊
重
が
明
記
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
日

本
と
し
て
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
１
丁
目
１
番
地
は
他
で
も
な
い
「
こ
こ
」
に
あ
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
の
参
政
権
問
題

は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
在
日
コ
リ
ア
ン
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
日
本
人
の
問
題
で
も
あ
る

の
だ
。
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１
９
９
５
年
２
月
、
日
本
の
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
、「
永
住
外
国
人
等
に
対
す
る
地
方
参
政
権
付
与
は
憲

法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
国
の
立
法
政
策
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
」
と
の
判
決
が
で

た
。
こ
れ
は
、
立
法
府
に
決
定
権
を
委
ね
た
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
永
住
外
国
人
に
参
政
権
を
与
え
る
べ
き
と

い
う
判
決
で
は
な
い
が
、
永
住
外
国
人
へ
の
選
挙
権
付
与
に
議
論
の
余
地
を
拓
い
た
判
決
で
は
あ
っ
た
。
ち

な
み
に
、
先
進
国
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
38
か
国
）
で
永
住
外
国
人
に
地
方
参
政
権
を
認
め
て
い
る
国
の
数
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
を
中
心
に
30
か
国
に
の
ぼ
る
。

も
う
一
つ
、
日
頃
か
ら
不
思
議
に
思
う
こ
と
を
言
わ
せ
て
貰
え
ば
、「
大
坂
な
お
み
や
八
村
塁
に
対
し
て
寄

せ
ら
れ
る
日
本
人
の
同
胞
意
識
が
、
何
十
年
も
日
本
で
暮
ら
し
、
生
活
の
基
盤
が
日
本
に
あ
り
（
大
坂
も
八
村

も
生
活
の
基
盤
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
）、
日
本
人
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
日
本
語
を
話
す
在
日
コ
リ
ア
ン
に
及
ば
な

い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？
」
大
坂
は
ハ
イ
チ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
父
親
と
日
本
人
の
母
親
と
の
間
に
生
ま
れ
て
い

る
し
、
八
村
は
ベ
ナ
ン
共
和
国
出
身
の
父
親
と
日
本
人
の
母
親
と
の
間
に
生
ま
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
フ

だ
。
在
日
コ
リ
ア
ン
も
二
世
以
降
は
日
本
人
と
コ
リ
ア
ン
の
ハ
ー
フ
が
少
な
く
な
い
。
人
気
ア
ス
リ
ー
ト
二
人

と
多
く
の
在
日
コ
リ
ア
ン
が
同
様
に
有
す
る
「
多
様
性
」
は
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
と
言
う
の
だ
ろ
う
？

実
は
、
日
本
の
音
楽
界
、
映
画
界
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
界
、
産
業
界
等
に
お
い
て
、
在
日
コ
リ
ア
ン
有
名
人
は

少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
多
く
は
出
自
を
隠
し
た
が
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ネ
ッ
ト
上
で
「
有
名
人
の
誰
そ
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れ
に
在
日
疑
惑
！
」
の
よ
う
な
心
な
い
書
き
込
み
が
散
見
さ
れ
る
く
ら
い
に
、
他
民
族
と
の
共
存
に
関
し
て
日

本
は
民
度
の
低
い
国
だ
か
ら
だ
。
在
日
コ
リ
ア
ン
で
あ
る
こ
と
を
「
疑
惑
」
と
表
現
す
る
嫌
韓
愛
国
主
義
の
日

本
人
と
は
、
ど
う
い
う
人
た
ち
な
の
だ
ろ
う
！ 

こ
う
い
う
情
け
な
い
書
き
込
み
を
見
る
と
、
同
じ
日
本
人
と

し
て
、
腹
立
た
し
さ
を
通
り
過
ぎ
て
、
恥
ず
か
し
さ
す
ら
感
じ
て
し
ま
う
。

在
日
コ
リ
ア
ン
は
、
上
記
の
業
界
の
中
で
も
特
に
音
楽
界
、
そ
れ
も
昔
の
歌
謡
界
か
ら
今
日
のJ-PO

P

界

に
至
る
ま
で
の
大
衆
音
楽
へ
の
貢
献
度
が
高
い
。
矢
沢
永
吉
は
在
日
韓
国
人
趙
永
吉
（
チ
ョ
・
ヨ
ン
ギ
ル
）
で

あ
っ
た
こ
と
を
自
ら
公
表（
現
在
は
日
本
に
帰
化
）し
、
今
も
ロ
ッ
ク
界
を
牽
引
し
て
い
る
。
彼
の
激
論
集『
成

り
あ
が
り
：H

ow
 to be BIG

』（
１
９
８
０
）
は
、
洒
落
た
言
い
回
し
な
ど
一
切
な
い
ス
ト
レ
ー
ト
な
言
葉

で
読
者
の
魂
に
語
り
か
け
て
く
る
。

和
田
ア
キ
子
も
、
在
日
韓
国
人
金
福
子
（
キ
ム
・
ボ
ク
ジ
ャ
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
ら
公
表
（
現
在
は
日
本

に
帰
化
）
し
、
日
本
の
ゴ
ッ
ド
マ
ザ
ー
と
し
て
テ
レ
ビ
を
通
し
て
い
つ
も
楽
し
い
ト
ー
ク
を
届
け
て
く
れ
て
い

る
。
彼
女
の
音
楽
的
ル
ー
ツ
は
ア
メ
リ
カ
黒
人
音
楽
の
リ
ズ
ム
＆
ブ
ル
ー
ス
で
、
彼
女
が
持
つ
黒
人
音
楽
の
テ

イ
ス
ト
に
焦
点
を
当
て
た
『D

Y
N

A
M

IT
E GRO

O
V

E W
A

D
A

 A
K

IK
O

』（
１
９
９
７
）
は
、
珠
玉
の
ソ

ウ
ル
・
フ
ァ
ン
ク
・
ア
ル
バ
ム
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

憂
歌
団
の
木
村
充
揮
も
在
日
韓
国
人
朴
秀
勝
（
パ
ク
・
ス
ス
ン
）
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
て
い
る
。
彼
の

腹
の
底
か
ら
絞
り
だ
す
か
の
如
き
「
憂
歌
・
恨
歌
」
は
、
日
本
の
音
楽
界
で
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
矢
沢
永
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吉
の
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
か
ら
、
和
田
ア
キ
子
の
ソ
ウ
ル
か
ら
、
は
た
ま
た
木
村
充
揮
の
ブ
ル
ー
ス
か
ら
聞
こ
え

て
く
る
ブ
ル
ー
ノ
ー
ト
（
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
、
ソ
ウ
ル
、
ジ
ャ
ズ
、
ブ
ル
ー
ス
等
で
、
楽
曲
に
艶
を
与
え
る
独

特
の
音
階
）
は
、「
憂
歌
」
が
太
平
洋
を
渡
っ
て
コ
リ
ア
ン
・
ハ
ー
ト
ビ
ー
ト
と
共
鳴
し
た
「
恨
歌
」
の
心
髄

だ
と
も
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
彼
ら
の
生
活
の
場
が
他
な
ら
ぬ
日
本
ゆ
え
、
彼
ら
の
「
恨
歌
」
は
い
や
が
上
に
も

「
怨
歌
」
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
在
日
コ
リ
ア
ン
ハ
ー
フ
で
あ
る
都
は
る
み
（
出
生
名
：
李
晴
美

／
イ
・
チ
ョ
ン
ビ
）
の
「
怨
歌
・
演
歌
」
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
。

在
日
コ
リ
ア
ン
有
名
人
が
、
自
ら
の
出
自
を
隠
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
出
自
に
誇
り
を
持
っ
て
公
表
で
き
る

社
会
に
日
本
も
早
く
な
る
べ
き
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
日
の
く
る
の
を
願
う
心
が
私
の
愛
国
心
だ
。
し
か
し
、
未

だ
に
そ
う
な
っ
て
い
な
い
が
ゆ
え
、
本
書
で
在
日
コ
リ
ア
ン
有
名
人
の
名
を
明
記
す
る
の
は
、
上
記
の
四
者
の

よ
う
に
本
人
が
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
し
て
い
る
場
合
か
既
成
事
実
化
し
て
い
る
場
合
の
み
と
し
た
。

私
は
、
歴
史
学
者
で
も
な
い
し
、
ま
し
て
や
政
治
学
者
で
も
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
文
学
者
兼

音
楽
社
会
学
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
そ
ん
な
私
が
、
気
が
つ
い
た
ら
韓
流
映
画
とK

-PO
P

に
は
ま
り
、
そ

し
て
韓
国
に
足
繁
く
出
か
け
て
い
く
う
ち
に
、
友
人
も
仕
事
の
つ
な
が
り
も
で
き
た
。
そ
れ
が
私
の
韓
国
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
の
す
べ
て
だ
。

こ
の
よ
う
な
人
間
が
日
韓
問
題
を
語
る
の
な
ら
、
釜
山
と
の
間
に
海
上
航
路
を
有
す
る
山
口
県
に
住
む
地
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の
利
を
生
か
し
て
、
等
身
大
の
海
峡
日
韓
史
を
書
く
の
が
い
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
あ
ま
り
歴
史
と
政
治
に
深

入
り
し
て
こ
な
か
っ
た
者
の
素
朴
な
視
点
が
、
従
来
の
価
値
観
を
別
の
枠
組
み
の
中
で
組
み
替
え
た
新
し
い
価

値
観
の
創
造
（
最
近
の
言
葉
で
言
え
ば
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
に
つ
な
が
る
こ
と
も
と
き
に
は
あ
る
。
根
が
図
々

し
い
私
は
、
そ
の
僅
か
な
可
能
性
に
賭
け
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
そ
し
て
万
が
一
に
も
そ
の
企
み
が
功
を
奏
し

て
、
本
書
が
嫌
韓
と
反
日
を
越
え
て
い
く
一
助
た
る
こ
と
が
で
き
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