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中
原
中
也
と
宮
沢
賢
治
に
関
し
て
は
既
に
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
そ
の
上

に
、
最
近
で
は
「
中
原
中
也
研
究
」
第
八
号
(
二
〇
〇
三
年
八
月
)
に
お
い

て
、
「
宮
沢
賢
治
と
中
原
中
也
」
の
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
い
い
だ
も
も

氏
、
中
村
稔
氏
の
対
談
(
「
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
「
夜
汽
車
の
食
堂
」
を

め
ぐ
っ
て
」
)
、
入
沢
康
夫
氏
、
北
川
透
氏
の
討
議
(
「
〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉

と
く
名
辞
以
前
〉
を
め
ぐ
っ
て
」
)
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
主
要
な
問
題
が

論
じ
ら
れ
、
ま
た
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
、
賢
治
の

〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
中
也
の
〈
名
辞
以
前
の
世
界
〉
と
の
関
連
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
〈
我
が
民
謡
の
精
神
は
な
み
一
と
し
て
〉
と
い
っ
た
中
也
の
賢
治

作
品
の
評
価
に
関
し
て
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

 
中
也
が
賢
治
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
は
、
残
さ
れ
た
賢
治
に
関
す
る
六

 
 
 
 
ユ
 

つ
の
文
章
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
の
中
の
一
つ
、
一
九
三
四
年
九

月
一
九
日
付
の
草
稿
の
中
で
中
也
は
、
 
〈
大
正
中
期
以
降
〉
の
く
敬
意
を
表

し
て
置
き
た
い
〉
 
〈
謂
は
ば
名
人
肌
の
詩
人
〉
の
一
人
と
し
て
賢
治
の
名
を

あ
げ
て
い
る
。
中
也
は
『
春
と
修
羅
』
(
関
根
書
店
、
一
九
二
四
年
四
月
)

古

賀

晴

美

で
賢
治
を
知
り
、
 
〈
私
が
こ
の
本
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
大
正
十
四
年
置
暮

で
あ
っ
た
か
そ
の
翌
年
の
初
め
で
あ
っ
た
か
、
と
ま
れ
寒
い
頃
で
あ
っ
た
。

由
来
こ
の
書
は
私
の
愛
読
書
と
な
っ
た
。
何
冊
か
買
っ
て
、
友
人
の
所
へ
持

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ニ
り

つ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
〉
 
(
「
宮
沢
賢
治
全
集
」
)
と
語
っ
て
い
る
。

 
中
也
の
賢
治
に
関
す
る
文
章
は
出
雲
堂
書
店
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
』
の
刊

行
(
全
三
巻
、
 
一
九
三
四
年
一
〇
月
～
一
九
三
五
年
九
月
)
と
並
行
し
て
書

か
れ
て
い
る
。
没
後
急
速
に
高
ま
っ
て
い
く
賢
治
評
価
の
一
端
を
中
也
も
担
っ

て
い
る
の
だ
が
、
彼
が
そ
れ
以
前
に
『
春
と
修
羅
』
を
愛
読
し
て
い
た
の
は
、

引
用
文
の
他
に
一
九
二
七
年
六
月
四
日
の
日
記
に
賢
治
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
一
九
二
九
年
に
賢
治
の
作
品
に
触
発
さ
れ
て
制
作
し
た
と
考
え

ら
れ
る
詩
篇
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
詩
篇
は
「
秋
」

「
心
象
」
「
妹
よ
」
「
修
羅
前
出
歌
」
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品

は
中
也
が
企
画
参
加
し
た
同
人
誌
「
白
痴
群
」
(
一
九
二
九
年
四
月
～
一
九

三
〇
年
四
月
目
に
発
表
さ
れ
た
。
同
誌
掲
載
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
後
に
『
山

羊
の
歌
』
(
自
軍
堂
書
店
、
一
九
三
四
年
一
二
月
)
に
収
あ
ら
れ
て
お
り
、
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同
詩
集
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
中
也
は
「
白
痴
群
」
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 

う
作
品
発
表
の
場
の
獲
得
と
も
相
嫁
っ
て
詩
作
が
盛
ん
に
な
る
の
だ
が
、
そ

の
背
後
に
賢
治
の
『
春
と
修
羅
』
か
ら
の
刺
激
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

う
。
「
秋
」
に
賢
治
の
「
青
森
挽
歌
」
の
影
響
を
見
る
論
や
、
「
心
象
」
の
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法
を
賢
治
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
学
ん
だ
と
す
る
論
も
あ
る
。
ま
た
「
修
羅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

街
皇
尊
」
と
「
春
と
修
羅
」
か
ら
二
者
の
修
羅
意
識
に
つ
い
て
触
れ
た
論
も

あ
る
。
他
に
「
妹
よ
」
に
賢
治
の
「
無
声
働
契
」
パ
ー
ト
作
品
と
の
、
「
修

羅
街
輪
歌
」
と
「
原
体
剣
舞
連
」
と
の
詩
句
や
イ
メ
ー
ジ
の
類
似
も
指
摘
で

き
る
。
と
は
い
え
、
私
は
安
易
に
賢
治
の
影
響
を
言
い
た
て
る
こ
と
は
避
け

た
い
。
中
也
の
作
品
は
賢
治
の
影
響
と
い
う
視
点
で
の
み
捉
え
る
に
は
あ
ま

り
に
自
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
例
え
ば
、
「
白
痴
群
」
第
三
号
、
第
四
号
に
詩
を
発
表
し
て
い
る
小
林
佐

規
子
(
長
谷
川
泰
子
)
に
宛
て
た
書
簡
(
一
九
二
九
年
六
月
三
日
)
の
末
尾

に
、
賢
治
の
詩
句
〈
打
つ
も
果
て
る
も
火
花
の
命
〉
 
(
「
原
体
剣
舞
連
」
)
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
〈
(
芸
術
の
動
機
)
〉
と
題
さ
れ
た
こ
の
書
簡
で
中
也

は
佐
規
子
を
〈
詩
人
の
素
質
を
立
派
に
も
っ
た
あ
ん
た
〉
と
呼
び
、
 
〈
自
分

自
身
で
お
あ
り
な
さ
い
〉
、
 
〈
芸
術
と
は
、
人
が
、
自
分
の
弱
み
と
戦
ふ
こ

と
で
す
。
そ
の
戦
ふ
力
が
基
準
と
な
っ
て
、
諸
物
に
名
辞
な
り
イ
メ
ッ
ヂ
な

り
を
与
へ
る
力
で
す
〉
と
語
っ
て
い
る
。
私
信
の
中
で
の
く
詩
人
の
素
質
〉

と
い
う
中
也
の
言
説
に
疑
問
が
あ
る
が
、
彼
女
の
詩
作
へ
の
励
ま
し
と
も
受

け
と
れ
る
。
た
だ
、
末
尾
の
引
用
詩
句
〈
打
つ
も
果
て
る
も
火
花
の
命
〉
に

は
自
分
自
身
で
あ
る
た
め
に
く
戦
ふ
〉
詩
人
の
姿
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

 
こ
の
〈
戦
ふ
〉
詩
人
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
「
修
羅
街
翰
歌
」
で
展
開
さ
れ
、

作
品
中
の
〈
無
邪
気
な
戦
士
、
私
の
心
よ
！
〉
と
い
う
詩
句
に
そ
の
姿
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
 
〈
忌
は
し
い
憶
ひ
出
よ
、
/
去
れ
！
そ
し
て
む
か
し
の
/

憐
み
の
感
情
と
/
ゆ
た
か
な
心
よ
、
/
返
っ
て
来
い
！
〉
と
い
う
詩
界
か
ら

始
ま
る
こ
の
作
品
は
、
対
外
意
識
に
だ
け
生
き
る
人
々
と
の
戦
い
に
傷
つ
き

果
て
、
昔
の
憐
れ
み
の
感
情
や
豊
か
さ
を
喪
失
し
、
言
葉
を
も
失
っ
て
し
ま
っ

た
自
分
の
〈
心
〉
へ
の
哀
悼
歌
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
く
憐
み

の
感
情
〉
や
く
ゆ
た
か
な
心
〉
に
満
た
さ
れ
た
芸
術
世
界
と
、
 
〈
対
外
意

識
〉
に
生
き
る
人
々
の
生
活
世
界
と
の
対
立
の
構
図
を
う
か
が
う
こ
と
も
で

き
る
(
こ
の
構
図
は
中
也
の
「
芸
術
論
覚
え
書
」
に
通
じ
る
)
。
「
修
羅
街
朝

歌
」
が
『
山
羊
の
歌
』
の
詩
集
名
候
補
と
し
て
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
こ
の
詩
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
軽
く
な
い
。
ま
た
、
 
〈
無
邪
気
な
戦

士
、
私
の
心
よ
！
〉
と
「
原
体
剣
舞
連
」
の
く
気
圏
の
戦
士
わ
が
朋
た
ち

よ
〉
と
の
詩
句
の
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
作
品
の
相
違
は

明
ら
か
で
あ
り
、
中
也
は
賢
治
の
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う

よ
り
賢
治
作
品
に
触
発
さ
れ
独
自
の
作
品
世
界
を
展
開
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
で
は
何
に
触
発
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
後
に
触
れ
た
い
。

 
中
也
と
賢
治
と
を
論
じ
る
上
で
問
題
と
な
る
の
は
、
中
也
が
賢
治
と
の
間

で
芸
術
観
を
土
ハ
有
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は

生
前
未
発
表
の
「
宮
沢
賢
治
の
世
界
」
と
い
う
文
章
に
、
中
也
の
芸
術
観
を

ま
と
め
た
「
芸
術
論
覚
え
書
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
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人
性
の
中
に
は
、
か
の
概
念
が
、
殆
ん
ど
全
く
容
面
出
来
な
い
世
界

が
あ
っ
て
、
宮
沢
賢
治
の
一
生
は
、
そ
の
世
界
へ
の
間
断
な
き
恋
慕
で

あ
っ
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

 
そ
の
世
界
と
い
ふ
の
は
、
誰
し
も
が
多
か
れ
少
か
れ
有
し
て
み
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
未
だ
猶
、
十
分
に
認
識
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
い

の
で
あ
っ
た
。
私
は
今
、
そ
の
世
界
を
柳
か
な
り
と
も
解
明
し
た
い
の

で
あ
る
が
、
到
底
手
に
負
へ
さ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
仮
り
に
、

さ
う
い
ふ
世
界
に
恋
著
し
た
宮
沢
賢
治
が
、
も
し
芸
術
論
を
書
い
た
と

し
た
ら
、
述
べ
た
で
も
あ
ら
う
所
の
事
を
、
か
に
か
く
に
ノ
ー
ト
風
に
、

左
に
書
付
け
て
み
た
い
と
思
ふ
。
 
(
「
詩
園
」
一
九
三
九
年
八
月
号
)

 
こ
れ
に
続
け
て
「
芸
術
論
覚
え
書
」
の
冒
頭
の
六
か
条
と
ほ
ぼ
同
じ
文
章

が
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
「
芸
術
論
覚
え
書
」
は

く
「
こ
れ
が
手
だ
」
と
、
「
手
」
と
い
ふ
名
辞
を
口
に
す
る
前
に
感
じ
て
み

る
手
、
そ
の
手
が
深
く
感
じ
ら
れ
て
み
れ
ば
よ
い
〉
に
始
ま
る
、
い
わ
ゆ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

〈
名
辞
以
前
の
世
界
〉
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
、
 
〈
芸
術
と
い
ふ
の
は
名

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

辞
以
前
の
世
界
の
作
業
で
、
生
活
と
は
諸
名
辞
間
の
交
渉
で
あ
る
〉
、
芸
術

に
は
〈
生
命
の
豊
富
〉
 
〈
現
識
の
豊
富
〉
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
衰
退
さ

せ
る
の
は
く
固
定
概
念
〉
で
あ
る
、
と
い
っ
た
中
也
の
芸
術
観
が
語
ら
れ
て

い
る
。
芸
術
(
名
辞
以
前
の
世
界
)
と
生
活
(
名
辞
の
世
界
)
と
の
対
立
の

中
で
、
芸
術
(
名
辞
以
前
)
を
表
現
す
る
こ
と
ば
は
獲
得
可
能
か
、
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

と
こ
ろ
に
中
也
の
《
詩
作
の
最
大
の
モ
チ
ー
フ
》
が
あ
る
の
だ
が
、
「
宮
沢

賢
治
の
世
界
」
で
は
〈
仮
り
に
、
さ
う
い
ふ
世
界
に
恋
著
し
た
宮
沢
賢
治
が
、

も
し
芸
術
論
を
書
い
た
と
し
た
ら
〉
と
し
て
〈
か
の
概
念
が
、
殆
ん
ど
全
く

容
隊
出
来
な
い
世
界
〉
、
す
な
わ
ち
〈
名
辞
以
前
の
世
界
〉
の
表
出
を
賢
治

に
託
し
て
述
べ
て
い
る
。
『
春
と
修
羅
』
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
世
界
に
〈
名

辞
以
前
〉
の
芸
術
世
界
の
展
開
を
み
る
姿
勢
は
次
の
文
章
か
ら
も
う
か
が
え

る
。

 
彼
は
幸
福
に
書
き
付
け
ま
し
た
、
と
に
か
く
印
象
の
生
滅
す
る
ま
＼

に
自
分
の
命
が
経
験
し
た
こ
と
の
そ
の
何
の
部
分
を
だ
っ
て
こ
ぼ
し
て

は
な
ら
な
い
と
ば
か
り
。
そ
れ
に
は
概
念
を
出
来
る
だ
け
遠
ざ
け
て
、

な
る
べ
く
生
の
印
象
、
新
鮮
な
現
識
を
、
そ
れ
が
頭
に
浮
ぶ
ま
＼
を
、

 
 
つ
ま
り
書
い
て
み
る
時
そ
の
時
の
命
の
流
れ
を
も
、
む
げ
に
退
け

て
は
な
ら
な
い
の
で
し
た
。

 
彼
は
想
起
さ
れ
る
印
象
を
、
刻
々
新
し
い
概
念
に
、
翻
訳
し
つ
つ
あ

っ
た
の
で
す
。
彼
に
と
っ
て
印
象
と
い
ふ
も
の
は
、
或
ひ
は
現
識
と
い

ふ
も
の
は
、
勘
考
さ
る
べ
き
も
の
で
も
翫
味
さ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
、

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
み
ら
れ
な
い
程
、
現
識
は
現
識
の
ま
＼
で
、
惚

れ
惚
れ
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
彼
は
、
そ
の
現
識

を
、
出
来
る
だ
け
直
接
に
表
白
出
来
さ
へ
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。

 
 
(
「
宮
沢
賢
治
の
詩
」
/
「
レ
ツ
ェ
ン
ゾ
」
一
九
三
五
年
六
月
号
)
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こ
こ
で
中
也
は
、
賢
治
は
〈
生
の
印
象
〉
 
〈
新
鮮
な
現
識
〉
を
〈
印
象
の

生
滅
す
る
ま
＼
〉
に
書
き
付
け
た
と
か
、
 
〈
概
念
〉
を
遠
ざ
け
て
〈
想
起
さ

れ
る
印
象
を
、
刻
々
新
し
い
概
念
に
、
翻
訳
し
つ
つ
あ
っ
た
〉
と
語
る
。

〈
想
起
さ
れ
る
印
象
〉
を
〈
現
識
〉
と
も
言
い
換
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も

「
芸
術
論
覚
え
書
」
に
出
て
く
る
入
概
念
〉
と
対
峙
す
る
〈
名
辞
以
前
の
世

界
〉
を
表
象
す
る
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。

 
北
川
透
氏
は
、
中
也
の
〈
名
辞
以
前
〉
が
成
立
す
る
に
は
名
辞
《
も
の
の

概
念
を
こ
と
ば
で
言
い
表
し
た
も
の
》
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
、

そ
の
《
言
語
組
織
を
根
底
か
ら
疑
う
こ
と
ば
に
よ
る
し
か
な
い
》
と
し
、

《
根
源
的
な
も
の
が
あ
る
が
ま
ま
に
現
れ
る
》
と
い
う
く
名
辞
以
前
の
世

界
〉
で
は
、
 
《
概
念
化
さ
れ
た
、
認
識
の
た
め
の
、
制
度
と
し
て
の
言
語
組

織
が
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
ド
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
指
摘
す
る
。
ま
た
作

品
の
詩
法
に
即
し
て
中
也
が
賢
治
に
共
感
を
寄
せ
る
根
拠
を
《
直
接
的
な
影

響
関
係
の
背
後
に
あ
る
、
同
時
代
的
も
の
》
に
見
て
い
る
。
『
春
と
修
羅
』

を
《
暮
鳥
の
影
響
の
も
と
に
聖
な
る
プ
リ
ズ
ム
が
、
世
界
を
見
る
装
置
と
し

て
埋
め
込
ま
れ
た
詩
集
》
で
あ
る
と
捉
え
、
 
《
修
羅
と
し
て
実
存
を
生
き
る

〈
心
象
〉
そ
の
も
の
が
、
プ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
働
き
を
も
》
つ
く
心
象
ス
ケ
ッ

チ
〉
と
い
う
方
法
を
通
し
て
、
 
《
世
界
が
〈
固
定
概
念
〉
と
は
、
逆
の
方
ヘ

モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
ド
》
さ
れ
た
賢
治
の
世
界
に
、
 
〈
名
辞
以
前
の
世
界
〉
を
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

張
す
る
中
也
が
共
感
を
寄
せ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
中
也
の
〈
名
辞
以
前
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世
界
〉
を
、
例
え
ば
「
少
年
時
」
に
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

尊
い
石
に
夏
の
日
が
照
り
つ
け
、

庭
の
地
面
が
、
朱
色
に
睡
っ
て
み
た
。

地
平
の
果
に
蒸
気
が
立
っ
て
、

世
の
亡
ぶ
、
兆
の
や
う
だ
っ
た
。

麦
田
に
は
風
が
低
く
打
ち
、

お
ぼ
ろ
で
、
灰
色
だ
つ
た
。

翔
び
ゆ
く
雲
の
落
と
す
影
の
や
う
に
、

田
の
面
を
過
ぎ
る
、
昔
の
巨
人
の
姿

夏
の
日
の
午
過
ぎ
時
刻

誰
彼
の
午
睡
す
る
と
き
、

私
は
野
原
を
走
っ
て
行
っ
た
…
…

私
は
希
望
を
唇
に
噛
み
つ
ぶ
し
て

私
は
ギ
ロ
ギ
ロ
す
る
目
で
諦
め
て
み
た
…
…

憶
、
生
き
て
み
た
、
私
は
生
き
て
み
た
！

作
品
は
二
行
四
連
、
三
行
二
連
覇
全
六
連
か
ら
な
る
。
前
半
の
四
連
は

〈
世
〉
の
滅
亡
を
予
感
さ
せ
る
情
景
を
視
覚
的
に
描
き
、
後
半
の
二
連
は
そ
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の
情
景
を
目
の
当
た
り
に
し
た
く
私
〉
の
行
動
、
心
情
を
語
る
。
第
一
連
で

は
真
夏
の
強
い
日
差
し
が
照
り
つ
け
る
〈
渤
い
石
〉
、
 
〈
朱
色
〉
に
睡
る

〈
庭
の
地
面
〉
が
提
示
さ
れ
る
。
 
〈
石
〉
 
〈
庭
〉
と
い
っ
た
近
景
の
強
烈
な

色
彩
の
対
照
か
ら
視
点
は
飛
躍
し
、
第
二
連
で
は
く
地
平
の
果
て
〉
に
立
つ

〈
蒸
気
〉
に
く
世
の
亡
ぶ
、
兆
し
〉
を
見
る
。
さ
ら
に
第
三
連
で
は
く
お
ぼ

ろ
で
、
灰
色
〉
な
く
麦
田
〉
へ
、
続
く
第
四
連
で
は
く
翔
び
ゆ
く
雲
の
落
と

す
影
の
や
う
に
、
/
田
の
面
を
過
ぎ
る
、
昔
の
巨
人
の
姿
〉
へ
と
視
点
が
注

が
れ
る
。
第
一
連
の
鮮
明
な
色
彩
の
情
景
は
、
 
〈
地
平
の
果
て
〉
の
く
蒸

気
〉
、
 
〈
お
ぼ
ろ
で
灰
色
〉
な
く
麦
田
〉
、
と
視
点
を
移
動
す
る
に
つ
れ
ゆ

ら
ぎ
、
色
槌
せ
、
 
〈
昔
の
巨
人
の
姿
〉
は
く
翔
び
ゆ
く
雲
の
落
と
す
影
〉
の

よ
う
に
実
体
が
な
い
。

 
吉
田
熈
生
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
第
四
連
で
《
直
喩
に
お
い
て
喩
え
る
も

の
と
喩
え
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
が
、
普
通
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
》
 
《
「
私
」
が
見
た
世
界
の
特
異
さ
》
が
あ
り
、
そ
の
世
界
は
《
「
午
睡
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 

し
て
い
る
人
々
が
外
界
を
見
る
時
の
基
準
を
完
全
に
逆
転
し
て
い
る
》
。

〈
誰
彼
〉
が
く
午
睡
す
る
と
き
〉
、
こ
の
言
語
基
準
の
逆
転
し
た
世
界
で
目

覚
め
、
過
去
の
生
物
で
あ
る
く
昔
の
巨
人
の
姿
〉
を
今
、
現
実
と
し
て
捉
え

て
い
る
の
は
く
私
〉
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
〈
昔
の
巨
人
の
姿
〉
は
「
四
季
」

一
九
三
三
年
夏
号
で
は
く
昔
の
巨
人
の
乞
食
〉
と
書
き
直
さ
れ
て
お
り
、
行

き
場
も
な
く
餓
え
て
さ
ま
よ
い
、
亡
び
ゆ
く
＜
巨
人
〉
 
(
の
存
在
す
る
世
界
)

の
行
末
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
 
〈
昔
の
巨
人
の
姿
〉

は
く
翔
び
ゆ
く
雲
の
落
と
す
影
〉
と
い
う
く
誰
彼
〉
の
言
語
基
準
と
隣
り
合

わ
せ
で
あ
り
、
こ
こ
に
二
者
の
世
界
の
基
準
の
微
妙
な
転
換
点
を
見
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
第
五
連
で
は
く
午
睡
す
る
〉
 
〈
誰
彼
〉
に
対
し
て
消
え

ゆ
く
＜
世
〉
を
見
失
う
ま
い
と
〈
私
〉
は
く
野
原
を
走
っ
て
行
っ
た
〉
と
い

う
。
こ
こ
に
静
(
沈
黙
)
と
動
、
あ
る
い
は
死
と
生
の
対
照
を
う
か
が
う
こ

と
も
で
き
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
の
二
者
が
言
葉
を
共
有
す
る
こ
と
は

な
い
。
 
〈
昔
の
巨
人
の
姿
〉
の
甦
生
と
、
そ
の
世
界
の
永
遠
を
願
う
〈
私
〉

の
希
望
は
〈
唇
に
噛
み
つ
ぶ
〉
さ
れ
、
 
〈
私
〉
は
滅
び
ゆ
く
＜
世
〉
を
目
の

前
に
無
力
で
あ
る
。
 
〈
ギ
ロ
ギ
陣
す
る
〉
覚
醒
し
た
目
で
そ
の
最
期
を
凝
視

し
て
諦
め
る
よ
り
他
に
何
も
で
き
な
い
。
た
だ
た
だ
確
か
な
の
は
、
言
語
基

準
の
逆
転
し
た
こ
の
〈
世
〉
で
の
み
〈
臆
、
生
き
て
み
た
、
私
は
生
き
て
み

た
！
〉
と
繰
り
返
さ
れ
る
く
私
V
の
生
に
対
す
る
実
感
で
あ
る
。
第
六
連
で

繰
り
返
さ
れ
る
〈
私
は
〉
と
い
う
言
葉
に
は
、
 
〈
誰
彼
〉
の
見
る
こ
と
の
な

い
滅
亡
寸
前
の
世
界
に
、
た
っ
た
一
人
対
峙
す
る
〈
私
〉
の
姿
が
強
調
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
け
 

て
い
る
。
そ
し
て
、
 
《
幻
視
者
》
の
そ
れ
と
指
摘
さ
れ
る
〈
ギ
ロ
ギ
ロ
す
る

目
〉
に
は
、
 
〈
名
辞
以
前
の
世
界
〉
を
希
望
す
る
中
也
が
重
ね
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
中
也
の
賢
治
評
価
の
特
徴
は
、
『
春
と
修
羅
』
を
〈
我
々
の
感
性

に
近
い
も
の
、
寧
ろ
民
謡
で
さ
へ
あ
る
殉
情
詩
〉
 
(
「
宮
沢
賢
治
全
集
刊
行

に
際
し
て
」
/
「
作
品
」
一
九
三
五
年
一
月
)
と
捉
え
る
点
に
あ
る
。
次
の

文
章
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

此
処
に
は
、
我
が
民
謡
の
精
神
は
実
に
な
み
一
と
し
て
み
て
、
こ
れ

中
原
中
也
の
宮
沢
賢
治
受
容
に
関
す
る
一
考
察
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中
原
中
也
の
宮
沢
賢
治
受
容
に
関
す
る
一
考
察

は
、
詩
書
を
手
に
す
る
程
の
人
に
は
最
も
直
ち
に
、
感
じ
ら
れ
る
底
の

も
の
で
あ
る
。
此
処
に
見
ら
れ
る
感
性
は
、
古
来
「
寒
月
」
だ
の
「
寒

鴉
」
だ
の
「
峯
上
の
松
」
だ
の
と
云
っ
て
来
た
、
純
粋
に
我
々
の
も
の

で
あ
る
。
主
調
色
は
青
で
あ
り
、
あ
け
ぼ
の
の
空
色
で
あ
り
、
彼
自
身

の
讃
ふ
べ
き
語
を
以
て
す
れ
ば
、
「
見
隠
」
で
あ
る
。
真
昼
の
光
は
あ

っ
て
も
少
し
く
で
あ
り
、
そ
れ
も
や
が
て
暮
れ
る
と
し
て
の
こ
と
の
や

う
で
あ
り
、
此
処
で
は
、
紅
の
花
も
、
や
が
て
萎
れ
て
駒
ず
ん
だ
色
に

な
る
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
猶
、
諸
君
も
嫌
ひ
で
は
な
い
冗

舌
は
、
此
処
に
十
分
に
按
配
さ
れ
て
を
り
、
響
き
直
き
に
抽
象
語
を
以

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

て
し
な
け
れ
ば
、
か
の
「
意
味
が
な
い
」
と
云
っ
て
博
く
、
平
盤
な
心

情
の
人
達
の
た
め
に
は
、
十
分
哲
学
的
学
術
的
な
言
葉
も
此
処
に
は
見

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(「

{
沢
賢
治
全
集
」
/
「
宮
沢
賢
治
研
究
」
第
一
号
、
一
九
三
五
年

四
月
)

 
北
川
氏
は
、
賢
治
の
詩
を
「
寒
月
」
「
寒
鴉
」
「
峯
上
の
松
」
と
い
っ
た

《
古
色
蒼
然
た
る
歌
語
》
で
た
と
え
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
賢
治
の
詩
を

《
寒
々
と
し
た
孤
独
な
モ
ノ
ト
ー
ン
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
世
界
》
と
し
て
捉
え

て
い
る
の
な
ら
ば
、
中
也
は
《
冬
の
夜
の
孤
独
な
賢
治
像
に
、
み
ず
か
ら
の

「
寒
い
夜
の
自
我
像
」
を
共
鳴
さ
せ
て
い
る
》
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て

 
 
お
 

い
る
。
そ
こ
に
「
修
羅
街
本
歌
」
の
対
人
圏
と
戦
う
孤
独
な
詩
人
の
姿
を
重

ね
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

 
問
題
は
〈
我
が
民
謡
の
精
神
は
実
に
な
み
一
と
〉
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
賢
治
の
詩
の
ど
こ
に
く
な
み
一
〉
と
し
た
〈
民
謡
の
精
神
〉
を
感
じ

る
の
か
。
加
藤
邦
彦
氏
は
〈
民
謡
で
さ
へ
あ
る
殉
情
詩
〉
に
触
れ
て
、
中
也

は
賢
治
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
に
《
表
現
面
で
は
自
分
の
感
性
に
き
わ
め
て

近
い
も
の
》
を
、
 
《
形
式
面
で
は
音
数
律
に
対
す
る
志
向
性
が
み
ら
れ
る
こ

と
》
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
 

な
い
か
、
と
提
言
し
て
い
る
。
中
也
の
賢
治
評
価
を
二
側
面
か
ら
捉
え
た
興

味
深
い
指
摘
で
あ
る
が
、
形
式
面
に
関
し
て
私
は
も
う
少
し
踏
み
込
み
た
い
。

氏
は
《
「
民
謡
」
に
通
じ
る
形
式
的
な
特
徴
》
が
認
め
ら
れ
る
賢
治
作
品
の

例
と
し
て
「
青
い
槍
の
葉
」
を
あ
げ
、
 
《
「
民
謡
」
と
は
、
節
を
つ
け
て
歌

わ
れ
る
、
ま
さ
し
く
語
義
通
り
の
「
歌
」
》
で
あ
り
、
 
《
そ
こ
に
は
曲
の
拍

子
に
合
う
、
あ
る
一
定
の
等
拍
リ
ズ
ム
が
存
在
す
る
》
と
い
う
。
 
「
青
い
槍

の
葉
」
は
二
行
(
七
・
七
/
七
・
五
)
を
基
本
と
し
た
《
一
定
の
等
拍
リ
ズ

ム
》
か
ら
な
っ
て
い
る
。
四
行
ご
と
に
挿
入
さ
れ
る
〈
(
ゆ
れ
る
ゆ
れ
る
や

な
ぎ
は
ゆ
れ
る
)
〉
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
も
《
三
・
三
・
七
と
い
う
わ
ら
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
 

う
た
の
定
型
リ
ズ
ム
》
と
の
指
摘
が
あ
る
。
完
全
に
整
え
ら
れ
た
音
数
律
か

ら
な
る
こ
の
作
品
に
は
、
確
か
に
《
「
民
謡
」
に
通
じ
る
形
式
的
な
特
徴
》

が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
也
が
賢
治
の
作
品
か
ら
受
容
し
た
と
い
う

く
な
み
一
〉
と
し
た
〈
民
謡
の
精
神
〉
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。

 
賢
治
の
〈
民
謡
〉
性
を
考
え
る
と
き
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
「
原

 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

体
重
牽
連
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
類
似
詩
句
を
中
也
は
自
ら
の
詩
に
最
も

 
 
 
 
 
 
 
 
め
 

多
く
引
用
し
て
お
り
、
『
春
と
修
羅
』
の
中
で
も
特
に
愛
読
し
て
い
た
も
の
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だ
と
考
え
ら
れ
る
。
中
也
が
感
じ
た
賢
治
作
品
の
〈
な
み
一
〉
と
し
た
〈

民
謡
の
精
神
〉
は
、
こ
の
「
原
体
剣
舞
連
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
作
品
は
賢
治
が
盛
岡
高
等
農
林
学
校
三
年
(
一
九
一
七
年
)

の
と
き
に
、
江
刺
郡
地
質
調
査
に
訪
れ
た
際
に
見
た
郷
土
芸
能
が
も
と
に
な
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
さ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
り

て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
く
こ
ん
や
異
装
の
げ
ん
月
の
し
た
/
鶏
の
黒

 
 
づ
き
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ら
た
い
 
 
 
 
お
ど
り
こ

尾
を
頭
巾
に
か
ざ
り
/
片
刃
の
太
刀
を
ひ
ら
め
か
す
〉
 
〈
原
散
村
の
舞
手
た

ち
〉
へ
の
呼
び
か
け
に
始
ま
る
。
次
第
に
激
し
さ
を
増
し
太
刀
の
軋
り
に
火

花
を
散
ら
す
舞
手
の
乱
舞
と
、
 
〈
震
麗
の
青
火
を
く
だ
し
〉

〈
夜
風
と
ど
ろ
き
ひ
の
き
は
み
だ
れ
〉
と
激
し
い
様
相
を
呈
す
る
自
然
と
、

〈
月
は
射
そ
そ
ぐ
銀
の
矢
並
〉
 
〈
獅
子
の
星
座
に
散
る
火
の
雨
の
/
消
え
て

あ
と
な
い
天
の
が
は
ら
〉
と
い
う
銀
河
が
、
渾
然
一
体
と
な
っ
て
交
感
す
る

様
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
也
が
〈
民
謡
で
さ
へ
あ
る
殉
情
詩
〉
と
い
う
と
き
、

こ
の
「
原
体
剣
舞
連
一
の
舞
手
の
乱
舞
に
生
活
圏
や
対
人
圏
に
対
峙
し
て
戦

う
詩
人
の
姿
、
自
ら
の
情
の
世
界
(
名
辞
以
前
の
世
界
)
に
殉
ず
る
詩
人
の

姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
の
溢
れ
る
よ
う

な
躍
動
感
を
効
果
的
に
伝
え
て
い
る
の
が
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し

て
七
七
、
七
五
、
五
七
の
音
数
律
の
繰
り
返
し
で
で
き
て
い
る
。
し
か
し
変

則
的
で
あ
る
。
中
に
は
〈
肌
膚
を
腐
植
と
土
に
け
づ
ら
せ
/
筋
骨
は
つ
め
た

い
炭
酸
に
粗
び
/
月
月
に
日
光
と
風
と
を
焦
慮
し
/
敬
度
に
年
を
累
ね
た
師

父
た
ち
よ
〉
と
行
を
追
う
毎
に
音
数
が
増
加
す
る
箇
所
も
あ
る
。
か
と
思
う

と
、
段
を
下
げ
た
悪
路
王
登
場
の
場
面
は
七
五
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
他
に

も
八
音
や
六
音
が
混
在
し
て
お
り
「
青
い
槍
の
葉
」
の
完
全
な
等
拍
リ
ズ
ム

か
ら
大
き
く
は
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

 
作
品
冒
頭
の
〈
畠
9
げ
1
匹
P
】
p
I
畠
P
げ
1
創
P
】
P
一
α
餌
】
P
l
ω
貯
O
I
位
P
】
P
一
蓋
P
げ
〉
の
八
連
打

の
太
古
の
擬
音
は
私
た
ち
に
あ
る
一
定
の
リ
ズ
ム
を
提
示
す
る
。
私
た
ち
が

こ
の
リ
ズ
ム
を
基
本
と
し
て
あ
る
一
定
時
間
内
で
各
行
を
捉
え
る
と
す
る
な

ら
ば
、
規
則
的
な
七
五
を
内
包
す
る
こ
の
変
則
的
な
音
数
の
増
減
は
、
あ
た

か
も
こ
と
ば
の
伸
縮
運
動
と
な
っ
て
私
た
ち
に
躍
動
感
を
喚
起
す
る
。
お
そ

ら
く
定
型
性
を
は
み
出
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
こ
の
詩
の
魅
力
は
あ
る
。
こ
の

音
数
の
伸
縮
を
伴
う
リ
ズ
ム
が
中
也
の
士
気
を
鼓
舞
し
た
の
は
想
像
に
難
く

な
い
。
そ
れ
を
中
也
は
無
意
識
の
う
ち
に
く
な
み
-
一
〉
と
し
た
〈
民
謡
の

精
神
〉
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
こ
そ
く
詩
書
を
手
に
す

る
程
の
人
に
は
最
も
直
ち
に
、
感
じ
ら
れ
る
底
の
も
の
〉
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
 
〈
民
謡
〉
と
は
意
味
を
超
え
て
す
べ
て
の
ひ
と
(
民
)
の
無
意
識
に
、

直
接
訴
え
て
く
る
こ
と
ば
の
音
楽
的
な
働
き
を
捉
え
た
こ
と
ば
で
は
な
か
っ

た
か
。

 
面
白
い
の
は
こ
の
作
品
か
ら
中
也
が
受
け
た
触
発
が
音
数
律
に
は
と
ど
ま

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
作
品
中
の
〈
樹
液
も
ふ
る
ふ
こ
の
夜
さ
ひ
と
よ
〉

(「

ｴ
体
剣
舞
連
」
)
の
類
似
詩
句
が
一
九
三
四
年
に
制
作
さ
れ
た
中
也
の
道

 
 
 
 
 
レ
 

化
調
の
作
品
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
 
〈
星
も
降
る
よ
な
そ
の
夜
さ
一
と
夜
〉

(「

ｨ
道
化
う
た
」
)
、
 
〈
世
紀
も
眠
る
此
の
夜
さ
一
と
夜
〉
 
(
「
秋
陽
清
涼
居

士
」
)
、
 
〈
轟
鳴
く
秋
の
此
の
夜
さ
一
と
夜
〉
 
(
「
月
下
の
告
白
」
)
、

〈
秋
の
夜
長
の
こ
の
夜
さ
一
と
夜
〉
 
〈
銀
河
も
量
る
る
此
の
夜
さ
一
と
夜
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 

(「

U
蛾
燈
詠
歌
」
)
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
原
体
剣
舞
連
」

一113一

中
原
中
也
の
宮
沢
賢
治
受
容
に
関
す
る
一
考
察



中
原
中
也
の
宮
沢
賢
治
受
容
に
関
す
る
一
考
察

の
あ
の
躍
動
の
リ
ズ
ム
と
は
程
遠
い
。
そ
こ
に
賢
治
の
力
強
い
リ
ズ
ム
の
影

響
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
類
似
詩
句
を

喚
起
し
た
の
は
、
賢
治
の
詩
句
の
持
つ
こ
と
ば
の
響
き
で
あ
る
。
 
〈
樹
液
も

ふ
る
ふ
こ
の
夜
さ
ひ
と
よ
〉
、
こ
の
一
行
(
七
七
)
を
文
節
で
区
切
り
母
音

と
組
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
四
(
5
Φ
H
O
)
三
(
⊆
⊆
二
)
四
(
o
o
o
9
)
三

(
δ
o
)
と
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
く
こ
の
夜
さ
ひ
と
よ
〉
の

く
さ
〉
で
あ
る
。
意
味
を
持
た
ず
音
数
を
整
え
る
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
の
音
節
(
ω
p
)
は
(
信
＝
二
)
(
o
o
O
)
と
単
調
に
続
く
同
母
音
の

繰
り
返
し
を
あ
ざ
や
か
に
翻
す
。
中
也
が
多
用
す
る
〈
こ
の
夜
さ
ひ
と
よ
〉

だ
け
み
て
も
、
 
〈
こ
の
夜
〉
 
(
犀
8
0
団
○
)
、
 
〈
ひ
と
よ
〉
 
(
ぼ
8
《
o
)
と
母

音
。
の
続
く
文
節
が
〈
さ
〉
 
(
ω
p
)
の
挿
入
に
よ
っ
て
単
調
さ
か
ら
免
れ

て
い
る
。
ま
た
(
o
o
9
)
を
挟
ん
で
各
文
節
が
(
図
。
)
で
終
わ
っ
て
お
り
、

こ
こ
に
脚
韻
の
効
果
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
詩

句
の
調
子
の
良
さ
は
中
也
の
道
化
調
の
作
品
に
う
ま
く
入
り
込
み
、
中
也
の

リ
ズ
ム
を
展
開
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
響
き
に
対
す
る
中
也
の
直

覚
は
〈
耳
こ
う
ど
鳴
っ
て
さ
つ
ば
り
聞
け
な
ぐ
な
っ
た
ん
ち
や
い
〉
 
(
「
青

森
挽
歌
」
)
に
も
指
摘
で
き
よ
う
。

 
北
川
氏
は
「
サ
ー
カ
ス
」
を
中
也
の
〈
民
謡
の
精
神
〉
の
発
露
と
し
て
捉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

え
る
こ
と
も
で
き
る
と
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
を
し
て
い
る
。
七
五
を
基
本
と

す
る
音
数
律
と
〈
ゆ
あ
一
ん
 
ゆ
よ
:
ん
 
ゆ
や
ゆ
よ
ん
〉
と
い
う
特
有
の

響
き
を
持
つ
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
な
る
「
サ
ー
カ
ス
」
は
確
か
に
、
中
也
の

〈
民
謡
の
精
神
〉
の
発
露
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
氏
が
《
そ
の

発
露
の
仕
方
が
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
中
也
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
あ
る
》
と

言
及
す
る
よ
う
に
中
也
と
賢
治
の
韻
律
は
明
ら
か
に
違
う
。
し
か
し
、
作
品

に
韻
律
が
(
意
識
的
に
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
)
あ
ら
わ
れ
る
点
で
は

確
か
に
つ
な
が
る
。
菅
谷
規
矩
雄
氏
は
《
中
原
中
也
は
宮
沢
賢
治
の
韻
律
を

す
る
ど
く
直
覚
し
え
た
で
あ
ろ
う
ゆ
い
い
つ
の
同
時
代
詩
人
で
は
な
か
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
れ
 

か
》
と
指
摘
し
た
。
そ
の
中
也
の
直
覚
が
、
彼
独
自
の
韻
律
を
喚
起
し
、
そ

の
展
開
を
促
し
た
と
い
え
る
。

(
1
)
無
題
の
草
稿
(
一
九
三
四
年
九
月
一
九
日
付
)
、
「
宮
沢
賢
治
全
集
刊
行

 
に
際
し
て
」
(
「
作
品
」
一
九
三
五
年
一
月
号
)
、
「
宮
沢
賢
治
全
集
」
(
「
宮

 
沢
賢
治
研
究
」
第
一
号
、
一
九
三
五
年
四
月
)
、
「
宮
沢
賢
治
全
集
」
ア
ン

 
ケ
ー
ト
の
回
答
(
同
上
)
、
「
宮
沢
賢
治
の
詩
」
(
「
レ
ツ
ェ
ン
ゾ
」
一
九
三

 
五
年
六
月
号
)
の
ほ
か
、
生
前
未
発
表
の
「
宮
沢
賢
治
の
世
界
」
(
「
詩
園
」

 
一
九
三
九
年
八
月
号
)
が
あ
る
。

(
2
)
生
前
の
中
也
を
知
る
大
岡
昇
平
氏
は
《
私
が
中
原
と
知
り
合
っ
た
の
は

 
一
九
二
八
年
の
春
だ
が
、
彼
は
そ
の
頃
渋
谷
の
夜
店
の
ゾ
ッ
キ
屋
で
、
一

 
冊
五
銭
で
売
っ
て
い
た
「
春
と
修
羅
」
を
五
冊
ぐ
ら
い
買
い
、
一
冊
を
私

 
に
く
れ
、
他
は
誰
か
に
や
る
の
だ
、
と
い
っ
て
持
っ
て
帰
っ
た
。
そ
の
時
、

 
中
原
が
ど
ん
な
注
釈
を
つ
け
た
か
憶
え
て
い
な
い
が
、
彼
が
こ
ん
な
す
＼

 
め
方
を
し
た
詩
集
は
、
あ
と
に
も
先
に
も
「
春
と
修
羅
」
だ
け
で
あ

 
る
。
》
 
(
「
宮
沢
賢
治
と
中
原
中
也
」
/
「
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
第
十
巻
雲

 
報
」
筑
摩
圭
旦
房
、
一
九
七
四
年
三
月
)
と
証
言
し
て
い
る
。

(
3
)
大
岡
昇
平
氏
は
、
当
時
《
す
で
に
『
山
羊
の
歌
』
の
う
ち
「
初
期
詩
篇
」
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の
全
部
を
書
い
て
い
た
》
中
也
が
同
人
誌
の
刊
行
を
言
い
出
し
、
 
《
「
白
痴

 
群
」
は
主
と
し
て
中
原
と
河
上
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ

 
た
》
と
語
っ
て
お
り
、
中
原
が
作
品
発
表
の
場
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
う

 
か
が
え
る
。
(
「
解
説
」
/
「
白
痴
群
」
複
刻
版
別
冊
、
日
本
近
代
文
学
館
、

 
一
九
七
四
年
一
月
)
。

(
4
)
分
銅
惇
作
「
詩
人
像
と
そ
の
位
相
i
宮
沢
賢
治
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
一
」

 
/
『
中
原
中
也
』
講
談
社
新
書
、
一
九
七
四
年
九
月
。

(
5
)
鈴
木
亨
「
中
原
中
也
の
心
象
」
/
『
近
代
文
学
 
九
 
現
代
の
詩
歌
』

 
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
八
月
。

(
6
)
佐
藤
泰
正
「
中
原
中
也
と
宮
沢
賢
治
 
そ
の
詩
的
位
相
の
対
峙
相
関
を

 
め
ぐ
っ
て
」
/
「
宮
沢
賢
治
」
第
七
号
、
一
九
八
七
年
＝
月
。

(
7
)
「
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
「
夜
汽
車
の
食
堂
」
を
め
ぐ
っ
て
」
/
中
村
稔
氏
、

 
い
い
だ
も
も
氏
対
談
(
「
中
原
中
也
研
究
」
第
八
号
、
二
〇
〇
三
年
八
月
)
。

(
8
)
「
宮
沢
賢
治
と
中
原
中
也
-
二
つ
の
プ
リ
ズ
ム
ー
」
/
『
梅
光
学
院
大
学

 
公
開
講
座
論
集
第
五
〇
集
 
宮
沢
賢
治
を
読
む
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二

 
年
五
月
。

(
9
)
『
山
羊
の
歌
』
(
文
学
堂
書
店
、
一
九
三
四
年
一
二
月
)
発
表
形
態
を
引

 
用
。
初
出
は
「
四
季
」
一
九
三
三
年
夏
号
で
あ
る
が
、
詩
集
の
本
文
印
刷

 
は
そ
れ
以
前
の
一
九
三
二
年
一
〇
月
頃
に
終
了
し
て
い
る
。

(
1
0
)
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
二
〇
巻
 
中
原
中
也
』
角
川
書
店
、
一
九
八
一

 
年
四
月
。
ま
た
、
第
四
連
に
つ
い
て
三
好
豊
一
郎
氏
は
〈
翔
び
ゆ
く
雲
の

 
落
と
す
影
〉
と
く
田
の
面
を
過
ぎ
る
、
昔
の
巨
人
の
姿
〉
は
同
格
だ
が
、

 
 
《
こ
の
詩
句
は
あ
く
ま
で
昔
の
巨
人
の
姿
が
主
で
あ
る
》
と
言
及
し
て
い

 
る
(
中
原
中
也
詩
鑑
賞
「
少
年
時
」
/
「
国
文
学
」
第
二
二
巻
第
一
三
号
、

 
一
九
七
七
年
一
〇
月
)
。

(
1
1
)
吉
田
熈
生
氏
、
三
好
豊
一
郎
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
前
掲
書
(
1
0
)
。

(
1
2
)
前
掲
書
(
8
)
。

(
1
3
)
「
「
書
く
」
行
為
の
背
後
に
あ
る
も
の
i
宮
沢
賢
治
と
中
原
中
也
一
」
/

 
「
日
本
近
代
文
学
」
第
六
八
集
、
二
〇
〇
三
年
五
月
。

(
1
4
)
菅
谷
規
矩
雄
『
詩
的
リ
ズ
ム
』
大
和
書
房
、
一
九
七
五
年
六
月
。

(
1
5
)
た
と
え
ば
、
集
中
討
議
「
〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
く
名
辞
以
前
〉
を
め

 
ぐ
っ
て
」
に
お
け
る
北
川
透
氏
、
入
沢
康
夫
氏
、
中
村
稔
氏
の
指
摘
が
あ

 
る
(
「
中
原
中
也
研
究
」
第
八
号
、
二
〇
〇
三
年
八
月
)
。

(
1
6
)
 
〈
生
し
の
の
め
〉
 
〈
顯
気
V
 
〈
ま
っ
く
ら
く
ら
〉
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て

 
い
る
。

(
1
7
)
『
新
編
中
原
中
也
全
集
』
第
二
巻
(
角
川
書
店
、
二
(
×
二
年
四
月
)
に

 
は
《
昭
和
九
年
の
一
年
間
を
通
じ
て
、
中
原
は
道
化
た
ロ
調
の
詩
篇
を
数

 
多
く
制
作
し
て
い
る
》
と
し
て
一
C
篇
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
類
似
詩
句

 
が
見
ら
れ
る
の
は
そ
の
内
の
四
篇
で
あ
る
。

(
1
8
)
以
後
の
作
品
に
も
類
似
詩
句
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
 
〈
都
会
も
眠
る
、

 
こ
の
夜
さ
一
と
夜
〉
 
(
「
深
更
」
)
、
 
〈
今
夜
一
と
夜
さ
蛙
は
鳴
く
…
…
〉

 
(
「
蛙
声
」
)
。

(
1
9
)
前
掲
書
(
8
)
。

(
2
0
)
前
掲
書
(
1
4
)
。

※
宮
沢
賢
治
の
作
品
は
筑
摩
書
房
版
『
新
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
に
、
中
原
中

也
の
文
章
・
書
簡
及
び
作
品
は
角
川
書
店
版
『
中
原
中
也
全
集
』
、
『
新
編
中

原
中
也
全
集
』
に
拠
り
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
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