
信
時

哲
郎

宮
澤
賢
治
「
文
語
詩
稿

五
十
篇
」
評
釈

九

〔
血
の
い
ろ
に
ゆ
が
め
る
月
は
〕

４１

血
の
い
ろ
に
ゆ
が
め
る
月
は
、

今
宵
ま
た
桜
を
の
ぼ
り
、

患
者
た
ち
廊
の
は
づ
れ
に
、

凶
事
の
兆
を
云
へ
り
。

木
が
く
れ
の
あ
や
な
き
闇
を
、

声
細
く
い
ゆ
き
か
へ
り
て
、

熱
植
ゑ
し
黒
き
綿
羊
、

そ
の
姿
い
と
も
あ
や
し
き
。

月
し
ろ
は
鉛
糖
の
ご
と
、

柱
列
の
廊
を
わ
た
れ
ば
、

コ
カ
イ
ン
の
白
き
か
ほ
り
を
、

い
そ
が
し
く
よ
ぎ
る
医
師
あ
り
。

し
か
も
あ
れ
春
の
を
と
め
ら
、

な
べ
て
且
つ
耐
え
ほ
ゝ
え
み
て
、

水
銀
の
目
盛
を
数
へ
、

玲
瓏
の
氷
を
割
き
ぬ
。

語
注

大
陸
か
ら
黄
砂
が
風
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
た
た
め
、
月
の
色
も
赤
く
み
え

血
の
い
ろ
に
ゆ
が
め
る
月

る
ほ
ど
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
下
書
稿

の
題
に
は
「
月
赭
し
、
ゴ
ビ
の
砂
塵
に
よ
る
と
い
ふ
」
と

（二）

あ
っ
た
。

賢
治
の
入
院
し
た
岩
手
病
院
は
私
立
岩
手
医
学
校
を
併
設
し
て
い
た
の
で
、
動

熱
植
ゑ
し
黒
き
綿
羊

物
実
験
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

酢
酸
鉛
の
三
水
塩
の
こ
と
。
嘗
め
る
と
甘
い
が
毒
性
が
あ
る

「
月
し
ろ
」
が
鉛
糖
の
よ
う
で

鉛
糖

。

あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
鉛
糖
の
水
溶
液
が
白
い
た
め
。
こ
れ
に
酢
酸
を
加
え
た
も
の
を
鉛
糖
水
と

呼
び
、
か
つ
て
は
患
部
の
洗
浄
や
打
撲
傷
の
パ
ッ
ク
療
法
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
。

、

。

コ
カ
イ
ン

南
米
原
産
の
コ
カ
ノ
キ
の
葉
を
原
料
と
し
た
薬
物
で

無
色
ま
た
は
白
色
の
結
晶
性
粉
末

無
臭
で
苦
み
が
あ
る
。
局
所
麻
酔
剤
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
た
。

大
意

黄
砂
の
た
め
に
血
の
色
に
染
ま
っ
て
歪
ん
だ
月
は
、
今
宵
も
ま
た
桜
の
木
を
上
り
、
入
院
患
者
た
ち
は

廊
下
の
は
ず
れ
に
集
ま
っ
て
、
こ
れ
は
何
か
不
吉
な
こ
と
の
前
触
れ
で
は
な
い
か
と
囁
き
合
う
。

木
の
陰
の
暗
闇
の
中
を
、
細
い
声
を
あ
げ
て
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
は
、
実
験
の
た
め
に
ウ
ィ
ル
ス

接
種
を
受
け
た
黒
い
綿
羊
で
、
そ
の
姿
は
な
ん
と
も
不
気
味
で
あ
る
。

月
の
光
は
鉛
糖
の
よ
う
に
白
く
、
柱
の
並
ん
だ
廊
下
を
渡
る
と
、
麻
酔
用
の
コ
カ
イ
ン
の
白
い
香
り
が

漂
う
中
を
、
医
者
た
ち
は
あ
わ
た
だ
し
く
横
切
っ
て
い
く
。

そ
の
一
方
、
春
の
お
と
め
た
ち
は
、
皆
が
忙
し
さ
に
耐
え
な
が
ら
微
笑
み
を
浮
か
べ
、
体
温
計
の
目
盛

り
を
読
ん
だ
り
、
透
き
通
っ
た
氷
を
割
っ
た
り
し
て
い
る
。

評
釈

「
文
語
詩
篇
」
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
下
書
稿

、
無
罫
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

、
そ
の
裏
面

（一）

（二）



に
書
か
れ
た
下
書
稿

、
そ
の
余
白
に
下
書
稿

、
定
稿
の

（三）

（四）

五
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

「

文
語
詩
篇
」
ノ
ー
ト
」
の
「
19
1914」
に
は

「
四

「

、

月
卒
業
ヤ
ム

赭
キ
月
、
山
羊
、
葉
桜
、
入
院
、
鸚
鵡
ノ
ゴ

ト
ク
／
か
の
人
も
し
思
は
ざ
ら
ば
我
も
苦
し
く
は
あ
ら
ざ
ら

ん
を

「
退
院

い
ざ
や
起
て

ま
こ
と
の
恋
に
」
と
い
う
記

」

述
が
あ
り
、
ま
た
「

東
京
」
ノ
ー
ト
」
の
「
岩
手
病
院
」
と

「

書
か
れ
た
項
に
も
「
検
温

山
羊
／
赤
キ
月
」
と
い
っ
た
記

述
が
あ
る
。
先
行
作
品
と
し
て
は
入
院
中
に
詠
ん
だ
短
歌
89

〜

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

96先
行
研
究
は
儀
府
成
一

桐
の
花
む
ら
さ
き
に
燃
え

宮

「

」（『

沢
賢
治
・
そ
の
愛
と
性

・
昭
和
四
七
年
十
二
月
・
芸
術
生
活

』

社

、
立
川
昭
二
「
な
べ
て
且
つ
耐
え
ほ
ゝ
ゑ
み
て

（

臨
死

）

」
『

の
ま
な
ざ
し

・
平
成
五
年
四
月
・
新
潮
社

、
仙
石
規
「

血

』

）

〔

の
い
ろ
に
ゆ
が
め
る
月
は

（

宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森

〕」
『

第
二
集

・
平
成
十
二
年
九
月
・
柏
プ
ラ
ー
ノ
）
な
ど
が
あ
る
。

』

賢
治
は
大
正
三
年
に
盛
岡
中
学
を
卒
業
し
た
後
、
岩
手
病
院
に
入
院
す
る
こ
と
に
な
る
。
理
由
は
『
新

校
本
全
集
』
の
年
譜
等
に
よ
れ
ば
「
肥
厚
性
鼻
炎
」
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
耳
鼻
咽
喉
科
の
医
師
で

あ
る
仙
石
規
は
（
前
掲

「
当
初
の
入
院
予
定
日
数
が
十
日
と
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
実
際
名

）、

は
「
慢
性
副
鼻
腔
炎
」
に
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
す
る
。
つ
ま
り
蓄
膿
症
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
手
術
後

も
熱
が
下
が
ら
ず
チ
フ
ス
の
疑
い
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
仙
石
に
よ
れ
ば
手
術
後
の
感
染
症
に
よ

る
も
の
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。

、

、

、

仙
石
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に

文
語
詩
の
前
半
で
は
不
気
味
さ
が
漂
っ
て
い
て
も

後
半
で
は
月
し
ろ

白
き
か
ほ
り

水
銀

玲
瓏
と
い
っ
た
具
合
に

舞
台
は
明
る
く

白
く
な
っ
て
い
る

鉛
糖

医
師

白

、

、

、

、

。

、

（

衣

、
氷
…

も
同
じ
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
よ
う
。
悩
ま
し
い
空
間
と
し
て
の
病
院
が
前
半
に
、
し
か

）
し
優
し
く
て
勤
勉
な
看
護
婦
た
ち
の
い
る
空
間
と
し
て
の
病
院
が
後
半
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

本
作
に
関
連
す
る
と
さ
れ
る
短
歌
を
「
歌
稿
〔
Ｂ

」
か
ら
あ
げ
て
お
く
（

〜

。

〕

）

89

96

わ
れ
ひ
と
り
／
ね
む
ら
れ
ず
ね
む
ら
れ
ず
／
ま
よ
な
か
の
窓
に
か
ゝ
る
は
／
赭
焦
の
月

ゆ
が
み
ひ
が
み
／
窓
に
か
か
れ
る
赭
こ
げ
の
月
／
わ
れ
ひ
と
り
ね
む
ら
ず
／
げ
に
も
の
が
な
し
。

わ
れ
疾
み
て
／
か
く
見
る
な
ら
ず
／
弦
月
よ
／
げ
に
恐
ろ
し
き
な
が
け
し
き
か
な
。

ま
こ
と
か
の
鸚
鵡
の
ご
と
く
息
か
す
か
に
／
看
護
婦
た
ち
は
ね
む
り
け
る
か
な
。

星
も
な
く
／
赤
き
弦
月
た
ゞ
ひ
と
り
／
窓
を
落
ち
行
く
は
た
ゞ
ご
と
に
あ
ら
ず
。

ち
ば
し
れ
る
／
ゆ
み
は
り
の
月
わ
が
窓
に
／
ま
よ
な
か
に
き
た
り
て
口
を
ゆ
が
む
る
。

月
は
夜
の
／
梢
に
落
ち
て
見
え
ざ
れ
ど
／
そ
の
悪
相
は
な
ほ
わ
れ
に
あ
り
。

鳥
さ
へ
も
／
い
ま
は
啼
か
ね
ば
／
ち
ば
し
れ
る
／
か
の
一
つ
目
は
そ
ら
を
去
り
し
か
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
短
歌
を
見
る
と
弦
月
が
深
夜
に
沈
ん
で
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
登
場
す
る

月
は
上
弦
の
月
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
文
語
詩
で
は
「
今
宵
ま
た
桜
を
の
ぼ
り
」
と
な
っ
て

お
り

こ
の
月
も

ゆ
が
め
る
月

で
あ
っ
た
か
ら

こ
ち
ら
は
下
弦
の
月
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

歌

、

「

」

、

。「

稿
〔
Ｂ

」
の

と

の
間
に
は
、
文
語
詩
へ
の
改
作
の
た
め
と
思
わ
れ
る
メ
モ
（

赤
き
月
、
葉
桜
、

〕

「

94

95

山
羊
／
患
者
た
ち

）
が
あ
る
の
で
、
賢
治
が
こ
の
短
歌
群
を
見
な
が
ら
文
語
詩
を
作
っ
た
こ
と
は
明
ら

」

か
だ
。
つ
ま
り
賢
治
は
意
識
的
に
上
弦
の
月
を
下
弦
の
月
に
書
き
換
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

上
弦
の
月
は
大
正
三
年
の
五
月
初
め
に
、
下
弦
の
月
は
五
月
半
ば
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
単
純

に
虚
構
化
が
施
さ
れ
た
と
も
言
え
な
い

「
歌
稿
〔
Ｂ

」
や
文
語
詩
の
下
書
稿

の
手
入
れ
に
は

「
葉

。

〕

、

（二）

桜
」
の
文
字
も
あ
る
が
、
岩
手
県
で
の
桜
の
開
花
が
四
月
末
か
ら
五
月
の
初
め
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
葉
桜

の
季
節
は
五
月
半
ば
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
も
時
期
が
五
月
半
ば
に
設
定
さ
れ
た

可
能
性
は
高
い
と
思
う
。

賢
治
が
上
弦
の
月
を
下
弦
の
月
に
置
き
換
え
た
の
は
、
死
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
五
月
初
め
の

心
境
で
は
な
く
、
熱
も
下
が
っ
て
退
院
を
目
前
に
し
た
五
月
半
ば
の
心
境
を
描
こ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
い

う
解
釈
も
成
り
立
つ
。

岩手医科大学前にある本作の詩碑



し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
な
ぜ
短
歌
群
か
ら
、
黄
砂
の
夜
の
月
と
い
う
不
気
味
な
背
景
を
借
り
て
き
た

の
か
と
い
う
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
死
の
恐
怖
こ
そ
去
っ
て
も
、
賢
治
を
悩
ま
せ

た
も
う
一
つ
の
事
態
が
赤
黒
い
不
気
味
な
も
の
と
し
て
迫
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

短
歌
群
で
は
月
が
梢
の
向
こ
う
を
沈
ん
で
い
く
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
文
語
詩
で
は
月
が
桜
を
上
っ
て

い
く
と
書
か
れ
て
い
る
。
春
の
象
徴
た
る
桜
の
木
の
向
こ
う
で
む
く
む
く
と
せ
り
上
が
っ
て
く
る
赤
黒
い

も
の
…

こ
れ
は
何
だ
ろ
う
。

「
春
に
な
っ
て
、
蛙
は
冬
眠
か
ら
覚
め
、
蛙
の
い
る
穴
へ
、
ス
テ
ッ
キ
を
つ
き
さ
せ
ば
、
穴
か
ら
冷
た

い
空
気
が
出
る
。
ほ
の
暖
か
い
桃
い
ろ
の
空
気
に
…

。
森
荘
已
池
は
、
自
作
の
詩
の
一
節
を
賢
治
に
聞

」

か
せ
る
と

「
あ
、
そ
れ
は
い
い
、
よ
い
詩
で
す

「
実
に
い
い
。
そ
れ
は
性
欲
で
す
よ
。
は
っ
き
り
表

、

」

れ
た
性
欲
で
す
ナ

「
フ
ロ
イ
ド
学
派
の
精
神
分
析
の
、
好
材
料
に
な
る
よ
う
な
詩
で
す
」
と
答
え
た
と

」

い
う
（
森
荘
已
池
『
宮
沢
賢
治
の
肖
像

・
昭
和
四
九
年
十
月
・
津
軽
書
房

。
そ
ん
な
賢
治
で
あ
っ
た

』

）

か
ら
、
性
欲
が
頭
を
も
た
げ
る
季
節
で
あ
る
春
の
心
象
を
、
こ
う
し
た
形
で
記
録
し
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

長
い
冬
が
終
わ
っ
て
自
然
は
急
に
活
気
づ
き
、
性
欲
が
頭
を
も
た
げ
る
春
。
短
歌
群
で
は
死
を
象
徴
し

て
い
た
「
血
の
い
ろ
に
ゆ
が
め
る
月
」
が
、
文
語
詩
で
は
頭
を
も
た
げ
る
赤
黒
い
性
欲
の
象
徴
と
し
て
認

識
さ
れ
直
し
、
清
楚
に
し
て
勤
勉
な
看
護
婦
と
対
比
す
る
こ
と
に
文
語
詩
の
テ
ー
マ
は
移
行
し
て
い
た
と

す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
短
歌
群
自
体
も
、
頭
を
も
た
げ
る
性
欲
に
苦
し
む
も
の
だ
っ
た

と
す
る
解
釈
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
…

。
男
ば
か
り
の
中
学
校
生
活
を
終
え
た
ば
か
り
の
賢
治
に

）

と
っ
て
、
若
い
女
性
た
ち
と
昼
夜
を
共
に
し
、
寝
息
ま
で
聞
く
こ
と
が
で
き
た
病
院
生
活
が
ど
れ
ほ
ど
強

烈
な
経
験
で
あ
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
し
て
、
こ
の
看
護
婦
た
ち
の
中
に
、
賢
治
の
初
恋
の
相

手
が
い
た
こ
と
を
我
々
は
既
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
賢
治
は
「

文
語
詩
篇
」
ノ
ー
ト
」
に

「
退

「

、

院

い
ざ
や
起
て

ま
こ
と
の
恋
に
」
と
書
き
つ
け
た
が
、
そ
の
思
い
の
裏
に
こ
う
し
た
懊
悩
が
あ
っ
た

と
仮
定
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

車
中
〔
一
〕

４２

夕
陽
の
青
き
棒
の
な
か
に
て
、

開
化
郷
士
と
見
ゆ
る
も
の
、

葉
巻
の
け
む
り
蒼
茫
と
、

森
槐
南
を
論
じ
た
り
。

開
化
郷
士
と
見
ゆ
る
も
の
、

い
と
清
純
と
よ
み
し
け
る
、

寒
天
光
の
う
ら
青
に
、

お
も
て
を
か
く
し
ひ
と
は
ね
む
れ
り
。

語
注

お
そ
ら
く
は
賢
治
の
造
語
。
開
化
と
い
う
の
は
、
文
明
開
化
以
降
の
新
時
代
の
知
識
を
身

開
化
郷
士

に
つ
け
た
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
郷
士
と
は
郷
村
に
居
住
し
た
武
士
の
こ
と
で
、
城
下
士
よ
り
も

低
い
存
在
と
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
田
舎
紳
士
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

文
久
三
年
、
尾
張
名
古
屋
に
生
ま
れ
、
明
治
四
四
年
に
没
し
た
漢
詩
人
。
十
八
歳
で
太
政
官

森
槐
南に

出
仕
し
、
明
治
四
二
年
に
は
伊
藤
博
文
に
随
行
し
た
際
、
ハ
ル
ビ
ン
駅
で
負
っ
た
銃
創
が
も
と

で
四
九
歳
で
没
し
て
い
る
。
読
み
方
は
「
も
り
か
い
な
ん

。」

「
良
し
」
の
語
幹
に
接
尾
語
「
み
」
の
付
い
た
も
の
。
よ
し
と
す
る
。

よ
み
す
る

賢
治
は
雲
の
様
子
を
寒
天
質
（
膠
質
＝
コ
ロ
イ
ド
）
に
喩
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
第
一
連

寒
天
光の

「
青
き
棒
」
の
言
い
換
え
だ
ろ
う
。

こ
こ
で

ひ
と

と
さ
れ
て
い
る
の
は
賢
治
そ
の
人
の
よ
う
に
も
思
え
る
が

下
書
稿
に
は

き

ひ
と

「

」

、

「

み
」
と
あ
り
、
ま
た
「
文
語
詩
稿

一
百
編
」
に
あ
る
同
題
の
「
車
中
〔
二

」
に
は
「
開
化
郷

〕

士
」
と
一
緒
に
「
む
す
め
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
開
化
郷
士
と
乗
り
合
わ
せ
て
い
た
娘

（
彼
の
孫
娘
？
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う

「
車
中
〔
二

」
と
の
関
連
は
極
め
て
深
い
と
思

。

〕



わ
れ
る
が
、
そ
の
下
書
稿

に
は
「
開
化
郷
士
と
見
ゆ
る
ひ
と
／
ち
さ
き
む
す
め
を
だ
き
来
り
／

（一）

椅
子
に
お
ろ
し
て
微
笑
せ
り
」
と
あ
り
、
賢
治
は
「
開
化
郷
士
」
の
方
を
狐
の
皮
を
首
に
巻
い
て

新
聞
を
読
む
俗
物
と
し

「
む
す
め
」
は
「
け
い
と
の
ま
り
を
と
り
い
だ
す

「
ば
ら
の
む
す
め
」

、

」

と
い
う
聖
な
る
存
在
と
し
て
描
き
分
け
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
本
作
に
こ
の
図
式
を

あ
て
は
め
て
考
え
る
と
、
森
槐
南
を
論
じ
る
俗
物
の
郷
士
と
、
つ
つ
ま
し
く
眠
る
「
む
す
め
」
を

対
比
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

大
意

、

、

夕
陽
が
青
い
棒
の
よ
う
に
差
し
込
む
中

新
時
代
の
知
識
を
身
に
ま
と
っ
た
田
舎
紳
士
と
見
え
る
男
が

葉
巻
の
煙
を
も
う
も
う
と
立
て
な
が
ら
、
漢
詩
人
の
森
槐
南
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

田
舎
紳
士
と
見
え
る
男
は
、
槐
南
の
詩
に
出
て
く
る
よ
う
な
女
性
を
清
純
だ
と
絶
賛
し
て
い
る
が
、
青

い
光
線
の
さ
す
中
を
、
娘
は
顔
を
隠
す
よ
う
に
し
て
眠
っ
て
い
る
。

評
釈

黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿
と
定
稿
の
二
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

22
０

「
文
語
詩
稿

一
百
編
」
に
「
車
中
〔
二

」
が
あ
り
、
下
書
段
階
で
は
こ
ち
ら
に
も
「
開
化
郷
士
と

〕

見
ゆ
る
ひ
と
」
と
あ
っ
た
。
ま
た
同
下
書
稿
に
「
七
時
雨
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
若
い
夫
婦
が
夜
行
列
車

な
な
し
ぐ
れ

で
七
時
雨
の
傾
斜
を
登
っ
て
い
く
シ
ー
ン
の
あ
る
習
作
「
氷
と
後
光
」
に
も
関
連
が
あ
り
そ
う
だ
。
列
車

の
中
で
あ
る
こ
と
、
聖
な
る
存
在
と
し
て
子
供
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
共
通
性
が
あ
り
、
賢
治
は

同
一
の
経
験
か
ら
こ
れ
ら
の
作
品
を
か
き
分
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

先
行
研
究
に
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

・
平
成
六
年
二
月
・
島
根
大
学
国
語
学
会

、
赤
田
秀
子
「
車
窓
の
う
ち
そ
と
「
保
線
工

』

）

手
」
を
中
心
に

（

ワ
ル
ト
ラ
ワ
ラ

・
平
成
十
二
年
八
月
・
ワ
ル
ト
ラ
ワ
ラ
の
会
）
な
ど
が
あ
る
。

」
『

』
13

詩
形
は
「
七
・
七
」
で
始
ま
り

「
七
・
五
」
が
続
き
、
最
後
は
「
七
・
七
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
変

、

わ
っ
た
形
だ
が
、
賢
治
は
意
識
的
に
試
み
た
の
だ
ろ
う
。
下
書
稿
は
次
の
と
お
り
。

夕
陽
の

な
る
棒
の
中
に
て

狸
の
ご
と
き
大
坊
主

た
ば
こ
の
け
む
り
蒼
茫
と

森
槐
南
を
論
じ
た
り

狸
の
ご
と
き
大
坊
主

い
と
清
純
と
よ
み
し
け
る

寒
天
光
の
う
ら
青
に

お
も
て
を
か
く
し
き
み
は
ね
む
れ
り

開
化
郷
士
に
賢
治
が
好
感
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
一
体
、
何
が
気
に
障
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
お
そ
ら
く
は
公
共
の
場
で
蒼
茫
と
葉
巻
を
く
ゆ
ら
せ
、
森
槐
南
論
を
滔
々
と
展
開
す
る
傍
若
無
人

さ
、
生
悟
り
具
合
を
嫌
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

島
田
は
「
い
と
清
純
と
よ
み
し
け
る
」
を
「
寒
天
光
の
う
ら
青
に
」
に
か
か
る
と
解
釈
し
、
凶
作
の
前

兆
た
る
寒
天
光
を
絶
賛
し
た
こ
と
に
対
し
て
も
怒
っ
て
い
る
の
だ
と
す
る
が
（
前
掲

、
こ
こ
で
は
赤
田

）

と
同
じ
く
（
前
掲

、
森
槐
南
を
褒
め
て
い
る
の
だ
と
捉
え
た
い
。

）

そ
こ
で
思
う
の
は
、
賢
治
に
不
快
感
を
与
え
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
開
化
郷
士
が
森
槐
南
を
褒
め
た

こ
と
を
付
け
加
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
槐
南
は
明
治
詩
壇
を
代
表
す
る
詩
人
で

あ
る
が
、
そ
の
基
礎
を
作
っ
た
の
は
父
の
森
春
濤
で
あ
っ
た
。
春
濤
は
清
朝
の
詩
を
重
視
し
、
香
奩
体
と

こ
う
れ
ん
た
い

呼
ば
れ
る
詩
風
で
一
世
を
風
靡
し
た
。
香
奩
と
は
、
化
粧
箱
の
こ
と
で
、
女
性
の
姿
態
・
媚
態
な
ど
を
官

c o l l o i d a l



能
的
に
描
く
作
風
を
言
う
が
、
槐
南
も
こ
れ
を
得
意
と
し
た
。
つ
ま
り
、
本
作
に
お
け
る
「
清
純
」
と
言

う
の
は
、
槐
南
が
清
純
な
の
で
は
な
く
、
彼
の
詩
に
登
場
す
る
女
性
が
清
純
だ
と
絶
賛
し
た
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
槐
南
は
、
明
治
十
二
年
九
月
の
『
花
月
新
誌

』
に
「
玉
兎
庵
酒
間
贈
歌
妓
某
」
と
い
う
詩
を

82

発
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
誰
将
消
息
託
微
波
／
羅
韈
前
塵
夢
影
多
／
一
笑
痴
情
猶
不
断
／
愁
中
惘
殺

美
人
歌
」
と
い
う
も
の
で
、
成
島
柳
北
は
こ
の
詩
に
「
婉
約
可
愛
」
と
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

賢
治
が
こ
う
し
た
類
の
情
緒
を
愛
し
た
と
は
思
い
に
く
い
。

岡
田
が
古
本
屋
を
覗
く
の
は
、
今
の
詞
で
云
へ
ば
、
文
学
趣
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
つ
た
。
し
か
し

ま
だ
新
し
い
小
説
や
脚
本
は
出
て
ゐ
ぬ
し
、
抒
情
詩
で
は
子
規
の
俳
句
や
、
鉄
幹
の
歌
の
生
れ
ぬ

先
で
あ
つ
た
か
ら
、
誰
で
も
唐
紙
に
摺
つ
た
花
月
新
誌
や
白
紙
に
摺
つ
た
桂
林
一
枝
の
や
う
な
雑

誌
を
読
ん
で
、
槐
南
、
夢
香
な
ん
ぞ
の
香
奩
体
の
詩
を
最
も
気
の
利
い
た
物
だ
と
思
ふ
位
の
事
で

あ
つ
た
。

「
明
治
十
三
年
の
出
来
事
だ
」
と
書
き
出
さ
れ
る
森

外
の
「
雁
」
の
一
節
で
あ
る
。
賢
治
が
車
中
で
遭

軟

遇
し
た
開
化
郷
士
が
文
明
開
化
を
目
の
当
た
り
に
し
た
世
代
だ
っ
た
と
す
る
と
、
当
時
は
六
十
代
く
ら
い

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
「
雁
」
の
岡
田
の
世
代
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
槐
南
を
青
春
時
代
に
読
ん

で
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

槐
南
は
そ
の
後
、
自
ら
の
作
風
を
恥
じ
、
時
事
や
史
実
、
社
会
正
義
な
ど
を
扱
う
よ
う
に
な
り
、
伊
藤

博
文
を
悼
む
長
詩
「
帰
舟
一
百
韻
」
な
ど
で
も
有
名
だ
が
、
こ
う
し
た
傾
向
の
詩
を
開
化
郷
士
が
「
い
と

清
純
」
で
あ
る
と
言
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
「
開
化
郷
士
」
の
世
代
に
と
っ
て
の
槐
南
は
、
右

に
引
い
た
よ
う
な
香
奩
体
時
代
の
詩
を
連
想
さ
せ
る
詩
人
で
あ
り

「
開
化
郷
士
」
は
そ
う
し
た
風
俗
へ

、

の
憧
れ
を
持
ち
続
け

（
孫
）
娘
を
前
に
し
て
も
堂
々
と
「
い
と
清
純
」
で
あ
る
と
「
よ
み
し
」
た
の
だ

、

と
思
わ
れ
る
。

賢
治
は
文
語
詩
稿
に
お
い
て
、
恋
愛
や
性
を
も
肯
定
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
香

奩
体
を
「
よ
み
す
る
」
感
覚
と
は
方
向
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
う

「
う
た
ひ
め
」
の
存
在
に
つ
い

。

て
、
文
語
詩
稿
の
中
で
賢
治
は
一
貫
し
て
否
定
的
だ
か
ら
だ
。
こ
れ
を
北
村
透
谷
風
に
言
い
換
え
れ
ば
、

晩
年
の
賢
治
は
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
恋
愛
を
称
揚
す
る
気
持
ち
に
は
傾
い
て
い
た
と
し
て
も
、
江
戸
時
代

的
な
「
粋
」
の
感
覚
は
廃
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

村
道

４３

朝
日
か
ゞ
や
く
水
仙
を
、

に
な
ひ
て
く
る
は
詮
之
助
、

あ
た
ま
ひ
か
り
て
過
ぎ
行
く
は
、

枝
を
杖
つ
く
村
老
ヤ
コ
ブ
。

影
と
並
木
の
だ
ん
だ
ら
を
、

犬
レ
オ
ナ
ル
ド
足
織
れ
ば
、

売
り
酒
の
み
て
熊
之
進
、

赤
眼
に
店
を
ば
あ
く
る
な
り
。

語
注

宮
沢
賢
治
研
究
会
の
「
読
書
会
レ
ポ
ー
ト

（
後
掲
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
先
行
作
品
で
あ

詮
之
助

」

る
「
市
場
帰
り
」
の
下
書
稿

に
「
僕
も
今
ヒ
ア
シ
ン
ス
を
売
っ
て
来
た
の
で
す
」
と
あ
る
こ
と

（一）

か
ら
、
賢
治
以
外
の
人
物
が
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
自
分
の
境
遇
に
近
い
人
物
と

し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

新
語
彙
辞
典

に
よ
れ
ば
三
人
の
ヤ
コ
ブ
が
推
定
さ
れ
て
い
る
が

島
田
隆
輔
Ｂ

後

村
老
ヤ
コ
ブ

『

』

、

（

掲
）
は
、
そ
の
う
ち
の
イ
エ
ス
の
弟
で
あ
っ
た
ヤ
コ
ブ
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
が
、
本
稿
で
は
『
新

語
彙
辞
典
』
に
挙
げ
ら
れ
た
三
人
の
う
ち
、
キ
リ
ス
ト
の
十
二
使
徒
の
一
人
で
あ
っ
た
大
ヤ
コ
ブ

で
あ
っ
た
と
し
た
い
。
大
ヤ
コ
ブ
は
パ
レ
ス
チ
ナ
で
殉
教
す
る
が
、
ス
ペ
イ
ン
に
伝
道
し
た
と
い

う
伝
説
が
あ
り
、
サ
ン
チ
ャ
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
が
埋
葬
地
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
こ
は
キ
リ

ス
ト
教
の
三
大
巡
礼
地
の
う
ち
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
（
他
は
エ
ル
サ
レ
ム
と
ロ
ー
マ

。
大
ヤ

）



コ
ブ
は
貝
殻
の
つ
い
た
帽
子
を
か
ぶ
り
、
ひ
ょ
う
た
ん
、
革
袋
、
杖
な
ど
を
持
つ
巡
礼
の
姿
で
描

か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
賢
治
は
老
人
が
杖
を
つ
い
て
い
た
た
め
に
ヤ
コ
ブ
と
書
い
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

童
話
「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
」
に
「
そ
れ
は
ロ
バ
ー
ト
と
で
も
名
の
附
き
さ
う
な
も
ぢ
ゃ

犬
レ
オ
ナ
ル
ド

も
ぢ
ゃ
し
た
大
き
な
犬
で
し
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
、
レ
オ
ナ
ル
ド
と
名
前
を
付
け
た
く

な
る
よ
う
な
犬
が
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

山
口
逵
子
（
後
掲
）
に
よ
れ
ば
「
右
に
左
に
模
様
を
描
く
よ
う
に
走
り
動
く
犬
の
様
」
で

足
織
れ
ば

、

、

あ
る
と
い
う
が

か
げ
と
並
木
で
だ
ん
だ
ら
模
様
に
な
っ
た
道
を
犬
が
ま
っ
す
ぐ
に
歩
く
様
子
が

機
織
り
機
で
布
を
織
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
、
と
と
り
た
い
。

売
り
物
の
酒
の
こ
と
だ
ろ
う
。
下
書
稿
に
は
「
売
り
な
ん
酒
」
と
も
あ
る
。
熊
之
進
は
酒
屋

売
り
酒の

店
主
の
よ
う
で
あ
る
。

酒
屋
の
主
人
が
店
を
開
け
る
こ
と
。
下
書
稿

に
は
「
呑
み
て
赤
眼
の
／
し
と
み
を

店
を
ば
あ
く
る

（一）

上
ぐ
る
（

ひ
と
み
」
と
も
書
か
れ
て
い
た

」
と
も
あ
り
、
酒
を
呑
ん
で
赤
く
な
っ
た
瞳
を
上

「

）

げ
る
で
あ
っ
た
も
の
が

（
書
き
間
違
い
か
ら
発
展
し
て
？
）
蔀
を
あ
け
る
の
意
に
転
じ
、
さ
ら

、

に
店
を
開
け
る
の
意
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
。

大
意

朝
日
が
あ
た
っ
て
輝
い
て
い
る
水
仙
の
花
を
、
か
つ
い
で
く
る
の
は
詮
之
助
、

は
げ
あ
が
っ
た
頭
を
ひ
か
ら
せ
な
が
ら
通
り
過
ぎ
て
い
く
の
は
、
枝
を
杖
に
し
た
老
人
で
、
ま
る
で
十

二
使
徒
の
一
人
で
あ
る
大
ヤ
コ
ブ
の
よ
う
で
あ
る
。

影
と
並
木
で
だ
ん
だ
ら
模
様
に
な
っ
た
道
を
、
レ
オ
ナ
ル
ド
と
で
も
い
う
名
前
の
附
き
そ
う
な
犬
が
歩

く
様
子
は
、
布
を
織
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、

一
方
、
熊
之
進
は
売
り
も
の
の
酒
を
飲
ん
で
、
赤
い
眼
を
し
な
が
ら
店
を
あ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

評
釈

黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
口
語
詩
「
一
〇
四
三

市
場
帰
り
」
下
書
稿

に
対
す
る
手

２４
０

（二）

入
れ
が
下
書
稿

、
黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

と
定
稿
の
三
種
が
現
存
。
生
前

（一）

２２
２２

（二）

発
表
な
し
。

先
行
作
品
は
口
語
詩
「
一
〇
四
三

市
場
帰
り
」
だ
が
、
同
じ
日
の
日
付
が
あ
る
「
一
〇
四
二

〔
同

心
町
の
夜
あ
け
が
た

」
お
よ
び
、
そ
の
文
語
詩
化
で
あ
る
「
短
夜
」
も
関
連
作
品
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

〕

先
行
研
究
は
山
口
逵
子
「
賢
治
「
文
語
詩
篇
定
稿
」
の
成
立

（

大
谷
女
子
大
学
紀
要

ー
２

・
昭

」
『

』

20

和
六
一
年
一
月

、
島
田
隆
輔
Ａ
「
詩
の
場
の
変
容
・

社
会
性
》
の
獲
得

宮
澤
賢
治
『
文
語
詩
稿
』

）

《

構
想
ひ
と
つ
の
進
路

（

島
大
国
文

・
平
成
七
年
二
月

、
島
田
隆
輔
Ｂ
「
再
編
論

（

宮
沢
賢
治

」
『

』

）

」
『

23

研
究

文
語
詩
稿
叙
説

・
平
成
十
七
年
十
二
月
・
朝
文
社

「
読
書
会
レ
ポ
ー
ト

（

賢
治
研
究

』

』

）、

」
『

100

・
平
成
十
八
年
十
月
・
宮
沢
賢
治
研
究
会
）
な
ど
が
あ
る
。

ま
ず
、
同
じ
日
の
日
付
が
あ
る
関
連
作
品
「

同
心
町
の
夜
あ
け
が
た

」
を
引
用
し
て
み
る
。

〔

〕

同
心
町
の
夜
あ
け
が
た

一
列
の
淡
い
電
燈

春
め
い
た
浅
葱
い
ろ
し
た
も
や
の
な
か
か
ら

ぼ
ん
や
り
け
ぶ
る
東
の
そ
ら
の

海
泡
石
の
こ
っ
ち
の
方
を

馬
を
ひ
い
て
わ
た
く
し
に
な
ら
び

町
を
さ
し
て
あ
る
き
な
が
ら

程
吉
は
ま
た
横
眼
で
み
る

わ
た
く
し
の
レ
ア
カ
ー
の
な
か
の

青
い
雪
菜
が
原
因
な
ら
ば

そ
れ
は
一
種
の
嫉
視
で
あ
る
が



乾
い
て
軽
く
明
日
は
消
え
る

切
り
と
っ
て
き
た
六
本
の

ヒ
ア
シ
ン
ス
の
穂
が
原
因
な
ら
ば

そ
れ
も
な
か
ば
は
嫉
視
で
あ
っ
て

わ
た
く
し
は
そ
れ
を
作
ら
な
け
れ
ば
そ
れ
で
済
む

ど
ん
な
奇
怪
な
考
が

わ
た
く
し
に
あ
る
か
を
は
か
り
か
ね
て

さ
う
い
ふ
ふ
う
に
見
る
な
ら
ば

そ
れ
は
懼
れ
て
見
る
と
い
ふ

わ
た
く
し
は
も
っ
と
明
ら
か
に
物
を
云
ひ

あ
た
り
前
に
し
ば
ら
く
行
動
す
れ
ば

間
も
な
く
そ
れ
は
消
え
る
で
あ
ら
う

わ
れ
わ
れ
学
校
を
出
て
来
た
も
の

わ
れ
わ
れ
町
に
育
っ
た
も
の

わ
れ
わ
れ
月
給
を
と
っ
た
こ
と
の
あ
る
も
の

そ
れ
全
体
へ
の
疑
ひ
や

漠
然
と
し
た
反
感
な
ら
ば

容
易
に
こ
れ
は
抜
き
得
な
い

向
ふ
の
坂
の
下
り
口
で

犬
が
三
疋
じ
ゃ
れ
て
ゐ
る

子
供
が
一
人
ぽ
ろ
っ
と
出
る

あ
す
こ
ま
で
行
け
ば

あ
の
こ
ど
も
が

わ
た
く
し
の
ヒ
ア
シ
ン
ス
の
花
を

呉
れ
呉
れ
と
い
っ
て
叫
ぶ
の
は

い
つ
も
の
朝
の
恒
例
で
あ
る

見
給
へ
新
ら
し
い
伯
林
青
を

じ
ぶ
ん
で
こ
て
こ
て
塗
り
あ
げ
て

置
き
す
て
ら
れ
た
そ
の
屋
台
店
の
主
人
は

あ
の
胡
桃
の
木
の
枝
を
ひ
ろ
げ
る

裏
の
小
さ
な
石
屋
根
の
下
で

こ
れ
か
ら
ね
む
る
の
で
は
な
い
か

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
賢
治
と
村
の
人
と
の
交
流
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
市
場
か
ら
村
に
帰
っ
て
き
た
時
の
こ
と
を
描
い
た
文
語
詩
「
村
道
」
の
先
行
作
品
に
あ
た
る
「
市
場

帰
り

（
一
九
二
七
、
四
、
二
一
）
で
は
、
賢
治
が
村
で
の
生
活
に
馴
染
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
最

」

終
形
態
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

雪
と
牛
酪
を

バ

タ

ー

か
つ
い
で
来
る
の
は
詮
之
助

や
あ
お
早
う

あ
た
ま
ひ
か
っ
て
過
ぎ
る
の
は

枝
を
杖
つ
く
村
老
ヤ
コ
ブ

お
天
気
で
す
な

ま
っ
青
で
す
な

並
木
の
影
を

犬
が
黄
い
ろ
に
走
っ
て
行
く

お
早
う
よ

朝
日
の
な
か
か
ら

か
ば
ん
を
さ
げ
た
こ
ど
も
ら
が

み
ん
な
叫
ん
で
飛
び
出
し
て
く
る

こ
の
陽
気
な
詩
の
、
字
下
げ
部
分
を
削
除
し
た
と
こ
ろ
で
文
語
詩
が
成
立
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
文

語
詩
に
お
け
る
最
後
の
一
行
は
こ
こ
に
な
い
。
先
行
作
品
を
見
れ
ば
、
詮
之
助
、
村
老
ヤ
コ
ブ
、
犬
、
こ

移築された同心屋敷。江戸時代に建てられた藩の
同心たちの住む屋敷が、戦後に至るまで旧国道（奥
州街道）ぞいに残っていたという。



ど
も
ら
と
い
う
具
合
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
文
語
詩
化
さ
れ
て
も
い
い
は
ず
な
の
に
、
実
際
の
文
語
詩
で
は
こ

ど
も
ら
の
代
わ
り
に
「
売
り
酒
の
み
て
熊
之
進
、
赤
眼
に
店
を
ば
あ
く
る
な
り
」
と
い
う
一
行
が
書
か
れ

て
い
る
。
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
文
語
詩
の
下
書
稿

の
段
階
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

（一）

こ
れ
が
市
場
に
向
か
う
時
に
見
か
け
た
「
屋
台
店
の
主
人
」
が
形
を
変
え
て
現
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
屋
台
店
の
主
人
で
あ
る
が
、
彼
は
「

同
心
町
の
夜
あ
け
が
た

」
を
先
行
作
品
と
し
た

〔

〕

「
文
語
詩
稿

一
百
篇
」
所
収
の
「
短
夜
」
で
も
文
語
詩
化
さ
れ
て
い
る
。

短
夜

屋
台
を
引
き
て
帰
り
く
る
、

目
あ
か
し
町
の
夜
な
か
す
ぎ
、

う
つ
は
数
ふ
る
そ
の
ひ
ま
に
、

も
や
は
浅
葱
と
か
は
り
け
り
。

み
づ
か
ら
塗
れ
る
伯
林
青
の
、

む
ら
を
さ
び
し
く
苦
笑
ひ
、

ベ
レ
ン
ス

胡
桃
覆
へ
る
石
屋
根
に
、

い
ま
ぞ
ね
む
れ
と
入
り
行
き
ぬ
。

、

。

賢
治
の
姿
は
こ
こ
に
は
な
く

た
だ
屋
台
店
の
主
人
の
様
子
が
客
観
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る

が
、
賢
治
が
こ
の
詩
を
残
し
た
の
は
、
自
分
と
は
全
く
反
対
の
動
き
方
を
し
て
い
る
存
在
へ
の
興
味
か
ら

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
早
起
き
し
て
レ
ア
カ
ー
を
引
い
て
町
に
向
か
う
賢
治
に
対
し
て
、
こ
の

主
人
は
、
町
か
ら
村
に
屋
台
を
引
い
て
戻
り
、
こ
れ
か
ら
村
で
眠
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
踏
み
込
め
ば
、
町
を
捨
て
て
村
に
入
っ
た
者
（
賢
治
）
と
、
村
を
「
さ
び
し
く
苦
笑
ひ
」
し
て
、
町
で

生
活
の
た
つ
き
を
得
よ
う
と
す
る
者
（
主
人
）
と
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

に
は
賢
治
の
姿
こ
そ
現
れ
て
い
な
い
が
、
屋
台
の
主
人
が
「
む
ら
を
さ
び
し
く
苦
笑
ひ
」
す
る
姿
に
、
町

を
さ
び
し
く
苦
笑
い
す
る
賢
治
自
ら
の
心
情
も
く
み
と
れ
る
よ
う
に
思
う
。
下
書
稿

の
手
入
過
程
で
、

（一）

賢
治
は
屋
台
店
の
主
人
を
「
遁
げ
る
が
ご
と
く
ね
む
る
な
り
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
リ
ア
カ
ー
を

引
く
賢
治
が
程
吉
に
横
目
で
に
ら
ま
れ
た
時
の
い
た
た
ま
れ
な
さ
を
、
全
く
の
裏
返
し
に
し
て
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
文
語
詩
「
村
道
」
に
お
け
る
「
熊
之
進
」
に
、
賢
治
は
ど
の
よ
う
な
意
図
を
盛
り
込
も
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

島
田
隆
輔
Ａ

前
掲

は

酔
態
を
演
ず
る

熊
之
進

の
存
在
は

爽
や
か
な
労
働
を
体
す
る

詮

（

）

、「

「

」

、

「

之
助
」
や
「
村
老
ヤ
コ
ブ
」
と
対
極
に
あ
る
現
実
と
い
え
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
朝
の
村

、

。

、

道
を
歩
い
て
い
る
者
の
誰
も
が

村
の
主
た
る
仕
事
で
あ
る
米
作
に
は
携
わ
っ
て
い
な
い

そ
の
意
味
で

彼
ら
は
市
場
に
ヒ
ア
シ
ン
ス
を
売
り
に
行
く
賢
治
の
同
類
な
の
で
あ
る
。
町
に
花
を
売
り
に
行
く
と
い
う

詮
之
助
は
も
ち
ろ
ん
、
村
老
ヤ
コ
ブ
も
、
現
役
で
農
作
業
を
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
し
て
、
犬

も
こ
ど
も
ら
も
、
村
に
と
っ
て
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て

「
熊
之
進
」
が
、
た
だ
一

、

人
で
社
会
悪
を
代
表
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

「
こ
ど
も
ら
」
よ
り
も
、
一
層
、
村
落
か

、

ら
逸
脱
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
存
在
と
し
て
登
場
し
た
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
う
し
て
賢
治
は

「
市
場
帰
り
」
に
お
い
て
は
、
自
分
を
横
眼
で
睨
む
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
程
吉
の
よ

、

う
な
存
在
が
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
村
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
た
ち
と
陽
気
に
挨
拶
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て

（
も
ち
ろ
ん
詩
の
中
だ
け
で
あ
ろ
う
が

、
決
し
て
「

同
心
町
の
夜
あ
け
が
た

」
に
お
い
て
、
ア
ウ
ト

）

〔

〕

サ
イ
ダ
ー
と
し
て
の
自
分
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
経
験
を
忘
れ
去
っ
て
、
陽
気
に
村
人
た
ち
と
挨
拶
を
交
わ

せ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
の
間
で
い
く
ら
交
流
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
賢
治
に
と
っ
て
の
最

重
要
課
題
と
も
い
う
べ
き
「
い
か
に
し
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
へ
の
道
を
目
指
す
か
」
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど

何
の
解
決
に
も
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
十
分
に
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
或
る
時
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

に
睨
ま
れ
、
ま
た
或
る
時
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
な
り
に
村
の
人
々
と
交
流
で
き
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
村

の
現
実
で
あ
っ
て
、
敵
ば
か
り
で
も
味
方
ば
か
り
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
に
示
さ

れ
た
「
発
見
」
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

〔
さ
き
立
つ
名
誉
村
長
は
〕

４４



さ
き
立
つ
名
誉
村
長
は
、

寒
煙
毒
を
ふ
く
め
る
を
、

豪
気
に
よ
り
て
受
け
付
け
ず
。

次
な
る
沙
弥
は
顱
を
円
き
、

猫
毛
の
帽
に
護
り
つ
ゝ
、

そ
の
身
は
信
に
ゆ
だ
ね
た
り
。

三
な
る
技
師
は
徳
薄
く
、

す
で
に
過
冷
の
シ
ロ
ッ
コ
に
、

な
か
ば
気
管
を
や
ぶ
り
た
れ
。

最
后
に
女
訓
導
は
、

シ
ョ
ー
ル
を
面
に
被
ふ
れ
ば
、

ア
ラ
ー
の
守
り
あ
る
ご
と
し
。

語
注

名
誉
村
長
と
い
う
制
度
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
村
長
並
に
人
望
の
あ
る
、
風
格
の
あ
る
人

名
誉
村
長

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
童
話
「
税
務
署
長
の
冒
険
」
に
も
密
造
酒
醸
造
の
黒
幕
と
し
て
現
れ

て
い
る
。

寒
々
と
し
た
煙
や
も
や

「
毒
を
ふ
く
め
る
」
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
兵
器
と
し
て
の
使
用

寒
煙

。

が
始
ま
っ
た
毒
ガ
ス
に
喩
え
た
か
。

出
家
は
し
て
い
る
が
、
ま
だ
一
人
前
の
僧
で
は
な
い
者
の
こ
と
。
未
熟
な
僧
。

沙
弥

ろ
頂
部
の
こ
と
。
頭
の
て
っ
ぺ
ん

「
ろ
」
と
読
む
が
、
賢
治
は
下
書
稿

の
段
階
で
、
わ
ざ
わ

顱

。

（二）

ざ
「
づ
」
と
い
う
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。

北
ア
フ
リ
カ
か
ら
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
吹
く
湿
っ
た
熱
風
。
た
だ
し
、
岩
手
県
に
吹
く
は
ず

シ
ロ
ッ
コ

は
な
く
、
比
喩
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。

小
学
校
の
正
教
員
。
師
範
学
校
を
卒
業
す
る
な
ど
し
て
教
員
免
許
を
取
ら
な
い
と
な
れ
な
か
っ

訓
導

た
。

シ
ョ
ー
ル
で
顔
を
覆
っ
て
い
た
姿
を
、
ヴ
ェ
ー
ル
で
顔
を
隠
す
イ
ス
ラ
ム
女
性
に
喩

ア
ラ
ー
の
守
り

え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

大
意

先
頭
に
た
つ
名
誉
村
長
は
、
寒
々
と
し
た
煙
が
立
っ
て
毒
ガ
ス
の
よ
う
な
の
に
、
も
ち
ま
え
の
た
く
ま

し
さ
で
冷
気
を
も
の
と
も
し
な
い
。

次
に
行
く
の
は
頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
円
く
剃
り
上
げ
て
、
そ
こ
を
猫
毛
の
帽
子
で
護
っ
て
い
る
僧
だ
が
、

信
仰
が
あ
る
の
か
、
や
は
り
冷
気
を
も
の
と
も
し
な
い
。

、

。

三
番
目
に
行
く
の
は
徳
の
な
い
技
師

す
で
に
冷
え
す
ぎ
た
空
気
で
気
管
を
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

最
後
に
行
く
の
は
小
学
校
の
女
先
生
、
顔
に
シ
ョ
ー
ル
を
ま
と
っ
て
い
る
の
で
、
ま
る
で
ア
ラ
ー
の
神

に
守
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
で
、
や
は
り
冷
気
は
気
に
な
ら
な
い
よ
う
だ
。

評
釈

黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
口
語
詩
「

四
信
五
行
に
身
を
ま
も
り

」
の
余
白
に
書
か

〔

〕

２４
０

れ
た
下
書
稿

、
そ
の
裏
面
に
書
か
れ
た
下
書
稿

と
定
稿
の
三
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

（一）

（二）

先
行
作
品
は
口
語
詩
の
「

四
信
五
行
に
身
を
ま
も
り

。
同
じ
日
の
で
き
ご
と
を
扱
っ
た
と
思
わ
れ

〔

〕」

「〔

、

〕」、「〔

〕」

る
口
語
詩
に

職
員
室
に

こ
っ
ち
が
一
足
は
い
る
や
い
な
や

め
づ
ら
し
が
っ
て
集
っ
て
く
る

が
あ
り
（

馬
が
一
疋

」
も
関
連
作
品
か

、
ま
た
、
こ
れ
ら
を
文
語
詩
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品

「〔

〕

）

に
「
文
語
詩
稿

五
十
篇
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
雪
う
づ
ま
き
て
日
は
温
き

「

氷
柱
か
ゞ
や
く
窓

」、
〔



〕（

、

）、

の
べ
に

島
田
隆
輔
は
私
信
で

大
正
十
五
年
の
国
民
高
等
学
校
で
の
体
験
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
う

「

」

（

、「〔

〕」

「

」

「

」

来
賓

が
あ
る

こ
の
他

吹
雪
か
ゞ
や
く
な
か
に
し
て

や

文
語
詩

未
定
稿

の

訓
導

も
同
じ
日
の
取
材
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い

。）

、

「

」（『

』

）、

先
行
研
究
は

森
荘
已
池

文
語
詩
笑
話

宮
沢
賢
治
の
肖
像

・
昭
和
四
九
年
十
月
・
津
軽
書
房

赤
田
秀
子
「

さ
き
立
つ
名
誉
村
長
は

（

宮
沢
賢
治

文
語
詩
の
森

第
二
集

・
平
成
十
二
年
九
月

〔

〕」
『

』

・
柏
プ
ラ
ー
ノ
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
群
は
、
賢
治
が
吹
雪
の
中
を
小
学
校
で
開
催
さ
れ
た
新
年
会
に
行
っ
て
、
帰
っ
て
く
る

時
の
心
象
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
佐
藤
成
『
証
言

宮
澤
賢
治
先
生

（
平
成
四
年
六
月
・
農
文
協
）

』

に
よ
る
と
、
大
正
十
一
年
か
ら
、
稗
貫
郡
下
の
小
学
校
を
会
場
と
し
て
毎
年
巡
回
弁
論
大
会
（
弁
論
部
農

談
会
）
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
賢
治
の
退
職
後
も
継
続
さ
れ
た
と
あ
り

『
新
校
本
全
集
』
の
「
年
譜
」
に

、

も
、
昭
和
三
年
二
月
九
日
に
湯
本
小
学
校
で
農
事
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
講
演
会
に
正
装
で
臨
む
の
は
大
袈
裟
に
過
ぎ
る
。
む
し
ろ
関
連
作
品
の
「
来
賓
」
の
下
書
稿

に
付
け
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
「
新
年
」
か
ら
、
小
学
校
で
開
か
れ
た
新
年
会
の
時
の
記
録
で
あ
っ
た
と
す

（二）る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
実
際

『
新
校
本
全
集
』
の
年
譜
の
大
正
十
二
年
一
月
一
日
の
記
述
に
「
花
城

、

小
学
校
の
交
賀
会
に
出
席
」
と
あ
る
。
た
だ
し

「

四
信
五
行
に
身
を
ま
も
り

」
に
は

「
乾
い
て
光

、
〔

〕

、

る
吹
雪
の
な
か
を
／
二
里
も
や
っ
て
き
た
の
で
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
訪
れ
た
の
は
家
か
ら
近
い
花
城
小

学
校
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
盛
岡
地
方
気
象
台
で
「
気
象
月
報
原
簿
」
を
調
べ
て
み
る
と
、
一
月
一
日
が
吹
雪
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
の
は
、
一
日
の
降
水
量
が
八
・
五
ミ
リ
で
、
午
前
十
一
時
に
風
速
一
〇
・
三
を
記
録
し
て
い

る
大
正
十
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
（
た
だ
し
大
正
十
二
年
九
月
よ
り
前
の
デ
ー
タ
は
残
っ
て
い

な
い

、
さ
ら
に
先
行
作
品
に
あ
っ
た
「
向
か
ふ
の
電
車
の
み
ち

（
花
巻
駅
か
ら
花
巻
温
泉
ま
で
走
っ

）

」

て
い
た
盛
岡
電
気
工
業
の
沿
線
で
あ
ろ
う
）
と
い
っ
た
言
葉
と
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
大
正
十
四
年
の

元
日
に
湯
口
小
学
校
か
太
田
小
学
校
あ
た
り
で
行
わ
れ
た
新
年
会
で
の
出
来
事
を
書
い
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
つ
い
で
な
が
ら
鍋
倉
に
あ
っ
た
宝
閑
小
学
校
を
舞
台
に
し
て
い
た
と
す
る
と
、

「
女
訓
導
」
に
あ
た
る
の
は
、
当
時
、
同
校
の
訓
導
で
あ
っ
た
高
瀬
露
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
だ
と

す
る
と
、
別
の
解
釈
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
り
そ
う
だ
。

さ
て
、
当
日
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
口
語
詩
「

職
員
室
に
、
こ
っ
ち
が
一
足
は
い
る

〔

や
い
な
や

」
で
は
、
小
学
校
で
開
催
さ
れ
る
催
し
に
招
か
れ
た
賢
治
が
、
職
員
室
に
一
歩
立
ち
入
っ
て

〕

み
る
と
、
そ
こ
に
は
日
高
神
社
の
別
当
と
紋
付
袴
で
正
装
し
た
二
人
の
お
百
姓
が
先
に
来
て
い
る
。
別
当

は
、
以
前
、
早
池
峰
の
原
林
で
賢
治
と
突
き
当
た
っ
た
こ
と
を
根
に
持
っ
て
い
る
の
か
、
賢
治
の
こ
と
を

怒
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ
を
文
語
詩
に
し
た
も
の
が
「
来
賓
」
で
あ
る
。

そ
の
次
の
段
階
が
「

め
づ
ら
し
が
っ
て
集
っ
て
く
る

」
で
あ
る
。
賢
治
よ
り
遅
れ
て
僧
が
や
っ
て

〔

〕

く
る
。
着
い
た
時
は
た
だ
の
冬
装
束
で
あ
っ
た
の
に
、
風
呂
敷
か
ら
き
ら
び
や
か
な
法
衣
を
取
り
出
し
て

身
に
つ
け
て
い
く
と
、
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
は
「
め
づ
ら
し
が
っ
て
（
職
員
室
に
）
集
ま
っ
て
く
る
」

と
い
う
内
容
だ
。
こ
れ
が
文
語
詩
化
さ
れ
て
「

雪
う
づ
ま
き
て
日
は
温
き

」
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は

〔

〕

「
県
議
員
殿
大
居
士
」
の
葬
儀
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
虚
構
化
が
施
さ
れ
て
い
る
。
既
に
言
及
し
た
作
品

で
、
今
は
改
め
る
べ
き
点
が
多
い
の
だ
が
（

宮
澤
賢
治
「
文
語
詩
稿

五
十
篇
」
評
釈
一

・

山
手
国

「

」
『

文
論
攷

・
平
成
十
一
年
三
月

、
僧
の
モ
デ
ル
を
白
藤
慈
秀
と
し
、
賢
治
が
白
藤
の
信
奉
す
る
浄
土

』

）

20

真
宗
の
形
式
主
義
を
揶
揄
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
も
有
効
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

「

馬
が
一
疋

」
は
、
職
員
室
の
窓
の
外
に
い
る
馬
と
「
学
校
の
集
り
に
も
出

（
下
書
稿

）
て
こ

〔

〕

」

（二）

な
い
男
に
つ
い
て
描
い
た
作
品
で
、
文
語
詩
「

吹
雪
か
ゞ
や
く
な
か
に
し
て

」
で
は
、
吹
雪
の
中
の

〔

〕

男
の
目
に
つ
い
て
の
詩
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
や
舞
台
の
一
致
、
ま
た
、
口
語
詩
の
中
に
あ
る
「
マ
イ
ナ

」

、

「

」

、

ス
の
シ
ロ
ッ
コ

と
い
う
言
葉
が

本
作
の

過
冷
の
シ
ロ
ッ
コ

と
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め

同
日
の
取
材
だ
と
し
て
も
い
い
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
小
学
校
で
の
催
し
も
の
が
終
わ
り
、
来
賓
た
ち
が
外
に
出
る
と
こ
ろ
の
様
子
を
描
い
て
い
る
の

が
「

四
信
五
行
に
身
を
ま
も
り

」
で
あ
る
。
口
語
詩
を
見
て
み
よ
う
。

〔

〕

〔
冒
頭
原
稿
な
し
〕

四
信
五
行
に
身
を
ま
も
り

次
な
る
ぼ
く
輩
百
姓
技
師
は



す
で
に
烈
し
く
や
ら
れ
て
居
り

最
后
の
女
先
生
は

シ
ョ
ー
ル
を
も
っ
て
濾
し
て
ゐ
る

さ
て
も
向
ふ
の
電
車
の
み
ち
や

部
落
の
ひ
ば
の
し
げ
り
の
な
か
に

黄
の
灯
が
つ
い
て

南
の
黒
い
地
平
線
か
ら

巨
き
な
雲
が
じ
つ
に
旺
ん
に
奔
騰
す
る
と
い
ふ
景
況
で
あ
る

四
連
構
成
の
文
語
詩
の
う
ち
、
口
語
詩
で
確
認
で
き
る
の
は
「
百
姓
技
師
」
で
あ
る
「
ぼ
く
」
と

「
女

、

先
生
」
の
部
分
の
み
で
あ
る
。

文
語
詩
を
見
て
い
こ
う
。
名
誉
村
長
は
、
文
字
通
り
、
元
村
長
、
あ
る
い
は
小
学
校
の
元
校
長
で
あ
ろ

う
か

「

職
員
室
に
、
こ
っ
ち
が
一
足
は
い
る
や
い
な
や

」
の
下
書
稿

を
見
る
と

「
一
昨
年
円
満

。
〔

〕

、

（一）

辞
職
し
た
／
こ
の
学
校
の
前
校
長
」
や
「
分
教
場
の
旧
校
長
」
も
来
賓
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
か
ら
だ
。
文
語
詩
で
は
幾
分
、
揶
揄
的
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
下
書
稿

で
は
、
特
に
そ
の

（一）

。

、

よ
う
な
感
じ
は
受
け
な
い

傲
岸
不
遜
な
感
じ
は
日
高
神
社
の
別
当
に
あ
て
は
ま
り
そ
う
に
も
思
え
る
が

会
場
か
ら
退
出
す
る
一
団
に
そ
の
名
前
が
な
い
の
で
、
日
高
神
社
の
別
当
の
イ
メ
ー
ジ
が
名
誉
村
長
と
し

て
虚
構
化
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

、「〔

〕」

。「

」

次
を
歩
く
の
は

め
づ
ら
し
が
っ
て
集
っ
て
く
る

に
出
て
き
た
白
藤
で
あ
ろ
う

顱
を
円
き

と
あ
る
の
は
、
や
は
り
白
藤
を
「
白
淵
先
生
」
と
し
て
揶
揄
し
て
書
い
た
「
氷
質
の
冗
談
」
で

「
ろ
頂

、

部
だ
け
を
て
か
て
か
剃
っ
て
」
と
あ
る
の
と
対
応
し
て
い
よ
う

「

め
づ
ら
し
が
っ
て
集
っ
て
く
る

」

。
〔

〕

で
は

「
二
重
マ
ン
ト
」
を
着
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
が

「
文
語
詩
未
定
稿
」
の
「

洪
積
の
台
の
は

、

、

〔

て
な
る

」
に
は

「
こ
の
と
き
に
教
諭
白
藤
／
灰
い
ろ
の
イ
ム
バ
ネ
ス
着
て

（
イ
ム
バ
ネ
ス
と
は
「
二

〕

、

」

重
回
し
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
）
と
も
あ
る
か
ら
、
白
藤
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た

「

雪
う
づ
ま
き
て
日
は
温
き

」
に
は
、
浄
土
真
宗
が
重
ん
じ
る
「
讃
仏
偈
」
を
、
白
藤
の
属
し

、
〔

〕

た
本
願
寺
派
の
名
称
で
登
場
さ
せ
て
も
い
る
の
で
（
大
谷
派
で
は
嘆
仏
偈
と
呼
ぶ

、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い

）

だ
ろ
う
。
そ
の
身
を
信
仰
に
捧
げ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
頭
に
は
猫
毛
の
帽
子
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
皮

肉
（
殺
生
戒
を
破
っ
て
い
る
）
も
忘
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
「

四
信
五
行
に
身
を
ま
も
り

」
の
冒
頭
の
原
稿
が
な
い
こ
と
で
あ
る

『
新

〔

〕

。

校
本
全
集
』
で
は

「
こ
れ
に
先
行
す
る
紙
葉
が
あ
っ
た
の
が
今
は
失
わ
れ
て
、
末
尾
部
の
み
が
残
っ
た

、

も
の
と
見
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
文
語
詩
化
さ
れ
た
「

さ
き
立
つ
名
誉
村
長
は

」
の
下
書
稿

〔

〕

の
前
半
部
分
、
つ
ま
り
「

四
信
五
行
に
身
を
ま
も
り

」
の
失
わ
れ
た
部
分
と
一
致
す
る
箇
所
が
、

〔

〕

（一）や
は
り
「
現
在
の
と
こ
ろ
所
在
不
明
」
な
の
だ
と
い
う
の
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
。
ど
ち
ら
も
白
藤
と
思

わ
れ
る
人
物
に
関
す
る
記
述
や
言
動
が
書
か
れ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
箇
所
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
「

め
づ
ら
し
が
っ
て
集
ま
っ
て
く
る

」
の
冒
頭
部
分
も

「
一
部
が
破
り
去
ら
れ
て
い
て
、

〔

〕

、

冒
頭
と
末
尾
を
欠
く
」
と
『
新
校
本
全
集
』
に
は
あ
る
。
こ
れ
も
白
藤
と
思
わ
れ
る
人
物
に
関
す
る
記
述

や
言
動
が
書
か
れ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
箇
所
で
、
原
稿
コ
ピ
ー
を
見
て
も
、
自
然
に
破
れ
た
の
で
は
な

く
、
人
為
的
に
破
ら
れ
た
と
い
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
切
り
取
ら
れ
方
を
し
て
い
る
。
作
品
の
末
尾
部
分
に

「
い
の
し
し
の
や
う
な
髪
毛
し
た
／
（
数
文
字
不
明
）
は
」
と
あ
る
が
、
当
然
、
人
名
が
入
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
こ
の
「

数
文
字
不
明

」
と
い
う
部
分
も
、
判
読
が
困
難
な
の
で
は
な
く
、
切
り
取
ら
れ
て

（

）

い
る
た
め
に
確
認
で
き
な
い
箇
所
な
の
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
す
る
と
、
こ
の
後
に
も
白
藤
に
関
す
る
記
述

が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
断
片
も
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

原
稿
が
紛
失
し
た
り
、
破
棄
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
イ
ン
ク
や
消
し
ゴ
ム
で
抹
消
さ
れ
て
読
め
な
く
な

、

。

、

、

る
の
は

賢
治
の
場
合
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い

し
か
し

こ
れ
ほ
ど
一
系
統
の
作
品
に
そ
れ
が
集
中
し

ま
た
、
い
ず
れ
も
白
藤
そ
の
人
を
直
接
指
し
示
す
よ
う
な
部
分
に
限
ら
れ
て
紛
失
・
破
棄
が
な
さ
れ
て
い

る
の
は
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
だ
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
個
人
攻
撃
と
も
思
え
る
よ
う
な
部
分
を
、
賢
治
自
身
が
抹
消
し
た

可
能
性
で
あ
る
。
た
だ
、
賢
治
は
『
銅
鑼

（
昭
和
三
年
二
月
、
編
集
兼
発
行
者
・
草
野
心
平
）
に
学

』
13

校
を
舞
台
と
し
た
「
氷
質
の
ジ
ョ
ウ
談
」
を
発
表
し
、
そ
こ
に
「
白
淵
先
生
北
緯
三
十
九
度
あ
た
り
ま
で

／
ア
ラ
ビ
ア
魔
神
が
は
た
ら
く
こ
と
に
な
つ
た
の
に
／
大
本
山
か
ら
な
ん
に
も
お
振
れ
が
な
か
つ
た
で
す

か
」
と
書
い
て
い
る
。
も
し
、
農
学
校
に
関
わ
り
の
あ
る
者
が
こ
れ
を
読
ん
だ
ら
、
誰
の
こ
と
を
書
い
て



い
る
か
は
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
他
人
に
対
し
て
細
や
か
す
ぎ
る
く
ら
い
の
心
づ
か
い
を
示
し

た
賢
治
だ
が
、
白
藤
に
対
し
て
は
不
思
議
と
そ
う
し
た
配
慮
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
と
な
る
と
、
い
つ
世

に
出
る
と
も
し
れ
な
い
口
語
詩
や
文
語
詩
の
下
書
稿
に
ま
で
、
賢
治
が
丁
寧
な
操
作
を
し
た
と
は
考
え
に

く
い
。
た
だ

『
銅
鑼
』
に
発
表
し
た
際
に
も
「
白
藤
」
と
せ
ず
「
白
淵
」
に
変
え
る
と
い
う
最
低
限
度

、

の
虚
構
化
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
（
？
）
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
賢
治
自

身
が
原
稿
を
破
棄
し
た
可
能
性
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

次
に
思
い
当
た
る
の
は
賢
治
の
弟
・
宮
沢
清
六
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。
文
語
詩
「
憎

む
べ
き
「
隈
」
辨
当
を
食
ふ
」
に
つ
い
て
、
清
六
は
伊
藤
博
美
に
「
あ
ま
り
に
あ
か
ら
さ
ま
な
の
で
…
。

い
ろ
い
ろ
差
し
障
り
も
あ
る
の
で
、
ス
ミ
と
も
ク
マ
と
も
読
め
る
よ
う
に
か
え
て
お
ぎ
あ
ん
し
た
」
と
語

っ
た
と
い
う
（
伊
藤
博
美
「

饗
宴
」
の
舞
台

・

賢
治
研
究

・
昭
和
六
二
年
一
月
・
宮
沢
賢
治
研

「

」
『

』
42

究
会

。
賢
治
が
残
し
た
原
稿
に
は
、
熊
と
あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
で
は
実
在
し
た
人
物
の
誰
を
指
し
て
い

）

る
の
か
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
清
六
が
熊
を
隈
に
書
き
換
え
た
と
い
う
の
だ
。
遺
族
な
ら
で

は
の
気
遣
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
操
作
が
こ
こ
で
も
行
わ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は

か
な
り
露
骨
な
風
刺
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

沙

、

、

「

弥
」
が
、
賢
治
が
疎
ま
し
く
思
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
他
に
も
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
白
藤
慈
秀
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
後
に
続
く
技
師
に
つ
い
て
、
女
訓
導
に
つ
い
て
は
、
特
に
付
け
加
え
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ

う
。
賢
治
自
身
と
思
わ
れ
る
人
物
を
「
徳
薄
く
」
と
自
虐
的
に
書
い
て
み
た
り
、
シ
ョ
ー
ル
を
ま
と
っ
た

女
訓
導
を
イ
ス
ラ
ム
の
女
性
の
よ
う
だ
と
い
う
あ
た
り
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
全
体

と
し
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
、
栗
原
敦
が
「
弱
点
や
罪
を
抱
え
な
が
ら

、

「

」

、

生
き
る
人
間
性
の
深
み
へ
の
慈
し
み
に
満
ち
た
視
線
こ
そ

賢
治

文
語
詩

の
ユ
ー
モ
ア
の
源
で
あ
り

た
ど
り
着
か
れ
た
到
達
点
の
意
味
で
あ
っ
た

（

文
語
詩
稿
と
ユ
ー
モ
ア

・

宮
沢
賢
治

透
明
な
軌

」
「

」
『

道
の
上
か
ら

・
平
成
四
年
八
月
・
新
宿
書
房
）
と
い
う
水
準
に
達
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も

』

そ
う
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
俗
物
た
ち
を
俗
物
と
描
く
の
は
結
構
だ
が
、
賢
治
が
自
ら
を
、
た
と
え

自
虐
的
に
書
い
て
い
よ
う
と
も
、
ど
こ
か
他
人
を
高
み
か
ら
見
下
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
か

ら
だ
。
も
っ
と
も
宮
沢
賢
治
の
生
臭
い
側
面
を
十
二
分
に
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
興
味
深
い

作
品
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
…

〔
僧
の
妻
面
膨
れ
た
る
〕

４５

僧
の
妻
面
膨
れ
た
る
、

飯
盛
り
し
仏
器
さ
ゝ
げ
く
る
。

（
雪
や
み
て
朝
日
は
青
く
、

か
う
か
う
と
僧
は
看
経

）。

寄
進
札
そ
ゞ
ろ
に
誦
み
て
、

僧
の
妻
庫
裡
に
し
り
ぞ
く
。

（
い
ま
は
と
て
異
の
銅
鼓
う
ち
、

晨
光
は
み
ど
り
と
か
は
る

）。

語
注

下
書
稿

に
「
面
膨
れ
た
る
」
と
ル
ビ
が
あ
る
こ
と
と
、
音
数
の
関
係
か
ら
「
お
も
て

面
膨
れ
た
る

は

（三）

は
れ
た
る
」
と
読
み
た
い
。
下
ぶ
く
れ
の
顔
を
し
て
い
た
こ
と
を
表
す
。

仏
の
供
物
を
盛
る
器
で
「
ぶ
っ
き
」
と
読
む
が
、
こ
こ
で
は
音
数
と
下
書
稿
の
ル
ビ
か
ら
類
推

仏
器

し
て
「
ぼ
ん
」
と
読
む
こ
と
に
す
る
。

も
と
は
文
字
通
り
経
典
を
看
る
（
黙
読
）
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
後
に
読
経
（
音
読
）
す
る
こ

看
経

と
に
転
じ
た
。
読
み
方
は
「
か
ん
き
ん

。」

寺
に
奉
納
し
た
財
物
と
奉
納
し
た
人
の
名
前
と
が
書
い
て
あ
る
札
の
こ
と
。

寄
進
札

中
国
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
わ
た
っ
て
広
く
使
わ
れ
た
壺
型
を
し
た
青
銅
製
の
太
鼓
。

異
の
銅
鼓



宗
教
的
儀
式
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
賢
治
は
そ
の
形
を
「
異
」
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

朝
日
の
光
の
こ
と
。

晨
光大

意

僧
の
妻
が
膨
れ
ぼ
っ
た
い
顔
を
し
て
、
仏
器
に
入
っ
た
飯
を
さ
さ
げ
て
や
っ
て
く
る
。

（
雪
は
や
ん
で
青
い
朝
日
が
差
し
込
み
、
僧
は
声
た
か
ら
か
に
経
を
読
む

）。

寄
進
札
を
と
り
と
め
も
な
く
声
に
出
し
て
読
み
、
僧
の
妻
は
庫
裡
に
下
が
る
。

（
僧
が
変
わ
っ
た
形
の
銅
鼓
を
打
つ
と
、
朝
日
は
緑
色
に
か
わ
っ
た

）。

評
釈

黄
罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

、
そ
の
裏
面
に
書
か
れ
た
下
書
稿

、
新
た
な
黄

２２
０

（一）

（二）

罫
（

行
）
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
た
下
書
稿

と
定
稿
の
四
種
が
現
存
。
生
前
発
表
な
し
。

２２
０

（三）

先
行
作
品
は
認
め
ら
れ
な
い
が

文
語
詩
篇

ノ
ー
ト

東
京

ノ
ー
ト

に
詩
想
の
メ
モ

後

「「

」

」、「「

」

」

（

述
）
が
あ
る
。

先
行
研
究
は
山
口
逵
子
「
賢
治
「
文
語
詩
篇
定
稿
」
の
成
立

（

大
谷
女
子
大
学
紀
要

ー
２

・
昭

」
『

』

２０

和
六
一
年
一
月

、
島
田
隆
輔
「
宮
沢
賢
治
・
文
語
詩
稿
五
十
篇
／
∧
詩
系
譜
∨
の
論
へ
（
下
）

〔
翔

）

け
り
ゆ
く
冬
の
フ
エ
ノ
ー
ル
〕
試
注
か
ら

（

論
攷
宮
沢
賢
治
２
』
平
成
十
一
年
三
月
・
中
四
国
宮
沢

」
『

賢
治
研
究
会

、
浜
垣
誠
司
「

僧
の
妻
面
膨
れ
た
る
」
詩
碑

（

石
碑
の
部
屋
」
http://w
w
w
.ihatov.

）

「

」
「

cc/m
onum
ent/065.htm
l）
な
ど
が
あ
る
。

盛
岡
中
学
を
卒
業
後
、
賢
治
は
進
学
を
許
可
さ
れ
る
と
盛
岡
市
北
山
に
あ
る
教
浄
寺
（
時
宗
）
に
下
宿

し
て
、
受
験
勉
強
に
励
む
。
本
作
は
、
そ
の
時
の
経
験
に
基
づ
く
詩
で
あ
る
。
教
浄
寺
は
、
鎌
倉
幕
府
滅

亡
の
際
に
自
刃
し
た
南
部
家
十
代
・
茂
時
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
弟
の
十
一
代
・
信
長
が
開
創
し
た
寺

で

庶
民
か
ら
も

お
あ
み
だ
さ
ん

と
し
て
崇
敬
さ
れ

裸
ま
い
り
の
寺
と
し
て
も
有
名
で
あ
る

い

、

「

」

、

（『

わ
て
の
お
寺
さ
ん

盛
岡
と
そ
の
周
辺

・
平
成
十
五
年
八
月
・
テ
レ
ビ
岩
手

。
そ
の
教
浄
寺
に
賢
治

』

）

の
詩
碑
が
建
っ
て
い
る
が
、
そ
の
脇
に
は
次
の
よ
う
な
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
（
平
成
九
年
六
月
八
日
、

吉
見
正
信
撰
文

。）

作
中
の
「
僧
」
は
、
當
山
第
五
十
三
世
住
職
の
、
又
重
琢
眞
和
尚
（
一
八
四
八
ー
一
九
三
〇
）

で
あ
り

「
僧
の
妻
」
は
陽
夫
人
（
一
八
五
九
ー
一
九
四
一
）
で
あ
る
。

、

作
品
は
、
寺
に
お
け
る
日
常
の
「
看
経

（
お
つ
と
め
）
の
様
子
が
、
朝
の
清
澄
さ
の
中
で
、

」

平
静
眞
摯
な
文
体
で
描
か
れ
て
い
る
。

「
か
う
か
う
と
僧
は
看
経
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
心
不
乱
な
凛
と
し
た
気
迫
が
堂
内
に
満
ち
、

そ
れ
を
全
身
に
浴
び
賢
治
の
一
日
は
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
僧
の
妻
面
膨
れ
た
る
」
も
、
お
っ
と
り
と
し
て
豊
頬
な
人
と
な
り
が

「
さ
ゝ
げ
く
る
」
か

、

ら
「
し
り
ぞ
く
」
に
至
る
恭
々
し
き
か
し
ず
き
の
挙
措
に
彷
彿
と
す
る
。

そ
う
し
た
本
堂
に
お
け
る
「
看
経
」
の
ご
と
く
、
賢
治
の
日
々
も
く
り
返
さ
れ
て
い
た
に
ち
が

い
な
い
こ
と
が
う
が
が
え
よ
う
。

や
が
て
、
賢
治
の
志
望
は
貫
徹
さ
れ
、
四
月
六
日
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
農
学
科
第
二
部
に
、

首
席
入
学
を
果
し
た
。

賢
治
が
下
宿
し
て
い
た
の
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
年
）
で
あ
る
か
ら
、
僧
は
六
十
代
後
半
、
妻
は
五
十

代
半
ば
、
下
書
稿
に
は
「
老
僧
」
と
あ
る
が
、
虚
構
化
は
施
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
た
だ
、
浜
垣
誠
司

も
書
く
よ
う
に
「
お
寺
が
つ
け
た
説
明
で
す
か
ら
、
詩
に
お
け
る
描
写
は
つ
と
め
て
好
意
的
な
意
味
に
解

釈
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
な
ん
と
な
く
皮
肉
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
て
し
ま
う

（
前
掲
）
の
は
確
か
で
、

」

島
田
隆
輔
の
よ
う
に
「
あ
る
ま
じ
き
欲
深
さ
か
ら
く
る
憤
懣

（
前
掲
）
を
書
い
て
い
る
の
だ
と
さ
ら
に

」

手
厳
し
い
解
釈
も
あ
る
。
実
際
、
文
語
詩
稿
の
構
想
を
書
き
付
け
た
「

文
語
詩
篇
」
ノ
ー
ト
」
に
は
、

「

一
月

教
浄
寺



教
浄
寺
の
老
僧

鐘
う
ち
鳴
ら
す
朝
の
祈
り
、

お
は
り
に
法
師
声
ひ
く
く

光
明
偏
照
十
方
世
界
、

つ
ひ
に
m
am
m
onを

次
に
は
鳴
ら
す
銅
の
鐃

脉

こ
そ
祈
り
け
り
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
m
am
m
onと
は
富
、
財
貨
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
寺
に
対
す
る
か
な
り
辛
辣
な
批
判

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
本
作
が
四
行
を
並
列
的
に
並
べ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
カ
ッ
コ
表
記
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陰
影
を
つ
け
て
い
る
点
に
は
注
意
す
べ
き
だ
と
思
う
。

と
言
う
の
も
、
カ
ッ
コ
の
な
い
一
行
目
と
三
行
目
は
妻
の
仕
草
、
カ
ッ
コ
の
あ
る
二
行
目
と
四
行
目
は
僧

の
仕
草
、
と
い
う
よ
う
に
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
妻
に
関
し
て
は
、
そ
の
容
貌
に
関

し
て
ケ
チ
を
つ
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
儀
式
の
場
に
食
を
持
ち
込
み
、
寄
進
の
多
寡
で
一
喜
一

憂
す
る
よ
う
な
、
非
宗
教
的
で
場
違
い
な
存
在
だ
と
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
僧
に
つ
い
て
は
、
皮
肉

な
調
子
が
見
あ
た
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
敬
意
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
浜
垣
は
現
実

的
な
妻
と
対
比
さ
れ
る
僧
が
「
い
か
に
も
大
仰
で
滑
稽
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
じ
め
く
さ
っ
た

、

」

、

、

そ
の
振
る
舞
い
に
は

ど
こ
か
俗
っ
ぽ
さ
が
抜
け
ま
せ
ん

と
す
る
が

下
書
稿

初
期
形
態
を
見
て
も

（二）

雪
や
み
て
朝
日
は
青
く

本
堂
は
ひ
か
り
あ
ま
ね
し

帽
紅
き
老
僧
ひ
と
り

か
う
か
う
と
朝
の
看
経

松
も
み
な
雪
に
枝
垂
れ

つ
ゝ
ま
し
く
き
け
る
が
ご
と
し

僧
は
い
ま
異
の
銅
鼓
う
ち

晨
光
は
黄
と
か
は
り
け
り

こ
の
と
き
に
面
腫
れ
た
る

僧
の
妻
飯
を
も
た
ら
す

ぼ
ん

と
い
う
具
合
に
、
僧
の
姿
は
英
雄
的
で
、
枝
を
垂
れ
る
松
ま
で
も
が
、
経
を
つ
つ
ま
し
く
聞
い
て
い
る
よ

う
だ
と
い
う
の
で

「

文
語
詩
篇
」
ノ
ー
ト
」
の
記
述
も
、
寺
に
対
す
る
批
判
で
は
な
く
、
妻
に
対
す

、
「

る
批
判
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

賢
治
は
前
年
に
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
を
読
ん
で
、
全
身
が
ふ
る
え
る
ほ
ど
の
感
動
を
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
賢
治
は
日
蓮
宗
に
留
ま
ら
ず
、
浄
土
真
宗
の
島
地
大
等
（
願
教
寺
）
を
訪

ね
、
ま
た
曹
洞
宗
の
尾
崎
文
英
（
報
恩
寺
）
を
訪
ね
、
彼
ら
に
対
す
る
敬
意
は
「
本
堂
の
／
高
座
に
島
地

大
等
の
／
ひ
と
み
に
映
る
黄
な
る
薄
明

」
や
、
尾
崎
を
モ
デ
ル
に
し
た
文
語
詩
「
た
そ
が
れ
思
量

ａ255
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惑
く
し
て
」
な
ど
に
も
窺
え
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
プ
ジ
ェ
ー
神
父
（

さ
わ
や
か
に

「

／
朝
の
い
の
り
の
鐘
鳴
れ
と
／
ね
が
ひ
て
過
ぎ
ぬ
／
君
が
教
会

）
や
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
タ
ッ

」
２８０

ピ
ン
グ
夫
妻
と
交
流
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
（
文
語
詩
「
岩
手
公
園

、
宗
教
全
般
に
つ
い

」）

て
、
幅
広
く
知
識
と
教
養
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て

も
、
賢
治
が
教
浄
寺
の
住
職
に
対
す
る
批
判
意
識
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
賢
治
と
て
飯
を
作
る
の
も
、
給
仕
を
す
る
の
も
、
経
済
的
な
心
配
を
す
る
の
も
重
要
な
こ
と

く
ら
い
は
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
作
品
に
は
そ
う
し
た
仕
事
に
対
す
る
、
ま
た

そ
う
し
た
仕
事
に
従
事
す
る
女
性
一
般
に
対
す
る
敬
意
は
窺
い
に
く
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
伝
統
的
な
女
性

蔑
視
の
考
え
方
に
繋
が
る
の
み
で
な
く
、
仕
送
り
を
受
け
る
身
で
あ
り
な
が
ら
父
・
政
次
郎
の
仕
事
を
前

時
代
的
で
、
弱
い
者
か
ら
搾
取
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
か
受
け
取
れ
ず
、
仏
教
の
教
え
を
追
究
す
る
こ
と

の
み
を
潔
し
と
し
て
い
た
若
き
日
の
賢
治
の
頑
な
さ
に
も
通
じ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
果
た
し
て
晩
年
の

賢
治
は
、
こ
の
若
き
日
の
自
分
を
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
思
い
返
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、

本
作
か
ら
そ
れ
を
窺
う
こ
と
は
難
し
い
。

教浄寺にある文語詩の詩碑


