
っ
づ
け

て
い
ま
だ
に
安
定
を
得
て
な
い
。
日
本
人
に
よ
る
、
日
本
的
凝

文
学
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て
い
な
い
と
言

っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
。

賢
治
が
西
欧
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

い
ま
、
近
代
科
学
そ
の
他
、
賢
治
ほ
ど
近
代
的
な
学
問
を
身
に
つ
け
た

文
学
者
は
数
少
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
文
学

に
真

の
安
定
感
が
そ
な
わ
り
、
古
典
の
名
に
値
す
る
作
品
と
な
り
得
た

の
は
何
が
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
宇
宙
を

つ
ら
ぬ
る
透
明
な
意
志
を

身
に
つ
け
、
法
華
経
精
神
に
基
づ
く
四
次
元
世
界
の
文
学
を
近
代
日
本

文
学
に
お
い
て
は
じ
め
て
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
に
外
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
こ
そ
宮
沢
賢
治
文
学
の
意
義
を
認
め
る

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

行

為

と

迷

い
1

宮
沢
賢
治
原
論
メ
モ
ー

宮
沢
賢
治
が
死
ん
で
か
ら
早
く
も
三
十
年
を
過
ぎ
た
わ
け
だ
が

(昭

和
八
年
歿
)
、
賢
治

へ
の
関
心
は
、
こ
ん
に
ち
漸
く

一
般
に
も
お
よ
ん

で
来
た
と
言
え
る
よ
う
だ
。

「
関
心
」
と
言

っ
て
も
、
実
態
は
さ
ま
ざ

ま
だ
か
ら
、
少
く
と
も
、
宮
沢
賢
治
と
い
う
名
ま
え
を
知
ら
な

い
人
が

少
な
く
な

っ
て
来
た
。
そ
し
て
彼
が
ど
ん
な
人
間
だ

っ
た
か
を
漠
然
と

な
が
ら
知

っ
て
い
る
人
が
多
く
な

っ
来
た
ー

と
い
う
意

味

に

お

い

て
、

つ

ま
り

「
関

心

」

の
底

、辺

が
広

く

な

っ
て
来

た

と

い
う

こ
と

で

あ

原

子

朗

る
。

な

ま

じ
底

辺

が

広

い
と
、

か

え

っ
て
対

象

の
本

質

は

ぼ

か

さ

れ
、

孤

独

に

な

っ
て
ゆ

く

、

と

い
う

こ
と

も

あ

る

し
、

「
底

辺

」

な

ど

ま

る

で
持

た

な

い
、

す
ぐ

れ

た
存

在

も

少

な

く

な

い

こ
と

だ

か

ら

、
関

心

の

広

さ

と
、

そ

の
対
象

の
真

価

と
は

、

本
質

的

に

無

関

係

な

の
だ

が

、

そ

れ

に
し

て

も

死

者

が

、
年

と

と
も

に

ひ

ろ
く

そ

の
名

を

呼

ば

れ

て

く

る

と

い
う

例

は

稀

有

の

こ

と

で
あ

る
。

お
そ

ら

く

、

賢

治

へ
の
関

心

は

、

ま
だ

こ
れ

か
ら

い
ち

だ

ん

と

た

か

ま

っ
て

ゆ
く

だ

ろ
う

。
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賢
治

の
研
究
や
、
そ
の
作
品
の
夊
学
的
評
価
も
、
客
観
的
に
は
ま
だ

こ
れ
か
ら
だ
と
言

っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
既
に
全
集
も
幾
通
り

か
あ
る
し
、
絶
対
的
な
思
慕
や
讃
仰
の
書
ま
で
ふ
く
め
て
、
賢
治
に
関

す
る
文
献
も
け

っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
は

っ
き
り
言

っ
て
、

賢
治

の
文
学
史
的
位
置
づ
け
は
ま
だ
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
小

田
切
秀
雄
氏
も
言
う
よ
う
に
、

(
「
交
学
」
三
十
二
巻
、
三
号

「
宮
沢

賢
治
の
文
学
史
的
位
置
設
定

の
た
め
に
」
)
賢
治
が
日
本
近
代
の
文
芸

思
潮
か
ら
は
み
出
た
と
こ
ろ
で
屹
立
し
て
い
る
こ
と
と
、
賢
治
の
作
品

の
魅
力
が
、
そ
う
し
た
位
置
づ
け
な
ど
問
題
に
し
な
い
ほ
ど
、
直
接
的

で
強
烈
で
あ
る
た
め
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
わ
た
し
に
言
わ
せ
れ

ば
、
大
き
く
言

っ
て
、
今
ま
で
は
ま
だ
偉
大
な
も
の
を
見
出
し
た
と
き

の
い
わ
ば
讃
嘆

の
過
程
に
あ
み
と
言
え
る
の
で
あ

っ
て
、
や
は
り
、
真

の
評
価
や
研
究
は
こ
れ
か
ら
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
と
言
う
と
、
史
的

位
置
づ
け
だ
け
が
、
窮
極

の
目
標
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
聞
え
る
か

も
知
れ
ぬ
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。

賢
治

の
作
品
が
文
学
史
に
組
み
入
れ
に
く
い
、
と
い
う

こ

と

は
、

「
文
壇
史
」
的
な
、
項
目
的
な
文
学
史
的
発
想

の
貧
し
さ
、
と
い
う
こ

と
を
超
え
て
、
わ
た
し
た
ち
の

「
文
学
」

概
念
そ
の
も
の
の
貧
し
さ

あ
る
い
は
大
き
な
錯
誤
を
へ
証
明
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と

わ
た
し
は
考
え
る
。
少
し
誇
張
し
て
言
え
ば
、
賢
治
の
作
品
の
全
貌
は

日
本

の

「
近
代
文
学
」
の
成
立
を
全
否
定
す
る
爆
薬
を
秘
め
て
い
る
、

と
い
う
気
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
ま
た
、
わ
た
し
も
賢
治

崇

拝

者

の

一
人

に
さ

れ

て

し

ま
う

か
も

知

れ

な

い
。

だ

が

賢

治

の
作

品

に
対

す

る
讃

嘆

な

り

評

価

は
、

否

定

す

る
場

合

も

そ

う

で
あ

る
が

、

単

に
自

足

的

な

対

象

へ
の
密

着

で
あ

っ
て

は
な

ら

な

い
。

そ

れ

で

は

、

閑
O
ω
①

δ

目
O
ω①

す

婦
O
ω
①

δ

触
O
ω
①

・・:
:

に
な

っ
て

し

ま
う

だ

ろ
う

。

肯

定

は
、

な

に
も

の

か

へ
の
否

定

で
な

け

れ
ぽ

な

ら
な

い
。

真

の
讃

嘆

な

ら
、

そ

れ

は
本

質

的

に
な

に
も

の

か

へ
の

は
げ

し

い
否

定

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

賢

治
文

学

の
傑
出

す

る

理

由

と

し

て

、

さ

ま

ざ

ま

の

こ
と

が

あ
げ

ら

れ

る

。

た

ぐ

い
ま

れ

な
地

方
文

学

だ

か

ら

、
信

仰

と
科

学

と
実

践

が
全

一
般

に
文

学

的

に
形

象

に
結

晶

し

て

い
る

か
ら

、

あ

る

い
は

も

っ
と
単

純

に

、
詩

的

語
彙

が

無
類

に
豊

か

で

、
感

覚

が

お

そ

ろ

し

い
ま

で

に

す

る

ど

い
か

ら

、

そ

し

て

な

に

よ

り

も

、

日

本

の
社

会
構

造

の
矛

盾

の
中

で

み

ず

か
ら

燃

え

つ
き

た

自

我

の
は

げ

し

さ

を

、

そ

こ

に
感

応

で

き

る

か
ら

、

等

々
…

…

。

い
ず

れ

も

正

し

い
し

、

お
そ

ら

く

そ

の
す

べ

て

で
あ

る

だ

ろ
う

。

だ

が

賢

治

の
作

品

の
偉

大

さ

を

、

わ

た

し

は
も

っ
と
単

純

な

理

由

で
考

え

た

い
。

そ

れ

は
、

彼

の
作

品

が

つ

い

に

シ

ロ
ウ
ト

の
作

品

で
あ

っ
た

か

ら

だ

、

と
考

え
た

い
。

あ

る

い

は

こ
う

言

っ
て
よ

い
、

賢

治

が

偉

大

な

の

は
、

賢

治

が

つ
い

に

「
詩

人

」

で
も

「
文

学

老

」

で
も

な

か

っ
た

か

ら

だ
、

と
。

〈
こ

わ

っ
て

お
く

が

、

わ
た

し

は

こ

と
ば

を

も

て
あ

そ

ん

で

い
る

の

で

は
な

い
。

)

こ

の

こ

と

は
単

純
、で

は
あ

っ
て
も

、

賢

治

が

ジ

ャ
ア

ナ

リ
ズ

ム

に
毒
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さ
れ
な
か

っ
た
か
ら
傑
出
す
る
作
品
が
書
け
た
の
だ
…
…
と
い
ヶ
ほ
ど

単
純

で
は
な
い
。

(む
ろ
ん
、
そ
れ
を
わ
た
し
は
否
定
し
な
い
が
)
さ

ら
に
臆
せ
ず
言
う
な
ら
ば
、
彼
の
文
学
の
偉
大
さ
を
考
え
る
と
き
、
彼

に
お
け
る
自
然
科
学
的
教
養
も
、
法
華
経
も
、
あ
る
い
は
農
民
指
導
者

も
、

こ
ち
ら
の
頭
に
お
か
ず
と
よ
い
、
と
い
う
こ
と
を
わ
た
し
は
言
い

た
い
の
で
あ
る
。
す
ぐ
誤
解
を
と
い
て
お
く
と
、
彼
は
熱
烈
な
る
信
仰

家
と
し
て
、
実
践
老
と
し
て
作
品
を
書
い
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
な

の
だ
。
彼
は
作
品
の
向
う
に
、
信
仰
家
、
実
践
者
巨
宮
沢
賢
治
を

置
い
て
読
む
者
は
、
彼

の
作
品
を
単
な
る
宣
伝
文
学
に
ま
で
引
き
お
ろ

し
て
読
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

(む
ろ
ん
そ
う
し
て
読
ん
で
も
、
わ

た
し
の
言
う
意
味
で
そ
れ
は
文
学
と
し
て
偉
大
だ
か
ら
、
宣
伝
臭
な
ど

打
消
し
て
し
ま
う
し
、
だ
か
ら
わ
た
し
の
言
い
か
た
が

「
リ
ク
ッ
に
す

ぎ
な

い
」

「
と
ん
で
も
な
い
、
文
学
を
宗
教
に
ま
で
高
め
た
と
こ
ろ
に

こ
そ
賢
治
の
存
在
理
由
が
あ
る
の
だ
」
と
い
っ
た
反
論
は
充
分
予
想
で

き
る

の
だ
が
、
わ
た
し
は
賢
治
に
お
け
る
信
仰
や
実
践
を
否
定
し
て
い

る
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
)

　

　

　

　

　

の

彼

は
信

仰

家

と

し

て
、

実

践

者

と

し

て
作

品

を

書

い
た

の

で

は

な

い
、

と

い

う

の

と

ま

っ
た
同

じ
意

味

で
、

賢

治

は

「
童

話

作

家

」

と

し

て
、

厂

「
詩

人

」

と

し

て
作

品

を

書

い
た

の

で

は
な

い
。

だ

か
ち

、
彼

は

「
文

学

者

」

で

は
な

か

っ
た

の
だ

。

l
I
-彼

の
作

品

が

シ

ロ
ゥ

ト

の
そ

れ

で
あ

っ
た

、

だ

か
ら

偉

大

で
あ

り

え

た

、

と
わ

た

し

が

言

う

の
も

そ

う

い
う
意

味

に

お

い

て

で
あ

る

。

そ

し

て
、

彼

は
、

あ

え

て
言

う

な

ら

、

人

間

と

し

て

(
括

弧

な

し

の
)

、

つ
い

に
デ

ク

ノ
ボ

ウ

と

し

て
作

品

を

書

い
た

。
書

き

ま

く

っ

た
。

そ

し

て
彼

は
発

見

し
た

。
宮

沢
賢

治

と

い
う

一
人

の
自

我

を
発

見

し
た

。

そ

し

て
彼

は
遺

言

の
中

で

「
あ

れ

は

迷

い
で

し

た

…

…

」

と
、

自

分

の
書

き

の

こ

し
た

も

の

を

さ

し

て
言

う

の
で

あ

る

。
彼

の
作

品

の

愛
読

者

を

が

っ
か
り

さ

せ

て

し

ま

う

よ

う

な

一
言

を

、

た

と

え
彼

が

不

用
意

に

口

に
し

た

に
も

せ

よ

、

わ

た

し

は

、
賢

治

の
す

べ

て
、

全

作

品

全

生

涯

に

匹
敵

す

る
重

い

こ
と
ば

と

し

て
、

受

け

と

め

た

い
。

そ

し

て

誠
実

で

、
最

高

に
美

し

い
文

学

者

の

こ
と

ば

と

し

て
。

す

な

わ

ち

、

か

れ

は

こ

の

一
言

で

、

は

じ

め

て
文

学

老

に

な

っ
た

の
で
あ

る
。

偉

大

な

文

学

者

に

。

「
迷

い
」

と

は
、

文

字

ど

お

り
迷

い
と

し

て
受

け

と

る

ほ

か

は
あ

る

ま

い
。

迷

い
で

あ

っ
た

か

ら

に

は
、

も

は

や
自

分

に

と

っ
て

は
用

の
な

い
も

の
だ
。

も

う
今

は
迷

っ
て

は

い
な

い
の

だ

か
ら

…

…

。

こ

の

=
言

は
、

賢

治

ボ

自

分

の
作

品
が

「
迷

い
」

以

外

の
、

た

と
え

ば

信

仰

者

の

書

い
た
物

語

と

し

て
、

実

践

者

の
残

し
た

う

た

と

し

て
読

ま

れ

る

こ
と

を
、

み
ず

か
ら

拒

否

し

て

い

る

こ

と
ぽ

と

し

て
、

受

取

れ

な

い
だ

ろ
う

か
。

信

仰

や

実

践

を

も

と

め
る

人

に

は
、

な

に
よ

り

も

法
華

経

そ

の
も

の
を
読

ん

で
も

ち

え

ぽ

よ

い
・…

:
。

そ

し

て
彼

は

父

親

に

国

訳

法
華

経

の
頒

布

を

、
遺

言

と
し

て

つ
け

加

え

て

死

ん

で

行

く

の
で

あ

る

。

彼

は

も

は

や

迷

わ

ず

、

静

か

に

死

ん

だ

。

一
人

の
法
華

経

信

者

と

し

て

死

ん

だ

。

迷

い

の
は

て

に

、

一
人

の
自

我

の
行

き

つ
く

と

こ
ろ

を

発
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見
し
て
、
死
ん
で
い

っ
た
の
で
あ
る

彼

の
作
品
は
迷

い
以
外
の
何
物
で
も
な
か

っ
た
。
'彼
が
信
仰
に
徹

し

き

っ
た
、
す
な
わ
ち
悟
り
き

っ
た

「
信
老
」
で
あ

っ
た
な
ら
、
彼
に
は

作
品
を
書
く
必
要
は
な
か

っ
た
。
も
し
そ
れ
で
も
書

い
た
の
な
ら
、
彼

の
作
品
は
布
教
の
た
め
の
説
話
文
学
に
堕
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼

の
が
高

級
な
説
話
夊
学
で
あ
る
と
す
る
な
ら
話
は
別
だ
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま

い
。
そ

し
て
も
し
そ
う
な
ら
、
た
と
え
不
用
意
に
も

「
迷

い
で

あ

っ

た
」
と
は
、
彼
は
言
わ
な

い
だ
ろ
う
。
彼
は
信
仰
家
と
し
て
作
品
を
書

い
た

の
で
は
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
同
じ
く
実
践
者
と
し
て

書

か
な

か
っ
た
こ
と
も
、
同
様
の
意
味

に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

彼

に
お
け
る

「
修
羅
」
は
、
誰
し
も
が
気
づ
く
よ
う
に
、
渾
沌
、
不

分
明

の
ま
ま
、

つ
い
に
そ
の
内
容
は
明
か
さ
れ
な
い
。
ど
う
し
て
明
か

せ
よ
う
。
明
か
す
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
そ
の

「
修
羅
」
を
発
見
す
る
た
め

に
こ
そ
迷
い
、
そ
し
て
書

い
の
だ
か
ら
。

彼

は
誠
実
に

「
修
羅
」
を
も
と
め
て
迷
い
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
そ
の

迷
い
に
、
彼
は
耐
え
た
。
誠
実

に
耐
え
ぬ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

彼
に
あ

っ
て
は
書
く
と
い
う
行
為
の
重
さ
で
あ

っ
た
。
彼
の
作
品
に
み

な
ぎ

る

エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
迷

い
の
は
げ
し
さ
、
そ
し
て
、
迷

い
に
耐
え

る
と

い
う
こ
と
の
は
げ
し
さ
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼

の
作
品

に
流
動
す
る
リ
ズ
ム
、
無
限
に
展
い
て
ゆ
く
イ
メ
エ
ジ
は
、
つ
ね
に
ひ

と
つ
の
力
に
貫
か
れ
て
い
る
。
彼

の
作
品
の
ス
タ
イ
ル
が
形
式
の
見
か

け
を
裏
ぎ

っ
て
、
異
様
に
重
い
の
は
そ
の
た
め
だ
。

そ
し
て
、
つ
、い
に
迷
い
は
と
け
る
。
彼

の
遺
言
に
お

い
て
、

彼

の

「
修
羅
」
が
彼
み
ず
か
ら
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
が

証

明

さ

れ

る
。
迷
い
が
と
け
た
と
き
、
作
品
を
書
く
必
要
は
も
う
な
く
な

っ
た
の

だ
。
そ
れ
が
彼
の
死
の
意
味
で
あ
る
。
こ
う

し
て

一
人
の

「
夊
学
者
」

が
誕
生
し
た
。
彼
は
迷

い
に
耐
え
識
く
こ
と
で

一
人

の
偉
大
な
文
学
者

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
的
近
代

の

「文
学
者
」
で
、

「
迷

い
で
あ

っ
た
」
と
い
う

一
言

を
、
賢
治
ほ
ど
の
重
さ
で
、
死
に
臨
ん
で
響

か
せ
う
る
「詩
人
」
や

「
文

士
」
が
ど
れ
だ
け
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
彼
と
同
郷
同
学
の

先
輩

の
詩
人
啄
木
に
、
同
じ
こ
と
ば
を
吐

か
せ
た
と
し
よ
う
。
す
る
と

そ
れ
は
賢
治
ほ
ど
重
た
く
響
か
な
い
ば
か
り
か
、
ま
る
で
内
容

の
ち
が

っ
た

「
迷
い
」
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
啄
木
は
、
作
品
以
前
に

「
詩
人
」
で
あ

っ
た
。
彼
は
ノ
「
詩
人
」
と
し
て
う
た
を
書
き
、
詩
を

つ

く
り
、
小
説
を
書
き
、
評
論
を
書

い
た
。

「
詩
人
」
と
し
て
自
我
を
見

世
俗
を
見
た
。

つ
い
に

「
詩
人
」
の
目
を
失
う

こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼

に
お
け
る

「
迷

い
」
は

「
詩
人
」
と
し
て
の
そ
れ
で
し
か

な

い

だ

ろ

う
○啄

木

だ

け

で

は
な

い
、

近
代

の
文

学

者

た

ち

の
実

に
多

く

が

、

「
詩

人

」

「
文

士
」

と

し

て

生

き

、

「
詩

人

」

「
文

士

」

と

し

て
書

き

、

「
詩

人

」

「
文

士

」

と

し

て
死

ん

だ
。

そ

う

し

て

そ

の

こ

と

は
、

わ

た

し

た

ち

を

、

「
文

学

」

に
対

す

る

、
意

外

に
重

大

な
錯

誤

に

み

ち

び

い

て

い

は

し
な

い
だ

ろ
う

か
。
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本
稿

は
実
は
以
上

の
よ
う
な

メ
モ
に
な
る
予
定

で
は
な
か

っ
た
。
学

生
諸

姉

の
研
究
リ
ポ
ウ
ト

の
中
か
ら
、

わ
た
し

の
ゼ
ミ
の
を
中
心

に
、
本
誌

に
載

せ
る

に
ふ
さ
わ
し

い
も

の
は
な
い
か
と
読
ん
で
ゆ
く
う
ち

に
、

マ
シ
な

の
を

選
ん

で
み
た
ら
、
偶
然
賢
治

の
も

の
が
多
く
、

こ
れ
で
は
賢

治
特
集

の
ご
と

き
印
象
を
与
え
る

の
で
、
し
か
も
そ
う
と
ら
れ

て
は
、
ど

の
文
も
童
話

に
偏

し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
偶
然
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
賢
治
の
詩

に
つ
い
て

勉
強

し
た
も

の
で
よ
い
も

の
も
あ

っ
た
が
枚
数
が
多

い
た
め

に
割
愛
せ
ざ
る

を
え
な
か

っ
た

こ
と
ー

な
ど

の
断
り

の
文
章
を

つ
け
た
が
よ
か
ろ
う
と

の

編
集
部

の
意
向
を
汲
ん

で
、
そ

の
よ
う
な
文

に
本
稿

は
な
る
予

定

で

あ

っ

た
。
と

こ
ろ
が
、
書

い
て

い
る
う
ち

に
、
ご
ら

ん
の
通
り

の
、
と
ん
で
も
な

い

「
断
り
が
き
」

な

っ
て
い

っ
て
し
ま

っ
た

の
で
あ

る
。

女
子
学
生

に
賢
治

フ

ァ
ン
の
多

い
こ
と
や
、
そ
れ

に
実

は
こ
の
夏
休
み

に

学
生
十
五
人
余
り
と

一
諸

に
花
巻
を
中
心

に
、

一
週
間

の
賢
治

行

脚

を

し

た
。
竹
下
教
授
も
御
同
行
下
さ

っ
て
、
わ
た
し

た
ち

は
実

に
楽
し

い
収
穫
を

え
た
。
ま
た
わ
た

し
だ
け
四
、
五
日
あ
ち
ら

に
残

っ
て
、
賢
治

の
生
活
や
作

品

の
あ
と
を
た
ど

っ
て
、
三
百
枚
近
く

の
ス
ラ

イ
ド
も
撮

っ
た
。
そ

の
こ
と

も

つ
い
で
に
、
与
え
ら

れ
た

ス
ペ
ー
ス
の
許
す

か
ぎ
り
り
く
わ
し
く
報
告
し

た
い
と
、
わ
た

し
は
思

っ
て
い
た
。
だ
が
、

こ
の
賢
治
行
脚

の
報
告
だ
け
は

わ

た
し
の
ペ
ン
が
走
り
す
ぎ

て
、
そ
れ
が
書
け
な
く
な

っ
た

こ
と
を
、
む
し

ろ
よ
か

っ
た
と
思

っ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
旅
行

の
報
告
な
ら
、

一
諸

に
行

っ
た
学
生

に
書

い
て
も
ら

っ
た
ほ
う

が
、
よ
い

に
き
ま

っ
て
い
る
。
た
と
え

短

い
文

で
も
そ

の
抵
う
が
よ
櫞
ど
生
き
生
き
し
て
ひ
る

に
ち
が
い
な
い
の
だ

か
ら
。
す
な
わ

ち
、
別
稿

で
彼
女
た
ち
が
書

い
て
く
れ

る
だ
ろ
う
。

た
だ
、

こ
ん
な
文

の
末
尾

で
、
甚
だ
失
礼

で
あ

る
こ
と
を
顧
み
ず
、
そ

の

節

一
方

な
ら
ず
御
迷
惑
を
お

か
け

し
た
、
宮
沢
清
六
氏

は
じ
め
、
花
巻
南
高

校

の
及
川
賢
亮
先
生
、
岩
手
放
送

の
小
綿
局
長
、
種
山

ケ
原
牧
場

の
及
川
所

長
、
種

々
紹
介

の
労
を

と

っ
て
下
さ

っ
た
青
江
舜

二
郎
教
授
、
四
次
元
主
宰

佐
藤
寛

氏
の
皆
さ

ん
に
、
心

か
ら
御
礼
を
申

し
上
げ

て
、
稿
を
と

じ
た

い
。
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