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記
」
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盛
岡
で
の
新
婚
生
活
が
経
済
的
に
ゆ
き
づ
ま
っ
た
石
川
啄
木
が
、
妻
の
節
子

と
母
カ
ツ
を
伴
っ
て
渋
民
村
へ
帰
る
の
は
、
明
治
三
十
九
年
三
月
四
日
で
あ
る
。

父
一
頑
は
一
家
の
窮
状
を
み
か
ね
て
、
青
森
県
野
辺
地
の
師
僧
の
も
と
へ
身
を

寄
せ
て
い
た
し
、
妹
光
子
は
盛
岡
女
学
校
の
女
教
師
に
託
し
た
。

　
帰
村
し
た
日
か
ら
そ
の
年
末
に
か
け
て
綴
ら
れ
た
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
は
、

彼
の
代
用
教
員
生
活
や
初
め
て
の
小
説
ら
し
い
小
説
の
執
筆
、
村
で
の
生
活
意

識
な
ど
が
如
実
に
う
か
が
え
て
興
味
ぶ
か
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
彼

の
思
想
や
文
学
観
、
教
育
観
な
ど
も
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
多

面
的
に
こ
の
時
期
の
啄
木
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
日
記
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
石
川
啄
木
全
集
　
第
五
巻
』
一
筑
摩
書
房
、

昭
和
五
士
二
年
四
月
一
の
巻
末
に
っ
け
ら
れ
た
岩
城
之
徳
の
「
解
説
」
に
よ
る

と
、
こ
れ
は
洋
縦
罫
ノ
ー
ト
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
表
紙
は
；
く
Ｃ
考
Ｚ

困
○
○
穴
勺
元
○
く
竃
＞
カ
Ｏ
只
仁
・
Ｈ
８
９
０
り
＝
畠
ご
１
↓
＞
竃
－
と
な
っ
て
お
り
、

本
文
の
冒
頭
に
「
渋
民
日
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
ノ
ー
ト
に
は
二
十
枚
切

　
　
　
　
　
石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

断
の
痕
が
あ
る
」
と
「
解
題
」
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
文
が
そ
こ

な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
「
渋
民
日
記
」
の
直
前
の
日
記
は
、
明
治
三
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
四
月
八

日
、
同
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
に
つ
い
て
記
し
た
「
甲
辰
詩

程
」
一
右
の
全
集
の
同
じ
巻
に
収
録
一
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
後
に
続
く
詩

集
出
版
を
目
的
で
の
二
度
目
の
上
京
、
父
親
の
宗
費
滞
納
に
よ
る
住
職
罷
免
と

一
家
の
宝
徳
寺
退
去
、
翌
三
十
八
年
の
結
婚
と
雑
誌
『
小
天
地
』
発
行
を
含
む

盛
岡
で
の
新
婚
生
活
、
経
済
的
破
綻
な
ど
重
要
な
事
件
や
問
題
は
、
日
記
か
ら

は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
記
は
書
か
れ
た
の
か
否
か
も
詳
ら
か
で
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
「
渋
民
日
記
」
は
、
た
ん
な
る
日
録
で
は
な
く
、

少
な
く
と
も
当
初
は
、
文
学
的
な
作
品
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
意
図
さ
え
も
っ

て
い
た
に
ち
が
い
な
く
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
そ
れ
以
前
に
も
見
ら
れ

な
く
は
な
い
が
、
よ
り
顕
著
な
の
で
あ
る
。
こ
の
日
記
を
初
め
て
口
語
体
に
し

た
の
も
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
冒
頭
の
三
月
四
日
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石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

の
項
を
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
き
起
こ
す
。

　
「
九
カ
月
問
の
杜
陵
生
活
は
昨
日
に
終
り
を
告
げ
て
、
な
っ
か
し
き
故
山
渋

民
村
に
於
け
る
我
が
新
生
涯
は
こ
の
日
か
ら
始
ま
る
。

　
渋
民
は
、
家
並
百
戸
に
も
満
た
ぬ
、
極
く
不
便
な
、
共
に
詩
を
談
ず
る
友
の

殆
ん
ど
無
い
、
自
然
の
風
致
の
優
れ
た
外
に
は
何
一
っ
取
柄
の
無
い
野
人
の
巣

で
、
み
ち
の
く
の
広
野
の
中
の
一
寒
村
で
あ
る
」

　
こ
れ
は
い
わ
ば
舞
台
設
定
だ
と
い
っ
て
よ
い
が
、
記
載
者
の
た
め
の
私
的
な

記
録
で
あ
る
こ
と
を
第
一
要
件
と
す
る
は
ず
の
日
記
を
、
普
通
、
こ
の
よ
う
な

記
述
か
ら
始
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
熟
知
し
て
い
る
渋
民
村
の
説
明
な
ど
、

啄
木
自
身
に
と
っ
て
は
不
要
の
は
ず
な
の
だ
。

　
「
我
が
新
生
活
」
で
は
な
く
、
「
我
が
新
生
涯
」
が
こ
の
日
か
ら
始
ま
る
と
い

う
表
現
に
も
注
意
を
ひ
か
れ
る
。
端
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
当
時
の
啄
木
に

と
っ
て
は
、
い
か
に
窮
迫
し
よ
う
と
生
活
へ
の
関
心
は
従
で
あ
り
、
主
た
る
関

心
は
詩
な
い
し
は
文
学
に
あ
っ
た
。
「
詩
人
た
る
自
分
の
学
ぶ
べ
き
大
学
が
、

塵
の
都
の
い
か
め
し
い
大
建
築
で
あ
る
と
は
思
へ
な
い
。
故
郷
は
、
い
は
“
、

神
が
特
別
の
恩
寵
を
以
て
自
分
の
為
に
建
て
ら
れ
た
自
然
の
大
殿
堂
で
あ
る
」

と
、
記
述
は
、
彼
の
内
面
に
及
ん
で
く
る
。
経
済
的
な
生
活
に
ゆ
き
づ
ま
り
、

尾
羽
う
ち
枯
ら
し
た
廃
残
の
身
を
故
郷
に
さ
ら
す
こ
と
は
、
い
か
に
窮
迫
の
末

と
は
い
え
、
自
負
心
の
っ
よ
い
啄
木
は
も
ち
ろ
ん
、
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
母
カ
ツ

も
耐
え
が
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
う
し
た
啄
木
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と
か
れ
の
母
親
が
自
ら
を
納
得
せ
し
め
る
唯
一
の
も
の
は
、
啄
木
の
詩
で
あ
り

文
学
で
あ
っ
た
。
ほ
ど
な
く
代
用
教
員
の
職
を
え
て
衿
持
を
保
ち
う
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
帰
郷
当
初
は
詩
以
外
に
な
に
も
な
か
っ
た
。
「
渋
民
日
記
」
が

文
学
的
に
な
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
意
識
が
、
以
後
一
年

余
の
渋
民
生
活
を
規
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
こ
の
「
渋
民
日
記
」
の
ほ
か
に
、
同
じ
明
治
三
十
九
年
三
月
四
日
か
ら
三
月

二
十
七
日
ま
で
の
問
に
つ
い
て
記
し
た
「
林
中
日
記
」
（
同
右
全
集
、
第
六
巻

に
収
録
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
発
表
を
目
的
と
し
て
書
き
改
め
た
も
の

で
、
各
日
を
一
章
あ
る
い
は
一
節
と
し
て
番
号
を
っ
け
、
三
月
二
十
七
日
の
項

が
「
十
七
」
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
渋
民
日
記
」
の
三
月
二
十
七
日
の
項
の
、

冒
頭
か
ら
五
分
の
一
あ
た
り
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
終
り
の
部
分
の
欄
外
に
は
、

　
　
　
　
　
マ
　
マ

「
林
中
日
記
（
十
八
）
こ
・
ま
で
（
四
十
九
枚
）
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
と
い
う
。

「
十
八
」
は
章
番
号
で
あ
り
、
「
林
中
日
記
」
は
こ
こ
で
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
渋
民
日
記
」
の
「
十
二
月
中
」
の
項
の
「
七
日
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

に
続
く
記
述
の
途
中
に
、
「
こ
の
日
記
を
訂
正
し
て
、
『
林
中
日
記
』
と
題
し

（
其
一
）
五
十
枚
許
り
『
明
星
』
へ
送
っ
た
。
あ
・
予
の
『
我
が
繊
悔
』
…
一
」

と
書
か
れ
て
い
る
。

　
私
は
市
立
函
館
図
書
館
啄
木
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
渋
民
日

記
」
の
原
本
を
見
て
い
な
い
の
で
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
「
林

中
日
記
」
に
関
す
る
以
上
の
二
項
は
、
お
そ
ら
く
後
日
に
書
き
加
え
た
も
の
で



あ
ろ
う
。
私
に
は
こ
の
日
記
が
、
「
渋
民
日
記
」
か
ら
の
抄
出
に
は
ち
が
い
な

い
け
れ
ど
も
、
書
か
れ
た
の
は
か
な
り
後
で
あ
ろ
う
と
思
え
て
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
岩
城
之
徳
は
「
林
中
日
記
」
の
「
解
題
」
一
同
右
全
集
、
第
五
巻
一
で
、

「
渋
民
日
記
」
の
「
五
十
頁
目
明
治
三
十
九
年
三
月
二
十
七
日
の
記
事
の
欄
外

右
端
に
、
『
林
中
日
記
（
十
八
）
こ
・
ま
で
（
四
十
九
枚
）
』
と
記
入
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
。
あ
る
い
は

そ
の
と
お
り
か
も
知
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
の
「
欄
外
右
端
」
の
記
入
は
確
か
に

こ
の
時
期
の
も
の
だ
と
い
う
裏
付
け
は
お
そ
ら
く
あ
る
ま
い
。
岩
城
は
ふ
れ
て

い
な
い
が
、
仮
に
右
の
「
十
二
月
中
」
の
記
載
に
従
っ
て
、
三
十
九
年
十
二
月

に
書
か
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
な
ぜ
『
明
星
』
に
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た

の
か
疑
問
が
の
こ
る
。
も
し
返
送
さ
れ
る
な
り
然
る
べ
き
理
由
で
掲
載
保
留
に

な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
翌
年
一
月
一
日
に
記
述
が
始
ま
る
「
明
治
四
十
丁
未

歳
日
誌
」
に
啄
木
は
な
に
か
書
き
そ
う
な
も
の
だ
が
、
関
係
の
あ
り
そ
う
な
記

事
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
「
渋
民
日
記
」
こ
ろ
の
啄
木
が
「
あ
・
予
の
『
我
が

徴
悔
』
…
一
」
な
ど
と
書
き
そ
う
に
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
渋
民
日
記
」
の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
見
て
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
か
な
り
重
要
な
問
題
を
含
ん
で

い
る
。

　
私
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」
は
、
後
者
が
前
者

の
抄
写
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
記
述
に
極
め
て
顕
著
な
ち
が
い
が
あ

る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
も
肝
心
と
思
わ
れ
る
記
述
に
歴
然
た
る
ち
が
い
が
認
め

　
　
　
　
　
石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

ら
れ
る
。

　
表
現
の
修
正
や
、
さ
ほ
ど
重
要
と
は
考
え
ら
れ
な
い
記
事
の
削
除
な
ど
を
逐

一
と
り
あ
げ
る
い
と
ま
は
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
そ
う
し
た
こ
と
は
省
き
た
い
。
肝
心
な
問
題
の
一
つ
は
、
「
詩
」
も
し
く
は

「
詩
人
」
に
関
す
る
記
述
が
、
「
林
中
日
記
」
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
。

　
ま
ず
三
月
四
日
の
項
に
は
、
「
愛
と
詩
と
煩
悶
と
自
負
と
涙
と
、
及
び
故
郷

と
、
こ
れ
は
実
に
今
迄
の
、
又
現
在
の
、
自
分
の
内
的
生
活
の
全
部
で
は
無
い

か
」
と
い
っ
た
部
分
や
、
先
に
引
用
し
た
「
詩
人
た
る
自
分
の
学
ぶ
べ
き
大

学
」
と
い
っ
た
記
述
が
「
渋
民
日
記
」
に
は
あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
故
郷
」
に
関

す
る
記
事
と
と
も
に
「
林
中
日
記
」
で
は
完
全
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
「
林
中

日
記
」
は
比
較
的
客
観
的
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
「
渋
民
日
記
」
の
三
月
九
日
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ

た
。　

「
世
の
中
で
頭
脳
の
貧
し
い
人
だ
け
が
、
幸
福
に
暮
ら
し
て
居
る
。
（
中
略
）

　
そ
の
代
り
、
朝
生
暮
死
の
虫
け
ら
と
同
じ
く
、
彼
等
の
生
活
に
は
詩
が
な
い
。

詩
の
な
い
幸
福
！
　
あ
・
、
若
し
自
分
が
一
瞬
た
り
と
も
彼
等
の
平
安
を
羨
ま

し
い
と
思
ふ
事
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
自
分
に
取
っ
て
最
大
の
侮
辱
で
あ
る
。

一
中
略
）
自
分
は
心
の
富
の
た
め
に
不
断
に
戦
ひ
、
苦
し
み
、
泣
か
ね
ば
な
ら

ぬ
運
命
を
荷
っ
て
居
る
。
一
中
略
）
あ
・
永
久
の
不
幸
！
　
生
け
る
詩
の
生
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石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

活
！
　
絶
痛
な
る
生
命
の
音
楽
を
き
く
思
ひ
が
す
る
」

　
こ
れ
が
、
「
林
中
日
記
」
で
は
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
記
述
も
簡

略
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
人
間
の
中
の
枯
れ
た
朴
の
木
の
葉
と
は
、
頭
脳
に
血
の
足
ら
な
い
人
の
事

で
あ
る
。
一
生
脳
溢
血
に
罹
る
心
配
の
な
い
人
の
事
で
あ
る
。
彼
等
は
、
空
腹

の
時
と
、
春
画
を
見
る
時
と
、
酒
の
香
を
嗅
ぐ
時
と
、
新
聞
の
講
談
を
読
む
時

の
外
は
、
一
切
物
に
感
ず
る
事
無
し
。
（
中
略
）

　
臆
、
若
し
自
分
が
、
一
瞬
た
り
と
も
彼
等
の
平
安
を
羨
ま
し
い
と
思
ふ
事
が

あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
自
分
で
自
分
に
最
大
の
侮
辱
を
与
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
両
者
が
同
じ
文
章
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
「
矢
張
り
自
分
の
霊
魂
は
た
・
、

戦
闘
と
不
幸
の
空
気
の
中
に
の
み
生
活
す
る
事
が
出
来
る
の
だ
」
く
ら
い
だ
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
の
部
分
も
「
詩
」
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
「
渋
民
日

記
」
と
、
そ
れ
が
削
除
さ
れ
て
い
る
「
林
中
日
記
」
で
は
、
ニ
ュ
ァ
ン
ス
が
か

な
り
ち
が
う
。
ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
記
述
を
終
え
た
あ
と
、
彼
は
パ
ラ
グ
ラ

フ
を
改
め
て
、
「
月
下
、
ヰ
オ
リ
ン
を
弾
き
乍
ら
〔
小
学
校
か
ら
〕
帰
っ
て
来

て
」
と
い
っ
た
、
村
人
に
異
状
の
感
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
行
為
の

記
事
や
、
「
自
分
は
ま
だ
何
事
を
も
し
な
い
。
（
中
略
）
神
は
事
業
の
前
に
休
息

を
与
へ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
い
っ
た
「
渋
民
日
記
」
の
記
述
を
削
っ
て
い
る
。

　
「
林
中
日
記
」
は
三
月
二
十
七
日
で
終
っ
て
い
る
の
で
当
然
含
ま
れ
な
い
の

だ
が
、
「
渋
民
日
記
」
の
四
月
九
日
の
項
に
、
啄
木
は
次
の
よ
う
に
記
す
こ
と

八
四

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
現
実
の
世
界
は
遂
に
詩
の
世
界
で
は
な
い
。
そ
し
て
美
の
神
は
ミ
ケ
ラ
ン

ゼ
ロ
の
昔
か
ら
矢
張
り
妬
み
の
神
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
詩
人
が
同
時
に
普
通
の

人
間
た
る
事
は
、
殆
ん
ど
不
可
能
の
事
で
あ
る
。

　
普
通
の
人
間
は
人
間
と
共
に
居
り
、
詩
人
は
神
と
共
に
居
る
。

　
詩
人
は
一
ケ
の
狂
人
で
あ
る
。
狂
人
に
対
し
て
普
通
の
人
問
扱
ひ
を
す
る
の

が
世
人
の
抑
々
の
誤
謬
で
あ
る
の
だ
。
人
は
何
故
自
分
を
狂
人
と
し
て
取
扱
は

ぬ
の
か
、
こ
れ
が
自
分
を
し
て
常
に
不
快
の
児
た
ら
し
む
る
唯
一
の
原
因
で
は

な
い
か
。

　
人
は
人
の
世
界
に
居
れ
、
詩
人
は
詩
人
の
世
界
、
乃
ち
孤
独
の
世
界
　
　
美

の
世
界
、
神
の
世
界
、
　
　
に
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。

　
火
と
水
を
同
じ
器
に
入
れ
や
う
と
し
た
の
が
、
世
人
の
抑
々
の
誤
り
で
、
又

自
分
自
身
の
誤
り
で
あ
っ
た
。
馴
鹿
は
矢
張
り
北
極
光
の
光
り
の
照
る
国
で
な

く
て
は
育
た
ぬ
」

　
や
が
て
、
「
詩
人
た
る
資
格
は
三
っ
あ
る
。
詩
人
は
先
第
一
に
『
人
』
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
に
『
人
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
に
『
人
』
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
「
食
ふ
べ
き
詩
」
明
治
四
十
二
年
十
二
月
）
と
一
八
○
度
の

転
換
を
す
る
こ
と
に
な
る
啄
木
だ
が
、
「
渋
民
日
記
」
時
代
の
彼
は
、
「
自
分
は

詩
人
で
あ
る
」
（
四
月
七
日
の
項
）
と
肩
肘
張
っ
て
渋
民
の
小
村
落
を
閤
歩
し
、

村
び
と
の
多
く
の
翠
戚
足
を
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
負
や
態
度
は
、
先



の
「
渋
民
日
記
」
三
月
九
日
の
記
述
と
別
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
一
年

余
の
渋
民
時
代
に
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
林
中
日
記
」
に
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
結
論
め
い
た
こ

と
を
い
う
段
階
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
時
期
に
は
、
詩
人
で

あ
る
こ
と
の
自
意
識
、
な
い
し
は
詩
人
や
詩
に
対
す
る
評
価
に
、
か
な
り
明
確

な
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
少
な
く
と
も
そ
う
解
釈
し
な
け
れ

ば
不
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
「
林
中
日
記
」
に
も
、
詩
人
が
顔
を
出
す
こ
と
が
全
く
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
最
も
顕
著
な
の
は
三
月
八
日
の
項
で
、
「
渋
民
日
記
」
と
同
様
「
詩
人

は
人
類
の
教
師
で
あ
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
林
中
日
記
」
で
は

そ
の
語
は
二
重
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　
啄
木
の
教
育
観
に
つ
い
て
は
拙
著
『
石
川
啄
木
　
　
孤
独
の
愛
』
（
洋
々
社
、

一
九
八
六
年
四
月
）
に
詳
述
し
た
の
で
、
詳
細
は
そ
の
ほ
う
に
ゆ
ず
り
た
い
。

彼
が
「
林
中
日
記
」
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
「
渋

民
日
記
」
と
の
間
に
大
き
な
ち
が
い
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
詩
乃
至
一
汎
芸
術
が
教
育
の
奴
隷
で
は
な
い
。
寧
ろ
教
育
こ
そ
、
芸
術
の

う
ち
の
一
含
蓄
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
此
人
聞
教
化
の
要
求
が
、
芸
術
の
内
容

と
分
離
し
て
、
実
際
的
に
、
直
接
的
に
な
り
、
初
め
て
普
通
の
所
請
教
育
な
る

も
の
が
存
在
す
る
。

　
芸
術
の
内
容
　
　
生
命
、
と
分
離
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
そ
れ
自
身

　
　
　
　
　
石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

は
、
本
来
空
虚
で
あ
る
、
死
物
で
あ
る
、
残
骸
で
あ
る
。
唯
、
芸
術
の
内
容
の

代
り
に
、
教
ふ
る
人
の
人
格
と
結
び
つ
い
て
、
初
め
て
充
実
し
、
生
命
を
得
、

効
果
あ
る
真
の
教
育
と
成
る
」

　
彼
は
さ
ら
に
、
「
教
育
が
本
来
人
問
と
密
接
で
あ
る
に
反
し
て
、
芸
術
は
寧

ろ
に
神
に
近
い
」
と
、
こ
れ
も
「
渋
民
日
記
」
と
同
様
の
こ
と
を
書
き
添
え
て

い
る
。
こ
の
後
が
両
者
は
微
妙
に
ち
が
っ
て
い
る
。
「
渋
民
日
記
」
で
は
、
「
善

悪
は
相
対
的
評
価
で
、
真
と
美
と
は
絶
対
的
存
在
で
あ
る
」
と
書
き
、
教
育
が

教
え
る
の
は
「
善
」
だ
が
、
芸
術
が
教
え
る
と
こ
ろ
は
「
善
　
　
道
徳
以
上
に
、

真
と
美
と
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
林
中
日
記
」
で
は
、
「
芸
術
創
作
に
三
個
の
条
件
が
あ
る
」

と
し
て
、

　
　
「
第
一
の
条
件
は
、
『
美
』
で
あ
る
。

　
　
第
二
の
条
件
は
、
矢
張
『
美
』
で
あ
る
。

　
　
第
三
の
条
件
は
、
亦
矢
張
『
美
』
で
あ
る
。
」

と
、
芸
術
の
条
件
や
目
的
を
説
明
し
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
条
件
を
備
え
た
芸

術
か
ら
は
「
虚
偽
」
が
っ
く
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
の
だ
か
ら
、
「
芸
術
の
真
境

地
は
美
に
し
て
且
つ
真
」
だ
と
し
、
そ
の
「
芸
術
の
内
容
は
人
生
な
り
。
芸
術

は
人
生
の
内
容
な
り
」
と
や
や
飛
躍
し
た
結
論
を
導
き
出
す
。
そ
し
て
、
「
人

類
最
高
の
教
育
は
芸
術
で
あ
る
」
と
、
彼
は
い
う
。

　
こ
う
し
た
説
明
は
「
渋
民
日
記
」
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
両
者
の
間
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
　
石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

本
的
な
ち
が
い
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
決
定
的
な
相
違
点
は
、
「
林
中
日
記
」

の
こ
の
項
の
最
後
に
、
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
予
は
今
、
（
中
略
）
『
教
育
も
亦
一
の
芸
術
な
り
』
と
切
一
言
す
る
。
こ
の
言

　
よ

を
能
く
領
解
す
る
人
は
、
恐
ら
く
真
の
教
育
者
か
、
然
ら
ず
ん
ば
真
の
芸
術
家

で
あ
ら
う
。
然
し
此
言
を
吐
く
予
自
身
は
、
真
の
教
育
家
で
も
真
の
芸
術
家
で

も
な
い
。
予
は
唯
予
で
あ
る
」

　
「
渋
民
日
記
」
で
は
、
自
分
は
詩
人
で
あ
り
、
従
っ
て
日
本
一
の
代
用
教
員

だ
と
自
負
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
点
を
除
い
て
両
者
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
は
い
う
も
の
の
、
看
過
し

が
た
い
微
妙
な
ち
が
い
が
他
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
っ
が
「
渋
民
日

記
」
の
次
の
記
述
が
、
「
林
中
日
記
」
で
は
全
面
的
に
削
除
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。

　
「
教
育
も
、
そ
の
結
合
し
た
る
人
格
に
よ
っ
て
神
に
近
づ
く
に
従
ひ
、
何
ら

か
の
芸
術
的
形
式
を
備
へ
る
様
に
な
る
。
千
古
の
大
教
育
者
ク
リ
ス
ト
の
一
生

は
潭
然
た
る
大
詩
篇
を
成
し
て
居
る
で
は
な
い
か
」

　
い
さ
さ
か
神
煽
り
め
い
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
啄
木
は
、
生
涯
の
う
ち
で

も
っ
と
も
宗
教
に
接
近
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
て
い
た
、

と
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
（
前
掲
拙
著
、
参
照
）
。
彼
が
「
林
中
日

記
」
を
途
中
で
止
め
て
い
る
三
月
二
十
七
日
の
項
の
後
半
に
は
、
催
眠
術
と
関

連
づ
け
て
キ
リ
ス
ト
の
奇
跡
が
か
な
り
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

啄
木
は
「
大
基
督
を
初
め
古
来
幾
多
の
予
言
者
等
の
驚
く
べ
き
奇
蹟
」
を
、
決

し
て
「
荒
唐
無
稽
の
附
会
説
で
は
な
く
て
、
実
際
あ
っ
た
事
、
且
つ
あ
り
得
べ

き
事
」
だ
と
肯
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
書
い
て
さ
え

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
基
督
は
ガ
ラ
リ
ヤ
の
海
で
水
上
を
歩
い
て
弟
子
達
の
乗
っ
て
居
る
舟
に
上

っ
た
と
聖
書
に
記
さ
れ
て
居
る
。
水
上
は
愚
か
な
事
、
自
分
は
或
時
機
ま
で
こ

の
術
を
修
練
し
た
な
ら
、
空
中
を
歩
い
て
岩
手
山
に
登
る
事
も
必
ず
出
来
う
る

と
信
ず
る
」

　
こ
う
し
た
奇
跡
に
関
す
る
記
述
の
前
に
、
「
古
人
の
教
育
は
偉
人
を
生
み
、

今
人
の
教
育
は
、
天
才
を
殺
し
て
平
凡
な
る
人
形
を
作
っ
て
居
る
」
と
、
や
が

て
「
林
中
書
」
（
明
治
四
十
年
三
月
）
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
天
才
主
義
教

育
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
事
の
直
前
で
「
林
中
日
記
」
が
終
っ
て
い
る
の
は
、
全
面
的
な

削
除
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
記
事
の
扱
い
に
当
惑
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
「
林
中
日
記
」
に
も
「
真
と
美
の
充
実
し
た
る
世
界
は
唯
神
の
創
め
給
へ
る

世
界
の
み
で
あ
る
」
（
三
月
八
日
の
項
）
な
ど
の
ほ
か
、
神
と
い
う
こ
と
ば
は

数
カ
所
み
え
る
。
け
れ
ど
も
、
右
の
記
事
を
除
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
だ
と
解

釈
し
う
る
よ
う
な
叙
述
は
、
注
意
ぶ
か
く
避
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
こ
と
ば
は
全
く
使
っ
て
も
い
な
い
。

　
「
渋
民
日
記
」
三
月
五
日
の
項
に
、
「
午
後
女
教
師
上
野
さ
め
子
女
史
が
来
た
。



熱
心
な
ク
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
。
自
分
は
、
我
等
が
神
人
ク
リ
ス
ト
に
就
い

て
思
ふ
う
ち
で
、
ク
リ
ス
ト
も
亦
人
間
で
あ
っ
た
と
思
ふ
程
力
と
慰
め
を
与
へ

る
事
は
な
い
、
と
語
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
が
、
「
林
中
日
記
」
で
は
全
面
的

に
削
除
し
て
い
る
。

　
ま
た
「
林
中
日
記
」
の
最
後
、
三
月
十
七
日
の
項
に
、
「
朝
起
き
る
、
机
の

上
に
は
硯
と
紙
と
古
雑
誌
許
り
」
と
記
し
て
い
る
部
分
の
前
に
、
「
渋
民
日
記
」

で
は
、
「
蔵
書
と
云
っ
て
は
、
自
分
の
『
あ
こ
が
れ
』
と
、
古
雑
誌
が
二
三
十

冊
と
、
そ
の
外
に
売
り
残
し
た
二
三
部
の
詩
集
、
新
約
全
書
位
な
も
の
」
と
あ

っ
た
。
こ
れ
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
「
渋
民
日
記
」
三
月
十
三
日
の
項
に
は
、
妻
子
の
あ
る
男
に
だ
ま
さ
れ
て
私

生
児
を
生
ん
だ
女
性
が
、
彼
女
の
家
族
か
ら
迫
害
を
受
け
て
い
る
と
い
う
話
を

き
い
て
、
日
記
の
中
で
彼
女
を
擁
護
す
る
記
述
が
あ
る
。
「
実
に
残
酷
な
話
で

は
な
い
か
。
純
潔
な
処
女
の
心
身
を
弄
ん
だ
男
に
こ
そ
罪
は
あ
れ
、
彼
女
の
恋

に
何
の
罪
が
あ
ら
う
。
否
、
彼
女
に
罪
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
人
生
第
一
の

不
幸
に
会
し
た
彼
女
こ
そ
当
然
深
い
同
情
を
寄
せ
ら
れ
る
べ
き
資
格
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
」
、
と
啄
木
は
書
き
、
さ
ら
に
「
結
婚
に
つ
い
て
神
の
定
め
ら
れ

た
法
律
は
た
“
一
ケ
条
あ
る
。
日
く
、
愛
！
　
さ
れ
ば
、
す
べ
て
の
核
提
は
皆

ひ
と
し
く
神
よ
り
出
た
る
愛
の
分
身
で
あ
る
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
も
し
母

親
が
不
倫
の
色
欲
の
た
め
に
誤
っ
て
子
を
生
ん
だ
と
し
て
も
、
子
に
は
な
ん
の

罪
も
な
い
の
で
、
「
神
の
前
に
於
て
は
世
に
私
生
児
と
い
う
濱
斥
さ
る
べ
き
も

　
　
　
　
　
石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

の
は
一
人
も
無
い
」
と
も
書
い
て
い
る
。

　
上
田
哲
が
「
啄
木
の
キ
リ
ス
ト
体
験
」
一
『
啄
木
研
究
』
第
六
号
）
で
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
右
の
叙
述
は
『
新
約
聖
書
』
の
「
マ
ル
コ
伝
」
第
十
章
士
二

－
十
六
、
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
第
八
章
＝
丁
十
一
な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
の
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ
な
二

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
神
の
国
」
は
幼
子
の
よ
う
な
者
の
国
で
あ
り
、

「
凡
そ
幼
児
の
如
く
神
の
国
を
う
く
る
者
な
ら
ず
ば
、
之
に
入
る
こ
と
能
は
ず
」

一
マ
ル
コ
伝
、
第
十
章
十
四
－
十
五
）
と
説
か
れ
て
お
り
、
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
で
は

好
淫
し
た
女
を
罰
す
る
資
格
が
あ
る
の
は
「
罪
な
き
者
」
の
み
だ
と
し
て
、
女

の
罪
を
問
わ
ず
に
「
こ
の
後
ふ
た
た
び
罪
を
犯
す
な
」
と
い
っ
て
去
ら
せ
て
い

る
。　

「
林
中
日
記
」
の
同
じ
日
の
項
に
も
似
通
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、

こ
の
ほ
う
は
人
問
の
性
の
自
然
と
、
そ
の
自
然
を
抑
圧
す
る
「
道
徳
」
に
主
眼

を
お
い
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
「
今
人
の
道
徳
は
、
一
種
の
消
火
器
で
あ
る
。

　
　
神
の
火
蓋
の
滴
り
の
、
人
の
胸
に
燃
え
て
居
る
香
り
と
輝
き
と
を
消
し
て

了
ふ
」
も
の
だ
と
、
神
が
人
間
に
与
え
た
も
の
と
人
間
の
性
情
の
自
然
を
ほ
ぼ

イ
コ
ー
ル
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
渋
民
日
記
」
で
は

「
愛
」
の
問
題
と
し
て
書
か
れ
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
「
林
中

日
記
」
に
次
の
よ
う
に
書
く
の
だ
が
、
こ
の
部
分
は
「
渋
民
日
記
」
に
は
な
い
。

　
「
然
し
能
く
考
え
て
見
よ
、
匂
深
き
騰
月
夜
の
次
に
清
清
し
き
曙
の
光
が
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

る
。
こ
の
曙
は
、
然
し
、
一
時
問
と
続
く
も
の
で
は
な
い
。
亜
い
で
来
る
も
の
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石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

は
日
だ
、
熾
烈
の
日
だ
。
心
と
心
と
の
契
の
み
を
、
『
生
け
る
人
問
』
に
強
ひ

る
の
は
、
其
残
酷
道
徳
に
似
た
り
と
い
ふ
べ
し
で
あ
る
」

　
「
渋
民
日
記
」
の
先
の
記
述
が
も
し
『
新
約
聖
書
』
を
念
頭
に
お
い
て
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
し
か
し
、
『
新
約
聖
書
』
的
で
あ
る
事
実
は
否

定
す
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
「
林
中
日
記
」
で
は
、
そ
う
し
た
要
素
を

ほ
ぼ
完
全
に
払
拭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
二
つ
の
日
記
の
相
違
は
、
個
人
主
義
や
社
会
主
義
に
関
す
る
記
述
の
ほ
か
い

く
っ
か
あ
げ
ら
れ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
こ
と
な
の
で
、
あ
と
は
「
林
中

日
記
」
で
は
完
全
に
削
除
さ
れ
て
い
る
「
渋
民
日
記
」
の
三
月
二
十
日
の
項
の

一
部
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
の
日
の
記
述
は
「
渋
民
日
記
」
中
で
は
長

文
に
属
す
る
。
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
二
兀
両
面
の
哲
学
」

で
あ
る
。
こ
の
年
の
一
月
十
八
日
付
の
小
笠
原
謙
吉
あ
て
の
手
紙
に
、
い
わ
ば

そ
の
着
想
と
で
も
い
う
べ
き
こ
と
を
記
し
た
啄
木
は
、
右
の
日
記
で
詳
細
に
そ

の
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
足
す
べ
き
結
論
を
え
た
の
で
あ
る
。
そ

の
論
理
は
、
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
（
詳
し
く
は
前
掲
の
拙
著
参

照
）　

宇
宙
の
根
本
を
「
絶
対
意
志
」
に
帰
し
た
の
は
シ
ヨ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
卓

見
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
は
そ
の
意
志
の
拡
張
が
人
問
に
不
幸
を
も
た
ら
す
と

し
て
、
そ
の
意
志
を
消
滅
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
「
自
他
融
合
」
の
幸
福
の
道
を

見
出
し
た
。
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
も
と
づ
い
て
敷
桁
し
た
の
が
ト
ル
ス

八
八

ト
イ
で
あ
る
。

　
啄
木
は
こ
こ
で
、
シ
ヨ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に
は
論
理
上
誤
謬
が
あ
る
と
い
う
。

「
意
志
消
滅
」
は
た
だ
「
虚
無
あ
る
の
み
」
で
は
な
い
か
と
。

　
シ
ヨ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
「
同
情
と
弱
者
と
の
道
徳
」
に
対
し
て
、
二
ー
チ

ェ
は
、
「
人
生
の
真
諦
は
意
志
拡
張
、
自
己
発
展
に
あ
り
と
す
る
個
人
主
義
」

を
立
て
、
個
人
の
「
権
威
と
強
者
と
の
道
徳
」
を
押
し
通
し
た
。

　
こ
の
相
反
す
る
二
者
の
思
想
の
そ
れ
ぞ
れ
一
端
を
と
ら
え
て
、
「
消
極
性
の

愛
の
陰
電
気
」
と
「
積
極
性
の
意
志
の
強
電
気
」
を
合
し
て
、
「
意
志
拡
張
の

愛
」
の
世
界
観
を
楽
詩
に
現
わ
し
た
の
は
ワ
グ
ネ
ル
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。

　
こ
れ
は
姉
崎
潮
風
が
か
っ
て
ド
イ
ツ
で
ワ
グ
ネ
ル
の
楽
劇
に
接
し
て
書
き
送

っ
た
「
高
山
樗
牛
に
答
ふ
る
書
」
（
『
太
陽
』
明
治
三
十
五
年
二
上
二
月
）
そ
の

他
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
樗
牛
は
ワ
グ
ネ
ル
を
、
「
意
志
消
滅
の
愛

よ
り
、
転
じ
て
意
志
拡
張
の
愛
」
に
進
ん
だ
も
の
と
し
て
評
価
す
る
一
方
、
自

他
融
合
の
道
が
な
い
と
し
て
二
－
チ
ェ
を
批
判
し
た
。

　
啄
木
は
樗
牛
の
見
解
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
承
認
し
な
が
ら
も
、
そ
の
ワ
グ
ネ
ル

に
つ
い
て
は
「
意
志
根
本
の
世
界
と
愛
と
の
関
係
」
「
意
志
の
世
界
と
愛
の
関

係
」
が
不
明
瞭
だ
と
す
る
。
彼
は
二
ー
チ
ェ
の
「
意
志
拡
張
」
の
「
個
人
主

義
」
に
強
く
共
感
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
キ
リ
ス
ト
教

的
な
「
愛
」
に
も
共
鳴
を
覚
え
る
に
至
っ
て
い
た
彼
は
、
「
愛
を
自
他
融
合
の

意
志
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
問
題
が
永
解
し
た
と
い
う
の
だ
。



　
「
宇
宙
の
根
本
」
は
「
意
志
」
で
あ
る
。
そ
の
一
元
的
世
界
の
一
方
に
は
、

二
ー
チ
ェ
に
お
け
る
「
自
己
発
展
」
の
側
面
が
あ
り
、
他
の
側
面
に
ト
ル
ス
ト

イ
的
な
「
自
他
融
合
」
の
「
愛
」
が
あ
る
。
「
こ
の
一
解
あ
っ
て
、
自
分
の
二

十
年
問
の
精
神
的
生
活
が
初
め
て
意
義
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
一
解
が
乃

ち
自
分
の
今
迄
に
於
け
る
最
大
の
事
業
で
あ
る
」
と
、
啄
木
は
大
い
に
満
足
し

て
い
る
。

　
彼
を
得
意
に
さ
せ
た
こ
の
二
元
両
面
の
哲
学
」
は
、
翌
四
十
年
九
月
、
札

幌
の
『
北
門
新
報
』
に
掲
げ
た
「
綱
島
梁
川
氏
を
弔
ふ
」
あ
た
り
ま
で
は
、
ほ

と
ん
ど
変
容
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
変
っ
て
く
る
の
は
四
十

一
年
一
月
末
か
ら
ニ
カ
月
余
の
釧
路
時
代
で
あ
る
。
同
年
二
月
八
日
付
の
宮
崎

郁
雨
あ
て
の
手
紙
に
、
啄
木
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

　
「
ま
だ
誰
に
も
発
表
し
た
事
は
な
い
け
れ
ど
も
、
僕
一
家
の
二
兀
二
面
論
で
、

何
人
の
哲
学
に
も
優
る
と
自
信
す
る
哲
学
を
案
出
し
て
居
る
、
然
し
乍
ら
君
、

何
人
か
真
の
自
由
を
得
て
自
然
の
力
以
外
に
立
ち
得
ら
れ
よ
う
、
僕
の
個
性
論

も
、
僕
の
二
兀
二
面
観
の
哲
学
も
、
は
た
又
、
僕
の
一
切
の
自
負
、
将
来
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
フ
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

す
る
計
画
も
、
遂
に
矢
張
一
種
の
生
活
幻
像
で
は
あ
る
ま
い
か
と
疑
ふ
事
が

○
　
　
○

度
々
あ
る
」

　
彼
は
、
理
想
と
か
未
来
と
い
っ
た
も
の
は
、
本
来
「
空
」
な
存
在
で
あ
る
人

間
が
、
そ
の
実
態
を
見
ま
い
と
し
て
抱
く
「
生
活
幻
像
」
だ
と
い
う
。
自
然
主

義
の
影
響
と
北
海
道
生
活
が
彼
の
思
想
に
変
化
を
も
た
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

右
の
手
紙
の
中
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
も
い
う
の
だ
。

　
　
Ｏ
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ
　
○
　
　
○
　
○

　
「
自
他
融
合
の
意
志
と
僕
の
名
づ
く
る
『
愛
』
は
あ
る
が
、
道
徳
は
無
い
。

既
に
霊
肉
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
、
勝
手
に
な
れ
と
虚
無
の
宣
告
を
受
け
た
人

問
に
と
っ
て
は
、
万
事
唯
勝
手
に
や
れ
ば
よ
い
」

　
二
元
両
面
の
哲
学
」
は
こ
こ
で
終
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
マ
ン
チ

ス
ト
啄
木
の
挫
折
で
あ
り
、
脱
皮
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
一
年
四
月
末
に
小
説

家
を
志
し
て
上
京
し
て
以
後
の
彼
の
日
記
や
手
紙
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
が
再
び

記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
翌
四
十
二
年
四
月
七
日
の
「
ロ
ー
マ
字
日
記
」
に
、
啄
木
は
「
予
の
文
学
は

予
の
敵
だ
、
そ
し
て
予
の
哲
学
は
予
の
み
ず
か
ら
あ
ざ
け
る
論
理
に
す
ぎ

ぬ
！
」
と
書
く
。
こ
こ
に
い
う
「
予
の
哲
学
」
を
二
元
両
面
の
哲
学
」
だ
と

い
っ
て
し
ま
う
と
問
題
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
が
「
予
の
哲
学
」
と
記

し
た
も
の
は
、
そ
れ
を
お
い
て
他
に
な
か
っ
た
事
実
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い

く
ま
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
「
林
中
日
記
」
で
こ
れ
が
全
面
的
に
削
除
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
少
く
と
も
釧
路
時
代
以
前
に
「
渋
民
日
記
」
か
ら
抄
写
さ
れ
た
も

の
と
は
考
え
が
た
い
。
先
に
あ
げ
た
い
く
っ
か
の
問
題
か
ら
み
て
も
そ
う
で
あ

る
。

　
啄
木
は
古
い
日
記
を
持
ち
歩
い
て
い
た
。
北
海
道
か
ら
上
京
し
た
と
き
に
さ

え
そ
う
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
手
荷
物
と
し
て
下
げ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
「
明
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石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

治
四
十
一
年
日
誌
」
五
月
二
十
八
日
の
項
、
す
な
わ
ち
上
京
し
て
ほ
ぼ
一
カ
月

後
に
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
古
い
日
記
を
出
し
て
見
て
幾
度
も
幾
度
も
泣
い
た
。
死
ん
だ
姉
！
　
其
子

等
！
　
あ
、
渋
民
！
　
函
館
！
　
小
樟
！
　
泣
く
べ
き
事
が
、
か
な
し
い
か
な
、

予
の
半
生
に
極
め
て
多
い
。
父
の
事
も
泣
い
た
、
母
の
事
も
泣
い
た
」

　
さ
ら
に
、
同
年
七
月
二
十
日
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
「
古
い
日
誌
を
取
出
し
て
、
枕
の
上
で
読
む
。
五
行
か
十
行
読
む
と
、
も
う

悲
し
さ
が
胸
一
杯
に
迫
っ
て
来
て
、
日
誌
を
投
げ
出
し
て
は
目
を
瞑
っ
た
・
こ

ん
な
悲
し
い
事
が
あ
ら
う
か
。
読
ん
で
は
泣
き
、
泣
い
て
は
読
み
、
こ
れ
で
は

な
ら
ぬ
と
立
っ
て
卓
子
に
向
っ
た
」

　
こ
の
時
期
、
啄
木
が
古
い
日
記
を
し
ば
し
ば
読
み
返
し
て
い
る
事
実
は
注
目

さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
日
記
を
、
発
表
し
う
る
か
た
ち
に
書
き
改
め
よ
う
と
田
山
え

ば
、
い
く
ら
で
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
上
京
の
目
的
ど
お
り
小
説
を
書
い
て
い
た
。
「
菊
池
君
」
「
病
院
の
窓
」

「
天
鷲
絨
」
コ
一
筋
の
血
」
「
刑
余
の
叔
父
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
短
篇
だ
が
、
七

月
初
旬
ま
で
に
こ
れ
ら
の
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
売
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
古
い
日
記
を
ひ
も
と
い
て
悲
し
み
を
お
ぼ
え
る
の
は
、
そ
の
こ
と
と

無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
い
ず
れ
も
大
な
り
小
な
り
体
験
に
依
拠
し
た
こ
れ
ら

の
作
品
が
不
成
功
に
終
っ
た
啄
木
が
、
い
っ
そ
の
こ
と
古
い
日
記
そ
の
も
の
を

作
品
に
仕
立
て
直
す
こ
と
を
考
え
つ
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
か
ろ
う
。
お

九
〇

そ
ら
く
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

　
彼
は
「
渋
民
日
記
」
に
、
「
林
中
日
記
」
は
『
明
星
』
へ
送
っ
た
と
書
い
て

い
る
が
、
こ
の
記
述
に
は
若
干
疑
問
が
あ
る
。
彼
は
「
渋
民
日
記
」
に
記
し
て

い
た
与
謝
野
寛
の
名
前
や
、
『
明
星
』
が
届
い
た
と
い
っ
た
記
事
を
、
「
林
中
日

記
」
で
は
削
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
『
明
星
』
に
掲
載
し
て
も
ら
う
つ
も

り
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
そ
う
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
す
る

必
要
も
な
い
。
彼
は
原
稿
料
が
得
ら
れ
な
い
『
明
星
』
で
は
な
く
、
他
の
文
芸

雑
誌
か
出
版
社
へ
送
っ
た
か
、
送
る
予
定
で
「
林
中
日
記
」
を
書
い
た
と
み
た

ほ
う
が
よ
さ
そ
う
に
田
甘
う
。

　
「
林
中
日
記
」
を
啄
木
は
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。
明
治
三
十
九
年
三
月

二
十
七
日
の
項
、
つ
ま
り
最
後
の
「
十
七
」
章
で
あ
る
。

　
カ
く

　
「
悠
て
再
び
目
の
覚
め
た
時
、
脳
め
る
我
魂
は
、
鳴
呼
今
日
も
亦
、
昨
日
と

同
じ
様
に
夜
が
明
け
た
の
か
と
眩
く
の
だ
。
臆
。

　
　
こ
ん
な

　
臆
這
慶
生
活
！
　
呂
一
迫
慶
生
活
が
何
処
に
あ
ら
う
。
此
生
活
か
ら
、
側
を
は
な

れ
ぬ
恋
妻
と
、
故
郷
に
在
り
と
思
ふ
一
念
と
、
一
切
の
追
憶
と
を
引
き
去
っ
た

な
ら
ば
、
予
は
或
は
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。

　
今
日
予
は
一
時
問
一
人
泣
い
た
。
」

　
な
る
ほ
ど
彼
は
「
渋
民
日
記
」
の
同
じ
日
に
、
貧
窮
に
っ
い
て
書
い
て
お
り
、

「
精
神
の
餓
え
た
部
分
が
、
今
迄
に
蓄
へ
た
養
分
を
も
喰
っ
て
し
ま
ふ
が
た
め

に
、
自
分
は
今
詩
を
も
小
説
を
も
書
く
気
に
成
れ
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と



記
し
て
い
る
。

　
「
林
中
日
記
」
は
右
の
記
述
で
終
わ
る
の
だ
が
、
「
渋
民
日
記
」
は
こ
の
日
の

右
の
記
述
に
っ
づ
け
て
、
「
自
分
は
今
、
ギ
リ
シ
ヤ
の
古
し
へ
の
文
明
を
研
究

し
た
い
と
思
っ
て
居
る
」
と
、
か
な
り
長
文
に
わ
た
っ
て
ギ
リ
シ
ア
文
明
と
、

そ
れ
を
源
流
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

　
「
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
」
な
ど
と
い
う
弱
音
は
、
「
渋
民
日
記
」
に

は
見
ら
れ
な
い
。
彼
は
昂
然
と
し
て
い
た
。
「
死
」
と
い
う
こ
と
ば
が
記
さ
れ

る
の
は
「
明
治
四
十
一
年
日
誌
」
な
の
だ
。
た
と
え
ば
六
月
二
十
九
日
の
項
に

は
、
「
目
を
さ
ま
す
と
、
凄
ま
じ
い
雨
、
う
つ
ら
う
つ
ら
と
枕
の
上
で
考
へ
て
、

死
に
た
く
な
っ
た
。
死
と
い
ふ
外
に
安
け
さ
を
求
め
る
工
夫
は
な
い
様
に
思
へ

る
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
七
月
二
十
三
日
の
項
に
は
、
「
一
日
故
山
の
事
許
り

考
へ
た
。
単
純
な
生
活
が
恋
し
い
。
何
も
か
も
い
ら
ぬ
。
唯
故
郷
の
山
が
恋
し

い
。
死
に
た
い
」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
先
の
「
林
中
日
記
」
の
記
述
か
ら

「
側
を
は
な
れ
ぬ
恋
妻
と
、
故
郷
に
在
り
と
思
ふ
一
念
と
」
と
い
う
部
分
を
削

れ
ば
、
ど
う
み
て
も
こ
れ
は
「
明
治
四
十
一
年
日
誌
」
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
ワ

ン
・
パ
ラ
グ
ラ
フ
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
明
治
四
十
一
年
日
誌
」
の
、
小
説
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
は
じ

め
た
六
月
二
十
五
日
の
項
に
は
、
「
頭
が
す
っ
か
り
歌
に
な
っ
て
ゐ
る
。
何
を

見
て
も
何
を
聞
い
て
も
皆
歌
だ
。
こ
の
日
夜
の
二
時
ま
で
に
百
四
一
首
作
っ
た
。

父
母
の
こ
と
を
歌
ふ
歌
約
四
十
首
、
泣
き
な
が
ら
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
先
に

　
　
　
　
　
石
川
啄
木
の
「
渋
民
日
記
」
と
「
林
中
日
記
」

引
用
し
た
、
古
い
日
記
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
泣
い
た
と
い
う
記
事
が
思
い
出
さ

れ
る
。
右
の
歌
は
翌
日
『
明
星
』
に
送
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
作

品
が
含
ま
れ
て
い
る
。

父
と
母
猶
ま
し
ま
せ
り
故
に
我
死
ぬ
を
得
ざ
り
と
ま
た
筆
を
と
る

父
母
の
あ
ま
り
過
ぎ
た
る
愛
育
に
か
く
風
狂
の
児
と
な
り
し
か
な

わ
が
母
は
今
日
も
我
よ
り
送
る
べ
き
為
替
を
待
ち
て
門
に
立
つ
ら
む

　
「
林
中
日
記
」
が
「
渋
民
日
記
」
か
ら
大
幅
な
改
変
を
加
え
な
が
ら
抄
写
さ

れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
明
治
四
十
一
年
六
月
下
旬
以
降
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
林

中
日
記
」
が
私
に
興
味
ふ
か
い
の
は
、
二
つ
の
日
記
の
間
に
啄
木
の
変
容
が
ま

ざ
ま
ざ
と
う
か
が
え
る
点
で
あ
り
、
小
説
家
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
ろ
の
内

的
、
思
想
的
様
相
が
垣
問
見
ら
れ
る
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
寸
　
　
　
己

　
　
イ
　
　
　
　
一
言
８

　
本
稿
提
出
後
に
、
私
は
函
館
市
立
図
書
館
で
「
渋
民
日
記
」
の
原
本
を
閲
覧

す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
し
か
し
、
本
稿
の
大
幅
な
訂
正
が
必
要
と
は
思
え
な

か
っ
た
。

　
な
お
、
「
林
中
日
記
」
は
『
ス
バ
ル
』
最
終
号
（
第
五
年
第
十
二
号
、
大
正

二
年
十
二
月
一
に
、
同
人
の
平
出
修
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
が
初
出
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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