
関
東
大
震
災
と

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』

序

一
日
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、
宮
沢
賢
治
(
一
八
九
六

a

一
九
一
ニ
三
)
は
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

ω。
賢

。
一
年
一
一
万
一

治
が
被
災
地
と
な
っ
た
岩
手
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
東
北
の
寒
村
と
い

う
過
酷
な
環
境
に
お
い
て
農
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
改
善
に
尽
力
し
な
が
ら
「
雨

ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
等
を
編
ん
で
い
た
こ
と
が
、
厳
し
い
状
況
に
あ
る
被
災
者
へ
の

励
ま
し
と
し
て
、
ま
た
被
災
地
以
外
の
人
々
へ
も
他
者
の
苦
境
へ
の
尽
力
を
呼

び
掛
け
う
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

賢
治
の
足
跡
を
ひ
も
と
い
て
い
く
と
、
確
か
に
彼
の
生
涯
は
人
々
の
為
に
尽

力
す
る
実
践
的
性
格
が
強
い
。
し
か
し
彼
の
名
が
現
代
に
至
る
ま
で
語
り
継
が

れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
創
作
が
高
く
評
価
さ
れ
た
ゆ
え
で
あ
る
。
換
言
す
る
な

ら
ば
、
彼
の
他
者
へ
の
祈
り
が
最
も
実
を
結
ん
で
い
る
の
は
そ
の
創
作
上
で
あ

る
と
い
え
る
。

本
論
で
は
一
九
二
三
年
九
月
一
日
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
の
翌
年
か
ら

牧

野

執
筆
さ
れ
た
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
注
自
し
、
そ
れ
が
関
東
大
震
災
を
念
頭
に

置
い
た
上
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
検
証
す
る
。
こ
の
童
話

は
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
一
三
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
、
そ
の
初
稿
の
一
部
は

震
災
被
災
者
へ
の
見
舞
い
下
書
き
の
裏
面
を
原
稿
と
し
て
使
用
し
て
い
る

ωo

ま
た
関
東
大
震
災
と
賢
治
の
関
連
を
指
摘
し
た
先
行
論
に
は
、
花
巻
に
も
被
災

者
が
避
難
し
て
お
り
、
賢
治
が
そ
れ
を
目
撃
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
栗
原
敦

ω
の
も
の
と
、
賢
治
が
国
柱
会
を
通
じ
て
多
/
額
の
義
損
金
を
送
付
し
て
い
た
こ

と
を
指
摘
す
る
上
田
哲

ω
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
賢
治
が
震
災
後
何
ら
か

使
命
感
を
抱
い
て
い
た
証
左
と
い
え
る
。
関
東
大
震
災
と
吋
銀
河
鉄
道
の
夜
』

を
扱
っ
た
先
行
論
に
は
奥
山
文
幸
の
も
の
が
あ
る

ω。
奥
山
自
身
が
阪
神
大
震

災
後
に
抱
い
た
威
位
見
と
の
連
想
等
か
ら
震
災
と
創
作
が
関
連
す
る
と
の
予
想

を
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
よ
り
詳
細
な
考
察
を
経
た
上
で
そ
れ

ら
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
お
お
ま
か
な
あ
ら
す
じ
は
、
孤
独
な
少
年
ジ
ヨ
バ
ン

ニ
が
級
友
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
共
に
銀
河
を
走
る
鉄
道
で
旅
を
し
た
の
ち
ひ
と

静
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り
地
上
に
帰
還
し
、
先
程
ま
で
一
緒
に
い
た
筈
の
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
死
を
知
ら

さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
銀
河
鉄
道
に
は
死
者
を
天
上
に
運
ぶ
役
割
が
あ

る
こ
と
が
作
中
徐
々
に
種
明
か
し
さ
れ
、
乗
客
の
中
に
は
お
そ
ら
く
タ
イ
タ
ニ

ツ
ク
号
の
犠
牲
者
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
思
わ
れ
る
者
も
登
場
す
る
。
幻
想
的
な

宇
宙
空
間
を
舞
台
に
死
者
と
交
流
す
る
こ
の
物
語
は
、
絢
躍
る
風
景
に
限
り
な

く
透
明
な
美
し
さ
を
湛
え
る
と
同
時
に
不
安
や
焦
燥
、
悲
し
み
を
惨
ま
せ
、
主

人
公
ジ
ヨ
バ
ン
ニ
が
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
[
十
・
一
七
一
二
]
へ

の
祈
り
を
抱
く
に
至
る
ま
で
、
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。

震
災
後
に
賢
治
を
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
賢
治
自
身
も
大
震
災
後
に
数
多
の
死

者
が
登
場
す
る
創
作
を
行
っ
た
こ
と
に
注
目
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
祈
り
を
探
る
た
め
、
本
稿
で
は
賢
治
に
と
っ
て
死
者

の
問
題
と
密
接
で
あ
っ
た
信
仰
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
先
に
挙
げ
た
よ

う
に
見
舞
下
書
裏
面
を
原
稿
用
紙
と
し
て
使
用
し
た
部
分
、
或
は
そ
こ
に
提
出

さ
れ
た
構
想
を
継
承
し
て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
為
、
初
期
形

と
後
期
形
が
存
在
す
る
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
本
文
の
う
ち
、
初
期
形
の
完
成
形

に
近
い
第
三
次
稿
を
底
本
と
す
る
。

一
、
信
仰
と
創
作

賢
治
が
何
ら
か
使
命
感
を
抱
い
て
創
作
に
励
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
為
に
、
ま
ず
彼
の
生
涯
の
信
仰
の
軌
跡
を
追
い
、
そ
れ
が
創
作
と
密
接
で

あ
っ
た
こ
と
を
検
証
す
る
。

賢
治
の
生
家
で
あ
る
宮
沢
家
は
浄
土
真
宗
の
篤
信
で
あ
り
、
日
常
生
活
が
仏

教
で
規
制
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
程
で
あ
っ
た
と
い
う
。
特
に
父
政
次
郎

は
焼
鳥
敏
等
の
真
宗
教
学
者
を
岩
手
に
招
き
、
夏
季
仏
教
講
習
会
を
開
催
す
る

程
熱
心
な
門
徒
で
あ
っ
た
き
そ
の
よ
う
な
生
育
環
境
は
そ
の
ま
ま
賢
治
の
初

期
の
信
仰
の
形
成
の
椋
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
賢
治
自
身
も
一
九
一
一
一
年
一

三
日
付
父
政
次
郎
宛
の
書
簡
で
以
下
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。

小
生
は
既
に
道
を
得
候
。
歎
異
抄
の
第
一
頁
を
以
て
小
生
の
全
信
仰

と
致
し
候

{
十
五
・
二
ハ
]

な
お
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
歎
異
抄
の
第
一
頁
と
は
歎
異
抄
第
一
条
を

指
す
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
そ
れ
を
引
用
す
る
。

一
、
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
参
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
遂

ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
申
さ
ん
と
思
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
時
、

す
な
は
ち
、
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
給
ふ
な
り
。

弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
・
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
、
信

心
を
要
と
す
と
知
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
罪
悪
深
重
・
煩
悩
織
盛
の
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衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
ま
し
ま
す
。
(
後
略
)
」

σ

こ
こ
で
は
弥
陀
の
誓
願
に
よ
っ
て
罪
深
く
煩
悩
の
燃
え
る
衆
生
が
救
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
全
信
仰
と
ま
で
言
い
切
っ
た
賢

治
は
衆
生
の
罪
深
さ
と
救
済
を
強
く
意
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
で
は
そ
れ
ら
が

強
く
式
回
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原
体
験
は
何
だ
ろ
う
か
。

賢
治
の
罪
業
意
識
の
端
緒
は
お
そ
ら
く
宮
沢
家
が
質
屋
・
十
日
着
屋
を
営
ん
で

い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
近
隣
の
貧
し
い
農
民
を
搾
取
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ

て
い
る
家
業
に
賢
治
は
い
た
た
ま
れ
な
さ
を
感
じ
、
彼
ら
の
姿
に
心
を
痛
め
て

い
た
よ
う
で
あ
る

ωo
後
年
賢
治
は
彼
ら
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
改
善
を
願
う
よ
う

に
な
り
、
農
学
校
の
教
師
と
し
て
勤
め
た
り
粉
、
よ
り
直
接
的
に
尽
力
す
る
為

に
私
塾
で
あ
る
羅
須
地
人
協
会
を
主
催
し
、
ま
た
無
料
の
肥
料
相
談
を
受
け
付

け
る
等
の
行
動
を
取
る

ω。
賢
治
の
こ
れ
ら
の
行
動
は
、
農
民
を
し
て
衆
生
済

度
の
対
象
と
し
て
捉
え
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

ω。

衆
生
救
済
へ
の
強
い
使
命
感
は
、
恐
ら
く
こ
の
罪
業
意
識
と
表
裏
一
体
で
あ

ろ
う
。
そ
の
賢
治
が
初
め
て
法
華
経
に
触
れ
る
の
は
一
九
一
四
年
九
月
頃
で
あ

る
。
こ
の
時
賢
治
は
父
政
次
郎
の
法
友
高
橋
勘
太
郎
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
島
地

大
等
編
著
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
を
読
ん
で
「
異
常
な
」
感
動
を
受
け

た
と
さ
れ
て
い
る
{
十
六
(
下
)
・
九

O
可
賢
治
が
法
華
経
に
心
酔
し
た
理
由

と
し
て
、
呉
基
口
華
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

法
華
経
は
、
釈
尊
入
滅
後
の
衆
生
・
一
切
衆
生
の
た
め
に
説
か
れ
た

の
で
あ
り
、
〈
一
切
衆
生
の
為
に
〉
と
い
う
と
こ
ろ
に
法
華
経
の
慈
悲
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
華
経
は
、
民
衆
の
為
の
慈
悲
の
経
典
な

の
で
あ
る
。
(
中
略
)
ま
た
法
華
経
は
、
人
々
の
真
の
幸
福
の
た
め
に
、

利
益
の
た
め
に
、
安
楽
の
た
め
に
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
誰
も
が
等
し

く
成
仏
の
可
能
性
を
持
ち
、
誰
も
が
必
ず
絶
対
の
幸
福
境
涯
を
満
喫
し

て
い
け
る
、
こ
れ
が
法
華
経
の
教
え
な
の
で
あ
る
。

ω

以
前
か
ら
の
衆
生
救
済
に
た
い
す
る
意
識
が
素
地
を
形
成
し
て
い
た
ゆ
え

に
、
賢
治
は
法
華
経
の
万
人
の
幸
福
を
一
融
う
性
格
へ
コ
ミ
ッ
ト
し
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
賢
治
は
一
九
二

O
年
に
国
柱
会

ωに
入
会
す
る
。
改
宗
は
非
常
に
重
要

な
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
上
田
哲
が
思
柱
会
の
対
社
会

意
識
の
強
さ
に
惹
か
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
凶
こ
と
を
挙
げ
る
に
留

め
る
。
翌
一
九
二
一
年
一
月
二
三
日
に
は
突
如
出
奔
・
上
京
し
、
鴬
谷
の
国
柱

会
館
に
藍
行
す
る
。
そ
の
時
応
対
し
た
幹
部
の
高
知
尾
智
耀
に
告
げ
ら
れ
た
こ

と
が
、
賢
治
の
中
で
創
作
と
信
仰
と
を
結
び
つ
け
た
と
患
わ
れ
る
。
以
下
に
高

知
尾
の
回
想
を
引
用
す
る
。

純
正
自
蓮
、
玉
義
の
信
仰
に
つ
い
て
諾
っ
た
時
、
私
は
平
素
、
患
部
出
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中
智
学
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
て
い
る
通
り
、
今
日
に
お
け
る
日
蓮
主
義

の
在
り
方
は
、

ソ
ロ
バ
ン
を
取
る
も
の
は
、
そ
の
ソ
ロ
パ
ン
の
上
に
、

鋤
鍬
を
と
る
も
の
は
、
そ
の
鋤
鍬
の
上
に
、
。
へ
ン
を
と
る
も
の
は
、
そ

の
ペ
ン
の
さ
き
に
、
信
仰
の
生
き
た
働
き
が
現
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ

云
々
と
お
話
を
し
た
と
思
う
。
賢
治
は
詩
歌
文
学
を
得
意
と
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
詩
歌
文
学
の
上
に
純
粋
の
信
仰
が
に
じ
み
出

る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
お
話
を
し
た
が
、
そ
れ
が
「
高
知
尾
邸

ノ
奨
メ
ニ
ヨ
リ
法
華
文
学
ノ
創
作
」
に
志
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ω

こ
こ
で
高
知
尾
が
告
げ
た
こ
と
は
田
中
智
学
の
主
張
を
踏
ま
え
た
、
も
の
で

あ
る
。
そ
の
田
中
智
学
講
述
の
『
日
蓮
主
義
教
学
大
観
』
第
一
巻
に
は
以
下
の

よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

前
絡
)
大
文
人
大
詩
人
が
出
て
も
、
そ
の
作
物
が
世
間
救
済
と
相

関
せ
ず
、
本
化
の
法
と
没
交
渉
で
あ
ツ
た
な
ら
ば
、
何
の
役
に
も
立
た

ぬ
、
反
故
同
様
で
あ
る
、

一
分
時
も
そ
ん
な
修
養
の
為
め
に
貴
重
の
時

間
を
費
や
す
必
要
は
な
い
。
(
傍
線
部
筆
者

)ω

こ
こ
で
智
学
の
い
う
「
世
間
救
済
」
が
、
賢
治
が
そ
れ
以
前
か
ら
抱
い
て
い

た
衆
生
救
済
の
意
識
と
結
び
付
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

実
際
に
賢
治
は
高
知
尾
と
の
趨
遁
以
降

ケ
丹
に
三
千
枚
と
も
云
わ
れ
る
。
へ

i

ス
で
猛
烈
に
創
作
に
励
ん
で
い
く
。

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
賢
治
が
浄
土
真
宗
の
篤
信
の
家
に
生
ま
れ
、
の
ち

法
華
経
に
出
会
い
改
宗
し
て
国
柱
会
入
会
に
至
る
軌
跡
に
は
衆
生
救
済
と
い

う
一
貫
し
た
軌
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
高
知
尾
と
の
趨
遁
を
経
て
、
賢
治
は
信
仰
を
表
す
動
機
で
創
作

に
励
む
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
賢
治
が
意
図
し
た
衆
生
救
済
は
最
終
的
に
は
田

中
智
学
が
主
張
す
る
も
の
と
は
質
を
異
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。
先
の
「
奨
メ
ニ

ヨ
リ
法
華
文
学
ノ
創
作
」
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
た
手
帳
に
は
以
下
の
よ
う
な

下
り
も
存
在
す
る
。

筆
ヲ
ト
ル
ヤ
マ
ズ
道
場
観

(
中
略
)

化
ノ
考
タ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
!

タ
ジ
純
真
ニ

法
楽
ス
ベ
シ
。

タ
ノ
ム
所
オ
ノ
レ
ガ
小
才

非
レ
。
タ
ジ
諾
仏
菩
薩

ノ
冥
助
ニ
ヨ
レ
。
(
傍
線
部
筆
者
)

[
十
三
・
五
六
五
}
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こ
こ
で
賢
治
は
は
っ
き
り
と
教
化
の
為
の
執
筆
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し

田
中
智
学
の
芸
術
観
は
先
に
挙
げ
た
『
日
蓮
主
義
教
学
大
観
』
か
ら
読
み
取
れ

る
よ
う
に
芸
術
を
教
化
の
方
使
、
布
教
・
宣
伝
の
具
と
す
る
教
化
芸
術
に
集
約

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
賢
治
が
教
化
を
否
定
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
父
政
次
郎
の
改
宗
を
願

っ
て
も
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
仰
や
、
法
華
経
を
読
み
国
柱
会
へ
入
会
す
る
よ
う

懇
願
し
続
け
た
親
友
保
阪
嘉
内
と
の
決
別

ωと
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ

ら
の
経
験
か
ら
、
賢
治
は
お
そ
ら
く
人
々
に
自
分
と
同
じ
信
仰
を
望
む
こ
と
の

国
難
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
賢
治
が
そ
の
創
作
に
「
み
ん
な
の
ほ

ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
及
び
そ
れ
に
類
す
る
記
述
を
頻
繁
に
登
場
さ
せ
、
智
学

の
い
う
「
世
間
救
済
」
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
求
め
た
衆
生
救
済
と
は
、
一

体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

賢
治
が
父
政
次
郎
と
そ
の
生
涯
を
か
け
て
改
宗
問
題
を
め
ぐ
り
論
争
し
続

け
た
こ
と
や
、
親
友
保
阪
嘉
内
に
移
し
い
数
の
書
簡
で
法
華
経
を
勧
め
続
け
た

烈
し
い
態
度
は
、
己
の
信
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
主
張
し
続
け
た
こ
と
の
み
を

示
す
の
で
は
な
く
、
相
手
と
共
通
認
識
を
抱
く
に
至
り
た
い
と
い
う
賢
治
の
願

い
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
曹
三
て
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い

は
ど
に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
が
含
帝
ν
す
る
の
は
お
そ
ら
く
、
信
仰
や
思
想
の

異
な
る
ゆ
え
に
折
り
合
う
こ
と
の
難
し
い
他
者
と
も
折
り
合
い
た
い
、
共
に
在

り
た
い
、
皆
で
幸
福
に
な
り
た
い
と
い
う
戸
市
来
で
あ
る
。
例
え
ば
賢
治
の
創
作

に
は
殺
生
を
行
う
こ
と
を
生
業
と
す
る
人
物
が
主
人
公
に
据
え
ら
れ
た
も
の

が
複
数
存
在
す
る
。
『
よ
だ
か
の
星
』

ωに
お
け
る
よ
だ
か
や
『
な
め
と
こ
山

の能…』

ω
に
お
け
る
小
十
郎
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
賢
治
自
身
は
殺
生
を
嫌
う

ゆ
え
に
あ
る
時
期
に
は
菜
食
主
義
を
と
る
ほ
ど
で
あ
っ
た

ω
に
も
か
か
わ
わ

ら
ず
、
殺
生
を
行
う
者
の
苦
し
み
を
も
除
き
た
い
と
願
い
、
そ
の
救
済
の
か
た

ち
を
創
作
上
で
模
索
す
る
。
賢
治
に
と
っ
て
信
仰
の
純
粋
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ

た
「
書
く
こ
と
」
と
は
、
そ
の
創
作
上
で
皆
が
幸
福
に
な
れ
る
方
法
を
様
々
に

模
索
す
る
、
い
わ
ば
思
考
実
験
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
と
い
え
る
。

先
に
殺
生
と
菜
食
主
義
の
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
、
賢
冷
自
身
は
信
仰
に
基
づ

い
た
規
範
ヰ
墨
州
を
強
く
持
つ
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
多
様
な
他
者
を
慈

し
む
上
で
苦
し
み
を
産
む
。
そ
れ
を
犯
し
た
い
と
望
ま
ず
と
も
罪
を
作
ら
ず
に

生
き
ら
れ
な
い
性
の
あ
る
ゆ
え
に
、
ま
た
信
仰
や
思
想
が
異
な
る
ゆ
え
に
、

人
々
に
自
身
と
同
じ
態
度
を
望
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
賢
治
の
創
作
に
は

様
々
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
う
い
っ
た
様
々
な
人
々
を

相
υ
定
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
が
共
に
在
る
世
界
を
模
索
す
る
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

賢
治
が
創
作
に
お
い
て
志
向
し
た
衆
生
救
済
の
か
た
ち
の
模
索
は
『
銀
河
鉄

道
の
夜
』
執
筆
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
賢
治
に

お
け
る
衆
生
救
済
の
使
命
感
が
死
者
の
問
題
と
結
び
付
い
た
可
能
性
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
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二
、
信
仰
と
死
者
の
追
善

賢
治
の
創
作
が
衆
生
救
済
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
み
ん
な
の

ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
の
か
た
ち
を
模
索
す
る
性
格
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て

は
先
に
考
察
し
た
。
こ
の
節
で
は
、
賢
治
が
死
者
の
問
題
と
向
き
合
っ
た
こ
と

が
あ
る
種
の
使
命
感
を
持
っ
て
創
作
へ
と
結
び
付
い
て
い
く
過
程
を
追
う
。

賢
治
が
初
め
て
法
華
信
仰
を
表
明
す
る
の
は
一
九
一
八
年
二
月
二
日
付
父

政
次
郎
宛
書
簡
で
あ
る
{
十
五
・
四
五

1
四
七
}
。
し
か
し
こ
れ
は
フ
ァ
ナ
テ
ィ

ッ
ク
な
宣
言
の
み
で
あ
る
。
法
華
経
理
解
が
幾
ら
か
具
体
的
に
翠
え
る
の
は
続

く
二
月
二
三
日
付
父
政
次
郎
宛
書
簡
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
を
引
用
す
る
。

万
事
は
十
界
百
界
の
依
て
起
る
根
源
妙
法
蓮
華
経
に
御
任
せ
下
さ
れ

度
候
。
一
誠
に
幾
分
な
り
と
も
皆
人
の
役
に
も
立
ち
候
身
な
ら
ば
空
し
く

病
病
に
も
侵
さ
れ
ず
義
理
な
き
戦
に
弾
丸
に
当
る
事
も
有
之
間
敷
と
奉

存
候
。
(
後
略
)

[
十
五
・
四
九

i
五
O}

自
分
の
身
は
法
華
経
の
功
徳
に
よ
り
安
全
で
あ
る
か
ら
徴
兵
検
査
に
反
対

し
て
く
れ
る
な
と
い
う
嘆
顕
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
死
す
ら

遠
ざ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
昂
り
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
年
の
三
月
に
親
友

で
あ
る
保
阪
嘉
内
が
盛
岡
高
等
柏
原
林
学
校
を
除
籍
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
慰
め
る

自
的
の
書
簡
{
十
五
・
五
五

1
七
二
}
で
法
華
経
を
読
む
こ
と
を
強
く
勧
め
て
い

る
。
法
華
経
が
全
て
の
苦
境
に
対
す
る
万
能
薬
で
あ
る
か
の
よ
う
な
警
宗
読

み
取
れ
る
。

し
か
し
こ
の
一
九
一
八
年
は
賢
治
に
と
っ
て
死
を
連
想
せ
ざ
る
を
得
な
い

出
来
事
が
続
く
年
で
も
あ
る
。
こ
の
年
の
六
月
二
ハ
自
に
保
阪
の
母
親
が
亡
く

な
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
賢
治
は
保
阪
宛
に
書
簡
を
何
通
か
送
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
は
励
ま
し
と
同
時
に
法
華
経
で
追
善
供
養
を
行
う
よ
う
勧
め
る
も
の
で

あ
る
{
十
五
・
九
二
。
そ
の
直
後
の
六
月
三
十
日
に
賢
治
は
肋
膜
炎
の
診
断
を

受
け
る
{
十
六
(
下
)
・
一
五
六
]
が
、
こ
れ
は
後
年
そ
の
生
命
を
奪
う
結
核
の

始
ま
り
で
あ
る
。
宮
沢
家
に
は
代
々
胸
を
病
ん
で
若
く
し
て
亡
く
な
る
者
が
お

り
{
十
六
(
下
)
・
一
七
]
、
宮
沢
家
が
篤
い
信
仰
を
持
つ
理
由
の
ひ
と
つ
は
そ

れ
が
(
峯
莱
故
の
応
報
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
[
十
六
(
下
)
・
一
五

ー
二
ハ
}
。
そ
の
為
こ
の
診
断
を
受
け
た
賢
治
は
す
ぐ
さ
ま
自
ら
の
死
期
を
予

感
し
、
「
わ
た
し
の
い
の
ち
も
あ
と
十
五
年
は
あ
る
ま
い
」
と
語
っ
て
い
る
[
十

六
(
下
了
一
五
七
}
。
実
際
に
賢
治
は
こ
の
十
五
年
後
に
あ
た
る
一
九
三
三
年

九
月
二
一
日
に
病
没
す
る
[
十
六
(
下
)
・
玉
二
二
。

一
二
月
に
は
妹
ト
シ
が

ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
入
院
す
る
[
十
六
(
下
)
・
二
ハ
八
}
が
、
こ
の
時
患
っ
た
こ

と
は
一
九
二
二
年

一
月
二
七
日
に
そ
の
命
を
落
と
す
{
十
六
(
下
)
・
二
四
四
]

こ
と
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
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こ
れ
ら
の
出
来
事
が
続
い
た
こ
と
は
賢
治
が
法
華
経
の
具
体
的
な
功
徳
に

つ
い
て
思
索
を
め
ぐ
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
は
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
死
者
の
追
善
供
養
に
纏
わ
る
も
の
に
あ
ら
わ
れ
る
。

例
と
し
て
こ
の
年
の
六
月
二
六
日
付
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
を
引
用
す
る
。

此
の
度
は
御
母
さ
ん
を
な
く
さ
れ
ま
し
て
何
と
も
御
気
の
毒
に
存
じ

ま
す御

母
さ
ん
は
こ
の
大
な
る
心
の
空
間
の
何
の
方
向
に
お
去
り
に
な
っ

た
か
私
は
存
じ
ま
せ
ん

あ
な
た
も
今
は
御
訳
り
に
な
ら
な
い

あ
〉
け
れ
ど
も
あ
な
た
は
御

母
さ
ん
が
ど
こ
に
行
か
れ
た
の
か
又
は
全
く
無
く
お
な
り
に
な
っ
た
の

か
或
は
ど
ち
ら
で
も
な
い
か
至
心
に
御
求
め
に
な
る
の
で
せ
う
。

あ
な
た
自
ら
の
手
で
か
の
赤
い
経
巻

ω
の
如
来
寿
量
品
を
御
書
き
に

な
っ
て
御
母
さ
ん
の
前
に
御
供
え
な
さ
い
。

あ
な
た
の
書
く
の
は
御
母
様
の
書
か
れ
る
と
閉
じ
だ
と
日
蓮
大
菩
薩

が
云
は
れ
ま
し
た
。

あ
な
た
の
お
書
き
に
な
る

一
の
経
の
文
字
は
不
可
思
儀
の
神
力
を

以
て
母
様
の
苦
を
救
ひ
も
し
婿
い
処
を
行
か
れ
〉
ば
光
と
な
り
若
し
火

の
中
に
居
ら
れ
〉
ば
(
あ
〉
こ
の
仮
定
は
偽
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
が
)

水
と
な
り
、
或
は
金
色
三
十
二
相
を
備
し
て
説
法
な
さ
る
の
で
す
。
(
後

Is各

{
十
五
・
九
二

賢
治
が
保
阪
に
書
写
を
勧
め
る
根
拠
は
賢
治
が
所
持
し
て
い
た
司
日
蓮
上
人

御
遺
文
』
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
登
場
す
る
語
句
の
検
証
か
ら
鈴
木
健
司

が
『
日
蓮
上
人
御
遺
文
』
中
の
「
上
野
尼
御
前
御
返
事

ω」
と
の
類
似
を

ω、

ま
た
工
藤
哲
夫
が
同
じ
く
『
日
蓮
上
人
御
遺
文
』
中
の
「
法
蓮
紗
凶
」
と
の
類

似
を
指
摘
し
て
い
る
匂
「
上
野
足
塑
制
御
返
事
」
は
上
野
尼
御
前
が
自
ら
の

父
親
の
追
善
供
養
に
つ
い
て
日
蓮
に
尋
ね
た
も
の
の
返
答
と
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
り
、
鳥
龍
・
遺
龍
と
い
う
漢
土
の
書
家
親
子
の
故
事
を
引
き
、
法
華

経
の
題
自
の
書
写
が
い
か
に
亡
き
人
へ
の
功
徳
と
な
る
か
を
説
い
て
い
る
。
ま

た
工
藤
が
指
捕
す
る
「
法
蓮
紗
」
の
前
半
部
は
「
上
野
尼
御
前
御
返
事
」
と
向

じ
く
烏
龍
・
遺
龍
親
子
の
故
事
を
引
い
て
法
華
経
に
よ
る
追
善
の
功
徳
を
説
い

た
も
の
で
あ
る
が
、
後
半
部
で
は
如
来
寿
量
品
が
法
華
経
中
最
も
枢
要
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
。
細
か
な
語
句
の
類
似
点
は
前
者
に
多

い
が
、
後
者
に
し
か
見
ら
れ
な
い
類
似
点
も
存
在
す
る
。
ま
た
前
者
で
示
さ
れ

て
い
る
の
は
題
自
の
書
写
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
如
来
寿
量
品
第
十
六
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
両
方
を
受
容
し
た
こ
と
で
如
来
寿
量
品
第
十
六
に
よ
る

死
者
の
追
善
供
養
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

留
意
す
べ
き
は
賢
治
が
保
阪
の
母
J

親
の
死
後
の
行
方
を
分
か
ら
な
い
も
の

と
し
て
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
の
ち
に
一
九
二
二
年
に
妹
ト
シ
小
笠
喪
っ
た
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際
の
創
作
に
お
い
て
そ
の
死
後
の
行
方
は
繰
り
返
し
間
わ
れ
る
が
、
死
者
の
行

方
と
い
う
問
題
意
識
の
端
緒
は
こ
の
保
阪
宛
書
簡
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ

る
死
者
の
行
方
に
関
す
る
賢
治
の
問
想
意
識
は
、
信
仰
に
基
づ
い
た
死
者
の
追

善
供
養
に
纏
わ
る
創
作
へ
と
結
実
し
て
い
く
。
こ
の
如
来
寿
量
品
第
十
六
に
よ

る
死
者
の
追
善
供
養
と
い
う
発
想
は
一
九
一
一
一
年
か
ら
一
九
二
三
年
に
か
け

て
執
筆
さ
れ
た
『
ひ
か
り
の
素
足
」
二
八
・
二
八
一

i
三
O
胆
]
と
い
う
童
話
作

品
に
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
幼
い
兄
弟
が
死
別
す
る
も
の
で

あ
る
。
あ
ら
す
じ
を
も
う
少
し
詳
し
く
追
っ
て
い
く
と
、
こ
れ
は
弟
の
楢
夫
が

「
風
の
又
三
郎
」
に
自
ら
が
湯
濃
さ
れ
野
辺
を
送
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
予
言
さ

れ
、
怯
え
て
泣
き
じ
ゃ
く
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
次
に
兄
弟
は
吹
雪
の
中
道
難

す
る
。
そ
し
て
「
う
す
あ
か
り
の
国
」
と
い
う
他
界
で
楢
夫
は
自
ら
が
「
死
ん

だ
ん
だ
。
」
と
言
っ
て
号
泣
す
る
。
そ
の
後
兄
弟
は
鬼
に
鞭
で
打
た
れ
な
が
ら

歩
か
さ
れ
る
が
、
「
に
よ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
だ
い
十
六
。
」
と
い
う
声
が
間

こ
え
て
き
た
の
を
一
郎
、
が
復
唱
し
た
こ
と
で
場
面
が
展
開
し
、
ひ
か
る
素
足
を

持
つ
「
大
き
な
り
っ
ぱ
な
人
」
が
登
場
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
そ
の
場
が
天
界
を

思
わ
せ
る
場
所
的
へ
と
変
貌
し
、
「
大
き
な
り
っ
ぱ
な
人
」
は
一
郎
に
「
お
前

は
一
度
あ
の
も
と
の
世
界
に
戻
る
の
だ
」
と
告
げ
る
。
物
語
の
最
後
で
兄
弟
は

村
人
た
ち
に
発
見
さ
れ
、
一
郎
は
息
を
吹
き
返
す
が
楢
夫
は
か
す
か
に
笑
っ
た

ま
ま
事
切
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

工
藤
哲
夫
は
こ
れ
が
『
日
蓮
上
人
御
遺
文
』
中
の
「
十
王
讃
嘆
紗

'g
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

ω。
「
十
王
讃
嘆
紗
」
は
肉
親
に
よ
る
死

者
の
追
善
供
養
の
功
徳
を
説
い
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
中
有

ω
の
状
態
に
あ

る
死
者
が
十
王
仙
の
責
め
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
ひ
か
り
の
素
足
』
に
お
い
て
一
郎
が
「
に
よ
ら
い
じ
ゅ
り
ゃ
う
ぼ
ん
。
」
と

復
唱
し
た
の
ち
に
楢
夫
が
鬼
に
鞭
で
打
た
れ
る
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
す
る
と
、
肉
親
に
よ
る
法
華
経
に
基
づ
い
た
追
善
と
い
う
「
十
王

讃
嘆
紗
」
と
同
じ
構
造
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
童
話
の
他
の
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
檎
夫
と
の
別
離
を
「
大
き
な
り

っ
ぱ
な
人
」
に
告
げ
ら
れ
た
一
郎
が
「
た
だ
手
を
合
わ
せ
目
を
伏
せ
て
立
っ
て

い
た
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
信
仰
に
基
づ
い
て
死
者
の
追
善
を
行
え
ば
死
者

が
天
界
に
導
か
れ
る
ゆ
え
、
遺
さ
れ
た
者
も
そ
の
死
を
穏
や
か
に
受
け
止
め
る

こ
と
が
出
来
る
筈
だ
と
い
う
賢
治
の
考
え
が
読
み
取
れ
る
描
写
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
童
話
は
「
凝
集
を
要
す

お
そ
ら
く
は
不
可
」
の
書
き
込
み
を

添
え
ら
れ
、
生
前
未
発
表
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た

ω。
こ
の
童
話
で
示
し
た

こ
と
は
賢
治
に
と
っ
て
帰
着
点
と
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
を
探
る
に
は
、
同
じ
く
死
者
の
行
方
を
主
題
と
し
て
描
か
れ
た

『
春
と
修
羅

第
一
集
』
に
お
け
る
妹
ト
シ
の
死
に
纏
わ
る
創
作
に
注
罰
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『
春
と
修
羅
第
一
集
』
は
賢
治
の
生
前
、

7し

西

年
に
自
費
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
無
声
働
央
」
と
名
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付
け
ら
れ
た
一
群
、
五
篇
{
二
・
二
二
七

i
一
五
回
]
と
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」

と
名
付
け
ら
れ
た
一
群
、
五
篇
{
二
・
一
五
五
l
一
八
六
]
の
合
わ
せ
て
十
篇
が

ト
シ
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
(
一
九
二
二
、

一
、
二
七
)
、
つ
ま
り
ト
シ
の

臨
終
の
日
付
を
附
さ
れ
た
「
永
訣
の
割
引
」
に
は
じ
ま
り
(
一
九
二
三
、
八
、

こ
の
「
噴
火
湾
(
ノ
ク
タ
ー
ン
)
」
を
最
後
に
収
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
挽
歌
群
は
『
ひ
か
り
の
素
足
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
て
い
る
。

し
か
し
追
善
に
成
功
し
て
い
る
『
ひ
か
り
の
素
足
』
と
は
大
き
く
異
な
り
、
追

善
を
行
お
う
と
し
て
も
ト
シ
の
行
方
を
確
信
す
る
こ
と
が
出
来
、
ず
、
悲
し
み
に

暮
れ
乍
ら
自
ら
の
信
仰
の
在
り
よ
う
に
苦
悩
す
る
賢
治
自
身
の
姿
が
表
白
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
以
下
に
「
永
訣
の
朝
」
の
一
部
を
引
用
す

る
け
ふ
の
う
ち
に

と
ほ
く
へ
い
っ
て
し
ま
う
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
よ

(
中
路
)

お
ま
へ
が
た
べ
る
こ
の
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
に

わ
た
く
し
は
い
ま
こ
こ
ろ
か
ら
い
の
る

ど
う
か
こ
れ
が
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
っ
て

お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に
聖
い
重
僅
を
も
た
ら
す
や
う
に

わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ

二
・
二
ニ
八
(
)
一
回

O]

「
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
i
ム
」
と
い
う
表
現
は
出
版
後
「
兜
率
の
天
の
食
」

[
一
了
三
五
六
}
へ
と
手
入
れ
さ
れ
る

ω
こ
と
か
ら
も
、
ト
シ
の
兜
率
天
往
生
を

祈
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
日
蓮
の
主
張
に
基
づ
い
て

法
華
経
の
功
徳
に
よ
る
死
者
の
追
善
供
養
を
行
っ
た
結
果
死
者
が
兜
率
天
に

往
生
す
る
と
い
?
王
張
は
、
一
九
一
八
年
に
保
阪
嘉
内
に
母
親
の
追
益
長
養
を

勧
め
た
と
き
か
ら
『
ひ
か
り
の
素
足
句
そ
し
て
こ
の
「
永
訣
の
朝
」

へ
も
引

き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る

ω。
こ
こ
に
は
ト
シ
と
い
う
個
へ
の
析
り
を
「
み

ん
な
」
へ
の
祈
り
へ
と
昇
華
さ
せ
よ
う
と
す
る
過
程
も
読
み
取
れ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
一
連
の
挽
歌
群
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
も
ト
シ
を
め

ぐ
る
創
作
は
続
く
。
こ
れ
と
間
じ
日
付
を
附
さ
れ
た
「
無
声
働
突
」
で
は
は
っ

き
り
と
賢
治
が
信
仰
に
苦
悩
し
て
い
る
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
以
下

に
引
用
す
る
。

あ
あ
巨
き
な
信
の
ち
か
ら
か
ら
こ
と
さ
ら
に
は
な
れ

ま
た
純
粋
や
ち
い
さ
な
徳
性
の
か
ず
を
う
し
な
ひ

わ
た
く
し
が
青
ぐ
ら
い
修
羅
を
あ
る
い
て
い
る
と
き

お
ま
へ
は
自
分
に
さ
だ
め
ら
れ
た
み
ち
を

ひ
と
り
さ
び
し
く
往
か

h

っ
と
す
る
か
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信
仰
を
一
つ
に
す
る
た
っ
た
ひ
と
り
の
み
ち
づ
れ
の
わ
た
く
し
が

あ
か
る
く
つ
め
た
い
精
進
の
み
ち
か
ら
か
な
し
く
つ
か
れ
て
ゐ
て

毒
草
や
蛍
光
菌
の
く
ら
い
野
原
を
た
だ
よ
ふ
と
き

お
ま
へ
は
ひ
と
り
ど
こ
へ
行
か
う
と
す
る
の
だ

12:9 

ま
た
(
一
九
二
三
、
六
、
四
)
の
日
付
を
附
さ
れ
た
「
白
い
鳥
」
に
は
以
下

の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

そ
れ
は
じ
ぶ
ん
に
す
く
ふ
ち
か
ら
を
う
し
な
っ
た
と
き

わ
た
く
し
の
い
も
う
と
を
も
う
し
な
つ

玉;

ト
シ
の
行
方
が
天
上
で
あ
る
こ
と
を
賢
治
は
繰
り
返
し
祈
る
が
、
す
ぐ
に
自

身
に
追
善
を
行
う
力
が
な
い
こ
と
を
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
賢
治
の
内

面
で
起
き
て
い
た
の
は
妹
の
死
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
の
は
自
身

の
信
仰
が
未
だ
確
か
な
も
の
に
な
り
え
て
い
な
い
ゆ
え
で
あ
る
と
い
う
解
釈

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
悲
し
み
と
信
仰
不
安
は
不
可
分
に
表
白
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

賢
治
が
自
身
の
信
仰
の
在
り
よ
う
に
苦
悩
し
て
い
た
証
左
と
し
て
、
ト
シ
の

追
善
を
確
信
を
持
っ
て
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
表
白
以
外
に
も
注
目

出
来
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
(
一
九
二
三
、
八
、

一
)
の
日
付
を
持
つ
「
車
内

森
挽
歌
」
に
登
場
す
る
。

《
み
ん
な
む
か
し
か
ら
の
き
ゃ
う
だ
い
な
の
だ
か
ら

け
っ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
っ
て
は
い
け
な
い
》

(
中
路
)

あ
あ

わ
た
し
は
け
っ
し
て
し
ま
せ
ん
で
し
た

あ
い
つ
が
な
く
な
っ
て
か
ら
あ
と
の
よ
る
ひ
る

わ
た
く
し
は
た
だ
の
一
ど
た
り
と

あ
い
つ
だ
け
が
い
い
と
こ
に
行
け
ば
い
い
と

さ
う
い
の
り
は
し
な
か
っ
た
と
お
も
ひ
ま
す
{
二
・
二
ハ
八
}

こ
の
く
だ
り
か
ら
は
賢
治
が
絶
え
ず
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」

を
意
識
し
続
け
る
こ
と
を
自
身
に
課
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ト
シ
を

喪
っ
た
悲
し
み
の
み
に
囚
わ
れ
続
け
る
こ
と
は
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い

は
い
」
を
意
識
し
続
け
る
上
で
あ
る
ま
じ
き
姿
で
あ
る
と
す
る
強
い

J

自
戒
の
念

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

賢
治
の
衆
生
救
済
意
識
は
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
八
年
の
間
に
法
華
経

と
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
れ
を
最
初
に
具
体
的
に
人
の
役
に
立
て
よ
う
と
し
た

の
が
保
版
嘉
内
に
母
親
の
追
善
供
養
を
勧
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
纏
わ
る

思
索
は
『
ひ
か
り
の
素
足
』
と
い
う
立
墨
付
に
一
日
一
は
結
実
し
た
。
し
か
し
一
九
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二
二
年
に
賢
治
に
と
っ
て
「
信
仰
を
一
つ
に
す
る
た
っ
た
ひ
と
り
の
み
ち
づ
れ
」

で
あ
っ
た
ト
シ
を
喪
っ
た
悲
し
み
が
あ
ま
り
に
も
痛
烈
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
自

身
の
信
仰
の
在
り
よ
う
に
確
信
を
持
て
な
い
葛
藤
へ
と
繋
が
っ
た
。
そ
れ
は
ト

シ
だ
け
を
折
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
自
覚
、
死
者
の
追
善
を
行
う
と
き
に

「
た
っ
た
ひ
と
り
」
を
祈
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
厳
し
い
自
身
へ
の
戒
め
を

生
み
、
衆
生
救
済
を
改
め
て
強
く
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
意
へ

と
繋
が
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
け
っ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
っ
て
は
い
け
な
い
」

決
意
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
あ
る
。
三
節
で
は
そ

れ
を
検
証
す
る
。

三
、
関
東
大
震
災
と
賢
治

先
の
節
で
は
賢
治
の
法
華
信
仰
が
死
者
の
追
善
供
養
と
い
う
具
体
性
を
帯

び
た
の
ち
ト
シ
の
死
を
め
ぐ
る
創
作
に
お
い
て
信
仰
上
の
苦
悩
と
密
接
に
な

っ
て
い
く
過
程
を
概
観
し
た
。

ム
つ
節
で
は
「
青
森
挽
歌
」
の
最
後
に
提
出
さ
れ
た
「
け
っ
し
て
ひ
と
り
を
い

の
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
決
意
が
関
東
大
震
災
後
の
危
機
感
と
結
び
付
き
、

創
作
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
検
証
す
る
。

関
東
大
震
災
が
発
生
し
た
の
は
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
一
九
二
三
年

九
月
一
日
で
あ
る
。
『
春
と
修
羅

第
一
集
』
に
お
い
て
ト
シ
の
死
に
纏
わ
る

最
後
の
創
作
は
生
前
未
発
表
の
『
春
と
修
羅

一
七
」
の
日
付
を
附
さ
れ
た
「
蓮
露
青
」
{
三
・
一

O
五(}一

O
七
}

第
二
集
』
に
お
い
て
ご
九

四
、
七
、

で
あ
る
為
、
震
災
発
生
時
に
も
未
だ
ト
シ
の
死
が
創
作
を
喚
起
す
る
ほ
ど
の
強

度
を
保
ち
続
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

一
連
の
挽
歌
群
に
続
け
て
収
録
さ
れ
て
い
る
「
風
景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
の
章

に
は
関
東
大
震
災
に
言
及
す
る
も
の
が
二
篇
あ
る
。
そ
れ
は
ご
九
二
三
、
九
、

二
ハ
」
の
日
付
を
附
さ
れ
た
「
宗
教
風
の
恋
」
と
吾
包
」
で
あ
る
。
ま
ず
以

下
に
「
宗
教
風
の
恋
」
の
一
部
を
引
用
す
る
。

信
仰
で
し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
を

な
ぜ
人
間
の
中
で
し
っ
か
り
捕
へ
ゃ
う
と
す
る
か

風
は
ど
う
ど
う
空
で
鳴
っ
て
い
る
し

東
京
の
避
難
者
た
ち
は
半
分
脳
膜
炎
に
な
っ
て

い
ま
で
も
ま
い
に
ち
法
げ
て
来
る
の
に

ど
う
し
て
お
ま
へ
は
そ
ん
な
医
さ
れ
る
答
の
な
い
か
な
し
み
を

わ
ざ
と
あ
か
る
い
そ
ら
か
ら
と
る
か
{
二
・
一
九
一
二

1
一
九
四
]

こ
れ
は
「
青
森
挽
歌
」
に
お
い
て
「
け
っ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
っ
て
は
い
け

な
い
」
と
-
記
し
た
こ
と
と
連
続
性
を
持
ち
、
そ
れ
に
「
東
京
の
避
難
者
」
の
イ

メ
i
ジ
を
重
ね
た
こ
と
で
そ
の
理
由
に
具
体
性
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
続
く
「
{
亙
」
に
お
い
て
は
「
東
京
は
い
ま
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
堺
な
の

だ
」
{
二
・
二

O
三
}
と
い
う
記
述
が
登
場
す
る
。
震
災
に
対
す
る
危
機
感
が
ト

シ
の
死
に
纏
わ
る
悲
し
み
に
の
み
浸
り
続
け
る
こ
と
へ
の
自
戒
と
な
っ
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
二
篇
と
同
じ
ご
九
二
三
、
九
、

二
ハ
」
の
日
付
を
持
つ
作
品
に
は
「
風

景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
と
「
風
の
偏
奇
」
の
二
篇
が
あ
り
、
関
東
大
震
災
後
初
め

て
創
作
を
行
っ
た
九
月
一
六
日
に
連
続
し
て
四
作
を
書
き
付
け
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
日
付
に
何
ら
か
創
作
欲
の
昂
ぶ
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が

な
い
。
他
に
同
じ
日
付
を
持
つ
連
続
し
た
創
作
と
し
て
は
『
春
と
修
羅

第

佳
己
中
で
は
ト
シ
臨
終
の
日
付
で
あ
る
(
一
九

一
、
二
七
)
を
付
さ

れ
た
「
永
訣
の
朝
」
「
松
の
針
」
「
無
声
働
央
」
の
三
部
作
が
挙
、
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
や
は
り
実
際
の
出
来
事
、
そ
れ
も
死
に
纏
わ
る
も
の
を

契
機
と
し
た
創
作
欲
の
昂
り
で
あ
ろ
う
。

賢
治
が
震
災
に
際
し
使
命
感
を
抱
い
た
根
拠
と
し
て
、
賢
治
が
信
奉
す
る
日

蓮
の
事
跡
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
可
能
性
を
栗
原
敦
が
指
摘
し
て
い
る
旬
。
歴

史
・
社
会
的
危
機
意
識
が
天
変
地
異
を
機
に
一
気
に
宗
教
的
使
命
感
の
確
信
に

ま
で
高
揚
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
だ
が
、
日
蓮
の
場
合
も
正
嘉
元
年

(
一
二
五
七
年
)
八
月
二
三
日
の
鎌
倉
の
大
地
震
に
触
発
さ
れ
、
う
ち
つ
づ
く

「
非
時
ノ
大
風
飢
鐘
大
疫
痕
大
兵
乱
」
(
『
災
難
針
治
紗
内
閣
』
)
の
災
厄
に
確
信

を
深
め
て
、
『
立
正
安
国
論
印
』
の
執
筆
、
幕
府
諌
言
へ
と
昇
り
つ
め
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
大
地
震
を
国
難
と
捉
え
使
命
感
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
い
く
日
蓮

の
姿
を
思
い
描
く
こ
と
で
、
賢
冶
呂
身
も
震
災
に
際
し
何
ら
か
の
使
命
感
を
抱

か
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
端
緒
を
先
の
二
篇
に
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

の
使
命
感
が
賢
治
が
文
学
を
通
じ
て
示
そ
う
と
し
た
「
衆
生
救
済
」
、

つ
ま
り

「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
の
か
た
ち
を
模
索
す
る
創
作
へ
と
結
び

付
い
た
の
で
あ
る
。

「
た
っ
た
ひ
と
り
」
を
析
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
厳
し
い
自
戒
が
震
災
に

際
す
る
使
命
感
と
重
な
っ
た
と
き
、
お
そ
ら
く
賢
治
は
大
量
死
に
患
い
を
馳
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
死
者
を
め
ぐ
る
創
作
を
行
い
、
そ
れ
を

ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
を
願
う
も
の
へ
と
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
た
と

推
測
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
ひ
か
り
の
素
足
』
や
『
春
と
修
羅

集
』
と
同
じ
よ
う
に
死
者
を
登
場
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
兄
弟
、

兄
妹
と
い
っ
た
閉
じ
た
関
係
の
年
少
者
の
み
で
は
な
く
、
複
数
の
死
者
を
登
場

さ
せ
る
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
を
執
筆
し
た
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
。

『
ひ
か
り
の
素
足
』
も
『
春
と
修
羅

第
一
集
』
に
お
け
る
挽
歌
群
も
共
に

肉
親
の
濃
密
な
一
対
一
の
関
係
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
。
し
か
し
『
銀
河
鉄

道
の
夜
』
に
お
い
て
、
主
人
公
の
ジ
ヨ
パ
ン
ニ
は
友
人
の
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
だ
け

で
は
な
く
タ
イ
タ
ニ
ツ
ク
号
の
犠
牲
者
を
思
わ
せ
る
{
丞
娃
教
師
の
青
年
と
幼

い
姉
弟
た
ち
と
も
交
流
す
る
。
こ
れ
は
震
災
に
よ
る
大
量
死
に
よ
っ
て
、
死
者

を
悼
む
と
い
う
個
人
的
な
問
題
が
し
か
し
同
時
多
発
的
に
起
き
う
る
こ
と
の
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連
想
か
ら
、
物
語
の
構
造
を
閉
じ
た
も
の
か
ら
開
か
れ
た
も
の
へ
と
転
換
す
る

必
然
に
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
春
と
修
羅

第
一
集
』
に
お
い
て
提
出

さ
れ
た
「
け
っ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
っ
て
は
い
け
な
い
」
戒
め
の
先
に
蓮
進
す

べ
き
場
所
を
手
探
る
一
環
と
し
て
、
大
量
死
を
伴
う
歴
史
的
事
件
と
接
点
を
持

つ
描
写
を
行
い
、
複
数
の
死
者
を
登
場
さ
せ
た
と
解
釈
出
来
る
の
で
あ
る
。

(
丞
庭
教
師
の
青
年
た
ち
は
「
ハ
ル
レ
ヤ
、

ハ
ル
レ
ヤ
。
」
の
声
が
響
く

ウ
ザ
ン
ク
ロ
ス
」
で
下
車
す
る
{
十
・
一
七

0
1
一
七
二
}
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン

を
思
わ
せ
る
人
々
で
あ
る
。
作
中
に
は
直
接
的
に
は
仏
教
要
素
を
寒
え
る
描
写

は
登
場
せ
ず
、
作
品
の
鑑
賞
に
高
度
な
宗
教
的
予
備
知
識
を
要
請
し
な
い
の
が

こ
の
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
賢

治
が
両
親
や
友
人
に
同
じ
信
仰
を
望
ん
だ
ゆ
え
に
関
係
が
悪
化
し
苦
悩
し
た

こ
と
の
反
映
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
賢
治
に
と
っ
て
の
至
上
の
命
題
は

「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
究
極
的
に
は
間

じ
信
仰
を
抱
き
得
な
い
人
々
も
共
に
幸
福
に
な
れ
る
方
法
を
希
求
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
旅
の
最
後
に
現
わ
れ
る
ブ
ル
カ
ニ

ロ
博
士
と
い
う
人
物
の
「
み
ん
な
が
め
い
め
い
じ
ぶ
ん
の
神
様
が
ほ
ん
た
う
の

神
さ
ま
だ
と
い
ふ
だ
ら
う
、
け
れ
ど
も
お
互
ほ
か
の
神
さ
ま
を
信
ず
る
人
た
ち

の
し
た
こ
と
で
も
涙
が
こ
ぼ
れ
る
だ
ら
う
」
[
十
・
一
七
回
(
〉
一
七
五
]
と
い
う

台
認
で
あ
る
。
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
は
死
者
の
他
に
も
幻
想
空
間
で
手
に
織

を
持
ち
生
許
を
営
ん
で
い
る
よ
う
な
人
物
が
多
数
登
場
す
る
。
彼
ら
の
中
に
は

罪
悪
感
な
く
鳥
を
捕
る
商
売
を
す
る
者
も
い
る
{
十
・
一
五

O]が
、
こ
の
鳥
は

「
天
の
川
川
の
砂
が
凝
っ
て
、
ぼ
お
っ
と
で
き
る
も
の
」
で
あ
り
地
面
に
触
れ
る

と
溶
け
て
消
え
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
現
実
世
界
の
殺
生
と
は
大
分
趣
を
異
に
す

る
血
生
臭
く
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
彼
に
対
し
て
抱
く
感
情

は
「
こ
の
ひ
と
の
ほ
ん
た
う
の
幸
に
な
る
な
ら
(
中
路
)
百
年
つ
ジ
け
て
立
つ

て
烏
を
と
っ
て
や
っ
て
も
い
、
ご
[
十
・
一
五
六
}
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
信
仰

が
違
う
人
々
も
賢
治
自
身
と
同
じ
だ
け
の
規
範
意
識
を
抱
か
な
い
人
々
も
こ

の
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
は
登
場
す
る
。
彼
ら
は
彼
ら
の
神
さ
ま
を
信
じ
、
ま

た
罰
さ
れ
る
こ
と
な
く
彼
ら
の
や
り
方
で
生
計
を
立
て
続
け
て
い
る
。
折
り
合

う
こ
と
が
難
し
く
、
し
か
し
共
に
あ
る
こ
と
を
希
求
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
他
者

の
姿
と
そ
の
共
存
の
か
た
ち
を
映
そ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
い
え
る
。

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
旅
が
進
む
に
つ
れ
、
最
初
に
鳥
掠
り
の
「
ほ
ん
た
う
の
幸
」

を
、
次
に
{
丞
庭
教
師
の
青
年
と
の
や
り
取
り
を
経
て
「
北
の
は
て
の
海
」
で
働

く
人
[
十
・
二
ハ

O}
の
幸
に
想
い
を
馳
せ
、
旅
の
最
後
に
「
ほ
ん
た
う
に
み

ん
な
の
幸
の
た
め
な
ら
ば
僕
の
か
ら
だ
な
ん
か
百
ぺ
ん
灼
い
て
も
か
ま
は
な

い
」
[
十
・
一
七
二
]
と
い
う
決
意
を
述
べ
る
。
こ
の
ム
口
調
に
こ
そ
賢
治
の
『
銀

河
鉄
道
の
夜
』
執
筆
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
思
索
の
集
大
成
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
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結以
上
三
節
に
わ
た
り
、
賢
治
の
信
仰
と
創
作
が
死
者
の
問
題
と
結
び
付
き
、

震
災
に
際
し
た
使
命
感
を
以
て
『
銀
、
河
鉄
道
の
夜
』
へ
と
結
実
し
て
い
く
過
程

を
追
っ
た
。

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
旅
の
終
盤
、
ジ
ヨ
パ
ン
ニ
が
決
意
を
述
べ
た
の
ち
「
カ

ム
パ
ネ
ル
ラ
、
僕
た
ち

諸
に
行
か
う
ね
え
」
{
十
・
一
七
三
(
〉
一
七
四
]
と
語

り
掛
け
た
と
き
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
既
に
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
し
て
絢
を
打

っ
て
泣
き
出
し
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
前
に
ブ
ル
カ
ニ
口
と
い
う
名
の
博
士
が
登

場
し
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
死
を
告
げ
る
と
同
時
に
「
お
ま
へ
は
さ
っ
き
考
え
た

や
う
に
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
い
ち
ば
ん
の
幸
福
を
さ
が
し
み
ん
な
と
一
し
ょ
に

早
く
そ
こ
に
行
く
が
い
〉
、
そ
こ
で
ば
か
り
お
ま
へ
は
ほ
ん
た
う
に
カ
ム
パ
ネ

ル
ラ
と
い
つ
ま
で
も
い
っ
し
ょ
に
行
け
る
の
だ
」
{
十
・
一
七
四
}
と
述
べ
る
。

こ
こ
に
『
春
と
修
羅

第
一
集
』
に
お
け
る
挽
歌
群
と
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に

お
け
る
明
確
な
違
い
が
示
さ
れ
て
い
る
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
い
う
「
た
っ
た
ひ

と
り
」
の
行
方
を
祈
る
こ
と
と
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
を
求
め

る
こ
と
の
一
致
が
一
不
さ
れ
て
い
る
為
で
あ
る
。

司
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は
そ
の
執
筆
時
期
に
注
目
し
た
場
合
、
杉
野
要
吉
が
提

唱
す
る
「
関
東
大
震
災
後
文
学
竺
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
急
激
な

近
代
化
が
推
し
進
め
ら
れ
た
時
代
に
東
京
と
い
う
文
明
の
中
心
地
が
灰
燐
と

化
し
た
こ
と
は
人
々
の
内
面
に
喚
起
し
た
も
の
の
規
模
に
お
い
て
も
未
曾
有

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
文
壇
に
も
衝
撃
が
走
り
、
例
え
ば
菊
池
寛
は
震
災
笹
後
に

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
然
の
大
き
い
壊
滅
の
力
を
見
た
。
自
然
が
人
間
に
少
し
で
も
、
好

者
芋
)
持
っ
て
ゐ
る
と
云
ふ
や
う
な
考
へ
方
が
、
ウ
ソ
だ
と
云
ふ
こ
と
を
、

つ
く
づ
く
知
っ
た
。
宇
宙
に
人
間
以
上
の
存
在
物
が
あ
り
、
そ
れ
が
人

間
を
保
護
し
て
ゐ
る
と
か
、
叱
責
す
る
と
か
云
ふ
信
仰
も
み
ん
な
出
鱈

目
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

ω

賢
治
が
菊
池
寛
の
言
説
に
触
れ
て
い
た
か
は
資
料
の
限
界
上
確
認
出
来
な

い
が
、
彼
が
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
ブ
ル
カ
ニ
ロ
に
語
ら
せ
る
こ
と
は
そ
れ
と

対
照
的
で
あ
る
。
現
在
は
水
素
と
酸
素
で
出
来
て
い
る
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
水
が
昔
は
水
銀
と
硫
黄
で
出
来
て
い
る
と
議
論
さ
れ
た
と
い
う
例
や
、
紀
元

前
二
千
二
百
年
と
紀
元
前
千
年
の
そ
れ
ぞ
れ
の
頃
に
考
え
ら
れ
て
い
た
歴
史

と
地
理
の
対
比
、
ま
た
「
ち
ゃ
ん
と
ほ
ん
た
う
の
考
え
と
う
そ
の
考
え
を
わ
け

て
し
ま
へ
ば
そ
の
実
験
の
方
法
さ
へ
き
ま
れ
ば
も
う
信
仰
も
化
学
と
伺
じ
ゃ

う
に
な
る
」
{
十
・
一
七
五
]
と
い
う
考
え
を
ブ
ル
カ
ニ
ロ
は
示
す
の
で
あ
る
。

賢
治
は
ブ
ル
カ
ニ
ロ
を
通
じ
て
信
仰
を
確
か
な
も
の
と
す
る
手
段
が
生
ま
れ

る
こ
と
を
望
み
、
過
去
と
よ
り
旧
い
過
去
と
の
対
比
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
あ
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た
か
も
現
在
か
ら
未
来
へ
の
進
歩
と
発
展
へ
望
み
を
繋
ご
う
と
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
復
興
へ
の
願
い
を
も
表
現
の
射
程
に
入
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
克
受
け
ら
れ
る
。
菊
池
寛
の
よ
う
に
中
央
の
文

壇
で
発
言
力
の
あ
る
人
物
が
拠
り
所
た
る
も
の
の
喪
失
を
述
べ
る
中
、
大
量
死

と
接
点
を
持
つ
作
品
の
最
後
で
、
拠
り
所
た
り
え
る
も
の
へ
の
信
頼
を
改
め
て

確
認
し
、
主
人
公
を
励
ま
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
こ
の
ブ
ル
カ
ニ
ロ
な
の

で
あ
る
。

震
災
に
際
し
た
創
作
意
欲
の
昂
ぶ
り
は
、
賢
治
の
衆
生
救
済
者
識
と
死
者
の

追
善
の
問
題
と
を
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
、
更
に
は
大
量
死
を
経
た
上
で
未
来

へ
と
希
望
を
繋
ぐ
作
品
と
し
て
結
実
し
た
。
本
発
表
で
は
紙
幅
の
都
合
上
賢
治

が
仏
典
以
外
に
摂
取
し
て
い
た
思
想
を
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
生
涯
を
貫
く

「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
い
」
の
希
求
を
示
す
重
層
構
造
が
こ
の
作
品

に
は
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

。
一
年
三
月
一

一
日
の
東
日
本
大
震
災
以
降
注
目
を
集
め
て
い
る
賢

治
で
あ
る
が
、
そ
の
引
用
は
賢
治
自
身
が
過
酷
な
環
境
に
お
い
て
人
々
の
暮
ら

し
ぶ
り
の
改
善
を
願
い
尽
力
し
た
側
面
に
注
目
し
た
も
の
が
多
い
。
し
か
し
震

災
後
に
彼
の
作
品
を
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
賢
治
自
身
も
震
災
後
と
い
う
無
残
な

大
量
死
と
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
を
生
き
、
創
作
に
お
い
て
死
者
の
行

方
を
間
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
と
表
白
し
た
こ
と
や
、
「
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う
の

さ
い
は
い
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
る
こ
と
で
皆
が
共
に
抱
き
う
る
よ
り
ど

こ
ろ
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
島
菌
進
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
震
災
後
に
生
き
て
い
る
私
た
ち
の
心

を
支
え
る
力
を
恵
む
過
去
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て

ω読
む
こ
と
が
出
来
る
可

能
性
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、

口
頭
発
表
「
関
東
大
震
災
と
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
(
第
八
回
筑

波
大
学
研
究
会
、
二

O
一
四
年
八
月
)
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

本
文
中
の
宮
沢
賢
治
の
引
用
は
全
て
コ
詑
校
杢
呂
津
賢
治
全
集
』
(
筑
摩
書

一
九
九
六

i
二
O
O九
)
に
依
る
。
引
用
の
最
後
に
は
{
巻
数
・
頁
数
}
を

一尻、表
記
す
る
。

(
宇
品
交
」
の

し
ず
か

筑
波
大
学
大
学
院
)

+ヱ
ぷ

zn

(1) 

。
年
六
月
五
日
に
ロ
ン
ド
ン
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
l
寺
院
で
行
わ
れ
た

「
東
日
本
大
震
災
追
悼
式
」
に
お
い
て
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
が
朗
読
さ
れ
た
こ
と

等
を
端
緒
に
、
賢
治
は
国
内
外
で
注
目
を
浴
び
た
。

ω
宮
沢
賢
治
コ
新
}
校
杢
宮
沢
賢
治
全
集
第
主
査
校
一
築
基
(
以
下
己
主
全
集
』
)
、

筑
摩
蓬
田
川

一
九
九
五
年
、
十
頁
。
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ω
栗
原
敦
『
宮
沢
賢
や
さ
明
な
軌
道
の
上
か
ら
』
、
新
宿
書
一
局

一
九
九
二
年
、

二
1
一
二
二
t

弓

ω
上
田
哲
『
宮
沢
賢
治
そ
の
理
想
世
界
へ
の
道
程
改
訂
盤
、
明
治
書
院
、

一
九
八
八

年
、
二

o
i
=
貢。

ω
奥
山
文
幸
『
宮
沢
賢
治

『
春
と
修
羅
』
論

i
風
景
と
映
像
』
、
双
文
社
、

九

九
七
年
、
二
四

0
1二
四
三
頁
。

ω
コ
新
}
全
集
第
十
六
巻
(
下
)
本
文
篇
』
、
十
六

1
十
七
頁
。

ω
伊
藤
博
之
校
注
『
歎
異
抄
三
帖
和
賛
』
、
新
潮
社
、

ω
青
江
舜
二
郎
『
宮
沢
賢
仏
記
、
講
談
社
、

一
九
八
一
年
、
十
一
一
百
勺

一
九
七
四
年
、
六
七
r

弓

(9) 

一
九
一
二
年
一
二
月
か
ら
大
正
一
五
年
三
月
ま
で
稗
貫
郡
立
稗
貫
農
学
校
教
諭
と

し
て
勤
め
て
い
る
。

(10) 

一
九
二
六
年
に
設
皿
時
こ
の
名
称
で
活
動
し
た
の
は
一
九
二
七
年
八
月
か
ら
翌
年

三
月
迄
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
臨
終
の
前
田
で
あ
る
一
九
三
三
年
九
月
二
十
日
迄

病
身
を
お
し
て
近
隣
農
民
の
肥
料
相
談
に
乗
っ
て
い
る
。

ω
多
国
幸
正
『
宮
沢
賢
治
愛
と
信
仰
と
実
践
』
、
有
精
堂
出
版
、

一
九
八
七
年
、

O
九
一
弓

ω
呉
善
華
ヨ
呂
沢
賢
治
初
律
す
る
，
魂
』
、
東
海
大
学
出
版
会
、
二

0
0
0年、

ー
三
四
頁
。

ω
元
日
蓮
宗
僧
侶
・
田
中
智
学
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
法
華
{
一
軍
丞
仕
家
仏
教
団
体
。

一
八
八

O
年
に
結
成
し
た
柑
翠
套
を
端
緒
と
し
、
一
九
一
四
年
に
国
柱
会
に
改
名
。

凶
上
田
前
掲
霊
園
、
六
一

1
六
回
t

弓

ω
高
知
尾
智
耀
「
宮
沢
繁
治
の
思
い
出
」
(
『
真
世
界
』
真
世
界
社
一
九
六
七
年
)
、
一
一

O
弓

ω
田
中
智
学
講
述
司
自
蓮
主
義
教
日
主
人
観
第
一
巻
』
、
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
間
年
、

六
八

1
六
九
一
員
。

ω
父
政
次
郎
が
日
蓮
宗
に
改
{
主
7
る
の
は
賢
治
の
没
後
で
あ
る
。

ω
宮
下
降
二
『
イ
i
ハ
ト
i
ブ
と
満
州
国
』
、
富
山
司
研
究
一
的
、
二

O
O七
年
、
三
田

真。

(19) 

一
九
一
二
年
頃
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
生
前
未
発
表
。

一
九
二
七
年
頃
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
生
前
未
発
表
。

位功位1)

一
九
一
八
年
五
月
一
九
日
付
保
阪
嘉
内
宛
童
謡
に
て
「
私
は
春
か
ら
生
物
の
か
ら

だ
を
食
ふ
の
を
や
め
ま
し
た
」
と
述
べ
て
以
後
五
年
間
、
及
び
農
学
校
退
職
後
の

独
居
自
炊
時
代
に
菜
食
を
行
っ
て
い
る
。

ω
島
地
大
等
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
の
こ
と
。
赤
い
装
丁
で
あ
っ
た
。

ω
加
藤
文
雅
編
『
日
蓮
上
人
御
遺
文
』
師
子
王
文
庫
、
一
九
一

O
年
、
二
九
七
五

1

ニ
O
七
八
頁
。

凶
鈴
木
健
司
『
宮
沢
賢
治
幻
相
品
工
間
の
構
造
』
蒼
丘
書
林
、

一
九
九
密
年
、
七

0
1

七
三
頁
。

ω
加
藤
前
掲
書
~

M
W

工
藤
哲
夫
『
一
賢
治
考
証
』
、
和
泉
書
院
、
二

O
一
O
年
、
二
八

1
一
ニ
二
真
。

二
密
八
頁
。
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ω
法
華
経
の
普
賢
主
義
勧
発
品
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
、
及
び
先
に
挙
げ
た
「
上

野
尼
御
前
御
返
事
」
に
追
善
供
養
後
の
死
者
の
行
先
が
「
都
率
の
内
~
島
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
ひ
か
り
の
素
足
』
中
の
天
人
が
登
場
し
音
楽
を
奏
で

る
描
写
等
か
ら
、
こ
の
天
界
は
お
そ
ら
く
兜
率
天
で
あ
る
。

ω
加
藤
前
掲
宏
一
汽
五
四

1
八
O
一再

ω
工
藤
前
掲
幸
一
貫
一

0
1二
回
頁
。

ω
仏
教
で
人
が
死
ん
で
か
ら
四
九
日
間
の
こ
と
。

ω
道
教
や
仏
教
で
亡
者
の
審
判
を
行
う
。

ヱ
新
〕
全
集
第
八
巻
校
異
篇
』
、

(32) 

二
七
頁
。

ω
通
称
「
宮
沢
家
手
入
れ
本
」
に
は
出
版
時
か
ら
か
な
り
の
改
稿
が
行
わ
れ
て
い
る
。

『
{
新
〕
全
集
第
二
巻
』
に
は
自
費
出
販
時
と
「
宮
沢
家
手
入
れ
本
」
の
両
方
が
本

文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ω
註
M
W
参昭…

M
W

栗
原
前
掲
書
、
七
九
頁
。

ω
加
藤
前
掲
書
、
二
九
九

1
三
O
八
t

弓

倒
加
産
別
掲
養
三
七
一
ニ

1
三
九
二
罵

M
W

明
治
・
大
正
・
昭
和
を
ひ
と
ま
と
め
に
見
た
と
き
そ
の
お
よ
そ
半
ば
の
転
換
期
に

起
き
た
関
東
大
震
災
を
区
切
り
と
し
、
そ
れ
が
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
慮
し

た
区
分
の
こ
と
。
杉
野
洋
吉
宗
関
東
大
震
災
後
文
学
》
史
・
試
論

明
の
発
展
と
人
間
の
運
命
」
(
『
社
会
文
学
』
第
八
号
、

一
九
九
四
年
、
二

1
二ニ

頁
所
収
)
、
三
頁
参
照
。

倒
菊
池
寛
「
災
後
雑
感
」
(
『
文
喪
主
骨
秋
』
文
藍
春
秋
社
、

一
的
収
、
二

O
二
年
五
月
号
、
二
六
二

1
二
六
三
頁
再
録
所
見
)

一
九
二
三
年
、

(40) 

己最
xさ
ロ=司

宅長
習会
主存 死
|間生
出観
版主

iVL 
=む

~ 

二
月
号

明
治
武
士
道
か
ら
「
お
く
り
び
と
」
へ
』
、
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