
153

は
じ
め
に

　

石
川
淳
の
「
今
は
む
か
し
」
は
、
一
九
五
八
年
四
月
二
八
日
に
『
別
冊

文
芸
春
秋
』
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
今
は
む

か
し
」
に
開
陳
さ
れ
る
登
場
人
物
の
歴
史
観
や
、〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉

の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、「
今
は
む
か
し
」
が
、
石
川
の
歴

史
に
関
す
る
作
品
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。

ま
ず
、
梗
概
を
確
認
す
る
。
主
人
公
の
歴
史
家
・
余
一
は
、
中
学
校
の

こ
ろ
の
教
師
で
あ
っ
た
老
先
生
の
告
別
式
に
行
っ
た
。
そ
こ
で
中
学
で
同

級
生
で
あ
っ
た
小
説
家
と
再
会
す
る
。
式
を
抜
け
出
し
た
後
、
余
一
と
小

説
家
は
、
老
先
生
や
余
一
の
歴
史
観
、「
今
は
む
か
し
」
と
い
う
言
葉
に

つ
い
て
論
じ
合
う
。
そ
の
後
、
余
一
は
予
定
し
た
ロ
カ
ビ
リ
ー
に
行
く
。

余
一
は
、
ロ
カ
ビ
リ
ー
か
ら
帰
っ
た
後
、
小
説
家
と
電
話
で
会
話
を
し
、

再
び
「
今
は
む
か
し
」
に
つ
い
て
論
争
を
交
わ
し
た
後
、
電
話
を
一
方
的

に
切
っ
た
の
だ
っ
た
。
以
上
が
梗
概
と
な
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
「
今
は
む
か
し
」
は
、
主
と
し
て
そ
の
直
前
に
書

か
れ
た
「
八
幡
縁
起
」
と
直
後
に
書
か
れ
た
「
修
羅
」
を
つ
な
ぐ
小
品
と

し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
青
柳
達
雄（

1
（

、
井
澤
義
男（

2
（

、
安
藤
始（

3
（

、
藤
原
耕
作（

4
（

の
諸
氏
の
「
今
は
む
か
し
」
に
対
す
る
言
及
は
、
す
べ
て
「
修
羅
」
論
あ

る
い
は
「
八
幡
縁
起
」
論
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
全
員

に
共
通
す
る
の
が
、
余
一
の
「
日
本
の
歴
史
は
室
町
か
ら
書
き
出
せ
ば
い

い
と
い
ふ
意
見
」
と
「
そ
れ
以
前
に
は
、
伝
説
の
分
布
は
あ
る
」
と
い
う

意
見
か
ら
な
る
歴
史
観
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
、
古
代
か
ら
鎌
倉
ま
で
を
舞

台
と
す
る
「
八
幡
縁
起
」
と
、
応
仁
の
乱
を
舞
台
と
す
る
「
修
羅
」
の
時

代
設
定
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
い
う
言
及
の
仕
方
で
あ
っ
た
。

石
川
淳
「
今
は
む
か
し
」
論

―
再
編
さ
れ
る
歴
史

―

吉
　
田
　
拓
　
也
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唯
一
、「
今
は
む
か
し
」
そ
れ
自
体
を
対
象
と
し
て
論
じ
た
の
が
、
畦

地
芳
弘
氏
の
「『
今
は
む
か
し
』
に
お
け
る
現
在（

5
（

」
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

こ
で
も
「
八
幡
縁
起
」
と
「
修
羅
」
と
の
関
連
の
ほ
か
、
テ
ク
ス
ト
に
お

け
る
い
く
つ
か
の
論
点
に
軽
く
触
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
「
今
は
む
か
し
」
を
「
八
幡
縁
起
」
と
「
修
羅
」
を
つ
な
ぐ
作
品
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
妥
当
で
は
あ
る
。
だ
が
、「
今
は
む

か
し
」
を
単
な
る
つ
な
ぎ
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も

の
を
軽
視
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
余
一
の
歴
史

観
を
、「
八
幡
縁
起
」
や
「
修
羅
」
の
「
前
書
き（

6
（

」
と
し
て
で
は
な
く
、「
今

は
む
か
し
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
も
の
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
テ
ク
ス
ト
の
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
関
係
性
を
分

析
す
る
こ
と
で
、
石
川
の
歴
史
を
取
り
扱
っ
た
作
品
と
の
関
連
性
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
第
一
節
、
第
二
節
で
、
老
先
生
と
余
一
の
歴
史
観

を
分
析
し
、
余
一
の
歴
史
観
が
老
先
生
の
そ
れ
を
「
再
編
す
る
」
歴
史
観

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
第
三
節
で
は
、
余
一
、
老
先
生
、

小
説
家
の
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
、
な
か
で

も
余
一
の
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
関
係
性
が
、
歴
史
記
述
と
い
う
面
に

お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
石
川
の

他
作
品
に
見
出
せ
る
歴
史
の
「
再
編
」
と
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
に
つ
い

て
言
及
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
、『
石
川
淳
全
集　

第
六
巻
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
八
九

年
一
〇
月
二
五
日
）
所
収
の
「
今
は
む
か
し
」
を
本
文
テ
ク
ス
ト
と
し
、

引
用
に
際
し
て
漢
字
の
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
引
用
の
傍
線
は

筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
老
先
生
の
歴
史
観

　

本
節
で
は
、
老
先
生
の
歴
史
観
を
分
析
す
る
。
そ
れ
は
、
一
九
一
〇
年

代
に
お
け
る
時
代
思
潮
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、い
わ
ば「
歴

史
の
組
み
換
え
」
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

老
先
生
の
歴
史
観
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
次
に
引
用
す

る
余
一
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。

「（
略
）
老
先
生
は
一
生
か
か
つ
て
国
史
の
…
…
そ
れ
も
專
門
は
古
代

史
、
下
つ
て
は
鎌
倉
ま
で
だ
が
、
解
説
ば
か
り
を
書
き
つ
づ
け
て
来

ら
れ
た
。
た
だ
そ
の
解
説
し
た
も
の
、
御
当
人
が
解
説
し
た
お
つ
も

り
で
あ
つ
た
も
の
は
、
い
つ
た
い
な
に
か
と
い
ふ
と
…
…
」

（
中
略
）
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「
老
先
生
は
大
学
教
授
と
し
て
も
、
本
の
著
者
と
し
て
も
、
そ
の
学

問
は
旧
に
依
つ
て
本
質
的
に
は
中
学
校
の
講
義
の
延
長
だ
つ
た
。
つ

ま
り
、
何
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
、
す
で
に
一
般
に
国
史
上
の
真
実
と

お
も
ひ
こ
ま
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
、老
先
生
は
き
は
め
て
無
邪
気
に
、

そ
れ
こ
そ
真
実
に
相
違
な
い
と
、
検
定
済
の
判
コ
を
お
し
つ
づ
け
ら

れ
た
。
ど
こ
の
馬
の
骨
が
書
い
た
と
も
知
れ
ぬ
あ
や
し
げ
な
歴
史
小

説
を
、
た
し
か
な
傑
作
だ
と
い
つ
て
保
証
し
た
や
う
な
も
の
だ
。
そ

し
て
、
枝
葉
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
と
き
ど
き
こ
こ
が
い
け
な
い
と

い
つ
て
指
摘
す
る
こ
と
を
わ
す
れ
な
い
。
さ
す
が
に
知
識
の
手
が
こ

ん
で
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
は
、
今
日
の
制
度
が
よ
ろ
こ
ぶ
と

こ
ろ
の
検
定
済
の
老
大
家
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う
。」

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
老
先

生
の
専
門
が
古
代
史
か
ら
下
っ
て
も
鎌
倉
ま
で
で
あ
る
こ
と
。二
つ
目
は
、

老
先
生
の
学
問
が
本
質
的
に
は
旧
態
依
然
で
あ
り
中
学
校
の
講
義
の
延
長

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
三
つ
目
は
、
一
般
に
思
い
込
ま
さ

れ
て
い
る
「
国
史
上
の
真
実
」
を
ま
さ
し
く
真
実
と
し
て
検
定
済
と
し
た
、

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

老
先
生
の
専
門
が
古
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

は
、
室
町
時
代
以
後
か
ら
歴
史
を
書
き
始
め
よ
う
と
す
る
余
一
と
区
別
す

る
こ
と
に
加
え
、
老
先
生
が
中
学
生
を
指
導
し
て
い
た
時
期
が
関
係
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
老
先
生
が
中
学
校
で
講
義
し
て
い
た
の
は

い
つ
ご
ろ
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
時
期
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
の
下
で
講
義

が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、老
先
生
が
中
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

小
説
家
の
セ
リ
フ
に
よ
れ
ば
、
老
先
生
は
「
大
学
を
出
た
ば
か
り
」
の
こ

ろ
に
、
中
学
生
で
あ
る
余
一
と
小
説
家
に
講
義
を
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト

に
お
け
る
時
代
設
定
は
発
表
年
時
と
同
じ
く
、
ロ
カ
ビ
リ
ー
が
流
行
し
、

「
大
き
な
興
行
」
つ
ま
り
第
一
回
ウ
エ
ス
タ
ン
・
カ
ー
ニ
バ
ル
の
あ
っ
た

一
九
五
八
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
仮
定
し
、
六
〇
歳
を
停
年
と

す
る
と
、「
停
年
を
来
年
に
ひ
か
へ
た
」
余
一
は
一
九
五
九
年
に
停
年
を

迎
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
年
齢
を
仮
に
五
九
歳
と
す
れ
ば
、
中
学
生
で

あ
っ
た
期
間
は
四
一
年
か
ら
四
六
年
前
の
一
三
歳
か
ら
一
八
歳
と
推
測
さ

れ
る
。
西
暦
で
い
え
ば
一
九
一
三
年
か
ら
一
九
一
八
年
の
間
と
な
る
。
ま

た
、
こ
の
時
老
先
生
は
二
五
歳
ご
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
当
時
の
老
先
生
の
講
義
は
ど
の
よ
う
な
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
か
。
一
九
一
〇
年
代
の
中
等
教
育
の
歴
史
科
目
に
目
を
向
け

る
と
、
そ
れ
は
国
体
史
観
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
坂
本

太
郎
氏
は
『
日
本
の
修
史
と
史
学（

7
（

』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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も
と
も
と
明
治
政
府
は
、
日
本
史
の
教
育
を
も
っ
て
国
民
教
育
の

重
要
な
要
素
と
し
、
こ
れ
に
国
体
観
念
の
確
立
、
国
民
思
想
涵
養
の

任
務
を
負
わ
せ
た
。
従
っ
て
そ
の
大
目
的
に
そ
う
史
実
を
強
調
し
、

そ
れ
に
反
す
る
史
実
を
か
く
す
傾
き
が
あ
っ
た
。
学
者
は
、
こ
れ
を

応
用
史
学
と
い
い
、
純
正
史
学
と
応
用
史
学
と
は
お
の
ず
か
ら
別
で

あ
る
と
し
て
、学
的
良
心
を
納
得
さ
せ
た
。
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
』

の
紀
年
の
不
正
確
は
那
珂
博
士
以
来
学
会
の
認
め
る
所
で
あ
る
が
、

初
等
中
等
の
教
育
で
は
神
武
紀
元
を
正
し
い
も
の
の
よ
う
に
教
え
た

の
で
あ
る
。
こ
の
処
置
は
、
明
治
か
ら
大
正
を
へ
、
昭
和
の
初
め
頃

ま
で
、
難
な
く
行
わ
れ
た
。

実
際
、
一
九
〇
一
年
の
中
学
校
令
施
行
規
則
第
五
條
に
は
、「
歴
史
ハ

歴
史
上
重
要
ナ
ル
事
跡
ヲ
知
ラ
シ
メ
社
会
ノ
変
遷
、
邦
国
、
盛
衰
ノ
由
ル

所
ヲ
理
会
セ
シ
メ
特
ニ
我
国
ノ
発
達
ヲ
詳
ニ
シ
国
体
ノ
特
異
ナ
ル
所
以
ヲ

明
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
要
旨
ト
ス（

8
（

」
と
あ
り
、
一
九
〇
四
年
に
歴
史
の
教
科
書

は
国
定
と
な
っ
た
。
国
体
史
観
の
特
質
と
し
て
は
、
田
中
史
郎
氏
が
『
社

会
科
の
史
的
探
求（

9
（

』
に
お
い
て
、
国
体
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
善
美
で
あ

る
と
認
識
す
る
こ
と
や
、
国
民
的
倫
理
と
善
美
な
る
国
体
の
歴
史
認
識
と

の
結
び
つ
き
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　

ま
た
、
先
に
引
用
し
た
『
日
本
の
修
史
と
史
学
』
で
述
べ
ら
れ
る
「
応

用
史
学
」
と
「
純
正
史
学
」
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
き
た
い
。
坪
井
九
馬

三
は
一
八
九
四
年
に
「
史
学
に
就
て（

（1
（

」
に
お
い
て
、「
徳
育
」
の
た
め
の
「
応

用
史
学
」
と
近
代
史
学
の
方
法
を
用
い
た
「
純
正
史
学
」
と
を
分
類
し
た
。

廣
木
尚
氏
に
よ
れ
ば（

（（
（

、
こ
れ
ら
は
歴
史
学
界
と
、
歴
史
教
育
を
含
む
一
般

社
会
と
の
棲
み
分
け
の
た
め
の
理
論
で
あ
る
。
続
け
て
廣
木
氏
は
「
教
科

書
の
国
定
化
に
よ
っ
て
「
応
用
史
学
」
の
市
場
に
「
純
正
史
学
」
が
流
入

す
る
回
路
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
両
者
の
摩
擦
を
準
備
し
た
」
と
述
べ
る
。

つ
ま
り
、「
学
的
良
心
を
納
得
さ
せ
」
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
「
応
用

史
学
」
と
「
純
正
史
学
」
の
棲
み
分
け
は
、
国
定
教
科
書
と
い
う
政
治
の

介
入
に
よ
っ
て
崩
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
一
九
一
一
年
の
南
北
朝
正
閏

問
題
と
国
定
教
科
書
の
編
修
官
で
あ
っ
た
喜
田
貞
吉
の
休
職
で
あ
る
。
先

の
田
中
氏
は
、喜
田
が
「
一
方
で
は
倫
理
的
な
国
体
史
観
に
立
ち
な
が
ら
、

他
方
で
は
、
純
正
史
学
を
歴
史
研
究
の
み
で
な
く
、
歴
史
教
育
に
お
い
て

も
と
り
こ
み
、そ
の
調
和
を
は
か
ろ
う
と
」し
た
と
す
る（

（1
（

。こ
こ
で
い
う「
国

体
史
観
」
は
「
応
用
史
学
」
に
繋
が
る
史
観
で
あ
る
と
い
え
る
。
喜
田
は

坪
井
が
分
か
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
た
両
者
を
教
科
書
編
修
に
お
い
て

使
い
分
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
廣
木
氏
は
、

「
応
用
史
学
」
と
「
純
正
史
学
」
と
は
目
的
も
方
法
も
異
に
す
る
別
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物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
違
い
さ
え
わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
、
同
じ

人
物
が
両
者
を
使
い
分
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
論
じ
る
こ

と
で
喜
田
は
、
坪
井
が
市
場
も
担
い
手
も
異
な
る
も
の
と
把
握
し
た

「
応
用
史
学
」
と
「
純
正
史
学
」
を
、
担
い
手
を
同
じ
く
し
て
も
成

立
し
う
る
方
法
的
差
異
と
し
て
再
解
釈
し
、「
純
正
史
学
」
の
側
に

身
を
置
き
な
が
ら
「
応
用
史
学
」
で
あ
る
教
科
書
を
作
成
す
る
と
い

う
自
己
の
立
場
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

だ
が
、
結
局
は
田
中
氏
の
い
う
よ
う
に
、「
史
実
に
基
づ
い
て
歴
史
を

考
察
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
国
体
史
観
と
の
間
に
矛
盾
を
生
じ
ざ
る
を

得
な
い
こ
と
を
、
喜
田
も
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た（

（1
（

」。
そ
の
た
め
、

喜
田
は
矛
盾
を
「
解
釈
」
や
「
例
外
」
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
で
克
服
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
南
北
朝
正
閏
問
題
は
単
な
る
「
例
外
」
と
し
て
処
理
で
き
な

い
史
実
で
あ
っ
た
。
喜
田
は
そ
れ
に
対
し
て
「
歴
史
上
の
一
時
の
変
態
で

あ
る
」
と
す
る
「
変
態
論
」
を
唱
え
る
も
、
帝
国
議
会
で
問
題
化
し
教
科

書
は
改
訂
と
な
り
、
喜
田
は
休
職
と
な
っ
た
。

　

で
は
、
老
先
生
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
一
九
一
〇

年
代
の
歴
史
教
育
の
動
向
と
の
関
係
性
を
鑑
み
れ
ば
、
中
学
校
に
勤
め
て

い
た
老
先
生
も
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
国
定
教
科
書
を
用
い
、「
国
体
ノ
特
異
ナ
ル
所
以
ヲ
明
ニ
ス
ル
」
た

め
の
授
業
を
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
古
代
か
ら
鎌
倉
ま
で
を
専
門
と
す
る
老
先
生
は
、
南

北
朝
正
閏
問
題
と
い
う
矛
盾
と
は
ぶ
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
古
代
か
ら
鎌
倉

ま
で
と
い
う
研
究
対
象
は
、
余
一
の
室
町
以
後
の
歴
史
と
の
対
比
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
老
先
生
が
国
史
上
の
大
き
な
矛
盾
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
た

め
に
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
老
先
生
は
「
旧
に
依
つ
」
た
中
学
校
の
講
義
の
延
長
と

し
て
の
「
学
問
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
言
い
か
え
れ

ば
、
前
述
の
設
定
に
因
る
こ
と
で
老
先
生
は
「
応
用
史
学
」
的
な
一
面
を

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
内

容
こ
そ
が
、
一
般
に
「
国
史
上
の
真
実
」
と
思
い
込
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
ま
さ
し
く
真
実
で
あ
る
と
「
無
邪
気
」
に
「
検
定
済
の
判
コ
」
を
押
し

つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
中
学
校
令
や
国
定
教
科
書

に
基
づ
く
国
体
史
観
を
採
択
し
た
「
国
史
」
こ
そ
が
真
実
で
あ
る
と
し
て
、

専
門
家
の
お
墨
付
き
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
老
先
生
は
、「
検
定
済
の
判
コ
」
を
押
し
な
が
ら
も
、「
枝
葉
の

部
分
に
つ
い
て
は
、
と
き
ど
き
こ
こ
が
い
け
な
い
と
い
つ
て
指
摘
す
る
こ

と
を
わ
す
れ
な
い
」。
こ
れ
は
、
老
先
生
の
「
純
正
史
学
」
的
な
一
面
で
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あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
ま
で
を
専
門
と
し
、
南
北
朝
正

閏
問
題
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
「
応
用
史
学
」
と
「
純
正

史
学
」
が
摩
擦
を
起
こ
す
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
一
〇
年
代
の
歴
史
教
育
の
問
題
の
影
響
下
に
あ
っ

た
老
先
生
の
歴
史
観
は
、「
純
正
史
学
」
的
な
一
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
国

体
史
観
に
基
づ
い
た「
応
用
史
学
」的
な
中
学
校
で
の
講
義
の
延
長
で
あ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
後
も
国
体
史
観
に
基
づ
い
た
著
述
を
し
て
い
た
と
は

考
え
づ
ら
い
が
、
少
な
く
と
も
一
般
化
し
た
史
実
を
疑
わ
ず
に
追
認
す
る

歴
史
観
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
、
余
一
の
歴
史
観

　

本
節
で
は
、
前
節
で
分
析
し
た
老
先
生
の
国
体
史
観
的
な
面
を
持
つ
歴

史
観
を
、余
一
の
歴
史
観
が
再
組
み
換
え
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
畦
地
氏
の
先
行
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
、「
万
世
一
系
の
皇
統
を

排
斥
し
た
」
人
物
と
し
て
の
尊
氏
を
、
老
先
生
の
歴
史
観
と
石
川
の
言
説

を
踏
ま
え
る
こ
と
で
敷
衍
し
て
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
余
一
の
歴
史
観
が
同

時
代
の
影
響
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　

余
一
の
歴
史
観
は
、「
ぼ
く
の
仕
事
は
室
町
か
ら
は
じ
め
る
よ
」
と
述

べ
て
い
た
り
、
小
説
家
の
「
き
み
は
か
ね
て
日
本
の
歴
史
は
室
町
か
ら
書

き
出
せ
ば
い
い
と
い
ふ
意
見
の
や
う
だ
つ
た
が
、
今
で
も
さ
う
か
」
と
い

う
質
問
に
「
さ
う
お
も
ふ
ね
」
と
答
え
て
い
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
室
町

以
後
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
説
明
と

し
て
次
の
引
用
部
の
セ
リ
フ
が
あ
る
。

「
そ
れ
以
前
は
ど
う
な
る
。」

「
そ
れ
以
前
に
は
、
伝
説
の
分
布
は
あ
る
。
し
か
し
、
血
の
か
よ
つ

た
人
間
が
か
た
ま
つ
て
う
ご
き
出
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
は
、
室
町
は

近
代
の
ひ
ら
け
は
じ
め
だ
よ
。
後
世
の
生
活
に
ま
で
血
が
つ
な
が
つ

て
ゐ
る
や
う
だ
。
そ
の
室
町
の
と
つ
つ
き
に
、
尊
氏
と
い
ふ
弱
虫
の

英
雄
が
ゐ
る
ね
。
こ
い
つ
ほ
ど
非
力
で
売
り
こ
ん
だ
大
看
板
の
役
者

は
ゐ
な
い
。そ
の
身
に
於
て
あ
る
か
な
き
か
の
悲
し
い
や
つ
だ
か
ら
、

こ
の
役
者
は
実
在
し
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
日
本
の
神
話
と
い
ふ
キ
ツ

ネ
の
尻
尾
は
最
後
に
弱
虫
の
英
雄
を
打
ち
出
し
た
ば
か
り
に
ぶ
つ
つ

り
切
れ
た
と
、
ぼ
く
は
見
る
。（
下
略
）」

　

ま
ず
、
余
一
は
、
室
町
よ
り
前
の
時
代
に
つ
い
て
は
、「
伝
説
」
や
「
神

話
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
対
し
て
室
町
時
代
に
つ
い
て
は
、「
血
の
か

よ
つ
た
人
間
」
が
動
き
だ
し
た
「
近
代
の
ひ
ら
け
は
じ
め
」
で
あ
り
、「
後

世
の
生
活
に
ま
で
血
が
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
室
町
以
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前
／
以
後
の
隔
た
り
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
神
話
」
や
「
伝
説
」
な
ど
の

非
人
間
的
、
非
実
在
的
な
要
素
が
残
存
し
て
い
る
の
が
室
町
よ
り
前
の
時

代
で
あ
り
、「
人
間
」
の
歴
史
が
始
ま
っ
て
「
近
代
」
と
地
続
き
で
あ
る

の
が
室
町
以
後
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
よ
り
注
目
し
た
い
の
が
、
そ
の
境
に
「
人
間
」
と
し
て
「
打

ち
出
さ
れ
た
」
の
が
足
利
尊
氏
で
あ
る
と
、
余
一
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
尊
氏
は
存
在
と
し
て
「
あ
る
か
な
き
か
」
で
あ
る
た

め
に
「
実
在
」
す
る
、
と
い
う
逆
説
に
よ
っ
て
、
実
際
に
「
人
間
」
と
し

て
存
在
し
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
尊
氏
が
「
神
話
」
や
「
伝

説
」
的
な
人
を
超
え
た
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
「
弱
虫
の
英

雄
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ま
さ
に
生
身
の
「
血
の
か

よ
」
う
人
間
ら
し
く
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
推
さ
れ
る
。

ま
た
、尊
氏
が
現
れ
る
こ
と
で
「
神
話
」
が
「
ぶ
つ
つ
り
切
れ
」、「
人
間
」

の
歴
史
が
始
ま
っ
た
と
い
う
余
一
の
見
方
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
、
老

先
生
が
中
学
校
で
教
授
し
て
い
た
国
体
史
観
や
そ
の
延
長
で
あ
る
皇
国
史

観
と
は
対
照
的
な
歴
史
観
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
周
知

の
通
り
皇
国
史
観
は
、万
世
一
系
の
天
皇
を
基
軸
と
し
、『
日
本
書
紀
』『
古

事
記
』
の
神
話
的
記
述
を
も
歴
史
的
事
実
と
す
る
こ
と
で
「
神
話
」
と
「
人

間
」
と
の
歴
史
の
間
を
地
続
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
余
一

は
そ
れ
に
対
す
る
よ
う
に
、
神
と
人
間
と
が
分
か
れ
る
時
点
の
「
と
つ
つ

き
」
と
し
て
、
北
朝
を
立
て
て
後
醍
醐
天
皇
を
吉
野
に
追
い
や
り
、
南
北

朝
正
閏
問
題
の
火
種
と
な
っ
て
「
逆
賊
」
と
さ
れ
た
尊
氏
を
置
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
万
世
一
系
の
歴
史
観
を
分
断
す
る
尊
氏
と
い

う
存
在
が
現
れ
る
か
ら
こ
そ
、
余
一
は
室
町
か
ら
歴
史
を
説
き
起
こ
そ
う

と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
尊
氏
へ
の
関
心
と
い
う
点
に
お
い
て
、
余
一
の
歴
史
観
は

石
川
の
言
説
に
繋
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
石
川
は
、
一
九
四
九
年
の
「
雑

談（
（1
（

」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
尊
氏
を
評
価
し
て
い
る
。

日
本
の
政
治
家
で
は
足
利
尊
氏
が
い
ち
ば
ん
偉
い
ね
。
大
政
治
家

だ
。
信
長
よ
り
偉
い
。
軽
率
で
ね
。
す
ぐ
死
に
た
く
な
る
。
敗
け
て
、

河
を
渡
つ
た
り
し
て
、
も
う
駄
目
だ
、
切
腹
し
よ
う
と
思
ふ
。
ほ
と

ん
ど
詩
人
的
素
質
な
ん
だ
が
、生
き
の
び
る
と
大
政
治
家
に
な
つ
て
、

大
き
な
手
を
う
つ
て
ゐ
る
。
人
間
性
の
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
一
九
四
四
年
に
発
表
さ
れ
た
『
義
貞
記
』
が

一
九
六
二
年
の
全
集
に
収
録
さ
れ
た
際
の
、
作
品
末
に
添
え
ら
れ
た
「
附

記（
（1
（

」
に
、
尊
氏
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。「
附
記
」
は
、「
こ
の
一
篇
は
わ

た
し
の
戦
中
に
於
け
る
舞
文
曲
筆
で
あ
つ
た
」と
い
う
一
文
で
は
じ
ま
り
、

尊
氏
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
書
け
と
い
は
れ
て
も
書
く
も
の
に
窮
し
た
。
目
の
ま
へ

の
今
の
こ
と
が
書
け
な
い
と
す
る
と
、
い
き
ほ
ひ
遠
い
む
か
し
に
お

も
む
く
仕
儀
と
な
る
。
そ
の
む
か
し
の
こ
と
で
も
、
げ
ん
に
こ
の
本

の
こ
と
に
し
て
ま
づ
後
醍
醐
天
皇
は
出
し
に
く
い
。
も
し
こ
の
尊
厳

侵
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
の
名
を
無
用
の
小
説
本
の
題
号
に
使
つ
た
と

し
た
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
つ
い
不
敬
に
あ
た
る
。
そ
れ
で
は
尊
氏

は
ど
う
か
。
と
ん
で
も
な
い
。
き
は
め
つ
き
の
「
逆
賊
」
の
名
を
売

り
ひ
ろ
め
る
も
の
は
ま
た
逆
賊
の
か
た
わ
れ
で
は
な
い
か
。（
略
）

無
芸
無
能
の
義
貞
あ
た
り
な
ら
ば
ま
あ
ま
あ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
書
く
と
す
れ
ば
、
こ
の
ぼ
ん
く
ら
大
将
を
主
役
に
仕
立
て
る

ほ
か
な
い
。（
略
）
わ
た
し
の
ひ
い
き
役
者
の
尊
氏
は
ど
う
し
て
も

日
陰
に
追
ひ
こ
ま
れ
る
。
源
氏
の
系
譜
か
ら
い
つ
て
も
、
本
家
の
尊

氏
が
分
家
あ
つ
か
ひ
、
分
家
の
義
貞
が
本
家
な
み
に
昇
格
す
る
。
義

貞
な
ん
ぞ
は
と
て
も
本
家
の
棟
梁
と
肩
を
な
ら
べ
る
ほ
ど
の
役
者
で

は
な
か
つ
た
。（
略
）
そ
し
て
、
南
北
い
づ
れ
を
宗
と
し
て
立
て
る

か
と
い
へ
ば
、
こ
の
と
こ
ろ
い
や
で
も
規
格
版
の
南
朝
方
。
こ
れ
は

事
情
や
む
を
え
な
い
。
内
容
ま
た
し
た
が
つ
て
然
り
。

　

要
す
る
に
、
石
川
は
戦
中
の
出
版
統
制
の
影
響
で
尊
氏
の
伝
記
を
断
念

し
、
や
む
を
え
ず
義
貞
を
主
役
と
し
た
作
品
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
『
義
貞
記
』
は
、
南
朝
を
正
統
と
し
尊
氏
を
貶
め
る
内
容
で

あ
り
、
石
川
も
認
め
る
よ
う
に
「
舞
文
曲
筆
」
で
あ
っ
た
。
実
際
、
藤
原

耕
作
氏
の
「『
義
貞
記
』
論（

（1
（

」
で
は
、
初
版
に
お
け
る
足
利
方
に
対
す
る

否
定
的
表
現
が
、
全
集
収
録
時
に
薄
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
附
記
」
で
は
本
家
で
あ
る
尊
氏
が
分
家
と
し
て
、
分
家
で
あ

る
義
貞
が
本
家
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
こ
の
評
価
の
逆
転
を
前

節
で
触
れ
た
南
北
朝
正
閏
問
題
と
合
わ
せ
て
考
察
し
た
い
。
南
北
朝
正
閏

問
題
の
火
種
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
、
一
九
一
一
年
一
月
一
九
日
の
『
読

売
新
聞
』
の
記
事
で
あ
る
。
そ
の
論
点
の
ひ
と
つ
に
は
、
国
定
教
科
書
が

正
成
、
義
貞
ら
の
「
諸
忠
臣
」
と
尊
氏
と
を
同
等
と
し
て
い
る
こ
と
に
対

す
る
非
難
が
あ
っ
た
。「
附
記
」
の
記
述
は
、
そ
う
し
た
正
閏
問
題
の
時

期
や
戦
中
に
お
け
る
義
貞
、
尊
氏
の
評
価
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
評
価
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
た
関
幸
彦
氏
は
、『
ミ
カ
ド

の
国
の
歴
史
学（

（1
（

』
に
お
い
て
、
近
代
は
、「
中
世
の
尊
氏
を
否
定
す
る
こ

と
で
、「
南
朝
」
は
断
絶
す
る
こ
と
な
く
、「
吉
野
朝
」
と
し
て
存
続
す
る

論
理
を
見
出
し
た
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。
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後
醍
醐
天
皇
を
擁
し
た
南
朝
の
忠
臣
た
ち
は
、
尊
氏
と
反
比
例
す
る

よ
う
に
評
価
が
高
ま
っ
た
。〝
歴
史
の
組
み
換
え
〟
と
も
い
う
べ
き

現
象
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
近
代
は
中
世
の
「
南

北
朝
の
対
立
」
と
い
う
史
実
を
否
定
す
る
論
理
を
、
歴
史
の
な
か
に

求
め
る
こ
と
で
成
立
し
た
と
も
い
い
う
る
。

こ
れ
を
補
足
す
る
史
料
と
し
て
関
氏
は
『
贈
位
諸
賢
伝
』
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
一
九
二
七
年
に
出
版
さ
れ
た
、
史
上
の
人
物
の
贈
位
と
業

績
が
記
さ
れ
て
い
る
書
物
で
あ
る
。
関
氏
は
贈
位
の
基
準
が
「
国
家
に
対

す
る
勲
功
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
贈
位
諸
賢
伝
』
に
記
載
さ
れ
て
い

る
古
代
・
中
世
贈
位
者
の
う
ち
、
南
朝
が
七
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、「
明
治
期
以
来
の
国
家
の
論
理
は
、
中
世
の
愛
国
者
た
ち
を
、
近

代
に
浮
上
さ
せ
る
こ
と
で
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
「
国
体
」
へ
の
意
識
を

発
揚
し
た
」
と
述
べ
る
。

近
代
に
お
け
る
万
世
一
系
と
い
う
「
国
家
の
論
理
」
は
、
南
北
朝
正
閏

問
題
を
通
じ
、
義
貞
ら
「
忠
臣
」
の
評
価
の
上
昇
と
尊
氏
の
評
価
の
下
落

に
与
し
た
。
そ
こ
で
な
さ
れ
た
の
が
「
歴
史
の
組
み
換
え
」
と
い
う
現
象

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、『
義
貞
記
』
を
書
か
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
、

史
観
の
恣
意
性
を
指
摘
し
た
エ
ッ
セ
イ（

（1
（

を
戦
中
に
執
筆
し
た
石
川
の
よ
く

意
識
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
余
一
の
歴
史
観
を
整
理
し
た
い
。
そ
の
特
徴
と
し
て

は
、
万
世
一
系
の
否
定
と
い
う
点
に
お
い
て
、
戦
前
の
老
先
生
の
歴
史
観

と
対
照
的
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
石
川
の
言
説

と
共
通
点
を
持
ち
、
南
北
朝
正
閏
問
題
を
含
む
、
戦
中
に
か
け
て
の
「
歴

史
の
組
み
換
え
」
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
い
わ
ば
〈
歴
史
の
再
組
み
換
え
〉
と
呼
べ
る
も
の
で

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
老
先
生
に
代
表
さ
れ
る
歴
史
観
が
、

歴
史
を
「
組
み
換
え
」
て
神
代
か
ら
の
連
続
性
を
担
保
す
る
こ
と
で
成
り

立
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
余
一
の
歴
史
観
は
、
そ
の
連
続
性
を

断
ち
切
る
「
人
間
」
と
し
て
尊
氏
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
室
町
時
代
を
「
血

の
か
よ
つ
た
人
間
」
が
動
き
だ
し
た
「
近
代
の
ひ
ら
け
は
じ
め
」
で
あ
る

と
し
、「
後
世
の
生
活
に
ま
で
血
が
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
」
の
だ
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
一
九
五
八
年
に
〈
歴
史
の
再
組
み
換
え
〉

と
い
う
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と

し
て
は
、
紀
元
節
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
戦
前
に
お
い
て
神
武

天
皇
即
位
の
日
と
し
て
二
月
一
一
日
に
置
か
れ
て
い
た
紀
元
節
を
、戦
後
、

建
国
記
念
の
日
と
し
て
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
、
歴
史
家
や

教
育
者
な
ど
が
反
対
し
た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
九
五
七
年
二
月
に
祝

日
法
改
正
案
が
提
出
さ
れ
、同
年
五
月
八
日
に
は
反
対
声
明
が
出
さ
れ
た
。
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ま
た
、
一
九
五
八
年
二
月
一
日
に
は
紀
元
節
問
題
懇
談
会
、
一
〇
日
に
は

紀
元
節
反
対
集
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

こ
の
紀
元
節
再
興
の
提
言
は
、
神
代
か
ら
の
連
続
性
を
象
徴
す
る
神
武

天
皇
の
即
位
の
日
の
復
活
と
い
う
点
に
お
い
て
、
戦
前
の
老
先
生
の
歴
史

観
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な「
歴
史
の
組
み
換
え
」

を
受
け
て
、
余
一
の
歴
史
観
は
〈
歴
史
の
再
組
み
換
え
〉
と
し
て
対
置
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
関
係
性

　

本
節
で
は
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
も
含
ま
れ
る
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
に
つ
い

て
は
、
老
先
生
、
小
説
家
、
余
一
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
ら

を
分
析
し
、
第
一
、二
節
で
論
じ
た
老
先
生
と
余
一
の
歴
史
観
と
、〈
今
〉

と
〈
む
か
し
〉
と
の
影
響
関
係
を
論
じ
た
い
。

　

老
先
生
に
お
け
る
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
関
係
は
、「
今
と
な
つ
て

は
遠
い
む
か
し
の
こ
と
だ
が
」と
い
う
言
葉
に
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

老
先
生
の
「
今
は
む
か
し
」
と
い
う
「
ア
ダ
名
」
を
思
い
出
し
た
と
い
う

余
一
の
話
に
、
小
説
家
が
応
じ
た
際
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
今

と
な
つ
て
は
遠
い
む
か
し
の
こ
と
だ
が
」
と
は
、
老
先
生
の
〈
今
〉
と
い

う
時
点
か
ら
見
れ
ば
、
古
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
は
「
遠
い
む
か
し
」
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
老
先

生
の
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
は
遠
く
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

少
し
時
代
が
下
る
が
、
大
久
保
利
謙
の
『
日
本
近
代
史
学
事
始
め（

11
（

』

に
は
、「
今
と
な
つ
て
は
遠
い
む
か
し
の
こ
と
だ
が
」
と
い
う
言
葉
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、当
時
に
お
い
て
、

現
在
と
過
去
が
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
。

大
正
末
年
に
大
学
に
入
っ
た
頃
の
歴
史
学
の
あ
り
か
た
は
、
歴
史
地

理
学
会
の
学
風
み
た
い
な
実
証
的
な
古
い
感
じ
の
も
の
で
し
た
ね
。

歴
史
地
理
学
会
と
い
う
の
は
、
明
治
中
期
か
ら
の
喜
田
貞
吉
さ
ん
と

か
吉
田
東
伍
さ
ん
と
か
、
あ
あ
い
う
人
た
ち
の
学
風
の
と
こ
ろ
で
、

わ
た
し
は
よ
く
行
き
ま
し
た
。そ
こ
で
は
ま
っ
た
く
昔
の
話
ば
か
り
。

お
城
の
遺
跡
と
か
が
研
究
対
象
で
、
現
代
の
問
題
な
ど
は
ま
っ
た
く

出
て
こ
な
い
。

　

な
に
よ
り
、
現
代
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
歴
史
を
見
る
と
い
う
視

点
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
現
代
と
切
り
離
さ
れ
た
古
代

で
あ
り
、
中
世
で
あ
り
、
そ
し
て
江
戸
時
代
だ
と
い
う
考
え
方
で
、

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
近
現
代
と
は
切
り
離
さ
れ
た
過
去
の
世
界
と
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い
う
捉
え
方
で
し
た
。

こ
こ
か
ら
、老
先
生
に
お
い
て
も
、〈
今
〉と〈
む
か
し
〉の
断
絶
が
起
こ
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

老
先
生
の
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
関
係
性
に
対
し
、
小
説
家
は
、
自

身
の
生
き
方
に
お
い
て
「
今
は
む
か
し
」
の
表
す
意
味
を
〈
今
〉
す
な
わ

ち
〈
む
か
し
〉
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
今
は
む
か
し
」
と

い
う
言
葉
を
慣
用
句
的
に
で
は
な
く
、
あ
え
て
文
字
通
り
に
受
け
取
る
こ

と
で
、〈
今
〉
と
い
う
一
瞬
は
途
端
に
〈
む
か
し
〉
に
な
っ
て
い
く
と
解

釈
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、〈
今
〉
イ
コ
ー

ル
〈
む
か
し
〉
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
説
明
す

れ
ば
、
小
説
家
の
「
生
き
る
時
間
」
と
は
「
逃
げ
る
今
の
一
瞬
」
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
と
比
較
す
る
と
余
一
の
考
え
方
は
、
老
先
生
の
遠
く
隔
た
っ
た

〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
小
説

家
と
軌
を
一
に
す
る
が
、〈
今
〉
と
い
う
も
の
の
捉
え
方
と
い
う
点
で
は

差
異
が
あ
る
。
ま
た
、
余
一
の
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
に
対
す
る
考
え
方

は
、
テ
ク
ス
ト
の
進
行
に
従
っ
て
変
化
す
る
。
そ
の
変
化
は
、
新
栗
汁
粉

を
思
い
出
す
場
面
、
そ
し
て
、
終
盤
に
お
け
る
小
説
家
と
の
会
話
か
ら
見

出
せ
る
。

　

ま
ず
、
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
で
余
一
が
、
老
先
生
の
告
別
式
に
向
か
う
最

中
に
新
栗
汁
粉
を
思
い
出
し
た
場
面
に
お
け
る
、〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉

と
の
関
連
性
を
確
認
す
る
。

余
一
は
中
学
生
の
こ
ろ
秋
に
な
る
と
よ
く
そ
の
汁
粉
屋
に
行
つ
た
。

（
略
）
来
年
の
停
年
と
い
ふ
一
く
ぎ
り
を
ま
へ
に
し
て
、
四
十
何
年

の
う
し
ろ
の
は
う
か
ら
、
ど
う
し
て
新
栗
汁
粉
が
こ
の
場
に
突
然
に

ほ
ひ
出
た
の
か
。 

―
― 

し
ん
く
り
じ
る
こ
、
か
。

虚
無
の
に
ほ
ひ
で
あ
つ
た
。
四
十
何
年
の
む
か
し
か
ら
現
在
ま
で

の
、
い
や
、
来
年
ま
で
の
歴
史
を
一
瞬
に
見
と
ほ
し
た
や
う
で
あ
つ

た
が
、
そ
こ
に
は
な
に
も
見
え
な
い
に
ひ
と
し
か
つ
た
。
と
い
ふ
こ

と
は
、
現
在
か
ら
新
栗
汁
粉
に
ま
で
突
然
刎
ね
か
へ
つ
た
と
い
ふ
こ

と
に
も
ひ
と
し
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
い
い
あ
ん
ば
い
に
、
今

日
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
見
つ
か
り
さ
う
も
な
い
か
の
実
物
の
新
栗
汁

粉
は
す
で
に
完
全
に
ほ
ろ
び
た
も
の
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。そ
し
て
、

そ
れ
を
い
い
あ
ん
ば
い
と
見
る
と
こ
ろ
に
現
在
の
一
瞬
が
あ
つ
た
。

こ
こ
で
は
、「
現
在
」
＝
〈
今
〉
か
ら
新
栗
汁
粉
と
い
う
〈
む
か
し
〉

ま
で
の
時
間
的
な
幅
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
と
い
え
る
。「
突
然
に
ほ
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ひ
出
し
た
」、「
突
然
刎
ね
か
へ
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、〈
今
〉
と
〈
む

か
し
〉
の
間
の
「
歴
史
」
は
省
略
さ
れ
て
お
り
、「
な
に
も
見
え
な
い
」

状
態
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
小
説
家
と
は
異
な
り
、

〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
間
に
何
も
な
く
、
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
〈
今
〉
イ
コ
ー
ル
〈
む
か
し
〉
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
終
盤
に
お
け
る
小
説
家
と
電
話
で
会
話

を
す
る
場
面
で
、
余
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

―
―
現
在
の
ぼ
く
に
と
つ
て
は
、
新
栗
汁
粉
か
ら
け
ふ
の
紅
茶
ま
で

の
、
た
つ
た
何
十
年
と
い
ふ
み
じ
か
い
時
間
が
、
今
と
い
ふ
も
の
だ
。

し
か
し
、
今
に
は
そ
れ
だ
け
の
、
み
じ
か
い
と
は
い
つ
て
も
、
時
間

的
な
幅
が
あ
る
。
げ
ん
に
生
き
て
ゐ
る
ぼ
く
の
足
の
下
に
、
せ
め
て

そ
れ
く
ら
ゐ
の
幅
が
な
く
て
は
、
ぼ
く
は
て
く
て
く
あ
る
い
て
室
町

東
山
と
い
ふ
庫
に
は
ひ
つ
て
行
け
な
い
。
今
が
一
瞬
に
し
て
つ
い
む

か
し
と
い
ふ
き
み
の
達
観
は
、
せ
つ
か
ち
す
ぎ
て
、
足
が
す
べ
り
さ

う
だ
。

　

余
一
は
こ
こ
で
、
中
学
生
の
こ
ろ
に
食
べ
て
い
た
「
新
栗
汁
粉
」
と
、

ロ
カ
ビ
リ
ー
が
演
奏
さ
れ
る
ジ
ャ
ズ
喫
茶
の
「
け
ふ
の
紅
茶
」
と
の
間
の

時
間
を
「
今
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
新
栗
汁
粉
を
思
い
出
す
場
面
の

よ
う
に
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
間
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
そ
の
間
に
「
時
間
的
な
幅
」
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

小
説
家
の
場
合
は
、
彼
が
「
今
が
一
瞬
に
し
て
つ
い
む
か
し
と
い
ふ
達

観
」
を
示
し
た
と
お
り
、そ
の
「
生
き
る
時
間
」
は
「
今
の
一
瞬
」
だ
が
、

余
一
の
場
合
は
そ
れ
と
対
抗
す
る
よ
う
に
、
室
町
の
「
歴
史
」
に
向
か
う

に
は
、「
生
き
て
ゐ
る
ぼ
く
の
足
の
下
に
」「
時
間
的
な
幅
」
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
両
者
と
も
「
生
き
る
時
間
」
や
「
生
き
て
ゐ
る
ぼ
く
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
関
係
性
は
、
人
生
に
お
け
る

時
間
の
捉
え
方
と
関
連
が
あ
る
と
い
え
る
。
小
説
家
の
人
生
は
〈
今
〉
と

い
う
一
瞬
間
し
か
な
い
と
い
え
、彼
は
、余
一
と
い
っ
し
ょ
に
食
べ
に
行
っ

た
と
い
う
新
栗
汁
粉
を
「
前
の
世
の
錯
覚
」
と
し
、
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ

の
生
理
的
時
間
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
述
べ
る
。
反
対
に
余
一
は
、「
新

栗
汁
粉
」か
ら「
け
ふ
の
紅
茶
」ま
で
の「
何
十
年
」と
い
う
個
人
の「
歴
史
」

を
、〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
「
幅
」（
＝
「
今
」）
と
し
て
把
捉
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
冒
頭
に
お
け
る
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
の
間
に
「
な
に

も
見
え
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
時
間
の
捉
え
方
か
ら
変
化
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
、
余
一
に
お
け
る
〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
と
の
関
係
性
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の
変
化
の
間
に
は
、
ロ
カ
ビ
リ
ー
体
験
が
あ
る
。
余
一
が
ロ
カ
ビ
リ
ー
を

鑑
賞
す
る
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
。

テ
ー
プ
が
投
げ
つ
け
ら
れ
、テ
ー
プ
は
ま
つ
す
ぐ
に
飛
ん
で
、ギ
タ
ー

の
首
を
ぎ
ゆ
つ
と
絞
め
た
。
う
す
い
紙
の
テ
ー
プ
は
針
金
の
や
う
に

ぴ
ん
と
張
つ
た
ま
ま
う
ご
か
な
い
。
力
の
関
係
が
定
着
さ
れ
た
場
は

ま
さ
に
そ
の
う
す
い
紙
の
上
で
あ
つ
た
。
余
一
は
手
ぶ
ら
で
立
つ
て

は
ゐ
た
が
、
自
分
の
手
の
力
も
ま
た
そ
こ
に
は
た
ら
い
て
、
テ
ー
プ

の
は
し
を
に
ぎ
る
こ
と
に
参
加
し
て
ゐ
る
と
感
じ
た
。

こ
の
ロ
カ
ビ
リ
ー
体
験
の
後
、
余
一
は
、
先
に
引
用
し
た
「
新
栗
汁
粉

か
ら
け
ふ
の
紅
茶
ま
で
」
が
「
今
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
時
間
的
な
幅

が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
、
小
説
家
の
「
そ
の
気
の
長
い
新
説
を

支
へ
る
や
う
な
史
料
で
も
ひ
ろ
つ
て
来
た
の
か
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
聞
か

さ
れ
る
。
そ
し
て
余
一
は
、そ
れ
に
「
テ
ー
プ
は
つ
づ
く
も
の
だ
か
ら
ね
」

と
答
え
て
い
る
。

こ
の
会
話
に
お
い
て
余
一
は
、
ロ
カ
ビ
リ
ー
で
の
経
験
を
踏
ま
え
、
紙

テ
ー
プ
を
「
今
」
＝
「
時
間
的
な
幅
」
の
比
喩
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
は
「
新
説
を
支
へ
る
史
料
」
と
し
て

ロ
カ
ビ
リ
ー
で
見
た
テ
ー
プ
の
話
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
も

う
一
つ
に
は
、
人
生
に
お
け
る
時
間
も
、
テ
ー
プ
も
「
つ
づ
く
も
の
」
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
先
の
セ
リ
フ
に
続
い
て
、
余
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

―
― 

さ
う
さ
。
ギ
タ
ー
の
首
を
絞
め
る
や
つ
だ
よ
。
ぼ
く
の
観
測

で
は
、
じ
つ
に
三
分
と
い
ふ
長
い
時
間
に
わ
た
つ
て
、
あ
の
う
す
つ

ぺ
ら
な
紙
は
ぴ
ん
と
張
り
つ
め
る
こ
と
に
堪
へ
た
ね
。
そ
こ
に
は
た

ら
く
力
が
つ
づ
く
か
ぎ
り
は
、
切
れ
な
い
ね
。

―
― 

な
に
を
い
つ
て
る
ん
だ
。

―
― 

一
瞬
で
は
切
れ
な
い
と
い
つ
て
ゐ
る
。

ま
ず
、「
三
分
と
い
う
長
い
時
間
」
と
は
、「
新
栗
汁
粉
か
ら
け
ふ
の
紅

茶
ま
で
の
、
た
つ
た
何
十
年
と
い
ふ
み
じ
か
い
時
間
」
に
対
応
す
る
逆
説

的
な
物
言
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
余
一
は
、「
今
」
と
い
う
時
間
の
幅
に
喩
え
ら
れ
た
テ
ー
プ

を
「
一
瞬
で
は
切
れ
な
い
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、「
今
が
一
瞬
」
で
あ
る

と
い
う
小
説
家
の
言
に
対
抗
す
る
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。つ
ま
り
、

こ
こ
で
余
一
は
、
テ
ー
プ
を
「
力
」
の
働
く
か
ぎ
り
「
つ
づ
く
も
の
」
で

あ
る
と
し
、「
今
」
と
い
う
時
間
の
幅
す
な
わ
ち
個
人
の
歴
史
の
喩
え
と

す
る
こ
と
で
、
小
説
家
の
生
き
方
へ
の
対
抗
原
理
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、個
人
に
お
け
る〈
今
〉と〈
む
か
し
〉を
確
か
め
な
お
す
こ
と
で
、

そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
「
今
」
と
い
う
地
歩
を
固
め
、「
歴
史
」
へ
と
向
か
っ

て
い
く
と
い
う
立
場
の
表
明
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、

小
説
家
の
「
今
が
一
瞬
に
し
て
つ
い
む
か
し
」
と
い
う
達
観
で
は
な
く
、

ま
し
て
老
先
生
の
「
今
と
な
つ
て
は
遠
い
む
か
し
の
こ
と
だ
が
」
と
い
う

態
度
と
も
異
な
る
。
前
者
は
、「
歴
史
」
を
対
象
化
す
る
「
今
」
が
存
在

せ
ず
、後
者
は
、「
今
」
と
「
歴
史
」
が
断
絶
し
て
い
る
。
両
者
と
も
「
今
」

と
「
歴
史
」
と
い
う
対
照
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
余
一
は
「
今
」
＝
「
時
間
的
な
幅
」
を
、「
力

の
関
係
が
定
着
す
る
場
」で
あ
る
テ
ー
プ
と
し
て
喩
え
た
。
そ
れ
は
ま
た
、

個
人
の
歴
史
の
喩
え
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
個
人
の
歴
史
に
お
け
る
〈
今
〉

と〈
む
か
し
〉を
、現
在
と
過
去
と
の
関
係
性
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
今
」

と「
歴
史
」に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、そ
こ
が「
力
の
関
係
が
定
着
す
る
場
」

に
な
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
場
」
は
、
具
体
的
に

い
う
な
ら
ば
、〈
今
〉
と
〈
む
か
し
〉
に
お
い
て
は
「
紅
茶
」
と
「
新
栗

汁
粉
」
の
間
の
「
幅
」
で
あ
り
、「
今
」
と
「
歴
史
」
に
お
い
て
は
、
余

一
の
人
生
と
室
町
時
代
の
間
の
「
幅
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

置
き
換
え
は
、
余
一
が
「
今
」
を
認
識
す
る
こ
と
で
、「
室
町
東
山
と
い

ふ
庫
」
つ
ま
り
「
歴
史
」
に
入
っ
て
い
け
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
余
一
は
「
今
」
と
「
歴
史
」
の
間
に
「
力
の
関
係
が

定
着
」し
う
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
広
義
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
記
述
す
る
際
に
、
重
要
な

視
点
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
は
「
今
」
を
生
き
る
歴
史
家

に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
家
と
歴
史
と
の
間
の
力

学
を
認
識
す
る
こ
と
こ
そ
、老
先
生
に
代
表
さ
れ
る
歴
史
観
や
彼
の
〈
今
〉

と
〈
む
か
し
〉
の
断
絶
を
乗
り
越
え
る
方
法
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に　

本
論
で
は
、
老
先
生
、
余
一
の
歴
史
観
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
分
析
し
、
ま
た
、
両
者
に
小
説
家
を
加
え
た
三
人
の
〈
今
〉
と
〈
む

か
し
〉
の
関
係
性
と
、
歴
史
観
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
。

第
一
節
で
は
、
老
先
生
の
歴
史
観
を
分
析
し
、
彼
が
「
応
用
史
観
」
と

い
う
「
歴
史
の
組
み
換
え
」
を
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
し
て
、
第
二
節
で
論
じ
た
、
老
先
生
に
対
す
る
余
一
の
歴
史
観
は
、
そ

う
し
た「
組
み
換
え
ら
れ
た
歴
史
」に
対
す
る〈
再
組
み
換
え
〉で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
一
見
、
単
な
る
戦
後
の
揺
り
戻
し
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
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し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
歴
史
観
は
戦
中
の
反
動
と
い
う
だ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
三
節
に
お
け
る
「
今
」
と
い
う
「
歴
史
」
に
相

対
す
る
意
識
も
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
は
、
石
川
の
言
説
と
も

通
ず
る
と
い
う
点
も
含
め
、
石
川
の
他
作
品
に
も
接
続
さ
れ
得
る
の
で
は

な
い
か
。

　

例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
「
喜
寿
童
女
」
で
は
、
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
な
歴
史
、
つ
ま
り
〈
稗
史
〉
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
歴
史
の
再

編
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
歴
史
を
意
識
す
る
「
今
」
に
お
け
る
語
り

手
に
よ
り
、
徳
川
時
代
の
裏
面
史
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
持

つ
と
い
う
点
も
「
喜
寿
童
女
」
の
特
徴
で
あ
る（

1（
（

。

　

ま
た
、
一
九
六
九
年
の
「
天
馬
賦
」
で
は
、
大
岳
と
い
う
老
人
の
生
き

る
現
在
で
起
こ
る
「
全
共
闘
」
と
、
自
ら
の
過
去
の
運
動
が
重
ね
ら
れ
て

お
り
、
自
ら
の
個
人
の
歴
史
を
書
く
試
み
と
し
て
自
伝
の
執
筆
を
し
て
い

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
今
」
と
い
う
も
の
の
再
認
識
の

試
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
今
と
む
か
し
」
と
関
連
す
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
今
と
む
か
し
」
に
お
け
る
テ
ー
マ
が
、
後
の
歴
史
を

取
り
扱
っ
た
作
品
の
萌
芽
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
本
作
は

そ
れ
ら
の
作
品
群
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
1
）　

青
柳
達
雄
「「
修
羅
」
の
構
造
」『
石
川
淳
の
文
学
』・
笠
間
書
院
・

一
九
七
八
年
八
月
三
一
日

（
2
）　

井
澤
義
雄
「
修
羅
」『
石
川
淳
の
小
説
』・
岩
波
書
店
・
一
九
九
二

年
五
月
一
九
日

（
3
）　

安
藤
始
「
第
十
三
章　

魂
・
伝
説
・
歴
史
―
―
『
八
幡
縁
起
』、『
修

羅
』」『
石
川
淳
論
』・
桜
楓
社
・
一
九
八
七
年
五
月
六
日

（
4
）　

藤
原
耕
作
「
石
川
淳
「
八
幡
縁
起
」
考
」『
福
岡
女
子
短
大
紀
要
』

第
四
八
号
・
一
九
九
四
年
一
二
月
一
〇
日

（
5
）　

畦
地
芳
弘
「『
今
は
む
か
し
』
に
お
け
る
現
在
」『
石
川
淳
後
期
作

品
研
究
』
和
泉
書
院
・
二
○
〇
九
年
一
〇
月
一
日

（
6
）　

注
1
に
同
じ

（
7
）　

坂
本
太
郎
『
日
本
の
修
史
と
史
学
』・
至
文
堂
・
一
九
五
八
年
（
引

用
は
二
〇
二
〇
年
八
月
六
日
刊
・
講
談
社
に
よ
る
）

（
8
）　
『
官
報
』5298

号
・
一
九
〇
一
年
三
月
五
日

（
9
）　

田
中
史
郎
『
社
会
科
の
史
的
探
求
』・
西
日
本
法
規
出
版
・
一
九

　
　

九
九
年
一
月
二
三
日

（
10
）　

坪
井
九
馬
三
「
史
学
に
就
て
」『
史
学
雑
誌
』・
一
八
九
四
年
一
月

一
五
日

（
11
）　

廣
木
尚
「
南
北
朝
正
閏
問
題
と
歴
史
学
の
展
開
」『
歴
史
評
論
』
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七
四
〇
号
・
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
日

（
12
）　

注
9
に
同
じ

（
13
）　

注
11
に
同
じ

（
14
）　

注
9
に
同
じ

（
15
）　

石
川
淳
「
雑
談
」『
近
代
文
学
』
第
四
巻
第
一
二
号
・
一
九
四
九

年
一
二
月
一
日
（
引
用
は
『
石
川
淳
全
集
』
第
一
四
巻
・
一
九
九
〇
年

四
月
三
〇
日
刊
・
筑
摩
書
房
に
よ
る
）

（
16
）　

石
川
淳
「
附
記
」『
石
川
淳
全
集
』
第
八
巻
（
十
巻
本
全
集
）・

筑
摩
書
房
・
一
九
六
二
年
（
引
用
は
『
石
川
淳
全
集
』
第
一
七
巻
・

一
九
九
〇
年
一
月
三
〇
日
刊
・
筑
摩
書
房
に
よ
る
）

（
17
）　

藤
原
耕
作
「『
義
貞
記
』
論
」『
国
語
国
文
』
第
八
五
巻
第
六
号
・

二
〇
一
六
年
六
月
二
五
日　

藤
原
氏
は
、『
義
貞
記
』
を
「「
時
代
の
こ

と
ば
」
や
「
時
代
の
モ
ラ
ル
」
と
の
緊
張
関
係
か
ら
戦
時
下
の
石
川
淳

文
学
を
見
た
と
き
、
そ
の
最
も
後
退
し
た
地
点
を
示
し
て
」
い
る
作
品

で
あ
る
と
す
る
。

（
18
）　

岡
幸
彦
『
ミ
カ
ド
の
国
の
歴
史
学
』・
新
人
物
往
来
社
・
一
九
九
四

年
三
月
（
引
用
は
『「
国
史
」
の
誕
生
』
に
改
題
・
二
〇
一
四
年
七
月

一
〇
日
刊
・
講
談
社
に
よ
る
）

（
19
）　

石
川
淳
の
戦
中
の
歴
史
批
判
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
は
、「
歴
史
と
文

学
」（
一
九
四
一
年
）、「
散
文
小
史
」（
一
九
四
二
年
）、「
歴
史
小
説
に

つ
い
て
」（
一
九
四
四
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
20
）　

大
久
保
利
謙
『
日
本
近
代
史
学
事
始
め
』・
岩
波
書
店
・
一
九
九
六

年
一
月
二
二
日

（
21
）　
「
喜
寿
童
女
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
喜
寿
童
女
』
論
―
―
〈
稗

史
〉
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
阪
神
近
代
文
学
』
二
〇
二
〇
年

五
月
）
で
論
じ
た
。

 

（
よ
し
だ　

た
く
や
／
本
学
大
学
院
生
）




