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中

野

新

治

一

 
そ
の
死
の
お
よ
そ
一
年
前
に
あ
た
る
昭
和
七
年
九
月
二
十
三
日
、
宮
沢
賢
治

は
、
友
人
藤
原
嘉
藤
治
に
あ
て
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ
 
ロ

今
夕
の
放
送
之
を
聴
け
り
。
／
始
め
た
だ
湾
刃
な
き
を
希
ふ
の
み
。
而
も
奏
‘

進
む
や
、
泪
荘
乎
た
り
。
そ
の
清
純
近
日
に
比
な
き
な
り
。
／
身
頭
ひ
病
胸

熱
し
て
そ
の
全
き
を
罵
る
。
事
胱
と
し
て
更
に
進
め
り
。
最
后
の
曲
後
半
に

 
 
 
 
 
 
 
し
ん

至
り
伴
奏
殆
ん
ど
神
に
会
す
。
奏
旧
り
て
声
を
挙
げ
よ
ろ
こ
び
泣
く
。
弟
妹

亦
枕
頭
に
来
っ
て
祝
せ
り
。
凡
そ
今
夕
意
を
迎
え
て
聴
け
る
に
あ
ら
ず
。
た

．
ゴ
鍛
へ
回
る
も
の
は
鍛
へ
た
る
も
の
、
よ
き
も
の
は
よ
き
も
の
な
り
。
．
／
更

 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

に
盛
岡
の
演
あ
ら
ん
。
惹
く
は
餐
を
重
ん
じ
煙
を
節
し
て
身
を
興
奮
よ
り
護

ち
れ
ん
こ
と
を
。

「
封
書
の
表
に
は
宛
名
の
下
に
「
祝
詞
」
と
書
き
加
え
て
あ
り
、
裏
に
賢
治
の

名
は
な
く
コ
一
十
三
日
 
ゴ
町
民
」
と
の
み
記
し
て
あ
る
。

 
藤
原
は
花
巻
高
等
女
学
校
の
音
楽
教
師
で
あ
り
、
隣
接
し
た
稗
貫
（
の
ち
花

巻
）
農
学
校
に
勤
め
た
賢
治
と
音
楽
を
通
じ
て
交
友
を
深
め
た
。
そ
れ
は
賢
治

の
農
学
校
退
職
後
も
つ
づ
き
、
昭
和
二
年
の
藤
原
の
結
婚
に
際
し
て
は
賢
治
が

媒
酌
人
と
な
っ
た
程
で
あ
る
。
こ
の
日
、
そ
の
藤
原
の
ピ
ア
ノ
伴
奏
に
よ
る
高

等
女
学
校
の
生
徒
三
名
の
独
唱
が
、
午
後
六
時
か
ら
仙
台
放
送
局
に
よ
り
放
送

さ
れ
、
賢
治
は
深
い
感
動
を
も
っ
て
そ
れ
を
聴
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
並

並
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
書
簡
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
文
体
も
ま

た
、
当
時
の
友
人
や
教
え
子
あ
て
の
も
の
に
し
て
は
全
く
異
数
の
文
語
体
で
あ

り
、
彼
の
心
の
昂
り
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
の
夜
の
演
奏
が
賢
治
の
何
を
揺

り
動
か
し
た
の
か
。
友
へ
心
を
こ
め
た
祝
い
の
こ
と
ば
を
書
き
な
が
ら
、
賢
治

の
胸
に
は
何
が
去
来
し
て
い
た
か
。

大
正
1
5
年
（
昭
和
元
年
）
3
月
、
花
巻
農
学
校
退
職
。
4
月
か
ら
下
根
子
に

独
居
。
5
月
か
ら
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
、
楽
器
の
練
習
会
開
く
。
賢
治
は

オ
ル
ガ
ン
、
チ
ェ
ロ
担
当
。
6
月
、
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
を
書
く
。
8

月
、
羅
須
地
人
協
会
創
立
。
1
2
月
、
上
京
。
，
セ
ロ
、
オ
ル
ガ
2
1
、
エ
、
ス
ペ
ラ

ン
ト
の
勉
強
。

阻
和
2
年
2
月
、
「
岩
手
日
報
」
に
地
人
協
会
の
記
事
が
載
る
が
、
そ
れ
が
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～

か
え
っ
て
以
後
の
活
動
を
制
約
す
る
。
集
会
も
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
練
習
も
不

定
期
と
な
り
、
活
動
は
肥
料
設
計
が
主
と
な
る
。

昭
和
3
年
8
月
、
過
労
の
た
め
肺
浸
潤
で
病
臥
。

昭
和
5
年
4
月
、
病
床
か
ら
離
れ
、
少
し
は
仕
事
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

9
月
、
東
北
砕
石
工
場
を
訪
問
。

昭
和
6
年
2
月
、
東
北
砕
石
工
場
花
巻
出
張
所
設
置
、
嘱
託
技
師
と
な
る
。

以
後
各
地
を
炭
酸
石
灰
の
宣
伝
販
売
の
た
め
奔
走
。
9
月
、
上
京
。
発
熱
病

臥
。
死
を
覚
悟
し
、
遺
書
を
書
く
。
花
巻
に
帰
り
病
臥
。
1
1
月
「
雨
ニ
モ
負

ケ
ズ
」
を
手
張
に
記
す
。

昭
和
7
年
、
病
床
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
。

 
覚
え
書
き
風
に
こ
う
し
て
農
学
校
退
職
以
後
の
道
程
を
ふ
り
返
る
と
、
 
「
小

さ
い
な
が
ら
、
公
立
の
学
問
に
対
し
て
私
塾
の
学
開
を
、
義
務
と
し
て
の
労
働

に
対
し
て
使
命
と
し
て
の
労
働
を
、
職
業
と
し
て
の
芸
術
か
ら
入
問
の
生
命
の

 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
）

表
現
と
し
て
の
芸
術
を
」
と
い
う
賢
治
の
願
い
が
、
余
り
に
も
早
く
つ
い
え
た

こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
。
昭
和
に
入
っ
て
の
七
年
間
ぽ
、
そ
の
全
存
在
を
賭

け
た
生
へ
の
幻
想
が
次
々
と
崩
壊
し
て
い
く
悲
劇
的
な
過
程
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
ま
た
、
裏
が
え
せ
ば
、
己
れ
の
才
を
頼
ん
だ
三
三
や
慢
心
が
う
ち

砕
か
れ
る
た
め
に
必
要
な
時
間
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
昭
和
元
年
暮
れ
の
上
京

の
時
、
賢
治
は
父
に
対
し
て
コ
時
間
も
無
駄
に
し
て
は
居
し
ず
勉
強
し
て
い

る
こ
と
を
報
告
し
た
後
、
授
業
料
や
そ
の
他
の
経
費
の
た
め
と
称
し
て
二
百
円

の
金
を
な
だ
っ
て
い
る
（
十
二
月
十
五
日
書
簡
）
。
巡
査
の
初
任
給
が
昭
和
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
）

年
の
時
点
で
さ
え
四
十
五
円
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
の
要
求
は
法
外

と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
い
く
ら
わ
た
し
で
も
今
日
の
時
代
に
恒
産
の
な

く
定
収
の
な
い
こ
と
が
ど
ん
な
に
辛
く
ひ
ど
い
こ
と
か
、
む
し
ろ
巨
き
な
不
徳

で
あ
る
や
う
の
こ
と
は
一
日
一
日
に
身
に
し
み
て
判
っ
て
参
り
ま
す
」
 
（
同
）

と
言
い
な
が
ら
、
「
わ
た
く
し
は
決
し
て
意
志
が
弱
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
ま
り
生
活
の
他
の
一
面
に
強
い
意
志
を
用
ひ
て
み
る
関
係
か
ら
斯
う
い
ふ
方

に
ま
で
力
が
及
ば
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
・
（
同
）
と
開
き
直
ゆ
、
既
成
事
実
と

し
て
父
の
友
人
か
ら
七
十
円
借
り
て
し
ま
う
し
だ
た
か
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

郷
里
の
先
輩
で
あ
り
偉
大
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
っ
た
石
川
啄
木
を
思
わ
せ
る
も

の
が
あ
る
。
 
「
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
無
上
菩
提
に
至
る
橋
梁
を
架
し
」
 
（
十

二
月
十
二
日
書
簡
）
、
「
風
と
ゆ
き
き
し
雲
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
」
る
（
「
農

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

民
芸
術
概
論
綱
要
」
）
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
甘
え
た
物
質
的
基
礎
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
下
根
子
で
の
活
動
が
金
持
ち
の
町
者
の
道
楽
と
受
け

取
ら
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
 
「
土
も
掘
る
だ
ら
う
／
と

き
ど
き
は
食
は
な
い
こ
と
も
あ
る
だ
ら
う
／
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
／
や
は
り

お
ま
へ
ら
は
お
ま
へ
ら
だ
し
／
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
だ
」
と
い
う
言
葉
を
賢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
3
）

治
は
そ
れ
か
ら
聞
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
昭
和
五
年
、
小
康
を
得
た
賢
治
は
、
病
を
気
づ
か
い
便
り
を
よ
こ
し
た
教
え

子
た
ち
に
率
直
に
自
分
の
否
を
伝
え
て
い
る
。

根
子
で
は
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
／
た
び
た
び
失
礼
な
こ
と
も

言
ひ
ま
し
た
が
、
殆
ん
ど
あ
す
こ
で
は
は
じ
め
か
ら
お
し
ま
ひ
ま
で
病
気

（
こ
こ
ろ
も
か
ら
だ
も
）
み
た
い
な
も
の
で
何
と
も
済
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

／
ど
う
か
あ
れ
ら
の
中
か
ち
捨
て
る
べ
き
は
は
っ
き
り
捨
て
再
三
お
考
へ
に

な
っ
て
と
る
べ
き
は
と
っ
て
、
あ
な
た
ご
自
身
で
明
る
い
生
活
の
目
標
を
お

つ
く
り
に
な
る
や
う
ね
が
い
ま
す
。
，
（
三
月
十
日
 
伊
藤
恵
一
あ
て
）
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人
は
ま
は
り
の
人
へ
の
義
理
さ
へ
き
ち
ん
と
立
つ
な
ら
一
番
幸
福
で
す
。
私

は
今
ま
で
少
し
行
過
ぎ
て
み
た
と
思
ひ
ま
す
。
お
か
ら
だ
お
大
切
に
（
三
月

二
十
日
遅
菊
地
信
一
あ
て
）
．

あ
な
た
も
ど
う
か
今
の
仕
事
を
容
易
な
軽
い
も
の
に
考
へ
な
い
で
あ
く
ま
で

慎
み
深
く
確
か
に
や
っ
て
行
か
れ
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。
私
も
農
学
校
の
四

年
間
が
い
ち
ば
ん
や
り
甲
斐
の
あ
る
時
で
し
た
。
但
し
終
り
の
こ
ろ
わ
っ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

ば
か
り
の
自
分
の
才
能
に
慢
じ
て
じ
つ
に
虚
傲
な
態
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
悔
い
て
も
も
う
及
び
ま
せ
ん
。
 
（
四
月
四
日
 
澤
里
武
治
あ
て
）

 
こ
の
よ
う
な
思
い
は
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
、
昭
和
六
年
十
一
月
に
は
次
の
よ

う
に
所
謂
『
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
手
帳
」
に
記
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
（
前
半
略
）

 
 
◎
〈
ソ
レ
〉
妄
り
ニ

 
 
 
 
 
天
来
二

 
 
身
ヲ
 
〈
求
ム
ル
モ
ノ
ハ
〉

 
 
委
ス
ル
モ
ノ
ハ

 
 
 
コ
レ
ニ
百
ス
ル

 
 
 
 
 
 
 
疾
苦

 
 
 
 
 
 
後
ヘ
ニ

 
 
 
 
 
 
 
随
フ
ヲ

 
 
 
 
 
 
 
 
知
レ
 
 
 
 
葺
く
 
V
は
抜
消
部
分

 
全
体
に
太
字
の
力
強
い
筆
跡
で
あ
り
、
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
の
す
ぐ
後
に

遣
れ
て
い
る
か
ら
、
十
一
月
四
日
か
ら
五
日
に
か
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ

「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
試
論
．
i
不
軽
菩
薩
と
し
て
の
動
物
た
ち
一

ろ
う
と
推
察
ざ
れ
て
い
る
。
 
「
天
来
」
と
は
天
賦
の
才
と
い
っ
た
意
味
で
あ

 
（
註
4
）

ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
自
分
の
「
疾
苦
」
の
原
因
と
、
は
っ
き
り
認
め
ら

れ
て
い
る
。
賢
治
は
再
び
倒
れ
た
あ
と
、
く
り
返
し
自
分
の
来
し
方
を
ふ
り
返

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
昭
和
七
年
九
月
二
十
三
日
掛
の
賢
治
の
感
涙
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
道
程

へ
の
深
い
思
い
な
し
に
は
流
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
た
ゴ
鍛

へ
た
る
も
の
は
鍛
へ
た
る
も
の
、
よ
き
も
の
は
よ
き
も
の
な
り
」
と
い
う
表
現

に
は
、
自
分
と
異
り
音
楽
の
道
を
「
容
易
に
軽
い
も
の
に
考
へ
な
い
で
あ
く
ま

で
慎
し
み
深
く
確
か
に
や
っ
て
」
来
た
藤
原
へ
の
尊
敬
の
念
が
あ
ろ
う
。
思
え

ば
賢
治
は
、
チ
ェ
ロ
の
技
法
さ
え
も
わ
ず
か
三
日
で
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
し

 
 
 
（
註
5
）

た
の
で
あ
る
。
い
く
ら
高
い
理
想
の
た
め
と
は
い
え
、
'
こ
れ
も
ま
た
、
己
れ
の

才
を
頼
む
慢
心
ゆ
え
の
行
動
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
夜
の
感
動
は
心
身
共
に
傷
つ
い
た
賢
治

に
聞
え
て
来
た
音
楽
の
純
粋
な
美
し
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
「
全
く
さ
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
6
）

し
く
て
た
ま
ら
ず
、
美
し
い
も
の
が
ほ
し
く
て
た
ま
ら
」
な
い
と
い
う
彼
に
と

っ
て
、
こ
の
夜
の
演
奏
は
心
身
に
／
5
み
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も

音
楽
を
本
当
に
愛
し
、
作
品
そ
の
も
の
が
音
楽
の
本
質
を
持
っ
て
い
た
賢
治
で

あ
る
。
初
期
の
『
春
と
修
羅
」
は
勿
論
、
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
『
疾
中
』
の

「
目
に
て
云
ふ
」
や
、
「
丁
丁
丁
丁
丁
」
に
は
、
回
れ
た
音
楽
、
例
え
ば
モ
ー
ツ

ァ
ル
ト
の
音
楽
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
、
ど
ん
な
悲
惨
な
現
実
を
も
乗
り
超
え

て
し
ま
う
ユ
ー
モ
ア
と
、
死
の
恐
怖
さ
え
吹
き
飛
ば
す
奔
放
な
生
き
た
り
ズ
ム

が
あ
る
。
大
岡
信
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
 
「
深
い
私
的
な
モ
チ
ー
フ
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
7
）

発
し
な
が
ら
、
し
か
も
私
的
な
感
情
の
定
着
に
は
目
も
く
れ
な
い
」
、
別
言
す

れ
ば
、
自
己
の
感
情
に
淫
し
な
い
の
が
彼
の
詩
や
童
話
の
特
質
な
の
で
あ
り
、
・
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そ
れ
を
「
音
楽
的
」
と
言
っ
て
も
大
き
な
誤
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
Q

 
こ
の
よ
う
な
賢
治
ゆ
え
に
、
音
楽
へ
の
思
い
は
病
中
も
絶
え
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
例
え
ば
、
昭
和
五
年
十
二
月
一
日
、
藤
原
嘉
藤
治
の
長
男
嘉
秋
の
誕
生

日
の
祝
賀
に
招
か
れ
た
際
、
病
気
の
た
め
欠
席
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
は
、

そ
の
席
で
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
弦
楽
四
重
奏
に
思
い
を
馳
せ
て
、
 
「
お
の
お
の

・
に
弦
を
は
じ
き
て
賀
や
す
ら
ん
」
に
始
る
短
い
連
句
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
そ
の
す
ぐ
後
、
十
二
月
十
八
日
の
澤
里
武
治
あ
て
の
書
簡
で
は
「
も
う
す

こ
し
丈
夫
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
，
セ
ロ
で
も
合
せ
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
」
と
、
チ

ェ
ロ
へ
の
絶
ち
が
た
い
愛
着
を
語
っ
て
い
る
。
愈
々
が
音
楽
の
教
師
で
あ
る
せ

い
も
あ
ろ
う
が
、
 
「
こ
の
休
み
に
は
い
つ
し
ょ
に
音
楽
で
も
や
る
筈
の
処
を
ま

・
る
で
忙
し
く
て
歩
い
て
ば
か
り
み
て
」
 
（
昭
6
・
8
・
1
3
）
、
「
作
曲
の
方
は
こ
れ

か
ら
も
ど
し
ど
し
ゃ
ち
れ
亦
低
音
部
が
ゆ
る
や
か
に
作
っ
て
あ
れ
ば
セ
ロ
を
も

入
れ
ら
れ
る
で
せ
う
し
」
（
8
・
2
7
）
と
、
音
楽
へ
の
言
及
は
つ
づ
い
て
い
る
。

 
 
「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
を
論
つ
る
に
当
り
、
い
く
ら
か
周
辺
を
巡
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
賢
治
の
自
己
省
察
の
厳
し
い
確
か
さ
と
、
そ
れ
故
の
一

層
の
音
楽
へ
・
の
愛
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
の
執
筆
が
昭
和
六

年
か
ら
八
年
に
か
け
て
で
あ
る
と
い
う
現
在
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ

の
推
敲
の
筆
は
藤
原
の
音
楽
に
よ
る
「
荘
乎
た
る
泪
」
に
よ
っ
て
一
層
進
め
ら

れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
露
見
の
書
簡
の
結
び
に
あ
る
盛
岡
の
演
奏

会
で
、
藤
原
は
賢
治
の
チ
ェ
ロ
を
借
用
し
て
ク
ワ
ァ
ル
テ
ッ
ト
の
演
奏
に
臨
ん

で
い
る
。
曲
目
は
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
「
ア
ン
ダ
ン
テ
・
カ
ン
タ
ー
ビ
レ
」

と
べ
：
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
四
重
奏
曲
の
う
ち
の
一
つ
の
楽
章
で
あ
っ
た
と
い
う
。

 
作
品
の
主
人
公
ゴ
ー
シ
ュ
が
、
重
松
泰
雄
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
「
羅
須

地
人
協
会
時
代
の
自
己
と
病
苦
に
あ
え
ぐ
晩
年
の
自
己
と
の
時
空
を
超
え
た
二

 
 
 
（
註
8
）

重
の
分
身
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
賢
治
は
単
に
自
己
の

分
身
の
み
を
そ
こ
に
書
き
つ
け
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
ゴ
ー
シ
ュ
は
賢
治

で
あ
る
と
共
に
、
あ
の
畏
友
藤
原
嘉
藤
治
の
音
楽
に
精
進
す
る
姿
で
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
α
い
ま
や
賢
治
は
友
人
に
深
く
う
な
が
さ
れ
て
、
あ
り
う
べ
き
一

、
人
の
チ
ェ
ロ
奏
者
の
成
長
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
作
者
は
「
火
事
に
で
も
あ
っ

た
あ
と
の
や
う
に
眼
を
じ
っ
と
匙
じ
て
す
は
り
込
む
」
（
「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ

ュ
」
，
）
ほ
ど
の
か
つ
て
の
感
動
を
反
心
し
、
そ
の
感
動
を
わ
れ
知
ら
ず
聴
く
者

に
も
た
ら
し
た
セ
ロ
ひ
き
の
音
楽
三
昧
の
生
活
を
跡
づ
け
て
い
く
。
賢
治
の
思

．
想
が
た
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
そ
こ
に
動
物
た
ち
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
が
ら

で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
9
）

 
ゴ
…
シ
ュ
が
そ
の
名
の
通
り
不
器
用
で
下
手
な
チ
ェ
ロ
ひ
き
で
あ
り
、
楽
器

も
粗
末
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
窃
取
地
人
協
会

時
代
の
素
人
オ
渉
ス
套
フ
の
練
叢
り
が
反
映
善
い
る
で
あ
う
つ
。
そ
の

ミ
ニ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
「
さ
っ
ぱ
り
上
達
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
も
、
病
床
に

あ
る
身
に
は
そ
れ
故
に
一
層
な
つ
か
し
い
甘
い
回
想
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
ゴ
：
シ
ュ
が
楽
長
か
ら
手
ひ
ど
く
注
意
さ
れ
る
箇
所
は
、
彼
が
チ
ェ
ロ

を
習
い
に
行
っ
た
新
山
父
響
楽
一
協
会
（
現
N
H
K
山
事
響
楽
団
）
で
の
実
際
の
練
 
習

風
景
の
見
聞
が
基
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
ゴ
ー
シ
ュ
が
叱
ら
れ
て
い

る
時
の
他
の
団
員
の
「
気
の
毒
そ
う
に
し
て
わ
ざ
と
じ
ぶ
ん
の
譜
を
の
ぞ
き
込

ん
だ
り
じ
ぶ
ん
の
楽
器
を
は
じ
い
て
見
た
り
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
態
度
に

は
、
実
際
に
一
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
練
習
を
経
験
し
た
も
の
の
み
が
知
り
う
る
リ
ア
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リ
テ
ィ
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
自
分
の
チ
ェ
ロ
が
「
何
か
巨
き
な
黒
い
も
の
」
、

つ．

ﾜ
り
自
分
を
押
し
つ
ぶ
し
そ
う
な
異
物
と
化
し
、
そ
れ
と
懸
命
に
戦
っ
て
い

る
ゴ
ー
シ
ュ
の
姿
は
「
下
手
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
プ
ロ
の
音
楽
家
と
し
て
よ

く
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
な
ら
、
音
楽
好
き
の
作
者
の
愛
情
に
満
ち
た
一

チ
ェ
ロ
奏
者
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

作
品
は
扉
を
と
ん
と
ん
と
た
た
い
て
入
っ
て
来
る
「
大
き
な
三
毛
猫
」
の
登
場

と
共
に
、
一
挙
に
「
童
話
」
の
世
界
へ
突
入
す
る
。

 
賢
治
に
と
っ
て
の
「
童
話
」
が
、
そ
の
全
存
在
を
か
け
た
観
念
世
界
の
展
開

さ
れ
る
広
大
な
舞
台
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
は

現
実
の
諸
相
や
諸
価
値
は
徹
底
し
て
転
倒
さ
れ
る
。
貧
困
に
苦
し
む
岩
手
県
が

ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
に
転
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
に

ど
っ
て
最
も
大
切
な
は
ず
の
生
命
は
守
ら
れ
る
よ
り
も
放
棄
さ
れ
る
こ
と
が
願

わ
れ
る
。
「
み
ん
な
の
幸
せ
の
た
め
な
ら
僕
の
か
ら
だ
な
ん
か
百
ぺ
ん
灼
い
て

も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
言
葉
は
「
我
身
命
を
愛
せ
ず
但
無
上

道
を
惜
む
」
と
い
う
法
華
経
勧
持
品
第
十
三
の
偶
に
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と

 
 
 
 
 
（
註
1
1
）

は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
自
己
犠
牲
に
よ
る
真
理
の
実
現
を
望
む
暗
く
激
し
い

情
熱
に
貫
か
れ
た
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
や
「
ブ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
が
、

時
に
童
話
と
し
て
否
定
的
な
評
価
を
受
け
る
の
は
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
な

 
 
（
註
1
2
）

の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
に
立
て
ば
、
こ
の
「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
他
の
晩

期
の
作
品
と
違
っ
て
、
健
康
で
明
朗
な
思
至
交
歓
讃
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
勿
論
、
秀
れ
た
文
学
が
必
ず
持
っ
て
い
る
諸
価
値
の
転
倒
と
、
そ
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
へ

に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
観
念
の
ま
な
ぎ
し
が
抽
出
で
き
な
い
訳
で
は
な
い
。

 
即
ち
、
賢
治
特
有
の
「
弱
小
者
の
勝
利
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
こ
こ
で
も
顔
を

の
ぞ
か
せ
る
。
他
の
誰
で
も
な
い
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
一
番
下
手
な
ゴ
ー
シ
ュ

「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
試
論
 
一
不
軽
菩
薩
と
レ
て
の
動
物
た
ち
一

が
ア
ン
コ
ー
ル
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
楽

長
で
も
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
で
も
同
僚
で
も
な
く
、
音
楽
の
こ
と
な
ど
何
も

知
ら
な
い
は
ず
の
小
さ
な
動
物
た
ち
で
あ
る
、
と
い
”
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

よ
り
肝
要
な
の
は
、
ゴ
！
シ
ュ
が
自
分
の
「
勝
利
」
に
一
向
気
づ
い
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
技
術
を
誇
ら
し
げ
に
披
露
す
る
の
で
は
な
く
、
反

対
に
「
ど
こ
ま
で
ひ
と
を
ば
か
に
す
る
ん
だ
」
と
被
害
者
意
識
に
か
ら
れ
な
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ら
舞
台
に
立
ち
、
な
か
ば
や
け
に
な
っ
て
そ
の
心
情
に
ふ
さ
わ
し
い
「
印
度
の

虎
狩
」
を
ア
ン
コ
ー
ル
曲
に
弾
く
の
で
あ
る
。

 
「
弱
小
者
の
勝
利
」
は
あ
く
ま
で
無
意
識
の
も
の
で
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ

る
、
と
い
う
作
者
の
観
念
の
ま
な
ざ
し
は
相
当
に
強
い
力
で
作
品
を
照
ら
し
て

い
る
。
ゴ
ー
シ
ュ
が
「
す
っ
か
り
落
ち
つ
い
て
」
・
独
奏
で
き
た
の
は
自
分
の
技

 
 
 
 
 
 
ヤ

能
を
誇
示
す
る
必
要
が
少
し
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
曲
が
終
れ
ば
「
み
ん

な
の
方
を
見
む
ぎ
も
せ
ず
」
楽
屋
へ
帰
り
、
「
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
だ
と
思
っ
て
み
ん

な
の
間
を
さ
っ
さ
と
あ
る
い
て
行
っ
て
」
「
長
椅
子
へ
ど
っ
か
り
と
か
ら
だ
を

お
ろ
し
て
足
を
組
ん
で
す
は
る
」
の
で
あ
る
。
ま
る
で
「
さ
あ
ど
こ
か
ら
で
も

や
っ
て
く
れ
」
と
雪
ぎ
直
っ
て
い
る
、
か
の
一
心
太
助
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ゴ

！
シ
ュ
は
あ
く
ま
で
無
我
な
の
で
あ
る
。
こ
て
に
は
あ
の
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」

の
デ
ク
ノ
ボ
ー
に
通
じ
る
理
念
が
あ
る
。
 
「
ミ
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ボ
ー
ト
ヨ
バ
レ

／
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
／
ク
ニ
モ
サ
レ
ズ
」
と
は
、
「
東
二
病
気
ノ
コ
ド
，
モ
ア
レ
バ

／
行
ツ
テ
看
病
シ
テ
ヤ
リ
／
西
ニ
ツ
カ
レ
タ
母
ア
レ
バ
／
行
ツ
テ
ソ
ノ
稲
ノ
東

ヲ
負
ヒ
…
…
」
と
い
う
「
善
」
は
全
く
無
意
識
の
下
に
な
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば

一
切
は
意
味
を
失
う
と
い
う
厳
し
い
真
理
追
求
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
意
識
の

極
限
と
し
て
の
無
意
識
と
は
、
そ
れ
自
体
矛
盾
す
る
到
達
不
可
能
な
課
題
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
宗
教
の
要
求
す
る
極
北
の
課
題
で
あ
り
、
賢
治
が
病
床
に
あ
っ
て
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‘

尚
、
自
己
を
宗
教
的
に
追
い
つ
め
つ
づ
け
て
い
た
こ
ど
は
朋
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
作
品
に
登
場
す
る
動
物
た
ち
は
、
こ
の
「
無
意
識
の
善
行
為
」
l
l
こ
こ
で

は
「
無
意
識
の
学
習
」
 
「
無
意
識
の
上
達
」
1
と
い
う
不
可
能
を
可
能
に
す

る
唯
一
の
備
な
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ
れ
は
一
「
上
手
な
」
 
（
こ
れ
は
意
識
の
産

物
で
あ
る
）
人
間
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
「
愚
」

と
い
う
理
念
を
紡
ぎ
出
す
。

 
例
え
ば
「
か
く
こ
う
」
と
ゴ
ー
シ
ュ
の
や
り
と
り
は
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に

か
ら
れ
、
そ
の
た
め
他
者
を
寄
せ
つ
け
ず
か
た
く
な
に
な
っ
た
ゴ
ー
シ
ュ
の
心

が
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
く
最
初
の
契
機
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の

は
「
か
く
こ
う
」
の
音
楽
の
才
で
は
な
く
愚
か
さ
で
あ
る
。
演
奏
会
を
前
に
し

て
焦
っ
て
い
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
都
合
な
ど
考
え
も
せ
ず
・
「
ど
う
か
も
う
一
ぺ
ん
弾

い
て
下
さ
い
」
と
夜
が
明
け
る
ま
で
言
い
つ
づ
け
る
愚
直
さ
に
よ
っ
て
、
ゴ
ー

シ
ュ
は
「
ほ
ん
と
う
の
ド
レ
ミ
フ
ァ
」
を
体
得
す
る
。
さ
ら
に
ゴ
r
シ
ュ
か
ら

最
後
に
ひ
ど
く
お
ど
か
さ
れ
る
と
冷
静
さ
を
失
い
、
三
度
も
閉
じ
ら
れ
て
い
る

窓
に
ぶ
つ
か
り
、
曙
の
つ
け
ね
か
ら
血
を
出
し
、
気
絶
ま
で
し
て
し
ま
う
「
ば

か
だ
な
あ
」
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
行
動
。
し
か
し
そ
れ
が
あ
っ
て
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

そ
、
四
度
目
に
飛
び
立
っ
た
時
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
立
て
つ
け
の
悪
い
窓
を
「
思

へ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

は
ず
足
を
あ
げ
て
」
（
傍
点
引
用
者
）
蹴
や
ぶ
り
、
外
へ
逃
し
て
や
る
の
で
あ

る
。
砕
け
散
っ
た
の
は
ガ
ラ
ス
窓
だ
け
で
な
く
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
心
で
も
あ
る
だ

ろ
う
。
次
の
晩
「
こ
ら
狸
、
お
ま
へ
は
狸
汁
と
い
ふ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
」

と
ど
な
り
は
す
る
が
、
品
触
の
無
邪
気
な
姿
を
前
に
す
る
と
、
そ
れ
以
上
の
お

ど
し
の
言
葉
が
彼
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
h
か
く
こ

う
」
が
ゴ
ー
シ
ュ
の
か
た
い
心
の
窓
を
こ
わ
し
、
風
通
し
を
良
．
く
し
て
い
な
け

れ
ば
、
足
り
な
い
時
間
を
犠
牲
に
し
て
の
翌
晩
の
子
狸
と
の
交
歓
も
な
く
、
従

っ
て
「
二
番
目
の
糸
」
の
欠
陥
の
発
見
も
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

 
こ
の
よ
う
な
「
愚
」
は
野
ね
ず
み
親
子
の
登
場
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
す
る
。

野
ね
ず
み
は
ゴ
！
シ
ュ
を
医
者
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
実
際

に
ゴ
ー
シ
ュ
の
下
手
な
チ
ェ
ロ
に
よ
っ
て
床
下
の
動
物
た
ち
の
病
気
が
治
る
に

し
ろ
、
そ
れ
は
動
物
の
世
界
の
み
で
通
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
知
的
、
論

理
的
な
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ち
、
も
は
や
声
を
荒
だ

て
る
こ
と
も
な
く
野
ね
ず
み
を
招
き
入
れ
た
ゴ
ー
シ
ュ
も
思
わ
ず
む
っ
と
し
て

「
お
れ
が
医
者
な
ど
や
れ
る
も
の
か
」
と
言
う
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
か

に
奇
妙
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
動
物
の
世
界
で
は
ゴ
ー
シ
ュ
は
名
医
で
あ
る
。

お
っ
か
さ
ん
ね
ず
み
か
ら
十
ぺ
ん
も
．
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
」
と
感
謝
さ
れ
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
、
自
分
は
こ
の
世
に
な
く
て
は
な

ら
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
楽
長
か
ら
頭
ご
な
し
に
ど

な
ら
れ
、
感
情
の
冷
え
き
っ
て
い
た
ゴ
ー
シ
ュ
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
暖
い

心
と
豊
か
な
感
情
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。
、
「
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
。
そ
の
腹
の

悪
い
こ
ど
も
へ
や
る
か
ら
な
」
と
言
っ
て
パ
ン
を
戸
棚
か
ら
取
り
出
す
ゴ
ー
シ

ュ
。
お
そ
ら
く
百
ぺ
ん
楽
長
か
ら
ど
な
ら
れ
て
も
ゴ
ー
シ
ュ
に
は
音
楽
的
な
感

情
の
表
現
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
動
物
た
ち
に
よ
っ
て
彼
の
内
側
に
暖

か
な
血
が
巡
り
始
め
た
の
で
あ
る
か
ら
馬
上
達
は
必
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
か
く
て
こ
の
物
語
は
動
物
達
の
「
愚
」
に
よ
っ
て
何
よ
り
も
「
自
分
は
ダ
ズ

な
セ
ロ
ひ
き
だ
」
と
い
う
主
人
公
の
先
入
観
が
こ
わ
さ
れ
、
ゆ
る
め
を
与
え
ら

れ
、
自
分
を
鳳
復
、
獲
得
す
る
物
語
で
あ
る
と
読
め
る
。
お
そ
ち
く
ゴ
ー
シ
ュ

は
再
び
三
毛
猫
が
ト
マ
ト
を
土
産
に
訪
ね
て
来
て
も
、
 
「
そ
の
ト
マ
ト
だ
っ
て
」

お
れ
の
畑
の
や
つ
だ
」
と
言
っ
て
怒
り
は
し
な
い
で
あ
ら
う
。
す
べ
て
を
明
確

に
裁
断
す
る
「
知
」
で
は
な
く
、
自
他
の
区
別
さ
え
つ
か
ぬ
「
愚
」
こ
そ
が
自
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分
を
救
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
、
こ
の
動
物
た
ち
の
存
在
そ
の
も
の
を
作
者
の
思
想
の
中
に
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
が
最
後
に
残
ざ
れ
る
。
以
下
は
あ
く
ま

で
試
論
に
過
ぎ
な
い
が
、
動
物
た
ち
を
賢
治
の
思
想
の
核
を
形
成
し
た
「
法
華

経
』
の
中
に
登
場
す
る
「
常
不
軽
菩
薩
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

三

 
『
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
手
帳
」
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
病
床
に
あ
る
賢
治
の
厳
し

い
自
己
凝
視
の
記
録
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
自
己
を
信
仰
に
よ
っ
て
救
出
せ

ん
と
試
み
た
生
々
し
い
軌
跡
を
も
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
救
い

を
願
う
祈
り
の
メ
モ
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
る
で
「
信
」
を

「
病
」
そ
の
も
の
に
激
突
さ
せ
、
 
「
病
」
を
微
塵
に
砕
こ
う
と
す
る
か
の
よ
う

な
鬼
気
に
満
ち
．
て
い
る
。
た
と
え
ば
第
五
ペ
ー
ジ
か
ら
「
病
血
熱
す
と
錐
も
…

…
」
に
始
る
覚
え
書
き
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

 
さ
ら
ば
こ
れ
格
好
の

 
 
 
 
 
 
道
場
な
り

 
三
十
八
度
九
度
の
三
熱

 
肺
炎
流
感
結
核
の
諸
毒

 
汝
が
身
中
に
充
つ
る
の
と
き

 
汝
が
五
三
の
修
羅

 
を
化
し
て
或
は
天
或
は

菩
薩
成
仏
の
国
土
た
ら
し
め
よ

 
こ
の
事
な
ら
ず
ば

4

「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
試
論
 
！
不
軽
菩
薩
と
し
て
の
動
物
た
ち
一

如
何
ぞ
汝
能
く

 
 
 
十
界
成
仏
を

 
 
 
 
 
談
じ
え
ん

'
 
．

回
診
集
や
「
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
手
帳
」
新
藻
）
の
写
真
版
に
よ
れ
ば
・
最

後
の
「
談
じ
え
ん
」
の
「
ん
」
は
筆
が
流
れ
て
い
る
の
が
明
ら
か
で
あ
り
、
全

体
に
筆
力
も
そ
う
強
ぐ
は
な
い
。
熱
の
さ
な
か
で
し
た
た
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
の
覚
え
書
き
に
は
、
病
気
さ
え
も
信
仰
深
化
の
契
機
に
し
ょ
う
と
す
る
賢
治

の
厳
し
い
信
仰
者
と
し
て
の
姿
勢
が
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
手
帳
の
一
」
二
ニ
ペ
ー
ジ
に
「
不
軽
菩
薩
」
の
名
は
記
さ
れ
て
い

る
。

あ
る
ひ
は
瓦
石
さ
て
は
ま
た

 
 
 
 
 
マ
マ

刀
杖
も
っ
て
追
れ
ど
も

見
よ
そ
の
四
衆
に
具
は
れ
る

仏
性
な
べ
て
拝
を
な
す

不
軽
菩
薩

菩
薩
四
の
衆
を
礼
す
れ
ば

衆
は
い
か
診
て
罵
る
や

こ
の
無
智
の
比
丘
い
っ
ち
よ
り

来
り
て
わ
れ
を
回
す
る
や
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我
に
も
あ
ら
ず
衆
な
ら
ず

法
界
に
こ
そ
立
ち
ま
し
て

た
ゴ
法
界
ぞ
法
界
を

礼
す
と
拝
を
な
し
給
ふ

（
こ
～
に
わ
れ
な
く
か
れ
も
な
し

た
ゴ
一
乗
の
法
界
ぞ

法
界
を
こ
そ
拝
す
れ
と

菩
薩
は
礼
を
な
し
給
ふ
）

 
こ
の
メ
モ
は
さ
ら
に
推
敲
さ
れ
て
最
晩
期
の
文
語
詩
（
た
だ
し
未
定
稿
）

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と

こ
の
無
智
の
比
丘
い
っ
ち
よ
り

来
り
て
わ
れ
を
軽
し
む
や

 
 
 
不
軽
菩
薩

あ
ら
め
の
三
身
に
ま
と
ひ

城
よ
り
城
を
へ
め
ぐ
り
つ

上
慢
四
衆
の
人
ご
と
に

菩
薩
は
礼
を
な
し
た
ま
ふ

（
わ
れ
は
不
軽
ぞ
か
れ
は
慢

こ
は
無
明
な
り
し
か
も
あ
れ

い
ま
じ
も
展
く
法
性
と

菩
薩
は
礼
を
な
し
給
ふ
）

わ
れ
汝
等
を
尊
敬
す

敢
て
軽
賎
な
さ
ぎ
る
は

汝
等
作
仏
せ
ん
故
と

菩
薩
は
礼
を
な
し
給
ふ

も
と
よ
り
わ
れ
は
作
仏
せ
ん

凡
愚
の
輩
を
お
し
な
べ
て

わ
れ
に
授
記
す
る
非
礼
さ
よ

あ
る
は
怒
り
て
む
ち
う
ち
ぬ

 
こ
の
二
つ
の
文
語
詩
が
「
妙
法
蓮
華
経
常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十
」
に
よ
っ
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
今
、
岩
波
文
庫
版
『
法
華
経
」
 
（
坂
本
幸
男

訳
）
に
よ
っ
て
該
当
部
を
引
用
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 
で

 
最
初
の
威
音
王
如
来
、
既
已
に
滅
度
し
た
ま
い
て
、
，
正
法
滅
し
て
後
、

 
 
 
 
 
 
 
 
多
、
う
じ
ょ
う
ま
ん
 
 
び
く
 
 
だ
い
せ
い
り
き
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
り

像
法
の
中
に
お
い
て
、
増
上
慢
の
比
丘
に
大
勢
力
あ
り
。
そ
の
時
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ょ
う
ふ
き
よ
う

の
菩
薩
の
比
丘
あ
り
、
，
常
不
軽
と
名
づ
く
。
得
大
勢
よ
、
何
の
因
縁
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
る

も
っ
て
常
不
軽
と
名
づ
く
る
や
。
こ
の
比
丘
は
、
凡
そ
見
る
所
有
ら
ば
、
若

 
 
．
び
く
 
 
び
く
に
 
 
う
ば
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
ん
た
ん

い
は
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
夷
を
皆
悉
く
礼
拝
し
讃
歎
し
て
、
こ
の
言
を

 
 
 
 
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
や
も
 
 
 
 
 
 
 
か
ろ
し
 
あ
な
ど

回
せ
ぱ
な
り
。
『
わ
れ
深
く
汝
等
を
敬
う
。
敢
え
て
軽
め
慢
ら
ず
。

ゆ
え
ん
 
い
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
う
 
ぎ
よ
う

所
以
は
何
ん
。
汝
等
は
皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、
当
に
仏
と
作
る
こ
と
を
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℃
F



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
く
じ
ゅ

得
ぺ
け
れ
ば
な
り
」
と
。
し
か
も
、
こ
の
比
丘
は
専
ら
経
典
を
読
面
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
い
は
い
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
な
い
し

に
は
あ
ら
ず
し
て
、
但
、
礼
拝
を
行
ず
る
の
み
な
り
。
乃
至
、
遠
く
に
四

 
 
 
 
 
 
ま
た
 
 
こ
と
き
ら

衆
を
見
て
も
、
亦
復
、
 
故
に
往
き
て
礼
拝
し
讃
歎
し
て
、
こ
の
言
を
作

 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

せ
り
「
わ
れ
敢
え
て
汝
等
を
軽
し
め
ず
。
汝
等
は
皆
当
に
仏
と
作
る
べ
き
が

 
 
 
 
 
 
し
し
ゅ
 
 
 
 
 
 
し
ん
に
 
お
こ

故
な
り
』
と
。
四
衆
の
中
に
、
瞑
志
を
生
し
心
浄
か
ら
ざ
る
者
あ
り
て
、

あ
つ
く
 
 
の
の
し

悪
口
し
罵
署
り
て
言
く
『
こ
の
無
智
の
比
丘
は
、
何
れ
の
所
よ
り
来
る
や
。

 
 
 
 
 
 
 
 
か
ろ

自
ら
、
わ
れ
汝
等
を
軽
し
め
ず
、
と
言
ひ
て
、
わ
れ
等
が
た
め
に
、
当
に
仏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゅ
き
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
も
う

と
作
る
こ
と
を
得
べ
し
、
と
授
記
す
。
わ
れ
等
は
、
か
く
の
如
き
虚
妄
の

じ
ゅ
き
 
も
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
よ
う
り
ゃ
く

授
記
を
用
い
ざ
る
な
り
」
と
。
か
く
の
如
く
、
多
年
を
経
歴
し
て
、
常

 
の
の
し
 
 
 
 
 
 
 
し
ん
に
 
お
こ

に
連
署
ら
る
る
も
、
瞑
患
を
生
さ
ず
し
て
、
常
に
こ
の
言
を
作
せ
り
『
汝
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
ろ
び
と
 
 
 
 
じ
ょ
う
ぼ
く

当
に
仏
と
作
る
べ
し
」
と
。
こ
の
語
を
説
く
時
、
衆
人
隅
或
は
杖
木
・

が
せ
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ち
把
た
 
 
 
 
 
さ
 
 
は
し
 
 
 
 
 
 
 
と
ど
ま

瓦
石
を
以
っ
て
こ
れ
を
打
郷
け
ば
、
避
け
走
り
、
遠
く
に
住
り
て
、

 
 
こ
う
し
よ
う
 
 
 
 
 
ロ
い

猶
、
高
声
に
唱
え
て
言
わ
く
、
『
わ
れ
敢
て
汝
等
を
軽
し
め
ず
、
汝
等
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
ば

毒
煙
に
仏
と
作
る
べ
し
』
と
。
そ
れ
、
常
に
こ
の
語
を
作
す
を
以
っ
て
の

 
 
 
ぞ
う
じ
ょ
う
ま
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
つ

故
に
、
増
上
慢
の
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
は
、
こ
れ
を
号

 
 
じ
ょ
う
ふ
き
よ
う

け
て
常
不
軽
と
な
せ
る
な
り
。

 
ど
ん
な
人
に
も
仏
性
は
あ
る
、
と
礼
拝
を
つ
づ
け
、
そ
れ
故
に
迫
害
さ
れ
る

こ
の
常
不
平
は
こ
の
あ
と
釈
迦
牟
尼
の
前
身
で
あ
る
こ
と
が
明
ち
か
に
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
悉
有
仏
性
」
の
教
え
は
法
華
経
の
特
質
の
一
つ
を
な
す

も
の
と
い
わ
雑
・
ま
た
・
常
不
言
の
行
為
は
所
謂
「
折
伏
逆
化
」
で
あ
っ

て
、
人
々
を
し
て
悪
口
罵
署
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
仏
縁
を
結
び
、
成
仏
の
種

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
5
）

を
植
え
し
め
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
法
華
・
経
本
文
と
文
語
詩
を
比
べ
れ
ば
、
賢

治
が
こ
の
二
つ
の
教
義
を
よ
く
理
解
し
、
．
そ
の
骨
子
を
作
品
化
レ
た
こ
と
が
解

「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
試
論
 
i
不
軽
菩
薩
と
し
て
の
動
物
た
ち
一

る
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
不
軽
菩
薩
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
の
デ
ク
ノ
ボ
ー
に
通
じ

る
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
小
倉
豊
文
氏
は
、
デ
ク

ノ
ボ
ー
た
ら
ん
と
し
た
賢
治
を
「
不
軽
菩
薩
の
再
来
と
も
い
う
べ
き
か
」
と
評

 
 
（
註
1
6
）

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
デ
ク
ノ
ボ
ー
に

F
「
悉
有
仏
性
」
に
近
い
働
き
は
あ
っ
て
も
、
，
「
折
伏
逆
化
」
の
行
動
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
誰
か
ら
も
「
ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
ク
ニ
モ
サ
レ
」
ぬ
こ
と

を
願
う
デ
ク
ノ
ボ
ー
は
、
四
衆
か
ら
空
し
ら
れ
木
石
を
投
げ
ら
れ
る
不
軽
菩
薩

と
は
遠
く
へ
だ
た
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
確
か
に
真
理
を
求
め
る
故
の
受
難
に

み
つ
か
ら
を
投
げ
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
か
に
傲
慢
な
こ
と
で
あ
っ

た
か
を
こ
の
時
の
賢
治
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
文
語
詩
を
推
敲
し
な
が
ら
彼

は
、
 
「
真
」
は
決
し
て
自
分
の
側
に
は
な
く
、
己
れ
も
ま
た
、
不
可
菩
薩
か
ら

礼
拝
さ
る
べ
き
愚
か
な
人
間
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
肝
に
命
じ
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
賢
治
こ
そ
は
誰
よ
り
も
「
汝
等
正
に
作
仏
す
べ

し
」
を
信
じ
得
ず
、
あ
る
べ
き
自
己
、
家
、
世
界
へ
の
過
剰
な
夢
に
生
き
て
い

た
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
以
上
の
文
脈
に
「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
を
置
い
た
時
、
こ
の
作
品
を
書

い
た
賢
治
の
思
い
を
あ
る
程
度
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
自
力
を
た
の
み
増
上
慢
に
犯
さ
れ
て
い
る
比
丘
た
ち
と
は
、
上
手
く
な
ろ

う
と
し
て
他
者
を
寄
せ
つ
け
ぬ
ゴ
ー
シ
ュ
で
あ
り
、
彼
ら
に
迫
害
さ
れ
る
愚
者

と
し
て
の
不
軽
菩
薩
と
は
あ
の
動
物
た
ち
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

文
語
未
定
稿
詩
に
い
う
「
わ
れ
汝
等
を
尊
敬
す
／
敢
て
軽
蔑
な
さ
ゴ
る
は
／
汝

等
作
仏
せ
ん
故
と
」
を
「
わ
れ
等
汝
を
尊
敬
す
」
と
入
れ
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は

そ
の
ま
ま
動
物
た
ち
と
ゴ
ー
シ
ュ
の
関
係
と
な
る
。
動
物
た
ち
は
三
毛
猫
か
ら
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野
ね
ず
み
親
子
に
至
る
ま
で
、
皆
ゴ
ー
シ
ュ
を
軽
ん
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
そ
れ
を
逆
に
自
分
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
と
し
か
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
な
つ
た
。
聞
い
て
あ
げ
る
か
ら
弾
い
て
み
う
と
言
わ
れ
て

 
「
生
意
気
な
こ
と
を
云
ふ
な
。
ね
こ
の
く
せ
に
」
と
、
 
「
ま
つ
赤
に
な
っ
て

怒
る
」
ゴ
ー
シ
ュ
と
は
、
ど
こ
の
誰
と
も
解
ら
ぬ
乞
食
坊
主
の
よ
う
な
者
か
ら

「
あ
な
た
は
成
仏
で
き
る
」
と
言
わ
れ
て
「
瞑
悉
」
の
心
を
起
す
比
丘
た
ち
ど

同
質
で
あ
る
。
も
し
菩
薩
が
も
っ
と
立
派
な
威
厳
に
満
ち
た
姿
で
現
れ
、
経
典

も
請
す
れ
ば
沸
比
丘
た
ち
の
態
度
は
変
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ゴ
ー
シ
ュ
を

「
訪
ね
た
の
が
友
人
の
ホ
ー
シ
．
ユ
で
で
も
あ
れ
ば
、
何
を
言
わ
れ
て
も
追
い
出
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
訓
ず
で
あ
る
。
作
品
は
、
菩
薩
た
る
動
物
た
ち
の
毎
夜

の
訪
問
に
よ
っ
て
「
汝
は
作
仏
す
べ
し
」
な
ら
ぬ
「
汝
は
秀
れ
た
セ
ロ
ひ
き
た

る
べ
し
」
が
成
就
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

 
ζ
こ
で
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
ゴ
：
シ
ュ
の
「
瞑
悉
」
と
は
彼
の
受
け
た

心
の
傷
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＠
い
き
な
り
楽
長
が
足
を
ど
ん
と
踏
ん
で
ど
な
り
出
し
ま
し
た
。
 
「
だ
め
だ
。

 
ま
る
で
な
っ
て
み
な
い
。
 
（
中
略
）
音
楽
を
専
門
に
や
っ
て
み
る
ぼ
く
ら
が
．

 
あ
の
金
沓
鍛
治
だ
の
砂
糖
屋
の
丁
稚
な
ん
か
の
寄
り
集
り
に
負
け
て
し
ま
つ

 
た
ら
わ
れ
わ
れ
の
面
目
は
ど
ヶ
な
る
ん
だ
。
お
い
ゴ
ー
シ
ュ
君
。
君
に
は
困

 
る
ん
だ
が
な
あ
…
三

⑮
ゴ
ー
シ
ュ
は
ひ
る
か
ら
の
む
し
ゃ
く
し
ゃ
を
一
ぺ
ん
に
ど
な
り
つ
け
ま
し

 
た
。
 
「
誰
が
き
さ
ま
に
ト
マ
ト
な
ど
持
っ
て
こ
い
と
云
っ
た
。
…
…
」

◎
「
生
意
気
だ
。
生
意
気
だ
。
生
意
気
だ
。
」
ゴ
ー
シ
ュ
は
す
っ
か
り
ま
つ
赤

 
に
な
っ
て
ひ
る
ま
楽
長
の
し
た
や
う
に
足
ぶ
み
し
て
ど
な
り
ま
し
た
が
…
…

 
⑤
に
見
え
る
よ
う
に
、
ゴ
ー
シ
ュ
の
心
は
す
っ
か
り
平
静
を
失
っ
て
い
る

の
だ
が
、
も
し
彼
が
楽
長
に
よ
っ
て
③
の
よ
う
に
名
ざ
し
で
非
難
さ
れ
な
か
っ

た
ら
、
あ
れ
ほ
ど
猫
を
傷
め
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
◎
に
あ
る

よ
う
に
、
ゴ
ー
シ
ュ
は
楽
長
に
受
け
た
心
の
傷
の
分
だ
け
猫
に
当
っ
て
い
る
の

だ
。
そ
れ
は
楽
長
も
同
じ
で
あ
る
。
楽
長
も
ま
た
、
専
門
家
た
る
プ
ラ
イ
ド
に

よ
っ
て
自
己
を
傷
つ
け
て
い
る
。
ゴ
ー
シ
ュ
の
ま
ず
い
演
奏
に
よ
っ
て
そ
れ
が

い
た
く
損
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
床
を
踏
ん
で
怒
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
に
あ
の
「
三
界
は
安
き
こ
と
無
く
、
猶
火
宅
の
如
し
」
と
い
う
法
華
経

署
喩
品
第
三
に
示
さ
れ
た
人
間
の
生
の
実
相
を
見
る
こ
と
は
、
そ
う
無
理
で
は

あ
る
ま
い
。
 
「
夜
中
も
た
う
に
す
ぎ
て
し
ま
ひ
に
は
も
う
じ
ぶ
ん
が
弾
い
て
み

る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
や
う
に
な
っ
て
顔
も
ま
つ
赤
に
な
り
眼
も
ま
る
で
血
走

っ
て
と
て
も
物
凄
い
顔
つ
き
に
な
り
い
ま
に
も
倒
れ
る
か
と
思
ふ
や
う
に
」
な

る
ま
で
チ
ェ
ロ
を
弾
き
つ
づ
け
る
ゴ
ー
シ
ュ
の
姿
と
は
、
こ
の
世
で
生
き
つ
づ

け
る
以
上
不
可
避
に
生
の
苦
悩
に
焼
か
れ
て
い
る
人
間
の
普
遍
的
な
姿
な
の
で

あ
る
つ
 
「
あ
㌧
か
く
こ
う
。
あ
の
と
き
は
す
ま
な
か
っ
た
な
あ
。
お
れ
は
怒
っ

た
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
。
」
と
演
奏
会
を
終
え
我
家
に
帰
っ
て
ぼ
つ
り
と
つ

ぶ
や
い
た
ゴ
ー
シ
ュ
。
そ
れ
は
自
分
の
言
動
が
、
「
黒
熱
と
し
て
息
ま
ざ
る
」

苦
悩
の
火
に
よ
る
「
古
言
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
に
了
解
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
思
え
ば
、
動
物
た
ち
（
不
軽
菩
薩
）
は
ゴ
ー
シ
ュ
が
そ
の

火
に
焼
き
つ
く
さ
れ
ぬ
前
に
、
毎
夜
扉
を
た
た
い
て
訪
問
し
て
く
れ
た
の
で
あ

る
。 

「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
は
、
病
床
に
あ
る
賢
治
が
改
め
て
法
華
経
へ
の

帰
依
を
語
っ
た
深
い
宗
教
性
を
秘
め
た
作
品
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
に
は
主

（ 150 ）

、



人
公
の
、
人
生
と
の
、
さ
ら
に
は
自
己
自
身
と
の
和
解
が
少
し
の
悲
壮
さ
も
な

く
、
明
る
く
上
質
の
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
グ
ス
コ

ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
と
も
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
も
ち
が
う
、
賢
治
の
む
う
 

つ
の
祈
り
の
結
晶
で
あ
っ
た
。
・

 
註

（
1
）
内
田
朝
雄
『
私
の
宮
沢
賢
治
」
 
農
山
漁
村
文
化
協
会
 
昭
5
6
・
6

（
2
）
週
刊
朝
日
編
『
値
段
の
朧
風
俗
豊
．
朝
日
新
聞
社
盟
；

（
3
）
 
「
作
品
第
一
〇
〇
八
番
」
に
よ
る
。
賢
治
は
同
内
容
の
文
語
詩
を
病

 
床
で
書
い
て
い
る
。
 
「
（
土
を
も
掘
ら
ん
汗
も
せ
ん
）
」

（
4
）
 
『
日
本
国
重
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
そ
の
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
 
「
天
か
ら
こ
の
世
に
来
る
こ
と
。
天
か
ら
恵
ま
れ
る
こ
と
。
多
く
『
天

 
来
の
』
の
形
で
、
よ
い
、
す
ば
ら
し
い
の
意
を
込
め
て
用
い
る
。
」

 
小
学
館
 
昭
5
0
・
3
初
版

（
5
）
続
橋
達
雄
「
『
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
論
」
に
詳
し
い
事
情
が
紹

 
介
さ
れ
て
い
る
。
 
『
宮
沢
賢
治
・
童
話
の
軌
跡
』
所
収
 
桜
楓
社
 
昭

 
黛
ノ
 
 
0

 
・
5
．
-

（
6
＞
昭
和
七
年
六
月
二
十
一
日
母
木
光
宛
書
簡

（
7
）
大
岡
 
信
「
『
疾
中
』
詩
篇
と
『
文
語
詩
稿
」
と
」
校
本
宮
沢
賢
治

 
全
集
第
五
巻
月
報
 
筑
摩
垂
旦
房
 
昭
4
9
・
6

（
8
）
重
松
泰
雄
「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
…
シ
ュ
 
〈
慢
V
と
い
う
病
の
浄
化
」
'

 
 
『
国
文
学
』
昭
5
7
・
2
号
 
学
燈
社
 
本
稿
は
こ
の
論
に
多
く
を
負
う

 
て
い
る
。

（
9
）
ゴ
ー
シ
ュ
と
い
う
名
が
フ
ラ
ン
ス
語
α
q
磐
。
げ
。
（
左
手
、
い
び
つ

「
セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
試
論
」
1
不
軽
菩
薩
と
し
て
の
動
物
た
ち
一

 
な
、
も
ち
も
ち
し
た
、
不
器
用
な
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

 
か
で
あ
る
。
佐
藤
泰
平
氏
に
詳
し
い
指
摘
が
あ
る
。

 
 
「
『
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
私
見
」
 
 
「
立
教
女
学
院
短
期
大
学
紀

 
要
」
第
1
3
号
所
収
 
昭
5
7
・
1

（
1
0
）
伊
藤
克
己
「
先
生
と
私
達
一
羅
須
地
人
協
会
時
代
ー
ト
」
 
『
宮

 
沢
賢
治
研
究
（
1
）
」
所
収
 
筑
摩
書
房
 
昭
5
6
・
2

（
H
）
こ
の
偶
は
『
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
手
帳
』
の
二
七
ペ
ー
ジ
に
記
さ
れ
て
い

 
る
。

（
1
2
）
た
と
え
ば
鳥
越
信
氏
は
「
グ
ス
コ
レ
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
を
「
必
然
性

 
を
も
た
な
い
自
己
犠
牲
」
を
賢
い
だ
完
全
な
失
敗
作
と
し
、
 
「
銀
河
鉄

 
道
の
夜
」
は
、
難
解
で
一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
た
な
い
、
し
か
も

 
未
完
の
、
全
く
子
ど
も
向
き
で
は
な
い
作
品
と
評
し
て
い
る
。
 
『
解

 
釈
と
鑑
賞
」
昭
4
8
・
1
2
号
 
至
文
堂

（
1
3
）
小
倉
豊
文
『
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
新
考
」
 
東
京
創
元
社
 
昭

 
5
3
・
1
2
 
本
稿
は
こ
の
労
作
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

（
1
4
）
平
川
彰
「
大
乗
仏
教
に
お
け
る
法
華
経
の
位
置
」
 
．
『
講
座
・
大

 
乗
仏
教
4
 
法
華
思
想
』
所
収
春
秋
社
 
昭
5
8
・
2

（
1
5
）
坂
本
幸
男
「
解
説
」
 
岩
波
文
庫
『
法
華
経
的
』
、
所
収
 
昭
5
1
・
1
2

 
改
版

（
1
6
）
註
1
3
に
同
じ
。
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