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い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が

へ
ら
せ
よ

―
―
宮
沢
賢
治

「
『東
京
』
ノ
ー
ト
」
の
∧
自
然
∨
―
―

杉

浦

静

葛
東
京
』
ノ
ー
ト
」

の
素
材
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
岩
手
県
花
巻
町
に
居
住
し
て
い
た
宮
沢
賢
治
の
昭
和
三
年
六
月
の
第
八
回
目
の
上
京

体
験
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
∧
東
京
∨
体
験
は
、
生
活
史

・
作
品
史
の
な
か
で
は
次
の
よ
う
な
位
置
を
し
め
る
も
の
で
あ

っ
た
。
生
活
史
上
か

ら
は
、
昭
和
三
年
含
Ю
９
六
月
に
宮
沢
賢
治
は
、
七
日
の
午
前
六
時
三
十
五
分
花
巻
駅
発
の
汽
車
に
乗

っ
て
立
ち
、
二
十
四
日
前
後
に
帰
郷
す

が
ゴ
で
の
間
、
仙
台

・
水
戸

。
伊
豆
大
島

・
東
京
を
訪
れ
、
仙
台
で
は
東
北
産
業
展
覧
会
を
見
学
し
水
産
加
工
品
の
調
査
を
行
な
い
、
水
戸
で

は
茨
城
県
立
農
業
試
験
場
を
訪
れ

「試
験
場
の
練
習
生
制
度
」
を
調
べ
、
東
京
に
着
い
て
か
ら
は
、
自
ら
の
文
化
的
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
演

劇
（新
劇

・
歌
舞
伎
）
や
浮
世
絵
展
覧
会
を
見
、
そ
の
間
に
伊
豆
大
島
に
赴
い
て
友
人
伊
藤
七
雄
が
開
校
し
よ
う
と
し
た
農
芸
学
校
の
相
談
に
乗

注
２

る
、
な
ど
ほ
ぼ
半
月
に
わ
た
っ
て

「毎
日
三
四
時
間
し
か
睡
ら
」
な
い
忙
し
い
時
間
を
過
し
た
の
で
あ

っ
た
。
作
品
史
の
上
で
は
、
こ
の
間
、

伊
豆
大
島

へ
の
行
き
帰
り
や
大
島
で
の
土
壌
調
査
等
の
間
に
は
、
後
に

「
三
原
三
部
」
に
ま
と
め
ら
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
を
と
り
、
東
京
で
は
六
篇

の

「
東
京
』
ノ
ー
ト
」
収
録
の
ス
ケ
ッ
チ
の
原
型
を
書
い
た
。
ま
た
、
帰
郷
後
の

「
〔澱

っ
た
光
の
澱
の
底
ピ
　
に
も
こ
の
時
の
東
京
体
験
が

色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
く
。　
つ
ま
り
、
昭
和
二

（
８
Ｎ
）

年
八
月
下
旬
以
降
ひ
さ
か
た
ぶ
り
に
旺
盛
に
ス
ケ
ッ
チ
が
と
ら
れ
た
時
期
に
あ

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



注
３

た
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
多
様
な
活
動
が
展
開
さ
れ
、
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
が
書
か
れ
た
時
期
で
あ
る
た
め
、
「
東
京
』

時
期

（昭
和
三
年
六
月
）
の
∧
東
京
∨
ス
ケ
ッ
チ
も
多
様
な
性
格
を
持

っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
「
東
京
』

象
ス
ケ
ッ
チ

「高
架
線
」
を
て
が
か
り
に
∧
東
京
∨
と
∧
自
然
∨
の
か
か
わ
り
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

な
お
、
「
東
京
』
ノ
ー
ト
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の
補
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

０
４

コ
東
京
』
ノ
ー
ト
」
に
収
録
さ
れ
た
心
象
ス
ケ
ッ
チ

（詩
）
の
一
つ
に

「高
架
線
」
と
題
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
高
架
線
は
、
昭
和
四
年

一
二
月
に
刊
行
さ
れ
た

『新
版
大
東
京
案
内
』
（中
央
公
論
社
刊
）
の
∧
盛
り
場
上
野
∨
の
案
内
の
項
に
、
「
上
野

へ
行

っ
た
な
ら
先
づ
、
公
園

の
石
段
を
上
り
、
西
郷
さ
ん
の
鋼
像
の
前
に
立

っ
て
見
る
こ
と
だ
。
復
興
東
京
の
街
の
姿
を

一
日
に
見
る
に
は
こ
ゝ
が
都
下
第

一
の
場
所
だ
か

ら
で
あ
る
。
日
の
及
ぶ
限
り
、
街
、
街
、
街
…
。
高
架
線
を
走
る
山
ノ
手
電
車
、
京
浜
電
車
、
足
下
の
広
小
路
を
奔
流
す
る
人
の
群
、
市
電
、

バ
ス
、
円
ク
ク
ト
ラ
ッ
ク
、
自
転
車
―
即
ち
此
処
は
、
動
く
都
会
の
全
貌
を
も

っ
と
も
端
的
に
一
日
に
見
せ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。」

と
書
か

れ
、
更
に
そ
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
ご
と
く
、
ま
さ
に
復
興
東
京
の
シ
ン
ボ
ル
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
心
象
ス
ケ
ッ
チ

「高

架
線
」
は
、
そ
の
よ
う
な
高
架
線
を
走
る
電
車
の
窓
か
ら
見
え
る
∧
新
興
東
京
∨
の
風
景
や
、
そ
れ
ら
に
触
発
さ
れ
て
明
滅
す
る
心
象
を
「構
成

注
４

派
風
の
詩
法
」
（
入
沢
康
夫
）
を
取
り
込
み
な
が
ら
ス
ケ
ッ
チ
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
前
半
は
、
「
タ
キ
ス
の
そ
ら
」
の
も
と

「
ア
ン
テ
ナ
の

櫓
」
や

「
江
川
坦
庵
作
と
も
見
ゆ
る
／
黒
く
て
古
き
煙
突
」
、
さ
ら
に

「
地
球
儀
ま
た
は
／
大
き
な
正
金
銀
行
風
の
／
金
の

”
”
ご

な
ど
が
新

旧
雑
然
と
立
ち
そ
び
え
る
風
景
の
中
に
、

「
羊
の
ご
と
く
い
と
臆
病
な
眼
を
し
て
／
タ
キ
ス
の
そ
ら
に
ひ
と
り
立
つ
ひ
と
」

の
姿
を
繰
り
返
し

点
描
し
、
そ
の
後
、

ノ  ノ

;  I
ト   ト

一
五
〇

の
中
核
を
な
す
、
こ
の

論
の
一
環
と
し
て
、
心



一
千
九
百
二
十
八
年
で
は

み
ん
な
が
こ
ん
な
不
況
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら

大
へ
ん
元
気
に
見
え
る
の
は

こ
れ
は
あ
る
ひ
は
ご
く
古
く
か
ら
戒
め
ら
れ
た

東
洋
風
の
倫
理
か
ら

解
き
放
た
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
る

と
こ
ろ
が
ど
う
も

そ
の
結
末
が
ひ
ど
い
の
で
す
。

と
、
禁
欲
的
生
活
倫
理
か
ら
解
放
さ
れ
た
東
京
の
人
々
の
享
楽
的
生
活
意
欲
が
将
来
し
た
生
活
現
実
を
、
否
定
的
に
評
価
す
る
口
吻
を
も
ら

す
か
た
ち
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
後
半
で
は
、
最
初
に

「
こ
の
大
都
市
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
／
炭
素
の
微
粒
こ
ま
か
き
木
綿
と
毛
の
繊
維
／

ロ
ー
ム
の
破
片
／
熱
く
苦
し
き
炭
酸
ガ
ス
や
／
ひ
る
の
い
き
れ
の
層
を
ば
超
え
て
／
か
の
き
ら
け
き
氷
窒
素
の
あ
た
り
へ
向
け
て
／
そ
の
手
を

の
ば
し
／

（略
）
／
ま
さ
し
く
風
に
ひ
る
が
へ
る
」
と
、
そ
の
∧
ひ
ど
さ
∨
を
、
気
圏

（大
気
）
の
汚
濁
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
の
汚
濁
ゆ

え
に

「氷
窒
素
の
層
の
か
な
た
」

か
ら

「天
女
が
陥
ち
て
く
る
」

と
い
う
幻
想
ま
で
も
描
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。　
こ
の
よ
う
な
気
圏
の
汚
濁

は
、
「
東
京
』
ノ
ー
ト
」
の
東
京
で
は
一
貫
し
て
お
り
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
「光
の
査
」
に
も
、
「幾
百
乱
れ
る
電
柱
と
／
ま
た
ま

っ
黒
な
鉄
の
タ

ン
ク
は
／
メ
タ
ン
や

一
酸
化
炭
素
水
素
な
ど
／
迷
ひ
を
集
積
す
る
も
の
で
あ
る
」
「
そ
の
青
じ
ろ
い
光
の
査
の
下
底
に
は
／

（略
）

／
あ
け
が

た
ま
た
日
の
う
ち
は
／
青
々
と
し
て
か
な
し
み
を
食
む
／
あ
や
し
い
人
魚
の
群
が
棲
む
」
な
ど
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
汚

濁
に
対
し
て
宮
沢
賢
治
が
対
置
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
∧
自
然
∨
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
つ
か
れ
し
都
に
充
て
る

液
の
さ
ま
な
す
気
を
騰
げ
て

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



一
五
二

岬
と
湾
の
青
き
波
よ
り

檜
葉
亘
れ
る
稲
の
波
よ
り

は
る
け
き
巌
と
木
々
の
ひ
ま
よ
り

あ
ら
た
に
澄
め
る
瀬
気
を
送
り

ま
ど
ろ
み
熱
き
子
ら
の
頼
よ
り

汗
に
し
み
た
る
シ
ャ
ツ
の
た
も
と
に

ま
た
も
の
う
く
も
街
路
樹
を
見
る

う
る
み
て
弱
き
瞳
と
頼
を

い
と
さ
わ
や
か
に
も
よ
み
が
へ
ら
せ
よ

緑
青
ド
ー
ム
さ
ら
に
張
る
と
も

い
や
し
き
鉄
の
触
手
ゆ
る
と
も

は
て
は
天
末
う
す
赤
む
と
も

こ
の
つ
か
れ
た
る
都
の
ま
ひ
る

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ

関
東
大
震
災
後
の
東
京
の
復
興
が
も
た
ら
し
た
新
た
な
都
会
文
明
と
そ
れ
を
刹
那
的
に
享
受
す
る
東
京
の
人
々
の
姿
を
、
疲
れ
や
心
身
の
或

い
は
生
命
の
衰
弱
と
捉
え
、
そ
こ
に
生
命
を
回
復
さ
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て

「澄
め
る
瀬
気
」
即
ち
∧
自
然
∨
を
対
置
し
た
の
で
あ

っ
た
。

高
架
線
を
走
る
車
中
で
去
来
し
た
心
象
に
は
、
「
ひ
か
り
か
ゞ
や
く
青
ぞ
ら
の
し
た
／
労
農
党
は
解
散
さ
れ
る
」

や

「
み
ん
な
が
こ
ん
な
不
況

の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
」
と
い
つ
た
社
会

。
経
済
的
な
事
象
に
つ
い
て
の
関
心
も
か
い
ま
み
え
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
点
描
さ
れ
る
に
と

ど
ま
り
、
疲
弊
す
る
都
会
文
明
の
回
復
の
可
能
性
は
、
社
会

。
経
済
的
基
盤
の
分
析
や
変
革
と
い
う
回
路
に
探
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
∧
病
め



る
都
会
∨
対
∧
健
康
な
自
然
∨
と
い
う
構
図
の
な
か
で
い
わ
ば
悲
願
の
ご
と
く
念
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

∧
健
康
な
自
然
∨
は
、
直
前
に
赴
い
た
伊
豆
大
島
や
自
ら
の
郷
上
で
あ
る
岩
手
の
農
村
な
ど
で
の
自
然
と
の
交
感
と
い
う
体
験
に
基
盤
を
も

つ
理
念
で
あ
る
は
ず
だ
。
宮
沢
賢
治
は
農
学
校
教
師
時
代
や
農
村
で
の
肥
料
設
計

・
羅
須
地
人
協
会
の
活
動
の
中
で
、
身
を
も

っ
て
体
験
し
た

農
村
自
体
の
構
造
的
疲
弊
に
対
し
て
も
、
「
雲
か
ら
も
風
か
ら
も
／
透
明
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
／
そ
の
こ
ど
も
に
そ
ゝ
ぎ
く
だ
れ
」
翁

一
〇
八
二

〔あ
す
こ
の
日
は
ね
え
ピ

下
書
稿
０
と
い
う
詩
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
農
民
の
疲
弊
を
回
復
さ
せ
、　
生

へ

の
意
欲
の
回
復
が
可
能
に
な
る
と
い
う
理
念
を
対
置
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
構
図
が
、
花
巻
と
は
異
な
り
生
活
や
活
動
の

基
盤
を
も
た
な
い
∧
東
京
月
中
央
∨
に
い
わ
ば
図
式
的
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
∧
自
然
∨
へ
の
期
待
は
弱
々
し
く
悲
願

や
祈
り
に
な
ら
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

３

昭
和
三
年
六
月
の
東
京
滞
在
か
ら
花
巻
に
帰

っ
た
直
後
に
そ
の
原
形
が
書
か
れ
た

「
〔澱

っ
た
光
の
澱
の
底
ピ

（「
装
景
手
記
』
ノ
ー
ト
」
所
収
）
に
も
、
こ
の
時
の
東
京
体
験
は
照
り
返
さ
れ
て
い
る
。

澱

っ
た
光
の
澱
の
底

夜
ひ
る
の
あ
の
騒
音
の
な
か
か
ら

わ
た
く
し
は
い
ま
す
き
と
は
っ
て
う
す
ら
つ
め
た
く

シ
ト
リ
ン
の
天
と
浅
黄
の
山
と

青
々
続
く
稲
の
藍

わ
が
岩
手
県
へ
帰

っ
て
来
た

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ

と

い
う

心

象

ス

ケ
ッ
チ

一
五
三



こ
ゝ
で
は
い
つ
も

電
燈
が
み
な
黄
い
ろ
な
グ
リ
ア
の
花
に
咲
き

雀
は
泳
ぐ
や
う
に
し
て
そ
の
灯
の
し
た
に
ひ
る
が
へ
る
し

麦
も
ざ
く
ざ
く
黄
い
ろ
に
み
の
り

雲
が
し
づ
か
な
虹
彩
を
つ
く

っ
て

山
詠
の
上
に
わ
た
っ
て
ゐ
る

こ
れ
が
わ
た
く
し
の
シ
ャ
ツ
で
あ
り

こ
れ
ら
が
わ
た
く
し
の
た
べ
も
の
で
あ
る

眠
り
の
た
ら
ぬ
こ
の
二
週
間

清
せ
て
青
ざ
め
眼
ば
か
り
ひ
か
っ
て
帰

っ
て
来
た
が

さ
あ
あ
し
た
か
ら
わ
た
く
し
は

あ
の
古
い
麦
わ
ら
の
帽
子
を
か
ぶ
り

黄
い
ろ
な
木
綿
の
寛
衣
を
つ
け
て

南
は
二
子
の
沖
積
地
か
ら

飯
豊
　
太
田
　
湯
口
　
官
の
目

湯
本
と
好
地
　
八
幡
　
矢
沢
と
ま
は
っ
て
行
か
う

ぬ
る
ん
で
コ
ロ
イ
グ
ル
な
稲
田
の
水
に
手
を
あ
ら
ひ

し
か
も
つ
め
た
い
秋
の
分
子
を
ふ
く
ん
だ
風
に

稲
葉
と
い
っ
し
ょ
に
夕
方
の
汗
を
吹
か
せ
な
が
ら

一
五
匹



み
ん
な
の
と
こ
ろ
を
つ
ぎ
つ
ぎ
あ
し
た
は
ま
は
っ
て
行
か
う

「澱

っ
た
光
の
澱
の
底
／
夜
ひ
る
の
あ
の
騒
音
」
の
都
市
∧
東
京
∨
か
ら

「
わ
が
岩
手
県
」

へ

「盾
せ
て
青
ざ
め
て
眼
ば
か
り
ひ
か
っ
て
」

帰

っ
た
後
、
岩
手
の
自
然
の
中
で
農
業
指
導
の
た
め
に

「
み
ん
な
の
と
こ
ろ
を
ま
は
っ
て
行
」
こ
う
と
い
う
決
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
「
こ
こ
で
は
い
つ
も
／
電
燈
が
み
な
黄
い
ろ
な
グ
リ
ア
の
花
に
咲
き
」
以
下
、
「
雲
が
し
づ
か
な
虹
彩
を
つ
く

っ
て
／
山
詠
の
上
に
わ
た

っ
て
ゐ
る
」

ま
で
、
あ
ら
た
め
て
故
郷
岩
手
の
豊
か
な
風
土

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。　
し
か
も
、

そ
の
風
土
は
、　
そ

こ
に

「電
燈
」

が
と
も

り
、
「
麦
」
が
実

っ
て
い
る
場
所
で
あ
り
、
自
然
と
人
為

（文
化
や
農
耕
）

が
調
和
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
風
土
で
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
風
土
に
生
き
る
こ
と
を

「
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
シ
ャ
ツ
で
あ
り
／
こ
れ
ら
が
わ
た
く
し
の
た
べ
も
の
で
あ
る
」
と
自
分
に
最
も
必
要
な
も

の
と
し
て
ま
た
身
に
つ
い
た
も
の
と
し
て
決
意
を
こ
め
て
肯
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
半
の

「
ぬ
る
ん
で
コ
ロ
イ
グ
ル
な
稲
田
の
水
」
以
下

の
自
然
も
、
ま
さ
に
農
耕
の
手
が
入

っ
た
自
然
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
人
為
的
な
自
然
に
宮
沢
賢
治
の
心
を
な
ぐ
ま
せ
る
も
の
が
あ

っ

た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
風
土
の
肯
定
は
、
逆
に
そ
れ
以
前
に
滞
在
し
て
い
た
∧
東
京
∨
が
い
か
に
そ
れ
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
た

か
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

「高
架
線
」
月
澱

っ
た
光
の
澱
の
底
ビ

に
共
通
す
る
の
は
、
∧
病
め
る
都
会
∨
対
∧
健
康
な
自
然
∨
と
い
う
構
図
で
あ
り
、
し
か
も
∧
健

康
な
自
然
∨
は
農
耕
と
の
関
わ
り
を
そ
の
中
に
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
の
心
象
の
ス
ケ
ッ
チ
に
は
、
岩
手
の
自
然
が
生
き
生
き
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
賢
治
の
自
然
と
の
関
わ
り
の
中
心
に
自
然
と
の
一
体
化
の
欲
求
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
い
ま
見
た
よ

う
な
ス
ケ
ッ
チ
で
は
、
澱
み
の
な
か
に
衰
弱

。
疲
労
し
た
都
市
や
人
を
癒
す
も
の
と
し
て
、
自
然
が
対
置
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
賢
治
の

注
６

∧
自
然
∨
は
∧
東
京
Ｈ
中
央
∨
が
意
識
さ
れ
た
時
、
異
な

っ
た
位
相
を
見
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
宮
沢
賢
治
の
こ
れ
ら
以
外
の
心
象
ス
ケ

ッ
チ
そ
の
他
に
お
け
る
∧
東
京
＝
中
央
∨
と
∧
自
然
∨
と
の
関
連
を
検
討
す
る
。

い
ざ

う

ま
し

め
ず

よ
み
が

へ
ら

せ
よ

一
五

五
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４

前
述
の
通
り
、
こ
の
昭
和
三
年
六
月
の
上
京
は
、
宮
沢
賢
治
に
と

っ
て
八
回
目
の
も
の
で
あ
る
が
、
後
に

「東
京
」
ノ
ー
ト
に
収
録

・
再
録

さ
れ
た
短
歌

・
短
唱

。
心
象
ス
ケ
ッ
チ

（詩
）
以
外
に
は
、
∧
東
京
∨
に
言
及
し
た
も
の
は
、
滞
京
中
の
動
静
を
報
じ
た
書
簡
を
除
く
と
意
外

に
少
な
い
。
短
歌

・
短
唱

・
書
簡
以
外
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
最
初
に
言
及
さ
れ
た
の
は
、
『春
と
修
羅
』
（第

一
集
）
の
日
ホ
教
風
の
恋
」
盆

九

二
三
、
九
、　
三
〇

で
、

風
は
ど
う
ど
う
空
で
鳴

っ
て
る
し

東
京
の
避
難
者
た
ち
は
半
分
脳
膜
炎
に
な

っ
て

い
ま
で
も
ま
い
に
ち
遁
げ
て
来
る
の
に

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

と
、
記
さ
れ
、　
一
九
二
三
年
九
月

一
日
の
関
東
大
震
災
か
ら
の
避
難
者
た
ち
を
見
、
さ
ら
に
東
京
の
壊
滅
を
報
じ
る
新
聞
記
事
等
に
触
れ
る

な
か
で
、
栗
原
敦
が
述
べ
る
ご
と
く
、
「
賢
治
自
身
の
思
想
や
生
き
方
に
反
省
を
求
め
、
社
会
、
現
実
認
識
に
変
容
を
追
る
よ
う
な
事
態
が
彼
を

取
り
囲
む
世
界
で
徐
々
に
、
あ
る
い
は
急
激
に
進
行
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は

「宗
教
風
の
恋
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
禁
止
を
、
ま
た
新
た
な
る

注
８

決
意
を
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
」
翁
『
風
景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
』
の
章
二
連
作
／
１
『
心
象
ス
ケ
ッ
チ
　
春
と
修
羅
』
第
八
章
の
構
成
し
、

の
で
あ
り
、
そ
の
契
機
と
し
て
∧
東
京
∨
の
壊
滅
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
宗
教
風
の
恋
」
の
三
作
後
に
置
か
れ
た

「昂
」
で
は
、
夜
に
な

っ
て

「
山
」
か
ら
帰
る
電
車
の
中
か
ら
見
え
る
風
景
の
価
置
を
、



次
の
よ
う
に
発
見
し
た
。

そ
の
ま
っ
青
な
夜
の
そ
ば
畑
の
う
つ
く
し
さ

電
燈
に
照
ら
さ
れ
た
そ
ば
の
畑
の
う
つ
く
し
さ

市
民
諸
君
よ

お
お
き
ゃ
う
だ
い
、
こ
れ
は
お
ま
へ
の
感
情
だ
な

市
民
諸
君
よ
な
ん
て
ふ
ざ
け
た
も
の
の
云
ひ
や
う
を
す
る
な

東
京
は
い
ま
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
界
な
の
だ

見
た
ま
へ
こ
の
電
車
だ

っ
て

軌
道
か
ら
青
い
火
花
を
あ
げ

も
う
嘱
か
ド
ラ
ゴ
か
も
わ
か
ら
ず

一
心
に
走

っ
て
ゐ
る
の
だ

震
災
後
の
混
乱
の
さ
な
か
に
あ
る
東
京
の

「市
民
諸
君
」
に
今
、
岩
手
の
自
然

・
風
土
に
ね
ざ
し
た
風
景
の
美
を
提
示
す
る
こ
と
の
増
上
慢

が
反
省
的
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
こ
こ
に
は
東
京
の

「市
民
諸
君
」
に
は
未
見
の
∧
美
∨
を
誇
り
を
も

っ
て
示
そ
う
と
す
る
態

度
が
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
に
童
話
集

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
∧
広
告
ち
ら
し
∨
の
Ｆ
」
れ
は
田
園
の
新
鮮
な
産
物
で
あ
る
。
わ
れ

ら
は
田
園
の
風
と
光
と
の
中
か
ら
つ
や
ヽ
か
な
果
実
や
、
青
い
疏
菜
と

一
緒
に
こ
れ
ら
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
を
世
間
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。」

と
い
う

一
節
に
ま

っ
す
ぐ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
大
正

一
三
年

（３
だ
）

一
二
月
刊
の

『注
文
の
多
い
料
理
店
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る

一
連
の
∧
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話
∨
が
、
大
正

一
〇
年
八
月
末
の
帰
郷
後
、
堰
を
切

っ
た
よ
う
に
書
か
れ
、
そ
の
う
ち
で
も
よ
り
岩
手
の
風
土

に
密
着
し
た
素
材
を
扱

っ
た
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
「
狼
森
と
旅
森
、
盗
森
」
が
九
月
か
ら

一
一
月
ま
で
の
三
カ
月
の

間
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
半
年
以
上
に
わ
た
る
東
京
滞
在
の
後
、
∧
東
京
∨
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
眼
に
よ
っ
て
、
新
た
に
岩
手
花
巻
の

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
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∧
風
土
Ｖ
を
発
見
し
直
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
∧
自
然
∨
と

一
体
化
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
人
々
の
生
活
の
営
み

の
中
に
新
た
な
美
を
見
出
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
、
明
ら
か
に
∧
東
京
∨
は
そ
の
対
極
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

ち
な
み
に
、
そ
の
後
の
上
京
で
確
認
さ
れ
る
の
は
大
正

一
五
年

一
二
月
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
間
に
も
、
上
京
す
る
希
望
を
持

っ
た
こ
と
も

注
９

あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
斎
藤
宗
次
郎
自
叙
伝

『
二
刑
自
伝
』

に
は
、

大
正

一
三
年
の
項
に
、
「年
末
に
近
き
二
十
四
日
の
午
後
農
学
校
を
訪
う

た
、
劇
酬
樹
劇
も
司
周
劉
訓
も
列
刻
潤
か
っ
た
が
刷
劇
劃
に
引
日
測
州
引
は
居

っ
た
、
（中
略
）
、
州
劃
は
∃
刊
月
副
コ
劇
ｕ
ｄ
調
劇
劉
］
を
聞
い

た
り
何
か
の
講
習
に
で
も
臨
ん
だ
り
し
て
来
た
い
と
思

Ｐヽ

と
？

」
と
で
あ

っ
た
。」
（傍
線
原
文
）
と
の
記
述
が
あ
る
。
結
局
ン」
の
時
の
上
京

が
実
現
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
目
的
と
し
て

「中
央
語
を
聞
い
」

て
来
る
こ
と
、
「
何
か
の
講
習
に
」

参
加
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
の
大
正
十
五
年
十
二
月
の
上
京
の
際
の
、
セ
ロ
。
オ
ル
ガ
ン
・
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
・
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
等
の
講
習
と
な

っ
て
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
、
い
ま
だ
農
学
校
の
教
論
を
退
職
す
る
意
志
を
持
つ
以
前
、
ま
さ
に
生
徒
達
の
意
気
発
揚
に

「
田

園
劇
」
等
を
企
画

。
実
現
し
、
疲
弊
す
る
農
民
子
弟
た
ち
の
教
育
に
熱
情
を
注
い
で
い
た
時
期
で
あ

っ
た
。
同
時
期
に
は
心
象
ス
ケ
ッ
チ
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
岩
手
を
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
と
見
よ
う
と
す
る
志
向
が
強
く
表
わ
れ
、
あ
え
て
中
央
ア
ジ
ア
の
農
民
の
姿
を
現
実
の
岩
手
の
農
民

注
１０

の
上
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
よ
う
と
す
る
よ
う
な
ス
ケ
ッ
チ
が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
の
上
京
の
希
望
は
、
お
そ
ら
く
心
象
ス
ケ

ッ
チ
に
関
わ
る
何
か
を
吸
収
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
岩
手
の
風
土
の
上
に
世
界
的
な
殻
倉
地
帯
を
重
ね
合
わ
せ
、

そ
の
∧
自
然
∨
に
新
た
な
美
を
発
見
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
東
京
に
文
化
的
優
位
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
∧
新
た
な
自
然
∨
の
性
格
を
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
。
ど
の
よ
う
な
眼
で
も

っ
て
自
然
を
見
て
い
る

の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
正
十
三
年
五
月
十
九
日
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
花
巻
農
学
校
始
め
て
の
修
学
旅
行
終
了

後
に
提
出
し
た

「復
命
書
」
に
次
の
よ
う
に
北
海
道
の
自
然
を
見
る
態
度
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。



車
窓
見
る
処
苗
代
稲
苗
漸
く
伸
び
直
播
又
今
正
に
行
は
る
。
本
道
独
特
の
散
点
状
村
落
並
に
そ
の
家
屋
の
構
造
多
少
移
住
者
の
郷
土
を
示

す
も
の
あ
る
を
見
る
。
而
も
そ
の
近
時
の
築
成
に
斯
る
も
の
の
ク
レ
オ
ソ
ー
ト
を
塗
れ
る
粗
板
二
色
の
亜
鉛
板
を
用
ひ
て
風
致
津
々
た
る

あ
り
。
早
く
我
等
が
郷
土
新
進
の
農
村
建
築
家
を
迎

へ
、
従
来
の
不
経
済
に
し
て
陰
鬱
、
採
光
通
風

一
も
佳
な
る
な
き
住
居
を
そ
の
破
朽

と
共
に
葬
ら
し
め
よ
。

北
海
道
特
有
の
集
落
の
景
観
を
叙
し
、
そ
の
新
規
築
成
の
住
居
の
美
観
を
賞
し
た
後
、
郷
土
花
巻
の
農
家
の
建
築
と
比
較
し
て
、
そ
の
非
合

理
的
構
造
の
改
良
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
語
調
は

「葬
ら
し
め
よ
」
と
書
く
よ
う
に
極
め
て
強
い
。
当
時
の
農
業

先
進
地
で
あ

っ
た
北
海
道
と
、
郷
土
と
の
落
差
を
如
何
に
埋
め
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
の
痛
切
さ
を
身
を
も

っ
て
あ
ら
た
め
て
受
け
と
め
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「修
学
旅
行
復
命
書
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
後
進
地
岩
手
に
お
け
る
先
進
地
へ
の
進
展
を
期
待
す
る
提
言
も
書
か
れ
て

い
た
。
植
民
館
を
見
学
し
た
時
の
記
事
の
中
で
あ
る
。

中
に
開
墾
順
序
の
模
型
あ
り
。
陰
惨
荒
涼
た
る
林
野
先
づ
開
拓
使
長
官
に
よ
り
て
毎
五
町
歩
宛
区
画
を
設
定
せ
ら
れ
、
当
時
内
地
敗
残
の

移
住
民
、
各

一
戸
此
処
に
地
を
与

へ
ら
る
。
然
も
初
め
呆
然
と
し
て
為
す
な
く
、
技
術
者
来
り
教
ふ
る
に
及
ん
で
漸
く
起
ち
て
斧
刀
を
振

ひ
未
紹
を
把
る
。
近
隣
互
に
相
励
ま
し
て
耕
稼
を
行
ふ
。
圃
地
次
第
に
成
り
陽
光
漸
く
偏
く
交
通
開
け
学
校
起
り
遂
に
楽
し
き
田
園
を
形

成
す
る
ま
で
誰
か
涙
な
く
し
て
之
を
観
る
を
得
ん
や
。
恐
ら
く
は
本
模
型
の
生
徒
将
来
に
及
ぼ
す
影
響
極
め
て
大
な
る
べ
し
。
望
む
ら
く

は
本
県
亦
物
産
館
の
中
に
理
想
的
農
民
住
居
の
模
型
数
箇
を
備

へ
将
来
の
農
民
に
楽
し
く
明
る
き
田
園
を
形
成
せ
し
む
る
の
目
標
を
与

ヘ

ら
れ
ん
こ
と
を
。

こ
こ
に
は
も
う
す
こ
し
見
る
べ
き
問
題
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
北
海
道
の
自
然
が
開
墾
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「楽
し
き
田
園
」
が
形

成
さ
れ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「陰
惨
荒
涼
た
る
林
野
」
が
、
技
術
者
の
指
導
と
植
民
者
の
協
働
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
よ
っ
て

「楽
し
き
田
園
」

へ
と
変
化
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
、
視
点
を
意
識
的
に
変
化
さ
せ
る
事
に
よ
っ
て
、
現
実
認
識
に
変
化

を
与
え
る
事
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
訓
練
が
農
学
校
生
徒
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
発
想
も
、
ま
た
社
会
構
造
が
変
化
し
な
い
中
で

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



一
六
〇

の
せ
め
て
も
の
Ａ
明
る
き
田
園
∨
形
成
へ
の
試
み
で
あ
ろ
う
。

車
窓
石
狩
川
を
見
、
次
で
落
葉
松
と
独
逸
唐
檜
と
の
林
地
に
入
る
。
生
徒
等
履
々
風
景
を
賞
す
。
蓋
し
旅
中
は
心
緒
新
鮮
に
し
て
実
際
と

離
る
ゝ
が
故
に
審
美
容
易
に
行
な
は
る
ゝ
な
り
。
若
し
生
徒
等
こ
の
旅
を
終

へ
て
郷
に
帰
る
の
日
新
に
欧
米
の
観
光
客
の
心
地
を
以
て
そ

の
山
川
に
臨
ま
ん
か
執
れ
か
か
の
懐
か
し
き
広
重
北
斎
古
版
画
の
一
片
に
非
ら
ん
や
。
実
に
修
練
斯
の
如
く
な
ら
ぎ
る
よ
り
は
田
園
の
風

と
光
と
は
そ
の
余
り
に
鈍
重
な
る
労
働
の
辛
苦
に
よ
り
て
影
を
失
ひ
、
農
業
は
傍
観
し
て
神
聖
に
自
ら
行
ひ
て
苦
痛
な
る

一
の
降
】３
日
ａ

８
【澪

た
る
に
過
ぎ
ず
。

■
つ
や
北
海
道
の
風
景
、
そ
の
配
合
の
純
　
調
和
の
単
　
容
易
に
之
を
知
り
得
べ
き
に
対
し
、
郷
土
古
き
陸
奥

の
景
象
の
如
何
に
複
雑
に
理
解
に
難
き
や
、
暗
く
し
て
深
き
赤
松
の
並
木
と
林
、
樹
神
を
祀
れ
る
多
く
の
古
杉
、
楊
柳
と
赤

楊

と

の
群

落
、
大
い
な
る
藁
屋
根
　
檜
の
垣
根
、
そ
の
配
合
余
り
に
暗
く
し
て
錯
綜
せ
り
。
而
し
て
之
を
救
ふ
も
の
偉
に
各
戸
白
樺
の
数
幹
、
（略
）

是
に
田
園
を
平
和
に
す
る
も
の
樹
に
超
ゆ
る
な
し
。
∩
修
学
旅
行
復
命
書
し

執
筆
年
月
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
、
農
学
校
を
退
職
し
農
耕
生
活
に
入

っ
た
後
に
書
か
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
心
象
ス
ケ
ッ

チ
に

「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
　
林
中
乱
思
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
∧
東
京
∨
に
対
す
る
意
識
が
書
か
れ
て
い
た
。

何
と
こ
の
烙
の
美
し
さ

柏
の
枝
と
杉
と

ま
ぜ
て
燃
す
の
で

こ
ん
な
に
赤
の
あ
ら
ゆ
る
０
〓
器
①
を
示
し

も

つ
と
も
や
は
ら
か
な
曲
線
を

次
々
須
興
に
描
く
の
だ

そ
れ
に
う
し
ろ
の
か
ま
ど
の
壁
で



煤
か
な
に
か
ヽ

星
よ
り
ひ
か

っ
て
明
滅
す
る

む
し
ろ
こ
っ
ち
を

東
京
中
の

知
人
に
み
ん
な
見
せ
て
や

っ
て

大
い
に
羨
ま
せ
た
い
と
思
ふ

小
沢
俊
郎
は
、　
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
論
じ
て

（「
熱
に
ふ
る
へ
」
『
小
沢
俊
郎
　
官
民
賢
治
論
集
』
第
二
巻
所
収
）
、
「
林
中
乱
思
』

一
篇
は
文

字
通
り
乱
思
の
し
ど
ろ
も
ど
ろ
の
中
に
、
農
耕
生
活
の
い
た
ま
し
さ
と
け
な
げ
さ
、
孤
独
の
き
び
し
さ
と
友
を
求
め
る
渇
き
、
純
粋
さ
と
ひ
よ

わ
さ
、
観
念
性
な
ど
、

賢
治
の
裸
の
心
が
風
邪
気
味
の
健
康
状
態
に
触
発
さ
れ
て
む
き
出
し
に
な

っ
た
詩
で
あ
る
。」

と
ま
と
め
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
論
述
の
中
で
、
前
出
の
箇
所
か
ら
、
宮
沢
賢
治
の

「東
京
崇
拝
と
で
も
い
え
る
感
情
」
の
表
出
や

「都
会

へ
の
傾
斜
、
中
央

へ
の

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
指
摘
し
、
「
身
近
な
人
に
無
理
解
な
言
を
か
け
ら
れ
た
と
た
ん
、

遠
い
都
会
の

（
さ
し
て
往
来
繁
か
ら
ぬ
は
ず
の
）

知

人
に
自
分
の
理
解
者
を
夢
み
て
い
る
」

観
念
性
を
抽
出
し
て
い
た
。
「
羨
ま
し
い
」

と
思
え
る
の
は
そ
の
価
値
の
理
解
が
前
提
に
あ
る
の
だ
か

ら
、
小
沢
俊
郎
の
言
う
ご
と
く
、
東
京
の

「知
人
」
は
、
自
ら
の
発
見
し
た
新
し
い
美
を
と
も
に
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
想
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
言

っ
て
、
そ
こ
に

「東
京
崇
拝
」
や

「都
会

へ
の
傾
斜
、
中
央

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
は

存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
自
分
に
匹
敵
す
る
美
感
を
も
つ
人
間
の
存
在
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ

う
な
存
在
を

「羨
ま
せ
た
い
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
岩
手
に
お
け
る
農
耕
生
活
の
中
で
、
東
京
に
存
在
し
な
い

（
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
）

新
し
い
美
を
発
見
し
て
い
る
と
い
う
自
負
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
羨
ま
せ
た
い
」
と
考
え
た
こ
と
は
、
後
の
行
で

「
そ

れ
も
結
局

０
い∽一コス
”一〇
●
の
慾
望
の
／
そ
の

一
態
に
は
か
な
ら
な
い
」
と
否
定
的
に
捉
え
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。　
こ
こ
に
お
い
て

も
、
前
出
の

「
昂
」
と
同

一
の
、
岩
手
と
い
う
風
土

。
自
然
の
中
で
の
生
活
に
つ
な
が

っ
た
新
し
い
美
の
発
見
を
∧
東
京
∨
に
対
し
て
提
示
す

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



一
一ハ
二

る
と
い
う
構
図
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
，

次
に
、
宮
沢
賢
治
が
農
耕
生
活
に
入
る
直
前
か
ら
理
念
化
さ
れ
て
い
っ
た
∧
農
民
芸
術
∨
に
お
い
て
対
東
京
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
の
「
農
民
芸
術
の
興
隆
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
宗
教

・
芸
術
の
現
状
認
識
を
ふ
ま
え
た
、改
革
の
方
向
が
語
ら
れ
る
。

い
ま
宗
教
家
芸
術
家
と
は
真
善
若
く
は
美
を
独
占
し
販
る
も
の
で
あ
る

わ
れ
ら
に
購
ふ
べ
き
力
も
な
く
　
又
さ
る
も
の
を
必
要
と
せ
ぬ

い
ま
や
わ
れ
ら
は
新
た
に
正
し
き
道
を
行
き
　
わ
れ
ら
の
美
を
ば
創
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

芸
術
を
も
て
あ
の
灰
色
の
労
働
を
燃
せ

こ
こ
に
は
わ
れ
ら
の
不
断
の
潔
く
楽
し
い
創
造
が
あ
る

都
人
よ
　
来

っ
て
わ
れ
ら
に
交
れ
　
世
界
よ
　
他
意
な
き
わ
れ
ら
を
容
れ
よ

ま
た

「農
民
芸
術
の
本
質
」
の
項
に
は
、

も
と
よ
り
農
民
芸
術
も
美
を
本
質
と
す
る
で
あ
ら
う

わ
れ
ら
は
新
た
な
美
を
創
る
　
美
学
は
絶
え
ず
移
動
す
る

「美
」
の
語
さ
へ
滅
す
る
ま
で
に
　
そ
れ
は
果
な
く
拡
が
る
で
あ
ら
う

岐
路
と
邪
路
と
を
わ
れ
ら
は
警
め
ね
ば
な
ら
ぬ

農
民
芸
術
と
は
宇
宙
感
情
の
　
地
　
人
　
個
性
と
通
ず
る
具
体
的
な
る
表
現
で
あ
る

そ
は
直
感
と
情
緒
と
の
内
経
験
を
素
材
と
し
た
る
無
意
識
或
は
有
意
の
創
造
で
あ
る

そ
は
常
に
実
生
活
を
肯
定
し
こ
れ
を

一
層
深
化
高
く
せ
ん
と
す
る

そ
は
人
生
と
自
然
と
を
不
断
の
芸
術
写
真
と
し
尽
く
る
こ
と
な
き
詩
歌
と
し



巨
大
な
演
劇
舞
踊
と
し
て
観
照
享
受
す
る
こ
と
を
教

へ
る

そ
は
人
々
の
精
神
を
交
通
せ
し
め
　
そ
の
感
情
を
社
会
化
し
遂
に
一
切
を
究
寛
地
に
ま
で
導
か
ん
と
す
る

か
く
て
わ
れ
ら
の
芸
術
は
新
興
文
化
の
基
礎
で
あ
る

と
、
農
民
芸
術
の
理
念
が
語
ら
れ
て
い
る
。　
い
ま
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
農
民
芸
術
の
本
質
が
、
「新
た
な
美
」
の
創
造
に
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
の
、
「農
民
芸
術
の
興
隆
」
に
お
い
て
、
芸
術
を
職
業
芸
術
家
か
ら
奪
還
し
よ
う
と
す
る
意
図
や

「都
人

よ
　
来

っ
て
わ
れ
ら
に
交
れ
」
と
い
う
よ
う
に
都
会

Ｈ
中
央
の
文
化
的
優
位
性
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
語
ら
れ
て
い
た

の
で
あ

る

が
、
「
わ
れ
ら
」
の
求
め
る
美
の
担
い
手
は
、
「農
民
芸
術
概
論
」
の

「序
論
」
に
語
ら
れ
る
ご
と
く

「農
民
」
で
あ
る
。
そ
の

「農
民
」
に
よ

っ
て
創
り
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
美
と
は
、
従
来
の
美
の
範
疇
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
は
、
「
宇
宙
感
情
の
　
地
　
人
　
個
性

と
通
ず
る
具
体
的
な
表
現
で
あ
る
」
や

「人
生
と
自
然
と
を
不
断
の
芸
術
写
真
と
し
尽
く
る
こ
と
な
き
詩
歌
と
し
／
巨
大
な
演
劇
舞
踊
と
し
て

観
照
享
受
す
る
こ
と
を
教

へ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
然
と
人
生
と
の
相
互
交
渉
の
中
に
見
出
さ
れ
た
美
で
あ
り
、
労
働
そ
の
も
の
の
中
で
体

感
さ
れ
る
よ
う
な
流
動
的
な
美
と
で
も
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
宮
沢
賢
治
自
身
の
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
記
者
の
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
農
学
校
退
職
時
と
そ

の
後
の
羅
須
地
人
協
会
の
設
立
時

に
、
「岩
手
日
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
記
事
か
ら
も
こ
の
時
期
の
、
宮
沢
賢
治
の
活
動
の
理
念
が
う
か
が
え
る
。

・
新
し
い
農
村
の
／
建
設
に
努
力
す
る
／
花
巻
農
学
校
を
／
辞
し
た
官
澤
先
生

（見
出
し
）

花
巻
川
口
町
官
澤
政
治
郎
氏
長
男
賢
治

（
二
八
）
氏
は
今
回
県
立
花
巻
農
学
校
教
諭
を
辞
職
し
花
巻
川
口
町
下
根

子

に
同
士
二
十
余

名
と
新
し
き
農
村
の
建
設
に
努
力
す
る
こ
と
に
な

っ
た
　
き
の
ふ
宮
澤
氏
を
訪
ね
る
と
現
代
の
農
村
は
た
し
か
に
経
済
的
に
も
種
々
行
き

つ
ま
つ
て
ゐ
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
ま
す
、
そ
こ
で
少
し
東
京
と
仙
台
の
大
学
あ
た
り
で
自
分
の
不
足
で
あ

っ
た

『農
村
経
済
』
に
つ
い
て

少
し
研
究
し
た
い
と
思

っ
て
ゐ
ま
す
。
そ
し
て
半
年
ぐ
ら
ゐ
は
こ
の
花
巻
で
耕
作
に
も
従
事
し
生
活
即
ち
芸
術
の
生
が
い
を
送
り
た
い
も

の
で
す
、
そ
こ
で
幻
燈
会
の
如
き
は
ま
い
週
の
や
う
に
開
さ
い
す
る
し
、
ン
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
も
月

一
回
位
も
よ
は
し
た
い
と
お
も

っ

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
三



一
六
四

マ
マ

て
ゐ
ま
す
　
幸
同
志
の
方
が
二
十
名
ば
か
り
あ
り
ま
す
の
で
自
分
が
ひ
た
い
に
あ
せ
し
た
努
力
で
つ
く
り
あ
げ
た
農
作
ぶ
つ
の
物
々
交
換

を
お
こ
な
い
し
づ
か
な
生
活
を
つ
づ
け
て
行
く
考
え
で
す

（以
下
略
　
大
正
十
五
年
四
月

一
日
付

　

「岩
手
日
報
」
朝
刊
）

こ
の
翌
年
に
は
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
た
。

・　
農
村
文
化
の
創
造
に
努
む
／
花
巻
の
青
年
有
志
が
／
地
人
協
会
を
組
織
し
／
自
然
生
活
に
立
返
る

（見
出
し
）

花
巻
川
口
町
の
町
会
議
員
で
あ
り
且
つ
同
町
の
素
封
家
の
官
澤
政
次
郎
氏
長
男
賢
治
氏
は
今
度
花
巻
在
住
の
青
年
三
十
余
名
と
共
に
羅

須
地
人
協
会
を
組
織
し
あ
ら
た
な
る
農
村
文
化
の
創
造
に
努
力
す
る
こ
と
に
な

っ
た
　
地
人
会
の
趣
旨
は
現
代
の
悪
弊
と
見
る
べ
き
都
会

文
化
に
対
抗
し
農
民
の
一
大
復
興
運
動
を
起
こ
す
の
は
主
眼
で
、
同
志
を
し
て
田
園
生
活
の
愉
快
を

一
層
味
は
し
め
原
始
人
の
自
然
生
活

に
た
ち
返
ら
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
　
こ
れ
が
た
め
毎
年
収
穫
時
に
は
彼
等
同
志
が
場
所
と
日
時
を
定
め
耕
作
に
依

っ
て
得
た
収
穫
物
を
互

ひ
に
持
ち
寄
り
有
無
相
通
ず
る
所
謂
物
々
交
換
の
制
度
を
取
り
更
に
農
民
劇
農
民
音
楽
を
創
設
し
て
協
会
員
は
家
族
団
ら
ん
の
生
活
を
続

け
て
行
く
と
い
ふ
の
で
あ
る
、

（以
下
略
　
昭
和
二
年
二
月

一
日
付

「岩
手
日
報
」
夕
刊
）

宮
沢
賢
治
が
実
際
に
本
格
的
に
羅
須
地
人
協
会
の
活
動
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
配
布

（大
正

一
五
年
十

一
月
二
九
日
以
前
）
し
た
騰
写
版
刷

り
案
内
状

（
〔集
会
案
内
Ｕ

に
は
、

一
、
今
年
は
作
も
悪
く
、
お
互
ひ
思
ふ
や
う
に
仕
事
も
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
い
づ
れ
、
明
暗
は
交
替
し
、
新
ら
し
い
い
ゝ
歳
も
来
ま

せ
う
か
ら
、
農
業
全
体
に
巨
き
な
希
望
を
載
せ
て
、
次
の
支
度
に
か
か
り
ま
せ
う
。

一　一、
　
　
（静峰『）

三
、
そ
の
節
次
の
こ
と
を
や
り
ま
す
。
予
め
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

冬
間
製
作
品
分
担
の
協
議

製
作
品
、
種
苗
等
交
換
売
買
の
予
約

新
入
会
員
に
就
て
の
協
議



持
寄
販
売
…
…
本
、
絵
葉
書
、
楽
器
、
レ
コ
ー
ド
、
農
具
、
不
要
の
も
の
何
で
も
出
し
て
く
だ
さ
い
。
安
か

っ
た
ら
引

っ
込
ま
せ
る

だ
け
で
せ
う
、
…
…

四
、
今
年
は
設
備
が
何
も
な
く
て
、
学
校
ら
し
い
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
希
望
の
方
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
次
の
こ
と
を
や

っ
て
み
ま
す
。

十

一
月
十
九
日
午
前
九
時
か
ら

◎

わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
方
法
で
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
科
学
を
／
わ
れ
わ
れ
の
も
の
に
で
き
る
か
　
　
一
時
間

◎

わ
れ
わ
れ
に
必
須
な
化
学
の
骨
組
み
二
時
間
　
　
一
一時
間

働
い
て
ゐ
る
人
な
ら
ば
、
誰
で
も
教

へ
て
よ
こ
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
こ
で
の

「冬
間
製
作
品
」
と
は
堀
尾
青
史
編
の
校
本
全
集
年
譜
注
記
に
よ
れ
ば
、
農
民
服

。
帽
子

・
皮
帽
子

・
木
工

。
木
琴

。
ル
パ
ツ
カ

の
紐
な
ど
の
製
作
が
考
え
ら
れ
た
が
、
結
局
実
現
の
運
び
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ

る
。

ま
た
、

翌
昭
和
二
年

一
月
の

「
〔講
義
案

内
ピ

で
は
、
よ
り
具
体
的
に

「農
業

二
必
須
ナ
化
学
ノ
基
礎
」
「
土
壌
学
綱
要
」
「
植
物
生
理
綱
要
」
「
肥
料
学
綱
要
」
「
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
地
人

芸
術
概
論
」
な
ど
の
講
義
案
内
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
案
内
を
見
る
限
り
、
「岩
手
日
報
」
の
記
者
の
ま
と
め
た
よ
う
な
、∧
物
々
交
換
∨

の
制
度
を
取
り
込
ん
だ
共
生
的
な
組
織
の
構
想
は
、　
む
し
ろ
副
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
人
生
即
ち
芸
術
の
生
が
い
」

を
周
辺
に
拡
大
す
る
こ

と
で
、
「新
た
な
る
農
村
文
化
」
の
創
造
と
い
う
文
化
活
動
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ

っ
た

ろ
う
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
農

業
の
科
学
化
と
農
民
芸
術
の
創
造
を
二
つ
の
軸
と
し
た
運
動
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
契
機
と
し
て
、
「‘現
代
の
悪
弊
と
見
る

べ
き
都
会
文
化
」

が
あ
り
、
農
村
の
経
済
的
疲
弊
や
困
窮
が
あ

っ
た
。

ま
さ
に
、
前
者
に
対
抗
す
る
も
の
と

し

て

の
農
民
芸
術
が
構
想
さ

れ
、
後
者
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
の
農
業
の
科
学
化
が
推
進
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
運
動
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
る
∧
自
然
∨
も
ま
た
、
科
学
化
さ
れ
た
農
耕
の
手
が
入

っ
た
人
為
的
自
然
を
そ
の
中
核
と
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ

一
六

五



一　一ハ
一ハ

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
∧
東
京
∨
と
∧
自
然
∨
の
関
わ
り
の
流
れ
の
後

に
、
「
高
架
線
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
∧
東
京
∨
把
握
が
来
る
。
「
東

京
』

ノ
ー
■
」

の
∧
東
京
∨
批
判

の
下
地
の

一
部
は
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

注
１
　
花
巻
に
帰

っ
た
日
は
未
詳
。
昭
和
三
年

〔六
月
十
六
日
〕
付
宮
沢
ク
ニ
宛
書
簡
に
は

「
二
十
三
日
か
ら
出
て
二
十
六
日
の
午
后
ま
で
に
家
に
か
へ
り

ま
す
」
と
あ
り
、
〔
七
月
初
め
〕
の
伊
藤
七
雄
宛
て
書
簡
下
書
に
は

「
こ
ち
ら
へ
は
二
十
四
日
に
帰
り
ま
し
た
が
」
と
あ
る
。

注
２
　

『校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
十
四
巻

。
年
譜

（堀
尾
青
史
編

。
昭
和
５２

・
‐０
　
筑
摩
書
房
）
や
奥
田
弘

「
宮
沢
賢
治
詩

『
三
原
二
部
』
そ
の
周
辺
」

翁
銅
鐸
」
二
十
三
号

・
昭
４６

・
７
　
校
倉
書
房
）

注
３
　
昭
和
三
年
八
月
以
降
三
年
六
月
ま
で
の
間
の
日
付
を
も
つ
心
象
ス
ケ
ッ
チ
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
こ
の
二
年
冬
か
ら
三
年

春
に
か
け
て
、
第
二
集
の
編
集
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
数
え
ら
れ
る
。

注
４
　
入
沢
康
夫

『新
修
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
七
巻

「
後
記

（解
説
ご

（昭
５５

。
４
　
筑
摩
書
房
）

注
５
　
と
り
わ
け
昭
和
三
年
初
夏
に
序
が
書
か
れ
た
も
の
の
出
版
さ
れ
な
か
っ
た

『春
と
修
羅
　
第
二
集
』
の
原
構
想
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。

注
６
　
特
に
そ
の
文
化
的
優
位
性
に
対
す
る
憧
れ
が
強
く
あ

っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

注
７
　
東
京
の
文
化
を
積
極
的
に
吸
収
し
よ
う
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
所
を
歩
き
回

っ
て
い
る
宮
沢
賢
治
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
書
簡
が
多
い
。

注
８
　
栗
原
敦

「
『
風
景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
』
の
章
二
連
作
／
１

『
心
象
ス
ケ
ッ
チ
　
春
と
修
羅
第

一
集
』
第
八
章
の
構
成
」
「
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」

第
三
十
集

・
昭
６３

・
３
）

注
９
　
栗
原
教

「
宮
沢
賢
治
周
辺
資
料

（そ
の
４
）
―

『
二
剤
白
叙
伝
』
（斉
藤
宗
次
郎
自
叙
伝
）
に
よ
る
―
」

翁
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
二
十

九
集

・
昭
６２

・
３
》

注
１０
　
拙
稿

「
『暖
原
淑
女
』
（宮
沢
賢
治
）
―

『
イ
ー
ハ
ト
ブ
』
へ
の
志
向

・
粗
描
」
令
言
語
と
文
芸
」

一
〇
〇
号

。
昭
６‐

。
１２
）

注
１１
　
昭
６２

・
４
有
精
堂

補
説

　

「
『
東
京
』

ノ
ー
ト
」

の
成
立

「
東
京
」

ノ
ー
ト
は
、
昭
和
三
年

六
月
の
上
京

の
際

の
ス
ケ

ッ
チ
を
主
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
前

の
東
京
を
題
材

に
し
た
短
歌

。
心
象

ス
ケ



ッ
チ
等
を
類
豪
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は
、
『校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
の

「校
異
」
で
は
、

本
ノ
ー
ト
の
使
用
時
期
は
、　
一
頁
の
日
付
等
か
ら
み
て
、
昭
和
三
年
六
月
以
降
で
あ
る
。
四

一
頁
か
ら
五
六
頁
に
か
け
て
赤
イ
ン
ク
で

書
か
れ
た
部
分
は
、
早
い
日
付
で
あ
る
が
、
昭
和
三
年
以
降
の
書
き
入
れ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

「
三
原
二
部
」
ノ
ー
ト
の
項
で
指
摘
し
た

よ
う
に
、
「装
景
手
記
」
ノ
ー
ト
表
紙
に
書
か
れ
た
日
付
等
か
ら
勘
案
し
て
、
昭
和
五
年
頃
と
推
定
す
る
。

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
校
異
」

の
記
述
で
は
、　
ノ
ー
ト
の
筆
記
用
具
は
鉛
筆

・
赤
イ
ン
ク
の
二
種
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
ノ
ー

ト
本
文
下
段
に
示
さ
れ
た

「
Λ
筆
記
具
Ｖ
」
の
項
で
は
、
鉛
筆
は
、
さ
ら
に
濃
い
鉛
筆

・
淡
い
鉛
筆
の
二
種
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

鉛
筆
書
き
も
二
段
階
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
濃
い
鉛
筆
と
淡
い
鉛
筆
の
先
後
関
係
は
一
様
で
な
く
作
品
に
よ

っ
て
異
な
る
が
、
異
な

る
濃
度
の
鉛
筆
は
、　
一
度
作
品
が
形
を
と

っ
た
後
の
推
敲
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
赤
イ
ン
ク
の
使
用
も
、
先
の

「校
異
」
の
注
記
の
ご

と
く
作
品
全
体
が
赤
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
も
の
と
、
鉛
筆
で
一
度
書
い
た
後
に
赤
イ
ン
ク
で
推
敲
し
た
も
の
の
二
種
が
あ
る
。
濃
度
の
異
な
る

鉛
筆
に
よ
る
推
敲
も
赤
イ
ン
ク
に
よ
る
推
敲
も
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

（例
外
は

「丸
善
階
上
喫
煙
室
小
景
」
の
一
カ
所
の
み
）
先
に
成
立
し
て

い
た
作
品
の
一
部
を
削
除
す
る
か
、
あ
る
い
は
文
語
詩
に
変
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
筆
記
用
具
の
使
用
状
況
及
び
作
品
の

種
類
等
鳩
残
）

「
東
京
」
ノ
ー
ト
の
成
立
段
階
を
推
定
す
る
と
次
の
ご
と
く
な
ろ
う
。

第

一
段
階

珂
東
京
』
手
帳
」
と
仮
に
称
す
べ
き
手
帳

（そ
の
一
部
残
存
断
片
が
、
「
手
帳
断
片
Ｂ
」
と
し
て

『校
本
全
集
』
第
十
二
巻

（上
）
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。）
か
ら
、
「
東
京
」
ノ
ー
ト
に
筆
写

さ

れ

た
。
作
品
は
、
「
浮
世
絵
展
覧
会
印
象
」
「高
架
線
」
「神
田
の
夜
」
「自
動
車

群
夜
と
な
る
」
「
丸
善
階
上
喫
煙
室
小
景
」
で
あ
る
。
そ
の
際
、
詩

（心
象
ス
ケ
ッ
チ
）
ご
と
に
空
白
頁
が
置
か
れ
た
。

第
二
段
階

赤
イ
ン
ク
に
よ
る
東
京
関
係
の

〔
短
歌
〕
〔
短
唱
〕
の
書
き
入
れ
。
こ
れ
ら
の

〔
短
歌
〕
〔
短
唱
〕
は
、
昭
和
三
年
六
月
以
前
の
上
京
の
際

に
作
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
『歌
稿
Ｂ
』
な
ど
か
ら
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
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第
二
段
階

六
八
頁
以
降
の
∧
文
語
詩
素
材
メ
モ
∨

（盛
岡
中
学

一
年
か
ら
高
等
農
林
二
年
ま
で
の
各
学
年
毎
の
事
件
を
列
記
し
た
も
の
）

及
び
文
学

メ
モ
・
レ
コ
ー
ド
リ
ス
ト
等
を
記
入
。

第
四
段
階

「光
の
査
」
を
記
入
。
こ
の
詩
の
最
終
部
が
、
す
で
に
次
頁
が
書
か
れ
て
い
た
た
め
に
や
む
な
く
六
七
頁
の

「左
端
六
行
分
と
罫
外
と
の

上
方
に
記
入
さ
れ
」
Ｇ
校
本
全
集
』
第

一
二
巻

（上
）
脚
注
）
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
∧
文
語
詩
素
材
メ
モ
∨
よ
り
も
後
に
書
か
れ
た

と
判
断
す
る
。

第
五
段
階

異
な
っ
た
濃
度
の
鉛
筆
に
よ
る
推
敲
。
こ
の
段
階
で
は
、
例
え
ば

「高
架
線
」
の

「酸
化
磐
土
と
酸
水
素
畑
で
こ
し
ら
え
た
／
紅
い
ル
ビ

ー
の
ひ
と
か
け
を
／
ご
く
大
切
に
手
に
は
め
て
／
タ
キ
ス
の
そ
ら
の
そ
の
し
た
を
／
羊
の
や
う
な
や
さ
し
い
眼
し
て
立

っ
て
ゐ
る
ひ
と
」

が
、
「酸
化
磐
土
と
酸
水
素
焔
に
て
つ
く
り
た
る
／
紅
き
ル
ビ
ー
の
ひ
と
か
け
を
／
ご
く
大
切

に
手
に
は
め
て
／
タ
キ
ス
の
そ
ら
の
そ
の

し
た
を
／
羊
の
ご
と
き
や
さ
し
き
眼
し
て
ひ
と
９
立
つ
ひ
と
」
と
推
敲
さ
れ
た
よ
う
に
、
用
語
を
文
語
化
す
る
方
向
で
推
敲

は
な
さ
れ

た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は

「
高
架
線
」
の
み
で
あ
り
、
ま
た
文
語
化
も
徹
底
し
て
い
な
い
。

第
六
段
階

赤
イ
ン
ク
に
よ
る
推
敲
。
「
浮
世
絵
展
覧
会
印
象
」
の
み
に
な
さ
れ
た
推
敲
で
あ
る
。
第
六
段
階
は
さ
ら
に
二
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
先

ず
最
初
に
題
名
を

「浮
世
絵
」
と
改
め
、
内
容
を
春
信

・
歌
麿

・
春
章
な
ど
の
浮
世
絵
師
ご
と
に
章
分
け
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ

の
試
み
も
徹
底
さ
れ
ず
に
途
中
ま
で
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
勝
川
春
章
の
浮
世
絵
を
題
材
に
し
た
部
分
を
独
立
さ
せ
、

文
語
定
型
詩
に
改
作
し
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
六
段
階
の
う
ち
、
第
二
残
階
と
第
二
段
階
は
先
後
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
先
と
い
う
決
め
手
は
な
い
の

い
ざ
う
ま
し
め
ず
よ
み
が
へ
ら
せ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九



一
七
〇

注
２

だ
が
、
∧
文
語
詩
∨

の
創
作
は
、
す
で
に
小
沢
俊
郎
が
指
摘
し
た
ご
と
く

（■
疾
中
」
と
∧
文
語
詩
∨
し

昭
和
四
年
九
月
か
ら
昭
和
五
年
秋

頃
ま
で
に

「自
分
史
、
自
伝
の
企
画
に
立
っ
て
」
始
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
第
二
段
階
の
∧
文
語
詩
素
材
メ
モ
∨
は
そ
れ
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
∧
東
京
∨
関
係
の
〔短
唱
〕
・
〔短
章
〕
の
類
豪
の
後
に
置
い
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
∧
東
京
∨
関
係
の
〔短
歌
〕
・
〔短

唱
〕
の
類
楽
が
、
後
の
文
語
の
詩
に
よ
る

「自
分
史
、
自
伝
の
企
画
」

の
一
つ
の
呼
び
水
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ

，り
。さ

て
、
以
上
の
段
階
を
経
て
現
在
の
「
東
京
』
ノ
ー
ト
」
は
成
立
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
。
先
に
引
用
し
た

『校
本
全
集
』
の
校
異
に
よ
れ
ば
昭
和
五
年
頃
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
い
ま
整
理
し
た
ご
と
く
ノ
ー
ト
の
成
立
が
数
次
の
段
階

を
経
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
昭
和
三
年
六
月
下
旬
に
東
京
方
面
の
旅
行
か
ら
帰

っ
て
ほ
ど
経
な
い
う
ち
に
、
∧
手
帳
∨
か
ら

「
ノ
ー
ト
」

へ
の

転
写
が
な
さ
れ
、
同
年
八
月
病
に
倒
れ
て
以
来
九
月
末
か
ら
十
二
月
中
旬
ま
で
の
小
康
状
態
の
間
に
第
二
段
階
に
い
た
り
、
ま
た
病
勢
が
つ
の

り
筆
が
執
れ
な
く
な

っ
た
時
期
を
経
て
、
翌
四
年
九
月
頃
か
ら
文
語
化
及
び

「自
分
史
、
自
伝
」
に
関
わ
る
記
事
の
メ
モ
の
記
入
、
さ
ら
に
文

語
詩

へ
の
改
作
の
試
み
へ
と
向

っ
て
行
き
、
昭
和
五
年
頃
に
現
在
の
形
に
至

っ
た
、
と
時
間
の
幅
を
も

っ
て
成
立
時
期
を
考
え
て
お
き
た
い
。

「
東
京
』
ノ
ー
ト
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
成
立
の
経
緯
か
ら
し
て
、

第
六
段
階
に
至

っ
て
大
き
く
性
格
を
か
え
、　
ノ
ー
ト
の
解
体
の
方
向

へ
と
動
く
兆
候
を
見
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
は
、
ま
ず
昭
和
三
年
六
月
の
∧
東
京
∨
体
験
の
ス
ケ
ッ
チ
を
初
発
の
モ
チ
ー
フ
と
し
な
が

ら
、
∧
東
京
∨
を
め
ぐ
る
∧
自
分
史
∨
の
試
み
へ
と
モ
チ
ー
フ
が
変
化
し
、
昭
和
三
年
六
月
以
前
の
東
京
滞
在
中
の
作
品
が

『
歌
稿
Ｂ
』
な
ど

か
ら
取
込
ま
れ
て
と
り
あ
え
ず
の
成
立
を
見
た
の
で
あ
る
。

注
１
　
『歌
稿
Ｂ
』
で
は
、
「
東
京
』
ノ
ー
ト
」
に
抜
き
出
さ
れ
た
短
歌
は
、　
赤
イ
ン
ク
の
粋
で
囲
ま
れ
て
い
た
り
、
「東
京
中
別
掲
」
と
注
記
さ
れ
て
い

た
り
す
る
。

注
２

「「
疾
中
」
と
∧
文
語
詩
∨
」
『小
沢
俊
郎
宮
沢
賢
治
論
集
』
第
二
巻
、
昭
６２
・
２
有
精
堂

（
一
九
九
〇

・
一
。
一
六
稿
）


