
は
じ
め
に

永
瀬
清
子
は
、
三
歳
で
岡
山
か
ら
金
沢
に
転
居
し
た
時
に
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の

英
和
幼
稚
園
（
現
・
北
陸
学
院
短
期
大
学
附
属
第
一
幼
稚
園
）
と
日
曜
学
校
（
日

本
基
督
教
団
金
沢
教
会
）
に
通
い
、
幼
い
頃
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
や
聖
書
に
親
し
ん

で
お
り
、
後
に
こ
の
幼
稚
園
や
日
曜
学
校
で
の
出
来
事
を
詩
や
随
筆
に
著
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
随
筆
「
幼
年
は
す
ぐ
そ
ば
に
」
で
は
「
ふ
し
ぎ
な
事
に
幼
か
っ
た

時
に
聴
い
た
り
読
ん
だ
り
し
た
も
の
が
、
い
ま
も
心
の
隅
に
新
し
く
生
き
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
事
が
多
い
の
で
す
」
と
幼
い
頃
に
ふ
れ
た
事
物
が
自
分
に
影
響

を
与
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
例
と
し
て
日
曜
学
校
で
聴
い
た
話
を
挙
げ
て

い
る

（
注
１
）

。
ま
た
幼
稚
園
で
の
出
来
事
を
描
い
た
短
章
「
海
の
色
」（『
諸
国
の
天

女
』）
や
日
曜
学
校
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ふ
ま
え
た
詩
「
星
と
扁
桃
腺
」（『
卑
弥
呼

よ
卑
弥
呼
』）
な
ど
の
作
品
か
ら
も
幼
稚
園
や
日
曜
学
校
の
影
響
が
う
か
が
え
、
人

格
形
成
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
の
か
か
わ
り
が
想
定
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に

永
瀬
清
子
は
宗
教
の
な
か
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
ふ
れ
て
育
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
井
坂
洋
子
が
永
瀬
清
子
の
詩
を
「
既
成
の
宗
教
に
よ
ら
ず
、
私
ひ
と
り

の
神
に
捧
げ
る
、
ま
っ
た
く
新
し
い
祈
り
の
こ
と
ば
」
と
捉
え
、
詩
作
の
態
度
を

「
詩
を
通
し
て
為
さ
れ
る
信
仰
の
生
活
」
と
、
永
瀬
清
子
の
詩
や
詩
作
に
宗
教
性
を

見
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う

（
注
２
）

。

そ
の
一
方
で
、
永
瀬
清
子
は
詩
作
と
植
物
を
等
し
く
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
先
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
注
３
）

。
す
な
わ
ち
、
永
瀬
清
子
は
季
節
ご

と
に
樹
木
が
葉
を
茂
ら
せ
た
り
花
を
咲
か
せ
た
り
落
葉
し
た
り
す
る
変
化
に
つ
い

て
、
樹
木
が
季
節
と
い
う
内
容
に
合
わ
せ
て
形
式
の
一
致
し
た
表
現
を
し
て
い
る

と
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
命
の
か
た
ち
の
完
成
を
目
指
す
意
志
を
樹
木
に
象

徴
し
、
内
容
と
形
式
の
一
致
し
た
表
現
で
詩
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
樹
木
へ
の
象
徴
に
は
、
井
坂
洋
子
が
指

摘
す
る
詩
や
詩
作
に
お
け
る
宗
教
性
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。そ

こ
で
永
瀬
清
子
の
詩
「
土
の
表
現
」
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
が
う
か

が
え
る
語
の
う
ち
〈
梯
子
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
分
析
す
る
こ
と
で
、
幼
少
期
に

ふ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
と
植
物
へ
の
関
心
は
、
永
瀬
清
子
が
詩
を
書
く
こ
と
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永
瀬
清
子
の
詩
「
土
の
表
現
」
に
お
け
る
〈
梯
子
〉

―
―
「
創
世
記
」
と
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
に
注
目
し
て
―
―
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根
　
直
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を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
の
よ
う
に
詩
に
表
現
し
て
い
る
か
を
考
察
し
て
い
き
た

い
。
な
お
、
傍
線
と
傍
線
の
番
号
、
括
弧
内
補
記
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。

一
　
詩
「
土
の
表
現
」

最
初
に
詩
「
土
の
表
現
」
を
全
文
引
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
詩
は
【
図
一
の

一
】
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
横
組
み
の
箇
所
は
ど
の
連
に
接
続
す
る
の
か
、

ど
の
よ
う
に
読
む
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
初
出
の
「
新
生
」

第
五
巻
第
二
号
（
一
九
二
八
年
二
月
）
が
横
組
み
の
な
い
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
参
照
す
る
と
、【
図
一
の
二
】
の
丸
数
字
の
順
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ

ま
り
、
横
組
み
の
段
は
右
上
が
第
一
連
の
最
後
の
二
行
に
あ
た
り
、
左
上
が
最
終

連
の
第
五
連
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
横
組
み
の
箇
所
に
つ
い
て
は
初
出
の
位
置

を
参
考
に
読
み
、
内
容
分
析
を
し
て
い
き
た
い
。

土
の
表
現

植 ①

物
は
常
に
ゴ
シ
ツ
ク
建
築
の
如
く
空
へ
と
挙
げ
る
土
の
信
仰
の
手
だ
。

時
に
そ
れ
は
虔
し
い
念
珠
を
ま
と
ひ
―
。

植 ②

物
は
土
の
歓
喜
の
炎

そ
れ
は
荒
々
し
い
叫
び
と
う
る
ほ
へ
る
音
楽
を
も
ち
、
又
い
た
る
所
の

地
表
に
も
え
る

又
雷
電
に
よ
つ
て
地
の
怒
り
を
空
間
に
放
つ
喇
叭
よ
！

―
（
土 ④

の
成
長
欲
の
喬
か
き
噴
水
）
―

―
（
土 ⑤

の
原
始
的
な
感
情
の
た
て
が
み
）
―

―
（
又
土 ⑥

の
生
命
力
の
尖
端
！
）
―

む ⑦

す
め
の
ゆ
た
か
な
髪
の
ご
と
き
も
の
。
―
「
も
つ
と
光
を
」
享
け
た

い
と
の
土
の
渇
望
で
の
び
る
。

あ
ゝ
遠
き
海
へ
の
あ
こ
が
れ
―
ゆ
ら

と
波
う
て
る
も
の
。

つ
ね
に
影
を
お
と
し
、
空 ⑧

へ
の
想
ひ
の
梯
子
と
な
る
も
の

実
に
小
さ
い
芽
に
も
皆
掌
が
あ
り
、
い
か
な
る
所
か
ら
で
も
父
・
太
陽

に
キ
ス
を
な
げ
る
。
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土の精神にこもりきれぬ感情や意志が

沈
⑨

黙よりあふれて表現にとめる植物とはなる

わが鮮らしいおどろきはしばしばその上に！

土の希望の旗じるしよ。

次
③

の季節のために風にはためけ、ジャンクの帆と鳴れ！

【図一の一】
詩「土の表現」『グレンデルの母親』

（一九三〇年一月　歌人房　八二～八三
頁）掲載頁

②第一連最終行④第五連

①
第
一
連

③
第
二
連

　
第
三
連

　
第
四
連

【図一の二】詩「土の表現」を読む順序



ま
ず
、
詩
「
土
の
表
現
」
の
発
表
時
期
を
確
認
し
て
お
く
。
初
出
は
前
述
の
よ

う
に
一
九
二
八
年
二
月
で
名
古
屋
の
詩
誌
「
新
生
」
第
五
巻
第
二
号
に
横
組
み
を

し
な
い
形
で
発
表
し
て
お
り
、
そ
の
二
年
後
の
一
九
三
〇
年
一
一
月
に
刊
行
し
た

第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
に
再
録
し
て
い
る

（
注
４
）

。
な
お
、
こ
の
詩
集

に
お
い
て
横
組
み
の
詩
は
、
こ
の
詩
「
土
の
表
現
」
の
み
で
あ
り
、
永
瀬
清
子
の

そ
の
他
全
て
の
詩
集
に
お
い
て
も
横
組
み
の
詩
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

当
時
の
詩
想
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
詩
と
い
え
よ
う
。

永
瀬
清
子
は
こ
の
よ
う
な
横
組
み
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
、「
私
も
か
つ
て
、

『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
と
云
ふ
小
著
の
中
で
、
横
組
を
加
へ
た
頁
を
作
つ
た
が
そ

れ
は
む
し
ろ
視
覚
的
な
方
法
で
あ
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る

（
注
５
）

。
つ
ま
り
こ
の
「
視

覚
的
な
方
法
」
に
よ
り
、
詩
「
土
の
表
現
」
の
内
容
を
視
覚
的
に
も
伝
え
よ
う
と

す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
内
容
分
析
を
し
た

う
え
で
も
う
一
度
ふ
れ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
傍
線
①
の
よ
う
に
「
植
物
は
常
に
ゴ
シ
ツ
ク
建
築
の
如
く
空
へ
と
挙
げ

る
土
の
信
仰
の
手
だ
」
と
、
土
を
擬
人
化
し
、
植
物
と
い
う
の
は
土
の
感
情
や
意

志
が
表
現
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る

（
注
６
）

。
こ
の
よ
う
に
、
永
瀬
清
子

が
土
の
作
品
で
あ
る
「
植
物
」
を
「
ゴ
シ
ツ
ク
建
築
の
如
く
」
と
譬
え
た
理
由
は
、

次
の
三
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
キ
リ
ス

ト
教
の
信
仰
を
形
に
し
た
よ
う
に
、
土
は
太
陽
へ
の
信
仰
を
「
植
物
」
で
表
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
た
め
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
み
ら
れ

る
円
錐
形
を
「
植
物
」
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
建

築
に
み
ら
れ
る
天
を
目
指
す
よ
う
に
高
く
あ
ろ
う
と
す
る
垂
直
性
を
「
植
物
」
に

も
見
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
土
が
表
現
し
て
い
る
「
植
物
」
が
太
陽
を
求
め
る
気
持
ち
を
、
傍

線
②
で
は
「
植
物
は
土
の
歓
喜
の
炎
」
と
表
現
し
て
お
り
、「
土
の
信
仰
」
の
表
現

を
「
炎
」
の
よ
う
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。「
炎
」
の
形
も
円
錐
形
に
似
て
お
り
、

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
譬
え
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
「
炎
」
は

「
歓
喜
の
炎
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
信
仰
」
に
対
す
る
歓
び
が
燃
え
上
が
る
よ
う

に
強
い
様
子
も
う
か
が
え
る
。

つ
ま
り
「
土
の
表
現
」
は
「
土
」
に
と
っ
て
は
傍
線
③
に
あ
る
よ
う
に
「
希
望

の
旗
じ
る
し
」
で
あ
り
、
土
は
表
現
し
よ
う
と
す
る
精
神
の
表
れ
を
「
植
物
」
に

よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
傍
線
③
の
内
容
を
受
け
て
、
傍
線
④
で
は
「
土
の
成
長
欲
の
喬
か
き
噴
水
」

と
、
土
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
欲
と
、
そ
の
表
現
に
よ
り
生
ま
れ
た
「
植
物
」

の
成
長
欲
を
等
し
く
捉
え
、
勢
い
あ
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
天
を

目
指
す
よ
う
に
高
く
な
ろ
う
と
す
る
意
欲
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
傍
線
⑤
に
は
「
土
の
原
始
的
な
感
情
の
た
て
が
み
」
と
あ
る
。
こ
こ
で

は
枝
葉
が
風
に
揺
れ
て
な
び
い
て
い
る
様
子
を
、
馬
が
走
る
と
な
び
く
「
た
て
が

み
」
の
よ
う
に
、
土
の
感
情
が
直
ち
に
植
物
に
反
映
し
て
い
る
様
子
と
し
て
表
現

し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
傍
線
③
の
「
希
望
の
旗
じ
る
し
」
と
も
同
様
の
意

味
で
呼
応
し
て
い
よ
う
。

次
に
、
こ
れ
ら
傍
線
③
か
ら
傍
線
⑤
ま
で
で
表
現
し
た
「
土
の
表
現
」
の
あ
り

か
た
が
言
い
換
え
ら
れ
、
傍
線
⑥
で
は
「
土
の
生
命
力
の
尖
端
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
「
植
物
」
は
伸
び
て
い
こ
う
と
す
る
土
の
精
神
と
生
命
を
反
映
し
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て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

続
く
傍
線
⑦
で
は
傍
線
⑤
の
内
容
を
擬
人
化
し
、
土
が
表
現
し
た
結
果
で
あ
る

植
物
の
枝
葉
に
つ
い
て
「
む
す
め
の
ゆ
た
か
な
髪
の
ご
と
き
も
の
」
と
、
若
さ
や

瑞
々
し
さ
、
流
動
感
を
捉
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
「
植
物
」
を
、
傍
線
⑧
で
は
「
空
へ
の
想
ひ
の
梯

子
と
な
る
も
の
」
と
〈
梯
子
〉
に
譬
え
て
い
る
。
こ
の
〈
梯
子
〉
に
注
目
す
る
と
、

そ
の
用
例
は
本
稿
が
対
象
と
す
る
永
瀬
清
子
の
詩
五
二
一
編
中
三
編
で
三
例
あ
る

（
注
７
）

。ま
ず
詩
「
土
の
表
現
」
で
は
、
土
の
表
現
に
よ
り
生
ま
れ
た
植
物
に
つ
い
て
、

「
土
」
が
「
空
」
に
対
す
る
「
信
仰
」
の
思
い
を
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

と
、「『
も
つ
と
光
を
』
享
け
た
い
と
の
土
の
渇
望
で
の
び
る
」
様
子
に
よ
り
、
天

地
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
〈
梯
子
〉
に
譬
え
て
い
る
。
次
に
、
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」

（『
大
い
な
る
樹
木
』）
で
も
詩
「
土
の
表
現
」
の
詩
想
を
継
承
し
、「
天
の
子
供
の

降
り
且
昇
る
梯
子
」
と
天
地
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
樹
木
を
〈
梯
子
〉
に
譬
え
て
い

る
。
最
後
に
詩
「
村
に
て
」（『
焔
に
つ
い
て
』）
に
は
、「
長
い
梯
子
を
昇
り
降
り

し
て
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
肉
親
と
親
戚
と
隣
人
の
ほ
か
に
／
そ
の
精
神
を
愛

と
理
解
で
つ
な
い
だ
／
友
達
と
云
う
も
の
は
な
い
の
で
す
か
」
と
、「
貴
方
」
と

「
私
」
の
関
係
を
つ
な
ご
う
と
す
る
も
の
の
、
か
な
わ
な
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

よ
っ
て
〈
梯
子
〉
は
、
離
れ
て
い
る
も
の
を
上
下
の
方
向
を
も
っ
て
結
び
つ
け
よ

う
と
す
る
象
徴
的
表
現
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で

注
意
し
た
い
の
は
、〈
梯
子
〉
の
用
例
の
あ
る
詩
三
編
の
う
ち
詩
「
土
の
表
現
」
の

み
、
往
来
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
で
は
な
く
、
登
る
た
め
の
道
具
と
し
て
〈
梯

子
〉
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
で
詩
「
土
の
表
現
」

と
同
時
期
に
書
か
れ
た
詩
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

そ
し
て
永
瀬
清
子
は
左
上
の
横
組
み
の
傍
線
⑨
で
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た

「
土
の
表
現
」
の
内
容
に
つ
い
て
総
括
し
て
い
る
。
た
だ
し
初
出
に
は
こ
の
横
組
み

に
な
っ
て
い
る
二
行
目
と
三
行
目
の
間
に
「
物
い
は
ぬ
土
こ
そ
す
ば
ら
し
い
芸
術

家
」
の
一
行
が
あ
る
。
さ
ら
に
初
出
の
最
終
行
で
は
「
我
が
鮮
ら
し
い
お
ど
ろ
き

は
し
ば
し
ば
そ
の
芸
術
の
上
に
あ
る
」
と
あ
り
、
土
が
「
芸
術
家
」
で
あ
り
、
土

が
作
品
と
し
て
作
り
上
げ
た
「
植
物
」
の
上
に
「
芸
術
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
内
容
は
傍
線
①
と
呼
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
人
々
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰

心
が
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
作
り
上
げ
た
よ
う
に
、
土
に
お
い
て
は
そ
の
表
現
意
欲
が

「
植
物
」
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
永
瀬
清
子
が
「
視
覚
的
な
方
法
」
と
し
て
、
縦
書
き
の

み
の
詩
「
土
の
表
現
」
を
横
組
み
に
変
更
し
た
理
由
は
、
詩
の
内
容
に
か
か
わ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
横
組
み
に
し
た
こ
の
詩
の
内
容
は
、【
図
二
】
の

よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
①
の
天
に
む
か
っ
て
伸
び
る
「
植
物
」
と
、
②
の
土
が

「
植
物
」
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
精
神
の
、
二
つ
の
表
現
が
重
ね
合
わ
せ
て
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
横
組
み
の
箇
所
が
天
地
で
あ
り
、

縦
書
き
の
箇
所
が
「
植
物
」
と
土
の
精
神
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
も
ち
、

こ
の
意
味
を
視
覚
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
、
詩
の
内
容
を
よ
り
効
果
的
に
表
現
し

よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
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二
　
「
創
世
記
」
と
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」

こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
「
土
」
と
「
植
物
」
の
関
係
は
、
前
述
の
よ
う
に
さ
ら

に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
と
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
永
瀬
清
子
の
詩
作
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
の
ひ

と
つ
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
詩
や
絵
画
が
あ
る
。

永
瀬
清
子
は
、
一
九
二
三
年
に
『
上
田
敏
詩
集
』（
一
九
二
三
年
一
月
　
玄
文

社
）
を
読
ん
で
詩
人
に
な
る
こ
と
を
決
意
し
、
愛
知
県
第
一
高
等
女
学
校
英
語
科

に
進
学
し
て
い
る
（
一
九
二
四
年
四
月
〜
一
九
二
七
年
三
月
）。
そ
し
て
三
年
生
の

時
に
、
同
校
の
英
語
教
員
吉
岡
千
里
よ
り
、
立
教
大
学
時
代
の
親
友
で
あ
る
宮
川

哲
朗
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
来
、
永
瀬
清
子
は
宮
川
哲
朗
か
ら
個
人
的
に
ブ
レ

イ
ク
の
講
義
を
受
け
た
り
本
を
借
り
た
り
し
て
お
り
、
後
に
宮
川
哲
朗
に
つ
い
て

「
私
に
は
じ
め
て
ホ
イ
ツ
ト
マ
ン
・
ブ
レ
ー
ク
を
示
し
て
下
す
つ
た
人
」
と
述
べ
て

い
る

（
注
８
）

。
つ
ま
り
こ
の
頃
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
詩
や
絵
画
に
ふ
れ
た

と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
同
校
を
卒
業
し
た
一
九
二
七
年
秋
に
、
永
瀬
清
子
は
長
船
越
夫
と
結

婚
し
大
阪
市
東
成
区
森
小
路
一
一
四
番
地
（
現
・
大
阪
市
旭
区
大
宮
三
丁
目
五
番

地
）
に
暮
ら
し
始
め
る

（
注
９
）

。
そ
の
年
の
一
二
月
一
〇
日
〜
一
六
日
に
は
、
百
年

忌
紀
念
ブ
レ
イ
ク
作
品
文
献
展
覧
会
が
恩
賜
京
都
博
物
館
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。

当
時
す
で
に
大
阪
と
京
都
は
東
海
道
本
線
で
結
ば
れ
て
お
り
、
普
通
列
車
で
約
一

時
間
、
急
行
列
車
で
約
五
〇
分
で
あ
り
、
片
道
六
八
銭
の
料
金
は

（
注
10
）

、「
小
さ
い

世
帯
で
や
り
く
り
し
て
い
る
私
は
主
婦
」
と
い
え
ど
も

（
注
11
）

、
決
し
て
不
可
能
な

距
離
や
料
金
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
地
の
理
も
あ
り
、
永
瀬
清
子
は
こ
の
展
覧
会
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

出
品
目
録
を
購
入
し
て
い
る

（
注
12
）

。
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な
か
で
も
こ
の
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
水
彩
画

「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」（Jacob's

Ladder

）
に
注
目
し
た
い
（【
図
三
】
参
照
）。
と

い
う
の
も
、
ブ
レ
イ
ク
が
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
を
螺
旋
階
段
で
表
現
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
柳
宗
玄
は
「
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ル
ロ
は
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ー
ノ
の
ス
タ
ン
ツ

ァ
・
デ
リ
ョ
ド
ー
ロ
の
壁
画
で
梯
子
を
階
段
に
変
え
て
い
る
」
こ
と
に
ふ
れ
、
ブ

レ
イ
ク
の
絵
で
は
「
階
段
が
直
線
で
は
な
く
螺
旋
状
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て

い
る

（
注
13
）

。
ま
た
、
ゲ
ル
ト
・
シ
フ
は
通
常
は
直
線
で
描
く
「
梯
」
を
、「
ブ
レ
イ

ク
の
構
想
は
、
天
の
梯
子
を
螺
旋
状
の
階
段
と
し
て
表
わ
し
た
と
こ
ろ
が
独
創
的

で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る

（
注
14
）

。

こ
れ
ら
は
後
年
の
解
説
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
階
段
の
描
き
方
が
独
自
で
あ
る

こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
永
瀬
清
子
に
よ
る
こ
の
絵
に
つ
い
て
の
記
述
は
残
さ
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
こ
の
展
覧
会
で
は
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら

（
注
15
）

、
後
年
の
解
説
に
あ
る
よ
う
に
天
と
地
を
螺
旋
階
段
で
結
び
往
来
し

て
い
る
ブ
レ
イ
ク
独
自
の
構
想
に
は
関
心
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
出
品
目
録
の
解
説
に
は
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
が
「
創
世
記
」
を
題

材
に
し
て
い
る
記
述
が
あ
る
の
で
そ
の
箇
所
を
確
認
し
て
お
く

（
注
16
）

。

水
彩
画
。
凡
そ1800

年
頃
の
作
。W

.G
raham

R
obertson

蔵
。
画
題
は
云

ふ
迄
も
な
く
旧 ⑩

約
聖
書
〝
創
世
記
〞X

X
V
III,12

に
出
づ
。

こ
こ
で
は
、
傍
線
⑩
の
よ
う
に
「
創
世
記
」
第
二
八
章
一
二
節
を
題
材
に
描
か
れ

た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
「
創
世
記
」
の
箇
所
は
ど
の
よ
う
な
内

容
で
あ
ろ
う
か

（
注
17
）

。

時と
き

に
彼か

れ

夢
て
梯

は
し
だ
ての

地ち

に
た
ち
ゐ
て
其
巓

そ
の
い
た
ゞ
きの

天て
ん

に
達い

た

れ
る
を
見み

又ま
た

神か
み

の
使
者

つ
か
ひ

の

其そ
れ

に
の
ぼ
り
く
だ
り
す
る
を
見み

た
り
。

こ
れ
は
ヤ
コ
ブ
が
夢
の
中
で
、
神
の
使
い
が
「
梯
」
す
な
わ
ち
〈
梯
子
〉
に
よ
り

天
と
地
を
往
来
す
る
様
子
を
み
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
で
述

べ
た
よ
う
に
幼
少
期
か
ら
聖
書
に
親
し
ん
で
い
る
永
瀬
清
子
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
絵

画
を
見
た
こ
と
で
、〈
梯
子
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
創
世
記
」
第
二
八
章
一
二
節
の
記

述
か
ら
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
永
瀬
清
子
が
「
植
物
」
が
「
空
へ
の
想
ひ
の
梯
子
と
な
る
も
の
」
と

〈
梯
子
〉
に
象
徴
さ
れ
た
詩
「
土
の
表
現
」
を
発
表
し
た
の
は
、
こ
の
展
覧
会
を
見

た
後
の
一
九
二
八
年
二
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
詩
「
土
の
表
現
」
に
は
、「
創
世

記
」
第
二
八
章
一
二
節
を
ふ
ま
え
、
ブ
レ
イ
ク
独
自
の
構
想
で
描
か
れ
た
水
彩
画

「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
を
見
た
驚
き
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
た
め
に
、
永
瀬
清
子
が
「
私
は
柳
宗
悦
訳
の

『
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
』
だ
と
か
、
増
田

〔
増
野
〕

三
良
訳
の
タ
ゴ
ー
ル
詩
集
『
ギ
ー
タ
ン

ジ
ャ
リ
』
な
ど
を
繰
返
し
読
ん
で
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

（
注
18
）

、
柳
宗

悦
の
著
書
『
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
』（
一
九
一
四
年
一
二
月
　
洛
陽
堂
）
に
注
目

し
た
い

（
注
19
）

。

尽 ⑪

き
な
い
渇
仰
を
持
つ
者
に
は
絶
え
な
い
登
昇

ア
ッ
セ
ッ
シ
ョ
ンが

あ
る
。
ブ
レ
ー
ク
の
生

涯
の
著
し
い
特
質
は
此
の
止
む
事
な
い
登
昇
で
あ
る
。
彼 ⑫

は
彼
の
経
験
を
い

つ
も
最
善
な
も
の
に
導
い
て
ゐ
な
い
事
は
な
い
。
彼
が
悲
し
み
の
裡
に
自
己

を
鞠
養
し
て
喜
び
の
人
と
し
て
現
は
れ
る
時
は
近
づ
い
て
き
た
。
彼
の
手
は

親
し
く
自
然
の
喜
び
に
触
れ
た
。
彼
の
眼
は
神
に
対
す
る
愛
の
涙
に
濡
れ
て
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き
た
。
叙
情
詩
と
し
て
英
文
学
史
中
特
に
浄
い
光
を
放
つ
て
ゐ
る
「
無
垢
の

歌
」'Songs

of
Innocence'

千
七
百
八
十
九
年
彼
の
名
を
負
つ
て
出
版
さ

れ
た
。
彼
は
此
詩
集
を
通
し
て
彼
の
人
生
に
対
す
る
深
い
愛
を
人
々
の
前
に

贈
つ
た
。

ま
ず
、
柳
宗
悦
は
詩
集
『
無
垢
の
歌
』
を
発
表
し
た
ブ
レ
イ
ク
の
詩
人
と
し
て

の
「
特
質
」
に
つ
い
て
二
つ
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
第
一
に
傍
線
⑪
に
あ
る
よ
う

に
、
ブ
レ
イ
ク
が
「
渇
仰
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
の
強
い
信
仰
を
も
ち
、
そ
の
信

仰
ゆ
え
に
「
止
む
事
な
い
登
昇
」
す
な
わ
ち
常
に
天
に
近
づ
こ
う
と
表
現
し
続
け

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
に
ブ
レ
イ
ク
が
、
前
述
の
信
仰
の
た
め
傍

線
⑫
に
「
彼
の
経
験
を
い
つ
も
最
善
な
も
の
に
導
い
て
ゐ
な
い
事
は
な
い
」
と
あ

る
よ
う
に
、
自
身
の
経
験
を
善
い
方
向
す
な
わ
ち
天
へ
向
け
よ
う
と
心
が
け
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
「
悲
し
み
の
裡
に
自
己
を
鞠
養
し
て
喜
び
の
人
と
し
て
現
は
れ

る
」
と
、
悲
し
み
さ
え
も
天
へ
向
け
る
よ
う
に
詩
作
を
し
『
無
垢
の
歌
』
を
発
表

し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
柳
宗
悦
が
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ
て
「
生

命
の
奥
妙
は
『
喜
び
』
だ
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
た
め
と
い
え
よ
う

（
注
20
）

。

し
た
が
っ
て
、
柳
宗
悦
は
ブ
レ
イ
ク
が
「
人
性
は
神
性
だ
つ
た
。
吾
々
が
神
を

慕
ふ
の
は
吾
々
に
神
が
住
む
か
ら
で
あ
る
」
と
考
え
、「
凡
て
の
人
間
が
聖
い
神
の

影
像
で
あ
る
事
は
彼
の
信
仰
の
終
局
で
あ
つ
た
」
と
、
全
て
の
人
に
神
が
住
ん
で

い
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
柳
宗
悦
は
、
ブ
レ
イ
ク
が
こ
の
よ

う
に
考
え
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
ブ
レ
イ
ク
の
生
命
観
を
「
歓
喜
」
に
あ
る
と
捉
え

た
の
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
ブ
レ
イ
ク
が
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
に
描
い
た
神
の
使
い
や
人
間

が
、
螺
旋
階
段
で
描
か
れ
た
〈
梯
子
〉
で
天
地
を
往
来
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
次

の
よ
う
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
ブ

レ
イ
ク
は
、
神
と
人
間
が
天
地
に
分
か
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
も
の
の
、
全
て
の
人

に
神
が
住
ん
で
い
る
た
め
に
本
来
分
か
ち
が
た
い
関
係
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
う

え
常
に
天
を
目
指
し
、
そ
の
神
と
人
と
の
往
来
を
歓
喜
の
感
情
で
描
き
、〈
梯
子
〉

は
そ
の
往
来
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
ブ
レ
イ
ク
の
思
想
を
、
詩
「
土
の
表
現
」
に
お
い
て
確
認
し

て
み
た
い
。
ま
ず
詩
「
土
の
表
現
」
で
は
、
傍
線
①
の
よ
う
に
「
植
物
は
常
に
ゴ

シ
ツ
ク
建
築
の
如
く
空
へ
と
挙
げ
る
土
の
信
仰
の
手
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
植

物
」
の
「
太
陽
」
へ
の
信
仰
を
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
譬
え
て
お
り
、「
太
陽
」
す
な
わ

ち
天
を
目
指
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
永
瀬
清
子
が
詩
の
第
一
行
目

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
ブ
レ
イ
ク
が
強
い
信

仰
を
も
つ
た
め
に
「
登
昇
」
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
と
、
土
が
「
植
物
」
に
よ
り

「
太
陽
」
へ
の
信
仰
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
通
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
う
え
「
常
に
」
と
あ
る
こ
と
は
、
傍
線
⑫
に
あ
る
よ
う
に
柳
宗
悦
が
ブ
レ
イ
ク

に
つ
い
て
「
彼
の
経
験
を
い
つ
も
最
善
な
も
の
に
導
い
て
ゐ
な
い
事
は
な
い
」
と

考
え
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

続
い
て
傍
線
②
の
よ
う
に
「
植
物
は
土
の
歓
喜
の
炎
」
と
あ
る
こ
と
で
、「
植

物
」
は
土
の
歓
喜
の
感
情
に
よ
り
表
現
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と

に
は
、「
植
物
」
に
対
す
る
永
瀬
清
子
の
視
点
が
う
か
が
え
、
ブ
レ
イ
ク
の
作
品
が

歓
喜
に
よ
り
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
通
じ
よ
う
。

さ
ら
に
傍
線
⑨
に
「
土
の
精
神
に
こ
も
り
き
れ
ぬ
感
情
や
意
志
が
沈
黙
よ
り
あ
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ふ
れ
て
表
現
に
と
め
る
植
物
と
は
な
る
」
と
あ
る
こ
と
も
、
傍
線
⑪
の
「
尽
き
な

い
渇
仰
」
に
通
じ
、「
植
物
」
が
表
現
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
土
の
精
神
の
表
れ

と
し
て
天
へ
向
か
お
う
と
す
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
象
徴
し

「
植
物
」
は
〈
梯
子
〉
と
な
り
、
土
と
太
陽
を
結
び
つ
け
て
お
り
、
さ
ら
に
は
芸
術

に
到
達
し
た
い
と
い
う
永
瀬
清
子
の
心
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
う
え
柳
宗
悦
は
「
ブ
レ
ー
ク
の
テ
ム
ペ
ラ
メ
ン
ト
は
根
本
的
に
ゴ
シ
ッ
ク

で
あ
る
」
と

（
注
21
）

、
ブ
レ
イ
ク
の
芸
術
の
性
質
が
ゴ
シ
ッ
ク
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

ゴ
シ
ッ
ク
が
「
活
き
た
形
式
」
で
あ
り
、
生
命
の
表
現
で
あ
り
、「
彼
等
は
凡
て
の

神
秘
を
包
む
巨
大
な
生
命
の
森
林
で
あ
る
」
と
樹
木
に
譬
え
て
も
い
る
。
こ
の
こ

と
は
ブ
レ
イ
ク
が
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
の
天
と
地
を
結
ぶ
〈
梯
子
〉
を
螺

旋
階
段
で
描
い
た
こ
と
と
、
永
瀬
清
子
が
詩
「
土
の
表
現
」
で
円
錐
形
を
「
植
物
」

に
見
出
し
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
譬
え
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
と
と
も
に
、
永
瀬
清
子

も
生
命
の
表
現
を
試
み
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
詩
を
書
き
始
め
た
頃
の
永
瀬
清
子
が
強
く
惹
か
れ
て
い
た
の
は
、

タ
ゴ
ー
ル
や
ブ
レ
イ
ク
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
い
っ
た
詩
人
で
あ
る
。
た
だ
し
永
瀬

清
子
は
彼
ら
を
「
完
全
な
る
詩
人
」
と
捉
え
て
自
分
と
区
別
し
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
信
仰
と
作
品
の
あ
り
方
が
、
全
て
の
人
に
神
が
住
ん
で
い
る

こ
と
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
永
瀬
清
子
は
ブ
レ
イ
ク

の
詩
が
神
と
人
と
の
往
来
を
歓
喜
の
感
情
で
表
現
し
、
悲
し
み
で
さ
え
も
歓
喜
の

感
情
で
表
現
し
て
お
り
、
全
て
の
感
情
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
を
捉
え
、
ブ
レ
イ

ク
の
信
仰
と
作
品
が
一
致
し
て
い
る
と
考
え
た
た
め
に
「
完
全
な
る
詩
人
」
と
捉

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
永
瀬
清
子
が
詩
「
土
の
表
現
」
で
使
用
す
る
〈
梯
子
〉
が
地
か
ら
天
へ

の
一
方
通
行
で
あ
る
こ
と
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
よ
う
に
常
に
歓
喜
の
感
情
の
も
と
で

天
に
あ
る
神
と
地
に
あ
る
人
と
の
往
来
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
歓
喜
の
感
情
に
で

き
な
い
ま
ま
天
と
地
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

し
た
が
っ
て
永
瀬
清
子
の
〈
梯
子
〉
の
語
に
は
、「
創
世
記
」
第
二
八
章
一
二
節

の
「
梯
」
よ
り
〈
梯
子
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
た
と
い
う
聖
書
の
影
響
も
想
定

で
き
、
ブ
レ
イ
ク
の
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
よ
り
そ
の
〈
梯
子
〉
に
は
螺
旋

の
イ
メ
ー
ジ
も
付
加
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

（
注
22
）

。
さ
ら
に
、
永
瀬
清
子
は
ブ
レ
イ

ク
の
信
仰
と
作
品
の
一
致
に
驚
い
て
は
い
る
が
、
永
瀬
清
子
自
身
の
詩
作
に
お
い

て
〈
梯
子
〉
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
よ
う
に
常
に
歓
喜
の
感
情
の
も
と
で
天
に
あ
る
神

と
地
に
あ
る
人
と
の
往
来
を
象
徴
す
る
の
で
は
な
く
、
歓
喜
の
感
情
に
で
き
な
い

ま
ま
天
と
地
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
永
瀬
清
子

に
住
ん
で
い
る
神
と
の
往
来
に
よ
る
歓
喜
で
は
な
く
、
永
瀬
清
子
の
み
の
歓
喜
や

悲
し
み
を
詩
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』

で
は
、
こ
こ
で
詩
「
土
の
表
現
」
に
み
ら
れ
る
上
下
の
方
向
意
識
が
、
同
時
期

の
詩
に
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』

に
再
録
し
て
い
る
三
九
編
よ
り
確
認
し
て
み
た
い
。
永
瀬
清
子
に
は
、
第
一
詩
集

『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
に
再
録
し
て
い
る
三
九
編
の
う
ち
、「
私
」
と
い
う
一
人

称
で
上
下
の
方
向
性
を
捉
え
た
詩
が
一
四
編
と
詩
集
全
体
の
約
三
分
の
一
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
詩
に
は
次
の
三
つ
の
傾
向
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
詩
「
土
の
表

現
」
に
つ
い
て
は
他
の
詩
と
区
別
す
る
た
め
ゴ
シ
ッ
ク
に
し
て
そ
の
位
置
を
明
ら

か
に
し
た
。
ま
た
初
出
の
題
名
を
変
更
し
た
詩
に
つ
い
て
は
詩
集
に
再
録
し
た
題

名
を
挙
げ
た
。

①
天
　←

　
地

「
麓
に
て
」「
空
間
に
懸
け
る
」「
黒
犬
と
私
」

「
孤
独
」「
野
の
眼
」「
静
か
に
焚
く
」

「
夏
終
る
」「
土
の
表
現
」「
昔
の
陽
と
風
」

「
ざ
わ
め
く
竹
藪
」「
故
郷
の
感
」

②
天
　→

　
地

「
星
座
の
娘
」

③
　
　
　
　
地
　→

　
海
・
天

「
冬
の
洞
」「
疲
れ
」

ま
ず
①
の
詩
に
は
、
す
べ
て
地
に
あ
る
「
私
」
が
天
に
あ
こ
が
れ
を
抱
く
傾
向

が
あ
り
、
続
い
て
②
の
詩
に
は
、
自
ら
の
意
志
で
地
を
目
指
す
描
写
が
み
ら
れ
る
。

最
後
に
③
の
詩
に
は
、
地
上
か
ら
い
っ
そ
う
暗
く
深
い
と
こ
ろ
へ
向
か
お
う
と
す

る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
③
の
傾
向
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
詩
二
編
に
つ
い
て
補
足

し
て
お
く
と
、
詩
「
冬
の
洞
」
で
は
「
冬
の
洞
の
内
へ
内
へ
と
沈
積
す
る
私
の
魂
」

と
洞
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
さ
ら
に
内
側
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
と
、
詩
「
疲
れ
」

で
は
「
夜
は
ふ
か
い
ふ
か
い
海
な
の
だ
／
こ
の
豪
慢
な
や
う
な
魂
は
／
刻
々
に
地

上
の
重
圧
を
失
つ
て
沈
ん
で
い
つ
た
」
と
、
夜
を
海
に
譬
え
そ
こ
へ
沈
ん
で
い
く

こ
と
か
ら
、
二
編
と
も
地
上
か
ら
さ
ら
な
る
下
降
の
意
識
が
う
か
が
え
る
。
こ
の

よ
う
に
み
て
い
く
と
、
①
か
ら
③
に
み
ら
れ
る
意
識
は
往
来
し
て
お
ら
ず
、
天
に

向
か
う
か
地
に
向
か
う
か
の
一
方
通
行
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
詩
「
土
の
表
現
」

と
同
時
期
の
詩
に
も
同
様
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
初
出
年
月
で
比
較
し
て
み
る
と
、
初
出
年
月
が
確
認
で
き
た
の
は
、
こ
の

一
四
編
の
う
ち
一
〇
編
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』

は
「
一
九
二
五
年
春
か
ら
、
一
九
三
〇
年
夏
に
至
る
ま
で
の
六
ヶ
年
の
詩
の
う
ち

か
ら
約
半
分
を
選
ん
で
編
ん
だ
」
詩
集
で
あ
る

（
注
23
）

。
こ
の
詩
集
に
は
詩
の
末
尾

に
年
月
の
記
載
が
あ
り
、
初
出
年
月
を
記
載
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
初
出
誌

を
参
照
す
る
と
実
際
の
初
出
年
月
と
違
う
作
品
も
あ
る
の
で

（
注
24
）

、
初
出
確
認
が

で
き
た
作
品
に
は
「
＊
」
を
付
し
、
実
際
の
初
出
年
月
と
違
う
作
品
に
は
初
出
誌

の
発
行
年
月
を
括
弧
内
に
記
し
た
。
さ
ら
に
先
の
①
か
ら
③
ま
で
の
詩
の
傾
向
と

の
か
か
わ
り
を
考
え
て
い
く
た
め
に
、
②
に
挙
げ
た
詩
に
つ
い
て
は
波
線
、
③
に

挙
げ
た
詩
に
つ
い
て
は
二
重
線
を
付
し
た
。
こ
れ
ら
を
順
に
並
べ
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

一
九
二
五
年
　
三
月
「
静
か
に
焚
く
」

一
〇
月
「
ざ
わ
め
く
竹
藪
」

一
九
二
六
年
　
一
月
「＊

星
座
の
娘
」（
一
九
二
七
・
三
）

一
二
月
「＊

昔
の
陽
と
風
」（
一
九
二
六
・
五
）

一
九
二
七
年

一
九
二
八
年
　
二
月
「＊

麓
に
て
」（
一
九
二
八
・
三
）「＊

野
の
眼
」「＊

土
の
表
現
」

四
月
「＊

黒
犬
と
私
」「＊

孤
独
」（
一
九
二
八
・
五
）

五
月
「＊

空
間
に
懸
け
る
」

一
九
二
九
年
一
二
月
「＊

疲
れ
」（
一
九
三
〇
・
一
）

一
九
三
〇
年
　
一
月
「＊

冬
の
洞
」（
一
九
三
〇
・
二
）

八
月
「
故
郷
の
感
」
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初
出
不
明
　
　
　
　
「
夏
終
る
」（
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
に
初
出
年
月
の

記
載
が
な
く
、
初
出
誌
も
未
確
認
）

こ
れ
ら
を
分
析
し
て
い
く
と
、
一
九
二
八
年
に
①
の
天
に
あ
こ
が
れ
を
抱
く
傾

向
を
も
つ
詩
が
六
編
と
最
も
多
く
、
①
の
傾
向
を
も
つ
詩
「
土
の
表
現
」
は
こ
う

し
た
詩
を
最
も
多
く
書
い
た
時
期
の
詩
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
二
九
年
の

終
わ
り
か
ら
は
、
む
し
ろ
②
の
天
上
か
ら
地
上
へ
下
降
す
る
傾
向
や
、
③
の
地
上

か
ら
さ
ら
に
深
い
所
へ
下
降
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
下
へ
の
意
識
が
う

か
が
え
る
。
こ
れ
ら
よ
り
天
ま
た
は
地
に
む
か
う
意
識
が
、
上
昇
の
み
ま
た
は
下

降
の
み
と
一
方
通
行
で
あ
る
点
で
〈
梯
子
〉
の
語
に
通
じ
る
。

つ
ま
り
、
前
述
し
た
ブ
レ
イ
ク
の
よ
う
に
常
に
歓
喜
の
感
情
の
も
と
で
天
に
あ

る
神
と
地
に
あ
る
人
の
往
来
す
る
象
徴
と
し
て
で
は
な
く
、
歓
喜
の
感
情
に
で
き

な
い
ま
ま
天
と
地
を
結
び
つ
け
て
お
り
、
神
と
の
往
来
に
よ
る
歓
喜
で
は
な
く
、

永
瀬
清
子
の
み
の
歓
喜
や
悲
し
み
を
詩
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
詩
を
再
録
し
た
第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
の

「
自
序
」
に
も
特
徴
と
し
て
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
注
25
）

。

私 ⑬

の
詩
は
自
由
へ
の
あ
こ
が
れ
と
共
に
成
長
し
た
。

或
は
社
会
的
に
は
実
に
小
児
的
で
個
人
主
義
を
多
く
出
な
い
も
の
で
あ
ら
う

と
も
、
私
の
詩
は
た
だ
自
由
へ
の
は
げ
し
き
呼
び
か
け
を
意
味
し
た
。
無
意

識
的
に
も
。

私 ⑭

の
旧
き
階
級
的
生
れ
、
及
び
境
遇
、
性
格
は
す
で
に
運
命
で
あ
る
。
私
の

こ
の
運
命
の
地
点
か
ら
、
す
で
に
傾
け
る
階
級
の
十
重
二
十
重
の
形
式
過
重

性
を
身
に
感
じ
、
そ
れ
は
「
詩
」
な
る
叫
び
を
あ
げ
ず
に
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。

も
し
も
こ
の
咏
嘆
的
態
度
を
、
詩
へ
の
、
も
は
や
過
去
に
属
す
る
面
し
方
だ

と
嗤
ふ
人
が
あ
ら
う
と
も
、
又
社
会
性
な
き
自
慰
で
あ
る
と
黙
殺
す
る
人
が

あ
ら
う
と
も
、
こ
れ
は
私
に
と
つ
て
の
必
然
で
あ
つ
た
。
唯
物
的
に
説
明
す

る
こ
と
も
ご
く
容
易
い
程
の
宿
命
的
事
実
で
は
あ
つ
た
。

た ⑮

ゞ
私
は
詩
を
と
ほ
し
て
成
長
す
る
。
多
く
の
も
の
を
ふ
み
く
だ
い
て
ゆ
き

た
い
。
こ
ん
な
宿
命
を
も
つ
こ
と
は
、
別
に
客
観
的
な
事
実
と
し
て
の
一
つ

の
条
件
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
要
は
い
か
に
明
日
へ
の
た
め
に
こ
れ
を
役

立
て
る
か
に
あ
る
。

か
う
し
て
一
冊
と
し
て
投
げ
出
し
た
か
ら
に
は
別
に
卑
下
し
や
う
と
は
考
へ

て
ゐ
な
い
。

け
れ
ど
も
こ
れ
ら
も
は
や
過
去
に
属
す
る
自
分
に
対
し
て
、
一
応
の
き
び
し

い
批
判
は
も
つ
て
ゐ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
卒
業
記
念
と
し
て
の
詩
た
ち
を
世
に
出
す
の
は
、
し
か
し
、
愛
し
て

ゐ
る
か
ら
だ
。

私
の
幼
い
六
ヶ
年
の
日
も
月
も
、
思
ひ
出
も
こ
も
つ
て
ゐ
る
。
こ ⑯

れ
は
私
の

生
命
の
か
け
ら
自
身
で
あ
る
。

芸 ⑰

術
は
鬣
の
や
う
な
も
の

彼
自
身
の
奔
る
時
に
こ
そ
美
し
い
旗
じ
る
し
の
如
く
あ
る
。
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こ
れ
は
別
に
奔
る
道
具
で
は
な
い
の
だ
が
。

私
は
そ
の
や
う
に
芸
術
し
た
い
と
思
ふ
。

我
が
髪
よ
、
な
び
け
。

ま
ず
傍
線
⑬
に
あ
る
よ
う
に
「
私
の
詩
は
自
由
へ
の
あ
こ
が
れ
と
共
に
成
長
し

た
」
と
、
永
瀬
清
子
も
こ
れ
ら
の
詩
も
「
自
由
へ
の
あ
こ
が
れ
」
の
気
持
ち
が
成

長
の
原
動
力
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

続
く
傍
線
⑭
で
は
、
永
瀬
清
子
が
詩
を
書
く
理
由
を
自
身
の
「
運
命
」
に
あ
る

と
考
え
、
詩
を
書
く
こ
と
が
永
瀬
清
子
に
と
っ
て
必
然
的
な
行
為
で
あ
る
と
自
覚

し
て
い
る
。
そ
の
「
運
命
」
と
は
「
旧
き
階
級
的
生
れ
、
及
び
境
遇
、
性
格
」
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
境
遇
で
あ
っ
て
も
相
応
の
困
難
が
あ
り
、
自
分
で
選
ぶ
こ
と

の
で
き
な
い
こ
と
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
自
ら
の
「
運
命
」
を
養
分
と
し
「
自
由

へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
育
み
詩
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
「
運
命
」
は
「
す
で
に
傾
け
る
階
級
の
十
重
二
十
重
の
形
式
過
重

性
を
身
に
感
じ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
恵
ま
れ
た
環
境
で
育
ち
は
し
た
が
一
方
で
生

き
方
を
束
縛
す
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
地
主
の
娘
に
生
ま
れ
、
弟
の

死
に
よ
り
家
督
相
続
人
に
な
っ
た
ゆ
え
に
望
ま
ぬ
結
婚
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
永
瀬
清
子
は
、「
運
命
」
の
ま
ま
に
あ
る
こ
と
が
自
身
に
と
っ
て
の
本
質
的
な

か
た
ち
で
は
な
い
と
考
え
た
た
め
に
「
自
由
へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
抱
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
傍
線
⑮
で
自
身
の
詩
作
の
態
度
に
つ
い
て
「
詩
を
と
ほ
し
て
成

長
す
る
」
と
、
自
分
の
「
宿
命
」
に
対
し
て
詩
を
書
く
こ
と
で
自
分
の
か
た
ち
を

作
ろ
う
と
し
、
か
つ
自
由
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
よ
り
ど
こ
か
自
分
に
と
っ
て
良
い
場
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で

は
な
く
、
自
分
が
こ
の
よ
う
な
「
運
命
」
を
も
ち
存
在
し
て
い
る
意
味
を
見
出
し

「
明
日
へ
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
祈
り
が

表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
永
瀬
清
子
に
と
っ
て
詩
を
書
く
こ
と
は
必
然
で
あ
り
、
自
身
の
成

長
と
分
か
ち
が
た
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
結
果
、
永
瀬
清
子
が
「
宿
命
」
を

受
け
入
れ
、
そ
れ
自
体
を
自
身
の
生
き
方
に
役
立
て
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
に
よ

り
、
傍
線
⑯
の
よ
う
に
「
こ
れ
は
私
の
生
命
の
か
け
ら
自
身
で
あ
る
」
と
自
身
の

一
部
と
捉
え
、
詩
と
自
身
と
が
分
か
ち
が
た
い
関
係
に
あ
り
、
詩
を
生
命
の
表
現

と
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
傍
線
⑰
で
「
芸
術
は
鬣
の
よ
う
な
も
の
／
彼
自
身
の
奔
る
時
に
こ
そ
美

し
い
旗
じ
る
し
の
如
く
あ
る
」
と
、「
芸
術
」
自
体
が
生
命
を
も
ち
動
く
よ
う
な
表

現
が
で
き
た
な
ら
「
美
し
い
旗
じ
る
し
」
の
よ
う
に
感
情
が
直
ち
に
反
映
し
た
詩

に
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
詩
「
土
の
表
現
」
の
傍
線
③
の

「
希
望
の
旗
じ
る
し
」
や
傍
線
⑤
の
「
土
の
原
始
的
な
感
情
の
た
て
が
み
」
に
通
じ

る
表
現
と
い
え
、
永
瀬
清
子
の
詩
作
の
態
度
を
反
映
し
た
表
現
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
永
瀬
清
子
は
「
自
由
へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
き
っ
か
け
に
詩
作
を
始
め
て

お
り
、
そ
の
「
自
由
」
と
は
自
分
自
身
の
「
宿
命
」
を
養
分
と
し
て
、
生
命
の
か

た
ち
を
作
り
な
が
ら
成
長
し
よ
う
と
す
る
心
の
成
長
で
あ
る
と
考
え
、
ブ
レ
イ
ク

の
よ
う
に
悲
し
み
で
さ
え
も
歓
喜
に
変
え
ら
れ
る
よ
う
な
詩
を
理
想
と
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
永
瀬
清
子
の
詩
に
お
い
て
「
悲
し
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み
」
や
「
悲
し
い
」「
悲
し
む
」
と
い
っ
た
表
現
が
重
要
な
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
と
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う

（
注
26
）

。

た
だ
し
、
そ
の
理
想
に
到
達
し
た
い
と
い
う
祈
り
は
〈
梯
子
〉
に
象
徴
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
ブ
レ
イ
ク
の
よ
う
に
天
上
の
神
と
往
来
す
る
よ
う
に
詩
作
が
で
き

な
い
た
め
に
、
永
瀬
清
子
の
上
下
の
方
向
意
識
は
上
を
目
指
す
一
方
通
行
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
形
式
と
内
容
の
一
致
し
た
表
現
を
目
指
し
樹
木
の
詩

を
書
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
永
瀬
清
子
は
詩
を
書
き
始
め
た
頃
を
回
想
し
た
後
年
の
随
筆
で
「
美
し
い

言
葉
の
絶
頂
は
、
う
る
わ
し
い
人
間
の
こ
こ
ろ
の
絶
頂
と
重
な
る
と
の
み
信
じ
、

そ
の
た
め
に
あ
て
も
な
く
詩
を
も
と
め
て
い
た
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る

（
注
27
）

。
す

な
わ
ち
、
詩
を
書
く
こ
と
に
よ
り
「
う
る
わ
し
い
人
間
の
こ
こ
ろ
の
絶
頂
」
に
到

達
で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
永
瀬
清
子
の
詩
作
に
は
、
重
層
的
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
を
刊
行
す
る
ま
で
の
永
瀬

清
子
の
詩
作
の
特
徴
は
【
図
四
】
の
よ
う
に
図
示
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
永
瀬
清
子
の
詩
作
は
、
天
に
向
か
っ
て
の
び
る
「
植
物
」
に
土
の
精
神

を
反
映
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
永
瀬
清
子
も
「
美
し
い
言
葉
の
絶
頂
」
や
「
う
る

わ
し
い
心
の
絶
頂
」
や
心
の
自
由
を
求
め
て
、「
運
命
」
を
養
分
と
し
歓
喜
の
感
情

で
詩
作
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
詩
作
に
み
ら
れ
る
上
下
の
方

向
意
識
は
〈
梯
子
〉
に
象
徴
さ
れ
、
詩
「
土
の
表
現
」
に
お
い
て
天
地
を
結
ぶ
役

割
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
永
瀬
清
子
の
詩
に
は
、
自
分
の
「
運
命
」

の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
意
味
を
見
出
し
「
明
日
へ
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
」
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
、
自
身
の
生
き
方
に
寄
り
添
う
祈
り
が
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
永
瀬
清
子
は
ブ
レ
イ
ク
が
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
心
よ
り
悲
し

み
で
さ
え
も
歓
喜
に
変
え
て
詩
作
を
し
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
自
身
の
詩
作
に
お

け
る
先
行
例
で
あ
り
理
想
型
で
あ
る
と
捉
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
永
瀬
清
子
の
詩
作
は
、
永
瀬
清
子
自
身
の
生
き
方
の
問
題
が
キ
リ
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【図四】

土の表現
64444444444448

「わが鮮らしいおどろき」＝芸術

天

天に向かって伸びる「植物」

土の精神
＝太陽への信仰、成長欲、
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ス
ト
教
的
要
素
を
も
つ
〈
梯
子
〉
や
「
植
物
」
に
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は

上
下
の
方
向
意
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
〈
梯
子
〉
の
用
例
か
ら

う
か
が
え
る
よ
う
に
、
永
瀬
清
子
の
視
点
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
永
瀬
清

子
の
詩
想
の
内
容
や
変
化
を
知
る
う
え
で
興
味
深
い
。
さ
ら
に
は
永
瀬
清
子
の
樹

木
の
詩
と
の
か
か
わ
り
も
見
逃
せ
な
い
。

そ
し
て
、
永
瀬
清
子
の
幼
少
期
の
体
験
が
成
人
し
た
後
も
問
題
意
識
と
し
て
残

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
幼
少
期
に
ふ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
と
植
物
へ
の
関

心
は
、
詩
作
に
深
く
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
こ
う
し
た
詩
想

を
育
ん
だ
一
因
と
し
て
幼
少
期
の
体
験
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
本
稿
で
は
永
瀬
清
子
の
詩
作
と
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
の
中
で
も
聖
書
と

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
指
摘
に
と
ど
ま
る
が
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
細
か
な
検
討
を
し
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

注
１
　
『
月
刊
子
ど
も
の
季
節
』
一
九
七
九
年
七
月
　
ブ
ラ
ザ
ー
・
ジ
ョ
ル
ダ
ン

社
　
一
頁

２
　
『
永
瀬
清
子
』
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
　
五
柳
書
院
　
一
四
二
頁

３
　
拙
稿
「
永
瀬
清
子
の
〈
樹
木
〉
を
め
ぐ
る
詩
想
」『
清
心
語
文
』
第
六
号

二
〇
〇
四
年
八
月

４
　
一
九
三
〇
年
一
一
月
　
歌
人
房
　
八
二
〜
八
三
頁

５
　
永
瀬
清
子
「
宮
沢
賢
治
の
韻
律
」『
宮
沢
賢
治
研
究
』
第
一
号
　
一
九
三
五

年
四
月
　
一
九
八
頁

６
　
注
３
に
同
じ
　
六
〇
頁

７
　
本
稿
が
対
象
と
す
る
詩
の
数
と
用
例
数
は
次
の
基
準
に
よ
る
。

①
　
数
編
の
詩
を
組
み
題
名
を
付
け
た
組
み
詩
は
、
組
ま
れ
た
詩
一
編
ず

つ
を
詩
の
数
と
し
た
。

②
　
詩
集
の
中
に
は
、
永
瀬
清
子
が
詩
と
散
文
の
間
と
考
え
「
短
章
」
と

呼
ぶ
独
自
の
形
式
が
含
ま
れ
た
詩
集
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
詩
集
に
採

録
と
い
う
観
点
か
ら
詩
の
数
に
含
め
た
。

③
　
題
名
も
用
例
に
含
め
た
。

④
　
複
数
の
詩
集
に
再
録
さ
れ
て
い
る
詩
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
の
初

出
詩
集
か
ら
用
例
を
採
っ
た
。
そ
の
た
め
詩
の
数
は
、
実
際
の
詩
集
の

所
収
数
の
合
計
と
は
異
な
り
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
詩
は
五
二
一
編
で

あ
る
。

８
　
「
編
集
後
記
」『
黄
薔
薇
』
第
七
号
　
一
九
五
三
年
八
月
　
三
〇
頁

９
　
熊
山
町
編
『
詩
人
永
瀬
清
子
の
生
涯
』
一
九
九
八
年
三
月
　
熊
山
町
　
一

三
頁

10

『
公
認
汽
車
汽
船
旅
行
案
内
』
第
三
八
七
号
（
一
九
二
七
年
一
月
／
三
宅

俊
彦
編
『
復
刻
版
明
治
大
正
戦
前
時
刻
表
』
一
九
九
八
年
九
月
　
新
人
物
往

来
社
）
と
『
公
認
汽
車
汽
船
旅
行
案
内
』
第
四
一
五
号
（
一
九
二
九
年
五

月
／
三
宅
俊
彦
編
『
復
刻
版
昭
和
戦
前
時
刻
表
』
一
九
九
九
年
三
月
　
新
人

物
往
来
社
）
を
参
照
す
る
と
、
両
書
と
も
東
海
道
本
線
の
料
金
に
つ
い
て
は

二
八
頁
、
時
刻
表
に
つ
い
て
は
急
行
列
車
が
四
二
〜
四
三
頁
、
普
通
列
車
が

五
二
〜
五
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
両
書
よ
り
一
九
二
七
年
一
月
と
一
九

二
九
年
五
月
で
は
料
金
も
時
刻
表
も
改
正
が
な
い
こ
と
か
ら
、
永
瀬
清
子
が
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利
用
し
た
一
九
二
七
年
一
二
月
も
同
様
の
時
間
と
料
金
で
あ
ろ
う
。

11

「
上
京
の
こ
ろ
」『
す
ぎ
去
れ
ば
す
べ
て
な
つ
か
し
い
日
々
』
一
九
九
〇
年

六
月
　
福
武
書
店
　
八
五
頁

12

「
渦
巻
の
川
―
わ
が
詩
作
の
五
十
年
―
」『
世
界
』
第
三
八
二
号
　
一
九
七

七
年
九
月
　
岩
波
書
店
　
三
三
六
頁
／
「
上
京
の
こ
ろ
」『
す
ぎ
去
れ
ば
す
べ

て
な
つ
か
し
い
日
々
』
一
九
九
〇
年
六
月
　
福
武
書
店
　
八
五
〜
八
六
頁

13

『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』
一
九
五
八
年
一
二
月
　
み
す
ず
書
房
　
一
七
頁

14

国
立
西
洋
美
術
館
編
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
ブ
レ
イ
ク
展
（
第
２
版
）』
一
九
九
〇

年
　
一
六
五
頁

15

山
宮
允
の
『
ブ
レ
イ
ク
論
稿
』（
一
九
二
九
年
一
〇
月
　
三
省
堂
）
に
お
い

て
こ
の
水
彩
画
は
、
創
世
記
第
二
八
章
一
二
節
と
い
う
題
材
に
注
目
し
た

「
ヤ
コ
ブ
の
夢
」
と
、
ブ
レ
イ
ク
の
構
想
の
独
自
性
に
注
目
し
た
「
ヤ
コ
ブ
の

梯
子
」
の
二
つ
の
題
名
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
二
つ
の
題

名
で
流
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
本
稿
で
は
注
12
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、

永
瀬
清
子
が
『
百
年
忌
紀
念
ブ
レ
イ
ク
作
品
文
献
展
覧
会
出
品
目
録
』
を
購

入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
題
名
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」

で
統
一
し
た
。

16

柳
宗
悦
　
山
宮
允
　
寿
岳
文
章
『
百
年
忌
紀
念
ブ
レ
イ
ク
作
品
文
献
展
覧

会
出
品
目
録
』
一
九
二
七
年
一
二
月
　
ぐ
ろ
り
あ
そ
さ
え
て
　
三
六
頁

17

「
創
世
記
」
第
二
八
章
一
二
節
『
旧
新
約
聖
書
』
文
語
訳
　
二
〇
〇
一
年

日
本
聖
書
協
会
　
三
六
頁

18

「
本
当
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
」『
光
っ
て
い
る
窓
』
一
九
八
四
年
六
月
　
編

集
工
房
ノ
ア
　
五
六
〜
五
七
頁

19

『
柳
宗
悦
全
集
』
第
四
巻
　
一
九
八
一
年
六
月
　
筑
摩
書
房
　
五
九
頁

20

注
19
に
同
じ
　
六
二
頁

21

注
19
に
同
じ
　
三
二
頁

22

こ
の
螺
旋
の
イ
メ
ー
ジ
は
詩
「
土
の
表
現
」
を
書
い
た
一
四
年
後
に
具
体

的
に
な
り
、
同
じ
く
「
梯
子
」
の
語
が
あ
る
詩
「
大
い
な
る
樹
木
」（「
蝋
人

形
」
第
一
三
巻
第
一
〇
号
　
一
九
四
二
年
一
〇
月
／
『
大
い
な
る
樹
木
』）
に

継
承
さ
れ
、
ブ
レ
イ
ク
の
水
彩
画
「
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
」
の
螺
旋
の
形
か
ら
円

錐
形
の
「
樹
木
」
に
象
徴
す
る
こ
と
で
天
上
へ
の
信
仰
の
思
い
を
伴
っ
た
上

下
方
向
へ
の
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

23

注
４
に
同
じ
「
詩
集
例
言
」
四
頁

24

初
出
と
詩
集
掲
載
の
年
月
の
違
う
理
由
と
し
て
、
作
品
完
成
年
月
と
掲
載

年
月
の
違
い
が
ま
ず
想
定
で
き
よ
う
。

25

注
４
に
同
じ
「
自
序
」
一
〜
二
頁

26

注
３
に
同
じ
　
五
八
頁

27

「
宮
沢
賢
治
の
ほ
と
り
で
―
わ
が
五
十
年
の
歩
み
」『
宮
沢
賢
治
』
第
四
号

一
九
八
四
年
五
月
　
一
九
二
頁

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
五
日
に
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
で

開
催
さ
れ
た
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
中
国
支
部
総
会
に
お
け
る
発
表
に
基
づ
い

て
い
ま
す
。
当
日
い
た
だ
い
た
数
々
の
貴
重
な
御
教
示
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
し
ら
ね
　
な
お
こ
／
赤
磐
市
学
芸
員
）
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