
研
究
ノ
ー
ト

宮
澤
賢
治
の
生
前
評
価

『
日
本
詩
人
』
誌
上
で
展
開
さ
れ
る
同
時
代
批
評

玉

井

晶

章

は
じ
め
に

一
、
宮
澤
賢
治
と
ゴ
シ
ッ
プ
騒
動

二
、
覇
権
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
賢
治

三
、『
日
本
詩
人
』
と
地
方
新
詩
運
動

お
わ
り
に

宮
澤
賢
治
の
生
前
評
価
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
草
野
心

平
の
主
宰
す
る
雑
誌
『
銅
鑼
』
と
の
繫
が
り
や
、
草
野
と
白
鳥

省
吾
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た

ゴ
シ
ッ
プ
騒
動

等
の
関

連
か
ら
、
反
詩
壇
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
て
い
た
こ
と
は
早

く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
反
詩
壇
勢
力

に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大

正
期
の
主
流
派
で
あ
り

中
央
詩
壇

の
代
表
的
存
在
で
も
あ

る
白
鳥
に
よ
っ
て
、
あ
る
肯
定
的
な
印
象
を
以
て
賢
治
が
評
価

さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
軽
ん
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ

の
た
め
、
こ
う
し
た
詩
壇
と
賢
治
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
本
稿
で
は
生

前
賢
治
に
向
け
ら
れ
た
批
評
の
う
ち
、
大
正
後
期
の
『
日
本
詩

人
』
誌
上
で
展
開
さ
れ
た
地
方
新
詩
運
動
の
活
動
と
目
的
を
明

ら
か
に
す
る
作
業
を
通
し
て
、
中
央
に
お
い
て
賢
治
が
ど
の
よ

う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
確
化
し
た
。
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は
じ
め
に

宮
澤
賢
治
の
生
前
無
名
と
い
う
通
説
に
つ
い
て
、
平
澤
信
一
氏
は

次
の
よ
う
な
注
意
を
促
し
て
い
る
。

生
前
ほ
と
ん
ど
無
名
だ
っ
た
宮
沢
賢
治

と
い
う
言
い
方

こ
れ
は
没
後
の
名
声
に
比
べ
れ
ば
む
ろ
ん
間
違
い
で
は
な

い
け
れ
ど
、
し
か
し
彼
が
実
際
に
そ
れ
ほ
ど
無
名
だ
っ
た
か
と

言
え
ば
、
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ

の
ほ
ど
約
二
十
年
振
り
に
増
補
刊
行
さ
れ
た
新
校
本
全
集
第
十

六
巻
の
資
料
篇
を
み
て
も
、
そ
の
思
い
は
ま
す
ま
す
強
ま
る
ば

か
り
だ
が
、
で
は
な
ぜ
賢
治
は

生
前
無
名

を
強
調
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か１

）
。

平
澤
氏
は
『
春
と
修
羅
』
刊
行
か
ら
大
正
末
年
ま
で
の
詩
壇
や
詩

人
の
批
評
紹
介
に
よ
っ
て
、
賢
治
は
中
央
に
お
い
て
「
そ
れ
な
り
の

詩
壇
評
価
を
得
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
昭
和
二
年
三

月
か
ら
四
月
に
か
け
て
草
野
心
平
と
白
鳥
省
吾
と
の
間
で
繰
り
広
げ

ら
れ
た

ゴ
シ
ッ
プ
騒
動

を
取
り
上
げ
、
生
前
賢
治
が
「
既
成
詩

壇
に
不
満
を
持
つ
新
興
詩
人
た
ち
の
旗
手
的
存
在
に
ま
つ
り
あ
げ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
ゴ
シ
ッ
プ
騒
動
に
つ

い
て
は
、
後
述
に
て
詳
し
く
解
説
す
る
。

構
大
樹
氏
は
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
対
外
的
な
場
に
お
い
て
草
野
等

が
『
銅
鑼
』
誌
上
で
展
開
し
た
反
詩
壇
的
な
側
面
が
賢
治
の
イ
メ
ー

ジ
形
成
に
波
及
し
た
結
果
、
そ
の
詩
的
価
値
が
「
現
詩
壇
へ
の
技
巧

上
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
含
む
革
新
性
」
へ
と
集
約
し
た
点
を
指
摘
す

る２
）

。こ
の
意
見
に
は
お
お
む
ね
賛
成
で
き
る
。
た
だ
実
際
に
は
、
中
央

に
よ
る
賢
治
の
受
容
は
も
う
少
し
ば
か
り
複
雑
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
平
澤
氏
は
別
の
論
に
、
白
鳥
が
「
生
活
の
現
実
に
立
て
」

（『
詩
神
』
大
正
一
五
年
九
月
）
に
お
い
て
「
詩
壇
の
感
化
な
し
に

水
際
立
っ
て
鮮
や
か
な
」
詩
人
の
先
駆
者
と
し
て
賢
治
を
肯
定
的
に

捉
え
て
い
る
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宮
沢
賢
治
の
『
春
と
修
羅
』
は
、
民
衆
派
の
代
表
的
詩
人
に

注
目
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に
時
代
を
担
う
草
野
ら
の

不
可
思
議
な

力
と
な
り
得
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
民
衆
口

語
詩
派
と
昭
和
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
特
質
を
併
せ
持
っ
て
い
た
と
言

え
る
の
で
あ
る３

）
。

こ
こ
で
い
う
白
鳥
の
批
評
が
、
ゴ
シ
ッ
プ
の
元
と
な
っ
た
大
正
一

五
年
七
月
の
白
鳥
の
盛
岡
訪
問
と
、
時
期
的
に
隣
接
し
て
い
る
点
は

さ
ら
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
真
偽
は
と
も

か
く
と
し
て
、
賢
治
は
草
野
が
主
宰
す
る
『
銅
鑼
』
と
の
繫
が
り
か
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ら
反
詩
壇
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
た
一
方
で
、
大
正
期
の
主

流
派
で
あ
り
、

中
央
詩
壇

の
代
表
的
存
在
で
も
あ
る
白
鳥
か
ら

も
、
あ
る
一
定
の
評
価
を
以
て
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

も
っ
と
も
平
澤
氏
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
こ
の
ゴ
シ
ッ
プ
を
掲
載

し
た
と
さ
れ
る
宮
本
吉
次
が
露
骨
な
反
権
威
志
向
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
公
正
な
編
集
態
度
に
徹
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、

記
事
の
信
憑
性
に
つ
い
て
も
懐
疑
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
平
澤

氏
は
昭
和
二
年
一
月
の
『
詩
壇
消
息
』
創
刊
号
に
お
い
て
、
白
鳥
と

と
も
に
民
衆
詩
派
の
代
表
的
詩
人
で
あ
っ
た
福
田
正
夫
や
井
上
康
文

等
を
「
詩
壇
か
ら
葬
ら
れ
る
べ
き
人
々
」
と
し
て
挙
げ
、「
も
っ
と

正
面
に
立
っ
て
活
躍
し
て
欲
し
い
人
々
」
の
冒
頭
に
賢
治
の
名
を
挙

げ
る
草
野
の
反
詩
壇
的
な
一
面
が
、
宮
本
の
ゴ
シ
ッ
プ
と
接
続
を
果

た
し
、
賢
治
が
「
出
自
不
明
の
ゴ
シ
ッ
プ
に
よ
り
、
本
人
の
与
り
知

ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
草
野
ら
新
興
勢
力
の
旗
印
と
し
て
掲
げ
ら

れ
た
」
と
強
調
す
る
点
は
前
述
の
論
と
変
わ
ら
な
い
。

ゴ
シ
ッ
プ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
も
、
草
野

ら
反
詩
壇
勢
力
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、

中
央
詩
壇

の
最
大
多
派
で
あ
り
民
衆
詩
派
の
代
表
者
で

も
あ
っ
た
白
鳥
が
、
肯
定
的
な
印
象
を
以
て
賢
治
を
評
価
し
た
の
は

な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
い
っ
た
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
大
正
一
四
年
末
か
ら
大

正
一
五
年
に
か
け
て
の
詩
壇
の
動
き
を
見
て
い
く
と
、
当
時
『
日
本

詩
人
』
誌
上
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
「
地
方
新
詩
運
動
」
と
い

う
活
動
に
、
賢
治
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
銅
鑼
』

と
の
繫
が
り
を
通
し
て
反
詩
壇
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
つ
つ
あ
る

一
方
で
、
そ
の
反
対
勢
力
で
あ
る

中
央
詩
壇

も
、
ほ
ぼ
同
時
期

に
賢
治
を
内
側
へ
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
、
二
項
対
立

の
狭
間
で
揺
れ
動
く
賢
治
の
受
容
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

本
稿
で
は
生
前
賢
治
に
向
け
ら
れ
た
批
評
の
う
ち
、
大
正
後
期
の

『
日
本
詩
人
』
誌
上
で
の
動
向
に
目
を
向
け
、
中
央
に
お
い
て
賢
治

が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
確
に
し
た
い
。

一
、
宮
澤
賢
治
と
ゴ
シ
ッ
プ
騒
動

論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
平
澤
氏
が
取
り
上
げ
た
ゴ
シ
ッ

プ
騒
動
の
経
緯
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
す
る
。
こ
の
ゴ
シ
ッ
プ
は
、

大
正
一
五
年
七
月
二
五
日
に
「
盛
岡
啄
木
会
」
で
の
講
演
の
た
め
に

盛
岡
の
仏
教
会
館
を
訪
れ
て
い
た
白
鳥
と
犬
田
卯
が
、
賢
治
に
訪
問

の
了
解
を
得
る
手
紙
を
送
っ
た
際
、
賢
治
が
一
旦
は
承
諾
の
返
事
を

出
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
す
ぐ
に
下
根
子
桜
の
舎
宅
に
寝
泊
ま
り
し

て
い
た
千
葉
恭
に
断
り
の
使
い
を
頼
ん
だ
、
と
い
う
逸
話
に
由
来
す

る
。千

葉
の
回
想
に
よ
る
と
、
賢
治
は
千
葉
に
「
私
を
岩
手
に
か
く
れ

た
詩
人
で
宮
澤
と
云
う
者
が
い
る
さ
う
だ
が
、
是
非
会
っ
て
見
た
い
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と
の
話
だ
が
彼
等
は
都
会
の
詩
人
で
職
業
詩
人
だ
か
ら
、
我
々
が
考

へ
て
い
る
よ
う
な
詩
人
で
は
な
い

何
か
う
つ
ぼ
な
外
美
の
も
の

で
、
そ
れ
を
芸
術
と
云
ふ
な
ら
芸
術
と
い
ふ
も
の
は
価
値
が
な
い
と

思
ふ

私
は
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
あ
の
芸
術
の
強
み
を
考
へ
て
い
る

の
で
す
。
そ
の
場
合
に
彼
等
に
会
ふ
の
は
私
の
心
を
に
ご
す
こ
と
に

な
る
し
、
ま
た
会
ふ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
し
、
ま
た
会

ふ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
か
ら
彼
等
の
た
め
に
も
私
の
た

め
に
も
会
は
ぬ
方
が
良
い
よ
う
だ
か
ら
」
と
語
っ
た
ら
し
い
。

白
鳥
た
ち
の
元
を
訪
れ
た
千
葉
は
、
面
会
謝
絶
の
理
由
を
訊
か
れ

「
先
生
は
都
会
詩
人
所
謂
職
業
詩
人
と
は
私
の
考
へ
と
歩
み
は
違
ふ

し
完
成
し
な
い
う
ち
に
会
ふ
の
は
危
険
だ
か
ら
先
生
の
今
の
態
度
は

農
民
の
た
め
に
非
常
に
苦
労
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
」
と
答
え
た
と

い
う４

）
。

当
時
一
介
の
地
方
詩
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
賢
治
が
白
鳥
を
「
職
業

詩
人
」
と
形
容
し
、
一
度
受
け
た
訪
問
の
申
し
出
を
、
直
前
に
な
っ

て
一
方
的
に
断
る
行
為
は
、
あ
る
い
は
無
礼
と
も
言
え
る
。

こ
の
話
を
人
づ
て
に
聞
い
た
草
野
は
、
昭
和
二
年
の
『
太
平
洋
詩

人
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

宮
沢
賢
治
は
銅
鑼
に
於
け
る
不
可
思
議
な
鉱
脈
で
あ
る
。
会

っ
た
こ
と
も
な
い
し
、
未
来
ど
ん
な
風
に
進
展
し
て
ゆ
く
か
、

予
想
さ
へ
つ
か
な
い
。
岩
手
県
で
共
産
村
を
や
っ
て
ゐ
る
ん
だ

そ
う
だ
が
、
お
経
を
誦
ん
だ
り
、
レ
コ
ー
ド
を
か
け
た
り
、
木

登
り
し
た
り
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
へ
て
も
一
寸
グ
ロ
テ
ス
ク
だ
。

曾
つ
て
白
鳥
省
吾
が
会
い
た
い
由
を
つ
げ
た
時
、
私
に
は
そ
ん

な
余
裕
が
な
い
と
い
っ
て
は
ね
か
へ
し
た
そ
う
だ
。
そ
れ
を
人

づ
て
に
き
い
た
時
、
私
は
内
心
万
歳
を
叫
ん
だ
。
詩
集
「
春
と

修
羅
」
は
ド
ラ
社
で
取
つ
ぎ
ま
す５

）
。

草
野
が
こ
の
ゴ
シ
ッ
プ
を
い
つ
知
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、

こ
の
記
事
に
対
し
て
翌
四
月
に
白
鳥
は
次
の
よ
う
に
反
駁
し
て
い
る
。

太
平
洋
詩
人
三
月
号
に
草
野
君
が
「
私
が
宮
沢
賢
治
君
に
逢

た
ひママ
い
と
言
っ
て
は
ね
つ
け
ら
れ
た
」
と
い
ふ
や
う
な
記
事
を

書
い
て
愛
想
を
述
べ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
私
は
宮
沢
君
と
は
詩
集

受
取
の
簡
単
な
礼
状
以
外
に
嘗
て
文
通
し
た
る
覚
え
も
な
く
逢

ひ
た
い
と
か
誰
か
に
言
伝
て
を
頼
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
自
身
と
し
て
も
特
に
逢
ひ
た
い
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。
草
野
君
が
間
接
の
ゴ
シ
ッ
プ
で
「
万
才
」
な
ど
を
叫
ぶ
と

も
、
そ
れ
は
当
人
の
勝
手
で
は
あ
る
が
、
そ
の
事
実
は
無
根
で

あ
る
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
に
し
て
お
き
ま
す６

）
。

白
鳥
の
弁
解
は
賢
治
と
の
関
係
性
を
認
め
る
供
述
以
外
は
、
千
葉

の
回
想
や
草
野
の
公
表
記
事
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
ど
ち
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ら
の
証
言
が
事
実
で
あ
る
の
は
定
か
で
は
な
い
が
、
白
鳥
は
「
生
活

の
現
実
に
立
て
」（『
詩
神
』
大
正
一
五
・
九７

）
）
に
お
い
て
「
詩
壇
の

感
化
な
し
に
水
際
立
っ
て
鮮
や
か
」
な
詩
人
と
し
て
賢
治
を
肯
定
的

に
評
価
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
賢

治
を
認
知
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
ゴ
シ
ッ
プ
騒
動
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
整
の
「
若
い
詩

人
の
肖
像
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
騒
動
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
平
澤
氏
が
既
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
も

必
要
な
た
め
引
用
し
て
お
く
。

大
正
末
期
の
三
四
年
間
、「
日
本
詩
人
」
に
集
っ
た
自
由
詩

派
や
民
衆
詩
派
を
中
心
と
す
る
詩
人
た
ち
が
新
潮
社
と
い
ふ
一

流
出
版
社
か
ら
出
た
こ
の
雑
誌
を
舞
台
に
し
て
、
活
躍
し
た
。

そ
の
結
果
三
木
露
風
と
北
原
白
秋
と
い
ふ
大
正
初
期
の
唯
美
主

義
者
や
、
そ
の
後
に
続
く
芸
術
至
上
主
義
的
な
日
夏
耿
之
介
、

堀
口
大
学
、
西
条
八
十
等
が
詩
壇
の
片
隅
に
立
ち
退
い
た
格
好

に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
日
本
詩
人
」
は
そ
の
次
の

時
代
に
対
し
て
門
戸
を
開
放
す
る
仕
方
が
足
り
な
か
っ
た
。
吉

田
一
穂
、
佐
藤
一
英
等
の
唯
美
派
の
新
人
も
目
立
た
な
か
っ
た

し
、
平
戸
廉
吉
、
萩
原
恭
次
郎
、
草
野
心
平
、
岡
本
潤
、
高
橋

新
吉
等
の
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
や
ダ
ダ
イ
ス
ト
系
の
詩
人
た
ち
も
よ

い
発
表
場
所
が
な
か
っ
た
。
そ
の
感
情
は
、
民
衆
派
の
代
表
的

な
一
詩
人
で
「
日
本
詩
人
」
の
中
心
に
な
っ
て
ゐ
た
某
が
、
大

正
十
三
年
に
出
た
宮
沢
賢
治
の
詩
集
「
春
と
修
羅
」
を
読
ん
で

驚
き
、
岩
手
県
に
行
っ
た
時
宮
沢
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
宮
沢
は

面
会
謝
絶
を
喰
ら
は
し
た
。
そ
の
ゴ
シ
ッ
プ
が
い
か
に
も
痛
快

だ
と
い
ふ
調
子
で
宮
本
吉
次
の
編
輯
し
て
ゐ
た
「
詩
壇
消
息
」

に
こ
の
頃
書
か
れ
て
ゐ
た
。
私
は
宮
沢
賢
治
を
立
派
だ
と
思
ひ
、

自
分
の
顔
が
赤
ら
む
の
を
感
じ
た
。

そ
の
よ
う
な
詩
壇
の
若
手
の
不
満
の
気
持
が
、
大
正
の
年
末

に
は
、
爆
発
的
に
盛
り
上
が
り
か
け
て
い
た
の
で
あ
る８

）
。

平
澤
氏
は
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
「
宮
沢
賢
治
が
期
せ
ず
し
て
担
っ

て
し
ま
っ
た
民
衆
派
へ
の
す
ぐ
れ
た
反
措
定
と
し
て
の
役
割
を
物
語

っ
て
い
る９

）
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
大
正
後
期
の
詩
壇
の
様
子
を
振

り
返
り
な
が
ら
「
詩
壇
の
若
手
の
不
満
の
気
持
ち
」
を
象
徴
す
る
形

で
賢
治
の
ゴ
シ
ッ
プ
騒
動
を
わ
ざ
わ
ざ
引
き
合
い
に
出
す
伊
藤
の
言

表
を
借
り
受
け
る
な
ら
ば
、
大
正
後
期
の
賢
治
に
は
、
先
述
し
た
草

野
を
始
め
と
す
る
大
正
期
の
新
興
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
反
詩
壇

的
な
詩
人
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

『
詩
壇
消
息
』
は
現
在
日
本
近
代
文
学
館
に
創
刊
号
の
み
所
蔵
さ

れ
て
お
り
、
平
澤
氏
は
三
号
ま
で
発
行
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
と
し
て

い
る
が10

）
、
以
後
の
も
の
は
散
逸
し
て
い
る
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
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「
民
衆
派
の
代
表
的
な
一
詩
人
で
「
日
本
詩
人
」
の
中
心
に
な
っ
て

ゐ
た
某
」
と
は
、
状
況
と
周
辺
資
料
か
ら
白
鳥
省
吾
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
他
に
も
岡
本
弥
太
が
「
随
想

宮
沢
賢
治
」
で
こ
の
こ
と
に

触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
ゴ
シ
ッ
プ
情
報
自
体
は
、

か
な
り
広
範
囲
に
拡
散
・
流
布
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
。

（
×
×
×
×
、
さ
う
い
ふ
お
か
た
は
知
ら
な
い
の
で
す
か
ら

…
…
）
と
、
さ
る
俗
情
界
に
有
名
な
東
京
の
詩
人
二
三
人
が
講
演

旅
行
の
途
次
、
肺
患
に
呻
吟
す
る
花
巻
町
の
詩
人
を
訪
ね
た
ら
、

玄
関
で
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
、
う
そ
ら
し
い
ま
こ
と
の
話

を
あ
る
仙
台
の
詩
人
が
書
い
て
き
た11

）
。

岡
本
は
白
鳥
等
が
賢
治
宅
を
実
際
に
訪
問
し
、
賢
治
自
身
に
よ
っ

て
断
ら
れ
た
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
述
の
千
葉
の
証
言
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
岡
本
に
こ
の
話
を
伝
え
た
仙
台
の
詩
人
が
誰
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
鈴
木
健
司
氏
は
『
詩
文
学
』
と
の
繫
が
り
か
ら
、

石
川
善
助
の
仲
介
を
指
摘
し
て
い
る12

）
。

二
、
覇
権
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
賢
治

詩
話
会
は
大
正
期
を
通
し
た
詩
壇
の
最
大
勢
力
で
、
当
時
の
象
徴

詩
派
や
表
現
派
、
民
衆
詩
派
の
詩
人
達
が
集
ま
り
大
正
六
年
一
〇
月

二
一
日
に
結
成
さ
れ
た
。『
日
本
詩
人
』
は
詩
話
会
が
発
行
し
た
会

報
雑
誌
で
、
多
数
の
詩
派
が
入
り
乱
れ
る
詩
壇
の
中
に
あ
っ
て
、
そ

の
公
器
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
大
正
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日

本
詩
集
』
に
続
い
て
大
正
一
〇
年
一
〇
月
に
創
刊
さ
れ
、
大
正
一
五

年
一
一
月
の
終
刊
ま
で
に
五
九
冊
を
刊
行
し
て
い
る
。

し
か
し
、
大
正
一
〇
年
に
内
部
分
裂
か
ら
北
原
白
秋
、
三
木
露
風
、

日
夏
耿
之
介
、
堀
口
大
学
と
い
っ
た
民
衆
詩
派
以
外
の
詩
人
が
相
次

い
で
詩
話
会
を
脱
退
す
る
と
、
白
秋
は
早
速
『
読
売
新
聞
』
に
「
散

文
が
詩
と
言
へ
る
か
」
と
題
し
て
白
鳥
の
「
森
林
帯
」
を
例
に
あ
げ

な
が
ら
「
散
文
と
し
て
の
自
由
形
、
若
し
く
は
芸
術
と
し
て
の
散
文

以
下
た
る
に
於
て
、
非
詩
、
非
自
由
詩
と
見
る
の
で
あ
る13

）
」
と
書
き
、

民
衆
詩
派
が
強
調
す
る
民
主
精
神
に
拠
っ
て
立
つ
新
時
代
の
自
由
詩

形
式
に
対
し
て
攻
撃
を
始
め
た
。
そ
れ
に
続
く
よ
う
に
露
風
も
「
詩

話
会
と
い
ふ
も
の
は
、
日
本
詩
壇
の
代
表
を
今
は
為
し
て
居
ら
ぬ
。

た
ゞ
一
方
に
介
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
書
き
、
詩
壇
と
し
て

の
公
正
な
機
能
を
維
持
で
き
て
い
な
い
詩
話
会
の
体
制
に
つ
い
て
批

判
を
重
ね
て
い
る14

）
。

続
い
て
大
正
一
三
年
一
〇
月
に
発
表
さ
れ
た
「
詩
話
会
解
散

」

に
お
い
て
、
赤
松
月
船
は
「
諸
君
は
『
日
本
詩
人
』
を
開
い
て
見
た

こ
と
が
あ
る
か
。
あ
の
雑
誌
は
、
ま
る
で
福
田
だ
と
か
白
鳥
だ
と
か

川
路
だ
と
か
佐
藤
だ
と
か
の
同
人
雑
誌
で
あ
る
か
の
観
が
あ
る
。
彼

等
の
跳
梁
に
対
し
て
異
議
を
さ
し
は
さ
む
人
間
が
な
い
の
は
一
体
ど
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う
い
う
わ
け
か
。（
中
略
）
彼
等
は
、
詩
話
会
と
い
ふ
も
の
、
詩
話

会
の
機
関
誌
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
日
本
詩
人
』
と
い
ふ
も
の
、
さ
う

い
ふ
も
の
ゝ
名
に
於
て
彼
等
の
意
思
を
表
現
し
、
彼
等
の
望
む
も
の

を
表
現
し
て
い
る
」
と
書
き
、『
日
本
詩
人
』
を
通
し
て
詩
話
会
を

一
党
独
占
す
る
民
衆
詩
派
を
激
し
く
非
難
し
て
い
る15

）
。

こ
の
記
事
に
対
し
て
福
田
正
夫
は
「
最
後
の
は
詩
話
会
解
散
問
題

だ
。
な
か
〳
〵
面
白
い
問
題
だ
が
、
こ
ん
な
形
式
問
題
に
引
っ
か
ゝ

っ
て
る
心
事
は
あ
は
れ
む
べ
き
だ
と
思
ふ16

）
」
と
下
世
話
な
批
判
論
を

持
ち
出
す
赤
松
に
反
駁
し
た
。
ま
た
同
様
に
川
路
柳
虹
も
「
赤
松
某

は
「
読
売
」
に
わ
ざ
〳
〵
「
詩
話
会
解
散
」
と
い
ふ
題
で
あ
た
か
も

詩
話
会
が
解
散
し
た
か
の
や
う
に
見
せ
か
け
の
題
を
つ
け
乍
ら
何
と

か
か
ん
と
か
言
っ
て
い
た
、
解
散
し
ろ
と
一
体
誰
に
向
っ
て
言
っ
た

の
か
。
会
員
に
向
っ
て
い
ふ
の
な
ら
何
も
新
聞
の
紙
面
を
借
り
る
必

要
も
な
い
こ
と
だ
。
相
談
会
で
も
ひ
ら
い
て
や
め
よ
う
で
は
な
い
か

と
持
ち
だ
し
て
も
す
む
こ
と
だ
。
何
ん
で
世
間
に
向
き
直
っ
て
詩
話

会
を
解
散
せ
よ
と
怒
鳴
る
の
か
。
私
に
は
わ
か
ら
な
い
、
甚
御
苦
労

な
こ
と
で
あ
る
」
と
、
一
方
的
で
感
情
的
な
批
判
論
を
展
開
す
る
赤

松
を
厳
し
く
叱
責
し
て
い
る17

）
。

大
正
後
期
の
白
秋
と
民
衆
詩
派
を
始
め
と
す
る
こ
う
し
た
論
争
に

つ
い
て
、
安
智
史
氏
は
そ
れ
が
「
時
代
転
換
の
隠
れ
た
水
脈
と
し
て
、

歌
（
ソ
ン
グ
）
に
ま
つ
わ
る
各
派
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
抗
争
」
で
あ

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が18

）
、
こ
う
し
た
論
争
を
通
し
て
広
が
っ
た
民

衆
詩
派
に
対
す
る
反
詩
壇
的
な
機
運
の
高
ま
り
は
、
草
野
が
『
銅

鑼
』
に
お
い
て
「
詩
壇
が
よ
り
よ
く
洗
滌
さ
る
ゝ
た
め
に
、
現
在
の

詩
壇
を
批
判
し
健
闘
す
る
の
は
吾
々
の
正
義
で
あ
る19

）
」
と
、
詩
壇
に

対
し
て
反
発
の
意
を
示
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

伊
藤
が
言
及
す
る
よ
う
な
大
正
後
期
の
ダ
ダ
イ
ズ
ム
や
ア
ナ
ー
キ
ー

系
を
始
め
と
し
た
、
多
く
の
新
興
詩
人
た
ち
が
抱
く
不
満
や
怒
り
と

も
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
詩
壇
の
覇
権
を
め
ぐ
る
論

争
に
ほ
と
ん
ど
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
形
で
、
件
の
ゴ
シ
ッ
プ
が
賢

治
の
及
び
知
ら
ぬ
所
で
巧
み
に
利
用
さ
れ
、
生
前
の
初
期
的
な
評
価

に
あ
た
っ
て
、
賢
治
が
反
詩
壇
的
な
詩
人
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
形
成
さ

れ
る
遠
因
を
作
り
あ
げ
た
と
言
え
る
。

三
、『
日
本
詩
人
』
と
地
方
新
詩
運
動

昭
和
二
年
三
月
の
『
詩
神
』
に
お
い
て
中
西
悟
堂
は
『
春
と
修

羅
』
を
含
む
大
正
期
に
活
躍
し
た
詩
人
を
並
べ
挙
げ
た
上
で
次
の
よ

う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

詩
壇
は
此
の
平
穏
の
中
で
、
鬱
勃
た
る
転
向
へ
と
向
か
ひ
つ

つ
あ
っ
た
。
地
方
詩
運
動
が
日
に
月
に
、
且
つ
全
国
的
に
盛
ん

に
な
っ
て
新
人
の
台
頭
を
促
す
一
方
で
ばママ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩

派
の
運
動
が
目
立
っ
て
来
る
し
、
又
詩
話
会
そ
の
も
の
の
平
板

と
堕
勢
と
が
稍
ゝ
飽
か
れ
て
、
惹
い
て
赤
松
月
舟
の
詩
話
会
解

266



散
論
と
な
り
、
種
々
の
問
題
を
惹
起
し
た20

）
。

「
詩
話
会
そ
の
も
の
の
平
板
と
堕
勢
」
に
よ
る
種
々
の
問
題
が
、
大

正
後
期
の
詩
話
会
へ
の
反
発
と
衰
退
を
指
す
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
中
西
の
言
う
こ
の
時
期
盛
ん
に
な
っ
た
「
地
方
詩

運
動
」
と
は
、
大
正
一
五
年
頃
を
中
心
に
『
日
本
詩
人
』
誌
上
で
展

開
さ
れ
て
い
た
「
地
方
新
詩
運
動
」
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

『
日
本
詩
人
』
大
正
一
五
年
二
月
号
に
お
い
て
も
中
西
は
「
色
気

の
多
い
、
騒
ぎ
の
多
い
、
向
ふ
気
の
強
い
青
年
日
本
の
詩
壇
」
に
あ

っ
て
、
官
報
の
役
目
を
果
た
す
『
日
本
詩
人
』
の
役
割
が
決
し
て
軽

少
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
「
編
集
人
の
言
明
す
る
所
に
よ
る
と
、
今

年
は
日
本
地
方
詩
壇
と
の
提
携
的
合
奏
を
試
み
る
と
い
ふ
こ
と
だ
が
、

一
方
に
は
更
に
精
鋭
達
才
の
士
を
集
め
て
精
強
の
歩
調
を
整
へ
、
か

く
て
詩
壇
官
報
の
多
方
面
的
綜
合
を
試
み
て
ほ
し
い21

）
」
と
語
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
恐
ら
く
は
大
正
一
四
年
一
一
月
か
ら
『
日
本
詩
人
』

の
編
集
人
を
任
さ
れ
て
い
た
佐
藤
惣
之
助
か
萩
原
朔
太
郎
あ
た
り
か

ら
、
そ
の
運
動
の
内
実
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
こ

の
中
西
の
言
及
に
お
い
て
、
こ
の
運
動
に
加
え
る
べ
き
詩
人
の
一
人

と
し
て
賢
治
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

『
日
本
詩
人
』
大
正
一
五
年
一
〇
月
号
の
「
地
方
新
詩
運
動
の
経

過
報
告
」
の
欄
に
お
い
て
賢
治
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
主
要
部
分
を

左
に
示
す
。

大
正
十
五
年
度
に
入
り
て
（
北
日
本
詩
人
の
復
活
）
に
志
し
、

館
内
勇
、
渡
邊
武
雄
、
石
川
善
助
、
鈴
木
信
治
、
松
坂
竜
二
郎
、

八
巻
菊
代
、
佐
藤
菊
四
郎
、
澁
谷
彦
郎
、
等
在
仙
の
人
々
を
初

め
、
全
東
北
、
岩
手
の
宮
澤
賢
治
、
齋
藤
康
一
郎
、
鶴
岡
の
星

川
清
躬
、
秋
田
、
青
森
、
北
海
道
の
数
人
を
加
へ
て
新
生
し
、

二
月
号
よ
り
し
て
発
刊
せ
り22

）
。

▼
宮
澤
賢
治
氏
、
齋
藤
康
一
郎
、
栗
木
幸
次
郎
の
二
氏
等
勝
れ

た
人
が
居
る
の
に
ま
と
ま
っ
た
集
り
は
岩
手
詩
人
協
会
が
で
き

る
迄
は
一
向
な
か
っ
た23

）
。

大
正
十
三
年
度
に
「
春
と
修
羅
」
を
宮
澤
賢
治
氏
が
県
下
か

ら
生
ん
だ
事
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
十
四
年
八
月
、
花
巻
町
花
城

小
学
校
に
於
て
、
宮
澤
賢
治
、
森
佐
一
、
生
出
桃
生
、
梅
野
草

二
、
小
野
等
の
出
品
に
て
、
詩
の
展
覧
会
を
開
催
し
た24

）
。

齋
藤
康
一
郎
は
大
正
一
三
年
六
月
に
「
野
に
泣
く
」
が
、
栗
木
幸

次
郎
は

大
正
一
四
年
二
月
に
「
色
彩
に
呼
吸
す
る
」
が
、『
日
本
詩

人
』
新
詩
人
号
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
入
選
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
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一
介
の
地
方
詩
人
に
過
ぎ
な
い
賢
治
が
岩
手
を
代
表
す
る
詩
人
の
一

人
と
し
て
選
ば
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
『
日
本
詩
人
』
を
通
し
て
紹
介

さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
賢
治
の
中
央
に
よ
る
受
容
を
見
通
す
上
で

重
要
な
意
味
を
持
つ
。

で
は
、
こ
の
地
方
新
詩
運
動
を
通
し
て
詩
壇
全
体
に
問
わ
れ
る
問

題
意
識
、
目
的
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
発
端
を
溯
る
に
あ
た
っ

て
、
大
正
一
五
年
一
月
の
『
日
本
詩
人
』
誌
上
で
行
わ
れ
た
、
福
田
、

白
鳥
、
佐
藤
に
よ
る
新
進
の
詩
人
た
ち
と
地
方
詩
雑
誌
に
つ
い
て
の

言
及
に
注
目
し
た
い
。

白
鳥
。
そ
れ
か
ら
地
方
の
詩
の
雑
誌
に
つ
い
て
佐
藤
君
の
意
見

を
聞
き
た
い
ね
、
地
方
の
詩
の
雑
誌
と
云
ふ
の
も
、
注
視
す

べ
き
も
の
だ
。

佐
藤
。
大
問
題
だ
よ
。

福
田
。
そ
の
問
題
は
佐
藤
君
、
君
の
意
見
に
任
せ
や
う
、
僕
も

考
へ
た
こ
と
も
あ
る
が
…
…
。

佐
藤
。
僕
は
斯
う
思
ふ
。
地
方
誌
は
詩
の
本
当
の
母
胎
だ
。
し

か
し
、
今
の
日
本
に
は
そ
れ
程
続
く
も
の
が
な
い
の
は
遺
憾

だ
。
本
当
に
云
へ
ば
、
地
方
雑
誌
を
集
め
て
更
に
日
本
を
代

表
す
べ
く
、
又
、
地
方
代
表
を
「
日
本
詩
人
」
に
参
加
せ
し

め
て
、
相
当
の
日
本
的
団
結
力
を
以
て
、
世
界
に
当
る
べ
き

使
命
が
あ
る
ん
だ
。
そ
れ
を
皆
、
間
違
へ
て
い
る
。
僕
は
そ

れ
を
来
年
は
集
め
て
本
当
の
日
本
的
な
も
の
に
し
た
い
と
思

ふ
の
だ25

）
。

大
正
一
四
年
一
一
月
か
ら
編
集
が
佐
藤
と
萩
原
に
一
任
さ
れ
、
佐

藤
は
編
集
人
の
立
場
と
し
て
『
日
本
詩
人
』
を
、
日
本
を
代
表
す
る

詩
雑
誌
に
す
る
べ
く
、
地
方
を
代
表
す
る
詩
人
た
ち
を
集
め
て
、
よ

り
強
固
な
団
結
力
を
以
て
世
界
と
戦
う
使
命
感
を
表
わ
す
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
萩
原
も
『
日
本
詩
人
』
の
編
集
方
針
に
つ
い
て
同
じ
よ
う

な
抱
負
を
掲
げ
て
い
る
。

今
日
の
詩
壇
に
は
、
多
数
の
雑
誌
が
発
行
さ
れ
て
る
。
そ
の

数
の
多
い
こ
と
は
前
代
未
聞
で
あ
る
。
し
か
し
此
等
の
詩
雑
誌

は
、
概
ね
個
人
雑
誌
同
人
雑
誌
で
あ
っ
て
、
各
自
一
派
の
傾
向

を
立
て
、
特
種
の
主
張
を
共
に
す
る
同
志
の
結
合
で
あ
る
か
ら

し
て
、
共
に
一
党
派
・
一
地
方
的
に
偏
す
る
も
の
で
、
全
般
か

ら
現
詩
壇
を
綜
括
す
る
も
の
は
、
我
が
日
本
詩
人
以
外
に
は
な

い
の
で
あ
る
。
日
本
詩
人
に
は
現
詩
壇
を
代
表
す
る
あ
ら
ゆ
る

詩
派
と
傾
向
と
が
、
殆
ど
広
汎
に
綜
括
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
ま

づ
現
詩
壇
の
実
況
早
見
表
と
言
ふ
べ
き
で
、
そ
こ
に
本
誌
の
文

壇
的
意
義
が
存
在
し
て
い
る26

）
。

大
正
一
四
年
の
日
本
全
詩
壇
総
覧
を
確
認
し
て
み
る
と
、
当
時
東
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京
だ
け
で
も
『
明
星
』『
抒
情
詩
』『
ダ
ム
ダ
ム
』
な
ど
多
く
の
詩
雑

誌
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
各
都
道
府
県
の
詩
壇
数
を

大
小
合
わ
せ
て
見
て
い
く
と
、
大
正
後
期
に
は
実
に
一
二
七
も
の
詩

壇
が
全
国
に
乱
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る27

）
。
萩
原
は
こ
う
し
た
詩
壇

の
氾
濫
や
詩
壇
否
定
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
主
義
主
張
を
伴
わ
ず
、

個
性
を
排
し
た
本
来
の
「
官
報
的
・
会
報
的
」
雑
誌
と
し
て
の
『
日

本
詩
人
』
の
在
り
方
へ
の
立
ち
返
り
を
目
指
し
た
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
抱
負
や
使
命
感
を
形
象
す
る
佐
藤
や
萩
原
の
主
張
、
す

な
わ
ち
地
方
新
詩
運
動
の
目
的
と
は
、
無
秩
序
な
増
加
を
続
け
る
全

国
の
詩
壇
を
一
つ
に
束
ね
、
地
方
を
代
表
す
る
才
能
あ
る
詩
人
を

『
日
本
詩
人
』
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
中
央
と
地
方
が
強
く
結

び
つ
く
包
括
的
な
国
民
的
詩
壇
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

無
論
こ
の
運
動
の
発
端
と
な
る
動
機
的
背
景
に
は
、
佐
藤
の
望
む

中
央
と
地
方
の
統
合
と
活
性
化
を
図
る
目
的
と
は
別
に
、
詩
壇
否
定

の
声
に
対
す
る
意
識
も
当
然
の
よ
う
に
含
ま
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

中
西
は
地
方
新
詩
運
動
に
対
す
る
考
え
を
述
べ
た
後
、
詩
壇
否
定
の

風
潮
に
対
す
る
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て

い
る
。

詩
壇
否
定
の
声
が
詩
壇
に
あ
っ
て
も
そ
れ
が
直
ち
に
破
壊
の

雪
崩
と
な
る
に
は
、
日
本
詩
壇
は
あ
ま
り
に
ま
だ
建
設
の
途
上

に
あ
る
若
者
で
あ
る
。
歴
史
的
に
も
実
質
的
に
も
真
の
黎
明
が

将
来
に
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
我
国
詩
壇
の
道
程
は
多
艱
多
難
で
あ

る
。
こ
の
混
沌
と
力
と
の
競
り
合
ひ
の
ど
こ
か
ら
昧
爽
の
笛
が

響
き
出
す
か
。
真
の
東
洋
民
族
の
詩
の
勝
利
の
道
が
ど
ん
な
と

こ
ろ
か
ら
開
拓
さ
れ
て
い
く
か
。
さ
れ
ば
吾
等
は
広
潤
な
詩
の

大
道
を
開
く
べ
き
陣
痛
時
代
の
一
九
二
六
年
を
相
誉
め
相
扶
け

相
携
へ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ28

）
。

中
央
詩
壇

に
と
っ
て
、
求
心
力
の
停
滞
と
反
詩
壇
勢
力
の
声

の
高
ま
り
は
、
詩
壇
と
し
て
の
活
動
を
維
持
し
て
い
く
上
で
も
憂
慮

す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
中
央
の
権
威
を
復
興

し
強
化
す
る
た
め
に
も
、
地
方
で
燻
っ
て
い
る
達
才
な
詩
人
を
寄
り

集
め
、
詩
壇
同
士
の
連
携
強
化
と
活
性
化
を
促
す
こ
と
は
、
詩
壇
の

衰
退
を
瀬
戸
際
で
防
ぎ
、
行
き
詰
っ
た
詩
形
に
自
由
と
新
鮮
さ
を
与

え
、
詩
壇
全
体
の
結
束
を
高
め
る
方
策
で
あ
る
と
期
待
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

加
え
て
言
え
ば
、
白
鳥
は
先
に
挙
げ
た
福
田
と
佐
藤
と
の
談
話
に

お
い
て
、
地
方
詩
人
が
自
身
の
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー
を
打
ち
出
さ
ず
、

周
囲
の
現
実
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
事
を
大
い
に
問
題
視
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
若
し
地
方
の
詩
人
が
真
剣
に
な
っ
て
、
田
園
か
ら
生

れ
た
詩
な
り
散
文
な
り
を
示
し
て
く
れ
た
ら
、
極
め
て
深
い
感
激
を

詩
壇
と
云
は
ず
、
全
文
壇
に
啓
示
す
る
と
こ
ろ
、
大
い
に
多
い
だ
ろ

う
」
と
書
き
「
農
村
の
生
き
た
見
解
」
を
詩
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
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の
革
新
性
を
説
い
た29

）
。

要
す
る
に
白
鳥
は
、
詩
壇
否
定
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
農
民
詩
の
興

隆
こ
そ
が
既
存
の
詩
壇
や
文
壇
を
揺
る
が
し
得
る
、
新
し
い
詩
形
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
生
活
の
現
実
に
立
て
」
に
お
い
て
、
白
鳥
は
「
農
村
を
諸
材
と

し
て
ゐ
る
詩
人
」
の
先
駆
者
と
し
て
賢
治
の
名
を
挙
げ
て
い
る30

）
。
白

鳥
は
『
銅
鑼
』
を
通
し
て
先
行
し
て
い
た
反
詩
壇
的
な
詩
人
と
し
て

の
印
象
を
拭
い
去
る
よ
り
も
先
ず
、
賢
治
を
優
れ
た
農
民
詩
人
と
し

て
評
価
す
る
こ
と
に
、
い
ち
早
い
妥
当
性
を
見
出
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
賢
治
が
『
春
と
修
羅
』
に
込
め
た
理
念
に
も
通
じ
る
。
大
正

一
四
年
二
月
九
日
付
の
森
佐
一
宛
書
簡
を
見
て
み
る
。

私
は
あ
の
無
謀
な
春
と
修
羅
に
於
て
、
序
文
の
考
を
主
張
し
、

歴
史
や
宗
教
の
位
置
を
全
く
変
換
し
よ
う
と
企
画
し
、
そ
れ
を

基
骨
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
を
発
表
し
て
、
誰
か
に
見
て
貰

ひ
た
い
と
、
愚
か
に
も
考
へ
た
の
で
す
。

こ
の
文
に
お
い
て
重
要
と
す
べ
き
は
、
序
文
の
考
に
よ
っ
て
歴
史

や
宗
教
の
位
置
を
全
く
変
換
す
る
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
で
は
な
く
、
詩
的
表
現
の
革
新
性
を
、
地
方
民
と
し
て
の

自
ら
の
生
活
を
諸
材
と
す
る
こ
と
で
実
験
的
に
表
現
し
よ
う
と
試
み

る
、
賢
治
の
創
作
意
識
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
詩
壇
の
危
機
に
対
し
て
白
鳥
が
唱
え
た
「
農
民
の
生
き
た
見

解
」
か
ら
生
ま
れ
る
詩
的
表
現
の
革
新
性
と
、
本
質
的
な
部
分
に
お

い
て
通
底
し
合
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
大
正
後
期
の

中
央
詩
壇

の
動
向
と
、
賢
治
の
生
前
評

価
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
詩
壇

の
動
向
と
地
方
新
詩
運
動
の
目
的
を
明
確
化
さ
せ
た
時
、
大
正
後
期

に
白
鳥
が
一
介
の
地
方
詩
人
で
し
か
な
か
っ
た
賢
治
を
評
価
し
た
理

由
も
見
え
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
大
正
一
五
年
を
軸
と
し
て
、
草
野
は
『
銅
鑼
』
を
、

白
鳥
は
地
方
新
詩
運
動
を
通
し
て
賢
治
を
評
価
し
、
内
側
へ
取
り
込

も
う
と
し
て
い
た
。
両
者
は
詩
壇
の
覇
権
を
争
う
た
め
に
、
才
能
あ

る
若
手
詩
人
を
い
ち
早
く
内
側
へ
取
り
込
む
と
い
う
目
的
に
お
い
て
、

共
有
し
対
立
し
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
う
い
っ
た
目
論
見
の
中
で
、

賢
治
は
無
自
覚
の
ま
ま
、
新
興
詩
人
に
と
っ
て
は
反
詩
壇
的
詩
人
と

し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、

中
央
詩
壇

に
と
っ
て

は
、
中
央
と
地
方
の
関
係
を
繫
ぐ
岩
手
を
代
表
す
る
将
来
有
望
な
農

民
詩
人
と
し
て
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
西
が
危
惧
し

た
詩
壇
否
定
の
声
に
抗
し
、
多
艱
多
難
な
詩
壇
に
広
潤
な
詩
の
大
道

を
切
り
開
き
得
る
、
新
時
代
の
詩
人
と
し
て
の
注
目
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

270



注１
）

平
澤
信
一
「
宮
沢
賢
治
の
同
時
代
評
価

｜

生
前
無
名

神
話
の

再
検
討
｜
」（『
宮
沢
賢
治
研
究

A
n
n
u
a
l

』
平
成
一
二
年
三
月

宮
沢

賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
）

２
）

構
大
樹
「

宮
沢
賢
治

の
始
ま
り

初
期
受
容
の
転
換
点
を

め
ぐ
っ
て

」（『
日
本
文
学
』
平
成
二
五
年
一
二
月

日
本
文
学
協

会
）

３
）

平
澤
信
一
「
大
正
末
╱
昭
和
初
年
の
宮
澤
賢
治
評
価

「
詩
神
」

を
軸
と
」（『
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
』
第
三
一
号

平
成

七
年
一
二
月
）

４
）

千
葉
恭
「
宮
澤
先
生
を
追
っ
て
」（『
四
次
元
』
昭
和
二
五
年
四
月

宮
沢
賢
治
友
の
会
）

５
）

草
野
心
平
「
二
月
六
日
」（『
太
平
洋
詩
人
』
昭
和
二
年
三
月
一
日

太
平
洋
詩
人
社
）

６
）

白
鳥
省
吾
「
草
野
心
平
君
に
」（『
太
平
洋
詩
人
』
昭
和
二
年
四
月
一

日

太
平
洋
詩
人
社
）

７
）

白
鳥
省
吾
「
生
活
の
現
実
に
立
て
」（『
詩
神
』
大
正
一
五
年
九
月

詩
神
社
）

８
）

伊
藤
整
「
若
い
詩
人
の
肖
像
」（『
若
い
詩
人
の
肖
像
』
昭
和
三
三
年

一
二
月

新
潮
社
）

９
）

前
掲

３
）に
同
じ

10
）

前
掲

１
）に
同
じ

11
）

岡
本
弥
太
「
随
想

宮
沢
賢
治
」（『

樹
林
』
昭
和
八
年
一
一
月

樹
詩
社
）

12
）

鈴
木
健
司
「
詩
集
『
春
と
修
羅
』
の
同
時
代
的
受
容
」（『
宮
沢
賢
治

と
い
う
現
象

読
み
と
受
容
へ
の
試
論
』
平
成
一
四
年
五
月
二
五
日

蒼
岡
書
林
）

13
）

北
原
白
秋
「
散
文
が
詩
と
い
へ
る
か

こ
の
理
由
を
以
て
書
換
へ

た
」（『
読
売
新
聞
』
大
正
一
一
年
一
一
月
一
六
日

読
売
新
聞
社
）

14
）

三
木
露
風
「
詩
話
会
其
他
に
就
て
」（『
読
売
新
聞
』
大
正
一
三
年
四

月
一
五
日

読
売
新
聞
社
）

15
）

赤
松
月
船
「
詩
話
会
解
散

」（『
読
売
新
聞
』
大
正
一
三
年
一
〇
月

二
三
日

読
売
新
聞
社
）

16
）

福
田
正
夫
「
新
運
動
問
題
批
判
」（『
日
本
詩
人
』
大
正
一
三
年
一
二

月
一
日

新
潮
社
）

17
）

川
路
柳
虹
「
詩
話
会
を
罵
る
人
達
へ
」（『
日
本
詩
人
』
大
正
一
三
年

一
二
月
一
日

新
潮
社
）

18
）

安
智
史
「
民
衆
詩
派
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
・
ソ
ン
グ
」（『
昭
和
文
学
研

究
』
平
成
一
三
年
九
月

昭
和
文
学
会
）

19
）

草
野
心
平
「
自
分
が
他
人
で
あ
る
詩
壇
・
そ
の
他
」（『
銅
鑼
』
大
正

一
四
年
一
二
月
二
〇
日

銅
鑼
社
）

20
）

中
西
悟
堂
「
大
正
詩
壇
の
回
顧
」（『
詩
神
』
昭
和
二
年
三
月
一
日

詩
神
社
）

21
）

中
西
悟
堂
「
本
年
詩
壇
へ
の
一
票
言
」（『
日
本
詩
人
』
大
正
一
五
年

二
月
一
日

新
潮
社
）

22
）

石
川
善
助
「
仙
台
詩
史
」（『
日
本
詩
人
』
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
日

新
潮
社
）

23
）

森
荘
已
池
「
岩
手
詩
界
」（『
日
本
詩
人
』
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
日

新
潮
社
）

24
）

照
井
瑩
一
郎
「
岩
手
の
新
詩
運
動
」（『
日
本
詩
人
』
大
正
一
五
年
一

〇
月
一
日

新
潮
社
）

25
）

福
田
正
夫
・
白
鳥
省
吾
・
佐
藤
惣
之
助
「
近
時
談
叢
」（『
日
本
詩

人
』
大
正
一
五
年
一
月
一
日

新
潮
社
）

26
）

萩
原
朔
太
郎
「
編
輯
に
就
い
て
」（『
日
本
詩
人
』
大
正
一
四
年
一
一
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月
一
日

新
潮
社
）

27
）
「
日
本
全
詩
壇
総
覧
」（『
日
本
詩
人
』
大
正
一
四
年
二
月
一
日

新

潮
社
）

28
）

前
掲

21
）に
同
じ

29
）

前
掲

25
）に
同
じ

30
）

前
掲

７
）に
同
じ

付
記

本
文
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
旧
字
体
は
適
宜
現
行
の
通
用
体
に
改
め

た
。
ま
た
、
引
用
文
の
傍
線
は
論
者
の
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
九
日

於
・
佛
教
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
加
筆
、
訂
正
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
は
深
く

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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