
宮
沢
賢
治

一一寸

.／＼ミ

ン
ネ

↓j 
、治不
がン
求ネ
めン
た

・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」

〈
異
世
界
〉
と
の
交
信
｜
｜

は
じ
め
に

「
ベ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
は
宮
沢
賢
治
の

未
発
表
の
長
編
童
話
で
あ
る
。
賢
治
は
数
多
く
の
詩
や
童
話
を
創
作

し
て
お
り
、
特
に
童
話
作
品
に
つ
い
て
は
作
者
が
手
入
れ
を
し
改
編

し
た
も
の
も
多
い
。
本
論
で
扱
う
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
も
二
度
改
編

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
作
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
考

察
の
詳
し
い
最
新
版
全
集
の
校
異
に
お
け
る
記
載
で
も
は
っ
き
り
と

は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
の
成
立
時
期
に

つ
い
て
は
、
池
上
雄
三
氏
の
、

妹
の
死
に
端
を
発
し
て
書
き
出
さ
れ
（
こ
れ
が
上
限
と
な
る
）
、

一
通
り
ま
と
ま
っ
た
時
期
（
中
限
）
と
し
て
は
大
正
一
一
一
年
八

月
頃
が
目
安
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
手
入
れ
は
大
正
一
三
年
七

月
頃
ま
で
続
い
た
、
す
な
わ
ち
成
立
時
期
の
下
限
は
「
亜
細
亜

塚

メヰ
ノ似』、

本

春

学
者
の
散
策
』
（
大
日
・
7
・5
）
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
池
上
雄
三
「
『
ベ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
』

｜
成
立
年
代
に
つ
い
て
｜
」
『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』
第

四
九
巻
二
二
号
一
九
八
四
年
一
一
月
至
文
堂
）
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と
す
る
説
に
注
目
す
る
。
論
者
は
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
の
成
立
に
、

賢
治
の
妹
ト
シ
の
死
が
関
係
す
る
と
考
え
て
い
る
（
後
述
）
た
め
、

今
回
は
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た
一
九
一
一
一
一
（
大
正
一
一
）
年
一
一
一
月
頃

に
執
筆
を
開
始
し
一
九
二
三
（
大
正
二
乙
年
八
月
頃
ま
で
に
成
立

し
た
と
仮
定
す
る
。

次
に
本
論
で
は
、
ば
け
も
の
世
界
の
住
人
が
人
間
世
界
に
姿
を
現

す
こ
と
を
禁
じ
た
「
出
現
罪
」
を
主
人
公
ネ
ネ
ム
が
犯
す
場
面
に
注

目
す
る
。
ま
ず
本
作
に
対
す
る
二
つ
の
問
題
提
起
を
行
い
、
そ
の
後

そ
れ
ぞ
れ
の
疑
問
点
を
考
察
す
る
。
疑
問
点
の
一
つ
目
は
主
人
公
ネ



ネ
ム
が
落
下
し
た
際
の
状
況
や
動
き
を
踏
ま
え
た
上
で
の
落
下
の
要

因
に
つ
い
て
、
一
一
つ
日
は
作
中
の
世
界
設
定
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
、
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
投
影
さ
れ
た
賢
治
の
思

い
を
更
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

「
ベ
ン
ネ
ン
、
ネ
ン
ネ
ン
、
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
の
本
文
引
用
は

『
｛
新
】
校
本
宮
津
賢
治
全
集
』
第
八
巻
童
話
［
I
］
本
文
篇
（
一
九
九
五

年
五
月
二
五
日
筑
摩
書
房
）
に
拠
り
、
（
）
内
の
漢
数
字
は
ペ

ー
ジ
数
を
示
す
。
ま
た
、
考
察
の
際
に
作
品
名
が
長
い
た
め
、
本
論

で
は
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
と
略
記
す
る
。

一
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
の
問
題
点

「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
は
、
ば
け
も
の
世
界
の
住
人
ベ
ン
ネ
ン
ネ
ン

ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
が
立
身
出
世
を
成
し
遂
げ
、
最
後
は
慢
心
か
ら

罪
を
犯
す
。
物
語
の
最
後
、
ば
け
も
の
世
界
の
世
界
裁
判
長
に
な
っ

た
こ
と
で
物
事
を
己
の
意
の
ま
ま
に
で
き
る
と
考
え
た
ネ
ネ
ム
は
、

慢
心
か
ら
踊
り
暴
れ
た
際
に
「
ど
う
し
た
は
づ
み
か
、
足
が
少
し
悪

い
方
へ
そ
れ
」
人
間
世
界
に
踏
み
込
み
、
結
果
ば
け
も
の
世
界
で
禁

じ
ら
れ
て
い
る
「
出
現
罪
」
を
犯
し
て
し
ま
う
。
人
間
世
界
に
姿
を

現
し
て
し
ま
っ
た
ネ
、
ネ
ム
は
人
間
の
巡
礼
者
に
見
つ
か
り
、
彼
ら
の

呪
文
を
聞
い
て
気
絶
す
る
。
気
が
付
く
と
ネ
ネ
ム
は
ば
け
も
の
世
界

に
一
戻
っ
て
お
り
、
彼
は
泣
き
な
が
ら
出
現
罪
を
犯
し
た
自
分
自
身
を

裁
き
、
世
界
裁
判
長
を
辞
職
す
る
こ
と
で
物
語
は
終
わ
る
。

一
ー
一
、
ネ
ネ
ム
の
〈
落
下
〉
に
つ
い
て

「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
は
、
ネ
ネ
ム
が
出
現
罪
を
犯
し
た
こ
と
で
終

わ
り
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
彼
が
人
間
世
界
に
出
現
し
、
そ
の
後
ば

け
も
の
世
界
に
一
反
っ
て
く
る
場
面
に
不
可
解
な
点
が
存
在
す
る
の

だ
。
以
下
が
、
ネ
ネ
ム
が
慢
心
か
ら
踊
り
暴
れ
出
現
罪
を
犯
す
場
面

に
な
る
。

ネ
ネ
ム
は
踊
っ
て
あ
ば
れ
て
ど
な
っ
て
笑
つ
て
は
せ
ま
わ
り

ま
し
た
。
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そ
の
時
ど
う
し
た
は
ず
み
か
、
見
が
少
し
悪
い
方
ぺ
そ
ー
れ
ま

し
た
。悪

い
方
と
い
ふ
の
は
ク
ラ
レ
の
花
の
咲
い
た
ば
け
も
の
世
界

の
野
原
の
一
寸
う
し
ろ
の
あ
た
り
、
う
し
ろ
と
言
ふ
よ
り
は
少

し

前

の

方

で

引

期

制

叫

司

U
出
。
（
一
二
四
三
頁
）

こ
の
よ
う
に
し
て
ネ
ネ
ム
は
人
間
世
界
に
出
現
し
て
し
ま
う
の
だ

が
、
人
間
世
界
に
落
下
し
た
と
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
彼
は
〈
踏
み

込
む
〉
と
い
う
動
き
で
出
現
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
で
は
、
ネ
ネ
ム

が
人
間
慨
界
か
ら
ば
け
も
の
世
界
に
戻
る
時
は
ど
う
か
。
そ
の
際
の

描
写
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。



（
巡
礼
者
の
呪
文
を
聞
い
た
）
ネ
ネ
ム
は
ま
る
で
か
ら
だ
が

し
び
れ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
気
が
遠
く
な
っ
て
と

う
と
う
創
刊
バ
己
創
細

U
引

U
割
削
出

U
刻。

ガ
l
ン
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
て
ネ
ネ
ム
は
す
ぐ
耳
の
と
こ
ろ
で

「
裁
判
長
。
裁
判
長
。
し
っ
か
り
な
さ
い
。
裁
判
長
。
」
と
い
ふ

声
を
聞
き
ま
し
た
。
お
ど
ろ
い
て
眼
を
明
い
て
見
る
と
そ
こ
は

さ
っ
き
の
ク
ラ
レ
の
野
原
で
し
た
。

三
十
人
の
部
下
た
ち
が
ま
は
り
に
集
ま
っ
て
実
に
心
配
さ
う

に
し
て
ゐ
ま
す
。

「
ぁ
、
僕
は
ど
う
し
た
ん
だ
ら
う
。
」

「
別
制
型
例
以
割
引
引
制
川
可
パ

d
剖
川
出

U
出
。
ご
気
分
は

い

か

ず

で

す

か

。

」

（

一

二

四

四

頁

）

こ
の
描
写
で
、
ネ
ネ
ム
の
部
下
に
「
只
今
空
か
ら
落
ち
て
お
い
で
ず

ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ネ
ネ
ム
が
ば
け
も
の
世

界
へ
は
〈
落
下
〉
し
て
戻
っ
て
き
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

つ
ま
り
、
ば
け
も
の
世
界
か
ら
人
間
世
界
へ
は
〈
踏
み
込
む
〉
、

人
間
世
界
か
ら
ば
け
も
の
世
界
へ
は
〈
落
下
〉
と
、
ネ
ネ
ム
は
世
界

聞
の
往
復
で
異
な
っ
た
不
自
然
な
動
き
を
し
て
い
る
の
だ
。
往
復
で

の
動
き
が
異
な
る
こ
と
、
特
に
、
人
間
世
界
か
ら
ば
け
も
の
世
界
へ

移
動
す
る
時
に
〈
落
下
〉
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
が

伝
記
」
に
対
す
る
疑
問
点
の
一
つ
目
に
な
る
。

「
、
不
、
不
ム
の

一
｜
二
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
の
特
異
性

な
ぜ
ネ
ネ
ム
は
、
ば
け
も
の
世
界
か
ら
人
間
世
界
へ
は
〈
踏
み
込

み
〉
、
人
間
世
界
か
ら
ば
け
も
の
世
界
へ
は
〈
落
下
〉
す
る
と
い
う

異
な
る
動
き
を
し
た
の
か
。
こ
の
考
察
を
す
る
た
め
に
、
ま
ず
宮
沢

賢
治
童
話
の
中
か
ら
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
と
同
じ
よ
う
に
落
下
ま
た

は
反
対
に
上
昇
の
描
写
が
あ
る
作
品
を
調
べ
、
以
下
の
よ
う
な
分
類

を
行
っ
た
。
今
回
は
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
が
童
話
で
あ
る
た
め
、
調

査
対
象
は
賢
治
の
童
話
作
品
に
限
定
、
考
察
で
は
他
作
品
へ
の
言
及

は
し
な
い
た
め
、
要
因
と
一
部
代
表
的
な
作
品
の
み
を
表
示
し
て
い

る。
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－
型
・
：
落
下
・
上
昇
に
罪
、
悪
事
、
罪
悪
感
が
関
わ
る
も
の
。
基
本

的
に
は
一
つ
の
世
界
の
中
に
二
つ
の
領
域
（
天
／
地
・
海
）

が
あ
り
、
そ
の
領
域
の
構
造
は
上
下
関
係
で
成
り
立
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
伴
い
、
登
場
人
物
は
住
む
領
域
が
定
め
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
住
む
領
域
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
に
も
上
下
（
優

劣
）
関
係
が
あ
る
。
作
品
の
登
場
人
物
は
、
罪
、
悪
事
、
罪

悪
感
の
関
与
に
よ
っ
て
そ
の
領
域
聞
を
落
下
・
上
昇
す
る

0

・
「
双
子
の
星
つ
乙
」



・
「
よ
だ
か
の
星
」

E
型
・
：
そ
の
落
下
・
上
昇
が
、
作
品
の
登
場
人
物
に
と
っ
て
恵
み
や

喜
び
を
表
す
も
の

0

・
「
い
て
ふ
の
実
」

．
「
十
月
の
末
」

E
型
・
：
演
出
や
場
面
を
転
換
す
る
た
め
の
落
下
・
上
昇
0

・
「
さ
る
の
こ
し
か
け
」

・
「
若
い
木
霊
」

で
は
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
描
か
れ
る
ば
け
も
の
世
界
と
人
間

世
界
、
こ
の
二
つ
の
世
界
も
上
下
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

ネ
ネ
ム
や
ば
け
も
の
た
ち
は
、
人
間
世
界
や
二
世
界
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
の
本
文
に
注
目

す
る
と
、
－
型
作
品
の
特
徴
で
あ
る
上
下
関
係
で
成
り
立
つ
世
界
構

造
と
は
異
な
る
特
徴
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
以
下

は
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
で
二
つ
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る

か
、
読
み
取
れ
る
部
分
を
抜
き
出
し
た
も
の
に
な
る
。

（
ネ
ネ
ム
が
部
下
の
検
事
や
判
事
に
裁
判
の
方
針
に
つ
い
て
尋

ね
た
際
の
、
部
下
か
ら
の
回
答
）

「
は
い
。
裁
判
の
方
針
は
こ
ち
ら
の
世
界
（
引
用
注
／
ば
け
も

の
世
界
）
の
人
民
が
刷
剥
刷
出
馬
ベ
引
用
出
パ
川
間
出
掛
寸
に

な
る
べ
く
顔
を
出
さ
ぬ
や
う
に
致
し
た
い
の
で
ご
、
ざ
い
ま
す
。
」

（
一
一
二
九
頁
）

（
ネ
ネ
ム
が
出
現
罪
を
犯
す
場
面
）

そ
の
時
ど
う
し
た
は
づ
み
か
、
足
が
少
し
悪
い
方
へ
そ
れ
ま

し
た
。悪

い
方
と
い
ふ
の
は
ク
ラ
レ
の
花
の
咲
い
た
ぼ
け
も
の
世
界

の
斗
ポ
引
以
刻
州
制
対
刷
、
引

U
引
出
言
以
出
川
同
州
以
制
似

苅
司
川
間
州
間
期
制
州
司

U
N川
o

（
三
一
四
三
頁
）

こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
本
作
で
は
、
ば
け
も
の
世
界
と
人
間
世
界
と

い
う
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
二
つ
の
世
界
が
存
在
し
、
少
な
く
と
も
ば

け
も
の
世
界
か
ら
は
人
間
世
界
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。
ま
た
、
ば
け
も
の
た
ち
は
人
間
世
界
を
「
向
ふ
の
世
界
」

や
「
向
ふ
側
」
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
一
つ
の
世
界
関

係
は
上
下
関
係
で
は
な
く
、
隣
り
合
う
よ
う
な
並
立
関
係
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
I
型
作
品
の
特
徴
で
あ
る
、
世
界
構
造
が
上

下
関
係
で
成
り
立
っ
て
い
る
点
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ば
け

も
の
た
ち
は
人
間
に
対
し
て
尊
敬
や
軽
蔑
な
ど
の
特
別
な
感
情
を
抱

い
て
い
る
よ
う
に
は
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
も
I
型
作
品
の
特
徴
と
異
な

る
と
言
え
る
。
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こ
こ
ま
で
、
落
下
・
上
昇
の
描
写
が
あ
る
宮
沢
賢
治
童
話
の
分
類

を
行
い
、
－
型
作
品
の
特
徴
と
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
を
比
較
し
て
き

た
。
そ
こ
か
ら
本
作
に
は
、
ば
け
も
の
世
界
と
人
間
世
界
と
い
う
二

つ
の
世
界
が
並
立
関
係
で
存
在
す
る
こ
と
、
ば
け
も
の
と
人
間
に
上

下
（
優
劣
）
関
係
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

点
は
落
下
・
上
昇
の
描
写
が
あ
る
宮
沢
賢
治
童
話
に
お
い
て
、
「
ネ

ネ
ム
の
伝
記
」
の
特
異
性
で
あ
る
と
一
言
ヲ
ん
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
な

ぜ
ば
け
も
の
世
界
と
人
間
世
界
は
並
立
関
係
で
あ
る
の
か
、
な
ぜ
ば

け
も
の
と
人
間
に
は
上
下
（
優
劣
）
関
係
が
見
ら
れ
な
い
の
か
、
と

い
う
疑
問
も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
が
本
論
で
の
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」

に
対
す
る
疑
問
点
の
二
つ
目
に
な
る
。

一
ー
三
、
問
題
提
起

ネ
ネ
ム
の
落
下
に
つ
い
て
先
行
論
で
は
、
ネ
ネ
ム
の
落
下
す
る
場

面
に
の
み
注
目
し
「
慢
心
に
よ
る
落
下
」
と
考
え
る
説
が
多
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
慢
心
と
い
う
テ
l
マ
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

先
行
論
で
は
ネ
ネ
ム
が
落
下
し
た
際
の
詳
し
い
状
況
を
踏
ま
え
た
も

の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

本
論
で
は
、
ネ
ネ
ム
が
ぼ
け
も
の
世
界
と
人
間
世
界
と
い
う
並
立

関
係
に
あ
る
二
つ
の
世
界
を
〈
踏
み
込
む
〉
〈
落
下
〉
と
い
っ
た
異

な
る
動
き
で
移
動
し
た
、
と
い
う
往
復
の
際
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上

で
、
な
ぜ
並
立
関
係
に
あ
る
世
界
聞
で
〈
落
下
〉
し
た
の
か
、
ま
た

な
ぜ
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
で
は
作
品
に
描
か
れ
る
世
界
関
係
や
登
場

人
物
の
関
係
は
上
下
関
係
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
二
点
を
「
ネ
、
不
ム

の
伝
記
」
に
対
す
る
問
題
提
起
と
し
、
考
察
を
進
め
て
い
く
。

二
、
ネ
ネ
ム
の
不
自
然
な
〈
落
下
〉
の
要
因

な
ぜ
ネ
ネ
ム
は
並
立
関
係
に
あ
る
世
界
聞
を
〈
落
下
〉
し
た
の
か
。

こ
の
点
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
作
中
に
描
か
れ
る
ば
け
も
の
世
界

と
、
〈
落
下
〉
を
引
き
起
こ
し
た
ネ
ネ
ム
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
明

確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。

一一
E
S
E

－
一
、
ば
け
も
の
世
界
に
つ
い
て

ま
ず
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
描
か
れ
て
い
る
ば
け
も
の
世
界
と
は
、

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
世
界
な
の
か
注
目
し
て
い
く
。
ネ
ネ
ム
の

住
む
ば
け
も
の
世
界
の
描
写
を
見
て
い
く
と
、
「
貝
殻
で
こ
し
ら
え

た
外
套
」
、
「
く
ら
げ
の
や
う
な
ば
け
も
の
」
、
「
ふ
か
（
大
型
の
鮫
）

や
さ
め
」
、
「
鯨
の
や
う
な
声
」
な
ど
、
ば
け
も
の
世
界
の
住
人
た
ち

の
表
現
に
海
の
生
き
物
が
使
わ
れ
て
お
り
、
「
ば
け
も
の
パ
ン
が
下

の
方
か
ら
ふ
ら
ふ
ら
の
ぼ
っ
て
」
来
る
様
子
は
、
重
力
が
小
さ
い
海

の
中
で
パ
ン
が
下
か
ら
浮
い
て
く
る
様
子
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
し
て

ネ
ネ
ム
も
「
見
布
取
り
」
を
経
験
し
た
り
、
ネ
ネ
ム
が
口
笛
を
吹
い

た
際
の
「
ノ
ッ
ト
」
と
い
う
言
葉
が
船
の
速
度
を
表
す
単
位
で
あ
る
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こ
と
か
ら
、
ば
け
も
の
世
界
は
海
の
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ば
け
も
の
世
界
が
海
で
あ
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
が
、

同
時
に
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
不
自
然
な
描
写
も
い
く
つ
か

あ
る
。
ば
け
も
の
大
学
校
の
「
教
室
の
広
い
こ
と
は
ま
る
で
野
原
」

の
よ
う
で
あ
っ
た
り
、
「
大
き
な
崖
の
く
ら
ゐ
あ
る
黒
板
」
を
使
っ

て
授
業
を
行
う
フ
ウ
フ
ィ
l
ボ
l
先
生
の
姿
は
「
せ
の
高
さ
百
尺
あ

ま
り
」
あ
る
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
警
察
長
の
名
刺

が
「
新
聞
の
く
ら
ゐ
あ
る
」
大
き
さ
な
ど
、
ば
け
も
の
世
界
で
描
か

れ
る
登
場
人
物
や
物
の
大
き
さ
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
描
写
は
何
を
表
現
し
て
い
る
の
か
。
賢
治
が
生
き
て
い
た

当
時
の
、
賢
治
が
実
際
に
目
に
し
た
海
の
様
子
な
の
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
賢
治
が
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
を

執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
九
一
一
一
一
（
大
正
一
一
）
年
頃
や
そ
の
前

後
で
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
か
、
特
に
海
と
関
連

す
る
出
来
事
が
あ
っ
た
か
と
い
う
点
を
見
て
い
く
。

一
九
一
一
一
（
大
正
一

O
）
年
一
一
一
月
か
ら
一
九
三
六
（
同
一
五
）

年
三
一
月
ま
で
の
約
四
年
間
、
賢
治
は
稗
貫
農
学
校
（
一
九
二
三
年
に

花
巻
農
学
校
に
な
る
）
の
教
諭
と
し
て
働
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
化

学
・
土
壌
・
肥
料
・
気
象
・
作
物
・
農
産
製
造
の
科
目
を
担
当
し
、

水
田
稲
作
の
実
習
も
行
っ
て
い
た
。
賢
治
が
稗
貫
農
学
校
で
教
え
た

科
目
に
関
す
る
知
識
を
学
ん
だ
の
は
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
に
在
学

し
て
い
た
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
か
ら
一
九
一
八
（
同
七
）
年
と
、

そ
の
後
、
同
校
の
研
究
生
と
し
て
在
籍
し
た
一
九
一
八
（
大
正
七
）

年
か
ら
一
九
二

O
（
同
九
）
年
ま
で
の
、
約
五
年
間
で
あ
る
。
学
生

時
代
の
賢
治
は
地
質
学
を
学
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
興
味
関
心

は
高
い
も
の
だ
っ
た
。

一
九
一
八
年
か
ら
研
究
生
と
し
て
活
動
し
て
い
た
頃
の
賢
治
は
、

自
身
の
先
生
で
あ
る
関
豊
太
郎
教
授
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
。
関

教
授
は
盛
岡
高
等
農
林
学
校
で
物
理
・
気
象
・
地
質
・
鉱
物
・
土
壌

の
科
日
を
担
当
し
て
お
り
、
現
在
で
は
日
本
の
土
壌
肥
料
学
の
基
礎

を
確
立
し
た
一
人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
人
物
だ
。
賢
治
を
含
め

た
研
究
生
た
ち
は
関
教
授
と
共
同
で
研
究
を
行
い
、
そ
の
研
究
や
調

査
を
ま
と
め
た
「
巌
手
県
稗
貫
郡
地
質
及
土
性
調
査
報
告
書
」
は
賢

治
が
研
究
生
を
修
了
し
た
後
の
一
九
一
一
一
一
（
大
正
一
一
）
年
九
月

一
五
日
に
発
行
さ
れ
て
お
り
、
賢
治
は
報
告
書
の
う
ち
第
一
章
の
執

筆
担
当
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
こ
で
賢
治
は
何
を
述

べ
て
い
る
の
か
。
報
告
書
の
第
一
章
に
は
第
一
節
と
第
二
節
が
あ

り
、
今
回
は
第
二
節
の
中
に
注
目
し
た
箇
所
（
波
線
部
で
表
記
）
が

あ
る
た
め
、
「
【
新
】
校
本
宮
津
賢
治
全
集
』
第
一
四
巻
雑
纂
本
文
篇

（
一
九
九
七
年
四
月
三
O
日
筑
摩
書
房
）
か
ら
引
用
す
る
。
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第第

項節

岩
石
及
地
質
系
統

岩
石
ノ
大
別



無
生
代
ノ
地
層
ハ
恐
ラ
ク
ハ
少
ク
ト
モ
原
始
地
殻
ノ
一
部
ヲ
代

表
シ
、
創
出
倒
パ
制
制
調
刑
制
周
到
側
鎖
ハ
剛
何
ニ
シ
テ
其
下

半
ニ
於
テ
ハ
羊
歯
類
石
松
類
等
カ
蕎
木
ト
ナ
リ
テ
隆
盛
ヲ
極
メ

其
終
リ
ニ
望
ミ
テ
漸
ク
原
始
的
松
柏
科
ヲ
出
ス
ニ
至
レ
リ
、
刷

出
何
パ
周
到
規
加
凶
両
樹
絹
川
附
何
ベ
ベ
対
利
回
対
司
計
刑
制
個

利
川
財
閥
引
到
べ
列
川
剖
パ
劉
刺
引
制
其
終
リ
－
一
至
リ
テ
原
始

的
ノ
鳥
類
ヲ
生
シ
又
漸
ク
現
代
ノ
「
カ
ン
ガ
ル
ー
」
ニ
似
タ
ル

有

袋

晴

乳

獣

類

ヲ

出

セ

リ

（

四

八

頁

）

賢
治
が
執
筆
を
担
当
し
た
と
さ
れ
る
報
告
書
の
第
一
章
の
内
容

は
、
地
質
年
代
（
地
球
上
に
お
け
る
生
命
の
進
化
過
程
に
基
づ
い
た

地
質
学
上
の
年
代
区
分
）
の
大
ま
か
な
流
れ
を
説
明
す
る
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
波
線
部
分
で
、
古
生
代
は
海
の
中
の
み
に
生
物
が
生
息

し
、
軟
体
動
物
や
無
脊
椎
動
物
が
主
だ
っ
た
こ
と
、
そ
の
後
の
中
生

代
で
は
生
物
が
陸
上
に
も
進
出
し
、
脚
内
虫
類
や
両
生
類
へ
と
進
化
し

大
型
化
し
た
時
代
で
あ
る
、
と
い
う
内
容
を
賢
治
は
執
筆
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
盛
岡
農
林
高
等
学
校
の
研
究
生
で
あ
っ
た
賢
治
は

地
質
学
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
一
九
二
一
一

年
頃
に
賢
治
が
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
と
の

関
連
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

前
論
で
ネ
ネ
ム
の
住
む
ば
け
も
の
世
界
は
海
で
あ
る
こ
と
を
考
察

し
た
が
、
ば
け
も
の
世
界
で
描
か
れ
る
登
場
人
物
や
物
の
大
き
さ
が

非
常
に
大
き
い
こ
と
や
、
「
貝
殻
で
こ
し
ら
え
た
外
套
を
着
」
た
甲

殻
類
の
よ
う
な
ば
け
も
の
紳
士
、
「
な
め
く
ぢ
ば
け
も
の
の
や
う
な

柔
ら
か
な
お
あ
し
に
、
硬
い
は
が
ね
の
わ
ら
じ
を
は
い
て
」
い
る
軟

体
類
の
よ
う
な
ネ
ネ
ム
の
姿
。
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
「
巌
手
県
稗
貫

郡
地
質
及
土
性
調
査
報
告
書
」
の
、
「
軟
体
類
甲
殻
乃
至
魚
類
」
や
「
周

虫
類
及
ピ
両
棲
類
」
が
生
き
、
そ
れ
ら
は
「
巨
大
ニ
シ
テ
奇
怪
ナ
ル

形
態
ヲ
」
し
て
い
る
と
い
う
点
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
。
「
ネ
ネ

ム
の
伝
記
」
を
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
頃
の
賢
治
に
は
既
に
地
質

学
に
対
す
る
強
い
関
心
が
あ
り
、
知
識
も
持
っ
て
い
た
。
賢
治
は
地

質
学
の
知
識
を
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
生
か
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
ば
け
も
の
世
界
は
賢
治
が
見
た
現
在
の
海
で
は
な
く
、

〈
古
生
代
・
中
生
代
の
海
〉
を
描
い
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
賢
治
の
地
質
学
へ
の
関
心
や
知
識
の
み
で
ば
け
も
の
世

界
の
環
境
や
住
人
な
ど
の
全
て
を
形
作
っ
て
い
る
と
す
る
に
は
不
十

分
だ
と
考
え
る
。
作
中
に
は
、
中
生
代
の
璃
瑠
木
で
あ
る
ば
け
も
の

世
界
の
世
界
長
や
「
貝
殻
で
こ
し
ら
え
た
外
套
を
着
」
た
甲
殻
類
の

よ
う
な
ば
け
も
の
紳
士
の
よ
う
に
、
古
生
物
の
特
徴
が
強
く
描
か
れ

て
い
る
ば
け
も
の
た
ち
も
登
場
し
て
い
る
が
、
作
中
に
ザ
シ
キ
ワ
ラ

シ
が
登
場
し
た
り
、
ネ
ネ
ム
が
人
間
世
界
に
出
現
し
た
際
に
「
西
蔵

の
魔
除
け
の
幡
」
に
ゾ
ッ
と
す
る
場
面
も
描
か
れ
て
い
る
。
ザ
シ
キ

ワ
ラ
シ
は
古
生
物
で
は
な
く
日
本
の
精
霊
的
な
存
在
で
あ
り
、
、
不
、
ネ

ム
に
関
し
て
は
、
彼
の
姿
は
古
生
物
を
連
想
さ
せ
る
が
、
や
は
り
「
西
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蔵
の
魔
除
け
の
幡
」
に
反
応
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
古
生
物
の
み

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ば
け
も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

ば
け
も
の
世
界
の
住
人
全
て
が
完
全
に
は
古
生
物
に
該
当
し
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ば
け
も
の
世
界
の
環
境
に
つ

い
て
は
賢
治
の
地
質
学
の
知
識
を
反
映
し
た
〈
海
〉
、
ば
け
も
の
世

界
の
住
人
に
つ
い
て
は
、
古
生
物
の
特
徴
を
持
っ
た
古
生
物
的
ぱ
け

も
の
と
人
聞
が
信
じ
る
精
霊
や
伝
承
に
似
通
っ
た
精
霊
的
ば
け
も
の

の
三
種
類
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。

二
！
二
、
ネ
ネ
ム
の
正
体
と
〈
落
下
〉
の
要
因

「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
で
は
、
ば
け
も
の
世
界
に
住
む
ば
け
も
の
た

ち
が
多
く
登
場
す
る
。
ば
け
も
の
た
ち
に
は
、
古
生
物
的
ば
け
も
の

と
精
霊
的
ば
け
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
ネ
ネ
ム
は
ど
の
よ
う
な

ば
け
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
賢
治
に
は
地
質
学
の
知

識
が
あ
り
古
生
代
・
中
生
代
の
生
物
の
特
徴
が
軟
体
甲
殻
類
の
生
き

物
や
巨
大
な
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
ネ

ネ
ム
の
姿
が
「
な
め
く
ぢ
ば
け
も
の
の
や
う
な
柔
ら
か
な
お
あ
し

に
、
硬
い
は
が
ね
の
わ
ら
じ
を
は
い
て
」
と
軟
体
甲
殻
類
の
よ
う
な

姿
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ネ
ネ
ム
の
姿
に
関
し
て
は
古
生
物
の
特
徴
を

反
映
し
た
姿
と
考
察
し
た
。
し
か
し
、
ネ
ネ
ム
が
人
間
世
界
に
出
現

し
た
際
に
「
西
蔵
の
魔
除
け
の
幡
」
や
呪
文
に
反
応
し
た
こ
と
か
ら

す
る
と
、
姿
は
軟
体
甲
殻
類
の
生
き
物
の
よ
う
な
姿
だ
が
、
十
日
生
物

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ば
け
も
の
だ
と
の
み
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

た
め
、
ネ
ネ
ム
の
本
質
は
姿
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
ネ
ネ
ム
の
本
質
に
つ
い
て
、
彼
が
人
間
世
界
に
出

現
し
た
場
面
か
ら
考
察
を
深
め
て
い
く
。

ネ
ネ
ム
は
人
間
世
界
に
出
現
し
た
際
、
「
ネ
パ

1
ル
の
固
か
ら
チ

ベ
ッ
ト
へ
入
る
峠
の
頂
」
に
現
れ
る
が
、
賢
治
が
こ
の
場
所
を
設
定

し
た
要
因
と
し
て
、
探
検
家
ス
ヴ
エ
ン
・
ヘ
デ
イ
ン
に
よ
る
『
ト
ラ

ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
（
一
九
O
九
年
英
語
版
）
と
い
う
探
検
記
を
読

ん
だ
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
ス
ヴ
エ
ン
・
ヘ
デ
イ
ン
は
一
九
世
紀

後
半
1
二
O
世
紀
前
半
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
地
理
学
者
で
中
央
ア
ジ

ア
探
検
家
で
も
あ
り
、
一
九
O
五
年
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
一
帯
を
調
査

し
、
チ
ベ
ッ
ト
高
原
と
イ
ン
ド
大
陸
と
の
分
水
嶺
を
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ

ラ
ヤ
と
命
名
し
て
い
る
（
現
在
の
カ
イ
ラ
ス
山
脈
の
こ
と
）

0

『
ト
ラ

ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
に
は
著
者
が
チ
ベ
ッ
ト
で
日
に
し
た
土
地
の
風
土

や
土
着
の
文
化
・
宗
教
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ネ
、
不
ム
が
出
現
し

た
人
間
世
界
の
描
写
と
似
た
記
述
が
あ
っ
た
。
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「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」

ネ
ネ
ム
の
す
ぐ
前
に
三
の
竿
が
立
っ
て
そ
の
上
に
細
ー
長
い

細
川
引
い
引
割
問
引
矧
判
例
沢
山
細
別
州
刑
引
制
吋
尉
叫
ぺ
列
バ

タ
パ
タ
パ
タ
鳴
っ
て
ゐ
ま
し
た
。

ネ
ネ
ム
は
そ
れ
を
見
て
思
は
ず
ぞ
っ
と
し
ま
し
た
。



そ
れ
こ
そ
は
た
び
た
び
聞
い
た
西
刊

し
た
。

『
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
」

チ
ャ
ン
・
ラ
峠
に
は
石
が
つ
ま
れ
、
そ
の
う
え
に
供
養
を
し
る

す
嵐
割
台
以
制
可
崎
刻
ぽ
割
以
劉
同
出
掛
制
可
制
割
削
別
刷
出

利
引
同
出
例
制
対
川
副
吋
｝
そ
れ
ら
の
長
旗
に
は
、
い
づ
れ
も
チ

ベ
ッ
ト
文
字
で
、
聖
な
る
六
語
か
ら
成
る
祈
り
の
句
が
し
る
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
多
彩
な
色
も
あ
せ
な
が
ら
、
な
お
も
風
に
は

た
め
い
て
い
る
さ
ま
は
、
あ
た
か
も
祈
り
の
句
を
駆
り
た
て
て
、

さ
ら
に
高
い
ち
ま
た
に
お
わ
す
神
々
の
お
耳
に
入
れ
よ
う
と
し

て

い

る

よ

う

だ

。

（

上

巻

六
七
頁
）

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
賢
治
が
ネ
ネ
ム
の
出
現
場
所
に
関
し
て
、

『
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
の
記
述
を
参
考
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
西
蔵
の
魔
除
け
の
幡
」
の
説
明
も
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、

ネ
ネ
ム
が
〈
落
下
〉
を
引
き
起
こ
す
前
に
聴
い
た
巡
礼
者
の
呪
文
は

ど
の
よ
、
つ
な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
『
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ

ヤ
』
に
説
明
が
あ
る
た
め
引
用
す
る
。

（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
や
ボ
ン
教
徒
は
）
巡
礼
の
旅
に
よ
っ
て
、

あ
の
世
な
ら
ぬ
こ
の
世
に
お
い
て
、
祝
福
を
授
か
り
た
い
か
ら

だ
。
そ
の
祝
福
こ
そ
は
、
あ
ら
ゆ
る
悪
を
、
彼
ら
の
テ
ン
ト
や

小
屋
か
ら
追
い
払
っ
て
く
れ
る
。
（
中
略
）
巡
礼
中
、
彼
ら
は

絶
え
ず
〈
オ
ム
・
マ
ニ
・
ペ
メ
・
フ
ム
〉
を
唱
え
、

（
下
巻

一
五
五
貢
）

チ
ベ
ッ
ト
最
古
の
仏
教
史
書
の
一
っ
た
る
『
マ
ニ
・
カ
ム
・
ブ
ム
』

が
狂
詩
的
な
誇
張
を
も
っ
て
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の

誓
勾
は
、
あ
ら
ゆ
る
幸
運
を
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
精
髄
を
、
ま

た
解
脱
の
最
大
の
手
段
を
し
め
し
た
も
の
だ
。（

下
巻

一・六一エ貝）

以
上
の
『
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
の
引
用
部
分
か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

山
脈
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
地
域
に
は
魔
除
け
の
幡
と
巡
礼
者
の
呪
文
が

ど
ち
ら
も
実
際
に
あ
り
、
幡
と
呪
文
ど
ち
ら
も
魔
除
け
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
方
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
で
そ
れ

ら
を
目
の
当
た
り
に
し
た
ネ
ネ
ム
の
様
子
は
、
「
そ
れ
（
西
蔵
の
魔

除
け
の
幡
）
を
見
て
思
は
ず
ぞ
っ
と
」
し
、
ネ
ネ
ム
を
目
撃
し
た
巡

礼
者
が
呪
文
を
唱
え
出
す
と
「
ネ
ネ
ム
は
ま
る
で
か
ら
だ
が
し
び
れ

て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
気
が
遠
く
な
っ
て
と
う
と
う
ガ
l

ン
と
気
絶
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
あ
る
。
や
は
り
ネ
ネ
ム
は
単
な

る
古
生
物
で
は
な
く
、
魔
除
け
の
効
力
に
反
応
す
る
、
チ
ベ
ッ
ト
土

着
の
精
霊
的
存
在
が
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ネ
ネ
ム
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は
古
生
物
的
身
体
と
精
霊
的
本
質
を
併
せ
持
っ
た
特
殊
な
ば
け
も
の

で
あ
り
、
彼
の
身
体
と
本
質
、
そ
の
ど
ち
ら
も
念
頭
に
置
い
て
考
察

す
べ
き
だ
。
賢
治
の
地
質
学
に
関
す
る
知
識
や
興
味
、
精
霊
的
存
在

へ
の
関
心
、
そ
の
双
方
の
視
点
が
、
不
ネ
ム
と
い
う
ば
け
も
の
の
正
体

を
考
え
る
際
に
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
で
述
べ
た
ネ
ネ
ム
の
正
体
を
踏
ま
え
た
上
で
、

改
め
て
ネ
ネ
ム
の
不
自
然
な
〈
落
下
〉
の
要
因
は
何
だ
っ
た
の
か
を

考
え
て
い
く
。
作
中
で
人
間
世
界
に
姿
を
現
し
た
ば
け
も
の
は
複
数

い
る
が
、
ネ
ネ
ム
だ
け
が
並
立
関
係
に
あ
る
二
つ
の
世
界
間
で
〈
落

下
〉
と
い
う
不
自
然
な
動
き
を
し
て
い
る
。
他
の
ば
け
も
の
た
ち
は

「
故
な
く
し
て
檀
に
出
現
」
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
理
由
も
無
く
自

分
た
ち
の
や
り
た
い
ま
ま
に
行
動
し
人
間
世
界
に
出
現
し
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ば
け
も
の
た
ち
は
自
分
の
意
志

で
自
由
に
二
つ
の
世
界
を
行
き
来
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
じ
よ
う
に
ネ
ネ
ム
も
「
足
が
少
し
悪
い
方
へ
そ
れ
」
た
だ
け
で
、

人
間
世
界
に
出
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
彼
は
出
現
後
「
あ
わ
て

て
パ
タ
パ
タ
パ
タ
パ
タ
も
が
き
ま
し
た
。
何
と
か
し
て
早
く
ば
け
も

の
世
界
に
戻
ろ
う
と
し
た
の
で
す
o
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
力
で
は

戻
れ
ず
並
立
世
界
間
を
〈
落
下
〉
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の

は
ネ
ネ
ム
が
魔
除
け
の
備
に
以
応
を
示
し
た
こ
と
だ
。
ネ
ネ
ム
の
身

体
は
古
生
物
だ
が
、
彼
の
本
町
は
チ
ベ
ッ
ト
に
関
わ
り
の
あ
る
精
霊

的
存
在
で
あ
る
た
め
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
魔
除
け
の
効
力
に
触
れ
反

応
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
魔
除
け
の
効
力
に
よ
っ
て
ネ
ネ
ム
は

強
制
的
に
人
間
世
界
か
ら
赦
わ
れ
て
し
ま
い
、
ば
け
も
の
世
界
と
人

間
世
界
の
並
立
関
係
を
無
視
し
た
不
自
然
な
〈
落
下
〉
を
引
き
起
こ

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ネ
ネ
ム
白
身
が
古
生
物
的
身
体
と
精

霊
的
本
質
を
併
せ
持
っ
た
特
殊
な
ば
け
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
〈
落

下
〉
と
い
、
つ
不
白
然
な
動
き
に
な
つ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
＝
＝

る
だ
ろ
、
つ
O

ネ
ネ
ム
の
落
下
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、
物
語
の
設
定

や
状
況
ま
で
広
く
考
察
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。

三
、
賢
治
の
意
図
的
な
世
界
構
成

本
章
で
は
先
に
挙
げ
た
疑
問
点
の
二
つ
目
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」

が
他
の
賢
治
童
話
に
お
け
る

I
型
作
品
と
は
異
な
る
世
界
構
成
を
持

つ
理
由
や
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
こ
に
は
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」

成
立
時
期
の
前
後
に
お
け
る
賢
治
自
身
の
動
向
が
強
く
関
係
す
る
と

思
わ
れ
る
。
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一一一

l
一
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
の
焦
点

今
回
の
研
究
で
は
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
執
筆
時
期
に
つ
い
て
、
賢

治
の
妹
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た
一
九
一
二
年
か
ら
樺
太
旅
行
を
し
た

一
九
二
三
年
夏
頃
ま
で
の
期
間
に
成
立
し
た
と
す
る
前
掲
池
上
説
を



重
視
し
て
い
る
。
本
作
で
は
主
人
公
ネ
ネ
ム
が
出
現
罪
を
犯
す
場
面
、

つ
ま
り
、
ば
け
も
の
世
界
と
人
間
世
界
を
往
来
す
る
場
面
が
物
語
の

焦
点
に
な
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
賢
治
は
そ
こ
に
物
語
の
焦
点
を
当
て

た
の
か
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
人
な
ら
ざ
る
者
と
人
間
世
界
の
接
触

や
交
流
そ
の
も
の
を
措
く
意
図
が
賢
治
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
論
者
は
考
え
る
。

そ
こ
で
、
作
品
の
中
心
人
物
の
違
い
と
物
語
の
視
点
か
ら
、
も
う

一
度
宮
沢
賢
治
童
話
の
分
析
を
行
っ
た
。
賢
治
童
話
は
動
植
物
な
ど

本
来
生
き
物
で
は
な
い
も
の
を
擬
人
化
し
、
人
間
以
外
の
様
々
な
登

場
人
物
を
描
い
て
い
る
。
前
述
し
た
ば
け
も
の
世
界
で
も
、
古
生
物

で
あ
る
ば
け
も
の
世
界
長
や
日
本
の
精
霊
で
あ
る
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
も

含
ま
れ
て
お
り
、
ネ
ネ
ム
自
身
も
身
体
は
古
生
物
だ
が
彼
の
本
質
は

精
霊
的
存
在
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
か
ら
の
分
析
で
は
、
ま
ず
各

作
品
に
お
け
る
登
場
人
物
の
違
い
と
物
語
の
視
点
に
よ
っ
て
、
以
下

の
よ
う
に
分
類
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
宮
沢
賢
治
童
話
の
中
心
人
物
と

物
語
の
視
点
に
つ
い
て
の
分
類
を
表
に
し
、
成
立
年
毎
の
作
品
数
、

ネ
ネ
ム
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
者
（
竜
神
、
山
男
、
鬼
、
天
人
、
ザ

シ
キ
ワ
ラ
シ
、
風
の
精
霊
、
士
神
、
雪
婆
ん
ご
、
ば
け
も
の
な
ど
）

が
登
場
す
る
作
品
数
も
表
に
加
え
て
い
る
。

A
・
：
登
場
人
物
が
人
間
以
外
の
生
き
物
で
、
物
語
が
非
人
間
世
界
の

中
だ
け
で
完
結
す
る
作
品
。

B
・
：
人
間
と
人
間
以
外
の
生
き
物
が
ど
ち
ら
も
登
場
し
、
互
い
の
接

触
・
交
流
・
認
識
は
あ
る
が
、
物
語
の
視
点
は
非
人
間
世
界
側

に
あ
る
作
品
。

c：
・
人
間
と
人
間
以
外
の
生
き
物
が
ど
ち
ら
も
登
場
し
、
互
い
の
接

触
・
交
流
・
認
知
は
あ
る
が
、
物
語
の
視
点
は
人
間
世
界
側
に

あ
る
作
品
。

D
：
・
登
場
人
物
が
人
間
で
、
物
語
が
人
間
世
界
の
中
だ
け
で
完
結
す

る
作
品
。

※
・
異
同
の
な
い
作
品
を
複
数
回
掲
載
し
て
い
る
場
合
は
初
回
掲
載

時
の
み
数
え
る

0

・
表
中
の
丸
枠
で
囲
っ
た
数
字
は
、
そ
の
成
立
年
に
不
可
思
議
な

者
（
神
魔
妖
精
）
が
登
場
す
る
作
品
が
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
数
字
は
そ
の
作
品
の
数
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
表
で

は
、
神
魔
妖
精
が
登
場
す
る
作
品
の
成
立
年
が
不
明
で
あ
る
も

の
は
除
外
す
る
。

・
表
中
に
は
、
草
稿
、
清
書
、
改
編
作
と
賢
治
の
手
入
れ
が
入
っ

て
い
る
作
品
は
含
む
が
、
成
立
時
期
が
全
く
わ
か
っ
て
い
な
い

作
品
に
つ
い
て
は
除
外
す
る
。

・
成
立
時
期
が
推
定
に
な
っ
て
い
る
作
品
に
つ
い
て
は
、

一
九
一
一
一

i
一
九
二
二
年
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
成
立
時
期
を

表
記
す
る
。
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・分類去において、作品の重複はない。

（例）一九一一一年と一九一一一III－’一九二二年の作品数は重

複していない。

即ち、作品の成立年が明確なものは前者に入れ、後者

には含まないものとする。

九 九 九 九 九九 九 九九 九 九
九

ム

五 四 ｝＼ ノ、

年 年 年 年 年ま I 年 年 1 年 年

年ま ま
で で

で

。1 4 。。2 3 11 A 

3 1 3 
1 。。

① ① 
1 

① 
2 4 。B 

4 5 1 2 8 

① 
1 

① ④ ① 
。。

① ③ 
。c 

。。5 19 1 。3 4 4 。D 

3 10 31 3 1 8 11 27 
止口益、

計

ー
一
九
二
六
年
ま
で

。

。

。

一
九
二
七
年

。

。

。

一
九
二
七
年
以
降

。

。

。

九

年

。

。

。

3 

3 

一
九
二
二
年
以
降

。

。

2 

3 

九

年

。

。

。

分
類
表
を
見
る
と
、
一
九
一
九

1
一
九
二

O
年
の
執
筆
作
品
は
見

ら
れ
な
い
が
、
一
九
一
一
一
年
と
一
九
一
二
三
ヰ
に
多
く
の
作
品
が
集
中

し
、
そ
の
後
一
九
一
一
五
年
と
一
九
二
七

1
一
九
三

O
年
に
か
け
て
は

執
筆
作
品
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
が
人
間
以

外
の
生
き
物
で
物
語
が
非
人
間
世
界
の
中
だ
け
で
完
結
す
る
A
作
品

は
一
九
一
二
年
に
集
中
し
、
登
場
人
物
が
人
間
で
物
語
が
人
間
世
界

の
中
だ
け
で
完
結
す
る

D
作
品
は
一
九
二
三
生
ー
に
集
中
し
て
い
る
。

「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
の
よ
う
に
不
可
思
議
な
者
（
神
魔
妖
精
）
が
登

場
す
る
作
品
数
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
九
一
一
四
年
ま
で
に
執
筆
さ

れ
、
そ
の
後
は
一
九
三
六
年
の
「
ザ
シ
キ
ボ
ツ
コ
の
は
な
し
」
以
外

は
執
筆
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
宮
沢
賢
治
童
話
作
品
の
特
徴
や
流
れ
と
し
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て
、
童
話
創
作
初
期
の
一
九
一
二
年
は
登
場
人
物
や
物
語
の
視
点
が

人
間
以
外
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
後
は
徐
々
に
減
少
す
る
が
、
逆
に

一
九
一
一
一
年
頃
に
は
少
な
か
っ
た
登
場
人
物
や
物
語
の
視
点
が
人
間

で
あ
る
作
品
が
、
一
九
二
三
年
に
な
る
と
増
加
す
る
、
つ
ま
り
、
賢

治
が
童
話
に
描
く
登
場
人
物
と
視
点
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

不
可
思
議
な
者
（
神
魔
妖
精
）
が
登
場
す
る
作
品
に
つ
い
て
は
、

人
間
と
人
間
以
外
の
生
き
物
が
登
場
し
互
い
の
接
触
・
交
流
・
認
知

が
描
か
れ
る
B
・
C
作
品
に
含
ま
れ
、
人
間
と
人
間
以
外
の
生
き
物

が
関
わ
ら
な
い

A
・
D
作
品
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
不
可
思
議
な
者
（
神
魔
妖
精
）
た
ち
は
人
聞
が
信
じ
て
い
る
存

在
で
あ
る
か
ら
人
間
と
の
関
わ
り
は
重
要
で
あ
る
た
め
B
・
C
作
品

に
集
中
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
賢
治
は
彼
ら
を
作
中
に
登
場
さ

せ
る
こ
と
で
、
や
は
り
、
人
間
と
不
可
思
議
な
者
（
神
魔
妖
精
）
の

接
触
、
人
間
世
界
と
非
人
間
世
界
の
接
触
を
意
図
し
た
と
も
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
不
可
思
議
な
者
（
神
魔

妖
精
）
が
登
場
す
る
作
品
は
一
九
二
四
年
を
境
に
執
筆
さ
れ
な
く
な

っ
て
い
く
。

宮
沢
賢
治
童
話
作
品
の
特
徴
や
流
れ
を
見
て
い
く
と
、
賢
治
の
童

話
創
作
に
お
い
て
一
九
一
一
一
年
と
一
九
二
三
年
は
登
場
人
物
や
物
語

の
視
点
の
変
化
と
い
う
点
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
転
換
期
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
で
は
、
一
九
一
一
一
年
と
一
九
二
三
年
の
賢
治
に

何
が
あ
っ
た
の
か
。
賢
治
の
年
譜
や
書
簡
の
内
容
か
ら
迫
ろ
う
と

考
え
た
が
、
一
九
一
一
一
一
一
（
大
正
二
一
）
年
か
ら
一
九
二
四
（
大
正

二
二
）
年
ま
で
の
二
年
間
分
の
書
簡
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

そ
の
期
間
は
書
簡
の
代
わ
り
に
賢
治
の
詩
を
扱
っ
て
考
察
を
進
め
る

こ
と
と
す
る
。

三
ー
二
、
妹
ト
シ
の
死
と
〈
異
世
界
〉

は
じ
め
に
、
一
九
一
一
一
（
大
正
一

O
）
年
の
賢
治
の
様
子
か
ら
見

て
い
く
。
こ
の
時
の
賢
治
は
前
年
に
盛
岡
高
等
農
林
学
校
の
研
究
生

を
修
了
し
て
お
り
、
法
華
宗
の
仏
教
団
体
で
あ
る
国
柱
会
信
仰
部
に

も
入
会
し
て
い
た
。
一
九
二

O
年
か
ら
一
九
一
一
一
年
に
お
け
る
賢
治

の
法
華
経
に
対
す
る
熱
意
は
非
常
に
大
き
く
、
書
簡
に
そ
の
熱
意
を

記
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
同
時
に
、
実
家
の
質
屋
を
継
ぐ
こ
と
を

嫌
が
っ
て
い
た
賢
治
は
、
一
九
二
一
年
一
月
に
家
族
に
無
断
で
東
京

に
家
出
す
る
。
賢
治
は
そ
の
後
、
国
柱
会
理
事
の
高
知
尾
智
光
と
交

流
し
、
「
賢
治
は
詩
歌
文
学
を
得
意
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
詩
歌
文
学
の
上
に
純
粋
の
信
仰
が
に
じ
み
出
る
よ
う
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
日
新
】
校
本
宮
津
賢
治
全
集
」

第
一
五
巻
の
年
譜
に
記
さ
れ
て
お
り
、
賢
治
は
こ
の
助
言
に
よ
っ
て

「
高
知
尾
師
ノ
奨
メ
ニ
ヨ
リ
法
華
文
学
ノ
創
作
」
へ
と
志
し
て
い
く
。

同
年
七
月
一
三
日
の
関
徳
弥
あ
て
の
手
紙
（
量
百
簡
一
九
五
）
に
は
、

「
私
は
書
い
た
も
の
を
売
ら
う
と
折
角
し
て
ゐ
ま
す
。
」
と
賢
治
が
書
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い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
童
話
制
作
に
対
す
る
意
欲
を
伺
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
後
、
同
年
八
月
に
妹
ト
シ
の
発
病
を
知
ら
せ
る
電
報

が
届
き
賢
治
が
帰
宅
し
た
際
、
「
一
ヵ
月
に
三
千
枚
も
書
い
た
と
き

に
は
、
原
稿
用
紙
か
ら
字
が
飛
び
出
し
て
、
そ
こ
ら
あ
た
り
を
飛
び

ま
わ
っ
た
も
ん
だ
」
と
弟
に
話
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
一
九
一
一
一

年
は
童
話
の
執
筆
活
動
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
翌
一
九
一
一
一
一
（
大
正
一
一
）
年
の
状
況
を
見
て
い
く
。
年

譜
に
よ
る
と
、
賢
治
は
一
九
一
一
一
年
一
一
一
月
か
ら
稗
貫
農
学
校
の
教

師
と
し
て
勤
め
な
が
ら
、
一
九
一
一
一
一
年
一
月
に
『
春
と
修
羅
』
を
起

稿
、
童
話
制
作
も
進
め
る
な
ど
、
忙
し
く
も
充
実
し
た
日
々
を
過
ご

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
一
九
二
二
年
一
一
月
、
病
を

患
っ
て
い
た
妹
ト
シ
が
亡
く
な
る
。
そ
の
際
の
賢
治
の
悲
し
み
は
大

き
く
、
そ
の
心
境
が
い
く
つ
か
の
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

［
松
の
針
］

（
前
略
）

あ
あ
け
ふ
の
う
ち
に
と
ほ
く
へ
さ
ら
う
と
す
る
い
も
う
と
よ

ほ
ん
た
う
に
お
ま
へ
は
ひ
と
り
で
い
か
う
と
す
る
か

料
相
U
U叫
吋
寸
U
判
以
何
刷
出
対
叫
州
司
引
制

泣
い
て
わ
た
く
し
に
さ
う
言
っ
て
く
れ

（
後
略
）

一
九
二
二
年
一
一
月
二
七
日

ト
シ
が
亡
く
な
る
日
に
書
か
れ
た
［
松
の
針
〕
か
ら
は
、
妹
が
死

ん
で
し
ま
い
自
分
を
置
い
て
「
と
お
く
へ
い
っ
て
」
し
ま
う
、
一
緒

に
い
た
い
、
自
分
に
「
い
っ
し
ょ
に
行
け
と
た
の
ん
で
」
ほ
し
い
と

い
う
、
兄
で
あ
る
賢
治
の
悲
し
く
も
強
い
思
い
が
読
み
取
れ
る
。
賢

治
に
と
っ
て
妹
ト
シ
の
死
は
な
か
な
か
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
「
【
新
】
校
本
宮
津
賢
治
全
集
』
第
一
五
巻
の
年
譜
に
よ
る

と
、
賢
治
は
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た
約
半
年
後
、
一
九
二
三
年
七
月
三

日
か
ら
八
月
一
一
一
日
ま
で
樺
太
旅
行
へ
出
か
け
て
お
り
、
こ
の
旅
行

は
亡
く
な
っ
た
ト
シ
を
探
し
求
め
る
傷
心
旅
行
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
以
下
は
、
賢
治
が
樺
太
旅
行
中
に
制
作
し
た
［
噴
火
湾
（
ノ

ク
タ
ー
ン
）
］
、
樺
太
旅
行
後
の
［
宗
教
風
の
恋
］
の
引
用
で
あ
る
。
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［
噴
火
湾
（
ノ
ク
タ
ー
ン
）
］

（
前
略
）

ま
つ
く
ら
な
雲
の
な
か
に

と
し
子
が
か
く
さ
れ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い

あ
あ
何
べ
ん
理
智
が
教
へ
で
も

私
の
さ
び
し
さ
は
な
ほ
ら
な
い

わ
た
く
し
の
感
じ
な
い
ち
が
っ
た
空
間
に

い
ま
ま
で
こ
こ
に
あ
っ
た
現
象
が
う
つ
る

そ
れ
は
あ
ん
ま
り
さ
び
し
い
こ
と
だ

（
そ
の
さ
び
し
い
も
の
を
死
と
い
ふ
の
だ
）

一
九
二
三
年
八
月
一
一
日



た
と
～
そ
の
ち
が
っ
た
き
ら
び
や
カ
な
草
間
で

と
し
が
し
づ
カ
に
わ
ら
は
う
と

刷
出
り
U
叫
射
針
U
剖
叫
刊
引
州
出
風
情
同

出
到
U
刀
剣
討
司
例
以
刺
引
割
判
記
出
U
刊
記
お
も
ふ

［
宗
教
風
の
恋
］

（
前
略
）

ど
う
し
て
お
ま
へ
は
そ
ん
な
医
さ
れ
る
筈
の
な
い
か
な
し
み
を

わ
ざ
と
あ
か
る
い
そ
ら
か
ら
と
る
か

い
ま
は
も
う
さ
う
し
て
ゐ
る
と
き
で
な
い

（
中
略
）

さ
あ
な
み
だ
を
ふ
い
て
き
ち
ん
と
た
て

割
引
制
刈
創
出
刑
劇
風
倒
割
引
U
官
同
川
州
創
刊

そ
こ
は
ち
ゃ
う
ど
両
方
の
空
間
が
二
重
に
な
っ
て
ゐ
る
と
こ
で

お
れ
た
ち
の
や
う
な
初
心
の
も
の
に

居
ら
れ
る
場
処
で
は
決
し
て
な
い

一
九
二
三
年
九
月
一
六
日

こ
れ
ら
の
詩
は
全
て
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た
翌
一
九
二
三
年
に
書
か

れ
て
い
る
が
、
［
噴
火
湾
（
ノ
ク
タ
ー
ン
）
］
と
［
宗
教
風
の
恋
］
と

で
は
そ
の
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
旅
行
中
に
書
か

れ
た
［
噴
火
湾
（
ノ
ク
タ
ー
ン
）
］
で
は
、
賢
治
は
「
ど
う
し
て
も

ど
こ
か
に
か
く
さ
れ
た
と
し
子
を
お
も
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
旅
行
後
に
書
か
れ
た
［
宗
教
風
の
恋
］
で
は
、
「
い
ま
は
も
う
さ

う
し
て
ゐ
る
と
き
で
な
い
」
「
さ
あ
な
み
だ
を
ふ
い
て
き
ち
ん
と
た

て
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。
ま
た
、
亡
く
な
っ
た
妹
ト
シ

が
居
る
場
所
は
「
そ
こ
は
ち
ゃ
う
ど
両
方
の
空
聞
が
二
重
に
な
っ
て

ゐ
る
と
こ
」
で
、
「
お
れ
た
ち
の
や
う
な
初
心
の
も
の
に
居
ら
れ
る

場
処
で
は
決
し
て
な
い
」
と
し
て
い
る
。
賢
治
は
樺
太
旅
行
を
す
る

中
で
、
ト
シ
を
探
し
求
め
る
自
分
の
気
持
ち
に
区
切
り
を
つ
け
、
亡

く
な
っ
た
ト
シ
の
居
る
場
所
は
自
分
が
「
居
ら
れ
る
場
処
で
は
決
し

て
な
い
」
と
理
解
し
た
の
だ
ろ
う
。
賢
治
は
そ
の
後
、
妹
の
こ
と
を

作
品
で
一
切
歌
わ
な
く
な
る
。

一
一
一
｜
一
二
、
試
み
と
し
て
の
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」

こ
こ
ま
で
、
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
三
年
の
賢
治
に
つ
い
て
、

特
に
妹
ト
シ
の
死
を
中
心
に
見
る
こ
と
で
、
賢
治
の
心
境
が
変
化
し

て
い
く
過
程
が
読
み
取
れ
た
。
賢
治
は
ト
シ
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
樺

太
旅
行
ま
で
の
期
間
で
、
亡
く
な
っ
た
妹
ト
シ
は
自
分
と
は
違
う
場

所
に
居
て
自
分
は
そ
こ
に
行
き
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
理

解
に
至
っ
て
い
る
。

「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
を
考
察
す
る
上
で
論
者
が
注
目
す
る
の
は
、

妹
の
死
を
受
け
入
れ
る
ま
で
の
賢
治
の
心
境
の
変
化
に
つ
い
て
だ
。

亡
く
な
っ
た
妹
が
居
る
場
所
に
つ
い
て
、
次
の
詩
も
参
照
す
る
。

-31一



一
九
一
一
三
年
八
月
一
日

［
青
森
挽
歌
］

（
前
略
）

あ
い
つ
（
妹
ト
シ
）
は
こ
ん
な
さ
び
し
い
停
車
場
を

た
っ
た
ひ
と
り
で
通
っ
て
い
っ
た
ら
う
か

ど
こ
へ
行
く
と
も
わ
か
ら
な
い
そ
の
方
向
を

ど
の
種
類
の
世
界
へ
は
ひ
る
と
も
し
れ
な
い
そ
の
み
ち
を

た
っ
た
ひ
と
り
で
あ
る
い
て
行
っ
た
ら
う
か

（
中
略
）

引
料
出
材
料
出
引
制
対
再
開
制
対
同
司
凶
制
引
料
創
刊

劇
剖
引
制
創
刊
対
向
を
感
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は

だ
れ
だ
っ
て
み
ん
な
ぐ
る
ぐ
る
す
る
（
後
略
）

［
青
森
挽
歌
］
で
賢
治
は
、
妹
ト
シ
の
居
る
場
所
は
「
お
れ
た
ち

の
空
間
の
方
向
で
は
か
ら
れ
」
ず
「
わ
た
く
し
の
感
じ
な
い
ち
が
っ

た
」
場
所
で
あ
り
、
妹
は
「
ど
の
種
類
の
世
界
へ
は
ひ
る
と
も
し
れ

な
い
そ
の
み
ち
を
た
っ
た
ひ
と
り
で
あ
る
い
て
」
行
っ
た
と
記
し
て

い
る
。
「
そ
の
ち
が
っ
た
き
ら
び
や
か
な
空
間
」
や
、
「
そ
こ
は
ち
ゃ

う
ど
両
方
の
空
聞
が
二
重
に
な
っ
て
ゐ
る
と
こ
で
お
れ
た
ち
の
や
う

な
初
心
の
も
の
に
居
ら
れ
る
場
処
で
は
決
し
て
な
い
」
と
い
う
先
に

引
用
し
た
詩
の
内
容
も
踏
ま
え
る
と
、
自
分
た
ち
の
居
る
世
界
、
人

間
世
界
と
は
異
な
る
世
界
や
空
間
で
あ
る
〈
異
世
界
〉
に
亡
き
妹
は

居
る
の
で
は
な
い
か
と
賢
治
が
考
え
、
〈
異
世
界
〉
に
居
る
妹
と
の

接
触
を
望
ん
で
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
賢
治
は
［
宗
教
風
の
恋
］

で
記
し
て
い
る
よ
う
に
〈
異
世
界
〉
と
の
接
触
や
交
流
は
不
可
能
だ

と
理
解
し
て
い
く
。
賢
治
の
童
話
作
品
を
見
て
も
、
神
魔
妖
精
が
登

場
す
る
作
品
は
一
九
二
四
年
頃
ま
で
に
執
筆
さ
れ
、
そ
の
後
は
描
か

れ
て
い
な
い
。
神
魔
妖
精
が
登
場
す
る
作
品
が
一
九
二
四
年
頃
以
降

に
執
筆
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
〈
異
世
界
〉
に
は
干
渉
で
き
な
い
こ

と
を
樺
太
旅
行
後
の
賢
治
が
理
解
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
一
九
二
二
年
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」

に
立
ち
戻
っ
て
見
る
。
「
、
不
ネ
ム
の
伝
記
」
は
他
の

I
型
作
品
と
は

違
い
、
ば
け
も
の
世
界
と
人
間
世
界
を
並
立
関
係
で
描
い
て
あ
り
、

ば
け
も
の
と
人
間
に
上
下
（
優
劣
）
関
係
が
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。
な
ぜ
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
は
I
型
作
品
と
は
異
な
る
特
徴
が

あ
る
の
か
。
ま
た
、
ネ
ネ
ム
が
出
現
罪
を
犯
す
場
面
、
ば
け
も
の
の

ネ
ネ
ム
が
二
つ
の
世
界
を
移
動
す
る
行
動
そ
の
も
の
に
物
語
の
焦
点

が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
の
要
因
と
し
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
賢
治
の
妹
ト
シ
の
死

が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
並
立
関

係
で
成
り
立
つ
二
つ
の
世
界
が
描
い
て
あ
る
の
は
、
妹
ト
シ
の
死
に

よ
っ
て
賢
治
が
〈
異
世
界
〉
の
存
在
を
認
識
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て

い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
本
作
に
は
、
亡
き
妹
が
居
る
と
考
え
た
〈
異
世
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界
〉
と
人
間
世
界
の
交
流
や
接
触
を
望
ん
だ
賢
治
の
心
境
が
反
映
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
物
語
の
焦
点
は
ネ
ネ
ム
が
ど
の
よ
う
に
し
て

罪
を
償
う
か
で
は
な
く
、
ネ
ネ
ム
が
出
現
罪
を
犯
し
二
つ
の
世
界
を

往
来
す
る
行
動
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ば
け
も

の
で
あ
る
ネ
ネ
ム
が
ば
け
も
の
世
界
と
人
間
世
界
を
行
き
来
す
る
こ

と
か
ら
、
賢
治
に
と
っ
て
「
ネ
、
不
ム
の
伝
記
」
は
、
人
間
世
界
と
〈
異

世
界
〉
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
交
信
を
試
み
た
作
品
だ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
、
っ
。

四
、
お
わ
り
に

本
論
で
は
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
描
か
れ
た
ネ
ネ
ム
が
出
現
罪

を
犯
す
場
面
の
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
二
つ
の
問
題
提
起
を
行
い
、

ネ
ネ
ム
の
不
自
然
な
〈
落
下
〉
の
要
因
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
特
有

の
世
界
構
成
の
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
賢
治
に
と
っ
て
「
ネ

ネ
ム
の
伝
記
」
と
は
、
古
生
物
的
身
体
と
精
霊
的
本
質
を
合
わ
せ
持

っ
た
ば
け
も
の
、
不
ネ
ム
を
〈
異
世
界
〉
の
住
人
と
設
定
し
、
人
間
世

界
と
ぼ
け
も
の
世
界
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
往
来
を
試
み
た
作
品
で

あ
り
、
賢
治
が
求
め
た
も
の
は
亡
き
妹
の
居
る
〈
異
世
界
〉
と
の
交

信
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
賢
治
は
樺
太
旅
行
を
通
し
て
〈
異
世
界
〉

へ
の
干
渉
が
不
可
能
で
あ
る
と
理
解
し
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
は
約

一
O
年
後
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
へ
と
大
き
く
書
き
換
え
ら

れ
て
し
ま
う
。
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
で
は
人
間
世
界
の
み

が
描
か
れ
ば
け
も
の
世
界
の
よ
う
な
〈
異
世
界
〉
は
な
く
、
〈
異
世
界
〉

や
不
可
思
議
な
者
た
ち
と
の
交
流
や
接
触
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
変
化
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

「
ネ
、
ネ
ム
の
伝
記
」
成
立
時
期
前
後
の
賢
治
は
、
法
華
経
に
熱
意

を
注
ぐ
一
方
で
自
身
の
進
路
に
悩
み
、
妹
ト
シ
の
死
を
簡
単
に
は
乗

り
越
え
ら
れ
ず
に
い
た
。
こ
の
時
期
の
賢
治
は
己
の
現
実
し
か
見
え

て
お
ら
ず
、
他
者
の
現
実
ま
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
成
立
時
期
の
賢
治
は
、
農
家

の
人
々
の
助
け
に
な
る
よ
う
に
と
農
作
業
や
肥
料
の
改
善
や
指
導
を

行
っ
て
お
り
、
賢
治
は
自
分
以
外
の
、
他
者
の
現
実
も
見
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
一

O
年
を
か
け
て
賢
治
の
視
点
は
自
己
か
ら
他
者

へ
と
変
化
し
、
そ
れ
に
伴
い
、
賢
治
が
日
を
向
け
る
場
所
が
〈
異
世

界
〉
か
ら
現
実
で
あ
る
人
間
世
界
へ
と
変
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ

ろ、っ。
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で
は
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
お
け
る
、
人
間
世
界
と
〈
異
世
界
〉

と
い
う
二
世
界
で
の
交
信
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
「
ネ
、
ネ
ム
の
伝
記
」
か
ら
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」

へ
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
賢
治
の
〈
異
世
界
〉
に
対
す
る
認
識
の
変

化
も
考
察
の
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
だ
け
で
な

く
、
「
、
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
を
改
編
し
た
「
グ
ス
コ
ン
ブ
ド
リ
の
伝
記
」



や
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
、
そ
の
二
作
品
の
舞
台
で
あ
る
イ

1
ハ
ト

1
ヴ
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
人

間
世
界
と
〈
異
世
界
〉
と
い
う
二
世
界
で
の
交
信
の
試
み
の
成
果
や

結
果
に
つ
い
て
は
、
論
者
の
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

1玉－
賢
治
の
二
歳
下
の
妹
。
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）

j

一
九
一
一
一
一
（
大
正

一
ご
年
。
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
日
本
女
子
大
学
校
家
政
学
部
予
科

に
入
学
、
積
善
寮
に
入
る
。
（
中
略
）
卒
業
学
年
の
一
九
一
八
（
大
け
じ
）

年
二
一
月
肺
炎
の
た
め
入
院
、
急
ぎ
上
京
し
た
賢
治
の
看
護
を
受
け
る
。

三
学
期
を
全
休
し
た
が
、
成
績
優
秀
に
よ
り
見
込
点
が
つ
け
ら
れ
卒
業
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
翌
年
三
月
賢
治
と
と
も
に
帰
郷
。
（
中
略
）
税

一
九
一
二
年
六
月
ご
ろ
よ
り
、
過
労
の
た
め
発
熱
、
病
臥
。
八
月
に
入
っ

て
略
血
、
こ
の
時
信
仰
上
の
問
題
で
家
を
出
て
上
京
中
の
賢
治
は
「
ト
シ

ビ
ヨ
ウ
キ
ス
グ
カ
ヘ
レ
」
の
電
報
を
受
け
、
急
逮
帰
宅
。
（
中
略
）
そ
の

後
一
年
余
の
療
養
の
か
い
も
な
く
、
一
九
二
二
年
一
一
月
二
七
日
結
核
の

た
め
二
四
歳
で
死
去
。
こ
の
日
の
衝
撃
が
賢
治
に
、
詩
〔
永
訣
の
朝
〕
〔
松

の
針
〕
〔
無
声
働
央
〕
を
、
あ
る
い
は
そ
の
後
多
く
の
挽
歌
を
書
か
せ
た
。

賢
治
に
と
っ
て
の
ト
シ
は
、
単
な
る
妹
を
超
え
た
精
神
的
存
在
で
あ
っ
た

と
い
え
る
o

（
後
略
）
（
『
定
本
宮
津
賢
治
語
柔
辞
典
』
原
子
朗
（
著
）

二
O
一J
今
年
八
川
二

O
H
筑
摩
書
房
）

2

そ
の
様
了
を
一
不
す
資
料
と
し
て
、
『
宮
沢
賢
治
と
そ
の
周
辺
』
（
川
原
仁

左
エ
門
（
私
｛
永
版
）
一
九
七
三
年
四
月
）
か
ら
一
つ
参
照
す
る
。

「
宮
沢
賢
治
君
の
思
い
出
（
一
）
」
出
村
要
三
郎
（
旧
姓
鶴
見
）

埼
玉
県
の
秩
父
へ
旅
行
し
た
時
も
、
割
阿
君
出
制
州
制
対
副
太
古
層
・

刷
出
間
創
出
刷
出
制
川
叫
出
回
叫
叫
パ
司
闘
謝
割
判
対
司
剖
刻
周
川
凶
叫
さ

判
刻
。
（
中
略
）
休
日
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
岩
手
山
を
中
心

に

山

野

を

欧

渉

し

て

い

た

。

（

六

三

貢

）

『
｛
新
］
校
本
宮
淳
賢
治
全
集
』
第
一
四
巻
の
雑
纂
校
異
篇
（
一
九
九
七

年
四
月
三
O
日
筑
摩
書
房
）
か
ら
引
用
す
る
。
以
下
の
報
告
書
の
「
序

二
一
日
」
部
分
は
関
教
授
が
執
筆
し
た
も
の
に
な
る
。

「
巌
手
県
稗
賞
郡
地
質
及
土
性
調
査
報
告
書
」

序
A
J
H

其
年
（
大
正
六
年
）
四
月
嘱
託
ヲ
承
ケ
之
ト
同
時
二
員
制
伺
調
封
補
断

樹
周
到
割
問
聞
出
パ
岡
同
調
査
民
利
引
到
嘱
可
制
判
以
弱
者
～
闘
制
国
叶

パ
覇
識
別
制
制
利
川
河
川
汁
刊
叫
川
o

宮
沢
氏
ハ
同
年
五
月
以
降
沿
ク

郡
内
山
野
ヲ
政
渉
シ
、
括
据
勉
励
同
年
ノ
終
ニ
至
リ
テ
地
質
図
ヲ
完
成

ス
ル
ニ
至
レ
リ
、
著
者
ハ
自
己
ノ
踏
査
セ
ル
結
果
ニ
照
ラ
シ
多
少
之
ニ

補
修
ヲ
加
ヘ
タ
リ
、
割
問
同
パ
観
額
M
著
者
対
割
樹
刊
日
制
崩
制
川
覇
劃

N
4割
引
柄
欄
制
矧
加
叫
賢
司
闘
刻
川
副
覇
引
編
崩
一
門
司
到
輔
対
パ
銅

斗

司

朝

刊

刊

剖

川

。

（

二

八

頁

）

4

潟
硲
木

地
下
に
埋
ま
っ
て
珪
化
さ
れ
た
珪
化
木
の
う
ち
、
材
全
体
が
璃
瑠
化
し
た

も
の
を
璃
瑠
木
と
言
、
っ
。

（
『
定
本
宮
津
賢
治
語
集
辞
典
」
原
子
朗
（
著
）
二

O
一
三
年
八
月
二

O

日
筑
ー
隊
内

ω）

5

本
論
で
の
『
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
の
引
用
は
、
『
ス
ヴ
ェ
ン
・
ヘ
デ

イ
ン
探
検
記
凹
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
（
上
・
下
）
』
（
ス
ヴ
エ
ン
・
ヘ
デ

3 
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イ
ン
（
著
）
青
木
秀
男
（
訳
）

か
ら
引
用
す
る
。

原
著
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
書
か
れ
て
お
り
（
『
犀
自
由
E
白血－
a
p
C
3
E
a

or雪
。
各
即
時
イ
g
q
z
d
g
F
ω
ι
四
百
』
一
九

O
九
年
）
、
そ
の
後
、
独

訳
（
「
が
S
S
E
R
a
p
E
S
S
E
a
s
g色
〉
F
O
E
g
o－ロ
d
v
o
g
回含』

一
九

O
九
年
）
、
英
訳
（
『
可
自
由
E
B静
岡
田
可

F
U
Z
E
n
2
2
5
8色
〉
含
S
E
R

E
d
r
o
s
s－
丘
一
九
一

O
年
）
に
翻
訳
さ
れ
た
。
賢
治
は
英
訳
本
を

読
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
賢
治
が
こ
の
書
籍
を
読
ん
で
い
た
の
は
確
実
で
、

詩
［
装
景
手
記
］
の
下
書
稿
に
あ
た
る
詩
〔
〔
ニ
造
園
家
と
そ
の
助
手

と
の
対
話
］
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（
『
定
本
宮
津
賢
治
語
葉
辞
典
』
原
子

朗
（
著
）
二

O
一
三
年
八
月
二

O
日
筑
摩
書
房
）

詩
［
〔
二
造
園
家
と
そ
の
助
手
と
の
対
話
］
中
に
は
「
同
自
己
出
E

B
R
a
B
の
高
原
の
／
住
民
た
ち
が
／
考
へ
る
」
「
〔
回
話
〕
口
出
回
全
ロ
の
名
与

あ
る
／
著
述
の
な
か
に
」
と
あ
り
、
こ
の
部
分
か
ら
賢
治
が
『
ト
ラ
ン
ス

ヒ
マ
ラ
ヤ
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

（
詩
の
引
用
は
『
【
新
】
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
一
一
一
一
巻
（
下
）
ノ
l
ト・

メ
モ
本
文
篇
一
九
九
七
年
一
一
月
一

O
日
筑
摩
書
房
）

6

一
九
二

0
1
一
九
一
二
年
に
お
け
る
賢
治
の
法
華
経
に
関
す
る
書

簡
（
『
｛
新
】
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
書
簡
本
文
篇

一
九
九
五
年
一
二
月
二
五
日
筑
摩
書
房
）

一
九
二

O
年
（
大
正
九
）
一
一
一
月
二
日
保
阪
嘉
内
あ
て
封
書
（
封

筒
ナ
シ
）

（
前
略
）
今
度
私
は
／
国
柱
会
信
仰
部
に
入
会
致
し
ま
し
た
。
即
ち
最

早
私
の
身
命
は
／
日
蓮
聖
人
の
御
物
で
す
。
従
っ
て
今
や
私
は
／
田
中

智
学
先
生
の
御
命
令
の
中
に
丈
あ
る
の
で
す
。

一
九
八
八
年
一
一
月
二

O
日

白
水
社
）

（
中
略
）

日
蓮
聖
人
は
妙
法
蓮
華
経
の
法
体
で
あ
ら
せ
ら
れ
／
田
中
先
生
は
少

な
く
と
も
四
十
年
来
日
蓮
聖
人
と
心
の
上
で
お
離
れ
に
な
っ
た
事
が
な

い
の
で
す
。
／
こ
れ
は
決
し
て
間
違
ひ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
即
ち
／
田

中
先
生
に
妙
法
が
実
に
は
っ
き
り
働
い
て
ゐ
る
の
を
私
は
感
じ
私
は

仰
ぎ
私
は
嘆
じ
今
や
日
蓮
聖
人
に
従
ひ
奉
る
様
に
田
中
先
生
に
絶
対

に
服
従
致
し
ま
す
。
（
後
略
）

（
大
正
一

O
）
年
一
月
中
旬

保
阪
嘉
内
あ
て

封
書
（
封

一
九
一
一
一

筒
ナ
シ
）

（
前
略
）
（
心
の
中
に
魔
王
が
現
れ
た
時
は
）

ま
づ
は
心
は
兎
に
も
あ
れ
／
甲
斐
の
国
駒
井
村
の
あ
る
路
に
立
ち
／

数
人
或
は
数
十
人
の
群
の
中
に
／
正
し
く
掌
を
合
せ
十
度
高
声
に
／
南

無
妙
法
蓮
華
経
／
と
唱
へ
る
事
で
す
。

（
中
略
）

保
阪
さ
ん
ど
う
か
早
く
／
大
聖
人
御
門
下
に
な
っ
て
下
さ
い
。
／
一
諸

に
一
諸
に
こ
の
聖
業
に
従
ふ
事
を
許
さ
れ
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
哀

れ
な
衆
生
を
救
は
う
で
／
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
（
後
略
）

7

賢
治
が
家
業
の
質
屋
を
継
ぐ
こ
と
を
望
ま
な
い
旨
の
書
簡
（
「
【
新
】

校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
書
簡
本
文
篇
一
九
九
五
年
一
二
月

二
五
日
筑
摩
書
房
）

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
八
月
保
阪
嘉
内
あ
て
封
書
（
封
筒
ナ
シ
）

（
前
略
）
科
同
韻
期
叫
厨
剖
制
引
割
出
掛
斗
可
制
叫
叫
制
捕
で
刃
引
叫

ポ
樹
刑
判
パ
叫
明
利
q
t
そ
れ
で
今
私
は
父
に
、
ど
う
か
こ
れ
か
ら
私
を

家
が
一
雇
っ
て
月
給
の
十
円
も
呉
れ
る
様
な
様
式
（
形
式
で
は
な
い
、
本
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統
に
合
名
会
社
に
で
も
し
て
仕
事
を
す
る
つ
も
り
で
す
。
こ
と
に
鉱
業

的
な
こ
と
、
又
工
業
原
料
的
な
こ
と
）
に
し
て
呉
れ
ま
い
か
と
頼
ん
で

ゐ
ま
す
。

8

「
高
知
尾
師
ノ
奨
メ
ニ
ヨ
リ
法
華
文
学
ノ
創
作
」

賢
治
の
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
の
一
三
五
頁
に
記
さ
れ
た
メ
モ
（
『
【
新
】

校
本
宮
津
賢
治
全
集
』
第
二
二
巻
（
上
）
覚
書
・
手
帳
本
文
篇

一
九
九
五
年
二
一
月
二
五
日
筑
摩
書
房
）

。
高
知
尾
師
ノ
奨
メ
ニ
ヨ
リ

法
華
文
学
ノ
創
作

名
ヲ
ア
ラ
ハ
〔
ネ
〕
サ
ズ
、
／
報
ヲ
ウ
ケ
ズ
、
／
貢
高
ノ
心
ヲ
離

レ、

9

『
兄
の
ト
ラ
ン
ク
』
（
宮
沢
清
六
（
著
）
、
二

O
一
六
年
五
月
一

O
口、

筑
摩
書
房
）

著
者
宮
沢
清
六
は
賢
治
の
末
弟
で
あ
り
、
こ
の
初
刊
は
一
九
八
七
年
九

月
二
九
日
に
筑
摩
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

ω
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」

一
九
一
一
一
一
（
大
正
一
一
）
年
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」

の
原
稿
の
一
部
は
賢
治
が
手
を
加
え
、
一
九
一
一
一
一
（
昭
和
六
）
年
に
「
グ

ス
コ
ン
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
に
改
編
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
さ

ら
に
改
編
を
行
い
、
一
九
一
一
一
一
一
（
昭
和
七
）
年
三
月
一

O
日
に
「
グ
ス
コ

ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
を
『
児
童
文
学
』
第
二
冊
で
発
表
し
て
い
る
。

日
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
成
立
時
期
の
賢
治
に
つ
い
て

「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
を
執
筆
し
て
約
一

O
年
後
、
賢
治
は
農
業
に
関
す

る
取
り
組
み
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
た
。
そ
の
際
の
様
子
を
、
『
【
新
】
校

本
山
川
将
賢
治
全
集
』
第
一
六
巻
（
下
）
の
年
譜
篇
か
ら
参
照
し
ま
と
め
た

も
の
を
掲
載
す
る
。

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年

七
月
中
旬
盛
岡
測
候
所
で
記
録
を
調
べ
予
報
を
聞
き
、
特
に
指
導

し
た
農
家
に
対
し
天
候
不
順
の
対
策
を
講
じ
る
。

一
九
二
八
（
昭
和
一
一
一
）
年

三
月
一
五
日
こ
の
日
よ
り
一
週
間
、
石
鳥
谷
町
南
端
の
塚
の
根
肥
料

相
談
所
で
、
肥
料
設
計
を
行
う
。

〔
稲
作
挿
話
（
未
定
稿
）
〕

早
天
が
続
き
、
稲
は
稲
熱
病
が
発
生
し
、
予
防
と
駆
除

の
た
め
奔
走
す
る
。

寒
さ
の
た
め
風
邪
を
ひ
き
、
急
性
肺
炎
と
な
る
。
自
宅

療
養
。

同
八
日

七
月
1
九
月

36 

月
一
九
三
O
（
昭
和
五
）
年

四
月
四
日
沢
里
武
治
あ
て
封
書
（
封
筒
ナ
シ
）

こ
ん
ど
は
け
れ
ど
も
半
人
前
し
か
な
い
百
姓
で
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

思
ひ
き
つ
て
新
ら
し
い
方
面
へ
活
路
を
拓
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
（
中

略
）
も
う
一
度
新
ら
し
い
進
路
を
聞
い
て
幾
分
で
も
み
な
さ
ん
の
ご
厚

意
に
酬
い
た
い
ば
か
り
考
へ
ま
す
。
（
『
｛
新
］
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』

第
一
五
巻
書
簡
本
文
篇
一
九
九
五
年
十
二
月
二
五
日
筑
摩
書

九

昭
和
六
）
年



東
北
砕
石
工
場
技
師
と
な
る
。

石
灰
岩
抹
の
岩
手
県
内
の
推
奨
を
得
る
た
め
、
盛
岡
に

行
き
、
県
肥
料
督
励
官
村
井
光
吉
技
師
・
平
井
重
吉
技

手
、
県
農
事
試
験
場
の
工
藤
藤
一
技
手
を
訪
ね
た
。

湯
本
村
方
面
の
稲
作
状
況
を
視
察
。
稲
の
生
育
不
良
の

た
め
説
明
に
骨
を
折
る
。

『
岩
手
日
報
』
夕
刊
三
面
に
「
花
巻
地
方
稲
作
状
況
（
七
、

一
五
現
在
こ
の
記
事
が
出
る
。
賢
治
の
資
料
提
供
と

推
定
さ
れ
る
。

九

月

上

京

後

、

病

臥

こ
の
年
、
冷
害
と
豪
雨
に
よ
り
凶
作
。

こ
の
年
に
「
グ
ス
コ
ン
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
を
執
筆
か
。

月
一
五
日

月
四
日

七
月
一
人
日

0 
日

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年

一一一月一

O
日
「
児
童
文
学
』
第
二
冊
に
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」

を
発
表
。
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