
宮
澤
賢
治
「
蠕アンネ
虫リダ
舞

手

タンツェーリン」
と

ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ

の
意
味

『
春
と
修
羅
』
刊
行
初
期
の
生
前
批
評
に
触
れ
つ
つ

玉

井

晶

章

は
じ
め
に

一
、「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
と
「
ナ
チ
ュ
ラ
ナ
ト
ゥ
ラ
ン
ス
」

二
、
賢
治
と
「n

a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」

三
、「
蠕
虫
舞
手
」
再
解
釈

お
わ
り
に

宮
澤
賢
治
が
生
前
出
版
し
た
詩
集
『
春
と
修
羅
』（
大
正
一

三
年
四
月
）
に
所
収
さ
れ
た
詩
篇
「
蠕
虫
舞
手
」
に
「
ナ
チ
ラ

ナ
ト
ラ
」
と
い
う
単
語
が
あ
る
。
こ
の
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
に

つ
い
て
は
、
詩
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
に
も
関

わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
具
体
的
な
検
証
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
『
春
と
修
羅
』
刊
行
初
期
の
生
前
批
評
に
触
れ
つ
つ
、

「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
「
蠕
虫

舞
手
」
に
新
し
い
解
釈
を
加
え
た
い
。
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は
じ
め
に

宮
澤
賢
治
が
そ
の
死
後
、
文
学
史
的
に
高
い
評
価
を
得
た
こ
と
は

有
名
だ
。
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
死
後
の
評
価
が
研
究
の
場
に
お
い
て
、

生
前
の
評
価
を
軽
視
す
る
形
と
な
っ
た
の
は
大
い
に
問
題
と
す
べ
き

だ
ろ
う
。

神
谷
忠
孝
氏
は
詩
集
『
春
と
修
羅
』（
関
根
書
店
、
大
正
一
三
年

四
月
）
の
生
前
評
価
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る１

）
。

辻
潤
の
「
惰
眠
洞
妄
語
」（「
読
売
新
聞
」
大
正
13
・
7
・
22

〜
25
）
の
中
に
宮
沢
賢
治
の
「
春
と
修
羅
」
へ
の
賛
辞
が
あ
り
、

賢
治
を
ダ
ダ
の
一
人
と
す
る
見
方
は
森
佐
一
「『
貌
』
の
こ
と

ど
も
」（「
岩
手
日
報
」
大
正
14
・
9
・
29
）、
草
野
心
平
「
三

人
」（「
詩
神
」
大
正
15
・
8
）
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

「
惰
眠
洞
妄
語
」
に
お
け
る
辻
潤
の
批
評
は
、
賢
治
の
書
簡
200
や

菊
池
武
雄
の
回
想
な
ど
か
ら
も
そ
の
影
響
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が

で
き
る２

）
。
辻
の
批
評
は
、
大
正
期
に
勃
興
す
る
ダ
ダ
イ
ズ
ム
と
『
春

と
修
羅
』
を
結
び
つ
け
る
上
で
の
、
一
つ
の
指
標
と
な
る
べ
き
も
の

だ
っ
た
。
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
後
に
賢
治
が
前
衛
系
の
思
想
雑
誌

『
虚
無
思
想
研
究
』
に
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
朝
餐
」（
大
正
一
三
年
一

二
月
）、「
冬
」（
大
正
一
四
年
二
月
）
を
そ
れ
ぞ
れ
寄
稿
し
て
い
る

こ
と
も
、
こ
う
い
っ
た
賢
治
と
ダ
ダ
と
の
関
係
性
を
裏
付
け
る
証
左

と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
評
価
が
行
わ
れ
る
背
景
に
は
、『
春
と
修
羅
』
が
刊

行
さ
れ
た
大
正
後
期
に
著
し
く
勃
興
す
る
前
衛
芸
術
運
動
が
深
く
関

係
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
う
い
っ
た
文
学
史

の
流
れ
と
『
春
と
修
羅
』
に
見
ら
れ
る
前
衛
表
現
と
の
因
果
関
係
に

つ
い
て
は
無
視
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
な
か
、
構
大
樹
氏
は
尾
山
篤
次
郎
の
「
最
近
の
書
架
か

ら
」
に
詩
篇
「
蠕
虫
舞
手
」
の
一
節
を
引
用
し
て
ダ
ダ
詩
と
評
す
る

言
表
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る３

）
。

尾
山
の
「
最
近
書
架
か
ら
」
で
は
、
同
時
代
の
ダ
ダ
言
説
か

ら
、
既
成
の
詩
的
価
値
を
破
壊
し
、
新
た
な
価
値
を
構
築
す
る

と
い
う
意
味
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
別
の
側
面
｜
狂
気

に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
意
味
は
、
積
極
的
に
切

り
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
春
と
修
羅
』

に
は
、
従
来
の
詩
の
観
点
で
は
測
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
価

値
を
有
す
る
詩
集
、
翻
っ
て
は
、
詩
的
価
値
の
枠
組
み
そ
の
も

の
を
揺
る
が
す
価
値
が
、
こ
こ
で
は
声
を
大
に
し
て
提
示
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。

尾
山
は
既
存
の
詩
的
価
値
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
同
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時
代
の
ダ
ダ
言
説
を
象
徴
す
る
高
橋
新
吉
に
、
詩
の
視
覚
的
効
果
を

狙
う
表
現
上
の
革
新
性
を
見
出
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
新
吉
の
発

狂
事
件
に
よ
っ
て
生
じ
た
ダ
ダ
の
狂
気
性
を
、
積
極
的
に
切
り
捨
て

る
こ
と
に
も
繫
が
っ
た
。
構
氏
は
ダ
ダ
を
通
じ
て
『
春
と
修
羅
』
を

批
評
す
る
尾
山
の
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
が
「
従
来
の
前
衛
詩
の
観
点

で
は
測
定
で
き
な
い
詩
的
価
値
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
揺
る
が
す
価

値
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
詩
に
と
っ
て
の
革
新
性
、
ひ
い
て
は
現
今

の
詩
壇
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
突
き
崩
す

新
し
さ

」
で
あ
っ
た
と
結

論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
構
氏
の
言
及
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
惰
眠
洞
妄

語
」
を
視
座
と
し
て
賢
治
を
前
衛
詩
人
と
評
す
る
従
来
の
先
行
論
に

対
し
て
、
新
し
い
切
り
口
を
示
し
て
い
る
点
で
極
め
て
魅
力
的
だ
。

し
か
し
、
賢
治
の
生
前
批
評
を
め
ぐ
る
言
説
は
も
う
少
し
ば
か
り

複
雑
で
あ
る
。
稿
者
は
以
前
『
春
と
修
羅
』
が
前
衛
系
の
新
興
詩
人

た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
大
正
詩
壇
に
お
い
て
主
流
と
さ
れ
た
民
衆
詩

派
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
論
じ
た４

）
。『
春
と
修
羅
』

刊
行
の
初
期
段
階
に
お
い
て
、
賢
治
は
新
興
詩
人
た
ち
と
の
繫
が
り

か
ら
、
反
詩
壇
的
な
詩
人
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
つ
つ
あ
っ

た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
体
制
派
の
代
表
者
で
あ
る
は
ず
の
白
鳥
省

吾
か
ら
も
、
賢
治
は
「
詩
壇
の
感
化
な
し
に
水
際
立
っ
て
鮮
や
か
」

な
詩
人
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る５

）
。

こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
大
正
後
期
の
詩
人
た
ち
に
よ
る
『
春
と
修

羅
』
の
初
期
的
な
受
容
は
、
単
に
現
今
の
詩
壇
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ

ー
ゼ
と
い
う
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
な
ら
ば
そ

こ
に
は
、
現
今
の
詩
壇
す
ら
も
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
既
存
の
詩

の
枠
組
み
を
超
え
た
新
た
な
詩
表
現
が
見
出
さ
れ
た
と
捉
え
る
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
そ
う
い
っ
た
問
題
を
踏
ま
え
た
上
で
、
辻
の
生
前
批
評

と
と
も
に
詩
篇
「
蠕アンネ
虫リダタ
舞

手

ンツェーリン」
を
取
り
上
げ
る
。
大
正
後
期
の

詩
人
た
ち
が
『
春
と
修
羅
』
を
ど
う
解
釈
し
、
そ
こ
に
ど
う
い
っ
た

詩
表
現
を
見
出
し
た
の
か
。
ま
た
そ
れ
が
大
正
後
期
の
前
衛
芸
術
運

動
の
枠
組
み
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
詩
的
革
新
性
を
持
ち
得
た
の

か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
と
「
ナ
チ
ュ
ラ
ナ
ト
ゥ
ラ
ン
ス
」

詩
篇
「
蠕アンネ
虫リダタ
舞

手

ンツェーリン」
を
読
む
上
で
、
意
味
の
よ
く
分
か
っ
て

い
な
い
単
語
に
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
が
あ
る
。
こ
の
単
語
は
詩
の
主

題
に
深
く
関
与
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
後
述
す
る
辻
潤
の
批
評
な

ど
で
も
注
目
さ
れ
、
そ
の
表
現
を
媒
介
と
し
て
「
蠕
虫
舞
手
」
は
高

く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
こ
の
単
語
の

意
味
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
検
証
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
単
語
に
つ
い
て
『
定
本
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』
を
確
認
す
る

と
「
意
味
不
明
の
語
だ
が
、
お
そ
ら
く
賢
治
は
日
本
語
で
「
天
然
自

然
」
と
重
ね
る
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
語
のn

a
tu
ra

（
ナ
ー
ト
ゥ
ー
ラ
、

本
性
、
自
然
、
ド
イ
ツ
語
で
は
ナ
ト
ゥ
ー
ルN

a
tu
r

）
の
音
を
借
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り
て
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
に
、「
本
性
、
自
然
の
お
ひ
め
さ
ま
」
の
意
味

で
使
っ
た６

）
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
よ
く
分
か
ら
な
い
。

た
だ
、
少
な
く
と
も
賢
治
の
造
語
で
な
い
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。

こ
の
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
の
意
味
だ
が
、
大
正
一
三
年
九
月
発
行

の
雑
誌
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
辻
の
「
錯
覚
し
た
ダ
ダ
」
に
、
そ

れ
を
読
み
解
く
ヒ
ン
ト
が
あ
る７

）
。

し
か
し
、
中
に
は
平
野
青
夜
の
如
き
男
爵
に
し
て
エ
ス
ペ
ラ

ン
チ
ス
ト
で
あ
る
ダ
ダ
で
も
あ
り
、
隠
れ
た
素
晴
ら
し
い
形
而

上
学
者
も
い
る
の
で
あ
る
。
ダ
ダ
を
単
一
狭
隘
な
範
疇
に
押
し

込
め
よ
う
と
す
る
の
が
そ
も
そ
も
の
誤
訳
で
あ
っ
て
、
一
切
の

ナ
チ
ュ
ラ
ナ
ト
ゥ
ラ
ン
ス
は
ダ
ダ
な
の
だ
か
ら
、
宮
澤
賢
治
君

が
『
春
と
修
羅
』
に
そ
れ
を
唱
う
こ
と
は
毫
も
不
思
議
と
す
る

に
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

辻
は
平
野
青
夜
が
ダ
ダ
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
、
優
れ
た
形
而
上
学

者
で
も
あ
る
視
点
を
、
賢
治
に
も
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
賢
治

が
ダ
ダ
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
で
「
ナ
チ
ュ
ラ
ナ
ト
ゥ
ラ
ン
ス
」

を
表
現
し
て
い
る
と
批
評
し
た
。
こ
こ
に
あ
る
「
ナ
チ
ュ
ラ
ナ
ト
ゥ

ラ
ン
ス
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
単
語
だ
が
、
恐
ら
く
は
ス
ピ
ノ
ザ
や
ブ
ル
ー
ノ
と
い
っ
た
西

洋
の
近
世
哲
学
者
が
用
い
た
「n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
を
指
し
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
般
的
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
エ
チ
カ
』（
一

六
七
七
年
）
に
お
い
て
解
説
し
た
、
一
切
の
存
在
を
産
み
出
す
、
万

物
の
内
在
的
原
因
で
あ
る
唯
一
の
実
体
と
し
て
の
神
の
意
味
が
知
ら

れ
て
お
り
、「
ナ
チ
ュ
ラ
ナ
ト
ゥ
ラ
ン
ス
」
も
そ
の
発
音
読
み
で
あ

る
と
見
て
間
違
い
な
い
。

辻
は
詩
篇
「『
享
楽
座
』
の
ぷ
ろ
ろ
ぐ
」
に
「
ダ
ダ
は
ス
ピ
ノ
ザ

を
夢
見
て
╱
い
つ
で
も
「
鴨
緑
江
節
」
を
口
吟
ん
で
い
る８

）
」
と
書
い

て
い
る
か
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
つ
い
て
も
当
然
知
っ
て
い
た
は

ず
だ
。

辻
は
賢
治
を
評
す
る
際
、「
蠕
虫
舞
手
」
の
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」

を
見
て
、
即
座
に
「n

a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」
を
連
想
し
た
の
だ
ろ
う
。

辻
は
賢
治
の
詩
に
「n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
の
意
味
を
見
出
し
、
そ

れ
を
詩
表
現
と
し
て
取
り
入
れ
た
事
実
を
率
直
に
評
価
し
た
の
で
あ

る
。実

の
と
こ
ろ
、
こ
の
視
点
は
尾
山
篤
次
郎
の
「
最
近
の
書
架
か

ら
」
に
も
表
れ
て
い
る９

）
。

そ
し
て
、
え
ゝ
エ
イ
ト
、
ガ
ム
マ
ア
、
イ
ー
、
ス
イ
ツ
ク
ス
、

ア
ル
フ
ァ
、
こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
と
蠕
虫
の
舞

の
手
に
合
せ
て
唄
ひ
だ
さ
ね
ば
を
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
詩
は

ダ
ダ
だ
。
そ
し
て
眼
耳
鼻
舌
身
の
誑
感
が
直
ち
に
第
八
識
の
阿

頼
耶
識
と
婚
礼
を
し
て
、
不
思
議
な
エ
ー
テ
ル
の
私
生
児
を
産
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む
。
ダ
ダ
と
し
て
も
今
世
に
云
は
る
ゝ
が
如
き
附
焼
刃
の
ダ
ダ

で
は
な
い
。

こ
の
批
評
は
大
正
一
三
年
六
月
発
行
の
雑
誌
『
自
然
』
に
掲
載
さ

れ
た
。『
自
然
』
は
大
正
八
年
五
月
に
創
刊
さ
れ
た
短
歌
雑
誌
で
、

編
集
長
は
尾
山
自
身
が
務
め
て
い
る
。

尾
山
は
こ
こ
で
賢
治
と
と
も
に
松
村
英
一
の
歌
集
「
や
ま
す
げ
」

と
、
豊
島
逃
水
の
歌
集
「
ゆ
く
春
」、
橋
田
東
聲
の
「
自
然
と
韻

律
」、
半
田
良
平
の
「
大
隈
言
道
歌
集
」
を
そ
れ
ぞ
れ
批
評
し
て
い

る
。
こ
の
う
ち
松
村
と
豊
島
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
尾
山
が
主
宰
す

る
『
短
歌
雑
誌
』
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
面
識
が
あ
っ
た
。

賢
治
に
つ
い
て
も
、
親
戚
に
あ
た
る
関
登
久
也
を
介
し
て
『
春
と

修
羅
』
の
装
丁
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
の
尾
山
の
批
評
が
客
観
性
を
欠
き
、
や
や
身
内
贔
屓
の
物
言
い
に

留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。

だ
が
尾
山
は
そ
ん
な
身
内
贔
屓
の
目
で
以
て
、「
蠕
虫
舞
手
」
が

視
覚
的
表
現
を
特
徴
と
し
た
「
附
焼
刃
の
ダ
ダ
」
で
は
な
く
、
唯
識

に
あ
る
「
阿あ
頼ら
耶や
識しき
」
の
思
想
を
も
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
に
な
い
新
し
い
詩
表
現
を
生
み
出
し
て
い
る
と
批
評
し
た
。

こ
の
「
阿
頼
耶
識
」
で
あ
る
が
『
唯
識

仏
教
辞
典
』
に
は
「
深

層
的
な
根
本
の
識
。
一
切
の
存
在
を
生
み
出
す
根
源
的
な
心
」
と
あ

る10
）

。
一
般
的
に
は
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
一
切
の
事
物
の
根
源
で
あ

り
、
全
て
は
こ
の
「
阿
頼
耶
識
」
を
通
じ
て
産
み
出
さ
れ
る
と
解
釈

さ
れ
る
。
こ
れ
は
「n

a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」
の
概
念
と
非
常
に
近
い
。

だ
が
無
論
「
阿
頼
耶
識
」
と
「n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
は
、
全
く

同
義
的
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。「
阿
頼
耶
識
」
は
あ
く
ま

で
、
人
間
の
五
感
や
意
識
が
断
絶
し
て
い
る
状
態
（
睡
眠
や
昏
睡
な

ど
を
指
す
）
で
も
、
そ
れ
ら
を
間
断
な
く
過
去
か
ら
未
来
へ
と
連
続

さ
せ
る
た
め
に
想
定
さ
れ
た
「
心
の
潜
在
的
な
領
域
」
を
表
わ
す
言

葉
と
さ
れ
る11

）
。
そ
の
た
め
、
西
洋
哲
学
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
概
念
と

「
阿
頼
耶
識
」
の
概
念
は
厳
密
に
は
意
味
が
異
な
る
。

だ
が
、「
阿
頼
耶
識
」
に
し
て
も
「n

a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」
に
し
て

も
、「
こ
の
世
に
存
在
す
る
一
切
を
産
み
出
す
根
源
的
な
原
因
」
で

あ
る
と
い
う
点
で
は
、
概
念
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て

言
え
ば
、
双
方
に
は
共
通
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
る
と
言
っ
て
良
い

だ
ろ
う
。

加
え
て
、
右
の
尾
山
の
文
中
に
見
ら
れ
た
「
エ
ー
テ
ル
」
は
、
ス

コ
ラ
学
派
以
降
の
哲
学
者
の
間
で
主
流
と
さ
れ
た
、
光
や
熱
を
伝
え

る
媒
体
と
し
て
宇
宙
に
充
満
し
て
い
る
仮
想
物
質
を
指
し
て
い
る
。

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
天
文
学
説
に
傾
倒
し
て
い
た
ブ
ル
ー
ノ
は
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
哲
学
時
代
か
ら
主
流
と
さ
れ
て
き
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
第
五
元
素
説
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
近
代
の
定
説
に
近
い
、
無

限
宇
宙
に
充
満
し
て
い
る
「
純
粋
透
明
な
空
気
」
と
し
て
の
エ
ー
テ

ル
概
念
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る12

）
。
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以
上
の
点
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
尾
山
が
「
蠕
虫
舞
手
」
を
批
評
す

る
際
「
阿
頼
耶
識
」
や
「
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
の
が
、

単
な
る
偶
然
で
あ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
尾
山
も

ま
た
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「n

a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」

を
連
想
し
、
そ
れ
を
仏
教
用
語
的
に
理
解
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
か
ら
、
辻
や
尾
山
に
は
賢
治
が
ダ
ダ
詩
人
で
あ
る
と
い
う

こ
と
の
他
に
も
、
二
つ
の
大
き
な
共
通
認
識
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

一
つ
は
、
賢
治
が
詩
篇
「
蠕
虫
舞
手
」
を
通
し
て
「n

a
tu
ra

 
n
a
tu
ra
n
s

」
の
意
味
を
詩
に
取
り
入
れ
た
と
見
做
さ
れ
た
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、
そ
れ
が
大
正
後
期
の
前
衛
芸
術
運
動
の
只
中
に
あ
っ

て
、
新
た
な
詩
表
現
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

二
、
賢
治
と
「n

a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」

賢
治
が
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
「n

a
tu
ra

 
n
a
tu
ra
n
s

」
の
言
葉
を
知
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

賢
治
の
蔵
書
目
録
を
確
認
す
る
と
『
西
洋
全
史
（
上
）』
や
『
万

国
人
名
辞
書
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
僅
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
思
想
に
関

す
る
記
述
が
見
ら
れ
た13

）
。
だ
が
、
そ
れ
ら
断
片
的
な
情
報
か
ら
賢
治

が
「n
a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
の
意
味
を
受
容
し
た
と
は
到
底
思
え
な

い
。で

は
、
賢
治
は
ど
の
テ
キ
ス
ト
で
「n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
を
知

っ
た
の
か
。

最
も
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
大
西
祝
の
『
西
洋
哲
学
史

下
巻
』（
警
醒
社
、
明
治
三
七
年
一
月
）
が
あ
る
。
小
野
隆
祥
氏
は
、

賢
治
が
盛
岡
中
学
・
盛
岡
高
等
農
林
学
校
在
学
中
に
『
西
洋
哲
学

史
』
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り14

）
、
原
子
朗
氏
も
小
野

論
を
受
け
た
上
で
、
賢
治
の
モ
ナ
ド
論
受
容
の
媒
体
と
し
て
大
西
の

『
西
洋
哲
学
史
』
を
支
持
し
て
い
る15

）
。

ブ
ル
ー
ノ
に
つ
い
て
の
解
説
を
見
て
み
る
と
、
大
西
は
「n

a
tu
ra

 
n
a
tu
ra
n
s

」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る16

）
。

此
の
際
限
な
き
宇
宙
を
し
か
あ
ら
し
む
る
も
の
即
ち
万
有
を

能
造
化
の
方
面
よ
り
観
た
る
も
の
（n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

）
是

れ
即
ち
神
に
し
て
世
界
は
し
か
あ
ら
し
め
ら
る
る
も
の
即
ち
万

有
を
所
造
化
の
方
面
よ
り
観
た
る
も
の
（n

a
tu
ra n

a
tu
ra
ta

）

な
り
と
せ
り
、
神
は
宇
宙
全
体
を
貫
き
て
之
れ
を
活
動
せ
し
む

る
所
以
の
生
命
也

「
神
即
自
然
」
を
唱
え
た
ス
ピ
ノ
ザ
に
対
し
、
ブ
ル
ー
ノ
は
無
限

に
展
開
さ
れ
る
天
体
、
す
な
わ
ち
世
界
を
内
包
す
る
宇
宙
そ
の
も
の

を
神
と
定
義
し
た
。
た
だ
、
ブ
ル
ー
ノ
に
し
て
も
ス
ピ
ノ
ザ
に
し
て

も
、「n

a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」
は
「
神
」
と
同
義
的
な
意
味
合
い
で
用

い
ら
れ
て
お
り
、
賢
治
も
当
然
そ
の
よ
う
に
受
容
し
た
と
捉
え
て
良
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い
だ
ろ
う
。

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
解
説
文
の
後
半
に
「
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
ブ

ル
ー
ノ
と
は
異
な
り
て
」
と
い
う
一
文
が
見
え
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で

い
う
カ
ム
パ
ネ
ラ
は
一
七
世
紀
頃
に
活
躍
す
る
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者

ト
マ
ソ
・
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
小
野
氏
の
調
査

に
よ
れ
ば
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
登
場
す
る
少
年
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の

名
前
は
、
こ
の
ブ
ル
ー
ノ
の
解
説
文
に
由
来
す
る17

）
。
も
し
賢
治
が
こ

の
解
説
を
精
読
し
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
同
じ
文
中
に
あ
る

「n
a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
に
つ
い
て
の
記
述
も
当
然
読
ん
で
い
た
は

ず
だ
。

同
様
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
の
解
説
も
見
て
み
る18

）
。

神
は
万
物
に
お
け
る
内
在
的
原
因
（ca

n
sa
 
im
m
a
n
en
s

）

な
り
、
万
物
以
外
に
在
り
て
之
を
生
ぜ
し
む
る
超
越
的
原
因

（ca
u
sa
 
tra
n
sien

s

）
に
あ
ら
ず
。
故
に
ス
ピ
ノ
ー
ザ
は
中

世
期
の
末
葉
に
既
に
用
い
ら
れ
る
語
を
用
い
て
、
神
を
ナ
ト
ゥ

ー
ラ
、
ナ
ト
ゥ
ラ
ン
ス
（n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

）
と
名
付
け
万

有
即
ち
自
然
界
を
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
、
ナ
ト
ゥ
ラ
ー
タ
（n

a
tu
ra

 
n
a
tu
ra
ta

）
と
名
づ
け
た
り
。
即
ち
前
者
を
以
て
凡
べ
て
の
者

を
爾
か
あ
ら
し
む
る
所
以
の
本
体
の
義
と
し
、
後
者
を
以
て
爾

か
あ
ら
し
め
ら
る
ゝ
万
物
の
謂
ひ
と
せ
り
。

引
用
に
お
い
て
大
西
は
「n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
の
発
音
表
記
を

「
ナ
ト
ゥ
ー
ラ
、
ナ
ト
ゥ
ラ
ン
ス
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
辻
潤

や
賢
治
が
示
し
た
も
の
と
発
音
表
記
が
非
常
に
近
い
。

草
稿
版
「
蠕
虫
舞
手
」
を
確
認
し
て
み
る
と
、
賢
治
は
「
ナ
チ
ラ

ナ
ト
ラ
」
の
言
葉
を
数
度
に
渡
り
改
稿
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
異

同
は
始
め
に
「
ナ
ラ
ラ
ナ
ト
ラ
」
と
あ
り
、
続
い
て
「
ナ
テ
ィ
ラ
ナ

ト
ラ
」
↓
「
ナ
テ
ゥ
ラ
ナ
ト
ラ
」
↓
「
ナ
チ
ュ
ラ
ナ
ト
ラ
」
の
順
に

改
稿
さ
れ
て
い
る
。「
ナ
ラ
ラ
ナ
ト
ラ
」
は
恐
ら
く
誤
植
と
思
わ
れ

る
が
、
後
の
推
敲
に
関
し
て
は
お
お
む
ね
大
西
が
示
し
た
発
音
表
記

と
一
致
し
て
い
る
の
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

無
論
、
賢
治
が
『
西
洋
哲
学
史
』
以
外
の
テ
キ
ス
ト
か
ら

「n
a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」
を
受
容
し
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。

た
だ
ど
ち
ら
に
し
て
も
、「n

a
tu
ra n

a
tu
ra
n
s

」
と
い
う
言
葉
が
、

賢
治
の
な
か
で
西
洋
哲
学
に
お
け
る
神
と
同
義
的
な
意
味
と
し
て
解

釈
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

以
上
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、「
蠕
虫
舞
手
」
に
見
え
る
「
ナ
チ
ラ

ナ
ト
ラ
」
は
造
語
で
は
な
く
、
賢
治
が
何
ら
か
の
形
で
「n

a
tu
ra

 
n
a
tu
ra
n
s

」
の
意
味
を
知
り
、
そ
れ
を
詩
に
取
り
入
れ
た
も
の
と

捉
え
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
。

三
、「
蠕
虫
舞
手
」
再
解
釈

で
は
「
蠕アンネ
虫リダタ
舞

手

ンツェーリン」
に
「n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
の
意
味
が

268



取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
場
合
、
詩
篇
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

先
述
し
た
よ
う
に
「
蠕
虫
舞
手
」
は
大
正
一
一
年
五
月
二
〇
日
の

制
作
日
付
を
持
つ
。
こ
の
年
の
一
月
よ
り
賢
治
は
『
春
と
修
羅
』
刊

行
に
向
け
て
本
格
的
な
詩
作
を
開
始
し
て
お
り
、「
蠕
虫
舞
手
」
は

そ
の
な
か
で
も
比
較
的
初
期
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

詩
篇
を
見
て
分
か
る
通
り
、
音
数
律
を
意
識
し
た
散
文
詩
で
あ
る
。

「
赤
い
ち
い
さ
な
ぜ
ん
蟲
が
╱
水
と
ひ
か
り
を
か
ら
だ
に
ま
と
ひ
╱

ひ
と
り
で
お
ど
り
を
や
っ
て
ゐ
る
」
と
七
五
調
の
音
律
が
小
気
味
よ

く
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
、
詩
の
中
に
水
ゾ
ル
や
寒
天
の
液
と
い
っ

た
科
学
用
語
を
頻
出
さ
せ
た
り
、
段
を
上
下
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
な

か
な
か
素
直
に
読
み
解
か
せ
て
は
も
ら
え
な
い
。

管
見
に
入
っ
た
限
り
「
蠕
虫
舞
手
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
恩

田
逸
夫
氏
「
賢
治
詩
評
価
の
態
度

｜
『
序
詩
』
と
『
蠕
虫
舞
手
』

｜
」、
奥
山
文
幸
氏
「
賢
治
と
映
画
的
表
現
」、
岡
村
民
夫
氏
「
踊
る

文
字
「
蠕
虫
舞
手
」
に
つ
い
て
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る19

）
。
だ
が
、
従

来
の
研
究
で
は
「
蠕
虫
舞
手
」
に
見
え
る
詩
の
視
覚
的
効
果
に
つ
い

て
言
及
す
る
論
は
あ
っ
て
も
、「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
の
言
葉
の
意
味

か
ら
詩
篇
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
つ
い
て
は
為
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

「
蠕
虫
舞
手
」
に
は

赤
い
小
さ
な
生
物

の
本
体
を
巡
っ
て
、

そ
れ
を
蠕
虫
と
捉
え
る
「
わ
た
し
」
と
、「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
の
ひ
い

さ
ま
」
と
捉
え
る
何
者
か
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
、
詩
篇
の
な
か
で

「
わ
た
し
」
は
そ
の
何
者
か
と
対
話
す
る
構
図
を
取
っ
て
い
る
が
、

こ
の
何
者
か
の
正
体
は
作
中
で
は
最
後
ま
で
明
か
さ
れ
な
い
（
本
稿

で
は
便
宜
上
、
こ
の
何
者
か
を
「
ワ
タ
シ
」
と
表
記
す
る
）。

赤
い
小
さ
な
生
物

の
本
体
は
、
二
人
の
対
話
者
の
目
線
に
よ
っ

て
、
常
に
揺
れ
動
い
て
い
る
。「
蠕
虫
舞
手
」
に
お
い
て
は
、
こ
の

目
線

が
詩
篇
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

最
初
の
段
落
に
お
い
て
「
わ
た
し
」
の
目
線
は
す
で
に

赤
い
小

さ
な
生
物

を
「
蠕
虫
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
だ
が
「
わ
た
し
」

と
「
ワ
タ
シ
」
と
の
間
に
は

赤
い
小
さ
な
生
物

が
踊
っ
て
い
る

と
い
う
共
通
認
識
が
あ
り
、
そ
こ
に
目
線
の
ズ
レ
は
生
じ
て
い
な
い
。

（
え
ゝ
、
水
ゾ
ル
で
す
よ

お
ぼ
ろ
な
寒
天
の
液
で
す
よ
）

日
は
黄
金
の
薔
薇

赤
い
ち
い
さ
な
ぜ
ん
蟲
が

水
と
ひ
か
り
を
か
ら
だ
に
ま
と
ひ

ひ
と
り
で
お
ど
り
を
や
つ
て
ゐ
る

（
え
ゝ
、
８

γ

ｅ

６

α

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

羽
虫
の
死
骸

い
ち
ゐ
の
か
れ
葉
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真
珠
の
泡
に

ち
ぎ
れ
た
苔
の
花
軸
な
ど

（
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
の
ひ
い
さ
ま
は

い
ま
は
み
づ
底
の
み
か
げ
の
う
へ
に

黄
い
ろ
な
か
げ
と
お
ふ
た
り
で

せ
っ
か
く
お
ど
つ
て
ゐ
ら
れ
ま
す

い
ゝ
え
、
け
れ
ど
も
、
す
ぐ
で
せ
う

ま
も
な
く
浮
い
て
お
い
で
で
せ
う
）

と
こ
ろ
が
中
盤
に
差
し
掛
か
り
、「
わ
た
し
」
は

赤
い
小
さ
な

生
物

の
身
に
着
け
て
い
る
も
の
が
、
実
は
真
珠
の
ぼ
た
ん
で
は
な

く
空
気
だ
ま
で
あ
る
と
気
づ
く
。
こ
れ
は
「
わ
た
し
」
が
「
ワ
タ

シ
」
の
目
線
に
対
し
、

赤
い
小
さ
な
生
物

を
肉
眼
で
覗
き
込
む

と
い
う
、
科
学
的
あ
る
い
は
現
実
的
な
目
線
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

赤
い
蠕
虫
舞
手
は

と
が
つ
た
二
つ
の
耳
を
も
ち

燐
光
珊
瑚
の
環
節
に

正
し
く
飾
る
真
珠
の
ぼ
た
ん

く
る
り
く
る
り
と
廻
つ
て
ゐ
ま
す

（
え
ゝ
、
８

γ

ｅ

６

α

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

背
中
き
ら
き
ら
燦
い
て

ち
か
ら
い
つ
ぱ
い
ま
は
り
は
す
る
が

真
珠
も
じ
つ
は
ま
が
ひ
も
の

ガ
ラ
ス
ど
こ
ろ
か
空
気
だ
ま

（
い
ゝ
え
、
そ
れ
で
も

エ
イ
ト

ガ
ム
マ
ア

イ
ー

ス
イ
ツ
ク
ス

ア
ル
フ
ア

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

水
晶
体
や
鞏
膜
の

オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
に
の
ぞ
か
れ
て

お
ど
つ
て
ゐ
る
と
い
は
れ
て
も

真
珠
の
泡
を
苦
に
す
る
の
な
ら

お
ま
へ
も
さ
つ
ぱ
り
ら
く
ぢ
や
な
い

赤
い
小
さ
な
生
物

が
実
は
踊
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
空
気

だ
ま
の
中
で
も
が
き
苦
し
ん
で
い
る
だ
け
だ
と
知
っ
た
時
、「
わ
た

し
」
の
心
象
か
ら
は

赤
い
小
さ
な
生
物

に
対
す
る
幻
想
的
な
イ

メ
ー
ジ
が
消
え
失
せ
て
い
る
。
代
わ
り
に
あ
る
の
は
「
お
ま
へ
も
さ

つ
ぱ
り
ら
く
ぢ
や
な
い
」
と
い
う
、
も
が
き
苦
し
む
哀
れ
な
「
蠕

虫
」
に
対
す
る
失
望
と
憐
み
だ
。

赤
い
小
さ
な
生
物

が
幻
想
の
存
在
で
は
な
い
こ
と
へ
の
落
胆

に
よ
っ
て
、「
わ
た
し
」
の
目
線
は
幻
想
的
な
空
間
か
ら
、
日
が
翳
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っ
た
暗
い
現
実
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
わ
た
し
」

は
、
こ
の
哀
れ
な
「
蠕
虫
」
が
自
分
の
前
か
ら
溶
け
て
無
く
な
り
、

全
て
が
始
め
か
ら
儚
い
夢
で
あ
っ
て
く
れ
た
な
ら
と
請
い
願
う
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
日
が
雲
に
入
つ
た
し

わ
た
し
は
石
に
座
つ
て
し
び
れ
が
切
れ
た
し

水
底
の
黒
い
木
片
は
毛
蟲
か
海
鼠
の
や
う
だ
し
さ

そ
れ
に
第
一
お
ま
へ
の
か
た
ち
は
見
え
な
い
し

ほ
ん
と
に
溶
け
て
し
ま
つ
た
の
や
ら

そ
れ
と
も
み
ん
な
は
じ
め
か
ら

お
ぼ
ろ
に
青
い
夢
だ
や
ら

要
す
る
に
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て

赤
い
小
さ
な
生
物

の
本
体

と
は
、
自
分
が
抱
い
て
い
た
幻
想
を
破
壊
す
る
「
醜
い
現
実
の
表

象
」
と
し
て
の
蠕
虫
の
姿
な
の
で
あ
る
。

一
方
、「
ワ
タ
シ
」
は

赤
い
小
さ
な
生
物

を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

目
線
の
推
移
に
よ
っ
て

赤
い
小
さ
な
生
物

の
本
体
が
揺
れ
動

く
「
わ
た
し
」
と
違
い
、「
ワ
タ
シ
」
が
見
る

赤
い
小
さ
な
生
物

の
本
体
は
、
最
後
ま
で
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
の
ひ
い
さ
ま
」
で
あ
り
続

け
る
。

（
い
ゝ
え
、
あ
す
こ
に
お
い
で
で
す

お
い
で
で
す

ひ
い
さ
ま

い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す

８

γ

ｅ

６

α

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

岡
村
民
夫
氏
は
「
ワ
タ
シ
」
に
と
っ
て
「
蠕
虫
は
あ
く
ま
で
高
貴

な
「
ひ
い
さ
ま
」
で
あ
り
、
彼
女
の
運
動
は
一
貫
し
て
賛
美
に
あ
た

い
す
る
ダ
ン
ス
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る20

）
。
し
か
し
、
賢
治
が

「
蠕
虫
舞
手
」
に
「n

a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
の
意
味
を
取
り
入
れ
て

い
る
の
だ
と
し
た
ら
、「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
の
ひ
い
さ
ま
」
に
対
す
る

解
釈
も
当
然
違
っ
て
く
る
。

ブ
ル
ー
ノ
と
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
多
少
解
釈
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

「n
a
tu
ra
 
n
a
tu
ra
n
s

」
を
神
と
同
義
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
点

で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
蠕
虫
舞
手
」
に
お
け
る

「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
」
も
、
本
性
自
然
と
い
っ
た
意
味
や
高
貴
な
姿
を

表
し
た
だ
け
で
な
く
、
優
雅
に
舞
を
踊
る
「
神
」
そ
の
も
の
を
表
象

し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、「
ワ
タ
シ
」
に
と
っ
て
の

赤

い
小
さ
な
生
物

の
本
体
と
は
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
神
で
あ
る
。

「
ワ
タ
シ
」
が
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
の
ひ
い
さ
ま
」
に
対
し
て
敬
語
を

用
い
る
の
も
、
信
仰
の
神
に
対
す
る
尊
崇
の
念
と
捉
え
れ
ば
、
す
ん

な
り
読
み
解
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
に
は
、
法
華
経
の
信
仰
に
篤
か
っ
た
賢
治
の
精
神
的
な
迷
い

も
同
時
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
賢
治
の

書
簡
252
Ｃ
の
下
書
き
（
四
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。

た
ゞ
ひ
と
つ
ど
う
し
て
も
棄
て
ら
れ
な
い
問
題
は
た
と
へ
ば

宇
宙
意
志
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
あ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
ほ

ん
た
う
の
幸
福
に
齎
し
た
い
と
考
へ
て
ゐ
る
も
の
か
そ
れ
と
も

世
界
が
偶
然
盲
目
的
な
も
の
か
と
い
ふ
所
謂
信
仰
と
科
学
と
の

い
づ
れ
に
よ
っ
て
行
く
べ
き
か
と
い
ふ
場
合
私
は
ど
う
し
て
も

前
者
だ
と
い
ふ
の
で
す
。（
中
略
）
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
ど
う
表

現
し
そ
れ
に
ど
う
動
い
て
行
っ
た
ら
い
ゝ
か
は
ま
だ
私
に
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
昭
和
四
年
に
知
人
で
あ
る
小
笠
原
露
へ
送
ら
れ
た
と
さ

れ
る
書
簡
の
下
書
き
で
あ
る
。
科
学
者
で
あ
り
、
同
時
に
宗
教
家
で

も
あ
っ
た
賢
治
に
と
っ
て
、「
信
仰
と
科
学
と
の
い
づ
れ
に
よ
っ
て

行
く
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
は
、
賢
治
の
思
索
の
な
か
で
当
然
発
生

す
る
葛
藤
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

だ
が
、
賢
治
の
迷
い
と
は
単
に
信
仰
の
困
難
だ
け
で
は
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
書
簡
を
見
る
と
、
賢
治
に
は
信
仰
の
迷
い
と
と

も
に
、
そ
の
信
仰
を
表
現
す
る
方
法
に
つ
い
て
も
迷
い
が
あ
っ
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
蠕
虫
舞
手
」
に
お
け
る
「
ワ
タ

シ
」
の
立
ち
位
置
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
蠕
虫
舞
手
」
に
お
け
る
「
ワ
タ
シ
」
と
「
わ
た
し
」
と
の
対
話

は
、
神
の
存
在
を
疑
う
者
に
対
し
て
、
神
が
正
し
く
義
で
あ
る
こ
と

を
主
張
す
る
弁
神
論
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
「
ワ
タ
シ
」
に
は
、

神
に
対
す
る
敬
虔
な
信
仰
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
他
者
に
表
現
す
る

た
め
の
言
葉
を
持
た
な
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
ワ
タ
シ
」
は
、

「
わ
た
し
」
が
突
き
つ
け
て
き
た

赤
い
小
さ
な
生
物

の
本
体
や
、

「
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
」
と
い
う
嘲
り
の
混
じ
っ
た
笑
い
に
対
し
て
も
、
愚

直
に
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
す
し
か
な
く
な
る
。「
８

γ
ｅ
…
…
」
と

い
っ
た
視
覚
的
表
現
も
、
そ
の
表
現
の
革
新
性
よ
り
も
、
む
し
ろ

「
ワ
タ
シ
」
が
他
者
に
対
し
て
、
自
分
の
心
情
を
伝
え
る
た
め
の

言
葉
を
持
た
な
い

と
い
う
点
に
こ
そ
、
注
意
を
向
け
る
べ
き
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

ふ
ん
、
水
は
お
ぼ
ろ
で

ひ
か
り
は
惑
ひ

虫
は

エ
イ
ト

ガ
ム
マ
ア

イ
ー

ス
イ
ツ
ク
ス

ア
ル
フ
ア

こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
か
い

ハ
ッ
ハ
ッ
ハ

（
は
い

ま
つ
た
く
そ
れ
に
ち
が
ひ
ま
せ
ん

エ
イ
ト

ガ
ム
マ
ア

イ
ー

ス
イ
ツ
ク
ス

ア
ル
フ
ア
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こ
と
に
も
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
飾
り
文
字
）

要
す
る
に
「
ワ
タ
シ
」
は
、「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
の
ひ
い
さ
ま
」
に

対
し
て
敬
虔
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
神
の
存
在
を
肯
定

し
得
る
だ
け
の
言
葉
を
持
た
な
い
が
故
に
、
失
っ
た
信
仰
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
「
蠕
虫
舞
手
」
を
解
釈
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

稿
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
敬
虔
な
信
仰
者
で
あ
る

「
ワ
タ
シ
」
と
、
神
の
存
在
を
疑
う
「
わ
た
し
」
が
、

ひ
い
さ
ま

の
本
体
を
巡
っ
て
議
論
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
神
の
存
在
証
明
」
が
こ

こ
で
は
主
題
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
春
と
修
羅
』
の
序
詩
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
人
や
銀
河
や
修
羅
や
海
胆
は

宇
宙
塵
を
た
べ
、
ま
た
は
空
気
や
塩
水
を
呼
吸
し
な
が
ら

そ
れ
ぞ
れ
新
鮮
な
本
体
論
も
か
ん
が
え
ま
せ
う
が

そ
れ
ら
も
畢
竟
こ
ゝ
ろ
の
ひ
と
つ
の
風
物
で
す

本
体
論
は
西
洋
哲
学
に
お
い
て
「
現
象
の
根
本
に
あ
る
と
さ
れ
る

本
体
」
を
究
明
す
る
学
問
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
原
子
朗
氏
は
賢
治

が
「
わ
た
し
と
い
う
現
象
」（『
春
と
修
羅
』
序
詩
よ
り
）
と
い
っ
た

よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
現
象
学
と
対
立
さ
せ
な
が
ら
「
詩
的
、
実
践
的

追
及
を
つ
づ
け
た
賢
治
の
生
涯
は
、
神
（
仏
）
を
核
と
し
た
一
つ
の

存
在
（
本
体
）
論
的
証
明
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る21

）
。
賢
治
が

「
蠕
虫
舞
手
」
を
通
し
て
表
現
し
た
も
の
と
は
、
ス
コ
ラ
学
派
以
降

の
西
洋
哲
学
が
抱
え
る
宗
教
的
命
題
に
対
す
る
、
彼
な
り
の
思
考
実

験
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
賢
治
の
生
前
批
評
を
視
座
に
置
き
な
が
ら
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト

ラ
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
基
に
「
蠕
虫
舞
手
」
の
再
解

釈
を
行
っ
た
。

『
春
と
修
羅
』
を
通
し
て
評
価
さ
れ
た
視
覚
的
表
現
は
、「
蠕
虫

舞
手
」
に
お
い
て
は
、
信
仰
を
表
現
す
る
上
で
む
し
ろ
副
次
的
な
役

割
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
賢
治
が
詩
表
現
に
お
い

て
目
指
し
た
も
の
が
、
同
時
代
の
前
衛
詩
の
よ
う
な
視
覚
的
表
現
の

追
求
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

大
正
後
期
の
前
衛
芸
術
運
動
の
只
中
に
あ
っ
て
、「
蠕
虫
舞
手
」

は
詩
の
視
覚
的
表
現
の
革
新
性
と
と
も
に
、
西
洋
哲
学
の
専
門
用
語

や
意
味
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
従
来
の
前
衛
詩
の
枠
組
み
に
無
い
、

新
し
い
詩
表
現
を
獲
得
し
得
た
の
で
あ
る
。『
春
と
修
羅
』
を
評
価

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
詩
の
表
現
方
法
に
創
作
の
重
点
が
置
か
れ
た

従
来
の
前
衛
詩
に
対
し
て
、
難
解
な
哲
学
を
詩
で
軽
妙
に
表
現
す
る

「
内
容
の
新
し
さ
」
が
、
こ
こ
で
は
声
高
に
強
調
さ
れ
た
と
言
え
よ
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う
。注１

）

神
谷
忠
孝
「
日
本
の
ダ
ダ
イ
ズ
ム
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
青
土
社
、
昭
和

五
四
年
九
月
）

２
）

宮
澤
賢
治
書
簡
200
に
「
辻
潤
氏
、
尾
山
氏
、
佐
藤
惣
之
助
氏
が
批
評

し
て
呉
れ
ま
し
た
が
、
私
は
ま
だ
挨
拶
の
礼
状
も
書
け
な
い
ほ
ど
、
恐

れ
入
っ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。

菊
池
武
雄
「
賢
治
さ
ん
を
思
ひ
出
す
」（『
宮
澤
賢
治
追
悼
』
次
郎
社
、

昭
和
九
年
一
月
二
五
日
）
に
「
幸
に
中
央
で
は
辻
、
佐
藤
の
両
大
家
が

大
い
に
問
題
に
し
て
く
れ
て
新
聞
な
ど
に
も
激
賞
の
文
字
を
載
せ
て
下

さ
つ
た
り
し
ま
し
た
」
と
あ
る
。

３
）

構
大
樹
「
宮
澤
賢
治
書
簡
「
200
」
に
お
け
る
二
つ
の
『
春
と
修
羅

像
』
｜
「
文
芸
の
場
が
受
け
と
め
た

宮
沢
賢
治

の
衝
撃
｜
」（『
賢

治
研
究
』
宮
沢
賢
治
研
究
会
と
愉
快
な
仲
間
た
ち
、
平
成
二
四
年
三

月
）

４
）

拙
稿
「
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
」（『
京
都
語
文
』
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会
、
平

成
二
七
年
一
一
月
）
を
参
照
。

５
）

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

年
九
月
）

６
）

原
子
朗
『
定
本

宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
二
五
年

八
月
）
の
「
ナ
チ
ラ
ナ
ト
ラ
の
ひ
い
さ
ま
」
項
を
参
照
。

７
）

辻
潤
「
錯
覚
し
た
ダ
ダ
」（『
改
造
』
改
造
社
、
大
正
一
三
年
九
月
）

８
）

辻
潤
「『
享
楽
座
』
の
ぷ
ろ
ろ
ぐ
」（『
中
央
美
術
』
日
本
美
術
学
院
、

大
正
一
一
年
八
月
）

９
）

尾
山
篤
次
郎
「
最
近
の
書
架
か
ら
」（『
自
然
』
自
然
詩
社
、
大
正
一

三
年
六
月
）

10
）

横
山
紘
一
『
唯
識

仏
教
辞
典
』（
春
秋
社
、
平
成
二
二
年
一
〇
月
）

の
「
阿
頼
耶
識
」
項
を
参
照
。

11
）

多
川
俊
映
『
唯
識
入
門
』（
春
秋
社
、
平
成
二
五
年
九
月
）
の
解
説

に
よ
れ
ば
、
人
間
の
意
識
は
常
に
働
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え

ば
熟
睡
し
て
い
る
間
は
意
識
が
間
断
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
意
識
の

「
ト
ギ
レ
」
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ト
ギ
レ
」
を
繫
ぐ
も
の

が
無
け
れ
ば
、
統
一
体
と
し
て
の
「
私
」
と
い
う
も
の
が
成
立
し
得
な

い
と
す
る
。
そ
の
た
め
唯
識
仏
教
で
は
「
私
た
ち
の
し
て
き
た
こ
と
の

痕
跡
を
し
っ
か
り
と
保
持
し
つ
つ
、
な
お
間
断
の
な
い
心
の
潜
在
的
な

領
域
」
を
示
す
概
念
と
し
て
「
阿
頼
耶
識
」
が
想
定
さ
れ
た
と
説
明
し

て
い
る
。

12
）

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
╱
清
水
純
一
訳
『
無
限
、
宇
宙
お
よ
び

諸
世
界
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
五
七
年
四
月
）
の
「
第
三
対

話
」
を
参
照
。
ブ
ル
ー
ノ
は
数
知
れ
ぬ
星
や
天
体
や
天
球
や
太
陽
や
地

球
を
感
覚
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
理
性
に
よ
っ
て
無
限
と
推
論

さ
れ
る
広
大
無
辺
な
無
限
宇
宙
を
包
み
こ
み
、
万
物
が
通
過
し
動
い
て

い
る
空
間
を
「
エ
ー
テ
ル
界
」
と
称
し
た
。

13
）

瀬
川
秀
雄
『
西
洋
全
史
（
上
）』（
富
山
房
、
明
治
四
四
年
一
月
）
に

は
「
ユ
ダ
ヤ
人
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
更
に
デ
カ
ル
ト
よ
り
一
歩
を
進
め
て
、

我
（
物
）
と
心
（
神
）
と
は
相
独
立
せ
る
本
体
に
あ
ら
ず
、
一
本
体
の

有
せ
る
二
属
性
に
外
な
ら
ず
と
論
証
し
」
と
あ
る
。

山
田
美
妙
『
万
国
人
名
辞
書

上
巻
』（
博
文
館
、
明
治
二
六
年
）
に

は
「
此
人
（
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
と-

引
用
者
注
）
ノ
哲
学
上
ノ
主
義
ハ
本

質
一
体
論
デ
、
物
ト
心
ト
ハ
同
一
ノ
物
ト
シ
タ
。（
中
略
）
す
ぴ
の
お

ざ
ハ
「
万
有
神
教
」
ノ
派
デ
、
唯
其
本
質
一
体
論
ヲ
主
張
シ
、
別
ニ
其
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本
体
ヲ
一
ツ
定
メ
タ
ノ
ハ
其
哲
学
ノ
一
大
短
所
デ
ア
ツ
タ
」
と
あ
る
。

14
）

小
野
隆
祥
『
宮
沢
賢
治
の
思
索
と
信
仰
』（
泰
流
社
、
昭
和
五
四
年

一
二
月
）
の
「
賢
治
の
思
索
年
譜
」
を
参
照
。

15
）

前
掲
書

６
）の
「
モ
ナ
ド
」
項
を
参
照
。

16
）

大
西
祝
『
西
洋
哲
学
史

下
巻
』（
警
醒
社
、
明
治
三
七
年
一
月
）
の

「
第
二
八
章

過
渡
時
代
」
を
参
照
。

17
）

前
掲
書

14
）の
「
モ
ナ
ド
の
相
映
」
を
参
照
。

18
）

前
掲
書

16
）の
「
三
三
章

ス
ピ
ノ
ー
ザ
」
を
参
照
。

19
）
「
蠕
虫
舞
手
」
に
関
す
る
研
究
史
と
し
て
は
、
主
に
以
下
の
先
行
論

が
挙
げ
ら
れ
る
。

恩
田
逸
夫
氏
は
「
賢
治
詩
評
価
の
態
度

｜
『
序
詩
』
と
『
蠕
虫
舞

手
』
｜
」（『
四
次
元
』
宮
沢
賢
治
研
究
会
、
昭
和
三
六
年
七
月
）
に
お

い
て
、
ボ
ウ
フ
ラ
の
姿
態
の
面
白
さ
を
「
８

γ
ｅ
…
…
」
と
視
覚
的

に
捉
え
、
そ
れ
を
韻
律
的
に
表
現
す
る
の
が
、「
蠕
虫
舞
手
」
に
お
け

る
モ
チ
ー
フ
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。

奥
山
文
幸
氏
は
「
賢
治
と
映
画
的
表
現
」（『
日
本
近
代
文
学
』
日
本

近
代
文
学
会
編
集
委
員
会
、
平
成
四
年
一
〇
月
）
に
お
い
て
、「
蠕
虫

舞
手
」
に
見
え
る
視
覚
的
表
現
は
、
カ
メ
ラ
が
誕
生
し
た
後
の
視
覚
の

変
化
を
根
幹
に
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
賢
治
が
写
真
や
映

画
と
い
っ
た
活
動
写
真
に
影
響
さ
れ
、
時
間
性
と
不
可
分
の
関
係
を
結

ん
だ
視
覚
的
経
験
を
獲
得
し
た
結
果
、
そ
れ
が
明
治
期
の
詩
人
の
視
覚

で
は
持
ち
得
な
か
っ
た
、
新
し
い
詩
表
現
へ
と
結
び
つ
い
た
と
主
張
す

る
。岡

村
民
夫
氏
は
「
踊
る
文
字
「
蠕
虫
舞
手
」
に
つ
い
て
」（『
宮
沢
賢

治
研
究A

n
n
u
a
l

』
宮
沢
賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
編
集
委

員
会
平
成
七
年
三
月
）
に
お
い
て
、「
蠕
虫
舞
手
」
が
高
度
な
迂
言
法

か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、「
８

γ
ｅ
…
…
」
は
対
話
を
通
じ
て
反
復
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
蠕
虫
の
生
命
を
い
っ
そ
う
深
く
照
ら
し
出
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
。

20
）

右
同
、
岡
村
民
夫
論
を
参
照
。

21
）

前
掲
書

６
）の
「
本
体
論
」
項
を
参
照
。

付
記

賢
治
作
品
の
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
筑
摩
書
房
版
『【
新
】
校
本

宮
澤
賢
治
全
集
』
を
底
本
と
し
て
用
い
た
。
ま
た
、
旧
字
体
は
適
宜
新

字
に
改
め
た
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
二
七
年
一
一
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
「
佛
教

大
学
国
語
国
文
学
会
」
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に
加
筆
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
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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