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︵
ニ
︶

１　

は
じ
め
に

1.1　

読
者
を
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
導
く
語
り
手

　

宮
沢
賢
治
﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂
２
の
語
り
手
は
、
物
語
の
中
で
土
神
と
狐
と
樺
の
木
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
て
い
る
心
の
う
ご
め
き
を
、
三
人
称
の
視
点
か
ら
丁
寧

に
描
く
。
土
神
は
、
乱
暴
者
で
短
気
で
気
難
し
く
、
物
語
の
最
後
に
は
狐
を
ひ
ね
り
つ
ぶ
し
て
殺
し
て
し
ま
う
。
樺
の
木
は
土
神
を
前
に
し
て
、
い
つ
も
ど
こ
か

怯
え
た
り
震
え
て
い
る
。
そ
れ
で
も
樺
の
木
は
、
土
神
に
と
っ
て
﹁
友
達
﹂
と
語
ら
れ
る
。
土
神
は
語
り
手
に
よ
っ
て
﹁
正
直
﹂
者
と
評
さ
れ
る
。
一
方
狐
は
、

樺
の
木
に
は
い
つ
で
も
優
し
く
、
知
的
で
物
知
り
だ
。
樺
の
木
も
狐
に
は
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
狐
は
﹁
不
正
直
﹂
者
で
あ
る
。
狐
自
身

も
物
語
の
中
で
自
分
が
噓
つ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
そ
の
こ
と
に
罪
悪
感
を
感
じ
て
い
る
。

　

語
り
手
の
示
す
情
報
に
沿
っ
て
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
こ
の
物
語
は
わ
か
ら
な
く
な
る
。
土
神
は
狐
を
ひ
ね
り
殺
す
。
そ
し
て
狐
の
が
ら
ん
ど
う
の
棲
処
で
ぐ
ん

に
ゃ
り
と
し
て
う
っ
す
ら
笑
う
狐
の
死
骸
を
前
に
、
ひ
た
す
ら
泣
き
続
け
る
。
い
っ
た
い
土
神
と
狐
の
ど
ち
ら
が
﹁
善
﹂
で
ど
ち
ら
が
﹁
悪
﹂
な
の
か
、
あ
る
い

は
樺
の
木
が
選
ぶ
べ
き
相
手
は
土
神
だ
っ
た
の
か
狐
だ
っ
た
の
か
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
わ
か
ら
な
く
な
る
。
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
語
り
手
は
こ
の
物

語
を
通
し
て
読
み
手
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

1.2　

語
り
の
背
後
に
い
る
書
き
手
＝
作
者

　

語
り
手
の
背
後
に
は
書
き
手
＝
作
者
と
い
う
存
在
が
あ
る
。
表
紙
に
名
前
を
冠
さ
れ
た
者
が
そ
の
﹁
作
者
﹂
と
み
な
さ
れ
る
。
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ

M
aurice Blanchot

は
、
作
者
が
自
身
の
作
品
を
通
し
て
目
指
す
の
は
﹁
そ
の
作
品
と
も
彼
自
身
と
も
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
も
の
と
も
、
も
は
や
何
の
関
係
も

な
い
も
の
﹂﹁
知
ら
れ
ざ
る
土
地
で
あ
り
、
暗
黒
の
沼
で
あ
り
、
あ
る
点
、
言
い
表
し
が
た
い
あ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
の
執
拗
な
介
入
こ
そ
以
後
お
の
れ
を

生
気
づ
け
る
す
べ
て
で
あ
る
よ
う
な
至
高
の
﹃
感サ
ン
ス覚
﹄﹂
だ
と
い
う
３
。
郷
原
︵2011

︶
は
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
お
け
る
こ
の
﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂
が
﹁
不
可
視
の
も
の
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︵
三
︶

を
可
視
化
す
る
の
で
は
な
い
﹂、﹁﹃
詩
は
絵
の
ご
と
く
﹄
と
は
別
の
イ
メ
ー
ジ
概
念
﹂
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
４
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
と
っ
て
作
者
が
作
品
を
通

し
て
描
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
も
の
は
、
言
語
を
超
え
た
﹁
不
可
視
の
も
の
﹂
の
表
現
、
イ
メ
ー
ジ
以
前
の
﹁
感サ
ン
ス覚
﹂
で
あ
る
。
作
者
と
は
、﹁
彼
自
身
に
と
っ

て
は
、
何
か
あ
る
イ
メ
ー
ジ
と
出
会
い
自
分
が
奇
妙
な
情
熱
を
も
っ
て
そ
れ
と
結
ば
れ
て
い
る
と
感
ず
る
人
間
の
ご
と
き
も
の
﹂
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物

語
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
表
象
の
背
後
に
は
、﹁
感サ
ン
ス覚
﹂
に
根
づ
い
た
人
間
模
様
が
渦
巻
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

1.3　
﹁
イ
メ
ー
ジim

age

﹂
の
表
象
と
し
て
の
﹁
心
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂

　
﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂
の
作
者
宮
沢
賢
治
は
、
数
奇
な
生
涯
を
送
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
独
特
の
世
界
観
を
持
っ
た
作
家
で
あ
る
。
特
に
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た

と
さ
れ
る
大
正
十
二
年
の
数
年
前
か
ら
は
、
家
族
に
改
宗
を
迫
る
ほ
ど
法
華
経
に
入
れ
込
ん
だ
り
、
思
い
あ
ま
っ
て
東
京
へ
家
出
し
、
法
華
経
の
布
教
活
動
に
励

む
傍
ら
熱
に
浮
か
さ
れ
た
よ
う
に
童
話
を
書
く
も
の
の
発
表
の
場
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
自
身
の
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
数
多
く
の
不
幸
や
試
練
が
重

な
り
、
厳
し
い
毎
日
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
５
。
大
正
十
一
年
末
に
は
最
愛
の
妹
ト
シ
を
亡
く
し
、
さ
ら
に
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
。

　

賢
治
が
大
正
十
三
年
に
自
費
出
版
し
た
﹃
春
と
修
羅
﹄
に
は
、﹁
心
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
と
自
ら
名
付
け
た
諸
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
６
。
吉
本
︵2012

︶
は
、

こ
の
作
品
集
の
特
異
性
に
つ
い
て
作
品
を
具
体
的
に
分
析
し
な
が
ら
、
丁
寧
に
解
説
し
て
い
る
７
。
吉
本
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
賢
治
の
人
間
に
対
す
る
認
識
は

独
特
で
あ
る
。
人
間
は
﹁
た
だ
の
現
象
﹂
と
し
て
﹁
光
と
影
を
放
射
﹂
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
死
も
生
も
仮
象
に
過
ぎ
ず
、﹁
仮
象
か
ら
仮
象
へ
と
流

転
し
て
い
る
だ
け
﹂。
そ
の
よ
う
に
し
て
﹁
人
間
も
対
象
物
も
す
べ
て
現
象
﹂
で
、
こ
の
﹁
現
象
と
現
象
が
同
じ
次
元
で
関
係
し
あ
い
溶
け
あ
う
と
こ
ろ
を
描
写

す
る
の
が
詩
の
世
界
﹂
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
賢
治
の
書
く
詩
で
は
﹁
風
景
が
と
て
つ
も
な
い
と
こ
ろ
と
つ
な
が
っ
た
り
、と
て
つ
も
な
い
と
こ
ろ
に
流
れ
て
い
っ

た
り
と
い
う
こ
と
﹂
が
起
こ
る
。

　

表
題
作
で
あ
る
﹁
春
と
修
羅
﹂
を
見
て
み
よ
う
８
。

　
　

心
象
の
は
い
い
ろ
は
が
ね
か
ら
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︵
四
︶

　
　

あ
け
び
の
つ
る
は
く
も
に
か
ら
ま
り

　
　

の
ば
ら
の
や
ぶ
や
腐
植
の
湿
地

　
　

い
ち
め
ん
の
い
ち
め
ん
の
諂て
ん
ご
く曲
模
様

　
　
︵
正
午
の
管
楽
よ
り
も
し
げ
く

　
　
　

琥
珀
の
か
け
ら
が
そ
そ
ぐ
と
き
︶

　
　

い
か
り
の
に
が
さ
ま
た
青
さ

　
　

四
月
の
気
層
の
ひ
か
り
の
底
を　

　
　

唾つ
ば
きし　

は
ぎ
し
り
ゆ
き
き
す
る

　
　

お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ

　

こ
こ
で
モ
チ
ー
フ
と
し
て
語
ら
れ
る
﹁
心
象
の
は
い
い
ろ
は
が
ね
﹂
は
、
色
こ
そ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
ぶ
が
、
実
体
の
伴
わ
な
い
﹁
現
象
﹂
で
あ
る
。
そ
こ

に
か
ら
ま
る
﹁
あ
け
び
の
つ
る
﹂
も
﹁
く
も
﹂
も
﹁
現
象
﹂
で
あ
り
、
感
覚
的
な
響
き
と
色
合
い
だ
け
は
た
ど
れ
る
が
、
そ
れ
は
﹁
現
象
﹂
で
あ
る
限
り
、
何
か

の
色
や
音
と
結
び
つ
く
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
し
て
後
半
四
行
は
突
如
と
し
て
主
観
か
ら
湧
い
た
想
念
が
語
ら
れ
る
。
吉
本
は
じ
っ
さ
い
の
光
景
か
ら
幻
想

の
方
へ
移
っ
て
行
く
表
現
方
法
も
賢
治
独
特
と
い
う
９
。
つ
ま
り
こ
こ
で
作
者
が
語
っ
て
い
る
も
の
は
一
切
の
実
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
﹁
現
象
﹂
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
感
覚
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
指
摘
し
た
、
可
視
化
以
前
の
、
言
葉
も
目
に
見
え
る
形
で
の
感
覚
も
与
え
ら
れ
る

以
前
の
﹁
イ
メ
ー
ジim

age

﹂  10

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
小
説
﹃
望
み
の
と
き
に
﹄
に
出
て
来
る
﹁
わ
た
し
﹂
は
、
作
品
冒
頭
部
で
、
か
つ
て
の
恋
人
で
あ
る
ジ
ュ
デ
ィ
ッ
ト
が
何
年
も
時
を
経
た
は
ず

な
の
に
﹁
全
く
変
っ
て
い
な
い
﹂
と
驚
く
が
、
そ
れ
は
こ
こ
に
出
て
来
る
ジ
ュ
デ
ィ
ッ
ト
は
生
身
の
人
間
と
し
て
で
は
な
く
﹁
わ
た
し
﹂
の
中
の
想
念
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
  11

。

　

こ
の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
登
場
人
物
に
重
ね
て
﹁
心
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
を
求
め
た
賢
治
を
想
う
時
、
賢
治
も
ま
た
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
言
う
、
形
と
し
て
見
え
る
イ
メ
ー
ジ
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︵
五
︶

の
先
に
あ
る
﹁
イ
メ
ー
ジim

age

﹂
を
求
め
て
、
創
作
と
向
き
合
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
現
実
世
界
で
は
表
象
し
得
な
い
思
い
を
文
章
に
乗
せ
る
。
現

実
に
相
容
れ
な
い
思
い
を
物
語
に
し
た
た
め
る
。
現
実
世
界
で
は
描
け
な
い
矛
盾
も
わ
だ
か
ま
り
も
、
言
葉
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
と
上
手
く
表
わ
せ
な
い
心
の

う
ご
め
き
も
み
な
、﹁
イ
メ
ー
ジim

age

﹂
で
あ
れ
ば
表
現
可
能
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
に
は
そ
の
よ
う
に
し
て
し
か
表
わ
せ
な
い
表
現
領
域
が
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
を
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
小
説
同
様
に
、
賢
治
の
作
品
は
見
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

1.4　
﹁
語
り
の
曖
昧
さ
﹂
が
見
せ
る
も
の

　

冒
頭
に
も
示
し
た
通
り
、
こ
の
﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂
の
語
り
は
、
語
り
を
あ
る
一
つ
の
有
意
味
な
物
語
へ
と
導
く
形
象
化
行
為
と
と
ら
え
た
な
ら
ば
  12

、
見

出
す
べ
き
物
語
自
体
が
揺
ら
い
で
い
る
、
定
ま
ら
な
い
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
語
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
も
そ
も
有
意
味
を
紡
ぎ
だ
す
だ
け
が
そ
の
働

き
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
語
り
な
が
ら
も
迷
う
。
迷
い
を
含
ん
だ
語
り
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
な
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
的
を
射
な
い
語
り
は
、
何
も

言
わ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
で
は
な
い
。
そ
の
曖
昧
さ
を
含
む
中
に
﹁
本
当
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
﹂
が
透
け
て
見
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
完
璧
に
語
り
仰
せ

た
と
思
っ
て
い
た
の
に
最
後
に
亀
裂
が
生
じ
る
物
語
り
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
破
綻
し
た
物
語
が
か
え
っ
て
﹁
本
当
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
﹂
を
露
呈

す
る
結
果
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
嘘
物
語
が
破
綻
し
嘘
が
暴
か
れ
た
時
に
初
め
て
そ
の
人
と
な
り
が
露
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
自
体
が
そ
の
よ
う
な
曖
昧
さ

を
含
む
存
在
な
の
だ
。
ま
た
そ
れ
を
語
る
の
も
ま
た
、
そ
う
し
た
曖
昧
さ
を
含
む
人
間
な
の
だ
。
そ
の
人
間
を
語
る
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
、
そ
の
も
の
が
、
こ
の

よ
う
な
一
つ
の
物
語
に
は
収
斂
し
得
な
い
曖
昧
さ
を
抱
え
た
存
在
な
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
は
、
い
わ
ば
こ
の
﹁
語
り
の
曖
昧
さ
﹂
の
意
味
づ
け
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂
を
賢
治
が
心
象
ス
ケ
ッ
チ

の
童
話
的
実
践
  13

と
し
て
と
ら
え
た
作
品
群
の
一
つ
と
み
な
し
た
上
で
、
語
り
手
が
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
通
し
て
読
み
手
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う

点
に
考
察
の
対
象
を
定
め
、
一
つ
の
見
解
を
示
し
た
い
。
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︵
六
︶

２　

土
神
を
語
る
視
点
か
ら

2.1　

心
象
の
中
で
形
作
ら
れ
た
、
土
神
に
と
っ
て
の
狐
を
め
ぐ
る
物
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語

　
﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂の
物
語
り
は
、樺
の
木
が
そ
び
え
立
っ
て
い
る
物
語
の
舞
台
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。
樺
の
木
は﹁
奇
麗
な
女
﹂で﹁
幹
は
て
か
て
か
黒
く
光
﹂っ

て
い
る
。
そ
の
美
し
い
枝
ぶ
り
に
、
５
月
に
は
﹁
雲
の
や
う
に
﹂
つ
い
た
白
い
花
、
秋
に
は
﹁
黄
金
や
紅
や
い
ろ
い
ろ
の
葉
﹂
を
降
ら
せ
、
た
く
さ
ん
の
鳥
た
ち

が
停
ま
り
に
来
る
と
い
う
、
魅
力
溢
れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

一
方
土
神
と
い
え
ば
、﹁
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
谷や

ち地
の
中
に
住
ん
で
ゐ
る
﹂、﹁
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
木
綿
糸
の
束
の
や
う
﹂
な
髪
と
赤
い
目
を
持
ち
、﹁
わ
か
め
に
似
た
﹂

着
物
を
身
に
付
け
、﹁
黒
く
長
い
﹂
爪
を
伸
ば
し
た
﹁
い
つ
も
は
だ
し
﹂
の
乱
暴
者
で
あ
る
。
語
り
手
は
樺
の
木
に
、
彼
女
に
と
っ
て
は
も
う
一
人
の
友
達
で
あ

る
狐
と
土
神
を
比
較
さ
せ
、
そ
の
外
見
を
も
っ
て
し
て
﹁
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
狐
の
方
が
す
き
で
し
た
﹂
と
言
わ
せ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
土
神
と
狐
、
そ
し
て
樺
の
木
の
三
角
関
係
で
あ
る
が
、
物
語
の
最
後
に
土
神
が
狐
に
直
接
手
を
か
け
る
場
面
ま
で
は
、
一
度
も
土
神
と
狐
は
対

面
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
土
神
が
樺
の
木
を
訪
れ
て
い
る
と
き
に
狐
は
い
な
い
。
危
う
く
対
面
し
そ
う
に
な
っ
た
﹁
ニ
ア
ミ
ス
﹂
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
と
き
は
土
神
が
そ
の
場
を
退
い
て
い
る
。

　

土
神
が
、
樺
の
木
の
も
と
に
通
う
狐
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
土
神
が
何
気
な
く
樺
の
木
に
発
し
た
﹁
草
﹂
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
樺
の
木
は
、
い
つ

で
も
土
神
を
怒
ら
せ
な
い
よ
う
気
を
遣
っ
て
接
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
と
き
は
土
神
の
こ
の
疑
問
に
答
え
る
代
わ
り
に
﹁
狐
さ
ん
に
で
も
聞
い
て
み
ま
し
た

ら
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
﹂
と
﹁
つ
い
﹂
返
し
て
し
ま
う
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
土
神
は
﹁
狐
な
ん
ぞ
に
神
が
物
を
教
は
る
と
は
一
体
何
た
る
こ
と
だ
﹂
と
い

う
怒
り
と
と
も
に
﹁
俄
に
顔
色
を
変
へ
﹂
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　

狐
の
如
き
は
実
に
世
の
害
悪
だ
。
た
だ
一
言
も
ま
こ
と
は
な
く
卑
怯
で
臆
病
で
そ
れ
に
非
常
に
妬
み
深
い
の
だ
。
う
ぬ
、
畜
生
の
分
際
と
し
て
。
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こ
こ
で
気
づ
く
こ
と
は
、
土
神
の
怒
り
は
、﹁
神
﹂
で
あ
る
自
分
よ
り
も
物
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
狐
の
存
在
に
自
分
の
プ
ラ
イ
ド
が
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に

端
を
発
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
土
神
は
、
樺
の
木
の
も
と
に
通
う
実
在
の
狐
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
ず
、
ご
く
一
般
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
狐
の
イ

メ
ー
ジ
で
も
っ
て
、
狐
に
対
す
る
怒
り
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
唯
一
こ
の
土
神
の
﹁
早
と
ち
り
﹂
を
否
定
で
き
る
存
在
で
あ
る
樺
の
木
も
、
土
神
の

怒
り
を
前
に
、
話
題
を
変
え
て
な
だ
め
る
こ
と
く
ら
い
し
か
思
い
つ
か
な
い
。
土
神
の
怒
り
は
ま
す
ま
す
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、﹁
考
へ
れ
ば
考
へ
る
ほ
ど
何
も
か

も
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
﹂、
こ
ら
え
き
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
﹁
吠
え
る
よ
う
に
な
っ
て
荒
々
し
く
﹂
自
分
の
谷
地
へ
と
帰
っ
て
し
ま
う
。

　

土
神
は
祠
に
戻
り
少
し
気
持
ち
を
取
り
戻
し
た
が
、遠
く
に
見
え
る
樺
の
木
の
方
を
見
て
﹁
は
っ
と
顔
色
を
変
へ
て
棒
立
ち
﹂
に
な
る
。
そ
し
て
む
し
ゃ
く
し
ゃ

し
た
気
持
ち
と
と
も
に
髪
を
掻
き
む
し
る
。
そ
し
て
そ
の
腹
い
せ
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
木
樵
︵
人
間
︶
を
虐
げ
る
。
樺
の
木
を
見
て
顔
色
を
変
え
た
時
土

神
は
何
を
見
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
  14

、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
対
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
ひ
ど
く
心
が
動
揺
し
た
土
神
は
、
こ
の
あ
と
し
ば
ら
く
土

神
は
﹁
ひ
と
り
で
切
な
が
っ
て
ば
た
ば
た
﹂
し
た
り
、
鷹
を
見
て
﹁
何
と
も
云
は
ず
だ
ま
っ
て
﹂
眺
め
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
先
の
木
樵
が
慌
て
ふ
た
め
き
な

が
ら
帰
っ
て
行
く
様
子
を
嘲
笑
う
自
ら
の
行
為
に
そ
の
も
ど
か
し
い
気
持
ち
は
か
き
消
さ
れ
る
。﹁
う
ろ
う
ろ
う
ろ
う
ろ
何
べ
ん
も
歩
き
ま
は
っ
て
﹂
気
を
沈
め
、

長
い
一
日
が
終
わ
る
。

2.2　

土
神
の
変
化　

第
一
幕　
―
神
と
し
て
生
き
る
べ
き
道
を
問
う
―　

　

こ
の
一
日
の
土
神
の
煩
悶
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
お
さ
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
り
は
す
で
に
時
が
移
り
、
八
月
に
な
っ
て
い
た
。﹁
何
と
も
云
へ

ず
さ
び
し
く
て
そ
れ
に
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
て
仕
方
な
い
の
で
﹂
と
い
う
理
由
で
祠
を
出
る
と
、
足
は
無
意
識
に
樺
の
木
の
方
へ
向
か
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
こ
で
土
神
を
語
る
語
り
手
の
描
写
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

本
当
に
土
神
は
樺
の
木
の
こ
と
を
考
へ
る
と
な
ぜ
か
胸
が
ど
き
っ
と
す
る
の
で
し
た
。
そ
し
て
大
へ
ん
に
切
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
ご
ろ
は
大
へ
ん
に
心

持
が
変
っ
て
よ
く
な
っ
て
ゐ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
な
る
べ
く
狐
の
こ
と
な
ど
樺
の
木
の
こ
と
な
ど
考
へ
た
く
な
い
と
思
っ
た
の
で
し
た
が
ど
う
し
て
も
そ
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れ
が
お
も
へ
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
れ
は
い
や
し
く
も
神
ぢ
ゃ
な
い
か
、
一
本
の
樺
の
木
が
お
れ
に
何
の
あ
た
ひ
が
あ
る
と
毎
日
毎
日
土
神
は
繰

り
返
し
て
自
分
で
自
分
に
教
へ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
ど
う
し
て
も
か
な
し
く
て
仕
方
な
か
っ
た
の
で
す
。
殊
に
ち
ょ
っ
と
で
も
あ
の
狐
の
こ
と
を
思
ひ
出
し

た
ら
ま
る
で
か
ら
だ
が
灼
け
る
く
ら
ゐ
辛
か
っ
た
の
で
す
。

　

数
个
月
前
の
姿
と
は
対
照
的
に
、
土
神
は
こ
の
間
、
自
ら
に
浮
か
ぶ
想
念
を
感
じ
る
ま
ま
に
外
へ
押
し
出
す
こ
と
も
な
く
、
自
己
内
対
話
を
通
し
て
、
そ
れ
と

向
き
合
っ
て
き
た
様
子
が
伺
え
る
。
こ
の
日
も
最
初
か
ら
樺
の
木
に
会
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
出
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。﹁
い
ろ
い
ろ
深
く
考
へ
込
み
な
が
ら
﹂

向
か
っ
た
先
が
、
知
ら
ず
に
樺
の
木
の
方
向
だ
っ
た
と
い
う
。
無
意
識
の
発
露
が
自
分
の
素
直
な
気
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
い
っ
た
ん
は
無
邪
気
に
心

躍
ら
せ
る
土
神
だ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
先
客
が
い
た
。
狐
で
あ
る
。
土
神
は
﹁
頭
か
ら
青
い
色
の
か
な
し
み
を
浴
び
て
﹂
立
ち
す
く
む
。

　

こ
の
時
、土
神
は
耳
を
そ
ば
だ
て
て
狐
と
樺
の
木
の
や
り
取
り
を
聞
く
。
土
神
の
生
活
で
は
恐
ら
く
出
て
来
な
い
よ
う
な
単
語
が
並
ぶ
会
話
。﹁
し
づ
か
﹂で﹁
や

さ
し
い
﹂樺
の
木
の
声
。
樺
の
木
に
家
の
様
子
を
訊
か
れ
て
答
え
る
狐
の﹁
謙
遜
の
や
う
な
自
慢
の
や
う
な
息
の
音
﹂。
土
神
は﹁
も
う
居
て
も
立
っ
て
も
居
ら
れ
﹂

な
く
な
る
。﹁
全
く
狐
の
方
が
自
分
よ
り
は
え
ら
い
﹂
と
い
う
気
が
起
こ
る
。﹁
い
や
し
く
も
神
で
は
な
い
か
﹂
と
言
い
聞
か
せ
て
来
た
自
分
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
無

と
化
す
。
も
う
﹁
胸
を
か
き
む
し
る
や
う
に
し
て
も
だ
え
﹂
る
し
か
な
い
。
土
神
は
﹁
だ
ま
っ
て
ゐ
た
ら
自
分
が
何
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
の
が
恐
ろ
し
く
な
っ
﹂

て
、
北
の
山
へ
向
か
う
。
頭
の
毛
を
か
き
む
し
り
草
を
こ
ろ
げ
ま
わ
る
。
そ
し
て
大
声
で
泣
く
。

　

夏
の
初
め
か
ら
数
个
月
、
こ
の
八
月
の
外
出
ま
で
に
い
っ
た
い
土
神
は
何
を
考
え
て
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
狐
と
樺
の
木
の
優
し
げ
な
対
話
を
間
近
に

聞
き
、﹁
い
や
し
く
も
神
で
は
な
い
か
﹂
と
言
い
聞
か
せ
て
来
た
自
分
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
危
う
く
な
っ
た
と
い
う
語
り
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
す
る
。
土
神
は
、

土
地
の
神
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
冷
静
に
振
り
返
り
、
自
身
の
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
は
土
地
を
守
る
神
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
こ
の
土
地
で
自
分
が
権

威
を
保
つ
た
め
に
す
べ
き
こ
と
は
一
つ
。
自
分
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
根
づ
い
て
い
る
樺
の
木
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、﹁
畜
生
の
分
際
﹂
で
あ
る
狐
も
含
め
て
、
自
分

が
上
に
立
っ
て
、
神
と
し
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
上
の
立
場
に
あ
る
自
分
が
下
々
に
惑
わ
さ
れ
て
ど
う
す
る
の
か
。
威
厳
の
か
け
ら
も
な
い
で
は
な

い
か
―
―
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
矢
先
に
、
目
の
前
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
格
下
の
分
際
で
あ
る
は
ず
の
狐
の
ほ
う
が
自
分
よ
り
も
﹁
え
ら
い
﹂
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と
い
う
気
づ
き
で
あ
っ
た
。
土
神
の
想
念
の
中
で
拵
え
た
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
簡
単
に
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

2.3　

土
神
の
変
化　

第
二
幕　
―
さ
ら
な
る
高
み
の
神
と
し
て
生
き
る
べ
き
道
を
問
う
―

　

そ
し
て
ま
た
時
が
経
っ
た
。
秋
に
な
っ
て
﹁
す
き
と
ほ
る
や
う
に
黄
金
い
ろ
の
﹂
あ
る
日
、
土
神
は
﹁
今
年
の
夏
か
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
つ
ら
い
思
ひ
﹂
が
、﹁
何

だ
か
ぼ
う
っ
と
み
ん
な
立
派
な
も
や
の
や
う
な
も
の
に
変
っ
て
頭
の
上
に
環
に
な
っ
て
か
か
っ
た
や
う
に
思
﹂
っ
て
﹁
大
変
上
機
嫌
﹂
だ
っ
た
。
こ
の
時
土
神
は

こ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
る
こ
と
が
、
語
り
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
。

樺
の
木
な
ど
も
狐
と
話
し
た
い
な
ら
話
す
が
い
ヽ
、
両
方
と
も
う
れ
し
く
て
は
な
す
の
な
ら
ほ
ん
た
う
に
い
ヽ
こ
と
な
ん
だ
、
今
日
は
そ
の
こ
と
を
樺
の
木

に
云
っ
て
や
ら
う

わ
し
は
い
ま
な
ら
誰
の
た
め
に
で
も
命
を
や
る
。
み
み
ず
が
死
な
な
け
ぁ
な
ら
ん
な
ら
そ
れ
に
も
わ
し
は
か
は
っ
て
や
っ
て
い
ヽ
の
だ

　

こ
の
心
境
の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
考
察
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
困
っ
て
い
る
者
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
れ
が
た
と
え
み
み
ず
で
も
自
分
の
命
を
差
し
出
す
と
い
う
。

ま
さ
に
＂
最
上
の
悟
り
の
境
地
＂
に
至
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
樺
の
木
は
、
土
神
の
心
境
の
変
化
を
よ
そ
に
、
土
神
を
前
に
相
変
わ
ら
ず
﹁
心
配
さ
う
に
ぶ
る
ぶ

る
ふ
る
へ
て
﹂
い
る
。
土
神
の
上
機
嫌
の
演
説
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
﹁
な
ぜ
か
そ
れ
が
非
常
に
重
苦
し
い
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
て
﹂
返
事
で
き
ず
に
い
た
。

　

そ
し
て
こ
の
時
、
狐
が
や
っ
て
来
た
。
土
神
と
狐
は
こ
こ
で
初
め
て
顔
を
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
状
況
を
知
っ
て
い
れ
ば
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
誰
も
が
、

こ
の
情
景
に
修
羅
場
を
想
像
し
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
土
神
は
、
八
月
に
狐
の
声
と
対
面
し
た
と
き
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
狐
に
話
し
か
け
ら
れ
て
も
第
一

声
は
﹁
わ
し
は
土
神
だ
。﹂
と
﹁
ほ
ん
た
う
に
明
る
い
心
持
﹂
で
応
え
て
い
る
。

　

し
か
し
状
況
は
す
ぐ
に
暗
転
す
る
。
狐
は
土
神
と
初
め
て
対
面
し
、
そ
の
堂
々
と
し
た
姿
に
引
け
目
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。﹁
嫉
ま
し
さ
に
顔
を
青
く
し
な



荒　木　奈　美

111

︵
一
〇
︶

が
ら
﹂
樺
の
木
に
話
し
か
け
た
あ
と
、逃
げ
る
よ
う
に
土
神
の
元
を
去
ろ
う
と
し
た
。
狐
が
土
神
を
無
視
し
た
格
好
と
な
っ
た
の
は
、狐
に
疾
し
い
気
持
ち
が
あ
っ

た
か
ら
と
推
測
す
る
。
こ
の
後
狐
は
﹁
も
う
お
し
ま
ひ
だ
、
も
う
お
し
ま
ひ
だ
、
望
遠
鏡
、
望
遠
鏡
、
望
遠
鏡
﹂
と
叫
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
狐
に

と
っ
て
土
神
は
れ
っ
き
と
し
た
神
様
で
あ
り
、
人
に
嘘
を
つ
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
こ
の
神
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
い
込
み
動
揺
し
た
の
で
は
な
い
か
。
よ

り
に
よ
っ
て
樺
の
木
の
前
で
そ
れ
が
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
狐
に
と
っ
て
は
何
よ
り
つ
ら
い
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
土
神
の
方
は
そ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
な
い
。
土
神
に
は
、
自
分
が
土
地
の
者
た
ち
か
ら
神
と
し
て
敬
わ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
わ
だ
か
ま
り
が
あ
っ

た
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
神
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
、
こ
の
数
个
月
苦
し
み
な
が
ら
自
己
改
良
を
続
け
て
来
た
の
だ
。
し
か
も
今
日
の
こ
の
日
は
﹁
最
上
の
悟

り
の
境
地
﹂
に
も
至
っ
て
い
る
。
自
分
は
ず
っ
と
憎
ん
で
来
た
狐
に
す
ら
自
分
の
命
を
捧
げ
て
も
よ
い
と
い
う
心
境
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
相
手
が
あ

か
ら
さ
ま
に
自
分
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
。

　

土
神
は
、
自
分
の
描
い
た
シ
ナ
リ
オ
通
り
で
な
い
こ
と
に
気
づ
く
や
否
や
、
再
び
情
念
を
爆
発
さ
せ
た
。
そ
し
て
﹁
ま
る
で
黒
く
な
っ
て
嵐
の
や
う
﹂
に
狐
を

追
い
か
け
た
。
逃
げ
る
狐
を
同
じ
ス
ピ
ー
ド
で
追
い
か
け
、﹁
二
人
は
ご
う
ご
う
鳴
っ
て
汽
車
の
や
う
に
﹂
走
る
。
狐
の
棲
処
ま
で
つ
い
て
行
き
、
す
ん
で
の
と

こ
ろ
で
追
い
つ
く
。
土
神
に
か
ら
だ
を
ね
じ
ら
れ
た
狐
は
ぐ
ん
に
ゃ
り
と
首
を
垂
れ
て
命
を
落
と
す
。
土
神
は
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
な
お
地
べ
た
に
狐
を
投
げ

つ
け
て
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
四
五
回
踏
み
つ
け
た
。
惨
殺
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
殺
さ
れ
方
で
狐
は
死
す
。

　

こ
う
し
て
、﹁
ほ
ん
も
の
の
神
に
な
り
た
か
っ
た
土
神
の
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語﹂
は
、
思
い
半
ば
で
途
絶
え
る
結
果
と
な
っ
た
。

2.4　

物
語
の
破
綻
が
見
出
す
、
も
う
一
つ
の
物

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語

　

こ
こ
で
改
め
て
土
神
の
言
説
を
振
り
返
る
。
人
間
に
忘
れ
ら
れ
、
土
地
の
自
然
や
畜
生
か
ら
も
見
放
さ
れ
た
神
と
し
て
の
土
神
が
、
自
ら
の
失
敗
に
学
び
な
が

ら
神
と
し
て
の
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
を
獲
得
し
よ
う
と
努
力
し
続
け
る
物
語
と
し
て
本
稿
で
は
読
み
進
め
て
き
た
。
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
構
築
の
﹁
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語﹂
は
二
回
あ
っ
た
。
一

回
目
は
夏
の
は
じ
め
か
ら
八
月
に
か
け
て
。
毎
日
毎
日
﹁
お
れ
は
い
や
し
く
も
神
で
は
な
い
か
﹂
と
自
己
内
対
話
を
繰
り
返
し
、
神
と
し
て
の
威
厳
を
取
り
戻
そ

う
と
試
み
た
。
し
か
し
狐
と
樺
の
木
の
会
話
を
聞
く
こ
と
で
自
信
を
な
く
し
、
も
ろ
く
も
こ
の
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語は
崩
れ
さ
る
。
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二
回
目
は
こ
こ
で
な
す
す
べ
な
く
泣
い
た
日
か
ら
あ
る
秋
の
一
日
に
か
け
て
。
土
神
は
さ
ら
に
神
と
し
て
生
き
方
に
磨
き
を
か
け
、
最
上
の
悟
り
の
境
地
に
達

し
た
。
と
こ
ろ
が
自
分
が
思
い
描
い
た
﹁
守
る
べ
き
者
﹂
の
姿
と
目
の
前
に
見
た
者
の
姿
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
一
人
怒
り
、
自
ら
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語を
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ

こ
で
﹁
土
地
の
神
と
し
て
最
上
の
は
た
ら
き
で
み
な
を
支
え
る
存
在
と
し
て
の
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語﹂
は
、
も
ろ
く
も
崩
れ
去
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
語
ら
れ
た
物
語
が
崩
壊
し
た
時
に
再
度
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
も
う
一
つ
の
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語だ
。﹁
自
己
性
と
し
て
の
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
﹂  15

で
あ
る
。
理
想
の
物
語
の

陰
に
隠
蔽
し
て
い
た
負
の
感
情
。
理
想
の
自
分
と
は
相
容
れ
な
い
た
め
に
葬
り
去
っ
た
ド
ロ
ド
ロ
し
た
気
持
ち
。
土
神
が
最
初
に
む
き
出
し
に
し
て
い
た
こ
の﹁
ド

ロ
ド
ロ
﹂
は
、
彼
の
元
か
ら
消
え
去
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
土
神
が
短
期
間
の
う
ち
に
作
り
上
げ
た
理
想
の
自
己
物
語
は
あ
ま
り
に
も
ろ
か
っ
た
。
誰
と
も
会

わ
ず
、
誰
に
も
触
れ
ず
に
観
念
の
中
だ
け
で
作
り
上
げ
た
理
想
の
自
分
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

自
分
が
沸
き
起
こ
る
情
念
の
ま
ま
に
殺
し
て
し
ま
っ
た
狐
に
は
、﹁
嘘
つ
き
﹂
で
﹁
卑
怯
﹂
で
﹁
臆
病
﹂
な
﹁
畜
生
の
分
際
﹂
と
は
違
う
、
さ
ら
に
土
神
が
自

ら
作
り
上
げ
た
﹁
ス
ノ
ッ
ブ
で
イ
ン
テ
リ
で
勝
て
な
い
﹂
叶
わ
な
い
存
在
と
も
違
う
、
実
在
と
し
て
の
狐
の
姿
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
土
神
は
そ

れ
に
気
づ
け
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
心
の
余
裕
す
ら
な
い
。
し
か
し
最
後
に
狐
の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
に
残
さ
れ
て
い
た
﹁
か
も
が
や
の
穂
﹂
を
見
て
土

神
は
号
泣
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
土
神
は
泣
い
た
の
か
。
次
に
狐
を
巡
る
語
り
を
た
ど
り
、
狐
の
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語に
つ
い
て
思
い
を
寄
せ
て
み
た
い
。

３　

狐
を
語
る
視
点
か
ら

3.1　

樺
の
木
に
寄
せ
る
激
し
い
想
い　
―
ハ
イ
ネ
の
詩
集
か
ら
―

　

狐
が
こ
の
物
語
上
で
自
身
に
つ
い
て
語
る
の
は
そ
う
多
く
な
い
。
最
初
は
、
樺
の
木
の
と
こ
ろ
へ
ハ
イ
ネ
の
詩
集
を
持
っ
て
遊
び
に
来
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。

　

語
り
手
に
よ
っ
て
狐
は
、
樺
の
木
好
み
の
﹁
上
品
な
﹂
出
で
立
ち
で
、﹁
滅
多
に
人
を
怒
ら
せ
た
り
気
に
さ
は
る
や
う
な
こ
と
は
し
な
﹂
い
存
在
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
語
り
手
は
狐
の
こ
と
を
﹁
少
し
不
正
直
﹂
と
評
価
し
て
い
る
。
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語
り
手
が
﹁
不
正
直
﹂
と
す
る
理
由
は
物
語
上
す
ぐ
に
語
ら
れ
る
。
樺
の
木
に
ド
イ
ツ
製
の
望
遠
鏡
を
見
せ
て
あ
げ
る
と
約
束
し
た
こ
と
に
対
し
て
﹁
あ
あ
僕

は
た
っ
た
一
人
の
お
友
達
に
ま
た
つ
い
偽う
そ

を
云
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
ヽ
僕
は
ほ
ん
た
う
に
だ
め
な
や
つ
だ
。﹂
と
語
っ
て
い
る
こ
と
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
八
月

の
夜
に
自
分
の
家
が
﹁
顕
微
鏡
や
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム
ス
や
大
理
石
の
シ
ィ
ザ
ア
で
ご
っ
た
が
え
し
て
い
る
﹂
と
い
う
嘘
を
つ
い
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
物
語
の
読

み
手
は
、
物
語
り
の
最
後
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
こ
の
狐
は
、
等
身
大
の
自
分
の
姿
を
隠
し
、
外
見
を
整
え
、
嘘
で
自
身
を
塗
り
固
め
、
偽
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
で
樺
の
木
を
だ
ま
し
て
い
る
、
と
ん
だ
ペ
テ
ン
師
と
も
い
え
る
。
語
り
手
の
﹁
少
し
不
正
直
﹂
と
い
う
点
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ

の
狐
は
、何
よ
り
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
に
罪
悪
感
を
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て﹁
あ
と
で
す
っ
か
り
本
当
の
こ
と
を
云
っ
て
し
ま
は
う
﹂と
懺
悔
の
気
持
ち
を
抱
き
、

自
分
の
偽
り
に
ま
っ
た
く
気
づ
か
な
い
純
粋
な
樺
の
木
の
﹁
ま
あ
う
れ
し
い
。
あ
な
た
本
当
に
い
つ
で
も
親
切
だ
わ
。﹂
と
い
う
返
答
に
対
し
て
﹁
少
し
悄し
よ
げ気
な

が
ら
答
へ
﹂
て
い
る
。
根
っ
か
ら
の
悪
い
人
で
は
な
い
と
い
う
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
狐
が
嘘
を
つ
い
て
ま
で
手
に
入
れ
た
か
っ
た
も
の
は
、
た
だ
一
つ
樺
の
木
の
愛
情
で
あ
っ
た
。﹁
僕
は
あ
な
た
の
為た
め

な
ら
ば
ほ
か
の
ど
ん
な
こ
と
で

も
や
り
ま
す
よ
。﹂
と
い
う
言
葉
は
、
言
う
だ
け
な
ら
ば
簡
単
で
あ
る
。
嘘
で
自
身
を
塗
り
固
め
て
い
る
狐
の
言
説
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
深
い

大
き
な
意
味
は
な
い
と
考
え
た
ほ
う
が
現
実
的
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
は
、
狐
が
大
事
に
携
え
て
い
る
﹁
ハ
イ
ネ
の
詩
集
﹂
で
あ

る
。﹁
僕
は
あ
な
た
の
為
な
ら
ば
ほ
か
の
ど
ん
な
こ
と
で
も
や
り
ま
す
よ
。
と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
後
に
﹁
こ
の
詩
集
、
ご
ら
ん
な
さ
い
ま
せ
ん
か
。
ハ
イ
ネ
と

い
ふ
人
の
で
す
よ
。
翻
訳
で
す
け
れ
ど
も
仲
々
よ
く
で
き
て
る
ん
で
す
。﹂
と
い
う
言
葉
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

ハ
イ
ネ
詩
集
は
、
管
見
で
は
明
治
三
十
四
年
に
尾
上
柴
舟
訳
、
そ
の
後
大
正
八
年
に
は
生
田
春
月
訳
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂
が
書
か

れ
た
と
さ
れ
る
大
正
十
二
年
に
は
松
山
敏
訳
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
松
山
敏
訳
の
ハ
イ
ネ
詩
集
に
は
、﹁
五
月
﹂
と
題
す
る
訳
詞
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

五
月

五は

る月
は
私
に
戀
し
た

深
い
恨
み
の
消
え
果
て
た

弱
い
心
の
そ
の
あ
と
に
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い
と
柔
和
な
る
感
情
を

懐
か
し
い
昔
の
並
木
の
通
り
を
ば

私
は
い
そ
ぎ
足
に
か
け
通
る

そ
れ
で
も
帽ボ
ン
ネ
ッ
ト子の
一
つ
一
つ
に
は

昔
の
美
し
い
面
影
を
求
め
ゆ
く

或
る
と
き
は
草
の
萌
え
出
た
河
端
に

或
と
き
は
橋
の
袂
に
佇
ん
で
ー

あ
　ヽ

き
っ
と
彼
女
は
こ
ヽ
を
通
る
だ
ら
う

そ
し
て
彼
女
は
私
に
視
線
を
投
げ
る
だ
ら
う
と

私
は
瀧
の
音
の
中
か
ら
も

微
か
な
吐
息
を
耳
に
す
る

そ
し
て
白
い
波
の
言
葉
を
ば

優
し
い
心
に
受
け
入
れ
る

或
る
と
き
は
曲
折
多
い
路み
ち
ば
た傍
で

あ
ら
ぬ
思
ひ
に
耽
る
と
き

薮
の
中
に
ゐ
る
小
鳥
等
は
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戀
に
酔
つ
た
男
を
嘲
笑
ふ

　

狐
が
ハ
イ
ネ
の
詩
集
を
持
っ
て
樺
の
木
を
訪
れ
た
の
は
﹁
夏
の
は
じ
め
﹂
で
あ
る
。
狐
は
樺
の
木
に
詩
集
を
渡
し
て
ぜ
ひ
こ
れ
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
告
げ
て
い

る
。
こ
の
詩
集
の
中
に
狐
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
。
樺
の
木
に
対
す
る
狐
の
気
持
ち
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
詩
の
内
容

が
意
味
を
持
っ
て
迫
る
。
何
よ
り
気
に
な
る
の
は
、最
後
の
一
連
で
あ
る
。﹁
薮
の
中
﹂
の
小
鳥
た
ち
も
嘲
笑
す
る
ほ
ど
に
﹁
戀
に
酔
つ
た
男
﹂
が
登
場
す
る
。﹁
戀

に
酔
つ
た
﹂
は
﹁
あ
な
た
の
為
な
ら
ど
ん
な
こ
と
で
も
す
る
﹂
と
い
う
発
言
と
重
な
る
。
そ
し
て
﹁
薮
﹂
は
物
語
の
最
後
の
﹁
か
も
が
や
の
穂
﹂
と
結
び
つ
く
。

3.2　

か
も
が
や
の
穂
に
映
る
哀
し
み

　

物
語
の
言
説
上
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
く
ま
で
も
仮
説
の
域
を
出
な
い
が
、
ハ
イ
ネ
詩
集
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
重
ね
る
こ
と
で
見
え
て
来
る
狐
の
熱
い
思

い
が
あ
る
。
狐
は
確
か
に
﹁
少
し
不
正
直
﹂
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
好
き
な
人
に
向
け
た
愛
情
は
大
き
か
っ
た
。
土
神
が
最
後
に
狐

の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
に
﹁
か
も
が
や
の
穂
﹂
を
発
見
し
た
時
、
土
神
自
身
は
そ
の
意
味
に
気
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、﹁
美
学
﹂
と
は
無
縁
の
よ

う
な
枯
れ
た
雑
草
を
す
っ
か
り
秋
に
な
っ
て
も
大
事
に
携
え
て
い
る
狐
の
姿
は
な
ん
と
も
切
な
い
。
か
も
が
や
の
穂
を
一
目
見
て
、
土
神
は
何
か
に
気
づ
い
て
、

泣
い
た
。
も
ち
ろ
ん
土
神
は
ハ
イ
ネ
の
詩
集
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
か
も
が
や
の
穂
の
意
味
を
じ
っ
く
り
考
え
る
心
の
余
裕
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
こ
の

み
す
ぼ
ら
し
い
雑
草
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
土
神
の
心
象
の
中
の
狐
は
見
事
に
打
ち
砕
か
れ
た
に
違
い
な
い
。
狐
の
棲
処
に
は
、
望
遠
鏡
も
ロ
ン
ド
ン
タ
イ
ム

ス
も
大
理
石
も
な
か
っ
た
。
遠
目
に
キ
ラ
ッ
と
光
っ
た
赤
靴
も
夏
帽
子
も
、
間
近
に
見
れ
ば
さ
ぞ
か
し
ボ
ロ
ボ
ロ
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
ぐ
ん
に
ゃ
り
と
し

た
狐
の
実
際
の
顔
は
、
土
神
の
イ
メ
ー
ジ
し
た
そ
れ
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
か
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
土
神
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
自
分

に
欠
け
て
い
る
最
大
の
問
題
―
自
分
は
土
地
を
守
る
べ
き
神
と
し
て
、
目
の
前
に
い
る
﹁
守
る
べ
き
者
た
ち
﹂
と
対
面
し
、
直
接
そ
の
声
を
聞
く
と
い
う
根
本
的

な
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
―
に
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
。
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４　

語
り
手
の
視
点
か
ら　

―
土
神
と
狐
の
評
価
を
曖
昧
に
す
る
物ナ

ラ
テ
ィ
ヴ語

―

　

結
局
こ
の
物
語
で
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
の
は
土
神
と
狐
、
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
。
樺
の
木
は
ど
ち
ら
を
選
ぶ
べ
き
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
物
語
を
す
べ
て
を
読
み

終
え
た
後
に
一
人
の
読
者
と
し
て
そ
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
ら
、﹁
土
神
も
い
ろ
い
ろ
辛
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
﹂﹁
い
や
そ
れ
で
も
や
は
り
最
後
に
狐
を
殺
し
た

の
は
間
違
っ
て
い
る
﹂、﹁
狐
は
不
正
直
な
の
で
は
な
く
む
し
ろ
誠
実
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
﹂﹁
い
や
最
後
ま
で
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
の
が
よ
く
な
い
﹂
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
と
な
る
。
研
究
史
上
の
解
釈
も
、
論
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
  16

。
改
め
て
な
ぜ
語
り
手
は
、
こ
の
よ
う
に
曖
昧
に
語
っ
た
の
か
。

　

ま
ず
語
り
手
は
、
土
神
と
狐
の
ど
ち
ら
の
評
価
も
落
と
し
め
な
い
。
土
神
に
最
後
ま
で
気
を
遣
い
な
が
ら
怯
え
続
け
た
樺
の
木
を
通
し
て
見
る
と
、﹁
ほ
ん
も

の
の
神
に
な
り
た
か
っ
た
﹂
土
神
の
懸
命
の
自
己
改
良
は
た
だ
空
し
く
映
る
。
し
か
し
土
神
は
﹁
正
直
﹂
者
で
自
分
の
失
敗
を
認
め
な
が
ら
謙
虚
に
努
力
を
続
け

て
き
た
と
い
う
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
最
後
に
土
神
が
見
せ
た
涙
は
、
神
と
し
て
さ
ら
な
る
成
長
を
遂
げ
る
た
め
の
﹁
第
三
幕
﹂
を
も
思
わ
せ
る
。
狐
に
つ

い
て
も
、
孤
独
に
罪
悪
感
を
抱
え
、
結
局
樺
の
木
に
も
土
神
に
も
理
解
さ
れ
ず
に
死
ん
で
行
っ
た
哀
し
い
姿
を
簡
単
に
バ
カ
な
や
つ
と
は
笑
え
な
い
。

　

ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
﹁
悪
﹂
に
見
え
る
者
た
ち
の
哀
し
み
に
目
を
向
け
、
自
身
と
し
て
は
よ
か
れ
と
思
っ
て
し
た
こ
と
の
過
ち
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
読

み
手
自
身
の
善
悪
の
価
値
規
準
も
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
こ
の
物
語
を
読
み
終
え
た
後
に
ふ
と
現
実
社
会
の
人
間
を
思
う
時
、
自
身
が
悪
人
と
思
っ
て
い
た
存
在
の
評

価
が
揺
る
が
さ
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
に
し
て
簡
単
に
誰
が
正
し
く
誰
が
間
違
っ
て
い
る
か
な
ど
と
い
う
評
価
を
簡
単
に
は
下
せ
な
い
の
が
人
間
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
曖
昧
さ
の
中
で
生
き
て
い
る
存
在
は
ま
さ
に
、﹁
修
羅
﹂
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。

　

見
田
︵1991

︶
は
、
宮
沢
賢
治
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
﹁
修
羅
﹂
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

修
羅
は
阿
修
羅
の
略
で
あ
り
、
地
獄
道
、
餓
鬼
道
、
畜
生
道
と
人
間
と
の
中
間
に
あ
っ
て
、
悪
意
と
善
意
と
が
自
己
の
内
部
で
対
立
し
抗
争
す
る
存
在
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
る
。
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賢
治
の
詩
作
が
﹁
世
界
﹂
と
い
う
外
に
向
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、﹁
自
己
自
身
﹂
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
繰
り
返
し
自
己
自
身
に
向
け

ら
れ
た
明
晰
な
意
識
が
﹁
矛
盾
と
し
て
客
観
化
﹂
し
、
同
時
に
﹁
こ
の
矛
盾
を
痛
み
と
し
て
主
体
化
す
る
運
動
﹂
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
﹁
自
己
を
客
観
化
し
、
か

つ
主
体
化
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
帰
結
こ
そ
、︿
修
羅
﹀
の
自
意
識
に
他
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
生
き
て
い
る
限
り
人
間
は
悩
む
。
理
想
と
現
実
の
狭
間

に
置
か
れ
て
、
自
己
の
矛
盾
に
苦
し
む
。
こ
の
世
で
も
が
く
限
り
人
間
は
﹁
人
間
﹂
に
な
り
き
れ
ず
、﹁
修
羅
﹂
で
あ
り
続
け
る
存
在
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
土

神
の
生
き
方
を
思
う
時
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
ま
た
頭
を
よ
ぎ
る
。﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
だ
ら
け
で
わ
り
き
れ
な
い
存
在
こ
そ
が
人
間
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
だ
か
ら
こ
そ
簡
単
に
ど
ち
ら
が
﹁
善
﹂
で
ど
ち
ら
が
﹁
悪
﹂
か
な
ど
と
い
う
価
値
判
断
は
で
き
な
い
こ
と
、
善
人
の
中
に
も
悪
の
要
素
が
あ

り
、
悪
人
の
中
に
も
善
は
見
え
る
、
そ
れ
こ
そ
が
﹁
人
間
﹂
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
物
語
だ
。
語
り
手
は
、
私
た
ち
に
そ
の
よ

う
な
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
の
姿
を
語
っ
て
み
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５　

一
人
の
読
み
手
と
し
て
思
う
こ
と　

―
「
お
わ
り
に
」
に
代
え
て
―

　

以
上
﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂
の
物
語
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
物
語
と
語
り
手
、
そ
し
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
作
者
と
読
み
手
の
関
係
に
も
触
れ
な
が
ら
論
じ

て
き
た
。
こ
の
物
語
を
め
ぐ
る
営
み
の
中
で
、
唯
一
今
現
在
、
現
実
社
会
に
身
を
置
い
て
い
る
の
は
、
読
み
手
で
あ
る
。
こ
の
読
み
手
の
一
人
と
し
て
筆
者
が
思

う
こ
と
は
、
自
分
の
身
近
に
い
る
人
間
た
ち
も
ま
た
、
自
分
の
浅
は
か
な
判
断
で
簡
単
に
は
価
値
評
価
で
き
な
い
、
い
や
、
決
し
て
し
て
は
い
け
な
い
か
け
が
え

の
な
い
存
在
な
の
だ
と
い
う
気
づ
き
で
あ
る
。
筆
者
は
現
在
大
学
で
青
年
期
後
期
に
あ
る
学
生
た
ち
と
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
日
々
向
き
合
っ
て
い
る
。
ま
た

一
人
の
母
と
し
て
、
息
子
の
日
々
変
化
す
る
感
情
に
右
往
左
往
し
て
い
る
。
学
生
た
ち
も
息
子
も
、
筆
者
に
自
分
の
﹁
本
音
﹂
を
語
る
こ
と
は
そ
う
そ
う
な
い
と

い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
が
語
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、﹁
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
﹂
か
ら
そ
の
﹁
本
音
﹂

を
探
ろ
う
と
す
る
意
欲
が
湧
い
て
く
る
。

　

し
か
し
そ
れ
は
い
つ
で
も
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
簡
単
に
判
断
を
誤
っ
て
し
ま
う
。﹁
語
ら
れ
て
い
な
い
﹂
部
分
は
矛
盾
だ
ら
け
だ
。
人
間
は
た
く
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さ
ん
の
﹁
矛
盾
﹂
を
抱
え
て
生
き
る
存
在
で
あ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
で
も
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
辞
め
な
い
。
そ
の
過
程
の
中
に
何
か
糸
口
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。

　

ま
た
一
人
の
賢
治
作
品
の
読
者
と
し
て
、
作
者
と
し
て
の
賢
治
が
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
噛
み
締
め
て
み
た
い
と
い
う
思
い
に
も
駆
ら
れ
る
。

上
手
く
行
か
な
い
現
実
の
中
で
、
そ
れ
で
も
必
死
に
自
分
の
目
の
前
に
い
る
人
と
向
き
合
い
、
体
当
た
り
で
生
き
て
い
た
一
人
の
人
間
を
想
う
。
現
実
に
冷
た
く

あ
し
ら
わ
れ
て
も
、
想
念
の
中
で
は
折
り
合
え
る
活
路
を
見
出
せ
る
。
大
切
な
人
が
目
の
前
か
ら
い
な
く
な
っ
て
も
、
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語の
中
で
は
息
づ
い
て
い
る
。
た
と
え

失
敗
し
て
も
、
考
え
を
変
え
れ
ば
や
り
直
せ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
想
う
時
、
物
語
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
作
品
を
通
し
て
、
作
者
に
つ
い
て
、
ま
た
人
間
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
純
粋
に
楽
し
い
、
ワ
ク
ワ

ク
す
る
経
験
と
な
る
。
直
接
人
間
と
関
わ
る
の
と
は
ま
た
違
う
、
音
楽
や
絵
画
に
触
れ
て
得
る
感
慨
と
も
ま
た
異
な
る
、
文
学
な
ら
で
は
の
愉
し
み
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
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１　

本
稿
で
は
﹁
物
語
﹂
と
﹁
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語
﹂
を
使
い
分
け
て
い
る
。﹁
物
語
﹂
は
ご
く
一
般
的
な
﹁
お
は
な
し
﹂
と
い
う
意
味
で
の
物
語
で
あ
る
が
、﹁
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語
﹂
は
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ルPaul 

R
icœ

ur

の
定
義
を
踏
ま
え
て
い
る
。﹃
時
間
と
物
語
Ⅰ
﹄
訳
者
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、﹁
物
語
る
﹂narrer

、﹁
物
語
り
行
為
﹂narration

と
同
族
の
語
で
あ
るnarrative

が
フ
ラ
ン
ス

語
に
は
な
く
、
や
む
を
得
ず
フ
ラ
ン
ス
語
で
はrécit

と
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、﹁
物
語
り
行
為narration

﹂
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
一
ま
と

ま
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
意
味
合
い
を
強
調
す
る
場
合
に
﹁
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語﹂
を
使
っ
て
い
る
。﹁
物
語
り
行
為
﹂
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
註
１
２
に
詳
細
を
示
し
た
。

２　

本
文
引
用
は
﹃︻
新
︼
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
第
九
巻　

童
話
Ⅱ
﹄
筑
摩
書
房
１
９
９
５
に
よ
っ
た

３　

M
aurice Blanchot , Le  livre à venir, livre de Poche, 1959,p.p.120-129     

︵
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
﹃
来
る
べ
き
書
物
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︶
引
用
文
中
﹁
感サ
ン
ス覚
﹂
と
い
う

表
記
は
、
翻
訳
書
に
倣
っ
た
。sens

は
機
能
と
し
て
の
感
覚
︵
視
覚
、
聴
覚
な
ど
の
五
感
︶
な
ど
の
意
味
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
形
象
化
し
得
な
い
、
そ
の
先
に
あ
る
ぼ
ん
や
り
と
し
た

あ
ら
わ
れ
と
し
て
のsens
を
意
味
し
て
い
る
。

４　

郷
原
佳
以
﹃
文
学
の
ミ
ニ
マ
ル
・
イ
メ
ー
ジ　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
論
﹄︵
左
右
社2011

︶
２
０
頁

５　

宮
沢
清
六
﹁
兄
賢
治
の
生
涯
﹂︵﹃
新
文
芸
読
本
﹄
河
出
書
房
新
社1990

︶
の
他
、﹃
図
説　

宮
澤
賢
治
﹄︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫2011

︶﹃
文
藝
別
冊　

宮
沢
賢
治　

修
羅
と
救
済
﹄
河
出
書

房
新
社　

2013

︶
を
参
照

６　

こ
の
本
は
出
版
さ
れ
た
当
初
は
﹁
詩
集
﹂
と
称
さ
れ
書
店
に
並
ん
だ
が
、
賢
治
自
身
こ
れ
は
﹁
詩
集
﹂
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
﹁
心
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
翌
年
二
月

森
佐
一
宛
の
書
簡
に
お
い
て
強
調
す
る
よ
う
に
し
て
述
べ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
詩
集
と
さ
れ
て
い
る
が
、
賢
治
自
身
は
こ
れ
を
詩
と
は
み
な
し
て
い
な
い
こ
と
が
，
友
人
宛
の
書
簡
か
ら

伺
え
る
。
こ
の
本
は
出
版
さ
れ
た
当
初
は
﹁
詩
集
﹂
と
称
さ
れ
書
店
に
並
ん
だ
が
、
賢
治
自
身
こ
れ
は
﹁
詩
集
﹂
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
﹁
心
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

翌
年
二
月
森
佐
一
宛
の
書
簡
に
お
い
て
強
調
す
る
よ
う
に
し
て
述
べ
て
い
る
。
賢
治
が
﹁
こ
れ
か
ら
、何
と
か
し
て
完
成
し
た
い
と
思
っ
て
﹂
い
る
の
は
こ
れ
と
は
別
に
あ
り
、﹃
春
と
修
羅
﹄

は
、﹁
或
る
心
理
学
的
な
仕
事
の
支
度
﹂
に
、﹁
正
統
な
勉
強
の
許
さ
れ
な
い
間
﹂、﹁
境
遇
の
許
す
限
り
、
機
会
の
あ
る
度
毎
に
﹂、﹁
い
ろ
い
ろ
な
条
件
の
下
で
書
き
取
っ
て
置
く
﹂、﹁
ほ
ん

の
粗
硬
な
心
象
の
ス
ケ
ッ
チ
﹂
で
し
か
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

７　

吉
本
隆
明
﹃
宮
沢
賢
治
の
世
界
﹄︵
筑
摩
選
書2012

︶
２
１
６—

２
５
６
頁

８　

本
文
引
用
は
﹃︻
新
︼
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
第
二
巻　

詩
Ⅰ
﹄
筑
摩
書
房
１
９
９
５
に
よ
っ
た

９　

吉
本
前
掲
書　

３
４
頁

10　

本
稿
で
は
、
形
と
し
て
見
え
る
イ
メ
ー
ジ
と
区
別
す
る
為
に
、
こ
の
可
視
化
以
前
の
イ
メ
ー
ジ
を
﹁
イ
メ
ー
ジim

age

﹂
表
記
し
て
い
る
。

11　

郷
原
前
掲
書　

１
３
９
頁

12　

Paul R
icœ

ur, T
em

ps et récit I, Seuil,1983,p.p.85-129 

︵
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル﹃
時
間
と
物
語
１
﹄９
９—

１
５
６
頁
︶こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
三
重
の
ミ
メ
ー
シ
ス
を
踏
ま
え
て
い
る
。

筋
立
て
る
こ
と
の
力
動
性
︵la dynam

ique de la m
ise en intrigue

︶
と
い
う
観
点
か
ら
、リ
ク
ー
ル
は
物
語
︵
作
品
︶
を
真
ん
中
に
、物
語
り
行
為narration

を
意
味
づ
け
て
い
る
。

物
語
り
行
為
と
は
、
物
語
り
を
読
む
こ
と
で
そ
こ
に
描
か
れ
た
内
容
を
読
み
取
り
解
釈
す
る
ま
で
の
一
連
の
営
み
を
指
し
て
い
る
。

13　
﹃
注
文
の
多
い
料
理
店
﹄
の
新
刊
案
内
に
は
﹁
こ
の
童
話
集
の
一
列
は
実
に
作
者
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
一
部
で
あ
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。

14　

土
神
が
こ
こ
で
何
を
見
た
の
か
に
つ
い
て
、
言
説
上
特
に
描
写
は
な
い
。
小
森
︵1996

︶
は
、
単
に
樺
の
木
の
姿
を
思
い
出
し
て
﹁
立
派
だ
っ
た
﹂
と
評
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
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︵
一
九
︶

筆
者
の
解
釈
と
し
て
は
、
後
に
樺
の
木
と
狐
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
場
面
で
﹁
今
朝
は
青
ざ
め
て
ふ
る
え
た
ぞ
。
あ
の
立
派
だ
っ
た
こ
と
、
ど
う
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
お
れ
は
む

し
ゃ
く
し
ゃ
ま
ぎ
れ
に
あ
ん
な
あ
は
れ
な
人
間
な
ど
を
い
ぢ
め
た
の
だ
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
で
土
神
は
遠
目
に
狐
が
樺
の
木
と
出
会
っ
て
い
る
姿
を
見
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
も
考
え
て
い
る
。︵
小
森
陽
一
﹃
最
新
宮
沢
賢
治
講
義
﹄
朝
日
選
書1996

︶

15　

自
己
性ipséité

と
し
て
の
自
己
同
一
性
は
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
﹃
時
間
と
物
語
Ⅲ
﹄
で
は
じ
め
て
提
出
さ
れ
た
﹁
物
語
的
自
己
同
一
性identité narrative

﹂
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
自
己
性ipséité

が
は
っ
き
り
説
明
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
い
く
つ
か
の
論
稿
を
経
て
、Soi-m

êm
e com

m
e un autre,Seuil,1990

︵﹃
他

者
の
よ
う
な
自
己
自
身
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局1996 

１
８
２—

１
９
５
頁
︶︶
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
自
己
性ipséité

と
は
、
い
わ
ば
人
間
が
語
る
こ
と
で
見
出
す
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
︵
同
一
性

m
êm

eté

︶
の
裏
側
に
あ
る
、
通
常
は
語
ら
れ
ず
に
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
自ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

己
同
一
性
が
見
え
る
の
は
﹁
物
語
の
形
態
の
喪
失
﹂
と
り
わ
け
﹁
物

語
の
結
び
の
危
機
﹂
の
と
き
と
述
べ
る
。
筆
者
の
現
在
の
問
題
関
心
は
、
人
間
が
普
段
語
ら
ず
隠
蔽
し
て
い
る
こ
の
﹁
自
己
性ipséité

﹂
に
あ
る
。
こ
の
土
神
は
、
み
な
に
信
頼
さ
れ
る

神
に
な
ろ
う
と
し
て
、
言
葉
上
だ
け
で
理
想
の
物ナ
ラ
テ
ィ
ヴ語を
作
り
出
し
た
が
、
実
際
に
は
こ
こ
で
狂
気
的
に
漏
れ
出
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
土
着
的
か
つ
根
源
的
な
感
情
を
、
た
だ
隠
蔽
し
た
だ
け

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
土
神
が
本
当
の
意
味
で
自
分
自
身
の
生
き
方
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
自
己
性
を
含
め
て
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
土
神
の
こ
の
根
源
的
な
感
情
に
つ
い
て
は
、
小
森
前
掲
書
に
詳
し
い
指
摘
が
あ
る
。

16　
﹁
土
神
と
き
つ
ね
﹂
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
釈
の
自
由
さ
も
あ
り
、
実
に
豊
か
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
牛
山
︵2012

︶
は
、
土
神
と
狐
と
樺
の
木
の
三
角
関
係
と
そ
の

清
算
を
描
い
た
陰
惨
な
物
語
と
し
て
、
本
文
の
記
述
を
手
が
か
り
に
そ
の
か
ら
く
り
が
順
を
追
っ
て
明
ら
か
と
な
る
︵
牛
山
恵
﹁﹃
土
神
と
き
つ
ね
﹄
を
読
む
﹂﹃
日
本
文
学
﹄2012.2

︶。

村
山
は
、
こ
の
作
品
が
﹁
心
象
ス
ケ
ッ
チ
﹂
を
掲
げ
て
詩
作
に
励
ん
で
い
た
の
と
同
時
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
土
神
と
狐
と
樺
の
木
の
三
角
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自

己
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
主
体—

客
体
の
影
響
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
︵
村
山
龍
﹁︿
関
係
﹀
が
紡
ぐ
テ
ク
ス
ト
：
宮
沢
賢
治
﹃
土
神
と
き
つ
ね
﹄
論
﹂︵﹃
三
田
國
文
﹄

2013.12

︶。
木
村
は
、
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
﹁
視
座
転
換
﹂
を
、﹁
美
学
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
論
じ
て
い
る
︵
木
村
直
弘
﹃
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
﹄2012.3

︶。
赤
神
と
黒
神
の

伝
説
か
ら
読
み
解
く
佐
々
木
ボ
グ
ナ
﹃
現
実
の
遠
近
法
﹄︵
京
都
大
学
学
術
出
版
会2013

︶
の
見
解
も
新
し
い
。


