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(1)

【
論
文
】 

 

宮
沢
賢
治
文
学
に
お
け
る
地
学
的
想
像
力
（
八
） 

 
 
 

応
用
編 :

「
岩
頸
」
意
識
に
つ
い
て 

―
〈
現
実
〉
と
〈
心
象
〉
― 

 

鈴 

木 

健 

司 
 

 

  

本
稿
は
「
宮
沢
賢
治
文
学
に
お
け
る
地
学
的
想
像
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に
企
図
さ
れ
た
、
連
作
論
文
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、

（
一
）「
基
礎
編
・
珪
化
木
（
Ⅰ
）
及
び
瑪
瑙
」（「
文
学
部
紀
要
」
文
教
大
学
文
学
部
第
21-

2
号
）、（
二
）「
基
礎
編
・
珪
化
木
（
Ⅱ
）」

（「
言
語
文
化
」
第
20
号
、
文
教
大
学
言
語
文
化
研
究
所
）、（
三
）「
基
礎
編
・〈
ま
ご
い
淵
〉
と
〈
豊
沢
川
の
石
〉」（「
注
文
の
多
い
土

佐
料
理
店
」
第
12
号
、
高
知
大
学
宮
沢
賢
治
研
究
会
）、（
四
）「
応
用
編
・
楢
ノ
木
大
学
士
と
蛋
白
石
、
発
展
編
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
地
学 

」

（「
文
学
部
紀
要
」
文
教
大
学
文
学
部
第
22-
1
号
）、（
五
）「
応
用
編
・
修
羅
意
識
と
中
生
代
白
亜
紀
」（「
文
学
部
紀
要
」
文
教
大
学
文

学
部
第
22-

2
号
）、（
六
）「
応
用
編
・
第
三
紀
泥
岩
と
影
―
朔
太
郎
的
不
安
と
の
類
似
性
―
」（「
文
教
大
学
国
文
」
第
38
号
）、（
七
）

基
礎
編
：「〔
地
質
調
査
ル
ー
ト
マ
ッ
プ
〕」
の
検
証
（
そ
の
１
）
―
「
五
間
ヶ
森
」
と
そ
の
周
辺
―
」（「
文
学
部
紀
要
」
文
教
大
学
文
学

部
第
23-

1
号
）
を
発
表
し
て
い
る
。 

  

本
稿
で
は
、
賢
治
テ
キ
ス
ト
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
「
岩
頸
」
の
語
に
着
目
し
、「
岩
頸
」
と
い
う
地
学
用
語
を
、
賢
治
の
〈
心
象
〉

世
界
の
特
異
性
を
示
す
マ
ー
カ
ー
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
た
て
、
そ
の
立
証
を
試
み
る
。 

キ
ー
ワ
ー
ド:

岩
頸
、
心
象
、
地
学
、
沼
森
、
南
昌
山 
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(2)

 
 

一 

〈
伸
び
る
も
の
〉
と
し
て
の
「
岩
頸
」 

  

「
歌
稿
Ｂ
、
№
240
」
（
大
正
四
年
四
月
）
に
次
の
短
歌
が
あ

る
。 

 

毒
ヶ
森 

南
昌
山
の
一
つ
ら
は 

 

ふ
と
お
ど
り
た
ち
て
わ
が
ぬ
か
に
来
る
。 

   

大
正
四
年
四
月
は
、
賢
治
が
盛
岡
高
等
農
林
に
入
学
し
た
時

期
で
あ
る
。
賢
治
の
立
ち
位
置
が
不
明
な
た
め
か
、
解
釈
の
難

し
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
「
一
つ
ら
」
と
い
う
表
記
も
曖
昧

で
あ
る
。
そ
の
上
で
私
は
、
毒
ヶ
森
、
南
昌
山
の
う
ち
の
一
つ

が
突
然
踊
り
立
ち
、
伸
び
る
よ
う
に
し
て
、
遠
く
離
れ
た
自
分

の
額
に
向
か
っ
て
く
る
、
と
い
う
内
容
の
短
歌
と
読
み
と
っ
て

い
る
が
、
そ
う
し
た
内
容
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
短
歌
を

一
般
尋
常
な
短
歌
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

「
大
正
三
年
四
月
」
に
見
出
さ
れ
る
、
病
的
と
判
断
で
き
る

短
歌
群
（
具
体
例
は
拙
論
（
六
）
「
応
用
編
・
第
三
紀
泥
岩
と

影
―
朔
太
郎
的
不
安
と
の
類
似
性
―
」「
文
教
大
学
国
文
」
第
38

号
を
参
照
願
い
た
い
）
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
短
歌
に

関
し
て
も
、
実
際
に
賢
治
の
目
に
は
そ
の
よ
う
に
見
え
た
の
だ

と
判
断
す
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。 

  

次
に
引
用
す
る
の
は
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
著
『
不
思
議
の
国

の
ア
リ
ス
』
（
田
中
俊
夫
訳
、
岩
波
少
年
文
庫
よ
り
）
の
「
涙

の
池
」
の
章
で
あ
る
。 

 

「
ま
あ
、
へ
ん
て
こ
れ
ん
な
！
」
と
ア
リ
ス
は
さ
け
び
ま

し
た
。
（
あ
ん
ま
り
お
ど
ろ
い
た
の
で
、
と
っ
さ
の
ま
に

正
し
い
こ
と
ば
づ
か
い
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
）

「
あ
た
し
、
こ
ん
ど
は
世
界
一
大
き
い
望
遠
鏡
み
た
い
に

ぐ
ん
ぐ
ん
の
び
て
ゆ
く
わ
！ 

足
さ
ん
、
さ
よ
う
な

ら
！
」
（
な
ぜ
っ
て
、
ア
リ
ス
が
足
の
ほ
う
を
見
お
ろ
す

と
、
足
は
は
る
か
か
な
た
に
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
き
、
も
う
ほ

と
ん
ど
見
え
な
い
く
ら
い
で
し
た
。
） 

 

  

こ
れ
を
視
覚
異
常
と
捉
え
、
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
症
候

群 (A
lice in W

onderland syndrom
e, A

IW
S) 

と
呼
ぶ
こ

と
が
あ
る
。
一
九
五
五
年
に
精
神
科
医
ト
ッ
ド
（John Todd

）

に
よ
り
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
知
覚
さ
れ
た
外
界
の
も
の
の
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(3)

大
き
さ
や
自
分
の
体
の
大
き
さ
が
通
常
と
は
異
な
っ
て
感
じ
ら

れ
る
状
態
を
い
う
。
足
が
遠
く
伸
び
て
い
っ
た
ア
リ
ス
の
場
合

は
〈
小
視
〉
の
状
態
で
（
図
１
）
、
山
が
額
に
伸
び
て
く
る
と

感
じ
た
賢
治
の
場
合
は
〈
大
視
〉
の
状
態
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
原
因
を
問
う
こ
と
は
本
稿
の
狙
い
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ

で
は
精
神
科
医
・
福
島
章
の
著
『
不
思
議
の
国
の
宮
沢
賢
治
―

天
才
の
見
た
世
界
―
』
（
日
本
教
文
社
、
平
８
・
８
）
を
紹
介

す
る
に
と
ど
め
る
。 

            

 

〈
少
視
〉
に
し
ろ
〈
大
視
〉
に
し
ろ
、
視
覚
の
変
容
で
あ
り
、

今
回
の
例
は
両
例
と
も〈
伸
び
る
〉と
い
う
こ
と
で
共
通
す
る
。

ア
リ
ス
は
足
が
小
さ
く
見
え
る
こ
と
に
よ
り
自
分
の
身
体
が
伸

び
た
と
認
識
し
た
と
考
え
ら
れ
、
賢
治
の
場
合
山
が
大
き
く
見

え
る
こ
と
に
よ
り
、
山
が
伸
び
た
と
認
識
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。 

 

賢
治
作
品
で
、
木
が
踊
り
だ
し
た
り
す
る
こ
と
は
童
話
「
か

し
は
ば
や
し
の
夜
」
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
決
し
て
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
電
信
柱
で
す
ら
歩
き
だ
す
（
童
話
「
月
夜
の

で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
）
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
「
毒
ヶ
森
」

や
「
南
昌
山
」
と
い
っ
た
山
が
踊
り
立
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
、

賢
治
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
傾
向
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
や
、
「
不

思
議
の
国
の
ア
リ
ス
症
候
群
」
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
有
効

な
方
法
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
賢
治
文
学
全
体
を
視
野
に
入
れ

た
と
き
、
さ
ら
に
多
面
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
複
雑

さ
が
賢
治
の
テ
キ
ス
ト
に
は
存
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
は

ず
だ
。 

 
私
は
、
有
効
と
思
わ
れ
る
分
析
の
一
つ
に
、
賢
治
の
「
地
学

的
想
像
力
」
と
い
う
も
の
を
想
定
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
特

に
「
岩
頸
」
と
い
う
賢
治
の
地
学
的
な
知
見
を
視
点
に
、
考
察

図１ アリス（挿絵 ジョン・テニエル）
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(4)

を
進
め
て
い
き
た
い
。 

 
「
毒
ヶ
森
／
南
昌
山
の
一
つ
ら
は
／
ふ
と
お
ど
り
た
ち
て
わ

が
ぬ
か
に
来
る
」
と
い
う
短
歌
に
お
い
て
、
毒
ヶ
森
、
南
昌
山

と
い
う
実
在
の
山
名
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
お
そ

ら
く
地
学
的
意
味
が
あ
る
。
毒
ヶ
森
も
南
昌
山
も
賢
治
が
「
岩

頸
」
と
捉
え
て
い
た
山
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
「
岩
頸
」

に
関
わ
っ
て
、
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
賢
治
テ
キ
ス
ト
に
お
い

て
「
岩
頸
」
は
〈
伸
び
る
〉
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。 

  

童
話
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ

る
。 

 

「
は
は
あ
、
あ
い
つ
ら
は
岩
頸
だ
な
。
岩
頸
だ
、
岩
頸
だ
。

相
違
な
い
。
」 

そ
こ
で
大
学
士
は
い
ゝ
気
に
な
っ
て
、 

仰
向
け
の
ま
ゝ
手
を
振
っ
て
、 

岩
頸
の
講
義
を
は
じ
め
出
し
た
。 

「
諸
君
、
手
っ
取
り
早
く
云
ふ
な
ら
ば
、
岩
頸
と
い
ふ
の

は
、
地
殻
か
ら
一
寸
頸
を
出
し
た
太
い
岩
石
の
棒
で
あ
る
。

そ
の
頸
が
す
な
は
ち
一
つ
の
山
で
あ
る
。
え
ゝ
。
一
つ
の

山
で
あ
る
。
ふ
ん
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
変
な
も
の
が
で
き

た
と
い
ふ
な
ら
、
そ
い
つ
は
蓋
し
簡
単
だ
。
え
ゝ
、
こ
ゝ

に
一
つ
の
火
山
が
あ
る
。
熔
岩
を
流
す
。
そ
の
熔
岩
は
地

殻
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
太
い
棒
に
な
っ
て
の
ぼ
っ
て
来

る
。
火
山
が
だ
ん
だ
ん
衰
へ
て
、
そ
の
腹
の
中
ま
で
冷
え

て
し
ま
ふ
。
熔
岩
の
棒
も
か
た
ま
っ
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
か

ら
火
山
は
永
い
間
に
空
気
や
水
の
た
め
に
、
だ
ん
だ
ん
崩

れ
る
。
た
う
と
う
削
ら
れ
て
へ
ら
さ
れ
て
、
し
ま
ひ
に
は

上
の
方
が
す
っ
か
り
無
く
な
っ
て
、
前
の
か
た
ま
っ
た
熔

岩
の
棒
だ
け
が
、
や
っ
と
残
る
と
い
ふ
あ
ん
ば
い
だ
。
こ

の
棒
は
大
抵
頸
だ
け
を
出
し
て
、
一
つ
の
山
に
な
っ
て
ゐ

る
。
そ
れ
が
岩
頸
だ
。
は
は
あ
、
面
白
い
ぞ
、
つ
ま
り
そ

の
こ
れ
は
夢
の
中
の
も
や
だ
、
も
や
、
も
や
、
も
や
、
も

や
。
そ
こ
で
そ
の
つ
ま
り
、
鼠
い
ろ
の
岩
頸
だ
が
な
、
そ

の
鼠
い
ろ
の
岩
頸
が
、
き
ち
ん
と
並
ん
で
、
お
互
に
顔
を

見
合
せ
た
り
、
ひ
と
り
で
空
う
そ
ぶ
い
た
り
し
て
ゐ
る
の

は
、
大
変
お
も
し
ろ
い
。
ふ
ふ
ん
。
」 

そ
れ
は
実
際
そ
の
通
り
、 

向
ふ
の
黒
い
四
つ
の
峯
は
、 

四
人
兄
弟
の
岩
頸
で
、 
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(5)

だ
ん
だ
ん
地
面
か
ら
せ
り
上
っ
て
来
た
。 

楢
ノ
木
大
学
士
の
喜
び
や
う
は
ひ
ど
い
も
ん
だ
。 

「
は
は
あ
、
こ
い
つ
ら
は
ラ
ク
シ
ャ
ン
の
四
人
兄
弟
だ
な
。

よ
く
わ
か
っ
た
。
ラ
ク
シ
ャ
ン
の
四
人
兄
弟
だ
。
よ
し
よ

し
。
」 

注
文
通
り
岩
頸
は 

丁
度
胸
ま
で
せ
り
出
し
て 

な
ら
ん
で
空
に
高
く
そ
び
え
た
。 

 

 

「
岩
頸
」
に
関
し
、
賢
治
は
楢
ノ
木
大
学
士
の
口
を
借
り
、

か
な
り
正
確
な
解
説
を
書
き
込
ん
で
い
る
。
「
え
ゝ
、
こ
ゝ
に

一
つ
の
火
山
が
あ
る
」
か
ら
「
そ
れ
が
岩
頸
だ
」
ま
で
が
「
岩

頸
」
の
地
学
的
解
説
に
当
た
る
。
「
手
っ
取
り
早
く
云
ふ
な
ら

ば
、
岩
頸
と
い
ふ
の
は
、
地
殻
か
ら
一
寸
頸
を
出
し
た
太
い
岩

石
の
棒
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。 

  

さ
ら
に
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
「
岩
頸
」
た

ち
は
〈
伸
び
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
実
際

そ
の
通
り
、
／
向
ふ
の
黒
い
四
つ
の
峯
は
、
／
四
人
兄
弟
の
岩

頸
で
、
／
だ
ん
だ
ん
地
面
か
ら
せ
り
上
っ
て
来
た
」
。
「
注
文

通
り
岩
頸
は
／
丁
度
胸
ま
で
せ
り
出
し
て
／
な
ら
ん
で
空
に
高

く
そ
び
え
た
」
。 

  

こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
「
岩
頸
」
が
〈
伸
び
る
〉
の
は
、

夢
の
中
で
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
楢
ノ
木
大

学
士
が
テ
キ
ス
ト
上
で
見
て
い
る
〈
現
実
〉
は
通
常
の
「
岩
頸
」

（
「
四
つ
の
峯
」
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
夢
の
中
の
「
岩
頸
」

は
、
〈
伸
び
た
〉
「
四
つ
の
峯
」
で
あ
る
。 

 

次
の
引
用
は
「
第
一
夜
」
の
末
尾
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
作
品

の
視
点
が
「
岩
頸
」
側
に
あ
り
、
い
わ
ば
〈
実
在
す
る
夢
の
世

界
〉
を
感
じ
さ
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。 

 

「
そ
ん
な
ら
結
構
だ
、
さ
あ
も
う
兄
さ
ん
た
ち
は
よ
く
お

や
す
み
だ
。
楢
ノ
木
大
学
士
と
云
ふ
や
つ
も
よ
く
睡
っ
て

ゐ
る
。
さ
っ
き
か
ら
僕
等
の
夢
を
見
て
ゐ
る
ん
だ
ぜ
。
」 

す
る
と
ラ
ク
シ
ャ
ン
第
四
子
が 

ず
る
さ
う
に
一
寸
笑
っ
て
か
う
云
っ
た
。 

「
そ
ん
な
ら
僕
一
つ
お
ど
か
し
て
や
ら
う
。
」 

兄
の
ラ
ク
シ
ャ
ン
第
三
子
が 

「
よ
せ
よ
せ
い
た
づ
ら
す
る
な
よ
」 

と
止
め
た
が 

い
た
づ
ら
の
弟
は
そ
れ
を
聞
か
ず
に 
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(6)

光
る
大
き
な
長
い
舌
を
出
し
て 

大
学
士
の
額
を
べ
ろ
り
と
嘗
め
た
。 

大
学
士
は
ひ
ど
く
び
っ
く
り
し
て 

そ
れ
で
も
笑
ひ
な
が
ら
眼
を
さ
ま
し 

寒
さ
に
が
た
っ
と
顛
へ
た
の
だ
。 

い
つ
か
空
が
す
っ
か
り
晴
れ
て 

ま
る
で
一
面
星
が
瞬
き 

ま
っ
黒
な
四
つ
の
岩
頸
が 

た
ゞ
し
く
も
と
の
形
に
な
り 

じ
っ
と
な
ら
ん
で
立
っ
て
ゐ
た
。 

  

こ
こ
の
引
用
で
は
、
特
に
「
光
る
大
き
な
長
い
舌
を
出
し
て

／
大
学
士
の
額
を
べ
ろ
り
と
嘗
め
た
」の
表
現
に
注
目
し
た
い
。

楢
ノ
木
大
学
士
の
視
点
で
構
図
を
分
析
し
た
場
合 

、大
学
士
は

自
分
の
方
に
伸
び
て
き
た
岩
頸
に
よ
っ
て
額
を
べ
ろ
り
と
嘗
め

ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
こ
の
構
図
は
、
冒
頭

引
用
し
た
短
歌
「
毒
ヶ
森
／
南
昌
山
の
一
つ
ら
は
／
ふ
と
お
ど

り
た
ち
て
わ
が
ぬ
か
に
来
る
」
と
同
じ
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
楢
ノ
木
大
学
士
の
夢
の
中
で
の
体
験
は
、
〈
伸
び
る
〉
「
岩

頸
」
と
し
て
、
賢
治
自
身
の
体
験
が
作
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

     

二 

〈
心
象
〉
と
し
て
の
「
岩
頸
」 

  

〈
心
象
〉
の
語
は
、
〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
い
う
語
と
と
も

に
、
詩
集
『
春
と
修
羅
』
（
大
正
13
・
４
）
や
童
話
集
『
注
文

の
多
い
料
理
店
』
（
大
13
・
12
）
段
階
か
ら
の
使
用
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
に
作
ら
れ
た
短
歌
作
品
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
短
歌
中
に
指
摘
で
き
る
視
覚
異
常
体
験
（
「
不
思
議

の
国
の
ア
リ
ス
症
候
群
」
）
を
伴
っ
た
短
歌
は
、
お
そ
ら
く
先

駆
的
な
〈
心
象
〉
の
〈
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
位
置
づ
け
て
差
し
支
え

な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
青
春
時
代
（
盛
岡
中
学
・
盛
岡
高

等
農
林
）
に
書
き
留
め
ら
れ
た
短
歌
の
幾
つ
も
の
素
材
が
、
後

の
詩
や
童
話
、
さ
ら
に
文
語
詩
に
ま
で
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
引
き

継
が
れ
た
こ
と
の
理
由
も
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
と
思
う
。

童
話
「
烏
の
北
斗
七
星
」
、
童
話
「
ガ
ド
ル
フ
の
百
合
」
な
ど

が
好
例
で
あ
る
。
ま
た
、
葛
丸
川
の
調
査
の
際
に
作
ら
れ
た
と

推
定
さ
れ
る
短
歌
（
「
歌
稿
A
」
№
668
、
大
正
七
年
五
月
以
降
） 

「
ほ
し
ぞ
ら
は

シ静ヅ

に
め
ぐ
る
を
わ
が
こ
ゝ
ろ
あ
や
し
き
も
の

に
囲
ま
れ
て
立
つ
」
は
、
童
話
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」
の
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原
点
を
示
し
て
い
る
。 

 
特
に
こ
こ
で
は
、
短
歌
と
文
語
詩
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、

「
岩
頸
列
」
（
「
文
語
詩
一
百
篇
」
）
に
注
目
し
た
い
。
変
形

の
三
連
仕
立
て
で
、内
容
的
に
は
第
一
連
は
第
三
連
に
接
続
し
、

そ
れ
を
断
ち
切
る
よ
う
に
第
二
連
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
内
容
が
奇
妙
で
、
解
釈
に
戸
惑
う
点
も
多
く

あ
る
。
特
に
第
二
連
の
存
在
が
こ
の
文
語
詩
の
解
釈
を
難
解
に

し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
に
賢
治
文
学

の
本
質
が
垣
間
見
え
る
こ
と
も
多
々
あ
る
の
で
、
あ
え
て
、
第

二
連
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。 

 

西
は
箱
ヶ
と
毒ど

く

ヶ
森
、  

 
 
 
 

椀
コ
、
南
昌
、
東
根
の
、 

古
き
岩
頸

ネ
ツ
ク

の
一
列
に
、 

 
 
 
 

氷
霧
あ
え
か
の
ま
ひ
る
か
な
。 

 

か
ら
く
み
や
こ
に
た
ど
り
け
る
、 

芝
雀
は
旅
を
も
の
が
た
り
、 

「
そ
の
小
屋
掛
け
の
う
し
ろ
に
は
、 

寒
げ
な
る
山
に
よ
き
に
よ
き
と
、 

立
ち
し
」
と
ば
か
り
口
つ
ぐ
み
、 

 

と
み
に
わ
ら
ひ
に
ま
ぎ
ら
し
て
、 

渋
茶
を
し
げ
に
の
み
し
て
ふ
、 

 

そ
の
こ
と
ま
こ
と
う
べ
な
れ
や
。 

 

山
よ
ほ
の
ぼ
の
ひ
ら
め
き
て
、 

 

わ
び
し
き
雲
を
ふ
り
は
ら
へ
、 

そ
の
雪
尾
根
を
か
ゞ
や
か
し
、 

 

野
面
の
う
れ
ひ
を
燃
し
了お

ほ

せ
。 

  

「
毒
ヶ
森
／
南
昌
山
の
一
つ
ら
は
／
ふ
と
お
ど
り
た
ち
て
わ

が
ぬ
か
に
来
る
」と
比
較
し
た
場
合
、ま
ず
見
て
取
れ
る
の
は
、

毒
ヶ
森
、南
昌
山
と
い
う
山
の
名
が
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

文
語
詩
「
岩
頸
列
」
の
場
合
、
毒
ヶ
森
、
南
昌
山
は
岩
頸
列
の

一
つ
と
し
て
、
箱
ヶ
（
森
）
、

ど毒く

ヶ
森
、
椀
コ
、
南
昌
（
山
）
、

東
根
（
山
）
の
中
に
付
置
さ
れ
て
い
る
。 

 

地
学
的
に
見
た
場
合
こ
れ
ら
の
岩
頸
列
が
本
当
に
す
べ
て

「
岩
頸
」
な
の
か
、
地
質
図
で
判
断
す
る
限
り
で
は
「
岩
頸
」

と
は
い
え
な
い
山
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
代
表
的
な
「
岩
頸
」
と
見
ら
れ
る
南

昌
山
に
的
を
し
ぼ
り
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

南
昌
山
は
江
戸
時
代
に
「
日
本
名
山
図
会
」
の
一
つ
と
し
て

描
か
れ
（
図
２
）
、
か
つ
近
年
登
山
コ
ー
ス
が
整
備
さ
れ
、
比

較
的
容
易
に
頂
上
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
山
で
あ
る
。 
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実
地
調
査
の
結
果
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
南
昌
山
（
写
真
１
）

は
基
本
的
に
は
石
英
安
山
岩
（
デ
イ
サ
イ
ト
）
（
写
真
２
・
顕

微
鏡
写
真
１
）
か
ら
成
る
山
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、

裾
野
付
近
は
流
紋
岩
質
凝
灰
岩（
写
真
３
）に
覆
わ
れ
て
お
り
、

は
っ
き
り
と
し
た
石
英
安
山
岩
（
デ
イ
サ
イ
ト
）
の
露
頭
を
確

認
す
る
た
め
に
は
五
合
目
以
上
に
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。 

 

石
英
安
山
岩
（
デ
イ
サ
イ
ト
）
は
二
酸
化
ケ
イ
素
を
63
～
70

パ
ー
セ
ン
ト
程
度
含
む
岩
石
で
、
流
紋
岩
に
次
い
で
粘
性
の
あ

る
マ
グ
マ
が
固
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
周
囲
の
流
紋
岩

質
凝
灰
岩
は
男
助
層
と
呼
ば
れ
る
凝
灰
岩
層
で
あ
る
。 

 

南
昌
山
の
形
成
過
程
で
あ
る
が
、
凝
灰
岩
層
を
突
き
破
っ
て

南
昌
山
の
マ
グ
マ
が
上
が
っ
て
き
た
の
か
、
南
昌
山
の
形
成
後

凝
灰
岩
層
に
覆
わ
れ
た
の
か
、
現
時
点
で
は
明
確
で
な
い
。
た

だ
、
凝
灰
岩
層
の
風
化
は
石
英
安
山
岩
（
デ
イ
サ
イ
ト
）
に
比

べ
か
な
り
早
く
進
む
た
め
、
南
昌
山
が
「
岩
頸
」
ら
し
く
見
え

る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
南
昌
山
を
「
岩
頸
」
と
呼
ぶ
こ
と
に

問
題
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

  
な
お
、
加
藤
貞
一
は
『
宮
沢
賢
治
の
地
的
世
界
』
（
愛
智
出

版
、
平
18
・
11
）
で
、
南
昌
山
に
関
し
地
学
的
な
説
明
を
施
し

図２ 南昌山の絵図（日本名山図会） 
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て
い
る
が
、
間
違
い
が
多
い
の
で
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
く
。
加

藤
は
南
昌
山
の
中
腹
か
ら
採
取
し
た
と
い
う
流
紋
岩
質
凝
灰
角

礫
岩
の
写
真
を
提
示
し
つ
つ
、
一
方
で
、
「
南
昌
山
の
大
部
分

は
流
紋
岩
で
す
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
は
、
「
南
昌
山
山
頂
部
は

デ
イ
サ
イ
ト
質
と
い
わ
れ
る
の
で
、
『
こ
れ
は
こ
れ
安
山
岩
の

岩
頸
に
し
て
』
と
い
う
の
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
、
説
明
に
ま
っ
た
く
一
貫
性
が
な
い
。 

 

問
題
点
だ
が
、
ま
ず
、
加
藤
の
引
用
す
る
「
こ
れ
は
こ
れ
安

山
岩
の
岩
頸
に
し
て
」
の
元
と
な
る
短
歌
「
い
ま
は
は
や
た
れ

か
惑
は
ん
こ
れ
は
こ
れ
安
山
岩
の
岩
頸
に
し
て
」（「
歌
稿
Ａ
、

№
336
」
、
大
正
五
年
七
月
）
は
、
「
石
ヶ
森
」
を
歌
っ
た
も
の

で
、
南
昌
山
の
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
南
昌
山
の
大
部
分

は
流
紋
岩
で
す
」
と
い
う
説
明
も
間
違
い
で
、
南
昌
山
自
体
は

変
質
デ
イ
サ
イ
ト
（
石
英
安
山
岩
）
を
主
体
と
し
た
山
で
、
流

紋
岩
は
調
査
し
た
範
囲
で
は
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
な
い
。 

 

確
認
で
き
る
の
は
、
山
の
中
腹
よ
り
下
で
、
デ
イ
サ
イ
ト
を

覆
う
よ
う
に
存
在
す
る
流
紋
岩
質
の
凝
灰
岩
で
あ
る
。
地
学
の

専
門
家
で
あ
る
加
藤
が
、
火
山
岩
で
あ
る
流
紋
岩
と
堆
積
岩
で

あ
る
凝
灰
岩
を
取
り
違
え
る
は
ず
は
な
く
、
疑
問
は
増
す
ば
か

り
だ
が
、
加
藤
が
採
取
し
た
も
の
は
決
し
て
南
昌
山
そ
れ
自
体

か
ら
の
も
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
加
藤
は
南
昌
山
の
麓
（
南

昌
神
社
付
近
・
男
助
層
）
を
観
察
し
た
だ
け
と
思
わ
れ
る
。
も

し
加
藤
が
中
腹
か
ら
採
取
し
た
流
紋
岩
質
凝
灰
角
礫
岩
を
、
南

昌
山
を
成
す
主
た
る
岩
石
だ
と
す
る
な
ら
、
マ
グ
マ
の
塊
で
あ

る
は
ず
の
「
岩
頸
」
の
定
義
か
ら
南
昌
山
は
大
き
く
外
れ
る
こ

と
に
な
る
。 

 

南
昌
山
は
デ
イ
サ
イ
ト（
石
英
安
山
岩
）の
山
だ
か
ら
こ
そ
、

賢
治
は
〈
岩
頸
〉
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
流
紋
岩
で

も
〈
岩
頸
〉
を
形
成
す
る
が
、
南
昌
山
の
場
合
に
は
当
て
は
ま

ら
な
い
。 

 

さ
て
、
〈
岩
頸
列
〉
の
一
つ
南
昌
山
が
「
岩
頸
」
で
あ
り
、

ま
た
、
他
の
山
々
も
賢
治
が
記
す
よ
う
に
「
岩
頸
」
で
あ
っ
た

と
し
て
、
そ
の
こ
と
が
文
語
詩
「
岩
頸
列
」
の
成
立
、
解
釈
に

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。 

 

私
の
問
題
意
識
か
ら
い
え
ば
、
「
山
に
よ
き
に
よ
き
と
、
立

ち
し
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
重
要
と
な
る
。
一
般
的

に
は
、
村
上
英
一
が
『
宮
沢
賢
治 

文
語
詩
の
森
』（
柏
書
房
、

平
９
・
６
）
で
記
し
た
よ
う
に
、
〈
客
の
不
入
り
〉
に
関
わ
る

う
ら
ぶ
れ
た
感
じ
を
表
現
し
た
も
の
と
捉
え
る
の
が
妥
当
と
い

え
る
だ
ろ
う
。 
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た
だ
、
第
二
連
は
、
第
一
連
、
第
三
連
と
異
な
り
、
〈
現
実
〉

の
〈
岩
頸
列
〉
を
描
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
伝
聞
の
形
式
を

と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
あ
え
て
伝
聞
の
形
式
を
と
っ
た
意
図
と

い
う
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
私
は
そ
れ
を
、
「
芝
雀
」
が
体

験
し
た
〈
禍
々
し
き
事
〉
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。 

 

つ
ま
り
、
真
の
理
由
は
、
「
小
屋
掛
け
」
の
う
し
ろ
の
〈
岩

頸
列
〉
が
、
「
に
よ
き
に
よ
き
と
、
立
ち
し
」
こ
と
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
山
が
「
立
ち
し
」
と
は
、
〈
伸
び
た
〉
こ
と
で
あ

り
、
前
章
で
確
認
し
た
童
話
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」
で
の
、

「
だ
ん
だ
ん
地
面
か
ら
せ
り
上
っ
て
来
た
」
や
「
丁
度
胸
ま
で

せ
り
出
し
て
」
に
相
当
す
る
表
現
と
判
断
し
た
い
。 

 

同
作
品
に
は
、
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
喜
び
や
う
は
ひ
ど
い
も

ん
だ
」
と
い
っ
た
楽
し
げ
な
表
現
も
見
出
さ
れ
、
一
見
、
文
語

詩
「
岩
頸
列
」
第
二
連
を
〈
禍
々
し
き
事
〉
と
読
む
こ
と
の
傍

証
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
岡
村
民
夫
が
『
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
温
泉
学
』
（
み
す
ず

書
房
、
平
20
・
７
）
で
、
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」
第
三
夜

の
恐
竜
の
長
い
頸
と
第
一
夜
の
「
岩
頸
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
関

連
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
私
の
解
釈
の
可
能
性
を
後
押
し
し
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
自
分
の
額
の
前
に
迫
り
く
る
恐
竜
の
長
い

頸
が
大
学
士
に
と
っ
て
〈
禍
々
し
き
事
〉
に
他
な
ら
な
い
と
す

れ
ば
、
「
岩
頸
」
が
〈
伸
び
る
〉
こ
と
も
〈
禍
々
し
き
事
〉
の

範
疇
だ
ろ
う
。
童
話
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」
は
、
本
来
〈
禍
々

し
き
事
〉
を
ユ
ー
モ
ア
に
包
ん
で
物
語
化
し
た
作
品
と
考
え
ら

れ
る
。 

 

「
芝
雀
」
は
、
お
そ
ら
く
、
「
小
屋
掛
け
」
の
う
し
ろ
の
〈
岩

頸
列
〉
が
「
に
よ
き
に
よ
き
と
、
立
ち
し
」
こ
と
に
驚
き
、
み

や
こ
に
逃
げ
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
立
っ
た

と
き
、
は
じ
め
て
、
「
み
や
こ
」
に
帰
っ
た
「
芝
雀
」
の
、
「
口

つ
ぐ
み
」
「
と
み
に
わ
ら
ひ
に
ま
ぎ
ら
し
て
」
と
い
っ
た
負
の

反
応
に
対
し
、
書
き
手
が
「
そ
の
こ
と
ま
こ
と
う
べ
な
れ
や
」

と
追
認
す
る
こ
と
の
整
合
性
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

文
語
詩
「
岩
頸
列
」
の
第
一
連
・
第
三
連
は
〈
現
実
〉
と
し

て
の
「
岩
頸
」
で
あ
り
、
第
二
連
は
〈
心
象
〉
と
し
て
の
「
岩

頸
」
と
い
え
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
賢
治
の
〈
心
象
〉
体
験

が
「
芝
雀
」
を
通
じ
再
現
さ
れ
て
い
る
と
の
判
断
で
あ
る
。 
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三 

〈
い
か
り
〉
と
「
岩
頸
」 

   

「
初
期
短
編
綴
等
」
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
小
品
群
の
一
つ
に

「
沼
森
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
「
沼
森
」
は
盛
岡
市
の
北
東

部
岩
手
郡
滝
沢
村
に
位
置
す
る
582
㍍
の
山
で
、
晴
れ
て
い
れ
ば

岩
手
山
が
間
近
に
見
え
る
場
所
に
あ
る
（
写
真
４
）
。
本
文
に

登
場
す
る
「
大
森
」
「
石
ヶ
森
」
も
実
在
の
山
で
、
ほ
ぼ
同
じ

区
域
に
存
在
し
て
い
る
。 

 

「
沼
森
」
と
い
う
作
品
も
実
に
不
思
議
な
内
容
を
有
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
「
岩
頸
」
に
関
わ
る
重
要
な
作

品
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
ご
く
短
い
作
品
で
も
あ
る
の
で
、
全

文
を
引
用
す
る
。 

 

 

石
ヶ
森
の
方
は
硬
く
て
瘠
せ
て
灰
色
の
骨
を
露
は
し

大
森
は
黒
く
松
を
こ
め
ぜ
い
た
く
さ
う
に
肥
っ
て
ゐ
る

が
実
は
ど
っ
ち
も
石デ 

英サ

安
イ山

岩ト 

だ
。 

 

丘
は
う
し
ろ
で
あ
つ
ま
っ
て
一
つ
の
平
ら
を
こ
し
ら

へ
る
。 

 

も
う
暮
れ
近
く
草
が
そ
よ
ぎ
防
火
線
も
さ
び
し
い
の

だ
。
地
図
を
た
よ
り
も
さ
び
し
い
こ
と
だ
。 

 

沼
森
平
と
い
ふ
も
の
も
な
か
な
か
広
い
草
っ
原
だ
。
何

で
も
早
く
ま
は
っ
て
行
っ
て
沼
森
の
や
つ
の
脚
に
か
ゝ

り
そ
れ
か
ら
ぐ
る
っ
と
防
火
線
沿
ひ
、
帰
っ
て
行
っ
て
麓

の
引
湯
に
ぐ
っ
た
り
今
夜
は
寝
て
や
る
ぞ
。 

 

何
と
い
ふ
こ
れ
は
し
づ
か
な
こ
と
だ
ら
う
。 

 

落ラ
リ

葉ツ
ク

松ス 

な
ど
植
え
た
も
ん
だ
。
ま
る
で
ど
こ
か
の
庭
ま

へ
だ
。
何
と
い
ふ
立
派
な
山
の
平
だ
ら
う
。
草
は
柔
ら
か

向
ふ
の
小
松
は
ま
ば
ら
で
す
、
そ
ら
は
ひ
ろ
び
ろ
天
も
近

く
落ラ

リ

葉ツ
ク

松ス 

な
ど
植
え
た
も
ん
だ
。 

 

は
て
な
、
あ
い
つ
が
沼
森
か
、
沼
森
だ
。
坊
主
頭
め
、

山
山
は
集
ひ
て
青
き
原
を
な
す
さ
て
そ
の
上
の
丘
の
さ

び
し
さ
。
ふ
ん
。
沼
森
め
。 

 

こ
れ
は
い
か
ん
ぞ
。
沼
炭
だ
ぞ
、
泥
炭
が
あ
る
ぞ
、
さ

て
こ
そ
こ
の
平
は
も
と
沼
だ
っ
た
な
、
道
理
で
む
や
み
に

陰
気
な
や
う
だ
。
洪
積
ご
ろ
の
沼
の
底
だ
。
泥
炭
層
を
水

が
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
潜
っ
て
ゐ
る
。
全
体
あ
ん
ま
り
静
か
す

ぎ
る
、
お
ま
け
に
無
暗
に
空
が
暗
く
な
っ
て
来
た
。
も
う

夕
暮
も
間
近
い
ぞ
。
柏
の
踊
り
も
今
時
だ
め
だ
、
ま
ば
ら

の
小
松
も
緑
青
を
噴
く
。 
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沼
森
が
す
ぐ
前
に
立
っ
て
ゐ
る
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
も
岩

頸
だ
。
ど
う
せ
石
英
安
山
岩
、
い
や
に
響
く
な
こ
い
つ
め

は
。
い
や
に
カ
ン
カ
ン
云
ひ
や
が
る
。
と
に
か
く
こ
れ
は

石
ヶ
森
と
は
血
統
が
非
常
に
近
い
も
の
な
の
だ
。 

 

そ
れ
は
い
ゝ
が
さ
沼
森
め
な
ぜ
一
体
坊
主
な
ん
ぞ
に

な
っ
た
の
だ
。
え
い
ぞ
っ
と
す
る 

気
味
の
悪
い
や
つ
だ
。

こ
の
草
は
な
、
こ
の
草
は
な
、
こ
ぬ
か
ぐ
さ
。
風
に
吹
か

れ
て
穂
を
出
し
て
烟
っ
て
実
に
憐
れ
に
見
え
る
ぢ
ゃ
な

い
か
。 

 

な
ぜ
さ
う
こ
っ
ち
を
に
ら
む
の
だ
、
う
し
ろ
か
ら
。 

 

何
も
悪
い
こ
と
し
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
。
ま
だ
に
ら
む
の

か
、
勝
手
に
し
ろ
。 

 

柏
は
ざ
ら
ざ
ら
雲
の
波
、
早
く
も
黄
び
か
り
う
す
あ
か

り
、
そ
の
丘
の
い
か
り
は
わ
れ
も
知
り
た
れ
ど
さ
あ
ら
ぬ

さ
ま
に
草
む
し
り
行
く
、
も
う
夕
方
だ
、
は
て
、
こ
の
沼

は
ま
さ
か
地
図
に
も
あ
る
筈
だ
。
も
し
な
か
っ
た
ら
大
へ

ん
ぞ
。
全
く
別
の
世
界
だ
ぞ
、 

 

気
を
落
ち
つ
け
て
（
黄
の
ひ
か
り
）
あ
る
あ
る
、
あ
る

に
は
有
る
が
あ
の
泥
炭
を
つ
く
っ
た
や
つ
の
甥
か
孫
だ

ぞ
、
黄
の
ひ
か
り
う
す
あ
か
り
鳴
れ
鳴
れ
か
し
は
。 

 

実
は
こ
の
作
品
は
注
意
深
く
読
む
と
、
世
界
構
造
が
微
妙
だ

が
二
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
二
つ
の
世
界
の
存
在

が
前
提
と
な
り
、
賢
治
と
思
し
き
人
物
と
沼
森
と
の
関
係
性
と

が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
現
実
〉
世
界
と

〈
心
象
〉
世
界
の
存
在
で
あ
る
。
た
だ
、
書
き
手
に
と
っ
て
〈
現

実
〉
世
界
は
〈
心
象
〉
世
界
に
包
含
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
認
識

シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
読
者
は
、
常
に
書

き
手
の
〈
心
象
〉
世
界
か
ら
〈
現
実
〉
世
界
を
覗
く
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。 

  

世
界
構
造
の
二
重
性
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、こ
の
作
品
は
、

童
話
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
の
よ
う
な
〈
異
世
界
へ
の
紛
れ
込
み
〉

を
扱
っ
た
作
品
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
は
て
、
こ
の
沼
は
ま
さ
か
地
図
に
も
あ
る
筈
だ
。
も
し
な
か

っ
た
ら
大
へ
ん
ぞ
。
全
く
別
の
世
界
だ
ぞ
」
と
恐
れ
る
賢
治
ら

し
き
主
人
公
は
、
地
図
に
「
沼
」
の
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
、
自
分
の
い
る
世
界
が
〈
現
実
〉
世
界
で
あ
る
こ
と
に

ほ
っ
と
す
る
の
で
あ
る
。 

 
こ
の
作
品
の
さ
ら
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
沼
森
が
〈
い
か

り
〉
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
沼
森
」

に
関
し
て
は
「
歌
稿
Ａ
、
№
337
」
（
大
正
五
年
七
月
）
に
、
そ
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の
原
形
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

  
こ
の
丘
の
い
か
り
は
わ
れ
も
知
り
た
れ
ど
さ
あ
ら
ぬ

さ
ま
に
草
穂
摘
み
行
く 

 

 

こ
の
短
歌
は
、
「
丘
の
い
か
り
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、
作
品
「
沼

森
」
の
成
立
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
と
し
て
当
初
よ

り
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
「
丘
の
い
か
り
」
と
は
何
か
、
今
こ
こ
で
答
え
を
提
示
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
沼
森
が
「
岩
頸
」
で
あ
る
こ
と
と
、

〈
い
か
り
〉
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
と
が
、
繋
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
を
提
示
し
て
お
く
。 

 

 

沼
森
が
す
ぐ
前
に
立
っ
て
ゐ
る
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
も
岩

頸
だ
。
ど
う
せ
石
英
安
山
岩
、
い
や
に
響
く
な
こ
い
つ
め

は
。
い
や
に
カ
ン
カ
ン
云
ひ
や
が
る
。
と
に
か
く
こ
れ
は

石
ヶ
森
と
は
血
統
が
非
常
に
近
い
も
の
な
の
だ
。 

  

賢
治
は
沼
森
や
石
ヶ
森
（
写
真
５
）
を
、
石
英
安
山
岩
か
ら

な
る
「
岩
頸
」
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
詩
「
小
岩
井
農
場
」
下

書
、
第
五
綴
の
中
で
、
「
鞍
掛
山
」
に
ふ
れ
た
詩
句
だ
が
「
あ

れ
は
き
っ
と
／
南
昌
山
や
沼
森
の
系
統
だ
／
決
し
て
岩
手
火
山

に
属
し
な
い
。
／
事
に
よ
っ
た
ら
や
っ
ぱ
り
／
石
英
安
山
岩
か

も
し
れ
な
い
・
・
・
」
と
記
し
て
お
り
、
や
は
り
「
沼
森
」
と
、

新
生
代
第
四
紀
の
噴
出
で
あ
る
岩
手
山
と
の
違
い
を
強
く
意
識

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
賢
治
は
「
岩
頸
」

の
形
成
を
、
新
生
代
第
三
紀
の
火
山
活
動
に
因
る
も
の
と
認
識

し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

沼
森
が
「
岩
頸
」
で
あ
る
と
い
う
賢
治
の
〈
現
実
〉
世
界
で

の
地
学
的
知
見
は
、
「
岩
頸
」
が
〈
伸
び
る
〉
存
在
で
あ
る
と

同
時
に
〈
い
か
り
〉
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
も
、
〈
心

象
〉世
界
に
お
い
て
可
能
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 

四 

〈
テ
キ
ス
ト
の
揺
れ
〉
と
「
岩
頸
」 

  

次
の
二
つ
の
短
歌
を
比
べ
て
み
る
。 

  

石
ヶ
森
「
歌
稿
Ａ
、
№
336
」
（
大
正
五
年
七
月
） 

  い
ま
は
は
や
た
れ
か
惑
は
ん
こ
れ
は
こ
れ
安
山
岩
の
岩
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頸
に
し
て 

  
石
ヶ
森
「
歌
稿
Ｂ
、
№
336
」
（
大
正
五
年
七
月
）   

 

こ
ゝ
に
立
ち
て
誰
か
惑
わ
ん 

こ
れ
は
こ
れ
岩
頸
な
せ
る
石デ 

英ー 

安サ 

山イ 

岩ト 

な
り 

  

歌
稿
番
号
が
同
じ
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
こ
の
二
つ
の

作
品
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
歌
稿
Ａ
」

と
「
歌
稿
Ｂ
」
と
は
推
敲
の
前
と
後
に
喩
え
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
の
は
、
「
石
ヶ
森
」
の
岩
質

が
、
「
歌
稿
Ａ
」
で
は
「
安
山
岩
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
歌

稿
Ｂ
」
で
は
「
石デ 

英ー 

安サ 

山イ 

岩ト 

」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
「
歌
稿
Ａ
」
が
「
歌
稿
Ｂ
」
よ
り
古
い
成
立
（
書
き
写
し
）

で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
賢

治
は
は
じ
め
「
石
ヶ
森
」
を
「
安
山
岩
」
の
山
と
判
断
し
て
い

た
が
、
そ
の
後
何
か
の
機
会
に
石デ 

英ー 

安サ 

山イ 

岩ト 

で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
、
そ
の
た
め
「
歌
稿
Ｂ
」
の
段
階
で
書
き
直
し
た
と
い
う

推
定
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
推
定
は
当
て
は
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
賢
治
は
大
正
五
年
（
盛
岡
高
等
農
林
二
年
）
の
夏
期
実
習

で
の
地
質
調
査
（
大
正
六
年
一
月
に
「
盛
岡
附
近
地
質
調
査
報

文
」
と
し
て
地
質
図
と
と
も
に
完
成
）
の
段
階
で
、
「
石
ヶ
森
」

を
石デ 

英ー 

安サ 

山イ 

岩ト 

と
し
て
判
断
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
石
英

安
山
岩
」
の
項
目
に
、
「
図
幅
の
北
西
隅
石
ヶ
森
付
近
に
稍
々

広
く
現
出
し
灰
白
色
な
る
石
基
中
に
斜
長
石
石
英
及
び
疎
に
稍

大
な
る
黒
色
の
輝
石
を
散
点
す
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
か
な

り
早
く
か
ら
賢
治
は
「
石
ヶ
森
」
を
石
英
安
山
岩
の
山
と
判
断

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
安
山
岩
と
石
英
安
山
岩
と
の
違
い

は
、
見
か
け
で
の
観
察
の
場
合
、
石
英
の
結
晶
が
観
察
さ
れ
る

か
否
か
で
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
賢
治
は
報
告
書
か
ら
分

か
る
よ
う
に
石
英
の
結
晶
の
存
在
を
確
認
し
て
お
り
、
石
英
安

山
岩
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。 

 

実
際
に
「
石
ヶ
森
」
の
頂
上
付
近
の
岩
石
を
採
取
、
観
察
し

て
み
る
と
、
見
か
け
は
安
山
岩
で
あ
る
（
写
真
６
）
。
そ
こ
で
、

よ
り
確
実
な
知
見
を
得
る
た
め
に
、
考
古
石
材
研
究
所
の
柴
田

徹
氏
に
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
の
作
成
と
偏
光
顕
微
鏡
に
よ
る
観
察
を

依
頼
し
た（
南
昌
山
の
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
の
作
成
も
同
氏
に
よ
る
）。

そ
の
結
果
は
、
石
英
が
確
か
に
存
在
し
て
お
り
（
顕
微
鏡
写
真

２
）
、
賢
治
の
観
察
自
体
に
間
違
い
の
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

―271― 



「文学部紀要」文教大学文学部第23-2号 鈴木健司 

 

(15)

て
い
る
。
た
だ
、
石
英
の
結
晶
の
総
量
が
少
な
く
、
柴
田
氏
の

判
断
で
は
、
一
般
的
に
は
安
山
岩
と
名
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
沼
森
」
も
同
様
で
安
山
岩
（
写
真
７
）

と
見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
石
英
の
結
晶
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
顕
微
鏡
写
真
３
）
。
し
た
が
っ
て
、 

 

沼
森
が
す
ぐ
前
に
立
っ
て
ゐ
る
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ
も
岩
頸

だ
。
ど
う
せ
石
英
安
山
岩
、
い
や
に
響
く
な
こ
い
つ
め
は
。

い
や
に
カ
ン
カ
ン
云
ひ
や
が
る
。
と
に
か
く
こ
れ
は
石
ヶ

森
と
は
血
統
が
非
常
に
近
い
も
の
な
の
だ
。 

  

と
い
う
先
に
引
用
し
た
右
の
表
現
も
、
地
学
的
に
的
を
射
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。 

 

「
石
ヶ
森
」
に
関
し
、
賢
治
は
最
初
の
段
階
か
ら
石デ 
英ー 
安サ 

山イ 

岩ト 

と
判
断
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
、
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

残
さ
れ
た
可
能
性
は
筆
写
ミ
ス
で
あ
る
。
「
歌
稿
Ａ
」
は
、
そ

の
大
部
分
が
妹
ト
シ
に
よ
る
筆
写
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
「
安

山
岩
」
と
書
か
れ
た
の
は
、
「
歌
稿
Ａ
」
段
階
で
の
妹
ト
シ
の

筆
写
ミ
ス
で
あ
り
、
「
歌
稿
Ｂ
」
の
段
階
で
賢
治
に
よ
り
、
正

し
く
石デ 

英ー 

安サ 

山イ 

岩ト 

に
直
さ
れ
た
、
と
い
う
推
定
で
あ
る
。 

  

た
だ
、
筆
写
ミ
ス
は
可
能
性
と
し
て
は
残
る
と
は
い
え
、
考

え
に
く
い
こ
と
で
も
あ
る
。も
し
筆
写
ミ
ス
で
な
い
と
仮
定
し
、

考
察
を
進
め
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
、
賢
治
の
「
岩
頸
」
意
識
に

関
わ
る
〈
テ
キ
ス
ト
の
揺
れ
〉
と
い
う
問
題
を
取
り
出
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
も
結
論
的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

次
に
挙
げ
る
詩
に
見
ら
れ
る
〈
テ
キ
ス
ト
の
揺
れ
〉
と
比
較
し

て
み
る
こ
と
は
、賢
治
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
を
考
察
す
る
上
で
、

何
ら
か
の
切
り
口
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

前
稿
の
「
（
七
）
基
礎
編
：
「
〔
地
質
調
査
ル
ー
ト
マ
ッ
プ
〕
」

の
検
証
（
そ
の
１
）
―
「
五
間
ヶ
森
」
と
そ
の
周
辺
―
」
（
「
文

学
部
紀
要
」
文
教
大
学
文
学
部
第
23-

1
号
）
」
で
扱
っ
た
こ

と
だ
が
、
詩
「
風
景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
（
「
春
と
修
羅
」
第
一

集
）
に
描
か
れ
る
松
倉
山
と
五
間
森
の
場
合
に
も
、
〈
テ
キ
ス

ト
の
揺
れ
〉
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

繰
り
返
し
に
な
る
の
で
全
体
の
引
用
は
避
け
る
が
、
ま
ず
は

「
松
倉
山
や
五ご 

け間ん
も森り

荒
っ
ぽ
い
石デ 

英サ

安
イ山

岩ト 

の
岩
頸
」
と
い
う

箇
所
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
字
句
の
ま
ま
解
釈
す
る
な
ら
、

松
倉
山
や
五
間
森
は
「
石デ 

英サ

安
イ山

岩ト 

」
で
で
き
た
「
岩
頸
」
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
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ま
ず
第
一
に
、
松
倉
山
は
「
石デ 

英サ

安
イ山

岩ト 

」
の
山
で
な
い
こ

と
を
確
認
し
て
お
く
。
「
松
倉
山
」
は
シ
ル
ト
質
凝
灰
岩
で
あ

る
。
正
確
を
期
す
た
め
山
の
様
々
の
箇
所
か
ら
複
数
の
標
本
を

採
取
し
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
も
依
頼
し
作
成
し
た
が
、
判
定
結
果
は

同
じ
で
あ
っ
た
。 

 

実
は
「
風
景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
詩
「
風

の
偏
奇
」
に
は
、
「
お
ゝ
私
の
う
し
ろ
の
松
倉
山
に
は
用
意
さ

れ
た
一
万
の
珪
化
流
紋
凝
灰
岩
の
弾
塊
が
あ
り
」
と
い
う
表
現

が
あ
る
。
「
珪
化
流
紋
凝
灰
岩
」
と
い
う
の
は
、
〈
珪
化
作
用

を
受
け
硬
く
な
っ
た
流
紋
岩
質
の
凝
灰
岩
〉
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
柴
田
徹
氏
が
鑑
定
し
た
「
シ
ル
ト
質
凝
灰
岩
」
と
同
じ
で

あ
る
。
「
シ
ル
ト
」
は
粒
子
の
大
き
さ
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。 

 

賢
治
は
な
ぜ
、
松
倉
山
を
石デ 

英サ 

安イ 

山ト 

岩
と
記
し
た
の
か
、
大

き
な
問
題
で
あ
る
。 

 

第
二
に
、
五
間
森
も
「
石デ 

英サ

安
イ山

岩ト 

」
の
山
で
は
な
い
。
五

間
森
は
賢
治
が
実
地
調
査
し
た「〔
地
質
調
査
ル
ー
ト
マ
ッ
プ
〕」

に
、
賢
治
自
身
「Lip.

」(

リ
パ
ラ
イ
ト
の
略
で
流
紋
岩
の
こ
と)

と
記
し
て
い
る
。
賢
治
は
な
ぜ
五
間
森
を
「
石デ 

英サ

安
イ山

岩ト 

」
の

山
と
し
た
の
か
、
地
学
的
見
地
か
ら
い
え
ば
明
ら
か
な
誤
謬
で

あ
る
。
五
間
森
が
流
紋
岩
で
あ
る
こ
と
は
、
前
稿
で
確
認
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。 

  

こ
の
よ
う
な
〈
テ
キ
ス
ト
の
揺
れ
〉
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。

地
学
者
・
宮
沢
賢
治
と
い
う
視
点
を
取
る
か
ぎ
り
、
解
け
な
い

謎
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
仮
説
的
に
提
示

で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
テ
キ
ス
ト
の
揺
れ
〉
も
〈
岩

頸
〉
意
識
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
賢
治
は
松
倉
山
と
五
間
森
を
「
岩
頸
」
と
捉
え
て
い
る
。

し
か
し
、
前
稿
（
前
出
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
松
倉
山
も
五
間

森
も
、
一
向
「
岩
頸
」
ら
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
松
倉
山
は
岩

質
が
凝
灰
岩
（
堆
積
岩
）
で
あ
り
、
〈
岩
頸
〉
の
資
格
が
な
い
。

五
間
森
は
流
紋
岩
な
の
で
「
岩
頸
」
と
な
り
う
る
が
、
山
頂
が

押
し
つ
ぶ
し
た
よ
う
に
平
ら
で
「
岩
頸
」
ら
し
く
な
い
。 

 

そ
れ
で
も
賢
治
が
両
山
を
「
岩
頸
」
で
あ
る
と
し
て
こ
だ
わ

る
と
す
る
な
ら
、
逆
に
そ
こ
に
、
問
題
を
解
く
鍵
が
隠
さ
れ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
賢
治
は
そ
の
内

部
（
〈
心
象
〉
）
に
、
岩
の
種
類
や
、
山
の
形
状
を
無
視
し
て

ま
で
「
岩
頸
」
と
呼
び
た
い
事
情
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
内
部
の
事
情
が
〈
テ
キ
ス
ト
の

揺
れ
〉
を
生
ん
だ
原
因
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
で
あ
る
。  
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わ
た
く
し
は
こ
ん
な
過
透
明
な
景
色
の
な
か
に 

松
倉
山
や
五ご 

け間ん
も森り

荒
っ
ぽ
い
石デ 

英サ 

安イ 

山ト 

岩
の
岩
頸
か
ら 

放
た
れ
た
剽
悍
な
刺
客
に 

暗
殺
さ
れ
て
も
い
い
の
で
す 

 

  

「
岩
頸
か
ら
／
放
た
れ
た
剽
悍
な
刺
客
に
／
暗
殺
さ
れ
て
も

い
い
の
で
す
」
と
は
奇
抜
な
表
現
で
あ
る
。
考
え
る
に
、
「
岩

頸
か
ら
／
放
た
れ
た
剽
悍
な
刺
客
」
と
は
、
何
ら
か
〈
伸
び
る
〉

「
岩
頸
」
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
岩
頸
」

は
賢
治
に
と
っ
て
〈
伸
び
る
〉
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
「
刺
客
」
と
な
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
「
楢
ノ
木
大
学
士
」
が
恐
竜
と
い
う
「
刺
客
」
に
「
暗
殺
」

（
食
べ
ら
れ
そ
う
に
な
る
）
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
〈
心
象
〉

世
界
の
問
題
と
し
て
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

「
（
気
の
毒
な
二
重
感
覚
の
機
関
）
」
と
い
う
詩
句
も
確
認

で
き
る
が
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
賢
治
自
身
の
〈
現
実
〉
〈
心

象
〉
と
い
う
二
つ
の
世
界
に
生
き
る
不
安
と
恐
れ
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

  

ま
た
、
「
岩
頸
」
は
〈
い
か
る
〉
存
在
で
も
あ
っ
た
。
散
文

「
沼
森
」
に
「
沼
森
め
な
ぜ
一
体
坊
主
な
ん
ぞ
に
な
っ
た
の
だ
」

と
あ
っ
た
が
、
「
坊
主
」
に
な
る
と
は
山
の
木
を
切
ら
れ
た
こ

を
意
味
す
る
よ
う
に
思
う
。
木
を
切
ら
れ
て
坊
主
と
な
っ
た
こ

と
が
沼
森
の
「
い
か
り
」
の
原
因
と
想
定
で
き
る
な
ら
、
詩
「
風

景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
で
の
「
（
し
づ
ま
れ
し
づ
ま
れ
五
間
森
／

木
を
き
ら
れ
て
も
し
づ
ま
る
の
だ
）
」
と
い
う
こ
と
と
の
、
か

す
か
で
は
あ
る
が
、
繋
が
り
が
指
摘
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
す

こ
し
異
な
る
が
、
清
作
に
無
断
で
木
を
切
ら
れ
て
〈
い
か
り
〉

を
あ
ら
わ
す
柏
の
木
の
大
王
（
童
話
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
）

と
の
共
通
性
も
連
想
さ
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、
「
な
ぜ
さ
う
こ
っ
ち
を
に
ら
む
の
だ
、
う
し
ろ
か

ら
。
／
何
も
悪
い
こ
と
し
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
。
ま
だ
に
ら
む
の

か
、
勝
手
に
し
ろ
」
と
い
う
賢
治
と
お
ぼ
し
き
人
物
の
沼
森
に

対
す
る
感
情
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
過

剰
な
ま
で
の
自
意
識
は
、
先
に
引
用
し
た
「
楢
ノ
木
大
学
士
の

野
宿
」
の
原
体
験
と
推
定
さ
れ
る
「
歌
稿
B
、
№
668
」
「
ほ
し

ぞ
ら
は
／
し
づ
に
め
ぐ
る
を
／
わ
が
こ
ゝ
ろ
／
あ
や
し
き
も
の

に
か
こ
ま
れ
て
立
つ
」
に
も
見
て
取
れ
る
の
だ
が
、
い
う
ま
で

も
な
く
こ
の
「
あ
や
し
き
も
の
」
が
「
岩
頸
」
で
あ
る
こ
と
に

意
味
が
あ
る
。
賢
治
に
と
っ
て
〈
伸
び
る
〉
岩
頸
は
、
〈
心
象
〉

世
界
に
お
い
て
、
人
間
同
様
感
情
を
有
し
、
に
ら
ん
だ
り
、
い
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か
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。 

  
お
そ
ら
く
、
賢
治
の
自
意
識
が
暴
走
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な

場
合
、
〈
現
実
〉
世
界
の
地
学
（
科
学
）
が
後
退
し
、
〈
心
象
〉

世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
地
学
が
あ
ら
た
に
現
れ
、
〈
テ
キ
ス
ト
の

揺
れ
〉
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
了
） 
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