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宮
沢
賢
治
「
文
語
詩
稿

一
百
篇
」
評
釈

五

信
時

哲
郎

朝

43①
旱
割
れ
そ
め
に
し
稲
沼
に
、

い
ま
こ
ろ
こ
ろ
と
水
鳴
り
て
、

待
宵
草
に
置
く
露
も
、

睡
た
き
風
に
萎
む
な
り
。

②
鬼
げ
し
風
の
襖
子
着
て
、

児
ら
高
ら
か
に
歌
す
れ
ば
、

あ

を

し

遠
き
讒
誣
の
傷
あ
と
も
、

緑
青
い
ろ
に
ひ
か
る
な
り
。

大
意

日
照
り
に
よ
っ
て
割
れ
は
じ
め
た
稲
田
に
、

今
、
水
が
こ
ろ
こ
ろ
と
音
を
た
て
て
注
ぎ
始
め
、

待
宵
草
に
お
り
た
露
は
、

眠
気
を
誘
う
よ
う
な
風
に
吹
か
れ
て
萎
み
始
め
て
い
る
。

鬼
芥
子
の
よ
う
な
赤
い
襖
子
を
着
て
、

子
供
た
ち
が
高
ら
か
に
歌
を
う
た
っ
て
い
く
と
、

水
争
い
で
悪
口
雑
言
を
投
げ
合
っ
た
傷
跡
も
忘
れ
た
よ
う
に
、

緑
青
色
の
稲
が
光
っ
て
い
る
。

モ
チ
ー
フ

独
居
自
炊
生
活
を
始
め
て
ま
だ
間
も
な
い
頃
に
取
材
し
た
作
品
。
大
正
十
五
年
の
旱
魃
が
終
わ

る
劇
的
な
瞬
間
に
立
ち
会
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
讒
誣
」
と
は
、
農
民
た
ち
と
の
諍
い
の
記
憶
や
旱

魃
の
際
の
水
争
い
の
記
憶
な
ど
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
下
書
稿
の
書
入
れ

に
「
春
の
間
の
讒
誣
」
と
あ
り
、
ま
た
、
文
語
詩
定
稿
に
も
「
遠
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
下
根
子
に
居
を
移
す
頃
の
い
ざ
こ
ざ
、
あ
る
い
は
農
学
校
や
父
と
の
関
係
、
経
済
的
な
事

情
な
ど
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
旱
魃
が
終
わ
っ
た
こ
と

に
対
す
る
喜
び
と
感
謝
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

語
注

旱
割
れ

日
照
り
に
よ
っ
て
稲
田
に
ひ
び
が
入
る
こ
と
。
先
行
作
品
は
、
賢
治
が
独
居
自
炊
生

活
を
始
め
た
大
正
十
五
年
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
は
旱
害
（
そ
の
後
に
水
害
）
の
被

害
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。
木
村
東
吉
（
「
資
料
と
考
察
『
春
と
修
羅

第
三
集
』
『
詩
ノ
ー

ト
』
創
作
日
付
の
日
の
気
象
状
況
」

『
近
代
文
学
の
形
成
と
展
開

継
承
と
展
開
８
』

和

泉
書
院

平
成
十
年
二
月
）
が
盛
岡
気
象
台
・
水
沢
天
文
台
で
調
べ
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
「
前

日
の
夜
は
、
盛
岡
と
水
沢
で
雷
光
を
伴
う
雨
」
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
「
こ
の
日
は
、
早
朝
の

雨
も
夜
明
け
前
に
は
上
が
り
、
ち
ょ
う
ど
日
の
出
前
の
時
刻
に
出
て
い
た
霧
も
八
時
こ
ろ
ま

で
に
は
晴
れ
、
午
前
中
良
い
天
気
で
気
温
も
上
が
っ
た
」
と
い
う
。

待
宵
草

南
米
原
産
の
ア
カ
バ
ナ
科
マ
ツ
ヨ
イ
グ
サ
属
の
越
年
草
。
初
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
黄

色
い
花
を
夕
方
に
咲
か
せ
、
朝
を
迎
え
る
頃
に
は
し
ぼ
ん
で
赤
く
な
る
。
「
朝
」
と
題
さ
れ
た

作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
花
色
は
赤
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
行
作
品

で
あ
る
「
七
二
七

〔
ア
カ
シ
ヤ
の
木
の
洋
燈
か
ら
〕

一
九
二
六
ヽ
七
ヽ
一
四
ヽ
」
下
書
稿

ラ

ム

プ

に
は
「
月
見
草
」
と
あ
る
の
で
、
も
し
月
見
草
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
白
い
花
が
翌
朝
に
な

（一）っ
て
ピ
ン
ク
色
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
『
定
本
語
彙
辞
典
』
に
あ
る
よ
う

に
、
「
一
般
に
待
宵
草
を
す
べ
て
「
月
見
草
」
の
名
で
総
称
し
て
い
る
場
合
が
多
い
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
か
に
限
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

鬼
げ
し

地
中
海
か
ら
中
近
東
を
原
産
地
と
し
、
日
本
で
は
明
治
時
代
以
降
、
観
賞
用
と
し
て

栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
花
径
は
十
五
～
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど
で
、
赤
、
白
、
ピ
ン
ク
な

ど
の
色
が
咲
く
一
年
草
。
『
世
界
大
百
科
事
典
』
に
は
、
ケ
シ
は
安
眠
、
多
産
、
そ
し
て
死
と

復
活
の
象
徴
と
さ
れ
る
、
と
あ
る
。
「
鬼
げ
し
風
の
襖
子
」
と
は
、
赤
い
色
の
襖
子
の
こ
と
を

言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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襖
子

裏
地
を
つ
け
て
仕
立
て
た
着
物
を
袷
と
い
う
が
、
綿
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
黒
塚

あ

を

し洋
子
（
後
掲
）
は
、
「
襖
子
は
袷
や
綿
入
れ
の
衣
な
の
で
や
は
り
冷
夏
を
想
像
さ
せ
る
」
と
書

い
て
い
る
。

讒
誣

事
実
と
は
異
な
る
い
い
が
か
り
を
つ
け
て
、
相
手
を
そ
し
る
こ
と
。
読
み
方
は
「
ざ
ん

ぶ
」
。

評
釈

「
春
と
修
羅

第
三
集
」
所
収
の
「
七
二
七

〔
ア
カ
シ
ヤ
の
木
の
洋
燈
か
ら
〕

一
九
二
六
ヽ

ラ

ム

プ

七
ヽ
一
四
ヽ
」
を
文
語
詩
に
改
作
し
た
も
の
。
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
「
七

22
22

二
七

〔
ア
カ
シ
ヤ
の
木
の
洋
燈
か
ら
〕
」
の
下
書
稿

に
文
語
詩
の
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は

ラ

ム

プ

（二）

（一）

「
朝
」
。
以
降
も
同
じ
）
、
そ
の
余
白
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
青
イ
ン
ク
で
○写
）
、
定
稿
用
紙
に

（二）

書
か
れ
た
定
稿
の
三
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

黒
塚
洋
子
（
後
掲
）
は
、
ラ
行
音
を
効
果
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
、
各
行
ご
と
に
色
を
織
り

込
ん
で
い
る
こ
と
、
「
睡
た
き
風
」
と
「
鬼
げ
し
風
」
を
カ
ゼ
と
フ
ウ
に
使
い
分
け
て
対
に
し
て

い
る
こ
と
な
ど
の
技
巧
に
つ
い
て
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
流
れ
る
よ
う
に
歌
わ
れ
る
三
行
目
ま
で

は
清
音
で
描
か
れ
た
明
る
く
楽
し
い
叙
景
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
四
行
目
は
そ
れ
を
さ
え
ぎ

る
よ
う
に
「
讒
誣
」
と
い
う
濁
音
が
入
り
、
悲
し
さ
と
や
る
せ
な
さ
を
秘
め
た
私
的
体
験
の
心

情
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
が
注
意
を
ひ
く
」
と
書
く
。

黒
塚
は
そ
こ
か
ら
内
容
の
検
討
に
入
り
、
「
賢
治
は
羅
須
地
人
協
会
時
代
の
当
初
か
ら
「
讒
誣

の
傷
」
に
か
な
り
悩
ま
さ
れ
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
し
、
数
篇
の
詩
を
あ
げ
な

が
ら
、
「
農
民
へ
の
同
化
を
願
い
な
が
ら
も
彼
等
の
封
建
性
や
頑
迷
さ
に
苦
し
み
そ
の
習
慣
を
嫌

悪
す
る
賢
治
の
姿
と
、
教
師
上
が
り
の
百
姓
な
ど
我
々
の
仲
間
で
は
な
い
と
拒
絶
し
中
傷
す
る

農
民
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
」
と
す
る
。
大
角
修
（
後
掲
）
も
、
「
農
民
の
た
め
に
無
償
で
働
き

な
が
ら
非
難
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

た
だ
、
伝
記
的
に
考
え
れ
ば
、
羅
須
地
人
協
会
は
こ
の
年
の
八
月
二
十
三
日
（
旧
暦
の
七
月

十
六
日
）
に
設
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ま
だ
農
民
と
の
間
に
は
あ
ま
り
ト
ラ
ブ
ル
も
発

生
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
し
、
旱
魃
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
争
い
で
あ

っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
独
居
自
炊
時
代
に
賢
治
は
稲
作
を
し

て
い
な
か
っ
た
が
、
例
え
ば
散
文
「
〔
或
る
農
学
生
の
日
誌
〕
」
の
「
一
千
九
百
二
十
六
年
六
月

十
四
日
」
の
章
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

水
が
来
な
く
な
っ
て
下
田
の
代
掻
が
で
き
な
く
な
っ
て
か
ら
今
日
で
恰
度
十
二
日
雨
が
降
ら

な
い
。
い
っ
た
い
そ
ら
が
ど
う
変
っ
た
の
だ
ら
う
。
あ
ん
な
旱
魃
の
二
年
続
い
た
記
録
が
無

い
と
測
候
所
が
云
っ
た
の
に
こ
れ
で
三
年
続
く
わ
け
で
な
い
か
。
大
堰
の
水
も
ま
る
で
四
寸

ぐ
ら
ゐ
し
か
な
い
。

夕
方
に
な
っ
て
や
っ
と
い
ま
ま
で
の
分
へ
一
わ
た
り
水
が
か
か
っ
た
。

三
時
ご
ろ
水
が
さ
っ
ぱ
り
来
な
く
な
っ
た
か
ら
ど
う
し
た
の
か
と
思
っ
て
大
堰
の
下
の
岐
れ

ま
で
行
っ
て
み
た
ら
権
十
が
こ
っ
ち
を
と
め
て
じ
ぶ
ん
の
方
へ
向
け
て
ゐ
た
。
ぼ
く
は
ま
る

で
権
十
が
甘
藍
の
夜
盗
虫
み
た
い
な
気
が
し
た
。
顔
が
む
く
む
く
膨
れ
て
ゐ
て
、
お
ま
け
に

あ
ん
な
冠
ら
な
く
て
も
い
ゝ
や
う
な
穴
の
あ
い
た
つ
ば
の
下
っ
た
土
方
し
ゃ
っ
ぽ
を
か
ぶ
っ

て
そ
の
上
か
ら
ま
た
頬
か
ぶ
り
を
し
て
ゐ
る
の
だ
。

手
も
足
も
膨
れ
て
ゐ
る
か
ら
ぼ
く
は
ま
る
で
権
十
が
夜
盗
虫
み
た
い
な
気
が
し
た
。
何
を
す

る
ん
だ
と
云
っ
た
ら
、
な
ん
だ
、
農
学
校
終
っ
た
っ
て
自
分
だ
け
い
ゝ
こ
と
を
す
る
な
と
云

ふ
の
だ
。

ぼ
く
も
む
っ
と
し
た
。
何
だ
、
農
学
校
な
ぞ
終
っ
て
も
終
ら
な
く
て
も
い
ま
は
ぼ
く
の
と
こ

の
番
に
あ
た
っ
て
水
を
引
い
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
れ
を
盗
ん
で
行
く
と
は
何
だ
。
と
云
っ
た
ら
、

学
校
へ
入
っ
た
ん
で
し
ゃ
べ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
も
ん
な
、
と
云
ふ
。
ぼ
く
は
も
う
大
き
な

石
を
た
た
き
つ
け
て
や
ら
う
と
さ
へ
思
っ
た
。

け
れ
ど
も
権
十
は
そ
の
ま
ゝ
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
ぼ
く
は
水
を
う
ち
の
方
へ
向
け
直
し

た
。
や
っ
ぱ
り
権
十
は
ぼ
く
を
子
供
だ
と
思
っ
て
ぼ
く
だ
け
居
た
も
の
だ
か
ら
あ
ん
な
こ
と

を
し
た
の
だ
。
い
ま
に
み
ろ
、
ぼ
く
は
卑
怯
な
や
つ
ら
は
み
ん
な
片
っ
ぱ
し
か
ら
叩
き
つ
け

て
や
る
か
ら
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
創
作
だ
が
、
大
正
十
三
年
か
ら
十
四
年
、
十
五
年
と
三
年
連
続
し
て
旱
害

に
襲
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
、
「
〔
或
る
農
学
生
の
日
誌
〕
」
に
お
け
る
「
一
千
九
百
二
十
六
年
六

月
十
四
日
」
と
言
え
ば
、
取
材
時
と
も
近
い
こ
と
か
ら
、
大
正
十
五
年
当
時
、
賢
治
が
旱
害
に
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つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
た
か
を
考
え
る
材
料
に
は
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
本
作
の
先
行
作
品
で
あ
る
「
七
二
七

〔
ア
カ
シ
ヤ
の
木
の
洋
燈
か
ら
〕
」
の
下
書
稿

ラ

ム

プ

の
書
入
れ
に
は
、
「
か
あ
い
さ
う
に
莢
豌
豆
の
レ
ア
カ
ー
を
引
い
て
／
春
の
間
の
讒
誣
の
傷
を

（二）／
緑
青
い
ろ
に
胸
に
ひ
か
ら
せ
／
ア
カ
シ
ヤ
の
ラ
ム
プ
の
な
か
を
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
。

下
書
稿

の
手
入
れ
段
階
で
「
レ
ア
カ
ー
」
の
こ
と
を
「
お
れ
の
車
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か

（一）

ら
、
賢
治
自
身
が
町
に
レ
ア
カ
ー
で
莢
豌
豆
を
売
り
に
行
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
だ
と
も

思
わ
れ
る
の
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
「
お
れ
（
＝
賢
治
）
」
に
と
っ
て
の
「
讒
誣
」
と
思
わ
れ
る

よ
う
な
出
来
事
は
「
春
の
間
」
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
下
書
稿

の
書
入
れ
は
後
年
の
も
の
で
、
文
語
詩
化
直
前
の
も
の
の
よ
う
に
も
思

（二）

え
る
の
で
、
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
か
あ
い
さ
う
に
」
と
い
う

語
も
、
普
通
は
自
分
自
身
に
向
っ
て
使
う
言
葉
で
な
く
、
第
三
者
に
向
っ
て
使
う
言
葉
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
お
い
て
伝
記
的
に
考
え
れ
ば
、
「
春
の
間
の
讒
誣
」
と
い
う
の
は

大
正
十
五
年
の
三
月
か
四
月
頃
、
つ
ま
り
、
ま
だ
農
学
校
在
職
中
、
で
な
く
て
も
独
居
自
炊
生

活
を
始
め
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
農
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
で
は
な
く
、
農
学
校
で
の

問
題
、
あ
る
い
は
父
と
の
確
執
な
ど
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
そ
う
だ
。

ま
た
、
下
書
稿

の
手
入
れ
段
階
に
は
「
棘
あ
り
て
か
つ
な
つ
か
し
き
／
負
債
に
就
て
追
懐

（一）

せ
よ
」
の
言
葉
も
あ
る
。
『
新
校
本
全
集
』
の
年
譜
を
め
く
っ
て
み
て
も
、
特
に
「
負
債
」
に
あ

た
る
よ
う
な
内
容
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
四
月
四
日
の
記
事
に
は
、
賢
治
が
移
り
住
ん
だ

下
根
子
桜
の
別
荘
に
つ
い
て
、
「
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
に
祖
父
喜
助
が
建
て
た
家
な
の
で

か
な
り
手
入
れ
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
と
目
的
に
よ
る
改
装
も
あ
り
、
大
工
の
手
を
離
れ
た
あ

と
は
「
多
く
自
分
ひ
と
り
で
や
っ
た
」
」
と
い
う
別
荘
の
隣
に
住
ん
で
い
た
伊
藤
忠
一
に
よ
る
証

言
も
あ
る
の
で
、
こ
の
際
に
負
債
を
負
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
年
譜
に
は
六
月
三
日

に
は
県
知
事
に
宛
て
て
「
一
時
恩
給
請
求
書
」
を
書
き
、
七
日
に
は
五
二
〇
円
の
支
給
手
続
き

を
取
っ
て
い
る
と
も
あ
る
の
で
、
賢
治
が
経
済
的
に
そ
れ
ほ
ど
困
窮
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
さ

そ
う
だ
。

と
も
あ
れ
、
稲
沼
に
は
水
が
流
れ
出
し
た
こ
と
が
、
人
間
世
界
の
い
ざ
こ
ざ
を
す
べ
て
吹
き

飛
ば
し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
喜
び
で
あ
っ
た
と
書
く
こ
と
が
、
本
作
の
主
意
で
あ
っ
た
こ
と

に
か
わ
り
は
な
さ
そ
う
だ
。

佐
藤
隆
房
（
「
大
旱
魃
」

『
宮
沢
賢
治

素
顔
の
わ
が
友
』

桜
地
人
館

平
成
八
年
三
月
）
は
、

こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
い
て
い
る
。

大
正
十
四
年
、
岩
手
県
は
特
記
す
べ
き
大
旱
魃
で
し
た
。
何
し
ろ
、
今
生
き
て
い
る
人
た

ち
が
一
度
も
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
大
旱
魃
だ
け
に
、
村
と
い
う
村
、
家
と
い
う
家
、
人
と

い
う
人
、
一
人
と
し
て
心
配
し
な
い
者
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
時
、
賢
治
さ
ん
は
農
学
校
で
水
田
を
受
け
持
っ
て
い
ま
し
た
。
指
導
機
関
で
あ
る
学

校
の
水
田
だ
け
に
責
任
も
心
配
も
な
み
た
い
て
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
暇
が
あ
れ
ば
生
徒
を

連
れ
て
行
っ
て
、
低
い
堰
の
水
を
桶
で
田
に
掻
き
入
れ
る
作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。

せ
き

暑
さ
は
暑
い
し
、
旱
く
の
は
旱
く
し
、
生
徒
も
先
生
も
本
当
に
血
み
ど
ろ
の
働
き
で
す
。

か
わ

こ
う
し
た
毎
日
の
奮
闘
に
、
筋
も
骨
も
焼
き
切
れ
て
、
は
や
百
計
尽
き
よ
う
と
し
た
あ
る

日
で
す
。
雲
行
き
が
急
に
変
に
な
っ
て
釆
た
か
と
思
う
間
に
、
待
ち
に
待
っ
た
夕
立
が
降
っ

て
来
ま
し
た
。
降
っ
て
来
た
の
で
す
。
み
ん
な
は
た
だ
呆
然
と
し
て
嬉
し
涙
に
く
れ
て
い
ま

ぼ
う
ぜ
ん

す
。
す
っ
か
り
喜
ん
で
し
ま
っ
た
賢
治
さ
ん
は
、
上
着
も
帽
子
も
靴
も
脱
ぎ

「
あ
あ
面
白
い
、
あ
あ
気
持
ち
い
い
。
こ
の
ま
ま
い
つ
ま
で
も
草
と
い
っ
し
ょ
に
濡
れ
て
い

ぬ

た
い
」
と
言
っ
て
、
田
圃
の
畦
を
ひ
ょ
こ
ひ
ょ
こ
と
歩
い
て
、
遥
か
向
こ
う
の
方
の
田
の
端

ま
で
踊
る
よ
う
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

佐
藤
は
大
正
十
四
年
の
こ
と
だ
と
い
う
が
、
翌
年
の
十
五
年
は
「
あ
ん
な
旱
魃
の
二
年
続
い

た
記
録
が
無
い
と
測
候
所
が
云
っ
た
の
に
こ
れ
で
三
年
続
く
わ
け
で
な
い
か
」
と
さ
れ
た
年
な

の
で
、
水
が
こ
ろ
こ
ろ
と
鳴
れ
ば
、
子
供
た
ち
の
歌
声
さ
え
も
高
ら
か
に
聞
こ
え
、
「
讒
誣
の
傷

あ
と
」
さ
え
も
「
緑
青
い
ろ
に
ひ
か
」
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
の
も
無
理
は
な

い
。た

だ
、
農
村
の
幸
福
を
描
く
に
し
て
も
、
「
鬼
」
や
「
讒
誣
」
と
い
っ
た
禍
々
し
い
語
を
配
置

す
る
な
ど
、
甘
く
平
和
な
だ
け
の
作
品
に
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
着
目
し
て
お
き
た
い
（
黒

塚
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ラ
行
音
だ
け
で
な
く
濁
音
を
配
置
し
た
こ
と
も
含
ま
れ
よ
う
）
。
甘
い

だ
け
の
作
品
に
は
し
た
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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先
行
研
究

黒
塚
洋
子
「
朝
」
（
『
宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森
』

柏
プ
ラ
ー
ノ

平
成
十
一
年
六
月
）

島
田
隆
輔
「
∧
写
稿
∨
論
」
（
『
宮
沢
賢
治
研
究

文
語
詩
稿
叙
説
』

朝
文
社

平
成
十
七
年
十

二
月
）

大
角
修
「
お
わ
り
に
」
（
『
「
宮
沢
賢
治
」
の
誕
生
』

河
出
書
房
新
社

平
成
二
十
二
年
五
月
）

〔
猥
れ
て
嘲
笑
め
る
は
た
寒
き
〕

あ

ざ

44①
猥
れ
て
嘲
笑
め
る
は
た
寒
き
、

凶
つ
の
ま
み
を
は
ら
は
ん
と

あ

ざ

か
へ
さ
ま
た
経
る
し
ろ
あ
と
の
、

天
は
遷
ろ
ふ
火
の
鱗
。

②
つ
め
た
き
西
の
風
き
た
り
、

あ
ら
ら
に
ひ
と
の
秘
呪
と
り
て
、

粟
の
垂
穂
を
う
ち
み
だ
し
、

す
す
き
を
紅
く
燿
や
か
す
。

か

ゞ

大
意

馴
染
ん
で
う
ち
と
け
す
ぎ
て
笑
い
顔
を
見
せ
る
の
は
寒
々
し
く
思
わ
れ
、

そ
ん
な
目
を
避
け

よ
う
と
、

帰
り
道
で
ま
た
通
り
過
ぎ
る
城
跡
か
ら
、

夕
焼
で
赤
く
染
ま
っ
た
う
ろ
こ
雲
が
空
を
流
れ
る

の
が
見
え
る
。

冷
た
い
西
か
ら
の
風
が
吹
い
て
く
る
と
、

呪
文
の
よ
う
に
口
に
し
た
秘
め
た
る
恋
人
の
名
を

荒
々
し
く
奪
い
、

エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
の
穂
を
ざ
わ
め
か
せ
、

ス
ス
キ
に
も
赤
い
夕
陽
を
映
え
さ
せ
て
い
っ
た
。

モ
チ
ー
フ

稗
貫
農
学
校
時
代
の
賢
治
に
は
、
想
い
を
寄
せ
て
い
た
女
性
が
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
名
前
を

口
に
し
た
と
こ
ろ
西
か
ら
の
風
に
奪
わ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
純
情
な
詩
の
よ
う
だ
。
た
だ
、

「
猥
」
、
「
嘲
笑
」
、
「
凶
つ
」
、
「
火
の
鱗
」
、
「
秘
呪
」
と
い
っ
た
語
は
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で

は
捉
え
に
く
い
。
賢
治
は
「
小
岩
井
農
場
」
で
、
「
じ
ぶ
ん
と
そ
れ
か
ら
た
っ
た
も
ひ
と
つ
の
た

ま
し
ひ
と
／
完
全
そ
し
て
永
久
に
ど
こ
ま
で
も
い
っ
し
ょ
に
行
か
う
と
す
る
／
こ
の
変
態
を
恋

愛
と
い
ふ
」
と
書
い
た
が
、
晩
期
の
賢
治
は
、
こ
う
し
た
抑
制
を
批
判
し
、
恋
愛
や
性
を
肯
定

的
に
描
こ
う
と
し
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
恋
愛
を
批
判
的
に
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、

恋
愛
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
か
つ
て
の
自
分
を
モ
デ
ル
に
し
た
人
物
を
、
客
観
的
に
描
こ

う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

語
注

猥
れ
て
嘲
笑
め
る
は
た
寒
き

読
み
方
は
下
書
稿

に
付
さ
れ
た
ル
ビ
か
ら
「
な
れ
て
」
だ
ろ

あ

ざ

（三）

う
。
『
定
本
語
彙
辞
典
』
は
「
み
だ
ら
な
嘲
笑
は
、
ま
た
（
＝
は
た
）
い
か
に
も
寒
々
と
」
と

す
る
。
嘲
笑
は
軽
蔑
の
気
持
ち
を
込
め
て
笑
う
と
い
う
意
味
だ
が
、
こ
こ
で
は
男
女
が
節
度

を
失
っ
て
う
ち
と
け
、
笑
い
顔
を
見
せ
る
こ
と
。
男
性
の
笑
い
の
こ
と
な
の
か
、
女
性
の
笑

い
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
両
方
の
こ
と
な
の
か
わ
か
り
に
く
い
。
高
橋
慶
吾
（
「
賢
治
先

生
」

「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
ォ
〔
第
一
期
〕
１
」
（

昭
和
十
四
年
十
一
月
）
は
、
後
年
、
賢
治
が

小
笠
原
露
と
い
う
女
性
と
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
際
に
、
父
・
政
次
郎
は
「
女
の
人
に
対
す
る

時
は
、
歯
を
出
し
て
笑
つ
た
り
、
胸
を
広
げ
て
ゐ
た
り
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
戒
め
た

と
い
う
が
、
賢
治
も
男
女
の
関
係
に
つ
い
て
は
政
次
郎
と
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。

凶
つ
の
ま
み

不
吉
な
眼
付
き
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
奥
本
淳
恵
（
後
掲
Ａ
）
は
、
「
な
れ
な
れ

し
く
誘
惑
的
に
接
近
し
て
く
る
女
性
の
ま
が
ま
が
し
い
目
」
と
し
、
「
推
測
す
る
な
ら
、
古
語

の
「
馴
る
」
（
男
女
の
関
係
で
、
親
し
む
、
な
じ
む
）
の
意
と
漢
語
「
猥
」
（
み
だ
ら
。
男
女

間
の
だ
ら
し
な
い
こ
と
）
の
意
と
の
両
方
を
表
現
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
」
と
す
る
。

読
み
方
は
「
ま
が
つ
」
で
あ
ろ
う
が
、
「
ま
が
つ
び
」
の
語
は
「
一
百
篇
」
に
ば
か
り
何
度
か

登
場
す
る
語
。
こ
れ
は
日
本
神
話
に
み
え
る
神
の
名
で
、
マ
ガ
は
よ
く
な
い
こ
と
、
ツ
は
助

詞
で
「
の
」
の
意
味
。
ヒ
は
神
霊
を
示
す
。
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
、
伊
弉
諾
尊
が

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

黄
泉
国
の
け
が
れ
を
清
め
る
た
め
の
禊
を
し
た
際
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
凶
事
を
引
き
起

こ
す
神
と
さ
れ
る
が
、
後
に
こ
の
神
を
祀
る
こ
と
で
災
厄
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
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よ
う
に
な
り
、
厄
除
け
の
守
護
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

火
の
鱗

夕
陽
で
赤
く
染
ま
っ
た
鱗

雲
（
巻
積
雲
）
の
こ
と
。
秋
を
代
表
す
る
雲
で
、
天
気
が

う
ろ
こ
ぐ
も

下
り
坂
の
時
に
出
や
す
い
。

秘
呪

『
定
本
語
彙
辞
典
』
は
「
秋
の
冷
た
い
西
風
が
、
荒
々
し
く
人
間
の
秘
密
の
呪
力
を
そ

な
え
て
吹
く
」
と
し
て
い
る
が
、
下
書
稿

に
は
「
ひ
と
の
秘
呪
」
を
「
き
み
が
名
を
」
に

（三）

改
め
る
段
階
が
あ
り
、
下
書
稿

に
は
「
西
風
き
み
が
名
を
と
り
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

（一）

秘
密
に
し
て
い
る
恋
人
の
名
前
を
西
風
に
奪
わ
れ
た
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

粟
の
垂
穂

古
く
か
ら
食
用
に
用
い
ら
れ
た
雑
穀
で
五
穀
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
作

品
の
舞
台
は
街
中
な
の
で
、
同
種
の
雑
草
エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
（
ネ
コ
ジ
ャ
ラ
シ
）
の
こ
と
だ
ろ

う
。評

釈

黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
藍
イ
ン
ク
で
○了
）
、
そ
の
裏
面
に
書
か

26
0

（一）

れ
た
下
書
稿

、
下
書
稿

を
削
除
し
た
後
、
す
ぐ
そ
の
下
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト

（二）

（二）

（三）

ル
は
「
判
事
」
。
そ
の
後
「
帰
途
」
に
変
え
よ
う
と
し
て
中
止
）
、
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙

22
22

に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
検
事
」
、
後
に
「
判
事
」
。
○写
の
印
は
ど
の
原
稿
に
も

（四）

な
い
）
、
定
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
定
稿
の
五
種
が
現
存
。
定
稿
の
一
行
目
末
尾
に
は
読
点
が
な
い
。

生
前
発
表
な
し
。
『
新
校
本
全
集
』
に
指
摘
は
な
い
が
、
島
田
隆
輔
（
後
掲
）
は
、
「
〔
冬
の
ス
ケ

ッ
チ
〕
」
の
第
四
四
葉
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
ず
、
島
田
が
指
摘
す
る
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
か
ら
見
て
み
た
い
。

寂
ま
り
の
桐
の
か
れ
上
枝

点
々
か
け
る
赤
の
う
ろ
こ
ぐ
も

※

火
は
ま
っ
す
ぐ
に
燃
え
て

あ
る
ひ
は
見
え
ず

こ
の
と
き

鳩
か
ゞ
や
い
て
飛
ん
で
行
く
。

※

灰
い
ろ
は
が
ね
の
い
か
り
を
い
だ
き

わ
れ
ひ
と
ひ
ら
の
粘
土
地
を
過
ぎ

が
け
の
下
に
て
青
く
さ
の
黄
金
を
見

が
け
を
の
ぼ
り
て
か
れ
く
さ
を
ふ
め
り

雪
き
ら
ら
か
に
落
ち
来
れ
り
。

最
後
の
章
は
「
未
定
稿
」
の
「
〔
卑
屈
の
友
ら
を
い
き
ど
ほ
ろ
し
く
〕
」
の
下
書
稿
で
あ
る
と

『
新
校
本
全
集
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
稗
貫
農
学
校
時
代
の
学
校
周
辺
を
舞
台
に

し
た
も
の
と
し
て
、
本
作
と
の
関
連
も
深
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
〔
猥
れ
て
嘲
笑
め
る
は
た
寒
き
〕
の
下
書
稿

は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（一）

寂
ま
り
の
桐
の
か
れ
上
枝

ほ

づ

え

翔
く
る
は
赤
き
う
ろ
こ
雲

あ
ゝ
ま
た
風
の
な
か
に
来
て

か
な
し
く
君
が
名
を
よ
べ
ば

あ
け
び
の
つ
る
の
か
ゞ
や
き
て

鳥
は
汽
笛
を
吹
き
て
過
ぐ

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
が
元
に
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
の
後
は
「
う
ろ
こ
雲
」

と
い
う
言
葉
以
外
は
消
え
て
し
ま
う
。
新
し
く
加
わ
っ
た
後
連
の
モ
チ
ー
フ
は
、
奥
本
淳
恵

（
後
掲
Ｂ
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
『
春
と
修
羅
（
第
一
集
）
』
所
収
の
「
マ
サ
ニ
エ
ロ
」
と
関
連

が
深
い
よ
う
で
あ
る
。

城
の
す
す
き
の
波
の
上
に
は

伊
太
利
亜
製
の
空
間
が
あ
る

そ
こ
で
烏
の
群
が
踊
る
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白
雲
母
の
く
も
の
幾
き
れ

し
ろ
う
ん
も

（
濠
と
橄
欖
天
蚕
絨
、
杉
）

か
ん
ら
ん

び

ら

う

ど

ぐ
み
の
木
か
そ
ん
な
に
ひ
か
つ
て
ゆ
す
る
も
の

七
つ
の
銀
の
す
す
き
の
穂

（
お
城
の
下
の
桐
畑
で
も
、
ゆ
れ
て
ゐ
る
ゆ
れ
て
ゐ
る
、
桐
が
）

赤
い
蓼
の
花
も
う
ご
く

た
で

す
ゞ
め

す
ゞ
め

ゆ
つ
く
り
杉
に
飛
ん
で
稲
に
は
い
る

そ
こ
は
ど
て
の
陰
で
気
流
も
な
い
の
で

そ
ん
な
に
ゆ
つ
く
り
飛
べ
る
の
だ

（
な
ん
だ
か
風
と
悲
し
さ
の
た
め
に
胸
が
つ
ま
る
）

ひ
と
の
名
前
を
な
ん
べ
ん
も

風
の
な
か
で
繰
り
返
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
か

（
も
う
み
ん
な
鍬
や
縄
を
も
ち

崖
を
お
り
て
き
て
い
ゝ
こ
ろ
だ
）

い
ま
は
鳥
の
な
い
し
づ
か
な
そ
ら
に

ま
た
か
ら
す
が
横
か
ら
は
い
る

屋
根
は
矩
形
で
傾
斜
白
く
ひ
か
り

こ
ど
も
が
ふ
た
り
か
け
て
行
く

羽
織
を
か
ざ
し
て
か
け
る
日
本
の
子
供
ら

こ
ん
ど
は
茶
い
ろ
の
雀
ど
も
の
抛
物
線

金
属
製
の
桑
の
こ
つ
ち
を

も
ひ
と
り
こ
ど
も
が
ゆ
つ
く
り
行
く

蘆
の
穂
は
赤
い
赤
い

（
ロ
シ
ヤ
だ
よ
、
チ
エ
ホ
フ
だ
よ
）

は
こ
や
な
ぎ

し
つ
か
り
ゆ
れ
ろ
ゆ
れ
ろ

（
ロ
シ
ヤ
だ
よ

ロ
シ
ヤ
だ
よ
）

烏
が
も
い
ち
ど
飛
び
あ
が
る

稀
硫
酸
の
中
の
亜
鉛
屑
は
烏
の
む
れ

お
城
の
上
の
そ
ら
は
こ
ん
ど
は
支
那
の
そ
ら

烏
三
疋
杉
を
す
べ
り

四
疋
に
な
つ
て
旋
転
す
る

制
作
日
付
は
大
正
十
一
年
十
月
十
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
稗
貫
農
学
校
か
ら
花
巻
農
学

校
に
改
称
す
る
以
前
、
若
葉
町
に
移
転
す
る
以
前
で
、
文
語
詩
も
季
節
は
秋
で
イ
メ
ー
ジ
は
繋

が
っ
て
い
る
。
「
お
城
の
下
」
や
「
赤
い
蓼
の
花
」
、
「
蘆
の
穂
は
赤
い
赤
い
」
と
い
う
言
葉
も
関

連
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
よ
り
「
ひ
と
の
名
前
を
な
ん
べ
ん
も
／
風
の
な
か
で
繰
り
返

し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
か
」
は
決
定
的
だ
と
思
う
。

こ
の
「
ひ
と
の
名
前
」
に
つ
い
て
、
恩
田
逸
夫
（
「
補
注
（
春
と
修
羅
）
」
（
『
日
本
近
代
文
学

大
系

高
村
光
太
郎
・
宮
沢
賢
治
』

角
川
書
店

昭
和
四
十
六
年
六
月
）
は
、
タ
イ
ト
ル
の
マ

36

サ
ニ
エ
ロ
（
オ
ー
ベ
ー
ル
「
ボ
ル
テ
ィ
チ
の
唖
娘
」
の
主
人
公
の
名
前
）
か
ら
、
兄
と
妹
の
密

接
な
つ
な
が
り
を
思
わ
せ
、
ま
た
前
行
の
「
悲
し
さ
の
た
め
に
」
か
ら
妹
ト
シ
を
指
す
の
で
は

な
い
か
と
す
る
。
し
か
し
、
恩
田
は
『
春
と
修
羅
（
第
一
集
）
』
所
収
の
「
松
の
針
」
に
、
「
お

ま
へ
が
あ
ん
な
に
ね
つ
に
燃
さ
れ
／
あ
せ
や
い
た
み
で
も
だ
え
て
ゐ
る
と
き
／
わ
た
く
し
は
日

の
て
る
と
こ
で
た
の
し
く
は
た
ら
い
た
り
／
ほ
か
の
ひ
と
の
こ
と
を
か
ん
が
へ
な
が
ら
森
を
あ

る
い
て
ゐ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
賢
治
の
恋
人
を
指
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
書
い
て
い
る
。

『
春
と
修
羅
（
第
一
集
）
』
を
書
い
て
い
た
頃
の
賢
治
に
は
、
例
え
ば
「
第
四
梯
形
」
で
「
青
い

抱
擁
衝
動
や
／
明
る
い
雨
の
中
の
み
た
さ
れ
な
い
唇
が
／
き
れ
い
に
そ
ら
に
溶
け
て
ゆ
く
／
日

本
の
九
月
の
気
圏
で
す
」
と
書
き
、
ま
た
「
一
本
木
野
」
で
「
こ
ん
な
あ
か
る
い
穹
窿
と
草
を

／
は
ん
に
ち
ゆ
つ
く
り
あ
る
く
こ
と
は
／
い
つ
た
い
な
ん
と
い
ふ
お
ん
け
い
だ
ら
う
／
わ
た
く

し
は
そ
れ
を
は
り
つ
け
と
で
も
と
り
か
へ
る
／
こ
ひ
び
と
と
ひ
と
め
み
る
こ
と
で
さ
へ
さ
う
で

な
い
か
」
と
書
く
よ
う
な
、
具
体
的
な
恋
愛
対
象
が
い
た
よ
う
で
、
栗
原
敦
（
「
資
料
と
研
究
・

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
⑪

新
校
本
全
集
訂
正
項
目
・
「
き
み
に
な
ら
び
て
野
に
た
て
ば

賢
治
の
恋
」
の

∧
詩
∨
読
解
の
こ
と
」

「
賢
治
研
究

」

宮
沢
賢
治
研
究
会

平
成
二
十
一
年
十
月
）
も
、

115

「
『
春
と
修
羅
』
の
時
代
に
、
賢
治
に
交
際
の
あ
っ
た
女
性
が
実
在
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
小
沢

俊
郎
が
記
し
た
と
お
り
事
実
で
す
。
旧
校
本
全
集
編
纂
時
に
そ
れ
が
紹
介
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
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た
こ
と
も
事
実
で
す
。
そ
し
て
、
事
情
が
あ
っ
て
公
表
の
機
会
が
失
わ
れ
た
こ
と
も
小
沢
の
直

話
（
昭
和

・
９
・

）
と
し
て
承
知
し
て
い
ま
す
」
と
書
く
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、

54

24

恋
人
説
を
取
り
た
い
と
思
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
解
釈
が
こ
れ
以
上
に
進
む
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。
た
だ
、
風
の
中
で
恋
人
の
名
前
を
つ
ぶ
や
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
実
体
験
と
し

て
も
あ
っ
た
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
は
記
憶
し
て
お
い
て
も
よ
い
か
と
思
う
。

し
か
し
、
下
書
稿

を
手
入
れ
す
る
段
階
で
は
、
「
土
木
主
幹
の
せ
な
ひ
ろ
く
／
線
路
に
添
ひ

（一）

て
帰
り
行
く
」
と
第
三
者
を
主
人
公
に
す
る
構
想
が
立
て
ら
れ
、
以
降
、
下
書
稿

で
は
タ
イ

（三）

ト
ル
が
「
判
事
」
、
下
書
稿

で
は
「
検
事
」
と
、
文
語
詩
に
つ
い
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
私
性
の

（四）

排
除
が
な
さ
れ
て
い
る
。
定
稿
に
な
る
と
タ
イ
ト
ル
も
な
く
な
っ
て
、
誰
を
視
点
に
し
た
も
の

な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
相
手
へ
の
思
い
な
の
か
も
分
か
り
に
く
い
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
恋
愛
感
情
を
描
く
の
に
「
猥
」
、
「
嘲
笑
」
、
「
凶
つ
」
、

「
火
の
鱗
」
、
「
秘
呪
」
と
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
捉
え
に
く
い
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
だ
。
妹
ト
シ
が
病
床
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
く
る
や
ま
し
さ
、
ま
た
、
「
小
岩
井
農
場
」
で
書
か

れ
た
よ
う
に
、
「
じ
ぶ
ん
と
ひ
と
と
萬
象
と
い
っ
し
ょ
に
／
至
上
福
し
に
い
た
ら
う
と
す
る
／
そ

れ
を
あ
る
宗
教
情
操
と
す
る
な
ら
ば
／
そ
の
ね
が
ひ
か
ら
碎
け
ま
た
は
疲
れ
／
じ
ぶ
ん
と
そ
れ

か
ら
た
っ
た
も
ひ
と
つ
の
た
ま
し
ひ
と
／
完
全
そ
し
て
永
久
に
ど
こ
ま
で
も
い
っ
し
ょ
に
行
か

う
と
す
る
／
こ
の
変
態
を
恋
愛
と
い
ふ
」
と
い
う
宗
教
的
な
思
い
か
ら
す
る
恋
愛
に
対
す
る
禁

忌
の
意
識
が
そ
う
書
か
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
文
語
詩
制
作
中
の
賢
治
は
、
森
荘

已
池
に
「
草
や
木
や
自
然
を
書
く
よ
う
に
エ
ロ
の
こ
と
を
書
き
た
い
。
」
（
「
昭
和
六
年
七
月
七
日

の
日
記
」

『
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』

昭
和
四
十
九
年
十
月

津
軽
書
房
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
な

思
い
を
抱
い
て
も
い
た
よ
う
で
、
文
語
詩
定
稿
に
は
、
そ
の
表
れ
と
も
思
え
る
よ
う
な
作
品
が

散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
賢
治
に
は
恋
愛
や
性
を
む
し
ろ
謳
歌
す
る
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
本
作
は
恋
愛
を
批
判
的
に
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
々
を
描
く
中
で
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
過
去
の
自
分
を
第
三
者
の
よ
う
に
客
観
的
に
描
こ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
賢
治
の
恋
愛
経
験
な
ど
が
具
体
的
に
わ
か
る
と
、
単
に
興
味
深
い
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
文
語
詩
の
解
釈
に
も
大
き
な
発
展
が
望
め
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。

新
し
い
資
料
の
発
見
や
紹
介
が
さ
れ
る
日
を
待
ち
た
い
。

先
行
研
究

島
田
隆
輔
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
散
逸
稿
／
《
文
語
詩
稿
》
へ
の
過
程
か
ら
迫
る
試
み
」
（
「
島
大

国
文

」

島
大
国
文
会

平
成
十
年
二
月
）

26

奥
本
淳
恵
Ａ
「
宮
沢
賢
治
文
語
詩
稿
∧
双
四
聯
∨
の
表
現
手
法

詩
篇
「
母
」
の
場
合
」
（
「
論

攷
宮
沢
賢
治
７
」

中
四
国
宮
沢
賢
治
研
究
会

平
成
十
八
年
七
月
）

奥
本
淳
恵
Ｂ
「
宮
沢
賢
治
の
詩
に
お
け
る
外
来
語

口
語
詩
篇
「
マ
サ
ニ
エ
ロ
」
と
文
語
詩
篇

「
〔
あ
か
つ
き
眠
る
み
ど
り
ご
を
〕
」
の
場
合
」
（
『
安
田
文
芸
論
叢

研
究
と
資
料

第
二

輯
』

安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
科
事
務
局

平
成
二
十
二
年
三
月
）

岩
頸
列

45①
西
は
箱
ヶ
と
毒
ヶ
森
、

椀
コ
、
南
昌
、
東
根
の
、

ド
グ

古
き
岩
頸
の
一
列
に
、

氷
霧
あ
え
か
の
ま
ひ
る
か
な
。

ネ

ツ

ク

②
か
ら
く
み
や
こ
に
た
ど
り
け
る
、

芝
雀
は
旅
を
も
の
が
た
り
、

「
そ
の
小
屋
掛
け
の
う
し
ろ
に
は
、

寒
げ
な
る
山
に
ょ
き
に
ょ
き
と
、

立
ち
し
」
と
ば
か
り
口
つ
ぐ
み
、

と
み
に
わ
ら
ひ
に
ま
ぎ
ら
し
て
、

渋
茶
を
し
げ
に
の
み
し
て
ふ
、

そ
の
こ
と
ま
こ
と
う
べ
な
れ
や
。

③
山
よ
ほ
の
ぼ
の
ひ
ら
め
き
て
、

わ
び
し
き
雲
を
ふ
り
は
ら
へ
、

そ
の
雪
尾
根
を
か
ゞ
や
か
し
、

野
面
の
う
れ
ひ
を
燃
し
了
せ
。

お
ほ

大
意

西
に
は
箱
ヶ
森
と
毒
ヶ
森
、

椀
コ
、
南
昌
山
、
東
根
山
の
、

古
い
岩
頸
の
一
列
が
並
び
、

真
昼
だ
と
い
う
の
に
ほ
の
か
に
氷
霧
が
出
て
い
る
よ
う
だ
。
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あ
ち
こ
ち
を
巡
り
歩
い
て
よ
う
や
く
都
に
た
ど
り
つ
い
た
、

旅
芸
人
の
芝
雀
は
旅
に
つ
い
て

語
り
、

「
そ
の
小
屋
の
後
ろ
に
は
、

寒
々
し
い
山
々
が
に
ょ
き
に
ょ
き
と
、

立
っ
て
い
て
気
味
が
悪
か
っ
た
よ
」
と
だ
け
喋
る
と
口
を
つ
ぐ
み
、

笑
い
に
紛
ら
せ
な
が
ら
、

渋
茶
を
ひ
ん
ぱ
ん
に
す
す
っ
た
と
い
う
が
、

そ
れ
も
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
だ
。

山
よ
そ
ろ
そ
ろ
は
っ
き
り
と
姿
を
見
せ
て
、

わ
び
し
い
雲
を
振
り
は
ら
っ
て
し
ま
え
、

そ
の
雪
の
積
も
っ
た
尾
根
を
輝
か
せ
、

野
の
ど
ん
よ
り
し
た
思
い
を
燃
や
し
尽
く
し
て
く
れ
。

モ
チ
ー
フ

箱
ヶ
森
か
ら
東
根
山
に
連
な
る
岩
頸
列
の
景
観
の
奇
妙
さ
に
つ
い
て
、
芝
雀
と
い
う
（
お
そ
ら

く
は
）
架
空
の
旅
芸
人
の
視
点
を
借
り
な
が
ら
表
現
し
た
作
品
。
岩
頸
が
に
ょ
き
に
ょ
き
と
伸

び
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
賢
治
に
親
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
唐
突
な
旅
芸

人
の
登
場
は
、
永
く
こ
こ
に
住
ん
だ
者
よ
り
も
、
訪
問
者
に
こ
そ
、
そ
の
特
異
な
風
景
が
新
鮮

に
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。

語
注

箱
ヶ

盛
岡
市
、
雫
石
町
、
矢
巾
町
に
ま
た
が
る
箱
ヶ
森
（
八
六
五
・
五
ｍ
）
の
こ
と
。
「
は
こ

が
」
と
読
ま
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
細
田
嘉
吉
（
後
掲
Ｂ
）
に
よ
れ
ば
、
南
東
の
平
地
よ

り
に
あ
る
赤
林
山
（
八
五
五
ｍ
）
と
一
緒
に
矢
筈
森
と
呼
ば
れ
、
ま
た
、
本
来
は
鉢
ヶ
森
と

呼
ば
れ
る
べ
き
赤
林
山
と
箱
ヶ
森
が
混
同
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
平
地
か
ら
見
れ
ば
当
然
目

に
着
く
は
ず
の
山
を
賢
治
が
書
か
な
か
っ
た
の
は
「
大
正
時
代
に
は
「
赤
林
山
」
の
名
称
は

ま
だ
ま
だ
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
」
か
ら
だ
と
す
る
。
大
石
雅
之
（
後
掲
）
や
加
藤
碩
一

（
「
岩
頸
」

『
宮
沢
賢
治
地
学
用
語
辞
典
』

愛
智
出
版

平
成
二
十
三
年
九
月
）
が
書
く
よ

う
に
、
大
正
五
年
三
月
発
行
（
大
日
本
帝
国
陸
地
測
量
部
）
の
五
万
分
の
一
地
形
図
「
日

詰
」
に
は
赤
林
山
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、

賢
治
が
現
在
の
赤
林
山
の
こ
と
を
箱
ヶ
森
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
。
松
本
隆
（
後

掲
）
も
、
土
地
の
古
老
が
現
在
の
赤
林
山
を
箱
ヶ
森
と
呼
び
、
現
在
の
箱
ヶ
森
を
枕
森
と
呼

ん
で
い
た
と
い
う
証
言
を
紹
介
し
て
い
る
。

毒
ヶ
森

雫
石
町
に
あ
る
毒
ヶ
森
（
七
八
二
ｍ
）
の
こ
と
。
賢
治
が
自
ら
「
経
埋
ム
ベ
キ
山
」

ド
グ

と
し
た
県
内
三
十
二
の
山
の
う
ち
の
一
つ
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

椀
コ

他
の
山
は
実
在
す
る
の
に
（
い
く
つ
か
の
説
が
分
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
）
、
一
つ

だ
け
実
在
が
確
認
で
き
な
い
の
が
「
椀
コ
」
で
あ
る
。
①
毒
ヶ
森
の
南
西
約
一
・
二
キ
ロ
地

点
に
あ
る
大
石
山
（
五
二
七
ｍ
）
を
指
す
と
い
う
説
（
『
語
彙
辞
典
』
（
平
成
元
年
十
月

東
京

書
籍
）
、
奥
田
博
（
後
掲
Ａ
）
、
村
上
英
一
（
後
掲
）
、
『
新
語
彙
辞
典
』
（
平
成
十
一
年
七

月
）
）
、
②
平
地
側
か
ら
見
て
最
も
近
く
に
大
き
く
聳
え
て
い
る
赤
林
山
（
八
五
五
ｍ
）
だ
と

す
る
説
（
大
石
雅
之
（
後
掲
）
、
ブ
ロ
グ
「
宮
沢
賢
治
の
里
よ
り
」
（h

t
t
p
:
/
/
b
l
o
g
.
g
o
o
.
n

e
.
j
p
/
s
u
z
u
k
i
k
e
i
m
o
r
i
/

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
～
三
月
三
日
）
）
、
③
南
昌
山
の
北

側
に
あ
る
七
七
一
ｍ
の
ピ
ー
ク
（
木
津
ヶ
山
。
山
頂
に
は
薬
師
岳
と
い
う
札
が
あ
る
と
い

う
）
を
指
す
と
い
う
説
（
細
田
（
後
掲
Ａ
、
Ｂ
）
、
『
新
語
彙
辞
典
』
初
版

補
遺
（
平
成
十
二

年
八
月
）
、
『
定
本
語
彙
辞
典
』
（
平
成
二
十
五
年
八
月
）
）
、
④
「
椀
コ
」
は
「
お
椀
の
形
の
よ

う
な
」
と
い
う
意
味
な
の
で
南
昌
山
の
愛
称
だ
と
す
る
説
（
宮
城
一
男
（
後
掲
Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
）
、
加
藤
碵
一
（
後
掲
）
、
松
本
隆
（
後
掲
）
）
が
出
て
い
る
。
ま
た
、
『
新
校
本
全
集
』
で

は
、
「
五
十
篇
」
の
「
〔
月
の
鉛
の
雲
さ
び
に
〕
」
の
下
書
稿

～

の
余
白
に
あ
る
岩
頸
列
の

（五）

（七）

線
画
に
つ
い
て
、
「
連
山
は
明
ら
か
に
箱
ヶ
森
・
毒
ヶ
森
・
南
昌
山
等
の
岩
頸
列
の
山
々
で
あ

る
」
と
し
、
「
た
だ
し
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
で
は
、
右
か
ら
、
箱
ヶ
森
・
毒
ヶ
森
・
南
昌
山
・
椀

コ
・
東
根
山
と
並
ん
で
お
り
、
文
語
詩
「
岩
頸
列
」
と
は
、
南
昌
山
・
椀
コ
の
順
序
が
食
い

違
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
「
椀
コ
」
が
、
何
山
を
指
す
の
か
と
い
う
論
議
で
は
な
い
が
、
①
～

④
の
論
者
の
共
感
は
得
ら
れ
そ
う
に
な
い
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
ず
①
の
大
石
山
説
か

ら
検
証
し
て
み
た
い
。
大
石
山
は
標
高
も
低
く
、
岩
頸
で
も
な
さ
そ
う
で
、
「
一
列
」
の
語
も

ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ま
た
、
東
方
の
矢
巾
町
の
側
か
ら
は
見
え
な
い
と
い
う
意
味
か
ら
も
却

下
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
②
の
赤
林
山
説
に
つ
い
て
、
大
石
（
後
掲
）
は
地
図
上
で
見

て
、
箱
ヶ
森
と
毒
ヶ
森
と
い
う
西
の
列
と
、
赤
林
、
南
昌
、
東
根
の
東
の
列
が
あ
る
の
だ
と

す
る
が
、
一
望
で
き
る
の
は
岩
手
山
の
頂
上
付
近
だ
と
い
う
し
、
「
岩
頸
の
一
列
」
と
い
う
言

、
、

ネ

ツ

ク

葉
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
。
賢
治
が
赤
林
山
を
書
い
て
い
な
い
の
は
、
「
ア
カ
バ
ヤ
シ
」
と
い
う
五

音
を
使
っ
て
し
ま
う
と
他
の
山
に
言
及
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
③
の
七
七
一
ｍ
の
ピ
ー
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ク
説
は
、
地
図
等
に
も
名
前
が
載
っ
て
い

な
い
マ
イ
ナ
ー
さ
が
問
題
に
な
る
か
と
思

う
。
④
の
「
椀
コ
」
を
愛
称
と
み
る
説
に

つ
い
て
は
、
山
名
が
列
挙
さ
れ
る
中
で

「
椀
コ
」
の
み
が
愛
称
で
、
単
独
の
山
を

指
し
て
い
な
い
の
は
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
よ

う
に
思
う
。
ど
れ
も
一
長
一
短
だ
と
思
う

が
、
③
の
七
七
一
ｍ
の
ピ
ー
ク
説
、
つ
ま

り
木
津
ヶ
山
（
ま
た
は
薬
師
岳
）
だ
と
す

る
の
が
一
番
無
難
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

細
田
の
言
う
よ
う
に
、
順
番
か
ら
し
て
こ

こ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
写
真
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
「
椀

コ
」
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
地
図
か
ら
立
体
的
な

山
の
仮
想
写
真
を
作
成
で
き
る
ソ
フ
ト
（
カ
シ
ミ
ー
ル
３
Ｄ
）
に
て
、
い
ろ
い
ろ
試
し
て
み

た
が
、
箱
ヶ
森
、
毒
ヶ
森
、
薬
師
岳
、
南
昌
山
、
東
根
山
が
一
列
に
う
ま
く
並
び
、
し
か
も

薬
師
岳
が
「
椀
コ
」
の
よ
う
に
見
え
る
場
所
は
、
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
「
〔
月

の
鉛
の
雲
さ
び
に
〕
」
の
下
書
稿

～

の
余
白
に
あ
る
岩
頸
列
の
線
画
を
見
て
み
る
と
、

（五）

（七）

「
椀
コ
」
に
あ
た
る
山
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
東
根
山
は
花
巻
あ
た
り
か
ら
で
な
く
て
は
あ

そ
こ
ま
で
山
頂
部
が
平
ら
に
は
見
え
な
い
は
ず
だ
し
、
南
昌
山
と
思
わ
れ
る
山
と
の
距
離
も

近
す
ぎ
、
ピ
ー
ク
の
数
や
高
さ
も
実
際
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
記
憶
の

中
の
も
の
で
あ
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
で
は
な
く
、
位
置
関
係
ま
で
は
っ
き
り
描
か
れ
た
も
の
で
は

な
さ
そ
う
だ
。
つ
ま
り
、
賢
治
が
岩
頸
を
愛
し
た
こ
と
は
違
い
な
い
に
し
て
も
、
ど
こ
の
地

点
か
ら
見
た
時
に
ど
う
見
え
る
か
に
つ
い
て
ま
で
、
写
真
の
よ
う
に
正
確
に
把
握
し
き
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
従
っ
て
、
③
説
が
最
も
無
理
が
な
い
も
の
の

よ
う
に
思
う
と
し
た
が
、
順
序
の
認
識
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
絶
対
的

な
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
。

南
昌

雫
石
町
と
矢
巾
町
の
境
に
あ
る
釣
鐘
型
を
し
た
南
昌
山
（
八
四
八
ｍ
）
の
こ
と
。
盛
岡

木津ヶ山（または薬師岳・右）と南昌山（左）

手代森小学校前から

で
は
「
南
昌
山
に
雨
が
降
れ
ば
盛
岡
も
雨
」
と
言

わ
れ
る
。
こ
の
山
の
洞
窟
に
青
竜
が
住
ん
で
お

り
、
毒
気
を
吐
い
て
雲
を
呼
び
、
雨
を
降
ら
せ
た

と
い
う
。
元
は
毒
ヶ
森
と
呼
ば
れ
た
が
、
元
禄
十

六
年
に
南
部
久
信
が
毒
の
字
を
嫌
っ
て
南
昌
山
に

改
名
し
た
と
言
わ
れ
る
。
頂
上
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

石
塔
や
石
碑
が
あ
り
、
地
元
の
人
た
ち
の
信
奉
も

篤
か
っ
た
よ
う
だ
。
賢
治
が
「
経
埋
ム
ベ
キ
山
」

と
し
た
県
内
三
十
二
の
山
の
う
ち
の
一
つ
。

東
根

紫
波
町
と
雫
石
町
に
ま
た
が
る
東
根
山
（
九

あ
ず
ま
ね

二
八
・
四
ｍ
）
の
こ
と
。
こ
こ
も
「
経
埋
ム
ベ
キ

山
」
の
う
ち
の
一
つ
。

岩
頸

童
話
「
楢
の
木
大
学
士
の
野
宿
」
で
は
、
大

ネ

ツ

ク学
士
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
せ
て
い
る
。
「
岩
頸

と
い
ふ
の
は
、
地
殻
か
ら
一
寸
頸
を
出
し
た
太
い

岩
石
の
棒
で
あ
る
」
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
変
な
も

の
が
で
き
た
と
い
ふ
な
ら
、
そ
い
つ
は
蓋
し
簡
単

だ
。
え
ゝ
、
こ
ゝ
に
一
つ
の
火
山
が
あ
る
。
熔
岩

を
流
す
。
そ
の
熔
岩
は
地
殻
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら

太
い
棒
に
な
っ
て
の
ぼ
っ
て
来
る
。
火
山
が
だ
ん
だ
ん
衰
へ
て
、
そ
の
腹
の
中
ま
で
冷
え
て

し
ま
ふ
。
熔
岩
の
棒
も
か
た
ま
っ
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
か
ら
火
山
は
永
い
間
に
空
気
や
水
の
た

め
に
、
だ
ん
だ
ん
崩
れ
る
。
た
う
と
う
削
ら
れ
て
へ
ら
さ
れ
て
、
し
ま
ひ
に
は
上
の
方
が
す

っ
か
り
無
く
な
っ
て
、
前
の
か
た
ま
っ
た
熔
岩
の
棒
だ
け
が
、
や
っ
と
残
る
と
い
ふ
あ
ん
ば

い
だ
。
こ
の
棒
は
大
抵
頸
だ
け
を
出
し
て
、
一
つ
の
山
に
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
岩
頸
だ
」
。

岩
手
県
の
矢
巾
や
雫
石
の
近
辺
に
は
こ
の
岩
頸
に
よ
る
奇
妙
な
形
の
山
が
多
い
。
岩
手
山
に

比
べ
て
古
い
火
山
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
『
春
と
修
羅
（
第
一
集
）
』
の
「
小
岩
井
農
場
」

で
は
、
「
あ
れ
は
き
っ
と
／
南
昌
山
や
沼
森
の
系
統
だ
／
決
し
て
岩
手
火
山
に
属
し
な
い
」
と

あ
る
。

手代森小学校から岩頸群を臨む（カシミール３Ｄによる）
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氷
霧

「
細
か
な
氷
晶
が
多
数
空
気
中
に
浮
か
ん
で
、
霧
の
よ
う
に
あ
た
り
が
ぼ
ん
や
り
見
え

る
現
象
。
顕
微
鏡
で
氷
晶
を
調
べ
る
と
、
針
状
、
柱
状
、
板
状
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
し
て

い
る
。
普
通
、
気
温
が
氷
点
下

℃
あ
る
い
は
さ
ら
に
低
い
と
き
に
発
生
す
る
。
氷
霧
を
通

10

し
て
太
陽
が
見
え
る
と
き
は
、
そ
の
周
り
に
暈
が
現
れ
た
り
、
上
下
に
延
び
る
光
柱
が
見
え

か
さ

た
り
す
る
。
氷
晶
の
数
が
比
較
的
少
な
い
と
き
は
細

氷
と
よ
ば
れ
る
」
（
『
日
本
大
百
科
全

さ
い
ひ
ょ
う

書
』
）
。
「
一
百
篇
」
の
「
〔
う
た
が
ふ
を
や
め
よ
〕
」
等
に
も
登
場
す
る
。

芝
雀

歌
舞
伎
役
者
の
三
代
目
中
村
雀
右
衛
門
（
明
治
八
年
～
昭
和
二
年
）
は
、
四
代
目
中
村

じ

ゃ

く

え

も

ん

芝

雀
と
し
て
明
治
末
年
か
ら
大
正
に
か
け
て
上
方
を
中
心
に
活
躍
し
た
。
細
田
（
後
掲
Ｂ
）

し
ば
じ
ゃ
く

は
、
芝
雀
が
盛
岡
劇
場
か
ら
岩
頸
を
見
た
の
だ
と
し
、
松
本
（
後
掲
）
は
、
「
賢
治
が
東
京
に

出
て
い
た
時
に
、
た
ま
た
ま
歌
舞
伎
を
見
に
出
か
け
た
。
そ
の
時
舞
台
に
立
っ
た
歌
舞
伎
役

者
の
芝
雀
が
」
、
「
興
業
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
こ
と
を
、
自
分
た
ち
の
失
敗
を
棚
に
上
げ
、

周
り
の
山
ま
で
け
な
し
て
、
後
は
渋
茶
を
飲
ん
で
ご
ま
か
し
た
」
の
だ
と
す
る
。
た
だ
、
岩

頸
の
に
ょ
き
に
ょ
き
し
た
様
子
は
盛
岡
か
ら
で
は
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、

「
西
は
箱
ヶ
と
毒
ヶ
森
」
と
あ
る
の
に
、
盛
岡
か
ら
だ
と
「
西
」
の
方
角
と
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
賢
治
の
経
験
に
基
づ
い
た
も
の
だ
と
す
る
必
要
も
な
い
と
思
う
。
村
上
（
後
掲
）
は
、

「
田
舎
ま
わ
り
の
役
者
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
の
音
律
を
考
え
る
と
読
み
は
「
し
じ
ゃ
く
」
」
と

し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
従
い
た
い
。

評
釈

黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿
（
タ
イ
ト
ル
は
「
岩
頸
列
」
。
鉛
筆
で
○写
）
、

22
0

定
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
定
稿
の
二
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。
先
行
作
品
や
関
連
作
品
の
指

摘
は
な
い
。

一
連
は
岩
頸
が
並
ぶ
冬
の
或
る
日
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
に
詠
み
、
二
連
で
は
こ
の
地
で
の
経

験
を
旅
芸
人
が
別
の
場
所
で
第
三
者
に
語
る
場
面
、
三
連
で
は
再
び
岩
頸
を
前
に
し
て
、
山
に

語
り
か
け
る
よ
う
な
言
葉
が
つ
づ
ら
れ
る
と
い
う
構
造
の
作
品
で
あ
る
。

賢
治
が
岩
頸
を
愛
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
景
観
や
特
性
だ
け
で
な
く
、
松
本
隆
（
後
掲
）

が
い
う
よ
う
に
、
中
学
校
時
代
の
友
人
・
藤
原
健
次
郎
と
何
度
も
訪
れ
た
記
憶
と
も
関
わ
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
童
話
「
楢
の
木
大
学
士
の
野
宿
」
に
も
、
そ
の
魅
力
は
充
分
に
語
ら
れ

て
い
る
。

「
歌
稿
〔
Ｂ
〕
」
の
大
正
四
年
四
月
の
項
に
、
賢
治
は
「

毒
ヶ
森
／
南
昌
山
の
一
つ
ら
は

240

／
ふ
と
お
ど
り
た
ち
て
わ
が
ぬ
か
に
く
る
」
と
い
う
短
歌
を
残
し
て
い
る
が
、
鈴
木
健
司
（
後

掲
）
は
、
「
毒
ヶ
森
、
南
昌
山
の
う
ち
の
一
つ
が
突
然
踊
り
立
ち
、
伸
び
る
よ
う
に
し
て
、
遠
く

離
れ
た
自
分
の
額
に
向
か
っ
て
く
る
、
と
い
う
内
容
の
短
歌
」
だ
と
捉
え
、
「
楢
の
木
大
学
士
の

野
宿
」
に
も
「
四
人
兄
弟
の
岩
頸
で
、
／
だ
ん
だ
ん
地
面
か
ら
せ
り
上
っ
て
来
た
」
や
、
「
注
文

通
り
岩
頸
は
／
丁
度
胸
ま
で
せ
り
出
し
て
」
と
い
っ
た
描
写
が
あ
り
、
岩
頸
四
人
兄
弟
の
末
子

で
あ
る
「
い
た
づ
ら
の
弟
」
が
、
「
そ
ん
な
ら
僕
一
つ
お
ど
か
し
て
や
ら
う
」
と
、
「
光
る
大
き

な
長
い
舌
を
出
し
て
／
大
学
士
の
額
を
べ
ろ
り
と
嘗
め
た
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
こ
と
に
関

係
を
見
出
し
て
い
る
。
「
岩
頸
列
」
で
は
、
芝
雀
に
「
寒
げ
な
る
山
に
ょ
き
に
ょ
き
と
、
／
立
ち

し
」
こ
と
を
報
告
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
岩
頸
が
伸
び
て
い
る
こ
と
の
表
現
で
あ
り
、
芝
雀

は
、
こ
れ
に
驚
い
て
み
や
こ
に
逃
げ
帰
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
う
。

賢
治
は
見
間
違
い
や
思
い
違
い
に
つ
い
て
、
好
ん
で
詩
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
春
と
修
羅

（
第
一
集
）
』
の
「
高
原
」
に
は
、

海
だ
べ
が
ど
、
お
ら
、
お
も
た
れ
ば

や
つ
ぱ
り
光
る
山
だ
た
ぢ
や
い

ホ
ウ

髪
毛

風
吹
け
ば

か

み

け

鹿
踊
り
だ
ぢ
や
い

し
し

と
あ
る
。
間
違
い
で
は
あ
っ
て
も
、
「
海
の
よ
う
に
思
え
た
」
と
い
う
錯
覚
、
心
の
動
き
こ
そ
が

重
要
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
度
目
に
同
じ
場
所
を
訪
れ
れ
ば
、
も
う
そ
の
「
光
る
山
」
は

山
に
し
か
見
え
ず
、
決
し
て
「
海
」
だ
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
経
験
を
重
ね
、
学

習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
動
き
は
抑
制
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
広
告
ち
ら
し
」
で
、
賢
治
は
、
自
分
が
書
い
た
物
語
は
、
「
卑

怯
な
成
人
た
ち
に
畢
竟
不
可
解
」
で
は
あ
っ
て
も
、
「
純
真
な
心
意
の
所
有
者
た
ち
」
な
ら
ば
、

「
ど
ん
な
に
馬
鹿
げ
て
ゐ
て
も
、
難
解
で
も
必
ず
心
の
深
部
に
於
て
万
人
の
共
通
で
あ
る
」
と
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書
い
た
。
経
験
や
知
識
が
乏
し
い
ゆ
え
に
、
「
純
真
な
心
意
」
の
持
主
で
あ
る
子
供
は
多
く
の
誤

り
を
犯
す
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
感
じ
る
は
ず
の
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
大
人
よ
り

も
、
ず
っ
と
本
質
を
見
抜
け
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
所
収
の
童
話
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
で
は
、
山
猫
か
ら
の
ハ
ガ
キ

を
も
ら
っ
た
一
郎
は
、
う
れ
し
く
て
夜
も
寝
ら
れ
ず
、
朝
に
な
っ
て
「
お
も
て
に
で
て
み
る
と
、

ま
は
り
の
山
は
、
み
ん
な
た
つ
た
い
ま
で
き
た
ば
か
り
の
や
う
に
う
る
う
る
も
り
あ
が
つ
て
、

ま
つ
青
な
そ
ら
の
し
た
に
な
ら
ん
で
ゐ
」
る
の
を
発
見
す
る
。
山
を
生
命
感
に
あ
ふ
れ
た
も
の

に
す
る
の
は
、
人
間
の
心
、
す
な
わ
ち
「
純
真
な
心
意
」
で
あ
る
。
村
上
（
後
掲
）
は
、
こ
の

「
う
る
う
る
」
と
本
作
に
お
け
る
「
に
ょ
き
に
ょ
き
」
に
類
縁
性
を
見
出
し
て
い
た
が
、
こ
れ

は
岩
頸
が
に
ょ
き
に
ょ
き
と
伸
び
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
鈴
木
（
後
掲
）
の
論
に
も
繋

が
っ
て
い
き
そ
う
だ
。
純
真
な
心
意
の
持
ち
主
に
こ
そ
、
岩
頸
は
恐
ろ
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ

や
す
い
の
だ
。

さ
て
、
本
作
で
は
旅
芸
人
が
岩
頸
を
に
ょ
き
に
ょ
き
と
伸
び
て
い
く
よ
う
に
感
じ
た
と
し
て

い
る
が
、
旅
芸
人
は
子
ど
も
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
も
同
じ
風
景
を
見
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
人
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
新
鮮
な
感
覚
で
風
景
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
子
ど
も
の
よ
う
に
「
純
真
な
心
意
の
所
有
者
」
に
な
り
得
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

日
本
中
を
歩
き
回
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
名
勝
や
奇
景
を
見
て
き
た
旅
芸
人
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
岩
手
の
奇
景
は
珍
し
く
、
驚
く
べ
き
も
の
な
の
だ
。
賢
治
は
岩
手
の
人
々
に
対
し
て
、
自

分
た
ち
が
見
慣
れ
て
し
ま
っ
た
光
景
を
再
発
見
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
く
は

海
外
に
お
け
る
浮
世
絵
ブ
ー
ム
が
日
本
に
お
け
る
浮
世
絵
の
見
直
し
に
繋
が
り
、
近
年
で
は
、

海
外
に
お
け
る
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
の
声
が
、
日
本
の
オ
タ
ク
文
化
を
再
評
価
さ
せ
た
例
も
あ
る

が
、
賢
治
は
そ
ん
な
効
果
を
、
こ
の
旅
芸
人
・
芝
雀
に
負
わ
せ
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

賢
治
は
北
海
道
へ
の
修
学
旅
行
に
農
学
校
の
生
徒
を
引
率
し
た
際
の
「
〔
修
学
旅
行
復
命

書
〕
」
（
大
正
十
三
年
）
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

車
窓
石
狩
川
を
見
、
次
で
落
葉
松
と
独
乙
唐
檜
と
の
林
地
に
入
る
。
生
徒
等
屡
々
風
景
を
賞

す
。
蓋
し
旅
中
は
心
緒
新
鮮
に
し
て
実
際
と
離
る
ゝ
が
故
に
審
美
容
易
に
行
は
る
ゝ
な
り
。

若
し
生
徒
等
こ
の
旅
を
終
へ
て
郷
に
帰
る
の
日
新
に
欧
米
の
観
光
客
の
心
地
を
以
て
そ
の
山

川
に
臨
ま
ん
か
孰
れ
か
か
の
懐
か
し
き
広
重
北
斉
古
版
画
の
一
片
に
非
ら
ん
や
。
実
に
修
練

斯
の
如
く
な
ら
ざ
る
よ
り
は
田
園
の
風
と
光
と
は
そ
の
余
り
に
鈍
重
な
る
労
働
の
辛
苦
に
よ

り
て
影
を
失
ひ
、
農
業
は
傍
観
し
て
神
聖
に
自
ら
行
ひ
て
苦
痛
な
る
一
のs

k
i
m
m
e
d
m
i
l
k

た

る
に
過
ぎ
ず
。

旅
人
の
目
で
見
直
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
岩
手
は
驚
く
べ
き
景
観
に
満
ち
て
い
る
。
そ
ん
な
思

い
が
、
本
作
に
も
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
気
味
の
悪
い
ぞ
っ
と
す
る
山
。

そ
れ
こ
そ
が
、
賢
治
が
こ
の
一
連
な
り
の
岩
頸
列
に
対
し
て
送
っ
た
最
大
限
の
〝
賛
辞
〟
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

先
行
研
究

宮
城
一
男
Ａ
「
南
昌
山
・
葛
丸
川
」
（
『
宮
沢
賢
治

地
学
と
文
学
の
は
ざ
ま
』

玉
川
大
学
出
版

部

昭
和
五
十
二
年
四
月
）

小
沢
俊
郎
「
賢
治
原
稿
雑
見
」
（
『
小
沢
俊
郎
宮
沢
賢
治
論
集
１
』

有
精
堂

昭
和
六
十
二
年
三

月
）

宮
城
一
男
Ｂ
「
文
語
詩
稿
の
地
質
学
」
（
「
「
雪
渡
り

弘
前
・
宮
沢
賢
治
研
究
会
会
誌
５
」

弘

前
・
宮
沢
賢
治
研
究
会

昭
和
六
十
二
年
九
月
）

奧
田
博
Ａ
「
毒
ヶ
森
・
椀
コ
（
大
石
山
）
」
（
『
宮
沢
賢
治
の
山
旅
』

東
京
新
聞
出
版
局

平
成
八

年
八
月
）

奧
田
博
Ｂ
「
東
根
山
・
南
昌
山
」
（
『
宮
沢
賢
治
の
山
旅
』

東
京
新
聞
出
版
局

平
成
八
年
八

月
）

村
上
英
一
「
岩
頸
列
」
（
『
宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森
』

柏
プ
ラ
ー
ノ

平
成
十
一
年
六
月
）

宮
城
一
男
Ｃ
「
〝
農
民
の
地
学
者
”
と
し
て
の
生
活
」
（
『
宮
沢
賢
治

農
民
の
地
学
者
』

築
地

書
館

平
成
十
一
年
七
月
）

細
田
嘉
吉
Ａ
「
「
椀
コ
」
は
こ
こ
だ
」
（
「
宮
沢
賢
治
記
念
館
通
信

」

宮
沢
賢
治
記
念
館

平
成

67

十
一
年
八
月
）

細
田
嘉
吉
Ｂ
「
文
語
詩
「
岩
頸
列
」
の
“
椀
コ
”
考
証
」
（
『
石
で
読
み
解
く
宮
沢
賢
治
』

蒼
丘

書
林

平
成
十
八
年
五
月
）
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加
藤
碵
一
「
賢
治
の
地
質
学
と
そ
の
背
景
」
（
『
宮
沢
賢
治
の
地
的
世
界
』

愛
智
出
版

平
成
十

八
年
十
一
月
）

大
石
雅
之
「
宮
沢
賢
治
の
『
岩
頸
列
』
の
あ
る
山
地
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
岩
手
の
地
学

」
39

岩
手
県
地
学
教
育
研
究
会

平
成
二
十
一
年
六
月
）

松
本
隆
「
賢
治
の
詩
「
岩
頸
列
」
の
「
椀
コ
」
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
『
童
話
『
銀
河
鉄
道
の

夜
』
の
舞
台
は
矢
巾
・
南
昌
山
』
ツ
ー
ワ
ン
ラ
イ
フ

平
成
二
十
二
年
十
一
月
）

鈴
木
健
司
「
「
岩
頸
」
意
識
に
つ
い
て
」
（
『
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
地
学
的
想
像
力

∧
心
象
∨
と

∧
現
実
∨
の
谷
を
わ
た
る
』

蒼
丘
書
林

平
成
二
十
二
年
五
月
）

病
技
師
〔
一
〕

46①
こ
よ
ひ
の
闇
は
あ
た
た
か
し
、

風
の
な
か
に
て
な
か
ん
な
ど
、

ス
テ
ッ
キ
ひ
け
り
に
せ
も
の
の
、

黒
の
ス
テ
ッ
キ
ま
た
ひ
け
り
。

②
蝕
む
胸
を
ま
ぎ
ら
ひ
て
、

こ
ぼ
と
鳴
り
行
く
水
の
は
た
、

く
ら
き
炭
素
の
燈
に
照
り
て
、

飢
饉
供
養
の
巨
石
並
め
り
。

ひ

け

か

つ

お
ほ
い
し

な

大
意

今
宵
の
闇
は
ど
こ
か
あ
た
た
か
い
、

風
に
吹
か
れ
て
泣
い
て
こ
よ
う
か
な
ど
と
、

ス
テ
ッ
キ
を
ひ
い
た
、
偽
物
の
、

黒
い
ス
テ
ッ
キ
を
ま
た
ひ
い
た
。

肺
病
か
ら
く
る
音
と
交
り
あ
っ
て
、

コ
ボ
ッ
と
鳴
る
水
の
脇
で
、

暗
闇
の
中
の
ア
ー
ク
ラ
イ
ト
の
あ
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
、

飢
饉
を
供
養
す
る
た
め
の
巨
石
が

並
ん
で
い
る
。

モ
チ
ー
フ

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
か
ら
、
複
雑
な
過
程
で
成
立
し
た
作
品
だ
が
、
岩
手
の
飢
饉
に
立
ち
向

か
う
べ
き
技
師
が
思
い
半
ば
で
肺
病
に
罹
っ
て
し
ま
っ
た
無
念
さ
を
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。

「
風
の
な
か
に
な
か
ん
」
や
「
ス
テ
ッ
キ
ひ
け
り
に
せ
も
の
の
」
は
、
賢
治
自
身
に
は
思
い
入

れ
の
あ
る
句
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
つ
か
み
に
く
い
。

語
注

病
技
師

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
に
発
し
た
若
い
時
代
の
作
品
で
あ
る
た
め
、
賢
治
を
モ
デ
ル

と
し
た
人
物
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
語
詩
が
晩
年
に
書
か
れ
た
こ
と
を
思
う
と
、

賢
治
そ
の
人
の
行
状
や
思
想
も
託
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
尚
、
読
み
方
に

つ
い
て
、
三
谷
弘
美
（
後
掲
）
は
「
び
ょ
う
ぎ
し
」
、
萩
原
昌
好
（
「
病
技
師
〔
二
〕
」

『
宮

沢
賢
治

文
語
詩
の
森

第
二
集
』

柏
プ
ラ
ー
ノ

平
成
十
二
年
九
月
）
は
、
「
や
ま
い
ぎ
し
」

と
読
ま
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
び
ょ
う
ぎ
し
」
と
し
た
い
。

ス
テ
ッ
キ

洋
風
の
杖
の
こ
と
。
「

世
紀
か
ら

世
紀
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ス
ナ
ッ

17

19

フ
・
ボ
ッ
ク
ス

s
n
u
f
f
b
o
x
(

か
ぎ
タ
バ
コ
入
れ)

と
と
も
に
、
紳
士
の
最
も
重
要
な
ア
ク
セ

サ
リ
ー
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
く
に
休
日
の
散
策
や
礼
装
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
さ
れ

た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
女
性
の
散
歩
の
さ
い
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
流
行
し
た
。

世
紀
に

19

は
女
性
は
長
柄
の
パ
ラ
ソ
ル
、
男
性
は
洋
傘
を
ス
テ
ッ
キ
兼
用
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
風
習
は
徐
々
に
衰
え
な
が
ら
も

年
代
ご
ろ
ま
で
つ
づ
い
た
が
、

年
代
に
は
完

1960

70

全
に
消
滅
し
た
。
日
本
で
は
明
治
時
代
に
輸
入
さ
れ
、
一
時
は
か
な
り
の
普
及
を
み
た
」

（
『
世
界
大
百
科
事
典
』
）
と
あ
る
。
ま
た
、
巌
谷
小
波
の
エ
ッ
セ
イ
「
指
輪
と
ス
テ
ッ
キ
」

（
『
女
子
処
世

ふ
と
こ
ろ
鏡
』

大
倉
書
店

明
治
四
十
年
十
一
月
）
で
は
、
「
指
輪
と
ス
テ

ッ
キ
。
前
者
は
女
の
飾
り
で
、
後
者
は
男
の
伊
達
、
共
に
文
明
的
贅
沢
品
な
の
で
あ
る
」
と

あ
り
、
「
こ
の
頃
は
わ
ざ
と
半
程
を
握
っ
て
、

鈕

の
方
を
下
へ
向
け
て
提
げ
た
り
、
ま
た
ち

な
か
ほ
ど

つ
ま
み

と
手
の
冷
た
い
時
に
は
、
外
套
の
胸
の
鈕
の
所
へ
引
か
け
た
り
、
又
手
と
一
所
に
衣
兜
へ
突

か

く

し

込
ん
だ
り
し
て
行
く
。
こ
れ
で
は
無
い
方
が
よ
さ
ゝ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
矢
張
り
持

つ
て
居
る
所
、
即
ち
紳
士
の
伊
達
と
す
る
所
と
見
え
る
」
。
「
兎
に
角
今
日
の
ス
テ
ッ
キ
な
る

物
は
、
も
は
や
護
身
の
実
用
を
離
れ
て
、
紳
士
の
容
儀
を
作
る
道
具
、
或
は
歩
行
中
の
無
聊

を
紛
ら
す
、
一
種
の
玩
具
た
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
さ
れ
、
歩
行
の
た
め
の
補
助
用
具
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
「
病
技
師
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
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作
品
で
あ
り
、
ま
た
賢
治
が
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
卒
業
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

土
性
調
査
の
時
に
使
う
検
土
杖
の
こ
と
を
ス
テ
ッ
キ
と
呼
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
よ
い

け
ん
ど
じ
ょ
う

だ
ろ
う
。
長
さ
は
約
一
ｍ
ほ
ど
で
、
地
中
に
こ
れ
を
差
し
込
ん
で
、
先
端
に
つ
い
た
土
壌
を

採
取
す
る
。
英
語
で
は
「
ボ
ー
リ
ン
グ
ス
テ
ッ
キ
」
と
い
う
ら
し
い
。
「
未
定
稿
」
の
「
〔
霧

降
る
萱
の
細
み
ち
に
〕
」
に
「
検
土
の
杖
は
に
な
へ
ど
も
」
と
あ
る
。
ま
た
、
童
話
「
さ
い
か

ち
淵
」
に
は
「
手
に
は
ス
テ
ッ
キ
み
た
い
な
鉄
槌
を
も
っ
て
」
歩
く
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。

宮
城
一
男
（
「
〝
農
民
の
地
学
者
”
と
し
て
の
生
活
」

『
宮
沢
賢
治

農
民
の
地
学
者
』

築

地
書
館

昭
和
五
十
年
一
月
）
に
よ
れ
ば
、
弟
の
清
六
は
、
賢
治
が
愛
用
し
た
ハ
ン
マ
ー
は
六

十
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
っ
た
と
い
う
の
で
、
こ
れ
を
指
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

に
せ
も
の

三
谷
弘
美
（
後
掲
）
は
、
本
作
に
お
け
る
こ
の
言
葉
が
下
書
稿
か
ら
定
稿
ま
で
活

か
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
だ
い
ぶ
気
に
入
っ
て
い
た
」
の
だ
ろ
う
と
し
、
他
の
用
例
か
ら

「
〝
に
せ
も
の
〟
と
い
っ
て
も
決
し
て
悪
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
共
通

し
て
い
る
の
は
、
光
に
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
病
技
師
〔
一
〕
」
の
下
書
稿
に
も

「
ス
テ
ッ
キ
ひ
か
る
に
せ
も
の
の
／
黒
の
ス
テ
ッ
キ
ま
た
ひ
か
る
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
光

っ
て
い
る
状
態
が
一
瞬
の
う
ち
に
存
在
し
、
そ
れ
が
最
高
潮
の
状
態
と
し
て
〝
に
せ
も
の
〟

に
相
対
し
て
い
る
。
光
っ
て
い
る
状
態
は
、
ま
る
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
た
か
の
よ
う

に
浮
か
び
上
が
り
、
他
の
周
り
の
物
全
て
が
闇
に
沈
む
、
そ
う
い
っ
た
状
況
で
は
あ
る
ま
い

か
。
本
来
は
日
常
の
中
に
埋
も
れ
て
目
立
た
ぬ
も
の
で
も
、
光
を
媒
体
と
し
て
よ
り
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
す
る
一
瞬
が
あ
り
、
そ
の
一
瞬
だ
け
が
ほ
ん
も
の
に
な
る
ー
ー
ゆ
え
に
に
せ
も
の
な

．
．
．
．

．
．
．
．

の
で
あ
る
」
と
す
る
。
島
田
隆
輔
（
後
掲
Ｂ
）
は
、
「
技
師
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
そ
の
身
を
あ

ず
け
、
な
し
て
き
た
こ
と
が
、
結
局
「
に
せ
も
の
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ス
テ
ッ
キ
と
い
う

も
の
に
託
し
て
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。
賢
治
に
と
っ
て
こ
だ
わ
り
の
あ

る
表
現
で
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
両
者
の
解
釈
も
決
定
打
と
は
思
い
に
く
い
。
両
者
の
意
見

と
は
異
な
る
が
、
視
点
人
物
は
何
ら
か
の
理
由
で
「
風
の
な
か
に
て
な
か
ん
」
と
し
て
家
を

出
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
家
人
や
町
の
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

ス
テ
ッ
キ
（
あ
る
い
は
検
土
杖
？

ハ
ン
マ
ー
？
）
を
、
そ
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
た
め
に

用
い
た
（
つ
ま
り
「
に
せ
も
の
」
）
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
あ
る
い
は
も
っ

と
即
物
的
に
、
検
土
杖
や
ハ
ン
マ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ッ
キ
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ

を
「
に
せ
も
の
の
」
「
ス
テ
ッ
キ
」
で
あ
る
、
と
書
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
病
技
師
」
の

タ
イ
ト
ル
か
ら
す
れ
ば
、
案
外
こ
れ
が
一
番
ス
ッ
キ
リ
し
た
考
え
方
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ぎ
ら
ひ
て

「
ま
ぎ
ら
ふ
」
は
入
り
混
じ
っ
て
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る
こ
と
。
肺
結
核
で

胸
を
蝕
ま
れ
た
結
果
、
呼
吸
す
る
た
び
に
コ
ボ
コ
ボ
と
い
う
水
泡
音
（
湿
性
ラ
音
）
が
聞
こ

え
、
そ
れ
が
小
川
の
水
音
と
交
じ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
昭
和
八
年
九
月
十

一
日
の
柳
原
昌
悦
宛
書
簡
に
「
今
度
は
ラ
ッ
セ
ル
音
容
易
に
除
こ
ら
ず
、
咳
が
は
じ
ま
る
と

仕
事
も
何
も
手
に
つ
か
ず
ま
る
二
時
間
も
続
い
た
り
、
或
は
夜
中
胸
が
び
う
び
う
鳴
っ
て
眠

ら
れ
な
か
っ
た
り
、
中
々
も
う
全
い
健
康
は
得
ら
れ
さ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。

炭
素
の
燈

炭
素
棒
を
放
電
さ
せ
、
弧
形
（
ア
ー
チ
型
）
の
強
い
光
を
出
さ
せ
た
も
の
。
ア
ー

ひ

ク
ラ
イ
ト
。

飢
饉
供
養
の
巨
石

花
巻
市
双
葉
町
に
あ
る
浄
土
宗
・
松
庵
寺
に
あ
る
供
養
塔
の
こ
と
。
宝
暦
、

け

か

つ

お

ほ

い

し

天
明
、
天
保
と
い
っ
た
大
飢
饉
の
際
に
施
粥
釜
で
救
済
に
あ
た
り
、
北
は
八
戸
か
ら
、
南
は

若
柳
（
宮
城
県
）
か
ら
訪
れ
る
者
が
い
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
餓
死
す
る
者
も
多
く
、
彼
ら

を
弔
っ
て
埋
葬
し
、
供
養
塔
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
き
い
も
の
は
一
五
〇
セ
ン

チ
ほ
ど
に
な
る
。

評
釈

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
の
第
十
三
葉
に
鉛
筆
で
手
入
れ
し
た
下
書
稿

、
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ

（一）

チ
〕
」
第
三
八
葉
（
下
書
稿

に
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
）
に
書
か
れ
た
下
書
稿

、
黄
罫

（三）

（一’）

（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
赤
イ
ン
ク
で
○了
）
、
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用

26
0

（二）

26
0

紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
藍
イ
ン
ク
で
○了
。
手
入
れ
段
階
で
「
春
」
の
タ
イ
ト
ル
案
）
、
黄
罫

（三）

（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
夜
」
、
次
い
で
「
亡
友
」
）
、
そ

22
0

（四）

の
裏
面
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
こ
れ
以
降
の
全
て
に
「
病
技
師
」
の
タ
イ
ト
ル
）
、
そ
の
余
白

（五）

に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
鉛
筆
で
○写
）
、
定
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
定
稿
の
七
種
が
現
存
。
生
前
発

（六）

表
な
し
。
下
書
稿

の
後
半
が
「
一
百
篇
」
の
「
〔
ひ
か
り
も
の
す
と
う
な
ゐ
ご
が
〕
」
に
、
ま

（二）

た
、
『
新
校
本
全
集
』
で
下
書
稿

の
内
容
が
「
未
定
稿
」
の
「
〔
郡
属
伊
原
忠
右
エ
門
〕
」
に
類

（三）

似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

下
書
稿

の
初
期
形
態
か
ら
見
て
い
こ
う
。

（一）
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※

風
の
中
に
て

ス
テ
ッ
キ
光
れ
り

か
の
に
せ
も
の
の

黒
の
ス
テ
ッ
キ
。

※

風
の
中
を

な
か
ん
と
て
い
で
た
て
る
な
り

千
人
供
養
の

石
に
と
も
れ
る
よ
る
の
電
燈

※

や
み
と
か
ぜ
と
の
な
か
に
し
て

こ
な
に
ま
ぶ
れ
し
水
車
屋
は

に
は
か
に
せ
き
し
歩
み
さ
る

西
天
な
ほ
も

水
明
り
。

下
書
稿

で
は
、
下
書
稿

の
後
半
の
二
連
（
「
風
の
中
を
」
と
「
な
ほ
さ
な
が
ら
に
」
）
を

（二）

（一）

元
に
、

風
の
中
を

な
か
ん
と
て
い
で
た
て
る
な
り

千
人
供
養
の

石
に
と
も
れ
る
二
燭
の
電
燈

や
み
と
か
ぜ
と
の
か
な
た
に
て

光
り
も
の
と
も
見
え
に
け
る

こ
な
に
ま
ぶ
れ
し
水
車
屋
は

に
は
か
に
せ
き
し
身
を
折
り
て

水
明
り
せ
る
西
天
に

い
と
つ
ゝ
ま
し
く
歩
み
去
る

と
さ
れ
、
下
書
稿

は
、
下
書
稿

の
前
半
一
連
（
「
風
の
中
に
て
」
）
と
下
書
稿

と
さ
れ
る

（三）

（一）

（一’）

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
第
三
八
葉
の
「
眩
ぐ
る
き
／
ひ
か
り
の
う
つ
ろ
、
／
の
び
た
ち
て
／
い

ち
じ
く
ゆ
る
ゝ
／
天
狗
巣
の
よ
も
ぎ
。
」
が
合
体
さ
れ
て
成
立
す
る
。

め
ま
ぐ
る
き
ひ
か
り
の
う
つ
ろ

の
び
た
ち
て

い
ち
じ
く
ゆ
る
ゝ
天
狗
巣
の
よ
も
ぎ

風
の
な
か
に
て

ス
テ
ッ
キ
光
れ
り

か
の
に
せ
も
の
の

黒
の
ス
テ
ッ
キ

た
だ
、
こ
れ
以
降
の
段
階
で
は
、
下
書
稿

に
あ
っ
た
「
光
り
も
の
す
」
や
「
水
車
屋
」
の

（二）

モ
チ
ー
フ
が
「
一
百
篇
」
の
「
〔
ひ
か
り
も
の
す
と
う
な
ゐ
ご
が
〕
」
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
参
考

ま
で
に
同
詩
の
定
稿
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

ひ
か
り
も
の
す
と
う
な
ゐ
ご
が
、

ひ
そ
に
す
が
り
て
ゆ
び
さ
せ
る
、

そ
は
高
甲
の
水
車
場
の
、

こ
な
に
ま
ぶ
れ
し
そ
の
あ
る
じ
、

に
は
か
に
咳
し
身
を
折
り
て
、

水
こ
ぼ
こ
ぼ
と
な
が
れ
た
る
、

よ
る
の
胡
桃
の
樹
を
は
な
れ
、

肩
つ
ゝ
ま
し
く
す
ぼ
め
つ
ゝ
、

古
り
た
る
沼
を
さ
な
が
ら
の
、

西
の
微
光
に
あ
ゆ
み
去
る
な
り
。

残
っ
た
要
素
が
「
夜
」
と
題
さ
れ
た
下
書
稿

に
な
る
が
、
だ
い
ぶ
定
稿
に
近
づ
い
て
い
る
。

（四）
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こ
よ
ひ
の
闇
は
あ
た
ゝ
か
し

風
の
な
か
に
て
泣
か
ん
な
ど

ひ
と
ス
テ
ッ
ト
を
と
り
こ
し
に

マ
マ

こ
ぼ
と
鳴
り
行
く
水
の
は
た

饑
饉
供
養
の
石
の
上
に

ケ

カ

ツ

あ
か
く
と
も
れ
る
二
燭
の
電
燈

ひ

下
書
稿

に
「
い
ち
じ
く
ゆ
る
ゝ
天
狗
巣
の
よ
も
ぎ
」
と
あ
る
が
、
三
谷
弘
美
（
後
掲
）
は

（三）

「
天
狗
巣
の
よ
も
ぎ
」
に
つ
い
て
「
寄
生
し
た
菌
の
た
め
、
そ
こ
か
ら
多
数
の
枝
が
ほ
う
き
の

よ
う
に
生
え
る
病
気
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
「
胸
を
蝕
む
病
巣
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の

も
の
」
だ
と
す
る
が
、
そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
（
ち
な
み
に
、
三
谷
が
指
摘
す
る

よ
う
に
「
い
ち
じ
く
」
は
果
物
の
無
花
果
で
は
な
く
、
「
著
し
く
」
の
賢
治
流
表
現
な
の
だ
ろ

イ

チ

ジ

ク

う
）
。
そ
し
て
「
〔
ひ
か
り
も
の
す
と
う
な
ゐ
ご
が
〕
」
や
下
書
稿

の
「
夜
」
に
お
け
る
「
こ
ぼ

（四）

（
こ
ぼ
）
」
と
い
う
水
の
音
も
、
や
は
り
三
谷
や
赤
田
秀
子
（
後
掲
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
肺

病
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
も
っ
と
も
「
こ
ぼ
こ
ぼ
」
は
賢
治
が

愛
し
た
擬
音
語
の
よ
う
で
、
「
春
と
修
羅

第
二
集
」
の
「
一
九
五

塚
と
風

一
九
二
四
ヽ
九
ヽ

一
〇
ヽ
」
や
「
未
定
稿
」
の
「
〔
こ
ん
に
や
く
の
〕
」
、
散
文
「
〔
或
る
農
学
生
の
日
誌
〕
」
な
ど
に
、

た
だ
水
の
音
と
し
て
登
場
す
る
）
。

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
が
い
つ
書
か
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
稗
貫
農
学
校
で
教
鞭
を

と
る
よ
う
に
な
っ
た
大
正
十
年
冬
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
思
う
。
賢
治
に
は
自
分

が
肺
を
や
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
、
大
正
七
年
に
肋
膜
炎
を
病
ん
だ
時
以
降
に
は
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
農
学
校
教
員
時
代
の
賢
治
が
、
果
し
て
自
分
が
結
核
を
発
病
し
、
肺
の
音
を

コ
ボ
コ
ボ
と
さ
せ
て
い
た
と
は
思
い
に
く
い
。
生
徒
へ
の
感
染
を
気
に
し
た
だ
ろ
う
し
、
昭
和

七
年
二
月
十
九
日
の
杉
山
芳
松
宛
書
簡
の
段
階
で
も
、
「
肺
炎
后
の
気
管
支
炎
」
と
書
き
、
「
今

度
も
幸
に
肺
結
核
に
は
な
ら
ず
に
済
み
ま
し
た
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
な
か
ん
と
て
い
で
た
て
る
」
の
か
と
な
る
が
、
即
座
に
判
断
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
に
は
恋
愛
（
と
宗
教
）
の
悩
み
の
よ
う
な
も
の
が
多
く
書
き
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
ん
な
思
い
か
ら
ス
テ
ッ
キ
を
手
に
外
に
出
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、
千
人
供
養
塔
を
改
め
て
見
て
（
生
家
か
ら
一
五
〇
ｍ
ほ
ど
の
所
に
あ
っ
た
の

で
、
普
段
な
ら
そ
の
存
在
を
気
に
留
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
）
、
飢
饉
に
よ
っ
て

命
を
失
っ
た
多
く
の
人
と
、
今
、
恋
愛
（
？
）
の
悩
み
で
感
傷
的
な
気
分
に
な
っ
て
い
る
自
分

と
を
比
較
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
向
こ
う
に
、
粉
に
ま
み
れ
て
い
る
た
め
に
咳
を
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
肺
病
で
あ

っ
た
の
か
、
こ
れ
も
判
然
と
し
な
い
が
、
「
あ
る
じ
」
が
咳
を
し
て
い
る
姿
を
見
る
。
先
述
の
と

お
り
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
文
語
詩
「
〔
ひ
か
り
も
の
す
と
う
な
ゐ
ご
が
〕
」
に
引
き
渡
さ
れ
る
の

だ
が
、
肺
病
の
イ
メ
ー
ジ
は
下
書
稿

に
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
、
「
こ
ぼ
と
鳴
り
行
く
水

（四）

の
は
た
」
と
暗
示
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
「
夜
」
と
あ
っ
た
タ
イ
ト
ル
案
を
「
亡
友
」
に
書
き

換
え
さ
せ
て
も
い
る
。

か
く
し
て
「
病
技
師
」
の
タ
イ
ト
ル
が
下
書
稿

で
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ

（五）

の
頃
に
は
、
肺
病
を
病
ん
だ
人
間
と
し
て
の
自
分
自
身
を
語
っ
て
い
る
側
面
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
よ
ひ
の
闇
は
あ
た
た
か
し

風
の
な
か
に
て
泣
か
ん
な
ど

蝕
む
胸
を
立
ち
い
づ
る

闇
と
風
と
の
な
か
に
し
て

ス
テ
ッ
キ
ひ
か
る
に
せ
も
の
の

黒
の
ス
テ
ッ
キ
ま
た
ひ
か
る

こ
ぼ
と
鳴
り
行
く
水
の
は
た

饑
饉
供
養
の
石
の
上
に

ケ

カ

ツ

円
く
と
も
れ
る
二
燭
の
電
燈

ひ

こ
こ
で
は
も
う
、
粉
で
む
せ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
「
あ
る
じ
」
の
こ
と
も
、
「
亡
友
」
の
こ
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と
も
消
え
て
い
る
。
賢
治
自
身
と
も
思
わ
れ
る
「
病
技
師
」
が
、
胸
の
病
を
お
し
て
飢
饉
供
養

の
石
を
見
る
姿
だ
け
が
残
る
。

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
で
は
自
ら
の
恋
愛
で
悩
ん
で
い
た
よ
う
だ
し
、
肺
病
の
モ
チ
ー
フ
も

明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
以
降
、
岩
手
の
飢
饉
を
救
う
べ
く
奔
走
し
た
技

師
が
、
思
い
半
ば
で
胸
を
病
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
も
読
め
て
く
る
。
定
稿
で
は
、
こ
れ
を
さ
ら

に
凝
縮
す
る
が
、
賢
治
の
思
い
入
れ
の
強
い
詩
句
が
読
者
の
理
解
を
妨
げ
て
い
る
き
ら
い
は
あ

る
に
せ
よ
、
晩
年
の
自
分
の
心
境
を
託
し
た
作
品
に
な
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。

先
行
研
究

吉
見
正
信
「
修
羅
の
ふ
る
さ
と
」
（
『
宮
沢
賢
治
の
道
程
』
八
重
岳
書
房

昭
和
五
十
七
年
二
月
）

佐
藤
勝
治
「
〝
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
”
の
配
列
復
元
と
そ
の
解
説
」
（
『
宮
沢
賢
治
青
春
の
秘
唱

〝
冬

の
ス
ケ
ッ
チ
”
研
究
』

十
字
屋
書
店

昭
和
五
十
九
年
四
月
）

山
口
逵
子
「
賢
治
「
文
語
詩
篇
定
稿
」
の
成
立
」
（
「
大
谷
女
子
大
学
紀
要

-

２
」

大
谷
女
子

20

大
学
志
学
会

昭
和
六
十
一
年
一
月
）

小
川
金
英
「
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
花
巻
の
習
俗
・
信
仰
」
（
「
宮
沢
賢
治
７
」

洋
々
社

昭
和
六

十
二
年
十
一
月
）

三
谷
弘
美
「
病
技
師
〔
一
〕
」
（
『
宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森
』

柏
プ
ラ
ー
ノ

平
成
十
一
年
六

月
）

赤
田
秀
子
「
文
語
詩
を
読
む

そ
の
５

声
に
出
し
て
ど
う
読
む
か
？

〔
天
狗
茸

け
と
ば

し
了
へ
ば
〕
を
中
心
に
」

「
ワ
ル
ト
ラ
ワ
ラ

」

ワ
ル
ト
ラ
ワ
ラ
の
会

平
成
十
四
年
六

16

月
）

中
路
正
恒
「
宮
沢
賢
治
と
飢
餓
の
風
土

「
捨
身
の
思
想
」
と
そ
の
あ
り
か
」
（
『
東
北
学
へ
の
招

待
』

角
川
書
店

平
成
十
六
年
五
月
）

島
田
隆
輔
Ａ
「
初
期
論
」
（
『
宮
沢
賢
治
研
究

文
語
詩
稿
叙
説
』

朝
文
社

平
成
十
七
年
十
二

月
）

島
田
隆
輔
Ｂ
「
原
詩
集
の
発
展
」
（
（
「
宮
沢
賢
治
研
究

文
語
詩
集
の
成
立

鉛
筆
・
赤
イ
ン
ク
∧

写
稿
∨
に
よ
る
過
程
」
〔
未
刊
行
〕
平
成
二
十
二
年
六
月
）

酸
虹

47◎
鵞
黄
の
柳
い
く
そ
た
び
、

窓
を
掃
ふ
と
出
で
た
ち
て
、

片
頬
む
な
し
き
郡
長
、

酸
え
た
る
虹
を
わ
ら
ふ
な
り
。

大
意

美
し
い
黄
色
い
柳
の
新
芽
が
何
度
も
、

窓
を
こ
す
っ
て
い
る
の
を
見
て
ふ
と
出
で
立
ち
、

郡
長
は
片
頬
だ
け
で
、

色
あ
せ
た
虹
を
見
て
ふ
っ
と
は
か
な
い
笑
み
を
浮
か
べ
た
。

モ
チ
ー
フ

郡
長
と
言
え
ば
社
会
的
な
地
位
も
高
い
一
種
の
権
力
者
で
あ
っ
た
が
、
柳
の
新
芽
や
色
あ
せ
た

虹
を
目
に
し
て
、
ふ
っ
と
表
情
を
ゆ
る
め
る
。
片
頬
だ
け
の
わ
ず
か
な
変
化
で
し
か
感
情
を
表

現
し
な
い
近
代
知
識
人
の
悲
哀
と
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
、
こ
れ
を

逆
に
考
え
れ
ば
、
近
代
の
官
僚
制
に
お
い
て
も
、
人
間
と
自
然
の
つ
な
が
り
は
留
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
と
い
う
詩
だ
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

語
注

酸
虹

『
定
本
語
彙
辞
典
』
に
は
「
酒
等
が
古
く
な
る
と
酸
っ
ぱ
く
な
る
よ
う
に
、
消
え
か
か

っ
て
色
彩
が
薄
く
な
っ
た
虹
を
指
す
」
と
し
、
「
賢
治
の
造
語
」
と
あ
る
。
赤
田
秀
子
（
後

掲
）
は
、
文
語
詩
に
お
け
る
「
酸
」
の
語
に
注
目
し
、
「
〔
南
風
の
頬
に
酸
く
し
て
〕
」
、
「
コ
バ

ル
ト
山
地
」
、
「
心
相
」
（
す
べ
て
「
一
百
篇
」
所
収
）
と
と
も
に
本
作
を
あ
げ
、
味
の
酸
っ
ぱ

さ
に
つ
い
て
は
「
未
定
稿
」
の
「
〔
ひ
と
び
と
酸
き
胡
瓜
を
噛
み
〕
」
が
あ
る
程
度
で
、
そ
れ

以
外
の
使
い
方
の
方
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
「
か
つ
て
、
す
き
と
ほ
っ
た
風
を
た
べ
、
桃
い

ろ
の
う
つ
く
し
い
朝
の
日
光
を
の
み
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
と
い
う
王
国
を
築
い
た
詩
人
は
、
文

語
詩
創
作
に
向
き
合
っ
て
い
た
こ
の
時
期
、
風
は
酸
っ
ぱ
く
、
疲
労
を
自
覚
さ
せ
、
世
界
が

酸
え
て
い
く
感
触
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
詩
人
が
心
身
の
衰
え
を
感
じ

て
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
敏
感
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
下
書
稿

（六）
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に
は
「
さ
ん
こ
う
」
と
ル
ビ
を
付
け
て
い
る
。

鵞
黄

ガ
コ
ウ
と
読
む
。
ガ
チ
ョ
ウ
の
ヒ
ナ
の
淡
黄
色
が
美
し
い
こ
と
か
ら
、
菊
、
柳
、
酒
な

ど
の
黄
色
く
て
美
し
い
も
の
を
た
と
え
る
。

評
釈

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
の
第
四
二
・
四
三
葉
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
光

（一）

酸
」
）
、
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
光
酸
」
）
、
そ
の

26
0

（二）

余
白
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
藍
イ
ン
ク
で
○了
）
、
そ
の
裏
面
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト

（三）

（四）

ル
は
「
郡
衙
」
）
、
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

、
そ
の
裏
面
に
書
か
れ

22
0

（五）

た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
酸
虹
」
。
藍
イ
ン
ク
で
○写
）
、
定
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
定
稿
の
七

さ
ん
こ
う

（六）

種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。
関
連
作
品
等
の
指
摘
は
特
に
な
い
が
、
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
の

第
四
二
・
四
三
葉
は
「
未
定
稿
」
の
「
〔
雲
を
濾
し
〕
」
の
先
行
作
品
で
あ
り
、
第
四
二
葉
に
あ

る
詩
句
は
「
一
百
篇
」
の
「
〔
塀
の
か
な
た
に
嘉
莵
治
か
も
〕
」
や
「
四
時
」
に
も
登
場
す
る
こ

と
か
ら
原
初
的
な
経
験
や
イ
メ
ー
ジ
は
共
通
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
定
稿
に
丸
番
号
は

な
い
が
、
冒
頭
に
◎
が
あ
り
、
『
新
校
本
全
集
』
で
は
、
こ
れ
を
「
二
行
一
連
構
成
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

本
作
に
つ
い
て
は
、
下
書
の
過
程
で
内
容
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

が
、
こ
こ
で
も
下
書
稿

か
ら
見
て
い
き
た
い
。

（一）

※

光
酸

い
つ
し
か
雲
の
重
り
き
て
、

光
の
酸
を
ふ
り
そ
ゝ
ぎ
、

電
線
小
鳥

肩
ま
る
く
、

ほ
の
か
に
な
き
て
溶
け
ん
と
す
。

春
先
の
自
然
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
人
間
は
登
場
し
な
い
。
が
、
下
書
稿

で
は
、
こ
の
天
気

（三）

に
誘
い
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
し
て
人
間
た
ち
が
現
わ
れ
る
。

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
第
四
三
葉
に
は
、
下
書
稿

と
し
て
先
に
あ
げ
た
箇
所
に
続
い
て

（一）

「
か
ぜ
の
う
つ
ろ
の
ぼ
や
け
た
黄
い
ろ
／
か
れ
草
と
は
り
が
ね
、

郡
役
所
／
ひ
る
の
つ
め
た

い
う
つ
ろ
の
な
か
に
／
あ
め
そ
ゝ
ぎ
出
で
ひ
の
き
は
み
だ
る
る
。
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
ひ
き
つ

い
だ
の
だ
ろ
う
。

あ
し
た
は
か
れ
草
の
ど
て

柳
硫
黄
の
粒
吐
け
る
を
、

鹿
鳴
館
の
古
き
貴
賓
、

上
席
書
記
頬
痩
せ
て
わ
ら
ひ
来
り

肥
料
倉
庫
の
屋
根
の
上
に

エ
レ
キ
ま
し
ろ
く
う
づ
ま
け
ば

青
土
い
ろ
の
マ
ン
ト
着
て

技
手
は
役
所
へ
帰
り
来
る

「
鹿
鳴
館
」
と
い
う
と
も
の
も
の
し
い
が
「
肥
料
倉
庫
」
や
「
役
所
」
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

舞
台
は
明
治
時
代
の
鹿
鳴
館
で
は
な
く
、
稗
貫
郡
の
郡
役
所
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
賢
治
は
稗
貫

農
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
が
、
大
正
十
二
年
四
月
に
県
立
花
巻
農
学
校
に
改
称
・
移
転
す
る
ま

で
、
す
ぐ
近
く
に
稗
貫
郡
役
所
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
郡
役
所
も
大
正
十
五
年
六
月
に
は
廃
止

さ
れ
、
郡
長
も
い
な
く
な
る
が
、
「
郡
長
」
の
語
は
文
語
詩
定
稿
に
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
下
書
稿

の
手
入
れ
段
階
で
、
タ
イ
ト
ル
「
酸
虹
」
の
元
と
な
っ
た
「
酸
え
た
る

（三）

虹
」
が
よ
う
や
く
登
場
す
る
。
一
方
、
下
書
稿

に
登
場
し
た
「
技
手
」
は
、
下
書
稿

の
手

（三）

（四）

入
れ
段
階
で
は
「
放
蕩
ふ
か
き
農
事
技
手
」
や
「
女
蕩
し
の
農
事
技
手
」
と
い
う
ス
ト
レ
ー
ト

な
表
現
が
取
ら
れ
る
方
向
が
示
さ
れ
る
が
、
下
書
稿

で
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

（五）

牛
酪
の
粒
噴
く

柳

の
糸

バ

タ

や
な
ぎ

い
と

し
ば
し
ば
掃
ふ
窓
に
し
て

頬
は
む
な
し
き

郡

長

こ
ほ
り
を
さ

ね
む
た
く
虹
を

な
が
め
た
り
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こ
の
と
き
土
手
の

か
れ
草
を

青
に
び
マ
ン
ト

ひ
る
が
へ
し

蚕
桑
技
手
の

黒

長
は

く
ろ
ち
よ
う

酔
ひ
て
村
よ
り

帰
り
く
る

宮
沢
健
太
郎
（
後
掲
）
は
、
「
表
出
者
は
、
は
じ
め
こ
の
詩
に
「
酸
光
」
（
朝
日
の
ま
ぶ
し
い

光
）
と
題
し
て
い
た
の
だ
が
そ
れ
が
し
だ
い
に
郡
長
の
つ
か
れ
切
っ
た
頬
の
感
じ
、
農
事
技
手

の
放
蕩
で
疲
弊
し
た
感
じ
を
中
心
に
、
疲
れ
を
「
酸
え
る
」
と
転
じ
、
光
を
虹
と
変
え
「
酸

虹
」
、
と
視
点
を
し
ぼ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

下
書
稿

に
な
る
と
、
「
技
手
の
黒
金
」
が
「
後
備
大
佐
の
甲
斉
」
に
変
え
ら
れ
た
の
ち
、
最

（六）

終
的
に
は
削
除
さ
れ
、
定
稿
で
は
「
郡
長
」
の
み
を
生
か
し
た
す
っ
き
り
し
た
二
行
詩
に
な
っ

て
い
る
。
「
一
百
篇
」
所
収
作
品
に
「
〔
燈
を
紅
き
町
の
家
よ
り
〕
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
郡
役
所
か

ら
の
電
話
で
あ
る
と
偽
っ
て
売
笑
婦
が
仕
事
場
に
電
話
を
か
け
て
く
る
と
い
う
内
容
の
も
の
だ

が
、
テ
ー
マ
が
重
複
す
る
と
こ
ろ
を
気
に
し
て
本
作
の
方
で
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
削
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

理
由
は
と
も
あ
れ
、
せ
っ
か
く
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
要
素
が
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
、
賢
治
は

早
々
に
引
っ
こ
め
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
賢
治
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
い
っ

た
い
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
酸
え
た
る
虹
」
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
虹
が
登
場
す
る
の
は
下
書
稿

以
降
で
あ
る
。

（四）

人
間
の
登
場
で
さ
え
下
書
稿

か
ら
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
当
初
か
ら
一
貫
し
て
い
る
も
の
は
、

（三）

春
先
の
光
の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
当
初
か
ら
変
化
し
て
い
な
い
も
の
こ
そ
が
最
も
重
要
な
要

素
だ
と
は
即
断
で
き
な
い
に
し
て
も
、
春
先
の
光
と
人
間
と
の
関
わ
り
、
と
い
う
こ
と
が
結
局

の
と
こ
ろ
最
大
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

春
と
言
え
ば
、
眠
っ
て
い
た
も
の
が
一
斉
に
生
気
を
帯
び
て
活
躍
し
は
じ
め
る
季
節
で
あ
る
。

こ
と
に
東
北
地
方
で
は
冬
と
春
の
差
は
顕
著
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
性
欲
が
頭
を
擡
げ
る
時
期

で
あ
り
、
『
春
と
修
羅
』
の
春
で
も
あ
る
。
賢
治
は
こ
こ
で
、
具
体
的
な
事
件
や
物
語
を
織
り
込

む
の
で
な
く
、
そ
の
嬉
し
く
も
妖
し
い
春
の
雰
囲
気
を
出
そ
う
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。と

こ
ろ
で
、
「
片
頬
」
の
用
例
を
探
し
て
み
る
と
、
「
五
十
篇
」
の
「
〔
氷
柱
か
ゞ
や
く
窓
の
べ

に
〕
」
に
「
赤
き
九
谷
に
茶
を
の
み
て
、
／
片
頬
ほ
ゝ
え
む
獺
主
幹
、
／
つ
ら
ゝ
雫
を
ひ
ら
め
か

す
。
」
と
登
場
し
、
ま
た
、
「
春
と
修
羅

第
三
集
」
の
「
七
二
六

風
景

一
九
二
六
ヽ
七
ヽ
一

四
ヽ
」
に
、
「
松
森
蒼
穹
に
後
光
を
出
せ
ば
／
片
頬
黒
い
県
会
議
員
が
／
ひ
と
り
ゆ
っ
く
り
あ
る

そ

ら

い
て
く
る
」
と
い
う
風
に
登
場
す
る
。
そ
の
他
の
例
は
探
し
出
せ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も

こ
の
三
例
を
見
る
限
り
、
彼
ら
は
中
小
の
権
力
者
の
肩
書
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
一
致
し

て
い
る
。
彼
ら
は
、
も
と
も
と
の
性
格
と
い
う
よ
り
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
職
務
か
ら
感
情
を
全

面
に
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
た
め
に
、
「
片
頬
」
で
し
か
感
情
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ

ろ
う
（
「
片
頬
黒
い
」
は
表
情
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
）
。
近
代
に
生
き
る

人
間
が
ど
れ
ほ
ど
抑
圧
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
も
の
と
も
思
え
る
。

し
か
し
、
本
作
が
中
小
の
権
力
者
を
覆
っ
て
い
る
近
代
の
圧
力
を
描
い
て
い
る
の
だ
と
い
う

以
外
の
捉
え
方
を
す
る
こ
と
も
、
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

虔
十
は
い
つ
も
縄
の
帯
を
し
め
て
わ
ら
っ
て
杜
の
中
や
畑
の
間
を
ゆ
っ
く
り
あ
る
い
て
ゐ

る
の
で
し
た
。

雨
の
中
の
青
い
藪
を
見
て
は
よ
ろ
こ
ん
で
目
を
パ
チ
パ
チ
さ
せ
青
ぞ
ら
を
ど
こ
ま
で
も
翔

け
て
行
く
鷹
を
見
付
け
て
は
は
ね
あ
が
っ
て
手
を
た
ゝ
い
て
み
ん
な
に
知
ら
せ
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
あ
ん
ま
り
子
供
ら
が
虔
十
を
ば
か
に
し
て
笑
ふ
も
の
で
す
か
ら
虔
十
は
だ
ん
だ

ん
笑
は
な
い
ふ
り
を
す
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。

風
が
ど
う
と
吹
い
て
ぶ
な
の
葉
が
チ
ラ
チ
ラ
光
る
と
き
な
ど
は
虔
十
は
も
う
う
れ
し
く
て

う
れ
し
く
て
ひ
と
り
で
に
笑
へ
て
仕
方
な
い
の
を
、
無
理
や
り
大
き
く
口
を
あ
き
、
は
あ
は

あ
息
だ
け
つ
い
て
ご
ま
か
し
な
が
ら
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
そ
の
ぶ
な
の
木
を
見
上
げ
て

立
っ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。

時
に
は
そ
の
大
き
く
あ
い
た
口
の
横
わ
き
を
さ
も
痒
い
や
う
な
ふ
り
を
し
て
指
で
こ
す
り

な
が
ら
は
あ
は
あ
息
だ
け
で
笑
ひ
ま
し
た
。

童
話
「
虔
十
公
園
林
」
の
一
節
で
あ
る
。
春
先
の
光
に
誘
わ
れ
て
郡
役
所
を
出
て
色
あ
せ
た
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虹
を
見
あ
げ
、
片
頬
だ
け
表
情
を
緩
め
る
郡
長
は
、
も
し
か
し
た
ら
虔
十
と
同
じ
心
性
を
持
っ

た
人
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
権
力
者
の
肩
書
を
持
つ
人
間
と
し
て
、
「
ば
か
に
し
て
笑
」
わ
れ

て
は
な
る
ま
い
と
精
一
杯
に
が
ま
ん
し
な
が
ら
、
や
は
り
ど
う
に
も
春
先
の
自
然
現
象
の
変
化

が
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
た
め
に
片
頬
だ
け
微
笑
を
う
か
べ
て
し
ま
う
人
物
だ
と
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
思
え
ば
、
わ
ず
か
二
行
に
し
か
過
ぎ
な
い
作
品
を
、
五
度
に

も
わ
た
っ
て
改
稿
を
し
た
の
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
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「
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近
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