
宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

︱
大
正
七
年
を
め
ぐ
っ
て

︱

植

田

彩

郁

は
じ
め
に

宮
澤
賢
治
は
﹁
修
羅
﹂
と
い
う
言
葉
を
た
び
た
び
用
い
た
︒
賢
治
が
残
し
た

詩
集
は
三
冊
あ
る
が
︑
大
正
十
三
年
に
刊
行
し
た
﹃
春
と
修
羅
﹄︵
大
正
13
・

�
・
20
︑
関
根
書
店
︶
を
は
じ
め
と
し
︑﹃
春
と
修
羅
﹄
第
二
集
︑
第
三
集

︵
二
作
と
も
生
前
未
刊
行
︶
と
︑﹃
春
と
修
羅
﹄
と
い
う
題
名
に
こ
だ
わ
り
続
け

た
︒
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
修
羅
は
﹁
阿
修
羅
・
阿
修
羅
道
﹂
を
略
し
た
仏
教

用
語
で
あ
る
︒
衆
生
が
業
に
よ
り
赴
く
六
道
の
一
つ
で
︑
こ
の
六
つ
の
迷
い
の

世
界
に
四
つ
の
悟
り
の
世
界
を
加
え
た
十
界
の
一
つ
で
も
あ
る
︒﹃
例
文
仏
教

語
大
辞
典
﹄
に
よ
る
と
﹁
嫉
妬
・
猜
疑
か
ら
起
こ
る
争
い
︒
ま
た
︑
長
い
闘
争
︑

戦
争
︑
激
し
い
怒
り
︑
情
念
な
ど
の
喩
え①
﹂
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
賢
治
が
用
い

た
修
羅
と
い
う
言
葉
は
︑
原
子
朗
氏
が
﹃︵
新
︶
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
﹄
の
中

で
︑﹁
一
般
的
解
説
と
同
列
に
は
並
べ
ら
れ
ず
︑
は
み
出
す
も
の
を
も
っ
て
い

る
︒︵
略
︶
今
後
の
賢
治
研
究
の
︑
お
そ
ら
く
は
て
し
な
い
課
題
の
一
が
﹁
修

羅
﹂
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う②
︒﹂
と
述
べ
る
な
ど
︑
そ
の
多
義
的
な
用
い

ら
れ
方
か
ら
定
義
付
け
や
作
中
で
の
使
わ
れ
方
に
関
し
て
現
在
ま
で
多
く
の
研

究
が
な
さ
れ
て
き
た
︒

修
羅
は
い
つ
頃
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
︒
言
葉
自
体
の
初
出

は
大
正
九
年
六
月
か
ら
七
月
頃
友
人
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
の
中
で
あ
る
︒

書
簡
165

六
月
～
七
月

保
阪
嘉
内
あ
て

私
は
殆
ん
ど
狂
人
に
も
な
り
さ
う
な
こ
の
発
作
を
機
械
的
に
そ
の
本
当
の

名
称
で
呼
び
出
し
手
を
合
せ
ま
す
︒
人
間
の
世
界
の
修
羅
の
成
仏
︒
そ
し

て
悦
び
に
み
ち
て
頁
を
操マ

マ

り
ま
す
︒
本
当
に
し
っ
か
り
や
り
ま
せ
う
よ
︒

か
な
し
み
は
ち
か
ら
に
︑
欲ほ

り
は
い
つ
く
し
み
に
︑
い
か
り
は
智
慧
に
み

ち
び
か
る
べ
し
︒

小
野
隆
祥
氏
は
﹃
宮
沢
賢
治
の
思
索
と
信
仰
﹄
で
﹁
人
間
の
世
界
の
修
羅
の
成

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

五
四



仏
﹂
は
︑
小
林
一
郎
が
﹃
日
蓮
主
義
講
話
﹄︵
大
�
・
10
・
28
︑
大
同
館
書
店
︶

の
﹁
即
身
成
仏
﹂
の
節
で
﹁
此
の
三
千
の
凡
て
が
吾
々
の
一
念
の
中
に
具
は
っ

て
ゐ
る
の
で
︑
仏
と
な
る
も
此
の
心
で
あ
る
し
︑
地
獄
を
作
る
も
此
の
心
で
あ

る
︒︵
略
︶
而
も
三
身
即
一
で
︑
一
を
離
れ
て
他
の
も
の
︑
存
在
す
べ
き
様
も

な
い
の
で
あ
る
が
︑
吾
々
の
凡
夫
の
心
に
も
此
の
三
如
是
は
具
わ
っ
て
ゐ
る
﹂

と
﹁
日
蓮
の
三
如
是
﹂
を
説
い
た
箇
所
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る③
︒

修
羅
は
大
正
九
年
の
段
階
で
は
仏
教
に
結
び
つ
い
て
い
る
︒

修
羅
は
何
を
意
味
す
る
の
か
︒
多
義
的
に
用
い
ら
れ
る
修
羅
を
明
確
に
定
義

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
意
味
合
い
を

持
つ
も
の
と
考
え
た
い
︒
ま
ず
﹁
阿
修
羅
・
阿
修
羅
道
﹂
の
意
味
を
持
つ
仏
教

的
な
使
わ
れ
方
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
﹁
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
﹂
手
帳
メ
モ
書
き
の

﹁
汝
が
五
蘊
の
修
羅
／
を
化
し
て
或
は
天
或
は
／
菩
薩
或
は
仏
の
国
土
た
ら
し

め
よ
﹂
や
︑
大
正
九
年
書
簡
で
の
﹁
人
間
の
世
界
の
修
羅
の
成
仏
﹂
が
当
て
は

ま
る
︒
二
つ
目
は
賢
治
の
心
象
を
言
い
換
え
た
自
己
認
識
と
し
て
の
修
羅
で
あ

る
︒
詩
﹁
春
と
修
羅
﹂
の
﹁
お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ
﹂
な
ど
が
該
当
す

る
︒
三
つ
目
は
現
実
世
界
や
自
分
自
身
が
存
在
す
る
空
間
を
修
羅
と
呼
ぶ
場
合

で
あ
る
︒
詩
﹁
無
声
慟
哭
﹂
の
﹁
わ
た
く
し
が
青
ぐ
ら
い
修
羅
を
あ
る
い
て
ゐ

る
と
き
﹂
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
︒
修
羅
と
い
う
言
葉
は
現
れ
ず
と
も
︑
共

通
す
る
意
識
は
特
に
現
実
世
界
へ
の
視
点
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
梅

原
猛
氏
は
﹃
地
獄
の
思
想

日
本
精
神
の
一
系
譜
﹄
で
︑﹁
人
間
ば
か
り
か
︑

す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
︑
す
べ
て
殺
し
合
い
の
世
界
︑
修
羅
の
世

界
に
生
き
て
い
る
﹂
こ
と
を
賢
治
の
現
実
世
界
に
対
す
る
根
本
直
感
で
あ
る
と

し
︑﹁
よ
だ
か
の
星
﹂
を
例
に
賢
治
が
こ
の
修
羅
の
世
界
に
悲
し
み
や
絶
望
を

抱
い
て
い
る
と
し
た④
︒

修
羅
と
し
て
賢
治
が
描
い
た
も
の
は
仏
教
的
な
意
味
合
い
︑
自
己
認
識
︑
殺

戮
の
世
界
か
ら
始
ま
る
︒
し
か
し
︑
後
に
殺
し
合
い
の
世
界
を
た
だ
眺
め
る
傍

観
者
的
な
視
線
に
自
己
を
介
在
さ
せ
た
際
︑
修
羅
に
対
し
て
新
た
な
視
線
が
生

じ
て
い
る
︒
賢
治
は
︿
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
﹀
と
︿
自
己
の
存
在
に
よ
っ

て
他
の
生
命
が
奪
わ
れ
る
こ
と
﹀
と
い
う
生
の
両
義
性
の
中
で
苦
し
ん
だ
人
物

で
あ
る
︒﹁
よ
だ
か
の
星
﹂
﹁
な
め
と
こ
山
の
熊
﹂﹁
ビ
ジ
テ
リ
ア
ン
大
祭
﹂
な

ど
を
は
じ
め
と
す
る
作
品
で
こ
の
苦
悩
は
語
ら
れ
︑
賢
治
作
品
の
一
つ
の
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
︒
修
羅
に
対
し
賢
治
は
生
涯
同
じ
関
わ
り
方
を
し
て
い
る
の

で
は
な
く
︑
修
羅
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
新
た
な
視
線
が
後
の
作
品
で
は
生
じ

て
い
る
の
だ
︒

修
羅
と
い
う
言
葉
の
初
出
は
大
正
九
年
で
あ
り
そ
れ
以
降
の
作
品
に
は
修
羅

の
意
識
が
確
認
で
き
る
が
︑
そ
の
意
識
の
一
端
は
大
正
九
年
以
前
に
は
見
ら
れ

な
い
の
か
︒
本
稿
で
は
修
羅
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
以
前
の
修
羅
意
識
の
一
端

を
探
る
た
め
に
︑
賢
治
が
童
話
制
作
を
開
始
し
た
と
推
定
さ
れ
る
大
正
七
年
に

遡
り
︑
賢
治
の
作
品
や
書
簡
に
着
目
し
た
い
︒
大
正
七
年
に
注
目
す
る
の
は
︑

ま
ず
大
正
七
年
成
立
と
さ
れ
る
童
話
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
︑
短
歌
﹁
青

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

五
五



び
と
の
な
が
れ
﹂
の
世
界
観
に
あ
る
︒﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
は
賢
治
の

童
話
一
作
目
と
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
何
の
躊
躇
い
も
な
く
命
を
奪

い
合
い
﹁
地
獄
行
き
の
マ
ラ
ソ
ン
競
走
﹂
を
す
る
蜘
蛛
︑
な
め
く
ぢ
︑
狸
の
姿

が
描
か
れ
る
︒
さ
ら
に
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
と
題
す
る
一
連
の
短
歌
で
は
生

と
死
が
未
分
化
の
異
様
な
世
界
が
描
か
れ
る
︒
ど
ち
ら
も
生
の
両
義
性
に
苦
し

む
姿
を
描
い
た
後
の
作
品
か
ら
は
程
遠
い
残
虐
な
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

次
に
︑
こ
れ
ら
の
作
品
が
書
か
れ
た
大
正
七
年
と
い
う
年
に
も
注
目
す
べ
き
点

が
あ
る
︒﹃︻
新
︼
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
﹄
の
﹁
年
譜
篇
﹂
に
よ
る
と
︑
大
正
七

年
は
︑
夏
に
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂﹁
双
子
の
星
﹂
な
ど
の
童
話
創
作
が

開
始
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と
共
に
︑
二
月
に
は
法
華
行
者
と
し
て
生
き

る
決
意
を
固
め
︑
六
月
に
は
賢
治
の
生
命
を
奪
う
結
核
の
始
ま
り
と
な
る
肋
膜

炎
を
発
症
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
注
目
し
た
い
の
は
二
月
か
ら
七
月
に
か
け

て
行
わ
れ
た
徴
兵
を
め
ぐ
る
父
と
の
書
簡
の
や
り
と
り
で
あ
る
︒
父
の
説
得
で

一
度
は
研
究
生
と
し
て
盛
岡
高
等
農
林
学
校
に
残
る
こ
と
を
決
め
︑
そ
の
二
週

間
後
に
は
や
は
り
徴
兵
検
査
を
受
け
る
決
意
を
し
た
も
の
の
︑
最
終
的
に
は
検

査
で
兵
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
後
に
自
分
の
生
が
他
の
命
を
奪
う

こ
と
に
苦
悩
す
る
ほ
ど
他
者
の
生
を
見
つ
め
続
け
た
賢
治
が
︑
な
ぜ
命
を
奪
う

こ
と
に
直
結
す
る
戦
争
に
進
ん
で
参
加
す
る
こ
と
を
決
め
た
の
か
︒
徴
兵
検
査

は
賢
治
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
︑
そ
こ
に
修
羅
の
意
識
の
一
端
は
見
ら
れ
な

い
の
か
︒

本
稿
で
は
︑
第
一
章
で
短
歌
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
︑
第
二
章
で
童
話
﹁
蜘

蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
に
お
け
る
生
と
死
の
描
か
れ
方
に
着
目
し
︑
修
羅
の
意

識
を
見
出
し
た
い
︒
第
三
章
で
は
徴
兵
忌
避
を
め
ぐ
る
書
簡
か
ら
大
正
七
年
に

お
け
る
賢
治
の
現
実
世
界
へ
の
認
識
を
探
り
︑﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
や

﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
に
共
通
す
る
意
識
を
発
見
し
た
い
︒

一

短
歌
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
に
お
け
る
修
羅
意
識

賢
治
の
文
学
活
動
の
始
ま
り
は
短
歌
で
あ
り
︑
大
正
七
年
に
も
六
十
五
首
の

短
歌
を
残
し
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
﹁
歌
稿
Ａ
﹂
の
﹁
大
正
七
年
五
月
以
降
﹂

に
分
類
さ
れ
︑﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
十
首
に
注
目
し
た
い
︒

青
び
と
の
な
が
れ

680
あ
ゝ
こ
は
こ
れ
い
づ
ち
の
河
の
け
し
き
ぞ
や
人
と
死
び
と
と
む
れ
な
が

れ
た
り

681
青
じ
ろ
き
流
れ
の
な
か
を
死
人
な
が
れ
人
々
長
き
う
で
も
て
泳
げ
り

682
青
じ
ろ
き
な
が
れ
の
な
か
に
ひ
と
び
と
は
な
が
き
か
ひ
な
を
う
ご
か
す

う
ご
か
す

683
う
し
ろ
な
る
ひ
と
は
青
う
で
さ
し
の
べ
て
前
行
く
も
の
の
あ
し
を
つ
か

め
り

684
溺
れ
行
く
人
の
い
か
り
は
青
黒
き
霧
と
な
が
れ
て
人
を
灼
く
な
り

685
あ
る
と
き
は
青
き
う
で
も
て
む
し
り
あ
ふ
流
れ
の
な
か
の
青
き
亡
者
ら

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

五
六



686
青
人
の
ひ
と
り
は
は
や
く
死
人
の
た
ゞ
よ
へ
る
せ
な
を
は
み
つ
く
し
た

り
687
肩
せ
な
か
喰
み
つ
く
さ
れ
し
し
に
び
と
の
よ
み
が
へ
り
来
て
い
か
り
な

げ
き
し

688
青
じ
ろ
く
流
る
ゝ
川
の
そ
の
岸
に
う
ち
あ
げ
ら
れ
し
死
人
の
む
れ

689
あ
た
ま
の
み
ひ
と
を
は
な
れ
て
は
ぎ
し
り
し
白
き
な
が
れ
を
よ
ぎ
り
行

く
な
り

盛
岡
高
等
農
林
学
校
時
代
の
友
人
保
阪
嘉
内
へ
宛
て
た
大
正
七
年
十
月
一
日

付
け
の
書
簡
に
も
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
と
同
様
の
世
界
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

私
の
世
界
に
黒
い
河
が
速
に
な
が
れ
︑
沢
山
の
死
人
と
青
い
生
き
た
人
と

が
な
が
れ
を
下
っ
て
行
き
ま
す
る
︒︵
略
︶
流
れ
る
人
が
私
か
ど
う
か
は

ま
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
と
に
か
く
そ
の
と
ほ
り
に
感
じ
ま
す
︒

こ
の
書
簡
で
は
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
の
中
で
賢
治
は
自
分
の
心
象
風
景
を
記

し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
沢
山
の
死
人
と
青
い
生
き
た
人
﹂
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
で
は
︑
生
と
死
に
大
き
な
差
異
を
つ

け
ず
︑
両
者
が
混
在
し
一
つ
の
現
象
と
し
て
存
在
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒

｢青
び
と
の
な
が
れ
﹂
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
想
定
さ
れ
た
川
は
あ
る
の
か
︒

賢
治
の
弟
清
六
氏
は
﹃
兄
の
ト
ラ
ン
ク
﹄
の
﹁﹁
修
羅
の
渚
﹂
に
て
﹂
で
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
川
岸
が
百
万
年
も
前
に
は
細
長
い
入
海
の
渚
で
︑
或
時
に
は
鹹
湖

に
な
っ
た
り
︑
ま
た
湿
原
に
な
っ
た
り
し
た
こ
と
は
賢
治
の
﹁
イ
ギ
リ
ス

海
岸
﹂
と
い
う
作
品
に
︑
か
な
り
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
︒
全
く
そ
れ
は

そ
の
通
り
だ
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
︑
太
古
に
渚
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
各
地

に
沢
山
あ
っ
た
筈
で
︑
こ
こ
を
特
に
﹁
修
羅
の
渚
﹂
と
賢
治
が
呼
ん
だ
の

は
ど
う
い
う
わ
け
か
と
い
う
疑
問
を
私
は
持
っ
て
い
た
︒

そ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
場
所
が
何
か
の
理
由
で
太
古
か
ら
永
い

間
︑
沢
山
の
動
物
た
ち
が
集
ま
っ
た
所
で
︑
そ
の
動
物
た
ち
が
殺
し
あ
っ

た
り
食
わ
れ
た
り
︑
争
闘
し
あ
っ
た
渚
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
か
と
一
応
は

考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た⑤
︒

﹁
修
羅
の
渚
﹂
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
の
は
歌
曲
﹁
イ
ギ
リ
ス
海
岸
の
歌
﹂

の
中
で
あ
る
︒

｢イ
ギ
リ
ス
海
岸
の
歌
﹂

T
e
r
tia
r
y

th
e
y
o
u
n
g
e
r
T
e
r
tia
r
y

th
e
y
o
u
n
g
e
r

T
e
r
tia
r
y

th
e
y
o
u
n
g
e
r
M
u
d
-s
to
n
e

あ
を
じ
ろ
日
破
れ

あ
を
じ
ろ
日
破
れ

あ
を
じ
ろ
日
破
れ
に

お
れ
の
か
げ

T
e
r
tia
r
y

th
e
y
o
u
n
g
e
r
T
e
r
tia
r
y

th
e
y
o
u
n
g
e
r

T
e
r
tia
r
y

th
e
y
o
u
n
g
e
r
M
u
d
-s
to
n
e

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

五
七



な
み
は
あ
を
ざ
め

支
流
は
そ
そ
ぎ

た
し
か
に
こ
こ
は
修
羅
の
な
ぎ
さ

｢あ
を
じ
ろ
﹂
や
﹁
あ
を
じ
ろ
日
破
れ
に

お
れ
の
か
げ
﹂
の
よ
う
に
﹁
あ

を
じ
ろ
﹂
い
も
の
の
中
に
自
己
を
見
出
す
描
写
は
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
や
書

簡
の
表
現
と
共
通
す
る
︒
さ
ら
に
︑
清
六
氏
は
同
書
の
﹁﹁
イ
ギ
リ
ス
海
岸
﹂

へ
の
独
白
﹂
で
賢
治
が
晩
年
に
制
作
し
た
文
語
詩
﹁
な
が
れ
た
り
﹂
に
も
言
及

す
る
︒

ま
た
文
語
詩
に
は
我
々
の
先
行
人
類
の
悲
し
み
を
歌
っ
た
と
思
わ
れ
る

﹁
な
が
れ
た
り
﹂
と
い
う
詩
も
あ
る
︒
そ
の
一
節
に
は
︑

な
が
れ
た
り
げ
に
な
が
れ
た
り

川
水
軽
く
か
が
や
き
て

た
だ
速
や
か
に
な
が
れ
た
り

(そ
も
こ
れ
は
い
づ
ち
の
川
の
け
し
き
ぞ
も

人
と
屍
と
群
れ
な
が
れ
た
り
︶

あ
あ
流
れ
た
り
流
れ
た
り

水
い
ろ
な
せ
る
屍
と

人
と
を
の
せ
て
水
い
ろ
の

水
は
は
て
な
く
流
れ
た
り

と
い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒
私
た
ち
は
賢
治
の
生
前
に
イ
ギ
リ
ス
海

岸
に
沢
山
の
死
人
が
流
れ
て
行
く
夢
の
よ
う
な
は
な
し
を
た
び
た
び
聞
い

た
し
︑
賢
治
の
画
い
た
﹁
修
羅
の
渚
﹂
を
沢
山
の
死
人
が
流
れ
て
い
る
大

き
な
墨
絵
が
あ
っ
て
︑
相
当
な
力
作
で
あ
っ
た
が
す
ぐ
破
棄
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
も
知
っ
て
い
る⑥
︒

｢青
び
と
の
な
が
れ
﹂
を
元
に
文
語
詩
﹁
な
が
れ
た
り
﹂
が
執
筆
さ
れ
た
こ

と
は
︑﹁
そ
も
こ
れ
は
い
づ
ち
の
川
の
け
し
き
ぞ
も
／
人
と
屍
と
群
れ
な
が
れ

た
り
﹂
と
680
番
歌
﹁
あ
ゝ
こ
は
こ
れ
い
づ
ち
の
河
の
け
し
き
ぞ
や
人
と
死
び
と

と
む
れ
な
が
れ
た
り
﹂
が
合
致
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る⑦
︒

清
六
氏
が
賢
治
か
ら
聞
い
た
と
い
う
﹁
イ
ギ
リ
ス
海
岸
に
沢
山
の
死
人
が
流
れ

て
行
く
夢
の
よ
う
な
は
な
し
﹂
も
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
の
世
界
観
と
一
致
す

る
︒﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
で
人
と
死
び
と
が
流
れ
て
い
る
場
所
は
イ
ギ
リ
ス

海
岸
で
は
な
い
か
︒
大
正
十
二
年
に
執
筆
さ
れ
た
﹁
イ
ギ
リ
ス
海
岸
﹂
に
も
着

目
し
た
い
︒﹁
イ
ギ
リ
ス
海
岸
﹂
は
︑
賢
治
が
花
巻
農
学
校
時
代
に
生
徒
を
連

れ
て
北
上
川
の
河
岸
を
訪
れ
た
様
子
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒

イ
ギ
リ
ス
海
岸
に
は
︑
青
白
い
凝
灰
質
の
泥
岩
が
︑
川
に
沿
っ
て
ず
ゐ

ぶ
ん
広
く
露
出
し
︑
そ
の
南
の
は
じ
に
立
ち
ま
す
と
︑
北
の
は
づ
れ
に
居

る
人
は
︑
小
指
の
先
よ
り
も
っ
と
小
さ
く
見
え
ま
し
た
︒

殊
に
そ
の
泥
岩
層
は
︑
川
の
水
の
増
す
た
ん
び
︑
奇
麗
に
洗
は
れ
る
も

の
で
す
か
ら
︑
何
と
も
云
へ
ず
青
白
く
さ
っ
ぱ
り
し
て
ゐ
ま
し
た
︒︵
略
︶

日
が
強
く
照
る
と
き
は
岩
は
乾
い
て
ま
っ
白
に
見
え
︑
た
て
横
に
走
っ
た

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

五
八



ひ
ゞ
割
れ
も
あ
り
︑
大
き
な
帽
子
を
冠
っ
て
そ
の
上
を
う
つ
む
い
て
歩
く

な
ら
︑
影
法
師
は
黒
く
落
ち
ま
し
た
し
︑
全
く
も
う
イ
ギ
リ
ス
あ
た
り
の

白
亜
の
海
岸
を
歩
い
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
の
で
し
た
︒︵
略
︶
そ
れ

に
実
際
そ
こ
を
海
岸
と
呼
ぶ
こ
と
は
︑
無
法
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
︒
な
ぜ
な
ら
そ
こ
は
第
三
紀
と
呼
ば
れ
る
地
質
時
代
の
終
り
頃
︑
た
し

か
に
た
び
た
び
海
の
渚
だ
っ
た
か
ら
で
し
た
︒

こ
れ
ら
は
賢
治
の
空
想
の
世
界
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
共
に
散
策
し
て
い

た
生
徒
が
岩
に
﹁
何
か
の
足
跡
﹂
を
見
つ
け
た
こ
と
か
ら
︑
賢
治
は
﹁
空
想
よ

り
も
も
っ
と
変
な
あ
し
あ
と
﹂
が
出
た
と
し
て
︑
足
跡
を
﹁
第
三
紀
偶
蹄
類
の

足
跡
標
本
﹂
と
名
づ
け
そ
の
採
取
を
試
み
る
様
子
を
語
る
︒
清
六
氏
が
﹁
太
古

か
ら
永
い
間
︑
沢
山
の
動
物
た
ち
が
集
ま
っ
た
所
で
︑
そ
の
動
物
た
ち
が
殺
し

あ
っ
た
り
食
わ
れ
た
り
︑
争
闘
し
あ
っ
た
渚
﹂
と
評
し
た
通
り
︑
イ
ギ
リ
ス
海

岸
に
は
地
質
時
代
に
遡
る
と
太
古
か
ら
の
化
石
が
堆
積
し
て
お
り
︑
多
く
の
死

の
上
に
現
在
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
今
も
な
お
生
命
活
動
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
生

と
死
が
混
在
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
の
生
者
と
死
者
が
混

在
し
川
を
流
れ
て
い
く
様
子
と
一
致
す
る
︒
賢
治
が
イ
ギ
リ
ス
海
岸
を
﹁
海
の

渚
﹂﹁
修
羅
の
な
ぎ
さ
﹂
と
呼
び
想
定
し
た
修
羅
と
は
︑
地
質
時
代
か
ら
の
争

闘
の
上
に
現
在
の
生
が
混
在
す
る
﹁
命
が
奪
い
奪
わ
れ
て
き
た
﹂
世
界
を
指
し
︑

﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
で
も
同
様
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

ま
た
︑
689
番
歌
﹁
あ
た
ま
の
み
ひ
と
を
は
な
れ
て
は
ぎ
し
り
し
白
き
な
が
れ

を
よ
ぎ
り
行
く
な
り
﹂
と
詩
集
﹃
春
と
修
羅
﹄
中
︑
﹁
春
と
修
羅
﹂
の
﹁
四
月

の
気
層
の
ひ
か
り
の
底
を
／
唾
し

は
ぎ
し
り
ゆ
き
き
す
る
／
お
れ
は
ひ
と
り

の
修
羅
な
の
だ
﹂
を
比
較
し
た
い
︒﹁
白
き
な
が
れ
﹂
が
﹁
四
月
の
気
層
の
ひ

か
り
の
底
﹂
に
︑﹁
は
ぎ
し
り
﹂
﹁
よ
ぎ
り
行
く
な
り
﹂
が
﹁
唾
し

は
ぎ
し
り

ゆ
き
き
す
る
﹂
に
対
応
し
て
お
り
︑
両
者
と
も
﹁
な
が
れ
る
も
の
﹂
の
中
に
漂

い
︑
は
ぎ
し
り
し
な
が
ら
﹁
明
る
い
方
向
﹂
へ
向
か
っ
て
い
く
︒
689
番
歌
は
推

敲
の
跡
が
見
ら
れ
る
歌
で
あ
る
が
︑
初
稿
で
は
﹁
あ
た
ま
の
み
わ
れ
を
は
な
れ

て
﹂
と
﹁
よ
ぎ
り
ゆ
き
も
の
﹂
が
﹁
わ
れ
﹂
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
の
修
羅
意
識
は
空
間
認
識
で
あ
り
﹁
春
と
修
羅
﹂
の
よ

う
に
自
己
を
修
羅
と
す
る
段
階
ま
で
至
っ
て
い
な
い
が
︑
﹁
な
が
れ
る
も
の
﹂

に
自
己
を
見
出
す
視
点
は
共
通
し
て
い
る
︒
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
に
は
﹁
春

と
修
羅
﹂
に
も
つ
な
が
る
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
短
歌
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
は
﹁
イ
ギ
リ
ス
海
岸
﹂
と
通

底
す
る
風
景
を
想
定
し
て
詠
ま
れ
︑
生
と
死
が
混
在
し
た
世
界
観
︑
﹁
春
と
修

羅
﹂
に
つ
な
が
る
表
現
が
見
ら
れ
る
点
か
ら
も
修
羅
が
描
か
れ
た
作
品
と
考
え

ら
れ
る
︒二

｢
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
に
お
け
る
修
羅
意
識

｢蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
は
賢
治
の
弟
清
六
氏
の
証
言
に
よ
る
と
︑
大
正

七
年
夏
︑
賢
治
自
ら
家
人
に
読
み
聞
か
せ
た
童
話
の
第
一
作
と
さ
れ
る
作
品
で

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

五
九



あ
る
︒
後
に
﹁
寓
話

山
猫
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
﹂︵
大
正
十
三
年
頃
︶
を

経
て
︑﹁
寓
話

洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
﹂
と
改
作
さ
れ
︑
さ
ら
に
部
分

的
改
作
の
後
﹁
ず
る
い
な
め
く
ぢ
の
は
な
し
﹂
と
な
る
︒﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ

と
狸
﹂
に
は
大
正
十
年
成
立
説
も
存
在
す
る
が
大
正
七
年
成
立
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る⑧
︒

本
作
は
他
者
を
騙
し
て
食
べ
︑
地
位
の
高
さ
に
固
執
す
る
蜘
蛛
︑
親
切
だ
と

評
判
で
あ
る
が
頼
っ
て
く
る
相
手
を
食
べ
る
な
め
く
ぢ
︑
山
猫
大
明
神
を
奉
ず

る
似
非
宗
教
家
で
救
い
を
求
め
る
も
の
を
食
べ
て
し
ま
う
狸
が
︑
互
い
に
妬
み

競
争
し
︑
最
後
に
は
破
滅
す
る
物
語
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
は
︑
資
本
主
義
の
競

争
社
会
に
対
す
る
批
判
や
風
刺
を
主
題
と
す
る
見
方
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
︒

小
沢
俊
郎
氏
の
﹁
人
と
比
べ
な
け
れ
ば
価
値
が
決
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
資
本
主

義
社
会
の
優
勝
劣
敗
弱
肉
強
食
の
価
値
観
の
否
定⑨
﹂
や
︑
向
川
幹
雄
氏
の
﹁
宗

教
家
や
名
声
欲
・
金
銭
欲
に
と
り
つ
か
れ
た
人
々
を
揶
揄
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ

と
し
た
作
品⑩
﹂
と
い
う
論
で
あ
る
︒
ま
た
秋
枝
美
保
氏
は
︑
生
き
る
た
め
に
食

べ
物
を
得
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
行
為
を
﹁
困
っ
て
い
る
者
が
大
量
に
発
生
す
る

不
安
と
不
況
の
時
代
に
盛
況
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
発
生
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
る⑪
﹂
と
主
張
す
る
︒
三
氏
が
本
作
の
主
題
を
﹁
競
争
世
界
の
批
判
﹂
と
す
る

根
拠
は
︑﹁
人
と
比
べ
な
け
れ
ば
価
値
が
決
め
ら
れ
な
い
﹂
姿
や
﹁
名
声
欲
・

金
銭
欲
に
と
り
つ
か
れ
た
人
々
の
揶
揄
﹂︑﹁
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
発
生
﹂
と
い
う

競
争
原
理
に
あ
る
︒

蜘
蛛
の
社
会
的
地
位
や
権
力
に
固
執
す
る
姿
︑
三
匹
の
生
存
競
争
を
越
え
て

私
利
私
欲
の
た
め
に
弱
者
を
食
べ
よ
う
と
し
︑
お
互
い
を
貶
し
争
う
姿
は
人
間

の
競
争
社
会
を
投
影
し
︑
悪
行
の
限
り
を
尽
く
し
た
者
た
ち
が
死
と
い
う
破
滅

を
迎
え
る
結
末
は
︑
強
い
者
が
支
配
す
る
社
会
の
転
覆
を
図
っ
た
よ
う
に
も
捉

え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
押
野
武
志
氏
が
﹁
作
品
の
背
後
に
そ
の
よ
う
な
モ
ラ
ル

を
持
ち
出
す
に
は
︑
筋
は
あ
ま
り
に
も
単
純
で
︑
む
し
ろ
︑
荒
唐
無
稽
な
死
に

様
の
生
々
し
さ
に
素
直
に
感
動
す
べ
き
だ
ろ
う⑫
︒﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
本
作

は
モ
ラ
ル
や
教
訓
よ
り
も
﹁
殺
し
合
い
の
世
界
﹂
に
重
点
が
置
か
れ
︑
生
と
死

が
同
列
に
語
ら
れ
る
修
羅
そ
の
も
の
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

本
章
で
は
︑
死
の
描
か
れ
方
か
ら
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
と
共
通
す
る
修
羅
意

識
を
見
出
し
︑
改
作
後
の
﹁
寓
話

洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
﹂
と
本
作
と

で
修
羅
意
識
が
変
化
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
︒

(一
)

死
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て

｢蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
で
は
︑
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
の
他
に
も
蚊
︑

か
げ
ろ
ふ
︑
か
た
つ
む
り
︑
と
か
げ
︑
兎
︑
狼
な
ど
実
に
多
く
の
生
き
物
が
死

を
遂
げ
る
︒
そ
れ
ら
の
死
の
描
写
は
一
貫
し
て
因
果
律
が
抜
け
落
ち
︑
理
不
尽

で
あ
る
︒
蜘
蛛
は
狸
に
か
ら
か
わ
れ
て
悔
し
く
な
り
網
を
一
生
懸
命
か
け
る
が
︑

そ
の
描
写
か
ら
一
転
︑﹁
と
こ
ろ
が
困
っ
た
こ
と
は
腐
敗
し
た
の
で
す
︒
食
物

が
ず
ん
ず
ん
た
ま
っ
て
︑
腐
敗
し
た
の
で
す
︒
そ
し
て
蜘
蛛
の
夫
婦
と
子
供
に

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識
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そ
れ
が
う
つ
り
ま
し
た
︒
そ
こ
で
四
人
は
足
の
さ
き
か
ら
だ
ん
だ
ん
腐
れ
て
べ

と
べ
と
に
な
り
︑
あ
る
日
た
う
た
う
雨
に
流
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
︒﹂
と
読
者

に
同
情
の
隙
を
与
え
ず
︑
非
常
に
客
観
的
に
死
ん
で
い
く
様
子
が
表
現
さ
れ
る
︒

冒
頭
で
も
︑﹁
蜘
蛛
と
︑
銀
色
の
な
め
く
ぢ
と
そ
れ
か
ら
顔
を
洗
っ
た
こ
と
の

な
い
狸
と
は
み
ん
な
立
派
な
選
手
で
し
た
︒
け
れ
ど
も
︑
一
体
何
の
選
手
だ
っ

た
の
か
私
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
︒︵
略
︶
一
体
何
の
競
争
を
し
て
ゐ
た
の
で

せ
う
﹂
と
い
う
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
︑﹁
け
れ
ど
も
と
に
か
く
三
人
と
も
死

に
ま
し
た
︒﹂
と
い
う
事
実
が
突
然
告
げ
ら
れ
る
︒﹁
け
れ
ど
も
と
に
か
く
﹂
や

﹁
さ
て
﹂
の
多
用
に
よ
り
︑
死
が
重
要
視
さ
れ
ず
事
実
確
認
の
み
が
な
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
三
人
が
﹁
地
獄
行
き
の
マ
ラ
ソ
ン
競
走
﹂
の
﹁
立
派
な
選
手
﹂
だ
っ
た

こ
と
が
最
後
に
知
ら
さ
れ
る
が
︑
な
ぜ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は

明
ら
か
に
さ
れ
な
い
︒
理
不
尽
で
因
果
律
の
抜
け
落
ち
た
死
の
描
写
は
﹁
殺
し

合
い
の
世
界
﹂
と
い
う
状
況
を
一
層
際
立
た
せ
る
︒
こ
の
よ
う
な
描
写
に
は
死

へ
の
リ
ア
ル
な
実
感
が
な
く
︑
生
と
死
が
同
列
の
現
象
と
し
て
語
ら
れ
る
︒
こ

れ
は
︑﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
の
生
者
と
死
者
が
同
じ
空
間
を
流
れ
︑
生
き
る

こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
差
異
は
な
く
描
か
れ
て
い
る
様
子
と
一
致
す
る
︒

終
わ
り
の
な
い
死
と
い
う
描
写
も
︑﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
の
死
し
て
も
な

お
苦
し
み
続
け
る
死
者
た
ち
の
様
子
と
重
な
る
︒
な
め
く
ぢ
が
と
か
げ
を
嘗
め

て
食
べ
よ
う
と
す
る
場
面
で
と
か
げ
は
か
ら
だ
が
半
分
と
け
て
も
喋
り
続
け
︑

狸
に
食
べ
ら
れ
た
兎
や
狼
も
狸
の
腹
の
中
で
喋
り
続
け
る
︒
身
体
は
無
く
な
っ

て
も
魂
は
身
体
と
い
う
主
体
か
ら
離
れ
て
消
え
ず
に
残
り
︑
彷
徨
い
つ
づ
け
る
︒

作
中
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
死
を
遂
げ
る
︒
彼
ら
は
生
存
競
争
だ
け

で
は
な
く
︑
腐
敗
や
熱
病
で
あ
っ
と
い
う
間
に
死
ん
で
し
ま
う
︒
死
が
意
味
づ

け
ら
れ
る
前
に
命
を
落
と
す
描
写
は
︑
押
野
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
荒
唐
無
稽
で

あ
り
︑
滑
稽
で
さ
え
あ
る
︒
罪
を
明
確
化
し
な
い
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂

に
モ
ラ
ル
と
い
う
主
題
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
︒
悪
者
が
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
勧

善
懲
悪
の
物
語
で
は
な
く
︑
た
だ
命
を
奪
い
合
う
世
界
へ
の
認
識
で
あ
る
修
羅

そ
の
も
の
が
描
か
れ
た
作
品
と
読
み
と
れ
る
︒

(二
)
﹁
寓
話

洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
﹂
と
の
比
較

競
争
社
会
へ
の
風
刺
は
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
よ
り
も
改
作
後
の
﹁
洞

熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
﹂
に
現
れ
て
い
る
︒﹁
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
﹂

で
は
﹁
う
さ
ぎ
と
亀
の
か
け
く
ら
﹂
や
﹁
大
き
い
も
の
が
い
ち
ば
ん
立
派
﹂
で

あ
る
こ
と
を
洞
熊
先
生
が
教
え
︑
一
番
に
な
る
た
め
皆
が
競
争
す
る
こ
と
に
よ

り
︑
物
語
序
盤
か
ら
競
争
目
的
が
明
確
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
蜘
蛛
の
﹁
い
ま
に

虫
け
ら
会
の
会
長
に
な
っ
て
き
っ
と
き
さ
ま
に
お
じ
ぎ
を
さ
せ
て
見
る
ぞ
﹂
や
︑

な
め
く
ぢ
の
﹁
こ
ん
ど
は
き
っ
と
虫
け
ら
院
の
名
誉
議
員
に
な
っ
て
く
も
が
何

か
云
っ
た
と
き
ふ
う
と
息
だ
け
つ
い
て
返
事
し
て
や
ら
う
﹂
か
ら
は
立
身
出
世

に
対
す
る
執
着
が
見
ら
れ
る
︒
殺
し
合
い
の
描
写
は
前
作
か
ら
大
き
く
変
化
し

な
い
が
︑
最
も
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
章
ご
と
に
挿
入
さ
れ
る
眼
の
碧
い
蜂

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識
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た
ち
の
幸
せ
な
生
活
描
写
で
あ
る
︒
他
者
の
生
に
目
を
向
け
ず
た
だ
命
を
奪
っ

て
い
く
蜘
蛛
や
な
め
く
ぢ
や
狸
と
は
異
な
り
︑
蜂
は
﹁
蜜
や
香
料
﹂
を
貰
う
際

花
に
挨
拶
を
し
︑
お
礼
に
他
の
花
へ
﹁
花
粉
﹂
を
運
ぶ
︒
堅
実
に
幸
せ
な
生
活

を
送
る
蜂
と
の
対
比
に
よ
り
︑
三
匹
の
生
存
競
争
を
越
え
て
命
を
奪
い
合
う
罪

や
悲
惨
な
最
期
を
辿
る
理
由
が
明
確
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑
理
不
尽
に
殺
し
合
う

世
界
の
み
を
描
い
た
前
作
と
は
違
い
︑
蜂
の
行
動
か
ら
は
自
ら
の
生
に
つ
な
が

る
他
者
へ
の
視
線
が
窺
え
る
︒
生
の
両
義
性
に
苦
悩
す
る
段
階
に
は
至
っ
て
い

な
い
が
︑
修
羅
の
克
服
へ
の
視
線
が
現
れ
始
め
て
い
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑

﹁
洞
熊
学
校
を
卒
業
し
た
三
人
﹂
は
競
争
目
的
や
罪
の
明
確
化
に
よ
り
展
開
の

不
条
理
さ
が
前
作
よ
り
も
弱
ま
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
殺
し
合
い
の
修
羅
の
世

界
そ
の
も
の
を
描
い
た
前
作
と
異
な
り
︑﹁
蜂
﹂
の
描
写
に
よ
り
︑
他
者
へ
目

を
向
け
修
羅
と
対
抗
す
る
世
界
が
展
開
さ
れ
る
︒

｢蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
で
は
競
争
社
会
へ
の
批
判
に
は
留
ま
ら
な
い
世

界
が
展
開
さ
れ
て
い
た
︒
生
存
競
争
と
は
言
え
命
を
奪
う
こ
と
に
躊
躇
が
な
く

自
ら
の
欲
望
の
ま
ま
に
他
者
を
食
べ
る
三
人
の
行
為
は
痛
快
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
︑

命
を
奪
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
悩
や
葛
藤
が
な
い
︒﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と

狸
﹂
も
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
と
同
様
に
賢
治
が
後
に
苦
悩
し
葛
藤
す
る
こ
と

に
な
っ
た
命
が
奪
い
奪
わ
れ
る
︑
修
羅
そ
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
︒

三

徴
兵
忌
避
を
め
ぐ
る
書
簡
に
お
け
る
修
羅
意
識
の
変
化

賢
治
が
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
や
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
の
狸
﹂
を
著
し
た
大

正
七
年
前
後
は
ど
の
よ
う
な
世
界
情
勢
で
あ
っ
た
の
か
︒
大
正
三
年
に
第
一
次

世
界
大
戦
が
起
こ
り
︑
大
正
六
年
に
は
ソ
ビ
エ
ト
政
府
が
樹
立
︑
日
本
は
大
正

七
年
に
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
宣
言
す
る
︒
四
月
五
日
に
は
日
英
陸
戦
隊
が
ウ
ラ
ジ

オ
ス
ト
ク
に
上
陸
︑
八
月
二
日
に
は
日
本
軍
が
シ
ベ
リ
ア
に
出
兵
し
︑
三
日
か

ら
は
米
騒
動
が
起
こ
る
︒
国
内
外
で
緊
張
が
走
る
情
況
を
賢
治
は
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
た
の
か
︒
シ
ベ
リ
ア
出
兵
や
米
騒
動
な
ど
の
社
会
情
勢
に
直
接
言
及

す
る
こ
と
は
な
い
が
︑
大
正
七
年
に
は
︑
学
業
や
生
活
の
状
況
報
告
だ
っ
た
父

親
へ
の
書
簡
の
中
で
徴
兵
の
問
題
が
触
れ
ら
れ
は
じ
め
る
︒
父
親
や
友
人
に
宛

て
た
書
簡
か
ら
徴
兵
に
対
す
る
賢
治
の
考
え
を
考
察
し
た
い
︒

ま
ず
︑
二
月
一
日
に
父
親
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
︒
徴
兵
検
査
の
延
期
を
提

案
す
る
父
に
︑
賢
治
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
︒

書
簡
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二
月
一
日

宮
沢
政
次
郎
あ
て

一
︑
小
生
の
只
今
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
り

一
︑
父
上
の
御
勧
め
に
従
ひ
万
一
却
て
戦
死
等
の
事
有
之
候
と
き
誠
に
御

互
に
不
本
意
な
る
に
よ
り

一
︑
御
心
配
を
更
に
来
年
に
延
す
事
御
申
し
訳
け
な
き
に
よ
り
︑

一
︑
就マ

マ

れ
に
せ
よ
今
後
の
方
針
を
早
く
定
め
た
き
に
よ
り
︑

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

六
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一
︑
若
し
首
尾
よ
く
除
隊
し
得
る
と
き
は
直
ち
に
来
々
年
よ
り
自
由
に
幾

分
た
り
と
も
御
役
に
立
ち
得
る
に
よ
り
︑

一
︑
小
生
の
今
年
検
査
を
受
く
る
に
な
ら
ひ
て
本
年
の
検
査
を
恐
れ
ざ
る

友
人
等
あ
る
に
よ
り
申
し
候

徴
兵
検
査
を
受
け
る
理
由
と
し
て
︑﹁
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
決
定
し
た
い
﹂

﹁
父
の
勧
め
に
従
っ
て
戦
死
し
た
場
合
お
互
い
に
不
本
意
で
あ
る
﹂﹁
気
が
か
り

な
こ
と
は
は
や
く
済
ま
せ
て
お
き
た
い
﹂﹁
友
人
へ
の
影
響
﹂
な
ど
を
挙
げ
て

い
る
︒

菊
池
邦
作
﹃
徴
兵
忌
避
の
研
究
﹄
に
よ
る
と
︑
大
正
七
年
は
徴
兵
忌
避
が
全

面
的
に
非
合
法
化
さ
れ
た
時
代
で
︑
合
法
的
忌
避
の
手
段
と
し
て
︑
学
生
の
徴

兵
延
期
︑
海
外
渡
航
︵
脱
出
︶
が
あ
り
︑
そ
の
他
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
し
て
六
週

間
現
役
兵
と
一
年
志
願
兵
の
二
つ
の
制
度
が
あ
っ
た
︒
当
時
在
学
中
の
者
は
卒

業
迄
検
査
を
延
期
で
き
︑
入
営
を
猶
予
し
て
も
ら
え
た
︒
賢
治
は
こ
の
年
満
二

十
二
歳
で
盛
岡
高
等
農
林
学
校
卒
業
の
年
で
あ
っ
た
が
研
究
生
と
し
て
残
る
な

ら
二
年
は
徴
兵
検
査
を
延
期
で
き
た
の
で
あ
る⑬
︒

次
の
書
簡
で
は
戦
争
や
戦
争
で
死
ぬ
こ
と
へ
の
考
え
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

書
簡
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二
月
二
十
三
日

宮
沢
政
次
郎
あ
て

︵︵
略
︶
戦
争
と
か
病
気
と
か
学
校
も
家
も
山
も
雪
も
み
な
均
し
き
一
心
の

現
象
に
御
座
候

そ
の
戦
争
に
行
き
て
人
を
殺
す
と
云
ふ
事
も
殺
す
者
も

殺
さ
る
ゝ
者
も
皆
等
し
く
法
性
に
御
座
候
︵
略
︶︵
先
日
も
屠
殺
場
に
参

り
て
見
申
し
候
︶︑
牛
が
頭
を
割
ら
れ
咽
喉
を
切
ら
れ
て
苦
し
み
候
へ
ど

も
こ
の
牛
は
元
来
少
し
も
悩
み
な
く
喜
び
な
く
又
輝
き
又
消
え
全
く
不
可

思
議
な
る
様
の
事
感
じ
申
し
候

そ
れ
が
別
段
に
何
の
役
に
た
つ
か
は
存

じ
申
さ
ず
候
へ
ど
も
只
然
く
の
み
思
は
れ
候
︶

こ
こ
で
は
︑
戦
争
を
病
気
や
学
校
な
ど
と
同
列
の
も
の
と
し
︑
一
つ
の
出
来

事
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
戦
争
で
殺
し
殺
さ
れ
る
こ
と
を
﹁
法
性
﹂

と
し
︑
戦
場
に
お
け
る
人
間
の
死
と
並
列
し
て
人
間
が
牛
を
殺
す
こ
と
を
述
べ

て
い
る
︒
牛
の
命
を
奪
う
こ
と
へ
の
罪
悪
感
や
悲
劇
性
が
な
い
描
写
は
︑
命
を

奪
う
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
︑
生
と
死
が
混
在
す
る

﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
に
通
ず
る
︒
ま
た
︑
三
月
十
日
の
書
簡
48
に
は
﹁
戦
争

は
人
口
過
剰
の
結
果
そ
の
調
節
と
し
て
常
に
起
る
も
の
に
御
座
候
﹂
と
あ
り
戦

争
を
自
然
淘
汰
の
一
部
と
し
て
捉
え
る
戦
争
観
が
見
ら
れ
る
︒

以
上
の
書
簡
か
ら
は
︑
戦
争
を
概
念
的
に
捉
え
現
実
の
問
題
と
し
て
真
摯
に

向
き
合
っ
て
い
な
い
賢
治
の
戦
争
観
が
読
み
と
れ
る
︒
書
簡
43
﹁
万
一
却
て
戦

死
等
﹂
と
い
う
文
面
か
ら
は
︑
戦
争
で
命
を
落
と
す
こ
と
を
自
分
の
問
題
と
し

て
考
え
て
い
な
い
様
子
が
窺
え
る
︒
さ
ら
に
︑
保
阪
嘉
内
に
宛
て
た
書
簡
で
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

書
簡
49

三
月
十
四
日
前
後

保
阪
嘉
内
あ
て

春
が
来
た
ら
私
は
兵
隊
靴
を
は
い
て
歩
け
る
位
歩
き
ま
は
り
稼
げ
る
位
稼

い
で
こ
の
か
な
し
み
を
か
く
さ
う
と
思
つ
て
ゐ
ま
し
た
︒
春
は
来
ま
し
た

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識
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三



が
あ
な
た
は
今
ご
ろ
は
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
で
怒
つ
て
ゐ
る
で
せ
う
︒
私
は
ま

た
あ
な
た
が
静
か
に
笑
ふ
と
も
考
へ
る
︒
私
な
ら
ば
さ
う
し
た
︒
退
学
も

戦
死
も
な
ん
だ

み
ん
な
自
分
の
中
の
現
象
で
は
な
い
か

保
阪
嘉
内
も

シ
ベ
リ
ア
も
み
ん
な
自
分
で
は
な
い
か

大
正
七
年
二
月
に
保
阪
は
︑
賢
治
た
ち
と
編
集
発
行
し
た
同
人
雑
誌
﹁
ア
ザ
リ

ア
﹂
五
号
の
中
で
発
表
し
た
文
章
が
危
険
思
想
を
持
つ
も
の
と
学
校
側
に
判
断

さ
れ
︑
除
籍
処
分
を
受
け
る
︒
賢
治
は
戦
争
も
天
皇
制
も
否
定
せ
ず
﹁
退
学
も

戦
死
も
自
分
の
中
の
現
象
﹂
だ
と
︑
現
実
の
事
象
を
心
の
中
の
現
象
で
あ
る
と

言
い
切
っ
て
い
る
︒
当
時
の
賢
治
の
現
実
世
界
に
対
す
る
認
識
の
未
熟
さ
が
窺

え
る
記
述
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
徴
兵
検
査
で
﹁
第
二
乙
種
﹂
と
な
り
徴
兵
が
免

除
さ
れ
た
こ
と
で
こ
れ
ら
の
考
え
は
変
化
す
る
︒

書
簡
63

五
月
十
九
日

保
阪
嘉
内
あ
て

扨
て
そ
の
後
御
互
に
予
期
し
な
い
様
に
立
場
が
向
い
て
来
ま
し
た
︒
あ
な

た
は
勿
論
︑
私
も
こ
の
間
の
兵
隊
検
査
で
第
二
乙
種
に
な
り
ま
し
た
︒

︵
略
︶
初
め
軍
医
は
第
一
乙
種
に
し
た
さ
う
で
す
が
例
の
ラ
ッ
パ
を
私
の

胸
に
あ
て
ゝ
か
ら
﹁
君
は
心
臓
が
弱
い
ね
︒﹂
と
申
し
ま
し
た
︒﹁
さ
あ
ど

う
で
す
か
︒﹂
と
云
っ
て
ゐ
る
う
ち
に
軍
医
は
向
ふ
に
向
い
て
し
ま
ひ
ま

し
た
︒
心
臓
が
弱
い
か
ど
う
か
私
も
し
り
ま
せ
ん
︒
け
れ
ど
も
人
並
に
山

が
歩
け
る
の
を
見
る
と
そ
ん
な
弱
い
の
で
も
な
い
様
で
す
︒
私
は
し
か
し

こ
の
間
︑
か
ら
だ
が
無
暗
に
軽
く
又
ひ
っ
そ
り
し
た
様
に
思
ひ
ま
す
︒

︵
略
︶
私
は
春
か
ら
生
物
の
か
ら
だ
を
食
ふ
の
を
や
め
ま
し
た
︒
け
れ
ど

も
先
日
﹁
社
会
﹂
と
﹁
連
絡
﹂
を
﹁
と
る
﹂
お﹅

ま﹅

じ﹅

な﹅

ゑ﹅

に
ま
ぐ
ろ
の
さ

し
み
を
数
枚
た
べ
ま
し
た
︒
︵
略
︶
食
は
れ
る
さ
か
な
が
も
し
私
の
う
し

ろ
に
居
て
見
て
ゐ
た
ら
何
と
思
ふ
で
せ
う
か
︒︵
略
︶
又
屠
殺
場
の
紅
く

染
ま
っ
た
床
の
上
を
豚
が
ひ
き
ず
ら
れ
て
全
身
あ
か
く
血
が
つ
き
ま
し
た
︒

転
倒
し
た
豚
の
瞳
に
こ
の
血
が
パ
ッ
と
あ
か
く
は
な
や
か
に
う
つ
る
の
で

せ
う
︒
忽
然
と
し
て
死
が
い
た
り
︑
豚
は
暗
い
︑
し
び
れ
の
す
る
様
な
軽

さ
を
感
じ
や
が
て
あ
ら
た
な
る
か
な
し
い
け
だ
も
の
の
生
を
得
ま
し
た
︒

こ
れ
ら
を
食
べ
る
人
と
て
も
何
と
て
幸
福
で
あ
り
ま
せ
う
や
︒

書
簡
63
か
ら
は
︑
賢
治
が
菜
食
主
義
生
活
を
開
始
し
た
こ
と
と
そ
れ
に
伴
う

葛
藤
が
窺
え
る
︒
社
会
と
連
絡
を
と
る
お
ま
じ
な
い
と
し
て
ま
ぐ
ろ
の
さ
し
み

を
一
枚
食
べ
︑
ま
ず
そ
う
に
食
べ
て
い
る
自
分
を
見
て
さ
か
な
は
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
な
ど
と
︑
菜
食
主
義
を
試
み
る
一
方
で
他
の
命
を
奪
う
と
い
う
矛
盾

し
た
行
為
を
行
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
屠
殺
場
で
豚
が
殺
さ
れ
る
記
述
と
書
簡

46
の
人
間
が
牛
を
殺
す
描
写
を
比
較
し
た
い
︒
牛
に
悩
み
や
喜
び
が
な
く
殺
す

こ
と
に
悲
劇
性
が
な
い
書
簡
46
よ
り
も
︑
書
簡
63
は
死
に
至
る
過
程
が
よ
り
鮮

明
に
豚
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
︒
豚
が
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と
で
﹁
あ
ら
た
な
る

か
な
し
い
け
だ
も
の
の
生
を
得
﹂
て
︑
﹁
こ
れ
ら
を
食
べ
る
人
と
て
も
何
と
て

幸
福
で
あ
り
ま
せ
う
や
︒
﹂
と
い
う
部
分
は
︑
豚
の
死
が
そ
の
豚
を
食
べ
る
人

間
の
生
に
な
る
こ
と
を
表
し
︑
生
の
両
義
性
の
片
鱗
が
見
え
る
︒
ま
た
︑
社
会

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識
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と
連
絡
を
と
る
お
ま
じ
な
い
と
し
て
ま
ぐ
ろ
の
さ
し
み
を
食
べ
た
と
い
う
箇
所

は
﹁
ビ
ジ
テ
リ
ア
ン
大
祭
﹂
の
﹁
も
し
た
く
さ
ん
の
い
の
ち
の
為
に
︑
ど
う
し

て
も
一
つ
の
い
の
ち
が
入
用
な
と
き
は
︑
仕
方
な
い
か
ら
泣
き
な
が
ら
で
も
食

べ
て
い
い
﹂
と
い
う
生
の
両
義
性
の
克
服
を
試
み
る
一
つ
の
打
開
策
へ
と
発
展

す
る
部
分
で
あ
る
︒
後
に
賢
治
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
る
視
点
が
こ
こ
で
形
成
さ

れ
始
め
て
い
る
︒

徴
兵
忌
避
は
賢
治
に
と
っ
て
生
と
死
に
対
す
る
新
た
な
眼
差
し
を
持
つ
契
機

を
与
え⑭
︑
そ
の
新
た
な
価
値
観
は
賢
治
を
菜
食
主
義
へ
と
向
か
わ
せ
る
一
つ
の

要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
当
時
の
戦
争
や
病
気
︑
退
学
な
ど
全

て
を
一
つ
の
現
象
と
捉
え
て
し
ま
う
賢
治
の
未
熟
さ
が
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と

狸
﹂
や
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
と
い
っ
た
修
羅
そ
の
も
の
を
描
く
作
品
を
生
み

出
し
︑
そ
の
一
方
で
徴
兵
忌
避
に
よ
っ
て
得
た
生
と
死
へ
の
眼
差
し
が
生
の
両

義
性
へ
の
苦
悩
と
そ
の
克
服
と
い
う
修
羅
へ
の
新
た
な
価
値
観
を
芽
生
え
さ
せ

た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
大
正
九
年
を
初
出
と
す
る
﹁
修
羅
﹂
が
︑
言
葉
自
体
は
現
れ
ず

と
も
︑
大
正
七
年
成
立
の
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂

の
中
に
現
実
世
界
を
命
が
奪
い
奪
わ
れ
る
世
界
と
す
る
認
識
と
し
て
表
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
分
析
し
た
︒
ま
た
︑﹁
よ
だ
か
の
星
﹂
な
ど
の
よ
う
に
修
羅
へ
の

克
服
は
未
だ
作
中
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
修
羅
の
世
界
に
お
け
る
生
の
両

義
性
に
苦
悩
し
︑
克
服
し
よ
う
と
す
る
視
線
は
芽
生
え
始
め
て
い
る
こ
と
が
書

簡
か
ら
窺
え
た
︒
大
正
七
年
と
い
う
年
は
︑
童
話
や
短
歌
の
中
で
修
羅
意
識
が

描
か
れ
︑
徴
兵
忌
避
を
め
ぐ
っ
て
生
の
両
義
性
へ
と
つ
な
が
る
新
た
な
視
線
を

獲
得
し
た
︑
賢
治
の
文
学
活
動
に
お
け
る
一
つ
の
節
目
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

注①

石
田
琢
磨
著
﹃
例
文
仏
教
語
大
辞
典
﹄︵
平


・
�
・
�
︑
小
学
館
︶

②

原
子
朗
﹃
︵
新
︶
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
﹄
︵
平


・

・
26
︑
東
京
書
籍
︶

③

小
野
隆
祥
﹃
宮
沢
賢
治
の
思
索
と
信
仰
﹄
第
二
部
：
宮
沢
賢
治
の
思
索

︱
修
羅

の
自
覚
と
刹
那
滅
の
克
服
︑
一
一
五
頁
～
一
二
二
頁
︵
昭
54
・
12
・
15
︑
泰
流
社
︶

④

梅
原
猛
﹃
地
獄
の
思
想

日
本
精
神
の
一
系
譜
﹄
第
十
章
：
修
羅
の
世
界
を
超
え

て
︑
一
九
二
頁
～
二
二
〇
頁
︵
昭
42
・
�
・
26
︑
中
央
公
論
社
︶

⑤

宮
沢
清
六
﹃
兄
の
ト
ラ
ン
ク
﹄
第
二
章
：
﹁
修
羅
の
渚
﹂
に
て
︑
一
四
八
頁
～
一

五
四
頁
︵
平
�
・
12
・
�
︑
筑
摩
書
房
︶

⑥

注
⑤
に
同
じ
︒
第
二
章
：
﹁
イ
ギ
リ
ス
海
岸
﹂
へ
の
独
白
︑
一
五
五
頁
～
一
六
六

頁
︵
平
�
・
12
・
�
︑
筑
摩
書
房
︶

⑦

小
沢
俊
郎
﹁
﹁
青
び
と
の
な
が
れ
﹂
考

︱
﹁
銀
河
鉄
道
の
夜
﹂
の
陰
画
と
し
て

︱
﹂︵﹁
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
﹂
13
︱


︑
平
10
・
�
︶
に
も
指
摘
が
あ
る
︒

⑧

﹃︻
新
︼
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
﹄
で
は
︑
﹁
こ
の
夏
に
︑
私
は
兄
か
ら
童
話
﹁
蜘
蛛

と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
と
﹁
双
子
の
星
﹂
を
読
ん
で
聞
か
さ
れ
た
こ
と
を
そ
の
口
調
ま

で
は
っ
き
り
お
ぼ
え
て
い
る
﹂
と
い
う
弟
清
六
氏
の
証
言
︵
四
二
年
版
全
集
﹃
研

究
﹄﹁
兄
賢
治
の
生
涯
﹂
二
四
七
頁
︶
を
大
正
七
年
説
の
可
能
性
と
し
て
述
べ
て
い

る
︒
ま
た
︑
井
上
寿
彦
氏
は
﹃
賢
治
︑
﹁
赤
い
鳥
﹂
へ
の
挑
戦
﹄︵
平
17
・


・
25
︑

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識
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青
柿
堂
︶
の
中
で
︑
中
学
時
代
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
短
歌
制
作
が
大
正
七
年

に
な
っ
て
激
減
し
て
い
る
こ
と
か
ら
新
た
な
文
学
活
動
と
し
て
童
話
創
作
が
選
ば
れ

た
こ
と
︑
大
正
七
年
か
ら
大
正
九
年
の
期
間
に
書
か
れ
た
作
品
は
大
正
七
年
に
鈴
木

三
重
吉
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
童
話
童
謡
雑
誌
﹁
赤
い
鳥
﹂
を
意
識
し
て
書
か
れ
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
示
唆
し
︑﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
を
大
正
七
年
成

立
と
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
︒

⑨

小
沢
俊
郎
﹁﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
の
話
﹂
か
ら

︱
﹁
洞
熊
学
校
を
卒
業
し

た
三
人
﹂
へ
﹂︵﹁
四
次
元
﹂
16

︱
�
︑
昭
39
・
�
︶

⑩

向
川
幹
雄
﹁﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
論
﹂︵﹁
言
語
表
現
研
究
﹂
15
︑
平
11
・

�
︶

⑪

秋
枝
美
保
﹁
シ
ニ
カ
ル
な
文
明
批
評
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂﹂︵﹁
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
﹂
74
︱
�
︑
平
21
・
�
)

⑫

押
野
武
志
﹃
宮
沢
賢
治
の
美
学
﹄
第
二
章
：
ナ
ン
セ
ン
ス
へ
の
回
路

�

他
者

認
識
の
分
岐
点

︱
﹁
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
﹂
と
﹁
張
紅
倫
﹂

︱
︑
七
四
頁
～

八
三
頁
︵
平
12
・
�
・
20
︑
翰
林
書
房
︶

⑬

菊
池
邦
作
﹃
徴
兵
忌
避
の
研
究
﹄
第
二
章
：
徴
兵
忌
避
の
歴
史
︑
一
一
〇
頁
～
三

八
〇
頁
︵
昭
52
・
�
・
15
︑
立
風
書
房
︶

⑭

吉
本
隆
明
氏
は
﹃
宮
沢
賢
治

近
代
日
本
詩
人
選
13
﹄︵
平
�
・

・
30
︑
筑
摩

書
房
︶
で
︑
書
簡
63
の
魚
が
人
間
に
喰
べ
ら
れ
る
と
き
︑
そ
れ
を
魚
の
方
か
ら
見
て

い
る
と
い
う
視
角
を
﹁
日
蓮
の
生
ま
れ
か
わ
り
観
﹂
を
ま
ね
た
賢
治
童
話
固
有
の
方

法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
中
村
晋
吾
氏
は
﹁
徴
兵
忌
避
と
し
て
の
宮
沢
賢

治

︱
徴
兵
検
査
と
そ
の
周
辺

︱
﹂︵﹁
国
文
学
研
究
﹂
160
︑
平
22
・
�
︶
の
中
で
︑

書
簡
63
の
魚
は
﹁
兵
士
と
な
っ
て
戦
死
す
る
可
能
性
を
も
つ
兵
士
た
ち
﹂
の
声
で
魚

の
声
の
形
を
表
現
し
た
も
の
と
し
︑
徴
兵
検
査
に
よ
り
賢
治
童
話
に
不
可
欠
な
﹁
現

実
の
﹁
死
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
具
体
的
な
苦
し
み
に
対
す
る
想
像
力
﹂
が
生
ま
れ
た

と
す
る
︒
両
者
と
も
賢
治
が
新
た
な
視
角
を
徴
兵
検
査
の
後
得
た
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
︒

﹇
付
記
]

本
稿
で
引
用
し
た
宮
澤
賢
治
の
文
章
は
﹃︻
新
︼
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
﹄
全

十
六
巻
・
別
巻
一
︵
平
�
・
�
・
25
～
平
21
・
�
・
10
︑
筑
摩
書
房
︶
を
底

本
と
し
た
︒
引
用
に
際
し
て
は
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
︑
漢
字
は
原
則
と
し
て

新
字
体
に
改
め
た
︒
／
は
改
行
を
表
す
︒

宮
澤
賢
治
に
お
け
る
﹁
修
羅
﹂
の
意
識

六
六


