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一
、
夏
目
漱
石
と
宮
沢
賢
治
の
文
学
の
共
通
性

本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
重
要
な
影
響
力
の
あ
る

夏
目
漱
石
テ
ク
ス
ト
と
宮
沢
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
た

い
。
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
ノ
ン
は
研
究
さ
れ
尽
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
が
、
漱

石
と
賢
治
を
比
較
を
す
る
こ
と
で
新
し
い
読
解
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
だ

ろ
う
。
漱
石
テ
ク
ス
ト
と
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
共
通
性
に
つ
い
て
は
、
先
行

研
究
で
も
た
び
た
び
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
恩
田
逸
夫
は
、
賢
治
「
よ
だ
か

の
星
」
の
「
市
蔵
」
と
い
う
名
前
が
、
漱
石
『
彼
岸
過
迄
』（
明
治
四
五
年

一
月
一
日
か
ら
四
月
二
九
日
ま
で
「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
）
の
高
等
遊
民
「
須
永
市

蔵
」
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る

。
続
橋
達

(1)

雄
は
、
賢
治
の
童
話
「
ガ
ド
ル
フ
の
百
合
」（
生
前
未
発
表
）
の
内
容
が
『
夢

十
夜
』
の
「
第
一
夜
」
の
内
容
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漱
石
か
ら

刺
激
を
受
け
て
、
賢
治
が
「
お
れ
の
恋
は
、
い
ま
あ
の
百
合
の
花
な
の
だ
」

と
い
う
言
葉
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る

。
こ
れ
以
外

(2)

に
も
、漱
石
と
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
橋
世
織
に
よ
る
と
、「
フ
ラ
ン
ド
ン
農
学
校
の
豚
」（
生
前
未
発
表
）
で
は
、

宮
沢
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
と
夏
目

漱
石
『
夢
十
夜
』

―
「
楢
の
木
」
、
「
篝

火
」、「
民
俗
学
」

賴

怡

真

L
A
I

Y
i
c
h
e
n

豚
語
を
話
し
て
、
人
間
の
言
語
を
理
解
す
る
豚
の
視
点
か
ら
見
た
人
間
心

理
や
欲
望
が
洞
察
さ
れ
て
お
り
、
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
『
ホ
ト
ト

ギ
ス
』
、
明
治
三
八
年
一
〜
八
月
）
の
猫
を
豚
に
変
更
し
た
よ
う
な
テ
ク
ス
ト

と
し
て
読
め
る
。
ま
た
、
賢
治
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」（
『
注
目
の
多
い
料
理

店
』
所
収
、
杜
陵
出
版
社
／
東
京
光
原
社
、
大
正
一
三
年
一
二
月
）
で
は
、
一
枚
の

「
お
か
し
な
は
が
き
」
が
金
田
一
郎
に
届
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
物
語
が

始
ま
っ
て
お
り
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
金
田
家
の
猫
が
想
起
さ
れ
る

。
本
稿
で
は
、
漱
石
『
夢
十
夜
』（
「
朝
日
新
聞
」
明
治
四
一
年
七
月
二
五
日
〜

(3)八
月
五
日
）
と
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」（
生
前
未
発
表
）
を
取
り
上
げ
て
、
両
テ

ク
ス
ト
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
「
楢
の
木
」
の
描
写
と
、
そ
の
テ
ク
ス
ト

が
下
敷
き
に
し
て
い
る
民
俗
学
的
な
要
素
を
分
析
し
、
文
学
者
が
ど
の
よ

う
に
し
て
伝
説
や
民
俗
学
的
な
も
の
を
理
解
し
、
そ
れ
を
作
り
変
え
て
小

説
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
論
じ
て
い
く
。

前
述
の
高
橋
は
、
漱
石
と
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
民
俗
学
的
な
傾

向
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
高
橋
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
「
西
欧
近
代
小
説

の
理
念
を
学
び
具
現
化
し
た
か
に
思
わ
れ
が
ち
な
漱
石
に
さ
え
、
江
戸
の

ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー
が
下
地
に
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、『
夢

十
夜
』
の
「
第
四
夜
」
に
お
け
る
「
大
き
な
丸
い
輪
」
の
中
の
、
「
今
に

其
の
手
拭
が
蛇
に
な
る
か
ら
、
見
て
居
ろ
う
。
見
て
居
ろ
う
」（
『
漱
石
全

集

第
十
二
巻
』
一
一
一
頁
）
と
繰
り
返
す
「
爺
さ
ん
」
の
話
は
、「
さ
し
ず
め
、

「
嘉
十
」
の
手
拭
が
「
環
の
ま
ん
な
か
」
で
生
き
物
の
よ
う
な
小
道
具
と

化
す
、
〈
夢
物
語
〉
＝
『
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
』
で
復
活
・
変
容
を
と
げ

た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

。
ま
た
、
「
第
五
夜
」
に
つ
い
て
は
、
相

(4)

原
和
邦
に
よ
れ
ば
、
こ
の
話
に
は
「
こ
ん
な
晩
」
型
の
民
話
や
歌
舞
伎
な



ど
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
な
要
素
が
あ
り
、
更
に
、
柳
田
国
男
の
「
野
鳥
雑

記
」
に
登
場
す
る
類
話
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
と
い
う

。
そ
れ
を
踏

(5)

ま
え
て
鈴
木
覺
雄
は
、「
第
五
夜
」
に
は
「
天
探
女
」
伝
説
と
「
馬
蹄
石
」

伝
説
の
要
素
が
認
め
ら
れ
、
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
が
鶏
の
鳴
き
真
似
を
し

て
何
か
の
妨
害
を
す
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
、
昔
話
や
説
話
に
頻
出
す
る

パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
高

(6)

橋
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
の
テ
ク
ス
ト
に
「
江
戸
の
ロ
ー
カ
ル

・
カ
ラ
ー
」
が
見
い
出
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漱
石
の
テ

ク
ス
ト
に
は
、
民
俗
学
が
登
場
す
る
近
代
以
前
の
説
話
や
昔
話
、
国
学
な

ど
と
の
関
係
性
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
漱
石

と
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
民
俗
学
的
な
も
の
を
比
較
す
る
際
に
、
次

の
よ
う
な
点
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
ま
ず
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
賢
治
テ

ク
ス
ト
が
、
柳
田
国
男
の
民
俗
学
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
賢

治
テ
ク
ス
ト
の
下
地
と
な
る
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
（IH

A
T
O
B
U

、
岩
手
）
と
柳
田

『
遠
野
物
語
』（
聚
精
堂
、
明
治
四
三
年
六
月
）
と
の
間
に
、
テ
ク
ス
ト
の
地

政
学
的
な
類
似
性
、及
び
創
作
時
期
の
類
似
性
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

一
方
で
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
柳
田
国
男
の

柳
田
学
や
折
口
信
夫
の
折
口
学
と
い
っ
た
民
俗
学
が
登
場
す
る
以
前
の
時

代
で
あ
る
。
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
場
合
、「
江
戸
の
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー
」

と
い
う
言
葉
は
、
民
俗
学
の
源
流
と
も
見
な
さ
れ
る
国
学
や
本
草
学
を
指

す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
一
方
で
、
柳
田
の
民
俗
学
は
「
新
国
学
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
る
）
。
つ
ま
り
、
漱
石
の
「
第
五
夜
」
が
柳
田
の
「
野
鳥
雑
記
」
に
似

て
い
る
こ
と
は
、
の
ち
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
柳
田
学
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

本
稿
の
主
旨
に
戻
っ
て
見
て
み
よ
う
。
高
橋
は
漱
石
と
賢
治
の
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
民
俗
学
的
な
傾
向
が
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
だ
け

で
は
な
い
。
高
橋
に
よ
れ
ば
、
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
と
賢
治
「
楢

ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」（
生
前
未
発
表
）

の
題
目
に
も
「
楢
ノ
木
」
と
い
う

(7)

言
葉
が
あ
る
の
は
偶
然
の
一
致
だ
っ
た
と
し
て
も
、
「
第
十
夜
」
で
「
パ

ナ
マ
帽
」
の
庄
太
郎
が
「
豚
に
舐
め
ら
れ
る
」
場
面
と
、
賢
治
「
楢
ノ
木

大
学
士
の
野
宿
」
の
「
野
宿
第
三
夜
」
で
主
人
公
が
恐
竜
に
舐
め
ら
れ
る

場
面
に
お
い
て
「
「
喰
は
れ
る
ぞ
」
と
観
念
し
て
眼
が
覚
め
る
」
点
は
、

両
テ
ク
ス
ト
の
共
通
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
「
何
よ
り
も
生
理
的
、
存
在

論
的
恐
怖
感
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
両
者
は
通
底
し
て
い
」

る
と
い
う
。
こ
の

(8)

よ
う
に
、
高
橋
は
、
漱
石
の
「
第
五
夜
」
と
賢
治
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
野

宿
」
に
共
通
し
て
「
楢
の
木
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

が
、
単
語
レ
ベ
ル
の
偶
然
的
な
類
似
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
賢
治
の
も
う
一
つ
の
童
話
「
種
山
ヶ
原
」
に
注
目
し
、
漱
石

『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
と
合
わ
せ
て
比
較
す
る
こ
と
で
、
二
つ
の
テ

ク
ス
ト
に
い
く
つ
か
の
共
通
性
を
見
い
出
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
本
稿
が

重
要
視
し
て
い
る
の
は
、
共
通
し
て
「
楢
の
木
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す

る
と
い
う
単
語
レ
ベ
ル
の
共
通
性
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
単
語
そ
れ
自
体

が
持
つ
「
死
亡
」
や
「
墜
落
」
と
い
っ
た
意
味
が
両
テ
ク
ス
ト
で
同
じ
よ

う
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
は
、
の
ち
に
「
風
の
又
三
郎
」（
生
前
未
発
表
、
昭
和

六
〜
八
年
成
立
と
推
定
）
の
一
部
分
と
し
て
転
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
先

行
研
究
で
は
過
渡
的
な
習
作
と
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
テ

ク
ス
ト
に
の
み
「
剣
舞
」
と
い
う
、
も
う
一
つ
重
要
な
テ
ー
マ
が
あ
る
こ



と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
種
山
ヶ
原
」
に
は
、
主
人
公
の
達

二
が
「
あ
の
昔
か
ら
の
」
「
剣
舞
」
を
踊
る
場
面
が
あ
る
。

（
あ
ゝ
。
此
の
夏
休
み
中
で
、
一
番
面
白
か
っ
た
の
は
、
お
ぢ
い

さ
ん
と
一
緒
に
上
の
原
へ
仔
馬
を
連
れ
に
行
っ
た
の
と
、
も
う
一

つ
は
ど
う
し
て
も
剣
舞
だ
。
鶏
の
黒
い
尾
を
飾
っ
た
頭
巾
を
か
ぶ

り
、
あ
の
昔
か
ら
の
赤
い
陣
羽
織
を
着
た
。
そ
れ
か
ら
硬
い
板
を

入
れ
た
袴
を
は
き
、
脚
絆
や
草
〔
鞋
〕
を
き
り
っ
と
む
す
ん
で
、

種
山
剣
舞
連
と
大
き
く
書
い
た
沢
山
の
提
灯
に
囲
ま
れ
て
、
み
ん

な
と
町
へ
踊
り
に
行
っ
た
の
だ
。
ダ
ー
、
ダ
ー
、
ダ
ー
ス
コ
、
ダ

ー
、
ダ
ー
。
踊
っ
た
ぞ
、
踊
っ
た
ぞ
。
町
の
ま
っ
赤
な
門
火
の
中

で
、
刀
を
ぎ
ら
ぎ
ら
や
ら
か
し
た
ん
だ
。
楢
夫
さ
ん
と
一
諸(

マ

マ)

諸
に
な
っ
た
時
な
ど
は
、
刀
が
ほ
ん
た
う
に
カ
チ
カ
チ
ぶ
っ

マ
マ

つ
か
っ
た
位
だ
。（
『
新
校
本

第
八
巻
』
九
七
頁
）

こ
こ
で
い
う
「
剣
舞
」
と
は
、
東
北
に
伝
わ
る
民
俗
舞
踊
の
こ
と
で
、

小
松
和
彦
に
よ
れ
ば
、
賢
治
が
生
ま
れ
育
っ
た
岩
手
県
内
に
は
、
主
と
し

て
「
神
楽
」（
大
繋
神
樂
や
岳
神
樂
な
ど
山
伏
系
の
神
楽
）
や
「
田
楽
」（
田
植
踊
り

や
春
田
打
ち
な
ど
）
、
「
風
流
」（
剣
舞
、
鹿
踊
り
、
盆
踊
り
な
ど
）
と
い
っ
た
種
類

の
「
剣
舞
」
が
あ
る
と
い
う
。
賢
治
の
詩
集
『
春
と
修
羅
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
「
原
体
剣
舞
連
」
は
、
賢
治
が
大
正
一
一
年
八
月
三
〇
日
か
ら

は
ら
た
い
け
ん
ば
い
れ
ん

三
一
日
に
か
け
て
、
種
山
ヶ
原
に
地
質
調
査
に
向
か
っ
た
際
に
、
当
時
の

田
原
村
原
体
（
現
在
の
奥
州
市
江
刺
区
田
原
）
で
剣
舞
を
見
た
経
験
に
基
づ
い

て
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
賢
治
は
、
弦
月
の
下
で
鳥
の
黒
尾
を
つ
け

た
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
舞
う
舞
い
手
の
姿
に
、
伝
説
で
語
ら
れ
て
い
る
東
北

地
方
に
跋
扈
し
た
と
い
う
鬼
あ
る
い
は
反
逆
者
、
悪
路
王
退
治
の
様
子
を

思
い
起
こ
し
た
と
い
う

。
島
尾
敏
雄
に
よ
れ
ば
、
梁
川
（
北
上
山
系
の
裾

(9)

に
展
開
し
た
盆
地
）
か
ら
ほ
ど
近
い
あ
た
り
に
悪
路
王
の
子
の
も
の
と
伝
え

ら
れ
る
人
首
丸
や
大
岳
丸
の
塚
も
あ
り
、
「
悪
路
王
の
こ
と
は
記
録
に
は

あ
ら
わ
れ
な
い
が
つ
い
阿
弓
流
為
の
こ
と
に
思
い
は
走
っ
て
し
ま
う
。
鹿

島
神
宮
に
は
悪
路
王
の
首
の
像
が
あ
る
」

と
い
う
。
一
方
で
、
川
村
湊

(10)

は
、
賢
治
の
「
剣
舞
」
意
識
に
、
「
「
ア
イ
ヌ
」
文
化
の
痕
跡
の
よ
う
な
も

の
」
が
あ
り
、
「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
蝦
夷
の
悪
路
王
と
い
わ
れ
た
ア
ル
テ
イ
の

え
み
し

悲
劇
を
念
頭
に
置
い
」
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る

。
(11)

つ
ま
り
、
「
種
山
ヶ
原
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
背
景
に
潜
む
重
要
な
テ

ー
マ
と
し
て
、
伝
説
上
の
「
悪
路
王
」
と
そ
の
敵
で
あ
る
征
夷
大
将
軍
の

争
い
が
あ
り
、
「
種
山
ヶ
原
」
の
冒
頭
に
あ
る
「
種
山
と
い
ふ
の
は
北
山

山
地
の
ま
ん
中
の
高
原
」
と
い
う
箇
所
に
お
け
る
「
種
山
」
が
「
悪
路
王
」

伝
説
の
発
生
の
舞
台
で
も
あ
る
。
そ
し
て
「
悪
路
王
」
の
惨
め
な
最
期
を

描
い
た
「
種
山
ヶ
原
」
と
、
「
何
で
も
余
程
古
い
事
で
、
神
代
に
近
い
昔

と
思
は
れ
」
、
「
自
分
」
が
敵
の
大
将
に
捕
ま
え
ら
れ
、
「
生
擒
」
と
な
る

漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
の
プ
ロ
ッ
ト
が
極
め
て
よ
く
似
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
両
テ
ク
ス
ト
で
共
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
「
敗
北
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
種
山
ヶ
原
」
は
「
達
二

の
夢
」
の
内
容
で
あ
り
、
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
に
は
「
こ
ん
な
夢

が
あ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
両
テ
ク
ス
ト
と
も
「
夢
」
の
形
式
で
戦
い

の
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



二
、
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
第
五
夜
と
宮
沢
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
に
お
け
る

「
楢
の
木
」「
楢
夫
」
を
め
ぐ
る
表
象

「
敗
北
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
潜
ん
で
い
る
漱
石
「
第
五
夜
」
と
賢
治
「
種

山
ヶ
原
」
に
お
い
て
は
ま
た
、「
敗
北
」
に
ま
つ
わ
る
「
墜
落
」
と
「
死
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て
い
る

の
が
「
楢
の
木
」
で
あ
る
。
ま
ず
、
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
に
お
け
る
「
楢

の
木
」
の
表
象
に
注
目
し
よ
う
。

そ
し
て
達
二
は
、
牛
と
、
原
の
入
口
に
着
き
ま
し
た
。
大
き
な
楢

の
木
の
下
に
、
兄
さ
ん
の
縄
で
編
ん
だ
袋
が
投
げ
出
さ
れ
、
沢
山

の
草
た
ば
が
あ
ち
こ
ち
に
こ
ろ
が
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

（
中
略
）

達
二
は
あ
ん
ま
り
見
っ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、
目
を
瞑
っ
て
横

を
向
き
ま
し
た
。
そ
し
て
急
い
で
引
っ
返
し
ま
し
た
。
小
さ
な
黒

い
道
が
、
い
き
な
り
草
の
中
に
出
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
は
沢
山
の

馬
の
蹄
の
痕
で
出
来
上
っ
て
ゐ
た
の
で
す
。
達
二
は
、
夢
中
で
、

短
い
笑
ひ
声
を
あ
げ
て
、
そ
の
道
を
ぐ
ん
ぐ
ん
歩
き
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
た
よ
り
の
な
い
こ
と
は
、
み
ち
の
は
ゞ
が
五
寸
ぐ

ら
ゐ
に
な
っ
た
り
、
又
三
尺
ぐ
ら
ゐ
に
変
っ
た
り
、
お
ま
け
に
何

だ
か
ぐ
る
っ
と
廻
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

た
う
と
う
、
大
き
な
て
っ
ぺ
ん
の
焼
け
た
栗
の
木
の
前
ま
で
来
た

時
、
ぼ
ん
や
り
幾
つ
に
も
岐
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

（
中
略
）

〔(

〕
間
違
っ
て
原
を
向
ふ
側
へ
下
り
れ
ば
、
も
う
お
ら
は
死
ぬ

マ

マ

ば
か
り
だ)

と
達
二
は
、
半
分
思
ふ
様
に
半
分
つ
ぶ
や
く
や
う
に

し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
叫
び
ま
し
た
。（『
新
校
本

第
八
巻
』
一
〇
二
頁
）

こ
の
引
用
箇
所
で
は
、
達
二
は
兄
と
牛
と
一
緒
に
「
楢
の
木
」
の
あ
る

場
所
に
辿
り
着
き
、
兄
が
牛
と
達
二
を
残
し
て
一
人
で
向
こ
う
に
行
っ
て

い
る
間
に
、
急
に
牛
が
逃
げ
出
し
た
た
め
、
そ
の
牛
を
追
っ
て
い
く
う
ち

に
、
達
二
は
「
沢
山
の
馬
の
蹄
の
痕
で
出
来
上
っ
て
ゐ
た
」
黒
い
道
に
辿

り
着
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
黒
い
道
を
堂
々
巡
り
の
よ
う
に
し
て
歩
い
て

い
く
と
、
黒
い
家
が
見
え
て
く
る
が
、
実
は
そ
れ
が
黒
い
岩
で
あ
っ
た
こ

と
に
気
付
く
。
こ
こ
で
達
二
は
「
間
違
っ
て
原
を
向
ふ
側
へ
下
り
れ
ば
、

も
う
お
ら
は
死
ぬ
ば
か
り
だ
」
と
思
う
。
後
で
達
二
の
兄
が
迷
子
に
な
っ

た
場
所
を
祖
父
か
ら
聞
か
さ
れ
て
、
「
笹
長
根
の
下
り
口
だ
」
と
答
え
る

と
、
祖
父
は
「
危
ぃ
が
っ
た
。
危
ぃ
が
っ
た
。
向
ふ
さ
降
り
だ
ら
そ
れ
っ

切
り
だ
っ
た
」
と
言
う
。
こ
の
場
面
を
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」

と
あ
わ
せ
て
読
ん
で
み
よ
う
。

此
の
時
女
は
、
裏
の
楢
の
木
に
繋
い
で
あ
る
、
白
い
馬
を
引
き

出
し
た
。（
中
略
）
馬
は
蹄
の
音
が
宙
で
鳴
る
程
早
く
飛
ん
で
来
る
。

（
中
略
）

す
る
と
真
闇
な
道
の
傍
で
、
忽
ち
こ
け
こ
つ
こ
う
と
云
ふ
鶏
の

声
が
し
た
。
女
は
身
を
空
様
に
、
両
手
に
握
つ
た
手
綱
を
う
ん
と

控
へ
た
。
馬
は
前
足
の
蹄
を
堅
い
岩
の
上
に
発
矢
と
刻
み
込
ん
だ
。

こ
け
こ
つ
こ
う
と
鶏
が
ま
た
一
声
鳴
い
た
。



女
は
あ
つ
と
云
つ
て
、
緊
め
た
手
綱
を
一
度
に
緩
め
た
。
馬
は

諸
膝
を
折
る
。
乗
つ
た
人
と
共
に
真
向
へ
前
へ
の
め
つ
た
。
岩
の

下
は
深
い
淵
で
あ
つ
た
。

蹄
の
跡
は
い
ま
だ
に
岩
の
上
に
残
つ
て
い
る
。
鶏
の
鳴
く
真
似

を
し
た
も
の
は
天
探
女
で
あ
る
。
此
の
蹄
の
痕
の
岩
に
刻
み
つ
け

ら
れ
て
ゐ
る
間
、
天
探
女
は
自
分
の
敵
で
あ
る
。
(12)

こ
こ
で
女
は
楢
の
木
に
繋
ぎ
止
め
て
い
た
馬
に
乗
り
、
敵
の
大
将
に
捕

ま
え
ら
れ
た
主
人
公
の
元
に
急
ぐ
が
、
天
探
女
が
鶏
の
鳴
き
真
似
を
し
た

た
め
、
そ
の
ま
ま
深
い
淵
に
馬
ご
と
に
落
ち
て
し
ま
う
。
引
用
箇
所
の
最

後
で
は
、
馬
の
「
蹄
の
跡
」
と
「
蹄
の
痕
」
と
い
う
二
種
類
の
書
き
方
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
馬
の
「
蹄
の
痕
」
と
書
い
て
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
谷
の
下
に
落
ち
て
し
ま
う
場
面
は
、
「
種
山
ヶ
原
」
に

お
い
て
、
主
人
公
が
牛
を
追
い
な
が
ら
「
沢
山
馬
の
蹄
の
痕
で
出
来
上
っ

て
ゐ
た
」
黒
い
道
の
と
こ
ろ
で
危
う
く
「
笹
長
根
の
下
り
口
」
に
落
ち
て

し
ま
い
そ
う
に
な
る
と
い
う
場
面
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
両
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
「
楢
の
木
」
が
登
場
し
、「
馬
の
蹄
の
痕
」
、

「
谷
か
ら
の
墜
落
」
と
い
っ
た
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

何
故
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
墜
落
」
と
「
死
」
の
表
象
と
し
て

「
楢
の
木
」
を
登
場
さ
せ
る
か
と
い
う
と
、
明
治
三
六
年
五
月
二
二
日
、

「
楢
の
木
」
に
「
巌
頭
之
感
」

を
遺
言
と
し
て
刻
ん
で
残
し
、
日
光
の

(13)

華
厳
滝
に
入
水
自
殺
を
し
た
藤
村
操
が
想
起
さ
れ
る
。
藤
村
の
自
殺
の
原

因
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
一
説
で
は
自
殺
を
図
る
直
前
に
、
第
一
高
等
学

校
の
英
語
の
授
業
で
漱
石
か
ら
叱
ら
れ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る

。
漱

(14)

石
は
そ
の
後
、
藤
村
の
自
殺
事
件
を
思
わ
せ
る
文
章
を
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』

と
『
草
枕
』（
『
新
小
説
』
、
明
治
三
九
年
九
月
）

に
お
い
て
書
い
て
い

(15)

(16)

る
。
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
け
る
「
巌
頭
の
吟
で
も
書
い
て
華
厳
滝

の
た
き
か
ら
飛
び
込
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
藤
村
操
の
事
件
を
パ
ロ
デ
ィ

化
し
て
書
か
れ
た
「
十
」
の
巻
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
姪
に
あ
た
る
「
奇

麗
な
名
の
お
嬢
さ
ん
」
の
「
雪
江
」
が
、
主
人
公
の
留
守
中
に
家
を
尋
ね

て
く
る
場
面
が
あ
る
。
雪
江
が
叔
父
の
性
格
に
つ
い
て
、
「
天
探

女
で
せ

あ
ま
の
じ
ゃ
く

う
。
叔
父
さ
ん
は
あ
れ
が
道
楽
な
の
よ
」

と
文
句
を
言
う
場
面
で
は
、

(17)

「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
に
「
天
探
女
」
と
い
う
漢
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
の
最
後
の
場
面
で
登
場
す
る
、
鶏
の

鳴
き
真
似
を
し
て
女
を
谷
へ
と
墜
落
さ
せ
た
「
天

探

女
」
の
場
合
と
同

あ
ま
の
じ
ゃ
く

じ
漢
字
の
使
い
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
雪
江
が
「
天
探
女
」
な
性
格
の

叔
父
に
対
し
、
自
分
か
ら
蝙
蝠
傘
は
い
ら
な
い
と
い
う
場
面
が
あ
り
、
そ

の
後
に
「
巌
頭
の
吟
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
藤
村
操
の
自
殺

後
に
、
藤
村
の
叔
父
の
「
那
珂
通
世
」
が
五
月
二
六
日
の
「
万
朝
報
」
に

お
い
て
操
に
対
す
る
哀
悼
文
を
掲
載
し
、
「
華
厳
の
上
下
を
隈
な
く
探
し

た
れ
ば
、
瀑
の
落
口
の
上
な
る
巨
岩
の
上
に
蝙
蝠
傘
を
植
て
る
あ
り
」
(18)

と
書
い
て
い
る
の
と
呼
応
し
て
い
る
。

漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
に
話
を
戻
す
と
、
テ
ク
ス
ト
の
最
後

に
、
「
蹄
の
跡
は
い
ま
だ
に
岩
の
上
に
残
つ
て
居
る
」
「
此
の
蹄
の
痕
の
岩

に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
間
、
天
探
女
は
自
分
の
敵
で
あ
る
」（
漱
石
『
全

集
第
十
二
巻
』
一
一
五
頁
）
と
あ
る
の
は
、
漱
石
の
教
え
子
で
あ
る
藤
村
操

が
九
七
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
「
華
厳
滝
」
か
ら
飛
び
降
り
自
殺
を
し
、
そ
の

遺
言
を
「
楢
の
木
」
に
刻
み
込
ん
だ
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
「
第



五
夜
」
に
お
い
て
、
「
女
」
を
馬
と
と
も
に
谷
か
ら
落
と
し
た
の
は
「
天

探
女
」
で
あ
り
、
漢
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
神
代
の
出
来
事
が
記
録
さ

れ
た
と
さ
れ
る
太
朝
臣
安
萬
侶
編
纂
『
古
事
記
』（
和
銅
五
年
）
や
舎
人
親

王
編
纂
総
裁
『
日
本
書
紀
』（
奈
良
時
代
成
立
と
推
定
）
に
登
場
す
る
神
「
天

探
女
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う

。
神
話
に
お
け
る
天
探
女
と
天

(19)

稚
彦
の
関
係
性
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」

に
お
い
て
、
敵
の
生
け
捕
り
に
な
っ
た
「
自
分
」
と
「
天
探
女
」
の
関
係

性
も
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
「
天
探
女
」
と
い
う
漢
字
に

振
ら
れ
て
あ
る
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
と
い
う
ル
ビ
に
注
目
す
る
と
、
異
な

る
解
釈
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
林
康
夫
は
「
第
五
夜
」
に
つ
い
て
、

「
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
天
探
女
、
つ
ま
り
天
邪
鬼
の
物
語
で
あ
っ
て
、

あ
る
意
味
で
は
そ
う
し
た
み
ず
か
ら
の
心
の
捩
れ
こ
そ
が
、
こ
こ
で
夢
の

物
語
を
通
し
て
尋
ね
あ
て
ら
れ
て
い
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
古
事
記
な
ど

の
神
話
世
界
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
に
重
ね
合
わ
せ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
」

と
論
じ

、
伝
説
的
な
要
素
を
否
定
し
て
い
る
。
一
方
で
、
竹
盛
天
雄
は
、

(20)

「
天
探
女
」
と
い
う
漢
字
と
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
と
い
う
ル
ビ
が
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
意
味
を
生
成
す
る
ダ
ブ
ル
・
ミ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
、
こ
れ

が
「
イ
ロ
ニ
ー
の
申
し
子
、
そ
の
具
体
化
さ
れ
た
機
制
で
あ
る
」
と
し
、

テ
ク
ス
ト
の
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
生
成
す
る
機
制
と
し
て
「
天
探
女
」

と
い
う
説
話
的
な
モ
チ
ー
フ
が
必
要
と
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る

。
漱

(21)

石
の
授
業
で
叱
ら
れ
た
た
め
に
藤
村
が
自
殺
を
し
た
と
い
う
説
を
踏
ま
え

て
い
る
と
、
「
第
五
夜
」
に
お
け
る
「
天
探
女
」
に
よ
っ
て
「
女
」
が
谷

か
ら
墜
落
す
る
場
面
も
、
藤
村
が
自
身
の
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
が
原
因
で

滝
か
ら
飛
び
降
り
た
こ
と
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
第
五
夜
」
に
お
い
て
は
漢
字
と
ル
ビ
の
使
い
分
け

が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
ダ
ブ
ル
・
ミ
ー
ニ
ン
グ
を
生
じ
さ
せ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
第
五
夜
」
に
お
け
る
「
楢
の
木
」
が

「
墜
落
」
と
「
死
」
の
表
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
楢
の
木
」
の
表
象
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
「
種
山
ヶ
原
」
か
ら
転
用
さ
れ
た
童
話
「
風
の
又
三
郎
」
の

「
九
月
四
日
」
の
章
に
お
い
て
も
や
は
り
子
供
が
迷
子
に
な
る
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
。
迷
子
に
な
っ
た
嘉
助
が
一
郎
の
兄
と
再
会
す
る
場
面
に
お

い
て
は
、「
一
郎
の
兄
さ
ん
は
馬
を
楢
の
木
に
つ
な
」（『
新
校
本

第
十
一
巻
』

一
九
四
頁
）
い
だ
と
あ
る
。
も
う
一
つ
「
種
山
ヶ
原
」
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト

と
見
な
さ
れ
て
い
る
賢
治
「
さ
る
の
こ
し
か
け
」
に
は
、「
楢
夫
は
夕
方
、

裏
の
大
き
な
栗
の
木
の
下
に
行
き
ま
し
た
。
其
の
幹
の
、
丁
度
楢
夫
の
目

位
高
い
所
に
、
白
い
き
の
こ
が
三
つ
で
き
て
ゐ
ま
し
た
。
ま
ん
中
の
は
大

き
く
、
両
が
は
の
二
つ
は
ず
っ
と
小
さ
く
、
そ
し
て
少
し
低
い
」（
『
新
校

本

第
八
巻
』
九
〇
頁
）
と
あ
る
。
「
小
猿
の
大
将
」
に
案
内
さ
れ
て
、
楢
夫

が
樹
の
幹
の
中
の
階
段
を
上
へ
駆
け
の
ぼ
り
、
小
猿
た
ち
に
胴
上
げ
さ
れ

て
高
い
所
か
ら
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
山
男
に
受
け
止
め
ら
れ
て
、
助

か
る
。
上
述
し
た
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
楢
の
木
」
、
「
楢
夫
」
と

い
っ
た
よ
う
に
、
「
楢
」
が
用
い
ら
れ
た
言
葉
に
「
墜
落
」
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
ひ
か
り
の
素
足
」

で
は
、
一
郎
と
楢
夫
の
兄
弟
が
父
親
の
い
る
山
小
屋
か
ら
、
母
親
の
い
る

平
地
の
家
に
戻
る
途
中
の
吹
雪
の
中
で
、
楢
夫
だ
け
が
死
ん
で
し
ま
う
。

「
種
山
ヶ
原
」
の
場
合
、
主
人
公
の
達
二
が
あ
と
少
し
で
「
笹
長
根
」
の

向
こ
う
に
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
。
そ
し
て
倒
れ
た
際
に
夢
の
中
で
、



楢
夫
が
「
綺
麗
な
子
供
ら
」
と
東
北
に
伝
わ
る
踊
り
で
あ
る
「
剣
舞
」
を

踊
っ
て
い
た
り
、
教
室
に
い
た
り
す
る
夢
を
見
る
。
そ
の
夢
の
中
で
は
、

夏
休
み
の
あ
い
だ
に
何
を
し
て
い
た
の
か
と
教
室
で
先
生
に
質
問
さ
れ
、

剣
舞
を
踊
っ
て
い
た
と
楢
夫
が
答
え
る
場
面
が
あ
る
。
教
室
の
夢
か
ら
目

覚
め
た
達
二
は
次
に
、
「
楢
の
木
の
う
し
ろ
か
ら
ま
っ
赤
な
顔
」
を
出
し

た
「
山
男
」
と
出
会
う
夢
を
見
る
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、「
楢

夫
」
の
名
前
を
持
つ
登
場
人
物
が
「
墜
落
」
と
「
死
」
「
恐
怖
」
「
異
人
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
賢
治
の
童
話
「
谷
」（
生
前

未
発
表
）
の
冒
頭
に
お
い
て
、
「
楢

渡
の
と
こ
の
崖
は
ま
っ
赤
で
し
た
」

な
ら
わ
た
り

「
の
ぞ
い
て
見
る
と
全
く
く
る
く
る
す
る
」
「
私
は
ま
る
で
頭
が
し
い
ん

と
な
る
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
。
そ
ん
な
に
そ
の
崖
が
恐
ろ
し
く
見
え
た
」

（
『
新
校
本

第
九
巻
』
一
〇
四
〜
一
〇
六
頁
）
と
あ
る
。
回
想
形
式
で
語
ら
れ
る

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
「
私
」
が
谷
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
恐
ろ
し
い

感
覚
が
全
編
を
貫
い
て
お
り
、
「
霧
の
あ
る
と
き
は
谷
の
底
は
ま
っ
白
で

な
ん
に
も
見
え
」
な
い
と
い
う
箇
所
は
、
「
種
山
ヶ
原
」
の
達
二
が
迷
子

に
な
っ
た
際
に
見
る
風
景
が
「
向
ふ
の
方
は
底
知
れ
ず
の
谷
の
や
う
に
、

霧
の
中
に
消
え
て
ゐ
る
」（
『
新
校
本

第
八
巻
』
一
〇
一
頁
）
と
い
う
箇
所
と

呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
種
山
ヶ
原
」
で
描
か
れ

て
い
る
達
二
の
死
に
対
す
る
恐
怖
と
、
「
谷
」
に
お
い
て
「
私
」
が
「
楢

渡
の
と
こ
の
崖
」
と
い
う
赤
色
の
谷
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
恐
怖
が
共
通

し
て
お
り
、
「
楢
渡
」
と
い
う
賢
治
が
創
作
し
た
谷
の
名
前
の
設
定
も
ま

た
、
「
死
」
を
連
想
さ
せ
る
地
獄
の
「
奈
落
を
渡
る
」
と
い
う
意
味
か
ら

取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
種
山
ヶ
原
」
に
お
い

て
、
主
人
公
の
兄
弟
の
名
前
が
、
「
一
郎
」
と
「
達
二
」
と
い
う
兄
弟
ら

し
い
名
前
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
ひ
か
り
の
素
足
」
に
登
場
す
る
兄
弟
の

主
人
公
の
名
前
は
、
兄
弟
ら
し
く
な
い
「
一
郎
」
と
「
楢
夫
」
と
い
う
名

前
で
あ
る
。
「
ひ
か
り
の
素
足
」
の
原
稿
推
敲
の
段
階
で
は
、
一
郎
の
名

前
が
「
一
郎
→
ペ
ル
→
ベ
ル
ン
→
一
郎
」
へ
と
変
っ
て
お
り
、
楢
夫
の
名

前
が
「
楢
夫
→
ゼ
ル
→
ペ
ル
→
楢
夫
」

へ
と
変
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

(22)

こ
の
テ
ク
ス
ト
も
や
は
り
『
グ
リ
ム
童
話
』
の
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ

ル
」(K

H
M
15

"
H
änsel

und
G
retel" )

を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
「
ヘ
ン
ゼ
ル

と
グ
レ
ー
テ
ル
」
の
兄
の
名
前
「
ヘ
ン
ゼ
ル
」
か
ら
「
ひ
か
り
の
素
足
」

の
兄
弟
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

「
ペ
ル
」（
ベ
ル
ン
）
と
「
ゼ
ル
」
の
兄
弟
の
名
前
が
、
「
一
郎
」
と
「
楢

夫
」
と
い
う
日
本
人
の
名
前
に
変
る
際
に
、
兄
の
名
前
が
長
男
を
思
わ
せ

る
「
一
郎
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
弟
の
名
前
が
「
楢
夫
」
で
あ
る
の
は
突

飛
な
印
象
を
与
え
る
。
「
楢
夫
」
の
名
前
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
賢
治

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
共
通
し
て
「
楢
」
と
い
う
字
が
含
ま
れ
た
名
前
に

死
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
漱
石
と
宮
沢
賢
治
の
文
学
に
お
け
る
「
篝
火
」
の
表
象

続
い
て
、
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
に
お
い
て
繰
り
返
し
登
場

す
る
「
篝
火
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
み
た
い
。
石
原
千
秋
は
、
漱
石

の
『
夢
十
夜
』
に
つ
い
て
、
「
「
次
の
刻
」
ま
で
に
「
無
」
を
悟
ら
ね
ば
な

ら
な
い
「
第
二
夜
」
の
課
題
と
、
「
鶏
が
鳴
る
迄
」
に
〈
無
限
〉
の
距
離

を
走
ら
ね
ば
な
ら
な
い
「
第
五
夜
」
の
課
題
も
ま
だ
酷
似
し
て
い
る
」
と

指
摘
し
、
「
女
は
、
「
楢
の
木
」
か
ら
「
篝
の
あ
る
所
迄
」
の
距
離
を
走
る



こ
と
と
い
い
、
「
岩
の
下
」
の
「
深
い
淵
」
に
落
ち
る
こ
と
と
い
い
、
常

に
空
間
的
に
男
か
ら
遠
い
の
で
あ
り
、
一
方
男
は
、
そ
れ
を
時
間
的
に
待

つ
時
間
的
存
在
と
し
て
あ
り
続
け
る
（
中
略
）
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
存

在
様
態
を
持
つ
女
と
男
と
を
結
ぶ
の
は
、
意
外
に
も
〈
死
〉
な
の
で
あ
る
」

と
し
、
「
第
五
夜
」
で
は
確
実
に
〈
死
〉
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て

い
る

。
そ
し
て
、
「
女
と
「
自
分
」
と
の
関
係
を
「
恋
」
だ
と
規
定
し

(23)

た
男
の
恨
み
が
、
物
語
が
空
間
的
に
措
定
し
た
他
界
を
身
体
化
し
、〈
死
〉

、
、
、

に
見
せ
る
の
で
あ
る
。
「
恋
」
と
い
う
男
の
〈
感
情
〉
が
、
空
間
的
に
現

れ
た
他
者
を
〈
死
〉
に
変
容
さ
せ
た
の
だ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
」
と
指

摘
し
て
い
る
（
傍
点
石
原
、
一
七
二
頁
）
。
こ
こ
か
ら
は
石
原
の
指
摘
し
て
い

る
「
「
楢
の
木
」
か
ら
「
篝
の
あ
る
所
迄
」
の
距
離
を
め
ぐ
っ
て
、
賢
治

テ
ク
ス
ト
と
漱
石
テ
ク
ス
ト
の
関
連
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

「
第
五
夜
」
に
お
い
て
、
女
が
走
る
の
は
「
楢
の
木
」
か
ら
「
篝
の
あ

る
所
迄
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
に
「
大
将
は
篝
火
で
自
分
の
顔

を
見
て
」
「
大
将
は
腰
を
掛
け
た
儘
、
篝
火
を
眺
め
て
ゐ
る
」「
時
々
篝
火

が
崩
れ
る
音
が
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
篝
火
」
へ
の
言
及
が
頻
出
し

て
い
る
。
小
林
康
夫
に
よ
れ
ば
、
「
第
五
夜
」
の
「
自
分
」
の
恋
は
ま
る

で
「
篝
火
」
の
よ
う
に
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
神
代
に
近
い
昔
」
と
い
う
時
間
設
定
が
あ
り
、
「
自
分
が
軍
を

し
て
運
悪
く
敗
北
し
た
為
に
、
生
擒
に
な
っ
て
、
敵
の
大
将
の
前

に
引
き
据
ゑ
ら
れ
た
」
。
自
分
は
草
の
上
に
座
り
、
篝
火
を
は
さ

ん
で
敵
の
大
将
軍
の
上
に
立
ち
、
そ
こ
で
大
将
が
「
死
ぬ
か
生
き

る
か
」
と
聞
く
。
自
分
は
「
死
ぬ
」
と
答
え
る
。
す
な
わ
ち
、
自

分
は
死
を

―
時
間
的
に
も
、
お
そ
ら
く
空
間
的
に
も

―
前
に

し
て
い
る
、
死
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。（
中
略
）

戀
と
は
、
死
を
前
に
し
て
、
な
お
か
つ
、
来
る
の
だ
ろ
う
か
？
と

切
迫
し
て
願
い
欲
望
す
る
そ
の
待
機
と
期
待
の
激
し
さ
に
ほ
か
な

ら
な
い
。（
中
略
）
ま
さ
に
自
分
と
敵
の
大
将
の
向
か
い
合
い
の
た

だ
中
で
燃
え
さ
か
る
篝
火
の
激
し
さ
に
等
し
い

。
(24)

自
分
の
恋
を
「
篝
火
」
と
し
て
表
現
し
た
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』（
紫

式
部
、
寛
弘
五
年
、
全
五
四
帖
）
の
第
二
七
帖
「
篝
火
」
に
お
け
る
光
源
氏
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
源
氏
が
、
養
女
と
し
て
引
き
取
っ
た
玉
鬘
に
恋

心
を
抱
き
、
そ
の
玉
鬘
に
源
氏
が
贈
っ
た
歌
「
篝
火
に
た
ち
そ
ふ
恋
の
け

ぶ
り
こ
そ
世
に
は
た
え
せ
ぬ
ほ
の
を
な
り
け
れ
／
い
つ
ま
で
と
か
や
、
ふ

す
ぶ
る
な
ら
で
も
、
苦
し
き
下
燃
え
な
り
け
り
」

か
ら
「
篝
火
」
と
い

(25)

う
章
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
玉
鬘
」
の
母
親
で
あ
る
「
夕
顔
」

が
登
場
す
る
第
四
帖
に
お
い
て
は
、
「
立
ち
さ
ま
よ
ふ
ら
む
下
つ
方
思
ひ

や
る
に
、

あ
な
が
ち
に
丈
高
き
心
地
ぞ
す
る
。

い
か
な
る
者
の
集
へ
る

な
ら
む
と
様
変
は
り
て
お
ぼ
さ
る
」

と
あ
り
、
こ
の
箇
所
は
与
謝
野
晶

(26)

子
に
よ
る
現
代
語
訳
で
は
、
高
い
窓
に
顔
が
当
っ
て
い
る
そ
の
人
た
ち
は
、

ひ
じ
ょ
う
に
背
の
高
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
」

と
な
っ

(27)

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
に
お
い
て
、「
其

の
頃
の
人
は
み
ん
な
脊
が
高
か
っ
た
」
と
あ
り
、
「
其
の
頃
で
も
恋
は
あ

つ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
夜
」
が
平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
の
恋
愛
物

語
で
あ
る
光
源
氏
と
玉
鬘
の
恋
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、

「
篝
火
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
し
て
い
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
篝



火
」
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
漱
石

『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
に
は
、
「
天
探
女
」
の
民
間
伝
承
が
背
景
に

あ
る
と
同
時
に
、
「
自
分
」
と
「
女
」
の
恋
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
第
二

七
帖
「
篝
火
」
に
お
け
る
「
光
源
氏
」
と
そ
の
養
女
で
あ
る
「
玉
鬘
」
の

恋
が
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
賢
治
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
「
種
山
ヶ
原
」
に
お
い
て
は
、
「
篝

火
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
「
篝
火
」
を
思
わ
せ
る

イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
、
達
二
が
夏
休
み
を
回
顧
す
る
シ

ー
ン
に
お
い
て
は
、
「
町
の
ま
っ
赤
な
門
火
の
中
で
、
刀
を
ギ
ラ
ギ
ラ
や

ら
か
し
た
ん
だ
」（
『
新
校
本
』
第
八
巻
、
九
七
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
「
門
火
」

と
は
、
盂
蘭
盆
の
と
き
に
死
者
の
霊
魂
を
迎
え
送
り
す
る
た
め
に
門
前
で

焚
く
火
の
こ
と
を
指
し
、
迎
え
火
と
送
り
火
を
意
味
し
て
お
り

、
こ
の

(28)

言
葉
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
篝
火
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

だ
け
で
な
く
、
物
語
の
途
中
で
達
二
が
迷
子
に
な
っ
た
際
に
見
る
恐
ろ
し

い
夢
に
お
い
て
は
、
「
町
は
づ
れ
の
町
長
の
う
ち
で
は
、
ま
だ
門
火
を
燃

や
し
て
居
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
水
松
樹
の
垣
に
囲
ま
れ
た
、
暗
い
庭
先

に
み
ん
な
這
入
っ
て
行
」（
前
掲
書
、
一
〇
三
頁
）
っ
た
と
あ
る
。
現
実
に
達

二
が
見
た
光
景
（
夏
休
み
を
回
顧
す
る
場
面
）
に
お
い
て
は
、
町
で
門
火
が
燃

や
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
夢
の
中
で
は
な
ぜ
か
町
外
れ
の
町
長
の
家
に

お
い
て
だ
け
は
、
門
火
が
「
ま
だ
」
燃
や
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
後
、

兄
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
達
二
は
祖
父
の
元
に
帰
る
が
、
そ
の
際
に
出
迎

え
に
来
る
祖
父
は
「
霧
の
中
に
立
っ
て
ゐ
」
て
、
「
お
ゝ
達
二
。
寒
が
べ

ぁ
、
さ
あ
入
れ
。
」
と
言
う
が
、
そ
の
祖
父
が
達
二
た
ち
を
招
き
入
れ
る

場
所
に
つ
い
て
は
、
「
半
分
に
焼
け
た
大
き
な
栗
の
木
の
根
も
と
に
、
草

で
作
っ
た
小
さ
な
囲
ひ
が
あ
っ
て
、チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
赤
い
火
が
燃
え
て
ゐ
」

（
前
掲
書
、
一
〇
九
頁
）
た
と
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
「
篝
火
」
と
い
う

言
葉
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、
「
草
で
作
っ
た
小
さ
な
囲
ひ
」
が
あ
り
、

チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
火
が
燃
え
て
ゐ
」
る
と
い
う
描
写
は
ま
さ
に
「
篝
火
」
そ

の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
に
「
兄
さ
ん
は
牛
を
楢
の
木
に
つ
な

ぎ
ま
し
た
。
／
馬
も
ひ
ひ
ん
と
鳴
い
て
ゐ
ま
す
」
と
あ
る
が
、
「
篝
火
」

へ
の
言
及
お
よ
び
馬
を
繋
ぎ
止
め
る
「
楢
の
木
」
へ
の
言
及
は
、
漱
石
『
夢

十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
の
「
裏
の
楢
の
木
に
繋
い
で
あ
る
、
白
い
馬
」
と
、

「
女
に
闇
の
中
に
尾
を
曳
い
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
篝
の
あ
る
所
迄
」
と
い

う
表
現
と
呼
応
し
て
い
る
。
「
種
山
ヶ
原
」
か
ら
転
用
さ
れ
た
「
風
の
又

三
郎
」
に
お
い
て
は
、
兄
が
楢
の
木
に
繋
ぎ
止
め
た
の
が
「
牛
」
か
ら
「
馬
」

に
書
き
換
え
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
漱
石
の
「
第
五
夜
」
と
の
類
似
性
が

増
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
種
山
ヶ
原
」
に
は
、
「
篝
火
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い

な
い
代
わ
り
に
、
関
連
作
品
の
詩
編
「
原
体
剣
舞
連
」（
詩
集
『
春
と
修
羅
』

所
収
、
関
根
書
店
、
大
正
一
三
年
四
月
）
に
は
「
楢
」
と
「
篝
」
の
両
方
の
言

葉
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
種
山
ヶ
原
」
で
は
、
達
二

が
夏
休
み
中
に
楢
夫
ら
と
一
緒
に
東
北
に
伝
わ
る
民
俗
的
舞
踊
の
「
剣
舞
」

を
踊
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
場
面
で
は
、「
む
か
し

達
谷
の

悪
路
王
、

／
ま
っ
く
ら
ぁ
く
ら
の
二
里
の
洞
、
／
渡
る
は

夢
と

黒
夜
神
、
／
首

は
刻
ま
れ

朱
桶
に
埋
も
れ
」（
『
新
校
本

第
八
巻
』
九
七
頁
）
と
あ
る
。
こ

の
箇
所
は
、
詩
「
原
体
剣
舞
連
」
に
お
け
る
「
む
か
し
達
谷
の
悪
路
王
／

ま
つ
く
ら
く
ら
の
二
里
の
洞
／
わ
た
る
は
夢
と
黒
夜
神
／
首
は
刻
ま
れ
漬

け
ら
れ
」（
『
新
校
本

第
二
巻
』
一
〇
八
頁
）
と
い
う
箇
所
と
語
句
が
ほ
ぼ
重



な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
種
山
ヶ
原
」
の
冒
頭
に
あ
る
「
種
山
ヶ
原
と

い
ふ
の
は
北
上
山
地
の
ま
ん
中
の
高
原
で
、
青
黒
い
つ
る
つ
る
の
蛇
紋
岩

や
、
硬
い
橄
欖
岩
か
ら
で
き
て
ゐ
ま
す
」（
九
六
頁
）
と
あ
る
の
も
や
は
り

「
原
体
剣
舞
連
」
の
「
楢
と
〔
掬
〕
と
の
う
れ
ひ
を
あ
つ
め
／
蛇
紋
山

ぶ
な

地
に

篝

を
か
か
げ
」（
一
〇
七
頁
）
と
い
う
表
現
と
重
な
っ
て
お
り
、
こ

か
ゞ
り

こ
で
も
や
は
り
「
楢
」
が
登
場
し
、
同
じ
ブ
ナ
科
の
落
葉
高
木
で
あ
る
「
掬
」

も
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
描
写
が
重
複
し
て
い
る

こ
と
か
ら
「
種
山
ヶ
原
」
に
登
場
す
る
「
剣
舞
」
の
場
面
が
詩
編
「
原
体

剣
舞
連
」
か
ら
転
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
原
体
剣
舞
連
」
に

あ
る
「
楢
と
掬
と
の
う
れ
ひ
を
あ
つ
め
／
蛇
紋
山
地
に
篝
を
か
か
げ
」
の

箇
所
が
、
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
に
あ
る
「
楢
の
木
」
と
「
篝

の
あ
る
所
迄
」
と
い
う
言
葉
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
篝
火
」
の
表
象
と
賢
治
テ
ク
ス
ト

に
お
け
る
「
篝
火
」
の
表
象
の
差
異
も
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
漱

石
「
第
五
夜
」
の
場
合
は
、
「
自
分
」
の
「
一
目
思
ふ
女
」
に
対
す
る
気

持
ち
の
高
揚
と
呼
応
し
て
「
す
る
と
誰
や
ら
来
て
、
新
し
い
枝
を
沢
山
火

の
中
へ
抛
げ
込
ん
で
行
く
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
火
が
ぱ
ち

く
と
鳴
る
」

（『
漱
石
全
集

第
十
二
巻
』
一
一
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
激
し
く
燃
え
て
お
り
、

こ
こ
で
の
「
篝
火
」
の
描
か
れ
方
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
篝
火
」
に
お

け
る
、玉
鬘
に
対
す
る
光
源
氏
の
恋
心
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
篝
火
」
が
「
恋
の
炎
」
を
表
象
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
れ

は
「
戦
火
」
の
表
象
で
も
あ
り
、
天
探
女
に
よ
っ
て
邪
魔
を
さ
れ
る
こ
と

で
、
駆
け
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
女
へ
の
恋
は
敗
北
を
意
味
す
る
。

一
方
で
、
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
に
お
い
て
は
、
「
篝
火
」
と
い
う
言
葉

が
登
場
し
な
い
か
わ
り
に
、
「
剣
舞
」
が
行
わ
れ
る
際
に
「
篝
火
」
を
思

わ
せ
る
火
の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
村
の
人
々
が

家
ご
と
に
「
門
火
」
が
掲
げ
、
ま
た
、
主
人
公
で
あ
る
達
二
の
夢
の
中
で

は
、
灯
さ
れ
る
は
ず
の
「
門
火
」
が
町
長
の
家
だ
け
は
灯
さ
れ
い
な
い
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
達
二
が
夢
か
ら
目
覚
め
る
と
、

そ
の
時
ま
で
剣
舞
の
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
「
チ
ョ
ロ
チ

ョ
ロ
赤
い
火
が
燃
え
て
」
い
る
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
剣
舞
」
と
「
門
火
」

が
登
場
す
る
達
二
の
夢
で
は
、
伝
承
人
物
で
あ
る
「
悪
路
王
」
の
戦
い
が

潜
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
夢
に
登
場
す
る
「
門
火
」
は
戦
争
の

イ
メ
ー
ジ
を
表
象
す
る
「
篝
火
」
と
同
様
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
漱
石
「
第
五
夜
」
と
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
の
両
テ
ク
ス
ト
に
お

い
て
、
「
篝
火
／
門
火
」
が
戦
争
に
お
け
る
「
敗
北
」
の
表
象
と
な
っ
て

い
る
の
だ
。

四
、
宮
沢
賢
治
文
学
に
お
け
る
「
民
俗
的
要
素
」
と
「
複
数
性
」
の
問
題

賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
と
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
で
は
共
通
し

て
「
楢
の
木
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
墜
落
の
モ
チ
ー
フ
や
馬
の
蹄
の
痕
の

描
写
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
両
テ
ク
ス
ト
は
相
似
性
が
高
い
と
言
え
よ

う
。
ま
た
、
一
方
で
は
「
剣
舞
」
に
ま
つ
わ
る
ア
イ
ヌ
文
化
の
起
源
で
あ

る
「
悪
路
王
」
伝
説
が
背
景
に
あ
り
、
一
方
で
は
「
天
稚
彦
」
と
「
天
探

女
」
に
ち
な
ん
だ
伝
説
が
背
景
に
あ
り
、
両
テ
ク
ス
ト
と
も
に
伝
説
と
そ

の
起
源
を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、

宮
沢
賢
治
と
柳
田
國
男
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、地
政
学
的
な
類
似
性
、



及
び
創
作
時
期
の
類
似
性
が
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
両
者
は
し
ば
し
ば
比

較
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
吉
田
文
憲
は
「
民
俗
学
と
い
う
学

問
自
体
が
近
代
化
に
よ
っ
て
滅
び
て
ゆ
く
前
近
代
と
の
亀
裂
や
葛
藤
の
中

か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
、
い
わ
ば
大
正
期
の
学
問
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

同
じ
時
代
の
弱
者
や
滅
び
行
く
風
景
に
目
を
留
め
、
そ
れ
ら
に
敏
感
に
反

応
す
る
と
こ
ろ
に
自
ら
の
詩
や
童
話
を
紡
ぎ
出
し
た
賢
治
作
品
が
柳
田
国

男
と
重
な
り
合
う
の
は
時
代
の
方
か
ら
必
然
の
ま
な
ざ
し
」
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
柳
田
が
昭
和
期
に
入
る
と
、
「
常
民
」
と
い
う
言

葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
家
や
稲
作
、
祖
霊
信
仰
を
核
と
し
た
国
民
俗
学

の
方
向
へ
と
急
速
に
傾
斜
し
て
い
く
一
方
で
、賢
治
テ
ク
ス
ト
に
は
人
類
、

あ
る
い
は
生
き
も
の
の
発
生
史
に
ま
で
遡
行
す
る
よ
う
な
壮
大
な
ヴ
ィ
ジ

ョ
ン
が
あ
り
、
旧
約
聖
書
や
創
世
記
の
よ
う
な
世
界
も
テ
ク
ス
ト
に
登
場

し
て
お
り
、
民
俗
学
に
収
斂
さ
れ
な
い
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る

。
赤
坂
憲
雄
に
よ
れ
ば
、
柳
田
の
稲
作
一
元
論
の
理
論
を
支
え
た
「
古

(29)
代
蝦
夷
の
末
裔
た
ち
が
ど
こ
か
へ
消
え
」
、
「
東
北
の
い
ま
を
生
き
る
人
々

は
、
そ
の
す
べ
て
が
中
世
の
南
か
ら
の
移
住
者
の
子
孫
で
あ
る
」
と
い
う

山
人
論
の
失
敗
を
経
験
し
た
柳
田
は
、
東
北
の
歴
史
や
文
化
の
あ
り
よ
う

を
巧
妙
に
隠
蔽
し
て
捨
象
し
て
お
り
、
そ
の
東
北
像
に
は
「
先
験
的
な
観

念
の
紡
ぎ
だ
す
倒
錯
的
イ
メ
ー
ジ
」
が
あ
る
と
し
、
東
北
像
を
身
体
感
覚

で
掴
ん
で
い
る
賢
治
テ
ク
ス
ト
と
は
対
立
す
る
構
図
が
あ
る
と
い
う

。
(30)

天
沢
退
二
郎
は
、
「
雁
の
童
子
」
は
賢
治
の
「
西
域
物
」
の
中
で
最
も

完
成
度
の
高
い
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
を
最
後
の
赤
イ
ン
ク
の
手
入
れ
に
よ

る
成
果
で
あ
る
と
し
、
「
こ
の
手
入
れ
以
前
は
全
体
が
往
古
の
伝
承
だ
っ

た
の
を
、
祠
が
「
全
く
あ
た
ら
し
く
し
」
、
「
こ
の
頃
あ
っ
た
昔
ば
な
し
」

「
こ
の
ご
ろ
降
り
ら
れ
ま
し
た
天
童
子
」
と
い
う
ぐ
ら
い
に
書
き
直
し
た

の
は
す
べ
て
赤
イ
ン
ク
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
の
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』

の
怪
異
や
奇
譚
が
す
べ
て
ご
く
最
近
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

、
、
、
、

れ
て
い
る
の
と
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
傍
点
天
沢
）
と

指
摘
し
て
い
る

。
ま
た
、
賢
治
「
と
っ
こ
べ
と
ら
子
」（
生
前
未
発
表
、
大

(31)

正
一
一
年
成
立
と
推
定
）
は
橘
不
染
『
も
り
お
か
明
治
舶
来
づ
く
し
』
併
収

の
「
怪
談
集
」
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が

、
石
井
正
己
は
、
賢
治

(32)

の
「
と
っ
こ
べ
と
ら
子
」
の
冒
頭
に
「
お
と
ら
狐
の
は
な
し
は
、
ど
な
た

も
よ
く
ご
存
じ
で
せ
う
」
と
あ
る
の
は
、
柳
田
と
早
川
孝
太
郎
の
共
著
『
お

と
ら
狐
の
話
』（
玄
文
社
、
大
正
九
年
二
月
）
を
踏
ま
え
て
の
言
葉
だ
と
指
摘

し
て
い
る

。
そ
し
て
、
石
井
に
よ
れ
ば
、
賢
治
「
と
っ
こ
べ
と
ら
子
」

(33)

に
あ
る
「
私
の
知
っ
て
ゐ
る
の
は
、
「
と
っ
こ
べ
、
と
ら
子
。」
と
い
ふ
の

で
す
」
と
い
う
箇
所
は
、
柳
田
ら
の
『
お
と
ら
狐
の
話
』
を
受
け
て
書
か

れ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
岩
手
県

の
昔
話
の
類
話
に
は
な
い
こ
と
か
ら
、
賢
治
「
と
っ
こ
べ
と
ら
子
」
が
「
伝

承
を
装
っ
て
書
か
れ
た
童
話
だ
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

の
前
半
に
は
「
昔
の
こ
と
」
と
書
い
て
あ
る
一
方
で
、
後
半
に
は
「
ゆ
ふ

べ
起
き
た
こ
と
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
後
半
の
昨
夜
の
出
来
事

で
さ
え
「
偽
の
方
の
話
」
な
の
だ
か
ら
、
前
半
の
昔
の
出
来
事
も
「
多
分

偽
で
は
な
い
で
せ
う
」
」
と
い
う
描
か
れ
方
が
、「
柳
田
『
お
と
ら
狐
の
話
』

で
行
っ
た
研
究
に
対
す
る
批
判
さ
え
孕
ん
で
い
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
賢

治
「
ペ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」（
生
前
未
発
表
、
大
正
一

〇
、
一
一
年
に
成
立
と
推
定
）
に
「
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
」
が
登
場
す
る
場
面
に
お

い
て
、
「
日
本
岩
手
県
上
閉
伊
郡
青
笹
村
字
瀬
戸
二
十
一
番
戸
伊
藤
万
太



の
長
男
千
太
、
八
歳
を
気
絶
せ
し
め
た
る
件
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
の

は
明
ら
か
に
佐
々
木
喜
善
『
奥
州
の
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
の
話
』（
玄
文
社
、
大

正
九
年
二
月
）
を
踏
ま
え
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
、
大
正
一
五
年
に
『
月
曜
』

第
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
賢
治
「
ざ
し
き
童
子
の
は
な
し
」
の
冒
頭
に
「
ぼ

く
ら
の
方
の
、
ざ
し
き
童
子
の
は
な
し
で
す
」
と
あ
る
の
も
柳
田
や
佐
々

木
ら
の
遠
野
の
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う

。
こ

(34)

の
よ
う
に
、
賢
治
童
話
に
見
ら
れ
る
民
俗
学
的
な
要
素
と
柳
田
の
民
俗
学

の
間
の
齟
齬
は
、
し
ば
し
ば
先
行
研
究
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

益
田
勝
実
は
宮
沢
賢
治
文
学
に
「
民
話
ば
な
れ
」
の
傾
向
が
あ
る
と
指

摘
し
て
お
り

、
そ
れ
を
受
け
て
石
井
正
己
は
、
「
『
遠
野
物
語
』
や
昔
話

(35)

集
は
書
き
手
の
意
思
を
抑
圧
し
て
、
人
々
が
語
り
伝
え
た
伝
承
を
忠
実
に

記
録
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
賢
治
の
童
話
は
「
伝
承
の
復
活
や

再
現
」
で
は
な
く
、
芸
術
ま
で
高
め
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か

(36)

し
、
賢
治
の
童
話
が
「
芸
術
」
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
れ

ば
、
近
代
以
降
に
民
俗
学
研
究
と
い
う
新
し
い
学
問
を
作
り
上
げ
た
柳
田

国
男
も
ま
た
、
民
俗
学
的
な
も
の
を
「
芸
術
」
に
ま
で
高
め
て
い
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
石
井
は
、
賢
治
「
と
っ
こ
べ
と
ら

子
」
が
柳
田
ら
の
『
お
と
ら
狐
の
話
』
を
受
け
、
「
伝
承
を
装
っ
て
書
か

れ
た
童
話
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
賢
治
と

柳
田
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
民
俗
学
的
な
も
の
の
表
象
に
差
異
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
民
族
的
な

要
素
は
、
柳
田
の
系
統
的
な
民
俗
学
に
は
還
元
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
民
俗
学
の
体
系
に
は
収
ま
り
き
ら
ず
に
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
が
あ

る
の
だ
。
そ
れ
は
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
常
に
「
複
数
性
」
の
問
題
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
複
数
性
」
は
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
民
俗
的
な
要

素
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
賢
治
テ
ク
ス
ト
全
体
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
例

え
ば
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」（
生
前
未
発
表
）
に
は
大
ま
か
に
言
っ
て
四
段
階

の
改
稿
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」（
『
児
童
文
学
』

第
二
冊
、
文
教
書
院
、
昭
和
七
年
三
月
）
に
お
い
て
は
改
作
さ
れ
る
度
に
内
容

が
大
き
く
変
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
初
稿
と
見
な
さ
れ
て
い
る
「
ペ
ン
ネ
ン

ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」（
大
正
一
〇
・
一
一
年
成
立
と
推
定
、
生
前

未
発
表
）
と
は
プ
ロ
ッ
ト
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
更
に
も
う
一
つ
の
例

を
挙
げ
よ
う
。
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
（
生
前
未
発
表
）
に
収
録
さ
れ
て
い

る
「
一
八
四

春
」
に
は
「
赤
縞
の
ず
ぼ
ん
を
は
い
た
老
楽
長
が
」
と
い

う
一
節
が
あ
る
。
こ
の
一
節
に
つ
い
て
、
賢
治
の
友
人
、
森
佐
一
宛
書
簡

に
賢
治
は
、
「
赤
縞
の
ず
ぼ
ん
を
は
い
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
本
統
は

萎

マ

マ

び
て
黄
い
ろ
な
老
楽
長

と
い
ふ
の
で
す
」

と
書
い
て
お
り
、
こ
こ
か

(37)

ら
賢
治
が
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
創
作
す
る
際
に
、
そ
の
異
稿
の
存
在
を
想

定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
親
友
の
保
坂
嘉
内
宛
の
「
書
簡

」
38

に
お
い
て
は
「
ア
オ
イ
山
ノ
ナ
ミ
、
（
ユ
ケ
ド
モ
ユ
ケ
ド
モ
）
雲
ハ
シ
ハ

ヲ
ツ
ク
リ
山
ヲ
ツ
ク
リ
、
人
ハ
マ
ナ
コ
ヲ
ト
ヂ
テ
ア
ラ
ハ
レ
ル
木
立
水
ヲ

「
マ
コ
ト
ノ
世
界
ト
ヒ
ト
シ
カ
ラ
ズ
ヤ
」
ト
カ
ナ
シ
ン
デ
行
キ
マ
ス
。
世

界
ノ
Ａ
モ
、
世
界
ノ

モ
均
シ
ク
寂
カ
ナ
秋
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
」

と
あ
り
、

¡

(38)

こ
こ
で
も
や
は
り
現
実
と
は
異
な
っ
た
空
間
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
生
成
さ
れ
る
際
に
、
無
数
の

異
稿
が
再
生
産
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
、
元
の
テ
ク
ス
ト
に
は
還
元
不
可
能



な
テ
ク
ス
ト
が
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
賢
治
の
創
作
に
お

け
る
「
複
数
性
」
の
問
題
か
ら
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
民
俗
学
的
な

要
素
を
、
単
純
に
柳
田
國
男
の
民
俗
学
に
還
元
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不

可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
は
体
系
化
を
拒
む
複

数
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

五
、
漱
石
と
宮
沢
賢
治
の
文
学
に
お
け
る
民
俗
学
の
受
容

夏
目
漱
石
は
英
文
学
者
で
あ
り
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
随
所
に
イ
ギ
リ
ス

文
学
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
農
学
者
で
あ
り
な
が
ら
童
話
や
詩
を
創
作
し
て
い
た
宮
沢
賢

治
に
は
、
漱
石
と
の
接
点
は
そ
れ
ほ
ど
あ
り
そ
う
も
な
い
よ
う
に
見
え
る

が
、
先
行
研
究
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
と
賢
治

テ
ク
ス
ト
に
は
い
く
つ
か
の
類
似
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
本
論
文
に
お
い

て
は
、
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
と
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
を
比
較

し
、
両
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
共
通
し
て
「
楢
の
木
」
が
登
場
し
、
「
馬
の

蹄
の
痕
」
、
「
谷
か
ら
の
墜
落
」
と
い
っ
た
共
通
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
こ
と

を
論
じ
た
。
さ
ら
に
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
「
楢
夫
」
と
い
う
名
前
の
登
場
人

物
や
「
楢
の
木
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
そ
の
関

連
作
品
で
あ
る
「
ひ
か
り
の
素
足
」「
風
の
又
三
郎
」「
さ
る
の
こ
し
か
け
」

「
谷
」
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
底
流
に
潜
ん
で
い
る
、
死
に
対
す
る
恐
怖

に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、
漱
石
『
夢
十
夜
』
の
「
第
五
夜
」
に
「
神
代

に
近
い
昔
と
思
は
れ
る
」
「
其
の
頃
の
人
」
「
其
の
頃
の
習
慣
」
と
い
う
表

現
が
あ
り
、
「
天
探
女
」
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

に
お
い
て
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
「
天
探
女
」
の
伝

説
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」

に
お
い
て
、
「
む
か
し

達
谷
の

悪
路
王
、
／
ま
っ
く
ら
ぁ
く
ら
の
二

里
の
洞
、
／
渡
る
は

夢
と

黒
夜
神
、
／
首
は
刻
ま
れ

朱
桶
に
埋
も

れ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
人
公
の
達
二
と
楢
夫
が
踊
る
「
剣
舞
」
の
背

景
に
は
、
「
ア
イ
ヌ
」
文
化
の
起
源
に
ま
つ
わ
る
「
悪
路
王
」
の
伝
説
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
「
種
山
ヶ
原
」
は
の
ち
に
「
風
の
又
三
郎
」
に

転
用
さ
れ
、
そ
の
「
風
の
又
三
郎
」
が
東
北
地
方
の
伝
承
人
物
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、
「
種
山
ヶ
原
」
が
極
め
て
民
俗
学
的
な
要
素
が
濃
い

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漱
石
テ
ク
ス
ト
と
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
両
方
に
お
い
て
、

民
俗
学
的
な
要
素
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
民
俗
学
的
な
要
素
の
受
容
の

差
異
か
ら
、
両
者
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る

こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
漱
石
の
場
合
、
「
第
五
夜
」
に
お
い
て
「
天
探

女
」
を
登
場
さ
せ
な
が
ら
も
、
伝
説
に
お
け
る
「
ア
メ
ノ
ザ
ク
メ
」
と
い

う
読
み
方
で
は
な
く
、
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
と
ル
ビ
を
振
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
言
葉
が
伝
説
上
の
「
ア
メ
ノ
ザ
ク
メ
」
の
意
味
と
、
「
ひ
ね
く

れ
」
「
捩
れ
」
を
意
味
す
る
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
の
意
味
の
ダ
ブ
ル
・
ミ

ー
ニ
ン
グ
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
物
語

に
多
様
な
解
釈
を
与
え
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

一
方
、
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
に
お
い
て
は
、
東
北
地
方
の
盆
に
行
わ
れ

る
伝
統
舞
踊
の
「
剣
舞
」
と
い
う
民
俗
学
的
な
要
素
が
描
か
れ
な
が
ら
も
、

そ
こ
に
は
「
悪
路
王
」
と
征
夷
大
将
軍
の
戦
い
の
伝
説
を
も
と
に
し
て
書

き
加
え
が
な
さ
れ
て
お
り
、
賢
治
独
自
の
「
剣
舞
」
に
な
り
得
て
い
る
。



こ
の
よ
う
に
、
民
俗
学
的
な
要
素
だ
け
で
な
く
、
更
に
ほ
か
の
要
素
も
付

け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
治
の
民
俗
学
的
な
テ
ク
ス
ト
は
、
柳
田
国

男
や
佐
々
木
喜
善
と
い
っ
た
民
俗
学
者
の
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
は
、
柳
田
や
佐
々
木
の

民
俗
学
に
は
還
元
で
き
な
い
「
ぼ
く
ら
の
」
「
私
の
」
東
北
観
が
あ
る
の

で
あ
る
。

※
本
稿
は
中
華
民
國
兒
童
文
學
學
會
「
宮
澤
賢
治
及
其
文
學
学
術
研
討
會
」
（
於
・
台
北

・
洪
建
全
教
育
文
化
基
金
會
敏
隆
講
堂
、
平
成
二
八
年
八
月
二
七
日
）
に
お
け
る
口

頭
発
表
「
宮
澤
賢
治
〈
種
山
之
原
〉
與
夏
目
漱
石
《
夢
十
夜
》

―
「
楢
木
」
、
「
篝

火
」
與
民
俗
學
的
受
容
」（
宮
沢
賢
治
「
種
山
ヶ
原
」
と
夏
目
漱
石
『
夢
十
夜
』

―

「
楢
の
木
」
、
「
篝
火
」
、
民
俗
学
の
受
容
）
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

学
会
で
は
、
邱
各
容
先
生
（
中
華
民
國
兒
童
文
學
學
會
理
事
長
）
や
コ
メ
ン
テ
ー
タ

ー
を
担
当
し
て
下
さ
っ
た
游
珮
芸
先
生
（
國
立
台
東
大
學
兒
童
文
學
研
究
所
所
長
）

や
会
場
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
に
記
し
て
感
謝
す
る
。

※
宮
沢
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
七
年

五
月
～
平
成
二
一
年
三
月
）
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
年
譜
事
項
も
同
全
集
に
拠
る
。

引
用
に
さ
い
し
て
は
『
新
校
本

巻
号
』
と
略
記
す
る
。
傍
線
、
傍
点
な
ど
は
断
り
の

な
い
か
ぎ
り
全
て
論
者
（
賴
）
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

※
年
代
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
賢
治
の
生
き
た
時
代
の
通
例
お
よ
び
書
誌
表
記
の
便
宜
を

鑑
み
て
全
て
元
号
に
よ
る
表
記
で
統
一
す
る
。

【
注
記
】

恩
田
逸
夫
「
市
蔵
と
い
う
名
前

―
宮
沢
賢
治
の
命
名
意
識
」（『
宮
沢
賢
治
論

1

3

童
話
研
究
・
他
』
東
京
書
籍
、
昭
和
五
六
年
一
〇
月
）
一
三
六
頁
（
初
出
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
第
一
三
巻
第
一
二
号
、
昭
和
四
二
年
一
二
月
）

続
橋
達
雄
「
百
合
を
掘
る
」（
『
宮
沢
賢
治
・
童
話
の
軌
跡
』
桜
楓
社
、
昭
和
五
三
年

2
一
〇
月
）
一
八
七
頁
（
初
出
『
啄
木
と
賢
治
』
第
五
、
六
合
併
号
、
昭
和
五
一
年
一

月
）高

橋
世
織
『
宮
澤
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ヴ
学
事
典
』
（
天
沢
退
二
郎
、
金
子
務
、
鈴
木
貞

3
美
編
、
弘
文
堂
、
平
成
二
二
年
一
二
月
）
五
一
七
頁
。
こ
こ
で
は
金
田
家
の
猫
を
想

起
さ
せ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
「
吾
輩
」
は
文

明
中
学
校
の
英
語
教
師
で
あ
る
「
珍
野
苦
沙
弥
」
の
飼
い
猫
で
、
「
金
田
」
は
珍
野
家

の
近
所
に
あ
る
成
金
の
実
業
家
の
家
の
こ
と
で
あ
る
。
高
橋
が
指
摘
し
て
い
る
「
金

田
の
猫
」
と
い
う
の
は
、
「
吾
輩
」
が
時
折
金
田
家
を
出
入
り
し
て
い
る
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

高
橋
世
織
「
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」

―
『
夢
十
夜
』
に
触
れ
つ
つ

―
」（『
国

4
文
学
解
釈
と
鑑
賞

特
集
宮
沢
賢
治

―
詩
と
童
話
』
第
五
一
巻
第
一
二
号
、
昭
和
六

一
年
一
二
月
）
一
三
四
～
一
三
五
頁

相
原
和
邦
「
『
夢
十
夜
』
試
論

―
第
三
夜
の
背
景
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
二
三

5
号
、
昭
和
五
一
年
一
〇
月
）

鈴
木
覺
雄
「
『
夢
十
夜
』
に
お
け
る
民
俗
的
要
因
」
（
『
藝
文
研
究
』
第
三
九
号
、
昭

6
和
五
五
年
二
月
号
）
五
五
～
七
〇
頁

金
子
民
雄
に
よ
れ
ば
、
「
瀬
川
か
ら
直
線
距
離
に
し
て
北
に
役
十
キ
ロ
、
こ
こ
に
同

7
じ
く
西
の
山
地
か
ら
や
は
り
小
さ
な
山
流
が
北
上
川
に
注
い
で
い
る
。
葛
丸
川
で
あ

る
。
（
中
略
）
こ
の
山
流
の
最
上
流
部
に
青
ノ
木
森
が
聳
え
て
い
る
。
「
楢
ノ
木
大
学

士
の
野
宿
」
の
初
期
形
「
青
木
大
学
士
の
野
宿
」
の
ヒ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
山
で
あ
る

（
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
地
図
を
め
ぐ
っ
て
」
『
絵
本
』
第
五
巻
第
九
号
、
す
ば
る
書
房
、



昭
和
五
二
年
七
月
、
二
五
頁
）

前
掲
高
橋
、
一
三
四
頁

8

小
松
和
彦
『
宮
澤
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ヴ
学
事
典
』
七
四
～
七
五
頁

9

島
尾
敏
雄
「
宮
澤
賢
治
文
学
紀
行
／
奥
六
郡
の
中
の
賢
治
」
（
島
尾
敏
雄
、
真
壁
仁

10
『
〈
人
と
文
学
シ
リ
ー
ズ
〉
現
代
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム

宮
澤
賢
治
』
学
習
研
究
社
、

昭
和
五
五
年
五
月
）
九
八
頁

川
村
湊
『
宮
澤
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ヴ
学
事
典
』
四
六
九
頁

11

夏
目
漱
石
『
夢
十
夜
』（『
漱
石
全
集

第
十
二
巻
』
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
一
二
月
）

12
一
一
四
～
一
一
五
頁

悠
々
た
る
哉
天
壤
、
／
遼
々
た
る
哉
古
今
、
／
五
尺
の
小
躯
を
以
て
比
大
を
は
か
ら

13
む
と
す
、
／
ホ
レ
ー
シ
ョ
の
哲
學
竟
に
何
等
の
オ
ー
ソ
リ
チ
ィ
ー
を
價
す
る
も
の
ぞ
、

／
萬
有
の
真
相
は
唯
だ
一
言
に
し
て
悉
す
、
曰
く
「
不
可
解
」
。
／
我
こ
の
恨
を
懐
い

て
煩
悶
、
終
に
死
を
決
す
る
に
至
る
。
／
既
に
巌
頭
に
立
つ
に
及
ん
で
、
／
胸
中
何

等
の
不
安
あ
る
な
し
。
／
始
め
て
知
る
、
／
大
な
る
悲
觀
は
大
な
る
樂
觀
に
一
致
す

る
を
。
（
『
朝
日
ク
ロ
ニ
ク
ル
二
〇
世
紀
』
第
一
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
平
成
一
二
年
一

〇
月
）

江
藤
淳
「
文
科
大
学
講
師
」（『
漱
石
と
そ
の
時
代
』
新
潮
社
、
昭
和
四
五
年
八
月
）

14
二
五
三
頁

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
「
十
」
に
お
い
て
は
、
「
打
ち
や
つ
て
置
く
と
巌
頭
の
吟
で

15
も
書
い
て
華
厳
滝
か
ら
飛
び
込
む
か
も
知
れ
な
い
」
と
あ
る
（『
漱
石
全
集

第
一
巻
』

岩
波
書
店
、
平
成
六
年
三
月
、
四
七
一
頁)

『
草
枕
』
の
「
十
二
」
に
お
い
て
は
、
「
昔
し
巌
頭
の
吟
を
遺
し
て
、
五
十
丈
の
飛
瀑

16
を
直
下
し
て
急
湍
に
赴
い
た
青
年
が
あ
る
。
余
の
視
る
と
こ
ろ
に
て
は
、
彼
の
青
年

は
美
の
一
字
の
為
め
に
、
捨
つ
べ
か
ら
ざ
る
命
を
捨
て
た
る
も
の
と
思
ふ
。
死
其
物

は
洵
に
壮
烈
で
あ
る
、
只
其
死
を
促
す
の
動
機
に
至
つ
て
は
解
し
難
い
。
去
れ
ど
も

死
其
物
の
壮
烈
を
だ
に
體
し
得
ざ
る
も
の
が
、
如
何
に
し
て
藤
村
子
の
所
作
を
嗤
ひ

得
べ
き
。
彼
等
は
壮
烈
の
最
後
を
遂
ぐ
る
の
情
趣
を
味
ひ
得
ざ
る
が
故
に
、
た
と
ひ

正
當
の
事
情
の
も
と
に
も
、
到
底
壮
烈
の
最
後
を
遂
げ
得
べ
か
ら
ざ
る
制
限
あ
る
點

に
於
て
、
藤
村
子
よ
り
は
人
格
と
し
て
劣
等
で
あ
る
か
ら
、
嗤
ふ
權
利
が
な
い
も
の

と
余
は
主
張
す
る
。
」
と
あ
る
（
『
漱
石
全
集

第
四
巻
』
岩
波
書
店
、
昭
和
五
四
年

一
月
、
一
一
一
～
一
一
二
頁
）

「
只
怒
る
ば
か
り
ぢ
や
な
い
の
よ
。
人
が
右
と
云
へ
ば
左
、
左
と
云
え
へ
右
で
、
何

17
で
も
人
の
言
ふ
通
り
に
し
た
事
が
な
い
、

―
そ
り
や
強
情
で
す
よ
」
／
「
天
探
女

で
せ
う
。
叔
父
さ
ん
は
あ
れ
が
道
楽
な
の
よ
。
だ
か
ら
何
か
さ
せ
様
と
思
つ
た
ら
、

う
ら
を
云
ふ
と
、
此
方
の
思
ひ
通
り
に
な
る
の
よ
。
此
間
蝙
蝠
傘
を
買
つ
て
も
ら
ふ

時
に
も
、
入
ら
な
い
、
入
ら
な
い
つ
て
、
態
と
云
つ
た
ら
、
入
ら
な
い
事
が
あ
る
も

の
か
つ
て
、
す
ぐ
買
つ
て
下
す
つ
た
の
」（
『
漱
石
全
集

第
一
巻
』
四
二
九
頁
）

前
掲
江
藤
著
書
、
二
五
四
頁

18

「
天
探
女
」
を
め
ぐ
る
伝
説
に
は
、
次
の
二
つ
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
で
は
、
地
上
に

19
あ
る
葦
原
の
中
つ
国
の
平
定
を
命
じ
ら
れ
た
天
稚
彦
が
、
命
令
に
逆
ら
っ
て
中
つ
国

を
横
取
り
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
天
照
大
神
と
高
皇
産
霊
尊
が
雉
の
鳴
女
を
下
界
に

遣
わ
し
、
天
稚
彦
に
「
な
ぜ
命
令
を
果
た
さ
な
い
の
か
」
と
問
う
。
そ
の
と
き
、
天

探
女
が
天
稚
彦
に
「
こ
の
鳥
は
鳴
き
声
が
よ
く
な
い
。
射
殺
す
の
が
よ
ろ
し
ゅ
う
ご

ざ
い
ま
す
」
と
進
言
し
、
天
稚
彦
が
鳴
女
を
弓
で
射
殺
し
た
と
い
う
（
西
条
勉
に
よ

る
解
説
（
『
朝
日
日
本
歴
史
人
物
事
典
』
朝
日
新
聞
社
、
平
成
六
年
一
一
月
）
。
も
う

一
つ
の
伝
説
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
天
つ
神
が
派
遣
し
た
雉
が
天
探
女
で

あ
り
、
天
稚
彦
が
そ
の
雉
の
鳴
く
音
が
悪
い
の
で
矢
で
射
殺
し
た
の
だ
が
、
そ
の
矢

が
天
つ
神
の
前
に
落
ち
た
の
で
、
天
つ
神
が
そ
の
矢
を
取
っ
て
、
こ
の
矢
が
天
稚
彦



の
射
た
矢
で
あ
れ
ば
、
必
ず
命
中
し
て
ほ
し
い
と
祈
っ
て
射
返
し
た
と
こ
ろ
、
天
稚

彦
の
胸
に
命
中
し
て
、
天
稚
彦
が
死
を
遂
げ
た
と
い
う
（
次
田
潤
「
遷
却
祟
神
」（『
新

版
祝
詞
新
講
』
戎
光
祥
出
版
、
平
成
二
〇
年
五
月
）
四
七
四
頁
）。

小
林
康
夫
「
篝
火
と
蹄
」（
『
漱
石
研
究
』
第
八
号
、
翰
林
書
房
、
平
成
九
年
五
月
）

20
七
一
頁

竹
盛
天
雄
「
イ
ロ
ニ
ー
と
天
探
女

―
「
夢
十
夜
」
論
」（『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の

21
研
究
』
昭
和
五
一
年
一
二
月
）
八
二
頁

一
郎
と
楢
夫
の
名
前
の
変
化
に
つ
い
て
は
「
ひ
か
り
の
素
足
」
の
校
異
篇
を
参
照

22
『
新
校
本

第
八
巻

童
話
Ⅰ

校
異
篇
』
一
一
七
～
一
二
一
頁
）

石
原
千
秋
「
構
造
分
析
の
試
み
」（
『
テ
ク
ス
ト
は
ま
ち
が
わ
な
い

―
小
説
と
読
者

23
の
仕
事
』
筑
摩
書
房
、
平
成
一
六
年
三
月
）
一
七
一
～
一
七
二
頁

前
掲
小
林
論
文
、
六
九
～
七
〇
頁

24

「
庭
の
篝
火
と
と
も
に
立
ち
の
ぼ
る
煙
は
、
い
つ
ま
で
も
消
え
る
こ
と
の
な
い
私
の

25
思
い
の
火
の
あ
ら
わ
れ
、
す
な
わ
ち
恋
の
煙
な
の
だ
」
の
意
味
で
あ
る
（
柳
井
滋
・

室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
等
校
注
『
源
氏
物
語

三
』
岩
波
書
店
、
平
成
七
年
三
月
、
三

〇
頁
）

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
等
校
注
『
源
氏
物
語

一
』（
岩
波
書
店
、
平
成
五

26
年
一
月
）
一
〇
〇
頁

与
謝
野
晶
子
『
日
本
文
学
全
集
１

源
氏
物
語

上
巻
』
（
河
出
書
房
、
昭
和
四
〇
年

27
七
月
）
四
七
頁

小
学
館
（
平
成
一
九
年
七
月
二
日
公
開
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』（Japan

K
now

ledge

28
L
ib

平
成
二
九
年
二
月
二
八
日
閲
覧
〈http://japanknow

ledge.com

〉
）

吉
田
文
憲
『
宮
澤
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ヴ
学
事
典
』
二
〇
四
頁

29

赤
坂
憲
雄
「
柳
田
国
男
、
ブ
ナ
の
森
の
蔭
に

―
稲
作
以
前
、
ま
た
は
東
北
の
基
層

30
文
化
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
七
巻
第
一
〇
月
号
、
平
成
四
年
九
月
、

学
灯
社
）
七
一
頁

天
沢
退
二
郎
解
説
『
新
編

風
の
又
三
郎
』
（
新
潮
社
、
平
成
元
年
二
月
）
三
五･

三

31
三
六
頁

橘
不
染
『
も
り
お
か
明
治
舶
来
づ
く
し
』
併
収
の
「
怪
談
集
」
に
は
「
〝
斗
米(

と

32
っ
こ
べ)

と
ら
子
に
馬
場
ま
つ
子
、
石
間
か
め
子
に
だ
ま
さ
れ
な
″
と
は
、
古
い
童
謡

な
り
。
い
ず
れ
も
稲
荷
な
り
。
そ
の
使
の
狐
と
て
、
各
稲
荷
に
附
属
せ
し
も
の
あ
り

て
、
こ
れ
ら
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
る
な
と
戒
め
た
り
」
と
あ
る
（
天
沢
退
二
郎
解
説
『
新

修
宮
沢
賢
治
全
集

第
八
巻
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
四
年
五
月
、
二
三
七
頁
）

石
井
正
己
『
宮
澤
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ヴ
学
事
典
』
五
〇
八
頁

33

同
前
、
一
八
八
頁

34

益
田
勝
実
「
宮
沢
賢
治
と
民
話
」（
『
宮
沢
賢
治
の
世
界
』
す
ば
る
書
房
、
昭
和
五
一

35
年
二
月
）

前
掲
石
井
、
四
七
五
頁

36

『
新
校
本

第
三
巻
』、
一
一
三
頁

37

『
新
校
本

第
十
五
巻
』、
四
〇
頁

38

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
特
別
研
究
員
）


