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宮
沢
賢
治
文
学
は
、
一
口
に
言
っ
て
そ
の
多
様
性
と
独
自
性
と
の
二
点
に

し
ぼ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
二
点
が
、
彼
の
文
学
を
享
受
す
る
も
の
に
と
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
を
う
む
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
谷
川
徹
三
氏
と
中

村
稔
氏
の
「
雨
ニ
モ
マ
ヶ
ズ
」
論
争
（
昭
和
三
十
八
年
二
月
十
五
日
付
・
「
朝
日

新
聞
」
参
照
）
、
こ
の
中
村
氏
と
同
じ
と
ら
え
方
（
つ
ま
り
、
「
羅
須
地
人
協
会
」
の

農
民
運
動
に
賢
治
の
生
涯
の
頂
点
を
求
め
、
そ
れ
を
社
会
経
済
史
的
観
点
か
ら
意
義
づ

註
ｌ

け
よ
う
と
す
る
）
を
し
て
い
る
の
は
、
国
分
一
．
太
郎
氏
、
こ
の
二
者
と
ま
っ
た

く
反
対
の
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
の
は
、
谷
川
氏
を
は
じ
め
と
し
て
古
谷
綱

武
氏
、
伊
藤
信
吉
氏
等
で
あ
る
。
一
方
、
小
田
切
進
氏
は
、
賢
治
の
文
学
を

註
２

ア
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド
の
文
学
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
、
と

ら
え
方
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
相
違
で
あ
り
、
た
だ
共
通
し

て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
賢
治
の
晩
年
、
ま
た
は
晩
年
の
作
品
に
触
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
（
こ
こ
で
い
う
晩
年
と
は
、
彼
が
農
学
校
の
教
師
を
依
願
退
転
し
、

自
作
農
を
は
じ
め
た
年
、
す
な
わ
ち
大
正
十
五
年
・
昭
和
元
年
以
後
を
指
す
）
、
た
し

宮
沢
賢
治
論
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宮
沢
賢
治
論

ｌ
そ
の
晩
年
の
行
動
に
つ
い
て
の
疑
問
Ｉか

に
晩
年
は
、
そ
の
行
動
に
も
考
え
方
に
も
文
学
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を

含
ん
で
い
る
。
彼
に
は
繊
密
な
性
格
が
あ
る
反
面
、
本
能
的
に
行
動
す
る
と

い
っ
た
具
合
に
正
反
対
の
性
格
が
あ
り
、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
面
に
現
わ
れ
、

彼
の
人
間
を
と
ら
え
る
の
に
い
っ
そ
う
複
雑
さ
を
増
す
の
で
あ
る
。

こ
の
稿
で
は
、
晩
年
に
お
け
る
彼
の
行
動
に
つ
い
て
の
疑
問
を
私
な
り
に

一
瞥
し
て
み
た
い
と
思
う
。

大
正
十
五
年
（
昭
和
元
年
）
に
は
、
同
十
年
十
二
月
か
ら
四
年
四
ヶ
月
勤
務

し
て
い
た
花
巻
農
学
校
を
依
願
退
職
し
、
花
巻
郊
外
の
下
根
子
に
寓
居
を
構

え
、
付
近
の
荒
地
を
開
墾
し
、
農
民
と
し
て
の
生
活
の
ス
タ
ー
ト
を
き
る
が
、

そ
の
依
願
退
職
の
理
由
と
し
て
、
い
く
ら
教
壇
か
ら
生
徒
に
向
っ
て
、
百
姓

に
な
る
よ
う
に
と
す
す
め
て
も
、
そ
の
自
分
が
実
際
に
農
業
に
従
事
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
反
省
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
は
よ
く

言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
動
は
ど
こ
か
生
得
な
も

の
を
意
味
し
て
い
る
。
賢
治
は
生
来
、
愛
他
的
で
は
あ
る
が
、
胸
中
に
去
来

二
七
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萬
田

、

務

､



1

す
る
理
想
を
深
く
追
求
す
る
と
き
、
あ
た
り
か
ま
わ
ず
つ
っ
ぱ
し
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
学
校
時
代
の
山
登
り
、
大
正
十
年
の
旅

費
の
み
で
家
出
同
様
の
上
京
の
よ
う
に
、
ま
た
、
月
給
を
そ
の
ま
ま
他
人
に

く
れ
て
や
っ
た
り
し
た
よ
う
に
。

ま
た
、
一
般
に
は
賢
治
が
、
農
民
に
な
る
こ
と
を
宿
願
と
し
て
い
た
か
の

よ
う
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
決
し
て
は
じ
め
か
ら
農
民
に
な
り
た

い
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
、
「
・
ヘ
ン
ネ

ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
に
お
い
て
は
絶
対
的
権
力
へ
の
憧
慢

を
示
し
、
ま
た
、
こ
れ
よ
り
二
年
前
の
大
正
七
年
（
驍
岡
高
等
農
林
学
校
研
究

科
在
学
中
）
、
父
・
政
治
郎
氏
宛
の
書
簡
に
は
「
研
究
科
に
残
り
候
と
も
土
性

の
調
査
の
み
に
て
は
将
来
実
業
に
入
る
為
に
は
殆
ど
仕
方
な
く
農
場
開
墾
な

ら
ば
兎
に
角
差
当
り
化
学
工
業
方
面
に
向
ふ
に
は
全
く
別
方
面
の
事
に
有
之

候
」
と
あ
り
、
自
分
が
志
す
化
学
工
業
方
面
に
は
、
土
性
調
査
庇
ど
役
立
た

ぬ
こ
と
を
述
釜
へ
、
ま
た
他
の
書
簡
（
大
７
．
６
・
加
）
に
は
「
加
ふ
る
に
今
年

四
月
以
来
私
の
早
く
自
分
の
仕
事
に
従
事
し
度
き
為
か
何
分
急
ぎ
候
様
の
事

の
み
多
く
分
析
等
も
充
分
心
に
入
ら
ず
甚
し
き
失
敗
を
致
す
事
多
く
御
座

候
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
賢
治
が
は
じ
め
か
ら
農
民
に
な
ろ

う
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

大
正
十
四
年
元
旦
の
一
異
途
の
出
発
」
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
自
己
の
行

く
手
の
苦
難
を
象
徴
的
に
述
べ
、
十
月
の
「
告
別
」
に
は
、
「
お
れ
は
四
月

は
も
う
学
校
に
ゐ
な
い
の
だ
、
恐
ら
く
暗
い
け
は
し
い
み
ち
を
あ
る
く
だ
ら

う
」
と
述
、
雫
へ
て
い
る
か
と
お
も
う
と
、
同
年
の
十
二
月
二
十
三
日
、
森
佐
一

氏
に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
「
ご
親
切
は
ま
こ
と
に
辱
け
な
い
の
で
す
が
い
ま

二
八

ほ
か
の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
で
す
か
ら
ど
う
か
し
ば
ら
く
ゆ
る
し
て
下
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
ま
せ
ん
か
。
学
校
を
や
め
て
一
月
か
ら
東
京
へ
出
る
筈
だ
っ
た
の
で
す
。

延
び
ま
し
た
。
夏
に
は
村
に
居
ま
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
夏
に
は
謄
写
版
で
次

の
ス
ケ
ッ
チ
を
栫
へ
ま
す
か
ら
（
下
略
）
」
（
傍
点
・
萬
田
）
と
書
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
「
異
途
の
出
発
」
に
お
い
て
、
自
己
の
行
く
手
の
苦
難
を

象
徴
的
に
語
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
「
告
別
」
の
な
か
で
い
う
「
暗
い
け
は
し

い
み
ち
」
に
し
て
も
、
果
し
て
農
民
と
し
て
の
苦
し
み
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

れ
と
も
、
以
前
（
大
正
十
年
）
に
上
京
し
、
苦
い
経
験
を
し
た
あ
の
生
活
の
予

色

想
で
あ
っ
た
の
か
判
断
が
で
き
か
ね
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
依
願
退
職
の
理
由
も
、
同
年
の
十
二
月
一
日
、
弟
清
六
氏
宛
の

書
簡
で
、お

手
紙
見
ま
し
た
。
す
ぐ
ご
返
事
す
る
の
で
し
た
が
こ
の
頃
畠
山
校
長

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
転
任
し
て
新
し
い
校
長
が
来
た
り
わ
た
し
も
義
理
で
や
め
な
け
れ
ば
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
可
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
な
く
な
っ
た
り
い
る
い
、
ろ
ご
た
ご
た
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
つ
い
遅

く
な
っ
た
の
で
す
。
（
傍
点
・
萬
田
）

と
書
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
正
十
五
年
四
月
五
日
の
森
佐
一
氏
宛
の
書

簡
で
は学

校
を
や
め
て
今
日
で
四
日
、
木
を
伐
っ
た
り
木
を
植
え
た
り
、
病
院

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
花
壇
を
つ
く
っ
た
り
し
て
ゐ
ま
し
た
。
も
う
厭
で
も
な
ん
で
も
村
で
働

、
、
、
、
、
、
、
、
、
ｖ
、
、
、
、

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
東
京
へ
そ
の
前
ち
ょ
っ
と
出
た
い

の
で
す
が
ど
う
な
り
ま
す
か
。
（
傍
点
・
萬
田
）

と
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
は
ま
っ
た
く
農
民
に
な
る
意
志
を
も
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
と
同
時
に
、
こ
こ
て
も
、
上
京
へ
の
愛



着
を
捨
て
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
厭
で
も
な
ん
で
も
村
で
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
か
ら
、
ま
た
、
こ
れ
と
い
っ
て
す
る
仕
事
が
な
い
た
め
に
、
家

の
所
有
地
で
あ
る
下
根
子
の
荒
地
を
開
墾
し
た
と
い
っ
て
は
、
い
い
す
ぎ
で

あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
農
民
芸
術
概
論
」
に
お
い
て
、
「
お
れ
た
ち
は

農
民
で
あ
る
」
云
々
を
述
べ
、
自
己
宣
言
、
な
い
し
は
自
己
確
立
を
明
示
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
裏
面
に
幼
時
か
ら
宮
沢

家
と
い
う
宗
教
的
な
雰
囲
気
の
濃
か
っ
た
家
庭
環
境
か
ら
自
然
と
つ
ち
か
わ

れ
て
き
た
、
宗
教
的
ピ
ュ
ー
マ
’
一
ズ
ム
も
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
何
日
か
後
に
、
農
耕
生
活
に
入
っ

て
い
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
決
意
を

陽
が
照
っ
て
烏
が
鳴
き

あ
ち
こ
ち
の
楢
の
林
も

け
む
る
と
き

ぎ
ち
ぎ
ち
と
鳴
る
汚
い
掌
を

お
れ
は
こ
れ
か
ら
も
つ
こ
と
に
な
る

（
「
春
」
）

と
語
り
、
実
践
活
動
に
入
っ
て
い
く
。

野
ば
ら
の
簸
を

や
う
や
く
と
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
は

日
が
か
一
つ
か
』
つ
と
照
っ
て
ゐ
て

そ
れ
は
が
ら
ん
と
暗
か
っ
た
、

お
れ
も
太
市
も
忠
作
も

そ
の
ま
ま
笹
に
陥
ち
込
ん
で

宮
沢
賢
治
論

ぐ
う
ぐ
う
ぐ
う
ぐ
う
ね
む
り
た
か
っ
た

川
が
一
秒
九
噸
の
針
を
流
し
て
ゐ
て

鷺
が
た
く
さ
ん
東
へ
飛
ん
だ

（
「
開
墾
」
）

こ
こ
で
は
、
実
践
活
動
の
労
苦
を
述
、
へ
て
い
る
が
、
初
期
に
お
い
て
あ
れ

註
３

ほ
ど
ほ
ど
ま
で
に
明
る
か
っ
た
賢
治
の
作
品
ｌ
自
然
の
風
物
や
季
節
の
推

移
な
ど
と
結
び
つ
い
て
ひ
ら
け
た
心
象
風
景
は
、
こ
の
期
に
な
る
と
、
自
然

の
苛
酩
な
条
件
下
に
お
か
れ
た
生
活
感
情
の
よ
ど
み
が
作
品
の
中
に
定
着
し

て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
、
す
で
に
こ
こ
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
の

農
民
と
し
て
の
日
常
生
活
は
、
非
常
に
荒
れ
す
さ
ん
で
い
た
こ
と
は
多
く
の

伝
記
研
究
家
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
く
ら
疲
れ
て
い
て
も
、
他
の
農

民
が
仕
事
を
や
め
る
ま
で
は
、
彼
も
や
め
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
し
、

食
事
な
ど
も
夏
な
ど
は
三
日
分
位
を
一
度
に
た
い
て
お
き
、
そ
れ
を
腐
ら
な

い
よ
う
に
井
戸
に
つ
る
し
て
、
水
と
た
く
わ
ん
で
す
ま
し
て
い
た
こ
と
も
教

え
子
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
賢
治
の
こ
の
よ
う
な
辛
苦
な
農
耕
生
活
の
回

荊
４

想
を
菊
池
信
一
氏
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

陽
や
け
た
顔
と
あ
み
衣
を
透
し
て
あ
ら
わ
に
み
え
る
黒
い
肩
、
蚊
に
刺

さ
れ
て
無
数
の
黒
点
い
っ
ぱ
い
な
腕
、
破
れ
た
か
が
と
の
穴
を
反
対
に
上

に
し
て
穿
い
て
い
る
靴
下
の
そ
の
穴
か
ら
み
え
る
の
は
、
多
分
鍬
で
で
も

あ
ろ
う
大
き
な
切
傷
に
沃
丁
が
塗
ら
れ
、
私
は
思
わ
ず
驚
か
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

ｌ
最
初
の
日
は
や
っ
と
二
坪
ば
か
り
、
こ
の
次
の
日
も
二
坪
と
ち
ょ

っ
と
ば
か
り
、
何
せ
竹
籔
で
ね
、
夕
方
に
は
腕
が
ジ
ン
ジ
ン
痛
む
、
然
し

二
九



今
で
は
十
坪
位
は
楽
で
す
よ
、
体
も
な
れ
て
、
も
う
な
ん
と
も
な
い
ｌ

そ
れ
で
も
先
生
は
真
剣
に
う
れ
し
そ
う
に
開
墾
の
模
様
な
ど
語
ら
れ
乍

ら
、
汲
み
た
て
の
冷
た
い
水
を
茶
碗
に
注
い
で
く
れ
た
。
、

こ
れ
な
ど
は
、
賢
治
が
如
何
に
農
民
と
し
て
の
生
活
に
没
頭
し
て
い
た
か

と
い
う
、
よ
い
例
で
あ
る
。

お
れ
た
ち
は
み
な
農
民
で
あ
る
ず
ゐ
ぶ
ん
忙
が
し
く
仕
事
も
つ
ら
い

も
っ
と
明
る
く
生
き
生
さ
と
生
活
を
す
る
道
を
見
付
け
た
い

（
「
農
民
芸
術
概
論
」
序
論
）

と
・
一
般
の
農
民
に
呼
び
か
け
、
そ
し
て
「
豊
か
な
稔
り
を
願
へ
る
ま
ま
に
／

二
千
の
施
肥
の
設
計
を
終
へ
」
（
「
野
の
師
父
」
）
、
ま
た
、
．
豪
雨
に
あ
っ
た
時

に
は
「
わ
た
し
は
た
う
と
う
気
狂
ひ
の
や
う
に
／
あ
の
雨
の
な
か
へ
飛
び
出

し
／
測
候
所
へ
も
電
話
を
か
け
／
村
か
ら
村
を
た
づ
ね
て
あ
る
き
／
声
さ
へ

潤
れ
て
／
凄
ま
じ
い
稲
光
り
の
な
か
を
／
夜
更
け
て
家
に
帰
っ
て
来
た
／
け

れ
ど
も
さ
う
し
て
遂
に
睡
ら
な
か
っ
た
」
（
「
野
の
師
父
」
）
く
ら
い
に
奔
走

す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
の
こ
う
い
う
必
死
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
候
は
「
過

｜
｜
ム
↑
フ
『
〈
（
マ
一
、
）

ぎ
来
し
五
月
二
旬
の
間
／
淫
ら
な
お
ま
へ
雨
雲
族
は
／
西
の
河
谷
を
覆
っ
て

去
ら
」
ぬ
と
い
っ
た
状
態
が
続
き
、
「
そ
ら
を
仰
い
で
烏
符
せ
し
こ
と
や
／

日
灸
に
は
な
は
だ
数
度
で
あ
っ
た
」
（
「
県
技
師
の
雲
に
対
す
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン

ト
」
）
。
彼
の
作
品
に
は
天
候
、
特
に
豪
雨
に
素
材
し
た
も
の
が
多
く
う
た
わ

れ
、
そ
こ
に
は
絶
望
が
強
く
に
じ
み
で
て
い
る
が
、
そ
の
天
候
に
対
し
て
全

く
受
動
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
彼
が
学
生
時
代
に
修
得
し
た

農
学
が
登
場
し
、
農
業
技
術
や
肥
料
設
計
な
ど
、
自
然
科
学
に
お
け
る
彼
の

持
ち
う
る
だ
け
の
知
識
が
駆
使
さ
れ
る
。
「
和
風
は
河
谷
い
つ
ぱ
い
に
吹
く
」

（
昭
２
．
７
・
皿
）
は
、
そ
の
現
わ
れ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら

科
学
的
知
識
を
駆
使
し
て
も
、
自
然
の
前
に
は
そ
の
力
も
及
ぶ
こ
と
が
で
き

ず
、
や
が
て
そ
の
活
動
も
挫
折
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
挫
折
し
た
と
こ

ろ
で
彼
の
胸
中
を
去
来
し
て
や
ま
な
い
も
の
は
、
や
は
り
農
民
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
し
て
稲
作
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

西
暦
一
千
九
百
三
十
一
年
の
秋

。
こ
の
す
さ
ま
じ
き
風
景
を

恐
ら
く
私
は
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う

け
れ
ど
も
こ
れ
ら
緑
の
い
る
が

青
い
ま
ん
ま
で
立
っ
て
ゐ
る

そ
の
蕊
は
家
畜
も
よ
ろ
こ
ん
で
喰
く
る
で
は
あ
ら
う
が

人
の
飢
ゑ
を
み
た
す
と
は
思
は
れ
ぬ

そ
の
年
の
憂
愁
を
感
ず
る
の
で
あ
る

（
「
小
作
調
停
官
」
）

こ
の
詩
に
あ
る
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）
は
、
昭
和
三
年
来
の
彼
の
病
気

が
一
時
快
癒
し
て
、
四
月
か
ら
東
北
砕
石
工
場
の
技
師
と
な
っ
た
年
で
あ
る

が
、
農
村
へ
の
関
心
は
相
変
ら
ず
強
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
昭
和
八
年
の
臨
終
の
前
日
（
九
月
二
十
日
）
に
は
、
「
急
性
肺
炎
の

徴
見
」
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
同
夜
遅
く
ま
で
一
農
夫
の
肥
料
設
計
の

相
談
に
応
対
」
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
賢
治
が
如
何
に
農

民
の
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。 三

○



こ
の
よ
う
に
賢
治
は
寝
食
を
忘
れ
、
自
己
の
健
康
を
も
顧
ず
に
農
耕
生
活

に
没
頭
し
た
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
し
、
自
己
の
肉
体
的
な

い
し
精
神
的
な
労
苦
を
素
材
と
し
た
作
品
が
多
い
の
は
当
然
と
し
て
も
、
彼

が
仲
間
と
し
て
考
え
て
い
た
農
民
た
ち
か
ら
の
中
傷
を
素
材
と
し
た
作
品
が

あ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
人
間
で
あ
る
限
り
完
壁
で
あ
り
え
な
い
の
だ

か
ら
、
中
傷
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
中
傷
は
、

た
だ
単
な
る
中
傷
な
の
か
、
そ
れ
と
も
賢
治
の
側
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
か
。

い
ま
そ
れ
を
探
っ
て
み
て
も
決
し
て
む
だ
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
何
故

な
ら
ば
、
賢
治
側
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
賢
治
と
い
う
人
間
が
い

っ
そ
う
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

結
論
を
先
に
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
原
因
は
賢
治
側
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

恥
【
，
ノ
。

「
グ
ス
コ
ー
・
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
の
「
八
秋
」
の
と
こ
ろ
で
は
、
稲
作

の
不
良
を
彼
の
施
肥
指
導
の
結
果
と
誤
解
さ
れ
て
村
民
た
ち
に
迫
害
さ
れ
た

描
写
が
あ
る
が
、
現
実
に
お
い
て
も
、
た
と
え
こ
の
よ
う
な
強
度
な
も
の
で
一

な
か
っ
た
に
し
て
も
、
精
神
的
な
迫
害
を
受
け
た
こ
と
は
、
他
の
作
品
に
よ

っ
て
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
も
す
こ
し
か
ら
だ
も
強
靱
く
っ
て
／
何
で
も
や
る
か
と
お
も
っ
て
ゐ
た

が
／
な
あ
に
お
ま
へ
が
百
姓
な
ん
て
／
と
て
も
や
り
切
れ
る
も
ん
で
な
い
／

だ
ま
っ
て
町
で
月
給
を
と
っ
て
ゐ
れ
ば
い
い
ん
だ
／
さ
う
い
ふ
か
ら
だ
で
無

理
を
し
た
っ
て
／
誰
の
た
め
に
も
な
る
も
ん
で
な
い
」
（
「
そ
の
父
と
会
ふ
」
）
と

宮
沢
賢
治
論

Q
J

い
う
の
は
、
ま
だ
好
意
に
満
ち
て
い
る
ほ
う
で
、
彼
を
も
っ
と
苦
し
め
る
の

は
、
「
倒
れ
か
か
っ
た
稲
の
間
で
／
あ
る
眼
は
白
く
念
っ
て
い
た
し
／
あ
る

眼
は
さ
び
し
く
正
視
を
避
け
て
い
た
」
（
「
倒
れ
か
か
っ
た
稲
の
間
で
」
）
と
い
う

の
や
、
「
作
品
第
一
○
四
二
番
」
に
あ
る
よ
う
な
、
不
断
、
仲
の
よ
か
っ
た

「
程
吉
」
が
、
「
横
目
で
」
、
ま
た
は
「
奇
怪
」
な
眼
つ
き
で
彼
を
眺
め
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
多
く
の
「
程
吉
」
の
眼
を
挑
発
し
た
原
因

は
何
で
あ
っ
た
の
か
彼
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
自
分
の
「
レ
ア
カ
ー
の
な

か
の
／
青
い
雪
菜
が
原
因
な
ら
ば
」
、
ま
た
「
切
り
と
っ
て
き
た
六
本
の
／
ヒ

ア
シ
ン
ス
の
穂
が
原
因
な
ら
ば
」
、
「
そ
れ
は
一
種
の
嫉
視
で
あ
る
」
か
ら
、

「
明
日
は
消
え
る
」
だ
ろ
う
が
、
「
漠
然
と
し
た
反
感
な
ら
ば
／
容
易
に
こ

れ
は
抜
き
得
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
体
験
を
経
て
吾
か
れ
た

↓
註
５

「
ボ
ラ
ー
ノ
の
広
場
」
に
は
、
そ
の
対
人
関
係
の
む
ず
か
し
さ
を
知
っ
た
彼

は
次
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
賢
治
の
分
身
の
レ
オ
ー
ノ

・
キ
ュ
ー
ス
ト
は
、
こ
れ
も
や
は
り
彼
の
分
身
の
フ
ァ
ゼ
ー
ロ
と
そ
の
仲
間

た
ち
か
ら
、
そ
の
仲
間
に
は
い
っ
て
く
れ
と
た
の
ま
れ
た
と
き
の
言
で
あ
る
。

「
い
や
、
わ
た
く
し
は
ま
だ
ま
だ
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

野
原
へ
来
て
し
ま
っ
て
は
、
わ
た
く
し
に
は
そ
れ
は
い
い
こ
と
で
な
い
。

い
や
、
わ
た
く
し
は
は
い
ら
な
い
よ
。
は
い
れ
な
い
よ
。
な
ぜ
な
ら
、
も

う
わ
た
く
し
は
何
も
か
も
で
き
る
と
い
ふ
風
に
は
な
っ
て
ゐ
な
い
ん
だ
。

わ
た
く
し
は
び
ん
ば
う
な
教
師
の
子
ど
も
に
う
ま
れ
て
、
ず
う
っ
と
本
ば

か
り
読
ん
で
育
っ
て
き
た
の
だ
。
諸
君
の
や
う
に
、
雨
に
う
た
れ
風
に
吹

か
れ
て
育
っ
て
き
て
ゐ
な
い
。
ぼ
く
は
、
考
へ
は
ま
っ
た
く
き
み
ら
の
考

へ
だ
け
れ
ど
も
、
か
ら
だ
は
さ
う
は
い
か
な
い
ん
だ
。
」



こ
こ
で
は
、
自
分
は
積
極
的
に
協
力
、
あ
る
い
は
援
助
す
る
こ
と
は
い
さ

さ
か
も
惜
し
ま
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
の
「
か
ら
だ
は
さ
う
は
い
か
な
い
ん

だ
」
と
健
康
の
問
題
を
理
由
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
自
己
の
限
界
を
守
ろ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
賢
治
の
健
康
は
、
農
民
と
し
て
生
活
し
て
い
く

に
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
果
し
て
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
フ
ァ
ゼ
ー
ロ
た

ち
の
な
か
へ
は
い
っ
て
い
く
こ
と
を
拒
む
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
「
考
へ

は
ま
っ
た
く
き
み
ら
の
考
へ
だ
」
と
言
い
、
「
ず
う
っ
と
前
か
ら
ぼ
く
は
野

原
の
富
を
、
い
ま
三
倍
も
で
き
る
や
う
に
考
へ
て
ゐ
た
」
し
、
こ
れ
か
ら
も

そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
羅
須
地
人
協
会
」
設
立
時
の
賢

治
で
あ
れ
ば
、
自
己
の
健
康
の
こ
と
な
ど
「
カ
ン
ジ
ョ
ウ
二
入
し
」
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
、
「
い
そ
が
し
い
田
植
ゑ
ど
き
／
病
気
で
は
た

ら
け
な
か
っ
た
こ
と
は
／
村
で
は
そ
の
ま
ま
罪
」
（
「
ま
ぶ
し
く
や
つ
れ
」
）
な

の
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
し
、
さ
ら
に
森
荘
已
池
氏
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に

註
６

よ
れ
ば
、
あ
る
日
、
母
が
野
良
仕
事
を
し
て
い
る
彼
に
対
し
て
、
も
う
や
め

な
さ
い
、
他
の
人
は
家
に
帰
る
と
夕
餉
の
仕
度
が
で
き
て
い
る
が
、
あ
な
た

は
帰
っ
て
そ
の
仕
度
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
と
言
っ
た
と
こ
ろ

が
、
彼
は
、
他
の
人
が
一
人
で
も
仕
事
を
続
け
て
い
る
限
り
、
自
分
は
仕
事

を
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
述
べ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
推
し
て
み
て
も
、
健
康
の
理
由
だ
け
で
、
そ
の
仲
間
に
入
れ
な
い
と
断
わ

る
こ
と
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
そ
こ
に
は
対
人
関
係
の
煩
わ
し
さ

が
、
多
分
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
対
人
関
係
の
煩
わ

し
さ
は
、
や
が
て
、

く
ら
し
が
少
し
ぐ
ら
ゐ
ら
く
に
な
る
と
か

鍔
尋
苓
ｑ
ｌ
Ｐ
一
睡
？
，
謎

弐
一

宮
寺
仁

二
一
《
一

そ
こ
ら
が
少
し
ぐ
ら
ゐ
き
れ
い
に
な
る
と
か
よ
り
は

誰
も
も
う
手
も
足
も
出
ず
い
ま
の
ま
ん
ま
で

お
れ
よ
り
き
た
な
く

お
れ
よ
り
も
く
る
し
い
の
な
ら

そ
っ
ち
の
方
が
ず
っ
と
い
い
と

何
べ
ん
そ
れ
を
聞
い
た
ら
う

（
み
ん
な
お
な
じ
に
き
た
な
く
で
な
い

み
ん
な
お
な
じ
に
く
る
し
く
で
な
い
）

そ
う
し
て
そ
れ
も
ぼ
ん
た
う
だ

。
（
「
大
祭
」
）

と
い
う
倦
怠
感
す
ら
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
「
お
れ
た
ち
は
み
な
農
民
で
あ

る
／
ず
ゐ
ぶ
ん
忙
が
し
く
仕
事
も
つ
ら
い
／
も
っ
と
明
る
く
生
き
生
き
と
／

生
活
す
る
道
を
見
付
け
」
る
た
め
に
、
「
ま
づ
も
ろ
と
も
に
か
が
や
く
宇
宙

の
微
塵
と
な
り
て
無
方
の
空
に
ち
ら
ぱ
ら
う
」
と
呼
び
か
け
た
と
き
に
く
ら

べ
る
と
、
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

そ
の
ま
っ
く
ら
な
巨
き
な
も
の
を

お
れ
は
ど
う
に
も
動
か
せ
な
い

結
局
お
れ
で
は
だ
め
な
の
か
な
あ

あ
あ
松
を
出
て
社
殿
を
の
ぼ
り

絵
馬
や
格
子
に
囲
ま
れ
た

う
す
ぐ
ら
が
り
の
板
の
上
に

か
ら
だ
を
投
げ
て
お
れ
は
泣
き
た
い

。
』
・
唾

喝
ゞ
隆
一
、
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。

（
「
そ
の
ま
っ
く
ら
な
巨
き
な
も
の
を
」
）

と
い
う
絶
望
に
も
つ
な
が
り
、
こ
れ
が
発
展
し
て
、
「
雨
｝
一
モ
マ
ヶ
ズ
」
に

う
た
わ
れ
た
よ
う
な
対
人
関
係
ｌ
「
ミ
ン
ナ
’
一
デ
ク
ノ
ポ
ウ
ト
ョ
ゞ
〈
し
／

ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ
／
ク
｝
一
モ
サ
レ
ズ
／
サ
ウ
イ
フ
モ
ノ
’
一
／
ワ
タ
シ
〈
／
ナ

リ
タ
イ
」
と
い
う
境
地
に
ま
で
達
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
対
人
関
係
ｌ
彼
に
対
す
る
反
感
や
非
難
の
原
因
を
、

先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
賢
治
は
観
念
的
に
し
か
考
え
よ
う
と
し
な
か

っ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
学
校
を
出
て
来
た
も
の
／
わ
れ
わ
れ
町
に
育
っ
た
も
の
／

わ
れ
わ
れ
月
給
の
と
っ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
」
（
「
作
品
・
第
一
○
四
二
番
」
）
と

か
、
「
金
持
と
お
も
は
れ
／
一
文
も
な
く
一
文
の
収
入
も
な
い
／
そ
し
て
う

ら
ま
れ
る
」
（
「
金
策
」
）
と
い
い
、
こ
の
「
金
策
」
な
ど
は
、
昭
和
七
年
六
月

十
九
日
、
母
木
光
氏
に
宛
て
た
「
何
分
に
も
私
は
こ
の
郷
里
で
財
ぱ
っ
と
云

は
れ
る
も
の
の
社
会
的
被
告
の
つ
な
が
り
に
は
い
っ
て
ゐ
る
の
で
、
目
立
っ

た
こ
と
が
あ
る
と
い
つ
で
も
反
感
の
方
が
多
く
、
じ
っ
に
い
や
な
の
で
す
。

じ
っ
に
い
や
な
目
に
た
く
さ
ん
あ
っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
す
。
財
ば
つ
に
属
し

て
さ
っ
ぱ
り
財
ば
つ
で
な
い
人
く
ら
ゐ
た
ま
ら
な
い
こ
と
は
今
日
あ
り
ま
せ

ん
」
と
い
う
書
簡
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
、
「
社
会
的
被
告
の

つ
な
が
り
」
が
賢
治
と
農
民
た
ち
の
感
情
と
が
融
和
し
な
い
一
因
を
な
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
根
本
的
な
原
因
は
彼
の
行
動
や
考
え
方
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
ず
彼
の
年
譜
を
経
い
て
み
る
と
、
大
正
十
五
年
十
二
月
に
上

京
し
て
い
る
。
こ
れ
は
四
月
以
来
の
念
願
が
や
っ
と
叶
え
ら
れ
た
と
い
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。
こ
の
四
月
か
ら
農
民
と
し
て
ス
タ
ー
ト
を
き
り
、
さ
ら
に
八

月
に
は
「
羅
須
地
人
協
会
」
を
設
立
し
、
そ
の
間
僅
か
八
ケ
月
足
ら
ず
で
あ

宮
沢
賢
治
論

’
訓
丑
。

~

鳧

▼径■

る
。
い
く
ら
農
閑
期
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
「
都
人
よ
来
っ
て
わ
れ
ら
に
交
は

れ
」
と
呼
び
か
け
た
彼
が
上
京
し
た
の
を
、
農
民
た
ち
が
如
何
に
受
け
と
ろ

う
と
も
、
そ
れ
は
農
民
た
ち
の
責
任
で
は
な
い
。
東
京
で
彼
の
な
し
て
い
た
一

こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
彼
が
全
力
を
注
入
し
て
増
収
を
は
か
ろ
う
と
し

た
こ
と
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
毎
日
、
図
書
館
に
午
後
二
時

ご
ろ
ま
で
い
て
、
そ
れ
か
ら
神
田
へ
帰
っ
て
タ
イ
ピ
ス
ト
学
校
、
数
寄
屋
橋

側
の
交
響
楽
協
会
と
ま
わ
っ
て
お
そ
わ
り
、
午
後
五
時
に
、
丸
ビ
ル
の
中
の

事
務
所
で
、
工
学
士
の
先
生
か
ら
エ
ス
。
ヘ
ラ
ン
ト
を
お
そ
わ
」
っ
て
お
り
（
父

宛
書
簡
・
大
略
・
胆
・
巧
）
、
そ
し
て
、
二
百
円
の
送
金
を
父
に
依
頼
し
て
い
る

が
、
当
時
の
二
百
円
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
金
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
や
、

教
師
時
代
に
は
月
給
を
そ
の
ま
ま
他
人
に
く
れ
て
や
っ
た
り
、
ま
た
は
レ
コ

ー
ド
代
に
す
べ
て
使
い
は
た
し
た
こ
と
等
を
考
え
て
み
れ
ば
、
や
は
り
賢
治

は
、
「
お
ぽ
っ
ち
や
ん
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
お
ぽ
っ
ち
や
ん
」

的
な
考
え
方
は
、
「
作
品
第
一
○
八
八
番
ノ
こ
に
お
い
て
も

青
ざ
め
て
こ
わ
ば
っ
た
た
く
さ
ん
の
顔
に

一
人
づ
つ
ぶ
つ
か
つ
て

火
の
つ
い
た
や
う
に
は
げ
ま
し
て
行
け

、
、
、
勺
、
、
、
、
、
、

ど
ん
な
手
段
を
用
ひ
て
も

、
、
、
、
、
、
』
、
、
ｖ
、
。
、

弁
償
す
る
と
答
へ
て
あ
る
け

（
傍
占
い
萬
田
）

と
農
民
た
ち
に
、
す
ま
な
い
気
持
ち
の
不
安
さ
を
ふ
り
き
っ
て
自
ら
に
言
い

聞
か
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
弁
償
」
の
語
に
は
、
何
よ
り
も
彼

の
経
済
的
地
位
に
対
す
る
潜
在
意
識
が
出
て
い
る
こ
と
は
、
恩
田
逸
夫
氏
も

~
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註
７

指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
気
の
弱
さ
、
誠
実
さ
も
見
逃

せ
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
自
身
栽
培
し
た
菊
や
ダ
リ
ア
等
を
無
料

で
配
っ
て
歩
い
た
り
、
一
‐
羅
須
地
人
協
会
」
、
「
無
料
肥
料
相
談
所
」
の
維
持

な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
出
費
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
無
償
で
や
っ

て
い
る
こ
と
事
態
、
農
民
た
ち
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
す
で
に
「
お
ぽ
っ
ち
や

ん
」
的
存
在
、
な
い
し
は
金
持
ち
息
子
の
道
楽
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
そ
れ
で
は
計
算
い
た
し
ま
せ
う
」
の
な
か

の
「
肥
料
は
そ
こ
で
反
当
い
く
ら
か
け
ま
す
か
／
安
全
に
八
分
目
の
収
穫
を

望
み
ま
す
か
そ
れ
と
も
ま
た
は
／
三
十
年
に
一
度
の
や
う
な
／
悪
天
候
の
来

た
時
は
／
藁
だ
け
と
る
と
い
ふ
覚
悟
で
大
や
ま
を
か
け
て
見
ま
す
か
」
の
よ

う
に
、
「
ヤ
マ
師
」
的
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い

と
思
う
。
農
民
た
ち
は
、
稲
を
り
つ
ば
に
育
て
る
た
め
に
肥
料
を
使
用
す
る

わ
け
て
あ
る
が
、
そ
の
肥
料
費
を
三
冬
鉄
道
工
夫
に
出
た
り
／
身
の
切
る

や
う
な
利
金
を
借
り
て
／
や
う
や
く
」
抽
出
す
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の

肥
料
に
全
生
命
を
賭
け
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
の
行
動
や
考
え
方
は
無
意
識
の
う
ち
に
で
あ
ろ
う
が
、

う
ら
は
ら
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
農
民
と
彼
の
間
に
壁
を
つ
く
り
、
そ
の

活
動
を
挫
折
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
因
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
の
農
民
を

思
う
こ
こ
ろ
を
捨
て
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
り
無
意
識
を
う
ち

に
農
民
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
に
お
い
て
、
他
の
何
よ
り
も
先
行
す
る
こ
と
は
宗
教

人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
農
民
の
た
め
に
尽
し
た
も

っ
と
も
よ
い
例
で
あ
る
「
羅
須
地
人
協
会
」
の
活
動
を
中
心
に
し
て
、
彼
の

卜

L

昼

卜

大
正
十
五
年
四
月
に
農
耕
生
活
に
は
い
り
、
そ
の
八
月
に
「
羅
須
地
人
協

会
」
を
設
立
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
如
何
な
る
理
由
で
こ
の
「
羅
須
地
人
協

会
」
を
設
立
し
た
か
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
賢
治
の
作
品

や
そ
の
他
の
資
料
か
ら
臆
測
を
試
み
る
な
ら
ば
、
「
自
我
の
意
識
は
個
人
か

ら
集
団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
」
（
「
農
民
芸
術
概
論
」
）
る
故
、
農
民
同

志
が
一
つ
の
共
同
体
を
な
し
、
目
的
に
向
っ
て
ｌ
「
も
っ
と
明
る
く
生
き

生
き
し
た
生
活
を
見
付
け
」
る
た
め
に
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
「
農
民
芸
術
」
の
講
義
、
農
業
に
必
要
な

化
学
や
土
壌
学
、
園
芸
学
、
肥
料
の
こ
と
等
の
講
義
を
な
し
、
ま
た
物
主
父

換
、
す
な
わ
ち
自
給
自
足
経
済
の
構
想
も
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
農
民
が

幸
福
に
な
る
に
は
、
一
つ
の
共
同
体
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し

て
よ
り
多
く
の
収
穫
を
あ
げ
る
こ
と
が
、
唯
一
の
方
法
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
正
十
五
年
（
昭
和
元
年
）
前
後
の
社
会
状
勢
や
中
央
文
壇
の

動
向
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
経
済
恐
慌
は
、
重
大
な
社
会
不
安
を
か
も
し
だ
す

こ
と
に
な
り
、
独
占
資
本
の
育
成
、
失
業
者
の
増
大
、
農
民
を
窮
乏
に
追
い

こ
む
と
い
っ
た
社
会
不
安
は
、
個
人
主
義
的
な
文
芸
思
潮
の
行
き
詰
り
を
生

じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
大
正
十
一
年
に
は
日
本
農
民
組
合
が
、
同
十
五

年
十
月
に
は
日
本
農
民
党
が
結
成
さ
れ
、
さ
ら
に
十
二
月
に
は
、
日
本
労
農

党
が
結
成
さ
れ
る
が
、
こ
う
い
う
状
況
下
に
あ
っ
て
、
以
前
よ
り
拾
頭
し
っ

行
動
と
考
え
方
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
⑤

〆
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っ
あ
っ
た
労
働
者
文
学
が
急
速
に
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
野
良
に
叫

ぶ
」
の
発
行
も
や
は
り
同
十
五
年
で
あ
る
。

一
方
、
東
北
地
方
は
天
候
に
恵
ま
れ
ず
、
う
ち
つ
づ
く
凶
作
に
見
舞
わ
れ
、

彼
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
稲
熱
病
や
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
病
害
を
作

物
に
与
え
て
お
り
、
六
年
に
一
回
は
平
年
の
収
穫
の
半
分
以
下
の
大
凶
作
、

三
、
・
四
年
に
一
回
は
平
年
の
五
分
の
四
の
収
稚
し
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
③

こ
れ
が
や
が
て
大
き
な
社
会
問
題
に
発
展
し
、
婦
女
子
の
人
身
売
買
が
公
然

と
し
て
行
な
わ
れ
、
中
小
地
主
は
そ
の
土
地
を
奪
わ
れ
、
自
作
腱
は
小
作
農

へ
移
動
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
農
民
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の

事
情
を
少
し
で
も
か
ば
う
た
め
に
、
多
収
碓
を
あ
げ
て
、
そ
の
米
を
売
り
に

出
す
、
と
い
っ
て
も
苦
労
を
し
て
収
穫
を
な
し
た
米
は
廉
価
で
手
ば
な
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
反
面
、
生
活
必
需
品
を
割
高
く
買
入
れ
る
と
い

っ
た
矛
盾
を
く
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
の
作
っ
た
米
が
自
分

の
口
に
入
ら
ず
、
廉
価
な
外
米
を
喰
べ
て
ま
で
現
金
収
入
を
は
か
ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
、
よ
り
多
く
の
よ
い
肥
料
を
与
え
る
た
め
て
あ
る
。
よ
り
多
く

収
稚
を
得
る
こ
と
は
、
農
民
た
ち
の
生
き
て
い
く
唯
一
の
道
で
あ
っ
た
。
こ

の
悲
惨
な
状
態
は
、
「
グ
ス
コ
ー
・
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
に
詳
細
に
描
か
れ
て

い
る
。結

局
、
こ
う
い
う
農
民
の
窮
乏
は
、
資
本
主
義
の
矛
盾
、
特
に
農
地
制
度

に
欠
陥
に
原
因
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
賢
治
と
し
て
は
こ

の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
国
分
一
太
郎
氏
（
註
１
に
同
じ
）

や
中
村
稔
氏
は
、
彼
が
資
本
主
義
の
矛
盾
に
明
確
な
認
識
を
も
た
な
か
っ
た

と
批
判
す
る
。
そ
の
中
村
氏
は

宮
沢
賢
治
論

賢
治
が
労
働
生
産
力
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
な
努
力
を
し
た
か
ど
う
か
》

ど
の
よ
う
な
努
力
を
し
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
賢
治
は
そ
う
い

う
方
向
に
は
な
ん
の
努
力
も
し
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
土
地
生
産
性
の
向

上
は
労
働
生
産
力
の
向
上
に
役
立
た
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は

極
め
て
微
弱
な
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
（
中
略
）
労
働
力
の
向
上
と
は
直

接
に
は
機
械
の
使
用
を
意
味
す
る
し
、
（
中
略
）
日
本
農
業
の
機
械
化
を
は

ば
ん
で
い
る
の
は
、
日
本
の
狭
少
な
地
勢
で
も
な
く
、
水
田
耕
作
の
特
殊

性
で
も
な
い
・
・
そ
う
し
た
自
然
条
件
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
そ
う
さ
せ
て

い
る
日
本
資
本
主
義
の
構
造
と
い
う
人
間
関
係
で
あ
り
階
級
関
係
で
あ
る
。

註
８

と
い
い
、
さ
ら
に
続
け
て
、
賢
治
は
「
地
主
的
土
地
所
有
制
度
、
い
い
か
え

れ
ば
地
主
対
小
作
の
対
立
関
係
を
見
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
機
械

化
の
方
向
を
見
失
っ
た
」
の
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
中
村
氏
の
言
う
よ
う
に
、

「
労
働
生
産
力
の
向
上
」
に
努
力
を
し
な
い
で
、
「
士
地
生
産
力
の
向
上
」

ば
か
り
に
力
を
注
い
だ
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
し
、
「
地
主

的
土
地
所
有
制
度
、
い
い
か
え
れ
ば
地
主
対
小
作
の
対
立
関
係
を
見
失
」
な

っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
賢
治
は
ロ
シ
ア
に
行

っ
て
、
小
作
争
議
の
勉
強
を
し
て
み
た
い
と
人
に
も
話
し
、
「
な
め
と
こ
山

の
熊
」
、
「
オ
ッ
・
ヘ
ル
と
象
」
、
「
カ
イ
ロ
団
長
」
、
「
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
等
に
お

い
て
、
あ
れ
だ
け
鋭
い
資
本
主
義
の
矛
盾
に
対
す
る
批
判
を
み
せ
た
彼
だ
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
花
巻
地
方
は
東
北
の
他
の
地
方
よ
り
も
封
建
的
な
匂
い

が
強
い
反
面
、
も
っ
と
も
革
新
的
な
い
し
進
歩
的
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
人
よ

り
も
敏
感
な
神
経
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
彼
が
、
ま
た
感
受
性
の
強
い
彼
が
、

社
会
主
義
運
動
興
隆
期
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の

三
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で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
作
品
第
一
○
一
六
番
」
を
読
ん
だ
浅
野
晃
氏
は
、

「
賢
治
の
詩
を
だ
ん
だ
ん
話
み
す
す
ん
で
い
っ
て
、
こ
の
作
品
に
至
っ
た
と

き
、
わ
た
し
は
一
種
特
別
の
衝
撃
を
受
け
た
」
と
言
い
、
続
い
て
そ
の
作
品

註
９

の
解
説
を
次
の
よ
う
に
書
く
。
「
こ
こ
に
労
農
党
と
あ
る
の
は
、
正
し
く
は

労
働
農
民
党
で
あ
っ
て
、
大
正
十
五
年
（
昭
和
元
年
）
の
は
じ
め
、
農
民
労
働

党
の
解
散
の
後
を
承
け
て
結
成
さ
れ
た
左
翼
の
政
党
で
あ
っ
た
。
」
「
そ
の
労

農
党
が
、
意
外
に
も
賢
治
の
詩
の
文
句
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
わ

た
し
が
衝
撃
を
う
け
た
の
は
無
理
は
な
い
。
」

浅
野
晃
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
農
民
労
働
党
」
か
ら
「
労
働
農
民
党
」

と
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
見
逃
が
さ
な
い
程
、
そ
う
い
う
動
き
に
は
関
心

を
も
っ
て
い
た
の
て
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
蔵
書
目
録
を
見
て
も
、
マ
ル
ク

ス
、
ブ
〈
リ
ン
、
デ
ィ
ー
ッ
ゲ
ン
そ
の
他
の
唯
物
論
哲
学
者
の
い
く
つ
か
の

著
書
が
あ
り
、
当
時
の
盛
岡
高
等
農
林
学
校
々
長
の
回
想
に
も
、
彼
が
「
赤

化
」
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
注
意
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

で
は
賢
治
は
資
本
主
義
の
矛
盾
に
気
付
き
な
が
ら
、
何
故
そ
の
方
向
に
進

も
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
、
拙
稿
「
農
業
技
術
者
と
し

て
の
宮
沢
賢
治
」
（
「
大
阪
電
気
通
信
学
園
研
究
紀
要
」
・
第
一
号
）
に
ふ
れ
た
の
で
こ
こ

で
は
そ
の
要
点
だ
け
を
述
、
へ
る
こ
と
に
す
る
）
。

彼
は
、
自
己
の
行
動
に
つ
い
て
自
ら
「
春
と
修
羅
」
第
二
集
（
昭
２
．
１
）

の
「
序
」
で
、
「
け
だ
し
、
わ
た
く
し
は
い
か
に
も
け
ち
な
も
の
で
は
あ
り

ま
す
か
、
：
：
：
お
れ
た
ち
は
大
い
に
や
ら
う
、
約
束
し
よ
う
な
ど
と
い
う
こ

と
よ
り
は
、
も
う
少
し
下
等
な
仕
事
で
、
頭
が
い
っ
ぱ
い
な
の
で
ご
ざ
い
ま

す
か
ら
。
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
お
れ
た
ち
は
大
い
に
や
ら
う
、
約
束
し
よ

．

う
」
な
ど
と
大
言
壮
言
し
て
は
ば
か
ら
ぬ
人
よ
り
も
、
も
っ
と
身
近
か
な
、

自
分
に
可
能
な
仕
事
と
し
て
施
肥
指
導
、
園
芸
指
導
を
な
し
、
そ
し
て
「
羅

須
地
人
協
会
」
に
よ
っ
て
倫
理
革
命
を
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
「
作
品
第

一
の
五
六
番
」
で
は
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
。

し
か
し
、
中
村
氏
の
批
判
ｌ
「
労
働
生
産
力
の
向
上
」
に
努
力
し
な
か

っ
た
こ
と
ｌ
を
ま
ぬ
が
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
宗
教
人
・
賢
治
と

な
る
と
ま
た
別
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
中
村
氏
や
国
分
氏
は
、

賢
治
と
い
う
人
間
を
農
民
文
学
者
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
宗
教

人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
軽
視
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
賢
治
の

こ
う
い
っ
た
言
動
と
行
動
の
う
ら
は
ら
は
、
宗
教
人
と
し
て
の
要
素
が
濃
い

結
果
が
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
。
被
に
お
い
て
他
の
何
よ
り
も
先
行
す
る
の
は

宗
教
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
年
譜
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
四
歳

の
時
か
ら
仏
典
に
親
し
み
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
活
動
を
通
じ
て
は
ぐ
く
ま
れ
て

き
た
宗
教
的
精
神
に
、
学
校
で
修
め
た
農
業
に
関
す
る
専
門
的
知
識
が
プ
ラ

ス
さ
れ
、
そ
れ
が
一
つ
と
な
っ
て
こ
れ
ら
の
活
動
を
な
し
て
き
た
と
見
る
の

が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠
に
、
自
己
確
立
を
明
示
し
た
「
農

民
芸
術
概
論
」
に
「
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
の
も
、
そ
の
裏
面
に
は
た
だ
一
人
の
人
間
の
不

幸
を
も
絶
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宗
教
人
と
し
て
の
彼
の
精
神
が

凄
じ
い
ほ
ど
に
に
じ
み
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
の
絶
筆
も
「
病
の

ゆ
ゑ
に
も
く
ち
ん
い
の
ち
な
り
／
み
の
り
に
棄
て
ば
う
れ
し
か
ら
ま
し
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
遺
言
も
国
訳
法
華
経
を
印
刷
し
て
、
そ
れ
を
知

己
へ
頒
布
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一
章
一
、
、

’
二
二
／



こ
こ
で
は
一
応
賢
治
を
宗
教
人
と
規
定
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
か
と
言

っ
て
谷
川
氏
の
説
を
支
持
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
谷
川
氏

の
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
宗
教
人
で
あ
る
こ
と
に
ウ
エ
イ
ト
を
お
き
す
ぎ
て

い
る
感
が
あ
る
。
谷
川
氏
も
中
村
氏
も
そ
れ
ぞ
れ
、
賢
治
に
お
け
る
多
様

性
の
一
面
だ
け
を
と
ら
え
て
論
じ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
あ
の
よ
う
な

両
極
端
な
論
が
で
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
ら
二
氏
の
と
ら
え

方
、
ま
た
、
彼
と
い
う
人
間
を
形
成
し
て
い
る
他
の
多
く
の
面
を
綜
合
的

に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
賢
治
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

註
１
「
宮
沢
賢
治
論
」
（
お
茶
の
水
書
房
「
国
民
の
文
学
・
近
代
篇
」
所
収
）
「
宮
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」
（
福
村
書
店
）
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治
論
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「
ア
ヴ
ァ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド
の
文
学
」
（
勁
草
書
房
「
昭
和
文
学
の
成
立
」
所

収
）

拙
稿
「
宮
沢
賢
治
論
ｌ
そ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
試
論
ｌ
」

（
「
大
阪
電
気
通
信
大
学
研
究
論
集
」
第
一
号
所
収
）

「
石
鳥
谷
肥
料
相
談
所
の
思
い
出
」
（
筑
摩
書
房
版
「
宮
沢
賢
治
研
究
」
所

収
）こ

の
作
品
の
成
立
年
代
は
昭
和
六
年
説
に
従
っ
た
。
拙
稿
「
宮
沢
賢
治
小
論

ｌ
孤
独
感
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
論
究
日
本
文
学
」
調
号
所
収
）

「
宮
沢
賢
治
物
語
」
（
岩
手
日
報
社
）

「
宮
沢
賢
治
の
農
耕
文
学
」
（
「
跡
見
学
園
国
語
科
紀
要
」
４
号
所
収
）

「
定
本
・
宮
沢
賢
治
」
（
七
曜
社
）

「
宮
沢
賢
治
と
私
」
（
元
々
社
版
「
現
代
の
詩
」
所
収
）
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