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宮
沢
賢
治
「
文
語
詩
稿

一
百
篇
」
評
釈

七

信
時

哲
郎

羅
沙
売

73①
バ
ビ
ロ
ニ
柳
掃
ひ
し
と
、

あ
ゆ
み
を
と
め
し
羅
沙
売
り
は
、

つ
る
べ
を
と
り
て
や
ゝ
し
ば
し
、

み
な
み
の
風
に
息
づ
き
ぬ
。

②
し
ら
し
ら
醸
す
天
の
川
、

は
て
な
く
翔
け
る
夜
の
鳥
、

か
す
か
に
銭
を
鳴
ら
し
つ
ゝ
、

ひ
と
は
水
繩
を
繰
り
あ
ぐ
る
。

み

大
意

バ
ビ
ロ
ン
柳
が
顔
を
は
ら
っ
た
の
で
、

歩
く
の
を
や
め
た
羅
紗
売
り
は
、

井
戸
の
釣
瓶
を
取
る
と
し
ば
ら
く
の
間
、

南
風
に
吹
か
れ
て
一
息
つ
い
た
。

し
ら
し
ら
と
濁
酒
を
醸
す
か
の
よ
う
に
天
の
川
は
流
れ
、

夜
の
鳥
は
は
て
し
な
く
空
を
翔
け

て
い
く
。

か
す
か
に
小
銭
の
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、

羅
紗
売
り
は
井
戸
水
を
引
き
上
げ
る
。

モ
チ
ー
フ

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
か
ら
発
展
し
た
文
語
詩
だ
が
、
推
敲
の
過
程
で
、
賢
治
は
羅
紗
売
り
を

登
場
さ
せ
た
。
大
正
半
ば
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
羅
紗
売
り
と
言
え
ば
、
白
系
ロ
シ
ア
人

の
仕
事
と
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
だ
と
す
る
と
バ
ビ
ロ
ニ
柳
も
、
賢
治
が
学
名
を
ひ
け
ら
か

し
た
の
で
は
な
く
、
『
旧
約
聖
書
』
の
「
詩
篇
」
に
収
め
ら
れ
た
バ
ビ
ロ
ン
の
川
の
柳
の
木
に
琴

を
立
て
掛
け
、
故
郷
を
思
っ
て
嘆
く
ユ
ダ
ヤ
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
実
体
験
か
虚
構
か
の
判
断
は
し
に
く
い
が
、
賢
治
は
「
五
十
篇
」
の
「
〔
い
た
つ

き
て
ゆ
め
み
な
や
み
し
〕
」
で
、
朝
鮮
人
の
飴
売
り
に
思
い
を
は
せ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
心
な

ら
ず
も
故
郷
を
離
れ
て
羅
紗
を
売
り
歩
く
ロ
シ
ア
人
の
心
境
を
思
い
や
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

語
注

バ
ビ
ロ
ニ
柳

シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
の
こ
と
。
学
名
は

S
a
l
i
x
b
a
b
y
l
o
n
i
c
a

。
「
掃
ひ
し
」
と
あ
る

の
は
、
柳
の
枝
が
羅
紗
売
り
の
顔
を
掃
い
た
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

羅
沙
売
り

羊
な
ど
の
毛
を
密
に
織
っ
て
毛
羽
立
た
せ
、
織
り
目
が
見
え
な
い
よ
う
に
し
た
厚

手
の
織
物
が
ラ
シ
ャ
。
そ
れ
を
専
門
に
売
り
歩
く
行
商
人
の
こ
と
。
島
田
隆
輔
（
後
掲
Ｂ
）

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
羅
紗
を
売
っ
て
い
る
行
商
人
は
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
年
）
の
ロ

シ
ア
革
命
を
き
っ
か
け
に
日
本
に
亡
命
し
て
き
た
白
系
ロ
シ
ア
人
で
あ
ろ
う
。
賢
治
は
「
未

定
稿
」
の
「
〔
雪
と
ひ
の
き
の
坂
上
に
〕
」
で
も
、
「[

羅
沙
を
→
毛
布]

[

を
→
○削]

荷
へ
る
行
商

の
二
人
ぞ
坂
を
下
り
来
り
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ロ
シ
ア
人
に
よ
る
行
商
人
で
あ
ろ

う
。
沢
田
和
彦
（
「
白
系
ロ
シ
ア
人
と
近
代
日
本
文
化
」

『
白
系
ロ
シ
ア
人
と
日
本
文
化
』

成
文
堂

平
成
十
九
年
二
月
）
は
、
「
日
本
在
留
の
白
系
ロ
シ
ア
人
が
よ
く
従
事
し
た
職
業
の

ひ
と
つ
が
ラ
シ
ャ
売
り
で
あ
る
。1

9
2
0

年
代
後
半
に
は
そ
の
三
分
の
一
か
ら
半
分
以
上
が
こ

の
職
業
に
従
事
し
た
」
と
し
、
「1

9
2
4

年
（
大
正

年
）
９
月
９
日
付
け
の
『
函
館
日
日
新

13

聞
』
に
よ
る
と
、
函
館
市
内
に

人
の
ロ
シ
ア
人
が
在
住
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち

人
あ

50

30

ま
り
が
ラ
シ
ャ
の
行
商
を
し
て
い
た
」
と
書
い
て
い
る
。
沢
田
は
日
本
人
の
洋
服
化
を
促
進

し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
人
の
ラ
シ
ャ
売
り
行
商
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
が
、
高
級
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
を
日
本
に
導
入
し
た
フ
ョ
ー
ド
ル
・
モ
ロ
ゾ
フ
も
ラ
シ
ャ
の
行
商
か
ら
身
を
起

し
て
い
る
。
島
田
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
年
の
国
勢
調
査
で
は
、
岩
手
県
の
「
外
地
人
外
国
人

ノ
職
業
」
の
う
ち
「
露
店
（
屋
台
店
ヲ
含
ム
）
商
人

行
商
人

呼
売
商
人
」
に
つ
い
て
、
朝

鮮
人
は
六
十
五
人
（
男
・
六
十
五
、
女
・
〇
）
、
中
華
民
国
人
は
六
十
四
人
（
男
・
六
十
四
、

女
・
〇
）
、
露
西
亜
人
は
十
人
（
男
・
九
、
女
・
一
）
な
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
ポ
ダ
ル
コ
・

ピ
ョ
ー
ト
ル
（
「
阪
神
間
在
住
白
系
ロ
シ
ア
人
社
会
」

『
白
系
ロ
シ
ア
人
と
ニ
ッ
ポ
ン
』

成
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文
社

平
成
二
十
二
年
七
月
）
は
、
「
利
口
な
行
商
人
た
ち
は
、
「
ロ
シ
ア
人
」
や
「
難
民
」
、

「
亡
命
者
」
な
ど
の
∧
怪
し
い
気
持
ち
∨
を
引
き
起
こ
し
た
り
、
む
り
や
り
に
同
情
を
呼
ぶ

名
前
で
は
な
く
、
当
時
日
本
で
最
も
尊
敬
さ
れ
た
「
独
逸
人
」
な
ど
と
偽
っ
て
商
売
を
や
る

こ
と
も
あ
っ
た
」
と
い
う
フ
ョ
ー
ド
ル
・
モ
ロ
ゾ
フ
の
手
記
の
中
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。

銭
を
鳴
ら
し
つ
ゝ

井
戸
水
を
く
み
上
げ
る
際
に
、
懐
中
（
ポ
ケ
ッ
ト
？
）
の
小
銭
が
鳴
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

評
釈

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
の
第
十
三
・
十
四
葉
を
下
書
稿

と
し
、
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用

（一）

26
0

紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
手
入
れ
段
階
で
「
行
商
」
、
の
ち
に
「
羅
沙
売
り
」
。

（二）

藍
イ
ン
ク
で
○了
）
、
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
鉛
筆
で
○写
）
、
定
稿

22
0

（三）

用
紙
に
書
か
れ
た
定
稿
の
四
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

ま
ず
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
の
第
十
三
・
十
四
葉
か
ら
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
移
さ

26
0

れ
た
下
書
稿

を
見
て
み
た
い
。

（二）

や
み
に
一
つ
の
井
戸
あ
り
て

行
商
に
は
か
に
た
ち
ど
ま
り

つ
る
べ
を
と
り
て
や
ゝ
し
ば
し

天
の
川
を
ば
な
が
め
た
り

あ
ま
の
川
の
小
き
爆
発

た
よ
り
な
く
行
け
る
鳥
あ
り

か
す
か
に
の
ど
を
な
ら
し
つ
ゝ

ひ
と
は
つ
る
べ
を
汲
み
あ
ぐ
る
。

「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
で
は
、
同
じ
第
十
三
葉
に
あ
る
詩
句
が
「
一
百
篇
」
の
「
病
技
師

〔
一
〕
」
と
「
一
百
篇
」
の
「
〔
ひ
か
り
も
の
す
と
う
な
ゐ
ご
が
〕
」
に
発
展
し
て
い
る
が
、
当
時

の
花
巻
の
土
地
に
詳
し
い
佐
藤
勝
治
の
「
「
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
」
作
者
彷
徨
想
像
図
」
（
『
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
）
に
よ
れ
ば
、

賢
治
の
生
家
か
ら
千
人
供
養
塔
の
あ
る
松
庵
寺
が
「
病
技
師
〔
一
〕
」
の
舞
台
で
、
つ
い
で
賢
治

は
東
北
本
線
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
「
水
車
（
粉
屋
）
」
で
「
〔
ひ
か
り
も
の
す
と
う
な
ゐ

ご
が
〕
」
を
取
材
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
石
神
に
出
た
あ
た
り
に
柳
の
木
と
井
戸
が
あ
り
、
こ
こ
が

本
作
の
舞
台
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。

大
沢
正
善
（
「
臘
月
」

『
宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森
』

柏
プ
ラ
ー
ノ

平
成
十
一
年
六
月
）
は
、

本
作
の
次
に
配
列
さ
れ
て
い
る
「
臘
月
」
に
も
水
車
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
「
臘
月
」
も
こ
の

時
の
経
験
に
基
づ
く
作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
。
本
評
釈
で
も
文
語
詩
の
定
稿
に
は
連
作
の
傾

向
が
指
摘
で
き
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
大
沢
の
指
摘
は
興
味
深
い
が
、
両
作

品
が
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
、
定
稿
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
際
の
イ
メ
ー
ジ
に

は
、
だ
い
ぶ
距
離
が
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

下
書
稿

の
手
入
れ
で
は
、
か
な
り
字
句
の
入
れ
替
え
を
行
っ
て
い
る
。
中
途
段
階
で
賢
治

（二）

が
書
き
直
し
た
形
態
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

バ
ビ
ロ
ニ
や
な
ぎ
う
ち
か
づ
き

あ
ゆ
み
を
と
め
し
羅
沙
う
り
は

つ
る
べ
を
と
り
て
や
ゝ
し
ば
し

さ
そ
り
の
ほ
し
を
も
と
め
た
り

し
ら
じ
ら
醸
す
天
の
川

は
て
な
く
翔
け
る
夜
の
鳥

．
．
．

か
す
か
に
ひ
じ
を
鳴
ら
し
つ
ゝ

．
．
．
．

ひ
と
は
水
竿
を
操
り
あ
ぐ
る

．
．
．

大
き
な
変
化
と
し
て
は
、
ま
ず
、
行
商
人
が
「
羅
沙
う
り
」
に
特
定
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
羅
紗
売
り
の
行
商
と
は
、
語
注
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
白
系
ロ
シ
ア
人
が
携

わ
る
仕
事
だ
と
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
。
そ
し
て
、
「
バ
ビ
ロ
ニ
や
な
ぎ
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と

も
、
極
め
て
重
要
だ
と
思
う
。
ど
ち
ら
も
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
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で
あ
り
、
賢
治
が
本
当
に
ヤ
ナ
ギ
の
木
を
見
た
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
人
と
思
わ
れ

る
「
羅
沙
う
り
」
を
、
本
当
に
見
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
ロ
シ
ア
人
が
キ
リ

ス
ト
教
を
信
奉
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
バ
ビ
ロ
ニ
や
な
ぎ
」
が
偶
然
に
登
場

し
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
旧
約
聖
書
』
の
「
詩
篇
」
に
は
、
バ

ビ
ロ
ン
の
柳
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
か
ら
だ
。

紀
元
前
六
世
紀
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
ユ
ダ
王
国
が
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
国
の
王
ネ
ブ
カ

ド
ネ
ザ
ル
二
世
に
征
服
さ
れ
る
と
、
貴
族
や
聖
職
者
ら
を
は
じ
め
と
し
た
住
民
が
バ
ビ
ロ
ン
に

強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
。
『
日
本
大
百
科
全
書
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
は
、
「
イ
ス

ラ
エ
ル
人
に
と
っ
て
大
き
な
民
族
的
苦
難
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
の
精
神
的
労
苦
は
か
え
っ
て

民
族
の
一
致
を
強
め
、
信
仰
を
純
化
す
る
端
緒
と
な
っ
た
」
と
い
う
。
「
詩
篇
」
の
第
百
三
十
七

篇
に
は
、
そ
ん
な
バ
ビ
ロ
ン
の
地
で
暮
ら
す
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
嘆
き
が
書
か
れ
て
い
る
。

わ
れ
ら
バ
ビ
ロ
ン
の
河
の
ほ
と
り
に
す
わ
り

シ
オ
ン
を
お
も
ひ
い
で
て

涙

を
な
が
し
ぬ

か
は

な
み
だ

わ
れ
ら
そ
の
あ
た
り
の

柳

に
わ
が
琴
を
か
け
た
り

そ
は
わ
れ
ら
を

虜

に
せ
し
も
の

わ

や
な
ぎ

こ
と

と
り
こ

れ
ら
に
歌
を
も
と
め
た
り

我
儕
を
く
る
し
む
る
者
わ
れ
ら
に
お
の
れ
を

歓

ば
せ
ん
と
て

う
た

わ

れ

ら

も

の

よ
ろ
こ

シ
オ
ン
の
う
た
一
つ
う
た
へ
と
い
へ
り

わ
れ
ら
外
邦
に
あ
り
て
い
か
で
ヱ
ホ
バ
の
歌
を
う

ひ
と

と
つ
く
に

う
た

た
は
ん
や

ヱ
ル
サ
レ
ム
よ
も
し
我
な
ん
ぢ
を
わ
す
れ
な
ば

わ
が
右
の
手
に
そ
の

巧

を
わ

わ
れ

み
ぎ

て

た
く
み

す
れ
し
め
た
ま
へ

も
し
わ
れ

汝

を
思
ひ
い
で
ず

も
し
わ
れ
ヱ
ル
サ
レ
ム
を
わ
が
す
べ
て

な
ん
ぢ

お
も

の
歓
喜
の
極
と
な
さ
ず
ば

わ
が
舌
を
顎
に
つ
か
し
め
た
ま
へ

ヱ
ホ
バ
よ
ね
が
は
く
ば

よ
ろ
こ
び

き
は
み

し
た

あ
ぎ

ヱ
ル
サ
レ
ム
の
日
に

エ
ド
ム
の
子
輩
が
こ
れ
を
掃

清
け

そ
の

基

ま
で
も
は
ら
ひ
の
ぞ
け

ひ

こ

ら

は
ら
ひ
の
ぞ

も
と
ゐ

と
い
へ
る
を

聖
意
に
と
め
た
ま
へ

ほ
ろ
ぼ
さ
る
べ
き
バ
ビ
ロ
ン
の

女

よ

な
ん
ぢ
が
わ
れ

み
こ
ゝ
ろ

む
す
め

ら
に
作
し
ご
と
く

汝

に
む
く
ゆ
る
人
は
さ
い
は
ひ
な
る
べ
し

な
ん
ぢ
の
嬰
児
を
と
り
て

な
し

な
ん
ぢ

ひ
と

み
ど
り
ご

岩
の
う
え
に
な
げ
う
つ
も
の
は

福

ひ
な
る
べ
し

い
は

さ
い
は『

旧
新
約
聖
書
』
（
日
本
聖
書
協
会

昭
和
十
二
年
十
月
）

日
本
が
ロ
シ
ア
人
た
ち
を
捕
囚
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
完
全
に
状
況
が
一
致
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
賢
治
は
「
五
十
篇
」
の
「
〔
い
た
つ
き
て
ゆ
め
み
な
や
み
し
〕
」
で
、
朝
鮮

人
の
飴
売
り
を
描
い
て
い
た
が
、
状
況
と
し
て
は
そ
ち
ら
の
方
に
、
よ
り
似
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
帝
政
ロ
シ
ア
時
代
に
比
較
的
裕
福
に
暮
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
故
国
に
留

ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
異
郷
の
地
で
暮
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
柳
の
木
の
下
で
よ
う
や

く
一
休
み
す
る
と
い
う
心
境
を
考
え
て
み
れ
ば
、
バ
ビ
ロ
ン
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
悲
哀
に
通

じ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

日
本
と
台
湾
で
ラ
シ
ャ
売
り
の
行
商
を
し
て
い
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
プ
ロ
ス
ツ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
、

旭
川
に
本
部
を
置
く
ラ
シ
ャ
売
り
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
た
時
、
次
の
よ
う
な
訓
令
を
渡
さ

れ
た
の
だ
と
自
身
の
回
想
記
に
書
い
て
い
る
（
沢
田
和
彦

「
白
系
ロ
シ
ア
人
と
近
代
日
本
文

化
」

『
白
系
ロ
シ
ア
人
と
日
本
文
化
』

成
文
堂

平
成
十
九
年
二
月
）
。

卸
値
が
八
、
九
円
の
も
の
な
ら
ば
、
は
じ
め
は
二
十
円
か
ら
二
十
二
円
ぐ
ら
い
に
吹
っ
か

け
る
。
買
手
の
方
も
、
心
得
た
も
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
値
切
っ
て
く
る
。
指
を
一
本
出
し
た

ら
、
十
円
に
ま
け
ろ
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
で
も
う
一
円
な
り
二
円
な
り
の
も

う
け
が
出
る
わ
け
だ
が
、
あ
わ
て
て
売
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
か
ら
が
商
売
だ
。
は
じ

め
の
言
い
値
か
ら
、
少
し
ず
つ
下
げ
て
い
く
。
す
る
と
買
手
の
方
も
い
く
ら
か
ず
つ
指
し

値
を
上
げ
て
く
る
。
一
枚
で
三
円
か
四
円
の
も
う
け
が
出
た
と
こ
ろ
で
手
を
打
つ
。
そ
れ

な
ら
一
枚
売
れ
ば
一
日
分
の
宿
賃
と
タ
バ
コ
代
に
な
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
食
費
や
交

通
費
に
も
な
る
。

「
バ
ビ
ロ
ニ
柳
」
や
「
バ
ビ
ロ
ン
柳
」
は
他
の
作
品
に
も
登
場
す
る
が
、
『
新
校
本
全
集
』
の

索
引
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
旭
川
」
（
「
『
春
と
修
羅
』
補
遺
」
）
と
「
一
一
八

凾
館
港
春
夜
光
景

一
九
二
四
ヽ
五
ヽ
一
九
ヽ
」
（
「
「
春
と
修
羅

第
二
集
」
）
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
白
系
ロ
シ
ア
人
が

多
か
っ
た
街
で
あ
る
。
賢
治
の
頭
に
は
、
こ
れ
ら
の
街
と
「
ロ
シ
ア
＝
羅
沙
＝
バ
ビ
ロ
ニ
柳
」

と
い
う
図
式
が
刷
り
こ
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
ポ
ダ
ル
コ
・
ピ
ョ
ー
ト
ル
（
「
在
日
ロ
シ
ア
人
の
∧
顔
∨
を
変
え
た
関
東
大
震
災
」

『
白
系
ロ
シ
ア
人
と
ニ
ッ
ポ
ン
』

成
文
社

平
成
二
十
二
年
七
月
）
に
よ
れ
ば
、
革
命
直
後
に

日
本
に
や
っ
て
き
た
亡
命
ロ
シ
ア
人
の
∧
第
一
波
∨
は
、
緊
急
避
難
的
に
日
本
に
滞
在
し
た
の

み
で
、
関
東
大
震
災
後
の
国
際
社
会
の
協
力
に
よ
っ
て
日
本
を
去
る
者
が
多
か
っ
た
の
だ
と
い

う
。
ロ
シ
ア
移
民
の
∧
第
二
波
∨
は
震
災
後
に
や
っ
て
き
た
人
々
で
、
庶
民
階
級
の
出
身
者
が
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多
く
、
「
来
日
し
た
目
的
が
、
革
命
の
恐
怖
か
ら
∧
命
を
守
る
∨
こ
と
で
は
な
く
、
∧
商
売
∨

（
ビ
ジ
ネ
ス
）
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
多
く
の
行
商
人
を
は
じ
め
と
し
て
、
洋
菓

子
メ
ー
カ
ー
の
創
始
者
と
し
て
名
高
い
モ
ロ
ゾ
フ
や
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
、
野
球
選
手
の
ス
タ
ル
ヒ

ン
、
音
楽
家
の
レ
オ
・
シ
ロ
タ
ら
、
日
本
で
成
功
を
お
さ
め
た
人
々
も
、
こ
の
∧
第
二
波
∨
に

属
す
る
人
た
ち
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

賢
治
を
は
じ
め
、
当
時
の
日
本
人
た
ち
は
こ
う
し
た
状
況
を
ど
こ
ま
で
知
っ
て
い
た
の
か
定

か
で
は
な
い
が
、
仮
に
商
売
の
た
め
だ
け
に
来
日
し
て
い
た
と
し
て
も
、
異
郷
を
さ
ま
よ
う
こ

と
の
辛
さ
や
厳
し
さ
に
は
か
わ
り
な
い
は
ず
で
、
や
は
り
賢
治
に
は
哀
れ
な
存
在
で
あ
る
よ
う

に
見
え
た
の
だ
と
思
う
。

文
語
詩
は
岩
手
で
生
き
る
様
々
な
人
を
対
象
と
し
、
様
々
な
人
の
喜
怒
哀
楽
を
描
い
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
一
百
篇
」
で
は
、
タ
ッ
ピ
ン
グ
一
家
、
ミ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
、
プ
ジ
ェ

ー
神
父
に
も
取
材
対
象
を
広
げ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
が
深
い
が
（
キ

リ
ス
ト
教
徒
と
言
え
ば
、
日
本
人
だ
が
斎
藤
宗
次
郎
も
登
場
し
て
い
る
）
。
本
作
に
お
け
る
羅
紗

売
り
も
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

先
行
研
究

島
田
隆
輔
Ａ
「
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
散
佚
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
）
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佐
藤
栄
二
「
「
羅
沙
売
」
を
よ
む
」
（
『
宮
沢
賢
治

交
響
す
る
魂
』

蒼
丘
書
林

平
成
十
八
年
八

月
）

島
田
隆
輔
Ｂ
「
原
詩
集
の
輪
郭
」
（
「
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
」
広
島
大
学
博
士
論
文

h
t
t
p
:
/
/
i
r
.
l
i
b
.
h
i
r
o
s
h
i
m
a
-
u
.
a
c
.
j
p
/
j
a
/

0
0
0
3
2
0
0
3

平
成
二
十
二
年
九
月
）

臘
月

74み
ふ
ゆ
の
火
す
ば
る
を
高
み
、

の
ど
嗽
ぎ
あ
る
じ
眠
れ
ば
、

千
キ
ロ
の
氷
を
に
な
ひ
、

か
う
か
う
と
水
車
は
め
ぐ
る
。

大
意

冬
の
火
と
も
言
う
べ
き
ス
バ
ル
が
天
空
に
高
く
上
が
っ
て
い
る
の
で
、

ウ
ガ
イ
を
し
が
て
ら

眺
め
て
主
は
眠
り
に
つ
く
が
、

千
キ
ロ
に
も
な
る
氷
を
担
っ
て
、

こ
う
こ
う
と
星
の
水
車
は
回
り
続
け
る
。

モ
チ
ー
フ

花
巻
町
内
の
水
車
小
屋
を
舞
台
に
し
た
も
の
だ
と
の
指
摘
も
あ
る
が
、
「
千
キ
ロ
の
氷
」
が
つ
い

た
ま
ま
で
「
か
う
か
う
と
」
回
る
水
車
と
な
る
と
、
相
当
な
規
模
の
も
の
に
な
る
。
改
稿
の
過

程
で
現
実
の
水
車
小
屋
を
離
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
賢
治
は
星
空
を
水
車

に
た
と
え
、
音
を
た
て
て
回
る
と
書
く
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
童
話
「
水
仙
月
の
四
日
」
に
、

「
カ
シ
オ
ピ
イ
ア
、
／
も
う
水
仙
が
咲
き
出
す
ぞ
／
お
ま
え
の
ガ
ラ
ス
の
水
車
／
き
っ
き
と
ま

わ
せ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
童
話
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
に
は
、
「
夢
の
水
車
の
軋
り
の

み
づ
ぐ
る
ま

や
う
な
音
」
を
聞
き
、
「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
天
球
運
行
の
諧
音
」
だ
と
す
る
部
分
も
あ
っ
た
。
と

す
れ
ば
、
「
か
う
か
う
と
」
回
る
水
車
と
は
、
ス
バ
ル
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
て

く
る
。語

注

臘
月

旧
暦
の
十
二
月
の
こ
と
。
ま
た
、
冬
至
の
後
の
第
三
の
戌
の
日
に
、
猟
の
獲
物
を
神
々

い
ぬ

や
祖
先
に
ま
つ
る
祭
事
を
指
す
。
『
字
通
』
に
は
「
〔
荊
楚
歳
時
記
〕
に
、
十
二
月
八
日
を
臘

日
と
し
、
臘
鼓
を
打
っ
て
疫
を
祓
う
と
あ
り
、
仏
教
で
は
「
臘
八
会
（
ろ
う
は
ち
え
）
」
を
釈

迦
成
道
の
日
と
す
る
」
と
あ
る
。

す
ば
る

お
う
し
座
の
散
開
星
団
で
プ
レ
ア
デ
ス
星
団
と
も
呼
ば
れ
る
ス
バ
ル
星
団
の
こ
と
。

ス
バ
ル
は
外
国
語
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
そ
う
だ
が
、
「
統
ば
る
」
（
集
ま
る
）
と
い
う
意
味
の

日
本
語
。
十
二
月
に
は
天
頂
附
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
奥
本
淳
恵
（
「
『
春
と
修

羅
』
《
第
一
集
》
所
収
詩
篇
「
昴
」

∧
昴
∨
の
意
味
す
る
も
の
」

「
論
攷
宮
沢
賢
治

」
10

中
四
国
宮
沢
賢
治
研
究
会

平
成
二
十
四
年
一
月
）
が
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
賢
治
は
ス
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バ
ル
の
こ
と
を
庚
申
信
仰
な
ど
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
宇
宙
を
覆
う
真
実
の
象
徴
と
し
て
捉

え
る
意
識
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
「
一
百
篇
」
の
「
庚
申
」
に
は
、
「
昴
の
鎖
」
（
昴
と
は
ス
バ

ぼ
う

ル
の
こ
と
）
と
あ
り
、
ま
た
童
話
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
は
「
プ
レ
シ
オ
ス
の
鎖
」
が
登
場

す
る
。
「
プ
レ
シ
オ
ス
」
と
し
た
の
は
、
誤
り
か
、
そ
れ
と
も
意
識
的
な
呼
び
換
え
な
の
か
は

解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
背
景
に
『
聖
書
』
（
ヨ
ブ
記
）
の
「
プ
レ
ア

デ
ス
の
鎖
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
、
中
国
や
日
本
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
で
の
ス
バ
ル
の

イ
メ
ー
ジ
も
賢
治
は
大
切
に
し
て
い
た
よ
う
だ
。

評
釈

書
簡
下
書
き
の
書
か
れ
た
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
の
裏
面
に
下
書
稿

、
下
書
稿

22
22

（一）

（一'）

（
断
片
）
、
表
面
に
戻
っ
て
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
臘
月
」
。
以
下
同
じ
。
鉛
筆
で
○写
）
、
下

（二）

書
稿

、
定
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
定
稿
断
片
、
そ
の
裏
面
に
定
稿
の
二
枚
四
面
、
（
『
新
校
本
全

（三）

集
』
の
数
え
方
に
倣
え
ば
）
五
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。
定
稿
に
は
一
連
構
成
の
た
め
か

丸
番
号
の
表
記
が
な
い
。

大
沢
正
善
（
後
掲
）
は
、
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
の
第
十
三
・
十
四
葉
を
関
連
作
品
と
す
る
。

※

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

※

な
ほ
さ
な
が
ら
に
光
り
も
の
と
見
え
に
け
る

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
。

※

や
み
の
な
か
に
一
つ
の
井
戸
あ
り

行
商
に
は
か
に
た
ち
ど
ま
り

つ
る
べ
を
と
り
て
や
ゝ
し
ば
し

天
の
川
を
ば
な
が
め
た
り
。

※

あ
ま
の
川
の
小
さ
き
爆
発

た
よ
り
な
く
行
け
る
鳥
あ
り

か
す
か
に
の
ど
を
な
ら
し
つ
ゝ

ひ
と
は
つ
る
べ
を
汲
み
あ
ぐ
る
。

季
節
の
一
致
、
水
車
屋
、
天
の
川
…

た
し
か
に
一
致
す
る
点
は
多
い
。
当
時
の
花
巻
の
土

地
に
詳
し
い
佐
藤
勝
治
の
「
「
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
」
作
者
彷
徨
想
像
図
」
（
（
『
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
）
に
よ
れ
ば
、
賢
治
の
生

家
か
ら
千
人
供
養
塔
の
あ
る
松
庵
寺
を
抜
け
、
東
北
本
線
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
「
水
車
（
粉

屋
）
」
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
大
沢
も
こ
こ
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。

た
だ
、
前
二
篇
が
「
一
百
篇
」
の
「
病
技
師
〔
一
〕
」
、
後
二
篇
が
「
一
百
篇
」
の
「
羅
沙

売
」
に
発
展
し
、
本
作
と
一
番
関
連
の
深
そ
う
な
三
篇
目
も
、
「
一
百
篇
」
の
「
〔
ひ
か
り
も
の

す
と
う
な
ゐ
ご
が
〕
」
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
、
す
で
に
『
新
校
本
全
集
』
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
一
篇
の
先
行
作
品
か
ら
複
数
の
文
語
詩
が
で
き
な
い
と
は
言
え
な
い
し
、
大

沢
の
言
う
よ
う
に
、
本
作
の
直
前
に
「
羅
沙
売
」
が
あ
り
、
連
作
的
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
っ
た
指
摘
も
重
要
だ
。
し
か
し
、
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
以
外
に
も
発
想
の
元
は
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。

と
い
う
の
も
、
佐
藤
が
示
し
た
水
車
を
回
す
た
め
の
水
の
流
れ
は
、
地
図
に
も
載
っ
て
い
な

い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「
千
キ
ロ
の
氷
を
に
な
ひ
」
の
句
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
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れ
る
か
ら
だ
。

岡
井
隆
（
後
掲
Ｂ
）
も
、

「
千
キ
ロ
の
氷
」
と
い
え
ば
非
常
な
重
荷
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
担
っ
て
、
水
車
が
ま
わ
っ
て
い

る
。
氷
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
水
車
も
氷
っ
て
動
か
な
い
の
か
と
思
う
と
、
「
か

う
か
う
と
」
ま
わ
っ
て
い
る
。
水
車
の
羽
根
の
と
こ
ろ
に
、
氷
っ
た
水
を
受
け
て
、
力
一
ぱ

い
働
い
て
い
る
水
車
。
と
く
に
、
上
か
ら
水
の
注
ぐ
「
上
射
式
」
の
水
車
と
な
れ
ば
、
「
担

う
」
と
い
う
感
じ
に
近
く
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。
千
キ
ロ
、
つ
ま
り
一
ト
ン
の
氷
片
を
担
う

と
い
う
の
だ
か
ら
、
か
な
り
巨
大
な
水
車
か
、
何
連
式
と
い
う
水
車
か
。
そ
う
い
う
水
車
が
、

花
巻
盆
地
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
書
い
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
花
巻
町
内
の
小
川
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。

千
キ
ロ
も
の
氷
を
担
い
な
が
ら
「
か
う
か
う
と
」
回
る
水
車
に
つ
い
て
、
現
実
的
に
考
え
て

み
る
と
、
水
車
自
体
の
重
さ
も
千
キ
ロ
ほ
ど
な
け
れ
ば
氷
の
重
み
に
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
思
う
の
で
、
単
純
計
算
し
て
二
千
キ
ロ
の
水
車
を
「
か
う
か
う
と
」
動
か
す
だ
け
の

水
量
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
見
合
う
水
車
と
い
え
ば
、
水
力
発
電
所
の
タ

ー
ビ
ン
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

水
力
発
電
と
言
え
ば
、
賢
治
は
「
春
と
修
羅

第
二
集
補
遺
」
の
「
〔
雪
と
飛
白
岩
の
峯
の

脚
〕
」
（
「
五
〇
八

発
電
所

一
九
二
五
ヽ
四
ヽ
二
ヽ
」
の
発
展
形
）
で
、
岩
根
橋
水
力
発
電
所
の

「
蝸
牛
水
車
」
の
様
子
を
描
い
て
も
い
た
。

ス
ネ
ー
ル
タ
ー
ビ
ン

雪
と
飛
白
岩
の
峯
の
脚

ギ

ヤ

ブ

ロ

二
十
日
の
月
の
錫
の
あ
か
り
に

澱
ん
で
赤
い
落
水
管
と

ガ
ラ
ス
づ
く
り
の
発
電
室
と

…
…
ま
た
余
水
吐
の
青
じ
ろ
い
滝
…
…

黝
い
蝸
牛
水
車
で

ス
ネ
ー
ル
タ
ー
ビ
ン

早
く
も
春
の
雷
気
を
鳴
ら
し

鞘
翅
発
電
機
を
も
っ
て

ダ
イ
ナ
モ
コ
レ
オ
プ
ト
ラ

愴
た
る
夜
中
の
睡
気
を
顫
は
せ

大
ト
ラ
ン
ス
の
六
つ
か
ら

三
万
ボ
ル
ト
の
け
い
れ
ん
を

野
原
の
方
へ
送
り
つ
け

む
ら
気
多
情
の
計
器
ど
も
を

メ
ー
タ
ー

ぽ
か
ぽ
か
監
視
し
て
ま
す
と

い
つ
か
巨
大
な
配
電
盤
は

交
通
地
図
の
模
型
と
変
じ

小
さ
な
汽
車
も
か
け
出
し
て

海
よ
り
ね
む
い
耳
も
と
に

や
さ
し
い
声
が
は
い
っ
て
く
る

し
か
し
、
こ
の
「
蝸
牛
水
車
」
が
、
「
臘
月
」
に
結
び
つ
い
た
と
は
、
さ
す
が
に
考
え
に
く
い
。

興
味
深
い
こ
と
に
「
五
〇
八

発
電
所
」
と
同
一
日
付
の
「
五
〇
六

〔
そ
の
と
き
嫁
い
だ
妹
に

云
ふ
〕
」
に
も
「
昴
の
星
」
が
登
場
す
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
直
接
的
な
関
係
性
は
指
摘
し
に

く
い
。

む
し
ろ
気
に
な
る
の
は
、
地
上
で
は
な
く
、
水
車
と
宇
宙
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
例
え
ば

「
歌
稿
〔
Ｂ
〕
」
に
「

軸
棒
は
ひ
と
ば
ん
な
き
ぬ
凍
り
し
そ
ら

ピ
チ
と
ひ
び
い
ら
ん
微
光

53

の
下
に
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
余
白
に
は
次
の
よ
う
に
書
き
つ
け
て
あ
る
。

小
き
水
車
の
軸
棒
よ
も
す
が
ら
軋
り

そ
ら
は
藍
い
ろ
の
薄
き
鋼
に
て
張
ら
れ
し
か
ば

た
と
へ
そ
の
面
を
寒
冷
の
反
作
用
漲
る
と
も

裂
罅
入
ら
ん
こ
と
は
あ
り
ぬ
べ
し

直
前
に
は
、
「

鉛
な
ど
と
か
し
て
ふ
く
む
月
光
の
重
き
に
ひ
た
る
墓
山
の
木
々
。
」
と
い

52

う
短
歌
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
「
大
等
先
生
の
説
教
と
水
車
小
屋
」
と
い
う
気
に
な
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る
書
き
込
み
も
あ
る
（
大
等
と
は
島
地
大
等
。
少
青
年
期
の
賢
治
に
影
響
を
与
え
た
浄
土
真
宗

の
僧
侶
で
、
盛
岡
の
願
教
寺
住
職
）
。

島
地
大
等
の
説
教
の
際
に
見
た
水
車
の
軋
り
は
、
天
空
に
作
用
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と

い
う
の
だ
が
、
童
話
「
烏
の
北
斗
七
星
」
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

雲
が
す
つ
か
り
消
え
て
、
新
ら
し
く
灼
か
れ
た
鋼
の
空
に
、
つ
め
た
い
つ
め
た
い
光
が
み

く
も

き

あ
た

や

は
が
ね

そ
ら

ひ
か
り

な
ぎ
り
、
小
さ
な
星
が
い
く
つ
か
聯
合
し
て
爆
発
を
や
り
、
水
車
の
心
棒
が
キ
イ
キ
イ
云
ひ

ち
い

ほ
し

れ

ん

が

ふ

ば

く

は

つ

す

ゐ

し

や

し

ん

ば

う

い

ま
す
。

た
う
と
う
薄
い
鋼
の
空
に
、
ピ
チ
リ
と
裂
罅
が
は
ひ
つ
て
、
ま
つ
二
つ
に
開
き
、
そ
の

う

す

は
が
ね

そ

ら

ひ

び

ぷ

た

ひ

ら

裂
け
目
か
ら
、
あ
や
し
い
長
い
腕
が
た
く
さ
ん
ぶ
ら
下
つ
て
、
烏
を
握
ん
で
空
の
天
井
の

さ

め

な

が

う

で

さ

が

か
ら
す

つ

か

そ

ら

て
ん
じ
や
う

向
ふ
側
へ
持
つ
て
行
か
う
と
し
ま
す
。

む
か

が
は

も

い

こ
こ
で
は
、
も
う
宇
宙
自
体
が
水
車
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。

童
話
「
水
仙
月
の
四
日
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

「
カ
シ
オ
ピ
イ
ア
、

も
う
水
仙
が
咲
き
出
す
ぞ

す
ゐ
せ
ん

さ

だ

お
ま
え
の
ガ
ラ
ス
の
水

車

み
づ
ぐ
る
ま

き
っ
き
と
ま
わ
せ
。
」
雪
童
子
は
ま
っ
青
な
そ
ら
を
見
あ
げ
て
見
え
な
い
星
に
叫
び
ま
し
た
。

ゆ
き
わ
ら
す

さ
を

み

み

ほ
し

さ
け

『
定
本
語
彙
辞
典
』
で
は
、
「
こ
れ
は
カ
シ
オ
ペ
ア
座
が
、
ほ
ぼ
北
極
星
を
中
心
に
し
て
一
日
一

回
転
し
、
し
か
も
天
の
川
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
水
車
と
み
な
し
た
も
の
」
と
す
る
が
、
か
な
ら

ず
し
も
カ
シ
オ
ペ
ア
と
天
の
川
と
結
び
つ
け
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
天
体
の
動
き
と

水
車
、
音
を
関
連
付
け
た
例
が
他
に
も
あ
る
か
ら
だ
。

童
話
「
シ
グ
ナ
ル
と
シ
グ
ナ
レ
ス
」
で
は
、
「
夢
の
水
車
の
軋
り
の
や
う
な
音
」
を
聞
き
、

み
づ
ぐ
る
ま

そ
れ
を
「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
天
球
運
行
の
諧
音
」
だ
と
し
て
い
る
記
述
も
あ
る
。

小
野
隆
祥
（
「
修
羅
の
自
覚
」

『
宮
沢
賢
治
の
詩
作
と
信
仰
』
泰
流
社

昭
和
五
十
四
年
十
二

月
）
は
、
先
に
引
用
し
た
歌
稿
や
そ
の
書
き
込
み
な
ど
か
ら
、
賢
治
は
島
地
大
等
か
ら
ピ
タ
ゴ

ラ
ス
派
の
天
球
観
念
を
聞
き
、
天
蓋
ま
た
は
天
球
が
軸
棒
に
よ
っ
て
回
転
す
る
こ
と
を
意
識
し
、

実
際
、
賢
治
は
幻
聴
と
し
て
「
天
球
の
音
楽
」
を
聞
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
も
い
う
の
だ
が
、

そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
類
似
し
た
表
現
を
並
べ
て
み
る
と
、
千
キ
ロ
の
氷
を
担
う

水
車
と
は
、
「
流
水
を
利
用
し
て
羽
根
車
を
回
転
さ
せ
動
力
を
得
る
装
置
」
（
『
日
本
国
語
大
辞

典
』
）
と
い
う
字
義
通
り
の
「
水
車
」
で
は
な
く
、
「
か
う
か
う
」
と
い
う
諧
音
と
と
も
に
回
る

天
空
の
水
車
を
意
味
し
て
い
た
と
解
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

た
し
か
に
発
想
の
時
点
で
は
、
「
〔
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
〕
」
の
よ
う
な
現
実
世
界
の
水
車
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
島
地
大
等
と
も
、
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
文

語
詩
定
稿
に
小
屋
を
思
わ
せ
る
も
の
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
文
語
詩
の
冒
頭
に
「
み
ふ
ゆ
の
火
す

ば
る
を
高
み
」
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
最
初
か
ら
天
空
の
方
を
思
い
浮
か
べ
る

べ
き
詩
で
あ
り
、
地
上
の
「
水
車
」
は
、
大
宇
宙
の
回
転
の
比
喩
と
し
て
登
場
し
た
の
だ
と
す

る
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

大
沢
は
「
こ
の
作
品
は
、
地
上
の
現
実
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
宇
宙

的
で
神
話
的
な
作
品
な
の
で
も
な
い
」
。
「
地
上
と
宇
宙
を
、
土
俗
と
神
話
を
二
重
化
し
な
が
ら
、

特
定
の
事
蹟
が
秘
匿
さ
れ
つ
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
カ
ル
に
語
り
継
が
れ
る
伝
説
を
構
成
し
た
作
品

な
の
で
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
が
、
天
上
と
地
上
を
結
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
は
同
意
で
き

る
が
、
大
沢
が
言
う
よ
り
、
本
作
は
ず
っ
と
「
宇
宙
的
で
神
話
的
な
作
品
」
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
え
る
の
で
あ
る
。

先
行
研
究

岡
井
隆
Ａ
「
「
文
語
詩
稿
」
の
意
味
」
（
『
文
語
詩
人

宮
沢
賢
治
』

筑
摩
書
房

平
成
二
年
四

月
）

岡
井
隆
Ｂ
「
不
眠
と
労
働
」
（
『
文
語
詩
人

宮
沢
賢
治
』

筑
摩
書
房

平
成
二
年
四
月
）

大
沢
正
善
「
臘
月
」
（
『
宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森
』

柏
プ
ラ
ー
ノ

平
成
十
一
年
六
月
）

〔
天
狗
蕈

け
と
ば
し
了
へ
ば
〕

75
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天
狗
蕈
、
け
と
ば
し
了
へ
ば
、

親
方
よ
、

朝
餉
と
せ
ず
や
、
こ
ゝ
な
苔
む
し
ろ
。

…
…
り
ん
と
引
け
、

り
ん
と
引
け
か
し
。

＋
二
八
！

そ
の
標
う
ち
て
テ
ー
プ
を
さ
め
来
！
…
…

山
の
雲
に
、
ラ
ム
ネ
湧
く
ら
し
、

親
方
よ
、

雨
の
中
に
て
い
つ
ぱ
い
や
ら
ず
や
。

大
意

天
狗
蕈
を
蹴
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、

親
方
よ
、

朝
食
に
し
な
い
か
、
こ
こ
の
苔
を
筵
の
か
わ
り
に
し
て
。

…
…
り
ん
と
引
っ
張
れ
、

り
ん
と
引
っ
張
っ
て
く
れ
。

あ
と
二
十
八
！

そ
こ
に
印
を
つ
け
た
ら
テ
ー
プ
を
巻
い
て
こ
っ
ち
へ
来
い
！

山
の
雲
は
ラ
ム
ネ
が
湧
い
て
い
る
よ
う
だ
、

親
方
よ
、

雨
の
中
で
い
っ
ぱ
い
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
。

モ
チ
ー
フ

先
行
作
品
の
日
付
か
ら
考
え
る
と
、
花
巻
温
泉
に
花
壇
を
作
る
た
め
の
測
量
現
場
が
舞
台
と
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
文
語
詩
で
は
測
量
士
の
親
方
と
朝
餉
を
共
に
し
、
山
の
雲
の
ラ
ム
ネ
を

呑
も
う
と
誘
い
か
け
る
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
社
会
批
判
の
イ
メ
ー
ジ
が
窺
い
に
く
く
な
っ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
推
敲
の
過
程
で
、
「
春
と
修
羅

第
二
集
」
の
「
三
七
〇

電
軌
工
事

一
九
二

五
ヽ
八
ヽ
一
〇
ヽ
」
で
描
か
れ
て
い
た
花
巻
駅
に
お
け
る
軌
道
線
の
工
事
を
す
る
親
方
の
イ
メ

ー
ジ
を
取
り
入
れ
る
構
想
を
立
て
た
た
め
、
社
会
批
判
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
や
め
る
こ
と
に
し

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

語
注

天
狗
蕈

先
行
作
品
「
一
〇
五
三

〔
お
い

け
と
ば
す
な
〕

一
九
二
七
ヽ
五
ヽ
三
ヽ
」
や
文
語

詩
下
書
稿
に
コ
チ
ニ
ー
ル
（
レ
ッ
ド
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鮮
紅
色
の
天
狗
蕈
、
す
な
わ
ち

ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
コ
チ
ニ
ー
ル
と
は
サ
ボ
テ
ン
に
寄
生
す
る
カ
イ
ガ

ラ
ム
シ
か
ら
作
っ
た
鮮
や
か
な
赤
色
の
色
素
で
、
食
品
添
加
物
と
し
て
も
広
く
使
わ
れ
て
い

る
。
ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
は
、
マ
ツ
タ
ケ
目
テ
ン
グ
タ
ケ
科
の
毒
キ
ノ
コ
で
、
高
さ
は
十
～
二

十
セ
ン
チ
、
傘
の
径
は
十
～
十
五
セ
ン
チ
と
大
き
く
て
華
麗
。
欧
米
諸
国
で
は
健
康
と
喜
悦

を
表
す
赤
と
、
星
を
連
想
さ
せ
る
白
い
イ
ボ
か
ら
幸
福
を
も
た
ら
す
キ
ノ
コ
と
し
て
愛
さ
れ

て
き
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の
毒
の
成
分
は
学
名
の

A
m
a
n
i
t
a
m
u
s
c
a
r
i
a

か
ら
ム
ス
カ
リ
ン

と
名
付
け
ら
れ
、
賢
治
は
先
行
作
品
の
下
書
稿
で
そ
の
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
『
日
本
大
百
科

全
書
』
に
よ
れ
ば
、
近
年
、
毒
性
の
強
い
ム
ス
カ
リ
ン
の
含
有
量
は
少
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、

ム
ッ
シ
モ
ー
ル
や
イ
ボ
テ
ン
酸
な
ど
の
ア
ミ
ノ
酸
系
の
化
合
物
が
主
た
る
毒
成
分
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
め
ま
い
や
狂
騒
、
幻
覚
、
昏
睡
な
ど
を
起
す
が
、

数
時
間
ほ
ど
で
覚
め
る
も
の
で
、
死
に
至
っ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
ら
し
い
。
北
欧
の
バ
イ

キ
ン
グ
は
戦
い
の
前
に
ベ
ニ
テ
ン
グ
タ
ケ
を
食
べ
て
勇
猛
心
を
掻
き
立
て
る
の
に
用
い
、
ま

た
、
長
野
県
の
上
田
近
辺
で
は
、
美
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
塩
漬
け
に
す
る
な
ど
し
て
食
さ
れ

る
の
だ
と
い
う
。

け
と
ば
し
了
へ
ば

「
け
と
ば
し
し
ま
え
ば
」
と
も
読
め
そ
う
だ
が
、
音
数
の
問
題
か
ら
「
け

と
ば
し
お
え
ば
」
を
取
り
た
い
。
岡
井
隆
（
後
掲
Ａ
）
は
「
ケ
ト
バ
シ
シ
マ
エ
バ
」
を
取
り
、

赤
田
秀
子
（
後
掲
）
は
「
ケ
ト
バ
シ
オ
エ
バ
」
、
入
沢
康
夫
（
「
文
語
詩
難
読
語
句
（
６
）
」
）

は
両
論
併
記
す
る
。

＋
二
八

本
作
は
字
余
り
を
含
み
な
が
ら
も
五
七
五
七
七
の
短
歌
が
三
つ
連
続
す
る
こ
と
に
よ
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っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
字
下
げ
部
分
だ
け
で
も
五
七
五
七
七
を
形
成
し
て
い
る
が
、
音
数

律
に
従
っ
て
読
も
う
と
す
る
と
、
「
＋
二
八
」
は
、
「
た
す
に
は
ち
」
あ
る
い
は
「
に
じ
ゅ
う

は
ち
」
と
読
む
の
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
単
位
は
不
明
だ
が
、
測
量
に
関
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
下
書
稿

に
は
「
＋
二
七
」
と
も
あ
っ
た
。
赤
田
秀
子
（
後
掲
）
は
、
「
プ
ラ

（四）

ス
ニ
ジ
ュ
ウ
ハ
チ
」
を
提
案
し
て
い
る
。

そ
の
標
う
ち
て
テ
ー
プ
を
さ
め
来
！

測
量
に
使
う
た
め
の
器
具
。
標
は
測
桿
（
ポ
ー
ル
）
あ

そ
っ
か
ん

る
い
は
測
串
（
ピ
ン
）
を
指
し
、
テ
ー
プ
は
巻
尺
の
こ
と
だ
ろ
う
。
「
来
」
は
下
書
稿

で
（四）

「
こ
」
の
ル
ビ
が
あ
る
。
「
テ
ー
プ
を
お
さ
め
て
来
い
」
と
い
う
親
方
の
命
令
だ
ろ
う
。
視
点

人
物
の
心
の
声
だ
と
も
読
め
る
が
、
こ
こ
で
は
部
下
を
罵
る
よ
う
に
し
て
仕
事
を
進
め
る
親

方
の
言
葉
だ
ろ
う
。

ラ
ム
ネ

レ
モ
ン
風
味
の
炭
酸
飲
料
を
意
味
す
る
レ
モ
ネ
ー
ド
が
訛
っ
た
も
の
。
明
治
時
代
か

ら
玉
入
れ
瓶
が
普
及
し
、
庶
民
の
飲
み
物
と
し
て
広
く
愛
さ
れ
た
。
一
方
、
賢
治
も
愛
飲
し

た
と
言
わ
れ
る
サ
イ
ダ
ー
は
、
『
日
本
大
百
科
全
書
』
に
よ
れ
ば
「
日
本
独
特
の
清
涼
飲
料
で
、

香
料
を
加
え
甘
味
料
と
ク
エ
ン
酸
で
味
つ
け
し
た
無
色
の
炭
酸
飲
料
を
い
う
。
明
治
時
代
に

「
シ
ャ
ン
ペ
ン
・
サ
イ
ダ
ー
」
と
い
う
人
工
香
料
を
用
い
た
炭
酸
飲
料
を
売
り
出
し
た
の
が

好
評
を
得
た
た
め
、
同
類
品
の
通
称
と
な
っ
た
。
英
語
の

c
i
d
e
r

（
サ
イ
ダ
ー
）
は
り
ん
ご

果
汁
や
り
ん
ご
酒
の
こ
と
で
、
日
本
の
サ
イ
ダ
ー
と
は
別
物
で
あ
る
。
ラ
ム
ネ
と
大
差
な
い

が
、
ラ
ム
ネ
は
レ
モ
ネ
ー
ド
か
ら
き
た
名
前
で
、
サ
イ
ダ
ー
も
レ
モ
ネ
ー
ド
の
一
種
と
考
え

て
よ
い
」
と
の
こ
と
。

評
釈

「
春
と
修
羅

第
三
集
」
所
収
の
「
一
〇
五
三

〔
お
い

け
と
ば
す
な
〕

一
九
二
七
ヽ
五
ヽ

三
ヽ
」
を
文
語
詩
化
し
た
も
の
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
と
お
り
、
「
春
と
修
羅

第
二
集
」
の

「
三
七
〇

〔
朝
の
う
ち
か
ら
〕

一
九
二
五
ヽ
八
ヽ
一
〇
ヽ
」
の
ア
イ
デ
ィ
ア
も
採
用
さ
れ
て

い
る
。
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
赤
き
き
の
こ
」
）
、

22
22

（一）

「
一
〇
五
三

〔
お
い

け
と
ば
す
な
〕
」
の
下
書
稿

が
書
か
れ
た
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙

（三）

22
22

に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
測
量
」
）
、
そ
の
余
白
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ

（二）

（三）

ト
ル
は
「
測
量
」
）
、
同
じ
紙
の
裏
面
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
タ
イ
ト
ル
は
「
測
量
」
。
鉛
筆
で

（四）

○写
）
、
定
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
定
稿
の
五
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。
定
稿
に
丸
番
号
の
表
記

は
な
い
。

先
行
作
品
「
一
〇
五
三

〔
お
い

け
と
ば
す
な
〕
」
の
最
終
形
態
は
次
の
通
り
。

お
い

け
と
ば
す
な

け
と
ば
す
な

な
あ
ん
だ

た
う
た
う

す
っ
き
り
と
し
た
コ
チ
ニ
ー
ル
レ
ッ
ド

ぎ
っ
し
り
白
い
菌
糸
の
網

こ
ん
な
色
彩
の
鮮
明
な
も
の
は

こ
の
森
ぢ
ゅ
う
に
あ
と
は
な
い

あ
ゝ
ム
ス
カ
リ
ン

お
ー
い
！

り
ん
と
引
っ
ぱ
れ
！

り
ん
と
引
っ
ぱ
れ
っ
た
ら
！

山
の
上
に
は
雲
の
ラ
ム
ネ

つ
め
た
い
雲
の
ラ
ム
ネ
が
湧
く

こ
れ
だ
け
で
は
測
量
の
風
景
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
が
、
文
語
詩
で
は
「
り
ん
」
と

引
っ
張
る
対
象
が
テ
ー
プ
（
巻
尺
）
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
作
業
中
に
ベ
ニ
テ

ン
グ
タ
ケ
を
蹴
飛
ば
し
た
現
場
監
督
を
た
し
な
め
な
が
ら
も
、
山
の
上
に
わ
く
ラ
ム
ネ
を
飲
も

う
と
誘
う
軽
妙
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。

た
だ
、
「
詩
ノ
ー
ト
」
に
記
さ
れ
た
「
一
〇
五
三

〔
お
い

け
と
ば
す
な
〕
」
の
最
初
期
の
形

態
で
あ
る
「
一
〇
五
三

政
治
家

一
九
二
七
ヽ
五
ヽ
三
ヽ
」
（
下
書
稿

）
は
次
の
よ
う
な
も
の

（一）

で
、
お
よ
そ
ト
ー
ン
は
異
な
る
。

あ
っ
ち
も
こ
っ
ち
も
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ひ
と
さ
わ
ぎ
お
こ
し
て

い
っ
ぱ
い
呑
み
た
い
や
つ
ら
ば
か
り
だ

羊
歯
の
葉
と
雲

世
界
は
そ
ん
な
に
つ
め
た
く
暗
い

け
れ
ど
も
ま
も
な
く

さ
う
い
ふ
や
つ
ら
は

ひ
と
り
で
腐
っ
て

ひ
と
り
で
雨
に
流
さ
れ
る

あ
と
は
し
ん
と
し
た
青
い
羊
歯
ば
か
り

そ
し
て
そ
れ
が
人
間
の
石
炭
紀
で
あ
っ
た
と

ど
こ
か
の
透
明
な
地
質
学
者
が
記
録
す
る
で
あ
ら
う

「
詩
ノ
ー
ト
」
の
同
一
日
付
作
品
に
は
「
一
〇
五
五

〔
こ
ぶ
し
の
花
咲
き
〕

五
ヽ
三
ヽ
」

が
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
こ
の
巨
き
な
な
ま
こ
山
の
は
て
に
／
紅
い
一
つ
の
擦
り
傷
が
あ
る
／
そ

れ
が
わ
た
く
し
も
花
壇
を
つ
く
っ
て
ゐ
る
／
花
巻
温
泉
の
遊
園
地
な
の
だ
」
と
い
っ
た
言
葉
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
賢
治
が
設
計
し
た
花
壇
の
測
量
現
場
で
の
取
材
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

花
巻
温
泉
と
は
、
た
だ
の
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
で
は
な
く
「
賤
舞
の
園
」
（
「
未
定
稿
」

「
〔
歳
は

世
紀
に
曾
っ
て
見
ぬ
〕
」
）
で
も
あ
っ
た
た
め
、
花
巻
温
泉
の
設
置
に
関
わ
っ
た
「
政
治
家
」
が

批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
日
付
は
な
い
が
、
同
年
五
月
三
日
か
ら
八
日
ま
で
の
間
に
書

か
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
一
五
六
、
サ
キ
ノ
ハ
カ
と
い
ふ
黒
い
花
と
い
っ
し
ょ
に
」
（
「
詩
ノ
ー

ト
」
）
に
は
、
「
お
ほ
よ
そ
卑
怯
な
下
等
な
や
つ
ら
は
／
み
ん
な
ひ
と
り
で
日
向
へ
出
た
蕈
の
や

う
に
／
潰
れ
て
流
れ
る
そ
の
日
が
来
る
」
と
あ
り
、
「
蕈
」
の
モ
チ
ー
フ
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら

も
、
強
い
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
「
革
命
が
や
が
て
や
っ
て
く
る
」
と
い

う
激
し
い
言
葉
も
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
下
書
稿

に
な
る
と
「
測
量
」
と
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め

（二）

ら
れ
る
。
『
新
校
本
全
集
』
で
は
、
下
書
稿

と
の
差
に
つ
い
て
「
内
容
的
に
は
下
書
稿

以
下

（一）

（二）

と
大
き
く
相
違
し
て
い
る
が
、
一
部
重
複
す
る
語
句
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
扱
っ
て
お
く
」
と

書
か
れ
る
程
で
あ
る
。

早
い
は
な
し
が

巨
き
な
赤
い
毒
蕈
だ
な

ブ

ス
き
の
こ

と
こ
ろ
が
お
よ
そ
き
の
こ
な
ら

ど
ん
な
大
き
な
き
の
こ
で
も

ひ
と
り
で
崩
れ
て
ひ
と
り
で
雨
に
と
か
さ
れ
る

お
い
！

り
ん
と
ひ
っ
ぱ
れ
！

り
ん
と
ひ
っ
ぱ
れ
っ
た
ら
！

山
の
上
は
つ
め
た
い
雲
の
ラ
ム
ネ

ど
う
だ
親
方
一
ぱ
い
や
る
か

あ
す
こ
の
と
こ
の
ラ
ム
ネ
を
さ

「
読
書
レ
ポ
ー
ト
」
（
「
賢
治
研
究

」

宮
沢
賢
治
研
究
会

平
成
十
九
年
五
月
）
で
も
、
下

101

書
稿

と
下
書
稿

の
差
が
激
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
「
当
初
は
政
治
家
へ
ぶ
つ
ぶ
つ
言
い
た

（一）

（二）

い
こ
と
を
メ
モ
と
し
て
書
い
て
い
た
が
、
赤
い
キ
ノ
コ
に
た
と
え
て
い
る
う
ち
に
賢
治
の
気
持

ち
は
キ
ノ
コ
へ
行
っ
て
し
ま
」
う
と
さ
れ
て
い
る
。
「
ひ
と
さ
わ
ぎ
お
こ
し
て
／
い
っ
ぱ
い
呑
み

た
い
や
つ
ら
」
と
し
て
、
花
巻
温
泉
を
作
っ
た
「
政
治
家
」
に
加
え
、
測
量
士
の
親
方
も
そ
の

仲
間
に
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
実
は
花
壇
を
設
計
し
て
い
る
賢
治
自
身
も
政
治
家
や
親
方
と
同

列
の
存
在
で
あ
る
。
意
地
悪
な
見
方
を
す
れ
ば
、
賢
治
自
身
の
立
場
に
曖
昧
さ
が
あ
る
た
め
、

鮮
烈
な
言
葉
を
盛
り
込
め
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
木
村
東
吉
（
「
宮
沢
賢
治
・
封
印
さ
れ
た
「
慢
」
の
思
想

遺
稿
整
理
時
番
号

の
詩

10

稿
を
中
心
に
」

「
国
文
学
攷

・

」

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会

平
成
十
五
年
三
月
）
が
言

176

177

う
よ
う
に
、
晩
年
の
「
慢
」
の
自
覚
か
ら
、
賢
治
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
接
近
し
た
よ
う
な

表
現
を
後
退
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
傾
向
が
あ
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
重
要
な
視
点
で
あ
る
と

は
思
う
も
の
の
、
本
稿
で
は
、
も
う
一
点
、
下
書
稿

か
ら
下
書
稿

へ
の
奇
妙
な
改
稿
の
背

（一）

（二）

景
に
、
「
春
と
修
羅

第
二
集
」
の
「
三
七
〇

〔
朝
の
う
ち
か
ら
〕

一
九
二
五
ヽ
八
ヽ
一

〇
ヽ
」
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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「
三
七
〇

〔
朝
の
う
ち
か
ら
〕
」
の
下
書
稿

に
あ
た
る
「
三
七
〇

電
軌
工
事
」
を
引
く
。

（一）

…
…
稲
田
い
ち
め
ん
雨
の
脚
…
…

一
九
二
五
ヽ
八
ヽ
一
〇

カ
ー
ブ
の
と
こ
ろ
は

Ｘ
形
の
信
号
標
や

は
し
ご
の
つ
い
た
電
柱
や

風
の
廊
下
と
い
ふ
ふ
う
に
で
き
あ
が
つ
た

…
…
青
く
平
ら
な
稲
田
の
な
か
の
は
な
し
だ
よ
…
…

山
の
上
は
つ
め
た
い
雲
の
ラ
ム
ネ

ど
う
だ
親
方

こ
く
っ
と
呑
る
か

や

…
…
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
は
し
ら
に
は

と
も
り
の
こ
り
の
鬱
金
の
ダ
リ
ヤ
…
…

恍
惚
と
し
て
風
に
あ
ら
は
れ

し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
て
、
稲
び
か
り
か
ら
漂
白
さ
れ
る

…
…
ど
う
だ
親
方
い
っ
ぱ
い
呑
る
か

や

や
あ

汽
缶
車
が
や
っ
て
く
る

日
露
戦
争
の
と
き
の
ワ
リ
ヤ
ー
ク
号
み
た
い
に

黒
い
け
む
り
を
も
く
も
く
吐
い
て

雨
を
二
つ
に
分
け
て
ひ
ど
い
勢
で
走
っ
て
く
る

こ
こ
に
登
場
す
る
「
山
の
上
は
つ
め
た
い
雲
の
ラ
ム
ネ
／
ど
う
だ
親
方

こ
く
っ
と
呑
る

や

か
」
が
、
「
一
〇
五
三

〔
お
い

け
と
ば
す
な
〕
」
に
流
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
を
引
き

継
い
だ
文
語
詩
に
ま
で
継
続
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
賢
治
は
「
三
七
〇

電
軌

工
事
」
の
系
列
の
口
語
詩
で
、
も
う
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
復
活
さ
せ
て
い
な
い
。

「
三
七
〇

〔
朝
の
う
ち
か
ら
〕
」
の
取
材
日
で
あ
る
一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
年
）
八
月
十

日
、
賢
治
は
早
池
峰
山
に
向
か
う
た
め
に
花
巻
駅
に
行
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
早
池
峰
山
行
の
成

果
と
し
て
は
、
翌
日
の
十
一
日
に
、
河
原
で
夜
を
明
か
し
た
際
に
見
た
僧
の
幻
覚
（
幽
霊
？
）

に
つ
い
て
記
述
し
た
「
三
七
四

河
原
坊
（
山
脚
の
黎
明
）

一
九
二
五
ヽ
八
ヽ
一
一
ヽ
」
、
ま
た
、

「
五
十
篇
」
の
「
〔
水
と
濃
き
な
だ
れ
の
風
や
〕
」
の
先
行
作
品
と
な
っ
た
「
三
七
五

山
の
晨
明

に
関
す
る
童
話
風
の
構
想

一
九
二
五
ヽ
八
ヽ
一
一
ヽ
」
を
残
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
三
七
〇

〔
朝
の
う
ち
か
ら
〕
」
の
下
書
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
出
て
く
る
「
電
軌
」

と
は
電
気
軌
道
、
す
な
わ
ち
道
路
に
敷
設
さ
れ
た
鉄
道
の
こ
と
を
指
し
、
こ
こ
で
は
花
巻
か
ら

大
沢
温
泉
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
た
盛
岡
電
気
工
業
線
（
の
ち
の
鉛
線
）
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
。
大
正
十
四
年
八
月
に
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
電
気
軌
道
の
延
長
工
事
（
大
沢
温
泉
―
西
鉛
温

泉
。
大
正
十
四
年
十
一
月
一
日
に
開
業
）
期
間
に
も
あ
た
っ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
向
か
お
う

と
し
て
い
た
「
親
方
」
を
書
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
盛
岡
電
気
工
業
に
は
花
巻
温
泉
に
向
か
う
線
（
の
ち
の
花
巻
温
泉
線
）
も
大
正
十

四
年
八
月
一
日
に
開
業
し
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
は
鉄
道
の
専
用
線
を
走
っ
た
の
で
鉄
道
線
で
あ

り
、
電
気
軌
道
で
は
な
い
。
鉄
道
線
の
管
轄
は
鉄
道
省
で
、
電
気
軌
道
の
管
轄
は
内
務
省
だ
っ

た
た
め
、
実
際
の
鉄
道
専
用
線
と
電
気
軌
道
線
の
境
界
は
曖
昧
だ
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
法

令
上
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
八
月
十
日
の
早
朝
は
、
木
村
東
吉
（
「
《
春
と
修
羅

第
二
集
》
創
作
日
付
の
日
の
気
象

状
況
」

『
宮
沢
賢
治
《
春
と
修
羅

第
二
集
》
研
究

そ
の
動
態
の
解
明
』

渓
水
社

平
成
十

二
年
二
月
）
に
よ
れ
ば
土
砂
降
り
で
あ
り
、
前
日
の
九
日
も
降
水
量
が
三
六
・
八
ミ
リ
も
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
早
池
峰
山
に
登
る
に
は
不
吉
な
天
候
で
あ
っ
た
は
ず
だ
し
、
駅
で
見
か

け
た
親
方
も
工
夫
も
、
と
て
も
仕
事
が
で
き
そ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
も
賢
治
は
雨
天
に
も
か
か
わ
ら
ず
ず
い
ぶ
ん
嬉
し
そ
う
だ
。
「
電
軌
工
事
」
下
書
稿

で
（三）

は
、
親
方
や
工
夫
た
ち
に
鼻
歌
ま
で
歌
わ
せ
て
い
る
。

…
…
朝
の
う
ち
か
ら

稲
田
い
ち
め
ん
雨
の
脚
…
…

駅
の
出
口
の
カ
ー
ヴ
の
と
こ
は

Ｘ
型
の
信
号
標
や

は
し
ご
の
つ
い
た
電
柱
で

ま
づ
は
巨
き
な
風
の
廊
下
と
い
っ
た
ふ
う

ひ
ど
く
明
る
く
こ
し
ら
え
あ
げ
た

（
数
文
字
不
明
）
遊
園
地
よ
り



( 30 )

…
…
（
数
文
字
不
明
）
は
（
数
文
字
不
明
）
の
だ

親
方
は

信
号
標
の
ま
下
に
立
っ
て

び
し
や
び
し
や
雨
を
浴
び
な
が
ら

ぢ
っ
と
向
ふ
を
見
詰
め
て
ゐ
る

ふ
し
〽
…
…
雨
や
ら
雲
や
ら
向
ふ
は
暗
い
よ
と
…
…

そ
の
こ
っ
ち
で
は
工
夫
が
二
人

つ
る
は
し
を
も
ち
し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
て

三
べ
ん
四
へ
ん
稲
び
か
り
か
ら
漂
白
さ
れ
る

ふ
し
〽
…
…
く
ら
い
と
こ
ろ
に
お
湯
屋
が
で
き
た
よ
と
…
…

そ
の
ま
た
こ
っ
ち
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

駅
長
室
の
は
し
ら
に
は

夜
の
つ
ゞ
き
の
黄
い
ろ
な
あ
か
り

〽
雨
や
ら
雲
や
ら
向
ふ
は
…
…

や
っ
て
く
る
の
は
機
関
車
だ

ず
ゐ
ぶ
ん
長
い
烟
突
だ

安
奉
線
の
や
う
だ
け
れ
ど
も

ま
っ
正
直
に
稲
妻
も
浴
び

黒
い
け
む
り
も
も
く
も
く
吐
い
て

浅
黄
服
着
た
火
夫
も
わ
ら
っ
て
顔
を
出
し

雨
だ
の
稲
だ
の
さ
っ
と
二
つ
に
分
け
な
が
ら

地
響
き
さ
せ
て
走
っ
て
く
る

「
遊
園
地
」
の
文
字
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
花
巻
温
泉
の
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
開
業
し
た

ば
か
り
の
鉄
道
線
（
花
巻
温
泉
線
）
は
、
ま
だ
軽
鉄
花
巻
駅
（
中
央
花
巻
駅
。
現
在
、
ホ
テ
ル

グ
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
花
巻
の
あ
る
あ
た
り
）
ま
で
乗
り
入
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
七
月
二

十
二
日
に
は
鉄
道
線
の
軽
鉄
花
巻
駅
へ
の
乗
り
入
れ
を
申
請
し
、
九
月
三
十
日
に
は
認
可
さ
れ

て
い
る
の
で
（
湯
口
徹
『
花
巻
電
鉄
（
上
）
』

ネ
コ
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

平
成
二
十
六
年
四

月
）
、
も
し
か
し
た
ら
、
試
運
転
の
よ
う
な
も
の
が
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
「
や
っ
て
く
る
の
は
機
関
車
だ
／
ず
ゐ
ぶ
ん
長
い
烟
突
だ
／
安
奉
線
の
や
う

だ
け
れ
ど
も
」
と
、
ま
る
で
初
め
て
機
関
車
を
見
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
た
詩
句
に
も
納
得

が
い
く
。
と
い
う
の
も
、
軽
鉄
花
巻
駅
は
盛
岡
電
気
工
業
線
と
岩
手
軽
便
鉄
道
で
線
路
も
ホ

ー
ム
も
共
用
し
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
か
つ
て
安
奉
線
（
南
満
州
鉄
道
の
満
鉄
の
安
東
か
ら

奉
天
ま
で
を
結
ぶ
線
）
で
使
わ
れ
て
い
た
岩
手
軽
便
鉄
道
の
蒸
気
機
関
車
が
「
や
っ
て
く

る
」
だ
け
で
は
、
な
ん
ら
驚
く
に
足
り
な
い
が
、
も
し
花
巻
温
泉
の
方
か
ら
蒸
気
機
関
車
が

や
っ
て
き
た
の
だ
と
し
た
ら
、
も
う
二
度
と
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
機
会
だ
っ
た
と

言
え
る
か
ら
だ
。
花
巻
温
泉
線
に
は
電
車
が
走
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
た
し
か
に
そ
の
予
定
で
は
あ
っ
た
が
、
東
芝
の
労
働
争
議
の
た
め
に
変
電
所

の
設
備
が
遅
れ
、
八
月
一
日
に
開
業
し
て
か
ら
十
月
二
日
ま
で
の
間
は
、
電
車
を
走
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
期
間
の
み
蒸
気
機
関
車
を
走
ら
せ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

賢
治
が
鉄
道
フ
ァ
ン
で
、
岩
手
県
内
を
は
じ
め
と
す
る
鉄
道
路
線
が
開
業
す
る
と
早
々
に
乗

り
に
出
か
け
、
鉄
道
の
工
事
現
場
に
ま
で
足
を
運
ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
（
信
時
哲
郎

「
鉄
道
フ
ァ
ン
・
宮
沢
賢
治

大
正
期
・
岩
手
県
の
鉄
道
開
業
日
と
賢
治
の
動
向
」

「
賢
治

研
究

」

宮
沢
賢
治
研
究
会

平
成
十
七
年
九
月
）
、
さ
ま
ざ
ま
な
路
線
、
さ
ま
ざ
ま
な
車
両

96

が
行
き
交
っ
て
、
我
が
町
・
花
巻
が
鉄
道
の
要
衝
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
は
、
嬉
し
く
て

た
ま
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
ん
な
賢
治
が
花
巻
温
泉
線
の
試
運
転
の
蒸
気
機
関
車
を
見
て
、
鉛
線
の
路
線
を
延
長
さ
せ

よ
う
と
す
る
工
夫
た
ち
を
見
か
け
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
雨
天
で
あ
る
の
に
賢
治
が
上
機
嫌
で
詩

文
を
書
い
た
こ
と
、
仕
事
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
工
夫
た
ち
に
、
「
い
っ
ぱ
い

呑
る
か
」
と
呼
び
か
け
、
鼻
歌
を
歌
わ
せ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
賢
治
は
こ
の
日
、
花
巻
駅
に
向
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
岩
手
軽
便
鉄
道
を
使
っ

た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
賢
治
は
、
こ
の
日
の
う
ち
に
鶏
頭
山
の
中
腹
に
あ
る
七
折
れ

の
滝
に
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
（
木
村
東
吉

前
掲
）
、
大
正
十
四
年
八
月
の
『
汽
車
時
間
表
』

に
よ
れ
ば
、
最
も
時
間
を
か
け
ず
に
七
折
れ
の
滝
ま
で
行
く
に
は
、
東
北
本
線
の
花
巻
駅
を
七

時
十
一
分
に
出
て
、
隣
の
石
鳥
谷
駅
に
七
時
二
十
八
分
着
。
そ
こ
か
ら
大
迫
行
き
の
宮
守
自
動

車
会
社
の
七
時
四
十
分
の
定
期
路
線
に
乗
っ
て
八
時
三
十
分
に
大
迫
に
着
く
ル
ー
ト
を
取
っ
た
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と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
な
ら
、
七
折
れ
の
滝
に
昼
過
ぎ
に
は
到
着
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
だ
。

岩
手
軽
便
鉄
道
を
使
う
な
ら
、
花
巻
駅
を
五
時
三
十
五
分
に
出
て
、
六
時
三
十
二
分
に
土
沢

着
。
こ
こ
か
ら
大
迫
ま
で
十
五
キ
ロ
ほ
ど
歩
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
朝
が
早
い
分
、
二
時

ご
ろ
に
は
七
折
れ
の
滝
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
次
の
列
車
は
六
時

四
十
五
分
に
花
巻
駅
を
出
発
す
る
が
、
こ
れ
で
も
夕
方
前
に
は
七
折
れ
の
滝
ま
で
行
け
た
と
思

う
が
、
早
池
峰
山
ま
で
登
る
気
で
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
現
実
的
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
「
相
当
の
量
の
俸
給
を
保
証
さ
れ
て
居
り
ま
し
て
／
近
距
離
の
汽
車
に
も
自

由
に
乗
れ
る
」
（
「
春
と
修
羅

第
二
集

序
」
）
身
分
だ
っ
た
賢
治
は
、
「
三
七
〇

電
軌
工

事
」
の
光
景
を
、
八
月
十
日
の
午
前
七
時
ご
ろ
、
東
北
本
線
の
花
巻
駅
に
行
く
途
中
、
岩
手

軽
便
鉄
道
と
盛
岡
電
気
工
業
線
が
共
用
し
て
い
た
方
の
花
巻
駅
（
軽
鉄
花
巻
駅
／
中
央
花
巻

駅
）
を
七
時
ご
ろ
に
通
り
か
か
っ
た
際
、
あ
る
い
は
東
北
本
線
の
ホ
ー
ム
か
ら
見
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。

細
か
な
詮
索
を
綴
っ
て
き
た
が
、
決
し
て
鉄
道
の
薀
蓄
を
語
り
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

マ
ニ
ア
の
心
理
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
マ
ニ
ア
ッ
ク
に
追
究
し
な
け
れ
ば
全
貌
が
明
ら
か

に
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
追
究
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
三
七
〇

〔
朝

の
う
ち
か
ら
〕
」
の
背
景
に
鉄
道
フ
ァ
ン
な
ら
で
は
の
感
情
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
直
前
に
置
か
れ
た
、
日
付
け
の
な
い
「
三
六
九

岩
手
軽
便
鉄

道

七
月
（
ジ
ャ
ズ
）
」
と
い
う
列
車
の
動
き
と
ジ
ャ
ズ
の
リ
ズ
ム
を
あ
わ
せ
た
陽
気
で
軽
快

な
作
品
に
つ
い
て
も
、
そ
の
陽
気
さ
の
元
が
、
お
そ
ら
く
は
花
巻
温
泉
線
の
開
業
直
前
で
あ

っ
た
た
め
に
嬉
し
く
て
た
ま
ら
ず
に
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
が
立
っ
て
く
る
。

晩
年
に
使
用
し
た
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
に
、
賢
治
は
「
三
六
九

岩
手
軽
便
鉄
道

七
月

（
ジ
ャ
ズ
）
」
と
「
三
七
〇

〔
朝
の
う
ち
か
ら
〕
」
の
一
節
を
書
き
記
し
て
い
る
が
、
こ
の

頃
の
気
分
の
高
揚
が
、
晩
年
に
な
っ
て
も
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
う
し
て
考
え
て
く
る
と
、
新
校
本
の
編
集
者
や
、
宮
沢
賢
治
研
究
会
の
面
々
に
不

思
議
な
気
持
ち
を
抱
か
せ
た
「
一
〇
五
三

〔
お
い

け
と
ば
す
な
〕
」
の
改
稿
過
程
に
つ
い
て
も
、

理
解
が
で
き
そ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
木
村
の
言
う
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的

な
側
面
を
隠
そ
う
と
し
た
意
識
も
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
花
巻
温
泉
へ
の
反
発
を
忘
れ

た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
花
巻
温
泉
の
測
量
士
の
親
方
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
う
ち

に
、
か
つ
て
の
電
軌
工
事
の
親
方
や
工
夫
た
ち
を
思
い
出
し
、
そ
の
時
の
様
子
を
思
い
出
す
と
、

も
う
花
巻
温
泉
に
対
す
る
批
判
を
書
く
気
持
ち
も
吹
き
飛
ん
で
、
大
正
十
四
年
夏
の
楽
し
い
気

分
が
湧
き
あ
が
り
、
そ
ち
ら
で
作
品
を
ま
と
め
る
方
向
に
変
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
楽

し
い
詩
は
、
楽
し
く
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

先
行
研
究

岡
井
隆
Ａ
「
親
方
と
天
狗
蕈
」
（
『
文
語
詩
人

宮
沢
賢
治
』

筑
摩
書
房

平
成
二
年
四
月
）

岡
井
隆
Ｂ
「
賢
治

詩
と
短
歌
の
間
」
（
「
短
歌
研
究

ー
８
」

短
歌
研
究
社

平
成
八
年
八

53

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
月
）

16

大
角
修
「
《
宮
沢
賢
治
》
入
門
⑩

最
後
の
作
品
群
・
文
語
詩
を
読
む
」
（
「
大
法
輪

-

３
」

大

81

法
輪
閣

平
成
二
十
六
年
三
月
）

牛

76①
そ
は
一
ぴ
き
の
エ
ー
シ
ャ
牛
、

夜
の
地
靄
と
か
れ
草
に
、

角
を
こ
す
り
て
た
わ
む
る
ゝ
。

②
窒
素
工
場
の
火
の
映
え
は
、

層
雲
列
を
赤
く
焦
き
、

鈍
き
砂
丘
の
か
な
た
に
は
、

海
わ
り
わ
り
と
う
ち
顫
ふ
、

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
啜
り
て
も
、

な
ほ
啜
り
得
ん
黄
銅
の

月
の
あ
か
り
の
そ
の
ゆ
ゑ
に
、

こ
た
び
は
牛
は
角
を
も
て
、
音
高
く

柵
を
叩
き
て
た
は
む
る
ゝ
。

大
意

そ
れ
は
一
頭
の
エ
ア
シ
ャ
ー
種
の
牛
、

低
く
這
う
夜
の
靄
と
枯
れ
草
の
中
で
、

角
を
柵
に

こ
す
り
付
け
て
遊
ん
で
い
る
。
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窒
素
工
場
の
火
が
燃
え
る
の
が
映
っ
て
、

層
雲
の
列
は
赤
く
染
ま
り
、

な
だ
ら
か
な
起
伏
の
砂
丘
の
む
こ
う
に
は
、

海
が
わ
り
わ
り
と
う
ち
ふ
る
え
、

そ
の
う
え
に
啜
っ
て
も
、

な
お
啜
り
つ
く
す
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
い
黄
銅
色
の

月
あ
か
り
が
差
し
て
い
る
た
め
に
、

今
夜
は
牛
が
角
で
も
っ
て
、
大
き
な
音
を
出
し

柵
を
た
て
い
て
遊
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

モ
チ
ー
フ

賢
治
が
花
巻
農
学
校
の
北
海
道
修
学
旅
行
に
引
率
し
た
際
に
書
い
た
口
語
詩
が
先
行
作
品
。
苫

小
牧
の
海
岸
ち
か
く
に
あ
っ
た
牧
場
で
柵
に
角
を
叩
き
つ
け
て
遊
ぶ
牛
を
描
い
た
だ
け
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
北
海
道
帝
国
大
学
等
を
参
観
し
た
す
ぐ
後
の
賢
治
は
、
開
拓
使
以
来
の
北
海
道

の
農
業
が
常
に
牛
や
馬
と
共
に
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
、
他
愛
な
く
戯
れ
て
い
る
牛
に
も
愛

情
あ
ふ
れ
る
目
を
注
い
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

語
注

エ
ー
シ
ャ
牛

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
原
産
の
乳
牛
。
「
エ
ー
ア
シ
ャ
ー
」
、
「
エ
ァ
シ
ヤ
ー
」
な
ど
と

表
記
さ
れ
た
が
、
今
日
で
は
「
エ
ア
シ
ャ
ー
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
赤
褐

色
の
斑
紋
が
あ
り
、
三
日
月
型
の
角
を
持
つ
。
強
健
で
耐
寒
性
に
優
れ
、
粗
放
な
飼
養
管
理

に
も
強
く
、
高
緯
度
の
地
域
で
の
放
牧
に
も
向
い
て
い
る
と
い
う
。
乳
量
が
少
な
い
た
め
、

現
在
は
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
飼
養
さ
れ
て
い
な
い
。
本
作
の

取
材
地
は
苫
小
牧
に
あ
っ
た
中
村
牧
場
で
、
平
成
十
六
年
四
月
十
三
日
の
「
苫
小
牧
民
報
」

に
よ
れ
ば
、
サ
イ
ロ
は
現
存
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

地
靄

「
じ
も
や
」
と
読
む
。
地
を
這
う
よ
う
に
立
ち
込
め
て
い
た
靄
の
こ
と
。
『
定
本
語
彙
辞

典
』
に
は
、
「
地
上
に
低
く
立
ち
こ
め
た
も
や
（
薄
い
霧
の
状
態
）
を
言
う
賢
治
の
造
語
か
、

正
式
の
気
象
用
語
に
は
な
い
が
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
気
象
語
」
と
あ
る
。
先
行
作
品
に
「
輻

射
の
に
ぶ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
輻
射
霧
」
（
＝
放
射
霧
）
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
放
射

霧
」
と
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
地
表
面
の
放
射
冷
却
に
よ
っ
て
、
地
表
に
接

し
た
空
気
が
冷
却
し
た
と
き
で
き
る
霧
。
主
と
し
て
風
の
弱
い
晴
天
の
明
け
方
に
発
生
す

る
」
と
い
う
。

窒
素
工
場

下
書
稿
に
は
「
パ
ル
プ
工
場
」
と
あ
っ
た
。
舞
台
と
な
っ
た
苫
小
牧
は
製
紙
工
場

で
有
名
だ
が
、
花
巻
農
業
高
校
の
修
学
旅
行
の
一
行
は
、
王
子
製
紙
苫
小
牧
工
場
を
見
学
し

た
と
い
う
。
賢
治
が
農
学
校
に
提
出
し
た
「
〔
修
学
旅
行
復
命
書
〕
」
の
結
び
に
は
、
「
パ
ル
プ

工
場
の
煙
赤
く
空
を
焦
し
、
遠
く
濤
声
あ
り
」
と
あ
る
。
窒
素
工
場
へ
の
書
き
替
え
は
音
韻

や
字
面
に
よ
る
も
の
か
と
思
う
。

評
釈

「
春
と
修
羅

第
二
集
」
所
収
の
口
語
詩
「
一
二
六

牛

一
九
二
四
ヽ
五
ヽ
二
二
ヽ
」
の
下
書

稿

の
書
か
れ
た
赤
罫
詩
稿
用
紙
の
余
白
に
書
か
れ
た
下
書
稿
（
鉛
筆
で
○写
）
と
定
稿
用
紙
に
書

（三）
か
れ
た
定
稿
の
二
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。
先
行
作
品
は
「
春
と
修
羅

第
二
集
」
所
収
の

口
語
詩
「
一
二
六

牛
」
。

ま
ず
は
先
行
作
品
で
あ
る
「
一
二
六

牛
」
の
最
終
形
態
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
ぴ
き
の
エ
ー
シ
ャ
牛
が

草
や
地
靄
に
角
を
こ
す
っ
て
あ
そ
ん
で
ゐ
る

う
し
ろ
で
は
パ
ル
プ
工
場
の
火
照
り
が

け
む
り
と
雲
を
焦
が
し
て
ゐ
る
し

低
い
砂
丘
の
向
ふ
で
は

海
が
ど
ん
ど
ん
叩
い
て
ゐ
る

し
か
も
じ
つ
に
掬
っ
て
も
呑
め
さ
う
な

黄
銅
い
ろ
の
月
あ
か
り
な
の
で

牛
は
か
ら
だ
い
ち
め
ん

す
っ
か
り
ア
マ
ル
ガ
ム
に
な
っ
て

こ
ん
ど
は
角
で
柵
を
叩
い
て
あ
そ
ん
で
ゐ
る

文
語
詩
へ
の
移
行
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
行
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
た
だ
、
「
一
二
六

牛
」
の
下
書

稿
で
あ
る
「
一
二
六

海
鳴
り
」
は
、
実
に
長
大
に
し
て
重
厚
、
難
解
な
作
品
で
あ
る
。
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あ
ん
な
に
強
く
す
さ
ま
じ
く

こ
の
月
の
夜
を
鳴
っ
て
ゐ
る
の
は

た
し
か
に
黒
い
巨
き
な
水
が

ぢ
き
そ
こ
ら
ま
で
来
て
ゐ
る
の
だ

…
…
う
し
ろ
で
は
パ
ル
プ
工
場
の
火
照
り
が

け
む
り
や
雲
を
焦
が
し
て
ゐ
る
…
…

砂
丘
の
遠
く
見
え
る
の
は

そ
ん
な
起
伏
の
な
だ
ら
か
さ
と

ほ
と
ん
ど
掬
っ
て
呑
め
さ
う
な

黄
銅
い
ろ
の
月
あ
か
り
の
た
め
で

じ
つ
は
も
う

そ
の
青
じ
ろ
い
夜
の
地
靄
を
過
ぎ
る
な
ら

に
わ
か
な
渦
の
音
と
い
っ
し
ょ
に

巨
き
な
海
が
た
ち
ま
ち
前
に
ひ
ら
く
の
だ

…
…
弱
い
輻
射
の
に
ぶ
の
中
で

鳥
の
羽
根
を
焼
く
に
ほ
ひ
が
す
る
…
…

砂
丘
の
裾
で
ぼ
ん
や
り
白
く
う
ご
く
も
の

黒
い
丈
夫
な
木
柵
も
あ
る

…
…
あ
ん
な
に
強
く
雄
々
し
く
海
は
鳴
っ
て
ゐ
る
…
…

そ
れ
は
一
ぴ
き
の
エ
ー
シ
ャ
牛
で

草
と
け
む
り
に
角
を
擦
っ
て
あ
そ
ん
で
ゐ
る

…
…
月
の
歪
形

月
の
歪
形
…
…

草
穂
と
蔓
と
、
み
ち
は
ほ
の
か
に
傾
斜
を
の
ぼ
り

は
や
く
も
こ
こ
の
鈍
い
砂
丘
を
ふ
る
は
せ
て

海
が
ご
う
ご
う
湧
い
て
ゐ
る

じ
つ
に
向
ふ
に
い
ま
遠
の
い
て
か
か
る
の
は

ま
さ
し
く
さ
っ
き
の
黄
い
ろ
な
下
弦
の
月
だ
け
れ
ど
も

そ
こ
か
ら
展
く
白
い
平
ら
な
斑
縞
は

湧
き
立
ち
湧
き
立
ち
炎
の
や
う
に
く
だ
け
て
ゐ
る

そ
の
恐
ろ
し
い
迷
ひ
の
い
ろ
の
海
な
の
だ

は
る
か
に
う
ね
る
そ
の
水
銀
を
沸
騰
し

し
ば
ら
く
異
形
な
そ
の
天
体
の
黄
金
を
消
せ

漾
ふ
銅
の
ア
マ
ル
ガ
ム
を
も
燃
し
つ
く
し

青
い
イ
オ
ン
に
雲
を
染
め

は
る
か
な
過
去
の
渚
ま
で

真
空
の
鼓
を
と
ど
ろ
か
せ

バ
キ
ア
ム

そ
の
ま
っ
く
ろ
な
し
ぶ
き
を
あ
げ
て

わ
た
く
し
の
胸
を
お
ど
ろ
か
し

わ
た
く
し
の
上
着
を
ず
た
ず
た
に
裂
き

す
べ
て
の
は
か
な
い
の
ぞ
み
を
洗
ひ

そ
れ
ら
巨
大
な
波
の
壁
や

沸
き
た
つ
瀝
青
と
鉛
の
な
か
に

や
り
ど
こ
ろ
な
い
さ
び
し
さ
を
と
れ

い
ま
あ
た
ら
し
く
咆
哮
し

そ
の
う
つ
く
し
い
潮
騒
え
と

雲
の
い
ぶ
し
銀
や
巨
き
な
の
ろ
し

阿
僧
祗
の
修
陀
羅
を
つ
つ
み

億
千
の
灯
を
波
に
か
か
げ
て

海
は
魚
族
の
青
い
夢
を
ま
も
る

伝
教
大
師
叡
山
の
砂
つ
ち
を
掘
れ
る
と
き

…
…
砂
丘
の
な
つ
か
し
さ
と
や
は
ら
か
さ
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ま
る
で
そ
れ
は
ひ
と
り
の
処
女
の
よ
う
だ
…
…

は
る
か
な
は
る
か
な
汀
線
の
は
て
に

二
点
の
た
う
ご
ま
の
花
の
や
う
な
赤
い
火
も
と
も
り

二
き
れ
ひ
か
る
介
の
か
け
ら

雲
は
み
だ
れ

月
は
黄
金
の
虹
彩
を
は
な
つ

中
地
文
（
「
一
二
六

海
鳴
り
」
考
」

『
「
春
と
修
羅
」
第
二
集

研
究
』

思
潮
社

平
成
十
年

三
月
）
は
、
「
一
二
六

海
鳴
り
」
に
つ
い
て
、
「
『
春
と
修
羅
』
（
第
一
集
）
の
挽
歌
群
、
亡
妹
へ

の
執
着
を
宗
教
的
倫
理
に
反
す
る
も
の
と
し
て
否
定
し
克
服
す
る
過
程
を
描
い
た
一
連
の
作
品

の
テ
ー
マ
と
類
似
し
て
い
る
」
こ
と
（
あ
る
い
は
そ
の
頃
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
人
へ
の
執

着
）
を
指
摘
し
、
そ
の
た
め
に
「
一
二
六

牛
」
に
改
稿
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
。

浜
垣
誠
司
（
「
若
き
日
の
最
澄
（
２
）
」

「
宮
沢
賢
治
の
詩
の
世
界
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
h
a
t

o
v
.
c
c
/

平
成
二
十
年
五
月
一
日
）
は
、
末
尾
の
「
伝
教
大
師
」
の
部
分
を
重
視
し
、
「
９
ヵ
月

ぶ
り
に
北
海
道
の
夜
の
荒
海
と
再
会
し
た
賢
治
の
胸
に
は
、
前
年
の
船
上
で
の
決
死
の
「
行
」

の
こ
と
が
甦
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」
。
そ
し
て
あ
ら
た
め
て
、
「
あ
の
時
の
自
分
の
挑
戦
も
、

末
法
の
世
に
あ
り
な
が
ら
、
は
る
か
伝
教
大
師
や
日
蓮
に
連
な
る
、
法
華
経
的
な
衆
生
済
度
を

目
ざ
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
と
」
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ト
シ
を
失
っ
て
一
年
半
後
の
北
海
道
旅
行
で
も
、
ト
シ
へ
の
思
い
が
詩
篇

の
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。
が
、
こ
れ
だ
け
長
大
で
重
厚
な
詩

を
、
た
だ
の
背
景
に
し
か
過
ぎ
な
い
よ
う
な
エ
ー
シ
ャ
牛
の
た
わ
む
れ
を
描
く
詩
に
改
変
し
、

し
か
も
、
そ
れ
を
最
晩
年
に
文
語
詩
に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
理
由
は
今
一
つ
見
え
て
こ
な
い
。

も
う
一
つ
、
気
に
な
る
の
は
、
修
学
旅
行
中
の
作
品
群
で
あ
る
「
一
一
六

津
軽
海
峡

一
九

二
四
ヽ
五
ヽ
一
九
ヽ
」
、
「
一
一
八

凾
館
港
春
夜
光
景
」
、
「
一
二
三

馬

一
九
二
四
ヽ
五
ヽ
二

二
ヽ
」
、
「
一
二
六

海
鳴
り
」
、
「
一
三
三

〔
つ
め
た
い
海
の
水
銀
が
〕
」
の
う
ち
、
実
際
に
見
た

わ
け
で
も
な
い
光
景
に
つ
い
て
描
く
「
一
二
三

馬
」
が
、
な
ぜ
書
か
れ
た
の
か
、
で
あ
る
。

「
一
二
三

馬
」
の
最
終
形
態
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

い
ち
に
ち
い
っ
ぱ
い
よ
も
ぎ
の
な
か
に
は
た
ら
い
て

馬
鈴
薯
の
や
う
に
く
さ
り
か
け
た
馬
は

あ
か
る
く
そ
そ
ぐ
夕
陽
の
汁
を

食
塩
の
結
晶
し
た
ば
さ
ば
さ
の
頭
に
感
じ
な
が
ら

は
た
け
の
ヘ
り
の
熊
笹
を

ぼ
り
ぼ
り
ぼ
り
ぼ
り
食
っ
て
ゐ
た

そ
れ
か
ら
青
い
晩
が
来
て

や
う
や
く
厩
に
帰
っ
た
馬
は

高
圧
線
に
か
か
っ
た
や
う
に

に
は
か
に
ば
た
ば
た
云
ひ
だ
し
た

馬
は
次
の
日
冷
た
く
な
っ
た

み
ん
な
は
松
の
林
の
裏
へ

巨
き
な
穴
を
こ
し
ら
え
て

馬
の
四
つ
の
脚
を
ま
げ

そ
こ
へ
そ
ろ
そ
ろ
お
ろ
し
て
や
っ
た

が
っ
く
り
垂
れ
た
頭
の
上
へ

ぼ
ろ
ぼ
ろ
土
を
落
し
て
や
っ
て

み
ん
な
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
泣
い
て
ゐ
た

ま
さ
か
修
学
旅
行
の
引
率
中
に
、
馬
の
埋
葬
現
場
に
出
く
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
が
、

小
沢
俊
郎
（
「
北
海
道
修
学
旅
行
」

『
宮
沢
賢
治
研
究
叢
書
２

賢
治
地
理
』

学
芸
書
林

平
成

元
年
七
月
）
は
、
「
苫
小
牧
あ
た
り
で
誰
か
に
聞
い
た
話
に
深
く
感
じ
て
そ
の
ま
ま
詩
の
形
に
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
が
、
か
つ
て
、
北
海
道
出
身
の
友
人
に
予
備
知
識
を
与
え
ず
に
こ
の
詩

を
読
ま
せ
た
ら
、
「
北
海
道
で
は
時
に
こ
ん
な
光
景
が
あ
る
。
何
か
東
北
よ
り
北
海
道
の
感
じ
が

強
い
」
と
い
っ
て
い
た
。
農
業
す
る
人
と
馬
と
の
間
の
愛
情
の
通
い
あ
い
を
し
み
じ
み
感
じ
さ

せ
る
佳
作
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
馬
は
馬
鈴
薯
の
よ
う
に
腐
る
ほ
ど
に
働
か
さ
れ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
飼
い
主
が
虐
待
し
て
い
た
の
か
と
も
思
わ
れ
そ
う
だ
が
、
「
み
ん
な
」
が
揃
っ
て
ぼ

ろ
ぼ
ろ
と
涙
を
流
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
お
そ
ら
く
「
み
ん
な
」
の
方
も
、
ぼ
ろ
ぼ
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ろ
に
な
る
ま
で
、
馬
と
一
緒
に
働
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

一
九
八
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
、
北
海
道
の
富
良
野
を
舞
台
に
し
た
倉
本
聰
の
「
北
の

国
か
ら
」
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
に
似
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
。
或
る
老
人
が
、
大
切
に
し

て
い
た
馬
を
金
に
困
っ
た
た
め
に
手
放
す
と
い
う
話
だ
。
馬
は
は
じ
め
の
う
ち
は
小
屋
か
ら
出

る
の
を
嫌
が
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
全
て
を
察
す
る
と
、
別
れ
際
に
な
っ
て
老
人
に
自
分
の
首

を
何
度
も
擦
り
つ
け
、
大
粒
の
涙
を
流
し
た
の
だ
と
い
う
。
老
人
は
「
ア
イ
ツ
だ
け
が
オ
ラ
と

苦
労
を
と
も
に
し
た
。
あ
い
つ
が
オ
ラ
に
何
を
言
い
た
か
っ
た
か
、
信
じ
て
た
オ
ラ
に
何
を
言

い
た
か
っ
た
か
」
と
言
っ
て
涙
す
る
。
翌
日
の
朝
、
老
人
は
自
転
車
ご
と
橋
か
ら
落
ち
て
死
ん

で
い
た
の
が
発
見
さ
れ
る
。

小
沢
の
友
人
に
「
北
海
道
の
感
じ
が
強
い
」
と
言
わ
せ
た
の
は
何
だ
ろ
う
。
「
北
海
道
農
法
」

に
つ
い
て
、
『
日
本
大
百
科
全
書
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

北
海
道
農
業
は
他
府
県
と
比
較
し
て
積
雪
寒
冷
地
の
た
め
、
農
期
間
が
短
く
自
然
条
件
が
不

利
で
あ
る
こ
と
や
、
明
治
政
府
の
北
海
道
開
拓
事
業
が
殖
産
興
業
政
策
の
一
環
と
し
て
、
未

開
地
の
大
規
模
開
墾
を
中
心
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
少
な
い
労
働
力
で
広
い
面
積
を
短

期
間
に
耕
作
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
独
自
の
農
業
経
営
方
式
が
求
め
ら
れ
た
。
北
海
道
開

拓
使
は
１
８
７
１
年
（
明
治
４
）
ホ
ー
レ
ス
・
ケ
プ
ロ
ン
、

年
ク
ラ
ー
ク
を
招
き
、
欧
米
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諸
国
の
農
学
・
農
業
技
術
の
導
入
を
図
っ
た
。

し
か
し
、
プ
ラ
ウ
、
ハ
ロ
ー
、
カ
ル
チ
ベ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
の
欧
米
農
法
は
北
海
道
農

業
に
は
そ
の
ま
ま
定
着
せ
ず
、
明
治

年
代
に
、
わ
が
国
在
来
農
法
と
混
合
し
た
畜
耕
手
刈
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（
馬
耕
に
よ
る
プ
ラ
ウ
、
ハ
ロ
ー
の
畜
力
耕
う
ん
と
鎌
に
よ
る
手
刈
収
穫
）
と
い
う
独
得
の

農
法
が
確
立
し
た
。

ま
た
、
北
海
道
の
高
等
小
学
校
向
け
の
教
科
書
（
副
読
本
）
と
思
わ
れ
る
北
海
道
農
業
教
育

研
究
会
の
『
高
等
小
学
北
海
道
農
業
書
の
解
説

高
１

上
巻
』
（
淳
文
書
院

昭
和
八
年
七
月
）

に
は
、
「
本
道
農
業
の
特
質
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
。

イ
、
水
田
よ
り
も
畑
作
を
主
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

ロ
、
経
営
面
積
が
大
で
あ
る
。

ハ
、
経
営
面
積
が
大
で
あ
る
上
に
農
期
間
が
短
い
関
係
上
、
畜
力
の
利
用
が
盛
で
あ
る
。

ニ
、
養
畜
を
入
れ
る
余
地
が
大
で
あ
る
。

ホ
、
栽
培
作
物
の
種
類
が
多
い
。

ヘ
、
二
毛
作
を
行
ひ
得
る
範
囲
が
狭
い
。

ト
、
冬
季
が
長
い
か
ら
副
業
を
入
れ
る
余
地
が
多
い
。

た
し
か
に
岩
手
も
馬
産
地
と
し
て
有
名
で
、
農
耕
に
は
畜
力
の
助
け
を
借
り
て
い
た
。
し
か

し
、
北
海
道
は
畑
作
が
中
心
で
、
土
地
は
広
大
だ
が
農
期
が
短
く
、
馬
の
出
番
の
多
さ
は
比
較

に
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ウ
（
鋤
。
賢
治
作
品
で
も
「
小
岩
井
農
場
」
な
ど
に
用
例
が
あ
る
）
、
ハ
ロ

ー
（
開
墾
、
砕
土
、
地
な
ら
し
、
雑
物
除
去
、
覆
土
な
ど
に
使
う
機
具
）
、
カ
ル
チ
ベ
ー
タ
ー

（
畑
作
物
用
の
中
耕
除
草
機
）
は
、
い
ず
れ
も
馬
の
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
、
戦
後
に
な
っ

て
ト
ラ
ク
タ
ー
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
、
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。
北
海
道
で
は
昭
和

三
十
～
四
十
年
代
に
な
っ
て
も
、
土
地
の
広
さ
や
雪
の
影
響
な
ど
も
あ
っ
て
馬
（
荷
車
や
橇
）

が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
札
幌
市
内
で
あ
っ
て
も
冬
の
間
は
凍
っ
て
い
た
馬
糞
が
春
先
に

な
っ
て
融
け
、
黄
色
い
馬
糞
風
と
な
っ
て
人
々
を
悩
ま
せ
た
と
い
う
。

北
海
道
の
馬
は
こ
う
し
て
春
夏
秋
冬
を
通
じ
て
人
々
と
共
に
働
い
た
た
め
、
馬
鈴
薯
の
よ
う

に
く
さ
り
か
け
て
突
然
の
死
を
遂
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
家
族
た
ち
の
悲
し
み
も
、

共
に
働
い
て
き
た
仲
間
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
悲
痛
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

賢
治
が
「
一
二
三

馬
」
や
「
一
二
六

海
鳴
り
」
の
着
想
を
得
た
前
日
の
五
月
二
十
一
日
、

花
巻
農
学
校
の
一
行
は
、
北
海
道
帝
国
大
学
で
花
巻
出
身
の
佐
藤
昌
介
総
長
の
話
を
聞
く
。
賢

治
が
農
学
校
に
提
出
し
た
「
〔
修
学
旅
行
復
命
書
〕
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
要
旨
は
次
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
づ
新
開
地
と
旧
き
農
業
地
と
に
於
る
農
業
者
の
諸
困
難
を
比
較
し
殊
に
后
者
に
処
し
て
旧

慣
幣
風
を
改
良
し
日
進
の
文
明
を
摂
取
す
る
こ
と
榛
茨
の
未
開
地
に
当
る
よ
り
も
難
く
大
な

マ
マ

る
覚
悟
と
努
力
と
を
要
す
る
以
所
並
に
今
日
は
大
切
な
る
農
業
の
黎
明
期
に
し
て
実
に
斯
土

マ

マ

を
直
ち
に
天
上
と
な
し
得
る
や
否
や
岐
れ
て
存
す
る
処
な
り



( 36 )

話
を
聞
い
た
後
に
は
、
菓
子
や
牛
乳
の
接
待
を
受
け
、
次
い
で
水
産
標
本
室
、
農
学
部
温
室
、

畜
舎
等
を
見
学
す
る
。
そ
し
て
、
大
学
を
出
て
中
島
公
園
内
の
植
民
館
（
拓
殖
館
）
を
訪
れ
る

が
、
そ
の
展
示
に
つ
い
て
、
賢
治
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

中
に
開
墾
順
序
の
模
型
あ
り
。
陰
惨
荒
涼
た
る
林
野
先
づ
開
拓
使
庁
官
に
よ
り
て
毎
五
町
歩

宛
区
劃
を
設
定
せ
ら
れ
、
当
時
内
地
敗
残
の
移
住
民
、
各
一
戸
宛
此
処
に
地
を
与
へ
ら
る
。

然
も
初
め
呆
然
と
し
て
為
す
な
く
、
技
術
者
来
り
教
ふ
る
に
及
ん
で
漸
く
起
ち
て
斧
力
を
振

ひ
耒
耜
を
把
る
。
近
隣
互
に
相
励
ま
し
て
耕
稼
を
行
ふ
。
圃
地
次
第
に
成
り
陽
光
漸
く
徧
く

交
通
開
け
学
校
起
り
遂
に
楽
し
き
田
園
を
形
成
す
る
ま
で
誰
か
涙
な
く
し
て
之
を
観
る
を
得

ん
や
。
恐
ら
く
は
本
模
型
の
生
徒
将
来
に
及
ぼ
す
影
響
極
め
て
大
な
る
べ
し
。

続
い
て
一
行
は
二
階
に
あ
が
っ
て
、
「
各
種
本
道
内
に
用
ひ
ら
る
ゝ
農
具
」
を
見
学
し
て
い
る
。

こ
の
後
、
午
後
八
時
に
苫
小
牧
駅
に
到
着
。
そ
の
日
の
深
夜
に
散
歩
に
出
た
海
岸
で
、
賢
治
は

「
一
二
六

牛
」
の
着
想
を
得
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
北
海
道
開
拓
の
様
子
を
模
型
で
た

ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
治
は
「
誰
か
涙
な
く
し
て
之
を
観
る
を
得
ん
や
」
と
書
い
て
い
る
が
、

佐
藤
総
長
の
言
葉
も
手
伝
っ
て
、
賢
治
は
北
海
道
の
農
業
に
対
す
る
思
い
を
「
一
二
三

馬
」
に
、

そ
し
て
作
品
番
号
を
三
つ
ほ
ど
飛
ば
し
た
「
一
二
六

牛
」
に
綴
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
馬
と
乳
牛
で
は
役
割
が
異
な
っ
て
い
る
が
…
）
。

中
地
や
浜
垣
が
書
い
た
よ
う
に
、
賢
治
は
真
夜
中
の
海
岸
で
、
ト
シ
の
こ
と
や
、
自
分
の
信

仰
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
自
分
自
身

の
思
い
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を
、
賢
治
は
ス
ッ
パ
リ
や
め
、
自
分
の
脇
で
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
柵
に
角

を
突
き
当
て
て
た
わ
む
れ
て
い
る
牛
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
無
邪
気
で
イ
ノ
セ

ン
ト
な
存
在
に
も
思
え
る
牛
の
様
子
は
、
童
話
「
黑
ぶ
だ
う
」
を
も
思
わ
せ
る
が
、
そ
の
無
力

さ
は
北
海
道
の
大
自
然
の
中
に
放
り
出
さ
れ
た
無
防
備
な
人
間
た
ち
の
姿
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

真
っ
黑
に
迫
る
海
に
対
峙
し
、
窒
素
工
場
（
実
際
は
製
紙
工
場
）
の
火
で
赤
く
染
ま
っ
た
空
か

ら
降
り
注
ぐ
月
明
か
り
の
下
に
い
た
牛
に
、
賢
治
は
寒
さ
の
厳
し
い
北
海
道
で
生
き
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
農
民
た
ち
の
姿
を
重
ね
合
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
語
詩
は
基
本
的
に
岩
手
に
生
き
る
様
々
な
人
を
描
い
て
い
る
が
、
本
作
は
北
海
道
の
牛
を

描
い
た
異
例
の
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
北
海
道
の
牛
を
描
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

こ
れ
は
、
厳
し
い
自
然
に
立
ち
向
か
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
北
海
道
の
農
民
た

ち
の
詩
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
作
を
「
一
百
篇
」
の
中
の
一
つ
に
加
え
た
の
は
、

か
つ
て
の
教
え
子
に
北
海
道
修
学
旅
行
で
の
見
聞
を
実
際
の
農
業
に
生
か
し
て
ほ
し
い
と
思
っ

た
よ
う
に
、
岩
手
の
農
民
た
ち
に
も
得
る
べ
き
も
の
を
得
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
の
で
あ
る
。

先
行
研
究

栗
原
敦
「
「
文
語
詩
稿
」
と
ユ
ー
モ
ア
」
（
『
宮
沢
賢
治

透
明
な
軌
道
の
上
か
ら
』

新
宿
書
房

平
成
四
年
八
月
）

佐
藤
栄
二
「
牛
」
（
『
宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森
』

柏
プ
ラ
ー
ノ

平
成
十
一
年
六
月
）

〔
秘
事
念
仏
の
大
師
匠
〕
〔
二
〕

77①
秘
事
念
仏
の
大
師
匠
、

元
信
斉
は
妻
子
も
て
、

北
上
ぎ
し
の
南
風
、

け
ふ
ぞ
陸
穂
を
播
き
つ
く
る
。

②
雲
紫
に
日
は
熟
れ
て
、

青
ら
み
そ
め
し
野
い
ば
ら
や
、

川
は
川
と
て
ひ
た
す
ら
に
、

八
功
徳
水
な
が
し
け
り
。

③
た
ま
た
ま
そ
の
子
口
あ
き
て
、

楊
の
梢
に
見
と
る
れ
ば
、

元
信
斎
は
歯
軋
り
て
、

石
を
発
止
と
投
げ
つ
く
る
。

④
蒼
蠅
ひ
か
り
め
ぐ
ら
か
し
、

練
肥
を
捧
げ
て
そ
の
妻
は
、

ダ

ラ

た
ゞ
恩
人
ぞ
導
師
ぞ
と
、

お
の
が
夫
を
ば
拝
む
な
り
。

つ
ま
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大
意

秘
事
念
仏
の
大
師
匠
、

元
信
斉
は
妻
子
を
連
れ
て
、

南
風
が
吹
く
北
上
川
の
川
岸
で
、

今
日
は
陸
稲
を
播
い
て
い
る
。

雲
は
紫
で
日
は
高
く
上
が
り
、

青
い
葉
が
出
は
じ
め
た
野
茨
や
、

川
は
川
ら
し
く
ひ
た
す
ら
に
、

あ
り
が
た
い
功
徳
あ
る
水
を
流
し
て
い
る
。

た
ま
た
ま
元
信
斉
の
子
が
口
を
あ
け
て
、

楊
の
梢
を
見
て
い
る
と
、

元
信
斉
は
歯
ぎ
し
り
を
し
て
怒
り
、

息
子
に
向
っ
て
石
を
は
っ
し
と
投
げ
つ
け
た
。

ア
オ
バ
エ
が
光
っ
て
飛
び
回
る
な
か
を
、

練
肥
を
捧
げ
も
っ
た
元
信
斉
の
妻
は
、

あ
ぁ
恩
人
よ
導
師
よ
と
い
っ
て
は
、

自
分
の
夫
を
拝
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
っ
た
。

モ
チ
ー
フ

東
北
地
方
に
根
付
い
て
い
る
隠
し
念
仏
の
大
師
匠
の
家
族
が
、
陸
穂
の
種
を
播
い
て
い
る
時
の

様
子
を
書
い
た
も
の
（
水
田
と
違
っ
て
、
陸
稲
は
種
も
み
を
じ
か
に
播
く
）
。
賢
治
は
文
語
詩
に

お
い
て
庚
申
信
仰
や
二
十
六
夜
待
ち
な
ど
の
民
間
信
仰
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
と
隠
し
念

仏
に
関
し
て
は
、
一
貫
し
て
悪
意
を
も
っ
て
描
い
て
い
る
。
賢
治
に
は
ユ
ー
モ
ア
の
つ
も
り
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
悪
口
と
し
か
受
け
取
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
最
晩
年
の
賢
治
の
一

側
面
を
示
し
た
も
の
と
し
て
は
、
貴
重
な
作
品
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

語
注

秘
事
念
仏
の
大
師
匠

秘
事
念
仏
と
は
東
北
地
方
に
広
ま
っ
て
い
た
隠
し
念
仏
の
こ
と
。
自
ら

は
「
御
内
法
」
、
「
御
内
証
」
等
と
呼
ぶ
。
江
戸
時
代
に
弾
圧
さ
れ
、
昭
和
初
年
ま
で
警
察
に

に
ら
ま
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
大
導
師
（
本
作
で
い
う
と
こ
ろ
の
大
師
匠
）
を
中

心
に
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
地
方
の
家
は

表
向
き
は
他
宗
の
信
者
を
装
い
な
が
ら
、
子
ど
も
が
六
～
七
才
に
な
る
と
「
オ
ト
リ
ア
ゲ
」

と
い
う
儀
式
を
行
う
。
導
師
の
指
示
で
子
ど
も
に
「
タ
ス
ケ
タ
マ
エ
」
や
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

ツ
」
を
連
呼
さ
せ
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
陥
っ
た
と
こ
ろ
で
導
師
が
「
こ
れ
で
願
い
は
受
け
ら

れ
た
」
と
声
を
か
け
、
以
降
は
こ
れ
を
秘
密
に
す
る
よ
う
誓
わ
せ
る
と
い
う
。
賢
治
の
父
・

政
次
郎
は
浄
土
真
宗
・
安
浄
寺
の
檀
家
総
代
だ
っ
た
が
、
こ
の
寺
は
明
治
に
な
っ
て
隠
し
念

仏
の
糾
弾
に
務
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
隠
し
念
仏
を
嫌
う
気
持
ち
は
、
政
次
郎

に
も
賢
治
に
も
共
通
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
宗
教
民
俗
学
者
の
門
屋
光
昭
（
後
掲
）
は
、
花

巻
市
内
の
浄
土
真
宗
の
寺
の
総
代
か
ら
「
自
分
は
隠
し
念
仏
の
世
話
人
を
し
て
い
る
」
と
い

う
告
白
を
受
け
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
で
、
「
賢
治
が
オ
ト
リ
ア
ゲ
を
受
け
た
と
し
て
も
決

し
て
不
思
議
で
は
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
、
賢
治
研
究
者
で
賢
治
の
生
家
の
す
ぐ
近
く
に
育

っ
た
佐
藤
勝
治
（
「
賢
治
と
私
の
生
家
の
あ
る
花
巻
町
豊
沢
町
の
思
い
出
（
一
）
」

『
賢
治
文

学
の
よ
ろ
こ
び
１
』

寂
光
林

昭
和
六
十
二
年
八
月
）
も
、
「
私
の
家
で
は
正
式
に
は
（
お
も

て
む
き
は
？
）
禅
宗
、
説
教
は
法
然
上
人
の
浄
土
宗
、
葬
式
は
真
宗
の
寺
、
真
実
の
信
仰
は

か
く
し
念
仏
と
い
う
三
重
四
重
の
信
仰
で
、
そ
れ
が
そ
の
頃
の
町
家
の
信
仰
形
態
だ
っ
た
」

と
書
い
て
い
る
。

元
信
斉

秘
事
念
仏
の
大
師
匠
（
大
導
師
）
の
こ
と
。
た
だ
し
、
「
五
十
篇
」
の
「
〔
秘
事
念
仏

の
大
師
匠
〕
〔
一
〕
」
に
は
元
真
斉
と
あ
る
。
高
橋
梵
仙
（
「
「
秘
事
法
門
」
と
「
か
く
し
念

仏
」
の
詩
」

『
か
く
し
念
仏
考

第
一
』

巌
南
堂
書
店

昭
和
三
十
八
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、

元
真
斉
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
人
物
は
、
「
宮
沢
賢
治
の
親
友
佐
藤
昌
一
郎
氏
が
、
作
者
か

ら
直
接
聞
い
た
こ
と
と
し
て
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
小
舟
渡
で
「
秘
事
法
門
」
を
行
つ
て

ゐ
る
仮
名
の
大
師
匠
を
詩
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
」
ら
し
く
、
「
元
真
斉
と
は
花
巻
ヂ
ツ
コ
佐

藤
勘
蔵
を
指
し
、
「
そ
の
妻
」
と
は
タ
マ
を
意
味
す
る
も
の
歟
」
と
の
こ
と
。
ま
た
、
ブ
ロ
グ

「
壺
中
の
天
地
」
に
お
け
る
平
成
十
八
年
十
月
十
一
日
の
記
事
「
宮
沢
賢
治
と
「
か
く
し
念

仏
」
」
（h

t
t
p
:
/
/
y
a
j
u
r
u
.
m
o
e
-
n
i
f
t
y
.
c
o
m
/
b
l
o
g
/
2
0
0
6
/
1
0
/
p
o
s
t
_
c
8
e
3
.
h
t
m
l

）
に
よ
れ
ば
、

「
賢
治
の
「
春
と
修
羅

第
三
集
」
の
時
期
に
係
わ
り
の
あ
っ
た
か
く
し
念
仏
者
は
、
伊
藤

治
三
郎
」
な
の
だ
と
い
う
。

八
功
徳
水

読
み
方
は
「
は
ち
く
ど
く
す
い
」
。
八
つ
の
仏
の
功
徳
を
備
え
た
水
。
『
仏
教
語
大

辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
極
楽
浄
土
の
池
や
、
須
弥
山
を
取
り
巻
く
七
内
海
に
満
た
さ
れ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
。
八
種
の
功
徳
と
は
甘
く
（
甘
）
・
冷
た
く
（
冷
）
・
や
わ
ら
か
く
（
軟
）
・
清
ら

か
（
清
浄
）
・
無
臭
（
不
臭
ま
た
は
潤
沢
安
和
）
・
飲
む
と
き
の
ど
を
損
せ
ず
（
飲
時
不
損
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喉
）
・
飲
み
終
わ
っ
て
腹
を
痛
め
ず
（
飲
已
不
傷
腹
）
な
ど
の
性
質
を
い
う
」
。

練
肥

ア
ブ
ラ
カ
ス
を
水
で
練
っ
て
腐
ら
せ
た
肥
料
。

ダ

ラ

評
釈

先
行
作
品
で
あ
る
「
春
と
修
羅

第
三
集
」
所
収
の
「
一
〇
五
六

〔
秘
事
念
仏
の
大
元
締

が
〕

一
九
二
七
ヽ
五
ヽ
七
ヽ
」
下
書
稿

の
書
か
れ
た
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ

（二）

24
0

た
下
書
稿

、
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

（
鉛
筆
で
○写
）
、
定
稿
用
紙

（一）

22
22

（二）

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

「
五
十
篇
」
に
は
「
〔
秘
事
念
仏
の
大
師
匠
〕
〔
一
〕
」
が
あ
る
。
本
作
で
は
「
元
信
斎
」
と
あ

る
と
こ
ろ
が
「
元
真
斉
」
に
な
っ
て
い
る
な
ど
の
違
い
は
あ
る
が
、
第
一
段
落
を
見
れ
ば
わ
か

る
よ
う
に
、
両
作
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。

①
秘
事
念
仏
の
大
師
匠
、

元
真
斉
は
妻
子
し
て
、

北
上
岸
に
い
そ
し
み
つ
、

い
ま
ぞ
昼
餉
を
し
た
ゝ
む
る
。

②
卓
の
さ
ま
し
て
緑
な
る
、

小
松
と
紅
き
萱
の
芽
と
、

雪
げ
の
水
に
さ
か
ら
ひ
て
、

ま
こ
と
睡
た
き
南
か
ぜ
。

③
む
し
ろ
帆
張
り
て
酒
船
の
、

ふ
と
あ
ら
は
る
ゝ
ま
み
ま
じ
か
、

を
の
こ
は
三
た
り
舷
に
、

こ
ち
を
見
お
ろ
し
見
す
く
む
る
。

④
元
真
斉
は
や
る
せ
な
み
、

眼
を
そ
ら
す
川
の
は
て
、

塩
の
高
菜
を
ひ
た
噛
め
ば
、

妻
子
も
こ
れ
に
な
ら
ふ
な
り
。

次
に
先
行
作
品
「
一
〇
五
六

〔
秘
事
念
仏
の
大
元
締
が
〕

一
九
二
七
ヽ
五
ヽ
七
ヽ
」
を
見

る
こ
と
に
す
る
。

秘
事
念
仏
の
大
元
締
が

今
日
は
息
子
と
妻
を
使
っ
て
、

北
上
ぎ
し
へ
陸
稲
播
き
、

お

か

ぼ

な
ま
ぬ
る
い
南
の
風
は

川
を
溯
っ
て
や
っ
て
く
る

秘
事
念
仏
の
か
み
さ
ん
は

乾
い
た
牛
の

糞

を
捧
げ

コ
ヤ
シ

も
う
導
師
と
も
恩
人
と
も

じ
ぶ
ん
の
夫
を
お
が
む
ば
か
り

緑
青
い
ろ
の
巨
き
な
蠅
が

牛
の
糞
を
と
び
め
ぐ
る

秘
事
念
仏
の
大
元
締
は

麦
稈
帽
子
を
あ
み
だ
に
か
ぶ
り

黒
い
ず
ぼ
ん
に
わ
ら
じ
を
は
い
て

よ
ち
よ
ち
あ
る
く
烏
を
追
ふ

紺
紙
の
雲
に
は
日
が
熟
し

川
は
鉛
と
銀
と
を
な
が
す

秘
事
念
仏
の
大
元
締
は

む
す
こ
が
ぼ
ん
や
り
楊
を
な
が
め

口
を
あ
く
の
を
情
け
な
が
っ
て

ど
な
っ
て
石
を
な
げ
つ
け
る

楊
の
花
は
黄
い
ろ
に
崩
れ

川
は
は
げ
し
い
針
に
な
る

下
流
の
や
ぶ
か
ら
ぽ
ろ
っ
と
出
る

紅
毛
ま
が
ひ
の
郵
便
屋

こ
れ
を
圧
縮
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
文
語
詩
が
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
賢

治
の
秘
事
念
仏
に
対
す
る
反
感
は
相
当
な
も
の
だ
と
思
わ
さ
れ
る
。
他
の
文
語
詩
で
あ
れ
ば
、

夫
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
対
照
的
に
妻
が
持
ち
上
げ
ら
れ
も
す
る
の
だ
が
、
本
作
で
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は
、
そ
ん
な
夫
の
こ
と
を
崇
拝
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
陸
稲
播
き
を
手
伝
う

息
子
も
、
ぽ
か
ん
と
口
を
あ
け
て
楊
を
眺
め
さ
せ
る
な
ど
、
家
族
全
体
を
貶
め
る
よ
う
な
書
き

ぶ
り
で
あ
る
。
隠
し
念
仏
を
賢
治
が
嫌
い
、
そ
の
元
締
を
も
嫌
っ
て
い
た
気
持
ち
は
わ
か
ら
な

い
で
も
な
い
が
、
家
族
ぐ
る
み
で
貶
め
よ
う
と
す
る
賢
治
の
烈
し
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
小
林
俊

子
（
「
宮
沢
賢
治
の
文
語
詩
に
お
け
る
風
の
意
味

第
２
章
」

h
t
t
p
:
/
/
c
c
9
.
e
a
s
y
m
y
w
e
b
.
j
p
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m
e
m
b
e
r
/
m
i
c
h
i
a
/

平
成
二
十
五
年
六
月
十
八
日)

も
、
「
そ
の
家
族
へ
の
暖
か
い
眼
は
な
く
、
む

し
ろ
悪
意
も
感
じ
ら
れ
る
。
風
景
の
中
の
牛
糞
に
光
る
蒼
蠅
も
嫌
悪
感
を
増
す
」
と
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
文
語
詩
で
は
、
庶
民
の
生
活
や
心
情
に
近
寄
っ
て
、
庚
申
講
（
「
一
百
篇
」

「
庚

申
」
）
や
二
十
六
夜
待
ち
（
「
一
百
篇
」

「
二
月
」
）
と
い
っ
た
迷
信
に
近
い
民
間
信
仰
に
ま
で

関
心
を
寄
せ
、
決
し
て
貶
め
る
よ
う
に
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
密
通
（
「
五
十
篇
」

「
〔
そ
の

と
き
に
酒
代
つ
く
る
と
〕
」
）
や
酒
の
密
造
（
「
一
百
篇
」

「
巨
豚
」
）
に
対
し
て
も
お
お
ら
か
な

態
度
を
見
せ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
や
神
父
、
伝
道
師
た
ち
が
文
語
詩
に
登
場
し
て
も
、
隠
し

念
仏
の
よ
う
な
扱
い
は
し
て
い
な
い
。
「
五
十
篇
」
の
「
〔
秘
事
念
仏
の
大
師
匠
〕
〔
一
〕
」
で
も

賢
治
の
悪
意
を
感
じ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
師
匠
と
三
人
の
男
た
ち
（
船
に
乗
っ
て
酒
を
買
い
に

行
こ
う
と
し
て
い
る
）
の
視
線
に
よ
る
戦
い
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
お
り
、
大
師
匠
と
そ
の
家
族

へ
の
侮
蔑
以
外
に
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
本
作
と
は
、
少
し
異
な
る
よ
う
に
思
う
。

飛
田
三
郎
（
「
肥
料
設
計
と
羅
須
地
人
協
会
（
聞
書
）
」
（
『
宮
沢
賢
治
研
究
』

筑
摩
書
房

昭

和
四
十
四
年
八
月
）
に
よ
れ
ば
、
賢
治
が
独
居
自
炊
し
て
い
た
下
根
子
の
桜
部
落
は
、
生
活
の

よ
り
ど
こ
ろ
が
隠
し
念
仏
で
、
表
向
き
は
墓
所
を
置
く
寺
の
檀
家
と
し
て
ふ
る
ま
っ
た
が
、
内

心
で
は
蔑
視
し
て
お
り
、
隠
し
念
仏
の
大
師
匠
で
あ
る
「
知
識
さ
ま
」
が
全
て
の
中
心
で
あ
っ

た
の
だ
と
い
う
。
他
の
宗
団
か
ら
の
圧
迫
を
う
け
て
い
た
こ
と
か
ら
「
ど
う
し
た
こ
と
か
、
こ

れ
ら
他
宗
教
に
対
す
る
憎
悪
が
い
つ
頃
か
ら
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
「
ホ
ッ
ケ
宗
？
」
に
一
手
に

向
け
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
指
摘
を
信
じ
れ
ば
、
賢
治
が
こ
れ
ま
で
の
や
り

場
の
な
い
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
た
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
高
橋
梵
仙
（
「
佐
藤
勘
蔵
翁
談
話
」

『
か
く
し
念
仏
考

第
一
』

巌
南
堂
書
店

昭
和

三
十
八
年
三
月
）
は
、
本
作
の
モ
デ
ル
と
も
思
わ
れ
る
佐
藤
勘
蔵
（
八
重
畑
派
）
と
の
談
話
で
、

佐
藤
は
高
橋
に
向
か
っ
て
「
今
日
で
は
、
全
国
で
私
一
人
が
真
の
「
御
用
持
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
」
。
「
斯
様
な
訳
で
あ
る
か
ら
、
何
ん
と
か
し
て
、
私
共
の
方
丈
け
を
御
引
立
の
程
を
願
ひ

た
い
。
そ
う
す
れ
ば
到
る
と
こ
ろ
へ
行
つ
て
、
御
賽
銭
が
、
ど
つ
さ
り
上
る
。
渋
谷
地
か
ら
爪

弾
を
さ
れ
た
様
な
斉
藤
四
郎
兵
衛
な
ど
を
引
立
て
も
金
儲
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
是
非
斉
藤

み
た
い
な
偽
物
と
手
を
切
つ
て
頂
き
た
い
」
と
言
っ
た
ら
し
い
。
佐
藤
勘
蔵
が
本
作
の
モ
デ
ル

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
賢
治
は
隠
し
念
仏
の
こ
う
し
た
俗
物
的
な
部
分
も
知
っ
て

い
た
た
め
に
、
こ
れ
を
邪
教
扱
い
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
高
橋
梵
仙
は
昭
和
二
十
七
年
に
佐
藤
勘
蔵
を
名
誉
棄
損
で
訴
え
、
隠
し
念
仏
の
正

統
に
つ
い
て
法
廷
で
争
い
、
勝
訴
し
た
と
い
っ
た
経
緯
も
あ
る
た
め
（
藤
原
正
造
「
隠
し
念
仏

と
黒
仏
信
仰
」

『
私
達
の
郷
土

北
上
川
が
語
る
悠
久
の
物
語
』

博
光
出
版

平
成
二
年
八

月
）
、
こ
う
し
た
記
述
自
体
が
、
も
と
も
と
偏
向
し
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
（
藤
原
に
よ
れ
ば
「
こ
の
訴
訟
に
勝
つ
為
め
に
と
っ
た
そ
の
手
段
の
陰
険
な
行
為
手
段
は
、

誠
に
一
般
人
の
目
を
そ
む
け
し
め
る
行
為
で
、
宗
教
学
者
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

勝
訴
し
た
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
隠
し
念
仏
の
恥
を
天
下
に
曝
す
結
果
と
な
り
、
次
第
に
信
者

が
減
少
し
」
た
の
だ
と
い
う
）
。

そ
れ
に
し
て
も
、
自
ら
の
人
生
を
慢
心
だ
と
反
省
し
、
文
語
詩
の
推
敲
を
続
け
て
い
た
賢
治

が
、
隠
し
念
仏
を
悪
し
ざ
ま
に
描
い
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
最
晩
年
の
賢
治
を
考
え
る
上
で
、

貴
重
な
も
の
だ
と
言
え
そ
う
だ
。

先
行
研
究

高
橋
梵
仙
「
「
秘
事
法
門
」
と
「
か
く
し
念
仏
」
の
詩
」
（
『
か
く
し
念
仏
考

第
一
』

巌
南
堂
書

店

昭
和
三
十
八
年
三
月
）

森
荘
已
池
「
隠
念
仏
と
の
小
さ
な
闘
い
」
（
『
宮
沢
賢
治
の
肖
像
』
・
昭
和
四
十
九
年
十
月
・
津
軽

書
房
）

島
田
隆
輔
「
「
文
語
詩
稿
」
構
想
試
論

『
五
十
篇
』
と
『
一
百
篇
』
の
差
異
」
（
「
国
語
教
育
論

叢
４
」

島
根
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会

平
成
六
年
二
月
）

門
屋
光
昭
「
賢
治
と
隠
し
念
仏
」
（
『
鬼
と
鹿
と
宮
沢
賢
治
』

集
英
社

平
成
十
二
年
六
月
）

信
時
哲
郎
「
〔
秘
事
念
仏
の
大
師
匠
〕
〔
一
〕
」
（
『
宮
沢
賢
治
「
文
語
詩
稿

五
十
篇
」
評
釈
』

平

成
二
十
二
年
十
二
月

朝
文
社
）



( 40 ) E
x
p
l
a
n
a
t
o
r
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N
o
t
e
s
o
n
M
i
y
a
z
a
w
a
k
e
n
j
i
'
s
P
o
e
m
s
i
n
L
i
t
e
r
a
r
y
S
t
y
l
e
1
0
0
P
a
r
t
7

N
O
B
U
T
O
K
I
T
e
t
s
u
r
o

A
b
s
t
r
a
c
t
:
T
h
i
s
i
s
t
h
e
s
e
v
e
n
t
h
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
e
r
i
e
s
o
f
e
x
p
l
a
n
a
t
o
r
y
n
o
t
e
s

a
n
d
c
r
i
t
i
c
a
l
c
o
m
m
e
n
t
s
o
n
P
o
e
m
s
i
n
L
i
t
e
r
a
r
y
S
t
y
l
e
1
0
0
w
r
i
t
t
e
n
b
y
M
i
y
a
z
a
w
a

K
e
n
j
i
i
n
h
i
s
l
a
t
e
r
y
e
a
r
s
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
c
o
v
e
r
s
t
h
e
f
i
v
e
p
o
e
m
s
,
"
R
a
s
y
a
U
r
i

(
T
h
e
W
o
o
l
C
l
o
t
h
S
e
l
l
e
r
)
"
,
"
R
o
u
g
e
t
s
u
(
D
e
c
e
m
b
e
r
)
"
,
"
T
e
n
g
u
t
a
k
e
K
e
t
o
b
a
s
h
i

O
e
b
a
(
K
i
c
k
e
d
a
D
e
a
t
h
C
u
p
)
"
,
"
U
s
h
i
(
A
C
a
l
f
)
"
,
"
H
i
j
i
n
e
n
b
u
t
s
u
n
o
D
a
i
s
h
i
s
y
o
u
2

(
T
h
e
G
r
a
n
d
M
a
s
t
e
r
o
f
E
s
o
t
e
r
i
c
P
r
a
y
e
r
t
o
t
h
e
B
u
d
d
a
#
2
)
"
.

要
旨
：
宮
沢
賢
治
の
晩
年
の
作
品
「
文
語
詩
稿

一
百
篇
」
に
評
釈
を
施
し
た
第
七
回
目
の
連
載
。

こ
こ
で
は
５
つ
の
詩
篇
、
「
羅
紗
売
」
、
「
臘
月
」
、
「
〔
天
狗
蕈

け
と
ば
し
了
へ
ば
〕
」
、
「
牛
」
、

「
〔
秘
事
念
仏
の
大
師
匠
〕
〔
二
〕
」
を
扱
う
。


