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富
　
山
　
英
　
俊

一
、
は
じ
め
に

　

宮
沢
賢
治
は
、
日
本
近
代
の
一
作
家
、
詩
人
に
し
て
童
話
作
家
と
し
て

当
然
至
極
に
西
洋
の
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
と
関
係
を
も
ち
、
影
響
さ

れ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
賢
治

は
、
と
く
に
法
華
経
と
日
蓮
主
義
と
を
奉
じ
た
仏
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
た

と
え
ば
代
表
作
の
﹁
銀
河
鉄
道
の
夜
﹂
で
は
、
そ
の
列
車
が
旅
す
る
道
筋

に
、
夜
空
の
星
座
か
ら
発
想
さ
れ
た
壮
麗
な
十
字
架
や
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

ら
し
い
人
物
や
、
キ
リ
ス
ト
ら
し
き
存
在
が
現
れ
る
天
上
の
情
景
な
ど
が

描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
を
、
一
部
の
研
究
者
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
一
方
向

の
影
響
と
し
て
理
解
す
る
が
、
実
際
の
作
品
の
描
写
は
、
多
く
の
微
妙
な

ま
た
意
外
な
細
部
を
含
み
、
単
線
的
な
意
味
づ
け
に
適
う
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
賢
治
は
、
本
論
の
表
題
に
い
う
天
界
や
修
羅
界
と
い
っ
た
仏
教
的
世

界
観
に
属
す
る
観
念
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
内
容
や
、
キ
リ
ス
ト

教
的
﹁
天
国
﹂
な
ど
と
の
異
同
は
、
作
品
理
解
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

賢
治
の
詩
集
﹃
春
と
修
羅
﹄
の
表
題
に
含
ま
れ
る
﹁
修
羅
﹂
は
、
現
代
日

本
語
か
ら
消
え
て
い
な
い
が
︵﹁
修
羅
場
﹂
は
使
わ
れ
る
︶、
そ
れ
が
何
で

あ
る
か
一
般
に
は
必
ず
し
も
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。﹁
修

羅
﹂﹁
阿
修
羅
﹂
は
、
元
は
イ
ン
ド
の
神
の
一
族
だ
が
、
仏
教
の
考
え
る
六

つ
の
生
存
の
種
類
︵
領
域
︶、﹁
六
道
の
一
と
し
て
は
人
間
以
下
の
存
在
﹂

で
あ
り
﹁
絶
え
ず
闘
争
を
好
み
、
地
下
や
海
底
に
す
む
﹂︵﹃
広
辞
苑
﹄︶
と

さ
れ
る
。
賢
治
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
自
己
の
把
握
に
関
わ
る
重
要
な
観
念

で
あ
り
、
仏
界
・
天
界
な
ど
と
関
連
し
つ
つ
そ
の
宗
教
思
想
の
根
幹
に

属
し
て
い
た
。
︱
筆
者
は
そ
れ
ら
の
主
題
に
つ
い
て
研
究
書
﹃
挽
歌
と

反
語
︱
宮
沢
賢
治
の
詩
と
宗
教
﹄︵
せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
九
年
︶
に
纏

特
集
●
日
本
近
現
代
の
作
家
と
西
洋

宮
沢
賢
治
の
天
国
／
天
界
と
修
羅
界
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め
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
、﹁
銀
河
鉄
道
の
夜
﹂
で
の
キ
リ
ス
ト
教

的
﹁
天
国
﹂
に
つ
い
て
、
ま
た
二
つ
の
﹁
神
の
国
﹂
の
像
︵
内
村
鑑
三
と
成

瀬
仁
蔵
に
由
来
す
る
︶
が
現
れ
る
詩
作
品
に
つ
い
て
、
拙
論
の
概
要
を
再

説
す
る
。︵﹁
銀
河
鉄
道
の
夜
﹂
に
関
し
て
は
、
著
書
で
扱
わ
な
か
っ
た
若

干
の
箇
所
に
も
触
れ
る
︶。
さ
ら
に
賢
治
の
多
彩
な
作
品
群
の
な
か
に
は
、

キ
リ
ス
ト
教
的
な
天
上
と
仏
教
的
な
天
界
︵
さ
ら
に
修
羅
界
︶
と
の
関
係

に
言
及
す
る
詩
が
あ
る
が
、
そ
の
口
語
詩
﹁︹
あ
か
る
い
ひ
る
ま
︺﹂
の
内

容
に
触
れ
る
︵
拙
著
で
は
論
じ
な
か
っ
た
︶。

　

こ
こ
で
賢
治
の
人
生
を
概
観
す
る
な
ら
、

一
八
九
六
年　

 

岩
手
県
花
巻
に
生
ま
れ
る

一
九
〇
九
︱
一
四
年　

盛
岡
中
学

一
五
︱
二
〇
年　

盛
岡
高
等
農
林
学
校

二
一
年　

上
京
、
田
中
智
学
の
国
柱
会
の
活
動
に
参
加
、
妹
ト
シ
の
病
状

悪
化
を
機
に
帰
郷

二
一
︱
二
六
年　

稗
貫
農
学
校
、
花
巻
農
学
校
教
師

二
四
年　

詩
集
﹃
春
と
修
羅
﹄、
童
話
集
﹃
注
文
の
多
い
料
理
店
﹄
刊
行

二
六
︱
二
八
年　

羅
須
地
人
協
会
の
活
動

二
八
︱
三
〇
年　

病
気
療
養

三
一
年　

東
北
砕
石
工
場
技
師

三
一
︱
三
三
年　

病
気
療
養
、
死
去

と
な
る
。
花
巻
の
町
内
の
裕
福
な
、
浄
土
真
宗
の
信
仰
の
篤
い
商
家
に
生

ま
れ
、
父
は
仏
教
の
素
養
も
深
く
、
当
時
の
革
新
的
な
学
僧
た
ち
を
当
地

の
仏
教
講
習
会
に
招
い
た
り
し
た
の
で
、
少
年
時
か
ら
近
代
仏
教
の
さ
ま

ざ
ま
な
流
れ
に
触
れ
て
育
っ
た
。
県
内
の
名
門
の
盛
岡
中
学
と
新
設
の
高

等
農
林
で
学
び
、
宗
教
、
文
学
︵
中
学
時
代
の
作
歌
に
始
ま
る
︶、
科
学

の
各
分
野
で
広
い
知
識
、
教
養
を
得
て
い
た
。
が
、
の
ち
に
死
に
至
る

結
核
の
兆
候
は
す
で
に
出
て
い
た
。
高
等
農
林
卒
業
後
は
一
時
進
路
が
定

ま
ら
ず
、
ま
た
家
の
浄
土
真
宗
に
満
足
で
き
ず
法
華
経
信
仰
さ
ら
に
日
蓮

主
義
に
移
行
し
た
が
、
家
族
友
人
を
改
宗
さ
せ
る
試
み
に
挫
折
し
て
︵
そ

の
時
期
の
言
動
に
は
宗
教
的
な
排
他
性
が
見
ら
れ
る
︶、
田
中
智
学
︵
国

粋
的
・
帝
国
主
義
的
な
日
蓮
主
義
で
知
ら
れ
る
︶
に
傾
倒
し
、
家
出
上
京

し
て
そ
の
活
動
に
加
わ
ろ
う
と
し
た
︵
智
学
の
思
想
と
賢
治
と
の
関
係
は

種
々
の
議
論
と
解
釈
を
呼
ん
で
き
た
︶。

　

帰
郷
後
は
新
設
の
地
元
の
農
学
校
に
職
を
得
て
、
生
徒
の
自
発
性
を
重

ん
じ
文
芸
や
歌
曲
や
演
劇
な
ど
で
刺
激
す
る
教
師
と
し
て
活
躍
し
た
。
だ

が
、
妹
ト
シ
の
夭
折
に
も
遭
遇
し
た
。
生
徒
の
出
身
農
村
の
実
情
を
痛
感

し
、
学
校
を
退
職
し
﹁
羅
須
地
人
協
会
﹂
を
名
の
る
集
会
を
組
織
し
、
農

業
指
導
や
文
化
啓
発
を
目
指
す
活
動
に
入
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
父
の
経

済
力
を
前
提
と
す
る
無
償
の
奉
仕
活
動
で
は
あ
っ
た
。
肥
料
設
計
な
ど
に

奔
走
し
て
心
身
疲
弊
し
病
に
倒
れ
て
か
ら
は
、
土
壌
改
良
用
の
石
灰
粉
末

を
作
る
工
場
の
技
師
兼
販
売
促
進
係
を
務
め
た
一
時
期
を
除
い
て
、
病
気

療
養
と
執
筆
に
余
生
を
過
ご
し
た
。
傍
目
に
は
生
き
急
い
だ
と
見
え
る
が
、

そ
れ
も
病
身
ゆ
え
の
限
ら
れ
た
人
生
と
い
う
自
覚
に
よ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
か
れ
が
何
よ
り
や
り
続
け
た
の
は
書
く
こ
と
だ
っ
た
。
生
前
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出
版
の
本
は
詩
集
と
童
話
集
と
一
冊
ず
つ
だ
が
、
生
涯
の
各
時
期
に
書
き

続
け
、
驚
く
ほ
ど
の
量
の
草
稿
を
残
し
た
。

二
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
「
天
上
」

　

代
表
作
﹁
銀
河
鉄
道
の
夜
﹂
に
つ
い
て
は
、
夜
空
の
闇
に
光
る
星
々
と

い
っ
た
﹁
幻
想
的
﹂
な
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
作
品
は
読
ん
で
い
な
い
一

般
の
人
々
に
も
流
通
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
北
十
字
と
南
十
字
で
の
二
つ

の
十
字
架
像
も
そ
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
南
十
字
で
、
主
人
公
ジ
ョ
バ

ン
ニ
と
そ
の
友
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
列
車
か
ら
降
り
な
い
が
、
車
中
に
乗
り

合
わ
せ
た
姉
弟
と
そ
の
家
庭
教
師
青
年
は
下
車
し
、﹁
白
い
き
も
の
の
人
﹂

が
現
れ
る
天
上
へ
と
向
か
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
作
品
に
は
キ
リ
ス
ト
教

の
影
響
が
強
い
、
と
は
流
布
し
た
印
象
だ
ろ
う
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
作
品
そ
の
も
の
は
一
義
的
に
説
明
し
が
た
い
多
く
の
微
妙
な
意
味
の

揺
れ
を
孕
ん
で
い
る
。︵
な
お
、
作
品
は
妹
ト
シ
死
後
二
年
ほ
ど
の
一
九

二
四
年
に
は
最
初
期
の
形
が
で
き
て
い
た
と
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
晩
年

ま
で
改
作
が
続
け
ら
れ
た
。
残
さ
れ
た
原
稿
か
ら
異
同
の
多
い
四
段
階
が

復
元
さ
れ
、
草
稿
の
最
終
形
︵
筑
摩
書
房
﹃
新
校
本
全
集
﹄
十
一
巻
、
九

六
年
︶
と
そ
れ
以
前
の
﹁
初
期
形
一
﹂
か
ら
﹁
三
﹂︵
十
巻
、
九
五
年
︶
が
別

個
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
め
る
︵
ち
く
ま
文
庫
版
﹃
全
集
７
﹄︵
八
五
年
︶

で
の
呼
称
は
﹁
初
期
形
第
一
次
稿
﹂
か
ら
﹁
第
三
次
稿
﹂︶。

　

物
語
の
大
筋
を
確
認
す
る
な
ら
、
父
が
不
在
で
放
課
後
に
働
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
学
校
で
疎
外
さ
れ
、
祭
り
の
夜
に
い
じ
め

に
あ
い
、
逃
れ
た
丘
の
上
で
不
思
議
な
光
に
包
ま
れ
気
が
つ
く
と
銀
河
鉄

道
の
車
中
に
い
る
。
以
前
は
親
密
だ
っ
た
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
車
中
で
再

会
し
︵
級
友
を
救
お
う
と
し
て
水
死
し
た
と
後
に
判
明
す
る
︶、
ま
た
死

者
で
な
く
そ
の
鉄
道
周
辺
で
暮
ら
す
ら
し
い
﹁
鳥
捕
り
﹂
と
い
っ
た
謎
の

人
物
た
ち
と
出
会
う
が
、
そ
の
な
か
に
は
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
事
件
と
よ
く

似
た
水
難
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
姉
弟
と
そ
の
家
庭
教
師
青
年
が
い
る
。

そ
し
て
旅
路
は
北
十
字
の
あ
た
り
か
ら
南
十
字
へ
と
、
星
座
の
見
え
る
銀

河
を
南
下
す
る
が
、
そ
の
う
ち
の
北
十
字
の
描
写
を
、
後
期
形
か
ら
引
こ

う
︵
以
下
、
作
品
引
用
は
﹃
新
校
本
全
集
﹄
本
文
篇
に
よ
り
、
巻
数
と
頁

数
の
み
記
す
︶。

俄
か
に
、
車
の
な
か
が
、
ぱ
っ
と
白
く
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
見
る

と
、
も
う
じ
つ
に
、
金
剛
石
や
草
の
露
や
あ
ら
ゆ
る
立
派
さ
を
あ
つ

め
た
や
う
な
、
き
ら
び
や
か
な
銀
河
の
河
床
の
上
を
水
は
声
も
な
く

か
た
ち
も
な
く
流
れ
、
そ
の
流
れ
の
ま
ん
中
に
、
ぼ
う
っ
と
青
白
く

後
光
の
射
し
た
一
つ
の
島
が
見
え
る
の
で
し
た
。
そ
の
島
の
平
ら
な

い
た
だ
き
に
、
立
派
な
眼
も
さ
め
る
や
う
な
、
白
い
十
字
架
が
た
っ
て
、

そ
れ
は
も
う
凍
っ
た
北
極
の
雲
で
鋳
た
と
い
っ
た
ら
い
ゝ
か
、
す
き

っ
と
し
た
金
い
ろ
の
円
光
を
い
た
だ
い
て
、
し
づ
か
に
永
久
に
立
っ

て
ゐ
る
の
で
し
た
。︵
十
一
巻
一
三
八
︱
九
頁
︶

こ
の
描
写
は
じ
つ
に
華
麗
だ
が
、
他
の
乗
客
た
ち
が
﹁
黒
い
バ
イ
ブ
ル
を

胸
に
あ
て
た
り
﹂
し
て
祈
る
こ
と
に
反
応
し
て
﹁
思
は
ず
二
人
も
ま
っ
す
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ぐ
に
立
ち
あ
が
り
ま
し
た
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
頬
は
、
ま
る
で
熟
し
た
苹

果
の
あ
か
し
の
や
う
に
う
つ
く
し
く
か
ゞ
や
い
て
見
え
ま
し
た
﹂︵
同
︶
と

い
う
情
景
の
﹁
思
は
ず
﹂
は
、
イ
タ
リ
ア
人
の
名
前
を
も
つ
二
人
は
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

そ
し
て
南
十
字
で
は
、
姉
弟
が
そ
こ
で
降
り
る
と
言
う
の
を
ジ
ョ
バ
ン

ニ
が
引
き
留
め
よ
う
と
し
て
起
こ
る
、
何
が
﹁
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
﹂
で

あ
る
か
の
論
争
の
あ
と
、
や
は
り
壮
麗
な
十
字
架
の
前
で
、
姉
弟
と
家
庭

教
師
青
年
は
下
車
し
、
キ
リ
ス
ト
と
思
し
き
存
在
が
迎
え
る
﹁
天
上
﹂
に

向
か
う
。

そ
し
て
見
て
ゐ
る
と
み
ん
な
は
つ
ヽ
ま
し
く
列
を
組
ん
で
あ
の
十
字

架
の
前
の
天
の
川
の
な
ぎ
さ
に
ひ
ざ
ま
づ
い
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て

そ
の
見
え
な
い
天
の
川
の
水
を
わ
た
っ
て
ひ
と
り
の
神
々
し
い
白
い

き
も
の
の
人
が
手
を
の
ば
し
て
こ
っ
ち
へ
来
る
の
を
二
人
は
見
ま
し

た
。︵
一
六
六
頁
︶

だ
が
、
そ
れ
に
続
く
場
面
は
、
多
く
の
読
者
の
予
期
と
異
な
る
要
素
を
含

む
。

け
れ
ど
も
そ
の
と
き
は
も
う
硝
子
の
呼
子
は
鳴
ら
さ
れ
汽
車
は
う
ご

き
出
し
と
思
ふ
う
ち
に
銀
い
ろ
の
霧
が
川
下
の
方
か
ら
す
う
っ
と
流

れ
て
来
て
も
う
そ
っ
ち
は
何
も
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
た
ゞ
た
く

さ
ん
の
く
る
み
の
木
が
葉
を
さ
ん
さ
ん
と
光
ら
し
て
そ
の
霧
の
中
に

立
ち
黄
金
の
円
光
を
も
っ
た
電
気
栗
鼠
が
可
愛
い
顔
を
そ
の
中
か
ら

ち
ら
ち
ら
の
ぞ
い
て
ゐ
る
だ
け
で
し
た
。︵
同
︶

こ
の
よ
う
に
、
汽
車
が
動
く
と
十
字
架
は
す
ぐ
霧
に
隠
さ
れ
見
え
な
く
な

る
。
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
十
字
架
の
天
上
は
、
全
宇
宙
の
中
核
で
あ
る

は
ず
で
、
そ
れ
が
霧
ご
と
き
に
消
さ
れ
る
の
は
、
予
想
や
通
念
に
反
す
る

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
︵
そ
う
し
た
細
部
に
ど
う
反
応
す
る
か
は
読
者
次
第
だ

が
︶
こ
こ
で
﹁
円
光
﹂
を
ま
と
う
の
は
通
例
の
天
使
や
聖
者
で
な
く
﹁
電
気

栗
鼠
﹂
と
い
う
、
と
く
に
説
明
の
な
い
謎
め
い
た
存
在
で
あ
る
。

　

そ
し
て
拙
著
で
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
天
上
の
神
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
の
宗
教
画
が
描
く
よ
う
な
、
人
間
を
天
国
と
地
獄
と
に
振
り
分
け
る

怖
る
べ
き
存
在
と
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
感
じ
な
い
読
者
が
多
い

の
で
は
、
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
し
て
、
そ
の
理
由
は
作
中
で
家
庭

教
師
青
年
が
、
姉
弟
の
も
う
亡
く
な
っ
て
い
る
母
は
天
国
で
二
人
を
待
っ

て
い
る
、
と
語
っ
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う

︱
﹁
そ
れ
よ

り
も
、
お
っ
か
さ
ん
は
ど
ん
な
に
永
く
待
っ
て
ゐ
ら
っ
し
ゃ
っ
た
で
せ
う
。

わ
た
し
の
大
事
な
タ
ダ
シ
は
い
ま
ど
ん
な
歌
を
う
た
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
﹂

﹁
早
く
行
っ
て
お
っ
か
さ
ん
に
お
目
に
か
ゝ
り
ま
せ
う
ね
﹂︵
一
五
二
頁
︶。

こ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
、
神
の
裁
き
は
人
知
の
予
測
を
超
え
る
か
も

し
れ
な
い
、
と
は
危
惧
し
な
い
。

　

こ
こ
に
は
、
欧
米
の
近
代
の
特
定
の
来
世
観
、
神
中
心
と
い
う
よ
り
人

間
中
心
的
に
、﹁
天
国
﹂
を
家
族
の
再
会
の
場
所
と
し
て
思
い
描
く
心
性

が
介
在
し
て
い
る
︵
そ
れ
は
近
代
日
本
に
も
伝
来
し
た
︶。
そ
の
心
性
の
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歴
史
に
つ
い
て
、
拙
著
で
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
の
﹃
死
を
前
に
し

た
人
間
﹄︵
み
す
ず
書
房
、
九
〇
年
︶
を
参
照
し
た
が
、
こ
こ
で
は
コ
リ
ー

ン
・
マ
ク
ダ
ネ
ル
と
バ
ー
ン
ハ
ー
ド
・
ラ
ン
グ
の
﹃
天
国
の
歴
史
﹄︵
大
修

館
書
店
、
九
三
年
︶
を
引
く
な
ら
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
﹁
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
朝
の
小
説
家
た
ち
は
、
死
後
の
世
界
の
生
き
生
き
と
し
た
描
写
に
は
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
リ
に
多
く
を
負
い
な
が
ら
も
、
そ
の
夫
婦
と
い
う
基
本
単

位
を
家
族
に
ま
で
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。
夫
婦
愛
が
重
要
で
あ
る
の
は
そ

の
ま
ま
で
あ
る
が
、
根
本
的
な
愛
と
は
家
族
の
中
に
体
験
さ
れ
る
愛
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
﹂︵
四
四
七
頁
︶
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
賢
治
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
歴
史
的
変
遷
の
一
局
面
に
応
答
し
作
中
の
一
要
素
と
し
て
組
み

入
れ
た
の
で
あ
り
、
唯
一
不
変
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
な
る
も
の
を
﹁
誤
解
﹂

し
た
わ
け
で
は
な
い
。

三
、
二
つ
の
「
神
の
国
」

　

賢
治
作
品
で
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
主
題
は
、
死
後
の
行
き
先
と
し
て
の

﹁
天
国
﹂
だ
け
で
な
く
、
こ
の
地
上
に
出
現
す
べ
き
﹁
神
の
国
﹂
に
も
関
わ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
思
想
で
あ
る
﹁
神
の
国
﹂
は
、
地
上
の
悪
の
帝

国
を
転
覆
す
べ
き
救
世
主
を
待
望
す
る
ユ
ダ
ヤ
の
終
末
論
に
由
来
す
る
が
、

そ
れ
と
、
キ
リ
ス
ト
の
﹁
再
臨
﹂︵
刑
死
後
復
活
し
昇
天
し
て
い
る
が
い
ず

れ
地
上
に
戻
る
こ
と
︶
と
の
先
後
も
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
主
題
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
の
第
四
章
に
纏
め
た
の
で
︵
そ
の
一
部
は
こ
の

﹃
言
語
文
化
﹄
三
四
号
に
掲
載
の
論
考
に
基
づ
く
︶、
こ
こ
で
は
手
短
に
再

確
認
す
る
と
し
て
、
一
九
二
四
年
の
七
月
一
五
日
の
日
付
の
詩
﹁︹
北
上

川
は
熒
気
を
流
し
ィ
︺﹂︵
未
刊
に
終
わ
っ
た
﹁
春
と
修
羅　

第
二
集
﹂
の

時
期
に
属
す
る
︶
で
は
、
妹
と
の
交
流
に
部
分
的
で
あ
れ
基
づ
く
と
想
定

で
き
る
対
話
の
な
か
、
カ
ワ
セ
ミ
を
﹁
ミ
チ
ア
﹂
と
呼
び
謎
か
け
を
す
る

兄
と
妹
と
の
機
知
に
み
ち
た
や
り
取
り
が
、
以
下
の
よ
う
に
現
れ
る
︵
以

下
、
詩
の
引
用
で
は
改
行
は
ス
ラ
ッ
シ
ュ
で
示
す
︶。

︵
何
よ　

ミ
チ
ア
っ
て
︶／︵
あ
い
つ
の
名
だ
よ
／
ミ
の
字
は
せ
な
か

の
な
め
ら
か
さ
／
チ
の
字
は
く
ち
の
と
が
っ
た
工
合
／
ア
の
字
は
つ

ま
り
愛
称
だ
な
︶／︵
マ
リ
ア
の
ア
も
愛
称
な
の
？
︶／︵
は
は
は
、
来

た
な
／
聖
母
は
し
か
く
の
の
し
り
て
／
ク
リ
ス
マ
ス
を
ば
待
ち
た
ま

ふ
だ
︶／︵
ク
リ
ス
マ
ス
な
ら
毎
日
だ
わ
／
受
難
日
だ
っ
て
毎
日
だ
わ

／
あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
は
／
千
人
だ
っ
て
き
か
な
い
か
ら
／
万
人

だ
っ
て
き
か
な
い
か
ら
︵
三
巻
一
〇
一
頁
︶

こ
の
よ
う
に
妹
の
声
は
﹁
千
人
﹂﹁
万
人
﹂
の
﹁
あ
た
ら
し
い
ク
リ
ス
ト
﹂

を
語
る
が
、
こ
れ
は
、
妹
ト
シ
が
学
ん
だ
日
本
女
子
大
学
の
創
始
者
、
成

瀬
仁
蔵
と
そ
の
周
辺
の
人
々
の
宗
教
思
想
に
由
来
す
る
と
想
定
で
き
る
。

そ
れ
は
﹁
神
の
国
﹂
を
人
間
に
作
り
う
る
理
想
社
会
と
し
て
捉
え
る
、
近

代
の
合
理
主
義
に
融
和
的
な
神
学
観
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
そ
れ
に
献
身
す

る
人
々
を
﹁
ク
リ
ス
ト
﹂
と
呼
び
う
る
。
そ
れ
に
対
し
、
賢
治
に
は
﹁
基

督
再
臨
﹂
と
い
う
題
の
、
羅
須
地
人
協
会
の
時
期
の
一
九
二
七
年
四
月
二

六
日
の
日
付
の
謎
め
い
た
詩
作
品
も
あ
る
︵﹁
春
と
修
羅　

第
三
集
﹂
の
先
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行
形
を
多
く
含
む
が
、
そ
れ
以
外
の
作
品
を
も
含
む
﹁
詩
ノ
ー
ト
﹂
所
収
︶。

そ
の
書
き
か
け
の
ま
ま
残
さ
れ
た
作
品
の
一
部
は
、
畑
で
の
作
業
の
際
に

唐
突
に
イ
エ
ス
の
像
が
出
現
し
た
様
を
次
の
よ
う
に
描
く
。

ま
た
労
れ
て
死
ぬ
る
支
那
の
苦
力
や
／
働
い
た
た
め
に
子
を
生
み
悩

む
農
婦
た
ち
／
ま
た
ヽ
ヽ
ヽ
　ヽ
　

の
人
た
ち
が
／
み
な
う
つ
ゝ
と

も
夢
と
も
わ
か
ぬ
な
か
に
云
ふ
／
お
ま
へ
ら
は
／
わ
た
く
し
の
名
を

知
ら
ぬ
の
か
／
わ
た
く
し
は
エ
ス
／
お
ま
へ
ら
に
／
ふ
た
ゝ
び
／
あ

ら
は
れ
る
こ
と
を
ば
約
し
た
る
／
神
の
ひ
と
り
子
エ
ス
で
あ
る
︵
四

巻
二
二
六
︱
七
頁
︶

こ
れ
は
、
内
村
鑑
三
の
一
九
一
八
年
こ
ろ
の
﹁
再
臨
運
動
﹂
に
由
来
す
る

と
見
な
せ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
の
合
理
的
常
識
に
抗
い
、
神
の
現
世
へ
の

直
接
的
介
入
へ
の
信
を
あ
ら
た
め
て
主
張
す
る
思
想
運
動
だ
っ
た
。
そ

し
て
内
村
自
身
は
、
当
時
の
神
学
用
語
の
区
別
を
用
い
て
、
自
ら
は
﹁
前

千
年
王
国
論
者
﹂︵P

re-m
illen

n
ialists

﹁
先
ず
再
臨
あ
り
て
然
る
後

に
神
の
国
の
出
現
あ
り
と
信
ず
る
者
﹂︶
で
あ
り
、﹁
後
千
年
王
国
論
者
﹂

︵P
o
st-m

illen
n
ialists

﹁
再
臨
は
神
の
国
の
完
成
の
後
に
あ
り
と
信
ず
る

者
﹂︶
で
は
な
い
と
、
と
述
べ
て
い
る
︵
岩
波
書
店
﹃
全
集
﹄
二
四
巻
四
九

頁
︶。
後
者
に
つ
い
て
前
掲
の
﹃
天
国
の
歴
史
﹄
か
ら
該
当
す
る
記
述
を
引

け
ば
、﹁
リ
ベ
ラ
ル
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
に
と
っ
て
は
、
キ
リ

ス
ト
再
臨
前
の
善
き
一
千
年
と
い
う
期
間
は
人
類
の
努
力
を
通
し
て
生
ま

れ
る
と
い
う
ポ
ス
ト
千
年
王
国
的
な
信
仰
が
、
世
界
は
幸
運
な
宿
命
に
向

か
っ
て
進
ん
で
い
る
と
い
う
観
念
に
火
を
つ
け
た
恰
好
に
な
っ
て
い
っ

た
﹂︵
五
一
八
頁
︶。
内
村
は
逆
に
、
そ
う
し
た
観
点
を
批
判
し
て
、
神
の

国
は
再
臨
と
い
う
人
知
を
超
え
た
神
的
な
力
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
う
る

と
論
じ
た
。

　

こ
の
詩
篇
の
伝
え
る
出
来
事
に
つ
い
て
、
賢
治
は
こ
こ
で
こ
そ
真
に
キ

リ
ス
ト
教
の
神
に
出
会
っ
た
、
と
捉
え
る
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
他
方
、

賢
治
は
い
か
な
る
宗
教
的
／
文
学
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
詩
を

も
書
い
た
の
か
、
と
問
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
私
見
で
は
︱
拙
著

第
七
章
お
よ
び
論
考
﹁
心
象
ス
ケ
ッ
チ
、
詩
﹁︹
温
く
含
ん
だ
南
の
風
が
︺﹂、

文
語
詩
﹁
不
軽
菩
薩
﹂
に
関
す
る
補
論
﹂︵﹃
宮
沢
賢
治
研
究A

n
n
u
al

﹄
二

九
号
、
一
九
年
︶
で
扱
っ
た
が
︱
、
賢
治
が
六
世
紀
中
国
の
天
台
智
顗

の
﹁
十
界
互
具
﹂
つ
ま
り
仏
・
菩
薩
・
縁
覚
・
声
聞
・
天
・
人
・
修
羅
・

畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
と
い
う
存
在
の
十
の
領
域
︵
六
道
の
拡
張
︶
は
﹁
そ

れ
ぞ
れ
が
互
い
に
他
の
九
界
を
も
内
に
含
み
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
﹂

︵﹃
広
辞
苑
﹄︶
や
、﹁
一
念
三
千
﹂、﹁
人
の
日
常
心
︵
一
念
︶
に
宇
宙
存
在

の
す
べ
て
の
あ
り
方
︵
三
千
︶
が
含
ま
れ
る
と
す
る
教
え
﹂︵
同
︶
の
観
念

に
動
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
係
す
る
。

　

こ
れ
は
奇
矯
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
賢
治
の
信
じ
た
日
蓮
に

よ
る
救
済
宗
教
の
構
想
は
じ
つ
は
、
智
顗
が
瞑
想
経
験
か
ら
得
た
﹁
人
の

世
界
と
仏
の
世
界
は
互
い
を
含
み
あ
う
﹂
と
い
う
理
念
的
直
観
︵﹁
理
の
一

念
三
千
﹂︶
を
、﹁
南
無
妙
法
蓮
華
経
﹂
の
唱
題
な
ど
の
集
団
的
実
践
に
よ

っ
て
現
実
性
︵﹁
事
の
一
念
三
千
﹂︶
に
も
た
ら
し
う
る
、
と
い
う
信
条
を

根
拠
と
し
た
。
賢
治
も
そ
れ
を
了
解
し
信
じ
た
、
と
想
定
で
き
る
︱
︱
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書
簡
で
友
人
に
推
奨
し
た
︵
番
号
一
七
八
の
保
阪
嘉
内
宛
︵
十
五
巻
一
九

七
頁
︶
等
︶
田
中
智
学
の
教
学
書
の
内
容
や
、
次
節
で
も
触
れ
る
﹁
思
索

メ
モ
１
﹂﹁
2
﹂︵
十
三
巻︵
下
︶
二
六
二
︱
三
頁
︶
な
ど
の
記
載
か
ら
し
て
。

そ
れ
ら
の
観
念
は
、
賢
治
に
、
い
わ
ゆ
る
幻
視
や
神
秘
体
験
を
含
め
て
、

そ
の
心
の
世
界
に
起
こ
る
こ
と
を
何
で
あ
れ
記
す
こ
と
を
促
し
た
︱
再

臨
す
る
キ
リ
ス
ト
の
う
つ
つ
の
幻
を
も
含
め
て
。
そ
れ
ら
は
、
賢
治
の
詩

に
記
録
性
、
受
動
性
、
未
決
性
と
い
っ
た
特
質
を
与
え
た
。

　

な
お
そ
の
天
台
思
想
は
、
平
安
時
代
後
期
の
比
叡
山
で
﹁
本
覚
思
想
﹂

と
呼
ば
れ
る
方
向
へ
の
変
容
を
経
て
い
た
。
そ
れ
は
、
如
来
の
絶
対
的
な

悟
り
と
救
済
の
力
は
現
世
に
す
で
に
顕
在
的
に
及
ぶ
と
直
観
し
、
さ
ら
に

そ
の
力
を
世
界
の
諸
存
在
の
自
ず
か
ら
の
展
開
と
同
一
視
す
る
、
内
在
性

と
自
然
化
に
引
か
れ
る
性
向
だ
っ
た
。
宗
教
史
家
た
ち
が
教
え
て
く
れ
る

と
こ
ろ
で
は
、
親
鸞
も
日
蓮
も
そ
こ
か
ら
発
し
そ
の
影
響
を
留
め
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
種
々
の
経
路
を
経
て
近
代
へ
と
存
続
し
、
賢
治
に
も
達

し
た
と
想
定
で
き
る
。
そ
の
宗
教
思
想
は
、
こ
こ
で
は
言
及
に
留
め
る
が
、

た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
触
の
別
の
一
例
と
し
て
も
読
ま
れ
る
花
鳥

童
話
﹁
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
﹂
に
現
れ
る
︵
拙
著
の
第
五
章
で
扱
っ
た
︶。

四
、
口
語
詩
「〔
あ
か
る
い
ひ
る
ま
〕」
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
女
性
と
の
対
話

　

賢
治
の
口
語
詩
に
﹁︹
あ
か
る
い
ひ
る
ま
︺﹂
と
い
う
作
品
が
あ
る
︵﹃
新

校
本
全
集
﹄
で
は
﹁
口
語
詩
の
な
か
で
、
作
品
番
号
お
よ
び
日
付
け
を
付

さ
れ
て
い
な
い
が
、
専
用
の
詩
稿
用
紙
［
⋮
⋮
］
に
記
さ
れ
て
い
る
﹂
詩

群
を
指
す
﹁
口
語
詩
稿
﹂
の
一
篇
と
し
て
扱
わ
れ
る
︶。
こ
れ
は
、
晩
年
の

療
養
中
に
、
ト
シ
死
後
ま
も
な
く
の
一
九
二
二
年
の
あ
る
出
来
事
、
東

北
本
線
車
中
で
の
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
女
性
︵
盛
岡
つ
い
で
仙
台
に
い
た
エ

ラ
・
メ
イ
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
︶
と
の
会
話
を
追
想
し
て
い
る
、
と
理
解
で
き

る
詩
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
作
品
は
の
ち
に
文
語
詩
﹁︹
け
む
り
は
時

に
丘
丘
の
︺﹂
に
改
作
さ
れ
た
が
、
文
語
詩
制
作
の
た
め
の
覚
書
﹁﹁
文
語

詩
篇
﹂
ノ
ー
ト
﹂
中
の
﹁27　

1922

﹂
と
い
う
項
目
に
は
、﹁
十
二
月　

仙

台
ニ
行
ク
車
中　

や
ど
り
木
／M

iss G
iffo

rd　

み
か
ん
﹂
と
い
う
記
載

が
あ
る
︵
十
三
巻
︵
下
︶
一
九
四
頁
︶。

　

そ
の
詩
篇
で
語
り
手
は
、﹁
あ
か
る
い
ひ
る
ま
／
ガ
ラ
ス
の
な
か
に
﹂

ま
ど
ろ
み
つ
つ
、﹁
あ
の
十
二
月
南
へ
行
っ
た
汽
車
﹂
で
の
会
話
を
想
起

す
る
︵
五
巻
一
二
九
頁
︶。
そ
れ
は
一
部
は
英
語
で
記
さ
れ
、
相
手
は
西

洋
人
女
性
と
わ
か
る
が
、﹁
天
﹂
に
関
す
る
対
話
の
断
片
も
示
さ
れ
、
そ

れ
は
妹
の
死
後
の
行
方
に
つ
い
て
必
死
の
模
索
に
至
っ
た
当
時
の
賢
治
に

と
っ
て
、
確
か
に
重
大
な
関
心
事
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
部
分
を
引
け
ば

︵
校
異
記
号
は
省
略
︶、

Lo
o
k
 th

ere, a b
all o

f m
istleto

e! 

と
／
お
れ
は
窓
越
し
丘
の
巨

き
な
栗
の
木
を
指
し
た
／O

h
, w

h
at a b

eau
tifu

l sp
ecim

en
 o

f 

th
at

／
あ
の
青
い
眼
の
む
す
め
が
云
っ
た
／
汽
車
は
つ
ゞ
け
て
ま
っ

赤
に
枯
れ
た
こ
な
ら
の
丘
や
／
濃
い
黒
緑
の
松
の
間
を
／
ど
こ
ま

で
も
そ
の
孔
雀
石
い
ろ
の
そ
ら
を
映
し
て
／
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん

走
っ
て
行
っ
た
／ “W

e say also
 h

eaven
s,

／ b
u
t o

f vario
u
s 
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stage. ”

／“T
h
en

 w
h
at are th

ey? ”　

む
す
め
は
︹
以
下
不
明
︺

／︹
一
、
二
行
不
明
︺︵
一
二
九
︱
三
〇
頁
︶

こ
れ
ら
の
不
明
部
分
は
、
用
紙
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
た
め
だ
が
、
こ
の

対
話
自
体
は
、
だ
れ
が
何
を
話
し
て
い
る
か
理
解
は
難
か
し
く
な
い
。
賢

治
は
宿
り
木
を
指
し
、
相
手
の
女
性
は
﹁
な
ん
と
美
し
い
標
本
で
し
ょ
う
﹂

と
言
い
、
列
車
の
外
の
情
景
の
描
写
の
あ
と
、
省
か
れ
て
い
る
発
話
で
女

性
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
天
を
語
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
に
対
し
賢
治
は
﹁
私

た
ち
も
天
を
言
う
が
、
い
く
つ
も
の
段
階
が
あ
る
﹂
と
仏
教
的
な
天
を
説

明
し
始
め
る
︵stage

はstages
と
複
数
で
な
い
と
変
だ
が
︶。

　

だ
が
、
不
明
箇
所
の
後
の
残
さ
れ
た
部
分
で
語
り
手
は
、
唐
突
に
宗
教

と
科
学
と
の
関
係
と
、
み
ず
か
ら
が
﹁
鬼
﹂
に
転
生
す
る
惧
れ
と
を
語
る
。

聖
者
た
ち
か
ら
直
観
さ
れ
︹
以
下
不
明
︺
／
古
い
十
界
の
図
式
ま
で

／
科
学
が
い
ま
だ
に
行
き
つ
か
ず
／
は
っ
き
り
否
定
も
で
き
な
い
う

ち
に
／
た
う
た
う
お
れ
も
死
ぬ
の
か
な
／
い
ま
死
ね
ば
／
い
や
し
い

鬼
に
う
ま
れ
る
だ
け
だ
︵
一
三
〇
頁
︶

　

す
で
に
述
べ
た
が
、
賢
治
に
と
っ
て
智
顗
と
日
蓮
の
﹁
十
界
互
具
﹂
や

﹁
一
念
三
千
﹂
は
そ
の
宗
教
的
世
界
観
の
根
幹
だ
っ
た
。
そ
の
賢
治
は
、

﹁
異
空
間
の
実
在
﹂
や
﹁
菩
薩
佛
並
に
諸
他
八
界
依
正
の
実
在
／
内
省
及
実

行
に
よ
る
証
明
﹂
を
言
う
﹁
思
索
メ
モ
１
﹂︵
十
三
巻
︵
下
︶
二
六
二
頁
︶
が

示
唆
す
る
よ
う
に
、
そ
の
世
界
観
と
近
代
科
学
と
の
融
合
・
統
合
へ
の
期

待
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
の
詩
で
の
述
懐
は
、
そ
の
模
索
の
挫
折
の
予
感

を
表
出
す
る
。
語
り
手
は
さ
ら
に
己
の
来
世
へ
の
不
安
を
述
べ
る
が
、
と

は
い
え
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
失
意
だ
け
を
響
か
せ
る
の
か
、
そ
の
感
受
と

解
釈
は
、
改
作
さ
れ
た
文
語
詩
と
の
関
係
を
含
め
て
丁
寧
な
検
討
を
必
要

と
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
論
じ
る
の
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
度
の
み
な
と
区
民
大
学
﹁
日
本
近
現
代
の
作
家

と
西
洋
﹂
の
第
二
回
﹁
宮
沢
賢
治
の
作
品
の
な
か
の
キ
リ
ス
ト
教
﹂︵
一

〇
月
三
日
︶
に
基
づ
く
。


