
は
じ
め
に

永
瀬
清
子
は
一
九
二
三
年
に
詩
人
に
な
る
こ
と
を
決
め
て
か
ら
、
亡
く
な
る
一

九
九
五
年
ま
で
の
約
七
〇
年
に
わ
た
っ
て
詩
作
を
続
け
た
。
そ
し
て
宮
沢
賢
治
の

詩
集
『
春
と
修
羅
』（
一
九
二
四
年
四
月
　
関
根
書
店
）
を
手
に
し
て
以
来
、
終
生

宮
沢
賢
治
の
人
と
作
品
を
思
慕
し
「
実
際
の
生
活
に
於
い
て
彼
に
近
づ
く
事
」
を

目
標
と
し
て
お
り
（
注
１
）
、
そ
の
こ
と
が
自
身
の
詩
作
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ

と
を
自
認
し
て
い
る
。
ま
た
永
瀬
清
子
は
宮
沢
賢
治
受
容
史
に
お
い
て
も
重
要
な

存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
永
瀬
清
子
は
、
第
一
に
宮
沢
賢
治
の
生
前

に
作
品
を
評
価
し
た
数
少
な
い
一
人
で
あ
り
、
第
二
に
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」

発
見
の
証
言
者
で
あ
り
、
第
三
に
宮
沢
賢
治
の
詩
の
古
代
性
と
音
楽
性
を
初
期
に

指
摘
し
た
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
永
瀬
清
子
の
詩
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は
、
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま

で
〈
樹
木
〉
の
詩
を
書
い
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
詩
の
数
が
少
な
く
な
い

こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
さ
ら
に
永
瀬
清
子
は
〈
樹
木
〉
に
対
し
「
両
手
に

か
ゝ
え
切
れ
ぬ
そ
の
幹
の
も
と
に
立
寄
る
と
私
の
中
の
植
物
的
な
も
の
が
し
き
り

に
共
感
を
つ
た
へ
合
ふ
や
う
に
思
へ
る
」
と
（
注
２
）
、
自
分
自
身
と
〈
樹
木
〉
を
近

く
親
し
い
存
在
と
捉
え
て
い
る
た
め
に
、
自
身
を
〈
樹
木
〉
に
譬
え
る
こ
と
は
珍

し
く
な
い
（
注
３
）
。
た
だ
し
、
な
ぜ
永
瀬
清
子
が
〈
樹
木
〉
の
詩
を
書
い
た
の
か
、
そ

の
〈
樹
木
〉
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
研
究
は
少
な
い
（
注
４
）
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
永
瀬
清
子
の
〈
樹
木
〉
の
詩
の
中
で
も
、「
賢
治
さ
ん
に
む

か
つ
て
の
詩
を
私
は
時
々
書
き
ま
し
た
」
と
随
筆
「
私
の
詩
」（『
農
民
芸
術
』
第

六
集
　
一
九
四
八
年
三
月
）
で
自
身
が
言
明
し
て
い
る
詩
「
梢
」「
無
色
ノ
人
」

「
日
々
」
の
三
編
の
う
ち
の
一
編
で
あ
る
、
詩
「
梢
」（『
諸
国
の
天
女
』
一
九
四
〇

年
八
月
　
河
出
書
房
）
を
分
析
し
、
永
瀬
清
子
の
詩
と
宮
沢
賢
治
と
の
関
連
を
、

〈
樹
木
〉
を
鍵
語
と
し
て
探
り
た
い
。

一
　
詩
「
梢
」

ま
ず
、
詩
「
梢
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
永
瀬
清
子
が
〈
樹
木
〉
を
ど
の
よ
う
に
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描
い
て
い
る
か
を
探
り
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
永
瀬
清
子
の
心
情
と
の
関
わ
り

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
ず
詩
「
梢
」
を
全
文
引
用
す
る
（
注
５
）
。

梢

私①

は
ほ
ん
と
に
わ
づ
か
な
も
の
を
求
め
て
ゐ
ま
す

私
に
は
ほ
ん
の
少
し
の
も
の
で
い
ゝ
の
で
す

で
も
こ②

ん
な
に
悲
し
み
に
命
中
し
て
ゐ
る
時
に
、

何
と
書
い
た
ら
い
ゝ
の
で
せ
う
。

こ
と
に
私
の
愛
し
て
ゐ
る
僅
か
の
も
の
に
つ
い
て
は
。

人
々
は
そ
ん
な
小
さ
い
こ
と
を
き
い
て

雀
の
た
べ
も
の
を
き
い
た
や
う
に

た
ゞ
笑
つ
て
し
ま
ふ
で
せ
う

だ
か
ら
私③

は
こ
ん
な
に
美
し
い
樹
木
を
み
て
ゐ
る
方
が
よ
い
の
で
す

あ④

れ
の
中
に
は
私
の
ほ
し
い
い
ろ
　
　
な
言
葉
が
入
つ
て
ゐ
る
の
で
す

今
日
の
風
の
中
に
あ
ん
な
に
倒
れ
ん
ば
か
り
に
よ
ぢ
れ
ど
よ
め
き

ま
る
で
海⑤

緑
色
の
雪
崩
の
や
う
で
す

私
の
心
は
ま
る
で
一
羽
の
弱
い
蝶
の
や
う
に

そ
の
中
へ
た
え

に
駆
け
入
つ
て

ぴ⑥

つ
た
り
一
本
の
幹
に
押
し
つ
い
て
し
ま
ふ

幹
と
共
に
ゆ
れ
な
が
ら

私
は
茫
然
と
心
を
木
に
あ
づ
け
て
ゐ
る
と

緑⑦

の
中
か
ら
瓢
々
と
降
り
て
く
る
人
が
あ
り

か⑧

の
人
は
私
の
肩
を
た
ゝ
い
て

「
こ⑨

ゝ
ろ
の
め
く
ら
、
こ
ゝ
ろ
の
め
く
ら
」
と

わ
ら
つ
て
云
ふ
の
で
す
。

（
傍
線
筆
者
・
以
下
同
）

こ
こ
で
詩
「
梢
」
の
発
表
時
期
を
確
認
し
て
お
く
。
詩
「
梢
」
は
、
同
人
誌

『
五
人
』
第
八
集
（
一
九
三
二
年
七
月
）
が
初
出
で
あ
る
。
続
い
て
随
筆
「
宮
沢
氏

に
つ
い
て
ま
た
」（『
麺
麭
』
第
三
巻
第
八
号
　
一
九
三
四
年
九
月
）
の
中
に
は
、

初
出
形
の
詩
「
梢
」
を
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
随
筆
「
宮
沢
氏
に
つ
い
て

ま
た
」
の
随
筆
の
内
容
を
一
部
削
除
の
う
え
同
じ
題
名
で
『
岩
手
日
報
』（
一
九
三

四
年
九
月
二
一
日
）
に
転
載
し
、
そ
の
後
に
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
に
再
録
し
て

い
る
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
同
人
誌
『
五
人
』
に
発
表
し
た
詩
「
梢
」
に
は

「
宮
沢
賢
治
さ
ん
が
緑
の
中
か
ら
漂
々
と
降
り
て
来
て
」
の
詩
句
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
永
瀬
清
子
が
宮
沢
賢
治
の
詩
集
『
春
と
修
羅
』
を
読
ん
だ
時
期
に
つ
い
て
具

体
的
な
記
述
を
し
て
い
る
の
は
、「
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」（『
四
次

元
』
第
二
巻
第
九
号
　
一
九
五
〇
年
一
〇
月
）
に
「
多
分
昭
和
七
年
ご
ろ
の
こ
と
」

（
注
６
）

と
あ
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
昭
和
七
年
」
と
書
い
て
い
る
の
は

こ
れ
の
み
で
あ
り
、
か
つ
永
瀬
清
子
自
身
が
、
こ
の
次
に
詩
集
『
春
と
修
羅
』
を

読
ん
だ
時
期
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
を
し
て
い
る
随
筆
「
宮
沢
さ
ん
と
私
」

（『
四
次
元
』
第
七
巻
第
四
号
　
一
九
五
五
年
四
月
）
以
降
は
「
昭
和
八
年
」
と
書
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い
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
は
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
と
さ
れ
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
永
瀬
清
子
が
、
こ
の
「
宮
沢
賢
治
さ
ん
が
緑
の
中
か
ら
漂
々
と
降
り
て
来

て
」
の
詩
句
が
あ
る
詩
「
梢
」
を
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
七
月
に
発
表
し
て

い
る
こ
と
か
ら
「
昭
和
八
年
」
は
誤
り
で
あ
り
、
詩
集
『
春
と
修
羅
』
を
読
ん
だ

時
期
は
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
七
月
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
詩
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
永
瀬
清
子
は
か
ね
て
か
ら
詩
を
書

く
と
き
に
、「
一
番
肝
心
な
と
こ
ろ
か
ら
第
一
行
を
は
じ
め
て
ほ
し
い
」
と
第
一
行

目
を
重
視
し
て
い
る
（
注
７
）
。
し
た
が
っ
て
傍
線
①
に
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
の
求
め

る
も
の
が
「
ほ
ん
と
に
わ
づ
か
な
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
さ
ら
に
次
行
で
も
求
め
る
も
の
が
「
少
し
の
も
の
」
と
繰
り
返
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
私
」
の
望
み
は
わ
ず
か
な
も
の
で
は
あ
る
が
強
い
こ
と
が
う
か
が
え

る
。傍

線
②
か
ら
は
、「
悲
し
み
に
命
中
し
て
ゐ
る
時
」
に
「
私
」
の
本
当
の
心
、
す

な
わ
ち
本
質
を
言
い
尽
く
せ
な
い
で
い
る
と
ま
ど
い
が
見
い
出
せ
る
。
つ
ま
り
傍

線
①
に
あ
る
「
私
」
の
求
め
る
も
の
と
は
、
本
質
を
表
現
で
き
る
こ
と
と
い
え
よ

う
。
こ
の
傍
線
②
を
、
思
潮
社
版
『
永
瀬
清
子
詩
集
』（
一
九
七
九
年
六
月
）
で
は

「
何
と
言
葉
に
し
た
ら
い
い
の
で
せ
う
」
に
変
更
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
質
を

言
語
化
で
き
な
い
で
苦
悩
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
「
私
」
が
求
め

る
も
の
は
「
私
」
の
本
当
の
心
を
表
現
で
き
る
わ
ず
か
な
言
葉
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
と
い
う
思
い
が
発
せ
ら

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
え
、「
私
」
の
「
悲
し
み
」
を
言
語
化
で
き
な
い

こ
と
で
、「
私
」
の
「
悲
し
み
」
を
よ
り
強
く
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
永
瀬
清
子
が
詩
を
書
き
始
め
た
理
由
を
、「
誰
か
に
自
分
の
本
当
の
心
の
内
を
知

っ
て
貰
い
た
い
と
い
う
願
い
」（
注
８
）

と
考
え
た
こ
と
に
も
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
「
悲
し
み
」
と
「
言
葉
」
の
語
は
永
瀬
清
子
の
詩
に
と
っ
て
大
変

重
要
な
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
用
例
を
本
稿
が
対

象
と
す
る
詩
五
二
一
編
の
中
か
ら
み
て
み
た
い
（
注
９
）
。
す
る
と
「
悲
し
み
」
の
用

例
は
三
〇
編
で
三
五
例
あ
り
、「
か
な
し
み
」
は
九
編
で
一
三
例
あ
る
。
そ
こ
で
永

瀬
清
子
が
「
悲
し
み
」
や
「
悲
し
い
」「
悲
し
む
」
と
い
っ
た
表
現
を
す
る
場
合
を

分
析
す
る
と
、
自
分
の
心
を
正
確
に
表
現
で
き
な
い
悲
し
み
、
人
間
関
係
の
難
し

さ
に
対
す
る
悲
し
み
、
肉
親
や
夫
な
ど
家
族
に
対
す
る
悲
し
み
、
老
い
へ
向
か
う

悲
し
み
、
女
性
が
生
き
が
た
い
社
会
に
生
き
る
悲
し
み
を
表
現
す
る
傾
向
が
あ
る
。

次
に
、「
言
葉
」
の
用
例
は
五
一
編
で
六
五
例
あ
り
、
そ
れ
ら
は
主
に
二
つ
の
傾

向
、
す
な
わ
ち
、
単
に
言
語
表
現
を
指
す
傾
向
と
気
持
ち
を
正
確
に
表
せ
る
表
現

を
指
す
傾
向
と
が
あ
る
。
そ
し
て
永
瀬
清
子
は
後
者
の
気
持
ち
を
正
確
に
表
せ
る

表
現
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
表
現
で
き
な
い
と
き
に
「
悲
し
み
」
を
抱

い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
傍
線
②
の
「
悲
し
み
」
は
前
掲
の
「
悲
し
み
」
と
表
現

す
る
傾
向
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
「
悲
し
み
」
と
、
そ
の
こ
と
を
正
確
に

表
現
で
き
な
い
「
悲
し
み
」
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

傍
線
③
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」
で
あ
る
か
ら
自
分
の
本
当
の
心
を
表
現
し

よ
う
と
苦
心
す
る
よ
り
も
、「
美
し
い
樹
木
」
を
み
る
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
て
い

る
。
こ
こ
で
悲
し
ん
で
い
る
「
私
」
の
気
持
ち
を
転
換
さ
せ
る
た
め
に
「
美
し
い

樹
木
」
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
「
美
し
い
樹
木
」
に
は
傍
線
④
に
あ
る
よ
う
に
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「
私
」
に
と
っ
て
「
ほ
し
い
い
ろ

な
言
葉
が
入
つ
て
ゐ
る
」
た
め
に
、
こ
こ
で

「
私
」
と
「
美
し
い
樹
木
」
は
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
私
」
の
心
を
表

現
で
き
る
わ
ず
か
な
言
葉
を
求
め
る
「
私
」
と
「
ほ
し
い
い
ろ

な
言
葉
」
を

内
包
す
る
「
美
し
い
樹
木
」
と
の
対
比
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
に
「
私
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
「
美
し
い
樹
木
」
が
、
強
い
風
に
吹

か
れ
て
激
し
く
揺
す
ぶ
ら
れ
て
い
る
様
子
は
「
美
し
い
樹
木
」
の
「
悲
し
み
」
を

表
現
し
て
お
り
、「
私
」
に
は
傍
線
⑤
に
あ
る
よ
う
に
「
海
緑
色
の
雪
崩
」
に
見
え

て
い
る
。
こ
の
「
海
緑
色
の
雪
崩
」
と
は
、「
ほ
し
い
い
ろ

な
言
葉
」
を
内
包

す
る
「
美
し
い
樹
木
」
か
ら
溢
れ
出
る
言
葉
の
様
子
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
言
葉
は
「
幹
」
の
中
に
あ
り
「
海
緑
色
の
雪
崩
」

に
見
え
る
「
葉
」
に
な
っ
て
現
れ
た
と
い
え
よ
う
。
す
る
と
「
美
し
い
樹
木
」
は

単
に
「
美
し
い
」
の
み
な
ら
ず
、「
悲
し
み
に
命
中
」
し
て
も
、
そ
の
「
悲
し
み
」

さ
え
も
豊
富
な
「
美
し
い
」
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
「
私
の
心
」
は
、
傍
線
⑥
の
よ
う
に
幹
と
一

体
化
し
「
幹
と
共
に
ゆ
れ
」
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
私
」
に
は
「
悲
し
み
」

を
表
現
で
き
る
「
い
ろ

な
言
葉
」
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
期
待
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
こ
ろ
が
「
私
」
の
「
美
し
い
樹
木
」
に
対
す
る
期
待
は
外
れ
て
い
く
。
傍
線

⑦
は
、
初
出
と
随
筆
「
宮
沢
氏
に
つ
い
て
ま
た
」
で
は
、「
宮
沢
賢
治
さ
ん
が
緑
の

中
か
ら
漂
々
と
降
り
て
き
て
」
と
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
ほ
し
い
い
ろ

な
言
葉
」
を
も
つ
〈
樹
木
〉
と
「
宮
沢
賢
治
さ
ん
」
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
降
り
て

き
て
お
り
、〈
樹
木
〉
も
「
宮
沢
賢
治
さ
ん
」
も
永
瀬
清
子
が
願
う
本
質
を
表
現
で

き
る
存
在
の
象
徴
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
傍
線
⑧
の
「
か
の

人
」
と
は
、
当
初
は
宮
沢
賢
治
を
想
定
し
て
い
た
が
、
傍
線
⑦
の
よ
う
に
「
緑
の

中
か
ら
瓢
々
と
降
り
て
く
る
人
」
に
変
更
し
た
こ
と
で
、
宮
沢
賢
治
の
み
な
ら
ず

本
質
を
表
現
で
き
る
存
在
全
て
を
「
か
の
人
」
と
呼
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
「
か
の
人
」
の
姿
に
照
ら
し
た
「
私
」
の
姿
と
し
て
、
傍
線
⑨
の
詩
句

「
こ
ゝ
ろ
の
め
く
ら
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
か
の
人
」
が
「
私
」
を
「
こ
ゝ
ろ
の
め

く
ら
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
と
い
う
小
さ
く
弱
い
も
の
が
〈
樹
木
〉
と

い
う
大
き
な
も
の
に
あ
こ
が
れ
て
い
な
が
ら
も
、
自
分
自
身
の
価
値
を
顧
み
て
い

な
い
こ
と
や
、
物
事
の
本
質
を
み
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
を
表
現

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
あ
る
か
ら
、
永
瀬
清
子
は
「
私
」

と
「
か
の
人
」
と
の
違
い
を
、
本
質
を
表
現
で
き
る
存
在
と
で
き
な
い
存
在
の
違

い
と
し
て
、「
私
」
を
「
梢
」
の
題
名
で
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

（
注
10
）
。こ

の
よ
う
に
永
瀬
清
子
は
、
詩
「
梢
」
で
〈
樹
木
〉
と
言
語
表
現
と
を
等
し
く

捉
え
、
本
質
的
な
表
現
が
で
き
な
い
「
私
」
と
本
質
的
な
表
現
が
で
き
る
〈
樹
木
〉

を
対
比
し
て
い
る
。
し
か
も
、〈
樹
木
〉
の
中
で
も
「
幹
」
に
「
ほ
し
い
い
ろ

な
言
葉
が
入
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
か
ら
「
梢
」
と
「
幹
」
の
対
比
で
も
あ
ろ
う
。
こ

こ
に
は
思
う
よ
う
に
詩
作
が
で
き
ず
に
悩
む
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
永
瀬
清
子
の

心
情
が
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
永
瀬
清
子
に
と
っ
て

〈
樹
木
〉
の
よ
う
に
本
質
的
な
表
現
が
で
き
る
存
在
が
、
宮
沢
賢
治
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
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二
　
永
瀬
清
子
と
〈
樹
木
〉

で
は
、
永
瀬
清
子
は
詩
「
梢
」
を
書
い
た
頃
、〈
樹
木
〉
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
、
詩
「
梢
」
以
外
に
は
ど
の
よ
う
な
〈
樹
木
〉
の
詩
を
書
い
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
永
瀬
清
子
の
随
筆
「
私
の
詩
」
に
は
、
こ
の
詩
「
梢
」
と
詩
「
無
色

ノ
人
」
を
宮
沢
賢
治
に
む
け
て
書
い
た
状
況
に
つ
い
て
「
高
円
寺
に
住
ん
で
ゐ
た

頃
の
も
の
で
は
つ
き
り
記
憶
し
ま
せ
ん
が
昭
和
十
年
か
十
一
年
頃
の
も
の
で
せ
う
。

私
の
家
は
欅
の
木
立
に
か
こ
ま
れ
て
ゐ
ま
し
た
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
（
注
11
）
。

永
瀬
清
子
は
一
九
三
一
年
四
月
か
ら
「
東
京
市
杉
並
区
高
円
寺
一
ノ
十
五
」
に

住
ん
で
お
り
（
注
12
）
、「
消
息
」（『
輝
ク
』
第
七
年
第
三
号
　
一
九
三
九
年
二
月
）
に

は
、「
永
瀬
清
子
氏
世
田
谷
区
北
沢
二
ノ
一
二
九
へ
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
九

三
一
（
昭
和
六
）
年
四
月
か
ら
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
一
月
ま
で
は
高
円
寺

に
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
一
〇
年
に
永
瀬
清
子
が
書
い
た
随
筆
「
樹
木
の
中
に
」（『
麺
麭
』

第
四
巻
第
八
号
　
一
九
三
五
年
八
月
）
に
は
、
高
円
寺
の
家
を
囲
む
欅
に
つ
い
て

の
記
述
が
あ
る
。

並
木
の
欅
は
こ
の
あ
た
り
に
ま
だ
ま
だ
沢
山
残
つ
て
ゐ
て
防
風
林
の
や
う
で

あ
つ
た
が
道
路
拡
張
工
事
の
時
き
ら
れ
て
今
は
私
の
前
の
小
さ
な
通
り
に
、

十
数
本
、
そ
の
直
幹
の
亭
々
と
い
ま
だ
に
空⑩

に
む
か
つ
て
地
の
情
熱
を
つ
た

へ
る
如
く
、
そ
の
枝
を
つ
ね
に
ゆ
る
が
せ
て
ゐ
る
。
両
手
に
か
ゝ
え
切
れ
ぬ

そ
の
幹
の
も
と
に
立
寄
る
と
私
の
中
の
植
物
的
な
も
の
が
し
き
り
に
共
感
を

つ
た
へ
合
ふ
や
う
に
思
へ
る
。

傍
線
⑩
よ
り
永
瀬
清
子
は
自
分
と
〈
樹
木
〉
と
が
、
近
く
親
し
い
存
在
で
あ
る
と

捉
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
永
瀬
清
子
は
、
こ
の
高
円
寺
の
家
に
つ
い
て

「
使
ひ
勝
手
が
わ
る
く
」、
家
賃
が
「
高
い
と
み
ん
な
に
云
は
れ
て
、
そ
の
気
に
な

る
が
仲
々
変
れ
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
原
因
を
「
ど
う
も
周
囲
の
樹
木
の

牽
引
で
あ
る
ら
し
い
」
と
、
家
の
周
囲
に
あ
る
柿
、
椿
、
欅
と
い
っ
た
〈
樹
木
〉

が
、
自
分
を
ひ
き
と
め
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

永
瀬
清
子
の
こ
う
し
た
〈
樹
木
〉
や
植
物
へ
の
親
し
み
は
、
ご
く
初
期
に
書
い

た
詩
「
土
の
表
現
」（『
新
生
』
第
五
巻
第
二
号
　
一
九
二
八
年
二
月
）
に
顕
著
に

表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
13
）
。
永
瀬
清
子
は
こ
の
詩
で
「
土
の
精
神

に
こ
も
り
き
れ
ぬ
感
情
や
意
志
が
／
沈
黙
よ
り
あ
ふ
れ
て
表
現
に
富
め
る
植
物
と

は
な
る
」
と
土
を
擬
人
化
し
、
植
物
と
い
う
の
は
、
土
の
感
情
や
意
志
が
表
現
し

た
作
品
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
す
る
と
こ
の
随
筆
の
記
述
に
は
、
詩
「
土
の
表

現
」
を
書
い
た
八
年
前
と
変
わ
ら
ぬ
詩
想
が
あ
る
こ
と
と
、
永
瀬
清
子
の
詩
作
も

「
空
に
む
か
つ
て
地
の
情
熱
を
つ
た
へ
る
如
く
」
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
永
瀬
清
子
が
〈
樹
木
〉
を
眺
め
て
い
た
こ
と
は
、
少

な
か
ら
ず
詩
作
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
詩
「
梢
」
と
同
じ
く
、「
梢
」
の
語
を
使
用
す
る
短
章
「
象
徴
の
厨
Ｐ
」

（『
諸
国
の
天
女
』）
を
全
文
引
用
し
た
い
（
注
14
）
。
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象
徴
の
厨
Ｐ

妹
よ

川
の
水
が
あ
ふ
れ
る
の
は
水
が
あ
ま
り
に
豊
富
な
た
め
と
ば
か
り
は
か
ぎ

ら
な
い
。

川
が
石
こ
ろ
で
塞
が
つ
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

私
が
詩
を
い
ぢ
る
の
は
果
し
て
ど
ち
ら
の
せ
ゐ
だ
ら
う
か
。

私
は
恥
か
し
い
。

詩
や
、
慰
め
や
、
絆
瘡
膏
の
い
ら
な
い
生
活
が
心
か
ら
ほ
し
い
。
私
に
は

詩
は
鬣
で
も
旗
じ
る
し
で
も
な
い
。
思⑪

ふ
に
幹
の
や
う
に
太
く
な
れ
な
い
木

の
枝
が
梢
で
さ
わ
い
で
ゐ
る
の
だ
。

動
か
ず
さ
わ
が
ぬ
木
の
根
つ
こ
に
腰
を
お
ろ
し
た
い
。
あ
ま
り
に
も
分
裂

し
つ
く
す
私
の
醜
態
。

水⑫

と
空
気
は
消
化
さ
れ
て
幹
を
か
よ
つ
た
。
樹
液
は
水
か
。
美
し
い
木
理

は
土
か
。

生
活
の
忘
却
。
生
活
の
調
整
。

あ
ゝ
私
に
と
つ
て
は
要
す
る
に
生
活
の
ジ
グ
ザ
グ
か
ら
傍
流
す
る
の
だ
。

生
活
の
充
満
。
一
路
の
失
走
。

妹
よ
。

短
章
「
象
徴
の
廚
Ｐ
」
は
初
出
で
は
「
ノ
ー
ト
」（『
五
人
』
第
三
集
　
一
九
三
一

年
三
月
）
の
題
名
で
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
短
章
「
ノ
ー
ト
」
は
短
章
「『
廚
の
比

喩
』
よ
り
」（『
磁
場
』
第
二
号
　
一
九
三
一
年
）
な
ど
と
共
に
短
章
「
象
徴
の
廚
」

（『
諸
国
の
天
女
』）
に
ま
と
め
て
再
録
し
て
い
る
。
ま
た
発
表
時
期
が
一
九
三
一
年

三
月
で
あ
り
大
阪
か
ら
東
京
へ
転
居
す
る
直
前
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
永
瀬

清
子
が
時
代
に
即
し
た
新
し
い
詩
を
学
ぶ
た
め
北
川
冬
彦
に
同
調
す
る
意
志
を
固

め
る
直
前
の
時
期
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

永
瀬
清
子
は
短
章
「
象
徴
の
廚
Ｐ
」
で
傍
線
⑪
の
よ
う
に
「
詩
」
を
〈
樹
木
〉

に
譬
え
て
い
る
。
ま
ず
「
梢
」
に
譬
え
た
「
詩
」
を
「
幹
の
よ
う
に
太
く
な
れ
な

い
」
う
え
に
「
あ
ま
り
に
も
分
裂
し
つ
く
す
私
の
醜
態
」
と
、
細
く
枝
分
か
れ
し

て
い
る
様
子
を
否
定
的
に
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
梢
」
は
表
現
し
よ
う
と
す

る
こ
と
を
掴
み
き
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
的
確
な
言
葉
で
表
現
で
き
な
か
っ
た
り

す
る
た
め
に
、
言
葉
を
費
や
す
も
の
の
本
質
を
表
現
す
る
に
至
ら
な
い
「
詩
」
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
詩
「
梢
」
の
「
美
し
い
樹
木
」
が
傍
線
⑤
の
「
海
緑
色
の

雪
崩
」
の
よ
う
に
的
確
で
豊
富
な
言
葉
を
も
つ
の
と
は
対
照
的
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、
逆
に
い
え
ば
「
幹
の
よ
う
に
太
く
な
れ
な
い
」
と
あ
る
こ
と
に
は
、

「
幹
」
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
願
い
が
う
か
が
え
、「
幹
」
が
本
質
的
な
表
現

で
書
く
こ
と
の
で
き
た
「
詩
」
を
指
す
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、

永
瀬
清
子
は
詩
「
梢
」
で
「
私
の
心
」
を
傍
線
⑥
の
よ
う
に
「
幹
に
押
し
つ
い
て

し
ま
ふ
」
と
表
現
し
、「
幹
」
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
「
幹
」
の
よ
う
に
本
質
的
な

表
現
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
願
い
と
期
待
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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こ
の
よ
う
に
永
瀬
清
子
は
、「
詩
」
や
「
私
」
を
〈
樹
木
〉
に
譬
え
て
い
る
も
の

の
、〈
樹
木
〉
の
中
心
で
あ
る
「
幹
」
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
末
端
の
「
梢
」

で
あ
る
現
状
を
ふ
ま
え
つ
つ
、「
幹
」
で
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
を
書
い
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
願
い
は
い
く
つ
か
の
作
品
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

そ
こ
で
詩
「
梢
」
を
再
録
し
て
い
る
詩
集
『
諸
国
の
天
女
』
の
他
の
詩
に
お
け

る
〈
樹
木
〉
を
確
認
し
て
み
た
い
。
同
詩
集
の
な
か
で
詩
「
白
昼
」（『
詩
之
家
』

第
七
年
第
一
号
）
は
、
第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
を
出
版
し
た
わ
ず
か

二
か
月
後
の
一
九
三
一
年
一
月
に
発
表
し
た
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
「
ス
デ
ニ

錆
ビ
タ
ル
武
装
ハ
／
古
葉
ノ
ゴ
ト
ク
身
ヨ
リ
落
ツ
／
我
ハ
倒
木
ノ
ゴ
ト
ク
シ
テ
／

カ
ヽ
ル
苔
類
ノ
咲
ク
ニ
マ
カ
セ
ン
ト
ス
」
と
（
注
15
）
、「
倒
木
」
で
は
あ
る
が
「
我
」

を
「
幹
」
に
譬
え
て
い
る
。

し
か
も
、
詩
「
麦
死
な
ず
」（『
文
学
案
内
』
第
二
巻
第
六
号
　
一
九
三
六
年
二

月
）
で
は
、「
私
は
深
い
羨
望
を
も
つ
て
／
そ
の
葉
の
な
い
幹
を
あ
ふ
ぎ
み
る
」

「
願
わ
く
ば
我
が
運
命
が
葉
で
は
な
く
幹
に
あ
る
こ
と
を
」
と
、「
幹
」
で
あ
り
た

い
と
強
く
願
う
詩
句
が
あ
る
（
注
16
）
。

し
た
が
っ
て
、
永
瀬
清
子
は
〈
樹
木
〉
を
親
し
い
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
言
語

表
現
を
す
る
存
在
と
捉
え
て
い
る
が
、
な
か
で
も
「
詩
」
と
等
し
く
捉
え
、
さ
ら

に
は
本
質
的
な
表
現
に
関
わ
る
の
が
「
幹
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
永
瀬
清
子
の
「
幹
」
や
「
梢
」
に
対
す
る
視
点
、
な
ら
び

に
短
章
「
象
徴
の
廚
Ｐ
」
の
傍
線
⑫
と
と
も
に
注
目
し
た
い
の
は
、
評
論
「
十
一

月
の
ペ
ン
」（『
磁
場
』
第
四
号
　
一
九
三
二
年
一
月
）
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

永
瀬
清
子
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
文
学
論
や
文
学

の
あ
り
か
た
に
対
し
、
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
立
場
を
と
っ
た
理
由
に
は
、
永
瀬
清
子
が
一
九
三
一
年
四
月
に
佐

藤
惣
之
助
の
『
詩
之
家
』
を
離
れ
、
北
川
冬
彦
に
同
調
し
詩
誌
『
時
間
』
の
同
人

に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
永
瀬
清
子
は
評
論
「
十
一
月
の
ペ
ン
」

に
お
い
て
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
立
場
で
、
宮
本
顕
治
の
評
論
「
小
林
秀
雄
論
」

（『
改
造
』
第
一
三
巻
第
一
二
号
　
一
九
三
一
年
一
二
月
）
に
具
体
的
に
言
及
し
て

い
る
。

宮
本
顕
治
は
、
評
論
「
小
林
秀
雄
論
」
で
小
林
秀
雄
の
批
評
に
対
し
て
「
と
り

あ
げ
ら
れ
た
対
象
人
物
が
、
そ
の
存
在
の
社
会
的
根
拠
を
解
明
さ
れ
た
こ
と
は
、

か
つ
て
一
度
も
な
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
』
を
論
拠
に
「
人
間
の
本
質
、
即
ち
そ
の
『
社
会
関
係
の
総
和
』
を
究
明
す

る
方
向
こ
そ
批
評
の
唯
一
の
道
で
は
な
い
か
」
と
、
人
が
ど
の
よ
う
な
社
会
に
生

き
て
い
る
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
文
芸
批
評
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
注
17
）
。
こ
の

考
え
に
対
し
永
瀬
清
子
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
（
注
18
）
。

現
実
生
活
過
程
の
基
本
的
契
機
を
探
ぐ
る
こ
と
が
、
又
社
会
関
係
の
総
和
を

究
明
す
る
こ
と
が
文
芸
作
品
の
批
評
に
於
い
て
も
終
局
の
問
題
で
あ
ら
う
か
。

私
は
思
ふ
。
こ
れ
ら
「
契
機
」
及
び
「
総
和
」
が
人
間
の
全
存
在
を
潜
称

〔
マ
マ
〕

す

る
と
云
ふ
こ
と
は
ま
こ
と
に
一
迷
妄
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
と
。
こ
れ
ら
は

人
間
意
識
の
土
台
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
全
人
間
で
は
あ
り
得
な
い
。
つ
ま

り
植⑬

物
は
風
土
に
決
定
的
な
支
配
を
受
け
は
す
る
が
植
物
の
中
に
流
れ
て
ゐ

る
樹
液
は
果
し
て
地
下
水
、
雨
水
で
あ
ら
う
か
。
木
理
は
、
肥
料
、
土
壌
の
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た
ぐ
ゐ
で
あ
ら
う
か
。

永
瀬
清
子
は
ど
の
よ
う
な
社
会
に
生
き
る
か
で
「
人
間
意
識
の
土
台
」
が
左
右
さ

れ
る
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
社
会
の
「
究
明
」
に
よ

り
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
人
間
の
全
て
を
「
究
明
」
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
を
疑

問
視
し
て
い
る
。
そ
こ
で
永
瀬
清
子
は
傍
線
⑬
の
よ
う
に
人
間
の
全
存
在
を
説
明

す
る
た
め
に
、
人
間
を
〈
樹
木
〉
に
譬
え
宮
本
顕
治
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「
植
物
」
は
「
風
土
」
と
い
う
生
き
る
社
会
に
よ
り
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
あ
る
。

け
れ
ど
も
「
植
物
の
中
に
流
れ
て
ゐ
る
樹
液
」
が
そ
の
ま
ま
「
地
下
水
、
雨
水
」

で
は
な
く
、「
木
理

〔
も
く
り
〕」
も
そ
の
ま
ま
「
肥
料
、
土
壌
」
で
は
な
い
よ
う
に
、
ど
の
よ

う
な
社
会
に
生
き
て
い
る
か
の
「
究
明
」
で
は
人
間
の
全
て
を
究
明
し
難
い
と
考

え
て
い
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
評
論
「
十
一
月
の
ペ
ン
」
で
の
主
張
は
「
ま
こ
と
に
芸
術
は
全
人

間
と
全
人
間
の
交
渉
で
あ
ら
う
」
の
一
文
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
永
瀬
清
子

は
、
文
芸
作
品
の
創
作
と
そ
れ
に
対
す
る
批
評
は
、「
全
人
間
と
全
人
間
の
交
渉
」

と
し
て
全
人
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
傍
線
⑬
の
内
容
は
〈
樹
木
〉
を
例
に
し
て
い
る
点
で
、
短
章
「
象

徴
の
厨
Ｐ
」
と
も
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
傍
線
⑪
に
つ
い
て
は
前

述
の
よ
う
に
本
質
的
な
表
現
を
も
と
め
る
願
い
が
う
か
が
え
、
傍
線
⑫
は
「
水
と

空
気
は
消
化
さ
れ
て
幹
を
か
よ
つ
た
。
樹
液
は
水
か
。
美
し
い
木
理
は
土
か
」
と
、

傍
線
⑬
の
語
と
共
通
す
る
う
え
に
、
そ
の
内
容
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
本
質
を
捉
え
る
こ
と
で
全
人
的
な
表
現
が
で
き
る
と
い
う
考
え
を
背
景
に

も
つ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
う
え
評
論
「
十
一
月
の
ペ
ン
」
で
永
瀬
清
子
は
、「
存
在
そ
の
ま
ゝ
の
切
り

取
り
は
自
ら
の
詩
心
に
詩
眼
に
む
し
ろ
稟
質
に
反
し
て
ゐ
る
と
思
へ
た
」
と
、
物

事
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
こ
と
へ
の
抵
抗
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
一
木
一
石

を
見
落
す
ま
い
」
と
全
て
を
見
て
書
き
た
い
と
い
う
意
欲
を
抱
い
て
い
る
（
注
19
）
。
そ

の
た
め
に
「
一
ツ
の
原
稿
を
完
成
す
る
の
に
今
ま
で
は
次
第
次
第
に
消
し
て
行
つ

た
。
こ
れ
か
ら
は
次
第
次
第
に
緻
密
な
も
の
と
し
て
ゆ
く
。
こ
の
文
自
身
最
初

た
ゞ
原
稿
用
紙
一
枚
に
瀟
洒
と
片
づ
け
て
あ
つ
た
の
だ
が
」
と
言
葉
を
削
除
す
る

の
で
は
な
く
補
足
し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
傍
線
⑬
と
短
章
「
象
徴
の
廚
Ｐ
」
の
傍
線
⑫
の
論

旨
と
語
の
共
通
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
評
論
「
十
一
月
の
ペ
ン
」
の
原
形
は
、
短

章
「
象
徴
の
廚
Ｐ
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
注
20
）
。
こ
こ
に
は
時
代
に
即
し
た
新
し

い
詩
を
学
ぶ
た
め
に
佐
藤
惣
之
助
の
も
と
を
離
れ
北
川
冬
彦
に
同
調
し
た
も
の
の
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
く
文
学
に
も
形
式
を
重
視
す
る
文
学
に
も
満
足
で
き
な
い
永

瀬
清
子
の
二
つ
の
関
心
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
表
現
し
よ
う
と
す
る
内
容
を

ど
の
よ
う
な
形
式
で
書
く
か
と
い
う
関
心
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
一
致
し
た
文
学
が

人
間
の
全
て
を
究
明
す
る
文
学
で
は
な
い
か
と
い
う
関
心
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

関
心
の
も
と
に
、
永
瀬
清
子
は
詩
「
梢
」
で
、
形
式
と
内
容
が
一
致
し
全
人
的
な

表
現
を
し
て
い
る
「
美
し
い
樹
木
」
と
、
そ
の
よ
う
に
表
現
で
き
な
い
「
梢
」
の

よ
う
な
「
私
」
と
の
対
比
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
美

し
い
樹
木
」
で
あ
っ
て
も
天
候
や
季
節
の
変
化
の
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
、
人
間

で
あ
れ
ば
好
調
不
調
が
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
や
感
情
な
ど
の
変
化
に
対

し
、
ど
の
よ
う
に
感
応
す
る
か
の
関
心
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
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永
瀬
清
子
は
新
し
い
詩
を
学
び
な
が
ら
相
変
わ
ら
ず
本
質
的
な
表
現
で
詩
を
書
く

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
詩
「
梢
」
で
も
短
章
「
象
徴
の
廚
Ｐ
」
と
同
様
に

「
梢
」
の
語
に
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
、
詩
「
土
の
表
現
」
に
表
現
し
た
〈
樹
木
〉
の

詩
想
を
継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
永
瀬
清
子
は
詩
「
梢
」
で
〈
樹
木
〉
を
言
語
表
現
と
等
し
く
捉

え
て
い
た
が
、
永
瀬
清
子
の
詩
作
も
同
様
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
〈
樹
木
〉

と
詩
を
等
し
く
認
識
し
て
い
る
。
し
か
も
〈
樹
木
〉
の
末
端
の
「
梢
」
や
「
葉
」

で
は
な
く
、
地
下
水
や
肥
料
な
ど
土
壌
か
ら
取
り
入
れ
た
養
分
を
〈
樹
木
〉
全
体

に
行
き
渡
ら
せ
る
「
幹
」
の
よ
う
な
詩
を
書
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ

ば
永
瀬
清
子
は
物
事
を
消
化
し
血
肉
と
し
た
結
果
、
形
式
と
内
容
が
一
致
す
る
よ

う
な
全
人
的
な
表
現
を
目
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
　
宮
沢
賢
治
と
の
出
会
い

な
ら
ば
、
永
瀬
清
子
が
全
人
的
な
表
現
を
目
指
し
、
宮
沢
賢
治
の
人
と
作
品
を

思
慕
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
こ
ま
で
行
っ
た
詩
「
梢
」
と
〈
樹

木
〉
に
つ
い
て
の
考
察
な
ら
び
に
、
永
瀬
清
子
が
宮
沢
賢
治
に
出
会
う
ま
で
の
文

学
体
験
を
ふ
ま
え
、
宮
沢
賢
治
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。

永
瀬
清
子
は
、
一
九
二
三
年
に
『
上
田
敏
詩
集
』
を
読
ん
で
詩
人
に
な
る
こ
と

を
決
意
し
、
愛
知
県
立
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
永
瀬
清
子
は
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
か
ら
の
親
友
で
あ
る
宮
川
哲
朗
を
紹
介

さ
れ
、
タ
ゴ
ー
ル
や
ブ
レ
イ
ク
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
な
ど
に
つ
い
て
講
義
を
受
け
関

連
す
る
本
を
貸
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
詩
を
書
き
始
め
た
永
瀬
清
子
が
、
宮
沢
賢

治
に
出
会
う
以
前
に
強
く
惹
か
れ
て
い
た
の
は
、
そ
の
タ
ゴ
ー
ル
や
ブ
レ
イ
ク
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
い
っ
た
「
人
間
的
な
完
全
な
『
詩
人
』」（
注
21
）

す
な
わ
ち
詩
と
人

と
が
一
致
し
た
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
詩
人
た
ち
の
詩

を
読
ん
だ
経
験
に
つ
い
て
、
永
瀬
清
子
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
（
注
22
）
。

私
は
柳⑬

宗
悦
訳
の
『
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー
ク
』
だ
と
か
、
増⑭

田
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
の
で
そ
の

影
響
が
長
く
つ
づ
き
、「
詩
之
家
」
の
他
の
同
人
た
ち
と
は
か
な
り
ち
が
っ
た

詩
風
だ
っ
た
。
や
や
重
く
る
し
く
き
ま
じ
め
で
、
若
い
女
性
ら
し
い
軽
や
か

さ
が
少
な
か
っ
た
、
と
今
思
う
。

こ
こ
で
傍
線
⑭
で
は
、
永
瀬
清
子
は
訳
者
を
「
増
田
三
良
」
と
書
い
て
い
る
が
、

「
増
野
三
良
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
（
注
23
）
。
こ
の
増
野
三
良
訳
の
『
印
度
新
詩
集
ギ

タ
ン
ヂ
ャ
リ
（
贄
祭
の
歌
）』
に
は
イ
エ
ー
ツ
が
序
文
を
寄
せ
て
お
り
、
永
瀬
清
子

が
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
に
ふ
れ
る
際
、
引
用
す
る
こ
と
の
多
い
「
極
め
て
豊
饒
で
極
め

て
単
純
」
の
表
現
が
あ
る
。
さ
ら
に
イ
エ
ー
ツ
が
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
を
「
卓
出
し
た

教
養

カ
ル
チ
ュ
ア

の
作
品
で
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
雑
草
や
茅
と
同
じ
様
に
通
常
の
土
壌

の
発
生
に
過
ぎ
な
い
」（
注
24
）

と
土
か
ら
植
物
が
生
え
て
く
る
よ
う
に
、
詩
が
詩
人

の
内
面
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

そ
の
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
「
私
の
血
管
を
流
れ
て
居
る
生
命
の
同
一
の
流
」（
注
25
）

に

は
、「
地
界
の
塵
埃
か
ら
草
の
無
数
の
葉
を
歓
喜
に
生
じ
て
ゐ
る
の
も
、
ま
た
木
の

葉
や
花
の
騒
々
し
い
波
を
起
す
の
も
同
一
の
生
命
で
あ
る
」
と
あ
る
。
前
述
の
よ
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う
に
永
瀬
清
子
は
、
詩
「
土
の
表
現
」
で
植
物
は
土
の
感
情
や
意
志
が
表
現
し
た

作
品
で
あ
る
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
自
身
と
植
物
な
ら
び
に
芸

術
を
等
し
く
捉
え
、
か
つ
そ
れ
ら
の
存
在
を
生
命
の
発
露
と
考
え
て
い
る
点
で
、

タ
ゴ
ー
ル
と
永
瀬
清
子
の
詩
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
ブ
レ
イ
ク
で
あ
る
が
、
永
瀬
清
子
は
柳
宗
悦
の
『
ヰ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
ー

ク
』（
一
九
一
四
年
一
二
月
　
洛
陽
堂
）
を
読
ん
で
い
る
（
注
26
）
。
柳
宗
悦
は
ブ
レ
イ

ク
に
つ
い
て
、「
人
間
が
そ
の
仮
面
を
脱
い
で
人
間
そ
の
も
の
を
露
出
し
な
い
所
に

決
し
て
真
理
は
生
れ
出
な
い
」
と
全
人
的
な
表
現
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ

（
注
27
）
、
そ
こ
に
愛
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
も
柳
宗
悦
は
ブ
レ
イ
ク
の
全
人
的
な
表

現
を
「
自
己
寂
滅
」
と
捉
え
「
心
を
自
然
の
懐
に
託
し
て
自
ら
を
愛
の
世
界
に
忘

れ
去
る
時
、
吾
々
は
只
永
遠
な
神
に
対
す
る
光
景
に
活
き
て
く
る
」
と
、
自
然
に

没
入
し
自
分
を
忘
れ
去
る
ま
で
に
な
っ
た
と
き
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

柳
宗
悦
が
ブ
レ
イ
ク
に
見
出
し
た
こ
の
よ
う
な
全
人
的
な
表
現
へ
の
指
向
と
、
永

瀬
清
子
が
評
論
「
十
一
月
の
ペ
ン
」
に
、
人
間
の
全
て
を
究
明
す
る
文
学
に
関
心

を
抱
く
記
述
を
し
た
こ
と
は
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
永
瀬
清
子
は
、
宮
川
哲
朗
か
ら
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
集
を
借
り
て
読
ん

で
い
る
（
注
28
）
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
「
自
己
を
歌
ふ
」
に
は
、「
あ
な
た
は
ま
た
私

の
眼
を
通
じ
て
物
を
見
た
り
、
私
の
手
か
ら
そ
れ
を
受
け
取
る
や
う
な
こ
と
も
し

ま
い
、
／
あ
な
た
は
自
ら
四
方
に
耳
傾
け
、
あ
な
た
自
身
か
ら
物
事
を
濾
し
取
る

だ
ら
う
」
の
詩
句
が
あ
る
（
注
29
）
。
つ
ま
り
、
物
事
を
自
分
の
目
で
見
て
捉
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
私
」
を
中
心
に
物
事
を
考
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
考
え
は
詩
「
梢
」
で
物
事
の
本
質
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
私
」
を

「
こ
ゝ
ろ
の
め
く
ら
」
の
詩
句
で
表
現
し
た
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
、
永
瀬
清
子
が
詩

に
「
私
」
を
多
用
す
る
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も
宮
川
哲
朗
の
講
義
に
つ
い
て
永
瀬
清
子
は
、「
ト
ル
ス
ト
イ
の
こ
と
、
ニ

イ
チ
エ
の
こ
と
、
デ
ル
タ
イ
の
こ
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
こ
と
な
ん
で
も
御
座
れ

だ
つ
た
。
彼
は
一
種
の
哲
人
で
そ
の
論
点
は
生
命
の
哲
学
と
で
も
云
つ
た
も
の
に

あ
つ
た
」
と
豊
富
な
知
識
に
驚
き
を
示
し
、
そ
れ
ら
を
「
生
命
の
哲
学
」
と
い
う

点
で
共
通
す
る
と
捉
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
愛
知
県
立
第
一
高
等
女
学
校
時

代
に
宮
川
哲
朗
や
吉
岡
千
里
と
接
し
た
こ
と
で
、
永
瀬
清
子
に
は
、
は
か
ら
ず
も

大
正
時
代
の
生
命
の
思
潮
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
文
学
体
験
を
経
た
永
瀬
清
子
は
、
自
分
の
目
で
見
、
自
分
の
言
葉

で
書
く
こ
と
を
重
視
す
る
佐
藤
惣
之
助
に
師
事
し
、
一
九
三
〇
年
に
第
一
詩
集

『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
を
刊
行
し
た
後
、
詩
作
に
対
し
主
に
二
つ
の
悩
み
を
抱
い

て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
第
一
に
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
違
和
感

で
あ
り
、
第
二
に
階
級
闘
争
に
よ
り
立
場
の
自
覚
を
自
身
の
問
題
と
し
て
促
さ
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
直
面
し
た
永
瀬
清
子
は
、
前
述
の
よ
う

に
北
川
冬
彦
に
同
調
し
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
立
場
を
選
ん
で
は
い
る
が
、
違
和

感
を
覚
え
て
も
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
も
っ
と
『
自
分
の
自
然
』
に
近
い
も
の
を

書
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
一
方
で
は
、
本
当
の
詩
人
と
は
は
た
し
て
ど
う

し
た
人
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
（
注
30
）
、
永
瀬
清
子
の
本
当
の
心
が
表
現
で
き
る
詩
を

書
く
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
に
思
考
を
進
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
永
瀬
清
子
は
宮
沢
賢
治
に
出
会
う
以
前
、
タ
ゴ
ー
ル
に
は
生
命
の
発

露
の
詩
を
、
ブ
レ
イ
ク
に
は
全
人
的
な
詩
を
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
は
自
分
の
目
で
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見
る
こ
と
を
重
視
す
る
「
私
」
を
中
心
に
し
た
詩
を
得
て
い
た
が
、
同
時
代
の
日

本
の
詩
人
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
詩
人
の
内
面
に
あ
る
生
命
と
詩
と
人
と
が
一
致
し

た
詩
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
永
瀬
清
子
は
宮
沢
賢
治
の
詩
集
『
春
と
修
羅
』
に
出
会
っ
た
こ
と

で
、
宮
沢
賢
治
に
む
け
て
詩
「
梢
」
を
書
き
、
さ
ら
に
詩
集
『
春
と
修
羅
』
の
感

動
を
書
い
た
評
論
「
ノ
ー
ト
」（『
麺
麭
』
第
二
巻
第
七
号
　
一
九
三
三
年
八
月
）

を
発
表
し
て
い
る
。
永
瀬
清
子
は
評
論
「
ノ
ー
ト
」
で
宮
沢
賢
治
の
詩
作
に
つ
い

て
、「
自
然
と
け
ぢ
め
も
つ
か
ぬ
ま
で
に
と
け
合
ひ
、
客
観
し
た
自
然
を
う
た
ふ
と

云
ふ
よ
り
は
、
彼
の
内
部
の
自
然
を
あ
と
か
ら

と
さ
ら
け
出
し
た
の
だ
」（
注
31
）

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
宮
沢
賢
治
の
詩
は
自
然
に
没
入
し
な
が
ら
も
、
自
分
の

内
部
で
そ
の
自
然
を
消
化
し
血
肉
と
し
た
結
果
の
詩
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

し
か
も
「
見
る
が
早
い
か
何
物
か
が
醗
酵
し
驚
ろ
き
の
感
動
を
ぶ
ち
ま
け
る
」

と
、
宮
沢
賢
治
が
眼
前
の
現
象
を
自
分
の
も
の
に
し
た
う
え
で
、
詩
と
し
て
表
現

す
る
時
間
の
速
さ
に
驚
い
て
い
る
。
永
瀬
清
子
は
、
詩
「
梢
」
で
強
風
に
あ
お
ら

れ
る
〈
樹
木
〉
を
傍
線
⑤
の
よ
う
に
「
海
緑
色
の
雪
崩
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ

の
表
現
は
、
現
象
に
対
し
て
即
座
に
感
応
し
言
葉
に
で
き
る
こ
と
と
い
え
、
永
瀬

清
子
が
宮
沢
賢
治
の
詩
に
感
じ
た
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

こ
う
し
た
こ
と
は
、
詩
「
梢
」
の
み
な
ら
ず
、
宮
沢
賢
治
に
む
け
て
書
い
た
三
編

の
詩
全
て
に
共
通
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
二
編
目
の
詩
「
無
色
ノ
人
」（『
セ
ル
パ
ン
』
第
一
一
〇
号
　
一
九
四
〇

年
三
月
）
で
、
永
瀬
清
子
が
宮
沢
賢
治
を
「
無
色
ノ
人
」
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は

注
目
に
値
し
よ
う
。
こ
の
詩
「
無
色
ノ
人
」
で
は
「
壮
ン
ナ
ル
個
性
モ
テ
ル
人

ハ
／
絶
壁
ノ
ゴ
ト
ク
ソ
バ
ダ
チ
テ
」（
注
32
）

と
旺
盛
な
「
個
性
」
を
も
っ
て
い
る
人

が
「
絶
壁
」
の
よ
う
に
一
段
と
高
く
立
っ
て
い
る
と
い
う
詩
句
が
あ
り
、
そ
の

「
人
」
が
い
か
に
「
我
」
に
と
っ
て
大
き
な
存
在
で
あ
る
か
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ

に
は
、
永
瀬
清
子
に
と
っ
て
の
宮
沢
賢
治
の
存
在
の
大
き
さ
も
こ
め
ら
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
永
瀬
清
子
が
評
論
「
ノ
ー
ト
」
で
「
自
然
に
対
し
て
古
代

人
的
な
神
話
作
者
的
な
驚
き
の
氾
濫
を
感
じ
て
ゐ
る
」
と
（
注
33
）
、
宮
沢
賢
治
の
感

受
性
の
幅
広
さ
と
深
さ
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
驚
き
の
氾
濫
」
を
「
壮
ン

ナ
ル
個
性
」
と
捉
え
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
そ
の
「
人
」
は
「
無
色
」
で
あ
る
の
で
何
に
も
遮
ら
れ
な
い
た
め
に
、

そ
の
向
こ
う
に
あ
る
対
象
を
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
物
事

の
本
質
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
た
め
に
直
ち
に
的
確
な
表
現
が
で
き
る
と
い
え
よ

う
。
し
た
が
っ
て
「
無
色
ノ
人
」
は
、
全
て
の
物
事
を
直
ち
に
は
っ
き
り
と
捉
え

る
こ
と
の
で
き
る
人
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ら
ば
、
三
編
目
の
詩
「
日
々
」（『
美
し
い
国
』
一
九
四
八
年
二
月
　
炉
書
房
）

の
「
見
え
な
い
貴
方
」
も
同
様
の
意
味
で
書
い
た
詩
句
と
い
え
よ
う
。
す
る
と
、
永

瀬
清
子
が
詩
「
梢
」
で
「
私
」
を
「
こ
ゝ
ろ
の
め
く
ら
」
と
表
現
し
た
の
は
、「
美
し

い
樹
木
」
を
仲
立
ち
に
し
た
り
、
言
葉
を
借
り
た
り
し
て
「
私
の
心
」
を
表
現
す

る
の
で
は
な
く
、「
私
の
心
」
が
何
に
も
遮
ら
れ
ず
に
対
象
を
見
、「
私
」
の
言
葉

で
「
私
の
心
」
を
表
現
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
永
瀬
清
子
は
宮
沢
賢
治
の
詩
が
本
質
を
捉
え
た
詩
で
あ
る
と
考
え
、
永

瀬
清
子
自
身
も
そ
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
願
う
心
を
詩
や
評
論
で
表
現
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
私
」
を
表
現
す
る
形
式
と
内
容
に
対
す
る
関
心
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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さ
て
、
宮
沢
賢
治
の
詩
集
『
春
と
修
羅
』
に
出
会
っ
た
永
瀬
清
子
に
と
っ
て
も

う
ひ
と
つ
の
大
き
な
出
来
事
は
、
一
九
三
四
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
宮
沢
賢
治
追

悼
会
で
あ
る
。
永
瀬
清
子
は
こ
の
会
で
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
」
が
発
見
さ
れ
、

そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
を
晩
年
ま
で
機
会
あ
る
ご
と
に
書
い
て
い
る
。
ま
た
そ

の
手
帳
に
書
か
れ
て
い
た
詩
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は
永
瀬
清
子
に
と
っ
て
最
も
縁

の
深
い
作
品
で
あ
り
、
手
帳
発
見
か
ら
五
〇
年
後
に
は
詩
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
を

「
自
分
の
問
題

、
、
、
、
、

と
し
て
」（
傍
点
原
文
）
受
け
止
め
、「
こ
の
よ
う
に
あ
れ
ば
は
じ
め

て
人
は
安
ら
か
で
あ
り
得
る
」「
夢
の
構
図
」
す
な
わ
ち
人
生
の
指
針
と
考
え
る
随

筆
「
宮
沢
賢
治
の
ほ
と
り
で
」（『
宮
沢
賢
治
』
第
四
号
　
一
九
八
四
年
五
月
）
を

発
表
し
て
い
る
（
注
34
）
。
つ
ま
り
、
永
瀬
清
子
に
と
っ
て
宮
沢
賢
治
は
「
永
遠
の
未

完
成
こ
れ
完
成
で
あ
る
」
と
完
成
に
む
か
っ
て
い
る
詩
人
で
あ
る
た
め
に
、「
私
」

の
形
式
と
内
容
に
対
す
る
関
心
を
抱
き
、
詩
作
に
よ
り
「
私
」
の
か
た
ち
の
完
成

を
目
指
す

、
、
、

永
瀬
清
子
に
と
っ
て
目
標
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
前
述
の
よ
う
に
タ
ゴ
ー
ル
、
ブ
レ
イ
ク
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
い
っ
た

詩
人
か
ら
受
け
た
影
響
は
、
そ
の
後
の
永
瀬
清
子
に
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
と
り
わ
け
宮
沢
賢
治
は
、
永
瀬
清
子
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
同
時
代

の
日
本
の
詩
人
か
ら
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
詩
を
書
く
同
時
代
の
日
本
の
詩
人
で
あ

り
、
か
つ
ブ
レ
イ
ク
や
タ
ゴ
ー
ル
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
よ
う
に
「
人
間
的
な
完
全

な
『
詩
人
』」
で
は
な
く
、
生
命
の
か
た
ち
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、

詩
人
で
あ

る
。
後
年
、
永
瀬
清
子
が
「
こ
の
追
悼
会
で
そ
れ
ら
の
事
（
＝
宮
沢
賢
治
が
生
命

の
か
た
ち
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
詩
人
で
あ
る
事
・
筆
者
注
）
が
す
ぐ
判
っ
た

の
で
は
な
い
が
、
そ
の
時
は
受
け
と
る
面
で
も
た
し
か
に
今
と
時
代
的
に
も
ち
が

っ
て
い
た
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
も
、
生
命
の
か
た
ち
の
完
成
を
目
指
し
続
け
て

、
、
、
、
、
、

き
た
、
、

表
れ
で
あ
ろ
う
。

先
に
、
永
瀬
清
子
が
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
内
容
を
ど
の
よ
う
な
形
式
で
書
く

か
と
い
う
関
心
と
、
そ
れ
ら
が
一
致
し
た
文
学
が
人
間
の
全
て
を
究
明
す
る
文
学

で
は
な
い
か
と
い
う
二
つ
の
関
心
を
も
つ
こ
と
、
そ
し
て
詩
と
〈
樹
木
〉
を
等
し

く
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
す
る
と
葉
を
茂
ら
せ
た
り
花
を
咲
か
せ
た
り

落
葉
し
た
り
と
い
っ
た
季
節
の
め
ぐ
り
に
よ
る
〈
樹
木
〉
の
変
化
は
、〈
樹
木
〉
自

体
の
内
容
と
形
式
の
一
致
し
た
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
生
命
の
か
た
ち
の
完
成
を

目
指
す
意
志
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。
永
瀬
清
子
が
詩
を
〈
樹
木
〉
に
譬
え
、「
私
」

の
詩
を
書
く
理
由
は
こ
の
意
志
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
よ
り
、
永
瀬
清
子
は
タ
ゴ
ー
ル
、
ブ
レ
イ
ク
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
い
っ
た

詩
人
が
全
人
的
で
完
全
な
詩
人
で
あ
る
と
考
え
敬
意
を
は
ら
っ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
け
れ
ど
も
永
瀬
清
子
が
、
そ
う
し
た
詩
人
で
は
な
く
宮
沢
賢
治
の
人

と
作
品
を
思
慕
し
、
宮
沢
賢
治
に
む
か
う
詩
を
書
い
た
の
は
、
宮
沢
賢
治
が
本
質

を
捉
え
た
詩
を
書
く
ば
か
り
で
は
な
く
、
完
成
に
む
か
う
た
め
に
詩
作
を
続
け
た

と
考
え
て
い
る
た
め
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
永
瀬
清
子
の
〈
樹
木
〉
の
詩
は
、
生

命
の
か
た
ち
の
完
成
に
む
か
う
意
志
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
永
瀬
清
子
は
第
一
詩
集
『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
を
出
版
し
た
後
、

詩
作
に
つ
い
て
の
悩
み
を
抱
い
て
い
た
が
、
大
正
時
代
の
生
命
の
思
潮
の
影
響
の
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も
と
、
宮
沢
賢
治
の
人
と
作
品
に
自
ら
の
目
標
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
永
瀬

清
子
は
〈
樹
木
〉
を
自
分
の
仲
間
と
考
え
、
一
方
で
は
詩
を
〈
樹
木
〉
の
よ
う
に

土
の
感
情
や
意
志
が
表
現
し
た
作
品
と
捉
え
て
い
る
。
永
瀬
清
子
が
そ
の
よ
う
に

詩
と
〈
樹
木
〉
を
捉
え
た
こ
と
に
は
、
自
身
の
生
命
の
か
た
ち
の
完
成
を
目
指
す

意
志
が
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
永
瀬
清
子
は
〈
樹
木
〉
の
な
か
で
も
「
幹
」
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
こ

に
は
永
瀬
清
子
の
生
命
観
、
詩
の
形
式
と
内
容
へ
の
関
心
、「
私
」
の
語
の
多
用
と

い
っ
た
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、〈
樹
木
〉
の
詩
を

め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
永
瀬
清
子
の
詩
人
像
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
意
義
深

い
。
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
永
瀬
清
子
が
宮
沢
賢
治
を
思
慕
し
た
理
由
と
、
物
事

を
血
肉
と
し
た
結
果
の
全
人
的
な
表
現
を
目
指
す
永
瀬
清
子
の
生
命
の
か
た
ち
の

表
現
と
し
て
の
〈
樹
木
〉
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
今
後
、
こ
れ
ら
に
つ
な
が

る
諸
問
題
と
の
関
連
を
考
察
し
、
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
は
、
原
則
と
し
て
詩
集
所
収
の
詩
は
初
出
の
初
版
本
に
よ
る
が
、
そ

の
う
ち
初
出
誌
が
判
明
し
て
い
る
詩
に
つ
い
て
は
、
発
表
年
次
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
併
記
し
た
。
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
作
品
中
に
は
現
在
不
適

当
な
表
現
が
あ
る
が
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。
傍
線
な
ら
び
に
傍
線
の
番
号
、
傍
点
、

〔

〕
内
補
記
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。

注
１
　
「
雲
の
信
号
三
」『
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
ォ
』
第
二
期
第
三
号
　
一
九
五
五
年
二

月
　
六
頁

２
　
「
樹
木
の
中
に
」『
麺
麭
』
第
四
巻
第
八
号
　
一
九
三
五
年
八
月
　
五
一
頁

３
　
詩
「
白
昼
」（『
諸
国
の
天
女
』
一
九
四
〇
年
八
月
　
河
出
書
房
）、「
一
日

昔
の
風
が
」（『
薔
薇
詩
集
』
一
九
五
九
年
七
月
　
的
場
書
房
）、「
一
本
の
幹

で
」（『
海
は
陸
へ
と
』
一
九
七
二
年
九
月
　
思
潮
社
）、「
プ
ラ
タ
ナ
ス
」

（『
続
永
瀬
清
子
詩
集
』
一
九
八
二
年
八
月
　
思
潮
社
）
な
ど
が
あ
る
。

４
　
虫
明
美
喜
の
解
説
「
飛
ば
な
い
天
女
の
詩
」（『
ひ
つ
じ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
詩

編
』
一
九
九
六
年
七
月
　
ひ
つ
じ
書
房
）
は
、「
樹
木
の
、
そ
の
生
命
の
源
、

成
長
を
支
え
る
計
り
知
れ
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
永
瀬
は
注
目
す
る
」
と
樹
木
と

生
命
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

５
　
四
九
〜
五
〇
頁

６
　
『
宮
沢
賢
治
研
究
資
料
集
成
』
第
七
巻
　
一
九
九
〇
年
六
月
　
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
　
二
三
八
頁

７
　
「
い
い
詩
と
は
何
か
？
」『
詩
学
』
第
四
七
巻
第
九
号
　
一
九
九
二
年
九
月

詩
学
社
　
三
七
頁

８
　
『
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
　
五
一
頁

９
　
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
。
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③
題
名
も
用
例
に
含
め
た
。

④
複
数
の
詩
集
に
収
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
。

10

こ
こ
で
の
認
識
は
、
一
九
四
六
年
に
帰
農
し
農
婦
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た

詩
「
日
々
」（『
美
し
い
国
』
一
九
四
八
年
二
月
　
炉
書
房
）
で
よ
り
確
か
な

も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

11

五
八
頁

12

熊
山
町
編
『
永
瀬
清
子
の
生
涯
』
一
九
九
八
年
三
月
　
熊
山
町
　
一
四
頁

13

『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
一
九
三
〇
年
一
一
月
　
歌
人
房
　
八
二
〜
八
三

頁
14

二
〇
二
〜
二
〇
三
頁

15

『
諸
国
の
天
女
』
一
九
四
〇
年
八
月
　
河
出
書
房
　
二
一
頁

16

注
15
に
同
じ
　
九
五
〜
九
六
頁

17

『
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
評
論
集
・
五
　
宮
本
顕
治
集
』
一
九
九
〇
年

九
月
　
新
日
本
出
版
社
　
一
八
八
〜
一
八
九
頁

18

「
十
一
月
の
ペ
ン
」『
磁
場
』
第
四
号
　
一
九
三
二
年
一
月
　
磁
場
社
　
三

一
頁

19

注
18
に
同
じ
　
二
八
〜
二
九
頁

20

永
瀬
清
子
は
「
短
章
」
に
つ
い
て
「
あ
と
が
き
」（『
短
章
集
』
一
九
七
四

年
四
月
　
思
潮
社
　
一
〇
八
頁
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

詩
そ
の
も
の
よ
り
ず
っ
と
楽
な
姿
で
す
が
、「
詩
」
と
対
蹠
す
る
意
味
の

「
散
文
」（
つ
ま
り
随
筆
と
か
エ
ッ
セ
イ
）
で
も
な
い
上
に
「
散
文
詩
」

と
云
う
ほ
ど
風
采
と
と
の
わ
な
い
の
で
す
。（
中
略
）

思
え
ば
ず
っ
と
若
い
と
き
か
ら
私
は
こ
の
形
を
、
私
を
と
り
ま
く
非
詩

的
な
時
間
の
す
き
間
か
ら
、
釣
り
あ
げ
る
こ
と
を
習
い
と
し
て
来
た
の

で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
詩
と
散
文
の
間
に
あ
る
形
式
で
、
厳
密
に
定
義
し
難
い
と
い
え

よ
う
。「
短
章
」
の
語
は
「
詩
集
例
言
」（『
グ
レ
ン
デ
ル
の
母
親
』
一
九
三
〇

年
一
一
月
　
歌
人
房
　
五
頁
）
に
ま
ず
み
ら
れ
、
以
後
「
短
章
」（『
麺
麭
』

第
四
巻
第
一
号
　
一
九
三
五
年
一
月
）
が
あ
る
。

21

「
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
四
〇
頁

22

「
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

23

永
瀬
清
子
が
『
詩
之
家
』
に
参
加
す
る
一
九
二
八
年
一
月
ま
で
に
刊
行
さ

れ
た
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
集
『
ギ
ー
タ
ン
ジ
ャ
リ
』
は
、
国
立
国
会
図
書
館
編

『
明
治
・
大
正
・
昭
和
翻
訳
文
学
目
録
』（
一
九
七
二
年
　
風
間
書
房
）
に
よ

る
と
、
蘇
武
緑
郎
訳
タ
ゴ
ー
ル
傑
作
全
集
『
ギ
タ
ン
ヂ
ャ
リ
』（
一
九
一
五
年

文
正
社
）
と
、
増
野
三
良
訳
『
印
度
新
詩
集
ギ
タ
ン
ヂ
ャ
リ
（
贄
祭
の
歌
）』

（
一
九
一
五
年
三
月
　
東
雲
堂
書
店
）
の
二
冊
が
あ
る
。

24

「
序
」『
印
度
新
詩
集
ギ
タ
ン
ヂ
ャ
リ
（
贄
祭
の
歌
）』
一
九
一
五
年
三
月

東
雲
堂
書
店
　
一
四
頁
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25

注
24
に
同
じ
　
一
五
五
〜
一
五
六
頁

26

一
九
二
七
年
ま
で
に
永
瀬
清
子
が
読
む
こ
と
の
で
き
た
ブ
レ
イ
ク
の
詩
集

の
訳
本
は
、
国
立
国
会
図
書
館
編
『
明
治
・
大
正
・
昭
和
翻
訳
文
学
目
録
』

（
一
九
七
二
年
　
風
間
書
房
）
よ
り
次
の
四
冊
が
あ
る
。
日
夏
耿
之
助
訳
『
英

国
神
秘
詩
鈔
』（
一
九
一
二
年
　
ア
ル
ス
）、
山
宮
允
『
ア
ル
ス
泰
西
名
詩
選

五
　
ブ
レ
イ
ク
抒
情
詩
抄
』（
一
九
二
二
年
　
ア
ル
ス
）、『
泰
西
詩
人
叢
書
六

編
　
ブ
レ
イ
ク
詩
集
』（
一
九
二
三
年
　
聚
英
閣
）、
尾
関
岩
二
訳
『
世
界
名

詩
選
一
一
　
ブ
レ
ー
ク
詩
集
』（
一
九
二
六
年
　
文
英
堂
書
店
）。

27

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

28

出
典
は
、「
名
古
屋
の
こ
ろ
」（『
文
学
手
帖
』
第
一
集
　
一
九
四
九
年
九
月

文
学
手
帖
社
　
八
四
頁
）
で
あ
る
。『
永
瀬
清
子
資
料
目
録
―
図
書
―
』（
二

〇
〇
二
年
三
月
　
熊
山
町
教
育
委
員
会
　
一
一
八
頁
）
に
は
富
田
砕
花
訳

『
草
の
葉
』（
一
九
二
〇
年
一
二
月
　
大
銀
閣
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
二
巻

で
あ
り
、
第
一
巻
は
前
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
全
二

巻
を
読
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
他
に
永
瀬
清
子
が
手
に
す
る
可
能
性
が

あ
っ
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
集
の
訳
本
は
、
国
立
国
会
図
書
館
編
『
明
治
・

大
正
・
昭
和
翻
訳
文
学
目
録
』（
一
九
七
二
年
　
風
間
書
房
）
よ
り
次
の
六
冊

が
あ
る
。
白
鳥
省
吾
訳
『
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
集
』（
一
九
一
九
年
　
新
潮
社
）、

有
島
武
郎
『
ホ
ヰ
ツ
ト
マ
ン
詩
集
』
一
集
（
一
九
二
一
年
　
叢
文
閣
）、
白
鳥

省
吾
『
泰
西
社
会
詩
人
詩
集
』（
一
九
二
二
年
　
日
本
評
論
社
）、
有
島
武
郎

『
ホ
ヰ
ツ
ト
マ
ン
詩
集
』
二
集
（
一
九
二
三
年
　
叢
文
閣
）、『
有
島
武
郎
全

集
』
第
八
巻
（
一
九
二
四
年
　
叢
文
閣
）、
松
山
敏
『
世
界
名
詩
選
四
巻
』

（
一
九
二
五
年
　
文
英
堂
）
で
あ
る
。

ま
た
、
佐
藤
さ
ち
子
が
評
論
「
永
瀬
清
子
の
詩
と
詩
論
」（『
コ
ス
モ
ス
』

第
三
巻
第
一
号
　
一
九
四
八
年
一
月
）
で
、
永
瀬
清
子
と
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

共
通
点
を
「
万
人
に
通
じ
う
る
ひ
と
り
を
う
た
お
う
と
し
て
い
る
」
点
と
考

え
、
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
は
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
限
界
性
を
も
考
え
あ
わ

せ
る
こ
と
の
必
要
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
さ
ら
に
考
察
を
深
め

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

29

「
ホ
ヰ
ツ
ト
マ
ン
詩
集
」『
有
島
武
郎
全
集
』
第
八
巻
　
一
九
二
四
年
一
〇

月
　
叢
文
閣
　
三
四
〇
頁

30

「『
麺
麭
』
の
こ
ろ
」『
ユ
リ
イ
カ
』
第
二
六
巻
第
四
号
　
一
九
九
四
年
四

月
　
九
四
頁

31

「
ノ
ー
ト
」『
麺
麭
』
第
二
巻
第
七
号
　
一
九
三
三
年
八
月
　
麺
麭
社
　
三

三
頁

32

注
15
に
同
じ
　
二
五
頁

33

注
31
に
同
じ
　
三
三
頁

34

一
九
七
頁
・
二
〇
二
頁

〔
付
記
〕
同
人
誌
『
五
人
』
は
確
認
困
難
な
資
料
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
熊
山

町
教
育
委
員
会
学
芸
員
の
羽
原
幸
子
氏
の
御
尽
力
に
よ
り
、
第
一
集
と
第
三
集
か

ら
第
八
集
ま
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

（
し
ら
ね
　
な
お
こ
／
平
成
十
五
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）
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