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「
藤
村
は
、
い
わ
ば
生
け
る
透
谷
よ
り
も
、
む
し
ろ
よ
り
多
く
透
谷
の
死
そ

の
も
の
を
自
ら
の
拠
点
と
し
て
巣
立
っ
た
の
で
あ
る
」
 
（
猪
野
謙
二
「
唐
墨
か

ら
藤
村
へ
」
）
。

 
「
…
…
藤
村
は
何
と
か
し
て
生
き
た
い
と
ね
が
っ
た
。
彼
ら
（
独
歩
・
藤
村
）

は
め
い
め
い
の
ね
が
い
に
よ
っ
て
、
透
谷
の
破
滅
を
き
り
ひ
ら
い
て
い
っ
た
と

み
え
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
何
か
を
大
き
く
跨
い
だ
の
だ
」
（
桶
谷
秀
昭
「
北
村

透
写
論
」
）
。

 
「
藤
村
は
た
れ
に
も
ま
し
て
大
き
な
影
響
を
透
谷
か
ら
受
け
な
が
ら
、
し
か

も
か
れ
の
鮮
烈
な
生
き
方
を
つ
い
に
ま
な
ば
な
か
っ
た
。
藤
村
が
た
え
ず
振
り

か
え
り
な
が
ら
そ
の
か
た
わ
ら
を
す
り
ぬ
け
て
き
た
生
き
方
、
あ
ら
ゆ
る
妥
協

を
し
り
ぞ
け
て
破
滅
す
る
情
熱
的
な
生
の
軌
跡
が
、
青
山
半
蔵
の
な
か
で
ふ
た

た
び
定
着
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
 
「
理
想
を
追
っ
て
，
狂
死
す
る
半
蔵
の
風
貌
に
は

『
春
』
の
青
木
、
つ
ま
り
北
村
透
谷
の
記
憶
が
い
く
え
に
も
か
さ
ね
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
」
 
（
三
好
行
雄
「
嵐
め
意
味
」
）
。

 
こ
れ
ら
は
多
く
の
評
文
中
よ
り
の
二
、
三
の
例
示
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
い
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ヘ
 
 
へ

ず
れ
も
が
「
透
谷
と
藤
村
」
、
あ
る
い
は
「
透
谷
か
ら
藤
村
へ
」
の
、
問
題
の
核

心
を
鋭
く
照
射
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
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へ

 
「
何
か
を
大
き
く
跨
い
だ
」
と
い
う
一
そ
の
言
い
難
い
「
何
か
」
。
生
涯
「

そ
の
か
た
わ
ら
を
す
り
ぬ
け
」
な
が
ら
も
「
た
え
ず
振
り
か
え
」
ら
ぎ
る
を
え

な
か
っ
た
も
の
、
 
「
長
い
年
月
の
笹
下
は
北
村
君
と
い
ふ
も
の
を
ス
タ
デ
ィ
し

て
居
た
」
と
言
い
な
が
ら
、
つ
い
に
そ
の
「
鮮
烈
な
」
生
か
ら
「
学
ば
な
か
っ

た
」
あ
る
い
は
、
学
び
え
な
か
っ
た
も
の
。
そ
の
生
よ
り
も
死
が
自
ら
の
「
巣

立
」
ち
の
「
拠
点
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
死
が
彼
の
文
学
開
眼
に
、
何
を
与

え
、
ま
た
与
え
な
か
っ
た
の
か
。
問
い
は
無
数
に
あ
る
。
透
谷
と
い
う
こ
の
近

代
文
学
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
原
点
は
、
そ
の
ま
ま
闇
▽
つ
も
の
自
身
に
と
っ
て
ひ

と
つ
の
試
金
石
と
な
る
。
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
ー
ー
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
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へ

「
透
谷
か
ら
藤
村
へ
」
を
語
る
こ
と
は
、
つ
い
に
「
藤
村
か
ら
透
谷
へ
」
を
語

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 
然
し
、
こ
こ
で
「
中
柱
と
藤
村
」
と
い
う
課
題
を
扱
う
こ
と
は
あ
ま
り
に
重

い
。
こ
の
小
文
の
主
意
は
、
言
わ
ば
透
谷
を
軸
と
し
つ
つ
、
藤
村
が
初
期
の
習

作
時
を
脱
し
て
「
若
菜
集
」
の
詩
人
に
変
貌
し
て
ゆ
く
ー
ー
そ
の
一
過
程
を
さ

ぐ
る
に
あ
る
。

 
透
谷
の
死
そ
の
も
の
が
、
藤
村
の
出
発
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
い
う
一
そ
の

最
初
の
死
の
刻
印
は
、
何
に
は
じ
ま
る
の
か
。
評
家
の
み
る
と
こ
ろ
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
を
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
死
の
直
後
と
い
っ
て
も
よ
い
時

期
に
書
か
れ
た
↓
篇
の
将
情
詩
「
蝉
」
に
み
る
。

馳
く
草
の
問
に
ぬ
ぎ
す
て
し
／
恥
の
殻
を
も
か
く
さ
ず
に
／
夏
の
日
影
に
照
ら
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藤
村
1
「
若
菜
集
」
以
前



 
さ
れ
て
／
ひ
と
り
木
梢
の
影
に
鳴
く

 
右
に
舞
ひ
行
く
蝶
見
れ
ば
／
露
よ
り
露
に
酔
ふ
も
の
を
／
薄
き
羽
を
ば
持
ち

 
な
が
ら
／
重
き
身
を
置
く
花
も
な
し

 
左
に
葡
へ
る
蟻
見
れ
ば
／
土
に
も
穴
の
あ
る
も
の
を
／
か
な
し
や
塵
に
む
せ

 
ば
れ
て
／
い
っ
こ
に
置
か
ん
こ
の
つ
ば
さ

 
蝶
よ
恋
し
蟻
よ
恋
し
／
舞
ひ
も
得
な
ら
ず
飼
ひ
も
得
ず
／
う
つ
る
夕
月
に
身

 
を
染
め
て
／
ひ
と
り
木
梢
の
影
に
鳴
く
〉
（
『
文
学
界
』
↓
九
号
、
二
七
年
七

 
月
）
。

 
笹
淵
友
一
氏
は
こ
の
詩
が
、
ま
さ
し
く
「
藤
村
詩
の
転
機
を
示
す
」
も
の
で

あ
り
、
 
「
嘗
て
の
即
興
詩
と
全
く
ち
が
ふ
点
は
稚
気
・
街
気
を
一
掃
し
、
風
稚

意
識
を
も
蝉
脱
し
た
真
実
の
将
情
の
声
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
し
か
も
こ

れ
が
、
後
の
「
若
菜
集
」
や
そ
の
他
の
詩
風
と
も
異
な
り
、
「
透
谷
的
で
あ
る
」

こ
と
、
 
「
即
ち
こ
の
詩
の
方
法
は
自
然
描
写
を
通
じ
て
自
己
の
情
緒
を
表
現
し

よ
う
と
す
る
藤
村
的
方
法
で
は
な
く
、
詩
人
自
身
を
直
接
か
つ
全
的
に
表
出
し

よ
う
と
す
る
翻
身
的
、
象
徴
的
方
法
で
あ
る
」
こ
と
、
さ
ら
に
は
こ
の
詩
が
「

安
住
の
住
家
を
え
な
い
生
の
苦
悩
、
孤
独
、
不
安
を
蝿
の
イ
メ
ー
ジ
を
通
じ
て

実
感
化
し
」
、
「
全
篇
に
漂
ふ
情
調
が
、
透
歯
晩
年
の
拝
情
詩
に
極
め
て
近
い
」

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
藤
村
の
個
性
を
も
刻

み
込
み
な
が
ら
従
来
の
面
目
を
一
新
し
た
詩
が
隠
谷
の
死
後
間
も
な
く
書
か
れ

て
み
る
こ
と
は
偶
然
で
は
」
な
く
、
 
「
透
谷
の
急
死
に
よ
っ
て
受
け
た
感
動
の

深
さ
が
、
こ
の
詩
を
生
む
重
要
な
契
機
で
あ
っ
た
」
と
目
さ
れ
て
い
る
。

 
確
か
に
こ
の
詩
の
成
立
に
、
透
谷
の
死
が
、
そ
の
「
眠
れ
る
蝶
」
な
ど
の
詩

篇
が
、
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
影
響
に
つ
い
て

は
、
こ
の
笹
淵
氏
の
評
文
に
あ
ま
す
な
く
精
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
に
み
え
'

る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
決
定
的
な
こ
と
は
、
こ
こ
に
は
自
ら
を
「
直

接
か
つ
全
的
に
表
出
し
よ
う
と
す
る
熊
谷
的
、
象
徴
的
方
法
」
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ま
た
透
谷
の
死
に
よ
る
衝
撃
の
深
さ
を
契
機
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
い
に
、
こ
こ
に
藤
村
自
身
の
内
面
を
、
そ
の
心
の
波
動

を
、
な
に
ひ
と
つ
受
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〈
舞
ひ
も
得
な
ら
ず
、
飼
ひ
も
せ
ず
V
の
一
句
に
さ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な

る
生
の
不
安
を
も
、
魂
の
揺
動
を
も
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
、
こ

れ
を
一
篇
の
弔
詩
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

 
「
『
蝉
』
の
悲
調
は
、
一
度
『
透
谷
風
』
（
一
〇
月
八
日
『
交
学
界
雑
誌
社
』

発
行
）
を
編
ん
で
い
る
最
中
に
出
来
た
詩
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
透
谷

の
詩
の
滲
透
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
な
る
模
倣
、
あ
る

い
は
影
響
と
い
う
よ
う
な
発
想
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
痛
切
に
友
の
死
を
弔

う
密
か
な
悲
哀
の
情
意
か
ら
生
ま
れ
た
詩
か
と
思
う
」
（
『
青
年
藤
村
と
そ
の
周

辺
』
）
 
と
は
島
崎
菱
助
氏
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
の
感
触
は
弔
詩

の
そ
れ
で
は
な
い
。
作
者
自
身
の
心
情
に
ま
つ
わ
り
つ
く
重
さ
が
あ
る
。
あ
え

て
言
え
ば
個
人
的
な
一
時
期
の
生
活
の
体
感
と
も
い
う
べ
き
何
も
の
か
が
、
こ

の
詩
を
重
く
引
き
据
え
て
い
る
。
事
実
こ
の
時
藤
村
は
、
透
谷
の
死
と
共
に
累

縁
の
不
幸
を
一
身
に
に
な
わ
ぎ
る
を
得
な
い
事
情
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
周
知

の
如
く
長
兄
秀
雄
の
公
文
書
偽
造
行
使
の
嫌
疑
に
よ
る
収
監
、
 
「
廃
人
同
様
の

状
態
で
三
番
目
の
兄
友
弥
も
長
年
の
放
浪
生
活
か
ら
母
の
許
に
還
っ
て
同
居
し

て
お
り
、
次
兄
広
助
は
朝
鮮
方
面
に
出
か
け
て
留
守
中
の
こ
と
」
（
島
崎
翁
助
）

で
あ
り
、
一
家
の
負
担
は
二
重
三
重
に
、
藤
村
の
↓
身
に
か
か
っ
て
い
た
。

 
〈
恥
の
殼
を
も
か
く
さ
ず
に
V
〈
重
き
身
を
置
く
花
も
な
し
V
〈
舞
ひ
も
得

な
ら
ず
飼
ひ
も
せ
ず
V
i
こ
れ
ら
の
未
熟
な
詞
調
の
引
き
ず
る
感
触
と
重
さ
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は
、
明
ら
か
に
こ
の
時
期
の
藤
村
の
心
精
を
語
っ
て
い
る
。
一
見
こ
の
詩
が
、

透
谷
の
死
と
そ
の
詩
篇
よ
り
の
深
い
影
響
下
に
生
ま
れ
た
か
に
み
え
つ
つ
、
ま

た
そ
こ
か
ら
自
ら
を
真
に
掘
り
起
こ
す
べ
き
何
も
の
か
を
汲
む
べ
き
機
縁
を
含

み
つ
つ
、
逐
に
な
に
も
の
を
も
把
み
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む

し
ろ
そ
の
…
機
縁
の
ゆ
え
に
、
ま
た
両
者
の
差
異
は
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
は
た

し
て
、
藤
村
の
『
眉
月
的
方
法
』
へ
の
接
近
は
こ
の
一
篇
を
も
っ
て
終
わ
り
、
し

ば
ら
く
野
情
詩
の
制
作
は
断
た
れ
、
よ
う
や
く
一
年
の
後
に
し
て
「
こ
と
し
の

夏
」
（
「
交
学
界
」
三
一
号
、
二
八
年
七
月
）
の
総
題
を
持
つ
九
篇
の
詩
が
発
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

さ
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
一
箇
の
詩

へ人
の
誕
生
を
見
る
。

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
く
あ
㌧
あ
＼
動
い
て
新
し
き
／
星
に
涙
を
醗
が
ば
や
V
（
「
新
し
き
星
」
）
。
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
く
瀬
に
ご
が
れ
行
く
若
鮎
の
／
慕
ふ
が
故
に
慕
ふ
な
り
／
（
「
若
鮎
」
）
。

 
す
で
に
こ
こ
に
は
透
谷
的
志
向
や
苦
悶
か
ら
は
遠
く
一
疑
い
も
な
い
「
若

菜
集
」
の
詩
人
が
登
場
す
る
。
も
ち
ろ
ん
「
若
菜
」
の
詩
篇
が
書
き
は
じ
め
ら

れ
る
の
は
、
さ
ら
に
一
年
の
後
で
あ
る
が
、
し
か
し
あ
え
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
う

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

 
〈
星
は
あ
れ
ど
も
馨
ち
が
た
し
／
花
は
あ
れ
ど
も
摘
み
が
た
し
／
独
り
草
の

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
み
青
く
し
て
／
厚
め
ど
も
躇
め
ど
も
新
た
な
り
V
（
「
青
草
」
）
。

 
こ
こ
に
至
っ
て
藤
村
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
、
あ
の
否
定
な
ら
組
「
肯
定
の
苦
」

へ
の
踏
出
し
の
予
感
が
、
 
「
地
上
へ
の
愛
」
に
よ
る
「
生
の
充
実
」
（
笹
淵
）
の

実
感
が
、
い
ま
は
じ
め
て
自
ら
の
文
体
を
得
て
、
し
た
た
か
に
吐
露
さ
れ
る
。

 
こ
の
言
わ
ば
藤
村
が
真
に
藤
村
に
な
っ
た
と
も
言
い
う
る
1
詩
人
の
誕
生

の
機
微
を
あ
か
し
す
る
も
の
は
何
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
同

じ
「
文
学
界
」
の
前
々
号
に
発
表
さ
れ
た
評
文
「
柳
か
思
ひ
を
述
べ
て
今
日
の

藤
村
1
「
若
菜
集
」
以
前

批
評
家
に
望
む
」
（
『
文
学
界
」
二
九
号
、
二
八
年
五
月
）
曇
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

 
「
極
端
な
欧
化
主
義
、
そ
れ
に
対
立
す
る
国
粋
保
存
の
声
、
そ
れ
ら
の
激
し

い
争
ひ
が
次
第
に
沈
ま
っ
て
行
っ
て
、
東
西
の
も
の
の
調
和
と
い
ふ
こ
と
が
さ

か
ん
に
唱
へ
ら
れ
る
や
う
に
成
っ
た
。
さ
う
し
た
調
和
的
の
思
想
が
一
切
の
学

問
や
芸
術
の
世
界
を
支
配
し
て
居
た
」
（
「
咋
円
、
一
計
日
」
）
明
治
二
十
年
代
の

半
ば
に
あ
っ
て
、
 
「
あ
ら
ゆ
る
粋
の
粋
を
ぬ
き
あ
つ
め
て
、
よ
う
つ
の
美
を
一

堂
の
う
ち
に
集
め
よ
」
と
い
う
「
調
和
的
の
思
想
」
を
排
し
、
 
「
詩
文
の
依
っ

て
立
つ
べ
き
領
土
」
た
る
「
純
粋
な
る
日
本
想
」
の
探
索
の
要
を
評
家
に
需
め

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
次
の
如
き
言
葉
が
あ
る
。

，
「
今
日
こ
㌧
に
あ
り
、
吾
人
は
今
日
と
共
に
歩
め
り
。
吾
人
不
幸
に
し
て
自

ら
誇
る
べ
き
も
の
な
し
、
た
だ
誇
る
べ
き
も
の
は
今
日
の
み
。
こ
れ
あ
り
て
万

象
味
ひ
あ
り
。
こ
れ
あ
り
て
始
め
て
吾
人
は
過
去
の
化
石
た
る
こ
と
を
免
か
る

㌧
を
得
ん
か
。
今
日
果
し
て
夢
か
、
果
し
て
非
か
、
吾
人
は
厭
世
楽
天
の
真
味

を
解
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
活
き
た
る
厭
世
家
は
死
せ
る
楽
天
家
に
勝

れ
り
と
思
ふ
な
り
。
俗
、
非
俗
、
も
と
よ
り
言
ふ
べ
か
ら
ず
、
さ
れ
ど
活
き
た

る
俗
人
は
死
せ
る
理
想
家
に
勝
れ
り
と
思
ふ
な
り
。
神
と
い
ひ
、
人
と
い
ひ
、

も
と
よ
り
不
才
の
透
視
し
得
べ
き
か
ぎ
り
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
活
き
た
る
人
は

死
せ
る
神
に
勝
れ
り
と
思
ふ
な
り
。
」

 
言
う
処
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
後
に
「
何
も
か
も
新
規
に
始
め
ね
ば
成
ら
な

か
っ
た
の
が
自
分
等
の
青
年
時
代
で
あ
っ
た
。
…
…
…
漠
然
と
し
た
調
和
と
い

ふ
や
う
な
も
の
が
何
を
自
分
等
に
齎
さ
う
、
自
分
等
青
年
は
も
っ
と
直
接
に
自

分
等
の
内
部
に
芽
ぐ
ん
で
来
る
も
の
を
重
ん
じ
育
て
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
と
考

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

へ
た
」
（
「
咋
日
、
一
．
昨
日
」
）
と
い
う
如
く
、
す
べ
て
は
、
こ
の
「
今
日
」
ロ
ハ
今
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
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の
自
分
か
ら
出
発
す
る
ほ
か
は
な
く
、
こ
の
「
活
き
た
る
」
自
己
か
ら
始
め
る

ほ
か
は
な
い
。
自
ら
の
裡
に
、
た
と
え
ば
く
慕
ふ
が
故
に
慕
ふ
な
り
V
と
で
も

言
い
あ
ら
わ
す
ほ
か
は
な
い
、
理
否
を
絶
し
て
湧
き
や
ま
ぬ
一
こ
の
な
に
も

の
か
を
汲
み
つ
く
す
ほ
か
は
な
く
、
ま
た
、
〈
嘗
め
ど
も
嘗
め
ど
も
新
た
な
〉

る
一
こ
の
裡
な
る
芽
ぶ
き
、
・
に
忠
実
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
こ
に
彼
の
ひ
と

つ
の
決
定
的
な
開
眼
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
恐
ら
く
こ
の
解
文
の
結
語

は
、
透
谷
死
後
の
藤
村
に
あ
っ
て
、
見
逃
す
べ
か
ら
ざ
る
転
機
を
示
す
か
に
み

え
る
。

 
た
と
え
ば
、
先
の
一
節
中
の
「
活
き
た
る
墨
入
は
死
せ
る
理
想
家
に
勝
れ
り

」
の
一
句
を
め
ぐ
っ
て
、
透
谷
死
後
の
「
交
学
界
」
を
覆
わ
ん
と
す
る
、
上
田

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

敏
（
さ
ら
に
は
そ
の
同
調
者
た
ち
）
の
「
死
せ
る
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
」
を
排
し
、

「
現
実
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
」
ゆ
か
ん
と
す
る
生
活
者
と
し
て
の
「
宣
言
」

を
み
る
と
は
、
三
好
行
雄
氏
の
指
摘
す
る
処
で
あ
る
。
 
「
透
谷
に
お
け
る
『
予

言
者
」
は
藤
村
に
い
た
っ
て
一
個
の
『
芸
術
家
』
へ
の
転
身
を
完
成
し
た
」
 
（

猪
野
謙
二
）
と
言
わ
れ
る
一
そ
の
「
芸
術
家
と
し
て
の
完
成
の
前
夜
に
、
あ

え
て
俗
人
の
場
に
降
り
た
つ
て
生
き
る
生
活
者
の
意
識
を
指
摘
し
て
お
き
た
い

」
と
三
好
氏
は
言
う
。
こ
の
一
句
は
上
田
敏
一
派
の
高
踏
性
を
搏
つ
と
共
に
、

ま
た
翻
っ
て
は
透
谷
に
も
向
け
ら
れ
る
。

 
透
谷
の
欠
く
も
の
も
ま
た
、
こ
の
「
〈
生
き
た
る
俗
入
〉
の
論
点
」
で
は
な

か
っ
た
の
か
。
彼
は
「
荒
野
に
呼
ば
う
者
で
あ
っ
て
も
、
荒
野
を
生
き
る
者
で

は
な
か
っ
た
」
 
「
壁
を
ひ
た
む
き
に
破
ろ
う
と
し
て
挫
折
し
た
透
谷
に
対
し
」

「
壁
を
破
っ
て
出
て
み
て
も
し
か
た
が
な
い
…
1
壁
の
む
こ
う
に
壁
が
あ
る
と

い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
壁
の
内
側
で
、
つ
ま
り
、
透
谷

に
と
っ
て
は
性
急
な
否
定
の
対
象
で
し
が
な
か
っ
た
世
俗
の
世
界
で
、
自
己
の

生
き
る
て
だ
て
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
困
難
な
転
身
」
が
、
そ
こ
に
は
か
ら
れ

た
と
三
好
氏
は
言
う
。
こ
こ
に
は
、
こ
の
一
句
を
め
ぐ
る
卓
抜
な
指
摘
が
み
ら

れ
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
こ
の
評
交
の
結
尾
の
部
分
に
、
透
谷
と
藤
村
と
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ヘ
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を
わ
か
つ
決
定
的
な
一
点
を
見
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
 
「
活
き
た
る
人
は
死
せ
る

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

神
に
勝
れ
り
」
の
一
句
を
も
ま
た
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
こ
で
藤
村

は
確
か
に
、
透
谷
の
遺
し
た
な
に
も
の
か
を
「
大
き
く
跨
い
だ
」
は
ず
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

 
藤
村
に
あ
っ
て
「
死
せ
る
神
」
と
は
何
か
。
こ
の
閤
の
機
微
を
示
す
も
の
は
、

同
じ
評
文
中
の
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
次
の
如
き
一
節
で
あ
ろ
う
。

 
「
招
か
ば
来
り
給
は
ぎ
る
こ
と
な
き
、
と
っ
く
に
の
神
も
、
吾
山
水
と
吾
人

情
と
に
よ
り
て
は
、
僅
か
に
黒
埼
殿
の
み
を
残
し
た
ま
ふ
て
、
知
ら
ぬ
ま
に
既

に
遠
く
帰
り
た
ま
ふ
こ
と
少
な
か
ら
ず
。
／
モ
オ
ゼ
が
シ
ナ
イ
の
高
嶽
の
巌
上

に
伏
し
て
エ
ホ
バ
の
神
よ
り
無
限
を
学
び
た
ま
ふ
間
に
、
赤
人
は
富
士
の
高
根

の
か
げ
に
さ
ま
よ
ふ
て
吾
国
の
自
然
を
学
び
た
ま
へ
り
。
」
一
こ
こ
に
白
谷
の

「
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
」
 
（
二
六
年
一
月
）
が
ひ
び
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

 
「
尽
き
ず
朽
ち
ぎ
る
詩
神
、
風
に
乗
り
雲
に
御
し
て
東
西
を
瓢
蝕
し
玉
へ

り
・
。
富
嶽
駿
河
の
国
に
嘱
起
せ
し
と
い
ふ
朝
、
彼
は
幾
億
万
里
の
天
嵯
よ
り
そ

 
さ
ん
て
ん

の
山
贔
に
急
げ
り
、
而
し
て
富
嶽
の
威
容
を
愛
す
る
が
故
に
、
そ
の
殿
居
に

駐
ま
・
り
棲
み
て
、
逐
に
復
た
去
ら
ず
。
…
…
詩
神
去
ら
ず
、
こ
の
国
な
ほ
愛
す

べ
し
。
詩
神
去
ら
ず
、
越
美
な
ほ
味
あ
り
。
」

 
「
と
っ
く
に
の
神
」
の
「
知
ら
ぬ
ま
に
既
に
遠
く
帰
り
た
ま
ふ
こ
と
少
な
か

ら
ず
」
の
一
句
に
、
幽
谷
の
詩
神
-
一
「
逐
に
復
た
去
ら
ず
」
の
一
句
が
ひ
び

い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
 
「
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
」
一
篇
を
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媒
介
と
し
、
透
谷
よ
り
藤
村
へ
「
詩
神
の
観
念
の
伝
授
が
成
立
」
し
、
 
「
こ
れ

が
藤
村
の
人
生
を
支
配
す
る
も
の
に
な
っ
た
」
と
は
勝
本
清
一
郎
氏
の
言
で
あ

る
が
、
こ
の
指
摘
の
意
味
す
る
処
は
深
い
。
詩
神
1
「
逐
に
得
た
去
・
与
ず
」

と
は
、
皮
肉
に
も
藤
村
の
生
涯
を
覆
う
光
電
を
指
す
か
に
も
み
え
る
。
確
か
に

勝
本
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
透
谷
の
こ
の
野
鼠
を
手
に
し
て
問
も
な
く
一
週

問
の
後
に
は
「
富
士
山
の
詩
神
あ
り
く
と
拝
む
に
あ
ま
り
あ
り
」
 
「
か
の
詩

神
を
た
つ
ぬ
る
に
、
詩
神
な
ほ
影
を
を
し
み
て
、
愚
が
風
塵
に
心
あ
る
を
疑
へ

り
」
な
ど
「
詩
神
」
の
語
が
、
そ
の
書
簡
中
に
（
天
知
、
当
面
、
夕
軒
、
禿
木

叢
、
二
六
年
二
月
七
日
）
五
回
に
亘
り
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

果
た
し
て
、
正
し
い
意
味
に
お
い
て
「
伝
授
」
と
言
い
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。 

勝
本
氏
は
、
透
谷
が
「
詩
神
と
い
う
観
念
」
を
打
ち
出
し
た
の
は
、
「
『
文
学

界
』
一
派
に
と
っ
て
そ
れ
ま
で
の
神
の
観
念
は
倫
理
神
」
で
あ
っ
た
。
し
か
も

「
当
時
の
一
般
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
新
教
界
で
は
非
常
に
次
元
の
低
い
と
こ

ろ
、
つ
ま
り
山
路
愛
山
的
な
次
元
で
考
え
ら
れ
て
い
た
」
。
「
そ
れ
を
打
ち
破
る

の
に
透
谷
は
詩
神
と
い
ふ
観
念
を
出
し
た
の
で
」
あ
ろ
う
と
い
う
。
し
か
し
果

た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
こ
の
評
文
を
め
ぐ
る
周
知
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
る
。

 
透
谷
は
当
時
こ
の
評
文
が
意
外
に
も
新
聞
な
ど
で
賞
讃
さ
れ
た
の
を
見
て
、

「
『
こ
ん
な
花
や
か
な
も
の
を
書
き
さ
へ
す
れ
ば
、
歓
迎
す
る
、
か
う
云
ふ
世
の

中
だ
か
ら
い
や
だ
、
お
れ
は
こ
ん
な
も
の
を
書
く
の
が
本
領
で
は
な
い
」
と
云

っ
て
非
常
に
憤
慨
し
た
」
 
（
北
村
ミ
ナ
「
春
と
糞
船
」
）
と
い
う
。
こ
れ
は
少
な

く
と
も
自
身
の
評
文
に
全
身
的
な
重
さ
を
賭
け
、
あ
え
て
画
期
的
な
何
も
の
か

を
打
ち
出
さ
ん
と
し
た
者
の
言
で
は
あ
る
ま
い
。
事
実
、
こ
の
「
詩
神
」
の
観

藤
村
1
「
若
菜
集
」
以
前

念
は
爾
後
、
黒
谷
の
作
申
に
な
お
深
く
追
索
さ
れ
た
跡
も
な
く
、
つ
い
に
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

詩
人
の
心
を
領
略
し
う
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
「
伝
授

 
 
 
 
 
へ

」
な
ら
ぬ
伝
受
は
、
む
し
ろ
一
方
的
に
藤
村
に
あ
っ
て
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
い

え
よ
う
。
関
西
へ
の
漂
泊
の
旅
の
は
じ
め
に
「
夕
学
界
」
一
巻
（
創
刊
号
）
が

手
に
さ
れ
、
透
谷
の
「
富
…
獄
」
の
一
心
と
共
に
、
藤
村
の
劇
詩
「
琵
琶
法
師
」

が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
意
味
深
い
。

 
透
谷
の
「
蓬
莱
曲
」
に
触
発
き
れ
、
多
分
に
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ

る
最
初
の
劇
詩
「
琵
琶
法
師
」
の
主
想
を
な
す
も
の
が
、
〈
ま
ぼ
ろ
し
の
槍
浪

万
里
、
五
十
年
／
い
つ
れ
身
を
捨
つ
べ
き
も
の
と
定
め
な
ば
／
後
の
世
の
春
を

た
つ
ね
ん
、
木
の
下
に
／
後
の
世
の
月
を
た
つ
ね
ん
、
ほ
と
＼
ぎ
す
〉
と
い

う
、
琵
琶
法
師
一
鴻
の
詠
唱
に
み
る
超
俗
思
想
と
、
さ
ら
に
は
、
〈
わ
が
琵
琶

は
こ
れ
天
地
な
り
、
仏
な
り
／
見
渡
せ
ば
乾
坤
万
里
、
万
山
川
／
山
は
落
ち
海

 
かは

容
れ
な
ん
世
な
り
と
も
／
人
は
死
し
鬼
神
も
泣
か
む
世
な
り
と
も
／
わ
が
琵

 
 
ね

琶
の
音
は
い
か
で
か
は
ら
ん
V
と
い
う
言
葉
に
見
る
如
く
、
ま
た
貧
窮
の
裡
に

非
業
の
死
を
遂
げ
つ
つ
も
、
そ
の
琵
琶
は
勅
使
の
手
に
よ
っ
て
朝
廷
に
献
ぜ
ら

れ
る
と
い
う
結
末
に
見
る
如
く
、
芸
術
至
上
の
想
念
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
の
題
下
に
付
さ
れ
た
紹
介
交
の
「
聖
俗
、
七
言
急
斜
ふ
の
一

惨
場
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
霊
肉
二
元
の
葛
藤
の
跡

は
見
る
べ
く
も
な
い
。

 
琵
琶
を
投
げ
う
っ
て
苦
悶
の
裡
に
死
を
迎
え
る
「
蓬
莱
曲
」
の
柳
田
素
雄
と

一
直
を
較
べ
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
 
「
み
ず
か
ら
芸
術
さ
え
疑
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
狂
想
者
の
内
的
悲
劇
と
、
た
と
い
貧
窮
の
う
ち
に
死
ん
で
も
そ
の
芸

術
が
俗
界
の
権
力
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
光
栄
（
？
）
と
、
あ
ま
り
に
も
大

き
な
相
違
で
あ
る
」
 
（
臼
井
吉
見
）
こ
と
は
、
何
人
の
眼
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
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う
。
 
「
透
谷
の
内
的
苦
悶
は
、
藤
村
に
は
影
す
ら
投
じ
て
い
な
い
。
内
的
苦
悶

の
も
，
た
ら
す
外
的
情
況
の
巧
妙
な
模
倣
だ
け
が
あ
る
」
 
（
臼
井
）
と
い
う
批
評

も
、
あ
な
が
ち
極
言
と
は
い
え
ま
い
。
こ
の
い
ま
だ
自
ら
の
文
体
を
も
、
拠
る

べ
き
思
想
的
主
因
を
も
持
ち
え
な
か
っ
た
内
面
の
空
白
が
、
 
「
詩
神
」
の
観
念

に
よ
っ
て
容
易
に
領
略
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
肯
け
よ
う
。

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
「
吾
人
情
」
（
民
族
的
心
性
）
と
「
吾
山
水
」
（
伝
統
的
自
然
観
）
へ
の
新
た
な

る
開
眼
と
共
に
、
 
「
詩
神
」
は
「
遂
に
重
た
さ
」
る
こ
と
な
く
、
 
「
純
粋
な
る

日
本
想
」
な
る
想
念
と
や
が
て
｛
枚
に
重
な
っ
て
ゆ
く
。
か
く
し
て
「
倫
理
神

」
と
し
て
の
「
と
っ
く
に
の
神
」
は
止
ま
る
べ
き
地
を
知
ら
ず
一
や
が
て
消

え
去
っ
て
ゆ
く
。
「
知
ら
ぬ
ま
に
既
に
遠
く
帰
り
た
ま
ふ
こ
と
少
な
か
ら
ず
」
と

は
、
そ
の
ま
ま
藤
村
自
身
の
内
面
を
語
る
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
 
「
死
せ
る

」
の
一
句
の
含
む
と
こ
ろ
を
辿
れ
ば
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
藤
村
は
後
に
こ
の
「
聯
か
思
ひ
を
-
t
」
の
一
文
に
ふ
れ
て
、
 
「
あ
の
感
想

を
書
い
た
頃
か
ら
私
に
は
自
分
の
行
く
べ
き
細
道
が
一
層
は
つ
き
り
し
て
来
た

や
う
に
も
思
ふ
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
「
細
道
」
と
は
、
先
に
も
引
い
た
「

自
分
等
の
内
部
に
芽
ぐ
ん
で
来
る
も
の
を
重
ん
じ
育
て
」
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
透
谷
の
「
後
を
追
っ
て
、
も
っ
と
心
の
戦
を
続
け
て
行
く
」
こ
と
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
す
で
に
見
る
如
く
、
彼
が
自
ら
の
内
部
に
芽
ぐ
む
も
の
に
眼
を
開

き
、
そ
の
根
源
な
る
も
の
に
忠
実
た
ろ
う
と
す
る
時
、
透
谷
と
は
っ
き
り
異
な

る
地
点
に
立
つ
自
身
を
発
見
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
透
谷
の
後
を
追

う
「
心
の
戦
」
が
、
実
は
透
獣
的
世
界
や
志
向
か
ら
の
転
身
に
よ
っ
て
果
た
さ

れ
る
と
い
う
一
逆
説
が
生
ま
れ
る
。

 
上
谷
死
後
の
「
文
学
界
」
の
迎
え
た
第
二
の
時
期
に
ふ
れ
、
 
「
こ
の
わ
た
し

た
ち
の
第
二
期
を
迎
へ
て
、
惜
し
い
北
村
君
の
死
を
見
送
り
、
基
督
教
的
な
苦

悶
か
ら
も
や
＼
遠
ざ
か
っ
て
、
西
欧
文
芸
復
興
期
の
探
究
に
向
ふ
や
う
に
な
っ

た
の
も
自
然
の
勢
い
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
発
見
は
わ
た
し
た

ち
の
同
人
に
取
っ
て
、
か
な
り
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
は
、
し
ば
し
ば
引

か
れ
る
回
顧
の
言
葉
で
あ
る
が
、
透
谷
の
死
を
見
送
る
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
教

的
苦
悶
か
ら
離
れ
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
迎
え
ん
と
し
た
と
い
う
時
、
そ
れ
は
「

文
学
界
」
同
人
の
推
移
を
語
る
と
共
に
、
よ
り
深
く
藤
村
自
身
の
内
面
の
、
あ

る
深
い
転
回
が
語
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
「
死
せ
る
神
」

を
葬
り
、
 
「
活
き
た
る
人
」
の
現
実
に
立
ち
・
、
自
ら
の
裡
に
く
躇
め
ど
も
望
め

ど
も
V
つ
き
ざ
る
芽
ぶ
き
を
見
出
し
え
た
と
こ
ろ
に
、
 
「
若
菜
」
の
拝
情
を
先

取
す
る
か
の
如
き
「
こ
と
し
の
夏
」
一
連
の
拝
情
詩
は
生
ま
れ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
に
ま
ぎ
れ
も
な
い
一
箇
の
督
情
詩
人
の
誕
生
を
見
、
そ
の
肉
声
を
は
じ

め
て
聴
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
恐
ら
く
こ
こ
か
ら
「
若
菜
集
」
を
経
、
ま
た
一
面
自
ら
の
古
い
家
系
に
流
れ

る
頽
廃
の
血
の
自
覚
と
共
に
、
 
「
家
」
を
頂
点
と
す
る
一
連
の
散
文
の
世
界
を

辿
り
、
さ
ら
に
「
若
菜
」
に
通
ず
る
後
期
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
顕
現
と
も
い
う

べ
き
「
新
生
」
 
「
海
へ
」
よ
り
「
夜
明
け
前
」
「
東
方
の
門
」
と
続
く
、
そ
の
道

程
を
見
透
か
す
こ
と
は
、
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
 
「
死
せ
る
神

」
の
自
覚
と
「
日
本
想
」
の
探
索
と
は
、
恐
ら
く
藤
村
の
全
作
品
を
つ
ら
ぬ
く

縦
の
糸
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
二

 
我
々
は
今
「
珈
か
思
ひ
を
述
べ
て
今
日
の
批
評
家
に
望
む
」
の
一
交
を
め
ぐ

っ
て
、
 
「
死
せ
る
神
」
と
「
日
本
想
」
と
い
う
、
 
「
若
菜
」
の
詩
人
の
誕
生
、

さ
ら
に
は
藤
村
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
主
要
な
二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。

然
し
こ
こ
に
顕
示
さ
れ
た
問
題
は
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
す
で
に
教
会
離
脱
後
、
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関
西
へ
の
漂
泊
の
旅
に
は
じ
ま
る
。
あ
の
二
十
六
、
七
年
中
交
「
文
学
界
」
に

発
表
さ
れ
た
一
連
の
評
文
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
彼
が
そ
の
旅
の
'

途
上
か
ら
送
っ
た
も
の
と
し
て
、
屡
々
引
用
さ
れ
る
も
の
に
「
馬
上
、
人
生
を

壊
ふ
」
 
（
「
文
学
界
」
 
二
号
二
六
年
二
月
）
、
あ
る
い
は
 
「
人
生
の
風
流
を
懐

ふ
」
（
「
文
学
界
」
四
号
二
六
年
四
月
）
な
ど
が
あ
る
。

 
「
ま
こ
と
の
達
観
の
士
は
世
に
い
ふ
厭
世
も
な
く
楽
天
も
な
し
。
そ
の
胸
申

別
に
無
限
の
春
あ
っ
て
、
天
地
悠
々
い
ふ
べ
か
ら
ぎ
る
の
風
情
そ
の
間
に
存
す

是
境
を
さ
し
て
無
量
と
い
ひ
、
無
辺
と
い
ひ
、
無
限
と
い
ひ
、
極
致
と
い
ひ
、

理
想
と
い
ひ
、
風
流
と
い
ひ
、
神
と
い
ふ
。
さ
れ
ば
月
花
は
無
限
の
風
情
に
し

て
基
督
は
神
の
風
情
た
り
」
 
（
「
馬
上
、
人
生
を
懐
ふ
」
）
。

 
「
小
微
笑
界
の
恋
に
は
『
ペ
ル
ソ
ン
』
を
主
と
す
れ
ど
、
霊
界
な
ん
ぞ
『
ペ

ル
ソ
ン
』
を
主
と
せ
ん
や
。
小
微
笑
界
の
恋
人
は
老
荘
の
如
く
孔
孟
の
如
く
西

行
の
如
く
芭
蕉
の
如
く
如
来
の
如
く
基
督
の
如
く
、
大
微
笑
界
の
恋
人
は
虚
無

の
如
く
仁
義
の
如
く
風
雅
の
如
く
詩
神
の
如
く
真
如
の
如
く
造
化
の
如
し
」

（「

l
生
の
風
流
を
懐
ふ
」
）
。

 
こ
れ
ら
の
美
文
的
詞
調
の
裡
に
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
風
流
思
想
、
ま
た
東

洋
的
幽
玄
や
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
な
ど
、
さ
ま
ぎ
ま
な
思
想
の
無
差
別
な
混
浴
を
よ

み
と
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
ま
た
「
基
督
は
神
の
風
情
た
り
」
な
ど
の
一
句

に
、
 
「
神
は
風
流
と
類
似
概
念
で
あ
り
」
「
信
仰
が
丁
年
の
問
題
よ
り
も
詩
的
情

緒
に
近
づ
い
て
い
る
」
 
（
笹
淵
友
｛
）
と
い
う
如
き
矛
盾
を
読
み
と
る
こ
と
も

た
や
す
い
。
ま
た
こ
こ
に
「
（
青
春
の
）
情
念
を
い
わ
ば
神
に
通
ず
る
も
の
と
し

て
、
強
く
肯
定
し
よ
う
」
 
（
瀬
沼
茂
樹
）
と
す
る
志
向
を
も
読
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
美
文
的
表
白
の
根
底
に
あ
る
藤
村
の
当
時
の
心

境
を
、
そ
の
「
心
の
色
」
を
最
も
深
く
示
し
た
も
の
に
「
哀
縁
」
 
（
『
交
学
界
』

 
藤
村
-
「
若
菜
集
」
以
前

一
一
号
二
六
年
十
一
月
」
一
篇
が
あ
る
。
 
（
こ
れ
は
後
に
『
一
葉
舟
』
に
収
め

ら
れ
た
が
、
そ
の
際
後
半
に
か
な
り
長
い
省
略
が
あ
る
。
）

 
こ
の
ひ
と
り
の
童
子
と
川
を
流
れ
ゆ
く
紅
の
花
と
の
対
話
を
描
い
た
メ
ル
ヒ

ェ
ン
風
の
作
は
、
習
作
時
に
お
け
る
藤
村
の
作
中
、
第
一
等
の
佳
篇
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
作
の
意
義
は
、
彼
が
教
会
離
脱
の
心
境
に
か

か
わ
る
一
面
を
、
あ
ざ
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、

以
下
に
掲
げ
る
初
出
の
箇
所
は
、
後
に
そ
っ
ぐ
り
省
略
さ
れ
て
い
る
。

 
童
子
と
花
と
の
楽
し
い
語
ら
い
の
さ
な
か
に
、
ひ
と
り
の
男
が
現
わ
れ
、
童

子
の
教
会
よ
り
の
離
脱
を
な
じ
る
。

 
「
い
か
に
釣
を
好
め
る
人
、
け
ふ
こ
の
ご
ろ
は
会
堂
の
う
ち
に
て
君
の
影
を

見
る
こ
と
な
し
。
こ
の
前
の
日
わ
れ
は
姉
と
共
に
行
き
、
そ
の
前
の
日
わ
れ
は

母
と
共
に
行
き
け
る
が
、
例
の
大
な
る
『
ス
ト
ー
ブ
』
の
影
に
君
の
見
え
ぎ
る

は
い
か
に
そ
や
。
こ
の
ご
ろ
の
賛
美
歌
、
『
オ
ー
ガ
ン
』
、
花
、
説
教
、
げ
に

一
ツ
と
し
て
心
に
楽
し
か
ら
ぬ
は
な
し
。
さ
て
も
い
み
じ
き
も
の
し
り
と
は
な

ら
れ
つ
ら
む
」

 
童
子
は
答
え
て
い
う
ー
ー

 
「
あ
あ
神
仏
は
盲
目
な
り
、
も
し
盲
目
に
て
お
は
さ
。
さ
り
せ
ば
、
か
く
迄
恨

み
多
一
き
人
の
世
に
は
あ
ら
。
さ
り
し
も
の
を
。
…
…
…
誰
か
世
に
盲
目
な
ら
ぎ
る

も
の
や
あ
る
。
花
に
ま
よ
ひ
月
に
あ
く
が
れ
、
雨
に
ぬ
れ
露
に
ふ
す
。
臥
す
よ

り
早
く
露
の
命
を
な
げ
く
も
の
は
誰
ぞ
。
嘆
げ
か
む
迄
の
命
と
は
知
り
な
が
ら

ま
た
花
と
月
と
に
ま
よ
は
ん
と
す
る
も
の
は
誰
ぞ
。
…
…
…
け
ふ
と
い
ふ
け
ふ

の
人
は
き
の
ふ
の
人
に
あ
ら
ず
し
て
、
あ
す
と
い
ふ
あ
す
の
花
は
け
ふ
の
花
に

同
じ
か
ら
ず
。
あ
た
た
か
き
ス
ト
ー
ブ
の
影
、
高
ら
か
に
鳴
り
ひ
び
く
オ
ー
ガ

ン
の
ほ
と
ゆ
の
み
、
会
堂
と
い
ふ
も
の
に
て
も
あ
ら
ぬ
べ
し
。
わ
れ
は
岩
と
眠
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り
、
草
に
臥
し
、
水
鳥
を
友
と
し
て
釣
を
た
る
る
の
み
。
一
つ
の
草
に
も
説
教

あ
り
。
一
つ
の
岩
に
も
讃
美
歌
あ
る
べ
し
」
。
 
以
下
さ
ら
に
次
の
如
き
言
葉
が

続
く
。

 
「
お
か
し
や
今
一
度
い
ふ
て
見
よ
。
／
小
児
の
く
せ
に
世
を
す
ね
た
り
と
て
、

魚
鳥
を
友
と
す
る
は
仙
人
の
業
の
み
。
け
ふ
と
い
ふ
け
ふ
の
い
と
な
み
を
知
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ず
し
て
ひ
た
す
ら
水
の
ほ
と
り
に
さ
ま
よ
ふ
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
お
か
し
と
は

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
へ

何
事
ぞ
と
眉
を
つ
り
上
げ
、
顔
は
赤
く
な
り
て
言
は
ん
と
し
て
口
ど
も
り
、
胸

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
充
ち
、
心
は
せ
ま
り
、
と
か
く
す
る
う
ち
秋
雨
は
ほ
ろ
ほ
ろ
と
落
ち
来
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

て
、
か
の
人
の
影
い
っ
こ
と
も
な
く
消
う
せ
ぬ
、
童
子
は
ひ
と
り
残
さ
れ
て
、

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

袖
を
か
み
、
こ
ぶ
し
を
握
り
、
顧
れ
ば
花
は
遠
く
雨
に
せ
か
．
れ
て
、
か
な
た
に

流
れ
行
く
を
飛
ぶ
が
如
く
に
馳
せ
よ
れ
ば
、
あ
は
れ
先
だ
つ
も
の
は
涙
の
み
な

」
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

，
花
よ
。
花
よ
あ
あ
世
に
わ
れ
ほ
ど
心
弱
き
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
わ
れ
は
か
の

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヨ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

人
の
前
に
向
ふ
と
き
身
は
虫
け
ら
の
如
く
に
も
覚
え
ら
れ
て
、
た
だ
た
だ
心
細

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

き
を
命
な
る
に
、
い
か
な
れ
ば
汝
の
前
に
向
ふ
と
き
、
か
く
迄
に
我
身
の
強
き

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

を
覚
ゆ
る
そ
や
と
い
へ
ば
、
さ
嘆
き
た
ま
ひ
そ
。
人
は
さ
や
う
の
心
も
ち
て
こ

ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
。
聖
の
お
ん
あ
は
れ
み
に
も
も
れ
ぬ
ぺ
け
れ
な
ど
い
ふ
」
 
（
傍
点
筆
者
）
。

 
今
日
『
一
葉
舟
』
に
み
る
「
御
廟
」
一
篇
は
、
一
箇
の
美
し
い
童
話
風
の
散

文
詩
と
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
、
こ
の
よ
う
な
教
会
離
脱
に
伴
う
心
情

の
は
げ
し
い
ゆ
ら
め
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
男
に
な
じ

ら
れ
て
、
恥
じ
、
い
ら
だ
つ
童
子
を
描
く
尋
常
な
ら
ぬ
描
写
の
裡
に
、
私
は
藤

村
自
身
の
心
の
昂
ぶ
り
を
お
ぼ
え
る
。

 
恐
ら
く
こ
の
一
文
の
主
意
は
、
引
用
末
尾
の
「
か
の
人
」
の
前
に
あ
っ
て
は

「
虫
け
ら
の
如
く
に
も
」
 
「
心
細
く
」
思
わ
れ
る
身
が
、
一
片
の
花
に
向
か
っ

て
は
「
か
く
迄
に
我
身
の
強
き
を
覚
ゆ
る
」
と
い
う
告
自
に
あ
る
と
み
て
よ
か

ろ
う
。
こ
こ
に
は
み
ず
か
ら
の
心
性
へ
の
傾
き
が
、
深
い
心
情
の
ゆ
ら
め
き
と

し
て
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

 
し
か
も
こ
の
一
篇
は
そ
の
末
尾
の
示
す
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
お
い
て
、
さ
ら
に

深
い
彼
の
心
の
ゆ
ら
ぎ
を
示
す
か
に
み
え
る
。

 
「
あ
は
れ
む
か
し
ょ
り
盲
R
と
伝
へ
た
る
え
に
し
の
ほ
ど
も
果
敢
な
し
や
。

か
の
花
は
瀬
に
乗
り
た
り
と
覚
し
く
、
す
る
す
る
と
流
れ
行
き
け
る
が
忽
ち
う

ろ
く
つ
の
う
ち
に
か
ら
ま
り
、
あ
は
れ
げ
に
廻
り
居
る
に
ぞ
、
見
れ
ば
ま
な
こ

も
包
む
ば
か
り
に
て
、
い
か
に
も
し
て
再
び
水
に
浮
べ
ん
も
の
と
岩
つ
た
ひ
に

水
に
下
り
し
が
、
今
や
さ
し
の
ば
し
た
る
右
の
手
の
も
ろ
く
も
か
の
花
に
と
ど

か
ん
と
せ
し
と
き
、
古
界
面
百
年
の
さ
び
に
滑
り
で
童
子
は
花
と
共
に
沈
み

ぬ
。
」

 
こ
こ
に
示
さ
れ
る
も
の
は
、
ま
た
後
の
「
若
菜
集
」
中
の
「
若
水
」
 
（
三
十

年
一
月
）
 
「
逃
げ
水
」
 
（
二
九
年
十
月
）
の
両
詩
篇
の
示
す
処
に
、
深
く
つ
な

が
る
か
に
み
え
る
。
こ
の
二
篇
の
詩
が
、
と
も
に
聖
書
・
讃
美
歌
の
詞
章
を
踏

ま
え
つ
つ
、
然
も
、
ひ
と
つ
は
八
か
の
わ
か
み
っ
と
／
み
を
な
し
て
／
き
み
と

な
が
れ
ん
／
花
の
か
げ
〉
（
「
若
水
」
終
連
）
と
唱
う
如
く
汎
神
性
へ
の
傾
き
“

を
深
く
示
し
、
ま
た
、
 
い
ま
ひ
と
つ
は
く
い
の
り
も
っ
と
め
も
／
こ
の
つ
み

ゆ
ゑ
／
た
の
し
き
そ
の
へ
と
／
わ
れ
は
ゆ
か
じ
、
な
つ
か
し
き
君
と
／
手
を
た

 
 
 
 
 
 
 
よ
み

つ
さ
令
／
く
ら
き
冥
府
ま
で
／
か
け
り
ゆ
か
ん
〉
（
「
逃
げ
水
」
四
、
五
連
）

と
言
う
如
く
、
人
間
的
な
愛
の
情
念
の
肯
定
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
暗
い
破
滅
へ
の

予
感
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
「
哀
縁
」
一
篇
こ
そ
は
、
こ
れ
ら
「
若
菜
」
の
詩
篇
の
含
む
処
を
、
よ
り

み
ず
み
ず
し
い
萌
芽
の
か
た
ち
に
於
て
定
着
し
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
然
も
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先
に
も
ふ
れ
た
如
く
、
自
ら
の
分
身
を
死
に
至
ら
し
め
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の

終
末
の
示
す
破
局
は
、
な
お
彼
の
心
の
未
定
着
な
、
深
い
動
揺
を
示
す
か
に
み

え
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
作
を
含
む
そ
の
最
初
の
旅
の
、
総
決
算
と
も
目
さ
れ
る

も
の
は
、
劇
詩
「
草
枕
」
 
（
「
文
学
界
」
十
三
号
・
二
十
七
年
一
月
）
 
一
篇
で

あ
ろ
う
。

 
明
治
二
十
六
年
一
月
、
教
え
子
佐
藤
輔
子
と
の
果
せ
ぬ
恋
の
故
に
、
明
治
女

学
校
を
辞
し
、
教
会
を
は
な
れ
、
ひ
と
り
赴
い
た
関
西
へ
の
漂
泊
の
旅
、
さ
ら

に
転
じ
て
は
東
北
の
一
ノ
関
に
ま
で
赴
き
、
同
年
十
月
帰
京
す
る
に
至
る
一
こ

の
人
生
の
最
初
の
危
機
に
お
け
る
旅
の
後
に
一
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
帰
京

の
日
よ
り
お
よ
そ
三
ヶ
月
ば
か
り
後
の
、
翌
二
十
七
年
一
月
十
八
日
1
1
こ
の

作
は
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
旧
約
の
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
物
語
、
あ
る
い

は
「
失
楽
園
」
の
パ
ロ
デ
ィ
と
も
み
ら
れ
る
作
の
主
想
は
、
末
尾
の
次
の
如
き

言
葉
に
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

 
「
（
ア
ダ
ム
）
な
ん
の
後
悔
す
る
こ
と
が
あ
ら
う
。
こ
の
花
園
ば
か
り
が
宿

か
い
の
。
二
人
で
添
う
て
暮
す
な
ら
、
あ
の
お
そ
ろ
し
い
地
獄
も
極
楽
。
…
…

（
イ
ー
ブ
）
あ
あ
そ
う
ち
ゃ
。
昌
こ
う
し
て
添
は
る
る
も
の
な
ら
ば
、
闇
で
も
い

い
。
地
獄
で
も
い
い
。
…
…
…
あ
あ
生
き
ら
る
る
だ
け
は
生
き
て
も
見
た
い
。

添
は
る
る
だ
け
は
添
う
て
も
見
た
い
。
」

 
 
こ
の
旅
の
途
次
、
九
月
、
関
西
よ
り
ひ
と
た
び
帰
京
の
後
、
戸
川
秋
骨
の

は
か
ら
い
に
よ
り
隠
子
に
手
紙
を
書
き
、
逢
瀬
を
た
の
し
む
こ
と
も
で
き
た

が
、
す
で
に
女
が
婚
約
者
の
あ
る
身
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
た
だ
精
神
的
な
恋
情

に
と
ど
ま
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
後
あ
る
時
は
押
え
が
た
い
欲
情
の
ゆ
え
に
一

夜
を
品
川
の
妓
楼
に
過
ご
し
、
自
ら
の
愚
か
し
さ
を
恥
じ
て
は
剃
髪
し
法
衣
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
か

ま
と
っ
て
東
海
道
を
下
り
、
冷
た
い
「
墳
墓
」
の
如
く
横
た
わ
る
夜
の
海
を
前

藤
村
-
「
若
菜
集
」
以
前

に
、
死
を
想
い
つ
つ
も
「
此
の
世
の
中
に
は
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
が
沢
山
あ

る
1
1
今
こ
こ
で
死
ん
で
も
ツ
マ
ラ
な
い
」
と
諾
い
返
す
。
藤
村
自
身
「
春
」

の
な
か
で
語
っ
た
こ
れ
ら
の
事
件
の
上
に
、
い
ま
劇
詩
「
草
枕
」
を
置
き
重
ね

て
み
れ
ば
、
こ
の
作
の
語
る
と
こ
ろ
は
お
の
ず
か
ら
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
失
楽
の
男
女
を
描
い
て
「
草
枕
」
と
い
う
、
一
見
内
容
に
そ
ぐ
わ
ぬ
題
名
を

付
し
た
一
そ
の
底
に
は
、
こ
の
旅
の
総
量
が
深
く
こ
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
 
「
草
枕
」
の
題
意
を
、
評
家
の
言
う
如
く
「
楽
園
を
追
わ
れ
た
『
人
生
』

へ
の
門
出
」
i
「
新
生
」
へ
の
希
求
と
み
る
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
同
時

に
、
す
で
に
終
っ
た
旅
の
重
さ
が
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
へ
の
し
た
た
か
な
肯

定
の
意
義
が
鳥
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
附
会
の
論
と
の

み
は
言
え
ま
い
。

 
あ
の
周
知
の
詩
篇
「
草
枕
」
が
第
二
の
旅
i
「
若
菜
集
」
を
生
ん
だ
仙
台
へ

の
旅
に
「
み
ず
か
ら
あ
た
へ
た
」
 
「
意
味
づ
け
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の

劇
詩
「
草
枕
」
は
、
そ
の
最
初
の
旅
の
「
意
味
づ
け
」
で
あ
っ
た
と
言
え
な
く

は
な
か
ろ
う
。
敢
て
言
い
き
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
劇
詩
「
草
枕
」
か
ら
一
あ

の
「
死
せ
る
神
」
云
々
の
一
句
へ
は
、
も
は
や
数
歩
の
距
離
に
も
す
ぎ
ま
い
。

す
で
に
こ
こ
で
も
彼
は
一
々
谷
の
遺
し
た
な
に
も
の
か
を
、
跨
が
ん
と
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み

 
愚
見
よ
や
、
わ
れ
を
納
む
べ
き
天
は
眺
る
が
内
に
高
／
き
ょ
り
高
き
に
、
蒼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ど

き
ょ
り
蒼
き
に
の
ぼ
り
の
ぼ
／
り
て
、
わ
が
入
る
可
き
門
は
い
や
遠
み
＞
1

と
は
A
 
「
蓬
莱
曲
」
中
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
る
透
谷
の
、
土
着
的
エ

ト
ス
と
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
と
の
対
峙
、
反
立
、
ま
た
渾
融
の
問
題
は
、
彼
の

裡
に
あ
っ
て
最
後
ま
で
「
矛
盾
の
ま
ま
に
、
重
層
的
に
、
併
存
し
て
い
た
と
み

え
る
。
そ
の
切
り
口
は
深
く
ひ
ら
か
れ
i
t
そ
の
ま
ま
に
彼
の
命
は
絶
た
れ
た
。
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先
に
も
ふ
れ
た
如
く
藤
村
は
明
ら
か
に
「
蓬
莱
曲
」
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、

こ
れ
を
摸
し
て
「
琵
琶
法
師
」
以
下
三
篇
の
劇
詩
の
、
甚
だ
不
毛
な
試
み
を
な

し
た
。
そ
う
し
て
彼
は
最
後
に
、
み
つ
か
ら
の
最
も
関
心
深
い
主
題
を
、
旧
約

物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
の
如
き
か
た
ち
に
於
い
て
記
し
た
。
 
「
朱
楽
」
の
、
追
わ
れ

る
も
の
の
痛
み
を
題
材
と
し
つ
つ
、
然
し
そ
こ
に
は
く
わ
れ
を
納
む
べ
き
天
は

〉
い
や
遠
く
、
八
わ
が
入
る
可
き
門
は
い
や
遠
み
〉
と
い
う
一
あ
の
深
い
流
鼠

の
嘆
き
や
痛
み
は
、
求
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。

 
「
生
き
ら
る
る
だ
け
は
生
き
て
も
見
た
い
」
i
こ
の
「
草
枕
」
一
篇
の
最

後
の
｝
句
（
同
時
に
そ
れ
は
旅
の
終
り
の
一
句
で
も
あ
っ
た
）
が
、
そ
の
最

初
の
旅
の
冒
頭
に
、
即
ち
そ
の
旅
の
出
立
に
あ
た
っ
て
記
さ
れ
た
（
恐
ら
く
は

藤
村
の
最
初
の
拝
情
詩
と
唱
さ
れ
る
）
詩
篇
「
別
離
」
 
（
白
表
紙
女
学
雑
誌

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

三
三
七
号
、
二
十
六
年
一
月
）
末
尾
の
ト
ー
〈
見
よ
一
わ
れ
は
死
す
る
能
は

へず
〉
と
い
う
一
句
と
あ
い
呼
応
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
我
々
は
そ
こ
に
一
箇
の

見
事
な
円
環
の
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
1
即
ち
、
彼
が
「
透
谷
の
死
そ
の

も
の
を
自
ら
の
拠
点
と
し
巣
立
」
ち
つ
つ
も
、
つ
い
に
何
を
「
学
ば
な
か
っ
た

」
か
、
あ
る
い
は
学
び
え
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
し
た
た
か
に

思
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
近
代
詩
の
系
譜
を
辿
る
に
あ
た
っ
て
、
 
「
藤
村
か
ら
透
谷
へ
」
と
い
う
一

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
の
逆
流
的
な
課
題
の
孕
む
重
さ
を
、
我
々
は
い
ま
一
度
、
み
ず
か
ら
の
手
に

受
け
と
め
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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