
紀
行
文
学
に
お
け
る
事
実
と
真
実

吉
田
健
一
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
め
ぐ
っ
て

紛
島
　
内
　
裕
　
子

要

旨

　
本
稿
は
、
紀
行
文
学
に
お
け
る
事
実
と
真
実
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
具
体
例
と
し
て
吉
田
健
一
の
「
塗
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

「
薫
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
号
の
雑
誌
『
旅
』
に
掲
載
さ
れ
た
短
い
作
品
で
、
埼
玉
県
児
玉
町
の
訪
問
記
で
あ
る
。
そ
の
後
、
『
随
筆
　
酒
に

呑
ま
れ
た
頭
』
（
昭
和
三
十
年
刊
）
や
『
日
本
に
就
い
て
』
（
昭
和
三
十
二
年
刊
）
な
ど
の
吉
田
健
一
の
単
行
本
に
所
収
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
四

十
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
各
種
の
文
学
全
集
に
も
、
吉
田
健
一
の
収
録
作
品
と
し
て
繰
り
返
し
再
録
さ
れ
た
。
昭
和
五
十
年
代
以
後
に
編
ま
れ
た
各
種
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
…

に
も
、
こ
の
作
品
が
選
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
学
者
た
ち
の
エ
ッ
セ
イ
な
ど
で
も
言
及
さ
れ
た
り
、
か
な
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
覧
る
田

舎
町
の
魅
力
」
は
短
編
で
は
あ
る
が
、
吉
田
健
一
の
代
表
作
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

　
本
稿
で
は
考
察
の
順
序
と
し
て
、
「
煮
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
文
学
史
的
な
定
位
を
図
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
の
作
品
の
再
録
状
況
を
概
観
し
、
次
に
他
の
文
学
者
た

ち
の
論
評
を
検
討
す
る
。
そ
れ
ら
の
作
業
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
内
容
を
再
確
認
す
る
。
吉
田
健
一
の
児
玉
訪
問
か
ら
現
在
ま
で
、
す
で
に

五
十
年
近
い
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
の
で
、
現
地
調
査
に
は
か
な
り
の
困
難
を
伴
っ
た
が
、
幸
い
当
時
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
人
々
か
ら
貴
重
な
回
想
談
を
聞
く
こ

と
が
出
来
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
児
玉
ゆ
か
り
の
人
々
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
作
品
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
事
実
を
発
掘
す
る
こ
と
も
で

き
た
。

　
こ
の
作
品
に
は
、
吉
田
健
一
が
児
玉
町
を
再
訪
し
た
時
の
こ
と
が
主
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
最
初
の
児
玉
訪
問
が
い
つ
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
年
月
日
を
特
定

で
き
た
。
当
時
の
児
玉
の
文
学
環
境
も
浮
か
び
上
が
り
、
「
詰
る
田
舎
町
の
魅
力
」
誕
生
の
直
接
の
契
機
と
、
そ
の
背
景
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
吉
田
健
一

の
児
玉
再
訪
が
、
彼
単
独
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
吉
田
健
一
の
文
学
的
交
友
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
緊

密
な
交
友
が
や
が
て
は
同
人
雑
誌
『
聲
』
発
刊
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
文
学
史
の
流
れ
の
中
で
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
事

実
と
真
実
が
ど
の
よ
う
に
織
り
込
ま
れ
て
す
ぐ
れ
た
紀
行
文
学
と
な
り
う
る
の
か
を
解
明
し
、
こ
の
作
晶
の
文
学
的
な
達
成
を
考
察
し
た
い
。
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は
じ
め
に

　
『
徒
然
草
』
の
中
で
兼
好
が
、
「
い
つ
く
に
も
あ
れ
、
し
ば
し
旅
立
ち

た
る
こ
そ
、
目
さ
む
る
心
地
す
れ
」
（
第
十
五
段
）
と
書
い
て
い
る
よ
う

に
、
人
は
旅
に
出
る
と
旬
常
生
活
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
感
興
を
覚

え
る
。
た
だ
し
、
『
徒
然
草
』
に
お
い
て
こ
そ
旅
と
い
う
も
の
が
こ
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
文
学
作
品
で
描
か
れ
た
旅
は
、
古
典

文
学
の
場
合
、
か
な
り
類
型
化
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
贈
爵
歌
は
勅
撰
集

の
部
立
に
な
っ
て
い
る
が
、
中
世
ま
で
は
旅
の
歌
と
い
え
ば
、
故
郷
の

人
々
と
の
別
れ
を
伴
う
辛
く
悲
し
い
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
旅
先
で
の

慣
れ
ぬ
野
宿
の
わ
び
し
さ
や
心
細
さ
、
故
郷
に
残
し
て
き
た
親
し
い
人
々

へ
の
懐
か
し
さ
や
再
会
へ
の
危
惧
が
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
詠
ま
れ
て
き

た
。
旅
の
楽
し
さ
や
見
知
ら
ぬ
土
地
を
訪
ね
た
新
鮮
な
感
動
が
詠
ま
れ
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
一
方
、
鎌
倉
に
幕
府
が
開
設
さ
れ
て
以
来
、
京
都
と
鎌
倉
の
往
還
が
盛

ん
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
『
海
道
記
』
『
東
霞
紀
行
』
『
十
六
夜
日
記
』
の

よ
う
な
鎌
倉
下
向
を
目
指
す
東
海
道
の
旅
が
散
文
作
品
で
描
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
南
北
朝
・
室
町
時
代
以
後
は
、
歌
人
・
連
歌
師
・
武
将
た
ち

に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
全
国
各
地
へ
の
旅
が
描
か
れ
て
い
る
。
南
北
朝
時
代

の
歌
人
宗
久
に
よ
る
『
都
の
つ
と
』
は
、
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
を
思
わ

せ
る
よ
う
な
塩
釜
・
松
島
へ
の
旅
を
含
む
大
旅
行
で
あ
る
。
宗
祇
の
『
白

河
紀
行
』
や
『
筑
紫
道
記
』
、
今
川
了
俊
の
『
道
行
き
ぶ
り
』
や
細
川
幽

斎
の
『
九
州
道
の
記
』
な
ど
に
は
、
戦
乱
の
時
代
の
影
が
差
し
て
い
る

が
、
内
容
の
中
心
は
各
地
の
歌
枕
探
訪
で
あ
る
。
中
世
の
時
代
に
盛
ん
に

な
っ
た
こ
れ
ら
の
紀
行
文
学
に
お
い
て
、
古
典
文
学
の
舞
台
や
歴
史
上
の

事
件
が
起
こ
っ
た
土
地
を
直
接
訪
ね
た
感
慨
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
表
現

自
体
は
『
伊
勢
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
な
ど
や
著
名
な
和
歌
を
引
用
し
な

が
ら
書
き
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
古
典
に
お
け
る
紀
行
文
学
は
、
実
際
の
旅
の
体
験
が
、
必
ず
と
い
っ
て

よ
い
ほ
ど
そ
れ
以
前
の
著
名
な
和
歌
や
散
文
の
世
界
と
重
層
し
て
い
る
。

そ
し
て
旅
を
描
く
と
い
う
こ
と
が
単
に
行
程
の
記
録
で
は
な
く
、
古
典
的

な
表
現
の
引
用
な
ど
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
作
品
と
し
て
の
執
筆
が
意
図
さ

れ
る
時
、
お
そ
ら
く
ど
の
紀
行
文
学
で
あ
っ
て
も
そ
の
一
部
は
、
実
際
に

行
っ
た
旅
と
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
昭
和
の
時
代
に
な
っ
て

『
長
良
旅
日
記
』
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
奥
の
細
道
』
の
記
述

の
創
作
性
が
明
ら
か
な
り
、
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
時
、
最
も
明
瞭

に
な
っ
た
の
は
、
芭
蕉
の
創
作
力
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
無
意
識
の
う

ち
に
現
代
人
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
き
た
事
実
重
視
の
姿
勢
で
あ
り
、
そ

れ
が
現
代
人
の
文
学
観
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
旅
と
い
う
実
際
の
体
験
に
基
づ
く
紀
行
文
学
に
お
い
て
、
事
実
と
真
実

と
は
何
で
あ
る
か
。
説
話
の
世
界
に
お
い
て
は
、
平
安
時
代
の
能
因
が
、

実
は
旅
に
な
ど
出
ず
に
都
の
自
分
の
庵
の
窓
か
ら
首
を
出
し
て
日
に
灼

け
、
い
か
に
も
遠
く
旅
立
っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
し
て
、
「
都
を
ば
霞
と
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と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
白
河
の
関
」
と
詠
ん
だ
と
い
う
伝
承
さ

え
あ
る
。
旅
の
文
学
に
お
け
る
虚
構
性
と
は
何
か
。
虚
構
に
よ
っ
て
こ
そ

伝
え
う
る
真
実
と
は
何
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
現
代
の
紀
行
文
学
か

ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
察
で
き
る
の
か
、
吉
田
健
一
の
「
或
る
田
舎
町

の
魅
力
」
を
め
ぐ
っ
て
、
考
え
て
み
た
い
。

口
　
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
初
出
と
再
録
状
況

1
　
初
出
誌

　
吉
田
健
一
の
「
滞
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
号
の

雑
誌
『
旅
』
（
第
二
十
八
巻
・
第
八
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
紀
行
文
で
あ
る
。

一
行
二
十
二
字
・
二
十
九
行
二
二
段
組
で
ち
ょ
う
ど
三
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

初
出
で
は
タ
イ
ト
ル
が
「
あ
る
田
舎
町
の
魅
力
」
と
表
記
さ
れ
、
「
児
玉

と
い
う
と
こ
ろ
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
初
出
で
は

新
字
・
新
仮
名
で
あ
り
、
ル
ビ
も
か
な
り
付
い
て
い
る
が
、
ル
ビ
は
再
録

時
に
は
ほ
と
ん
ど
削
除
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
、
八
高
線
折
原
駅
の
写
真

が
一
葉
と
関
連
地
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
地
図
は
東
は
鴻
巣
・

境
、
西
は
鬼
石
・
氷
川
、
南
は
八
王
子
・
浅
川
、
北
は
本
庄
・
児
玉
を
囲

む
地
域
の
略
図
で
あ
り
、
八
高
線
を
中
央
に
、
鉄
道
の
路
線
や
主
な
駅
が

書
き
入
れ
て
あ
る
の
で
、
記
事
を
読
む
の
に
便
利
で
あ
る
。
ま
た
、
内
容

に
応
じ
て
「
名
所
旧
蹟
の
な
い
町
」
「
八
高
線
に
ひ
か
れ
て
」
「
町
よ
し
酒

よ
し
」
と
い
う
小
見
出
し
が
つ
い
て
お
り
、
末
尾
に
（
文
芸
評
論
家
）
と

あ
る
。
写
真
・
地
図
・
小
見
出
し
な
ど
は
掲
載
誌
の
編
集
部
で
つ
け
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
後
に
こ
の
作
品
が
吉
田
健
一
の
著
作
に
入
っ
た
時
に

は
当
然
省
略
さ
れ
て
い
る
。
副
題
に
つ
い
て
は
、
吉
田
健
一
自
身
が
つ
け

た
可
能
性
も
あ
る
が
、
再
録
の
際
に
副
題
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
雑
誌
『
旅
』
は
、
財
団
法
人
日
本
交
通
公
社
発
行
の
月
刊
誌
で
、
吉
田

健
一
は
こ
の
雑
誌
に
、
昭
和
二
十
六
年
頃
か
ら
昭
和
三
十
九
年
頃
ま
で
ほ

ぼ
毎
年
一
、
二
回
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
後
に
単
行
本

に
収
め
ら
れ
た
が
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
号
の
「
姫
路
か
ら
博
多
ま
で
」

や
昭
和
三
十
五
年
一
月
号
の
「
新
潟
で
雑
煮
を
祝
っ
て
み
た
い
」
、
同
二

月
号
の
「
『
ね
ぎ
ま
』
と
『
あ
ん
こ
う
鍋
』
」
、
同
三
月
号
の
「
味
噌
漬
に

は
熱
い
ご
飯
が
合
う
」
な
ど
、
単
行
本
未
収
録
の
も
の
も
あ
る
。

　
『
旅
』
掲
載
作
品
の
中
で
、
昭
和
三
十
年
七
月
号
に
「
羽
越
路
二
人
三

脚
」
の
タ
イ
ト
ル
で
河
上
徹
太
郎
と
と
も
に
執
筆
し
た
新
潟
か
ら
酒
田
へ

の
旅
は
、
後
に
「
羽
越
瓶
子
行
」
の
題
で
単
行
本
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
も
「
盛
る
田
舎
町
の
魅
力
」
と
通
じ
る
紀
行
文
学
と
見
倣
す
こ
と
が

で
き
る
。

2
　
吉
田
健
一
の
著
作
へ
の
再
録

　
次
に
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
が
吉
田
健
一
の
著
作
の
中
に
ど
の
よ

う
に
再
録
さ
れ
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
。
そ
の
際
に
、
こ
の
作
品
を
読
ん

だ
人
々
に
よ
る
言
及
も
併
せ
て
示
し
、
「
薫
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
流
布

状
況
を
概
観
し
た
い
。
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①
『
随
筆
酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
（
昭
和
三
十
年
八
月
刊
、
新
潮
社
）

　
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
含
め
て
十
七
編
の
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
な
ど

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
収
録
作
品
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
『
吉
田
健
一
著

作
集
』
（
集
英
社
）
の
第
二
巻
解
題
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
省
略
す
る

が
、
こ
の
本
は
後
に
解
体
さ
れ
て
、
「
国
籍
が
な
い
大
使
の
話
」
「
酒
宴
」

な
ど
の
短
編
小
説
は
『
酒
宴
』
に
、
「
飲
み
食
い
の
思
い
出
」
「
饗
宴
」
の

二
編
は
『
舌
鼓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』
に
、
「
昔
の
思
い
出
」
「
母
に
就
い
て
」

な
ど
は
『
三
文
紳
士
』
に
、
「
お
芽
出
た
い
幻
想
」
「
屠
蘇
が
飲
め
る
ま

で
」
な
ど
は
『
作
法
無
作
法
』
に
と
い
う
よ
う
に
、
内
容
ご
と
に
異
な
る

単
行
本
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
「
跨
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
「
女
と
社
交

に
つ
い
て
」
と
と
も
に
、
次
項
の
『
日
本
に
つ
い
て
』
に
再
録
さ
れ
た
。

な
お
、
雑
誌
『
あ
る
び
よ
ん
』
昭
和
三
十
年
十
一
月
号
の
コ
頁
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
」
で
は
、
「
更
に
最
近
の
ヒ
ッ
ト
随
筆
集
と
し
て
は
『
酒
に
呑
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

れ
た
頭
』
が
あ
る
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
②
『
日
本
に
つ
い
て
』
（
昭
和
三
十
二
年
八
月
刊
、
講
談
社
）

　
こ
の
本
は
、
昭
和
二
十
年
代
の
半
ば
頃
か
ら
昭
和
三
十
二
年
五
月
ま
で

に
、
主
と
し
て
各
種
の
雑
誌
に
発
表
し
た
作
品
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
含
め
て
十
二
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

本
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
吉
田
健
一
自
身
「
後
記
」
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
　
　
今
ま
で
書
い
た
も
の
の
中
か
ら
日
本
の
こ
と
を
扱
っ
た
も
の
を
集

　
　
め
て
見
た
の
が
、
こ
の
本
で
あ
る
。
そ
れ
が
目
安
に
な
っ
た
の
で
、

　
　
形
式
は
批
評
、
随
筆
、
又
そ
の
何
れ
と
も
付
か
な
い
も
の
と
い
ふ
風

　
　
に
区
々
で
あ
る
が
、
題
材
で
統
一
し
て
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
構
は
な

　
　
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
又
、
こ
の
標
準
に
従
っ
た
の
で
、
中
に

　
　
は
既
に
他
の
本
に
入
れ
た
も
の
も
、
雑
誌
に
出
な
か
っ
た
も
の
も
あ

　
　
つ
て
、
そ
の
点
で
も
一
定
し
て
み
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
れ
は
日
本

　
　
に
就
て
書
い
た
本
な
の
で
あ
る
。

　
日
本
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
を
ま
と
め
た
と
明
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

ら
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
も
た
だ
単
に
児
玉
の
魅
力
を
書
い
た
紀
行

文
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
局
的
な
視
点
を
こ
の
作
品
に
込
め
た
と
い
う
意

識
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
も
「
批
評
、
随
筆
、

又
そ
の
何
れ
と
も
付
か
な
い
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
彼
の
ジ
ャ
ン

ル
意
識
が
あ
ら
わ
れ
た
言
葉
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
す

る
が
、
こ
の
本
が
第
四
回
新
潮
文
学
賞
を
受
賞
し
た
際
の
「
選
二
六
」
に

は
、
吉
田
健
一
に
対
す
る
当
時
の
文
学
的
な
評
価
が
反
映
し
て
い
る
。
河

上
徹
太
郎
は
「
こ
れ
は
随
筆
の
形
で
綴
ら
れ
た
評
論
」
で
あ
る
と
評
し
、

小
林
秀
雄
は
「
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
今
日
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
独
特
な
文

体
を
創
り
出
し
た
」
と
評
し
て
い
る
。

　
③
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
第
七
巻
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
刊
、
垂
水
書

房
）　

前
項
の
単
行
本
『
日
本
に
つ
い
て
』
お
よ
び
『
ひ
ま
つ
ぶ
し
』
の
二
冊

を
収
め
る
。
「
著
作
集
付
記
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
「
日
本
に
つ
い
て
」
と
「
ひ
ま
つ
ぶ
し
」
は
何
れ
も
講
談
社
か
ら
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出
た
。
そ
の
「
ひ
ま
つ
ぶ
し
」
の
後
記
に
あ
る
通
り
、
こ
れ
は
「
続

　
　
日
本
に
つ
い
て
」
と
い
ふ
題
を
付
け
る
積
り
で
る
た
位
で
、
二
つ
を

　
　
一
冊
に
纏
め
て
も
い
い
か
と
考
へ
、
さ
う
い
ふ
場
合
に
は
最
初
に
出

　
　
た
方
の
本
の
発
行
年
月
で
順
序
を
決
め
る
こ
の
著
作
集
の
方
針
に
従

　
　
つ
て
、
こ
れ
を
第
七
巻
と
し
た
。

　
な
お
、
後
述
す
る
種
村
季
弘
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
「
診
る
田
舎
町
の
魅

力
」
を
こ
の
垂
水
圭
旦
房
版
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
で
読
ん
だ
と
あ
る
。

　
④
『
吉
田
健
一
全
集
』
第
四
巻
（
昭
和
四
十
三
年
三
月
刊
、
原
書
房
）

　
こ
の
原
書
房
版
『
吉
田
健
一
全
集
』
は
未
見
で
あ
る
が
、
『
吉
田
健
一

集
成
』
別
巻
（
一
九
九
四
年
六
月
刊
、
新
潮
社
）
の
「
吉
田
健
一
年
譜
」

に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
四
巻
に
は
『
日
本
に
つ
い
て
』
『
ひ
ま
つ
ぶ
し
』
『
書

き
捨
て
た
言
葉
■
』
の
三
冊
が
収
あ
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
篠
田
一
士

の
評
論
は
こ
の
全
集
に
付
け
ら
れ
た
解
題
で
あ
る
。

　
⑤
『
日
本
に
就
て
』
（
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
刊
、
筑
摩
書
房
）

　
こ
の
本
は
、
②
の
『
日
本
に
つ
い
て
』
所
収
十
二
編
の
中
か
ら
、

「
チ
ャ
ー
チ
ル
と
文
学
」
「
英
国
の
景
色
」
「
牧
野
七
十
」
の
三
編
を
除
い

た
九
編
に
、
『
不
信
心
』
（
昭
和
三
十
七
年
九
月
刊
、
朝
日
新
聞
社
）
収
録

の
評
論
な
ど
を
中
心
に
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
亘
る
田
舎
町
の
魅

力
」
を
含
む
二
十
三
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
旧
版
で
は
『
日
本
に
つ
い

て
』
と
表
記
さ
れ
て
い
た
が
、
新
版
で
は
『
日
本
に
当
て
』
と
な
っ
た
。

　
⑥
『
新
編
酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
（
昭
和
五
十
年
九
月
刊
、
番
町
書
房
）

　
こ
の
本
は
、
①
と
書
名
が
類
似
し
て
い
る
が
、
収
録
作
品
は
大
幅
に
異

な
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
含

む
五
十
四
編
で
あ
る
が
、
そ
の
収
録
数
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
短

い
エ
ッ
セ
イ
が
多
い
。
主
と
し
て
食
べ
物
や
旅
や
酒
に
関
す
る
も
の
が
集

め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
編
成
が
吉
田
健
一
自
身
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
出
版
社
の
方
で
編
集
し
た
の
か
、
後
記
の
よ
う
な

も
の
も
何
も
付
い
て
い
な
い
の
で
刊
行
事
情
は
不
明
で
あ
る
。
本
に
付
け

ら
れ
た
帯
に
は
横
書
で
一
行
目
に
「
酒
　
肴
　
旅
」
と
や
や
大
き
く
印
刷

さ
れ
て
い
る
。
二
行
目
以
下
に
は
、
「
遊
行
す
る
感
覚
、
不
思
議
な
文
体
、

良
質
の
チ
ー
ズ
の
味
一
群
よ
り
も
酒
を
愛
し
、
美
味
探
求
に
情
熱
を
傾

け
つ
く
す
ボ
ン
・
サ
ン
ス
の
人
、
吉
田
氏
の
ユ
ー
モ
ア
と
ウ
ィ
ッ
ト
に
富

む
魅
力
あ
ふ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
集
！
」
と
あ
り
、
「
ユ
ー
モ
ア
エ
ッ
セ
イ
集
」

と
銘
打
っ
て
い
る
。

　
⑦
『
日
本
の
よ
さ
』
（
昭
和
五
十
二
年
十
月
刊
、
ゆ
ま
に
て
）

　
『
ひ
ま
つ
ぶ
し
』
（
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
刊
、
講
談
社
）
『
文
句
の
言

ひ
ど
ほ
し
』
（
昭
和
三
十
六
年
三
月
刊
、
朝
日
新
聞
社
）
『
書
き
捨
て
た
言

葉
』
（
昭
和
三
十
七
年
五
月
刊
、
垂
水
書
房
）
『
不
信
心
』
な
ど
か
ら
主
と

し
て
日
本
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
集
め
た
も
の
で
、
「
搾
る
田
舎
町
の
魅

力
」
を
含
む
五
十
編
を
収
録
す
る
。
⑤
の
筑
摩
書
房
版
『
日
本
に
就
て
』

と
重
複
す
る
作
品
は
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
「
日
本
管
見
」
「
日
本
語

に
就
て
」
の
三
編
で
あ
る
。

　
⑧
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
第
四
巻
（
昭
和
五
十
三
画
面
月
刊
、
集
英

社
）
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こ
の
本
に
は
、
『
日
本
に
就
て
』
と
『
甘
酸
っ
ぱ
い
味
』
の
二
冊
を
収

め
る
。
「
掛
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
収
あ
て
い
る
『
日
本
に
就
て
』
の
底

本
は
、
③
の
垂
水
書
房
版
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
第
七
巻
で
あ
る
。

　
⑨
『
吉
田
健
一
集
成
第
四
巻
・
批
評
W
』
（
平
成
五
年
十
二
月
刊
、

新
潮
社
）

　
こ
の
本
は
、
解
題
に
よ
れ
ば
、
清
水
徹
の
編
集
に
よ
り
、
『
吉
田
健
一

集
成
』
の
他
の
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
作
品
を
選
ん
だ
と
あ
る
。
外
国

文
学
や
日
本
の
近
代
文
学
、
文
化
論
な
ど
に
関
す
る
比
較
的
短
い
評
論
二

十
六
編
を
収
め
る
。
「
認
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
、
二
十
五
番
目
に
位
置

し
て
い
る
。

　
⑩
『
新
編
　
酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
（
平
成
七
年
七
月
刊
、
筑
摩
文
庫
）

　
こ
の
本
は
、
①
の
『
随
筆
　
酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
お
よ
び
⑥
の
『
新
編

酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
と
、
書
名
が
類
似
ま
た
は
同
一
で
あ
る
が
、
内
容
は

新
編
集
で
あ
り
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
含
む
二
十
六
編
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
清
水
徹
の
解
説
に
は
本
書
の
編
集
方
針
と
し
て
、
「
こ
の
『
新

編
　
酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
は
、
初
版
『
随
筆
　
酒
に
呑
ま
れ
た
頭
』
か
ら

『
三
文
紳
士
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
な
ど
十
篇
を
削
り
、
そ
の
か
わ
り

『
宰
相
御
曹
司
貧
窮
す
』
1
1
『
で
た
ら
め
う
ん
』
や
随
筆
集
『
書
き
捨
て

た
言
葉
』
な
ど
か
ら
、
酒
と
料
理
に
つ
い
て
の
文
章
を
収
め
て
、
こ
の
標

題
に
よ
り
近
い
も
の
へ
と
編
集
し
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て

い
る
。

3
　
文
学
全
集
に
お
け
る
収
録
状
況
お
よ
び
論
評

　
①
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
九
六
（
昭
和
三
十
三
年
五
月
刊
、
筑
摩
書

房
）　

本
書
は
『
現
代
文
芸
評
論
集
』
（
三
）
と
し
て
、
辰
野
隆
・
片
山
敏

彦
・
渡
辺
一
夫
・
市
原
豊
太
・
河
盛
好
蔵
・
中
島
健
蔵
・
神
西
清
・
桑
原

武
夫
・
生
島
遼
一
・
寺
田
透
・
中
村
真
一
郎
・
加
藤
周
一
・
本
多
顕
彰
・

深
瀬
基
寛
・
中
野
好
夫
・
西
村
孝
次
・
吉
田
健
一
・
竹
山
道
雄
・
手
塚
富

雄
・
阿
部
六
郎
・
高
橋
義
孝
・
林
達
夫
・
山
室
静
・
竹
内
好
の
二
十
四
人

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
各
人
の
評
論
が
一
編
か
ら
五
編
の
範
囲
で
収
め
ら

れ
て
い
る
。
吉
田
健
一
の
場
合
は
、
「
日
本
で
文
学
が
占
め
て
い
る
位
置
」

「
日
本
文
学
と
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
」
「
小
説
と
い
う
観
念
」
の
三
編
で
あ
り
、
す

べ
て
『
東
西
文
学
論
』
（
昭
和
三
十
年
刊
、
新
潮
社
）
か
ら
取
ら
れ
て
い

る
。
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
し
は
入
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書

を
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
荒
正
人
に
よ
る
解
説
の
中
で
、
こ
の
作
品

へ
の
次
の
よ
う
な
言
及
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
人
は
、
独
特
な
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
も
、
す
で
に
多
く
の

　
　
仕
事
を
し
て
い
る
が
、
『
日
本
に
つ
い
て
』
（
昭
和
三
二
年
講
談
社

　
　
刊
）
に
収
め
ら
れ
た
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
な
ど
、
他
人
の
追
随

　
　
を
許
さ
ぬ
独
特
の
味
い
を
も
っ
た
文
章
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
勝
手

　
　
な
部
分
を
抜
い
て
見
る
。
「
下
を
覗
く
と
、
家
に
挟
ま
れ
た
広
い
横

　
　
町
で
、
誰
も
通
ら
な
か
っ
た
。
広
い
場
所
に
人
間
が
少
く
て
、
始
め

　
　
て
文
化
と
呼
ぶ
に
足
る
も
の
が
生
れ
る
。
そ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
と
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し
て
、
か
う
い
ふ
児
玉
の
や
う
な
町
に
来
る
と
、
や
っ
と
時
計
が
カ

　
　
チ
カ
チ
言
ふ
の
が
気
に
な
ら
な
く
な
っ
て
、
つ
ま
り
、
一
人
で
ゆ
つ

　
　
く
り
酒
も
飲
め
る
。
」

　
本
書
に
収
あ
て
い
な
い
作
品
で
あ
る
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
つ
い

て
、
原
文
の
一
部
を
引
用
し
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
作
品
が

い
か
に
印
象
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
②
『
新
選
現
代
日
本
文
学
全
集
』
三
七
（
昭
和
三
十
五
年
四
月
刊
、
筑

摩
書
房
）

　
本
書
は
、
『
山
本
健
吉
・
中
村
光
夫
・
吉
田
健
一
・
中
村
真
一
郎
集
』

で
あ
る
。
吉
田
健
一
の
収
録
作
晶
は
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
「
或
る
田
舎

町
の
魅
力
」
「
森
鵬
外
の
ド
イ
ツ
留
学
」
「
酒
宴
」
「
晩
年
の
牧
野
伸
顕
」

の
五
爵
で
あ
る
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
醜
名
に
対
し
て
、
村
松
剛
の
山
本

健
吉
論
、
江
藤
淳
の
中
村
光
夫
論
、
篠
田
一
士
の
吉
田
健
一
論
、
丸
谷
才

一
の
中
村
真
一
郎
論
が
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
篠
田
の
評
論
は
、
後

に
彼
の
『
吉
田
健
一
論
』
（
昭
和
五
十
四
年
四
月
刊
、
筑
摩
書
房
）
に
収

録
さ
れ
た
。
佐
伯
彰
一
は
解
説
の
中
で
、
吉
田
健
一
に
つ
い
て
、
「
氏
の

エ
ッ
セ
イ
を
読
む
と
、
ち
よ
つ
と
他
に
類
の
な
い
、
の
び
や
か
な
解
放
感

を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
る
」
と
述
べ
、
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
論
ず
る
の

も
、
『
或
る
田
舎
町
の
魅
力
』
や
『
酒
宴
』
に
つ
い
て
語
る
の
も
、
氏
に

と
っ
て
は
、
『
生
き
甲
斐
を
感
じ
る
』
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
と
い
う
以
上

の
相
違
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
の
月
報
に
は

河
上
徹
太
郎
の
「
食
味
評
論
家
吉
田
健
一
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
③
『
日
本
現
代
文
学
全
集
』
九
二
（
昭
和
三
十
九
年
六
月
刊
、
講
談

社
）　

本
書
は
、
『
河
上
徹
太
郎
・
亀
井
勝
一
郎
・
中
村
光
夫
・
山
本
健
吉
・

吉
田
健
一
集
』
で
あ
る
。
吉
田
健
一
の
収
録
作
品
は
『
日
本
に
つ
い
て
』

の
全
編
で
あ
る
。
伊
藤
整
に
よ
る
作
品
解
説
に
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ

る
。　

　
　
こ
の
著
者
に
お
け
る
素
朴
な
も
の
好
み
は
、
本
集
に
も
少
し
つ
つ

　
　
顔
を
出
し
て
み
る
が
、
中
で
も
埼
玉
県
の
児
玉
と
い
ふ
田
舎
町
の
宿

　
　
の
こ
と
を
書
い
た
と
こ
ろ
の
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
と
い
ふ
短
文

　
　
に
顕
著
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
文
は
私
の
描
い
た
氏
の
肖
像
の
延
長
線

　
　
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
、
伊
藤
整
の
解
説
の
中
に
、
「
量
る
田
舎
町
の
魅
力
」
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
も
っ
と
も
彼
の
場
合
は
、
自

分
自
身
が
吉
田
健
一
の
児
玉
行
き
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
差
し
引
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
本
書
に
は
瀬
沼
茂
樹
に
よ
る

各
著
者
の
略
伝
・
紹
介
記
事
が
併
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
或
る

田
舎
町
の
魅
力
」
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。

　
④
『
現
代
日
本
文
学
大
系
』
六
六
（
昭
和
四
十
七
年
八
月
刊
、
筑
摩
書

房
）　

本
書
は
、
『
河
上
徹
太
郎
・
吉
田
健
一
・
山
本
健
吉
・
江
藤
淳
集
』
で

あ
る
。
吉
田
健
一
の
収
録
作
品
は
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
「
日
本
で
文
学

が
占
め
て
い
る
位
置
」
「
日
本
文
学
と
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
」
「
森
鵬
外
の
ド
イ
ツ
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留
学
」
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
「
ア
ド
ニ
ス
と
ナ
ス
ビ
」
「
マ
ッ
チ
売
り

の
少
女
」
「
沼
」
「
百
鬼
の
会
」
「
酒
宴
」
「
春
の
野
原
」
の
十
一
編
で
あ

る
。
①
②
③
と
比
べ
て
収
録
作
品
に
短
編
小
説
が
多
い
の
が
本
書
の
特
徴

で
あ
る
。
付
録
と
し
て
、
本
書
の
著
者
た
ち
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
（
江
藤

淳
の
場
合
は
本
人
の
エ
ッ
セ
イ
）
が
付
い
て
い
る
。
吉
田
健
一
に
つ
い
て

は
篠
田
一
士
の
「
吉
田
健
一
氏
の
周
辺
」
で
あ
る
。

4
　
ア
ン
ソ
購
ジ
ー
へ
の
収
録
状
況

　
①
『
現
代
日
本
紀
行
文
学
全
集
』
東
日
本
編
（
昭
和
五
十
一
年
八
月

刊
、
ほ
る
ぷ
出
版
）

　
本
書
は
、
東
京
・
千
葉
・
茨
城
・
栃
木
・
群
馬
・
埼
玉
・
神
奈
川
・
静

岡
・
山
梨
の
各
県
か
ら
な
り
、
少
な
い
県
で
三
編
、
多
い
県
で
十
編
の
紀

行
文
が
収
あ
ら
れ
て
い
る
。
埼
玉
に
は
、
寺
田
寅
彦
の
「
写
生
旅
行
」
、

吉
田
健
一
の
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
、
河
井
酔
茗
の
「
妻
坂
越
」
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
は
、
解
説
は
付
い
て
い
な
い
が
、
巻
末
に
「
執

筆
者
・
発
表
紙
誌
一
覧
」
が
あ
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
各
紀
行
文
に

は
、
地
図
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
帰
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
も
「
埼
玉

西
部
」
と
書
か
れ
た
地
図
が
付
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
地
図
は
初
出

誌
『
旅
』
掲
載
の
地
図
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
、
本
書

掲
載
に
際
し
て
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
②
『
旅
ゆ
け
ば
物
語
』
（
『
ち
く
ま
文
学
の
森
』
＝
二
、
平
成
元
年
二
月

刊
、
筑
摩
書
房
）

　
本
書
は
、
大
和
田
建
樹
の
「
鉄
道
唱
歌
」
か
ら
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
「
ミ

ク
ロ
メ
ガ
ス
」
（
森
下
辰
夫
訳
）
ま
で
、
二
十
二
編
の
旅
に
関
す
る
文
学

を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
巻
末
に
池
内
紀
氏
に
よ
る
「
マ
ル
コ
・
ボ
ー
ロ

の
夢
　
解
説
に
か
え
て
」
を
付
す
が
、
こ
こ
で
は
、
収
録
作
品
へ
の
言
及

は
見
ら
れ
な
い
。

　
③
『
日
本
幻
想
文
学
集
成
・
一
六
・
吉
田
健
一
』
（
平
成
四
年
十
二
月

刊
、
国
書
刊
行
会
）

　
本
書
は
、
富
士
川
義
之
が
編
者
と
な
っ
て
、
吉
田
健
一
の
作
品
の
中
か

ら
「
海
坊
主
」
「
饗
宴
」
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
「
沼
」
「
逃
げ
る
話
」

「
耶
螂
」
「
空
蝉
」
「
酒
の
精
」
「
道
端
」
「
ホ
レ
ス
・
ワ
ル
ポ
オ
ル
」
「
時

間
・
第
－
章
」
の
十
一
編
を
選
ん
で
い
る
。
こ
の
作
品
選
択
に
は
編
者
の

文
学
観
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
海
坊
主
」
や
「
耶
郵
」
を

幻
想
文
学
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
は
な
い
が
、

「
肖
る
田
舎
町
の
魅
力
」
や
「
道
端
」
を
も
幻
想
文
学
と
し
て
捉
え
て
い

る
点
に
つ
い
て
は
、
意
外
感
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
点
に
関

し
て
は
、
本
書
巻
末
の
富
士
川
義
之
に
よ
る
「
酒
に
は
精
神
が
あ
る
」
と

い
う
解
説
に
、
次
の
よ
う
な
作
品
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
参
考
に
な

ろ
う
。

　
　
　
そ
う
し
た
「
現
在
の
持
続
」
と
し
て
の
時
間
の
う
ち
に
生
き
る
こ

　
　
と
を
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
諸
エ
ッ
セ
イ
（
た
と
え
ば
「
或

　
　
る
田
舎
町
の
魅
力
」
「
ホ
レ
ス
・
ワ
ル
ポ
オ
ル
」
「
時
間
」
な
ど
）

　
　
も
、
現
実
と
も
幻
想
と
も
つ
か
ぬ
微
妙
な
境
域
を
詩
的
に
喚
起
さ
せ
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る
こ
と
に
お
い
て
並
み
は
ず
れ
た
手
腕
を
発
揮
し
て
お
り
、
す
こ
ぶ

　
　
る
印
象
的
で
あ
る
。
別
な
言
葉
で
言
え
ば
、
「
時
間
は
流
れ
る
」
と

　
　
い
う
認
識
を
推
し
進
め
て
そ
れ
を
形
象
化
す
る
過
程
で
生
ま
れ
た
幻

　
　
想
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
、
或
る
田
舎
町
も
、

　
　
十
八
世
紀
の
英
国
も
、
現
代
日
本
も
、
雛
型
の
形
を
と
と
の
え
て
ど

　
　
こ
か
遠
く
の
空
間
に
幻
影
の
よ
う
に
ふ
わ
り
と
浮
び
上
が
る
の
で
あ

　
　
る
。

　
こ
の
よ
う
な
作
品
の
捉
え
方
は
、
後
述
す
る
種
村
季
弘
の
解
釈
と
も
一

脈
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
　
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
へ
の
論
評

壌
　
篠
田
嵐
士
の
批
評

　
篠
田
一
士
は
、
吉
田
健
一
に
対
し
て
他
の
評
者
に
先
駆
け
て
早
い
時
期

か
ら
論
評
を
続
け
て
き
た
評
論
家
で
あ
る
。
彼
は
、
昭
和
二
十
九
年
か
ら

昭
和
五
十
四
年
ま
で
の
評
論
を
『
吉
田
健
一
論
』
（
筑
摩
書
房
）
に
ま
と

め
、
昭
和
五
十
六
年
に
上
梓
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
「
宣
る
田
舎
町
の
魅

力
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
全
身
編
か
ら
な
る
「
吉
田
健
一
　
人

と
作
品
」
の
「
2
　
ω
欝
α
団
8
び
Φ
ρ
ξ
簿
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
圭
旦
房

版
『
吉
田
健
一
全
集
』
（
昭
和
四
十
三
年
掛
）
に
掲
載
さ
れ
た
篠
田
一
士

の
解
説
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
評
論
の
中
で
篠
田
は
「
掌
る
田

舎
町
の
魅
力
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
は
と
い
っ
た
も
の
は
な
に
も
暗
示
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
土

　
　
地
に
つ
い
て
の
紀
行
文
な
ら
、
た
と
え
ど
ん
な
に
つ
ま
ら
な
い
土
地

　
　
を
扱
っ
て
も
、
読
者
に
、
そ
こ
へ
行
っ
て
み
た
い
と
か
、
逆
に
ど
ん

　
　
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
こ
だ
け
は
御
免
だ
と
い
う
気
持
を
か
な
ら
ず

　
　
か
き
た
て
る
も
の
だ
が
、
こ
の
吉
田
氏
の
エ
ッ
セ
イ
に
限
っ
て
そ
う

　
　
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
か
、
は
じ
め
て
こ
の
文
章
を
読
ん
で

　
　
か
ら
も
う
十
年
ほ
ど
に
な
る
け
れ
ど
も
、
つ
い
ぞ
ぼ
く
は
児
玉
な
る

　
　
田
舎
町
の
実
在
を
気
に
し
た
こ
と
は
な
い
。
ま
さ
か
吉
田
氏
が
つ
く

　
　
り
だ
し
た
架
空
の
町
だ
と
は
思
え
な
か
っ
た
が
、
地
図
を
ひ
ら
い
て

　
　
所
在
を
た
し
か
め
た
り
、
　
一
度
は
是
非
と
、
い
う
気
持
は
も
た
な

　
　
か
っ
た
。
い
ま
こ
の
文
章
を
書
き
な
が
ら
手
近
か
に
あ
る
日
本
地
図

　
　
を
ひ
ら
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
児
玉
と
い
う
町
は
あ
る
。
群
馬

　
　
県
よ
り
の
埼
玉
県
の
町
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
依
然
と
し
て
ぼ
く
の

　
　
心
は
動
か
な
い
。
ぼ
く
の
児
玉
は
吉
田
氏
の
文
章
の
な
か
だ
け
で
十

　
　
分
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、
「
出
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
、
文
学
作
品
と
し
て
享
受
す

る
読
者
の
立
場
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
健
一
の
こ
の
作
品
は
、
決
し

て
実
在
の
児
玉
町
紹
介
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
こ
を
訪
れ
る
た
め
の
道
案
内

で
も
な
い
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
篠
田
一
士
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
理
解

に
よ
っ
て
、
「
織
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
、
文
学
作
品
と
し
て
離
陸
し
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
で
、
初
出
誌
の

『
旅
』
や
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
『
現
代
日
本
紀
行
文
学
全
集
』
で
は
、
地
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図
が
付
さ
れ
て
お
り
、
読
者
へ
の
実
利
的
な
案
内
と
な
っ
て
い
る
の
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
篠
田
一
士
に
と
っ
て
は
、
児
玉
が
ロ
本
の
ど
こ
に
実
在
し
よ
う
が
、
作

品
と
し
て
の
「
あ
る
田
舎
町
の
魅
力
」
と
、
そ
の
こ
と
は
無
関
係
で
あ
る

と
論
断
す
る
と
同
時
に
、
作
品
の
主
題
と
し
て
は
、
児
玉
の
町
の
静
け
さ

を
吉
田
健
一
が
書
い
た
と
こ
ろ
に
主
眼
を
見
出
し
、
「
こ
の
静
け
さ
は
雅

び
に
外
な
ら
ず
、
ま
た
雅
び
こ
そ
文
明
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

2
　
種
村
季
弘
の
批
評

　
種
村
季
弘
は
、
『
書
物
漫
遊
記
』
（
昭
和
五
十
三
年
六
月
刊
、
筑
摩
書

房
）
所
収
の
「
我
が
闘
争
　
吉
田
健
一
『
流
れ
』
」
の
中
で
、
ま
ず
、
吉

田
健
一
の
短
編
「
流
れ
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
場
所
を
地

図
で
探
し
た
が
見
つ
か
ら
ず
、
架
空
の
町
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
「
小

説
の
な
か
の
出
来
事
は
小
説
の
な
か
で
し
か
起
こ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
か

け
が
え
の
な
い
魅
力
が
あ
る
の
だ
。
そ
う
気
が
つ
け
ば
す
む
こ
と
だ
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
つ
い
て
は
、

こ
の
作
品
を
吉
田
健
一
の
食
べ
物
エ
ッ
セ
イ
と
捉
え
て
い
た
よ
う
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
吉
田
健
一
の
食
べ
物
エ
ッ
セ
イ
の
方
は
そ
の
す
こ
し
前
に
垂
水
書

　
　
房
か
ら
出
て
い
た
『
吉
田
健
一
著
作
集
』
で
読
ん
で
い
た
。
し
か

　
　
し
、
私
は
食
通
だ
の
酒
の
味
き
き
だ
の
と
い
う
も
の
に
は
さ
っ
ぱ
り

　
　
興
味
の
な
い
性
分
で
あ
る
せ
い
か
、
ど
ん
な
文
章
が
あ
っ
た
の
か
よ

　
　
く
覚
え
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
一
つ
だ
け
忘
れ
て
い
な
い
エ
ッ
セ
イ

　
　
が
あ
る
。

　
　
　
『
或
る
田
舎
町
の
魅
力
』
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
種
村
季
弘
は
、
こ
の
作
品
の
舞
台
で
あ
る
児
玉
を
訪
ね
る
べ

く
、
虎
ノ
門
で
毛
抜
鮨
を
買
い
求
め
て
新
橋
に
向
か
お
う
と
す
る
が
、
そ

の
昏
睡
に
気
が
変
わ
り
、
児
玉
に
行
く
こ
と
を
中
止
し
た
と
い
う
。
児
玉

の
場
所
を
地
図
で
調
べ
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
毛
抜
鮨
持
参
で
、

吉
田
健
一
が
二
度
目
に
訪
れ
た
同
じ
ル
ー
ト
で
児
玉
ま
で
行
こ
う
と
し
な

が
ら
そ
れ
を
取
り
止
め
た
の
は
、
「
こ
の
ま
ま
児
玉
へ
行
っ
て
何
と
か
と

い
う
地
酒
を
飲
ん
だ
ら
、
あ
の
文
章
は
私
に
と
っ
て
不
要
に
な
っ
て
し
ま

う
。
桃
源
郷
は
夢
見
る
も
の
で
、
住
ん
だ
り
行
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
」
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
「
流
れ
」
へ
の
作

品
理
解
と
同
様
に
、
「
小
説
の
な
か
の
出
来
事
は
小
説
の
な
か
で
し
か
起

こ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
か
け
が
え
の
な
い
魅
力
が
あ
る
の
だ
」
と
考
え
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
評
論
に
お
け
る
文
学
観
は
、
篠
田
一
士
の
考
え
方
と
通
じ
る
も
の

が
あ
る
が
、
篠
田
一
士
が
最
初
か
ら
児
玉
を
訪
問
す
る
こ
と
は
念
頭
に
な

か
っ
た
の
に
対
し
て
、
種
村
季
弘
の
場
合
は
、
ま
さ
に
児
玉
へ
向
か
お
う

と
し
て
準
備
ま
で
し
た
点
が
異
な
る
。
さ
ら
に
次
に
取
り
上
げ
る
川
村
二

郎
に
な
る
と
、
児
玉
を
実
際
に
訪
れ
て
い
る
。
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3
　
川
村
二
郎
の
批
評

　
川
村
二
郎
の
「
神
話
象
徴
の
転
位
」
（
初
出
は
「
新
潮
」
昭
和
五
十
四

年
十
月
号
、
後
に
『
神
々
の
魅
惑
　
旅
の
レ
リ
ギ
オ
』
所
収
、
平
成
六
年

三
月
刊
、
小
沢
書
店
）
は
、
主
と
し
て
児
玉
に
あ
る
金
鎭
神
社
や
金
属
文

化
を
め
ぐ
る
考
察
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
評
論
で
あ
る
が
、
児
玉
訪
問
の

経
緯
と
し
て
は
、
「
思
い
立
っ
た
に
つ
い
て
は
、
吉
田
健
一
氏
の
『
或
る

田
舎
町
の
魅
力
』
と
い
う
文
章
の
魅
力
も
多
分
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
」
と

書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
昭
和
二
十
九
年
か
ら
四
半
世
紀
も
経
っ
た
現

在
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
と
そ
っ
く
り
同
じ
経
験
を
恵
ま
れ
得
よ
う

な
ど
と
は
、
も
ち
ろ
ん
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
。
吉
田
氏
の
こ
の
小
品
を

読
ん
で
、
児
玉
行
を
一
度
は
思
い
立
ち
な
が
ら
、
『
桃
源
郷
は
夢
見
る
も

の
で
、
住
ん
だ
り
行
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
』
と
思
い
返
し
た
種

村
季
弘
（
『
書
物
漫
遊
記
』
）
の
賢
明
さ
に
、
敬
意
を
払
う
気
持
も
た
し
か

に
あ
っ
た
」
と
も
述
べ
て
、
や
は
り
児
玉
訪
問
に
対
す
る
た
め
ら
い
が

あ
っ
た
こ
と
を
率
直
に
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
児
玉
を
訪
れ
る

こ
と
に
意
義
を
見
出
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　
し
か
し
一
人
の
す
ぐ
れ
た
文
学
者
が
か
つ
て
印
象
深
く
書
き
と
め

　
　
た
土
地
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
新
た
な
「
歌
枕
」
に
ひ
と
し
い
場

　
　
所
で
あ
り
、
強
欲
な
期
待
に
そ
そ
り
立
て
ら
れ
さ
え
し
な
け
れ
ば
、

　
　
歌
枕
探
訪
は
、
文
学
を
約
束
事
の
連
環
、
つ
ま
り
伝
統
と
し
て
眺
め

　
　
る
こ
と
を
好
む
人
間
に
、
か
り
そ
め
の
行
楽
よ
り
は
密
度
の
高
い
満

　
　
足
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
こ
の
記
述
は
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
描
か
れ
た
児
玉
を
、
歌
枕

と
認
定
し
た
点
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」

は
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
に
『
旅
』
に
発
表
さ
れ
て
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な

全
集
類
や
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
さ
れ
、
文
学
者
た
ち
に
も
注
目
さ
れ
て

き
た
が
、
つ
い
に
「
歌
枕
」
と
な
っ
て
、
児
玉
と
い
う
土
地
が
文
学
史
の

中
に
刻
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
評
論
は
、
製
鉄
技
術
に
関

す
る
興
味
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
金
山
神
社
訪
問
も
行
わ
れ

て
い
る
の
で
、
吉
田
健
一
の
作
品
自
体
の
分
析
や
解
釈
に
は
力
点
が
置
か

れ
て
い
な
い
。

三
　
　
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
お
け
る
事
実
と
真
実

1
　
　
「
量
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
お
け
る
事
実
発
掘
の
意
義

　
吉
田
健
一
に
は
、
『
ブ
ラ
イ
ヅ
ヘ
ッ
ド
ふ
た
た
び
』
（
イ
ー
ヴ
リ
ン
・

ウ
ォ
重
病
）
と
い
う
翻
訳
書
（
一
九
六
三
年
五
月
刊
、
筑
摩
書
房
）
が
あ

る
が
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
、
吉
田
健
一
自
身
が
埼
玉
県
児
玉
町

を
再
訪
し
た
こ
と
を
書
い
た
紀
行
文
で
あ
る
。
イ
ー
ヴ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
に

倣
っ
て
言
え
ば
「
児
玉
ふ
た
た
び
」
で
あ
る
。
二
度
目
に
児
玉
を
訪
れ
た

の
は
、
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
二
十
九
年
八
月
に
遠
か
ら
ぬ
時

期
、
す
な
わ
ち
、
本
文
中
に
新
緑
が
「
う
っ
と
り
す
る
ほ
ど
美
し
か
っ

た
」
と
あ
る
の
で
、
四
、
五
月
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
彼
が
最
初
に
児
玉
を
訪
れ
た
の
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
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島内裕子

け
に
よ
っ
て
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
文
に
は
「
三
年
か
四
年
前
に
」
児

玉
に
あ
る
高
等
学
校
か
ら
講
演
を
頼
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
書
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
講
演
会
は
そ
も
そ
も
伊
藤
整
が
頼
ま
れ
て
お
り
、

二
人
で
行
う
予
定
だ
っ
た
が
、
伊
藤
が
直
前
に
な
っ
て
出
席
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
、
当
日
は
吉
田
健
一
が
一
人
で
講
演
し
た
、
と
い
う
。
作
品

に
は
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
講
演
会
が

実
施
さ
れ
た
年
月
日
や
、
吉
田
健
一
の
講
演
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
本

文
の
中
か
ら
探
索
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の

こ
と
を
追
究
し
て
も
、
作
品
自
体
の
文
学
性
と
は
関
わ
ら
な
い
と
す
る
考

え
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
児
玉
に
お
け
る
吉
田
健
一
の

講
演
会
が
い
つ
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
話
が
そ
こ
で
な
さ
れ
た
か
を
、
も

し
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
の
結
果
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、

「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
と
い
う
作
品
世
界
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
一
助

と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
十

二
枚
ほ
ど
の
短
い
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吉
田
健
一
自
身
繰
り

返
し
こ
の
作
品
を
単
行
本
に
収
録
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
全
集
類
や

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
さ
れ
た
り
、
文
学
者
た
ち
の
興
味
を
引
い
て
言
及

さ
れ
た
り
と
い
う
よ
う
な
現
象
に
鑑
み
て
も
、
児
玉
と
い
う
場
所
の
意
味

を
調
べ
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
児
玉
の
初
訪
問
と
再
訪
の
両
方
を
含
め
て
、
こ
の
作
品
の
記
述
内
容
に

は
、
い
く
つ
か
吉
田
健
一
の
記
憶
違
い
な
ど
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
現
時

点
で
現
地
調
査
を
行
い
、
確
認
で
き
る
範
囲
で
記
述
内
容
を
も
う
一
度
確

か
め
て
お
く
こ
と
は
、
社
会
環
境
の
変
化
が
激
し
い
現
代
に
お
い
て
、

な
か
ら
ぬ
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

少

2
　
児
玉
高
校
に
お
け
る
吉
田
健
麟
の
講
演
会

　
児
玉
高
校
に
お
け
る
講
演
会
は
、
本
文
中
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
三
年

か
四
年
前
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
昭
和
二
十
五
年
か
二
十
六
年
に
な

る
が
、
こ
れ
は
事
実
と
異
な
る
。
吉
田
健
一
自
身
の
記
憶
違
い
な
の
か
、

あ
る
い
は
わ
ざ
と
不
明
確
に
記
し
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
実
際

は
、
後
述
す
る
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
、
昭
和
二
十
七
年
五
月
三
日
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、
「
捗
る
田
舎
町
の
魅
力
」
執
筆
時
か
ら

ほ
ぼ
二
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
吉
田
健
一
は
児
玉
初
訪
問
の
時
期
を
、
実

際
よ
り
も
少
し
古
い
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う

な
資
料
に
よ
っ
て
こ
の
事
実
が
判
明
し
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
に

掲
げ
る
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
文
芸
雑
誌
『
反
響
』
第
十
号
（
昭
和
二
十

七
年
六
月
二
十
日
発
行
）
の
「
編
集
室
」
と
い
う
後
記
に
よ
る
。
「
こ
だ

ま
文
学
会
」
に
つ
い
て
は
、
児
玉
と
伊
藤
整
の
関
わ
り
の
と
こ
ろ
で
触
れ

る
こ
と
と
し
て
、
今
は
ま
ず
、
こ
の
後
記
の
全
文
を
引
用
し
た
い
。
な

お
、
こ
の
貴
重
な
る
雑
誌
は
、
元
群
馬
県
立
女
子
大
学
教
授
松
本
鶴
雄
氏

の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
十
号
を
発
刊
で
き
ま
し
た
こ
と
を
お
互
に
喜
び
た
い
と
思
ひ
ま

　
　
す
。
同
人
誌
と
し
て
は
堅
実
の
歩
み
で
あ
り
祝
福
す
べ
き
で
あ
り
ま

　
　
す
。
記
念
の
特
集
と
し
て
、
同
人
に
は
も
れ
な
く
書
い
て
頂
く
予
定
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で
し
た
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
残
念
で
し
た
け
れ
ど
、
多
彩
な

　
　
作
品
に
よ
っ
て
記
念
特
集
と
し
ま
し
た
。

　
　
　
本
号
の
発
刊
よ
り
早
く
五
月
三
日
に
、
記
念
の
講
演
会
を
児
玉
高

　
　
校
文
芸
部
と
共
催
に
て
開
催
し
ま
し
た
が
大
変
な
盛
況
で
あ
り
ま
し

　
　
た
こ
と
は
同
慶
の
至
り
で
あ
り
、
御
多
忙
中
御
都
合
さ
れ
て
お
出
で

　
　
下
さ
っ
た
吉
田
健
一
先
生
に
感
謝
申
上
げ
る
と
同
時
に
共
催
を
心
よ

　
　
く
お
引
受
け
下
さ
う
た
児
玉
高
校
に
も
厚
く
御
礼
申
上
げ
た
い
と
存

　
　
じ
ま
す
。

　
　
　
な
ほ
吉
田
先
生
と
、
郷
土
の
先
輩
出
牛
青
朗
兄
よ
り
御
寄
稿
頂
き

　
　
ま
し
た
。
表
紙
は
ま
た
麓
百
会
の
菅
野
氏
の
好
意
に
よ
っ
た
も
の
で

　
　
す
。
重
ね
て
御
礼
申
上
げ
る
次
第
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
編
集
に
も
企

　
　
画
を
た
て
、
内
容
の
充
実
を
心
が
け
た
い
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
。
一
増

　
　
の
努
力
を
下
さ
い
。

　
こ
の
後
記
は
、
『
反
響
』
の
編
集
兼
発
行
人
峯
岸
東
三
郎
氏
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
講
演
会
の
月
日
が
明
記
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
こ
の
講
演
会
が
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
と
児
玉
高
校
の
共
催
で
あ
っ
た

こ
と
も
わ
か
り
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
吉
田
健
一
の
「
或
る
田
舎
町
の

魅
力
」
だ
け
読
む
と
、
こ
の
講
演
会
が
児
玉
高
校
主
催
の
よ
う
な
印
象
を

受
け
る
が
、
事
実
は
む
し
ろ
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
呼
び
か
け
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
記
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
雑
誌
に
吉
田
健

一
が
講
演
会
に
つ
い
て
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
も
、
従
来
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。
以
下
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
が
、
こ
れ
を
読
む
と
、
す

で
に
こ
の
時
点
で
、
後
に
「
疑
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
主
旨
と
な
る
よ
う

な
感
想
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
逆
に
言
え
ば
、
吉
田
健
一

は
二
年
間
に
わ
た
っ
て
こ
の
時
の
第
一
印
象
を
心
に
持
続
し
、
そ
れ
を
確

認
す
る
た
あ
に
児
玉
を
再
訪
し
た
と
さ
え
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
「
講

演
旅
行
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
こ
と
は
、
集
英
社
版
『
吉
田
健
一
著
作

集
』
の
年
譜
に
も
、
新
潮
社
版
『
吉
田
健
一
集
成
』
の
年
譜
に
も
掲
載
さ

　
　
　
　
　
　
　

れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
講
演
旅
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
健
一

　
　
　
多
勢
の
人
の
前
で
話
を
す
る
の
は
余
り
い
い
気
持
が
す
る
も
の
で

　
　
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
い
て
み
る
方
が
何
を
考
へ
て
る
る
の
か
解
ら
な

　
　
い
し
話
の
筋
が
途
中
で
切
れ
た
り
す
る
と
も
う
お
し
ま
ひ
で
す
。
併

　
　
し
今
度
の
児
玉
行
き
は
大
変
愉
快
で
し
た
。
会
場
で
の
話
は
型
通
り

　
　
に
逆
上
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
そ
の
前
と
後
の
こ
と
を
今
で
も

時
々
思
ひ
出
し
て
、
又
ど
こ
か
な
る
べ
く
遠
い
所
か
ら
話
を
す
る
や

う
に
言
っ
て
来
て
く
れ
な
い
か
と
心
待
ち
に
し
た
り
し
て
ゐ
ま
す
。

（
尤
も
言
っ
て
来
た
ら
今
度
は
忙
し
く
て
断
る
算
段
を
す
る
で
せ
う

が
）　

児
玉
は
何
し
ろ
鎌
倉
か
ら
遠
い
の
で
驚
き
ま
し
た
。
東
神
奈
川
か

ら
八
王
子
ま
で
何
時
間
か
か
っ
た
か
解
ら
ず
、
八
王
子
か
ら
児
玉
ま

で
に
し
て
も
二
時
間
は
か
＼
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。
併
し
こ
の
八
高
線

の
二
時
間
は
久
し
振
り
に
旅
の
気
分
と
い
ふ
も
の
に
眠
く
な
る
ま
で

浸
ら
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
景
色
が
い
い
し
車
は
空
い
て
み
て
、
そ
し
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て
何
時
ま
で
た
っ
て
も
児
玉
駅
に
着
き
ま
せ
ん
。
よ
く
関
西
へ
旅
行

　
　
に
行
っ
て
米
原
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
京
都
に
着
く
の
は
何
時
だ
ら
う
な

　
　
ど
と
考
へ
な
が
ら
、
外
の
景
色
に
も
倦
き
始
め
た
の
を
思
ひ
出
し
ま

　
　
し
た
。

　
　
　
話
が
曲
が
り
な
り
に
も
す
ん
で
、
や
れ
や
れ
と
言
っ
た
気
持
で
会

　
　
場
か
ら
町
の
方
に
皆
さ
ん
に
案
内
し
て
戴
い
て
歩
い
て
行
っ
た
時
の

　
　
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
児
玉
は
鎌
倉
な
ど
と
比
べ
る
と
何
と
も
の
ど
か
な
感
じ
が
す
る
町

　
　
で
す
。
そ
れ
が
何
故
か
、
戦
前
の
東
京
を
聯
想
さ
せ
て
、
ど
こ
か
ら

　
　
か
豆
腐
屋
の
嘲
肌
が
聞
え
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
へ
思
ひ
ま
し

　
　
た
。
全
く
の
ど
か
な
夕
方
で
し
た
。
今
度
は
泊
り
掛
け
で
行
き
た
い

　
　
も
の
だ
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
。

　
六
百
字
ほ
ど
の
分
量
の
ご
く
短
い
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
が
、
「
今
度
の
児

玉
行
き
は
大
変
愉
快
で
し
た
」
と
ま
ず
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
人
々
の
厚

意
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
児
玉
ま
で
遠
か
っ
た
こ
と
が
率
直
に
ユ
ー
モ

ラ
ス
に
書
か
れ
、
講
演
会
誌
に
散
策
し
た
児
玉
の
町
に
魅
了
さ
れ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
今
度
は
泊
り
掛
け
で
行
き
た

い
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
が
、
決
し
て
お
座
な
り
の
挨
拶
で
は
な

か
っ
た
こ
と
は
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
し

か
も
、
こ
の
「
講
演
旅
行
」
に
書
か
れ
て
い
る
、
児
玉
の
町
の
の
ど
か
さ

に
戦
前
の
東
京
を
感
じ
取
り
、
「
ど
こ
か
ら
か
豆
腐
屋
の
剛
夙
が
聞
こ
え

て
来
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
っ
た
と
い
う
あ
た
り
の
記
述
は
、
「
或
る

田
舎
町
の
魅
力
」
の
、
「
遠
く
か
ら
豆
腐
屋
が
昔
通
り
の
節
で
嘲
臥
を
吹

い
て
廻
る
の
が
聞
こ
え
て
来
さ
う
で
」
と
い
う
部
分
と
照
応
し
て
お
り
、

ま
さ
に
原
型
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
当
日
の
吉
田
健
一
の
講
演
会
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
先
に
全
文
引
用
し

た
「
講
演
旅
行
」
で
も
具
体
的
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
「
或
る
田

舎
町
の
魅
力
」
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
幸
い
な
こ
と
に
当

時
、
こ
の
吉
田
健
一
の
児
玉
高
校
に
お
け
る
講
演
を
聴
い
た
人
々
に
、
直

接
に
ま
た
は
書
面
な
ど
に
よ
っ
て
問
い
合
わ
せ
、
お
お
よ
そ
の
輪
郭
が
わ

か
っ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
き
た

い
。
な
お
、
こ
の
取
材
に
関
し
て
は
、
放
送
大
学
卒
業
生
の
松
本
彪
氏
の

尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
松
本
言
誤
は
埼
玉
県
立
児
玉
高
等
学
校

の
卒
業
生
で
、
当
日
、
吉
田
健
一
の
講
演
を
聴
講
し
て
お
り
、
当
時
の
同

級
生
た
ち
に
こ
の
講
演
会
の
こ
と
を
書
面
で
問
い
合
わ
せ
て
下
さ
っ
た
。

　
ま
ず
、
講
演
の
内
容
は
、
あ
る
特
定
の
テ
ー
マ
で
一
貫
し
た
話
と
い
う

よ
り
も
、
も
う
少
し
自
由
な
広
が
り
の
あ
る
話
で
あ
り
、
自
分
の
来
し
方

や
生
き
方
に
つ
い
て
、
お
よ
び
翻
訳
に
つ
い
て
の
話
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
翻
訳
の
話
と
い
う
の
は
、
前
記
の
松
本
鶴
雄
氏
に
よ
れ
ば
エ
リ

ザ
ベ
ス
・
ボ
ウ
エ
ン
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
、
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
吉
田
健
一
の
年
譜
を
参
照
す
る
と
、
確
か
に
こ
の
前
後
の

時
期
に
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ボ
ウ
エ
ン
の
『
日
ざ
か
り
』
を
翻
訳
し
た
り
、

そ
れ
に
関
連
し
て
彼
女
の
文
学
に
つ
い
て
の
紹
介
記
事
な
ど
も
執
筆
し
て
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ヨ
　

い
る
の
で
、
『
臼
ざ
か
り
』
の
翻
訳
と
ボ
ウ
エ
ン
の
文
学
に
つ
い
て
の
話

も
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

　
当
日
の
吉
田
健
一
の
外
見
や
雰
囲
気
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
聴
衆
が
同

様
の
印
象
を
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
腰
が
低
く
ソ
フ
ト
な
人
柄
」

「
茶
色
っ
ぽ
い
ダ
ブ
ル
の
背
広
を
着
て
、
背
の
高
い
人
で
、
姿
勢
も
し
ゃ

べ
り
方
も
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ
し
て
い
た
」
「
英
国
紳
士
風
な
大
き
な
体
格
で

歩
き
方
も
ナ
ヨ
ナ
ヨ
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
印
象
は
、
吉
田
健
一
の
文
学

的
な
師
匠
に
あ
た
る
河
上
徹
太
郎
の
、
「
見
る
と
猫
背
で
、
手
事
な
ど
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
　

女
の
や
う
な
し
な
を
作
る
青
年
が
、
静
々
と
は
い
っ
て
来
た
」
と
い
う
第

一
印
象
と
も
重
な
る
。
ま
た
、
当
時
は
吉
田
健
一
の
父
親
の
吉
田
茂
が
総

理
大
臣
で
あ
っ
た
が
、
講
演
の
中
で
父
親
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
な

か
っ
た
、
と
い
う
の
も
複
数
の
聴
衆
の
記
憶
の
中
に
印
象
深
く
残
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
中
で
、
講
演
会
の
「
後
で
御
馳
走

に
な
っ
た
料
理
屋
の
前
が
児
玉
の
大
通
り
ら
し
く
て
、
向
う
側
の
薬
屋
に

は
、
昔
な
が
ら
の
、
二
階
の
屋
根
と
同
じ
高
さ
位
の
中
将
湯
の
看
板
が
二

階
の
障
子
を
隠
し
て
み
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
懇
親
会
に
出
席
し
た
人
の

記
憶
に
よ
れ
ば
、
会
場
は
「
二
葉
」
と
い
う
料
亭
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
そ

の
席
で
は
「
オ
ヤ
ジ
（
吉
田
茂
）
も
苦
し
ん
で
い
る
の
さ
」
と
い
う
発
言

が
吉
田
健
一
か
ら
あ
っ
た
こ
と
、
「
斗
酒
を
飲
む
人
と
の
前
評
判
通
り
大

盃
で
豪
快
な
酒
の
飲
み
方
を
す
る
人
」
で
「
盛
り
あ
が
っ
た
楽
し
い
想
い

出
と
し
て
脳
裏
に
残
っ
て
」
い
る
と
い
う
。
吉
田
健
一
は
「
或
る
田
舎
町

の
魅
力
」
の
中
で
、
「
こ
の
前
に
来
た
時
の
飲
み
助
と
し
て
の
評
判
が
ま

だ
児
玉
の
町
で
忘
れ
ら
れ
ず
に
る
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
酒
は
な
る
べ
く
飲

ん
で
置
く
も
の
で
あ
る
」
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
書
い
て
い
る
が
、
彼
の
評
判

は
、
最
初
の
児
玉
訪
問
の
時
点
で
す
で
に
児
玉
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
わ
か
る
。
な
お
、
こ
の
料
亭
「
二
葉
」
は
、
文
学
講
演
会
の
後
の

懇
親
会
に
よ
く
使
わ
れ
た
よ
う
で
、
伊
藤
整
の
講
演
会
の
時
の
懇
親
会
も

こ
こ
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
児
玉
高
校
卒
業
生
田
村
清
氏
か
ら
松
本
彪
氏

宛
の
手
紙
を
通
し
て
、
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

3
　
こ
だ
ま
文
学
会
と
『
反
響
晦

　
吉
田
健
一
の
児
玉
訪
問
の
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
伊

藤
整
か
ら
児
玉
高
校
で
の
講
演
を
頼
ま
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
、
伊

藤
整
と
児
玉
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
児
玉
に
お
い
て
文

学
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
示
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
直

接
は
吉
田
健
一
研
究
と
結
び
付
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
児
玉
の
文
学
状
況
と
伊
藤
整
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
関
わ

り
を
論
じ
る
エ
ッ
セ
イ
な
ど
に
お
い
て
、
吉
田
健
一
の
「
攣
る
田
舎
町
の

魅
力
」
に
関
す
る
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
従
来
の
吉
田

健
一
研
究
で
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
れ
ら
の
文
章
の
中
で

は
す
で
に
既
知
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ

ら
の
資
料
を
、
吉
田
健
一
研
究
の
中
に
摂
取
す
る
意
義
は
大
き
い
と
思
わ

れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、
す
で
に
言
及
し
た
松
本
鶴
雄
氏

の
文
章
で
あ
り
、
福
島
道
治
氏
で
あ
る
。
こ
の
お
二
人
は
、
「
こ
だ
ま
文

学
会
」
の
同
人
で
あ
っ
た
。
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
創
設
の
経
緯
や
そ
の

同
人
誌
『
反
響
』
に
つ
い
て
、
そ
し
て
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
と
文
学
者
た

ち
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
松
本
鶴
雄
氏
の
「
『
こ
だ
ま
文
学
会
』
始
末
記

1
あ
る
田
舎
同
人
雑
誌
の
現
代
的
意
味
一
」
（
『
文
芸
埼
玉
』
第
3

号
、
昭
和
四
十
四
年
度
版
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
発
行
）
に
詳

し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
『
反
響
』
は
少
な
く
と
も
十
二
冊
刊
行
さ
れ
、
創

刊
号
は
昭
和
二
十
五
年
十
月
末
あ
る
。
松
本
氏
の
手
元
に
終
刊
号
が
な
い

こ
と
か
ら
、
終
刊
の
正
確
な
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
昭
和
二
十
八
、
九
年

頃
と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
人
以
外
の
寄
稿
者
に
つ
い
て
、
野
田
宇
太
郎
や

伊
藤
整
ら
と
と
も
に
吉
田
健
一
の
名
前
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
整
と

「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
繋
が
り
は
、
武
田
麟
太
郎
の
弟
子
で
あ
っ
た
峯
岸

東
三
郎
氏
が
、
本
庄
陸
男
か
ら
紹
介
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
伊
藤
整
と
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
関
わ
り
が
で
き
、
伊
藤
整
を
通
し

て
吉
田
健
一
の
児
玉
訪
問
と
な
り
、
そ
の
初
訪
問
で
強
い
印
象
を
得
た
吉

田
健
一
が
児
玉
を
再
訪
し
て
「
鳴
る
田
舎
町
の
魅
力
」
が
書
か
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
松
本
鶴
雄
氏
に
よ
る
、
児
玉
の
文
学
お
よ
び
吉
田
健
一
に
関
す
る
文
章

と
し
て
、
さ
ら
に
詳
し
い
の
は
『
さ
き
た
ま
の
文
人
た
ち
』
（
平
成
九
年

十
一
月
刊
、
さ
き
た
ま
出
版
会
）
所
収
の
「
峯
岸
東
三
郎
の
『
こ
だ
ま
文

学
会
』
と
高
橋
秀
一
郎
」
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
児
玉
の
文
学
状
況
を

「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
消
長
と
、
児
玉
が
生
ん
だ
詩
人
高
橋
秀
一
郎
氏
に

よ
っ
て
活
写
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
間
部
を
成
し
て
い
る
の

が
、
吉
田
健
一
の
児
玉
訪
問
と
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
へ
の
言
及
で
あ

る
。
こ
の
文
章
の
中
で
松
本
鶴
雄
氏
は
、
先
に
全
文
引
用
し
た
吉
田
健
一

の
「
講
演
旅
行
」
に
つ
い
て
、
「
吉
田
健
一
は
児
玉
へ
来
た
最
初
の
印
象

記
『
講
演
旅
行
』
を
『
反
響
』
十
号
（
昭
和
二
十
七
）
に
も
載
せ
て
い
て

た
」
と
し
て
、
一
部
原
文
も
引
用
し
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
児
玉
と
ゆ
か
り
深
い
伊
藤
整
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
『
日
本
文
壇

史
』
資
料
の
根
幹
と
な
っ
た
古
書
の
大
半
を
収
集
し
た
の
は
、
藤
岡
市
の

初
心
堂
店
主
福
島
道
治
氏
で
あ
り
、
そ
の
福
島
氏
の
文
章
に
も
、
「
こ
だ

ま
文
学
会
」
と
吉
田
健
一
の
こ
と
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
る
の
で
、
紹
介
し

た
い
。
児
玉
が
生
ん
だ
詩
人
高
橋
秀
一
郎
氏
に
つ
い
て
は
先
述
の
松
本
鶴

雄
氏
の
文
章
に
そ
の
文
学
的
業
績
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
が
、
高
橋
氏

は
平
成
四
年
に
五
十
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
高
橋
氏
の
追
悼
特
集
に
、
福

島
氏
が
「
追
想
記
」
と
題
し
て
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
福
島
氏

は
、
高
橋
秀
一
郎
氏
が
『
長
帽
子
』
に
書
い
た
、
昭
和
二
十
年
代
の
児
玉

町
の
文
学
状
況
に
触
れ
な
が
ら
、
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
文
芸
講
演
会
に

つ
い
て
も
書
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
昭
和
二
十
三
年
一

月
十
七
日
に
、
伊
藤
整
と
真
杉
静
枝
の
文
芸
講
演
会
が
児
玉
高
校
で
開
催

さ
れ
、
そ
の
後
も
武
者
小
路
実
篤
・
林
芙
美
子
・
亀
井
勝
一
郎
・
野
田
宇

太
郎
た
ち
の
講
演
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

吉
田
健
一
の
名
前
も
見
え
る
。
な
お
、
福
島
氏
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
『
反
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響
』
は
第
十
二
号
を
も
っ
て
休
刊
と
な
り
、
昭
和
二
十
九
年
十
月
一
，
一
十
六

日
の
伊
藤
整
の
講
演
会
が
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
最
後
の
行
事
だ
っ
た
と

い
う
。
こ
の
伊
藤
整
の
講
演
会
が
児
玉
高
校
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
同
校
の
校
務
日
誌
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
旨
、
埼
玉
県
立
児
玉
高
等

学
校
定
時
制
教
頭
小
林
松
太
郎
氏
よ
り
、
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
た
だ

し
、
同
日
誌
に
は
、
昭
和
二
十
七
年
五
月
三
日
の
吉
田
健
一
の
講
演
会
の

こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
同
人
だ
っ
た
文
芸
評
論
家
の
山
本
容
朗
氏
に
も
、

「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。
山
本
氏
も
こ
の
作
品
を

『
旅
』
発
売
時
に
読
ん
だ
こ
と
や
、
久
し
ぶ
り
に
児
玉
を
訪
ね
、
吉
田
健

一
が
泊
ま
っ
た
部
屋
を
み
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
た
こ
と
な
ど
を
書
い
て
い

　
ら
　

る
Q

4
　
児
玉
の
町
並
と
田
島
屋
旅
館

　
「
量
る
田
舎
町
の
魅
力
」
が
、
ど
の
よ
う
な
背
景
を
持
っ
て
書
か
れ
て

い
た
か
、
そ
の
輪
郭
が
ほ
ぼ
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
児
玉

に
は
武
蔵
国
二
の
宮
の
金
鑛
神
社
が
あ
る
。
金
鑛
神
社
は
『
延
喜
式
』

（
九
〇
五
年
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
古
い
神
社
で
あ
る
。
平
安
時
代
以
後

は
、
児
玉
党
の
根
拠
地
と
し
て
知
ら
れ
、
江
戸
時
代
に
は
、
『
群
書
類
従
』

を
編
纂
し
た
国
学
者
塙
保
己
一
が
児
玉
郡
保
木
野
村
に
生
ま
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
児
玉
は
古
い
歴
史
と
文
化
を
持
つ
町
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
吉
田
健
一
も
「
繋
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
中
で
触
れ
て
い

る
。
児
玉
は
戦
災
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
十
七
年
に
吉
田

健
一
が
当
地
を
初
め
て
訪
れ
、
そ
の
二
年
後
に
再
訪
し
た
時
も
、
「
静
か

な
町
」
で
あ
り
、
「
静
か
で
も
、
一
向
に
寂
び
れ
て
る
る
と
い
ふ
感
じ
は
」

せ
ず
、
「
両
側
に
落
ち
着
い
た
た
た
ず
ま
ひ
の
家
が
拉
ん
で
み
て
、
道
が

広
い
の
が
気
持
が
い
い
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
広
い
場
所
に
人
問

が
少
な
く
て
、
始
め
て
文
化
と
呼
ぶ
に
足
る
も
の
が
生
れ
る
」
と
も
書
い

て
い
る
。
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
は
直
接
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
存
在
も
ま
た
、
当
時
の
児
玉
の
文
化
の
象
徴
で
あ

り
、
そ
の
同
人
た
ち
の
文
章
に
は
、
吉
田
健
一
の
児
玉
訪
問
や
、
他
の
文

献
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
講
演
旅
行
」
と
い
う
短
い
文

章
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
現
在
の
児
玉
は
ど
の
よ
う
な
町
並
で
あ
り
、
「
或
る
田
舎

町
の
魅
力
」
に
書
か
れ
て
い
る
田
島
旅
館
や
児
玉
の
酒
や
鎮
守
の
森
や
薬

屋
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
実
地
調
査
す

べ
く
児
玉
を
訪
れ
、
そ
の
結
果
判
明
し
た
い
く
つ
か
の
事
実
を
述
べ
た

い
。
こ
の
実
地
調
査
は
、
松
本
彪
氏
の
協
力
に
よ
っ
て
予
想
以
上
の
成
果

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
八
高
線
児
玉
駅
に
到
着
後
、
最
初
に
訪
れ
た
の
は
埼
玉
県
立
児
玉
高
等

学
校
で
、
こ
こ
で
は
先
に
お
名
前
を
挙
げ
た
小
林
松
太
郎
教
頭
に
校
内
を

ご
案
内
い
た
だ
き
、
文
学
講
演
会
が
行
わ
れ
た
講
堂
の
場
所
や
写
真
な
ど

を
拝
見
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
講
堂
の
建
物
は
現
在
は
な
い
。
ま
た
小

林
教
頭
と
の
面
談
か
ら
、
当
時
の
校
務
日
記
に
は
吉
田
健
一
の
文
学
講
演
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島内裕子

会
の
記
録
は
見
え
な
い
こ
と
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
出
て
く
る

「
児
玉
で
作
っ
て
み
る
千
歳
誉
と
い
ふ
酒
を
飲
ん
だ
」
「
蔵
元
で
あ
る
児
玉

の
町
長
さ
ん
」
と
い
う
記
述
は
、
お
そ
ら
く
筑
紫
本
店
の
こ
と
で
あ
り
、

銘
柄
は
「
千
歳
誉
」
で
は
な
く
「
千
里
」
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ

び
吉
田
健
一
の
児
玉
訪
問
に
つ
い
て
は
『
埼
玉
現
代
文
学
事
典
』
に
も
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

載
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
貴
重
な
ご
教
示
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら

に
、
伊
藤
整
が
講
演
会
で
来
訪
し
た
時
に
写
真
を
撮
影
し
た
「
ス
タ
ジ

オ
・
タ
カ
ハ
シ
」
を
ご
紹
介
、
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。
こ
の
写
真
館
は
、

詩
人
高
橋
秀
一
郎
氏
の
実
家
で
あ
り
、
故
秀
一
郎
氏
の
父
上
と
夫
人
の
三

千
代
さ
ん
か
ら
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
こ
と
な
ど
お
話
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
た
。

　
さ
て
、
次
に
訪
れ
た
の
は
田
島
旅
館
で
、
現
在
も
営
業
中
で
あ
る
。
頂

戴
し
た
名
刺
の
表
に
は
、
「
旅
館
　
田
島
屋
」
、
裏
の
地
図
に
は
、
「
田
島

屋
旅
館
」
と
あ
っ
た
。
「
刷
る
田
舎
町
の
魅
力
」
で
は
「
田
島
旅
館
」
と

書
か
れ
て
い
る
が
、
正
式
に
は
「
田
島
屋
旅
館
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
田

島
満
子
さ
ん
・
康
子
さ
ん
母
娘
か
ら
、
吉
田
健
一
に
つ
い
て
詳
し
い
お
話

を
う
か
が
い
、
旅
館
内
部
を
ご
案
内
い
た
だ
き
、
吉
田
健
一
が
宿
泊
し
た

部
屋
も
見
学
で
き
た
の
は
、
非
常
に
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
田
島
屋
旅

館
は
大
正
三
年
に
建
築
さ
れ
た
木
造
三
階
建
て
の
旅
館
で
あ
り
、
建
設
当

時
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
「
焦
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
は
三
階
建
て
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
木
造
と
い
う
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
田

島
さ
ん
母
娘
の
お
話
か
ら
判
明
し
た
最
も
大
き
な
驚
き
は
、
昭
和
二
十
九

年
の
吉
田
健
一
の
児
玉
再
訪
は
、
彼
単
独
の
も
の
で
は
な
く
、
中
村
光

夫
・
三
島
由
紀
夫
・
神
西
清
と
の
旅
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
村
光
夫
の
渡
仏

送
別
会
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
四
名
の
寄
せ
書
き
の
コ

ピ
ー
を
拝
見
し
た
の
で
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
彼
ら
の
言
葉
を
紹
介
し
よ

う
Q

金
鑛
の
大
前
し
る
き
若
葉
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
西
清

さ
き
た
ま
の
児
玉
の
さ
と
の
児
玉
町
田
島
屋
に
き
て
こ
こ
ろ
い
こ
へ

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
光
夫

　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
る
　
　
ま

保
己
一
の
家
を
訪
ふ
と
て
行
き
が
た
き
小
径
を
自
動
車
ゆ
く
麦
の
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
島
由
紀
夫

喜
雀
入
管
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田
健
一

　
神
西
清
は
金
鑛
神
社
を
詠
ん
だ
俳
句
、
中
村
光
夫
は
児
玉
の
田
島
屋
旅

館
の
心
地
よ
さ
を
詠
ん
だ
短
歌
、
三
島
由
紀
夫
は
盛
事
己
一
生
家
を
訪
ね

る
途
中
の
景
色
を
詠
ん
だ
短
歌
で
あ
る
。
こ
の
寄
せ
書
き
に
は
、
残
念
な

が
ら
日
付
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
児
玉
の
田
島
屋
旅
館
で
く
つ
ろ
ぎ
、

近
く
の
名
所
旧
跡
を
訪
ね
た
こ
と
が
、
若
葉
や
麦
秋
と
い
う
季
節
の
言
葉

と
と
も
に
詠
ま
れ
、
楽
し
げ
な
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

三
人
が
自
作
の
俳
句
や
短
歌
を
書
い
た
の
に
対
し
て
、
吉
田
健
一
の
「
喜

万
遍
堂
」
は
、
何
か
漢
詩
な
ど
の
一
節
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
言

葉
も
他
の
三
人
に
劣
ら
ず
楽
し
げ
な
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
貴
重
な
寄
せ
書
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き
は
、
す
で
に
『
旅
』
一
九
九
八
年
三
月
号
別
冊
付
録
「
ひ
と
り
で
も
泊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
れ
る
　
路
線
別
　
駅
か
ら
五
分
の
格
安
旅
館
」
の
十
五
ペ
ー
ジ
に
写
真

で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
雑
誌
も
田
島
満
子
さ
ん
か
ら
見
せ
て
い
た
だ

い
た
。
雑
誌
『
旅
』
こ
そ
は
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
初
出
誌
で
あ

り
、
そ
の
同
じ
雑
誌
に
四
十
年
余
り
を
隔
て
て
、
こ
の
時
の
寄
せ
書
き
が

掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
満
子
さ
ん
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
非
常
に
意
外
だ
っ
た
の

は
、
「
惟
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
最
後
に
金
鑛
神
社
が
「
そ
の
境
内
は
新

緑
で
う
っ
と
り
す
る
位
置
し
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
神
社
を
訪
れ

た
の
は
中
村
光
夫
・
三
島
由
紀
夫
・
神
西
清
の
三
島
で
あ
り
、
吉
田
健
一

自
身
は
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
四
歳
だ
っ
た
田
島
康

子
さ
ん
は
、
こ
の
時
三
島
由
紀
夫
に
抱
っ
こ
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

「
お
か
み
さ
ん
の
話
」
と
し
て
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
は
、
田
島
満
子
さ
ん
が
語
っ
た
ほ
ぼ
そ
の
通
り
の
記
述
で
あ
る
、

と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
児
玉
の
酒
の
銘
柄
が
「
千
歳
誉
」
と
な
っ
て

い
る
の
は
吉
田
健
一
の
記
憶
違
い
で
あ
り
、
正
し
く
は
筑
紫
本
店
の
「
千

里
」
で
あ
る
こ
と
は
、
田
島
満
子
さ
ん
の
お
話
に
も
出
て
き
た
。
な
お
、

児
玉
の
町
は
戦
災
に
は
遇
わ
な
か
っ
た
が
、
昭
和
三
十
年
に
大
火
が
あ

り
、
田
島
屋
旅
館
は
幸
い
被
害
を
受
け
ず
に
済
ん
だ
が
、
こ
の
大
火
に

よ
っ
て
児
玉
の
町
並
は
そ
れ
以
前
と
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。
吉
田
健
一
の
児
玉
再
訪
が
、
も
し
こ
の
大
火
の
後
だ
っ
た
ら
、
児
玉

の
町
の
魅
力
も
減
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
昭
和
二
十
九
年
と
い
う
再

訪
の
年
は
、
昔
な
が
ら
の
児
玉
の
た
た
ず
ま
い
を
実
感
で
き
る
最
後
の
年

だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
吉
田
健
一
は
こ
の
大
火
を
知
っ
て
、
早
速

火
事
見
舞
い
を
田
島
屋
旅
館
に
書
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
吉
田
健
一
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亡
く
な
る
ま
で
、
毎
年
年
賀
状
も
届
い
た
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
貴
重
な
お
話
を
田
島
屋
旅
館
で
伺
っ
た
後
、
「
或
る
田

舎
町
の
魅
力
」
に
出
て
く
る
い
く
つ
か
の
場
所
を
確
認
す
べ
く
町
に
出

た
。
「
料
理
屋
」
が
「
二
葉
」
で
あ
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
す
で

に
判
明
し
て
い
た
が
、
そ
こ
を
訪
れ
て
み
る
と
、
建
物
は
も
は
や
な
く
、

駐
車
場
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
「
向
う
側
の
薬
屋
」
は
吉
川
薬
局

で
あ
る
が
、
さ
す
が
に
現
在
は
中
将
湯
の
看
板
は
な
か
っ
た
。
田
島
屋
旅

館
の
三
階
か
ら
眺
め
た
「
鎮
守
の
森
」
は
八
幡
神
社
の
こ
と
で
あ
り
、

「
城
肚
の
濠
」
と
は
、
維
岡
城
趾
の
こ
と
で
あ
る
。
八
幡
神
社
を
訪
ね
銀

杏
の
大
木
を
見
上
げ
、
面
影
城
趾
に
あ
る
塙
記
念
館
を
見
学
し
、
さ
ら

に
、
塙
保
己
一
生
家
と
金
鑛
神
社
へ
松
本
引
子
の
案
内
で
訪
れ
、
「
或
る

田
舎
町
の
魅
力
」
に
描
か
れ
て
い
る
場
所
の
実
地
調
査
が
完
了
し
た
。

四
　
　
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
意
義

　
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
、
本
稿
の
最
初
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
全
集
類
や
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
繰
り
返
し
収
録
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
文
学
者
た
ち
の
興
味
を
引
き
付
け
て
き
た
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
作
品
と
し
て
の
魅
力
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
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も
ち
ろ
ん
、
吉
田
健
一
の
構
成
力
・
表
現
力
に
依
る
の
で
あ
る
が
、
舞
台

と
な
っ
て
い
る
児
玉
と
い
う
土
地
の
歴
史
や
文
化
の
蓄
積
も
大
い
に
預

か
っ
て
い
る
こ
と
が
、
「
こ
だ
ま
文
学
会
」
の
存
在
な
ど
に
よ
っ
て
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
児
玉
高
校
卒
業
生
の
方
々
や
「
こ
だ
ま
文

学
会
」
同
人
か
ら
の
、
貴
重
な
当
時
の
回
想
、
お
よ
び
「
こ
だ
ま
文
学

会
」
の
雑
誌
『
反
響
』
第
十
号
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
吉
田
健
一
の
文
学
講

演
会
の
開
催
日
や
当
日
の
講
演
会
・
懇
親
会
で
の
様
子
も
明
ら
か
に
な
っ

た
。
ま
た
、
『
反
響
』
第
十
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
「
講
演
旅
行
」
と
い

う
短
い
エ
ッ
セ
イ
の
全
文
を
明
ら
か
に
出
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
玉
へ

の
思
い
が
結
実
し
た
も
の
と
し
て
児
玉
再
訪
が
あ
り
、
ひ
い
て
は
「
括
る

田
舎
町
の
魅
力
」
と
い
う
、
読
者
の
心
を
引
き
付
け
て
や
ま
な
い
名
作
が

生
み
出
さ
れ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。

　
さ
ら
に
、
児
玉
の
実
地
調
査
に
よ
っ
て
、
「
震
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の

記
述
内
容
を
確
認
し
、
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
も
で
き
、
当
時
と
現
在
の

違
い
も
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
も
こ
の
児
玉
再
訪
が
吉
田
健
一

単
独
の
も
の
で
は
な
く
、
神
西
清
・
中
村
光
夫
・
三
島
由
紀
夫
を
伴
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
顔
触
れ
は
「
鉢
の
木
会
」
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
吉
田
健
一
が
児
玉
再
訪
を
思
い
立
っ
た

の
は
、
「
鉢
の
木
会
」
の
小
旅
行
と
し
て
企
画
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

か
。
「
鉢
の
木
会
」
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
最
後
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」
に
よ
れ

ば
、
吉
田
健
一
・
中
村
光
夫
・
福
田
恒
存
・
吉
川
逸
治
の
四
名
で
は
じ
ま

り
、
最
初
は
各
人
の
家
に
集
ま
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
後
、
三
島
由
紀

夫
・
神
西
清
・
大
岡
昇
平
が
加
わ
り
七
名
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
各
家
庭

に
集
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
小
旅
行
も
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
た
と
え

ば
、
吉
田
健
一
・
中
村
光
夫
・
福
田
恒
在
の
三
門
で
「
箱
根
に
一
泊
旅
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
記
述
や
、
『
現
代
文
学
大
系
』
第
五
十
八

巻
の
月
報
（
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
）
に
は
、
昭
和
二
十
八
年
の
「
鉢
の

木
会
」
の
大
島
旅
行
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
昭
和
二
十
九
年
の
児
玉
再
訪
は
、
中
村
光
夫
の
渡
仏
送
別
会
を
兼
ね

た
「
鉢
の
木
会
」
の
小
旅
行
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

け
れ
ど
も
、
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
に
は
、
「
鉢
の
木
会
」
の
メ
ン

バ
ー
と
一
緒
だ
っ
た
こ
と
は
、
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は

何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
早
る
田
舎
町
の
魅
力
」

と
い
う
作
品
は
、
そ
の
題
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
児
玉

を
描
く
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
文
学
仲
間
と
の
交
友
の
楽
し
み
を
描
く
こ

と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
吉
田
健
一
が
、
そ

の
よ
う
な
文
学
的
な
交
友
に
対
し
て
無
関
心
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
「
鉢

の
木
会
」
の
メ
ン
バ
ー
と
の
交
友
は
、
後
に
『
聲
』
と
い
う
文
芸
季
刊
誌

の
創
刊
に
繋
が
っ
て
い
る
し
、
河
上
徹
太
郎
と
の
二
人
旅
の
楽
し
さ
は
、

「
羽
越
瓶
子
行
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
結
実
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
「
隣
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
場
合
は
、
児
玉
へ
の
初
訪
問
と

再
訪
を
通
し
て
、
静
か
な
落
ち
着
い
た
町
の
た
た
ず
ま
い
の
中
に
本
当
の

人
間
ら
し
い
生
活
を
見
出
す
と
い
う
テ
ー
マ
を
前
面
に
出
し
、
そ
の
こ
と
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が
成
功
し
て
、
こ
の
作
品
が
一
読
忘
れ
難
い
名
作
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
、
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
場
所
を
離

れ
て
あ
る
土
地
に
出
掛
け
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
旅
の
文
学
で
あ

り
、
紀
行
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

『
現
代
日
本
紀
行
文
学
全
集
』
や
『
旅
ゆ
け
ば
物
語
』
に
収
録
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
『
日
本
幻
想
文
学
集
成
』
の
中
に
収
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
紀
行
文
学
の
範
疇

に
入
り
き
れ
な
い
広
が
り
も
持
っ
て
い
る
。

　
「
漁
る
田
舎
町
の
魅
力
」
が
文
学
作
品
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、

児
玉
と
い
う
特
定
の
町
を
描
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
人
間
の
生
活
の
静
か
で

落
ち
着
い
た
時
間
を
現
前
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
生
活
こ

そ
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
が
吉
田
健
一
の
考
え
で
あ
ろ
う
。

名
所
旧
跡
め
ぐ
り
は
他
の
同
行
者
た
ち
に
任
せ
て
、
コ
番
眺
め
が
い
い

部
屋
で
」
「
宿
屋
の
お
か
み
さ
ん
」
の
心
尽
く
し
の
地
元
の
銘
酒
を
ゆ
っ

く
り
と
飲
ん
で
い
た
吉
田
健
一
は
、
金
堂
神
社
の
境
内
は
新
緑
で
う
っ
と

り
す
る
ほ
ど
美
し
く
神
鹿
が
寄
っ
て
来
そ
う
な
別
天
地
だ
が
「
併
し
そ
れ

は
児
玉
と
い
ふ
町
が
別
天
地
で
あ
る
の
と
は
意
味
が
違
ふ
」
と
書
く
。
こ

の
何
げ
な
い
結
び
の
言
葉
は
、
人
間
ら
し
い
生
活
を
最
重
視
す
る
吉
田
健

一
の
文
明
論
の
表
白
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
人
は
旅
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
体
験
す
る
。
旅
先
で
遭
遇
す
る

出
来
事
が
普
段
の
生
活
と
は
掛
け
離
れ
た
冒
険
で
あ
っ
た
り
、
悲
劇
や
苦

難
の
連
続
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
旅
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

普
段
の
生
活
を
よ
り
純
粋
に
味
わ
い
、
思
索
を
深
め
る
こ
と
も
あ
る
。
吉

田
健
一
の
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
作
品
で
あ

る
。
児
玉
へ
の
二
度
の
小
旅
行
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ
た
あ
る
べ
き
生
活

の
時
間
や
、
か
つ
て
ど
こ
に
も
あ
っ
た
町
の
た
た
ず
ま
い
は
、
言
葉
に

よ
っ
て
確
か
な
実
体
を
与
え
ら
れ
て
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
中
に
、

実
在
し
続
け
る
。
吉
田
健
一
が
最
初
に
児
玉
を
訪
問
し
た
昭
和
二
十
七
年

か
ら
す
で
に
五
十
年
近
く
経
っ
て
い
る
現
在
、
も
は
や
「
懸
る
田
舎
町
の

魅
力
」
に
書
か
れ
た
世
界
は
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
玉
は
あ
る
特
定
の
土
地
と
い

う
限
定
を
越
え
て
、
こ
れ
を
読
む
読
者
の
心
の
中
で
文
明
の
あ
り
方
を
考

え
さ
せ
る
普
遍
的
な
存
在
と
し
て
、
在
り
続
け
る
。

　
「
あ
る
田
舎
町
の
魅
力
」
を
吉
田
健
一
の
文
学
世
界
の
中
で
位
置
付
け

る
な
ら
ば
、
や
は
り
旅
先
で
の
時
間
の
流
れ
を
描
く
長
編
小
説
『
金
沢
』

に
直
接
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
作
品
は
『
金
沢
』
に

と
ど
ま
ら
ず
、
評
論
『
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
世
紀
末
』
『
時
間
』
や
、
小
説

『
東
京
の
昔
』
へ
と
、
大
き
く
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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注

（
平
成
十
一
年
十
一
月
五
日
受
理
）

（
1
）
拙
稿
「
吉
田
健
一
年
譜
追
考
」
（
『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
第
十
五
号
、
平
成

　
　
九
年
）
参
照
。

（
2
）
注
1
の
拙
稿
に
お
い
て
も
、
「
講
演
旅
行
」
に
つ
い
て
は
未
見
で
あ
っ
た
。

（
3
）
『
英
語
青
年
』
昭
和
二
十
六
年
九
月
号
に
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ボ
ウ
ェ
ン
の

　
　
『
日
盛
り
』
に
つ
い
て
」
を
発
表
。
ま
た
、
『
新
潮
』
昭
和
二
十
七
年
四
月
号

　
　
に
も
、
「
世
界
文
学
欄
　
新
刊
紹
介
」
で
ボ
ウ
ェ
ン
に
触
れ
て
い
る
。
そ
の

　
　
後
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
に
は
新
潮
社
か
ら
『
日
ざ
か
り
』
の
翻
訳
を
刊
行

　
　
し
、
『
英
語
青
年
』
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
号
に
「
ボ
ウ
ェ
ン
の
『
日
ざ
か

　
　
り
』
に
就
て
」
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
ユ
ー
ス
・
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
』

　
　
昭
和
二
十
九
年
五
月
号
に
も
「
作
家
の
顔
　
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ボ
ウ
ェ
ン
」
を

　
　
寄
稿
し
て
い
る
。

（
4
）
『
新
潮
』
昭
和
三
十
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
吉
田
健
＝
に

　
　
よ
る
。

（
5
）
『
週
刊
読
書
人
』
（
平
成
九
年
十
一
月
十
四
日
号
）
掲
載
の
「
懐
か
し
い
著
作

　
　
と
思
い
出
の
文
士
」
、
お
よ
び
、
『
新
刊
ニ
ュ
…
ス
』
の
「
作
家
点
描
i
あ

　
　
の
日
、
あ
の
作
品
で
」
（
連
載
③
）
。

（
6
）
『
埼
玉
現
代
文
学
事
典
』
（
一
九
九
〇
年
十
一
月
刊
、
埼
玉
県
高
等
学
校
国
語

　
　
科
教
育
研
究
会
）
に
は
、
川
越
雄
二
氏
の
執
筆
に
よ
り
、
「
昭
和
二
七
年
六

　
　
月
号
の
雑
誌
『
反
響
』
に
『
講
演
旅
行
』
と
題
し
児
玉
町
に
つ
い
て
小
文
を

　
　
寄
せ
て
お
り
、
さ
ら
に
二
九
年
八
月
号
の
『
旅
』
誌
上
に
も
『
或
る
田
舎
町

　
　
の
魅
力
』
と
題
し
、
同
町
を
紹
介
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
す
で
に

　
　
『
反
響
』
第
十
号
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
田
島
屋
旅
館
の
女

　
　
将
の
話
に
よ
る
と
、
実
際
に
神
社
を
訪
れ
た
の
は
三
島
由
紀
夫
、
中
村
光
夫

　
　
ら
で
あ
り
、
吉
田
健
一
自
身
は
、
宿
で
酒
を
飲
ん
で
い
た
と
云
う
」
と
い
う

　
　
記
述
も
あ
る
。
こ
の
話
は
本
稿
で
も
、
田
島
満
子
さ
ん
か
ら
直
接
伺
っ
た
話

　
　
と
し
て
記
載
し
た
。
さ
ら
に
、
「
連
名
の
色
紙
」
の
存
在
を
紹
介
し
た
上
で
、

　
　
三
島
由
紀
夫
の
短
歌
を
掲
げ
、
こ
れ
は
三
島
の
「
全
集
未
収
録
」
で
あ
る
と

　
　
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
『
埼
玉
現
代
文
学
事
典
』
の

　
　
「
吉
田
健
一
」
の
項
目
は
、
児
玉
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
貴
重
な
記
述
資

　
　
料
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
事
典
の
編
集
母
体
で
あ
る
埼
玉
県
高
等
学
校
国
語

　
　
科
教
育
研
究
会
の
『
研
究
集
録
』
第
二
〇
号
（
一
九
八
○
年
）
に
掲
載
さ
れ

　
　
て
い
る
「
国
語
科
教
育
研
究
会
三
十
年
の
歩
み
」
に
は
、
昭
和
三
十
九
年
六

　
　
月
十
九
日
に
吉
田
健
一
が
深
谷
商
業
高
校
で
「
日
本
近
代
文
学
と
英
文
学
と

　
　
の
関
係
」
と
い
う
講
演
会
を
行
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
7
）
本
稿
の
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
種
村
季
弘
の
評
論
で
は
、
児
玉
を
訪
れ
な

　
　
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
島
屋
旅
館
に
つ
い
て
は
、

　
　
「
木
造
旅
館
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
こ
の
雑
誌
に
は
、
松
本
典
久
氏
の
執
筆
に
よ
り
、
田
島
屋
旅
館
の
沿
革
や

　
　
「
或
る
田
舎
町
の
魅
力
」
の
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
吉
田
健
一
が
、
こ
の
よ
う
に
な
じ
み
の
旅
館
や
料
亭
に
毎
年
年
賀
状
を
出
し

　
　
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
吉
田
健
一
の
季
節
」
（
『
大
学
出
版
』
第

　
　
二
十
五
号
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
1
0
）
東
京
新
聞
昭
和
三
十
年
四
月
十
六
日
夕
刊
に
掲
載
。
後
に
『
三
文
紳
士
』
に

　
　
収
録
さ
れ
た
。

（
1
1
）
『
新
潮
』
昭
和
三
十
一
年
一
月
号
に
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
「
中
村
光
夫
」
に
よ

　
　
る
。
こ
れ
も
『
三
文
紳
士
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

謝
辞
　
　
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
本
文
中
に
お
名
前
を
掲
載
さ
せ
て
い

　
　
た
だ
き
ま
し
た
方
々
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
方
々
か
ら
多
大
な
ご
協
力

　
　
と
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

付
記
　
　
本
研
究
は
、

　
　
の
一
部
で
あ
る
。

平
成
十
一
年
度
放
送
大
学
特
別
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
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The　Fact　and　Truth　in　the　Literature　of　Travels

　　　　　　　　　　　　concerning　“The　Charm　of　a　country　town”

　　　　　　　　　　　　　　　　written　by　Yoshida　Kenichi

Yuko　SKIMAUCHI

ABS写醜ACT

　This　paper　aims　to　survey　the　fact　and　truth　in　“The　charm　of　a　country　towB”

written　by　Yoshida　Kenichi．　This　essay　is　a　short　piece，　but　p｝aced　high　va｝ue　in

Yoshida’s　works．　“The　charm　of　a　country　town”　gives　a　very　good　picture　of

Kodama．
　Yoshida　Kenichi　expresses　his　criticism　in　civilization　through　the　charra　and

calm　of　Kodama．　He　visited　Kodama　town　for　the　lecture　raeeting，　but　the　date　is

unknown　till　now．　This　paper　investigates　the　date　of　his　lecture　by　collecting

data　about　the　literary　society　of　Kodarna．

　Yoshida　Kenichi　revisited　to　Kodama　in　the　29th　year　of　Showa．　He　stayed　at

“Taji’raaya－Ryokan”　with　his　three　friends．　He　was　silent　on　them　in　his　essay

“The　charm　of　a　country　town”．


