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一　

宮
沢
賢
治
へ
の
対
峙

立
原
道
造
（
一
九
一
四
～
三
九
／
以
後
括
弧
内
で
「
一
九‒

」
は
省
略
）

は
東
京
帝
大
建
築
科
在
学
時
か
ら
、
第
二
次
「
四
季
」
を
中
心
と
し

て
詩
作
品
を
発
表
し
多
く
の
愛
読
者
に
囲
ま
れ
て
き
た
。
立
原
は

一
九
三
九
年
三
月
に
没
す
る
の
だ
が
、「
四
季
」
は
彼
を
そ
の
死
後
に

も
重
用
す
る
。
第
一
回
目
の
全
集
が
山
本
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
際

（
全
三
巻
・
四
一
・
二
～
四
三
・
七
）、
堀
辰
雄
が
「
四
季
」
一
九
四
一
年
三

月
号
「
編
輯
後
記
」
に
編
纂
過
程
を
述
べ
、「
余
裕
あ
れ
ば
、
別
巻
を

出
し
た
い
。
全
集
に
洩
れ
た
断
簡
を
集
め
、
写
真
版
な
ど
を
多
く
挿

ん
で
、
個
人
を
私
的
に
彷
彿
せ
し
め
る
や
う
な
も
の
を
作
れ
れ
ば
作

り
た
い
」
と
抱
負
を
語
る
よ
う
に
、
そ
の
全
集
は
「
四
季
」
を
挙
げ

て
取
り
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
別
巻
は
未
刊
行
）。
ま
た
戦
後
第

三
次「
四
季
」第
四
号（
四
七
・
四
）に
掲
載
さ
れ
た
立
原『
優
し
き
歌
』（
角

川
書
店
・
四
七
・
三
）
の
広
告
は
「
詩
人
立
原
の
夭
折
す
る
や
、
そ
の
影

響
の
浸
透
の
速
か
さ
は
恰
も
雨
水
の
熱
砂
に
注
ぐ
が
如
く
で
あ
つ
た
」

と
し
て
紹
介
、
あ
る
い
は
谷
田
昌
平
が
、「
日
本
語
の
抒
情
詩
の
新
し

い
可
能
性
へ
の
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
」（「
立
原
道
造
と
津
村
信
夫
」・「
解

釈
と
鑑
賞
」
五
〇
・
一
・
五
三
頁
）
と
論
じ
る
な
ど
、
立
原
詩
は
既
に
「
新

し
き
古
典
」
と
し
て
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た（

�
（

。
し
か
し
そ
の
詩
篇
の

魅
力
を
具
体
的
に
語
ろ
う
と
す
る
時
、
概
し
て
各
論
者
と
も
曖
昧
な

言
い
方
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
三
好
達
治
が
「
詩
語
の

一
つ
一
つ
が
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
に
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
小
さ
さ

に
、―

―
と
い
ふ
の
は
そ
ん
な
繊
細
な
詩
的
単
位
に
、
う
ち
砕
か
れ

た
上
で
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
強
い
（
弱
々
し
げ
に
見
え
は
し
て
も
と

に
か
く
強
い
）
み
づ
み
づ
し
く
新
ら
し
い
精
神
の
上
に
蝶
の
翼
を
彩

立
原
道
造　
「
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
を
超
え
て

―
―

宮
沢
賢
治
へ
の
対
峙―

―

名
木
橋
忠
大
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る
鱗
粉
の
や
う
に
配
列
さ
れ
て
ゐ
る
」（『
詩
の
鑑
賞
』
現
代
詩
講
座
第
三

巻
・
創
元
社
・
五
〇
・
六
・
九
六
頁
）
と
述
べ
た
如
く
だ
。
あ
る
い
は
中
村

真
一
郎
も
、
立
原
詩
を
「
レ
ン
ズ
磨
き
の
よ
う
な
、
注
意
深
い
繰
り

返
し
の
結
果
に
生
れ
た
、
単
純
さ
で
あ
り
、
透
明
さ
で
あ
る
」（『
文
学

の
創
造
』
未
来
社
・
五
三
・
九
・
二
四
七
頁
）
と
評
す
る
に
と
ど
ま
る
。
中

村
は
続
け
て
「
い
わ
ゆ
る
立
原
流
の
詩
と
い
わ
れ
る
、
一
時
流
行
し

た
模
倣
者
た
ち
の
仕
事
は
、
彼
自
身
の
作
品
と
比
べ
る
時
、
何
と
冗

舌
で
、
無
駄
の
多
い
甘
え
き
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
か
」（
同
）
と
、

当
時
跋
扈
し
た
「
模
倣
者
」
の
存
在
を
証
言
し
て
い
る
が
そ
れ
も
言

語
化
が
困
難
な
立
原
詩
の
魅
力
ゆ
え
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
中
、
大
岡
信
は
立
原
詩
を
、「
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
、
わ

か
り
や
す
い
部
類
」
の
詩（

�
（

と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
大
別
し
、
後
者

を
立
原
に
独
自
な
詩
篇
と
認
定
す
る
新
た
な
視
点
を
提
供
し
た
。
そ

の
特
殊
性
は
「
一
種
物
語
風
な
世
界
」「
構
図
」「
ス
ト
ー
リ
ー
の
流

れ
」
と
い
っ
た
も
の
を
破
壊
し
た
点
に
あ
る
。「
一
般
に
立
原
道
造
の

詩
は
、
こ
う
い
う
形
で
の
明
瞭
さ
や
規
則
た
だ
し
い
前
進
性
と
い
っ

た
も
の
を
、
必
ず
し
も
持
た
な
い
し
、
む
し
ろ
、
持
と
う
と
し
な
い

と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（『
詩
へ
の
架
橋
』
岩
波
新
書
・

七
七
・
六
・
一
一
一
頁
）。
大
岡
が
例
示
す
る
の
は
「
ま
た
あ
る
夜
に
」
だ
。

私
ら
は
た
た
ず
む
で
あ
ら
う　

霧
の
な
か
に

霧
は
山
の
沖
に
な
が
れ　

月
の
お
も
を

投
箭
の
や
う
に
か
す
め　

私
ら
を
つ
つ
む
で
あ
ら
う

灰
の
帷
の
や
う
に

私
ら
は
別
れ
る
で
あ
ら
う　

知
る
こ
と
も
な
し
に

知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く　

あ
の
出
会
つ
た　

雲
の
や
う
に　

私
ら
は
忘
れ
る
で
あ
ら
う

水
脈
の
や
う
に

そ
の
道
は
銀
の
道　

私
ら
は
行
く
で
あ
ら
う

ひ
と
り
は
な
れ
…
…
（
ひ
と
り
は
ひ
と
り
を　

夕
ぐ
れ
に
な
ぜ
待
つ
こ
と
を
お
ぼ
え
た
か
）

私
ら
は
二
た
び
逢
は
ぬ
で
あ
ら
う　

昔
お
も
ふ

月
の
か
が
み
は
あ
の
よ
る
を
う
つ
し
て
ゐ
る
と

私
ら
は
た
だ
そ
れ
を
く
り
か
へ
す
で
あ
ら
う

（
初
出
「
四
季
」
三
五
・
一
一
）

し
か
し
大
岡
も
こ
の
作
品
の
分
析
に
お
い
て
、「
詩
句
の
歩
み
に
は

意
識
的
に
作
ら
れ
た
断
絶
、
か
す
か
な
喘
ぎ
に
も
似
た
た
め
ら
い
が

ち
の
足
ど
り
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。そ
の
く
せ
、全
体
に
は
、ち
ょ
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う
ど
遠
方
か
ら
風
に
乗
っ
て
途
切
れ
途
切
れ
に
響
い
て
く
る
音
楽
に

も
似
た
、
断
ち
切
れ
て
い
る
よ
う
で
心
理
的
に
は
た
し
か
な
つ
な
が

り
を
保
っ
て
い
る
言
葉
の
流
れ
が
あ
る
」（
一
一
二
頁
）
の
よ
う
に
比

喩
的
な
表
現
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
、
近
藤
基
博
は
第
二

連
の
語
句
関
係
を
辿
り
そ
の
複
雑
な
経
絡
を
指
摘
し
て
い
る
（「
十
四

行
詩
の
音
楽
性
」・「
解
釈
と
鑑
賞
別
冊	

立
原
道
造
」
二
〇
〇
一
・
五
所
収
）。

主
・
述
関
係
は
単
純
で
あ
る
が
、
修
飾
・
被
修
飾
関
係
は
驚
く

べ
き
複
雑
さ
を
示
し
て
い
る
。「
知
る
こ
と
も
な
し
に
」
と
「
知

ら
れ
る
こ
と
も
な
く
」
の
各
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
別
れ
る
で
あ

ら
う
」「
出
会
つ
た
」「
忘
れ
る
で
あ
ら
う
」
に
か
か
り
、「
あ
の
」

及
び
「
出
会
つ
た
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
雲
の
や
う
に
」「
水
脈
の

や
う
に
」
へ
と
か
か
っ
て
、
さ
ら
に
、「
雲
の
や
う
に
」
と
「
水

脈
の
や
う
に
」
が
「
別
れ
る
で
あ
ら
う
」「
忘
れ
る
で
あ
ら
う
」

を
そ
れ
ぞ
れ
修
飾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
二
二
三
頁
）

そ
し
て
近
藤
は
「
こ
の
手
法
は
、
文
法
的
に
複
雑
で
あ
る
と
同
時

に
不
安
定
で
あ
り
、
表
現
を
幾
重
に
も
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
読
者
の
心
理
に
微
妙
な
連
続
感
と
屈
折
を
作
り
出
し
て
い
く
」

（
同
）
と
続
け
る（

�
（

。
確
か
に
「
ま
た
あ
る
夜
に
」
に
は
煩
瑣
な
掛
か
り

方
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
、
こ
の
錯
綜
し
た
文
脈
が
立
原
詩
の
魅
力

の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
推
測
さ
れ
よ
う
。
だ
が
そ
れ
で
は

立
原
は
何
の
た
め
に
こ
う
し
た
不
安
定
な
表
現
を
用
い
た
の
か
と
言

え
ば
、
そ
の
第
一
目
的
は
「
微
妙
な
連
続
感
と
屈
折
」
を
作
り
出
す

こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
検
討
に
際
し
気
に
な
る
の
は
、

一
九
三
八
年
の
盛
岡
滞
在
時
に
立
原
が
発
し
た
宮
沢
賢
治
へ
の
疑
念

の
言
葉
で
あ
る
（
Ⅴ
・
三
八
九
頁
）。

僕
の
今
ま
で
の
歌
は
何
と
し
や
れ
て
ゐ
て
美
し
い
い
つ
は
り
の

花
だ
つ
た
か
と
、
ひ
と
の
も
の
の
や
う
に
そ
の
ま
へ
に
僕
は
立

つ
て
ゐ
ま
す
。
し
か
し
、
あ
れ
に
は
僕
が
大
切
な
僕
が
ゐ
な
い
。

今
の
僕
は
も
つ
と
違
つ
た
歌
を
う
た
ひ
た
い
と
お
も
ひ
ま
す
。

／
宮
沢
賢
治
を
よ
ん
で
ゐ
た
ら
、
宮
沢
賢
治
も
か
な
し
い
う
そ

つ
き
で
す
。
僕
が
い
ま
欲
し
い
の
は
あ
ん
な
い
つ
は
り
の
花
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
略
〕
も
と
は
宮
沢
賢
治
に
は
あ
の
イ
メ
ー
ジ

の
氾
濫
で
だ
け
反
撥
し
た
。
し
か
し
今
は
も
つ
と
ふ
か
く
反
撥

し
ま
す
。
大
切
な
大
切
な
も
の
の
た
め
に
。

（
九
月
二
八
日
付
深
沢
紅
子
宛
書
簡
）

立
原
自
身
も
現
在
は
「
か
な
し
い
う
そ
つ
き
」
で
、や
が
て
は
「
違

つ
た
歌
」
へ
成
長
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の｢

違
つ
た
歌｣

実
現
の
た
め
に
は
、
賢
治
詩
に
溢
れ
て
い
る
「
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
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は
さ
ら
に
容
認
で
き
ず
切
り
捨
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。「
も
と

は
」
と
の
言
葉
か
ら
盛
岡
滞
在
以
前
か
ら
立
原
に
は
賢
治
作
品
の
「
イ

メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
を
評
価
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
立

原
の
こ
の
見
解
に
は
少
々
奇
異
な
感
を
受
け
る
。
と
い
う
の
も
賢
治

の
イ
メ
ー
ジ
形
式
は
当
時
に
し
て
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
か
ら

だ
。賢

治
と
し
て
は
、
一
九
二
五
年
二
月
九
日
付
で
森
佐
一
宛
に
、
自

身
の
『
春
と
修
羅
』（
関
根
書
店
・
二
四
・
四
）
に
つ
き
「
こ
れ
ら
は
み

ん
な
到
底
詩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
略
〕
或
る
心
理
学
的
な
仕
事
の
仕

度
に
、
正
統
な
勉
強
の
許
さ
れ
な
い
間
、
境
遇
の
許
す
限
り
、
機
会

の
あ
る
度
毎
に
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
の
下
で
書
き
取
っ
て
置
く
、
ほ

ん
の
粗
硬
な
心
象
の
ス
ケ
ッ
チ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」（『
新
校
本	

宮
沢

賢
治
全
集
』
一
五
巻
・
筑
摩
書
房
・
九
五
・
一
二
・
二
二
二
頁
）
と
書
き
送
り

自
作
を
卑
下
し
て
い
る
。
し
か
し
評
価
さ
れ
た
の
は
ま
さ
に
そ
の「
心

象
」
の
「
ス
ケ
ツ
チ
」
性
な
の
で
あ
り
、
例
え
ば
真
壁
仁
は
「
気
圏

詩
人
」（「
四
季
」
三
八
・
八
）
に
、「「
春
と
修
羅
」
四
集
の
中
に
詩
と
い

ふ
形
で
表
現
さ
れ
、
み
ご
と
に
変
容
さ
れ
た
精
神
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

の
紙
上
造
型
は
、
人
類
が
過
ぎ
し
日
に
蓄
へ
た
夢
と
科
学
、
悲
し
み

と
憧
れ
を
映
し
出
し
て
、
次
な
る
幾
世
代
へ
「
い
か
に
も
た
し
か
に

と
も
り
つ
づ
け
る
」
の
で
あ
る
」（
五
三
頁
）
と
語
る
。
ま
た
中
島
健

蔵
「
宮
沢
賢
治
論
」（『
宮
沢
賢
治
研
究
』
十
字
屋
書
店
・
三
九
・
九
）
は
、

賢
治
詩
の
「
表
現
と
心
象
と
の
関
係
」
が
、「
全
く
密
接
で
あ
る
」
と

し
、「
一
つ
の
心
象
は
直
ち
に
一
つ
の
言
葉
と
な
り
、
言
葉
に
よ
る
具

象
は
、
直
ち
に
次
の
心
象
を
喚
び
起
す
」
と
述
べ
、「
心
象
と
語
と
の

間
に
、
殆
ど
過
不
足
が
な
い
や
う
な
感
じ
を
与
へ
る
」
よ
う
な
そ
の

「
無
際
限
に
近
い
映
像
の
豊
饒
」
を
賞
賛
す
る
の
だ
（
二
三
頁
）。
立
原

が
賢
治
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
豊
饒
」
で
は
な
く
「
氾
濫
」
と
捉
え
た
の
は
、

同
時
期
の
見
解
に
完
全
に
相
反
す
る
態
度
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
修

飾
・
被
修
飾
の
経
絡
を
複
雑
化
・
不
安
定
化
し
て
い
く
立
原
の
詩
語

選
択
の
狙
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
本
論
で
は
、
立
原
の
賢
治
へ
の
疑
念
の
在
り
処
の
追
跡
を
通

し
、
彼
が
表
現
せ
ん
と
し
た
作
品
内
容
と
、
複
雑
な
文
脈
を
持
つ
作

品
形
式
の
相
関
を
解
き
明
か
し
て
、
一
九
三
八
年
秋
段
階
で
到
達
し

て
い
た
立
原
の
詩
の
原
理
を
探
索
す
る
。
後
半
で
は
中
村
が
述
べ
た

よ
う
な
立
原
詩
の
特
色
を
活
か
し
き
れ
な
か
っ
た
「
模
倣
者
」
の
作

品
を
取
り
上
げ
、
改
め
て
彼
の
統
語
法
の
独
自
性
を
検
証
し
て
み
る
。

二　

宮
沢
賢
治
と
の
思
想
的
共
通
性

立
原
は
死
の
半
年
前
の
一
九
三
八
年
九
月
下
旬
か
ら
約
一
月
間
、

真
に
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
べ
る
世
界
を
求
め
て
盛
岡
を
訪
れ
た（

（
（

。
画

家
深
沢
紅
子
の
生
家
の
山
荘
「
生
々
洞
」
に
滞
在
し
た
立
原
は
、
上

京
す
る
深
沢
宛
に
、
九
月
二
八
日
付
で
上
記
の
よ
う
な
賢
治
へ
の
疑
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念
を
述
べ
た
の
だ
が
、
九
月
三
〇
日
に
は
杉
浦
明
平
宛
に
も
「
宮
沢

賢
治
は
こ
の
町
で
は
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
。
僕
は
か
れ
の
全
集
を
こ

ち
ら
で
よ
み
か
へ
し
た
。
僕
は
あ
ま
り
打
た
れ
な
い
」（
Ⅴ
・
三
九
二
頁
）

と
反
感
を
書
き
送
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、「
心
象
ス
ケ
ツ
チ
」
を
絶
賛
し
た
前
掲
真
壁
論
が
引
い

て
い
た
の
は
、
末
尾
に
「
大
正
十
三
年
一
月
廿
日
」
と
記
さ
れ
る
、

『
春
と
修
羅
』・「
序
」
の
詩
句
で
あ
る
。
立
原
が
読
ん
だ
三
巻
本
『
宮

沢
賢
治
全
集
』（
文
圃
堂
書
店
・
三
四
・
一
〇
～
三
五
・
九
）
に
お
い
て
も

こ
の
作
は
第
一
巻
冒
頭
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。
立
原
は
ど
の
詩
篇
を

「
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
と
見
た
の
か
は
明
ら
か
に
し
な
い
の
だ
が
、
ま

ず
は
賢
治
の
思
想
が
豊
富
に
含
有
さ
れ
た
こ
の
『
春
と
修
羅
』・「
序
」

を
足
が
か
り
に
し
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
も
当
時
の
例
え
ば
『
哲
学

小
辞
典
』（
岩
波
書
店
・
三
〇
・
三
）
を
繰
っ
て
み
れ
ば
、「
心
象
」
の
語

は
「
心
像
」
の
表
記
の
下
、im
age

の
訳
語
と
し
て
「
狭
義
に
は
直

接
の
外
界
刺
戟
に
基
か
ず
し
て
意
識
に
現
は
れ
た
る
対
象
に
就
て
の

直
截
的
表
象
を
云
ひ
〔
略
〕
広
義
に
は
外
的
刺
戟
の
存
在
す
る
場
合

を
も
含
む
」（
七
四
〇
頁
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
立
原
が
言
う
「
イ
メ
ー

ジ
の
氾
濫
」
と
は
、
こ
の
『
春
と
修
羅
』・「
序
」
に
語
ら
れ
る
「
心

象
ス
ケ
ツ
チ
」
の
語
句
に
反
応
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る
た
め
で
あ
る
。

わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は
／
仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の
／

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
／
（
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合

体
）
／
風
景
や
み
ん
な
と
い
つ
し
よ
に
／
せ
は
し
く
せ
は
し
く

明
滅
し
な
が
ら
／
い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る
／
因

果
交
流
電
燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
／
（
ひ
か
り
は
た

も
ち　

そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）
／
／
こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の

／
過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
か
ら
／
紙
と
鉱
質
イ
ン
ク
を
つ
ら
ね

／
（
す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し
／
み
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る

も
の
）
／
こ
こ
ま
で
た
も
ち
つ
ゞ
け
ら
れ
た
／
明
暗
交
替
の
ひ

と
く
さ
り
づ
つ
／
そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ツ
チ
で
す
／
／
こ

れ
ら
に
つ
い
て
人
や
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
は
／
宇
宙
塵
を
た
べ

　

ま
た
は
空
気
や
塩
水
を
呼
吸
し
な
が
ら
／
そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な

本
体
論
も
か
ん
が
へ
ま
せ
う
が
／
そ
れ
ら
も
畢
竟
こ
ゝ
ろ
の
ひ

と
つ
の
風
物
で
す
／
た
ゞ
と
に
か
く
記
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
け

し
き
は
／
記
録
さ
れ
た
そ
の
と
ほ
り
の
こ
の
け
し
き
で
／
そ
れ

が
虚
無
な
ら
ば
虚
無
自
身
が
こ
の
と
ほ
り
で
／
あ
る
程
度
ま
で

み
ん
な
と
共
通
で
も
あ
り
ま
せ
う
／
（
す
べ
て
が
わ
た
く
し
の

中
の
み
ん
な
で
あ
る
や
う
に
／
み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か
の

す
べ
て
で
す
か
ら
）〔
略
〕	

（「
序
」
二
頁
～
四
頁
）

大
塚
常
樹
は「
宮
沢
賢
治
の
空
間
認
識
」（『
宮
沢
賢
治	

心
象
の
宇
宙
論
』
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朝
文
社
・
九
三
・
七
）
に
、
大
正
期
の
北
原
白
秋
、
山
村
暮
鳥
、
萩
原
朔

太
郎
ら
の
「
光
明
讃
仰
」
の
中
、
賢
治
も
「
光
」
を
重
視
し
た
点
を

指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
詩
人
と
一
線
を
画
す
の
は
、
大

塚
に
よ
れ
ば
賢
治
の
空
間
認
識
に
、「《
電
子
》
の
発
見
に
よ
り
、
人

間
を
含
め
た
宇
宙
の
総
て
が
、《
電
子
》
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
単
位
に

よ
っ
て
一
つ
に
《
統
一
》
さ
れ
」
る
（
三
〇
頁
）
と
い
う
科
学
知
識
が

影
響
し
た
点
だ
。
賢
治
に
と
っ
て
は
、「
宇
宙
も
現
象
と
し
て
の
「
わ

た
く
し
」
も
、《
電
子
》
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
る

物
理
法
則
に
支
配
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
（
同
三
一
頁
）。
そ
し
て
大
塚

は「『
春
と
修
羅
』「
序
」の
戦
略
」（『
宮
沢
賢
治	

心
象
の
記
号
論
』朝
文
社
・

九
九
・
九
）
に
、「
大
乗
仏
教
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
天
台
教
学
の
十

界
互
具
思
想
を
、
最
新
の
科
学
で
も
あ
っ
た
進
化
論
や
深
層
心
理
学

に
よ
っ
て
、
科
学
的
に
証
明
す
る
こ
と
」
が
賢
治
の
究
極
の
目
的
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
（
六
六
頁
）、『
春
と
修
羅
』「
序
」
第
一
連
を

解
釈
し
た
。

「
有
機
交
流
電
燈
」の「
有
機
」は
、有
機
体（
生
命
体
）を
指
し
、《
生

命
体
が
交
流
す
る
》
の
意
味
を
「
序
」
を
貫
く
唯
識
論
に
依
拠

し
て
翻
訳
す
れ
ば
、《
他
の
生
命
体
の
意
識
が
交
流
す
る
》
と
い

う
意
味
に
な
り
、十
界
互
具
思
想
の
風
喩
と
な
っ
て
い
る
。〔
略
〕

交
流
電
燈
が
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
電
気
の
刹
那
の
入
れ
替
わ

り
に
よ
っ
て
明
滅
し
な
が
ら
照
明
を
保
っ
て
い
る（
蛍
光
燈
が
例
）

よ
う
に
、「
わ
た
く
し
」
も
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
命
の
入
れ
替

わ
り
に
よ
っ
て
明
滅
す
る
照
明
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
六
九

頁
）。「
幽
霊
の
複
合
体
」
も
、「
人
間
」
以
外
の
生
命
の
意
識
が

絶
え
ず
生
起
し
て
い
る
と
い
う
、《
十
界
》
の
意
識
の
相
互
乗
り

入
れ
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、「
幽
霊
」
と
は
、
こ
こ
で
は
普

通
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
天
人
や
餓
鬼
、
地
獄
の
鬼
な
ど

を
指
し
て
い
よ
う
（
七
二
頁
）。

冒
頭
に
概
観
し
た
よ
う
な
、
立
原
を
所
謂
「
四
季
」
的
雰
囲
気
の

中
に
置
き
、
不
可
思
議
な
魅
力
を
も
つ
抒
情
詩
人
と
捉
え
る
立
場
か

ら
は
こ
う
し
た
賢
治
の
思
想
面
と
の
関
り
が
見
え
て
く
る
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
、
確
か
に
「
十
界
互
具
思
想
」
に
理
解
が
及
ん
だ
か
は

疑
問
だ
と
し
て
も
、
そ
の
基
本
構
造
で
あ
る
二
者
間
の
融
和
の
発
想

は
、
実
は
立
原
に
あ
っ
て
も
は
や
く
か
ら
意
識
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
っ
た
。そ
れ
が「
中
間
者
」の
思
考
で
あ
る（

（
（

。盛
岡
来
訪
の
九
ヵ
月
前
、

立
原
は
自
身
の
立
脚
点
を
「
生
」
と
「
死
」
の
「
中
間
者
」
と
規
定

し
て
そ
の
様
態
を
記
し
て
い
た
（「
風
信
子
」・「
四
季
」
三
八
・
一
）。

失
は
れ
た
も
の
へ
の
哀
傷
と
い
ひ
、
何
か
し
ら
疲
れ
た
悲
哀
と

い
ひ
、
僕
の
住
ん
で
ゐ
た
の
は
、
光
と
闇
と
の
中
間
で
あ
り
、
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暁
と
夕
と
の
中
間
で
あ
つ
た
。〔
略
〕
人
間
が
そ
こ
で
は
金
属
と

な
り
結
晶
質
と
な
り
天
使
と
な
り
、
生
き
た
る
者
と
死
し
た
る

者
の
中
間
者
と
し
て
漂
ふ
。
死
が
生
を
ひ
た
し
、
僕
の
生
の
各

瞬
間
は
死
に
絶
え
な
が
ら
永
遠
に
生
き
る
。	

（
Ⅲ
・
四
三
五
頁
）

パ
ス
カ
ル
に
倣
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
生
」
に
対
し
て
は
「
死
」、「
死
」

に
対
し
て
は
「
生
」、
つ
ま
り
は｢
生｣

即｢

死｣

と
い
う
イ
ロ
ニ
ー

的
な
「
中
間
者
」
と
は
、
ま
た
「
人
間
」
即｢

金
属
」、「
人
間
」
即

「
結
晶
質
」、「
人
間
」
即｢

天
使｣
と
い
っ
た
よ
う
な
自
在
に
形
相
を

変
容
さ
せ
る
反
応
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず「
生
」と「
死
」

が
入
れ
替
わ
り
、｢

人
間｣

が
「
天
使
」
と
い
う
形
而
上
的
存
在
へ
変

化
す
る
と
い
う
点
か
ら
、こ
こ
に
は
パ
ス
カ
ル
言
う
所
の
「〔
人
間
は
〕

無
限
に
比
し
て
は
虚
無
で
あ
り
、
虚
無
に
比
し
て
は
全
体
で
あ
る
、

そ
れ
は
無
と
全
と
の
あ
ひ
だ
の
中
間
者
で
あ
る
」（「
パ
ン
セ
」
七
二（

（
（

）

と
い
っ
た
実
存
的
思
考
も
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が

注
意
し
た
い
の
は
、
立
原
の
「
中
間
者
」
に
あ
っ
て
は
、「
人
間
」
が

「
金
属
」、「
結
晶
質
」
に
も
変
換
さ
れ
て
し
ま
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
態
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
る
事
だ
。
こ
れ
は
実
存
と
し
て
の
パ
ス
カ
ル
的「
中

間
者
」
が
、
立
原
に
あ
っ
て
は
よ
り
即
物
的
な
化
学
的
親
和
力
へ
と

組
み
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
な
い
の
か
。
彼
は
一
高
理

甲
か
ら
帝
大
建
築
科
へ
と
進
ん
で
お
り
こ
う
し
た
理
科
の
思
考
を
と

る
こ
と
に
は
違
和
感
は
な
い
が
、
詰
る
所
こ
の
「
中
間
者
」
の
記
述

か
ら
は
、
立
原
に
は
Ａ
即
Ｂ
の
複
合
体
思
考
が
、
賢
治
に
通
じ
る
か

の
よ
う
に
、
物
理
化
学
法
則
に
よ
る
世
界
認
識
の
視
線
に
裏
打
ち
さ

れ
て
存
在
し
て
い
た
点
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
賢
治
へ
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
と
の
言
葉
が
発
せ
ら

れ
た
の
も
、
ま
さ
に
表
す
べ
き
対
象
が
こ
の
「
中
間
者
」
の
よ
う
な

融
和
の
発
想
の
場
合
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
て
く
る
。
賢
治
が

『
春
と
修
羅
』・「
序
」
に
行
っ
た
、「
有
機
交
流
電
燈
」、「
幽
霊
の
複

合
体
」、「
因
果
交
流
電
燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
」
な
ど
の
イ
メ
ー

ジ
に
よ
る
叙
述
に
対
し
、「
中
間
者
」
の
発
想
を
持
っ
て
い
た
立
原
で

あ
れ
ば
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
生
命
体
の
交
流
の
着
想
が
込
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
は
理
解
が
及
ん
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
に
は
そ
の
表
現

の
手
立
て
と
し
て
は
、
賢
治
の
「
心
象
ス
ケ
ツ
チ
」
は
余
り
に
も
素

朴
だ
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
立
原
が
賢
治
の
「
イ

メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
を
嫌
悪
す
る
の
と
同
時
期
、
言
葉
へ
の
不
信
の
念

を
ノ
ー
ト
に
書
き
綴
っ
て
い
た
点
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

何
と　

僕
の
言
葉
は　

ひ
と
り
歩
き
し
て　

お
も
ひ
も
か
け
な

い
世
界
を
つ
く
つ
て
し
ま
ふ
こ
と
か
！　

僕
の
言
葉
の
無
力

さ
！　

ど
う
し
た
ら　

お
ま
へ
に　

こ
の
風
景
を
つ
た
へ
る
こ

と
が
出
来
る
だ
ら
う
か　

こ
の
風
景
の
よ
ろ
こ
び
を
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（
Ⅳ
・
二
八
七
頁
）

あ
る
い
は
立
原
が
十
四
行
詩
を
書
き
始
め
る
一
九
三
五
年
の
ノ
ー

ト
に
も
、「
何
と
そ
の
言
葉
は
ち
が
ふ
の
だ
ら
う
。
私
を
全
く
ち
が
つ

た
所
に
連
れ
て
行
く
。
そ
れ
は
今
私
が
捕
へ
た
そ
れ
で
は
な
い
の
だ
」

（
三
月
・
Ⅳ
・
一
七
六
頁
）
と
あ
っ
た
。
詩
的
生
涯
を
通
し
て
立
原
は
、

対
象
の
位
相
の
表
現
に
あ
た
り
そ
れ
を
い
か
に
言
葉
と
い
う
非
連
続

的
な
も
の
で
掬
い
取
る
か
煩
悶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら

も
照
応
す
る
二
項
間
の
連
続
態
を
文
字
へ
と
変
換
す
る
際
の
表
現
手

段
と
し
て
、「
心
象
ス
ケ
ツ
チ
」
は
、「
お
も
ひ
も
か
け
な
い
世
界
を

つ
く
つ
て
し
ま
ふ
」、「
全
く
ち
が
つ
た
所
に
連
れ
て
行
く
」
不
十
分

な
手
法
だ
と
立
原
に
は
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
生
命
体
の

交
流
を
把
捉
す
る
に
は
明
晰
で
な
い
恣
意
的
方
法
で
あ
り
、
彼
に
は

親
和
力
を
正
確
に
反
応
さ
せ
得
る
、
よ
り
即
物
的
な
統
語
法
が
求
め

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
さ
に
こ
こ
に
彼
が
複
雑
な
経
絡
の
語
り

を
取
る
必
然
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
そ
の
手

つ
き
を
『
春
と
修
羅
』・「
序
」
の
表
現
を
す
り
合
わ
せ
つ
つ
検
証
し

て
み
よ
う
。

三　
「
中
間
者
」・「
純
粋
状
態
」
の
形
象
化

と
こ
ろ
で
、
立
原
が
「
中
間
者
」
と
し
て
示
し
た
、
Ａ
で
あ
り
つ

つ
Ｂ
で
あ
る
と
い
う
有
機
的
構
造
に
関
し
て
は
、
言
葉
へ
の
不
信
を

記
し
た
一
九
三
五
年
春
の
段
階
で
も
、「
中
間
者
」
の
語
は
使
わ
れ
な

い
も
の
の
、
そ
の
様
態
が
「
純
粋
状
態
」
と
し
て
同
じ
ノ
ー
ト
に
書

き
留
め
ら
れ
て
い
た
。

私
は
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
私
の
死
を
私
の
生
き
て
ゐ
る
う
ち
に
見

て
し
ま
ひ
は
し
な
い
か
。
私
は
生
き
て
ゐ
る
、
同
時
に
死
ん
で

ゐ
る
。
さ
う
で
は
な
い
。
私
の
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
幻
影
は
死

と
重
な
り
あ
つ
て
ゐ
る
。	

（
三
月
・
Ⅳ
・
一
七
五
頁
）

「
と
ほ
く
て
近
い
」
と
い
ふ
の
を
原
因
に
就
て
考
へ
る
な
ら
ば
、

通
俗
な
の
だ
。状
態
に
就
て
考
へ
る
な
ら
ば
、ど
う
。――

即
、「
と

ほ
か
つ
た
の
に
近
く
な
つ
た
」
で
な
く
、「
と
ほ
い
け
れ
ど
近
い
」

と
い
ふ
風
に
。―

―

こ
れ
は
抒
情
詩
と
し
て
の
見
方
。
／
私
は
、

「
と
ほ
く
て
近
い
」
と
い
ふ
言
葉
に
純
粋
状
態
へ
の
意
識
を
感
じ

る
。	

（
三
月
・
Ⅳ
・
一
七
七
頁
）

立
原
に
は
、「
生
」
と
「
死
」
が
重
な
り
あ
っ
て
い
る
状
態
、
あ
る

い
は
「
と
ほ
く
て
近
い
」
と
い
う
、
本
来
合
一
し
な
い
は
ず
の
対
象

同
士
の
イ
ロ
ニ
ッ
シ
ュ
な
状
態
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
ろ
う
と
す
る

思
い
が
は
や
く
か
ら
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
の
生
涯

に
渡
り
、
こ
の
「
中
間
者
」・「
純
粋
状
態
」
の
思
考
が
移
入
さ
れ
た
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作
品
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
風
の
う
た
つ
た
歌	

そ
の

一
」（「
四
季
」
三
五
・
七
）
を
読
ん
で
み
よ
う
。

一
日　

草
は
し
や
べ
る
だ
け

一
日　

空
は
騒
ぐ
だ
け

日
な
た
へ　

日
か
げ
へ
過
ぎ
て
行
く
と

あ
あ　

花　

色
と
に
ほ
ひ
と
か
が
や
き
と

む
か
し
む
か
し　

そ
の
む
か
し

子
供
は　

花
の
な
か
に
ゐ
た

し
あ
は
せ
ば
か
り　

歌
ば
か
り

子
供
は　

と
ほ
く
旅
に
出
た

か
す
か
に
揺
れ
る
木
の
な
か
へ

忘
れ
て
し
ま
つ
た
木
の
な
か
へ

や
さ
し
く　

や
さ
し
く
笑
ひ
な
が
ら

そ
よ
ぎ
な
が
ら　

た
め
ら
ひ
な
が
ら

ひ
ね
も
す　

梢
を
移
る
だ
け

ひ
ね
も
す　

空
に
消
え
る
だ
け

ま
ず
感
じ
ら
れ
る
の
は
「
有
機
交
流
電
燈
」、「
幽
霊
の
複
合
体
」、

「
因
果
交
流
電
燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
」
と
い
っ
た
賢
治
の
語
彙

と
は
異
な
り
、
使
用
さ
れ
る
単
語
の
イ
メ
ー
ジ
性
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、

具
体
性
を
離
れ
て
、
概
念
的
、
辞
書
的
な
地
点
に
ま
で
意
味
が
乏
し

く
設
定
さ
れ
て
い
る
点
だ（

（
（

。
冒
頭
の
三
好
の
「
詩
語
の
一
つ
一
つ
が
、

こ
れ
ま
で
の
日
本
語
に
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
小
さ
さ
に
、―

―

と
い

ふ
の
は
そ
ん
な
繊
細
な
詩
的
単
位
に
、
う
ち
砕
か
れ
た
」
と
の
言
も

こ
の
一
端
を
指
し
示
し
て
い
よ
う
。

だ
が
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
こ
の
詩
の
文
脈
の
錯
綜
で
あ
る
。
第

三
連
に
着
目
し
て
み
る
。
そ
こ
で
は
第
二
連
末
を
受
け
、「
子
供
は
と

ほ
く
旅
に
出
た
」
が
、「
か
す
か
に
揺
れ
る
木
の
な
か
へ
／
忘
れ
て
し

ま
つ
た
木
の
な
か
へ
／
や
さ
し
く　

や
さ
し
く
笑
ひ
な
が
ら
」
へ
と

続
く
の
で
、
こ
れ
は
子
供
の
動
作
と
と
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
や
さ

し
く
笑
ひ
な
が
ら
」
は
第
四
連
一
行
目
の
「
そ
よ
ぎ
な
が
ら　

た
め

ら
ひ
な
が
ら
」
と
等
価
に
、
続
く
「
梢
を
移
る
だ
け
」「
空
に
消
え
る

だ
け
」
へ
と
接
続
し
て
い
く
。
し
か
し
こ
の
第
四
連
で
省
略
さ
れ
て

い
る
主
語
は
、「
そ
よ
ぎ
な
が
ら
」
あ
る
い
は
「
空
に
き
え
る
」
と
い

う
点
か
ら
し
て
、「
子
供
」
で
は
な
く
「
風
」
だ
と
感
じ
ら
れ
、
つ
ま

る
と
こ
ろ
第
三
連
か
ら
続
い
て
「
子
供
」
だ
と
思
っ
て
い
た
主
語
が
、

い
つ
の
ま
に
か
「
風
」
へ
と
す
り
替
わ
っ
て
い
る
印
象
が
立
ち
昇
る

こ
と
に
な
る
の
だ
。即
ち
第
三
連
三
行
目
の「
や
さ
し
く
笑
ひ
な
が
ら
」
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が
、〈「
子
供
」
が
「
旅
に
出
た
」〉
と
〈「
風
」
が
「
梢
を
移
る
」・「
空

に
消
え
る
」〉
の
双
方
を
修
飾
す
る
こ
と
で
「
子
供
」
即
「
風
」
の
「
純

粋
状
態
」
が
出
来
し
、「
子
供
」
が
「
風
」
の
如
き
身
軽
さ
を
も
っ
て

空
へ
消
え
る
透
明
度
が
演
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
春
と
修
羅
』・「
序
」
に
も
、「〔
わ
た
く
し
と
い
ふ
現

象
は
〕
風
景
や
み
ん
な
と
い
つ
し
よ
に
／
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅

し
な
が
ら
／
い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る
／
因
果
交
流
電

燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
」、
あ
る
い
は
「
こ
れ
ら
に
つ
い
て

人
や
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
は
／
宇
宙
塵
を
た
べ　

ま
た
は
空
気
や
塩

水
を
呼
吸
し
な
が
ら
／
そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な
本
体
論
も
か
ん
が
へ
ま
せ

う
が
／
そ
れ
ら
も
畢
竟
こ
ゝ
ろ
の
ひ
と
つ
の
風
物
で
す
」
の
よ
う
に
、

「
な
が
ら
」
の
句
跨
り
が
存
在
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
賢
治
も
立
原
同

様
、
境
界
の
な
い
連
続
状
態
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
の
疑
問
も
湧
き
そ
う
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
は
自
明
だ
ろ
う
。
立
原

の
「
な
が
ら
」
は
、
子
供
と
風
の
動
作
双
方
に
掛
か
る
副
詞
句
を
構

成
し
て
重
層
を
作
り
出
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
春
と
修
羅
』・「
序
」

の
「
な
が
ら
」
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
「
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
」、「
人

や
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
」
と
い
う
一
つ
の
主
部
の
動
作
の
付
帯
状
況

を
示
す
役
割
に
留
ま
っ
て
お
り
、
文
章
は
単
純
に
前
進
し
て
い
く
の

み
な
の
だ
。

「
風
の
う
た
つ
た
歌	

そ
の
一
」
は
、
三
連
・
四
連
で
「
子
供
」「
風
」

と
い
っ
た
動
作
主
が
省
略
さ
れ
て
い
て
、「
な
が
ら
」
を
媒
介
に
し
た

重
層
も
そ
の
た
め
に
ス
ム
ー
ス
で
あ
っ
た
。
で
は
次
に
は
主
部
が
二

つ
登
場
し
、
そ
れ
が
一
つ
の
述
部
を
共
有
す
る
た
め
に
対
象
間
の
一

体
化
が
生
じ
る
作
品
を
見
て
み
よ
う
。「
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
の
語
が

発
せ
ら
れ
た
一
九
三
八
年
の
夏
に
執
筆
が
推
定
さ
れ
る（

（
（

「
さ
び
し
き

野
辺
」
で
あ
る
。

い
ま　

だ
れ
か
が　

私
に

花
の
名
を　

さ
さ
や
い
て
行
つ
た

私
の
耳
に　

風
が　

そ
れ
を
告
げ
た

追
憶
の
日
の
や
う
に

い
ま　

だ
れ
か
が　

し
づ
か
に

身
を
お
こ
す　

私
の
そ
ば
に

も
つ
れ
飛
ぶ　

ち
ひ
さ
い
蝶
ら
に

手
を
さ
し
の
べ
る
や
う
に

あ
あ　

し
か
し　

と

な
ぜ
私
は　

い
ふ
の
だ
ら
う

そ
の
ひ
と
は　

だ
れ
で
も
い
い　

と
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い
ま　

だ
れ
か
が　

と
ほ
く

私
の
名
を　

呼
ん
で
ゐ
る
…
…
あ
あ　

し
か
し

私
は
答
へ
な
い　

お
ま
へ　

だ
れ
で
も
な
い
ひ
と
に

（
初
出
「
四
季
」
三
九
・
七
）

第
二
連
二
行
目
の
「
身
を
お
こ
す
」
に
注
目
し
よ
う
。
こ
こ
で
「
身

を
お
こ
す
」
を
「
だ
れ
か
」
の
述
語
と
取
ら
ず
、「
身
を
お
こ
す
」
の

は
「
私
」
の
み
だ
と
限
定
す
る
と
「
だ
れ
か
」
を
受
け
る
述
語
が
無

く
な
る
た
め
、「
身
を
お
こ
す
」
は
「
だ
れ
か
」
の
述
語
と
し
て
読
ま

ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
ブ
ラ
ン
ク
に
沿
っ
た
呼
吸
で
読
ん
で
い
く
と

き
、「
い
ま　

だ
れ
か
が　

し
づ
か
に
／
身
を
お
こ
す
」
で
途
切
れ
さ

せ
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
か
ら
、
結
果
「
身
を
お
こ
す
」
は
「
私
」

に
も
掛
か
り
、
そ
こ
で
「
だ
れ
か
」
が
身
を
起
す
や
、「
私
」
も
ま
た

同
時
に
身
を
起
す
と
い
う
人
物
間
の
溶
解
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
「
身
を
お
こ
す
」
と
い
う
述
部
が
、「
だ
れ
か
」

と
「
私
」
と
い
う
二
つ
の
主
部
の
媒
介
項
と
な
り
、「
だ
れ
か
」
と
「
私
」

と
い
う
二
つ
の
主
体
が
境
界
を
喪
失
し
て
、
互
い
に
滲
み
込
ん
で
い

る
か
の
よ
う
に
感
じ
取
ら
れ
る
わ
け
だ
。
即
ち
「
身
を
お
こ
す
」
が

そ
の
前
の
行
の「
い
ま　

だ
れ
か
が　

し
づ
か
に
」の
下
に
配
さ
れ
ず
、

句
跨
り
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
点
が
活
か
さ
れ
て
、「
だ
れ
か
」
で
あ
り

つ
つ
「
私
」
と
い
う
「
中
間
者
」・「
純
粋
状
態
」
の
原
理
が
発
動
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
作
品
の
時
空
間
の
捻
れ
た
よ

う
な
不
安
定
さ
、
掴
み
処
の
な
さ
が
よ
り
深
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
見
て
来
れ
ば
冒
頭
に
挙
げ
た
「
ま
た
あ
る
夜
に
」
は
、

二
つ
の
主
述
部
が
、「
や
う
に
」
で
示
さ
れ
る
一
つ
の
副
詞
句
に
よ
っ

て
修
飾
・
接
続
さ
れ
る
構
造
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず

第
一
連
末
、「
灰
の
帳
の
や
う
に
」
は
直
前
の
「
霧
は
、
私
た
ち
を
つ

つ
む
で
あ
ら
う
」
に
係
り
「
帷
」
が
閉
じ
ら
れ
る
様
子
に
よ
り
「
つ

つ
む
」
を
喩
え
て
い
る
が
、
同
時
に
「
灰
の
帷
の
や
う
に
」
は
次
の

連
へ
連
結
す
る
か
ら
、「
灰
の
帷
の
や
う
に
」、「
私
ら
は
別
れ
る
」
と

い
う
こ
と
に
も
な
り
今
度
は
「
帷
」
が
開
い
て
い
く
状
態
で
人
物
同

士
が
別
れ
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
「
灰
の
帷

の
や
う
に
」
が
橋
渡
し
と
な
り
、「
霧
が
私
ら
を
つ
つ
む
」
様
態
と
、「
私

ら
は
別
れ
る
」
動
作
を
二
重
写
し
に
し
、
私
ら
の
逢
瀬
も
別
れ
も
霧

の
流
れ
の
如
き
儚
さ
で
し
か
な
い
印
象
が
立
ち
昇
る
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。
一
方
、『
春
と
修
羅
』「
序
」
に
も
「
す
べ
て
が
わ
た
く

し
の
中
の
み
ん
な
で
あ
る
や
う
に
／
み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か
の

す
べ
て
で
す
か
ら
」
の
点
に
「
や
う
に
」
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
し

か
し
こ
れ
は
立
原
の
手
つ
き
と
は
異
な
り
、
単
純
な
直
截
的
例
示
が

二
行
に
繰
り
越
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

あ
る
い
は
第
二
連
で
は
一
行
目
か
ら
三
行
目
の
「
知
る
こ
と
も
な

し
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
あ
の
出
会
つ
た
雲
の
や
う
に
」
の
句
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が
、
第
二
連
一
行
目
の
「
私
ら
は
別
れ
る
だ
ら
う
」
を
倒
置
で
修
飾

し
、
ま
た
三
行
目
の
「
私
ら
は
忘
れ
る
だ
ろ
う
」
へ
と
掛
か
っ
て
い

く
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
二
つ
の
行
為
、「
私
ら
は
別
れ
る
」
と
、「
私

ら
は
忘
れ
る
」
と
が
、
は
か
な
い
雲
の
様
態
を
通
し
て
滞
り
な
く
連

結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
私
ら
」
の
別

れ
も
忘
却
も
、
知
る
こ
と
も
な
く
、
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
空
し
い

所
業
で
あ
る
こ
と
が
感
じ
取
ら
れ
て
く
る
。
こ
う
し
て
こ
の
作
品
で

は
二
つ
の
動
作
主
、
あ
る
い
は
行
為
が
境
界
を
喪
っ
て
互
い
に
滲
み

込
み
照
応
連
絡
す
る
様
態
、即
ち
〈
霧
で
私
ら
〉、〈
別
れ
つ
つ
忘
れ
る
〉

と
い
っ
た
「
中
間
者
」・「
純
粋
状
態
」
が
実
現
し
、
あ
え
か
な
雰
囲

気
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
第
一
節
の
近
藤
の

分
析
は
、
一
見
緻
密
だ
が
し
か
し
以
上
の
融
和
の
着
想
を
加
味
し
て

お
ら
ず
、
可
能
な
経
絡
を
恣
意
的
に
指
摘
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る

の
で
あ
る（

（
（

。

ま
と
め
れ
ば
、
立
原
が
こ
れ
ら
の
詩
篇
で
行
っ
た
の
は
、
融
和
す

る
二
者
の
様
態
を
、
説
明
・
描
写
に
よ
ら
ず
に
言
葉
へ
と
変
換
し
よ

う
と
す
る
執
拗
な
操
作
な
の
だ
。
こ
の
詩
生
成
の
手
つ
き
か
ら
し
て

賢
治
へ
の
不
満
は
次
の
二
点
に
推
定
で
き
る
。
第
一
に
、「
有
機
交
流

電
燈
」、「
幽
霊
の
複
合
体
」、「
因
果
交
流
電
燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い

照
明
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
Ａ
即
Ｂ
の
「
複
合
体
」
は
言
葉

と
い
う
非
連
続
体
に
分
断
さ
れ
た
ま
ま
で
、
融
和
状
態
は
表
現
し
き

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。こ
れ
は
前
掲
一
九
三
五
年
ノ
ー

ト
で
「
何
と
そ
の
言
葉
は
ち
が
ふ
の
だ
ら
う
」、「
そ
れ
は
今
私
が
捕

へ
た
そ
れ
で
は
な
い
」
と
書
か
れ
た
、
言
葉
の
意
味
内
容
と
話
者
が

意
図
す
る
内
容
と
の
乖
離
の
意
識
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
第

二
に
は
、
一
九
三
八
年
盛
岡
滞
在
時
の
ノ
ー
ト
が
「
言
葉
は　

ひ
と

り
歩
き
し
て　

お
も
ひ
も
か
け
な
い
世
界
を
つ
く
つ
て
し
ま
ふ
」
と

記
す
、
直
叙
表
現
へ
の
隔
靴
掻
痒
だ
。
賢
治
の｢

な
が
ら｣

、「
や
う

に
」
の
用
法
で
は
確
か
に
文
章
は
後
ろ
へ
繰
り
越
さ
れ
て
い
き
、
そ

の
限
り
で
イ
メ
ー
ジ
は
休
み
な
く
繰
り
出
さ
れ
て
い
く
が
、
し
か
し

そ
れ
で
は
「
み
ん
な
」
の
様
態
が
延
々
と
縷
述
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

有
機
的
融
合
態
に
お
け
る
二
者
間
の
境
界
の
な
い
連
続
性
は
形
象
化

さ
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
以
上
の
点
を
立

原
は
「
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
と
言
い
表
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
立
原
は
、「
人
間
」さ
え
も「
結
晶
質
」に
溶
解
さ
れ
、

あ
る
い
は
「
金
属
」
に
変
換
さ
れ
る
と
い
う
「
中
間
者
」、
即
ち
エ
ネ

ル
ギ
ー
態
の
躍
動
を
表
現
す
る
た
め
に
、
賢
治
の
「
心
象
ス
ケ
ツ
チ
」

に
比
し
て
全
く
異
質
の
叙
述
方
法
を
求
め
た
。
ま
ず
出
来
る
限
り
平

明
な
、
殆
ど
概
念
的
な
地
点
ま
で
に
意
味
を
削
ぎ
落
と
し
た
言
葉
を

用
い
る
。
そ
し
て
、｢

な
が
ら｣

、「
や
う
に
」
の
助
辞
、
句
跨
り
に

よ
っ
て
語
句
間
の
経
絡
を
前
後
に
渡
ら
せ
、
切
り
離
さ
れ
た
対
象
間

の
境
界
を
喪
失
さ
せ
る
語
句
の
配
置
を
と
る
の
だ
。
こ
れ
ら
エ
ネ
ル
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ギ
ー
反
応
の
触
媒
と
し
て
言
葉
を
即
物
的
に
駆
使
す
る
操
作
に
よ
り
、

賢
治
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、〈
す
べ
て
が
子
供
の
中
の
風
で
あ
る
や

う
に
風
の
お
の
お
の
の
な
か
の
す
べ
て
〉、〈
私
や
誰
か
と
い
つ
し
よ

に
／
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら
／
い
か
に
も
た
し
か
に
と

も
り
つ
づ
け
る
／
因
果
交
流
電
燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
〉、
あ
る

い
は
〈
子
供
と
風
の
複
合
体
〉、〈
私
ら
と
霧
の
複
合
体
〉、〈
誰
か
と

私
の
複
合
体
〉
な
ど
と
「
心
象
」
を
「
ス
ケ
ツ
チ
」
し
た
だ
け
で
は

伝
わ
り
き
ら
な
い
「
子
供
」
即
「
風
」、「
私
ら
」
即
「
霧
」、「
誰
か
」

即
「
私
」
と
い
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
に
よ
る
生
命
体
の
交
流
の
位

相
を
、
言
葉
の
振
る
舞
い
自
体
に
よ
っ
て
実
演
さ
せ
形
象
化
す
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
深
沢
宛
書
簡
で
、
自
身
も
現
在
は
「
か
な
し
い
う
そ
つ
き
」

で
、「
違
つ
た
歌
」
へ
の
成
長
が
企
図
さ
れ
た
よ
う
に
こ
れ
ら
の
作
品

も
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
立
原
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
半
年
後
に
夭
折
す
る
彼
が
最
晩
年
に
辿
り
着
い
て
い
た
詩
境

と
は
、
以
上
検
討
し
て
き
た
、「
中
間
者
」・「
純
粋
状
態
」
の
、
言
葉

へ
の
変
換
法
則
に
存
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が

結
果
と
し
て
作
品
内
容
に
影
響
し
、
深
い
透
明
感
（「
風
の
う
た
つ
た
歌	

そ
の
一
」）、
時
空
間
の
捻
れ
（「
さ
び
し
き
野
辺
」）、
儚
い
雰
囲
気
（「
ま

た
あ
る
夜
に
」）、
そ
し
て
「
微
妙
な
連
続
感
と
屈
折
」（
近
藤
）
と
い
っ

た
効
能
を
醸
成
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
に
各
論
者
が
「
蝶
の
翼

を
彩
る
鱗
粉
の
や
う
に
配
列
さ
れ
て
ゐ
る
」（
三
好
）、「
レ
ン
ズ
磨
き

の
よ
う
な
、注
意
深
い
繰
り
返
し
の
結
果
に
生
れ
た
、単
純
さ
で
あ
り
、

透
明
さ
」（
中
村
）、「
断
ち
切
れ
て
い
る
よ
う
で
心
理
的
に
は
た
し
か

な
つ
な
が
り
を
保
っ
て
い
る
言
葉
の
流
れ
」（
大
岡
）
な
ど
と
語
っ
て

言
い
尽
く
せ
な
か
っ
た
立
原
詩
の
魅
力
の
内
実
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。

四　

模
倣
者
の
立
原
調

さ
て
冒
頭
に
見
た
よ
う
に
、
立
原
詩
は
戦
後
す
ぐ
「
新
し
き
古
典
」

と
し
て
認
知
さ
れ
、
そ
の
状
況
を
背
景
に
、
中
村
は
「
立
原
流
の
詩

と
い
わ
れ
る
、
一
時
流
行
し
た
模
倣
者
た
ち
の
仕
事
」
を
指
摘
し
た
。

だ
が
中
村
は
具
体
的
作
品
を
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
立
原
詩
の
評
価

も
前
掲
の
通
り
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
コ
ピ
ー
を
差
異
化
し
き
れ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
、
立
原
の
香
気
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
第
二

次
「
四
季
」
か
ら
鈴
木
亨
「
籬
に
よ
せ
る
Ⅰ
」（
四
三
・
二
）
に
検
討
し
、

立
原
の
手
法
を
再
確
認
し
て
み
よ
う（
（（
（

。

い
つ
か
私
は
行
つ
た
こ
と
が
あ
る
や
う
な
気
が
す
る
・
・
・
・

あ	
の
籬
の
側
を
、
お
前
と
二
人
し
て
。
き
つ
と
楽
し
い
話
を
交

は
し
な
が
ら

そ	

れ
は
暖
か
い
春
の
こ
ろ
だ
つ
た
と
思
ふ
。
木
々
の
高
み
か
ら
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花
た
ち
は

仄	
か
に
翳
を
地
に
な
げ
て
ゐ
た
。
お
前
は
そ
の
花
の
一
つ
の
や

う
に

軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
。
あ
た
ゝ
か
い
香
り
と
翳
の
中
に
、

私	

は
迷
ひ
込
ん
で
ゐ
た
。
籬
に
そ
つ
て
行
つ
た
り
来
た
り
し
て

ゐ
た
。

お	

前
は
そ
れ
を
、
だ
ま
つ
て
つ
い
て
き
た
。
私
た
ち
は
笑
ひ
あ

つ
て
ゐ
た
。

き	

つ
と
帰
つ
て
く
る
。
こ
の
道
も
、
こ
の
日
も
さ
だ
め
ら
れ
て

ゐ
る
と

私
た
ち
は
信
じ
て
ゐ
た
。
別
れ
て
し
ま
つ
て
か
ら
も
・
・
・
・

私	

は
そ
の
日
、
そ
の
と
き
の
や
う
な
歩
き
ぶ
り
で
い
つ
も
歩
い

て
ゐ
た
。

き
つ
と
帰
る
、―

―

傷
つ
い
た
こ
ゝ
ろ
は
訴
へ
て
ゐ
た
。

春
の
あ
の
籬
の
み
ち
が
、
歌
の
や
う
に
私
に
の
こ
つ
た
。（

二
八
頁
）

ま
ず
立
原
詩
の
よ
う
に
平
易
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た

タ
イ
ト
ル
が
立
原
の
第
一
詩
集
『
萱
草
に
寄
す
』（
風
信
子
叢
書
刊
行

会
・
三
七
・
五
）
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
「
Ⅱ
」
第
三
連
に
は
「
は
じ

め
て
の
も
の
た
ち
の
や
う
に
、
私
た
ち
の
交
は
し
て
ゐ
た
挨
拶
を
／

鳥
た
ち
は
笑
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
句
が
あ
り
、そ
れ
は
『
萱
草
に
寄
す
』

収
録
の
「
は
じ
め
て
の
も
の
に
」（「
四
季
」
三
五
・
一
一
）
を
連
想
さ
せ

る
な
ど
立
原
詩
が
意
識
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
二
行
目
末
の
「
な
が
ら
」、
四
行
目
末
の
「
や
う
に
」
等
の
配
置
が

見
て
き
た
呼
掛
法
に
な
ら
い
、
そ
れ
に
よ
り
恋
人
と
の
思
い
出
が
引

き
起
こ
す
別
離
の
悔
恨
、
傷
心
の
、
淡
い
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ
の
経
絡
を
辿
っ
て
み
れ
ば
、「
な

が
ら
」「
や
う
に
」
の
用
法
は
立
原
の
手
つ
き
と
は
別
物
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
の
だ
。

ま
ず
二
行
目
の
「
楽
し
い
話
を
交
は
し
な
が
ら
」
で
あ
る
。
先
の

立
原
「
風
の
う
た
つ
た
歌	

そ
の
一
」
で
は
「
な
が
ら
」
は
意
味
上
の

主
語
を
二
つ
掛
か
ら
せ
る
媒
介
項
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
鈴
木

作
品
で
の「
な
が
ら
」は
三
行
目
に
は
接
続
せ
ず
、単
に
一
行
目
の「
い

つ
か
私
は
行
つ
た
こ
と
が
あ
る
や
う
な
気
が
す
る
」
と
倒
置
に
な
っ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
春
と
修
羅
』・「
序
」
の
「
せ
は
し

く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら
」
と
同
様
、
一
つ
の
動
作
に
お
け
る
付

帯
状
況
を
提
示
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
。

あ
る
い
は
第
一
連
四
行
目
の
「
お
前
は
そ
の
花
の
ひ
と
つ
の
や
う

に
」
の
句
を
跨
ぐ
語
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
受
け
る
第
二
連
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一
行
目
の
「
軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
」
の
後
に
は
句
点
「
。」
が
付

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
箇
所
は
第
一
連
四
行
目
か
ら
の

「
お
前
は
そ
の
花
の
一
つ
の
や
う
に
、
軽
や
か
で
自
然
だ
つ
た
」
と
い

う
文
を
単
に
二
行
に
渡
ら
せ
て
い
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
こ

こ
で
「
軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
」
の
下
が
読
点
「
、」
だ
っ
た
と
す

る
と
、
忽
ち
立
原
的
な
統
語
法
に
変
化
す
る
。

そ	

れ
は
暖
か
い
春
の
こ
ろ
だ
つ
た
と
思
ふ
。
木
々
の
高
み
か
ら

花
た
ち
は

仄	

か
に
翳
を
地
に
な
げ
て
ゐ
た
。
お
前
は
そ
の
花
の
一
つ
の
や

う
に

軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
、
あ
た
ゝ
か
い
香
り
と
翳
の
中
に
、

私	

は
迷
ひ
込
ん
で
ゐ
た
。
籬
に
そ
つ
て
行
つ
た
り
来
た
り
し
て

ゐ
た
。

す
る
と
こ
の
箇
所
は
、
第
一
連
四
行
目
か
ら
の
、〈
お
前
は
そ
の
花

の
な
か
の
一
つ
の
よ
う
に
、
軽
や
か
で
自
然
だ
つ
た
〉
と
い
う
文
脈

を
読
み
進
め
る
や
、
そ
の
ま
ま
〈
軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
、
あ
た
ゝ

か
い
香
と
翳
の
中
に
、
私
は
迷
ひ
込
ん
で
ゐ
た
〉
と
の
意
に
移
行
す

る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
「
軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
」
が
「
お
前
」

の
述
語
で
か
つ
「
香
と
翳
」
の
修
飾
句
と
な
り
、「
私
」
と
「
お
前
」

が
融
和
す
る
「
中
間
者
」・「
純
粋
状
態
」
が
出
来
し
て
、
私
が
迷
い

込
む
「
あ
た
ゝ
か
い
香
り
と
翳
」
の
中
と
は
、
あ
た
か
も
軽
や
か
で

自
然
だ
っ
た「
お
前
」の
中
で
あ
る
か
の
よ
う
な
慕
情
が
生
じ
る
の
だ
。

こ
れ
は
第
二
連
一
行
目
の
「
軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
」
を
第
一
連

四
行
目
に
お
か
ず
、
句
跨
り
に
し
た
こ
と
を
活
か
す
た
め
の
改
変
な

の
だ
が
、
鈴
木
作
品
で
の
句
跨
り
は
連
を
跨
ぐ
こ
と
で
呼
吸
を
置
き
、

語
り
口
を
曖
昧
に
す
る
手
段
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
立

原
的
経
絡
法
と
は
全
く
異
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
「
や
う
に
」
の
立
原
的
効
果
を
求
め
る
書
き
換
え
を
し

て
み
よ
う
。
第
一
連
四
行
目
の「
お
前
は
そ
の
花
の
一
つ
の
や
う
に
」、

こ
の
上
の
句
点
「
。」
を
読
点
「
、」
に
変
え
、
か
つ
「
お
前
は
そ
の

花
の
一
つ
の
や
う
に
」
の
語
句
を
、
例
え
ば
「
夢
の
や
う
に
」
と
変

え
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
次
の
連
の
「
軽
や
か
で
、
自
然
だ

つ
た
」、こ
の
「
軽
や
か
に
」
の
上
に
「
お
前
は
」
と
書
き
加
え
て
み
る
。

そ	

れ
は
暖
か
い
春
の
こ
ろ
だ
つ
た
と
思
ふ
。
木
々
の
高
み
か
ら

花
た
ち
は

仄
か
に
翳
を
地
に
な
げ
て
ゐ
た
、　　

夢
の
や
う
に

お	

前
は
軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
。
あ
た
ゝ
か
い
香
り
と
翳
の
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中
に
、

私	
は
迷
ひ
込
ん
で
ゐ
た
。
籬
に
そ
つ
て
行
つ
た
り
来
た
り
し
て

ゐ
た
。

つ
ま
り
こ
れ
は
「
や
う
に
」
の
句
を
前
後
に
渡
ら
せ
る
た
め
そ
れ

ぞ
れ
に
主
述
部
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
新
し
く
書
き
換
え
た

「
夢
の
や
う
に
」
が
直
前
の
「
花
た
ち
は
／
仄
か
に
翳
を
地
に
投
げ
て

ゐ
た
」
に
掛
か
り
、
か
つ
「
夢
の
や
う
に
」
は
次
の
連
の
「
お
前
は

軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
」
へ
も
渡
っ
て
い
く
。
即
ち
〈
木
々
の
高

み
か
ら
花
た
ち
は
／
仄
か
に
翳
を
地
に
な
げ
て
ゐ
た
、
夢
の
や
う
に
〉

と
読
み
進
め
る
や
、
そ
の
ま
ま
滞
り
な
く
〈
夢
の
や
う
に
／
／
お
前

は
軽
や
か
で
、
自
然
だ
つ
た
〉
へ
と
意
味
は
移
り
、
結
果
「
夢
の
や

う
に
」
が
軸
と
な
っ
て
「
花
た
ち
」
と
「
お
前
」
が
自
然
に
重
層
し
、

「
中
間
者
」・「
純
粋
状
態
」
と
な
っ
て
花
の
よ
う
な
「
お
前
」
の
麗
し

さ
が
強
調
さ
れ
た
は
ず
だ
っ
た
。
対
し
て
鈴
木
作
品
は
、
立
原
的
語

法
に
倣
い
つ
つ
結
局
は
そ
れ
を
活
か
し
き
れ
な
か
っ
た
、「
冗
舌
で
、

無
駄
の
多
い
甘
え
き
つ
た
」、
典
型
的
な
「
模
倣
者
」
の
作
品
に
過
ぎ

な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
、立
原
詩
の
基
盤
に
は
「
中
間
者
」
と
い
う
、「
人
間
」
が
「
金

属
」
と
な
り
「
結
晶
質
」
と
な
る
よ
う
な
親
和
意
識
が
存
在
し
、「
風

の
う
た
つ
た
歌	

そ
の
一
」、「
ま
た
あ
る
夜
に
」、「
さ
び
し
き
野
辺
」

と
い
っ
た
作
品
で
は
、融
和
す
る
二
者
の
様
態
を
、そ
の
「
純
粋
状
態
」

の
ま
ま
に
言
語
の
操
舵
の
様
態
に
よ
っ
て
十
四
行
詩
に
実
演
し
て
み

せ
る
特
色
を
持
つ
。
各
論
者
が
言
い
当
て
ら
れ
な
か
っ
た
立
原
詩
の

魅
力
も
ま
た
こ
の
「
中
間
者
」・「
純
粋
状
態
」
の
言
葉
へ
の
変
換
原

理
、
即
ち
交
流
の
位
相
を
連
続
的
に
把
握
せ
ん
と
す
る
意
識
に
存
在

し
た
。
彼
が
宮
沢
賢
治
に
対
し
て
発
し
た
「
イ
メ
ー
ジ
の
氾
濫
」
と

の
疑
念
の
言
葉
は
、
自
身
の
表
現
上
の
操
作
に
比
べ
、
賢
治
が
、
親

和
状
態
の
把
捉
に
は
不
十
分
な
、
イ
メ
ー
ジ
の
過
剰
な
使
用
と
縷
々

続
く
直
線
的
叙
述
に
終
始
し
た
点
へ
の
非
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
加
え
て
立
原
詩
に
そ
の
模
倣
者
た
る
鈴
木
亨
「
籬
に
よ
せ
る
Ⅰ
」

を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
鈴
木
は
表
層
の
語
彙
を
移
入
し
た
に
と
ど
ま

り
、
立
原
の
詩
構
成
に
お
け
る
統
語
法
の
緻
密
さ
が
改
め
て
浮
上
し

て
く
る
の
だ
。

【
注
】

（
１
）	

一
方
、
戦
後
派
の
「
現
実
」
へ
の
対
峙
の
観
点
か
ら
は
立
原
詩
は
否

定
さ
れ
る
。
例
え
ば
鮎
川
信
夫
は
『
現
代
詩
作
法
』（
荒
地
出
版
社
・

五
八
・
七
）
に
、
そ
の
詩
語
が
「
即
事
性
が
稀
薄
と
な
り
、
観
念
的
に
昇

華
さ
れ
」、「
立
原
は
、
四
季
派
の
抒
情
の
限
界
を
は
つ
き
り
示
し
す
ぎ

て
い
る
点
で
、
私
に
は
興
味
が
も
て
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
」（
一
七
三
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頁
）
と
切
り
捨
て
て
い
る
。

（
２
）	「
小
譚
詩
」（「
四
季
」
三
六
・
五
）、「
眠
り
の
誘
ひ
」（「
む
ら
さ
き
」

三
七
・
二
）
が
例
示
さ
れ
る
。

（
３
）	

他
に
小
川
和
佑
「
道
造
詩
の
語
法
」（『
立
原
道
造
研
究
』
文
京
書
房
・

七
七
・
三
所
収
）、
菅
谷
規
矩
雄｢

幸
福
な
詩
人
の
不
幸
な
詩｣

（『
立
原

道
造
』
思
潮
社
・
七
八
・
一
一
）
が
錯
綜
の
文
脈
に
触
れ
る
。

（
４
）	

立
原
晩
年
の
思
想
的
側
面
は
拙
稿
「
立
原
道
造
「
中
間
者
」
と
「
対
話
」

の
詩
学
」（「
国
語
と
国
文
学
」
二
〇
〇
七
・
一
）、拙
稿
「
立
原
道
造
「
ほ

ん
た
う
の
ふ
る
さ
と
」
を
も
と
め
て
」（「
東
北
文
学
の
世
界
」
盛
岡
大

学
日
本
文
学
科
・
二
〇
〇
八
・
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）	

立
原
の
「
中
間
者
」
の
思
考
に
つ
い
て
は
、
注
⑷
拙
稿
、
及
び
拙
稿
「
立

原
道
造
「
中
間
者
」
の
誕
生
」（「
日
本
近
代
文
学
」
二
〇
〇
四
・
一
〇
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）	

三
木
清
『
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』（
岩
波
書
店
・

二
六
・
六
・
五
頁
）。
こ
の
書
は
立
原
の
東
京
帝
大
建
築
科
卒
業
論
文
「
方

法
論
」（
三
六
・
一
二
提
出
）
に
も
参
考
文
献
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。「
方

法
論
」
に
関
し
て
は
拙
稿
「
立
原
道
造
「
方
法
論
」
と
引
用
文
献
」（「
文

藝
と
批
評
」
二
〇
〇
八
・
五
）、
拙
稿
「
立
原
道
造　

建
築
志
向
と
詩
の

交
通
」（「
解
釈
」
二
〇
〇
八
・
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）	

立
原
の
詩
語
が
抽
象
化
し
て
い
る
と
の
指
摘
は
、前
掲
近
藤
論
、注
（
３
）

小
川
論
、及
び
川
村
二
郎
「
貧
し
さ
の
聖
化
」（『
全
集
』
Ⅲ
・
七
一
・
八
「
月

報
」）
な
ど
に
も
指
摘
が
あ
る
。

（
８
）	

堀
内
達
夫
の
編
注
（『
全
集
』
Ⅰ
・
七
一
・
六
）
に
よ
る
。

（
９
）	

小
川
和
佑
は
注
（
３
）「
道
造
詩
の
語
法
」
や
、
自
ら
注
を
付
し
た
『
立

原
道
造
詩
集
』（
明
治
書
院
・
八
九
・
六
）
に
お
い
て
立
原
の
語
法
を
「
連

歌
的
わ
た
り
の
語
法
」
と
名
付
け
て
論
じ
た
。
だ
が
小
川
は
例
え
ば
「
ま

た
あ
る
夜
に
」
第
二
連
、「
雲
の
や
う
に
」
の
箇
所
に
つ
き
、「
こ
の
詩

句
「
あ
の
出
会
つ
た
」
と
「
忘
れ
る
で
あ
ら
う
」
の
双
方
に
係
る
修
飾

語
で
連
歌
的
わ
た
り
の
手
法
」（『
立
原
道
造
詩
集
』・
五
五
頁
）
と
し

て
い
て
、
接
続
し
て
読
ん
で
も
意
味
が
重
層
さ
れ
な
い
箇
所
を
も
取
り

上
げ
て
お
り
、
こ
の
小
川
の
指
摘
と
本
論
が
論
じ
る
境
界
喪
失
の
語
法

は
別
種
の
思
考
で
あ
る
。
な
お
こ
の
手
法
は
立
原
が
新
古
今
和
歌
学
習

に
よ
っ
て
得
た
語
法
の
現
代
的
再
生
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
立
原
の

新
古
今
和
歌
受
容
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
立
原
道
造　

新
古
今
和
歌
の
受

容
」（「
国
文
学
研
究
」
二
〇
〇
四
・
六
）、
拙
稿
「
立
原
道
造　

銀
幕
の

詩
学
」（「
日
本
文
学
」
二
〇
〇
六
・
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
�0
）	

鈴
木
亨
が
中
心
と
な
っ
た
雑
誌「
胡
桃
」（
四
六
・
七
）は「
長
い
あ
い
だ「
四

季
」
に
拠
つ
て
鍛
錬
を
う
け
て
ゐ
た
若
い
も
の
た
ち
の
手
で
、
こ
ゝ
に

新
詩
誌
「
胡
桃
」
を
編
む
」
と
記
す
（「
後
記
」）。「
胡
桃
」
は
一
号
で

廃
刊
と
な
っ
た
が
、森
達
郎
「
別
離
」、日
塔
聰
「
早
春
」
な
ど
立
原
の
「
模

倣
者
」
が
見
出
せ
る
。
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【
付
記
】	

立
原
道
造
の
テ
キ
ス
ト
は
二
〇
〇
九
年
四
月
現
在
、
筑
摩
書
房
か
ら

第
五
次
全
集
が
刊
行
中
で
あ
る
が
未
完
の
た
め
、
角
川
書
店
第
四
次

六
巻
本
全
集
（
一
九
七
一
・
六
～
七
三
・
七
）
を
用
い
巻
数
は
ロ
ー
マ

数
字
で
示
し
た
。
ま
た
全
て
の
引
用
で
ル
ビ
や
傍
点
の
省
略
等
、
表

記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
本
論
は
二
〇
〇
八
年
度
四
季
派
学

会
夏
季
大
会
（
六
月
二
一
日	

於
大
妻
女
子
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
の

一
部
を
基
に
し
た
。


