
宮
津
賢
治
論

「
春
と
修
羅
」

第
一
集
を
中
心
と
し
て
l

!

抄
録

一
九
九
六
年
、
八
月
二
十
七
、

二
十
八
、

.
一
十
九
の
三
日
間
、
計
手
県
花
巻

市
に
お
い
て
、
宮
浮
賢
治
国
際
学
会
が
開
催
さ
れ
、
園
内
の
賢
治
研
究
者
、
賢

治
愛
好
者
の
み
な
ら
ず
、
外
国
か
ら
も
多
く
の
賢
治
研
究
者
が
参
加
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
賢
治
の
童
話
や
詩
が
多
く
の
国
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
賢
治
生
誕
百
年
の
今
年
は
日
本
の
み
な
ら
ず
、
諸
外
国
で
も
高
い
評
価
を

得
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
ブ
ー
ム
を
単

な
る
一
過
性
の
も
の
と
し
て
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
賢
治
の
詩
や
章
話
、

ら
に
は
科
学
と
宗
教
と
文
学
の
一
致
や
思
想
ゃ
、
哲
学
が
二
十
一
世
紀
を
切
り

拓
く
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
賢
治
の
童
話
の
世
界
は
人
間

中
心
で
は
な
く
、
全
て
の
存
在
が
平
等
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
深
い
宗
教
観
に

支
え
ら
れ
、
科
学
と
宗
教
は
両
立
す
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
カ
レ
ン
・
コ

リ
ガ
ン
・
テ
イ
ラ
ー
さ
ん
は
、
寸
近
代
化
の
過
程
で
昔
か
ら
の
生
活
の
知
恵
を

宵
浮
賢
治
五
一
咽
!
|
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
を
中
心
と
し
て
|
|
(
問
屋
昭
雄

岡

屋

昭

雄

伝
え
て
き
た
神
話
や
民
話
が
語
ら
れ
な
く
な
り
、
教
育
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
情

報
の
収
集
を
果
た
す
役
割
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
現
代
で
は
、
新
し
い
神
話
が
必

要
と
な
り
ま
し
た
。
」
と
述
べ
つ
つ
、
「
宮
津
賢
治
の
作
品
は
岩
手
に
根
を
下
ろ

し
、
読
者
に
あ
る
場
所
と
の
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
、
時
間
と
場
所
を
超

越
し
て
、
読
苫
に
惑
星
の
生
物
共
同
体
の
委
員
資
格
を
与
え
る
た
め
の
神
話
と

し
て
読
ま
れ
ま
す
。
」
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

さ

筆
者
は
、
今
回
は
守
春
と
修
羅
』
第
一
集
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
「
党
我
一

如
」
の
世
界
を
中
心
に
我
々
今
を
生
き
る
人
聞
が
見
失
っ
て
い
る
感
性
の
世
界

を
取
り
上
げ
、
論
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

党
我
一
如

山
川
草
木

心
象
ス
ケ
ッ
チ

妹
の
死

修
羅

悉
比
白
成
仏

ノ、
ノし
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l土

じ

め

こ
の
六
月
八
日
(
土
)
、
毎
日
新
聞
の
〈
新
聞
時
評
〉
に
、
作
詩
・
作
曲
家

の
み
な
み
ら
ん
ほ
う
氏
が
、
文
章
の
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
我
々
の
社
会
は
、
小
さ
な
異
変
大
き
な
ブ
l
ム
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
確
実
に
変
化
の
度
合
い
を
速
め
て
い
る
。
若
者
は
「
も
う
土
地
も

家
も
結
婚
も
い
ら
な
い
L

と
い
い
始
め
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
本
当
に
大
切

な
も
の
、
た
と
え
ば
賢
治
な
ど
、
ど
う
か
ブ
l
ム
に
終
わ
ら
せ
て
ほ
し
く
な

い
と
思
う
。

つ
ま
り
、

み
な
み
氏
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
賢
治
の
抱
持
し
て
い
る
思
想
が

現
在
の
危
機
、
わ
け
で
も
そ
の
精
神
的
な
危
機
を
克
服
す
る
豊
か
な
展
望
が
あ

り
、
そ
れ
故
に
単
な
る
ブ

l
ム
に
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ら

ん
ほ
う
氏
が
紹
介
す
る
「
ぼ
く
ら
は
も
う
一
つ
胸
に
刻
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
宮
津
賢
治
と
い
う
人
は
も
う
日
本
か
ら
永
久
に
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
:
・

:
・
」
と
の
言
葉
は
、

ロ
ジ
ャ

l
・
パ
ル
パ

l
ス
の
文
章
か
ら
引
用
し
た
も
の
で

あ
る
。
五
月
二
十
八
日
(
火
)
、
毎
日
新
聞
の
夕
刊
に
は
、
「
日
本
人
は

治
』
を
失
っ
た
?
し
と
題
し
て
、

ロ
ジ
ャ

l
・
パ
ル
パ

l
ス
氏
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

ど
こ
の
国
の
子
供
に
し
て
も
お
か
し
く
な
い
ジ
ヨ
パ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル

ラ
を
作
り
上
げ
た
あ
の
日
本
人
こ
そ
、
全
世
界
に
お
け
る
全
世
界
の
象
徴

だ
。
そ
ん
な
評
判
が
今
後
も
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
よ
う
。
今
世
紀
が
終
わ

る
頃
も
、
賢
治
は
ず
っ
と
ぼ
く
ら
の
中
に
い
て
く
れ
る
か
ら
。
し
か
し
、

く
ら
は
も
う
一
つ
胸
に
刻
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
宮
津
賢
治
と
い
う
人

じ仁、

は
も
う
日
本
か
ら
、
水
久
に
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
:
:
:
。
世
界
で
あ
る
い

は
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
へ
と
向
か
っ
て
:
:
:
。

ロ
ジ
ャ

l
・
パ
ル
パ

l
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
欧
米
作
家
の
中
に

は
、
ま
さ
に
こ
れ
ぞ
守
辺
境
』
と
い
う
背
景
か
ら
派
生
し
た
人
が
多
い
が
、
彼

つ
ま
り
、

ら
は
皆
永
遠
に
続
く
真
の
国
際
性
を
希
求
し
、
か
っ
そ
れ
を
実
現
し
た
。
」
と

い
い
切
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

い
い
加
減
な
ブ

l
ム
に
終
わ
ら
せ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
結
論
部
分
で
あ
る
、
最
後
の
文
章

は
「
宮
津
賢
治
と
い
う
人
は
も
う
日
本
か
ら
永
久
に
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
:
・

-
。
世
界
へ
あ
る
い
は
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
へ
向
か
っ
て
:
:
:
。
」
と
結
ば
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
は
深
く
、

か
つ
難
解
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
単
な
る
ブ
l
ム
に
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、

二
十
一
世
紀
に
か

け
て
の
人
間
復
活
の
期
待
は
惨
い
結
末
を
迎
え
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
我
々
今

を
生
き
る
人
聞
が
真
剣
・
真
撃
に
自
分
の
人
生
に
挑
み
か
か
る
よ
う
な
生
活
を

し
な
け
れ
ば
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
の
後
追
い

だ
け
は
や
め
た
い
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
生
き
方
を
鮮
烈
に
す
る
以
外
に
展
望

賢

は
見
え
て
こ
な
い
o

「
日
本
人
は
『
賢
治
」
を
失
っ
た
?
」
は
そ
の
意
味
で
も
、

我
々
の
胸
を
扶
ら
れ
る
よ
う
な
痛
さ
を
感
じ
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
稿
を
通
し
て
賢
治
の
詩
の
世
界
・
宇
宙
を
閲
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
読
者
の
生
き
方
の
変
革
を
迫
る
よ
う
な
読
み
に
な
ら
な
け
れ
ば
、

ロ

ジ
ャ

l
・
パ
ル
パ

l
ス
や
み
な
み
ら
ん
ぼ
う
の
危
慎
す
る
よ
う
な
単
な
る
ブ
l

ム
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
国
語
の
授
業
で
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

ま

鑑
賞
の
み
に
終
わ
る
詩
の
指
導
で
は
な
く
、
賢
治
が
苦
悩
し
た
軌
跡
を
丹
念
に

辿
り
つ
つ
、
推
蔽
の
過
程
、
あ
る
い
は
、
他
の
作
品
と
連
続
さ
せ
な
が
ら
賢
治



の
思
想
の
深
ま
り
を
探
究
し
て
い
く
よ
う
な
指
導
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
賢

治
の
詩
は
読
者
が
安
易
に
分
か
る
こ
と
を
峻
拒
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
辞

書
的
な
意
味
世
界
を
超
え
て
賢
治
の
描
く
世
界
を
読
者
は
共
有
す
る
こ
と
が
肝

要
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
、
賢
治
の
詩
を
通
し
て
見
る
「
賢
治
の
感
性
の
世
界
・
宇

宙」

と
こ
ろ
で
、
「
春
と
修
羅
L

第
一
集
に
あ
る
よ
同
原
」
と
題
さ
れ
た
次
の
詩

に
魅
力
を
感
じ
る
。

高
原

海
だ
べ
が
ど

お
ら
、
お
も
た
れ
ば

や
っ
ぱ
り
光
る
山
だ
た
ぢ
ゃ
い

ホ
ウ

髪
毛

風
吹
け
ば

鹿
踊
り
だ
ぢ
ゃ
い

上
掲
の
詩
「
高
原
」
は
、
大
正
十
一

れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
岩
手
山
」
「
印
象
」
「
高
級
の
霧
」
と
同
じ
日
付
に
な
っ

二
九
二
二
)
年
六
月
二
十
七
日
に
書
か

特
集
一
賢
治
短
歌
の
深
層
」
(
洋
々
杜

一
九
九
三
年
二
月
二
十
日
)
に
山
口
昌
男
氏
と
牧
野
忠
雄
氏
と
が
「
宮
沢
賢
治

て
い
る
。
雑
誌
「
宮
沢
賢
治

十

の
祝
祭
空
間
」
の
題
目
で
対
談
を
す
る
。
こ
の
対
談
で
、
山
口
氏
は
、
「
・
:

東
北
自
体
が
近
代
性
か
ら
い
え
ば
パ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
な
世
界
の
わ
け
だ
。
宮
沢
賢

治
の
世
界
は
、
そ
う
い
う
一
見
マ
イ
ナ
ス
に
見
え
る
も
の
を
逆
手
に
と
っ
て
独

宮
津
賢
治
論

!
l
J替
と
修
羅
』
第
一
集
を
中
心
と
し
て

1
1
(岡
尾
昭
雄

特
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
。
中
央
に
お
い
て
整
合
さ
れ
た
『
赤
い
烏
』

の
世
界
と
は
違
っ
た
よ
う
な
、
独
特
の
リ
ズ
ム
を
作
り
だ
し
て
い
る
。
と
い
う

よ
り
一
種
の
始
源
的
な
く
び
き
を
脱
す
る
た
め
に
、
パ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
な
も
の
を

逆
に
組
織
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
宮
沢
賢
治
に
あ
る
。
そ
れ
が
東
北
の
も
っ
て

い
る
神
話
的
な
背
景
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。
『
山
男
の
四
月
』

の
山
男

の
マ
タ
ギ
(
小
十
郎
)
と
か
、
作
品
の
中
に
そ

れ
が
か
た
ま
り
と
し
て
具
体
的
に
出
て
く
る
。
彼
ら
は
平
地
に
た
い
し
て
ま
つ

と
か
、
『
な
め
と
こ
山
の
熊
L

た
く
パ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
な
存
在
で
あ
り
、
平
地
に
出
て
く
る
と
実
際
に
い
じ
め
ら

れ
て
、
ひ
ど
い
め
に
あ
う
。
そ
れ
も
異
様
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
が

も
っ
て
い
る
イ
ノ
ツ
セ
ン
ス
の
善
良
性
の
た
め
に
そ
う
い
う
ふ
う
な
め
に
あ

ぅ
。
」
(
前
掲
雑
誌

「
こ
ざ
か
し
く
な
っ
た
平
地
の
人
間
に
対
す
る
『
日
本
原
人
』

一
九
一
頁
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
山
口
氏
は

み
た
い
な
感
覚

が
作
品
の
中
に
生
き
て
い
る
ん
だ
ね
。
宮
沢
賢
治
は
、

そ
う
い
う
感
覚
を
、
詩

的
な
想
像
力
の
初
源
的
な
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
こ
か
ら
出

て
く
る
動
物
の
世
界
と
か
、
子
供
の
行
動
と
か
が
、
宮
沢
賢
治
の
も
っ
て
い
る

宇
宙
の
中
で
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
L

の
よ
う
に
冥
界
へ
行
き
、
高
み
に
達
し
て

い
た
は
ず
の
も
の
と
出
会
う
。
」
と
述
べ
つ
つ
、
中
央
と
周
縁
に
位
置
し
攻
撃

を
受
け
や
す
い
性
格
、
あ
る
い
は
、
あ
る
種
の
病
気
に
な
り
や
す
い
体
質
と
い

う
パ
ル
ネ
ラ
ピ
リ
テ
ィ

l

(
攻
撃
誘
発
性
と
か
、
脆
弱
性
、

と
山
口
は
述
べ

る
。
)
と
か
、
異
人
、
祝
祭
性
と
い
う
コ

l
ド
で
宮
津
賢
治
の
詩
の
宇
宙
・
世

界
を
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
に
な
る
と
、
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
「
修
羅
」
を
仏
教
的
に
捉
え
な
い
で
、
祝
祭
性
で
捉
え
る
と
、
「
お
れ
は
ひ

と
り
の
修
羅
な
の
だ
L

の
世
界
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
さ
れ
る
と
い
う
の
で

l: 
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あ
る
。ま

た
、
早
い
時
期
か
ら
賢
治
の
詩
に
高
い
評
価
を
し
て
い
た
草
野
心
半
は
、

賢
治
の
詩
の
特
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
赤
と
修
羅
」
を
通
読
し
て
先
ず
第
一
に
感
ず
る
こ
と
は
そ
の
透
明
な
色

彩
と
音
楽
(
傍
線
筆
者
、

以
下
の
傍
線
も
筆
者
)
で
あ
る
。
語
葉
の
豊
(
百
四

で
あ
る
。
そ
の
底
に
し
ず
か
で
力
強
い
「
宮
沢
賢
治
L

の
全
貌
が
横
た
わ
っ

て
い
る
。

光
と
音
へ
の
異
常
と
も
忠
わ
れ
る
和
の
鋭
い
感
性
に
よ
っ
て
、
彼
は
山
や

農
場
や
烏
や
山
A

や
動
物
や
人
物
や
植
物
な
ど
を
彼
の
心
象
の
カ
メ
ラ
に
映
し

た
。
そ
れ
ら
は
東
北
か
ら
サ
ガ
レ
ン
に
か
け
て
の
純
粋
ト
ー
キ
ー
で
あ
り
、

そ
の
中
で
彼
は
一
個
の
岩
や
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
な
ど
と
阿
じ
く
、
自
然
点
景
の

一
分
子
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
底
に
宮
沢
賢
治
の
心
象
が
「
さ
び
し

さ
と
悲
傷
と
を
焚
い
て
L

は
げ
し
く

F

息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
以
下
三

百
五
十
三
行
中
略
)
彼
は
原
始
の
眼
で
自
然
を
見
た
。
彼
は
土
境
学
そ
の
他

科
学
や
化
学
に
深
い
造
詣
を
も
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
対
社
会
に
そ
れ

ら
を
実
践
し
て
い
乍
ら
、

し
か
も
古
事
記
や
万
葉
や
古
代
人
の
如
き
純
粋
さ

で
自
然
に
驚
惇

L
、
そ
の
美
に
酪
問
し
得
た
の
は
、
彼
の
感
性
が
始
め
っ
か

ら
人
並
で
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
と
同
時
に
、
彼
自
身
の
内
部
に
生
育

し
た
如
何
な
る
知
識
も
、
彼
と
白
然
と
の
熱
烈
な
交
渉
を
遮
断
し
得
る
も
の

の
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
の

知
識
は
彼
を
し
て
益
々
自
然
界
に
没
入
さ
せ
る
導
国
に
も
な
っ
た
。

草
野
心
平
著
守
宮
沢
賢
治
覚
書
』
(
講
談
社

一
九
九
一
年
一
二
月

十

頁

じ

つ
ま
り
、
草
野
は
、
宮
沢
賢
治
の
詩
の
特
性
を
鋭
く
言
い
当
て
て
い
る
の
で
あ

る
0

寸
透
明
な
色
彩
と
音
楽
」
と
か
「
光
と
音
へ
の
異
常
と
も
思
わ
れ
る
程
の

鋭
い
感
性
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
賢
治
は
原
始
の
眼
で
自
然

を
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
草
野
が
あ
げ
る
「
そ
の
透
明
な
色
彩
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
福
島
章
は
そ
の
著
『
天
才
の
精
神
分
析
i
パ
ト
グ
ラ
フ

ィ
の
冒
険
』
(
新
曜
社

一
九
七
八
年
)
に
お
い
て
宮
津
賢
治
は
、
循
環
気

質
者
(
同
調
性
と
操
欝
性
気
分
変
化
)
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
中
原
中
也

は
、
分
裂
気
質
者
(
妄
相
心
的
で
対
人
特
藤
的
)
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、

同
門
司
一
門
叫
}
戸
目
見
『
ヨ
肘
)
は

そ
の
著

ク
レ
ッ
チ
マ

l

『
体
格
と
性
格
』
(
丈
光
堂

一
九
六
八
年
)
に
お
い
て
寸
循
環
気
質
の
作
山
家
の

詩
的
な
美
し
さ
は
、
そ
の
み
ご
と
な
色
彩
ゃ
、
側
々
の
描
写
の
豊
か
さ
と
、
そ

こ
に
漂
う
温
か
い
心
情
に
あ
る
。
(
中
略
)
分
裂
気
質
の
作

A

一
家
の
小
説
は
色
彩

に
乏
し
い
。
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
の
詩
は
色
彩
語
が

豊
か
で
あ
る
と
の
仮
説
が
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。

中 f?， 

)見〔 l事

中 賢

也 j白

在りし Ilσl〉l ; 維L 春修と一司
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歌
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本色三尚ロ五ノ口~ I 

の

頻度
個 f同 {岡

以
上
の
こ
と
か
ら
も
分
明
の
よ
う
に
賢
治
の
詩
に
は
色
彩
語
が
板
め
て
多
い

こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
の
詩
に
お
い
て
は
、
色
彩
語

が
作
品
鑑
賞
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
身
体
語

の
使
用
頻
度
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
文
体
指



標
は
、
分
裂
症
の
症
状
を
も
っ
患
者
の
特
性
を
一
不
す
も
の
と
な
る
と
の
仮
説
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

中 円

JJl( i事 作

中 賢 者
也 I、行， 

主しり 歌山1dt ) じ手修維と寸話
l'午1 

日

巴歌のコ
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九十

四
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以
上
の
三
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
春
と
修
羅
』

は
、
『
【
新
】
校
本
宮
津
賢

治
全
集

第
二
巻

詩
〔

1
」
』
(
筑
摩
書
房

一
九
九
五
年
七
月
)
、
守
山
羊
の

歌
』
『
在
り
し
日
の
歌
』
は
岩
波
文
庫
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
宮
津
賢
治

は
、
循
環
気
質
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
色
彩
語
が
作
品
に
多
彩
に

登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
導
に
あ
た
っ
て
、
色
彩
語

の
指
導
を
丹
念
に
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
身
体
語
の
指

導
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
例
を
あ
げ
て
説
明
を
す
る
。

石

手
山

そ
ら
の
散
乱
反
射
の
な
か
に

古
ぼ
け
て
黒
く
え
ぐ
る
も
の

ひ
か
り
の
微
塵
系
列
の
底
に

ひ
し
め
く
微
塵
の
深
み
の
底
に
(
宮
沢
家

本
自
筆
手
入
れ
結
果
)

き
た
な
く
し
ろ
く
澱
む
も
の

上
掲
の
詩
で
は
、
古
ぼ
け
て
「
黒
く
L

え
ぐ
る
も
の
は
、
そ
ら
の
散
乱
反
射

一
日
津
賢
治
論
ー
ー
i

『
春
と
修
羅
』
第
一
集
を
中
心
と
し
て
|
|
(
問
屋
昭
雄

の
な
か
に
「
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
」
も
、
祈
り
の
よ
う
な
祈
念
が
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。
き
た
な
く
「
し
ろ
く
」
澱
む
も
の
も
、

ひ
か
り
の
微
塵

系
列
の
底
に
確
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
完

成
期
に
位
置
す
る
「
東
岩
手
火
山
」
(
大
正
十
一
年
九
月
取
材
)
の
冒
頭
部
分

は
、
「
月
は
水
銀

後
夜
の
喪
主
/
火
山
礁
は
夜
の
沈
澱
/
火
口
の
巨
き
な
ゑ

ぐ
り
を
見
て
は
/
た
れ
も
み
ん
な
鰐
く
は
ず
だ
/
は
(
風
と
し
づ
け
さ
)
/
い

ま
漂
着
す
る
薬
師
外
輪
山
/
頂
上
の
石
標
も
あ
る
/
(
月
光
は
水
銀

月
光
は

水
銀
)
/
(
こ
ん
な
こ
と
は
じ
つ
に
ま
れ
で
す
/
向
ふ
の
黒
い
山
:
:
:
っ
て

そ
れ
で
す
か
/
そ
れ
は
こ
こ
に
つ
づ
き
で
す
/
こ
と
の
つ
づ
き
の
外
輪
山
で
す

/
(
十
行
略
)
/
お
日
さ
ま
は
あ
す
こ
ら
へ
ん
で
拝
み
ま
す
と
と
唱
わ
れ
る
。

こ
の
詩
は
、
農
学
校
の
生
徒
数
人
と
御
来
光
を
待
っ
て
い
る
時
の
詩
で
あ
る
こ

と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
二
八
行
の
に
わ
た
る
記
述
は
一
貫

し
て
地
の
丈
に
風
景
や
行
為
、
括
弧
内
に
記
述
者
の
思
考
が
述
、
べ
ら
れ
る
。

「
月
は
水
銀
」
と
い
う
風
景
が
反
趨
さ
れ
た
り
、
「
こ
ん
な
こ
と
は
じ
つ
に
ま
れ

で
す
」
と
い
う
思
考
か
ら
「
向
ふ
の
高
い
山
:
:
:
っ
て
」
と
い
う
発
言
に
推
移

し
た
り
、
相
互
触
発
的
で
画
然
と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
風
景
と

思
考
と
声
の
三
層
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
。
「
そ
ら
の
散
乱
反
射
」
の
表

「
山
吉
宇
山
」
で
は
、

現
に
込
め
ら
れ
た
賢
治
の
思
念
が
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
神
秘
的
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
と

同
時
に
、
人
聞
を
越
え
た
行
為
の
素
晴
ら
し
き
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
「
ひ
か
り
の
微
塵
系
列
の
底
L

と
い
わ
れ
る
時
に
畏
敬
の
念
を
抱
く
の
み

で
あ
り
、
読
者
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
人
聞
が
、
忘
れ
て

七



教
育
学
部
論
集

第
八
号
二
九
九
七
年
三
月
)

し
ま
っ
て
い
る
世
界
を
豊
か
に
展
示
し
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
眼

に
見
え
る
も
の
の
み
を
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
眼
に
見
え
な
い
も
の
を
信
じ
る

と
い
う
世
界
が
、
こ
の
「
岩
手
山
」
に
あ
る
。

業
の
花
び
ら

夜
の
湿
気
が
風
と
さ
び
し
く
い
り
ま
じ
り

杉
や
や
な
ぎ
の
林
は
く
ろ
く

空
に
は
暗
い
業
の
花
び
ら
が
い
っ
ぱ
い
で

わ
た
く
し
は
神
々
の
名
を
録
し
た
こ
と
か
ら

は
げ
し
く
寒
く
ふ
る
へ
て
ゐ
る

あ
あ
た
れ
か
来
て
わ
た
く
し
に
言
へ

「
億
の
巨
匠
が
並
ん
で
う
ま
れ

し
か
も
互
い
に
相
犯
さ
な
い

明
る
い
世
界
は
か
な
ら
ず
来
る
」
と

-
遠
く
で
さ
ぎ
が
な
い
て
ゐ
る

夜
ど
ほ
し
赤
い
眼
を
燃
し
て

つ
め
た
い
沼
に
立
ち
通
す
の
か

こ
の
詩
を
梅
原
猛
氏
は
雑
誌

2
文
芸
読
本

宮
津
賢
治
』
戸
河
出
書
房
新
社

一
九
八
一
年
四
月
)
の
一

O
二
頁
に
〈
修
羅
の
世
界
を
超
え
て
〉
の
題
目
で
「
世

界
は
未
だ
夜
で
あ
る
。
修
羅
の
夜
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
業
の
花
ぴ
ら
が
い
っ
ぱ

い
咲
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
夜
は
必
ず
明
け
る
は
ず
で
あ
る
。
億
の
巨

匠
が
相
犯
さ
な
い
理
想
の
世
界
は
必
ず
く
る
。
し
か
し
そ
の
世
界
は
遠
い
。
遠

く
遠
く
、
は
て
し
な
く
遠
い
。
/
賢
治
は
、
そ
の
速
い
世
界
を
待
ち
な
が
ら
、

七二

"" 

夜
ど
お
し
赤
い
眼
を
し
て
な
い
て
い
る
一
羽
の
さ
ぎ
な
の
だ
。
」
と
、
極
め
て

的
確
な
評
価
を
す
る
。

賢
治
は
た
だ
、
遠
い
世
界
を
望
見
し
つ
つ
、
赤
い
眼
を
し
て
な
い
て
い
る
の

み
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ
う
い
う
世
界
の
実
現
の
た
め
に
生
命
を
賭
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
修
羅
の
世
界
に
自
分
を
置
き
な
が
ら
、
仏
の
世
界
を
模
索
し
続
け

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
相
互
が
互
い
に
相
犯
さ
な
い
明
る
い
世
界
を
招

来
さ
せ
る
た
め
に
で
あ
る
。
こ
の
「
業
の
花
ぴ
ら
」
と
「
野
の
師
父
」
〔
生
徒

諸
君
に
寄
せ
る
〕
等
を
つ
な
い
で
教
え
れ
ば
、
賢
治
の
思
想
に
軌
跡
は
掴
め
る

と
考
え
ら
れ
る

O

守
春
の
修
羅

第
一
集
』
は
、
妹
の
詩
を
詠
っ
た
「
永
訣
の

朝
」
「
松
の
針
」
「
無
声
働
問
犬
」
の
三
遍
の
詩
を
中
心
に
、
「
青
森
挽
歌
」
「
オ
ホ

ー
ツ
ク
挽
歌
」
「
樺
太
鉄
道
」
「
鈴
谷
平
原
」
「
噴
火
湾
(
ノ
ク
タ
ー
ン
)
」
を
中

心
と
し
た
妹
ト
シ
子
の
死
の
行
方
を
探
し
尋
ね
る
旅
、
あ
る
い
は
、
あ
る
い

は
、
幻
想
と
現
実
が
相
互
に
交
流
し
合
う
世
界
を
描
い
た
「
小
岩
井
農
場
」
、

さ
ら
に
は
、
自
然
と
の
交
歓
・
交
流
を
素
直
に
描
い
た
「
原
体
剣
舞
連
」
を
代

表
と
す
る
心
象
ス
ケ
ッ
チ
群
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

原
体
剣
舞
連

(
自

gz-∞
}
お
庁
内
宮
自
C
門

H
S
E
)

(
{
何
回
『
【
】

M
W
E
I
門

】

白

}

】

{

]

白

『

I
門
日

hw}戸
田

町

C
門

H
h
w
F
色

白

押

戸

」
ん
や
異
装
の
げ
ん
月
の
し
た

鶏
の
黒
尾
を
頭
巾
に
か
ざ
り

片
刃
の
太
刀
を
ひ
ら
め
か
す

原
体
村
の
舞
手
(
お
ど
り
て
)
た
ち
ょ



鴇
い
ろ
の
は
る
の
樹
液
を

生1ァ
しル
のベ
のン
め農
のの
草辛
い酸
ろ に
の投
火げ
を

高
原
の
風
と
ひ
か
り
に
さ
、
げ

菩
提
樹
皮
(
ま
だ
か
は
)
と
縄
を
ま
と
ふ

青気
ら圏
みの
わ戦
た士
るわ
頴すが
気z朋
をた
ふち
かよ
み

楢
と
〔
掬
〕
(
ぶ
な
)
と
の
う
れ
ひ
を
あ
つ
め

蛇
紋
山
地
に
纂
を
か
か
げ

ひ
の
き
の
髪
を
う
ち
ゆ
す
り

ま
る
め
ろ
の
匂
の
そ
ら
に

あ
た
ら
し
い
星
雲
を
燃
せ

色
白
『
M

・
【
】
印
宮
山
}
向
。
l

門】

h
w
U
己
白

F

肌
膚
(
き
ふ
)
を
腐
植
と
土
に
け
づ
ら
せ

筋
骨
は
つ
め
た
い
炭
酸
に
粗
(
あ
ら
)
び

月
月
(
つ
き
づ
き
)
に
日
光
と
風
と
を
焦
慮
し

敬
度
に
年
を
累
ね
た
師
父
た
ち
よ

こ
ん
や
銀
河
と
森
と
の
ま
つ
り

准
平
原
の
天
末
線
に

さ
ら
に
も
強
く
鼓
を
〔
鳴
〕
ら
し

う
す
月
の
雲
を
ど
と
ま
せ

図
。
一
回

c一
回
。
一

た

あ

く

ろ

わ

う

む
か
し
達
谷
の
悪
路
王

{
円
津
賢
治
論
l
l
|
守
春
と
修
羅
』
第
一
集
を
中
心
と
し
て
|
|
(
岡
屋
昭
雄

わま
たつ
る く
はら
夢 く
と ら
黒?の
夜ゃ二
神I里

の
i同ぜ

首
は
刻
ま
れ
漬
け
ら
れ

ア

ー/
ド
ロ
メ

青ダ
いも
仮めか
面ん f

こ り
のに
こゆ
けす
おれ
ど
し

〔
太
〕
万
を
浴
び
て
は
い
つ
ぷ
か
ぷ

夜
風
の
底
の
蜘
妹
を
ど
り

胃
袋
は
い
で
ぎ
っ
た
ぎ
っ
た

色
白
『
(
同
同
町
色
白
『
〔
目
田
町
内
】
白
『
印
}
内
。
仏
国
『
】
I

(

目
白
『

需主さ
雇2ら
のに
青た
火だ
をし
くく
だ 刃
しを

之、

は
せ

四
方
の
夜
の
鬼
神
を
ま
ね
き

樹
液
を
ふ
る
ふ
こ
の
夜
さ
ひ
と
よ

赤
ひ
た
た
れ
を
地
に
ひ
る
が
へ
し

電
雲
と
風
と
を
ま
つ
れ

【同即

F
l
【
】
白
}
戸
色
白
}
】

I門
H
m
w
F
F

夜
風
と
ど
ろ
き
ひ
の
き
は
み
だ
れ

月
は
射
(
ゐ
)
そ
そ
ぐ
銀
の
矢
並

打
つ
も
果
て
る
も
火
花
の
い
の
ち

太
万
の
乳
り
の
消
え
ぬ
ひ
ま

円】

m
w
y
i
門
】
田
町

i【
H
M
W
U
'
(】
山
町

I(】
白
『
回
。
印

W
C
I
門
-
m
H
F
I円
目
白
『

太
万
は
稲
妻
空
穂
の
さ
や
ぎ

獅
子
の
〔
星
〕
座
に
散
る
火
の
雨
の

t二
ヲ工
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消
え
て
あ
と
な
い
天
の
が
は
ら

打
つ
も
果
て
る
も
ひ
と
つ
の
い
の
ち

〔
同
日
『
戸
【
】
田
町
仏
印
}
戸
【
】
白
}
】
(
凶

mwF
印

r
o
【】

E
F
【】

mwF

上
掲
の
詩
は
、
人
間
と
自
然
も
宇
宙
も
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、

ま
つ
ろ
わ
ぬ
民
と
い
わ
れ
た
東
北
の
人
た
ち
の
悲
し
い
叫
び
も
聞
こ
え
る
よ
う

で
あ
る
o

「
悪
路
王
」
と
い
わ
れ
て
い
る
中
央
政
府
に
よ
っ
て
攻
め
滅
ぼ
さ
れ

た
王
も
登
場
し
て
踊
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
真
実
の
叫
び
で
あ
り
、
血
の
叫

び
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
「
四
方
の
夜
の
鬼
神
を
ま
ね
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、

人
聞
が
未
だ
自
然
と
の
一
体
感
を
持
っ
て
い
た
時
代
の
ま
さ
に
「
銀
河
と
森
の

ま
つ
り
」
な
の
で
あ
る
。
「
E
F
i
E
U
且

田

町

l
E
F
E
F
I印
r
c
E
F
E
F
」
の
リ
フ
レ

-
ン
も
天
と
地
を
ど
よ
も
す
ま
さ
に
価
値
観
を
逆
転
さ
せ
る
意
味
・
価
値
を
も

つ
ま
つ
り
な
の
で
あ
り
、
人
聞
が
原
始
時
代
を
懐
か
し
む
ま
つ
り
で
あ
る
と
い

つ
で
も
い
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
大
正
十

(
一
九
二
二
)
年
四
月
に
作
ら
れ
た
「
雲
の
信
号
」

に
流
れ
る
新
鮮
な
叙
情
に
触
れ
る
と
、

五
月
頃
の
透
明
な
空
気
に
肌
を
洗
わ

れ
、
私
た
ち
の
感
覚
は
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
未
知
の
世
界
に
導
か
れ
、
生

き
る
感
動
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

雲
の
信
号

あ
あ
い
い
な

せ
い
せ
い
す
る
な

風
が
吹
く
し

農
具
は
ぴ
か
ぴ
か
光
っ
て
ゐ
る
し

山
は

ぼ
ん
や
り

-L; 
ノ、

岩
頚
だ
っ
て
岩
鐘
だ
っ
て

み
ん
な
時
間
の
な
い
こ
ろ
の
ゆ
め
を
み
て
ゐ
る
の
だ

そ
の
と
き
雲
の
信
号
は

も
う
青
白
い
禁
欲
の

春
ぞ
ら
高
く
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
た

山
は
ぼ
ん
や
り

き
っ
と
四
本
杉
に
は

今
夜
も
雁
が
お
り
て
く
る

二
、
具
体
的
な
詩
の
指
導
を
通
し
て

守
春
と
修
羅
』
第
一
集
の
「
序
」
に
書
か
れ
て
い
る
次
の
こ
と
ば
に
注
目
さ

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

「
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は
/
仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流

電
燈
の
/
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
/
(
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
)

/
風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
/
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら
/
い

か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
?
づ
け
る
/
因
果
交
流
電
燈
の
/
ひ
と
つ
の
青
い
照

明
で
す
/
(
ひ
か
り
は
た
も
ち
、
そ
の
電
燈
は
失
は
れ
)
」
の
一
連
に
続
い
て
、

第
二
連
で
は
、
「
こ
れ
ら
は
二
十
二
箇
月
の
/
過
去
と
感
ず
る
方
角
か
ら
/
紙

と
鉱
質
イ
ン
ク
を
つ
ら
ね
/
(
す
べ
て
わ
た
く
〔
し
」
と
明
滅
し
/
み
ん
な
が

同
時
に
感
ず
る
も
の
)
/
こ
こ
ま
で
た
も
ち
つ
ず
け
ら
れ
た
/
か
げ
と
ひ
か
り

の
ひ
と
く
さ
り
づ
っ
/
そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
す
」
と
明
確
に
述
べ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
仏
教
的
な
因
縁
論
・
因
果
論
で
あ
る
。
童
話
の

『
茨
海
小
学
校
L

は
、
「
た
f

呉
れ
呉
れ
も
云
っ
て
置
き
ま
す
が
狐
小
学
校
が
あ



る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
み
ん
な
私
の
一
回
の
中
に
あ
っ
た
と
云
ふ
の
で
決
し
て
偽

で
は
な
い
の
で
す
。
偽
で
は
な
い
証
拠
に
は
ち
ゃ
ん
と
私
が
そ
れ
を
云
っ
て
ゐ

る
の
で
す
。
も
し
み
な
さ
ん
が
聞
い
て
そ
の
通
り
考
へ
れ
ば
狐
小
学
校
は
ま
た

あ
な
た
に
も
あ
る
の
で
す
。
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
寸
そ
れ
か
ら
、
さ
う
さ
う
、

苔
の
野
原
の
夕
刊
附
の
中
で
、
わ
た
く
し
は
こ
の
は
な
し
を
す
き
と
ほ
っ
た
秋
の

風
か
ら
聞
い
た
の
で
す
。
」
で
終
わ
る
『
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
』
、
あ
る
い
は
、

で
は
「
風
が
私
に
は
な
し
た
の
か
私
が
か
ぜ
に
は
な
し

『
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
』

た
の
か
あ
と
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
の
告
白
を
同
様
に
風
か
ら
聞
い

た
話
で
あ
る
。
一
種
の
幻
想
・
幻
聴
と
は
い
え
、
異
界
に
縁
遠
い
者
が
感
性
の

鈍
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
た
ず
呉
れ
呉
れ
も
云
っ
て
置
き
ま
す
が
狐

小
学
校
が
あ
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
み
ん
な
本
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
と
云
ふ
の

で
決
し
て
偽
で
っ
そ
)
で
は
な
い
の
で
す
。
偽
で
も
な
い
証
拠
に
は
ち
ゃ
ん
と

私
が
そ
れ
を
云
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
も
し
み
な
さ
ん
が
こ
れ
を
聞
い
て
そ
の
通

り
考
へ
れ
ば
狐
小
学
校
は
ま
た
あ
な
た
に
も
あ
る
の
で
す
。
」
と
い
う
丈
章
に

出
会
う
と
「
序
L

の
第
一
一
連
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
賢
治
は
茨
海
の
野
原
で

狐
に
出
会
い
、
幻
視
の
目
で
狐
を
狐
と
見
る
自
由
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
で
は
、
「
す
べ
て
が
わ
た
く
し
の
中
の
み
ん
な

で
あ
る
や
う
」
な
「
み
ん
な
の
お
の
お
の
の
な
か
の
す
べ
て
」
を
捉
え
る
白
山

を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
「
宇
宙
感
情
」
や
「
四
次
感
覚
」
を
新
た
に
注
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
風

と
ゆ
き
き
し

雲
か
ら
工
、
ネ
ル
ギ
l
」
を
と
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヨ
農
民
芸
術

概
論
綱
要
』
)
」

言
語
は
経
験
か
ら
帰
納
さ
れ
た
体
系
で
は
な
く
、
演
緯
的
な
概
念
を
身
体
の

宮
津
賢
治
論
|
|
『
春
と
修
羅
L

第
一
集
を
中
心
と
し
て
l
|
(
問
屋
昭
雄

現
場
に
下
ろ
し
て
展
開
し
て
い
く
い
わ
ば
「
も
う
一
つ
の
空
間
、
あ
る
い
は
宇

宙
し
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
L

の
作
品
に
接

す
る
読
者
は
、
賢
治
の
描
き
出
す
世
界
・
宇
宙
を
辞
書
的
意
味
を
当
て
填
め
た

り
、
あ
る
い
は
、
理
屈
で
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
賢
治
の
作
品
の
発
す

る
メ
ァ
セ

l
ジ
を
謙
虚
に
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
守
注
文
の
多
い
料
理
府
』

の
「
序
」
の
よ
う
に
、
「
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
あ
な
た
の
た
め

に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
し
、
た
だ
そ
れ
っ
き
り
の
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ

う
が
わ
た
く
し
に
は
、
そ
の
み
わ
け
が
よ
く
つ
き
ま
せ
ん
。
な
ん
の
こ
と
だ

か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ

た
く
し
に
も
ま
た
、

わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
ら
の
お
は
な
し
は
、

み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鉄
道

線
路
や
ら
で
、
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
、

か
し
は
ば
や
し
の
古
い
夕
方
を
、

ひ
と
り
で
通
り
か
か
っ
た
り
、
十
一
月
の
山

の
風
の
な
か
に
、
ふ
る
え
な
が
ら
立
っ
た
り
し
ま
す
と
、
も
う
ど
う
し
て
も
そ

ん
な
気
が
し
て
し
か
た
な
い
の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
も
う
、
ど
う
し
て
も
こ
ん

な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
そ
の
と
ほ

り
書
い
た
ま
で
で
す
。
L

に
込
め
た
賢
治
の
思
い
は
自
然
か
ら
の
芦
を
素
直
に

感
じ
た
こ
と
を
そ
の
通
り
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
筆
者

l土

一
九
九
三
年
十
月
二
十
二
日
(
金
)
、
岩
手
大
学
教
育
学
部
付
属
小
学
校

の
五
年
生
を
対
象
に
二
十
五
分
間
の
授
業
実
践
を
さ
せ
て
貫
っ
た
。
準
備
す
る

も
の
と
し
て
寸
鹿
踊
り
」
の
大
き
な
写
真
を
用
意
し
た
。
鹿
踊
り
の
写
盲
円
か

ら
、
海
と
も
見
ま
が
う
、
光
り
輝
く
高
原
で
風
に
吹
か
れ
る
の
が
鹿
踊
り
の
た

て
が
み
を
aM
砕
か
せ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
写

L: 
L: 
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真
は
鹿
踊
り
の
風
景
か
ら
、

風
の
吹
く
様
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
な
る
。

「
高
原
」
と
い
う
詩
は
、
最
初
つ
け
ら
れ
た
題
が
「
叫
ぴ
」
で
あ
る
こ
と
に
も

触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
こ
の
詩
が
方
言
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
も

読
者
の
意
味
付
け
、
価
値
付
け
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
高
原
の
詩
を
紹
介

す
る
o

「
海
だ
べ
が
ど
、
お
ら
、
お
も
た
れ
ば
/
や
っ
ぱ
り
光
る
山
だ
た
ぢ
や

い
/
ホ
ウ
/
髪
毛
(
か
み
け

風
吹
け
ば
/
鹿
踊
り
だ
ぢ
ゃ
い
」
(
制
作
年

月
日

大
正
十
一
年
六
月
二
十
七
日
)
を
何
回
も
読
ん
で
い
る
と
花
巻
方
一
一
日
を

発
す
る
人
間
の
匂
い
・
生
命
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
東
北
と
い

う
土
地
・
地
方
は
、

か
つ
て
は
、
陸
奥
(
み
ち
の
く
)
と
し
て
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
、
都
の
あ
っ
た
奈
良
や
京
都
か
ら
見
え
て
僻
遠
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
に

由
来
す
る
の
で
あ
る
。
中
央
即
文
化
、
地
方
即
野
蛮
と
の
中
央
か
ら
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
で
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
歴
史
の
明
か
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
蝦

夷
征
伐
の
名
の
許
に
、
中
央
の
政
治
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
東
北
の
民
に
と

つ
て
は
、
屈
辱
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
無
意
識
的
で
あ
れ
、
あ

る
い
は
意
識
的
で
あ
れ
、
中
央
の
丈
化
や
政
治
に
対
し
て
反
発
す
る
心
性
が
あ

っ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

若
い
賢
治
が
一
読
し
て
人
生
の
方
向
を
変
え
て
し
ま
う
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え

た

可
妙
法
蓮
華
経
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
衆
生
却
尽
き
て

大
火
に
焼
か
る
る
と
見
る
時
も
/
我
が
此
の
土
(
ど
)
は
安
穏
に
し
て

天
人

常
に
充
満
せ
り
/
岡
林
諸
(
お
ん
り
ん
も
ろ
も
ろ
)
の
堂
閤
種
種
の
宝
を
も
っ

て
荘
厳
し
/
宝
樹
華
果
(
ほ
う
じ
ゅ
け
か
)
多
く
し
て

衆
生
の
遊
楽
(
ゆ
ら

く
)
す
る
所
な
り
/
諸
天
天
鼓
を
打
ち
て

常
に
衆
の
伎
楽
を
作
し
/
受
陀
羅

を
雨
(
ふ
ら
)
し
て

仏
及
び
大
衆
(
だ
い
し
ゅ
)
に
散
ず
」
と
あ
り
、
こ
の

t二ノ、

文
章
は
、
島
地
大
等
の
訳
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
天
の
鼓
や
天
の
音
楽
と
い
っ

た
イ
メ
ー
ジ
は
、
賢
治
の
詩
の
寸
春
と
修
羅
」
や
多
く
の
詩
に
散
見
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
詩
「
風
林
」
で
は
、
「
と
し
子
と
し
子
/
野
原
へ
来
れ
ば

/
ま
た
風
の
中
に
た
て
ば
/
き
っ
と
お
ま
へ
を
お
も
ひ
だ
す
/
お
ま
へ
は
そ
の

巨
き
な
木
星
の
う
へ
に
屑
る
の
か
/
鋼
青
荘
厳
の
空
の
む
か
ふ
/
(
あ
あ
け
れ

ど
も

そ
の
ど
こ
か
も
知
れ
な
い
空
間
で
/
光
り
の
紐
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
ほ

ん
た
う
に
あ
る
の
か
/
此
処
(
こ
ご
)
あ
日
ぁ
、
水
(
な
)
あ
が
く
て
/
一
日

の
う
ち
の
何
時
(
い
づ
)
だ
が
も
わ
が
ら
な
い
で
:
:
:
/
た
だ

(
い
ち
に
ぢ
)

ひ
と
き
れ
の
お
ま
へ
か
ら
の
通
信
が
/
い
つ
か
汽
車
の
な
か
で
わ
た
く
し
に
と

ど
い
た
だ
け
だ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
で
も
分
明
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
妹
・
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た
以
後
、

つ
ま
り
大
正
十
一
年
十
一
月

二
十
七
日
以
降
の
作
品
に
は
、
宗
教
的
な
世
界
・
宇
宙
が
深
め
ら
れ
る
と
同
時

に
、
賢
治
の
感
性
が
研
ぎ
泣
ま
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
妹
・
ト
シ
を
探
し
求

め
る
大
正
十
二
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
の
北
へ
の
旅
の
端
緒
は
、
「
、
水
訣
の
朝
」

「
松
の
針
」
「
無
声
働
問
犬
L

の
一
一
一
編
の
詩
を
妹
・
ト
シ
の
亡
く
な
っ
た
日
に
書
い

た
後
、
お
よ
そ
七
ヶ
月
の
問
、
執
筆
活
動
が
で
き
な
い
程
の
慌
伴
状
態
に
陥
つ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
無
声
働
突
」
で
賢
治
が
(
わ
た
く
し
は
修
羅

を
あ
る
い
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
)
「
わ
た
く
し
が
青
ぐ
ら
い
修
羅
を
あ
る
い
て
ゐ

る
と
き
」
と
、
悲
し
そ
う
な
眼
を
し
な
が
ら
、
妹
に
何
も
し
て
や
れ
な
い
空
し

さ
を
噛
み
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
賢
治
の
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
の
通
路
は
風

や
光
り
や
、
あ
る
い
は
空
に
浮
か
ぶ
雲
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
の

空
想
も
ま
た
、
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
の
通
路
な
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
賢
治
の
作
品
は
読
者
が
安
易
に
作
品
を
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否



し
て
い
る
こ
と
を
昭
和
四
十
五
(
一
九
七

O
)
年
度
に
担
任
し
た
広
島
大
学
付

属
三
原
小
学
校
の
五
年
生
の
子
ど
も
に
教
わ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
の
で
あ

る
。
童
話
「
や
ま
な
し
」
を
一
従
業
実
践
し
て
い
た
時
に
、
教
材
に
出
て
く
る

「
ク
ラ
ン
ボ
ン
」
「
イ
サ
ド
」
等
、
賢
治
の
造
語
し
た
語
葉
の
意
味
に
拘
っ
て
い

た
の
は
、
教
師
で
あ
る
私
の
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
寸
ク
ラ
ン
ボ
ン
」

が
水
の
上
を
気
持
ち
よ
く
泳
ぐ
も
の
で
あ
り
、
「
イ
サ
ド
し
が
理
想
的
な
場
所

で
あ
り
、
救
済
を
意
味
す
る
こ
と
は
理
解
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
渡
部
芳
紀

は
、
賢
治
作
品
の
読
み
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
唆
的
な
こ
と
を
述
べ
る
。

:
頭
で
作
品
を
読
む
の
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
感

性
で
、
皮
膚
で
、
感
触
で
作
品
を
味
わ
う
の
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
頭
で
読
ん
で
も
い
い
と
い
う
の
は
、
辞
書
的
な
意
味
を
当
て
は
め
て

読
ん
で
い
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
今
の
学
校
教
育
の
国
語
科
教
育
の
授
業
が
ま

さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
筆
者
は
賢
治
作
品
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
賢
治
の
描
く

世
界
に
遊
ぶ
と
い
う
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
捉
え
る
立
場
で
あ
り
、
一
説

部
と
い
う
「
感
性
で
、
皮
膚
で
、
感
触
で
作
品
を
味
わ
う
し
こ
と
を
重
視
す
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賢
治
の
描
く
作
品
世
界
・
宇
宙
に
直
接
経
験
と
し

て
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
一
一
口
語
を
読
む
と
い
う
行
為
は
間
接
経
験
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
辞
書
的
な
意
味
世
界
を
一
頭
に
思
い
描
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
富
士
山
を
直
接
的
に
見
て
い
る
人
間
と
見
て
い
な
い
人
間
で
は
そ
の
理
解

の
深
さ
は
違
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
渡
部
が
お
ず
お
ず
と
述
べ
る
よ
う
な
読

み
方
を
大
胆
に
取
り
込
む
よ
う
な
実
践
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
切

実
な
丈
学
体
験
を
こ
そ
す
べ
き
で
あ
る
。

{
円
浮
賢
治
論
|
|
『
春
と
修
羅
L

第
一
集
を
中
心
と
し
て
|
|
(
岡
犀
昭
雄

渡
部
は
、
賢
治
作
品
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

か
ね
が
ね
、
私
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
賢
治
作
品
の
最
大
の
魅

力
は

そ
の
丈
体
で
あ
る
。
表
現
で
あ
る
。
そ
の
響
き
の
美
し
さ
、
楽
し

さ
、
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
が
辰
も
表
れ
て
い
る
の
が
、
賢
治
の
オ
ノ
マ
ト

ベ
表
現
で
あ
る
。
北
原
白
秋
が
「
赤
い
烏
』
に
翻
訳
し
て
い
っ
た
「
マ
、
ザ
l

グ

l
ス
」
の
影
響
な
ど
も
受
け
な
が
ら
、
賢
治
は
実
に
新
鮮
で
魅
力
的
な
響

き
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

〈
キ
ッ
ク
キ
ッ
ク
ト
ン
ト
ン
キ
ッ
ク
キ
ッ
ク
ト
ン
ト
ン
〉
(
「
雪
わ
た
り
」
)

〈
赤
い
し
ゃ
っ
ぽ
の
カ
ン
カ
ラ
カ
ン
の
カ
ア
ン
〉
(
か
し
は
ば
や
し
の
夜
)

〈
の
ろ
づ
き
お
ほ
ん
、

の
ろ
手
つ
き
お
ほ
ん
、
/
ご
ぎ
の
ご
ぎ
の
お
ほ
ん
〉

(
「
か
し
は
ば
や
し
の
夜
」
)
と
い
っ
た
響
き
の
楽
し
さ
美
し
さ
の
世
界
は
賢

治
作
品
の
い
た
る
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
賢
治
の
作
品
に
意
味
の
側

面
か
ら
接
し
た
場
合
は
、
何
度
も
よ
む
う
ち
に
そ
の
魅
力
が
減
じ
て
く
る
事

も
あ
ろ
う
が
、
響
き
の
側
か
ら
読
ん
で
い
っ
た
時
に
は
、
何
度
読
ん
で
も
飽

き
な
い
魅
力
が
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
傍
線

何
れ
も
筆
者
〕
(
二
)

つ
ま
り
、
渡
部
の
い
う
響
き
の
側
か
ら
読
む
と
い
う
の
も
、
声
に
出
し
な
が

ら
、
つ
ま
り
、
何
回
も
朗
読
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
賢
治
の
世
界
を
味
わ
う
こ
と

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

最
近
、
筆
者
は
大
学
二
年
生
の
講
義
で
、
「
高
原
」
(
一
一
一
)
の
詩
を
扱
っ
た
。

そ
の
前
に
、
工
藤
直
子
の
「
ラ
イ
オ
ン
L

を
鑑
賞
さ
せ
た
。
「
畢
一
買
を
見
な
が
ら

ラ
イ
オ
ン
が
/
女
房
に
い
っ
た
/
そ
ろ
そ
ろ

め
し
に
し
よ
う
か
/
ラ
イ
オ
ン

と
女
房
は
/
連
れ
だ
っ
て
で
か
け
/
し
み
じ
み
と
縞
馬
を
喰
べ
た
」
の
詩
に
戸

惑
い
が
見
ら
れ
た
。
作
者
が
「
女
房
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
た
牡
掛
け
は
、
あ
る

L 
ノL
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授業学級 岩手大学教育学部附属小学校第 5学年

指導者 香川大学教育学部同屋昭雄

1 単元 賢治の詩を読む一一一「高原」を賢治の他の作品と関連，

研究の悦点。国語の授業に対する子どもの反応がおかしくなっている。つまり，国語嫌いが増加し

ていることである。その原凶は様々であり一口でいうことは岡難であるが，私は，教師

の自信を持って教える姿勢と語り」の構造を失っていることに起因すると把探する。

つまり，我とi女が語り合い，西田幾多郎が主張する「主客一如」の宇宙を作ることにな

る。それは教育学者の峰屋慶の主唱する「技術と超越」の宇市とも共通する。したがっ

て，学習に集中しつつ，白己の既成の枠組みを破り，新たな世界観の獲得と，確かな自

己理解を生み出すものでなければならない。この「高原」の詩は，その意味で、賢治の深

い思想、を抱持するものであり，前伺の思想、を身につけることの可能な教材である O した

がって，光る山J 'ホウJ '風吹けばJ '肱踊り」の語葉を蝶介とし，賢治の心の世界が

め併とイメージでき，自然と人間とが感情を通わせれば，この作品の世界は，見えてく

る。とりわけ，鹿踊り」は，鹿踊りのはじまり」の最後に書かれている「苔の野原の

夕陽の中で，わたくしはこのはなしをすきとほった秋の風から聞いたので、す。」と重ね

読みすることによって，豊かに東北・花巻の自然と人間の在り方が自然と身について来

る筈である。。梅原猛は，賢治の思想、に縄文文化の匂いがし，まつろはぬ東北人の叫びがあると指摘

する。東北の祭りの爆発するようなエネルギーがそれを示すとも述べる。したがって，

学級の実態は分からないが，高原」の詩の世界に遊ばせつつ，詩の技法読みを中核に

据え，子ども達が馴染んでいる万言の世界をもくぐり抜ける楽しみも指導として考えら

れるであろう O 現実の世界を起越しつつ，心の世界，理想の宇宙に遊ぶことの意味をも

把梶させることは可能であろう。賢治の童話の世界の構成材料(例えば，風J '鹿踊

り」等)も悦野にいれ，読む楽しさを分からせた"'0まさに発見する楽しみのようなも

のが分かつて買えればこれに過ぎる喜びはなし、o

O 指導に当たっては，この詩「高原」を構成する語最を手がかりにしつつ，全体のイメ

ージを思い描くような方法も有効であろう。「賢治が『風』ということばを使っている

作品から考えてみよう。」とか，あるいは，w鹿踊り」の童話はどのように作られたの

であろうか。」のようにである。「鹿踊り」の写真は 2枚用意する。音楽も必要であるの

かも知れない。これも用意して置くが学級の様子を見て考えたし、。何れにしろ，子ども

の自発性を尊重し，子どもの分からないこと，分かったことを発表させながら徐々に深

めていく方向を取らざるを得ない。

目標

(1) 賢治の詩「高原」を解釈しつつ，意味付け・価値付けることができる O

(2) 語葉を関係付けつつ，イメージを豊かに思い描く方法を身につける。

(3) 賢治の詩的宇宙の特徴，語葉の持つ世界のよさを発見する O

関係させて一一

2 

3 
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4 学習指導計画

o I高原」の詩的宇宙に遊びつつ，詩を豊かに読む方法を身につける。 25分

5 本時の学習指導 本時の主眼は学習指導計画に同じのため省略します。

児童の学習 チ
こ
か
気

-3

一

や

囲

首

一

な

雰

事

一

し

な

で

段階 教師の指導

1学宵課 II高原」の詩を読んで何が勉強で II何故方言を使っているのだろう

題の設定|きますか。 Iか。」
守
春
と
修
羅
』
第
一
集
を
中
心
と
し
て
|
|

「分かつたこと」

「分からなし〉こと j

「勉強してみたいこと」

語業として

「風J I鹿踊り J I髪毛風吹けば

/鹿踊りだぢゃいJ Iホウ学習課

題を明確にするために読み，深め

る方法を考える O

附
屋
昭
雄

教師が読

み，児童

3人に読

ませる O

3課題の|この詩の構成は考えられるであろ|光る山と鹿踊りでは断絶があるの|日常の世

追求 |うか。「ホウ」以前と以後に分け|では |界の常識

2詩の朗 l詩の宇宙，世界を理解するために

ι:-.1工

員冗 目標として

られないであろうか「現実」からから飛躍

「空想・心の世界」というように I Iホウ」のことばを発しつつ，賢|しなけれ

治は飛び上がったのでは |ばならな

「ホウ」を手がかりとして何が見 I I鹿踊り」のことは「風」の語っ|いことを

えるのか |たことかな |求める。

「鹿踊り」をどうして思い描いた

のか

4学習の|今日初めて分かったことはないか|今日の授業は自分にとって何だっ|簡単な感

纏め たのか。 I想を書

自分の世界は広がったのか く。

ノk

6 授業評価 「高原」の詩を通して，賢治の詩的宇宙を児童が把握できることが，最重要

な課題となり，詩の指導方法を構築する意味において，さらには，言語による人間形成が無化

されるような時代に人間と言葉の関係はどうあるべきかを考える有効な材料となるであろう。



教
育
学
部
論
集

第
八
号
(
一
九
九
七
年
三
月
)

い
は
、
「
し
み
じ
み
L

と
い
う
感
情
語
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
、
こ
の

作
品
で
作
者
は
、
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
『
て
つ
が
く
の
ラ
イ

オ
ン
』
の
題
名
と
も
関
連
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
分
か
る
と
意
外
と
工
藤

の
人
生
哲
学
も
理
解
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
も
動
物
も
生
き
て

い
る
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
共
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
高
原
」
の
詩
が
我
々
が
持
っ
て
い
る
既
成
の
概
念
を

破
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
既
成
の
概
念
で
物
を
見
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
、
新
鮮
な
感
動
で
対
象
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
発
見
し
て
く

れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
視
座
に
据
え
て
、
「
高
原
」
の
学
習
指
導
案
を
掲
載
さ
せ
て

頂
く
こ
と
と
す
る
。

「
高
原
L

の
授
業
実
践
に
つ
い
て
の
解
説

筆
者
は
一
九
九
三
年
十
月
二
十
二
日
、
岩
手
大
学
附
属
小
学
校
の
五
年
生
を

借
り
て
授
業
実
践
を
行
っ
た
。
時
間
は
一
一
十
五
分
間
で
あ
り
、
も
う
一
人
、
鳴

門
教
育
大
学
の
浮
橋
康
彦
氏
で
あ
っ
た
。
私
が
広
島
大
学
の
大
学
院
で
、
西
鶴

と
近
松
の
講
義
を
受
講
し
た
の
で
い
さ
さ
か
戸
惑
い
を
感
じ
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
子
ど
も
の
教
育
実
践
で
は
私
の
方
が
多
く
こ
な
し
て
い
る
と
思
い
直
す

こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
自
分
に
か
け
る
暗
示
で
も
あ
っ
た
。
ま
ず
「
高

原
」
の
詩
を
教
師
で
あ
る
私
が
範
読
す
る
。
重
要
な
箇
所
は
繰
り
返
し
何
度
も

読
む
。
こ
の
よ
う
に
し
つ
つ
、
子
ど
も
の
興
味
・
関
心
を
集
中
す
る
よ
う
な
配

慮
を
す
る
。
語
葉
と
し
て
「
海
」
「
山
」
を
辞
書
の
意
味
の
通
り
に
解
釈
し
て

ノに

は
な
ら
な
い
こ
と
を
ち
ゅ
う
い
し
、
「
ど
の
よ
う
な
様
子
が
そ
の
よ
う
に
見
え

た
か
L

を
考
え
る
よ
う
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
。
「
季
節
は
」
「
時
間
は
」
「
賢
治

に
は
何
が
見
え
た
の
か
」
「
そ
の
見
え
た
こ
と
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
連
想

し
た
か
」
と
空
想
の
翼
を
広
げ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
季
節
が
秋
で
あ
る
こ

と
、
そ
れ
も
夕
方
で
あ
り
、
太
陽
の
光
を
受
け
て
神
秘
的
に
見
え
た
植
物
を
子

ど
も
達
は
、
紅
葉
と
い
っ
た
の
は
ち
ょ
っ
と
困
っ
た
が
、
一
面
に
霧
が
海
の
よ

う
に
か
か
っ
て
い
る
風
趣
は
、
子
ど
も
達
は
理
解
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

確
か
に
、
こ
の
「
高
原
」
の
詩
の
世
界
・
宇
宙
は
、
秋
の
夕
陽
を
受
け
薄
の

穂
が
埋
め
い
て
、
ま
た
光
の
乱
反
射
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
物
と
も
思
わ
れ
な
い

ほ
ど
に
神
秘
的
な
風
景
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
「
風
」
「
光
」
「
霧
」
「
薄
」
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
「
鹿
踊
り
」
を
連
想
す
る
力
は
子
ど
も
に
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
逆
に
「
鹿
踊
り
」
の
写
真
か
ら
秋
風
か
ら
貰
っ
た
物
と
し
て
、
ま
た
は
、

秋
風
が
語
っ
て
く
れ
た
お
話
と
し
て
考
え
さ
せ
た
。
そ
う
す
る
と
薄
の
穂
か
ら

「
鹿
踊
り
」
を
連
想
し
て
く
れ
た
。

我
々
が
賢
治
の
作
品
に
対
す
る
時
、
と
り
わ
け
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
い
わ
れ
て

い
る
詩
に
対
面
す
る
際
に
は
、
我
々
の
既
成
の
概
念
を
捨
て
去
る
こ
と
で
あ

り
、
こ
と
ば
の
背
後
に
あ
る
風
景
・
風
光
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
肝
要
と
な

る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
が
人
間
と
し
て
の
感
性
を
フ
ル
に
発
揮
す
る
こ
と
と
な

る
。
新
し
い
生
き
方
を
獲
得
す
る
い
い
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
辞
書
の
意
味

を
超
越
し
、
全
身
で
対
面
す
れ
ば
、
そ
の
拠
点
が
見
え
て
来
る
。
し
た
が
っ

て
、
賢
治
の
心
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
作
者
と
同
じ
地
点
に
立
つ
こ
と
に
な

る
。
他
者
へ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
機
能
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
「
髪
毛

風
吹
け
ば
L

も
身
体
論
的
な
語
葉
で
あ
る
が
故
に
、
具
体
的
に
そ
の
よ
う
な
状



況
が
見
え
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
指
示
待
ち
」
の
子
ど
も
が
多
く
な
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
こ
の
詩
の
訴

え
る
世
界
の
意
味
は
そ
の
こ
と
に
比
例
し
て
膨
ら
ん
で
来
る
の
は
必
定
で
あ

る
。
私
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
二
十
一
番
を
録
音
し
て
お
い
て

そ
れ
を
パ
ッ
ク
に
し
て
詩
の
閲
読
を
し
た
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
心
の
琴
線
に

木
霊
し
て
来
る
よ
う
な
思
い
を
抱
く
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
が
こ
の
授
業
を
子
ど
も
達
に
こ
と
ば
を
越
え
て
美
し
い
世
界
・
宇
宙
が

あ
る
こ
と
を
教
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
感
性
」
的
認
識

を
育
て
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
物
云
わ
ぬ
自
然
と
対
話
で
き
る
能

力
の
必
要
な
こ
と
を
教
え
る
い
い
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
っ

た
。
教
師
で
あ
る
筆
者
が
子
ど
も
の
豊
か
な
感
性
を
貰
い
受
け
る
機
会
と
も
な

っ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
岩
手
は
秋
も
深
ま
り
、
石
川
啄
木
の

生
家
を
見
た
り
、
賢
治
記
念
館
も
見
学
さ
せ
て
貰
っ
て
心
の
休
養
と
な
っ
た
こ

と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

と
ま
れ
、
賢
治
の
詩
の
授
業
実
践
が
小
学
生
対
象
に
で
き
た
こ
と
は
あ
る
意

味
で
私
の
自
信
を
つ
け
て
呉
れ
た
。
岩
手
図
書
館
で
、
私
の
研
究
論
文
に
出
会

え
た
こ
と
に
も
驚
く
と
同
時
に
、
今
後
と
も
、
賢
治
研
究
に
精
進
す
る
こ
と
を

心
に
誓
っ
た
も
の
で
あ
る
。

お

わ

り

筆
者
は
、
ピ
カ

l
ト
著
『
沈
黙
の
世
界
』
(
み
す
ず
書
房

一
九
七
五
年
一

月
)
の
十
四
頁
の
〈
始
原
の
現
象
と
し
て
の
沈
黙
〉

の
冒
頭
の
「
沈
黙
は
一
つ

宮
津
賢
治
論
|
|
守
春
と
修
羅
』
第
一
集
を
中
心
と
し
て
!
|
(
岡
屋
昭
雄
)

の
始
原
の
現
象
、

つ
ま
り
、
も
は
や
そ
れ
以
上
荷
物
に
も
還
元
さ
れ
得
な
い

つ
の
本
元
的
な
事
象
で
あ
る
。
沈
黙
は
、
造
物
主
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
は
何

物
に
よ
っ
て
も
置
き
代
え
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
何
物
と
も
と
り

換
え
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
沈
黙
の
背
後
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
沈
黙

を
そ
れ
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
、
た
だ
造
物
主
だ
け
で
あ
る
。

/
沈
黙
は
、

そ
の
他
の
始
原
的
現
象
、
た
と
え
ば
愛
や
、
真
心
ゃ
、
死
や
、
生

そ
の
も
の
と
同
様
に
、
根
源
的
で
あ
る
と
同
時
に
自
明
的
に
存
在
し
て
い
る
。
」

の
こ
と
ば
に
震
え
る
よ
う
な
感
動
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

「
も
し
も
言
葉
に
沈
黙
の
背
景
が
な
け
れ
ば
、
言
葉
は
深
さ
を
失
っ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
よ
と
の
ピ
カ

l
ト
の
提
言
を
も
吟
味
し
つ
つ
、
生
命
の
溢
れ
た

こ
と
ば
を
恢
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
擦
り
切
れ
た
こ
と
ば
が
ま

る
で
培
菌
の
よ
う
に
撒
き
散
ら
か
さ
れ
て
い
る
現
実
を
見
据
え
る
と
同
時
に
辞

書
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
超
越
し
た
さ
ら
に
深
い
こ
と
ば
の
世
界
・
宇
宙
を
構

築
す
る
た
め
に
賢
治
の
詩
の
前
に
子
ど
も
た
ち
を
立
た
せ
た
い
と
思
う
の
で
あ

る。i主

国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
L

(

至
文
堂

一
九
九
三
年
九
月
一
日
発
行
)
第
五
十
八

巻
九
号

十
三
頁

前
掲
雑
誌

十
二
l
十
三
頁

工
藤
直
子
『
て
つ
が
く
の
ラ
イ
オ
ン
』
(
理
論
社

一
九
九
四
年
九
月
)
二
十
二

頁

他
に
寸
蟻
」
「
て
つ
が
く
の
ラ
イ
オ
ン
」
等
の
い
い
詩
も
沢
山
あ
る
。
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