
「
土

偶

坊
」

考

原

子

朗

丿

1

し
ず

ま

し
げ
ま
つ

井

伏
鱒
二

の
小
説

「
黒

い
雨
」
は
、

主
人
公
閑
間
重
松

の

手

記

の

か

た
ち

で
、

物
語
が
展
開
し
て
ゆ
く
。
重
松

は
そ
の

『
被
爆
日
記
』

の
な
か
に
、
戦

時

下

に
お
け

る
閑
聞

一
家

の

「
貧
相

こ
の
上
も
な

い
食
生
活
」
を
附

加
え
て

お
こ

う
と
思

い
立
ち
、
妻

の
シ
ゲ
子

に
不
馴
れ
な
記
録
仕
事
を
押
し

つ
け

る
。

シ
ゲ

子
は

「
広
島
に
て
戦
時
下

に
於
け

る
食
生
活
」
と
題
す

る
手
記
を
書
く
わ
け
だ

が
、
そ

の
中
で

「
隣
組

の
宮
地
さ
ん

の
奥
さ
ん
が
其
筋

に
呼
出
さ
れ
て
お
叱
り

を
受
け
」
た

こ
と
が
書
き
と
め
ら
れ

る
。
宮
地
さ

ん
の
奥
さ

ん
は
食
糧

の
買
出

し

に
行
く
電
車

の
中
で
、
隣
席

の
人

に

「
こ
の
ご
ろ
配
給
米

が
三
合

に
な

っ
た

の
で
、
う
ち

の
子
供

の
教
科
書

の
な

か
に
あ

る
言
葉

が
改
悪
さ
れ

ま
し
た
」
と

話

し
か
け

る
。
教
科
書

の
詩

の
文
句

が

コ

日

二
玄
米
四
合

ト
・…
:
」
と
な

っ

て
い
た
の
を
、
米

の
配
給

量
と
睨

み
合
わ

し
て

「
一
日

二
玄
米

三
合

ト
・…
:
」

と
改
訂

さ
れ
た
こ
と
を
い
い
、

「
一
日
に
四
合

と
い
う
の
を
、

三
合

と
書
き

か

え

る
の
は
、
曲
学
阿
世

の
徒

の
す

る
こ
と

で
す
。

子
供

が
こ
の
事
実

を
知

っ
た

ら
、

ど
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

か
。

お
そ
ら
く
、

学
校

で
教

わ
る
日
本
歴
史

も
信

じ
な
く
な
る
で
し

ょ
う
。
も
し
宮

沢
賢
治
が
生
き
か
え

っ
て
、
自
分
で
書

き
な
お
し
た
と
す

れ
ば
話

は
ま
た
別
で
す

が
」
と

い

っ
た
と

い
う

の
,で
あ

る
。

「
其
筋

の
人

」
は

こ
の
買
出
し

の
奥
さ
ん
に
向

っ
て
、

流
言
蜚
語
を
.し
た
と

い

っ
て
咎
め
、
闇
買

、い
を
す

る
人
間
が
、

い
や
し
く
も
教
科
書

の
内
、容

に
口
出

し
す

る
資
格
は
な

い
…
…
と

い

っ
て
叱
り

つ
け
た
、
と
あ

る
わ
け
だ

が
、

こ
う

い
う
と

こ
ろ
に
も
井
伏
作
品

一
流

の
、

と

ぼ

け

た

ユ
ー
モ
ア
と
諷

尉

が
あ

っ

て
、

し
か
も
な
ま
な
か

の
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
が
描
き
き
れ
な

い
当
時
の
時
代
相

が
活
写
さ
れ

る
。
な

お
、
詩
句

の
出
て
く

る

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は

「
宮
沢
賢

治
と

い
う
詩
人

の
代
表
的
な
作
品
で
、
農
民

の
耐
乏
生
活
を
よ
く
理
解
し

た
修

道

的
な

美

し
さ
の
光

っ
て
い
る
絶

唱
で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
で
す
。
」
と

し
る

さ
れ
て

い
る
。

「
玄
米
四
合
」

が

「
玄
米
三
合
」

に
改
竄
さ
れ

て
、

こ
の
「
雨

二
ぞ

マ
ケ
ズ
」

が
戦
時
体
制

に
利
用
さ
れ

た
こ
と
は
周
知

の
事
実

で
あ

る
。

と
こ
ろ

が
、
戦
時
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中
当
局

の
意
図

に
む

か
え
ら
れ

て
、
そ
れ
ほ
ど
利
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
れ
ば
、

戦
後
は
ま

っ
た
く
顧
み
ら
れ

る
は
ず

も
な

い
の
に
、

こ
の

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

に
か
ぎ

っ
て
、
小
倉
豊
文

氏
も
指
摘
す

る
よ
う
に
ω
、

敗
戦
後
最
初
に
発
行
さ

れ
た
文

部
省
編
纂

の
、
民
主
主
義

に

の

っ
と

る
中

学

一
年

の
国
語
教
科
書
に
も

採
録
さ
れ
て

い
る
。
そ

の
後
、
今
日
に

い
た

る
ま
で
、

こ
の
く
作
品
V

が
多
く

の
教
科
書

に
、
お
そ
ら
く
最
高

に
近

い
頻

度
で
採
り
上
げ
ら

れ

て

い

る

こ

と

も
、

周
知

の
事
実

で
あ

る
。

そ
う
し
て

一
般
に
は
、

こ
れ
が

「
宮
沢
賢
治

と

い

う
詩
人

の
代

表
的
な
作

品
」

で
、

「
絶
唱
」

と

い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
る

よ
う
で
あ

る
。

有
名

に
な
れ
ぽ

俗
悪
化
も
ま
ぬ
か
れ
な

い
も

の
で
、
商
品

の
広
告

に
も
そ

の

詩
句

が
よ
く
用

い
ら
れ
た
り
す

る
の
も
、
そ

の

一
例
で
あ
ろ
う
。
最
近

の
情
報

に
よ
れ
ば
、

四
国
方
面

で
作

ら
れ
る
障
子
紙
が
、

こ
の
詩
句
を
宣
伝
文

句
に
用

い
た
た
め
、
売
行

き
を
増
し
た
と

い
う
。

レ
イ

ソ
コ
ー
ト
や
障
子
紙

に

「
雨

ニ

モ

マ
ケ
ズ
風

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

は
、

け
だ
し
言

い
得
て
妙

の
よ
う
で
あ

る
。

こ
う
し
た
詩
句
が

「
ス

ロ
ー
ガ

ン
の
よ
う
に
流
行
す

る
こ
と
は
、

こ
の
詩
句

の
観
念
的

な
欠
陥

に
因

っ
て

い
る
の
で
、

こ
の

詩
句
が
す
ぐ
れ

て
い
る
た
め
で

は
な
い
。」

と
い

っ
た
中

村
稔

氏

の
き
め

つ
け
②

に
同
調
す

る
む
き
も
多

い
が
、

こ
れ
は
余
計

な

い
い
が
か
り
で
、

俗
悪
化
さ
れ
、
商
品
化
さ
れ
、

ス
ロ
ー
ガ

ソ

の
よ
う
に
流
行
す

る
こ
と
と
、

も
と
も
と

の
詩
や
作
品

の
価
値
と
は
無
関
係
で

あ

る
。
文
字
作

品

の
詩
句
や
章
句

が
す
ぐ
れ
て

い
よ
う
が

い
ま

い
が
、
流
行
す

る
も
の
は
、
流

行
の
要
因
に
よ

っ
て
流
行
す

る
。
流

行

の
価
値
と
作
品

の
価
値

に
は
、
本
質

的
に
断
絶
が
あ

る
こ
と
を
知

る
べ
き
で
あ

る
。

ま
た
、

「
黒

い
雨
」
中

の
挿
話

の
よ
う
に
、
「
玄
米
四
合
」

が

「
玄
米
三
合
」

に
、
勝
手
に
改
竄
さ
れ
た

こ
と
も
、
ず

い
ぶ

ん
閥
題

に
な

つ
た

こ
と

で
あ

る
。

文
部
官
僚

の
手

に
よ

っ
て
、
そ
れ

が
な
さ
れ

た
と

い
う

こ
と
で
、

よ
け

い
目
く

じ
ら
立

て
る
む
き
も
あ

っ
た
。
し
か
し
文
部
省
で
あ
れ
、
民
間

で
あ
れ
、
原
作

を
勝
手

に
八

一
字

亠
句
で
あ
れ
、
仮
名
遣

い
で
あ
れ
)
直
す
と

い
う

こ
と
じ

た

い
、
た
し
か
に
許
さ
れ

る
こ
と

で
は
な

い
。
と

こ
ろ
が
、
そ

の
こ
と
を
憤
慨
す

る
あ
ま
り
、
玄
米
だ
か
ら

一
日
四
合
で
も
、

ど
う

に
か
も

つ
の
で
、
白
米
な
ら

一
日
五
合
で
も
仕

事
は

で
き
な

い
の
だ

(
つ
ま
り
玄
米
食
は
搗
米
よ
り
腹
も
ち
が
よ

い
と
さ
れ
た
の
で
)
…
…
と
か
、

い
や
玄
米
四
合
で
も
、

「
味
噌
ト
少

シ
ノ
野
菜

ヲ
タ

ベ
」

る
だ
け
で
は
、
絶
対

に
体

が
も

つ
は
ず

が
な

い
。
そ
れ
な

の
に

一
日

三
合
と
は
な

に
ご

と
か
…

…
と

い

っ
た
論
議

ま
で
お
こ

な
わ

れ

た

こ
と

も
あ

る
。
今
考
え
れ
ば
滑
稽
な
く
ら

い
だ

が
、

こ
う
し

た
悲
壮
な
論
議

に
い
た

っ
て

は
、
も
は
や
、

こ
れ
ま
た
作
品

の
価
値
と
は
別

の
次
元

に
立

っ
て
い
る
と

い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
れ
も
有
名
な
若
山
牧
水

の

「
し
ら

た
ま
の
歯

に
し
み

と
ほ

る
秋

の
夜

の
酒
は
し
つ
か

に
飲
む

べ
か
り
け
り
」

の
歌
を
取
上
げ

て
、
牧

水
は
虫

(齲
)
粛
だ

っ
た
と
解
析
し
た
、
名
解
釈

の
あ

っ
た

こ
と
を
思

い
出
さ

せ

る
。

私

は
原
作
者
以
外

の
者

の
手

に
よ

っ
て
、
作
品

が
改

め
ら
れ

る
こ
と
を
認

め

る
も

の
で
は
な

い
が
、

こ
の
賢
治

の

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

は
、

た
と
え
「
四
合
」

が

「
三
合
」

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
作
品
じ
た

い
の
価
値
は
、
そ
れ
桧
ど

か
わ

る
も

の
で
は
な

い
と
、
考
え

る
の
で
あ

る
。
あ
え
て

い
う
な
ら

「
一
日

二
玄
米

二
合
」

で
も
、
「
一
日

二
玄
米
五
合
」
で
も

か
ま
わ
な

い
。
原

作

が

音

読

し

て

「
玄
米

シ
ゴ
ウ
で
あ

る
か
ら
、
玄
米
「
ナ

ソ
ゴ
ウ
」
よ
り
も

「
玄
米

ニ
ゴ
ウ
」
か
、

「
玄
米
ゴ
ゴ
ウ

」

の
ほ
う
が
、
音

感

の
う
え
か
ら
は
好

ま
し

い
に
ち
が

い
な

い
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が
、
要
す

る
に
、

一
日
に
何
合

で
生
き
ら

れ
る
か
と
い
う
合

理
的
解
釈

の
彼
方

に
、

こ
の
く
作

品
V

の
意
図

が
あ

る
。

そ
の
こ
と
を
強
調

し
た
い
た
め
に
、
あ

え
て
私

は
こ
う
い
う
の
で
あ

る
。

で
は
、
.合

理
的

解
釈

を
こ
え
た
く
作

品
V

の
意
図

と
は
、

い
か
な
る
も
の
で

あ

る
か
。
1

私

は
よ
う
や

く
本
稿

の
主
題
に
は
い
る
と
こ
ろ
に
来

た
よ
う
で

あ

る
。

こ
の

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

の
作
柄

か
ら

も
、
私

が
な
に
か
唯
美

的
な
、

新
解
釈
を
試

み
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
な

い
こ
と
は
、
断

わ
る
袁
で
も
あ

る
ま

い
。

ま
た
、

こ
こ
十
年
来

「雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
論

争
」

で
知

ら
れ

る
中
村
稔
、

谷

川
徹

三
両
氏

の
解
釈
を

は
じ
め
、

こ
れ
ら

に
付

随
し
て
示

さ
れ
た
多

く
の
見
解

勧
、
根
底

か
ら
く

つ
が
え
す

ほ
ど
の
、
き
わ
立

っ
た
解
釈
を
私
が
用
意
し
て

い

る
わ
け

で
も
な

い
。

そ
れ
ら
多
く

の
諸
家

の
意
見
に
、
そ

の
折

々
に

一
応
は
目

を
通

し
て
来
た
私

と
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

こ
こ
ら
で
私
な

り

の
解
釈
を
示
し
て
お
き
た

い
、
と
そ
う
思
う
ま
で
で
あ

る
。

2

本
論

に
は

い
る
前

に
、
や
は
り

こ
の
詩

に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
必
要
事
項

の

確
認
を
し
て

お
き
た

い
。
そ
し

て
、

こ
の
詩

が
い
か
に
受
取
ら
れ

て
き
た

か
、

つ
ま
り
、

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
論
争
」
を
軸
と
す

る
多
く

の
意
見

に

つ
い
て
も
、

や
は
り
概
略

ふ
れ
て

お
く
必
要

が
あ

る
か
と
思
う
。

周
知

の
よ
う

に
、

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
、は
賢
治
没
後
発
見
さ

れ
た
生
前
愛
用

の
手
帳
、
全
部

で
十

一
冊

の
中

の
、
内
容
的

に
も
最
も
充
実
し
、
最
も
重
要
な

一
冊

に
、

メ
モ
ふ
う

に

つ
づ
ら
れ

て
い
る
く
作
品
V

で
あ

る
。

こ
の
手
帳

に

つ

い
て
は
、
小
倉
豊
文
氏

の
精
細
な
研
究

『
宮
沢
賢
治

の
手
帳
研
究
』
(昭

27
、
創

元
社
刊
)
が
あ

る
。
な

お
、
最
近
、
原
寸

・
原
色

・
原

型
で
、
こ

の
手
帳

の
復
原

版

(生
活
文
化
社
刊
)
が
出

た
。
実

に
見
事

な
技
術

で
、

原
物
か
と
見
紛
う
ほ
ど

の
出
来
で
あ

る
。
ま
た
、

こ
れ
に
付
せ
ら
れ
た
別
冊

「
宮
沢
賢
治

『
手
帳
』
解

説
」

に
よ

っ
て
、
小
倉
氏
は
前

著

の
補

遺
、
な

い
し

改

訂
を

お
こ
な

っ
て
い

る
。

こ
れ

の
内
容
に

つ
い
て
は
ま
た
後

に
ふ
れ

る
が
、

「
最
後

の
手
帳
」
と
呼

ぶ

に
ふ
さ

わ
し

い

(
時
期
的
に
は
心
ず
し
も
最
後
で
は
な
い
の
で
)
、

「
雨

ニ
モ
マ
ケ

ズ
」

所
載

の
手
帳
と
・、
他

の
手
帳
と

の
区
分

が
明
ら

か
に
さ
れ

て
い
る

(同
解

説

「序
説
」)

こ
と
を

こ
こ
で
は
紹
介
し
て
お
く
。
既
刊
全
集
で
は

こ
の
区
別

が

不
明

で
あ

っ
た
。

さ

て
、

こ
の

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

で
あ

る
が
、

こ
ん
ど
の
復
原
版

で
も
明
瞭

な

よ
う

に
、
他

の
メ
モ
の
部
分

と
く
ら

べ
て
み
て
も
、
訂
正

が
ぎ
わ
め
て
少

な

い
。

一
気

に
書

き

つ
け
て

い

っ
た
、
,
や
は
り
メ

モ
の
域

を

出

な

い
も

の
で
あ

る
。
賢
治

の
多
く

の
詩
作

品
は
こ
う
し
て
先
ず
手
帳

に
書
き

つ
け
ら

れ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

「永
久

の
未
完
成

こ
れ
完
成

で
あ

る
」
(
農
民
芸
術
論
綱
要
)
と
こ
ろ

の
推
敲

が
は

じ
ま

っ
て
い

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

し
か
し
、

一
気

に
書
ぎ

つ
け
て

い

っ
た
、

い
わ
ば
初
稿
だ

か
ら

と
い

っ
て
、
作

品
価
値

を
割
引

く

こ
と
は
で
き

な

い
。
書
き
込

み
や
訂
正

が
き

わ
め
て
少
な

い
か
ら

と
い

っ
て
、

ナ

マ
な
作

品

と
、い
う
こ
と
も

で
き

な
い
。
だ

か
ら

こ
の
こ
と
は
内
容
的
価

値
と
は
別
に
し
て

i
I

「雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

は
、

そ
れ
に
し
て
も
作

品
と
呼

ぶ
に
は
、

あ
ま
り
に

未
定
稿

に
す
ぎ

る
ー
i

と
い
う
こ
と
は
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
私

が
本
稿

で
も

こ

れ
を
括

孤

つ
き
で
く
作

品
V

と
呼

ん
で

い
る
の
も
、

つ
い
、

そ
の

こ
と
に

こ
だ

わ

っ
て

の
こ
と
で
あ

る
。

一
行
目

の
詩
句
、
す
な
わ
ち

「雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

を
題
に
し
て
、

私
た
ち
が
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呼

び
な
ら
わ
し
て

い
る
の
は
、
便
宜
的
な

こ
と

で
、

こ
の
く
作
品
V

に
題

が
な

　

い
た

め

で
あ

る
。

「
ヒ
ド

リ

ノ

ト

キ

ハ
/

ナ

ミ
ダ

ヲ

ナ
ガ

シ
」

の

ヒ

ド

リ

が
、

む

ヒ
デ
リ
の
誤
記
で
あ

る
こ
と
は
、
次

行

の

「
サ

ム
サ

ノ
ナ

ツ

ハ
/
オ

ロ
オ

ロ
ア

ル
キ
」

に
照
ら
し
て
、

そ
う
断
じ
て
よ

い
こ
と
は
明
ら
か
だ

が
、
あ
と
、
細

か

な
表
記

上
の
ミ
ス
を
こ

こ
で
指

摘
し
て
お
く
と
、

「
ア
ラ

ユ
ル

コ
ト

ヲ
ジ
ブ

ソ

　

リ

ヲ

カ

ソ
ジ

・
ウ

ニ
入

レ
ズ

ニ
」

の

カ

ソ
ジ

・
ウ

(
勘

定

)

は

、

正

し

く

は

旧

記

　

　

り

　

　

で
カ

ソ
ヂ

ャ
ウ
で
あ

る
。

普
通

な
ら
漢

字
に
す

る
と

こ
ろ
を
、
作
者
は
作
者

の

　

　

　

の

　

　

　

　

　

　

内
な

る
読
者

に
む
か

っ
て
仮
名
書
ぎ
、

そ
れ
も
片
仮
名
書
き
に
せ
ず
に
は

お
れ

な

か

っ
た
た
め
に
(
こ
の
こ
と
は
後

に
ふ
れ
る
)
、

つ
い
間
違
え
た
こ
う
し
た
表

記
上

の
ミ
ス
こ
そ
、
中
村
稔
氏

の
い
う

「賢
治

が
ふ
と
書
き
お
と
し
た
過
失
」

(氏
は
こ
の
詩
そ
の
も

の
を
こ
う
い
う
の
だ
が
)
か
も

し
れ
な

い
。

も
し
こ
れ
を
、
後

に
さ
ら

に
推
敲
し
、
作
品
化

し
て
い

っ
た
な
ら
ば
、
賢
治

は
ち

ゃ
ん
と
題
も

つ

け
、
誤
記
も
訂
正

し
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
だ

が
、
病
床

に
あ

っ
て

つ
い
に
そ

の

機
を
失

し
た
と

も

い
え

る
し
、
あ

る
い
は
こ
の
〈
作

品
〉

に
関
す

る
か
ぎ

り
、

賢
治

に
は
そ

の
必
要

が
な

か

っ
た
と
も

い
え

る
。
私

は
後
者

を
と
る
も

の
で
あ

る
が
、

こ
の
こ
と
も
本
稿

の
主
題

に
か
か
わ

る
問

題
な
の
で
、

こ
こ
で
は
い
わ

な

い
。

今
私
に
と

っ
て
必
要
な
確
認
事
項
は

こ
れ
く
れ
ら

い
に
し
て
、
あ

と
は
そ
の

つ
ど
、
論

の
途
中
で

ふ
れ

て
ゆ
く

こ
と

に
し

た
い
。
な

お
読
者

に
は
小
倉
豊
文

氏

の
前
記
二
書
と
、
復
原
版

の
手
帳
そ

の
も

の
を
参
照
さ
れ

る
こ
と
を

お
す
す

め
し
て
お
き
た

い
。
以
下
で

い
う
よ
う
に
、
「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は

こ
れ
だ
け
を

切
離

し
て
、
二

つ
の
作

品
と
し
て
単
独

に
論
じ

る
の
で
は
、

い
つ
ま
で
も
焦
点

は
定

ま
ら
ず
、
論

は
恣
意
的

に
拡

散
し
て
ゆ
く
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ

る
。
先

ず
、

こ
れ
を

「
手
帳
」

と

い
う
具
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に

「
手
帳
」

を
賢
治

の
作
品
行
動
ぜ
ん
た

い
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
か
か

る
必
要
が
あ

る
。

さ
て
、

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
論
争
」
を
軸
と
す

る
多
く

の
意
見
に

つ
い
て
、
確

認

の
意
味
で
概

略
ふ
れ
て
お
く

こ
と
に
す

る
。
実
は
私
は
剔

の
機
会
に
、

こ
れ

も
簡

潔
に
で
は
あ

る
が
、
そ

の
展
望
を
試
み

た

こ

と

が
あ

る
幗
。

し
た

が

っ

て
、

こ
こ
で
は
本
稿

の
展
開

に
必
要
な
も

の
だ
け

に
と
ど
め
、
か

つ
前
者
を
敷

衍
す

る
か
た
ち
に
な

る
こ
と
を
、
断
わ

っ
て
お
ぎ
た

い
。

ほ
ぼ
十
年
前

の
谷
川

、
中

村
両
氏

の
論
争
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
記
憶
し

て
お

ら

れ
る
む
ぎ
も
多

か
ろ
う
と
思
う
が
、
中
村

稔
氏
は
自
著

『
宮
沢
賢
治
』

(
昭

30
、

ユ
リ
イ
カ
新
書
、
↓
昭
33
、
五
月
書
房
刊
、
同
名
書
、
↓
昭
38
、
七
曜
社
刊

『
定
本

・

宮
沢
賢
治
』
)
の
中

で
(「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
つ
い
て
)
、

「
『
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

は
僕

に
と

っ
て
、
宮
沢
賢
治

の
あ

ら
ゆ

る
著
作

の
中

で
も

っ
と
も
、

と

る
に
た
ら
ぬ

作
品

の
ひ
と

つ
で
あ

ろ
う
思

わ
れ

る
。
」

と
い
い
、

古
め
か
し

い
技
法

(
対
偶
表

現
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
す
)
に
さ
さ
え
ら
れ
た

こ
の
詩

は
、

「
詩
人
の

魂

が
そ

の
振
幅
を

し
め
し
て
い
な
い
と
同
様

に
、

こ
の
作

品
に
欠
け
て

い
る
も

の
は
、
精
神

の
わ

か
わ

か
し
い
は

た
ら
き

で
あ

る
。
」

と
き

め

つ
け
、

「
こ
う
い

う
意
味
で
、

『
雨

ニ
モ
マ
ケ

ズ
』
は
羅
須
地
人
協
会

か
ら

の
全
面
的

退
却

で
あ

り
、

『
農
民
芸
術
概
論
』

の
理
想
主
義

の
完
全
な
欺

北
で
あ

る
。
そ

し
て
こ
の

作

品
は
賢
治
が

ふ
と
書
き

お
と
し
た
過
失

の
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
」

と
、

先
ず

は
全
面
的
否
定
を
お

こ
な

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
と
に
最
後

の
四
行

「
ホ
メ
ラ

レ
モ
セ
ズ
/
ク

ニ
モ
サ

レ
ズ
/
ナ
ウ
イ
フ

モ

ノ

ニ
/

ワ
タ

シ

ハ
ナ
リ
タ
イ
」
の
詩
句
か
ら
、
「
賢
治

の
欺
北
感
を
感
じ
と

る
こ

と
が
で
き
な

い
と
す
れ
ば

、
そ
れ
は
宮
沢

賢
治
に
ま

つ
わ

る
俗
説

に
ま
ど
わ
さ
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れ
て
い
る
か
ら
だ

。」

と
、

暗

に
、

は
や
く
か
ら
こ
の
詩

を
明

治
以
降

の
最
高

の
詩

と
し
て
、

ひ
と
き
わ
高

く
評

価
し
て
来
た
谷
川

徹
三
氏

い
ら

い

の
宗

教

的
、
人
道

主
義

的
解
釈
を
攻
撃
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
谷
川
氏
ぽ

、
論
文
「
わ
れ
は

こ
れ
塔
建

つ
る
も

の
」
(
昭
34
、
5

月
、中
尊
寺
で
の
賢
治
詩
建
立
記
念
講
演

の
筆
録
を
雑
誌

「世
界
」
昭
38
、
1
月
号
に
転
載
、

さ
ら
に
昭
38
、
法
大
出
版
部
刊
『宮
沢
賢
治
の
世
界
』
に
収
録
)
に
お
い
て
、
は
げ

し
く

反
駁
し
た
。

宀
中
村
稔
君
は
賢
治

の
生
活

と
精
神

と
の
変
貌

を
跡

づ
け

て
、

一
つ
の
思
想

的
固
定
点
を

つ
く
り
、
そ

の
思
想
的
固
定
点

の
上
に
立

っ
て
、
も

っ
ぱ
ら

頭
で
、

頭

で
の
み
、「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

を
否
定

し
た
の
で
あ

り
」
、
「
そ
の
理
論

は
そ
れ

と
し
て

一
応
明
快

で
あ

り
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
は
、

元
来
割

切
れ
な

い
も

の
を

手
軽

に
割

切

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い

る
明
快
な

の
で
、
肝

心
な
も

の
を
取
り

落

し
て
い

る
。
だ

か
ら
少

し
立
ち
入

っ
て
い
く
と
、
さ

っ
き
私
が
指

摘
し
た
よ

う
な
、

評
価
の
矛
盾
に
陥

る
の
で
あ
り
ま
す
。」

と

い

っ
た
調
子
で
あ

る
。
「
評

価

の
矛
盾
」

と
氏
が
指

摘
す

る
の
は
宀
中

村
氏

が
、

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

を
き

め

つ
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

、

「
だ
が
そ
れ

に
し
て
も
、

こ
の
作
品

が
あ

る
異

常
な
感
動
を
さ
そ
う
も

の
を
も

っ
て

い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
」
と

い
い
、

さ
ら

に
対
偶
修
辞
を
け
な
し
な

が
ら
も
、

ヒ
デ
リ

ノ
ト
キ

ハ
ナ
ミ
ダ

ヲ
ナ
ガ

シ

/
サ

ム
ナ

ノ
ナ

ツ

ハ
オ

ロ
オ

ロ
ア

ル
キ
と

い
う

「
こ
の
作
品

の
な

か
で
も

っ
と

も
個
性
的
と

い
わ
れ

る
章
句
」
(中
村
)
を

「
こ
れ
ほ

ど
心
を
う

た
れ

る
句
は

こ

の
作
品

の
中

に
は
他

に
な

い
し
、
賢
治

の
全
作
品
を

つ
う
じ

て
も
す
く
な

い
」

と
い

っ
た
こ
と
を
指

し
て
い
る
。

な

お
、
中
村
氏

が
賢
治

の
わ

か
わ

か
し
い
精
神

の
欠
落

の
証
拠

と
し
て
あ
げ

〆/

る
こ
の
詩

の
対
偶
表
現

に
し
て
も
、
谷
川

氏
は
逆
に
こ
れ
を
高

く
認
め
、
経

典

や
叙
事
詩

の
修
辞

法
に
近
く
、

「
そ

の
発
想
が
近
代
個
人
主
義

文
字
を
超
え
て

い

る
よ
う
に
、

そ
め
措
辞
も
近
代
個
人
主
義
文
字
を
超
え
て

い
る
」
と

い
う
。

そ
し
て
、

こ
れ
を

「
欺
北

の
詩
」

と
見

る
の
は
、

「
賢
治

の
主
体
像
を
正

し
く

と
ら
え

て
い
な

い
か
ら
」

で
あ
り
、
中
村
氏

が
、
賢
治

の
宗
教
的

心
情
や
実
践

を
社
会
経
済
史
的
立
場

か
ら
割
切

っ
た
も

の
と
し
て
、
全
面
的

に
否
定
す

る
の

で
あ

る
。

こ
の
論
争

に
対

し
て
、

ま
わ

り
か
ら
中
島
健
蔵
(
朝
日
)
、
中
村

光
夫
(東
京
)、

小
倉
豊
文

(
中
国
)
等

々
の
諸
氏

が
、
各
新
聞

紙
上
で
発
言

を
試
み
た
が
、
中

で

も

「
賢
治

の
極
限

と
限
界
」
四

と
題
す

る
中
島

氏
の
そ
れ
は
、
率

直
で
興
味
ぶ

か
い
も

の
が
あ

っ
た
。

「
両
方

と
も
に
賢
治

を
高

く
評
価
し
て

い
る
の
だ
が
、

病
床

の
作

で
あ

る

『雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

を

『
賢
治
が
ふ
と
書
き
落
し
た
過
失

の

よ
う
に
思
わ
れ

る
』

と

い
う
中

村
稔

の
こ
と
ば
を
ま
と
も

に
受
け
と
め

る
と
す

れ
ば
、

と
ん
で
も
な

い
思

い
上
が
り
で
あ

っ
て
、
な

る
ほ
ど
谷
川
徹
三

が
怒

っ

た
通
り
、
『
肝
心
な
も

の
を
取
り
落
し
て

い
る
』

と

い
う

の
に
賛
成
す

る
。
」
と

い
い
、
ま
た

「
谷
川
徹
三

の
意
見

の
中

に
も
、

ひ
い
き

の
引
き
倒
し

が
あ

る
」

と
し
て
、

コ

ば

ん
大
切
な

こ
と
は
、
賢
治

の
文
学

の
全
体

の
中
で
、

こ
の
詩

は
、
彼
が
死
を
前
に
し
た
病
床

の
中
で
書

い
た
も

の
だ
、
と

い
う
事
実
を

よ
く

理
解
す

る
こ
と
で
あ

る
。

こ
れ

が
ギ
リ
ギ
リ

の
悲
願

で
あ

る
こ
と
は

た
し
か
で

あ

る
。
同
時

に
こ
れ

が
賢
治

の
極
限

で
も
あ

る
が
、
限
界

で
も
あ

る
と
い
う
の

が
わ

た
く

し
の
考
え

で
あ

る
。
」
と

い

っ
て
い
る
。

国
文
学
者

の
あ

い
だ

で
も
、

こ
の
論
争

に
触
発

さ
れ
て
書

か
れ
た
、
穏
健

な

い
く

つ
か
の
論
文

が
あ

っ
た
が
、
論
争

の
構
造

を
分
析

し
た

恩

田

逸

夫

氏

の
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「
『
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
』
論
争

の
構
造
」
(
「近
代
文
学
墾
談
会
報
22
号
)
や
、
佐
藤
泰

正
氏

の

「
宮
沢
賢
治
1

そ

の
側
面
工
」

(
「梅
光
女
学
院
短
大
紀
要
」
1
)
が
昌

立

っ

た
。
佐
藤
氏
は

「
健
康

の

一
時
的
な
恢
復
と
共

に
抄

ひ
そ
か
に
夢

み
ら

れ
、
希

求
さ
れ
た
、
己

が
新
生

へ
の
深

い
祈
り

こ
そ
2

こ
の
詩
稿

の
真

の
モ
チ
ー
フ
」

と
規
定
し

て
い
る
。

ま
た
、
雑
誌

「文

学
」

の
32
巻

3
3
号
(
昭
39
)
が
行
な

っ
た
賢
治
特

集

の
五

つ

の
論
文
め
う
ち
、
主
と

し
て
童
話
を
取

上
げ

た
寺
田
透
氏

の
も

の
(宮
沢
賢
治
の

童
話
の
世
界
)
と
、
資
料
的

な
補
遺
と
紹
介

が
主
で
あ

る
小
倉

葺

文

氏

の
も

の

(
「手
帳
壕
そ
の
他
)
を

の
ぞ

く
残

り
の
三
点
、
す

な
わ
ち
、
小

田
切
秀
雄

「
宮
沢

賢
治

の
文
学
更
的
位
置
設
定

の
た

め
に
」
、

山
本

太
郎

「
詩
人

・
宮
沢
賢
治
」
、

山
室
静

「宮
沢
賢
治

の
魔
術
的

世
界
」

は
、

い
ず

れ
も
中
村

・
谷

川
論
争
に

ふ

れ
、
あ
る

い
は
か
な
り
の
ス
ペ
ー

ス
を

つ
い
や
し
て

い
る
。

.

小

田
切
氏

の
論
文

は
、
文
学
史

の
中

に
組
込
む
視
野
を
欠

い
て

い
た

こ
れ
ま

で
の
賢
治
研
究

に
、

好
箇

の
指
標

を
う
ち
た

て
た
も

の
と

し

て

注

目

さ

れ

る

が
、
氏

は
中
村

・
谷
川

論
争
に

つ
い
て
は
、

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

が
軍
国
主
義

に
利
用
さ
れ
た
め
は
、
賢
治
自
身

の
弱
点
に
由
来
す

る
と

い
う
点
で
中
村
説
を

み
と
め
、

「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
の
詩

が
美
し

い
と

い
う

こ
と

に
関

し
て

は
隔
谷
川
徹

三

の
指
摘

の
方

に
ぶ

が
あ

る
。
」
と

い

っ
て
い
る
。

.
山
本
氏

は
、
ま
る

ご
と
中
村
説
を
み
と
め

る
。
そ

し
て

「
僕

が

『
雨

ニ
モ

マ

F

ケ
ズ
』
を
評
価
し
え
な

い
の
は
、

こ
の
説
教
臭

の
為

で
あ

る
。
」

と

い

っ
て
い

る
。こ

の
三
者

の
う
ち
で
、
最
も
論
争

に
多
く

ふ
れ

た
山
室
氏

の
論
文
は
、
謙
虚

な

パーふ
か
ぶ
か
輩
し
だ
批

評
だ
け
が
も
ち
う

る
、
r強

い
説
得
力
を
感
じ
さ

せ
る
。

山
室
氏
は
、
と
も

か
く
も
、
賢
治

と
い
う

「
と
か
く
伝
説
化

さ
れ

て
き

た
こ
の

聖
者
的
人
物

が
、∴
ぐ

っ
と
人
聞
化
さ
れ
」

た
と
い
う
点

で
蝋

中
村
氏

の
「
挫
折
」

説
を
評
価
す

る
が
、

.「
し
か
し
、
そ

れ
に
し
て
も
依
然
全
体

と
じ
て
の
賢
治
像

,

は
、
.
私

の
中
.で
さ
し
て
変
容
を
受
け
な

い
」
と

い
い
、
、
こ
の
詩

が
、

た
と

え

「
挫
折
」

で
あ
り

「
過
失
」

で
あ

ろ
う
と
、

「
こ
の
詩

を
ぶ
く

む
全
体

に
お
い

て
、そ

の
生
涯
と

「
全
作
品
に

、依
然

と
し
て
稀
有

な
全

一
と
純
粋

を
示
し
て
、

私
を
打

つ
こ
ど
を
止

め
な

い
」

と
い

っ
て
い
る
。

そ
し
で
、
・中
村
説

ば

「
谷
川

氏

の
い
う
よ
う
に
彼

の
農

民
の
友

と
し
て
の
面

を
社
会

思
想
史

の
立
場
か
ら
見

た
も

の
に
す
ぎ
な

い
」
も

の
で
、

「
こ
れ
を

『
挫
折
』

と
し
、

失
敗
と
み

る
の

は
、
あ

ま
り

に
も
実
生
活

の
上
で
の
成
否

に
捉
わ
れ
た
見
方
」

で
あ
り
ふ
結
論

的

に
は
、

こ
れ
は

「中
村

氏
の
い
う
よ
う
な
、
ふ
と
書
き
落
と
し
た

『
過
失
』
.

で
は
決

し
て
な
く
、

や
は
り
宮

沢
賢
治

と
い
う
人
間

の
生
涯
を
象
徴

す

る
に
足

り
る
作

品
」

で
あ

る
と
述

べ
て

い
る
。

㌃

・
.・

、
・

以
上
、
私
見
を

ま
じ
え
ず
、

ほ
ぼ
十
年

間
の
論
議

の
主
な
も
の
を
、
復
習

の

意
味

で
、

思
い
出

を
た
ど

る
よ
う
に
た
ど

っ
て

い
る
だ
け
で
あ

る
。
だ
か
ら
私

自

身
に
は
有

益
で
あ

っ
て
も
、

こ
の
間

の
事
情
に
く
わ
し

い
読
者
に
は
今
更
め

き
、
あ

る
い
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な

い
読
者

に
は
、
紹

介

と

し

て

も

概
略
す
ぎ

て
、

い
ず

れ
に
も
せ
よ
迷
惑
で
あ

る
か
も
し
れ
な

い
。
'

・,
一

な
お
、

こ
の
ほ
か
篠
田

一
士
氏

の
発
言

(「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
論
争
に
I
l

人
生

論
的
感
傷
を
排
す
L
i

「朝
目
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
二
〇
四
号
、
昭
38
、
2
、
3
)
や
、
中
村

稔
氏
自
身

の
反
論
(
「雨
一=
一
マ
ケ
ズ
」
再
論
、

「文
芸
」
昭
38
、
4
月
号
)
、
そ

の
他

多
く
を
列
挙
し
た

い
が
」
紙
数

の
都
合

で
省

略
し
、
以

下

で

必
要

に
応
じ

て

は
、

こ
れ
ら
を
取

上
げ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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そ

ろ
そ

ろ
私
見
を
加

え

つ
つ
、
本
論

に
う

つ

っ
て
い
ぎ
た

い
。

3

比
較
的
若

い
世
代
、

と
い

っ
て
も
、

お
お
む
ね
賢

治

の
詩
を
戦
後
に
な

っ
て

読

ん
だ
詩
人

た
ち
は
、
中
村
説

を
支
持
す

る
傾

向
が
強

い
こ
と
は
否
め
な

い
よ

う
で
あ

る
。

こ
の
傾
向

の
底
流

に
は
、
賢
治
自

身

へ
の
反
撥
と

い
う
よ
り
、

ひ

と
口
に
い

っ
て
戦
前

か
ら

の
賢
治

の
評

価
に
対

す

る
、
評
価

の
あ
り
方
に
対
す

る
反
撥
が
は
た
ら
い
て
い

る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ

る
。
そ

の
こ
と
は
、
先
ず

誰

よ
り
も
中
村
稔
氏
自
身

の
立
論

と
、
こ
の
詩

の
批
判
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。

羅
須
地
人
協
会
時
代

の
賢
治

の
活
動

を
、

そ
の
理
想
主
義

の
、
し
た
が

っ
て

詩
的
想
像
力

の
頂
点

と
し
て
考
え

る
こ
と
の
当

否
は
、

こ
こ
で
は
暫
く
お
く
と

し
て
も
、
中
村
氏

の
論
断

の
バ
ネ
に
な

っ
て
い

る
も
の
は
、
な
に
よ
り
も

「
宮

沢
賢
治

に
ま

つ
わ

る
俗
説
」

へ
の
、
あ

る
い
は
「
俗
説

に
ま
ど
わ
さ
れ
て

い
る
」

一
般

の
賢
治
観

へ
の
、
強

い
反
撥

で
あ

る
。

軍
国
主
義

に
利
用
さ
れ

た
と
い
う
よ
り
も
、

こ
の
詩

を
軍
国

主
義

に
利
用
さ

せ
て
し
ま

っ
た
、
そ
う

し
た

「
俗
説
」

か
ら

の
詩

の
奪

回
と
い
う
点

で
、
私

も

中
村
説
は
高
く
評
価
さ
れ

る

べ
き
だ
と
思
う
。
山
室

氏
も
指
摘

し
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
聖
者
や
伝
説

か
ら

の
、
人
間
賢
治

の
解
放

と
い
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。

だ

が
、
反
俗

の
バ
ネ

が
利
き
す
ぎ

て
、氏

に
は

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

は

「
賢
治

の
あ
ら
ゆ

る
著
作

の
中

で
も

っ
と
も
、

と
る
に
た
ら

ぬ
作

品
」

で
あ

り
、

「
過

失
」

に
ま

で
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
勇

み
足

的
な
く
だ

り
が
、

こ

ん
ど
は
谷
川
氏

の
反
論

の
バ

ネ
に
な

っ
て
、い
る
こ
と
は
、
見

て
き

た
と
お
り
で

あ

る
。

中
村
氏

が
最
初

か
ら
、
文
字

ど
お
り
に
そ
う
は
思

っ
て
い
な
い
こ
と
は
、

谷

川
氏

の
指
摘
す

る

「
矛
盾
」

そ
の
も
の
が
そ
う
だ

し
、
詩
誌

「
現
代
詩

手
帖
」

が
お
こ
な

っ
た
特
集

「宮
沢

賢
治

再
検

討
」

(昭
38
、
6
且
号
)
で

の
座
談
会

の

内
容

で
も
明
ら

か
で
あ

る
。
吉
本
隆

明
氏
に

コ

個

の
作

品
と
し
て
見
た
ば

あ

い
、
(
「雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は
)
駄
作

で
す

か
。

ぼ
く
は
そ
う
と
う
に
よ
く
で
き
た

作

品
だ

と
思
う
ん
で
す

よ
。」

と
具
体
的
に
指

摘
さ
れ
て
、
中
村

氏
は

(
字
面
だ

け
で
見
る
と
)
、

「
う
う
ん
…
…
」

と
う
な

っ
て
、

べ
つ
に
反
論
も
し
て

い
な

い
。

こ
の
詩
を

み
と
め
る
も
み
と
め
な

い
も
、

「
比
較
的
な
話
」
と
し
て

の
こ
と
で

あ

る
ら

し
い
。

そ

れ
は
さ
て
お
き
、

賢
治

を
伝
説
化

し
、

仏
の
座

に
す
え
て
讃
仰
す

る
傾
向

は
根

づ
よ
い
も

の
が
あ

っ
て
、
今
に
後

を
絶
た
な

い
が
、

い
う
な
れ
ば
そ
う
し

た
俗
流

と
、

賢
治

の
文

学
と
は
別
も

の
で
あ

る
。
ま

る
で
無

関

係

な

の

で

あ

る
。
え

て
し
て
詩
人

に
は
純
情

で
物
ぐ
さ

の
傾
向
が
あ

り
て
、
俗
流
が
は
び

こ

る
と
当

の
賢
治

ま
で
敬

遠
す

る
か
、

つ
い
気

短
か
に
勇
み
足

の
言
を
弄
す

る
こ

と
に
な
る
。
中
村
稔

氏
が
、

か
な
ら
ず

し
も
そ
う
だ
と
は

い
わ
な

い
が
、

一
般

に
詩
人

の
あ

い
だ

に
、

そ
う
し
た

ム
ー
ド

の
あ

る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。

ま
た
、

そ
う
し
た
俗
流

と
、

谷
川
徹

三
氏

の
所
説

を
結
び

つ
け

る
こ
と
も
、

谷
川
氏

に
と

っ
て
迷
惑
、

と
い
う
よ
り
失
礼

と

い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
誤

解
も

か
な

り
あ

っ
た
よ
う
だ

が
、

虚
心
に
谷
川

氏

の
賢
治
論
を
読
め
ば
明

ら

か
な
こ
と
で
あ

る
。

た
だ

、
谷
川
氏
は
早
く
か
ら

(
賢
治

が

軍

国

主
義

に

利
用

さ
れ
て
い
る
、

ま
さ
に
そ

の
こ
ろ
か
ら
)
、

「
賢

者

の

文

学
」

と

呼
び
、

こ
の

「国

力
の
充
実
」

や

「
大
勇
猛

心
」
を

説

き
、

「
神

へ
の
道
」

を

強

調

す

る

「
雨

ニ

モ

マ

ケ

ズ
」

論

(
昭
19
、
9
、
東
京
女
子
大
で
講
演
し
た
も
の
を
『
雨

ρ
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ニ
モ
マ
ケ
ズ
』
(
日
本
叢
書
四
、
昭
20
、
6
)
に
、
さ
ら
に
戦
後
、
前
記

『
宮
沢
賢
治
の
世

界
』
に
再
録
)
I
l
全
文

の
印
象

か
ら
、
発
想

が
時
流

に
そ

っ
た
も

の
で
あ

る
と

い
う
感
は
ま

ぬ
が
れ
な

い
ー
i

の
な

か
で
、

こ
の
詩
が
メ
モ
さ
れ
た
十

一
月
三

日
と

い
う
日
付

に
ま
で
、

「
大
き
な
意
味

を
認

め
」

た
り
し
た
の
で
あ

る
。

念

の
た
め
、
十

一
月

三
日
は
明
治
節
、
明
治
生

れ
の
人
に
と

っ
て
は
忘
れ
が
た

い

天
長
節

の

「
佳
日
」

で
あ

る
。

『
宮
沢
賢
治

の
世

界
』

で
は
、

ζ
こ
に
著
者

の

断
わ
り

が
あ

っ
て
、

「
今

は
も

う
こ
う
は
思

っ
て

い
な

い
が
、
当
時

は
そ
う
思

っ
て
い
た
の
で
…
…
」

と
あ

る
。

や
む
を
え
な

か

っ
た
で
あ

ろ
う
と
思
わ

れ
る
当
時

の
状
況

を
割

引
き
し
て
、

よ
く
読

め
ば
、
谷
川
氏

の
説

に
は
深

い
洞

察
と
、

な
に
よ
り
も
賢
治

へ
の
愛
着

が
脈
う

っ
て
い
て
、
充
分
説
得
力

を
も

っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

、
た
し

か

に
こ
う

し
た
発
言

に
は
、
中
島
健
蔵

氏

の
い
う

「
ひ

い
ぎ

の
引
き
倒

し
」
的
な

要
素

が
、
す

で
忙
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き

る
。
俗
流
俗
説

の
震
源

と
誤
解

さ
れ
る
箇
所

が
、
随
所

に
あ

る
の
で
あ

る
。
先
ず
な

に
よ
り
も
、

「
賢
者

の
文

学
」

と
か
、
「
聖
者

の
文

学
」

と

い

っ
た
表
現

に
は
、

お
お
ま
か
で
、
古
風
な

、

道
徳
的

な
臭
味

が

つ
き
ま
と
う
。
戦

後

の
世
代
は
先
ず
感
覚
的

に
反
撥
す

る
で

あ

ろ
う
。
戦
後
世
代

で
は
な
く
て
も
、

こ
の
詩

が
十

一
月
三
日

に
書

か
れ
た
こ

と
は
偶
然

で
は
な
、い
と
い
う
、

最
近

の
北
川
冬
彦
氏

の
否
定
的
な
意
見
も
あ

る

く
ら

い
で
あ

る
㈲
。

ち
な
み
に
、

こ
の
十

一
月
三
日
説

に
つ
い
て
は
、
私
も
小

倉
豊
文
氏

に
同
じ

て
、

こ
れ
を

ま

っ
た
く
偶

然
と
、
素
直
に
考
え
た

い
働
。

と
も
あ

れ
、

こ
の
論

争
や
論

争
を
め
ぐ

る
批
判

の
下
地

に
は
、

こ
う

し
た

一

種

の
世
代
的

な
、
感
覚
的

反
撥

が
か
く
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
、
私

は
指
摘
し

て

お
き

た
、い
。
だ

が
、

そ
れ
に
し
て
も
、
私

は

こ
の
論
争
に
そ
れ
な
り

の
意
義
を

み
と
め
る
も

の
で
あ

る
。

「
谷
川

・
中
村

論
争
は
、
噛
み
合
う
点
が
な
く
て
不

毛
で
あ

る
。」

と

い

っ
た
気
み
じ
か
な
意
見
も
あ

る
が

(
生
野
幸
吉

「宮
沢
賢
治
論

争
の
外
で
」

現
代
詩
手
帳
、

前
記
特
集
号
)
、

コ
不
毛
」
と

い
う

こ
と
ば
を
、
そ

ん

な
に
軽
率

に
使
ヶ

べ
き
で
は
あ

る
ま

い
。

そ
れ
な
ら
あ
ら
ゆ

る
批
評
は
不
毛

と

い
う

こ
と
に
も
な
ろ
う
。

・

.
こ
の
詩
が

「
挫
折
」
と

「
敗
北
」
を
示
す

「
過
失
」
的

な
く
作
品
V

で
あ

る

か
、
あ

る
い
は

「
自
己
滅
却
」
、
「
自
己
肯
定
」

の
謙
虚
な

「円
現
」

の
詩
で
あ

る
か
、
と

い
う
点
で
は
、
噛

み
合
わ
な

い
か
も

し
れ
な
い
。

そ
れ
は
た
ぶ
ん
に

水

か
け
論

に
お
わ

る
性
質

の
も
の
で
あ

る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

ほ
か
か
ら
、

い

や
、

こ
れ
は

「疾
す

で
に
治

す
る
に
近
し
/

警
む
ら
く

は
…
…
」

(
同
手
帳
10
月

29
日
付
)
と
あ

る
よ
う
に
、

小

康
を
得

た
賢
治

の
新
生

へ
の
希
求
を

つ
づ

っ
た

も
の
だ

と
、

い

っ
て
み
て
も
同
様

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
論

争
の
中

心
点
と

一
般
に
は
思
わ
れ

て
い
る
部
分

で
は
な
く
、

他

の
付
随

的
な
部
分
で
、
意
外

に
噛
み
合
う
面
を
、

こ
の
論
争
は
も

っ
て
い
た

の
で
あ

る
。

た
と
え
ば
、

前
に
あ
げ
た
修
辞
形
式

と
し
て
の
対
偶
表
現

の
問
題

に
し
て
も
そ
う
で
あ

り
、
な
お
か

つ
中

村
氏
を
感
動
さ

せ
ず

に
は
お
か
な

い
、

こ
の
詩

の
は
ら

む

「深
淵
」

の
所

在
、
と

い
う
点

に

つ
い
て
も
そ

う
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら

の
点
に

つ
い
て
は
谷
川
、
中
村

の
両
氏
と
も
、
そ
れ
ほ
ど

深
く
掘
り

さ
げ

て
い

っ
て
は
い
な
い
。

ま
た
周
囲
も
、
肝
腎

の
こ
れ
ら

の
点

に

つ
い
て
、
深
く

つ
ぎ
あ

っ
た
形
跡

も
な
い

の
で
あ

る
。

こ
れ
と
て
、
け

っ
き

よ

く
は
、
詩

の
認
識

の
相
違

に
帰
せ
ら
れ
る
問
題
だ
か
ら
…
…
と

い
う
わ
け
で
あ

ろ
う

か
。

ど
う
や
ら
私

の
考
え

で
は
、
も

し
論

争
が
不
毛
と

い
う
な
ら
、
不
毛

に
し
て
い
る
の
は
多
寡

を
く
く

っ
て
い
る
周
囲

の
論
者
た
ち
で
も
あ

る
、
と
そ
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、

う
い
え
な
く
も
な
い
ρ

4

ふ
た
た
び

「
手
帳
」

の
確
認
に
な

る
が
、

こ
の

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」
を
中

に

し
て
、

こ
れ
に
前
後
す

る
い
く

つ
か

の
メ

モ
に
目
を
向
け

て
み

よ
う
。

「
疾
す
そ

に
治
す

る
に
近
し
/
警
む
ら
く

は
/
再
び
貴
重

の
/
健
康
を
得

ん

日
/

苟
も
之
を
/
不
徳

の
思
想
/
目
前

の
快
楽
/

つ
ま
ら

ぬ
見
掛
け
/
先
づ

ー

を
求
め
て
/
以

て
ー
ー

せ

ん
/
と

い
う
風

の
/
自
欺
的
な

る
行
動
/

に

寸
毫
も
委
す

る
な
く
/
厳

に
日
課
巻
定

め
/
法
を
先

と
し

/
父

母
を
次

と
し

/
近
縁
を
三
と
し

/
農
村
を
最
後

の
目
標

と
し
て
/
只
猛
進

せ
よ
/
利

に
よ

る
友
う
快
楽
/
を
同
じ
く
す

る
友
尽
く
/
之

を
遠
離

せ
よ
」

こ
れ

は

「
雨

ニ
モ
マ
ケ

ズ
」

の

一
〇

ペ
ー
ジ
前

か
ら

は
じ

ま

っ
て
、

五
べ
ー

ジ
前

で
お
わ

る
計
六

ペ
ー
ジ
に
わ

た
る
手
記

で
あ

る
。

m

・
29
の
日
付

に
よ

っ

て
、

「
雨

ニ
モ
マ
ケ

ズ
」

よ
り
五

日
前

の
も

の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

小
倉
豊
文
氏

が
指
摘
す

る
よ
う

に
、

こ
の
前

日
の
手
記

に
は

「病
苦

必
死
の

ね
が
ひ
」
と

い
う
句

が
見
え
、

「
一
進

一
退

の
照
る
日
曇

る
日
が
、

ま
ざ
ま
ざ

と
感
ぜ
ら
れ
」
㎝
は
す

る
も

の
の
、

「
農
村
を
最
後

の
目
標

と
し
て
、

只
猛
進

せ
よ
」

と
あ

る
こ
の
手
記

か
ら

は
、
少

な
く

と
も
挫
折
感

や
欺

北
感

の
か
け
ら

も
汲

み
と

る
こ
と
は
で
き
な
、い
。

つ
ぎ

の
は
日
付
け

な
し
の
も
の
だ

が
、

「雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

の
あ
と
に

つ
け

ら

れ
た
州
南
無
妙
法
蓮
華
経
」

を
中

に
し
た

「
十
界
曼
荼
羅
」

の
中

心
部

の
書

写
に
、

た
だ

ち
に

つ
づ
く
手
記

で
あ

る
。
小
倉

氏

の
推
定

に
し
た
が

っ
て
、
十

一
月
四

・
五
日
の
間

に
書
か
れ
た
と
思

っ
て
間
違

い
あ
る
ま

い
。

「◎

凡
ソ
/

栄
誉

ノ
ア

ル
ト

コ
ロ
/

必
ズ
苦
禍

ノ
/
因
ア
リ
ト
/
知

レ
/
◎

天
来

ト
疾
苦

ト

ハ
/

猶
陰
陽
ノ
/

電
気
ノ
/
如
ク
/
或

ヒ

バ
夏
冬

ノ
/

二
候

ノ
如

シ
/
◎
妄

リ

ニ
天
来

二
/

身
ヲ
委

ス
ル
モ
ノ

ハ
/

コ
レ

ニ
百

ス
ル
/
疾

苦

ノ
後

ヘ
ニ
/
随

フ
ヲ
知

レ
」

天
来

と
は
、

天
稟

と
か
資
質
と

い

っ
た
意
で
、

こ
こ
で
の
疾
苦
と

は
、

こ
れ

も
小
倉
氏

の
解
説

ど
お
り
、
病
苦
だ
け
を
さ
す

の
で
は
な
く
、

ひ
ろ
く
苦

し
み

と
か
難
儀

と

い
う
ほ
ど

の
意
で
あ
ろ
う
。

・
や
や
も
す

れ
ば

「
天
来

二
身
ヲ
委
」

せ
た
自
己

の
来
し
か

た
を
、
痛
切

に
反

省
す

る
賢

治

の
冷

え
た
心
が

こ
こ
に
は
あ

る
。
同
手
帳
四
べ

ー
ジ
目

か
ら
二

〇

・ヘ
ー
ジ
自

に

つ
づ
く
自
戒

の
メ

モ
中
、

「
順
次

に
増
長

し
て
・…
:
」
と
増
長
慢

を

い
ま
し
め
、
さ
ら
に
裏
扉
で

「
警
貢
高
心
」
と
く
り

か
え

し
記

し
て
、

お
の

が
貢
高
心

入
慢
心
)
を

い
ま

し

め

た

心

境

と
、

こ
こ
は
照
応
す

る
。
賢
治

に

　

　

　

　

　

　

は
、

し
か
し
あ

せ
り
と

の
ぞ
み

が
、
「
猶
陰
陽
ノ
如
ク
」
走
り
交
う

の
で
あ

る
。

そ
し
て
あ

き
ら
め
が
、
そ

の

「
後

ヘ
ニ
随

フ
」
。

私

は
こ
の
手
記

か
ら
は
、

賢

さ

治
の
覚

め
た
心
に
注
目
し

て
お
き
た

い
。
ま
た
漢
訳
経
文
的
な
対
偶
表
現

と
片

仮
名

表
記
に
も
、

こ
こ
で
注
意
を
留
保
し

て
お
・ぎ
た
い
。

さ
て
、

こ
の
手
記

か
ら

「
疾
ミ
テ
食
攝

ル

ニ
難
キ
ト
キ
ノ
文
」

の
メ

モ

一
つ

お
い
て
、

つ
ぎ

が
本
稿

の
標

題
に
も
し
た

「
土
偶
坊
」
と
題
す

る
劇

の
メ
モ
で

あ

る
。

こ
れ
も
小
倉

浅

の
指
摘
に
あ

る
よ
う
に
、

「
土
偶
坊
」

(デ
ク

ノ
ボ
ウ
)

は

「木

偶
坊
」

の
賢
治

の
誤
記
で
あ

る
が
…
…
。

土
偶
坊

・

ワ
.レ
ワ

レ

ハ
カ
ウ
イ
フ

モ
ノ

ニ
ナ
リ
タ
イ

、

.
・

、

‐zo‐

 

亀



第

一
景

薬
ト
リ

」

第

二
景

母
病

ム

∵
祖
父
母
ナ

シ

腹
膜

ナ
ア

ニ
腹
膜
ヅ

モ
ノ

∴

デ

グ
ノ
坊

見
タ
イ
ナ
ウ
ー
イ

小

便
ノ
音

、
妻

…
…
ナ
ア

ニ
ク
ソ
経

ナ
ド
ヅ

モ
ノ
…
…
イ
ヤ

ア
イ
テ

ク
ヤ

シ

マ
タ

第

三
景

・
青
年

ラ
ワ
ラ
フ

・
土
偶

ノ
坊
石

9
1投
ゲ

テ
遁

ゲ

ル

一

第

四
景

老
人

死

セ
ソ
杢

ス

第

五
景

七
デ
リ

冒

紮

・

'

第
六
景

ワ
ラ

シ
ヤ
ド

ハ
ラ

ヘ
タ
ガ
ー
ー

第

七
景

雑
誌

記
者

写
真

第

八
景

恋
ス
ル
人

殿
フ
幻
滅

第

九
景

'
青
年

を
害
セ

ソ
ト

ス

・

第
十

一
景

春
忘

ツ
ダ
ア
ダ
リ

マ
ダ
来

ル
テ

言

フ
テ
ド

コ
サ
ガ
行
タ
ケ

第
七
景

帰
依
者

'

9
帰
依

の
女

、

、

'

内
容
的
な
解
説
は
小
倉
氏

の
剴
切
な
そ

れ

(『
手
帳
研
究
』
)
を
参
照

し
で
い
た

だ
く

こ
と
に
し
て
、

こ
ご
に
は
私
見
だ
け
を
述

べ
た
い
。

賢
治

の
劇

の
可
能
性
に
は
独
異
な
も

の
が
あ

る
こ
と

は
、
周
知

の
こ
と
で
あ

る
。
別
稿

で
取
上
げ

る
の
で
こ
こ
で
は
く

わ
し
く
い
わ
な
い
が
、
実
際

舞
台

に

も

か
け

た
、
現
存
す

み
脚
本

は
四
篇

(
「飢
餓
陣
営
」、
「ポ
ラ
ン
の
広
揚
」
、
「植
物
医

師
」
、
「種
山
ケ
原
の
夜
」
)、

は

っ
き
り
劇

の
た
め

の
も

の
と
わ
か

る
メ

モ
(
劇
の
た

め
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
他
に
あ
る
の
で
)
が
、

こ
の

「
土
偶
坊
」

を

ふ
く

め
て
十

一

(「喜
劇

夜
水
引
き
」、
「
喜
劇

大
旱
魃
の
最
後
の
夜
」
、
「古
説
三
世
因
果

物
語
」
、
「雑
乱
修
法

暁
」
、
コ訊
問
」
、
「
肥
料
設
計
」
、
舶
花
巻
銀
行
」
、
「
黒
溝
台
」
、
r「
象

徴
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
i

革
命
」
、
「禁
治
産
」
)
あ

る
。
教
師
時
代
、
劇

団
を
組
織

し
て

東

京
に
乗

込
も
う
と
意
気
ご

ん
だ

こ
と
も
あ

る
ほ

ど
で
、
劇

へ
の
意
欲
も

な
み

な
み
な
ら
ぬ
も

の
が
あ

っ
た
。
l

t
さ
て
、
私

た
ち

は
こ
の
メ
モ
と
、
主

題
に

お

い
て
共
通
す

る

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」
と
を
比
較

し
て
、
な

に
を
感
じ

る
だ

ろ

う
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ

は
フ

ィ
ク

シ

ョ
ナ
ル
な
構
想

が
メ
モ
さ
れ
て

い
て
、

い
さ
さ
か

ナ

ソ

セ

ソ

ス

な
場
面
も
あ

る
に
は
し

て
も

(
こ
れ
は
賢
治
の

劇
の
通
有
性
、
ユ
ー
モ
ア
)、

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

の

一
種
透
明
で

シ
リ

ア
ス
な
直

線
的
と
も

い
え
為
主
観

の
流
動

が
、

こ
こ
で
は
空
問
化
さ
れ
、
客
観
化

さ
れ
よ

う
と
し
て

、い
る
と

い
え

る
だ
ろ
う
。
'
「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」
ま

り
、

は
る
か
に
未

完
成

な
メ
モ
で
あ

っ
て
も
、
あ

る
意
味
で

は
ふ

こ
の
橡
う

が
よ
ほ

ど
健
康

な
明

る
さ
を
感

じ
さ
せ
る
。

健
康
な
遊
び

が
あ

る
。

ー

㍗
お
そ
ら
く

こ
れ
だ
け
で

は
、
ま
だ
意
味

の
つ
か
み

に
く

い

こ

の
劇

の

メ

モ

を
、
、私

は
重
視
し
た

い
。

テ
ー

マ
が
同

一
で
あ

る
だ
け

に
、
さ
き

に
挙
げ

た
き

び
し
、い
自

戒
の
二

つ
の
メ

モ
以
上
に
も
、

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

に
お
け

る
賢
治

の
心
象

の
位
相
を
、

こ
れ

は
反
照
し
て
」く
れ

る
と
思
う

か
ら

で
あ

る
。

5
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「
◎
快
楽
も
ぼ
し

が
ら
ず
/
名
も
ほ

し
が
ら
ず
/

い
ま
は
た
だ

下
賤

の
癈
軈

を
/
法
華
経

に
捧
げ
奉
ら

ん
」

(
9
-

28

日
付
)

と
あ

る
よ
う
に
、

東
京

で
発

病
し
、
家
族

に
遺
書

ま
で
用
意

し
た
の
ち
の
、

「
癈
躯
」

病
中

の
手
記

で
あ

る

か
ら
、

こ
の
手
帳

一
巻

を
暗

さ
が

つ
ら

ぬ
い
て

い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、

は
げ

し
か

っ
た
、

し
か
し
今
は
賢

治
に
は
お
ぞ
ま
し

い
、

お
の
れ

の
過
去

へ
の
悔
恨

が
う
ず

、い
て

い
る
こ
と
も
当
然
だ
ろ
う
。
そ
し

て
ま
た
、
そ
れ
ら

が

た
だ

ち
に
仏
教

へ
の
回
心
に

つ
な
が

っ
て

い
る
こ
と
も
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

肉
体

の
お
と

ろ
え

は
、
絶
対
的

な
、

な
に
を
お

い
て
も
肉
体
そ

の
も

の
の
挫

折

で
あ
り
、
敗

北
で
あ

る
。

し
か
し
、

こ
の
手

帳

の
し
め
す
暗
さ
や
、

ひ
や
や

か
さ
、
あ

る
い
は
自

己
の
客
観
的

凝

視
と

い
う
覚

め

た

心

象

は
、
た
だ

に
暗

い
、
虚
無
的
な
絶
望

と
は
、
異
質

で
あ

る

こ
と
は
瞭
然
で
あ

る
。
そ

こ
に
信
仰

の
実
質
的
な
ち

か
ら
を
見

る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ

る
い
は
ま
た
、
病

状

の
、

一
進

一
退

の
な

か
に
も
、

か
す

か
に
再
起
を
望
み
う

る
進
展
が
あ

っ
た

か
ら
と
い
う
こ
と
も

で
き

る
か
も
し
れ
な

い
。

焦
慮
と
悔
恨

の
は
ざ

ま
か
ら
、

再
起

を
望
み
、
新

生

へ
の
祈
り
を

こ
め

た
も

の
と

し
て
、

こ
の
手
帳

を
、

そ
し
て

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

や
、

こ
れ
に
前
後
す

る
メ
モ
を
読

み
と
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

こ
こ
に
祈
り
よ
り
も
、
も

っ
と
意
志

的

で
、
主
体
的

な
、
悲
壮

な
ま
で
の
決
意

の
あ

る
こ
と
を
読
み
と

る
の
は
、
私

だ
け

で
あ

ろ
う
か
。
祈

り
を
こ
え
た
前

掲

「
農
村
を
最
後

の
日
標
と
し

て
、
只

猛
進

せ
よ
」
と

い
う
は
げ

し
い

こ
と
ば

が
、
単

に
熱
お
と
ろ
え
た
日

の
気
ま
ぐ

れ
や
、
空

元
気
だ
け

で
書
け

る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
手
帳
を
、
な

か
ん
つ

く

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

を
、
賢
治

の
人
道
的

・
宗

教
的

な
祈

り
の
記
録

と
し
て
見

る
傾

向
が
、

圧
倒
的
に
多

い
こ
と

は
、
前

に
ふ

れ

た
と

お
り

で
あ

る
。
彼

の
多
面
的

な
活
動

の
中

心
に
、

や
は
り
詩
人

の
天
稟

を
置
く
小
倉
豊
文
氏

は

「時

と
し
て
、
あ

る
い
は
人

に
よ
り
、
宗

教
信
仰
を
主

調
音
と
考
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、

こ
う
し
た
見
方

は
特

に

こ
の
手
帳

の
手
記

の
表
層
的

・
部
分
的
観

察
に

よ

る

も

の
で

は

あ

る

ま
い
か
」
㈲

と
、

あ
な

が
ち
に
宗
教
的

に
、

こ
の
手

帳

が
解

釈

さ

れ

る
こ
と
を

い
ま
し
め
て
い

る
o私

は
し
か
し
、
賢
治

の
理
想
主
義

の
極
致
を
羅
須
地
人
協
会

の
活
動

に
見
、

こ
れ
を

い
わ
ば
絶
対
化
し

て
、

こ
の
手
帳
を
賢
治

の
挫
折
、
敗

北
の
所
産

と
考

え

る
、

た
と
え
ば
中
村
氏

の
所
説

に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
考

え
に
対

し
て
も
、

や
は
り

「
こ
の
手
帳

の
手
記

の
表
層
的

・
部
分
的
観

察
に
よ
る
も
の
で
は
あ

る

ま

い
か
」
と

い
い
た
い
。

こ
こ
で
、
賢
治

の
羅
須
地
人
協
会
活
動

を
ど
う
み

る
か
に

つ
い
て
、

少
し

ふ

れ

て
お
く
必
要

が
あ

る
よ
う
だ
。

一
般

に
研
究
者

の
あ

い
だ

で
さ
え
、
羅
須
地

人
協
会

の
活
動
は
理
想
化
さ
れ

て
考
え
ら

れ
る
傾
向

が
強

い
。
だ

が
伝
記

的
に

も
、
賢
治

の
、
も

っ
と
も
幸
福
だ

っ
た
教
師
生
活

か
ら
羅
須
地
人

協
会
活

動

へ

の
転
機

に

つ
て
は
、
ま
だ
充
分

に
明
ら

か
に
さ

れ
て
は
い
な
い
。

そ
の
機

微
は

デ
リ
ケ

ー
ト

で
、
あ

い
ま

い
な

ま
ま

で
あ

る
。
そ

の
転
機

と
.ハ
セ
テ

ィ
ッ
ク
な

活
動
を
、
彼

の
理
想
主
義

の
極
北
と

し
て
考
え

る
こ
と
は
、

い
か
に
も
賢
治

と

い
う
文
脈
に
き
ま
り

が
つ
く

の
で
、

つ
い
誰
し
も
そ

の
安
易
な
誘
惑

に
乗

っ
て

し
ま
う

の
で
あ

る
ま

い
か
、
と
さ
え
私

に
は
思
わ

れ
る
の
で
あ

る
。

私

は
賢
治

の
無
意
識

の
領
域
を
も

ふ
く

め
て
、
比
喩
的

に
で
は
あ

る
が
、
詩

人
賢
治

の
な
か

に
、

一
人

の
巨
ぎ
な
古
代
人

の
存
在
を

み
と
め
、

そ
れ
が
次
第

に
孤
独
に
め
ざ

め
て
く

る

(彼
の
文
学
活
動
を
彼
の
自
己
発
見
の
行
為
と
し
て
と
ら
え
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る
と
き
)
、
つ
ま
り
古
代

か
ら
近
代

へ
、
神
話

か
ら
宗
教

へ
、
無

意
識

か
ら
意
識

へ
、
没
個
性

か
ら
個
性

へ
と
メ
タ
モ
ル
フ

ォ
ー
ズ
し
て
ゆ
く

過
程
と

し
て
彼

の

諸
活
動

の
、

な
か
ん
つ
く
詩
的
言
語
の
、
変
移
を
み

と

め
、
そ

の
延

長

線
上

に
、

こ
の
羅
須
地
人
協
会

の
活
動
を

お
い
て
考
え

た
こ
と
が
あ

る
刪
。

い
ま
も

そ

の
考
え
は

か
わ
ら
な

い
が
、

つ
ま
り
、
羅
須
地
人
協
会
を
中

心
と
す

る
実
践

プ
ロ
グ
ラ
ム

活
動
も
、
そ

の
理
論
的
綱
要
で
あ

っ
た

「
農
民
芸
術
論
綱
要
」
も
、
自
覚
さ
れ

た
孤
独

か
ら

の
脱
却
と
、

ぶ
た
た
び
自
然

へ
の
復
帰
を
、
幸
福
な
自
然
と

の
合

一
を
、
め
ざ
し

て
い
る
賢
治

の
強
烈
な
意
志

の
あ
ら
わ
れ
と

し
て
見

た
い
の
で

あ

る
。

あ

る
い
は
〉
彼

の
な
か

に
め
ざ

め
た
近
代
と
古
代

の
乘
離
を
、
彼
は
労

働
に
よ

っ
て
、
も

っ
と
も
意
志
的
な
運
動
に
よ

っ
て
、
う
ず

め
よ
う
と
し
た
も

の
、

と
考

え

る
。

陽

が
照

っ
て
鳥
が
啼

ぎ

あ

ち
こ
ち

の
楢

の
林
も

け
む

る
と
き

ぎ

ち
ぎ

ち
と
鳴

る
汚
い
掌

を

ー
お
れ
は
こ
れ
か
ら

も

つ
こ
と
に
な

る
・

そ

の
こ
ろ
の
心
境

を
う
た

っ
た

「
春
」

と
題
す

る
有
名
な

こ
の
詩
は
、
賢
治

の
深
淵

を
は
ら
ん
で

い
る
。

昂
揚
す

る
理
想
主
義

の
高
鳴
り
だ
け
で
は
、
け

っ

し
て
な
い
ゆ

そ
こ
に
は
不
安

と
お
の
の
き
と
、

の

っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
肉
親

を
ふ
く

め
た
周
囲

へ
の
論

理
の
正
当
化

と
、
純
粋

に
内
な

る
も

の
の

い
ざ

な

い
と
、
あ

る
い
は
破
滅

へ
の
賭
け

と
、

そ
し
て
、

い
く
ら

か

の
陶
酔

と
、
そ
し
て
"
そ
し

て
…
…
、
そ

れ
ら

が
せ
め
ぎ
あ

つ
て
、
ぎ

ち
ぎ

ち
と
鴨

っ
て
い

る
。

「
学
校

を

や

め
て

一
月
か
ら
東
京

へ
出

る
筈
だ

っ
た
の
で
す
。

延

び
ま
し
た
。」

と
か
、

「
学
校
を
や

め
て
今
日
で
四
日
、
木
を
伐

っ
た
り
、
木
を
植

ゑ
た
り
病
院

の
花

壇
を

つ
く

っ
た
り
し

て
ゐ
ま
し

た
。
も
う
厭

で
も
な

ん
で
も
村

で
働

か
な
け

れ

ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
」
と

い

っ
た
暗
示
的
な
森

佐

一
宛

の
当

時

の
書

簡

の
文
面
な
ど
を

こ
こ
で
持
出
す
ま

で
も
あ

る
ま
い
。

・
.

「
郷
里
で
は
財
ば

つ
と
云
は
れ

る
」
(書
簡
)
家

に
育

っ
た
、
白

い
手

の
賢
治

で
は
あ

っ
た

が
、
羅
須
地
人
協
会

の
成
功
を
、
最
初

か
ら
信
じ

て
疑
わ
な

い
よ

う
な
、
・
も
は
や

そ

ん
な
甘

い
賢

治

で

は
な

か

っ
た
は

ず
で
あ

る
。
だ

か
ら

こ

そ
、

「
殆
ん
ど
あ
す

ご
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
」

(協
会
時
代
を
ふ
り
か
え

っ
て
の
書
簡
)
に
、

が
む

し

ゃ
ら

に

突
進
せ
ざ

る
を
え
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
挫
折
や
敗
北
は
、
最
初

か
ら
約
束
さ

れ
て

い
る
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。

彼

が
後

日
、
高
橋
武
治

あ
て

の
書
簡
で
述
懐
す

る
よ
う
に
、
彼

の
生
活

の
頂

点
は

四
年

間
の
教
師
時
代

で
あ

っ
た
。

(「
私
も
農
業
校

の
四
年
間
が
い
ち
ば
ん
や
り

甲
斐
の
あ
る
時
で
し
だ
。

但
し
終
り
の
こ
ろ
わ
つ
か
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
こ
と
悔

い
て
も
も
う
及
び
ま
せ
ん
。

し
か
も
そ
の

頃
は
な
ほ
私
に
は
生
活
の
頂
点
で
も
あ

っ
た
の
で
す
2
)
と
す
れ
ば
、
羅
須
地
人
協
会

の
時
期

は
、

も
は
や
そ

の
下
降
期
、
生
活
的

に
は
敗
北

へ
の
ま

っ
し
ぐ
ら
な
退

路

で
あ

っ
た
、

と
も

い
え

る
わ
け

で
あ

る
。

そ

の
当
時

は
、

そ

の
こ
と
を
意
識
す

る
い
と
ま
も
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し

て
過
労
の
た
め
肺

浸
潤
に
侵
さ
れ
て
、
最
初

の
病
床

に
横
た
わ

る
昭
和
三
年
夏

か
ら
彼

の
反
省

期
が
は
じ
ま

る
と
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。
伝
記
的

に
は
そ

の
後
病

状
は
回
復
し
て
、
例

の
東
北
砕
石
工
場
技
師

の
時
代

が
あ

る
わ
け
だ

が
、
そ
れ

が
も
と
で
」

ふ
た
た
び
昭
和
六
年
、
す
な
わ
ち

こ
の
手
帳

の
時
期

に
、
病

に
た
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お
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
為

決
定
的
な

反
省

の
決
算

を
せ
ま
ら
れ
た
と

い
う

こ
と

が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
初
回

の
病
臥

か
ら
約
三
年
間

の
反
省
期

の
し
め
く
く

り
と
し
て
、

こ
の
手
帳

を
見

る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う

の
で
あ

る
。

こ
の
極
限

め
地
点

に
立
た
さ
れ
て
み
れ
ば
、

こ
れ
ま

で
の
反
省

も

ま

だ

甘

か

っ
た
巴

い

う
、

二
重

の
悔

悟
も
、

手
帳

に
書
き

つ
け

る
病
床

の
賢
治
を
、

い
ら
立
た

せ
た

に
ち
が
い
な
い
。

七
行
の
み
残
し
て
あ

と
は
破
棄
さ
れ
て

い
る
別

の
手
帳

の
、

そ

の
七
行

は
も
病
中
記
」
執
筆

の
メ
モ
で
、
そ

の

「
病
中

記
」

執
筆

の
ア
イ
デ

ア
は
A

こ
の
手
帳
、

つ
ま
り

「
雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」

の
し

る
さ
れ
た
手
帳
執
筆
中

に
生

れ
た

と
、
小
倉

氏
は
推
定

し
て

い
る
が
㈹
、

こ
の

「
病
中

記
」

こ
そ
、
も

し
執
筆

さ
れ
て
い
た
と
す

れ
ば
、
徹
底

し
た
反
省

・
悔
悟
と
、
深

い
決
意

・
洞

察

と
の
、

決
定
的

な
バ
ラ

ソ
ス

・
シ
ー
ト
と
な

っ
て

い
た
だ
ろ
う
。

私

は

こ
の
手
帳

ぜ
ん
た

い
か
ら
、

な
か
ん
つ
く

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

に
前
後

す

る
手
記

の
反
照
か
ら
、

こ
の
〈
作

品
〉

、
す

な
わ
ち
「雨

ニ
モ

マ
ケ
ズ
」
を
、

も

っ
と
も
均
衡

の
と
れ
た
、
も
は
や
括

弧
な
し

の
作
品
と
呼

ん
で
も

よ
い
く
バ

ラ

ソ
ス

・
シ
ー
ト
V

と
し
て
見

る
も

の
で
あ

る
。

そ
れ
は

「敗

北
」
「
過
失
」

と
見
え

る
ま
で

に
、

一
見
想
像
力

の
わ

か
わ

か
し

い
羽
ば
た
ぎ
を
忘
れ
た
、
消
極

的

な

告

白

に

見
え

る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か

し
、

そ
れ
は
反
省

と
決

意
と
の
、

悔
悟

と
洞
察

と
の
、

つ
ま
り
く
貸
方
V
と

く
借

方
V

の
バ
ラ

ソ
ス
の
安
定

か
ら
く

る
、
相
殺

の
結
果

で
は
あ

る
ま
い
か
。

1
1

そ
れ
な
ら
ば
、
そ

の
こ
と
を
今

一
歩

つ

っ
こ
ん
で
、
私
は
私

の
結
論

に
む

す
び

つ
け
た

い
。

「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を
敗
北

の
詩
と

い
う
な
ら
、
む

し
ろ
実
生
活

に
お
け

る

敗
北

こ
そ

が
、

こ
の
す
ぐ
れ

た
詩
を
生
み
出

し
て
い
る
、

イ

エ
ス
も
孔
子

も
プ

ラ
ト

ソ
も
実

生
活
の
敗

北
者
だ

っ
た
か
ら
賢
者
た
り
え
、

聖
者
た
り
え
た

の
だ

と
い
う
、
中
村
説

を
逆
手

に
と

っ
た
谷
川

民

の

一
種

の
逆
説
㎝

は
、
そ
れ
な
り

に
正

し

い
。
そ

れ
な
ら
ば
、
敗

北
は
最
初

か
ら
あ

っ
た
と
見

る
こ
と
が
で
ぎ

る

よ
う

に
、
賢
治

に
お
け

る

「
土

(木
)
偶
坊
」

の
思
想
も
、
彼

の
詩
人
と
し
て

の
出
発
当
初

か
ら
用
意

さ
れ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
も
で
き

る
。

「
春
と
修
羅
」

の
は
じ

め
に
出

て
く

る
、

「
屈
折
率
」

「
く
ら

か
け
山

の
雪
」

「
日
輪
と
太
市
」

の
三
作

は
、

お
な
じ

日
に

つ
ぐ
ら

れ
た
、

い
わ
ば
彼
の
詩
に

お
け

る
処
女
作

で
あ

る
。

し
か
も

こ
の

「
屈
折
率
」

と

「
く
ら

か
け
山

の
雪
」

の
二
作
は
、
内
面
的

に
テ
ー

マ
が
照
応
す

る
。

と
も
に
孤
独
な
賢
治

の
生
涯
を

先
取
り
し

た
感

が
あ

る
。
前
者
は
自
分

を
ア
ラ
ヂ

ソ
の
ラ

ソ
プ

と
り
に
擬
し
、

「
陰
気
な
郵
便
脚
夫

の
や

う
に
/
急

が
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
の
か
」

と
自
問
し

後
者
は

「
た
よ
り

に
な

る
の
は
/
く
ら

か
け

つ
づ
き

の
雪
ば

か
り
」

に
は
じ
ま

り
、

「
ほ

の
か
な

の
ぞ

み
を
送

る
の
は
/
く
ら

か
け
山

の
雪
ば

か
り
で
す
」

と

し
め
く
く
ら
れ

る
。

し
か
し
、
清
冽

な
抒
情

の
ゆ
た
か
さ
に
よ

っ
て
、

一
見
そ
う
し
だ
孤
独
感
は

作
者

に
も
無
意
識

か
と
思
わ
れ

る
ほ
ど
で
あ

る
。

こ
の
孤
独
感
は
、
賢
治

の
全

作
晶
を

つ
ら

ぬ
く

一
つ
の
原
点
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
全
作
品
と

い
う

こ
と
は
、

こ
と
に
彼

の
場
合
、
全

生
活

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
そ
う
し
て
そ

の
孤
独

が
、

あ

る
い
は
無
意
識

の
、
潜
在
す

る
孤
独
が
、

い
よ

い
よ
自
覚
さ
れ
、
顕
在
化
さ

れ
て
く

る
の
は
、
彼

が
教
師

を
や
め
て
、

羅
須

地
人

協
会

の
運
動

に
飛
び

こ
ん

で
い
く

こ
ろ
か
ら

、
と
考
え
て
よ

い
だ

ろ
う
。
詩
作
活
動
で

い
う
な
ら
、
ほ
ぼ

「春

と
修
羅
」

第
三
集

の
時

点
か
ら
、
と

い
う

こ
と

に
な

る
ゆ

そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
約
束
さ
れ
て

い
た
と

い
え

る
く

百
姓
生
活
ー
協
会
運
動
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ノ

1
農
民

へ
の
献
身
V

に
よ
る
挫
折
感
、
敗

北
感
、

そ
し
て
断
念
と
、

な
お

つ
あ

げ
で

ぐ
る
農
民

へ
の
愛
悉

理
想

の
ア
ソ
ゼ
ヴ

4
ラ

ソ
ス
を
、
彼
は
農

民
と
肌

で

ふ
れ
あ
ヲ
実
践

に
よ

っ
て
知

っ
だ
の
で
あ

る
。
彼

は
は
じ

め
て
社
会
を
知
り
ふ

そ

の
ご
と
で
自
己
と

い
う
く
個
性
V
を

い
や
と

、い
う
ほ

ど
知
ら
さ
れ

る
。

か

つ

て
、

彼
に
と

っ
て
い、
八
社
会
V
は
自
然
で
あ

っ
だ
。
そ
し

て
自
己
も
自
然

の
な

か
に
融
解
し
て

い
た
。
そ

こ
に
あ

の
古
代
人
さ
な
が
ら

の
幻
想

の
実
在
も
あ
り

え
た
し
、
爆
発

す

る
ポ
う
な
杼

情

の
燃
焼
が
あ

っ
た
。
そ
れ

が
か

つ
て
の

「
く

ら

か
け

の
雪
」
が
、
十
年
後

の
手
帳

で
は

「
か
す
か
に

の
ぞ
み
を
託
す

る
も

の
は

/
麻

を
着
、
け
ら

を
ま
と
ひ
/
汗

に
ま
み
れ
た
村
人
た
ち
や
/

全
く
見
知
ら

ぬ

人
↑

(
目
付
な
し
)
た
ち
に
な

る
よ
う
に
、
彼
に
と

っ
て

の
社
会
は
、
も
は
や
自

然

で
は
な
く
、

ま
さ
に
人

間
た
ち
の
社
会

、
農

民
だ
ち

の
社
会
に
な

っ
て
く

る

の
で
あ

る
。
山

河

宇

宙

へ
の

抒
情
は
、
人

間
社

会

へ
の
劇

へ
と
変
貌
し
て
く

る
。
そ
れ
は
孤
独
を
自
覚
し

た
近
代
人

の
、
ま
さ

に
悲
劇

で
あ

る
の
か
も
し
れ

な

い
。
そ

の
こ
と
ば
な

に
よ
り
も
彼

の
詩

と
言
語

の
質

が
証
明

し
て
い
る
。

悲
劇
を
知

っ
て
、
し

か
し
彼
は
孤
独
と
虚
無

に
沈
潜
す

る
人
間

で
は
な

い
。

そ

こ
に

「
土

(
木
)
偶
坊
」
と
し

て
の
生
き

か
た
の
確
認

が
お
こ
な
わ
れ

る
こ

ど

に
な

る
。
孤
独

が
無
自
覚

に
せ
よ
、
原
点
と
し

て
彼

に
存
在

し
た
と

い
う

こ

と
は
、
す
な
わ
ち

「
土

(
木
)
偶
坊
」

も
無
自
覚
的

に
、

つ
と

に
彼

に
存
在
す

る
原
点

的
思
想
で
あ

っ
た
、

」と

い
え

る
だ
ろ
う
。

彼

の
手
帳

は
、

そ
し
て

「雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

は
、

こ
の
原
点

の
、
な

に
よ
り

も

た
し
か
な
確
認
と

い
え
な

い
で
あ

ろ
う
か
。
そ
し
て
彼
は
そ

の
確
認
を
、
か

つ
て
の
万
華
鏡

的
な
想
像

力
の
奔
騰

に
よ

っ
て
で
な
し
に
、

い
い
か
え
れ
ば
神

話
的
言

r(
.ハ
μ
ー

ル
)

に
よ

っ
て
で
は
な
し
に
、
覚

め
た
近
代

人

の
個
性

的
言

語

(
ラ

ソ
グ
)

に
よ

っ
て
、

お
こ
な

っ
て
い
る
と
…
1

。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と

も

ま
た
、

こ
の
く
作

品
V
を

一
見
弱
べ
、
想
像
力

の
羽
ぼ

だ
き

を
や
め
た
詩

で

あ

る
か

の
よ
う

に
見

せ
て
い
る
の
で
あ

る
。

、

:

(未
完
)

(付
記
i

枚
数

の
都
合

で
、

ぜ
ひ
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
幾

つ
か

の
間
題
を
、

こ
こ
で
割
愛
す
る
二
と
を
残
念
に
思
う
。

こ
と
に
本
文
中
、
後
に
取
上
げ
る
こ
と
を
約

し
た
賢
治
に
お
け
る
カ
タ
カ
ナ
表
現
の
必
然
性
な
ど
は
、

文
体
論
的
な
考
察
を
要
す
る

好
箇

の
課
題
な
の
だ
が
、
追

っ
て
そ
れ
ら
を
加
え
て
完
稿
と
し
た
い
。)
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