
宮
沢
賢
治
の
求
め
た
幸
い

-
｢
よ
だ
か
の
星
｣
i
J
｢
慶
十
公
園
林
｣
よ
り
-

新
名
主
　
健
一

(
一
九
九
七
年
十
月
一
五
日
　
受
理
)

宮
沢
賢
治
(
以
下
'
賢
治
と
の
み
記
す
)
と
い
う
人
物
･
そ
の
作
品
に
は
汲
め
ど

も
尽
き
せ
ぬ
魅
力
が
あ
-
､
作
家
論
･
作
品
論
の
レ
ベ
ル
で
の
研
究
は
膨
大
な
も
の

が
あ
る
｡

生
前
､
全
く
世
に
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
賢
治
で
あ
る
が
｢
文
学
作
品
の
価
値
な
い

し
は
文
学
史
上
の
地
位
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い
が
､
そ
の

作
家
な
り
作
品
な
り
が
ど
の
よ
う
に
人
々
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
に
よ
っ
て

一
㌧

､

t

一

I

.
～

も
決
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
｣
　
(
｢
宮
沢
賢
治
文
学
の
意
義
｣
竹
下
数
馬
)
と
い

う
見
方
か
ら
す
る
と
'
そ
の
人
･
作
品
に
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
私
は
作
品
を
読
ん
で
｢
ほ
ん
た
う
の
幸
い
｣
･
｢
本
続
の
道
｣
等

の
語
に
ひ
っ
か
か
り
を
覚
え
て
な
ら
な
い
｡
そ
の
ひ
っ
か
か
り
と
は
､
作
品
を
ど
う

読
ん
で
も
､
何
度
読
ん
で
も
､
そ
れ
ら
の
語
を
説
明
で
き
る
文
脈
上
の
意
味
を
と
ら

え
る
手
が
か
-
が
少
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

賢
治
お
よ
び
そ
の
作
品
研
究
に
つ
い
て
は
｢
彼
と
一
般
的
文
壇
や
思
潮
か
ら
'
全

く
切
り
離
し
'
専
ら
そ
の
特
異
な
性
格
や
､
非
凡
な
実
生
活
か
ら
の
み
展
開
し
て
行

こ
う
と
す
る
従
来
の
賢
治
研
究
は
'
今
一
度
反
省
す
べ
き
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か

､
1
1
2

ヽ
_
一
一
-

ろ
う
か
｡
｣
　
(
｢
賢
治
に
お
け
る
童
話
創
作
の
動
機
｣
古
賀
久
子
)
と
か
､
｢
『
雨
こ
モ

マ
ケ
ズ
』
が
喚
起
す
る
『
聖
人
君
子
』
的
イ
メ
ー
ジ
が
'
そ
の
作
品
の
多
-
を
覆
っ

注
3

て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
｣
(
｢
イ
メ
ー
ジ
を
楽
し
み
､
自
己
の
開
放
を
目
指
す
読
み
｣

深
川
明
子
)
と
い
う
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

で
も
､
先
ほ
ど
の
私
の
ひ
っ
か
か
り
に
答
え
る
文
献
は
管
見
で
は
あ
る
が
皆
無
で

あ
る
｡
そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
を
次
に
記
し
た
い
｡

賢
治
に
関
わ
る
作
家
論
･
作
品
論
は
相
互
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
あ
う
研
究
が
多

く
､
そ
の
作
品
の
読
み
取
-
に
お
い
て
も
'
そ
れ
こ
そ
賢
治
の
実
生
活
を
知
っ
て
お

S
E

い
た
方
が
感
動
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
逆
に
､
賢
治
の
意
図
は
作

補
注
1

品
上
に
う
ま
-
表
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
｡

初
期
作
品
と
さ
れ
る
｢
蜘
珠
と
な
め
く
ぢ
と
狸
｣
｢
貝
の
火
｣
｢
ツ
エ
ね
ず
み
｣
｢
ク

ね
ず
み
｣
等
は
あ
ま
り
に
意
図
が
全
面
に
出
て
い
て
､
そ
の
寓
意
性
の
強
調
が
目
立

ち
'
賢
治
研
究
の
一
環
と
し
て
の
作
品
の
有
用
性
は
あ
り
え
て
も
､
作
品
単
独
と
し

て
の
文
学
性
は
'
か
な
-
低
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
｢
童
話
集
を
通
読
し

て
も
､
極
め
て
法
華
経
な
ど
を
読
ん
だ
事
を
隠
し
て
､
表
面
に
は
現
は
き
な
い
よ
う

一
■
一

､

-
)
-

に
気
を
付
け
て
ゐ
ら
れ
た
と
言
う
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
｣
(
｢
法
華
経
｣
高
橋
新
吉
)

･
‥
1
二
6

r
_
.

.
:

に
し
て
も
初
期
作
品
の
意
図
は
露
骨
に
作
品
か
ら
読
み
と
れ
る
｡
そ
れ
で
初
期
作
品

は
考
察
か
ら
除
外
し
た
い
｡

さ
て
'
作
品
と
作
者
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
読
む
の
で
は
な
く
て
'
作
品
を
､
た

だ
､
そ
れ
に
表
さ
れ
た
文
章
表
現
と
読
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
読
む
と
す
れ
ば
､
作

者
の
意
図
･
思
惑
を
越
え
た
読
み
も
当
然
存
在
す
る
｡
そ
の
よ
う
な
読
み
を
賢
治
作

品
に
お
い
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
'
か
な
-
勇
敢
な
決
意
が
必
要
で
あ
る
｡
見
方

●
●
●
●
●

に
よ
っ
て
は
無
謀
な
読
み
と
そ
し
ら
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し

か
し
な
が
ら
､
そ
の
よ
う
な
読
み
と
従
来
の
作
者
と
作
品
と
の
関
係
に
よ
る
読
み
の

意
味
す
る
も
の
を
問
う
こ
と
が
賢
治
の
作
品
を
研
究
す
る
新
し
い
視
点
と
し
て
導
入

さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
｡
つ
ま
-
､
私
は
､
作
品
単
独
で
の
読
み
取
-
と
､
作
家
と
作

品
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
し
た
上
で
の
読
み
取
り
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
意
味
す
る
も
の

を
問
い
た
い
の
で
あ
る
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｢
よ
だ
か
の
星
｣
　
(
大
正
十
年
発
表
)
　
は
､
弱
肉
強
食
の
世
界
に
失
望
L
t
太
陽
や

星
に
救
い
を
求
め
る
が
拒
否
さ
れ
'
地
上
に
落
ち
る
寸
前
に
空
に
舞
い
上
が
り
'
夜

だ
か
の
姿
の
ま
ま
星
に
な
っ
た
と
い
う
あ
ら
す
じ
の
作
品
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
を
作

者
の
伝
記
等
を
援
用
す
る
こ
と
な
し
に
､
作
品
の
み
で
読
ん
だ
と
し
よ
う
｡
そ
し
て

星
に
な
り
え
た
夜
だ
か
は
ほ
ん
と
う
に
幸
せ
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
を
設
定
し
て
み

ょ
う
｡
も
ち
ろ
ん
｢
人
物
の
内
面
は
そ
こ
で
は
推
察
す
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
っ

て
､
決
め
手
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
き
ま
え
､
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
､

･
t
7

あ
え
て
'
人
物
の
内
面
を
酔
う
｣
わ
け
で
あ
る
｡
す
る
と
手
が
か
り
に
な
る
の
は
､

●

●

●

●

●

最
後
の
場
面
に
お
け
る
　
｢
た
だ
こ
ゝ
ろ
も
ち
は
や
す
ら
か
に
-
-
略
-
-
た
し
か
に

●

●

●

●

●

●

少
し
わ
ら
っ
て
居
-
ま
し
た
｡
-
-
略
-
-
青
い
美
し
い
光
に
な
っ
て
｣
　
(
略
･
傍

点
-
筆
者
)
　
の
文
章
で
あ
る
｡
こ
れ
を
読
む
限
り
､
以
前
の
状
況
に
く
ら
べ
れ
ば
幸

せ
に
は
違
い
な
い
が
､
現
実
の
世
か
ら
逃
避
し
て
得
た
も
の
で
あ
っ
て
､
決
し
て
ほ

ん
と
う
の
幸
せ
で
は
あ
る
ま
い
と
も
解
釈
で
き
る
｡
ま
た
､
傍
点
を
つ
け
た
部
分
を

単
純
に
心
象
表
現
と
取
り
､
ほ
ん
と
う
の
幸
せ
を
得
た
と
も
解
釈
で
き
る
｡
つ
ま
-
､

前
提
を
つ
け
る
な
ら
ば
､
幾
様
に
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
｡

次
に
　
｢
慶
十
公
園
林
｣
　
(
昭
和
二
年
発
表
)
　
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
｡
作
品
は
､

一
見
'
馬
鹿
と
思
わ
れ
て
い
た
慶
十
の
育
て
た
林
が
'
度
十
の
死
後
二
十
年
程
た
ち
'

か
っ
て
そ
の
林
で
遊
ん
だ
こ
と
の
あ
る
若
い
博
士
に
よ
っ
て
公
園
林
に
な
っ
た
と
い

う
あ
ら
す
じ
の
お
話
で
あ
る
｡
最
後
の
部
分
に
　
｢
全
く
全
く
､
こ
の
公
園
林
の
杉
の

黒
い
立
派
な
緑
'
さ
わ
や
か
な
匂
'
夏
の
す
ず
し
い
陰
､
月
光
色
の
芝
生
が
､
こ
れ

●

●

●

●

●

●

●

か
ら
何
千
人
の
人
た
ち
に
､
本
当
の
さ
い
わ
い
が
何
だ
か
を
教
え
る
か
数
え
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
｡
｣
(
傍
点
'
筆
者
)
と
い
う
箇
所
が
あ
る
｡
こ
の
｢
本
当
の
さ
い
わ
い
｣

の
中
身
を
規
定
す
る
手
が
か
-
は
､
文
章
表
現
と
し
て
作
品
中
に
は
な
い
｡
た
だ
､

読
者
が
推
測
す
る
と
し
た
ら
'
次
の
よ
う
な
も
の
と
想
定
で
き
よ
う
｡

①
　
自
然
の
中
に
あ
る
､
自
然
と
共
に
居
る
こ
.
と
が
さ
い
わ
い
｡

②
　
自
然
と
共
に
居
る
と
､
本
当
の
さ
い
わ
い
は
何
で
あ
る
の
か
'
あ
れ
こ
れ
忠

い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
｡

③
　
自
然
の
中
､
自
然
と
共
に
居
る
と
本
当
の
さ
い
わ
い
は
何
で
あ
る
の
か
思
い

至
る
｡

擬
人
化
さ
れ
て
い
る
緑
･
匂
･
陰
･
芝
生
が
教
え
る
さ
い
わ
い
と
は
読
者
に
判
断

を
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
さ
え
思
え
る
の
で
あ
る
｡

要
す
る
に
｢
よ
だ
か
の
星
｣
｢
度
十
公
園
林
｣
に
お
い
て
､
そ
の
作
品
の
コ
ン
チ

ン
ク
ス
ト
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
｢
さ
い
わ
い
｣
｢
幸
せ
｣
は
､
明
確
･
具
体
的
に
は

示
さ
れ
て
は
い
な
く
'
作
品
を
通
し
て
感
じ
と
っ
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
程
度
に
し
か

う
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
意
図
が
作
品
に
露
骨
に
で
て
い
た
初
期
作

｣
E

品
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
賢
治
の
創
作
態
度
が
う
か
が
え
よ
う
｡

さ
て
､
｢
よ
だ
か
の
星
｣
｢
慶
十
公
園
林
｣
を
賢
治
の
伝
記
お
よ
び
他
の
作
品
か
ら

と
ら
え
た
ら
'
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

｢
よ
だ
か
の
星
｣
に
つ
い
て
は
､
そ
の
基
底
に
法
華
経
の
精
神
が
あ
る
と
言
い
古

‥

H

9

さ
れ
て
い
る
｡

大
橋
は
｢
法
華
経
で
は
､
こ
の
世
も
､
死
後
の
世
界
も
修
行
の
場
で
あ
る
｡
法
華

経
に
は
無
我
の
中
で
'
釈
迦
や
他
の
生
物
に
つ
く
す
こ
と
で
､
仏
と
一
体
化
で
き
る

と
い
う
教
え
が
あ
る
｣
　
(
｢
宮
沢
賢
治
　
ま
こ
と
の
愛
｣
大
橋
富
士
子
　
九
三
頁
　
異

世
界
社
)
　
と
し
て
い
る
｡
仏
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
の
命
を
手
に
入
れ

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
賢
治
は
〝
よ
だ
か
″
を
通
じ
て
仏
と
の
一
体
化
を

願
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
､
｢
よ
だ
か
の
星
｣
は
西
田
良
子
に
よ
る
と
｢
『
欣
求
浄
土
』

『
厭
離
穣
土
』
　
の
仏
教
思
想
か
ら
生
ま
れ
た
寓
話
｣
　
(
｢
賢
治
童
話
の
生
と
死
｣
田
口
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昭
典
五
二
頁
洋
々
社
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

星
と
な
っ
た
〝
よ
だ
か
″
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
見
方
が
あ
る
｡

1
､
醜
い
存
在
が
美
し
い
存
在
に
変
貌
を
遂
げ
る
話
(
｢
宮
沢
賢
治
『
よ
だ
か
の

注
1
0

星
』
試
論
伊
藤
真
一
郎
｣
)

-
W
l
-
1

2
㌧
新
し
い
よ
だ
か
の
星
の
誕
生
(
｢
国
語
教
育
と
作
品
研
究
｣
山
下
㊨

い
ず
れ
も
'
少
く
と
も
星
に
な
っ
た
こ
と
に
消
極
的
意
味
を
与
え
て
お
ら
ず
､
む
し

ろ
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
と
れ
る
｡
さ
ら
に
は
､
西
田
は
〟
よ
だ
か
″
と

賢
治
を
重
ね
て
'
｢
孤
独
な
よ
だ
か
は
た
だ
一
人
で
命
の
か
ぎ
り
『
ま
こ
と
の
世
界
』

を
追
い
求
め
､
遂
に
自
力
で
『
ま
こ
と
の
光
』
を
得
た
の
で
あ
る
｡
何
に
も
悪
い
こ

と
を
し
な
い
の
に
'
み
ん
な
に
い
や
が
ら
れ
る
よ
だ
か
の
姿
は
､
法
華
経
の
信
仰
を

肉
親
の
父
母
に
も
理
解
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
孤
独
な
賢
治
の
姿
で
あ
る
､
自
力
で

『
ま
こ
と
の
世
界
』
に
生
ま
れ
か
わ
っ
た
よ
だ
か
の
行
為
は
突
如
無
断
上
京
し
､
一

途
に
法
華
経
の
信
仰
に
励
ん
だ
賢
治
が
常
に
心
に
抱
い
て
い
た
悲
願
だ
っ
た
の
だ
ろ

注
1

2

う
｡
｣
(
｢
『
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
』
考
｣
､
西
田
良
子
)
と
し
て
い
る
｡
つ
ま
-
､
一
般

的
に
い
わ
れ
る
弱
肉
強
食
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
の
つ
ら
さ
か
ら
彼
岸
へ
逃
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
争
い
か
ら
の
脱
却
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
｡
西
田
は
､
賢
治
の
｢
よ
だ

か
の
星
｣
執
筆
に
つ
い
て
｢
こ
の
時
期
の
賢
治
は
い
か
に
す
れ
ば
世
の
中
の
あ
ら
そ

い
を
解
決
し
'
ま
こ
と
の
世
界
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
か
'
そ
の
方
法
を
模

注
ー

3

索
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
｡
｣
(
｢
賢
治
童
話
展
開
の
基
底
に
あ
る
も
の
｣
西
田
良
子
)

と
し
て
い
る
｡
賢
治
に
と
っ
て
法
華
経
の
思
想
を
､
い
か
に
作
品
と
し
て
書
き
得
る

か
と
い
う
習
作
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
自
ら
の
理
想
･
自
ら
の
生
き

方
を
直
接
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
-
'
作
者
と
作
品
と
の
密
接
な
関
係
が
把
握
で
き

る
と
い
う
特
色
が
あ
る
｡

さ
て
'
次
に
｢
度
十
公
園
林
｣
を
見
て
み
よ
う
｡
こ
の
作
品
の
中
に
お
け
る
度
十

は
国
木
田
独
歩
の
｢
春
の
鳥
｣
に
で
て
く
る
六
蔵
と
は
少
し
異
な
る
｡
一
般
的
に
度

十
は
｢
表
面
的
に
は
愚
か
な
人
間
-
-
略
･
筆
者
-
-
純
真
で
あ
-
､
素
直
さ
'
仕

事
熱
心
､
や
さ
し
さ
｣
　
(
｢
『
慶
十
公
園
林
』
　
の
授
業
｣
　
藤
田
治
)
･
｢
デ
ク
ノ
ボ
ー
で

あ
り
'
精
薄
的
で
あ
る
｡
｣
　
(
｢
慶
十
と
ペ
コ
石
｣
小
沢
俊
郎
)
･
｢
純
粋
'
無
垢
'
無

邪
気
-
-
略
･
筆
者
･

主
4

あ
る
い
は
､
無
私
､
無
償
性
と
i
'
t
サ
た
性
格
(
｢
度
十
と

注
ー
5

ペ
コ
石
｣
小
沢
俊
郎
)
｣
と
と
ら
れ
て
い
る
｡
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
外
見
上
の
姿

と
内
面
の
す
ぼ
ら
し
さ
の
乗
離
で
あ
る
｡
外
面
か
ら
人
を
判
断
す
る
こ
と
の
愚
か
さ

を
寓
意
と
し
て
取
-
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
内
に
秘
め
た
も
の
の

価
値
を
あ
ま
り
に
高
く
評
価
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
た
と
え
ば
､

次
の
よ
う
な
場
面
で
の
度
十
の
内
面
の
読
み
と
り
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

お
か
あ
さ
ん
に
杉
苗
を
七
百
本
買
っ
て
-
れ
と
頼
ん
だ
と
き
t
に
い
さ
ん
が
｢
慶

十
あ
そ
ご
は
杉
苗
え
で
も
成
長
ら
な
い
処
だ
｣
と
言
っ
た
ら
､
度
十
が
き
ま
り
悪
そ

う
に
も
じ
も
じ
し
て
下
を
向
い
て
し
ま
っ
た
場
面
｡
な
ぜ
慶
十
は
き
ま
り
悪
そ
う
に

も
じ
も
じ
し
て
下
を
向
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
'
家
中
の
人

た
ち
が
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
突
皮
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
識
が
あ

る
と
思
え
る
｡
つ
ま
り
､
に
い
さ
ん
の
こ
と
ば
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
の
で
､
理

解
で
き
る
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
｡
さ
ら
に
杉
苗
を
植
え
る
穴
を
堰

は
じ
め
た
時
t
に
い
さ
ん
に
｢
度
十
㌧
杉
あ
植
え
る
と
き
掘
ら
な
い
ば
わ
が
な
い
ん

だ
じ
ゃ
｣
と
い
わ
れ
､
き
ま
-
悪
そ
う
に
鍬
を
お
-
場
面
｡
ま
た
､
平
二
に
｢
や
い

慶
十
㌧
此
処
さ
杉
植
え
る
な
ん
て
や
っ
ぱ
-
馬
鹿
だ
な
｡
第
一
お
ら
の
畑
あ
日
影
に

な
ら
な
｣
と
言
わ
れ
た
時
､
顔
を
赤
く
し
て
何
か
言
い
た
そ
う
に
し
た
が
､
言
え
な

い
で
も
じ
も
じ
し
た
場
面
｡
い
ず
れ
の
場
合
も
'
度
十
は
相
手
の
言
う
こ
と
が
わ
か

-
'
そ
の
上
､
そ
の
こ
と
が
理
屈
に
合
っ
て
い
る
と
の
判
断
を
し
て
い
る
と
把
握
で

き
る
｡
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
精
薄
的
と
取
る
よ
り
も
常
人
と
異
な
る
面
が
あ
る

注
ー

6

と
い
う
取
り
方
が
私
に
は
妥
当
な
よ
う
に
思
え
る
｡

こ
の
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
は
､
慶
十
が
そ
の
劣
悪
な
条
件
下
に
フ
ル
に
生
き
た

注
1
7
注
ー

8

尊
さ
･
慶
十
自
身
の
価
値
観
の
第
三
者
に
よ
る
確
認
･
純
粋
に
燃
焼
し
て
い
る
こ
と

柑
M
=
｣

r
-
;
=
r
:

の
美
し
き
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
､
私
は
､
｢
度
十
に
し
て
み
れ
ば
､
い
っ
さ
い
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無
意
識
の
'
無
償
の
'
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
無
私
の
行
為
だ
っ
た
｡
そ
の
行
為

が
後
に
な
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
結
末
は
､
名
も
な
く
貧
し
く
美
し
い
魂
の
価
値

注
2
0

へ
の
賢
治
の
信
念
で
あ
る
｡
｣
と
い
う
と
ら
え
方
に
同
感
で
あ
る
｡

外
見
か
ら
だ
け
人
を
判
断
す
る
俗
人
の
価
値
観
へ
の
警
鐘
と
､
自
然
と
の
共
生
の

喜
び
を
措
い
た
も
の
と
も
取
れ
る
｡
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
､
｢
本
当
の
さ
い
わ
い
｣

は
､
先
の
作
品
の
文
脈
上
の
読
み
取
-
に
加
え
て
'
慶
十
公
園
林
で
遊
ぶ
人
達
が
公

園
林
の
由
来
を
知
り
､
慶
十
の
よ
う
な
人
物
の
存
在
を
､
た
と
え
常
人
と
は
違
っ
て

い
て
も
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
も
取
れ
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
賢
治
が
｢
慶
十

公
園
林
｣
に
お
い
て
意
図
し
た
も
の
は
'
常
人
と
は
違
う
人
物
で
あ
っ
て
も
世
の
た

め
に
な
る
こ
と
を
す
る
の
だ
､
そ
し
て
､
そ
の
こ
と
を
人
々
は
身
を
も
っ
て
感
じ
な

け
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡

≡

賢
治
作
品
に
は
｢
本
当
の
さ
い
わ
い
｣
｢
ま
こ
と
の
幸
福
｣
｢
ほ
ん
と
う
の
幸
福
｣

｢
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福
｣
と
か
､
｢
ま
こ
と
の
道
｣
｢
ほ
ん
と
う
の
道
｣
と
か
い
う

語
が
よ
く
出
て
く
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
使
い
分
け
に
意
味
の
異
な
-
が
あ
る
か
ど

う
か
文
脈
の
上
か
ら
検
討
し
て
み
た
が
､
特
に
異
な
り
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
原
子
朗

の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
'
他
に
も
同
一
の
こ
と
を
指
す
の
に
似
た
よ
う
な
表
現
を

注
2
0

し
て
い
る
例
は
あ
る
｡
そ
こ
で
､
｢
本
当
の
さ
い
わ
い
｣
を
前
述
の
種
々
の
表
現
の

前
者
を
一
括
す
る
も
の
と
し
て
考
え
て
､
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
た
い
｡

す
る
と
､
ま
ず
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
｢
農
民
芸
術
概
論
綱
要
｣
　
(
大
正
十
五
年
)
　
で
あ

る
｡
｢
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
｣

と
い
う
有
名
な
こ
と
ば
は
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
的
な
も
の
で
あ
っ
て
､
幸
福
の
中
身

●

●

●

●

●

●

●

●

を
と
ら
え
る
こ
と
は
文
脈
上
不
可
能
で
あ
る
｡
た
だ
　
｢
正
し
-
強
-
生
き
る
こ
と
は

銀
河
系
を
自
ら
の
中
に
意
識
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
｣
　
(
｢
序
論
｣
)

(
傍
点
筆
者
)
｢
風
と
ゆ
き
き
し
雲
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
と
れ
｣
(
｢
農
民
芸
術

の
制
作
｣
)
｢
銀
河
を
包
む
透
明
な
意
志
｣
(
｢
結
論
｣
)
か
ら
は
､
宇
宙
と
自
己
の
一

体
化
･
自
然
と
自
己
の
一
体
化
が
'
目
ざ
す
べ
き
も
の
､
す
な
わ
ち
､
｢
本
.
当
の
さ

い
わ
い
｣
=
｢
幸
福
｣
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
｡
さ
ら
に
｢
わ
れ
ら
は
世
界
の

注
2
1

ま
こ
と
の
幸
福
を
索
ね
よ
う
｡
求
道
す
で
に
道
で
あ
る
｡
｣
(
｢
序
論
｣
)
か
ら
は
｢
ま

.
u
-
;
<
m

･
り
1
2

こ
と
の
幸
福
｣
と
｢
道
｣
と
の
関
係
が
把
握
さ
れ
る
｡

｢
手
紙
｣
(
全
集
手
紙
四
)
は
'
｢
ポ
ー
セ
と
チ
ユ
ン
セ
が
も
し
も
ポ
ー
セ
を
ほ

ん
と
う
に
か
あ
い
さ
う
に
お
も
ふ
な
ら
大
き
な
勇
気
を
出
し
て
す
べ
て
の
い
き
も
の

の
は
ん
た
う
の
幸
福
を
さ
が
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
-
-
略
･
筆
者
-
-
な
ぜ
ま
っ

し
ぐ
ら
に
そ
れ
に
向
っ
て
進
ま
な
い
か
｣
と
あ
る
｡
し
か
し
｢
ほ
ん
た
う
の
幸
福
｣

の
中
身
を
探
す
手
が
か
-
は
な
い
｡
そ
こ
で
手
が
か
-
を
｢
雨
こ
モ
マ
ケ
ズ
｣
の
詩

に
求
め
た
い
｡
そ
こ
に
は
賢
治
の
人
と
し
て
の
理
想
像
が
措
か
れ
て
い
る
｡
静
か
に

注
2

3

笑
い
な
が
ら
-
ら
す
世
界
-
立
身
出
世
主
義
に
ま
つ
わ
る
卑
劣
な
情
念
や
競
争
の

注
2
4

な
い
社
会
-
が
そ
う
で
あ
る
｡
同
様
に
他
の
作
品
か
ら
も
賢
治
の
き
ら
っ
た
こ
と

Iを
あ
げ
る
と
､
逆
に
そ
う
い
う
こ
と
の
な
い
世
界
を
理
想
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
い
え
る
｡

賢
治
作
品
の
中
に
デ
ク
ノ
ボ
ー
･
デ
ク
ノ
ボ
ー
精
神
が
措
か
れ
て
い
る
と
思
え
る

作
品
は
｢
気
の
い
い
火
山
弾
｣
　
｢
よ
だ
か
の
星
｣
｢
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
｣
｢
な
め
と
こ

山
の
熊
｣
　
｢
オ
ッ
ベ
ル
と
象
｣
　
｢
祭
の
晩
｣
　
｢
慶
十
公
園
林
｣
　
｢
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝

記
｣
　
で
あ
る
｡

デ
ク
ノ
ボ
ー
礼
讃
に
つ
な
が
る
原
型
と
目
さ
れ
る
　
｢
気
の
い
い
火
山
弾
｣
　
で
は
､

か
ら
か
わ
れ
て
も
相
手
に
し
な
い
ペ
コ
石
が
社
会
的
価
値
を
持
つ
に
至
る
こ
と
が
描

か
れ
て
い
る
｡
｢
ど
ん
ぐ
-
と
山
猫
｣
　
で
一
郎
に
教
え
ら
れ
た
山
猫
が
ど
ん
ぐ
-
た
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ち
に
言
う
こ
と
ば
｢
よ
ろ
し
い
し
づ
か
に
し
ろ
｡
申
し
わ
た
し
だ
｡
こ
の
な
か
で
､

●

●

●

●

●

●

い
ち
ば
ん
え
ら
く
な
く
て
'
ば
か
で
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
'
て
ん
で
な
っ
て
ゐ
な
く
て
､

あ
た
ま
の
つ
ぶ
れ
た
や
う
な
や
つ
が
､
い
ち
ば
ん
え
ら
い
の
だ
｣
　
(
傍
点
･
筆
者
)

は
デ
ク
ノ
ボ
ー
像
を
示
し
て
い
る
｡
ど
ん
ぐ
-
た
ち
の
主
張
す
る
　
｢
え
ら
い
｣
　
の
中

身
は
　
｢
頭
が
と
が
っ
て
い
る
｡
丸
い
｡
大
き
い
｡
背
が
高
い
､
押
し
っ
こ
が
強
い
｣

と
い
う
外
見
的
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
一
郎
が
助
言
し
た
基
準
は
行
動
内

容
で
あ
る
｡
さ
ら
に
　
｢
慶
十
公
園
林
｣
　
に
お
け
る
慶
十
は
'
ま
わ
り
の
者
か
ら
は
馬

鹿
と
あ
ざ
け
ら
れ
る
｡
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
分
か
る
が
､
常
人
と
同
様
に

表
現
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
｡
そ
の
慶
十
が
用
材
と
し
て
で
な
く
､
全
く
無
意
図
的

に
行
っ
た
杉
林
の
造
林
が
､
度
十
の
死
後
､
公
園
林
と
し
て
社
会
的
な
価
値
を
持
っ

た
も
の
に
な
る
｡
死
後
に
残
る
も
の
を
テ
ー
マ
に
し
た
と
も
思
え
､
そ
の
意
味
で

｢
慶
十
公
園
林
｣
　
の
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
､
デ
ク
ノ
ボ
ー
･
本
当
の
さ
い
わ
い
を

加
え
た
い
｡
ま
た
､
｢
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
｣
　
で
は
自
分
を
犠
牲
に
し
て
'
現

世
で
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
幸
福
を
求
め
る
の
で
あ
る
｡
｢
ま
こ
と
｣
　
の
追
求
､
捨

身
精
神
を
描
い
て
み
せ
る
｡
ブ
ド
リ
が
｢
私
は
そ
の
大
循
環
の
風
に
な
る
の
で
す
｡

あ
の
青
ぞ
ら
の
ご
み
に
な
る
の
で
す
｡
｣
と
言
っ
て
い
る
が
､
こ
こ
に
も
法
華
経
に

お
け
る
捨
身
の
後
に
仏
と
一
体
化
し
て
永
遠
の
命
を
手
に
す
る
と
い
う
思
想
が
み
ら

注
2
5

れ
る
｡
さ
ら
に
登
場
人
物
や
そ
の
行
動
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
'
農
民
の
た
め
に
自

分
の
体
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
尽
-
し
｢
世
界
全
体
の
幸
福
｣
｢
ほ
ん
た
う
の
幸
ひ
｣

を
も
と
め
る
賢
治
自
身
を
物
語
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
う
思
え
る
ほ
ど
'

こ
の
作
品
の
ブ
ド
リ
と
賢
治
は
共
通
点
が
多
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
作
品
は
賢
治
が
デ
ク
ノ
ボ
ー
の
境
地
を
絶
え
ず
探
求
し
て
い
っ
た
結
栄

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
外
か
ら
は
デ
ク
ノ
ボ
ー
･
デ
ク
ノ
ボ
ー
的
で
あ
る
と
と
ら

え
ら
れ
て
も
､
き
ち
ん
と
し
た
判
断
の
目
を
持
ち
､
他
の
生
物
の
た
め
に
尽
す
こ
と

は
'
｢
ま
こ
と
｣
の
追
求
の
結
果
生
ま
れ
た
賢
治
の
理
想
的
行
動
上
見
る
こ
と
が
で

き
る
｡

こ
れ
ら
一
群
の
作
品
を
見
渡
す
と
､
作
品
ご
と
に
デ
ク
ノ
ボ
ー
･
本
当
の
さ
い
わ

い
･
ま
こ
と
の
道
の
措
き
様
が
､
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
の
が
把
捉
さ
れ
る
｡
さ

ら
に
､
そ
れ
ぞ
れ
の
重
み
の
お
き
方
も
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
｡

｢
ひ
か
り
の
素
足
｣
　
に
｢
『
今
の
心
持
を
決
し
て
離
れ
る
な
｡
お
ま
え
の
国
に
は
こ

こ
か
ら
沢
山
の
人
た
ち
が
行
っ
て
ゐ
る
｡
よ
-
探
し
て
ほ
ん
た
う
の
道
を
習
へ
｡
』

そ
の
人
は
一
郎
の
頭
を
撫
で
ま
し
た
｡
｣
と
あ
る
｡
｢
こ
こ
｣
か
ら
行
っ
て
い
る
｢
沢

山
の
人
た
ち
｣
は
､
こ
の
世
で
デ
ク
ノ
ボ
ー
と
さ
れ
る
人
た
ち
の
こ
と
を
指
す
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
の
デ
ク
ノ
ボ
ー
た
ち
こ
そ
が
｢
本
当
の
さ
い
わ
い
｣
を
得
る
た

め
に
｢
ま
こ
と
の
道
｣
を
歩
ん
で
い
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡

お
わ
リ
に

一
に
お
い
て
論
述
し
た
よ
う
に
'
賢
治
の
作
品
は
作
品
だ
け
の
読
み
取
り
の
場
合

と
'
二
に
お
け
る
よ
う
に
作
家
と
作
品
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
重
ね
て
す
る
読
み

取
り
に
は
明
ら
か
に
異
同
が
認
め
ら
れ
る
｡
ま
た
､
三
･
四
で
論
及
し
た
他
の
作
品

に
お
け
る
　
｢
本
当
の
さ
い
わ
い
｣
､
｢
ま
こ
と
の
道
｣
　
や
､
デ
ク
ノ
ボ
ー
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
二
に
お
け
る
読
み
と
り
に
重
ね
て
み
る
と
､
賢
治
作
品
は
　
｢
本
当
の
さ
い

わ
い
｣
を
求
め
る
た
め
に
　
｢
ま
こ
と
の
道
｣
を
歩
む
者
は
こ
う
あ
り
た
い
と
い
う
賢

治
の
願
望
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

作
品
と
作
者
と
読
者
の
関
係
に
お
い
て
'
外
山
滋
比
古
の
指
摘
す
る
よ
う
に
'
読

者
は
作
者
に
直
接
会
う
も
の
で
は
な
い
､
作
品
と
作
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
が
っ
か
り
す

｣
t
ァ

る
か
ら
-
-
と
い
う
こ
と
は
､
賢
治
に
お
い
て
は
通
用
し
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
と
い

う
の
は
､
賢
治
を
賢
治
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
､
作
品
か
ら
作
者
に
興
味
を
抱
い
た

読
者
が
､
そ
の
生
涯
の
特
異
さ
と
求
道
性
に
心
ひ
か
れ
､
さ
ら
に
作
品
を
読
み
直
し

て
見
る
と
い
う
作
業
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､

一
で
指
摘
し
た
よ
う
に
､
そ
の
意
図
を
読
者
に
十
分
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
作
品
で
あ



6

る
か
に
つ
い
て
は
'
今
な
お
私
に
は
若
干
の
疑
問
の
念
が
残
っ
て
い
る
｡
た
だ
､
質

治
の
場
合
は
作
者
と
作
品
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
中
で
作
品
の
読
み
が
深
ま
る
と

い
う
特
色
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

注
1
 
3
　
三
二
八
頁
　
平
成
四
年
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
)

(
｢
賢
治
童
話
展
開
の
基
底
に
あ
る
も
の
｣
西
田
良
子
　
『
宮
揮
賢
治
研
究
資
料
集
成

注
1
 
4
　
第
十
七
巻
』
一
三
三
頁
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
　
平
成
四
年
)
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注
-
　
(
｢
宮
沢
賢
治
文
学
の
意
義
｣
竹
下
数
馬
･
『
宮
揮
賢
治
研
究
資
料
集
成
　
第
2
 
0
巻
』
　
二
　
　
注
1
 
5

二
頁
一
行
～
三
行
　
所
収
　
平
成
四
年
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
)

注
2
　
(
｢
賢
治
に
お
け
る
童
話
創
作
の
動
機
｣
古
賀
良
子
『
宮
滞
賢
治
研
究
資
料
集
成
　
第
　
　
注
1
 
6

九
巻
』
　
三
〇
四
頁
一
行
～
三
行
　
所
収
　
平
成
二
年
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
)

注
3
　
(
｢
イ
メ
ー
ジ
を
楽
し
み
､
自
己
の
開
放
を
目
指
す
読
み
｣
深
川
明
子
　
『
こ
ど
も
の
側

に
立
つ
　
国
語
科
　
授
業
創
造
』
　
s
^
一
三
頁
　
平
成
八
年
九
月
号
)

注
4
　
｢
作
品
は
､
完
成
し
た
瞬
間
に
作
者
の
手
を
離
れ
る
と
言
う
が
､
宮
沢
賢
治
の
場
合
は
､

そ
の
実
人
生
と
作
品
と
が
不
可
分
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｣
　
(
牛
山
恵

『
こ
ど
も
の
側
に
立
つ
　
国
語
科
　
授
業
創
造
』
恥
1
7
　
二
九
頁
　
平
成
八
年
九
月
号
)

と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
｡

注
5
　
(
｢
法
華
経
｣
高
橋
新
吉
　
『
宮
揮
賢
治
研
究
資
料
集
成
　
第
一
巻
』
一
九
五
頁
四
行
～

五
行
　
所
収
　
平
成
二
年
)

注
6
　
｢
賢
治
童
話
の
基
底
に
あ
る
も
の
｣
西
田
良
子
　
『
宮
揮
賢
治
研
究
資
料
集
成
　
第
十
七

巻
』
　
平
成
四
年
)
　
の
一
三
二
頁
以
降
の
年
代
区
分
に
従
っ
た
｡

注
1
7

注
18

注
1
9

注
2
0

(
｢
『
慶
十
公
園
林
』
　
の
授
業
｣
藤
田
治
　
『
文
芸
の
授
業
　
中
学
校
一
･
二
年
』
明
治

図
書
一
七
一
頁
　
明
治
図
書
)

(
｢
度
十
と
ペ
コ
石
｣
小
沢
俊
郎
　
｢
宮
揮
賢
治
研
究
資
料
集
成
　
第
二
〇
巻
｣
五
九
頁

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
　
平
成
四
年
)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
宮
沢
賢
治
作
品
研
究
　
I
｣
新
名
主
健
一
『
解
釈
』
第
二
七

巻
　
第
二
号
』
所
収
　
二
七
頁
～
二
九
頁
に
お
い
て
詳
述
し
た
｡

注
1
 
5
と
同
じ
　
五
九
頁

注
1
 
5
と
同
じ
　
六
四
頁

注
1
 
5
と
同
じ
　
五
九
頁

｢
イ
-
ハ
ト
ヴ
｣
　
｢
イ
-
ハ
ト
ブ
｣
　
｢
イ
エ
ハ
ト
ブ
｣
　
｢
イ
-
ハ
ー
ト
-
ヴ
｣
　
｢
イ
-
ハ

注　注　注
9　8　7

｢
西
郷
竹
彦
文
芸
教
育
著
作
集
　
1
 
7
｣
　
三
五
九
頁
　
明
治
図
書
一
九
七
五

注
5
に
お
け
る
高
橋
の
言
が
あ
て
は
ま
る
作
品
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
　
｢
賢
治
の
文
学
'
ま
た
そ
の
思
想
を
組
成
す
る
だ
ろ
う
背
景
条
件
の
一
つ
と

し
て
､
仏
教
と
り
わ
け
法
華
経
の
世
界
観
が
あ
る
こ
と
は
､
す
で
に
多
く
の
人
の
認
め

る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
｣
　
(
｢
国
語
教
育
と
作
品
研
究
｣
六
八
頁
　
山
下
宏
･
笠
間
書
院

昭
和
五
三
年
)
　
の
如
-
｡

注
1
 
0
　
(
｢
2
 
6
　
宮
沢
賢
治
　
童
話
の
宇
宙
｣
一
三
頁
　
有
精
堂
一
九
九
〇
)

注
目
　
(
｢
よ
だ
か
の
星
の
世
界
像
｣
　
『
国
語
教
育
と
作
品
研
究
』
山
下
宏
･
八
五
頁
　
笠
間
書

院
　
昭
和
五
三
年
)

注
1
 
2
　
(
｢
『
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
』
考
｣
西
田
良
子
｢
宮
滞
賢
治
研
究
資
料
集
成
　
第
十
八
巻
｣

ト
-
ヴ
オ
｣
と
様
々
に
賢
治
は
呼
び
か
え
て
い
る
｡
(
｢
宮
沢
賢
治
の
人
と
作
品
｣
原
子

朗
二
六
頁
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑬
宮
沢
賢
治
』
角
川
書
店
昭
和
五
六
年
)

注
2
1
｢
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
｣
に
お
い
て
主
人
公
に
｢
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福
｣
を
求

め
さ
せ
て
い
る
｡

注
2
2
｢
校
本
宮
揮
賢
治
全
集
第
十
一
巻
｣
三
一
九
頁
～
三
二
一
頁
筑
摩
書
房
昭
和

4
9
年

注
2
3
｢
評
伝
宮
沢
賢
治
｣
境
忠
一
桜
楓
社
二
〇
七
頁
･
二
〇
八
頁
で
の
境
の
と
ら
え

方
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡

注
2
4
｢
そ
の
国
の
広
い
事
､
人
民
の
富
ん
で
ゐ
る
事
､
こ
の
国
に
は
生
存
競
争
な
ど
､
申
す

様
は
つ
ま
ら
な
い
競
争
も
な
く
労
働
者
対
資
本
家
な
ど
い
ふ
様
な
頭
の
痛
め
る
問
題
も

な
-
総
て
が
楽
し
み
総
て
が
悦
び
､
総
て
が
真
で
あ
-
善
で
あ
る
国
で
あ
-
ま
し
た
｡
｣

(
｢
旅
人
の
は
な
し
か
ら
｣
『
ア
ザ
リ
ア
第
一
号
』
)
(
｢
校
本
宮
揮
賢
治
全
集
第
十

四
巻
｣
八
百
頁
筑
摩
書
房
昭
和
5

2
年
)
と
い
.
う
ふ
う
に
理
想
的
世
界
を
描
い
て
い

る
｡

注
2
5
田
口
昭
典
は
こ
の
点
に
つ
い
て
｢
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
は
､
自
己
を
犠
牲
に
し
て
壮
烈
な

死
を
遂
げ
た
の
で
は
な
-
､
広
大
な
仏
の
い
の
ち
の
な
か
に
還
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｣
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(
｢
賢
治
の
生
と
死
｣
田
口
昭
典
一
八
七
頁
　
洋
々
社
　
平
成
三
年
)
　
と
し
て
い
る
｡

注
2
 
6
　
作
品
と
作
者
と
の
関
係
を
大
別
す
る
と
､
外
山
の
言
う
よ
う
に
作
品
の
み
で
作
品
を
と

ら
え
た
方
が
い
い
場
合
と
､
作
品
と
作
者
と
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
作
品
の
読

み
取
-
が
深
ま
る
場
合
の
二
種
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

補
注
-
｢
こ
ゝ
に
述
べ
ら
れ
た
デ
ク
ノ
ボ
ウ
思
想
は
､
た
と
え
彼
の
内
奥
か
ら
の
叫
び
で
あ
っ

た
と
し
て
も
､
こ
の
作
品
自
体
に
は
､
そ
れ
を
説
明
す
る
だ
け
の
要
素
は
見
ら
れ
な
い
｡

も
し
彼
が
､
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
表
現
に
満
足
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
は
､
彼

の
ひ
と
り
よ
が
り
と
言
う
外
は
な
い
｣
　
(
｢
賢
治
童
話
の
性
格
｣
大
井
健
　
『
宮
揮
賢
治

研
究
資
料
集
成
　
別
巻
』
　
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
　
平
成
二
年
)
　
と
い
う
よ
う
に
意
図
と

表
現
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡


