
は
じ
め
に

宮
沢
賢
治
の
童
話
は
、
独
特
の
幻
想
性
に
あ
ふ
れ
て
い
る

が
、
日
々
書
き
つ
け
て
い
た
厖
大
な
詩
は
、
さ
ら
に
不
可
思

議
な
彼
の
体
験
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。
生
前
の
賢
治
が
、

実
際
に
種
々
の
超
常
的
な
体
験
を
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、

周
囲
の
人
々
の
証
言
か
ら
も
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に

心
理
学
的
・
精
神
医
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
の
作
品
世
界
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
試
み
も
、

こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
研
究
の
中
で
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
の

が
、
本
共
同
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
精
神
科
医
柴
山
雅
俊

に
よ
る
、「
解
離
」
と
い
う
精
神
病
理
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
。
柴
山
は
、
著
書
『
解
離
性
障
害
』（
ち
く
ま
新
書
、

２
０
０
７
）
に
お
い
て
賢
治
の
作
品
を
幅
広
く
検
討
し
、
そ

の
体
験
内
容
が
解
離
現
象
と
し
て
よ
く
理
解
で
き
る
こ
と
を

示
し
、
以
後
の
賢
治
研
究
に
新
た
な
局
面
を
開
い
た
。

鈴
木
、
浜
垣
、
大
島
の
三
名
は
、
昨
年
度
の
共
同
研
究
に

お
い
て
、
こ
の
解
離
と
い
う
切
り
口
か
ら
宮
沢
賢
治
の
作
品

に
対
す
る
考
察
を
行
っ
た
が
、
今
年
度
は
柴
山
も
加
え
た
四

名
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
や
生
涯
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く

検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
年
度
が
始
ま
る
と
、

コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
予
想
外
の
要
因
に
よ
り
、
四
名
が
一
堂
に

会
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
事
態
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
掲
載

す
る
共
同
討
議
は
、
ウ
ェ
ブ
会
議
と
い
う
ま
さ
に
コ
ロ
ナ
時

代
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
賢
治
と
解
離
に
関
す
る
四
名
の
問

宮
沢
賢
治
共
同
討
議

　

―
賢
治
の
作
品
と
生
涯
に
お
け
る
解
離
の
諸
相
―

浜
垣　

誠
司（

１
）・
柴
山　

雅
俊（

２
）・
鈴
木　

健
司（

３
）・
大
島　

丈
志（

４
）

（27）
－106－



題
意
識
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
出
し
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。

討
議
は
二
部
に
分
け
て
行
い
、
第
一
部
で
は
柴
山
の
著
書

『
解
離
性
障
害
』
に
沿
っ
て
、
種
々
の
解
離
症
状
に
関
す
る

知
識
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
賢
治

の
作
品
を
見
て
い
っ
た
。

第
二
部
で
は
、
①
「
存
在
者
と
し
て
の
私
・
眼
差
し
と
し

て
の
私
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
賢
治
作
品
の
布
置
、
②
賢

治
の
解
離
の
原
因
と
生
育
史
、
③
賢
治
の
後
半
生
に
お
け
る

解
離
的
感
性
の
変
化
、
④
解
離
体
験
と
賢
治
の
「
心
象
ス

ケ
ッ
チ
」
の
目
的
、
⑤
「
原
初
的
意
識
」
と
解
離
の
関
係
、

と
い
う
５
つ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
浜
垣
か
ら
柴
山
へ
の
提

起
を
足
が
か
り
と
し
て
、
議
論
を
行
っ
た
。

掲
載
稿
の
文
字
数
の
制
約
に
よ
り
、
こ
の
う
ち
第
一
部
は

割
愛
し
て
第
二
部
の
み
を
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

前
半
か
ら
続
く
議
論
の
流
れ
が
や
や
追
い
に
く
く
な
っ
た
部

分
が
あ
る
こ
と
を
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
①
で
取
り
上
げ
て
い
る
「
存
在
者
と
し
て
の
私
・

眼
差
し
と
し
て
の
私
」
と
い
う
観
点
は
、
柴
山
の
解
離
理
論

に
お
け
る
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
解
離
状
態
に

お
け
る
「
私
」
は
、「
現
実
世
界
に
縛
ら
れ
た
存
在
者
」
と

「
想
像
世
界
を
見
る
眼
差
し
」
と
い
う
二
つ
に
分
か
れ
、
こ

れ
に
伴
っ
て
「
世
界
」
の
側
で
も
、
現
実
世
界
と
想
像
世
界

が
二
重
化
し
て
「
空
間
的
変
容
」
が
起
こ
る
と
想
定
す
る
も

の
で
あ
る
。
①
の
議
論
で
は
、
様
々
な
体
験
が
含
ま
れ
る
賢

治
作
品
を
、
主
に
ど
ち
ら
の
「
私
」
か
ら
見
た
世
界
が
記
述

さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
体
験
は
作
者
に
と
っ
て
肯
定
的

な
も
の
か
否
定
的
な
も
の
か
と
い
う
、
二
つ
の
軸
に
沿
っ
て

分
類
配
置
し
よ
う
と
試
み
た
。
解
離
性
障
害
の
臨
床
例
で
は
、

解
離
体
験
が
本
人
に
と
っ
て
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は

稀
で
あ
る
た
め
、
賢
治
の
体
験
が
双
方
に
分
布
し
て
い
る
の

は
特
徴
的
で
あ
る
。

第
一
部
（
割
愛
）

第
二
部

浜
垣　

第
二
部
で
は
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
や
生
涯
に
つ
い
て
、「
解

宮沢賢治共同討議
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離
」
と
い
う
観
点
か
ら
幾
つ
か
の
テ
ー
マ
を
私
の
方
か
ら
挙
げ
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
ご
一
緒
に
検
討
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

「
存
在
者
と
し
て
の
私
・
眼
差
し
と
し
て
の
私
」
と
い
う
観

点
か
ら
見
た
賢
治
作
品
の
布
置

浜
垣　

ま
ず
一
つ
に
は
、
柴
山
さ
ん
の
解
離
理
論
の
中
の
「
存
在
者

と
し
て
の
私
」
と
「
眼
差
し
と
し
て
の
私
」
と
い
う
、「
二
つ
の
私
」

の
視
点
と
い
う
問
題
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
か

ら
賢
治
の
い
ろ
ん
な
作
品
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
賢
治
が
背
後
か
ら

の
「
眼
差
し
」
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
場
面
は
非
常
に
多
い
で
す
が
、

そ
の
「
二
つ
の
私
」
と
い
う
点
か
ら
見
ま
す
と
、
も
と
も
と
賢
治
と

い
う
人
は
、
こ
の
二
つ
で
は
も
う
一
方
の
、「（
肉
体
を
持
っ
た
）
存

在
者
と
し
て
の
自
己
」
を
軽
視
す
る
き
ら
い
が
あ
っ
て
、「
眼
差
し

と
し
て
の
自
己
」
に
偏
重
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、

何
と
な
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
た
と
え
ば
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
性
的
な
も
の
を
抑
圧
し
て

い
た
と
か
、
あ
る
時
期
ま
で
体
の
健
康
に
無
頓
着
に
生
活
し
て
い
た

と
か
、「
俺
は
絶
対
漆
な
ど
に
ま
け
な
い
」
と
言
っ
て
自
分
か
ら
漆

の
液
を
顔
に
塗
り
つ
け
た
ら
ひ
ど
く
か
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ど
と

い
う
よ
う
な
、
自
分
の
身
体
を
邪
険
に
扱
う
よ
う
な
伝
記
的
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、『
春
と
修
羅
』
の
「
序
」
の
、

「
わ
た
く
し
と
い
う
現
象
は
…
…
」
と
い
う
説
明
で
す
け
れ
ど
も
、

「
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
」
と
言
っ
て
い
て
、「
透
明
な
幽

霊
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
「
存
在
者
」
と
い
う
要
素
が
な
く
、「
眼

差
し
」
的
な
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
ひ
か
り
は
た
も
ち
、
そ

の
電
燈
は
失
は
れ
」
と
い
う
と
こ
ろ
も
、「
ひ
か
り
」
と
い
う
の
が

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
魂
で
、「
電
燈
」
と
い
う
の
は
肉
体
か
と
思
い

ま
す
が
、
電
燈
の
方
は
失
わ
れ
て
も
頓
着
し
て
い
な
い
感
じ
が
し
ま

す
。

　

と
に
か
く
、
生
き
方
の
面
で
は
「
眼
差
し
」
の
方
に
偏
っ
て
い
る

よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
が
、
た
だ
作
品
を
見
ま
す
と
、
別
に
「
眼
差

し
」
の
こ
と
ば
か
り
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、「
存
在
者
」

の
視
点
も
感
じ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
に
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
の
書
き
出
し
の
と
こ
ろ
を
少
し
引
用

し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
あ
る
意
味
「
眼
差
し
」
が
ち
ょ
っ
と
移
行
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。「
秋
風
の
昏
倒
の

中
で
私
は
私
の
錫
い
ろ
の
影
法
師
に
ず
い
ぶ
ん
馬
鹿
て
い
ね
い
な
別

れ
の
挨
拶
を
や
っ
て
い
ま
し
た
」
は
、
柴
山
さ
ん
が
引
用
さ
れ
て
い
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（図１）種々の賢治作品における解離体験の様相
討議の結果、「インドラの網」は右端から左端に移動した。
また「小岩井農場」は、左右に大きく揺れ動いていると考え
られた。

た
よ
う
に
、
わ
り
と
体
外
離
脱
的
な
「
眼
差
し
」
の
私
が
見
て
い
る

と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
物
語
の
内
部
に
入
っ
て
い
き
ま
す
と
、
自

分
が
別
の
世
界
に
、
天
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
ろ
ん

な
不
思
議
な
体
験
を
す
る
と
い
う
、「
存
在
者
」
の
ほ
う
が
別
の
世

界
に
入
っ
て
い
っ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。

　

細
か
く
見
る
と
、
作
品
の
中
で
視
点
が
変
わ
っ
て
い
る
部
分
も
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
レ
ジ
ュ
メ
の
７
ペ
ー
ジ
の
下
の
図
（
図
１
）
の
よ

う
に
、
賢
治
の
様
々
な
作
品
を
四
つ
の
象
限
に
分
け
て
み
ま
し
た
。

横
の
軸
は
、「
主
に
自
己
が
変
容
し
て
い
る
か
、
外
界
が
変
容
し
て

い
る
か
」
と
い
う
観
点
で
分
け
て
い
て
、
先
ほ
ど
柴
山
さ
ん
か
ら
指

摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
自
己
が
変
容
す
る
と
外
界
も
多
か

れ
少
な
か
れ
変
容
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
典
型

的
に
は
、「
外
界
が
変
容
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
自
分
は
あ
ま
り
変

わ
っ
て
い
な
い
」
と
感
じ
る
場
合
と
、「
主
に
自
分
が
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
」
と
感
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
軸
に
沿
っ
て
並

べ
て
い
ま
す
。

　

典
型
的
な
作
品
を
選
ん
だ
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
分
け
て
み

る
と
左
の
端
か
右
の
端
か
と
い
う
形
で
、
両
極
端
に
寄
っ
て
い
る
感

じ
が
し
ま
す
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
変
容
し
て
い
る
の
は
自
分
な
わ
け
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で
す
か
ら
、
も
っ
と
中
間
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
体
外
離
脱

を
し
て
い
た
り
、
離
人
症
的
に
な
っ
て
い
た
り
、
疎
隔
に
な
っ
て
い

た
り
と
い
う
感
じ
の
状
態
が
左
の
方
に
あ
っ
て
、
異
界
に
ま
ぎ
れ
込

ん
で
し
ま
う
よ
う
な
体
験
は
右
側
の
方
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
図
の
上
下
の
軸
は
、
そ
の
よ
う
な
「
変
容
体
験
」
が
、

自
分
に
と
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
分
け
て
い
ま
す
。
作
品
に
よ
っ
て
、
恍
惚
と
す
る
ほ
ど

の
喜
び
が
あ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
不
気
味
さ
や
恐
怖
が
伴
う
も
の
も

あ
り
ま
す
。

　
「
眼
に
て
云
ふ
」
は
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
「
眼
差
し
」

が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
面
白
い
と
思
う
の
で

す
け
れ
ど
も
、
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
「
存
在
者
」
と
し
て
の
自
分

を
、
ど
こ
か
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
眼
差
し
」
と
し
て
見
な
が
ら
、

ま
た
き
れ
い
な
青
空
を
眺
め
て
い
る
と
い
う
、
印
象
的
な
作
品
で
す
。

こ
こ
で
は
身
体
は
本
当
に
苦
し
い
の
で
し
ょ
う
が
、
一
種
の
体
外
離

脱
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
思
議
な
平
静
を
獲
得
し
て
い
ま
す
。

現
実
に
は
非
常
に
重
症
な
わ
け
で
す
か
ら
、
全
体
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
体
験
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
変
容
」
の
お
か
げ
で
肉
体

的
な
苦
し
み
を
離
れ
て
清
々
し
い
心
境
で
い
る
こ
と
か
ら
、
肯
定
的

な
方
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
柴
山
さ
ん
か
ら
い
ろ
ん
な
ご
意
見
を
う
か
が
い
た

い
と
思
い
ま
す
が
、「
存
在
者
」
の
視
点
と
「
眼
差
し
」
の
視
点
を

含
め
て
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

柴
山　

私
は
、「
存
在
者
」
と
い
う
の
は
、
現
実
の
こ
の
世
界
の

4

4

4

4

4

4

4

4

「
い
ま
・
こ
こ
」
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
を
「
存
在
者
」
と
し
て
い

る
。
こ
の
図
で
い
わ
れ
て
い
る
「
存
在
者
」
は
、
空
想
の
世
界
へ

入
っ
た
私
も
「
存
在
者
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」

の
中
で
、
別
れ
の
挨
拶
を
し
て
歩
い
て
い
く
「
私
」
は
体
外
離
脱
し

た
「
私
」
で
す
。「
錫
い
ろ
の
影
法
師
」
は
現
実
の
世
界
の
な
か
の

「
存
在
者
と
し
て
の
私
」
で
す
。
そ
れ
に
別
れ
を
告
げ
て
、「
眼
差
し

と
し
て
の
私
」
が
歩
い
て
行
き
、
幻
想
的
な
も
う
一
つ
の
世
界
へ
と

入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

浜
垣　
「
眼
差
し
」
の
ま
ま
で
ず
っ
と
入
る
。

柴
山　
「
眼
差
し
」
の
ま
ま
だ
け
れ
ど
も
、
レ
ジ
ュ
メ
の
四
ペ
ー
ジ

の
「
空
間
的
変
容
」
の
図
（
図
２
）
を
見
る
と
、
想
像
世
界
に
入
る
。

「
眼
差
し
と
し
て
の
私
」
か
ら
想
像
の
世
界
へ
没
入
し
て
い
く
。「
イ

ン
ド
ラ
の
網
」
は
現
実
の
世
界
の
な
か
の
「
存
在
者
と
し
て
の
私
」

か
ら
、
想
像
世
界
に
お
け
る
「
存
在
者
と
し
て
の
私
」
へ
の
没
入
な
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ら
あ
り
か
な
と
。

浜
垣　

想
像
世
界
の
ほ
う
に
。

柴
山　
「
存
在
者
と
し
て
の
私
」
は
、
世
界
内
存
在
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
だ
か
ら
、
現
実
の
世
界
の
中
に
お
け
る
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い

私
で
す
。「
眼
差
し
と
し
て
の
私
」
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
、
想
像
世
界
に
お
け
る
「
没
入
し
た

私
」
は
、「
存
在
者
と
し
て
の
私
」
の
よ
う
な
逃
れ
な
さ
と
い
う
の

は
な
い
。

浜
垣　

そ
う
で
す
ね
。
自
由
に
。

柴
山　

自
由
に
動
き
回
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
私
は
「
眼
差
し
」
側

か
ら
「
存
在
者
」
側
へ
と
い
う
矢
印
は
ち
ょ
っ
と
違
和
感
を
感
じ
る
。

浜
垣　

わ
か
り
ま
し
た
。
確
か
に
体
外
離
脱
し
た
「
眼
差
し
」
と
し

て
の
私
の
ま
ま
で
、
空
想
世
界
へ
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

柴
山　

入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
記
憶
は
つ
な
が
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
体
外
離
脱
し
て
別
の
世
界
へ
行
く
け
ど
、
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
力
強
い
で
す
よ
ね
。
普
通
、
解
離
だ
と

別
の
世
界
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て
記
憶
が
な
く
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
け

ど
、
そ
う
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
記
憶
は
つ
な
が
っ
て
、
最
低
限
同

一
性
が
保
た
れ
て
い
る
の
が
「
空
間
的
変
容
」
で
す
か
ら
。

（図２）空間的変容（柴山：2020年２月，京都）
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浜
垣　

確
か
に
そ
れ
は
そ
う
で
す
ね
。
す
る
と
た
と
え
ば
、「
う
し

ろ
よ
り
に
ら
む
も
の
あ
り
」
と
い
う
短
歌
が
あ
り
ま
す
が
、「
う
し

ろ
よ
り
に
ら
む
も
の
あ
り
」
と
後
ろ
の
視
線
を
感
じ
て
い
る
の
は
、

「
存
在
者
」
な
わ
け
で
す
ね
。

柴
山　

そ
う
で
す
。

浜
垣　
「
う
し
ろ
よ
り
に
ら
む
も
の
あ
り
」
は
、
こ
れ
は
「
存
在
者
」

側
が
描
い
て
い
る
。

柴
山　

そ
う
で
す
。
覚
醒
度
が
高
い
。

浜
垣　
「
黒
板
は
赤
き
傷
受
け
」
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、

ど
っ
ち
か
曖
昧
で
す
ね
。

柴
山　

こ
れ
は
原
初
の
意
識
だ
か
ら
、
多
少
は
夢
み
た
い
な
方
向
。

夢
で
あ
っ
て
も
覚
え
て
い
れ
ば
記
憶
は
飛
ん
で
い
な
い
か
ら
、
解
離

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
。

　

周
り
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
か
、
逃
げ
出
せ
な
い
と
か
、
蛇
に
に

ら
ま
れ
た
蛙
み
た
い
な
動
け
な
さ
は
「
存
在
者
」
と
し
て
の
あ
り
方

で
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
も
そ
う
で
す
。
こ
こ
に
い
て
昔
の
記
憶
が

襲
っ
て
き
て
バ
ー
ッ
と
侵
入
さ
れ
る
体
験
。
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
は

も
う
一
つ
あ
っ
て
、
私
は
体
外
離
脱
型
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
名
づ

け
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
が
起
こ
っ
て
い
る

自
分
を
見
て
い
る
自
分
も
い
る
。
だ
け
ど
、
基
本
は
現
実
の
世
界
か

ら
離
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
苦
し
さ
、
そ
れ
が
私
の
言
う
「
存
在
者
」

で
す
。
浜
垣
さ
ん
の
自
由
に
使
っ
て
い
た
だ
い
て
も
い
い
で
す
が
。

浜
垣　

い
え
い
え
、
混
乱
し
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
柴
山
さ
ん
の
方

に
合
わ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
短
歌
の
「
毒
ヶ
森
南
昌
山
の
一
つ
ら
は
」
は
、
岩
頸

が
自
分
の
ほ
う
に
ガ
ー
ッ
と
迫
っ
て
く
る
の
で
、「
存
在
者
」
で
い

い
で
す
ね
。

柴
山　

そ
う
そ
う
。

浜
垣　
「
沼
森
」
も
そ
う
で
す
ね
。

柴
山　

覚
醒
度
は
高
い
け
れ
ど
も
、
両
方
意
識
変
容
で
す
。
離
隔
も

気
配
過
敏
も
意
識
変
容
で
す
。

浜
垣　

で
す
か
ら
図
上
で
は
こ
の
場
所
で
い
い
で
す
ね
。

柴
山　

場
所
は
こ
こ
。

浜
垣　
「
小
岩
井
農
場
」
で
天
の
童
子
が
出
現
す
る
ユ
リ
ア
、
ペ
ム

ペ
ル
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
体
験
と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

柴
山　

あ
そ
こ
ら
辺
は
空
想
の
世
界
と
現
実
の
世
界
の
間
を
行
っ
た

り
来
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
空
想
の
世
界
に
も
入
っ
て
い

る
し
、
体
外
離
脱
の
と
き
に
自
分
の
そ
ば
に
子
ど
も
た
ち
が
い
る
と
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い
う
の
も
あ
る
。
臨
死
体
験
な
ん
か
は
、
死
の
間
際
に
天
使
が
舞
い

降
り
る
と
か
、
そ
れ
で
安
心
で
き
る
と
か
よ
く
い
う
。
体
外
離
脱
の

と
き
に
空
想
的
な
存
在
が
幻
視
さ
れ
る
と
い
う
の
も
あ
る
わ
け
で
す
。

浜
垣　
「
小
岩
井
農
場
」
に
お
け
る
体
験
は
、
左
右
の
軸
で
い
う
と

左
に
行
っ
た
り
右
に
行
っ
た
り
、
か
な
り
揺
れ
動
く
よ
う
な
感
じ
で

し
ょ
う
か
。
常
に
左
に
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
右
の
ほ
う
に
行
っ

た
り
左
の
ほ
う
に
行
っ
た
り
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。

柴
山　

そ
う
そ
う
。
ど
っ
ち
か
に
偏
る
と
か
、
行
っ
た
り
来
た
り
す

る
と
か
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
す
か
ら
、
全
体
的
に
は
空
間

的
変
容
の
範
囲
内
で
す
。

浜
垣　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
部
「
イ
ン
ド
ラ
の
網
」
な
ど

は
再
考
を
要
し
ま
す
が
、
一
応
「
眼
差
し
」
と
し
て
見
て
い
る
作
品

も
あ
れ
ば
、「
存
在
者
」
が
そ
う
い
う
切
迫
感
に
お
の
の
い
て
い
た

り
す
る
作
品
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
左
右
の
横
軸
で
作
品
を
分
け

る
こ
と
自
体
は
お
か
し
く
な
い
で
す
か
。

柴
山　

要
す
る
に
「
存
在
者
」
の
世
界
が
ど
こ
な
の
か
。
現
実
世
界

な
の
か
想
像
世
界
な
の
か
が
分
け
ら
れ
る
と
、
も
う
ち
ょ
っ
と
わ
か

り
や
す
い
。

浜
垣　

想
像
世
界
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
中
の
自
己
は
も
う

「
存
在
者
」
で
は
な
く
て
「
眼
差
し
」
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

柴
山　

世
界
が
想
像
の
方
向
へ
足
を
突
っ
込
ん
で
い
る
の
か
、
現
実

の
世
界
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
と
い
い
か
な
と
は
思
い
ま

す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

浜
垣　

そ
う
い
う
視
点
で
作
品
世
界
を
見
て
み
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

柴
山　

そ
う
で
す
ね
。

浜
垣　

ま
た
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
島
さ
ん
か

ら
「
存
在
者
」
と
「
眼
差
し
」
と
い
う
こ
の
辺
で
ご
意
見
な
ど
あ
り

ま
す
か
。

大
島　

私
は
こ
こ
で
は
大
丈
夫
で
す
。

鈴
木　
「
毒
ヶ
森
南
昌
山
の
一
つ
ら
は
」
の
短
歌
に
つ
い
て
聞
い
て

い
た
だ
い
た
の
で
、
と
て
も
助
か
り
ま
す
。
い
ま
こ
こ
の
と
こ
ろ
を

考
察
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
位
置
づ
け
と
い
う
か
、「
存
在
者
と
し

て
の
自
己
」
が
恐
怖
感
を
も
っ
て
い
て
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
で
す
か
ら
こ
こ
に
入
れ
て
い
ま
す
が
、「
沼
森
」
の
い
わ
ゆ
る
脅

え
方
と
い
う
か
、
に
ら
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
過
激
に
反
応

し
た
り
す
る
の
も
同
じ
場
所
に
入
る
と
い
う
形
に
な
る
と
、
私
と
し

て
は
文
章
を
書
き
や
す
く
な
る
の
で
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
な
と
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思
っ
て
い
ま
す
。

　

後
々
私
は
「
風
景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
を
ま
と
め
て
い
こ
う
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
が
、「
眼
差
し
」
と
し
て
自
己
か
ら
離
れ
た
も
の
が
、

「
眼
差
し
」
側
か
ら
「
存
在
者
と
し
て
の
自
分
」
に
語
り
か
け
て
く

る
。
そ
こ
と
の
や
り
と
り
の
不
可
思
議
さ
と
い
う
か
、
そ
れ
が
読
者

と
し
て
は
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
な
わ
け
で
す
が
、
あ
あ
い
う
も

の
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
こ
の
図
の
な
か
に
入
る
の
か
、
ま
た
教
え
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
は
思
い
ま
す
。

　

オ
ル
ゴ
ー
ル
と
い
う
の
は
風
の
音
の
感
じ
な
の
で
、
風
は
先
ほ
ど

話
題
に
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
世
界
の
変
容
の
イ
メ
ー
ジ
か
な
と
。

豊
沢
川
縁
を
宮
沢
賢
治
が
歩
い
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
空
間

全
体
が
変
容
し
て
い
る
な
か
で
、「
眼
差
し
と
し
て
の
自
己
」
が
自

分
に
語
り
か
け
て
、
自
分
も
ま
た
語
り
返
す
み
た
い
な
こ
と
の
内
面

の
劇
の
よ
う
な
も
の
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
外
側
も
、
ぐ
わ
ー
ん

ぐ
わ
ー
ん
ぐ
わ
ー
ん
と
風
に
よ
っ
て
電
線
が
鳴
る
音
を
「
オ
ル
ゴ
ー

ル
」
と
表
す
の
で
す
が
、
大
き
な
意
識
変
容
で
空
間
が
変
化
し
て
い

る
と
い
う
意
識
の
な
か
で
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
な
の
か
な
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
ど
こ
か
で
ま
た
話
題
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い

と
思
い
ま
し
た
。

浜
垣　

私
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
ま
ず
自
己
が
何
ら
か
の
変
容
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
界
が
変
容
し
た
と
感
じ
ら
れ
る
わ
け
な
の

で
、
主
に
外
界
が
変
容
し
た
の
か
、
自
分
の
変
容
な
の
か
と
い
う
分

け
方
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
己
よ
り
先
に
空
間
が
変
容
し

た
と
考
え
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
無
理
が
生
じ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木　

当
然
自
分
が
最
初
に
変
化
す
る
。
何
か
神
経
系
統
の
変
化
み

た
い
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
も
う
一
つ

の
「
眼
差
す
自
分
」
が
そ
こ
で
現
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
世
界
が
、

空
気
感
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
一
緒
だ
と
思
い
ま
す
。

柴
山　

当
然
伴
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

鈴
木　

そ
の
分
「
風
景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
の
あ
た
り
は
非
常
に
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
詩
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
根
拠
な
の
か
な
と
。
ほ
か
の

詩
人
は
そ
う
い
う
世
界
を
つ
く
ら
な
い
の
で
、
宮
沢
賢
治
独
特
の
世

界
か
な
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
「
真
空
溶
媒
」
と
い
う
典
型
的
な
詩

が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
風
景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
あ
た
り
も

か
な
り
宮
沢
賢
治
的
な
世
界
を
表
し
た
詩
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

賢
治
の
解
離
の
原
因
と
生
育
史

浜
垣　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
議
論
を
次
に
進
め
ら
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れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

次
の
二
番
目
は
、
解
離
の
原
因
論
と
も
関
係
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ

賢
治
は
解
離
に
近
い
よ
う
な
体
験
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
臨
床
的
に
は
、
解
離
の
要
因
と
し
て
柴
山
さ
ん
も

引
用
さ
れ
て
い
たK

luft

の
四
因
子
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
①

も
と
も
と
持
っ
て
い
る
要
因
と
し
て
「
被
催
眠
性
な
ど
解
離
能
力
が

高
い
」、
②
「
子
ど
も
の
自
我
の
適
応
能
力
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
外

傷
体
験
」、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ウ
マ
的
な
体
験
で
す
ね
。
あ
と

は
そ
れ
を
さ
ら
に
修
飾
す
る
要
因
と
し
て
、
③
「
解
離
的
防
衛
と
い

う
型
を
決
定
し
病
像
を
形
成
す
る
外
的
影
響
や
個
体
側
の
生
来
的
素

質
」、
④
「
重
要
な
他
者
か
ら
の
刺
激
防
衛
や
修
復
経
験
が
供
給
さ

れ
な
い
こ
と
」、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
四
因
子
説
で
は
、
ト
ラ
ウ
マ
的
な
出
来
事
が
あ
っ
た
上
で
、

③
④
が
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
賢
治
の
場
合
は
先
程

か
ら
話
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
家
庭
環
境
に
大
き
な
問
題
は
な
か
っ
た

よ
う
で
、
逆
に
非
常
に
恵
ま
れ
た
環
境
で
育
っ
た
と
言
え
ま
す
。
明

ら
か
な
ト
ラ
ウ
マ
体
験
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。

　

す
る
と
、
賢
治
の
解
離
の
要
因
と
し
て
は
、
①
の
「
生
来
の
解
離

し
や
す
さ
」
だ
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ト
ラ
ウ
マ
を
受
け
た
、
受
け
な
い
と
は
別

に
、
こ
う
い
う
傾
向
を
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
人
と
そ
れ
ほ
ど
で

な
い
人
は
あ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、
賢
治
の
場
合
は
も
と
も
と
体
質

的
に
そ
う
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
と
し
て

は
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

解
離
傾
向
と
い
う
意
味
で
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ（
５
）で
考
え
て
み
る
と
、
賢
治
に

は
区
画
化
の
症
状
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
意
識
変
容
の
ス
コ
ア
は
非
常

に
高
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
も
し
も
Ｄ
Ｅ
Ｓ
を
や
っ
て
も
ら
っ
た
ら

お
そ
ら
く
相
当
に
高
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
賢
治
に
は
、

も
と
も
と
そ
う
い
う
素
質
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
わ

け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
原
因
に
よ
っ
て
症
状
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
で

す
が
、
私
の
個
人
的
な
印
象
で
は
、
生
来
の
素
因
に
よ
る
人
で
は
、

区
画
化
症
状
の
健
忘
や
人
格
交
代
ま
で
な
る
人
は
な
い
の
に
対
し
て
、

外
傷
体
験
を
受
け
た
人
は
、
離
隔
症
状
も
も
ち
ろ
ん
出
ま
す
け
れ
ど

も
、
区
画
化
症
状
も
出
る
と
い
う
形
で
、
両
方
の
症
状
が
出
て
く
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。
賢
治
の
場
合
は
、
外
傷
体
験
の
影
響
は
お
そ
ら

く
な
い
の
で
、
生
来
の
素
因
か
ら
く
る
「
解
離
的
な
感
性
」
を
持
っ

て
い
た
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
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思
春
期
に｢

静
座
法｣

を
受
け
た
時
に
、
勝
手
に
体
が
動
き
始
め

た
と
、
い
わ
ゆ
る
催
眠
状
態
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
状
態

に
な
っ
た
り
し
た
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
思

い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
健
全
な
意
識
は
一
方
で
持
ち
な
が
ら
、

か
な
り
解
離
的
な
天
性
も
持
っ
て
い
た
と
、
そ
の
辺
を
ど
う
う
ま
く

説
明
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
の
が
個
人
的
な
問
題
意
識
で
す
が
、

柴
山
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

柴
山　

確
か
に
外
傷
体
験
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
解
離
の
人
た

ち
と
会
っ
て
い
る
と
、
自
分
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
自
然
に
、
自
由

に
人
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
封
印
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
が
多

い
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
高
い
表
現
能
力
が
あ
り
、

「
表
現
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
（
表
現
し
な
い
と
病
気
に
な
っ
て

し
ま
う
）
人
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
人
に
そ
の
表
現
を
共
感
し

て
ほ
し
い
感
情
が
強
い
。
し
か
し
、
い
ろ
ん
な
事
情
で
そ
う
い
っ
た

表
現
を
押
し
殺
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
相
手
が
望
む
こ
と
、
そ

の
場
が
望
む
こ
と
、
そ
の
場
に
許
さ
れ
た
こ
と
し
か
表
出
で
き
な

か
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
相
手
の
要
望
に
か
な
っ
た
私
し
か
出

せ
な
い
の
で
、
そ
れ
以
外
な
も
の
を
切
り
離
す
と
い
う
か
、
横
へ
置

い
て
お
く
経
験
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
全
体
を
表
出

で
き
れ
ば
健
康
は
保
た
れ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
表
出
で
き
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
を
大
人
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
形
で
表
出
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
て
、
表
現
す
る
こ
と
で
何
と
か
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
の

か
な
と
。
虐
待
は
な
い
け
れ
ど
も
、
小
さ
い
時
の
家
庭
の
雰
囲
気
が

ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
黙
っ
て
い
る
父
親
の
圧
力
は
ど
ん
な
も

の
だ
っ
た
の
か
。
安
心
し
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う
人
が
解
離
の
人
。

父
親
が
何
を
言
い
出
す
か
わ
か
ら
な
い
と
か
、
怖
い
と
い
つ
も
び
く

び
く
し
て
、
変
な
も
の
を
表
出
し
に
く
い
。
表
出
す
る
と
怒
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
の
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。

浜
垣　

お
父
さ
ん
が
部
屋
に
い
な
い
と
き
に
は
、
お
母
さ
ん
や
き
ょ

う
だ
い
と
楽
し
く
い
ろ
ん
な
話
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
お
父
さ
ん

が
部
屋
に
入
っ
て
く
る
と
賢
治
は
さ
っ
と
黙
っ
て
、
か
し
こ
ま
っ
て

き
ち
ん
と
し
て
い
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
ね
。
お
母
さ
ん
と
は
何

で
も
話
は
で
き
た
み
た
い
で
す
が
、
お
父
さ
ん
の
前
で
は
変
な
話
を

す
る
と
「
怪
力
乱
心
を
語
る
な
」
と
言
わ
れ
た
り
、
あ
ま
り
い
い
顔

を
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
あ
っ
た
家
だ
と
思
い
ま
す
。
お
父
さ
ん
の
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こ
と
は
非
常
に
尊
敬
し
な
が
ら
、
や
は
り
逆
ら
え
な
か
っ
た
で
す
し
、

非
常
に
大
き
な
存
在
で
し
た
か
ら
、
そ
の
前
で
は
す
ご
く
抑
え
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

柴
山　

も
と
も
と
小
さ
い
時
か
ら
そ
う
い
う
資
質
に
あ
ふ
れ
て
い
た

の
で
、
そ
れ
を
全
面
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
環
境
だ
っ
た
ら
い

い
け
ど
、
そ
れ
が
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
悲
劇
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
何
と
か
表
出
し
て
き
た
の
か
な
。

浜
垣　

そ
う
で
す
ね
。
思
春
期
以
降
は
短
歌
を
作
っ
た
り
た
く
さ
ん

表
出
し
て
い
ま
す
。

柴
山　

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ど
う
で
す
か
。

鈴
木　

い
ま
の
問
題
で
、
じ
つ
は
大
島
さ
ん
と
も
宮
沢
賢
治
の
子

ど
も
の
頃
の
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
話
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
私

が
「
賢
治
研
究
」
に
載
せ
た
こ
と
で
す
が
、
母
親
が
賢
治
と
親
戚
で
、

そ
の
息
子
さ
ん
で
七
十
幾
つ
の
人
が
母
親
か
ら
聞
い
た
宮
沢
賢
治
の

小
さ
い
頃
の
こ
と
と
か
、
自
分
が
子
ど
も
の
頃
に
見
た
宮
沢
賢
治
お

じ
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
三
つ
、
四
つ
語
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
の
一
つ
に
、
宮
沢
賢
治
は
結
構
ガ
キ
大
将
っ

ぽ
い
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

あ
の
辺
は
裕
福
な
家
庭
が
み
ん
な
親
戚
関
係
に
な
っ
て
い
て
、
私

に
語
っ
て
く
れ
た
人
の
お
母
さ
ん
は
宮
沢
賢
治
の
一
つ
下
で
す
が
、

本
当
に
身
近
な
親
戚
で
家
も
近
く
、
宮
沢
賢
治
の
あ
と
に
つ
い
て
遊

ん
で
い
た
ら
し
い
で
す
が
、
宮
沢
賢
治
が
学
生
の
時
に
親
戚
の
子
ど

も
た
ち
を
集
め
て
、
蔵
の
な
か
で
米
俵
の
上
に
乗
っ
て
『
あ
あ
、
無

情
』
の
本
を
読
ん
で
く
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
か
し
こ
ま
っ
て
聞
い

て
い
た
の
が
お
母
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
い
う
話
を
聞
く
と
、
賢
治
は
た
だ
真
面
目
な
お
と
な
し
い
ひ

弱
な
感
じ
で
は
な
く
て
、
結
構
自
分
を
表
現
す
る
よ
う
な
側
面
も

あ
っ
た
。
逆
に
、
こ
う
い
う
人
だ
か
ら
あ
と
で
あ
あ
い
う
お
も
し
ろ

い
話
を
書
く
人
に
な
っ
た
の
か
な
と
腑
に
落
ち
た
部
分
も
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
あ
た
り
と
、
お
父
さ
ん
の
前
に
出
る
と
自
分
を
封

印
し
て
し
ま
う
家
庭
環
境
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
私
は
取
材
の
な
か
で
感

じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

柴
山　

要
す
る
に
、
場
所
に
よ
っ
て
自
分
を
変
え
る
。

鈴
木　

変
え
る
ん
で
す
ね
。

柴
山　

そ
う
い
う
こ
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
も
と
目
立

ち
た
り
が
屋
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

鈴
木　

そ
の
辺
は
大
島
さ
ん
、
い
か
が
で
す
か
。

大
島　

確
か
に
青
年
期
か
ら
は
お
父
さ
ん
の
影
響
か
ら
脱
し
て
い
く

宮沢賢治共同討議

（38）
－95－



わ
け
で
す
が
、
た
と
え
ば
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
も
ほ
と
ん
ど
父
が
不

在
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
に
至
っ
て
は
お
父
さ
ん
と
お
母

さ
ん
に
死
ん
で
も
ら
わ
な
い
こ
と
に
は
物
語
が
動
か
な
い
と
い
う
形

で
、
現
実
の
政
次
郎
さ
ん
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
は

ず
っ
と
続
い
て
い
く
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

父
の
重
圧
は
す
ご
く
あ
っ
た
の
か
な
。
父
親
の
政
次
郎
が
い
い
悪

い
で
は
な
く
て
、
道
が
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
大
正
、
昭

和
の
賢
治
に
と
っ
て
辛
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
な
。
い
わ
ゆ
る
実

家
を
継
が
な
き
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
最
終
的
に
は
逃
げ
て
し
ま

う
わ
け
で
す
が
。

　

あ
と
、
鈴
木
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
同
じ
で
、
中
学
校
の
時
に
寮

で
暴
れ
、
参
謀
は
賢
治
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

中
に
抱
え
て
い
た
負
の
部
分
、
ガ
キ
大
将
の
部
分
、
ず
る
い
部
分
と

い
う
の
が
抑
え
ら
れ
て
い
た
感
じ
は
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
、「
や
ま
な
し
」
を
読
む
と
、
お
父
さ
ん
に
安
定
感
が
あ
る

し
、
正
義
と
い
う
か
、
人
間
、
人
生
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
死
と

は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
恐
れ
な
く
て
い
い
と
い
う
ふ
う
に
、
や
は
り

お
父
さ
ん
な
り
の
パ
ワ
ー
と
い
う
か
、
い
ろ
い
ろ
真
理
を
説
い
て
く

れ
る
存
在
で
す
。
そ
こ
に
お
母
さ
ん
は
い
な
い
。
実
際
の
政
次
郎
さ

ん
は
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
ず
っ
と
あ

る
の
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
本
当
か
う
そ
か
知
ら
な
い
け
ど
、
最
期
の
死
ぬ
間
際
に
、

「
や
っ
と
お
父
さ
ん
に
褒
め
ら
れ
た
」
と
言
っ
て
死
ん
で
い
き
ま
す
。

伝
説
の
可
能
性
も
十
分
あ
り
ま
す
が
、
最
期
に
そ
の
言
葉
が
出
て
き

て
し
ま
う
っ
て
、
す
さ
ま
じ
い
話
だ
な
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。

浜
垣　

そ
う
で
す
ね
。
な
ん
か
悲
し
い
で
す
ね
。

柴
山　

ず
る
い
子
と
い
う
の
は
ど
こ
ら
辺
で
し
た
か
。

大
島　

中
学
校
時
代
に
成
績
が
落
ち
る
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
反
抗

期
に
な
る
。
お
父
さ
ん
と
距
離
も
離
れ
ま
す
の
で
、
寮
で
暴
れ
て
み

た
り
と
か
し
て
…
…

鈴
木　

そ
う
で
す
ね
。
舎
監
の
排
斥
運
動
に
入
り
ま
す
ね
。

大
島　

そ
の
リ
ー
ダ
ー
格
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

柴
山　

い
た
ず
ら
っ
子
？
い
た
ず
ら
っ
子
で
は
な
い
で
す
ね
。

大
島　

い
た
ず
ら
っ
子
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
さ
っ
き
の
鈴
木
さ
ん
の

話
と
も
つ
な
が
り
ま
す
が
、
ボ
ス
だ
っ
た
り
、
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
し

た
り
す
る
の
も
得
意
だ
と
思
い
ま
す
し
、
言
葉
に
力
も
あ
り
ま
す
し
、

た
だ
、
そ
こ
は
父
親
の
前
で
抑
え
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
か
な
と
思

い
ま
す
。
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浜
垣　

そ
う
で
す
ね
。
お
父
さ
ん
の
前
で
は
ま
っ
た
く
違
う
の
で

し
ょ
う
。

柴
山　

違
う
。
自
分
を
変
え
る
わ
け
だ
。

浜
垣　

そ
の
辺
は
、
少
し
自
分
の
な
か
に
切
り
か
え
る
チ
ャ
ン
ネ
ル

を
も
と
も
と
作
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

大
島　

浜
垣
さ
ん
の
レ
ジ
ュ
メ
の
上
段
の
と
こ
ろ
に
、「
愛
着
の
問

題
も
」
と
あ
り
ま
す
が
、
賢
治
と
父
は
愛
情
も
す
ご
く
あ
る
。
賢
治

が
赤
痢
で
寝
込
ん
だ
と
き
、
お
父
さ
ん
が
看
病
し
た
ら
お
父
さ
ん
も

感
染
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
か
ら
内
臓
が
弱
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

だ
か
ら
、
両
方
く
っ
つ
く
と
よ
け
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
る
の
か
な

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
お
父
さ
ん
を
尊
敬
も
し
て
い
る
し
、

愛
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ど
う
に
も
身
動
き
が
と
れ
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
が
あ
る
の
か
な
と
思
う
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

柴
山　

親
は
「
よ
し
よ
し
」
と
可
愛
が
り
な
が
ら
、
怖
い
表
情
で
脅

か
し
て
み
た
り
と
か
、
微
妙
な
、
混
乱
さ
せ
る
情
報
を
与
え
る
こ
と

が
解
離
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
い
ろ
ん
な

愛
着
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
よ
く
わ
か
り
ま

せ
ん
。
本
当
に
そ
う
か
な
と
疑
問
に
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

私
は
安
心
で
き
な
い
と
い
う
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

安
心
で
き
る
と
い
う
の
は
解
離
の
場
合
ど
う
い
う
の
か
と
い
う
と
、

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
、
肯
定
し
て
捉
え
て
も
ら
え
る
環
境
の
な
か
で
表

現
す
る
こ
と
。
特
に
彼
の
場
合
は
表
現
力
が
す
ご
い
の
で
、
表
現
力

と
い
う
か
表
出
す
る
要
望
が
強
い
。
表
現
し
て
い
な
い
と
バ
ラ
ン
ス

を
崩
す
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
親
か
ら
表
現
欲
を
否
定
さ
れ
る
と

い
う
の
も
関
係
す
る
か
と
、
私
は
そ
こ
に
注
目
し
て
し
ま
う
。
愛
着

と
い
う
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
あ
っ
て
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。

浜
垣　

リ
ラ
ッ
ク
ス
と
い
う
意
味
で
は
、
確
か
に
お
父
さ
ん
の
前
で

は
リ
ラ
ッ
ク
ス
は
で
き
ず
、
い
つ
も
正
座
を
し
て
い
る
よ
う
な
家
庭

だ
っ
た
か
ら
、
そ
う
い
う
の
は
多
少
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

柴
山　

こ
こ
ら
辺
は
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
原
因
探
し
と
い
う
の

は
。

賢
治
の
後
半
生
に
お
け
る
解
離
的
感
性
の
変
化

浜
垣　

で
は
、
次
は
三
番
に
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
先

ほ
ど
話
題
に
な
っ
て
い
た
、
賢
治
も
「
お
じ
さ
ん
」
に
な
っ
て
い
っ

た
の
か
、
と
い
う
話
で
す
ね
。
一
般
論
と
し
て
も
年
齢
を
重
ね
る
ご

と
に
解
離
的
な
感
性
は
減
少
し
て
い
く
方
向
に
は
あ
る
と
言
わ
れ
て
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い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
柴
山
さ
ん
も
書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
賢

治
自
身
の
意
識
的
な
変
化
と
し
て
も
、
自
分
、
個
人
の
感
性
だ
け
で

生
き
る
の
で
は
な
く
て
、
社
会
、「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
も
の
に
対

し
て
意
識
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
で
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
感
覚
ば
か

り
に
耽
溺
す
る
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
れ
は
私
も
同
感
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

杉
浦
静
さ
ん
は
、「
小
岩
井
農
場
」
を
推
敲
す
る
過
程
で
の
賢
治

の
変
化
と
し
て
、「
幻
想
へ
の
価
値
付
け
の
逆
転
」
と
い
う
こ
と
を

書
い
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
私
も
そ
う
い
う
こ
と
は
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

晩
年
に
な
る
と
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
若
い
頃
は
自
然

の
中
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
の
中
か
ら
そ
う
い
う
感
覚
を
も

ら
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
病
気
で
そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
実
際
上
の
変
化
と
し
て
は
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

あ
と
、
賢
治
は
手
帳
に
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
を
書
い
て
い
ま
し
た

が
、
残
さ
れ
た
晩
年
の
手
帳
を
見
る
と
、
晩
年
は
ほ
と
ん
ど
文
語
で

書
き
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
若
い
頃
と
は
変
化

し
て
い
て
、
単
に
外
に
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く

て
、
ま
た
社
会
と
の
関
係
と
い
う
だ
け
で
も
な
く
て
、
文
語
で
書
き

つ
け
た
理
由
と
し
て
は
、
自
分
の
体
験
を
よ
り
客
観
化
し
て
捉
え
よ

う
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。

ど
っ
ち
に
し
て
も
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
働
い
て
晩
年
の
作
品
は
文
語

詩
に
な
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
み
ず
み
ず
し
い
表
現
は
だ
ん
だ
ん
と

減
っ
て
い
き
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
生
涯
に
お
け
る
賢
治
の
変
化
に
は
い
ろ
ん
な
要

因
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
柴
山
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

柴
山　

勢
い
が
衰
弱
し
た
の
か
な
。

浜
垣　

ど
う
し
て
も
年
齢
的
な
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
。

柴
山　

不
摂
生
が
あ
っ
た
か
ら
、
か
ら
だ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
乏
し
く

な
っ
て
い
っ
た
の
か
な
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
が
。

浜
垣　

体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
大
き
い
で
す
ね
。
賢
治
の
生
涯
に
お
け

る
こ
の
辺
の
変
化
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
鈴
木
さ
ん
、
大
島
さ
ん

か
ら
何
か
あ
り
ま
す
か
。

鈴
木　

思
想
的
変
化
の
流
れ
と
い
う
の
は
私
も
か
な
り
前
か
ら
想
定

し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
思
想
的
な
変
化
が
病
態
を
凌
駕
で

き
る
の
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
宮
沢
賢
治
が
自

分
の
自
我
の
あ
り
方
を
変
え
て
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
変
換
し
て

い
っ
た
と
い
う
の
は
、
思
想
的
な
問
題
や
人
間
と
し
て
の
あ
り
よ
う
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と
し
て
は
よ
く
理
解
で
き
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
病
気
の

治
癒
と
い
う
方
向
に
働
く
も
の
な
の
か
。
表
に
出
て
い
た
病
気
が
潜

む
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
く
も
の
な
の
か
。

柴
山　

病
気
と
は
解
離
の
こ
と
で
す
か
。

鈴
木　

そ
う
で
す
。

柴
山　

賢
治
の
場
合
は
、
原
初
的
な
意
識
や
解
離
の
意
識
変
容
が
メ

イ
ン
で
す
が
、
こ
れ
は
一
種
の
自
分
の
な
か
の
空
想
傾
向
の
要
因
と

と
も
に
、
状
況
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。
人
生
の
な

か
で
い
ろ
い
ろ
な
状
況
が
流
れ
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
状

況
が
お
さ
ま
っ
て
い
っ
た
り
…
…
お
さ
ま
る
と
い
う
か
、
そ
れ
に

よ
っ
て
背
景
化
し
た
り
す
る
の
は
あ
り
え
る
し
、
年
齢
的
に
も
あ
る

し
、
そ
れ
は
病
気
が
治
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
な
く
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
。

浜
垣　

そ
も
そ
も
病
気
と
考
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
臨
床

で
診
て
い
る
病
状
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
人
は
、
い
く
ら
考
え
を
変
え

た
ら
い
い
と
思
っ
て
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
賢
治
の
場

合
は
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
。
自
分
の
意
識
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
部
分
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

鈴
木　

あ
と
、
人
に
言
わ
れ
た
こ
と
と
本
人
が
思
っ
た
こ
と
で
は
だ

い
ぶ
違
う
で
し
ょ
う
か
ら
、
本
人
が
気
づ
け
ば
、
そ
う
い
う
状
態
が

背
景
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
か
な
と
。

柴
山　

そ
う
で
す
ね
。

浜
垣　

大
島
さ
ん
は
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

大
島　

み
な
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
て
、「
四
十
だ
と
解
離
は
あ

ま
り
な
い
よ
ね
」
と
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
な
と
す
ご
く
納
得
し
ま

し
た
。

　

た
だ
一
方
で
、
も
ち
ろ
ん
み
ず
み
ず
し
さ
は
な
く
な
っ
て
い
く

の
で
す
が
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
は
晩
年
の
作
品
で
す
が
、

火
山
局
の
仕
事
で
火
山
の
上
に
い
る
と
月
が
上
っ
て
き
て
、
ぼ
ん
や

り
し
て
い
た
ら
自
分
か
他
人
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
微
妙
な
表
現
が
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
出
て
く
る
。
自
分
が
誰
な
の

か
、
何
を
し
て
い
る
の
か
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
た
だ
ぼ
ん
や
り
し
て

し
ま
う
。「
誰
で
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
月
が
出
た
ら
そ
う
な
る
よ

ね
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
い
わ
ゆ

る
残
っ
て
い
く
人
も
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
み
ず
み
ず
し

さ
は
な
く
な
っ
て
く
る
け
ど
、
そ
う
い
う
体
験
は
ず
っ
と
残
り
続
け

る
と
か
思
い
出
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
る
し
、
賢
治
は
そ
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の
傾
向
も
多
少
あ
る
の
か
な
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

柴
山　

そ
う
い
う
の
は
十
分
あ
る
と
思
い
ま
す
。
記
憶
と
し
て
消
え

な
い
し
、
あ
る
い
は
か
ら
だ
が
覚
え
て
い
る
し
、
そ
れ
は
普
通
に
あ

る
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
。

浜
垣　

そ
う
で
す
よ
ね
。

柴
山　

一
度
体
験
し
た
こ
と
は
い
つ
だ
っ
て
よ
み
が
え
る
し
…
…
。

答
え
に
な
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
人
そ
れ

ぞ
れ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
島　

た
だ
、
そ
の
鮮
度
は
ど
う
し
て
も
落
ち
て
い
く
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
い
い
わ
け
で
す
か
。

柴
山　

鮮
度
と
い
う
か
、
何
が
衰
退
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
、
空

想
と
か
想
像
と
か
、
物
語
を
つ
く
り
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
か
力

と
い
う
か
、
そ
う
い
う
の
が
火
山
の
よ
う
に
噴
き
出
さ
な
く
な
っ
た
。

自
分
の
な
か
の
火
山
が
な
く
な
っ
た
。
適
当
に
言
っ
て
い
る
よ
う
な

感
じ
で
、
ご
め
ん
な
さ
い
。

浜
垣　

若
い
頃
は
爆
発
力
み
た
い
も
の
で
物
語
を
つ
く
っ
て
い
ま
す

け
ど
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
出
て
止
ま
ら
な
い
み
た
い
な
感
じ
で
は

な
く
な
っ
て
き
ま
す
ね
。

解
離
体
験
と
賢
治
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
目
的

浜
垣　

で
は
、
次
に
四
番
目
の
、「
賢
治
は
何
の
た
め
に
心
象
ス

ケ
ッ
チ
を
書
い
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
つ
は
先
程
も
あ

り
ま
し
た
よ
う
に
、
表
現
し
た
い
も
の
が
す
ご
く
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も
う
一
つ
は
、
書
簡
に
「
或
る
心
理
学

的
な
仕
事
の
仕
度
に
」
心
象
ス
ケ
ッ
チ
を
書
い
た
と
あ
り
ま
す
が
、

自
分
の
不
思
議
な
体
験
に
関
す
る
心
理
学
的
な
理
論
化
を
考
え
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

三
つ
目
に
、
詩
人
仲
間
の
母
木
光
と
い
う
人
あ
て
の
書
簡
に
、

「
こ
ん
な
世
の
中
に
心
象
ス
ケ
ッ
チ
な
ん
と
い
ふ
も
の
を
、
大
衆
め

あ
て
で
決
し
て
書
い
て
ゐ
る
次
第
で
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く
さ
び
し
く

て
た
ま
ら
ず
、
美
し
い
も
の
が
ほ
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
た
だ
幾
人

か
の
同
感
者
か
ら
『
あ
れ
は
さ
う
で
す
ね
。』
と
い
ふ
や
う
な
こ
と

を
、
ぽ
つ
ん
と
云
は
れ
る
の
位
が
ま
づ
の
ぞ
み
と
い
ふ
と
こ
ろ
で

す
。」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
死
ぬ
前
の
年
に
書
い
て
い
る
の
で
す

が
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
柴
山
さ
ん
が
書
い
て
お
ら
れ

る
よ
う
に
、
解
離
の
人
は
自
分
の
体
験
を
誰
か
に
受
け
と
め
て
も
ら

う
と
い
う
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
く
て
、
臨
床
的
に
は
と
に
か
く
来

ら
れ
た
人
の
話
を
ま
ず
し
っ
か
り
受
け
と
め
て
聞
く
と
い
う
こ
と
が
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大
切
で
す
ね
。
賢
治
の
場
合
、
自
分
の
体
験
を
人
に
言
っ
て
も
、
そ

の
と
お
り
共
感
し
て
く
れ
る
人
が
周
り
に
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す

の
で
、
幾
人
か
の
同
感
者
で
も
い
い
か
ら
、「
あ
れ
は
そ
う
で
す
ね
」

と
言
っ
て
ほ
し
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
か
な
と
思
っ
た

次
第
で
す
。

柴
山　

解
離
の
人
は
全
般
に
そ
う
で
す
が
、
自
分
に
つ
い
て
断
片
化

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
表
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
人
に

受
け
と
め
て
も
ら
う
な
か
で
自
分
に
こ
う
い
う
部
分
が
あ
っ
た
の
だ

と
気
づ
い
て
わ
か
っ
て
い
く
。
断
片
が
だ
ん
だ
ん
全
体
化
し
て
い
く

と
い
う
の
は
あ
る
と
思
う
け
ど
、
全
体
化
し
て
く
る
と
普
通
の
人
に

な
っ
て
し
ま
う
。
患
者
さ
ん
で
、
解
離
が
よ
く
な
る
と
み
ず
み
ず
し

い
芸
術
的
才
能
が
な
く
な
っ
た
感
じ
が
し
て
、
つ
ま
ら
な
い
と
言
っ

た
人
が
い
ま
し
た
。

　

賢
治
自
体
は
解
離
っ
ぽ
さ
が
な
く
な
っ
て
、
現
実
の
お
じ
さ
ん
に

な
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
ん
だ
ん
理
論
化
す
る
と
い
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
理
論
化
し
た
り
、
全
体
を
見
渡
す
力
で
す
よ
ね
。

表
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
自
分
を
見
出
し
て
い
っ
て
、
気
づ
い

て
わ
か
っ
て
い
く
な
か
で
安
定
し
て
し
ま
う
。
安
定
し
て
し
ま
っ
た

結
果
、
解
離
っ
ぽ
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

浜
垣　

な
る
ほ
ど
ね
。
表
現
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
て

い
っ
て
し
ま
っ
た
。

柴
山　

や
は
り
何
か
必
要
で
す
。
誰
も
い
な
い
と
、
鏡
し
か
自
分
を

見
せ
て
く
れ
な
い
し
、
自
分
が
表
現
し
た
も
の
を
自
分
で
感
じ
る
に

は
鏡
し
か
な
い
。
だ
け
ど
、
鏡
で
は
全
体
像
が
見
え
な
い
。
誰
か
が

い
な
け
れ
ば
鏡
で
や
る
し
か
な
い
し
、
鏡
で
は
な
か
な
か
安
定
し
な

い
わ
け
で
す
。
背
後
に
怖
い
影
が
い
る
、
誰
か
が
い
る
と
い
う
の
を

感
じ
た
り
、
断
片
化
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
わ

か
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
、
断
片
化
し
た
自
分
を
ま
と
め
て
く
れ

る
。
私
は
患
者
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
だ

ん
だ
ん
気
づ
い
て
い
く
人
や
、
興
味
を
持
っ
て
聞
い
て
く
れ
る
だ
け

で
安
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
人
が
多
い
。

浜
垣　

そ
れ
は
本
当
に
そ
う
で
す
よ
ね
。
ま
ず
は
話
を
お
聞
き
す
る

だ
け
で
、「
こ
ん
な
に
話
を
聞
い
て
も
ら
え
た
の
は
初
め
て
で
す
」

と
言
っ
て
く
れ
る
場
合
が
結
構
あ
り
ま
す
し
、「
も
う
こ
れ
だ
け
で

安
心
し
ま
し
た
」
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

大
島　

さ
っ
き
理
論
化
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
断
片
が
一
つ

の
物
語
と
い
う
か
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
っ
て
く
る
。

柴
山　

そ
う
そ
う
、
物
語
を
与
え
る
。
全
体
像
。
多
少
空
想
的
ス
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ト
ー
リ
ー
が
交
じ
っ
て
も
い
い
。
何
と
な
く
納
得
し
て
腑
に
落
ち
れ

ば
い
い
。
腑
に
落
ち
る
体
験
が
あ
れ
ば
い
い
。
た
と
え
事
実
と
多
少

ず
れ
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
腑
に
落
ち
れ
ば
患
者
さ
ん

は
よ
く
な
っ
て
く
れ
る
。

　

賢
治
に
関
し
て
い
う
と
、
表
現
し
て
聞
い
て
く
れ
る
人
が
誰
か
、

身
近
に
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
獲
得
で
き

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
か
な
、
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
聞
い
て
く
れ
る
人
に

向
け
て
表
現
す
る
な
か
で
、
自
分
の
全
体
像
に
気
づ
い
て
い
っ
て
、

解
離
が
お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
。
寂
し
い
か
な
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て

い
ま
す
。

浜
垣　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

鈴
木　

い
ま
の
話
は
私
も
同
感
で
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
違
っ
た
視
点
を
出
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、「
心

象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
記
録
性
と
い
う
か
、
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
だ
け
に

価
値
を
見
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
宮
沢
賢
治
の
書
い
た
も
の
の
な

か
で
見
れ
ば
、
ス
ケ
ッ
チ
は
あ
る
心
理
学
的
な
仕
事
だ
か
ら
、
ス

ケ
ッ
チ
は
デ
ー
タ
に
な
る
の
で
意
味
を
持
つ
し
、
デ
ー
タ
と
し
て
意

味
を
持
て
ば
理
解
し
や
す
い
。

　

以
前
、
柳
田
国
男
を
読
ん
で
い
た
と
き
に
、
柳
田
国
男
の
民
俗
学

と
い
う
の
は
、
自
分
の
体
験
し
た
こ
と
や
自
分
が
全
国
を
回
っ
て
見

聞
き
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
こ
と
で
す
。
記
録
す
る
と
、
い
ま
は
わ

か
ら
な
く
て
も
、
後
の
人
が
も
っ
と
記
録
を
集
め
て
全
体
像
や
古
い

時
代
の
人
間
の
暮
ら
し
を
再
現
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

と
も
か
く
記
録
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
だ
と
。

　

宮
沢
賢
治
に
も
「
ざ
し
き
童
子
の
は
な
し
」
が
あ
っ
た
し
、
佐
々

木
喜
善
と
の
関
係
は
有
名
な
わ
け
で
す
か
ら
、
あ
る
も
の
を
記
録
す

る
と
い
う
こ
と
の
価
値
は
、
民
俗
学
と
も
つ
な
が
る
の
か
な
と
思
い

ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
宮
沢
賢
治
が
最
終
的
に
心
理
学
的
な
も
の
と

し
て
役
に
立
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
た
に
し
ろ
、
記
録
と
し
て
残
す
こ

と
の
意
義
と
い
う
の
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
幅
広
く
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

柴
山　

そ
う
で
す
ね
。

浜
垣　

記
録
と
し
て
残
し
た
お
か
げ
で
、
柴
山
さ
ん
の
こ
う
い
う
本

が
で
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
あ
と
の
時
代
の
人
の
役
に
立
ち
ま
し
た

よ
ね
。

「
原
初
的
意
識
」
と
解
離
の
関
係

浜
垣　

で
は
、
最
後
の
検
討
項
目
に
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
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れ
は
今
ま
で
の
お
話
の
な
か
で
も
か
な
り
出
て
き
た
こ
と
で
、
ア
ニ

ミ
ズ
ム
、
夢
、
い
わ
ゆ
る
原
初
的
意
識
と
解
離
は
ど
う
つ
な
が
っ
て

い
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
今
ま
で
柴
山
さ
ん
に
ほ
と
ん
ど
説
明
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
感
も
あ
り
ま
す
が
、
柴
山
さ
ん
の
書
か
れ
て
い

る
文
章
か
ら
、
解
離
は
こ
う
い
う
原
初
的
意
識
と
つ
な
が
り
が
深
い

と
い
う
と
こ
ろ
を
最
初
の
ほ
う
に
幾
つ
か
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　

次
に
、
安
永
さ
ん
の
「
汎
我
論
」
を
も
と
に
し
て
、
レ
ジ
ュ
メ

に
「
汎
自
我
」「
汎
他
我
」
と
書
き
ま
し
た
が
、「
汎
他
我
」
と
い
っ

て
し
ま
う
と
よ
く
な
い
と
先
ほ
ど
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

「
我
」
や
「
わ
れ
わ
れ
」
で
す
ね
。
と
に
か
く
意
識
や
魂
を
持
っ
て

い
る
も
の
と
し
て
の
存
在
が
こ
の
世
界
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
の

が
出
発
点
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
最
初
は
他
者
性
が
非
常
に
薄
く
て
、

自
己
に
近
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
他

者
が
分
離
さ
れ
て
い
く
と
い
う
感
じ
で
、
人
間
は
発
達
し
て
い
く
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

柴
山　

安
永
先
生
の
理
論
と
い
う
の
は
、「
同
じ
」
と
い
う
こ
と
と

「
違
う
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、「
同
じ
」
か
ら
始
ま
る
と

い
う
。
そ
こ
の
な
か
で
「
違
う
」
と
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ

て
く
る
。
み
ん
な
「
同
じ
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
違
う
」
が
析
出

さ
れ
る
の
で
、「
同
じ
」
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
「
違
う
」
が
だ

ん
だ
ん
抽
象
化
さ
れ
て
、
精
密
に
な
る
と
「
客
観
」
が
出
て
く
る
。

　
「
同
じ
」
と
「
違
う
」
を
別
の
言
葉
で
い
う
と
「
自
我
」
と
「
他

我
」、
あ
る
い
は
「
自
己
」
と
「
他
者
」
で
す
。
だ
か
ら
す
べ
て
は

最
初
に
「
自
己
」
か
ら
始
ま
る
の
が
生
物
の
認
識
の
仕
方
。
そ
う
い

う
流
れ
か
ら
し
て
も
、「
汎
自
我
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
遅

れ
て
「
汎
他
我
」
的
な
世
界
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。

浜
垣　

そ
の
延
長
で
「
眼
差
し
と
し
て
の
私
」
も
、
周
り
に
そ
う

い
う
「
眼
差
し
」
が
あ
っ
て
当
然
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
。
な

ぜ
「
眼
差
し
」
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
も
と
も
と
「
眼
差
し
」
は

あ
っ
て
当
然
だ
と
。

柴
山　

生
き
物
は
「
眼
差
し
」
を
持
っ
て
い
る
も
の
。
あ
と
感
じ
て

し
ま
う
か
ら
。

浜
垣　

そ
れ
が
た
ま
た
ま
私
の
「
眼
差
し
」
で
あ
っ
た
り
ほ
か
の
存

在
だ
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

柴
山　

そ
う
で
す
ね
。
賢
治
に
も
「
月
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
」
と
か

あ
っ
た
か
な
。

浜
垣　

あ
、
あ
り
ま
す
ね
。
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柴
山　

月
も
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
生
き
物
の
よ
う
に
な
る
し
、
月
の
ほ
う

に
も
行
っ
て
し
ま
う
し
、
月
に
も
見
ら
れ
て
い
る
し
、
普
通
の
こ
と

か
な
。
私
は
こ
う
い
う
考
え
が
非
常
に
好
き
な
の
で
、
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
な
の
か
な
。

浜
垣　

そ
れ
が
賢
治
と
親
和
性
が
あ
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
が
す

ご
く
わ
れ
わ
れ
の
参
考
に
な
る
こ
と
で
、
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
同
じ
意
味
で
賢
治
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

鈴
木　

私
は
子
ど
も
が
三
人
い
て
、
お
ぎ
ゃ
ー
と
産
ま
れ
た
時
か
ら

観
察
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
自
と
他
を
区
別
し
始
め
る
と
い
う
か
、

そ
れ
以
前
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
時
代
は
何
歳
か
。
そ
う
い
う
心
理
学
的

な
区
切
り
み
た
い
な
も
の
は
、
お
お
よ
そ
小
学
校
に
上
が
る
ぐ
ら
い

と
か
、
幼
稚
園
段
階
と
か
、
二
、 

三
歳
と
か
、
そ
う
い
う
区
切
り
は

あ
る
も
の
で
す
か
。

柴
山　

精
神
分
析
は
よ
く
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。
最
初

の
ほ
う
と
い
う
か
、
始
ま
り
は
「
八
か
月
不
安
」
と
い
っ
て
人
見
知

り
す
る
頃
で
す
。
あ
れ
ぐ
ら
い
か
ら
始
ま
っ
て
、「
い
な
い
い
な
い

ば
あ
」
で
リ
ズ
ム
的
な
や
り
と
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、

離
れ
て
く
る
の
が
一
歳
半
か
ら
三
歳
と
い
わ
れ
て
い
る
け
ど
、
現
実

に
見
た
こ
と
が
な
い
か
ら
。

浜
垣　

自
他
の
未
分
化
と
い
う
の
は
、
一
歳
に
な
る
前
の
乳
児
期
と

い
い
ま
す
か
、
０
歳
何
カ
月
と
い
う
頃
に
は
自
分
と
他
者
の
区
別
が

ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

　

だ
い
た
い
予
定
し
て
い
た
内
容
は
終
わ
り
ま
し
た
が
、
三
時
間
以

上
の
長
時
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
と
追
加
で
何
か
意
見
や

質
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
。

鈴
木　

先
ほ
ど
柳
田
国
男
の
話
を
出
し
た
と
き
に
言
い
忘
れ
ま
し
た

が
、
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
は
「
幻
覚
体
験
」
で
す
ね
。
柳
田
国
男

自
身
が
も
っ
た
幻
覚
体
験
を
記
録
す
る
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、「
何

歳
の
頃
、
昼
間
星
が
見
え
た
」
と
い
う
。
そ
れ
を
周
り
に
言
っ
て
も

理
解
し
て
く
れ
な
い
の
が
わ
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
書
き
記
し
て
お
く
こ
と
は
意
味
が
あ
る
は
ず
と
考
え
て
い
る
。

　

あ
と
、「
昼
の
星
」
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
興
味
が
あ
っ
て
、
宮

沢
賢
治
の
な
か
に
も
「
昼
間
星
が
見
え
る
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ

れ
は
い
っ
た
い
心
理
学
的
に
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
の
は
わ
か

り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
宮
沢
賢
治
に
も
柳
田
国
男

に
も
ほ
か
の
人
に
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
忘
却
し
て
い
く
場
合
も
あ
れ

ば
、
そ
こ
か
ら
展
開
し
て
い
く
場
合
も
あ
る
の
か
な
と
思
っ
て
。
先

ほ
ど
幻
覚
の
記
録
を
言
い
忘
れ
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
補
足
し
ま
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し
た
。

浜
垣　

柳
田
国
男
と
い
う
人
も
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
か
、
わ
り
と
そ
う

い
う
感
性
が
解
離
的
な
…
…

鈴
木　

強
い
人
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

浜
垣　

解
離
以
前
の
体
験
が
あ
っ
た
よ
う
な
、
よ
く
神
隠
し
に
…
…

鈴
木　

神
隠
し
と
か
、
そ
う
い
う
の
に
も
の
す
ご
く
敏
感
な
人
で
す

か
ら
。

大
島　

本
人
は
幼
少
期
、
神
戸
の
お
ば
さ
ん
に
さ
ら
わ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
て
、
一
回
遠
く
ま
で
歩
い
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、

神
隠
し
を
体
験
し
て
い
ま
す
。

浜
垣　

ほ
か
に
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
た
ら
鈴
木
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
最
後
に
何
か
あ
り
ま
し
た
ら
。

鈴
木　

こ
れ
の
ま
と
め
方
と
展
開
の
仕
方
で
す
が
、
き
ょ
う
の
研
修

会
は
記
録
を
と
っ
て
い
ま
す
か
ら
文
字
起
こ
し
を
し
て
、
宮
沢
賢
治

研
究
の
一
つ
の
領
域
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注（
１
）
精
神
科
医
・
医
療
法
人
高
木
神
経
科
医
院
（
理
事
長
、

院
長
）

（
２
）
精
神
科
医
・
東
京
女
子
大
学
現
代
教
養
学
部
教
授

（
３
）
文
教
大
学
文
学
部
教
授

（
４
）
文
教
大
学
教
育
学
部
教
授

（
５
）
Ｄ
Ｅ
Ｓ
と
は
解
離
体
験
尺
度
（D

issociative 
Experiences Scale

）
の
こ
と
で
、
自
己
記
入
式
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
の
こ
と
。
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浜垣　誠司・柴山　雅俊・鈴木　健司・大島　丈志

Kenji Miyazawa Joint Discussion:
Various Aspects of Dissociation in Kenji’s Work and Life

Seiji Hamagaki, Masatoshi Shibayama, Kenji Suzuki, Takeshi Oshima

Kenji Miyazawa’s fairy tales are full of unique illusions, and the 

enormous poems he writes every day are a record of his even more 

mysterious experience. From the testimony of those around him, it 

is known that Kenji actually had various paranormal experiences in 

his life.

Several attempts have been made to unravel the world of 

his work by taking a psychological and psychiatric approach to 

this problem. Among them, the psychopathological approach of 

“dissociation” by Masatoshi Shibayama, a psychiatrist who is one 

of the collaborators, has recently attracted attention. Shibayama 

scrutinized Kenji’s work in his book “Dissociative Disorders” and 

showed that his experience was well understood as a dissociative 

phenomenon, opening a new stage in Kenji Miyazawa’s research.

In last year’s joint research, Suzuki, Hamagaki, and Oshima 

considered Kenji Miyazawa’s work and life from the perspective of 

this dissociation. And this year, four people, including Shibayama, 

further studied Kenji Miyazawa’s work and life.

Keywords：Kenji Miyazawa, dissociation, paranormal experiences




