
序

宮
沢
賢
治
の
童
話
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
人
が
さ
ま
ざ
ま
の
考
察
を
試

ふ
て
い
る
が
、
今
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
草
野
心
平
の
『
賢
治
覚
書
」
を
あ

げ
て
承
よ
う
。

賢
治
の
童
話
や
詩
は
、
彼
自
身
の
芸
術
創
作
の
星
雲
的
要
望
と
そ
の
「
奨

め
」
（
高
知
尾
智
耀
の
．
萬
田
註
）
と
に
よ
っ
て
初
め
て
積
極
的
に
意
図
さ

れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
事
実
、
忽
然
と
い
っ
た
言
葉
が
全
く
当
て
は
ま

る
よ
う
に
「
在
京
の
一
月
よ
り
八
月
（
大
正
十
年
・
萬
田
註
）
に
至
る
間
、

創
作
熱
溌
も
旺
盛
、
或
る
月
は
三
千
枚
も
書
く
。
全
集
鋪
三
巻
鋪
四
巻
の
作

品
の
多
く
は
こ
の
六
箇
月
間
に
草
稲
或
ひ
は
椛
恕
さ
れ
た
る
も
の
多
し
」
と

年
譜
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

賢
治
が
最
初
に
童
話
を
書
き
だ
し
た
時
期
は
、
大
正
七
年
六
月
で
あ
る
し
、

彼
が
高
知
尾
智
耀
か
ら
「
奨
め
」
ら
れ
た
の
が
大
正
十
年
二
月
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
に
二
年
四
箇
月
と
い
う
ず
れ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
谷
川
徹
三

の
琿
境
説
は
「
環
境
も
亦
童
話
の
制
作
に
適
合
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
信
仰
が

宮
沢
賢
治
の
童
話

宮
沢
賢
治
の
童
話

ｌ
そ
の
創
作
動
機
と
成
立
過
程
に
つ
い
て
Ｉ

ｄ
＃

こ
れ
を
促
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
大
都
会
の
唯
中
で
、
親
し
い
友
も
な
く
、

筆
耕
や
校
正
の
や
う
な
無
味
乾
燥
な
仕
事
で
貧
し
い
生
活
を
営
む
も
の
に
と
っ

て
、
向
由
な
空
想
の
世
界
に
人
を
遊
ば
せ
る
童
話
の
制
作
ほ
ど
心
を
う
る
ほ
し

註
１

慰
め
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
上
京
後
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
し
、
串
田
孫
一
の
童
心
説
「
賢
治
は
成
人
の
眼
と
子
供
の
眼
と
を
同
時
に

註
２

持
っ
て
ゐ
た
と
も
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
」
「
普
通
の
大
人
が
、
ど
れ
ほ
ど
巧
み

に
童
心
の
世
界
を
自
分
の
中
に
し
つ
ら
え
て
も
、
た
だ
巧
み
さ
か
ら
で
は
出
来

な
い
と
思
い
ま
す
。
賢
治
に
は
子
供
の
世
界
が
、
肉
体
的
に
も
残
さ
れ
て
い
た

註
３

こ
と
が
大
き
な
要
素
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
。
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
谷
川

説
は
草
野
説
と
Ｍ
じ
よ
う
に
上
京
後
の
こ
と
を
述
べ
、
時
刑
的
な
ず
れ
が
あ
り
、

串
田
説
も
実
証
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
二
氏
の
説
は
い
ず
れ
も
確
か
に

賢
治
に
お
け
る
童
話
創
作
の
一
要
因
を
示
し
て
い
る
が
「
何
故
、
賢
治
は
童
話

を
書
い
た
か
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
間
接
的
要
因
で
あ
り
、
こ
の
可
能

性
を
現
実
化
し
た
積
極
的
・
直
接
的
動
機
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

お
そ
ら
く
そ
の
直
接
的
動
機
は
何
か
他
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
点
、
草

野
心
平
の
「
高
知
尾
智
耀
の
奨
め
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
否
定
す
べ
き

一
五

萬

好
毎
Ｊ

田
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こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
先
述
し
た
よ
う
に
時
間
的
な
ず
れ
が
あ
り
、

こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
動
機
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
・
賢
治
の
童
話
創
作
段

階
は
他
の
作
家
の
よ
う
に
一
筋
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
面
体
を
な
し
て
い
る

と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
多
面
体
を
究
め
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
経
路
を

見
、
そ
の
経
路
に
従
っ
て
考
え
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
賢
治
の
文
学
活

動
を
時
期
的
に
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
四
期
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

四
つ
の
段
階
を
年
代
を
追
っ
て
述
べ
た
い
・

㈹
大
正
七
年
’
九
年

盛
岡
高
等
農
林
学
校
研
究
生
時
代
。
短
編
ス
ヶ
ヅ
チ
創
作
、
浮
世
絵
版
画
の

蒐
集
、
法
華
信
仰
の
布
教
な
ど
す
る
。
作
品
ｌ
『
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸

『
峻
子
の
尼
』
『
貝
の
火
』
等
。

②
大
正
十
年
一
月
’
八
月

父
母
の
改
宗
を
熱
望
し
て
容
れ
ら
れ
ず
、
国
柱
会
奉
仕
の
た
め
突
如
上
京
す
。

筆
耕
校
正
に
て
同
活
し
、
街
頭
布
教
に
従
う
。
国
柱
会
の
高
知
尾
智
耀
に
奨

め
ら
れ
、
「
法
華
文
学
の
創
作
」
を
決
意
す
。

⑧
大
正
十
年
九
月
’
十
四
年

帰
宅
後
、
生
地
花
巻
の
股
学
校
に
奉
職
。
詩
築
『
春
と
修
羅
』
、
童
話
集
『
注

文
の
多
い
料
理
店
」
を
自
費
出
版
す
。

④
大
正
十
四
年
ｌ
昭
和
八
年

花
巻
農
学
校
を
依
願
退
職
し
、
「
羅
須
地
人
協
会
」
を
設
立
。
作
品
ｌ
『
風

の
又
三
郎
」
『
ポ
ラ
ー
ノ
の
広
場
」
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド

リ
の
伝
記
」
等
。

註
１
岩
波
文
庫
『
風
の
又
三
郎
」
解
説
。

１
３

Ｆ

１

賢
治
童
話
の
処
女
作
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
』
を
書
き
だ
し
た
の
が
大
正

七
年
六
月
で
あ
る
。
こ
の
時
期
が
児
童
文
学
史
上
、
ど
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。

児
童
文
学
を
市
民
的
な
感
覚
と
近
代
的
な
芸
術
性
に
よ
っ
て
立
て
な
お
そ
う

と
す
る
気
運
は
、
よ
う
や
く
熟
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
気
運
に
方
向
を
与
え
、
新

し
い
児
童
文
学
運
動
を
も
り
あ
げ
た
の
が
、
鈴
木
三
重
吉
主
宰
の
雑
誌
一
赤
い

註
１

烏
」
で
あ
る
。
船
木
枳
郎
の
「
現
代
児
童
文
学
史
」
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
世
界

大
戦
の
始
ま
っ
た
頃
か
ら
、
婦
人
や
子
供
に
対
す
る
関
心
が
世
界
全
般
に
高
ま

り
、
日
本
に
お
い
て
も
戦
中
戦
後
を
通
じ
て
婦
人
雑
誌
や
児
童
雑
誌
が
啓
蒙
的

役
割
を
も
つ
も
の
と
し
て
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
れ
て
童
話
熱
が
急
速

に
高
ま
り
、
余
技
の
域
を
脱
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
当
時
の
一
流
文
人
は
こ

ぞ
っ
て
こ
れ
に
筆
を
染
め
た
と
い
う
。
し
か
も
こ
う
し
て
創
作
童
話
が
発
展
の

途
に
つ
い
た
時
、
世
界
大
戦
に
よ
る
海
外
文
化
の
交
流
に
刺
激
さ
れ
、
外
国
童

話
も
ま
た
急
激
に
拡
ま
り
、
イ
ソ
ッ
プ
、
グ
リ
ム
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
翻
訳
な

ど
正
に
創
作
童
話
を
も
し
の
ぐ
人
気
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
創
作
童
話
の
立

ち
お
く
れ
は
、
芸
術
性
の
高
い
も
の
が
乏
し
か
っ
た
と
こ
に
理
由
が
あ
り
、
一

流
文
人
が
童
話
雑
誌
に
参
加
し
た
こ
と
は
坪
田
讓
治
の
「
作
家
と
い
う
作
家
で

そ
の
頃
童
話
の
一
編
も
書
か
な
か
っ
た
と
い
う
人
は
恐
ら
く
数
え
る
ほ
ど
し
か

註
２

な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ

勝
Ｉ
ｒ
Ｌ
ｌ
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。
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の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
大
正
七
年
六
月
「
赤
い
鳥
』
の
創
刊
を
促
し
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
正
七
年
六
月
、
「
赤
い
烏
』
の
創
刊
と
時
期
を
お
な
じ

く
し
て
溌
治
は
処
女
作
『
蜘
蛛
と
な
め
く
ち
と
狐
』
の
創
作
を
始
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
い
ま
こ
の
両
者
の
年
月
の
一
致
を
軍
要
祝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
。
こ
れ
を
単
に
偶
然
の
一
致
と
し
て
か
た
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
賢

註
３

治
が
ゴ
ッ
ホ
の
絵
に
感
動
し
た
こ
と
、
そ
し
て
「
大
正
七
年
五
月
よ
り
」
の
と

こ
ろ
で
『
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
白
鳥
の
歌
」
と
題
す
る
十
首
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ

と
、
ま
た
、
彼
の
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
オ
宣
言
に
お
け
る
「
大
小
ク
ラ
ウ
ス
」
と
い

う
の
は
、
明
ら
か
に
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
小
ク
ラ
ウ
ス
と
大
ク
ラ
ウ
ス
」
の
こ

と
で
あ
る
。

彼
の
童
話
の
創
作
動
機
つ
ま
り
彼
の
童
話
文
学
者
的
資
質
を
め
ざ
め
さ
せ
た

の
は
、
こ
れ
ら
ア
ン
デ
ル
セ
ン
及
び
『
赤
い
烏
」
の
創
刊
で
あ
っ
た
と
は
い
え

な
い
だ
ろ
う
か
。
詳
し
く
い
う
な
ら
ば
、
当
時
の
童
話
流
行
の
風
潮
に
刺
激
さ

れ
、
少
な
か
ら
ず
こ
う
し
た
も
の
へ
の
関
心
を
持
ち
始
め
て
い
た
彼
が
た
ま
た

ま
ア
ン
デ
ル
セ
ン
を
読
み
十
首
の
短
歌
を
詠
む
程
感
動
し
た
矢
先
、
鈴
木
三
重

吉
の
『
赤
い
烏
」
が
創
刊
さ
れ
、
一
流
文
人
が
こ
ぞ
っ
て
こ
れ
に
執
筆
す
る
に

及
び
希
望
と
情
熱
に
燃
え
て
い
た
若
き
賢
治
も
自
ら
こ
れ
を
試
象
だ
し
た
と
い

う
こ
と
は
当
然
す
ぎ
る
程
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
デ
ル
セ
ン
と
同
様
、

彼
が
『
赤
い
烏
』
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
大
正
十
年
一
月
、
上

京
し
た
際
に
三
重
吉
の
も
と
へ
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
な
づ
け
る
。
こ
う

し
て
始
ま
っ
た
賢
治
の
童
話
創
作
は
大
正
十
年
に
上
京
し
、
高
知
尾
智
耀
の

「
奨
め
」
を
受
け
て
本
格
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
た
だ
「
奨
め
」
を
受
け

て
も
彼
に
童
話
文
学
者
的
資
質
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
本
格
的
な
も
の
に
な
る

宮
沢
賢
治
の
童
話
‘

ｄ
９
１

j

》

は
ず
が
な
く
、
ま
し
て
「
或
る
月
は
三
千
枚
も
書
」
け
る
は
ず
が
な
い
。

こ
こ
に
恩
田
逸
夫
の
言
う
よ
う
に
成
人
が
童
話
を
書
く
気
持
と
し
て
、
⑩
児

童
愛
。
②
児
童
尊
重
．
⑧
児
童
の
心
的
特
性
に
よ
せ
ら
れ
た
興
味
・
側
童
話
の

象
徴
性
や
杼
惰
性
に
対
す
る
関
心
と
い
う
四
つ
の
条
件
を
賢
治
が
こ
と
ご
と
く

伽
え
て
い
る
こ
と
や
掩
彼
の
家
庭
環
境
、
目
然
環
境
も
彼
の
童
話
を
考
え
る
場

合
に
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
家
庭
環
境
と
し
て
は
賢
治
が
幼
少
の
頃
、

彼
の
祖
母
が
子
守
唄
の
代
り
に
童
話
風
の
話
を
聞
か
せ
て
眠
ら
せ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
賢
治
の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
し
、
民
諏
の
宝
庫
と
も
言
う
べ
き
東
北
地
方
の
民
俗
的
環
境
も
、
童
話
成
立

上
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
は
柳
田
国
男
蒐
集
の
『
遠
野

物
語
』
に
よ
っ
て
も
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
。
贋
治
の
童
話
の
作
品
中
、
民
諏
的

要
素
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
は
「
瓜
の
叉
三
郎
』
、
『
ざ
し
き
童
子
の
話
』
、

『
狼
森
と
旅
森
盗
森
』
、
「
林
の
底
』
、
『
さ
る
の
こ
し
か
け
』
、
『
水
仙
月
の
四
日
」

等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
賢
治
自
身
に
童
話
文
学
者
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
素
質
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
外
的
刺
激
を
敏
感
に
と
ら
え
得
た
の
で
あ
る
こ
と
は
、

今
更
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

註
321か

く
て
賢
治
は
大
正
十
年
一
月
上
京
す
る
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
賢
治
年
譜

一
七

管
忠
道
著
『
日
本
の
児
童
文
学
』
参
照
。

註
１
と
同
じ
・

統
橋
達
雄
「
ゴ
ヅ
ホ
と
の
遜
遁
」
（
「
四
次
元
』
九
三
号
）

(2)
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に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

大
正
十
年
二
十
六
歳
（
二
五
八
一
）
一
月
、
法
華
経
敬
信
の
念
愈
々
篇

く
、
父
母
一
家
の
改
宗
を
熱
望
せ
る
も
容
れ
ら
れ
ず
、
遂
に
家
を
離
れ
て
上

京
せ
ん
と
決
意
す
。
時
た
ま
た
ま
、
棚
の
上
の
日
蓮
上
人
遺
文
集
が
突
然
落

下
せ
る
に
、
家
を
去
る
は
今
な
り
と
、
法
華
経
、
遺
文
集
を
携
へ
、
旅
費
の

み
に
て
上
京
し
、
本
郷
菊
坂
町
稲
垣
方
の
一
間
を
借
り
、
昼
は
筆
耕
、
校
正

等
を
働
き
、
夜
は
田
中
智
学
氏
の
国
柱
会
に
奉
仕
し
、
時
に
は
街
頭
布
教
を

な
し
、
日
限
祭
Ⅱ
に
は
脚
書
飢
に
て
勉
強
す
。
当
昨
馬
鈴
蒋
と
水
に
て
そ
の

日
を
過
す
こ
と
多
か
り
き
・

二
月
頃
国
柱
会
の
高
知
尾
智
輝
氏
の
奨
め
も
あ
り
、
文
芸
に
依
り
大
乗
教

典
の
真
意
を
拡
め
ん
こ
と
を
決
意
す
。
（
以
下
略
）

こ
の
「
奨
め
」
が
た
し
か
に
．
Ⅱ
よ
り
八
川
に
至
る
Ⅲ
、
創
作
熱
岐
も
旺

盛
、
或
る
月
は
三
千
枚
も
害
」
か
せ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
年
譜
の
表
面
だ

け
を
見
る
と
、
田
舎
の
素
朴
で
純
情
な
青
年
が
．
家
の
改
宗
を
熱
望
せ
る
も

容
れ
ら
れ
」
な
か
っ
た
た
め
に
上
京
し
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
た
だ
そ
の

理
由
だ
け
と
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
。
童
話
に
よ
っ
て
「
大
乗
教
典
の
真
意

を
拡
め
」
る
と
共
に
、
何
ん
と
か
し
て
世
に
出
よ
う
と
す
る
意
識
（
中
央
文
壇

へ
の
怖
惟
）
と
花
巻
と
い
う
生
活
閥
を
離
れ
、
父
の
も
と
か
ら
去
っ
て
独
立

（
経
済
的
に
）
し
よ
う
と
す
る
意
識
と
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
賢
治
を

し
て
家
出
同
様
の
上
京
を
促
し
た
の
で
あ
っ
て
、
全
部
が
全
部
「
父
母
一
家
の

改
宗
を
熱
望
し
て
容
れ
ら
れ
」
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
と
思
う
。
中
央
文
壇

へ
の
憧
慌
と
い
う
こ
と
は
上
京
早
々
「
赤
い
烏
」
の
鈴
木
三
重
吉
の
も
と
に
ｎ

分
の
童
話
作
品
を
持
っ
て
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
し
、
ま
た
、
彼
が

関
徳
弥
に
宛
て
た
齊
簡
に

ｂ
と

L

↓
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私
は
書
い
た
も
の
を
売
ろ
う
と
折
角
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
不
真
面
目
だ
と

か
真
面
目
だ
と
か
云
っ
て
下
さ
る
な
。
愉
快
な
愉
快
な
人
生
で
す
。
（
中
略
）

図
書
館
へ
行
っ
て
見
る
と
毎
日
百
人
位
の
人
が
『
小
説
の
作
り
方
」
或
は

『
創
作
へ
の
道
』
と
い
う
よ
う
な
本
を
借
り
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
な
る
ほ

ど
書
く
丈
け
な
ら
小
説
ぐ
ら
い
雑
作
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
な
。
う

ま
く
行
け
ば
島
田
清
次
郎
氏
の
よ
う
に
七
万
円
位
忽
ち
も
う
か
る
、
天
才
の

名
は
あ
が
る
。
ど
う
で
す
。
（
大
畑
・
７
・
喝
）

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
文
壇
へ
の
野
心
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

島
田
清
次
郎
の
「
地
上
』
第
一
部
に
大
正
八
年
六
月
に
出
版
さ
れ
、
異
常
な

人
気
を
呼
ん
だ
・
島
田
沽
次
郎
は
当
時
二
十
一
歳
。
つ
づ
い
て
第
二
部
を
九
年

二
月
、
第
三
部
を
十
年
一
月
、
第
四
部
を
十
一
・
年
一
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

当
時
二
十
六
歳
の
擬
治
が
、
崎
川
消
次
郎
の
成
功
に
心
動
か
さ
れ
、
経
済
的
脚

立
（
「
七
万
円
位
忽
ち
も
う
か
る
」
）
と
名
声
獲
得
（
「
天
才
の
名
は
あ
が
る
‐
｜
）

へ
の
華
々
し
い
未
来
を
夢
み
た
こ
と
は
覆
い
き
れ
な
い
。
書
か
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
内
的
衝
動
で
は
な
し
に
、
ス
タ
ー
ヘ
の
憧
慌
か
ら
書
き
は
じ
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
更
に
、
大
正
十
二
年
一
川
に
も
令
弟
清
六
に
童
話
原
稿
多
数
を
一
一
婦

人
画
報
』
細
集
部
に
持
参
せ
し
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
中
央
文
壇
へ
の
野

心
は
決
定
的
な
も
の
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
関
徳
弥
宛
の
書
簡
に
お
い

て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
次
の
文
面
で
あ
る
。

．
お
お
。
妙
法
蓮
華
経
の
あ
る
が
加
く
に
総
て
あ
ら
し
め
よ
。
私
に
は
私
の
望

象
や
願
ひ
が
ど
ん
な
も
の
や
ら
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
宗
教
は
芸
術
で

す
。
こ
れ
か
ら
の
芸
術
は
宗
教
で
す
。
い
く
ら
字
を
並
べ
て
も
心
に
な
い
も

の
は
て
ん
で
音
の
工
合
か
ら
ち
が
ふ
。
頭
が
痛
く
な
る
。
同
じ
痛
く
な
る
に

し
て
も
無
川
に
加
く
な
る
。

、

｡
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こ
れ
に
よ
る
と
賢
治
は
宗
教
即
芸
術
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
「
小

説
ぐ
ら
ゐ
雑
作
も
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
小
説
を
書
か
な
か
っ
た
理
由
が
自
然

と
わ
か
っ
て
く
る
。
「
小
説
に
は
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
、
彼
の
思
想
が
盛
切
れ
な

註
１

か
つ
た
、
ｌ
も
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
」
と
い
う
佐
藤
勝
治
の
意

見
に
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
が
初
期
に
「
疑
獄
元
兇
』
と
い
う
小
説

を
書
い
て
い
る
し
、
彼
自
身
の
言
葉
に
も
「
確
か
に
こ
の
通
り
心
象
の
中
に
現

は
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
単
に
思
想
や
イ
メ

ー
ジ
の
過
剰
と
い
う
考
え
の
み
で
は
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
と
思
う
。
彼
の
短
歌
、

散
文
の
ス
ケ
ッ
チ
の
殆
ん
ど
が
自
然
の
風
物
に
触
発
さ
せ
て
書
い
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
彼
に
島
田
清
次
郎
の
如
き
、
い
は
ぱ
作
り
物
の
華
や
か
な
大

衆
的
作
家
の
作
品
が
「
頭
が
痛
く
な
る
」
と
映
じ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
彼
は
た
だ
小
説
を
書
く
だ
け
で
な
く
「
文
芸
に
依
り
大
乗
教
典
の
真
意
を
拡

め
」
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
の
手
段
に
童
話
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

高
知
尾
師
ノ
奨
メ
ニ
ョ
リ

法
華
文
学
ノ
創
作

名
ヲ
ア
ラ
．
ハ
サ
ズ

報
ヲ
ウ
ケ
ズ
ー

貢
高
ノ
心
ヲ
離
し

筆
フ
ト
ル
ヤ
マ
ヅ
道
場
観

奉
請
ヲ
行
上
所
縁

仏
意
二
契
フ
ヲ
念
ジ

然
ル
後
一
一
全
力
之
二
従
フ
ー
ヘ
シ

断
ジ
テ
教
化
ノ
考
ダ
ル
、
ヘ
カ
ラ
ズ
ー

宮
沢
賢
治
の
童
話

侭

ル

ダ
ダ
純
真
一
一
法
楽
ス
、
ヘ
シ

タ
ノ
ム
所
オ
ノ
レ
ガ
小
才
一
一
非
し

・
ダ
ダ
諸
仏
菩
薩
の
冥
加
一
一
ヨ
レ

賢
治
の
言
う
「
宗
教
」
を
法
華
経
の
真
理
を
信
じ
実
行
す
る
こ
と
、
「
芸
術
」

は
そ
の
信
仰
を
芸
術
の
論
理
に
従
っ
て
表
現
す
る
こ
と
と
解
す
る
な
ら
、
芸
術

は
教
化
的
手
段
に
転
落
す
る
危
険
性
が
あ
る
し
、
ま
た
、
「
妙
法
蓮
華
経
の
あ

る
が
如
く
に
総
て
を
あ
ら
し
め
よ
」
と
い
う
信
仰
が
優
先
す
る
か
ぎ
り
芸
術
は

信
仰
表
現
の
一
方
法
、
い
わ
ば
教
化
的
手
段
の
役
割
を
担
わ
せ
ら
れ
る
。
で
あ

る
の
に
こ
こ
に
「
断
ジ
テ
教
化
ノ
考
ダ
ル
、
ヘ
カ
ラ
ズ
ノ
，
ダ
ダ
純
真
一
一
法
楽
ス
ゞ
へ

シ
」
と
述
べ
て
お
り
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
が
関
徳
弥
に
宛

て
て
宗
教
即
芸
術
と
書
い
た
と
き
に
こ
う
し
た
問
題
を
省
察
す
る
い
と
ま
が
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
こ
で
「
高
知
尾
師
ノ
奨
メ
｜
ヨ
リ
、
法
華
文
学
ノ
創
作
」
を
文
字

通
り
受
け
と
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
先
の
関
宛
の
書
簡
に
「
お
お
、
妙
法

蓮
華
経
の
あ
る
が
如
く
に
総
て
を
あ
ら
し
め
よ
」
と
か
、
「
こ
れ
か
ら
の
宗
教

は
芸
術
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
芸
術
は
宗
教
で
す
」
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
合
わ
せ

て
考
え
た
な
ら
ば
、
決
し
て
文
字
通
り
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
は
彼

の
作
品
は
確
固
と
し
て
何
ら
の
思
想
の
背
景
も
な
し
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
否
、
決
し
て
そ
う
で
な
い
と
思
う
。
佐
藤
勝
治
は
「
一
つ
一
つ
の
作

品
に
目
的
意
識
は
持
た
な
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
彼
の
も
の
の
感
じ

方
、
と
ら
え
方
、
生
活
そ
の
も
の
が
彼
独
自
の
宗
教
に
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、

そ
の
感
じ
た
も
の
、
と
ら
え
た
も
の
を
形
象
化
し
た
作
品
、
ｌ
童
話
や
詩
は

信
仰
文
学
な
ら
ざ
る
な
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
階
級
意
識
と
い
う

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
も
の
を
書
か
な
か
っ
た
が
、
宗
教
（
法
華
経
）
と
い
う
イ

一
九
‐
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術
的
作
品
を
生
み
出
そ
う
と
決
意
し
、
こ
う
し
た
芸
術
が
や
が
て
大
衆
化
さ
れ

て
法
華
経
の
真
理
を
拡
め
、
自
ら
の
名
も
広
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
夢
み
て
い

る
が
、
し
か
し
彼
の
ね
が
っ
た
独
立
の
生
活
は
長
く
つ
づ
か
ず
帰
宅
す
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
敗
北
で
あ
っ
た
。
だ
が
敗
北
に
終
っ
た
と
い
っ
て
も
、

中
央
文
壇
へ
の
憧
恨
は
消
え
て
は
い
な
い
。
こ
の
年
の
十
二
月
に
は
花
巻
農
学

校
の
教
師
に
な
り
、
か
た
わ
ら
童
話
の
創
作
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
大
正
十
二

年
五
月
に
自
作
の
劇
「
植
物
医
師
」
、
「
ハ
ナ
ナ
ン
大
将
』
を
上
演
し
、
毎
月
詩
、

短
編
を
書
き
、
ま
た
、
地
方
新
聞
な
ど
に
詩
や
童
話
を
発
表
し
て
い
る
し
、
こ

の
年
の
一
月
に
は
令
弟
清
六
を
し
て
童
話
の
原
稿
を
「
婦
人
画
報
』
編
集
部
へ

持
参
せ
し
め
て
断
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

註
２

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
、
意
識
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
書
い
て
い
る
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
く
ら
い
彼
の
信
仰
は
肉
体
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
“
だ
か
ら
こ

そ
、
机
上
並
び
に
周
囲
を
信
仰
の
場
と
し
て
潔
め
、
身
心
一
筋
に
仏
の
道
に
そ

む
か
ざ
ら
ん
こ
と
を
願
い
、
「
然
ル
後
｜
一
全
力
之
｝
一
従
フ
ー
ヘ
シ
」
と
い
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
「
断
ジ
テ
教
化
ノ
考
ダ
ル
、
ヘ
カ
ラ
ズ
」
が
強
く
浮
か
び

出
て
く
る
心
そ
し
て
「
信
仰
ノ
場
」
で
の
「
純
真
法
楽
」
な
の
で
あ
る
。

，
こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
賢
治
に
と
っ
て
芸
術
と
は
「
法
」
の
世
界
の
認
識

と
そ
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
か
ら
の
芸
術
は
宗
教

で
す
。
こ
れ
か
ら
の
宗
教
は
芸
術
で
す
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
新
し
い
芸

註
１
佐
藤
勝
治
著
『
宮
沢
擬
治
批
判
」

２
佐
藤
勝
治
著
『
宮
沢
賢
治
批
判
』

'3）
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で
は
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
呼
び
か
け
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
童
話
集

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
「
新
刊
案
内
」
を
読
め
ば
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
「
新
刊
案
内
」
と
「
序
文
」
は
彼
の
数
多
く
は
な
い
文
学
論
の
中
の
一
つ

で
あ
る
こ
と
か
ら
言
っ
て
も
、
ま
た
、
童
話
集
を
出
版
し
よ
う
と
す
る
抱
負
に

満
ち
た
時
期
に
書
か
れ
た
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
彼
の
童
話
観
解
明
の
重
要

な
鍵
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
「
新
刊
案
内
」
の
中
に
は
、
彼
が
意
識
し
て
書
い

た
の
か
、
無
意
識
の
う
ち
に
書
い
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
万
物
に
神
の
慈

光
が
及
び
、
万
物
に
仏
性
が
そ
な
わ
り
、
「
罪
や
悲
し
柔
で
さ
へ
そ
こ
で
は
聖

く
き
れ
い
に
姉
」
き
、
「
既
成
の
疲
れ
た
宗
教
」
を
排
す
る
と
言
っ
て
い
る
よ

う
に
法
華
経
が
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
既
成
の
疲
れ
た
宗
教
」
と
い
う
の
は
、

二
○

中
央
文
壇
へ
、
広
く
は
社
会
全
体
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
志
を
捨
て
て
い
な

い
の
で
、
あ
る
。
更
に
大
正
十
三
年
に
は
、
彼
は
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
名
づ
け

る
詩
集
「
春
と
修
羅
」
（
四
月
）
、
及
び
童
話
集
「
注
夕
の
多
い
料
理
店
」
（
十

二
月
）
を
夫
を
自
費
出
版
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
費
出
版
し
て
ま
で
も
自
分

の
作
品
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
働
き
か
け
で
あ
り
、
自
己
の
作
品
へ
の

自
信
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
裏
面
に
は
「
大
乗
教
典
の
真
意
を
拡
め
」
る
意
志
も

含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
「
そ
れ
か
ら

今
日
別
便
で
童
話
三
十
、
ス
ケ
ッ
チ
集
三
十
お
送
り
し
ま
し
た
か
ら
そ
い
つ
を

思
い
切
っ
て
す
ば
や
く
売
り
飛
ば
し
て
あ
な
た
の
詩
集
の
た
し
に
し
て
く
だ
さ

い
」
（
森
佐
一
宛
書
簡
、
大
理
・
９
．
副
）
と
い
う
自
信
に
満
ち
た
（
作
品
が

売
れ
る
と
い
う
こ
と
）
言
葉
も
出
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
続

橋
達
雄
の
「
詩
集
「
春
と
修
羅
』
の
基
調
を
な
す
も
の
は
孤
独
な
魂
の
独
白
で

あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
童
話
は
、
他
へ
の
よ
び
か
け
乃
至
は
働
き
か
け
で
あ
る
」

（
『
四
次
元
」
百
号
）
と
い
う
意
見
が
、
こ
の
時
期
ま
で
は
当
て
は
ま
る
。
そ
れ

6



浄
土
宗
と
か
禅
宗
と
か
、
真
言
宗
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
り
、
法
華
経
を
巌
上

、
、
、
、

の
教
典
と
評
価
す
る
日
蓮
主
義
（
日
蓮
宗
に
あ
ら
ず
）
の
こ
と
を
、
つ
か
れ
な

註
１

い
新
し
い
宗
教
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
「
新
し
い

よ
り
よ
い
世
界
を
構
成
す
る
材
料
」
と
は
、
「
お
の
れ
を
す
て
よ
」
「
す
べ
て

の
も
の
に
仏
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
っ
た
考
え
方
の
土
台
を
き
ず
い
て

註
２

い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
国
分
一
太
郎
の
言
葉
を
ひ
か
ず
と
も
彼
の
童

話
の
処
女
作
「
蜘
蛛
と
な
め
く
ぢ
と
狸
」
の
中
に
も
あ
る
。
こ
の
作
品
に
見
ら

れ
る
狸
と
兎
の
言
行
は
堕
落
し
た
念
仏
宗
の
僧
俗
、
布
教
師
や
愚
か
な
信
者
達

の
傾
向
、
タ
イ
プ
と
い
っ
た
も
の
を
表
現
し
て
い
る
し
、
文
中
し
ば
し
ば
繰
返

さ
れ
る
「
な
ま
ね
こ
」
と
は
狡
猜
な
「
山
猫
」
の
音
感
と
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
」

註
３

の
口
気
を
と
り
合
わ
せ
た
露
骨
な
調
刺
の
新
造
語
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
「
新
刊
案
内
」
と
「
序
文
」
と
か
ら
彼
の
童
話
観
を
解
明
す
れ
ば
、

「
序
文
」
に
は
「
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
ち
い
さ
な
も
の
が
た
り
の
幾
き
れ

か
が
、
お
し
ま
ひ
、
あ
な
た
の
す
き
と
ほ
っ
た
ほ
ん
た
う
の
た
べ
も
の
に
な
る

こ
と
を
、
ど
ん
な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
児

童
の
た
め
に
念
願
し
た
制
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
「
新
刊
案
内
」

の
特
色
の
第
一
に
「
純
真
な
心
意
の
所
有
者
た
ち
に
欺
き
与
へ
ん
と
す
る
も
の

で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
や
、
「
正
し
い
も
の
の
種
子
を
有
し
、
そ
の
美
し
い

も
の
の
発
芽
を
待
つ
」
と
い
う
、
教
化
性
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

は
承
な
児
童
愛
か
ら
出
発
し
て
児
童
の
た
め
に
書
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
対
し
『
赤
い
鳥
」
の
鈴
木
三
重
吉
の
童
話
創
作
の
直
接
動
機
は
彼
自
身

が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
長
女
の
誕
生
に
遭
っ
て
、
彼
の
も
っ
た
父
と
し
て
の
い

わ
ば
せ
ま
い
児
童
愛
で
あ
る
。
そ
れ
が
年
少
者
一
般
に
ま
で
敷
桁
し
た
の
が
、

「
芸
術
と
し
て
真
価
あ
る
純
麗
な
童
話
と
童
謡
を
創
作
す
る
最
初
の
運
動
を
起

宮
沢
賢
治
の
童
話

偽

‘

し
た
い
と
恩
ひ
ま
し
て
、
月
刊
雑
誌
「
赤
い
鳥
』
を
主
宰
発
行
す
る
こ
と
に
致

註
４

し
ま
し
た
」
と
い
う
宣
言
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
児
童
の
心
性
の
開
発
を
目
ざ

し
て
い
る
の
は
、
賢
治
の
「
新
刊
案
内
」
に
お
け
る
特
色
第
一
の
言
葉
と
合
致

す
る
の
で
あ
る
。

『
赤
い
烏
』
に
代
表
さ
れ
る
中
央
文
壇
の
流
れ
と
「
新
刊
案
内
」
の
比
較
の

註
５

点
に
つ
い
て
は
、
既
に
恩
田
逸
夫
が
「
宮
沢
賢
治
の
童
話
文
学
制
作
の
基
底
」

に
、
詳
し
く
考
察
さ
れ
証
明
済
象
で
あ
る
。

彼
の
児
童
愛
は
実
生
活
上
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
。
そ
れ
は
第
一
に
農

学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
。
大
正
十
二
年
に
自
作
の
「
植
物
医
師
』
、
「
バ
ナ
ナ
ン

大
将
」
を
ま
た
、
大
正
十
三
年
に
は
自
作
の
一
岬
霞
餓
陣
営
」
、
「
ポ
ラ
ン
の
広

場
』
、
「
植
物
医
師
』
、
｜
｜
種
山
ヶ
原
」
を
花
巻
農
学
校
の
生
徒
を
監
督
し
て
劇
を

上
演
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
子
供
会
を
つ
く
っ
た
り
、
農
学
校
の
生
徒
と
共
に

イ
ギ
リ
ス
海
岸
を
散
歩
し
て
い
る
こ
と
等
は
、
児
童
愛
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
農
学
校
の
生
徒
で
あ
れ
ば
、
年
齢
的
に
は
児
童
の
枠
を

越
え
て
い
る
が
、
彼
の
「
新
刊
案
内
」
の
中
に
「
少
年
少
女
期
の
終
り
頃
か
ら

ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
中
葉
に
対
す
る
一
つ
の
文
学
の
形
成
を
と
っ
て
ゐ
る
」
と
あ

り
、
そ
の
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
中
葉
に
相
当
す
る
年
齢
で
あ
る
。
こ
こ
に
賢
治
童

話
が
、
所
謂
「
童
話
」
で
な
い
と
い
わ
れ
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
童
話
と
い
う
も
の
は
あ
く
ま
で
も
児
童
へ
の
お
話
で
あ
っ
て
、
読

者
層
は
児
童
で
あ
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
創
作
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
賢
治
の
場
合
「
文
学
と
し
て
の
形
式
を
と
つ
」
た
の
で
あ
っ
て
、
童
話
を
書

い
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
こ
の
言
葉
だ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
「
形

式
」
と
し
て
「
童
話
」
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
読
者
と
し
て
予
想
さ
れ
る

の
は
児
童
で
あ
っ
て
も
、
成
人
で
あ
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
「
そ

偽

色



－

３
丹
羽
俊
夫
「
賢
治
の
詩
と
法
華
経
」
（
「
宮
沢
賢
治
と
法
華
経
』
所
収
）
。
み
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
す
。
」
或
い
は
、
「
こ
の
数
年
、
意
久
地
な
く
疾
み
ま
し

４
「
私
の
作
篇
等
に
つ
い
て
」
「
鈴
木
三
重
吉
全
集
」
第
五
巻
所
収
。
て
、
た
だ
も
う
事
か
ら
も
、
人
か
ら
も
遠
ざ
か
り
遁
げ
る
や
う
に
ぱ
か
り
居
ま

５
『
跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
』
第
四
号
所
収
。
し
た
次
第
、
悪
し
か
ら
ず
ご
諒
察
ね
が
ひ
ま
す
。
」
（
昭
和
七
年
九
月
二
十
日

吉
野
信
夫
宛
）
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
他
へ
の
よ
び
か
け
乃
至
は

４

働
き
か
け
」
が
消
え
て
く
る
し
、
次
第
に
孤
独
に
さ
え
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

賢
治
は
大
正
十
五
年
三
月
に
、
花
巻
農
学
校
を
依
願
退
職
し
、
四
月
に
は
花
ｌ
彼
が
農
民
の
中
に
入
っ
て
い
た
理
由
は
「
俸
給
生
活
に
あ
こ
が
れ
る
生
徒
等
に
、

巻
町
下
根
子
桜
に
自
炊
生
活
を
始
め
、
附
近
を
開
墾
し
畑
を
耕
作
し
た
．
「
か
帰
農
を
す
す
め
な
が
ら
、
彼
は
ふ
と
、
ｌ
自
分
は
学
校
に
出
て
、
そ
れ
ら
の

註
１

が
や
く
宇
宙
の
微
塵
」
と
な
る
た
め
に
、
宇
宙
の
底
の
東
北
の
小
さ
な
町
で
、
生
徒
の
と
か
く
嫌
が
る
労
働
を
少
し
も
し
て
ゐ
な
い
で
は
な
い
か
。
と
自
分
の

註
２
．

な
に
よ
り
も
そ
の
隣
人
た
ち
の
幸
福
の
た
め
に
働
い
て
、
そ
の
臨
終
の
日
ま
で
現
在
の
生
活
を
反
省
し
た
と
き
」
に
、
辞
意
を
か
た
め
る
の
で
あ
る
が
、
私
に

か
わ
ら
な
か
っ
た
賢
治
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
門
を
ひ
ら
か
な
か
っ
た
自
分
は
彼
が
二
十
六
歳
頃
か
ら
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
の
で
は
な

の
大
衆
の
た
め
の
作
品
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
人
為
を
、
こ
の
身
近
か
な
隣
人
い
か
と
思
わ
れ
る
。
先
に
も
引
川
し
た
よ
う
に
大
正
十
年
に
上
京
し
た
時
、
八

た
ち
の
な
か
に
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
作
品
が
『
農
民
芸
術
慨
月
に
出
し
た
関
徳
弥
宛
の
書
簡
の
裏
に
「
岩
手
県
だ
。
（
中
略
）
俺
は
只
一
人
で

れ
は
ど
ん
な
に
馬
鹿
げ
て
ゐ
て
も
、
難
解
で
も
必
ず
心
の
深
部
に
於
て
万
人
共

通
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
万
人
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
童
話
形

態
を
採
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
年
少
者
と
い
う
も
の
に
特
に
力
を
注
い
で

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
純
真
な
心
意
の
所
有
者
た
ち
」
に
与
え
る

夕
学
で
あ
り
、
且
つ
「
純
真
な
心
意
の
所
有
者
た
ち
」
と
は
「
卑
怯
な
成
人
」

以
外
の
者
、
す
な
わ
ち
「
児
童
」
（
年
少
者
も
含
め
て
）
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
よ
り
も
序
文
」
の
終
り
に
「
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
ち
い
さ
な
も
の
が

た
り
の
幾
き
れ
か
が
云
食
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
児
童
の
た
め
に

念
願
し
た
制
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
・

註
１
国
分
一
太
郎
著
『
生
活
記
録
・
児
童
文
学
』
参
照
。

２
註
１
と
同
じ
。

●

も

論
」
、
『
農
民
芸
術
概
論
綱
要
一
、
「
農
民
芸
術
の
興
隆
』
等
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
の
期
の
作
品
に
自
伝
的
な
、
言
わ
ば
私
小
説
的
な
童
話
が
三
作
品
あ
る
。

「
ポ
ラ
ー
ノ
の
広
場
』
、
『
セ
ロ
弾
き
の
。
コ
ー
シ
ュ
』
、
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ト
リ
の
伝

記
』
な
ど
が
そ
う
し
た
匂
い
を
も
っ
て
い
る
ｐ
他
に
こ
の
期
の
作
品
と
し
て
は
、

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
、
「
風
の
叉
三
郎
』
、
「
北
守
将
軍
と
三
人
兄
弟
の
医
者
」
だ

け
で
あ
る
。
こ
の
期
に
な
る
と
、
先
述
し
た
続
橋
達
雄
の
「
童
話
は
、
他
へ
の

よ
び
か
け
乃
至
は
働
き
か
け
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
て
は
ま
ら
な
く
な
っ

て
く
る
。
彼
の
書
簡
（
昭
和
七
年
六
月
十
九
円
母
木
光
宛
）
の
中
に
、
「
こ
ん

な
世
の
中
に
心
象
ス
ケ
ッ
チ
な
ん
と
い
ふ
も
の
を
、
大
衆
め
あ
て
で
、
決
し
て

書
い
て
ゐ
る
次
第
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
、
全
く
さ
び
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
美
し
い

も
の
が
ほ
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
た
だ
幾
人
か
の
完
全
な
同
感
者
か
ら
『
あ
れ
は

さ
う
で
す
ね
』
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
、
ぽ
つ
ん
と
云
は
れ
る
位
が
ま
づ
の
ぞ

今



其
処
に
畑
を
開
か
う
と
思
ふ
云
々
」
が
あ
る
し
、
他
に
『
堅
い
理
路
』
（
詩
）

の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
『
堅
い
壌
珸
」
に
は
、
天
恒
お
い
て
果

報
尽
き
て
落
下
す
る
天
人
の
姿
を
兄
、
哀
傷
の
悲
鳴
を
聞
き
、
無
明
の
Ⅲ
界
に

流
転
し
つ
づ
け
る
す
べ
て
の
哀
し
い
運
命
を
思
い
、
苦
海
に
迷
惑
す
る
同
朋
を

救
う
た
め
に
、
自
ら
雄
を
し
く
湖
に
堕
ち
次
い
で
人
食
を
と
も
な
っ
て
再
び
天

界
に
も
ど
り
、
や
が
て
真
実
の
悟
り
の
境
涯
に
到
ろ
う
と
す
る
願
い
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
二
十
七
歳
時
の
創
作
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
こ
の
天
人

的
境
地
か
ら
決
意
が
み
ご
と
に
開
花
し
て
、
羅
須
地
人
協
会
時
代
の
東
奔
西
走

す
る
ま
で
に
発
展
す
る
。
こ
の
時
、
す
な
わ
ち
大
正
十
一
年
に
す
で
に
「
世
界

が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う

杵
遍
的
愛
の
宣
言
は
彼
の
胸
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註
１
『
農
民
芸
術
概
論
』
序
論
。

２
束
光
敬
蒋
「
宮
沢
暁
治
の
生
涯
と
作
叩
山
。

以
上
伝
記
を
参
照
し
つ
つ
制
作
年
譜
を
辿
っ
て
賢
治
の
創
作
動
機
と
成
立
過

程
を
な
が
め
て
き
た
が
、
一
応
、
全
体
を
要
約
し
て
結
び
と
し
た
い
。

宮
沢
賢
治
の
溌
話

'5）

R

‘

賢
治
が
最
初
、
童
話
を
書
い
た
動
機
は
中
央
文
壇
の
影
響
で
あ
り
、
中
央
文

壇
へ
の
憧
慢
と
経
済
的
自
立
・
を
夢
ゑ
て
上
京
し
、
国
柱
会
活
動
を
し
て
い
る
と

き
に
大
乗
教
典
を
拡
め
よ
う
と
決
窓
し
、
そ
こ
へ
高
知
尾
判
朧
か
ら
奨
め
ら
れ

て
そ
れ
が
よ
り
積
極
的
に
な
る
。
中
央
文
壇
へ
の
俺
惟
と
大
乗
教
典
を
拡
め
ん

と
す
る
一
石
二
鳥
の
策
を
考
え
た
が
、
自
分
の
作
仙
を
世
間
の
人
々
に
受
け
容

れ
て
も
ら
え
ず
、
そ
の
た
め
帰
郷
後
も
中
央
文
壇
へ
の
憧
慢
は
ま
だ
消
え
な
か

っ
た
。
そ
の
う
ち
農
学
校
の
教
川
に
な
り
、
児
童
愛
か
ら
童
話
集
を
向
費
出
版

す
る
が
、
こ
の
と
き
は
ま
だ
自
分
の
作
品
に
対
し
て
は
自
信
を
持
っ
て
い
た
が
、

こ
の
、
信
も
要
す
る
に
、
己
満
足
に
終
り
、
そ
こ
で
ｎ
分
の
作
品
の
理
解
者
を

隣
人
（
即
ち
彼
の
考
え
る
）
に
兄
い
だ
し
、
そ
の
人
た
ち
の
幸
福
を
願
っ
て
書

き
続
け
る
。
家
族
の
人
か
ら
離
れ
た
彼
は
次
第
に
孤
独
に
な
っ
て
い
き
、
そ
の

孤
独
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
し
て
ひ
た
す
ら
に
童
話
を
書
き
、
自
慰
的
な
作
品
と

な
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
自
伝
的
な
、
い
わ
ば
私
小
説
的
な
童
話
の
成
立
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
自
ら
の
慰
籍
と
し
て
書
か
れ
た
賢
治
童
話
が
、
要
す
る
に
児

童
の
た
め
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、
所
謂
「
文
学
」
の
領
域
に
入
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ｌ
完
Ｉ

蹄
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