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宮
沢
賢
治
／
文
語
詩
稿
「
岩
手
公
園
」
の
生
成
過
程 

―
― 

自
伝
詩
篇
か
ら
社
会
詩
篇
へ 

―
― 

  

島 

田 

隆 

輔 

  
 
 
 
 

１ 

 

一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
八
月
に
成
る
定
稿
詩
集
『
文
語
詩
稿

一
百
篇
』
に
収
容
さ
れ
た
「
岩
手
公
園
」
の
過
程

（
１
）

に
つ
い
て
、
三

二
（
昭
和
七
）
年
以
降
の
再
編
段
階
に
起
稿
し
た
と
推
定
す
る
下

書
稿
三
の
推
敲
現
場
か
ら
検
討
を
し
て
み
た
い
。 

 

そ
こ
に
は
三
段
階
の
現
場
が
み
え
る
。 

 

ま
ず
鉛
筆
１
に
よ
る
開
始
本
文
と
そ
の
鉛
筆
１
に
よ
る
手
入
れ
、

そ
れ
に
対
す
る
鉛
筆
２
の
手
入
れ
、
さ
ら
に
鉛
筆
３
に
よ
る
手
入

れ
、
と
い
う
推
敲
過
程
で
あ
る
。
そ
の
鉛
筆
２
手
入
れ
形
に
対
し

て
、
詩
人
は
鉛
筆
に
よ
っ
て
〈
写
〉
の
符
号
を
与
え
て
、
ウ
ル
定

稿
の
１
編
に
選
択
し
た
と
推
定
す
る
。 

 

そ
の
う
え
で
鉛
筆
３
に
よ
る
手
入
れ
が
、
「
写
を
避
け
て
」

（
新
校
本
全
集
第
七
巻
校
異
）
さ
ら
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
鉛
筆
３
手
入
れ
形
は
定
稿
清
書
直
前
に
も
想
定
さ
れ
る

も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
を
掲
げ
る

（
［
→
］
（
→
）
は
手
入
れ
、
連
番
号
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は 

』
で
連
の
区
切
り
を
示
す
）
。 

  
 

▼
鉛
筆
１
開
始
→
手
入
れ
（
１
稿
と
す
る
） 

 
 
 
 
 
 
 

岩
手
公
園 

 
 

孤
光
燈

ア
ー
ク
ラ
イ
ト

は
燃
え
そ
め
て
／
［
羽
虫
も
は
や
く
群
れ
た
れ
ど 

 
 

→
（
ほ
の
か
に
→
ゆ
ふ
べ
を
）
し
ろ
く
い
ら
だ
て
ど
］
／ 

 
 

東
は
る
か
に
散
乱
の
／
さ
び
し
き
銀
は
声
も
な
し 

 

』 

 
 

な
み
な
す
丘
は
ぼ
う
ぼ
う
と
／
青
き
り
ん
ご
の
い
ろ
に
暮 

 
 

れ
／
ひ
と
り
そ
ば
だ
つ
高
洞
山

た

か

ほ

ら

は
／
山
火
の
痕
ぞ
か
ぐ
ろ 

 
 

な
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

』 

 
 

ま
ひ
る
を
経
来
し
分
析
の
／
酸
の
け
ぶ
り
に
胸
い
た
み
／ 

 
 

わ
が
し
わ
ぶ
け
ば
あ
や
し
み
て
／
ふ
り
さ
け
見
ゆ
く
園
つ 
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か
さ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

』 

 
 

孤
光
燈

ア
ー
ク
ラ
イ
ト

に
め
く
る
め
き
／
羽
虫
の
群
の
あ
つ
ま
り
つ
／
川 

 
 

と
銀
行
木
の
み
ど
り
／
ま
ち
は
し
づ
か
に
た
そ
が
る
ゝ
』 

  
 

▼
鉛
筆
２
手
入
れ
形
（
２
稿
と
す
る
。
〈
写
稿
〉
か
） 

 
 
 
 
 
 
 

岩
手
公
園
（
１
が
残
る
） 

 
 

①
な
み
な
す
丘
は
ぼ
う
ぼ
う
と
／
青
き
り
ん
ご
の
い
ろ
に 

 
 
 

暮
れ
／
ひ
と
り
そ
ば
だ
つ
高
洞
山

た

か

ほ

ら

は
／
山
火
の
痕
を
す 

 
 
 

ぐ
ろ
へ
り 

 
 

②
孤
光
燈

ア
ー
ク
ラ
イ
ト

に
め
く
る
め
き
／
羽
虫
の
群
の
あ
つ
ま
り
つ
／ 

 
 
 

川
と
銀
行
木
の
み
ど
り
／
ま
ち
は
し
づ
か
に
た
そ
が
る 

  
 

▼
鉛
筆
３
手
入
れ
形
（
３
稿
と
す
る
） 

 
 
 
 
 
 
 

岩
手
公
園
（
１
が
残
る
） 

 
 

①
「
か
な
た
」
と
老
い
し
タ
ピ
ン
グ
は
／
杖
を
は
る
か
に 

 
 
 

ゆ
び
さ
せ
ど
／
東
は
る
か
に
散
乱
の
／
さ
び
し
き
銀
は 

 
 
 

声
も
な
し 

 
 

②
な
み
な
す
丘
は
ぼ
う
ぼ
う
と
／
青
き
り
ん
ご
の
い
ろ
に 

 
 
 

暮
れ
／
大
学
生
の
タ
ッ
ピ
ン
グ
は
／
口
笛
軽
く
吹
き
に 

 
 
 

け
り 

 
 

③
老
い
た
る
ミ
セ
ス
タ
ン
ピ
ッ
グ

マ

マ

／
「
去
年
な
が
姉
は
こ 

 
 
 

ゝ
に
し
て
／
中
学
生
の
一
組
に
／
花
の
名
を
こ
そ
を
し 

 
 
 

へ
し
か
」 

 
 

④
孤
光
燈

ア
ー
ク
ラ
イ
ト

に
め
く
る
め
き
／
羽
虫
の
群
の
あ
つ
ま
り
つ
／ 

 
 
 

川
と
銀
行
木
の
み
ど
り
／
ま
ち
は
し
づ
か
に
［
以
下
削 

 
 
 

除
の
ま
ま
］ 

  

こ
れ
を
み
る
と
、
そ
の
変
化
に
は
激
し
い
も
の
が
あ
る
。
詩
形

が
、
４
行
／
２
連
形
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
、
４

行
／
４
連
形
に
引
き
戻
さ
れ
て
い
る
。
詩
句
表
現
も
詩
形
も
凝
縮

化
に
向
か
う
《
文
語
詩
稿
》
の
定
型
化
の
傾
向

（
２
）

に
逆
流
し
て
い
る

う
え
に
、
「
岩
手
公
園
」
と
い
う
詩
の
舞
台
に
変
化
は
な
い
も
の

の
、
異
国
か
ら
来
た
家
族
の
突
然
の
登
場
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ

る
。 

 

そ
の
詩
の
場
が
ど
れ
ほ
ど
劇
的
に
変
容
し
た
か
。
開
始
形
の
詩

語
が
変
転
し
て
ゆ
く
過
程
を
、
手
入
れ
ご
と
に
あ
ら
た
め
て
ま
と

め
て
み
た
の
が
、
次
に
掲
げ
る
表
で
あ
る
。
（
○
は
開
始
形
と
ほ

ぼ
同
文
、
×
は
削
除
、
◎
は
開
始
形
と
ほ
ぼ
同
文
の
復
活
）
。 

  
 

開
始
形
詩
語 

 

→ 

１ 
 

→ 

２ 

→ 

３ 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
岩
手
公
園 

 
 
 

○ 
 
 
 

○ 
 
 

○ 

・
弧
光
燈
の
羽
虫 

い
ら
だ
ち 

 

× 
 

①
老
い
し
タ
ピ
ン
グ
は 

 

さ
び
し
き
銀
雲 

 

○ 
 
 
 

× 
 
 

◎ 

・
夕
暮
れ
の
丘
々 

 

○ 
 
 
 

①
○ 

②
○ 

 

高
洞
山
の
山
火 

 

○ 
 
 
 

○ 
 

大
学
生
の
タ
ッ
ピ
ン
グ
は 

・
胸
の
い
た
み 

 
 

○ 
 
 
 

× 
 

③
ミ
セ
ス
タ
ッ
ピ
ン
グ
は 

 

わ
が
し
わ
ぶ
き 

 

○ 
 
 
 

× 
 

中
学
生
の
一
組
に 

・
弧
光
燈
の
羽
虫 

 

○ 
 
 
 

②
○ 

④
○ 

 

街
の
た
そ
が
れ 

 

○ 
 
 
 

○ 
 
 

○ 
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岩
手
公
園
を
舞
台
に
、
悩
み
を
抱
い
た
青
年
を
遠
近
の
外
景
を

と
ら
え
る
な
か
に
は
さ
み
こ
む
、
し
か
も
そ
の
景
物
も
青
年
の
内

景
を
反
映
さ
せ
た
、
寂
し
さ
の
た
だ
よ
う
叙
情
詩
と
し
て
開
始
さ

れ
た
も
の
を
、
鉛
筆
１
手
入
れ
で
「
い
ら
だ
ち
」
に
ま
で
増
幅
さ

せ
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
一
転
、
鉛
筆
２
手
入
れ
に
よ
っ
て
削
除

を
重
ね
（
第
一
・
二
連
）
、
「
わ
が
」
存
在
を
詩
の
舞
台
か
ら
隠

蔽
す
る
の
で
あ
る
。 

 

公
園
か
ら
遠
く
の
山
河
を
眺
望
し
、
ま
た
公
園
の
な
か
か
ら
近

景
で
あ
る
街
の
た
た
ず
ま
い
を
と
ら
え
て
、
２
連
構
成
の
簡
明
な

叙
景
詩
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
叙
情
か
ら
叙
景
へ
、
そ
こ
に
詩
想

の
変
質
が
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
と

き
た
ぶ
ん
、
鉛
筆
の
〈
写
〉
の
符
号
を
与
え
た
、
と
推
定
す
る
。 

  
 
 
 
 

２ 

 

け
れ
ど
も
、
い
よ
い
よ
定
稿
化
に
向
か
お
う
と
す
る
な
か
で
、

こ
の
叙
景
詩
構
想
は
崩
さ
れ
、
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
タ
ピ
ン
グ

一
家
が

（
３
）

、
そ
の
舞
台
に
突
然
加
わ
っ
て
き
て
、
詩
の
場
は
二
転
す

る
の
で
あ
る
。 

 

盛
岡
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
教
会
牧
師
ヘ
ン
リ
ー
・
タ
ピ
ン
グ
に
は
、

中
学
時
代
に
英
語
を
学
び
、
高
農
時
代
に
は
聖
書
講
座
に
通
う
と

い
う
交
流
を
宮
沢
賢
治
は
も
っ
て
い
た
。
「
大
学
生
の
タ
ッ
ピ
ン

グ
」
は
ウ
ィ
ラ
ー
ド
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
生
ま
れ
の
彼

が
大
学
生
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
家
が
盛
岡
を
去
る
一
九
（
大
正

八
）
年
に
近
い
頃
の
記
憶
が
こ
こ
に
重
ね
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
う
し
た
詩
の
場
を
支
え
る
詩
想
に
、
さ
ら
な
る
変
質

が
あ
っ
た
と
も
当
然
考
え
ら
れ
て
よ
か
ろ
う
。 

 

こ
う
し
た
変
転
の
様
相
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
異
国
か
ら
の
訪

問
者
の
登
場
の
ほ
う
に
注
目
し
が
ち
で
あ
っ
て
、
２
稿
か
ら
３

稿
に
向
か
う
詩
の
場
の
変
貌
ぶ
り
に
眼
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
。
し
か

し
、
後
述
す
る
が
、
実
は
こ
の
２
稿
と
３
稿
と
の
距
離
は
そ
れ

ほ
ど
に
遠
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
む
し
ろ
距

離
は
、
１
稿
と
２
稿
の
変
転
の
ほ
う
に
あ
っ
て
、
そ
れ
も
相
当

な
落
差
を
秘
め
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と

か
ら
先
に
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
。 

 

下
書
稿
三
を
再
編
段
階
の
展
開
と
推
定
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

到
達
す
る
ま
で
の
過
程
か
ら
ま
ず
た
ど
っ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、

三
○
（
昭
和
五
）
‐
三
一
（
昭
和
六
）
年
の
初
期
段
階
と
推
定
さ

れ
る
も
の
で
、
〈
了
稿
〉
と
し
て
成
立
し
た
下
書
稿
一
と
そ
の
展

開
で
あ
る
下
書
稿
二
と
が
い
ず
れ
も
無
題
の
ま
ま
形
成
さ
れ
て
い

る
。 

 

「
わ
が
」
こ
と
を
吐
露
し
て
い
る
第
三
連
に
し
ぼ
っ
て
そ
の
本

文
の
推
移
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
瓦
斯
」
や
「
分
析
」
の
語
が

み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
化
学
実
験
や
分
析
を
学
ん
だ
盛
岡
高
等
農

林
学
校
の
学
生
（
高
学
年
で
あ
ろ
う
）
、
あ
る
い
は
土
性
調
査
と

そ
の
分
析
に
集
中
し
た
研
究
生
の
頃
を
題
材
と
し
た
も
の
で
、
自

伝
詩
篇
と
し
て
当
初
は
も
く
ろ
ま
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
た
だ

し
下
書
稿
二
手
入
れ
の
な
か
に
は
下
書
稿
三
開
始
形
に
直
結
す
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
再
編
段
階
に
重
な
る
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
可

能
性
も
あ
る
）
。 
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ま
ひ
る
を
青
き
瓦
斯
の
焔
を
／
酸
の
蒸
気
に
胸
い
た
み
／ 

 
 

ゆ
ふ
べ
は
ひ
と
り
こ
ゝ
に
し
て
／
き
み
お
も
ふ
日
の
数
つ 

 
 

も
り
し
か 

 
 
 
 
 
 
 

（
下
書
稿
一
手
入
れ
形
） 

 
 
 
 
 

↓ 

 
 

ま
ひ
る
は
青
き
瓦
斯
の
火
や
／
酸
の
け
ぶ
り
に
胸
い
た
み 

 
 

／
ゆ
ふ
べ
は
こ
ゝ
に
商
量
の
／
む
な
し
き
日
数
つ
も
り
し 

 
 

か 
 
 
 
 
 
 

（
下
書
稿
二
開
始
形
、
×
印
削
除
） 

 
 
 
 
 

↓ 

 
 

ま
ひ
る
を
経
来
し
分
析
の
／
酸
の
け
ぶ
り
に
胸
い
た
み
／ 

 
 

わ
が
し
わ
ぶ
け
ば
あ
や
し
み
て
／
ふ
り
さ
け
見
往
く
園
つ 

 
 

か
さ 

 
 
 

（
下
書
稿
二
手
入
れ
形
、
再
編
段
階
か
） 

  

こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
き
み
お
も
ふ
｝
詩
篇
と
し
て
下
書
稿
一
が

成
立
す
る
。
「
こ
ゝ
に
し
て
」
と
は
岩
手
公
園
の
こ
と
と
み
て
よ

か
ろ
う
が
、
た
だ
そ
れ
が
「
恋
」
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。

年
譜
等
に
よ
っ
て
も
そ
の
時
期
に
女
性
の
影
は
ほ
と
ん
ど
み
え
な

い
（
た
だ
、
『
文
語
詩
篇
ノ
ー
ト
』
の
末
尾
索
引
メ
モ
に
「
農
林

第
二
年
第
一
学
期 

 
Zweite 

Liebe

／
果
樹
園 

」
が
あ
り
、
そ

の
二
度
め
の
恋
と
い
う
も
の
の
内
実
は
不
明
で
あ
る
）
。 

 

こ
の
詩
稿
に
は
、
一
八
（
大
正
七
）
年
六
月
の
歌
稿
数
首
が
関

連
す
る
と
い
う
。

（
４
）

す
る
と
、
こ
の
時
期
の
「
き
み
お
も
ふ
」
対
象

と
し
て
、
た
と
え
ば
、
そ
の
三
月
に
虚
無
思
想
を
疑
わ
れ
て
突
如

学
籍
除
名
と
な
り
岩
手
を
去
っ
て
い
っ
た
親
友
、
保
阪
嘉
内
が
い

る
。
ま
た
一
二
月
に
は
、
日
本
女
子
大
学
校
在
学
中
の
妹
ト
シ
子

が
倒
れ
、
宮
沢
賢
治
は
母
と
上
京
し
、
看
病
に
あ
た
っ
て
い
る
。 

 
 

盛
岡
中
学
時
代
の
記
憶 

・
タ
ピ
ン
グ
師
英
語
教
師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
法
華
経
へ
の
傾
倒 

 
 

高
農
学
生
時
代
の
記
憶 

・
タ
ピ
ン
グ
師
の
聖
書
講
座 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
保
阪
嘉
内
と
の
出
会
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
盛
岡
付
近
地
質
調
査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
保
阪
嘉
内
除
籍
処
分 

 
 

高
農
研
究
生
時
代
の
記
憶
・
稗
貫
郡
土
性
調
査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
妹
ト
シ
子
闘
病 

 

次
の
下
書
稿
二
段
階
に
な
る
と
、
「
き
み
お
も
ふ
」
こ
と
が

「
商
量
」
の
日
々
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
「
商
量
」
と
は

「
ハ
カ
ラ
フ
コ
ト
。
考
ヘ
ワ
ク
ル
コ
ト
」
（
『
言
海
』
、
ち
く
ま

学
芸
文
庫
版
）
で
、
恋
愛
の
悩
み
の
形
容
に
用
い
な
い
こ
と
も
あ

る
ま
い
が
、
こ
こ
で
は
、
盛
岡
高
農
卒
業
‐
研
究
生
の
前
後
に
父

と
の
間
に
発
生
し
た
問
題
と
し
て
、
進
路
に
つ
い
て
家
業
を
継
が

せ
よ
う
と
す
る
父
と
、
そ
れ
を
厭
う
て
山
師
ま
が
い
の
起
業
を
も

提
案
す
る
子
の
確
執
が
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
信
仰
に
つ
い
て
、

浄
土
真
宗
の
敬
虔
な
門
徒
で
あ
る
父
と
、
法
華
経
を
護
持
し
日
蓮

主
義
に
も
奔
ろ
う
と
い
う
子
と
の
闘
い
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
よ

う
な
悩
み
で
あ
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
、
内
容
と
し
て
も
む
し
ろ
ふ

さ
わ
し
い
。 

 
要
す
る
に
、
悩
み
を
抱
き
な
が
ら
化
学
分
析
に
た
ず
さ
わ
っ
て

い
た
青
春
時
代
を
呼
び
戻
し
、
そ
の
記
憶
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、

「
き
み
」
へ
の
思
い
や
「
わ
が
」
こ
と
の
内
実
を
文
語
に
よ
っ
て

再
現
す
る
こ
と
で
、
あ
の
頃
の
自
分
の
あ
り
よ
う
を
再
点
検
し
よ

う
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

（
５
）

い
わ
ば
自
分
史
の
精
査
を
果
た
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す
自
伝
詩
篇
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
承
け
て
下
書
稿
三
も
開
始
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、

手
入
れ
段
階
で
自
伝
性
の
中
核
と
い
え
よ
う
「
わ
が
」
存
在
を
隠

し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
６
） 

  
 
 
 
 

３ 

 

１
稿
か
ら
２
稿
へ
、
そ
の
詩
想
に
、
ど
の
よ
う
な
変
質
が
起

き
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

「
わ
が
」
こ
と
を
詩
の
表
舞
台
か
ら
退
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
の
い
る
「
岩
手
公
園
」
か
ら
、
詩
の
場
に
は
誰
も
い
な
い

（
逆
に
言
え
ば
、
誰
の
も
の
で
も
あ
る
）
「
岩
手
公
園
」
が
出
現

す
る
。
つ
ま
り
、
開
か
れ
た
近
代
空
間

、
、
、
、
、
、
、
、
と
し
て
の
「
岩
手
公
園
」

が
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
を
立
ち
位
置
に
し
て
、
先
に
遠
景

を
と
ら
え
（
①
連
）
、
後
に
近
景
を
と
ら
え
る
（
②
連
）
。 

 

こ
の
よ
う
に
２
稿
に
構
築
さ
れ
た
詩
の
場
と
は
、
ど
う
い
う

意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
は
、

２
稿
の
詩
の
場
が
緊
密
な
対
構
成
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

夕
暮
れ
の
岩
手
公
園
と
い
う
場
の
大
枠
の
う
え
に
、
遠
く
「
な

み
な
す
丘
は
ぼ
う
ぼ
う
」
と
あ
り
、
近
く
に
「
ま
ち
は
し
づ
か
」

に
あ
る
と
い
う
光
景
の
対
置
が
、
①
連
‐
②
連
と
し
て
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
組
み
の
な
か
に
あ
る
点
景
や
様
態
が
、
お

よ
そ
対
応
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も

対
比
的
な
意
味
を
も
つ
と
み
ら
れ
る
そ
れ
は
、
①
連
結
句
の
「
山

火
の
痕
を
す
ぐ
ろ
へ
り
」
と
②
連
の
起
句
「
孤
光
燈

ア
ー
ク
ラ
イ
ト

に
め
く
る
め

き
」
と
で
あ
ろ
う
。 

 

「
山
火
の
痕
」
と
は
、
春
に
な
る
と
、
山
仕
事
や
農
作
業
の
開

始
を
告
げ
る
里
山
の
山
焼
き
あ
る
い
は
耕
地
の
野
焼
き
を
お
こ
な

っ
た
、
そ
の
痕
跡
の
こ
と
で
あ
る
。
盛
岡
の
北
に
あ
る
高
洞
山

（
五
二
二
㍍
）
に
「
草
木
ノ
末
黒

ス
エ
グ
ロ

キ
」
（
『
言
海
』
「
す
ぐ
ろ
」

の
項
）
と
こ
ろ
を
発
見
し
、
そ
こ
で
営
ま
れ
て
い
る
細
々
と
し
た

生
活
を
思
い
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
外
山
高
原
や
北
上
山

地
に
住
ま
う
農
山
村
の
人
々
の
姿
が
折
り
重
な
っ
て
く
る
。

（
７
） 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
「
孤
光
燈

ア
ー
ク
ラ
イ
ト

に
め
く
る
め
」
く
近
代
公
園
を
整

え
た
街
の
生
活
が
あ
る
。
明
治
時
代
、
都
市
に
あ
っ
て
は
孤
光
燈

の
設
置
は
近
代
化
の
象
徴
だ
っ
た
。
辺
境
の
地
方
都
市
で
あ
る
盛

岡
で
は
、
孤
光
燈
が
整
備
さ
れ
た
公
園
に
せ
よ
街
路
に
せ
よ
、
昭

和
に
入
っ
て
も
な
お
先
進
の
な
ご
り
を
と
ど
め
、
近
代
の
香
を
放

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

そ
こ
に
は
、
夕
暮
れ
の
な
か
に
青
ざ
め
て
沈
ん
で
ゆ
く
農
山
村

の
こ
ち
ら
が
わ
で
、
近
代
の
灯
し
に
み
ち
び
か
れ
て
美
し
く
暮
れ

ゆ
く
街
の
存
在
を
、
自
覚
的
に
と
ら
え
て
い
る
詩
人
が
い
る
の
で

は
な
い
か
。 

 

自
覚
的
と
は
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
時
代
の
憂
愁
の
記
憶
を
は

る
か
に
超
え
た
地
点
に
立
つ
に
至
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
〈
社
会
性
〉
を
具
え
た
視
座
に
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
宮
沢

賢
治
に
お
け
る
〈
私
的
〉
な
記
憶
は
詩
の
場
を
形
成
す
る
詩
層
の

底
部
に
埋
め
ら
れ
て
、
そ
の
表
層
に
現
出
し
た
の
は
、
小
沢
俊
郎

の
い
う
「
非
私
的
に
表
現
し
た
」
世
界
で
あ
る
。 

 

貧
し
さ
か
ら
抜
け
出
し
よ
う
も
な
い
非
近
代
的
時
空
と
、
豊
か
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さ
が
求
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
近
代
的
時
空
と
の
落
差
、
あ
る

い
は
格
差
を
詩
人
は
眼
前
に
と
ら
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
〈
自

伝
性
〉
か
ら
〈
共
同
性
〉
・
〈
社
会
性
〉
へ
と
向
か
っ
て
舵
を
切

っ
た
、
詩
の
場
と
そ
れ
を
支
え
る
詩
想
の
相
当
大
胆
な
変
節
、
転

換
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
そ
う
し
た
詩
想
の
変
質
を
よ
し
と
し

た
詩
人
が
、
こ
の
段
階
で
〈
写
〉
の
符
号
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た

ろ
う
。 

 

し
か
し
、
こ
う
し
て
詩
想
の
深
ま
り
を
達
成
し
た
は
ず
の
詩
人

は
、
さ
ら
に
手
を
入
れ
て
ゆ
く
。 

 

〈
写
〉
の
符
号
を
避
け
た
３
稿
の
形
成
が
定
稿
清
書
の
直
前

に
近
い
か
と
み
え
る
の
は
、
そ
れ
が
定
稿
本
文
に
ほ
と
ん
ど
同
じ

で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
最
終
詩
句
が
書
き
さ
し
の
ま
ま
に
置
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
定
稿
用
紙
を
眼
前
に

し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
う
も
突
然
、
し
か
も
十
数
年
も
前
の
、

タ
ピ
ン
グ
と
い
う
外
国
人
親
子
と
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、
詩
の

場
の
主
役
に
組
み
込
ん
だ
の
か
。 

 

そ
の
契
機
は
不
明
だ
が
、
そ
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。 

 

こ
の
詩
稿
が
「
岩
手
公
園
」
と
命
名
さ
れ
た
段
階
か
ら
、
詩
想

の
変
質
は
起
き
て
い
る
。
そ
の
変
質
が
、
〈
自
伝
性
〉
か
ら
〈
共

同
性
〉
・
〈
社
会
性
〉
へ
と
視
座
を
移
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
か

ら
れ
た
、
拡
充
・
深
化
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
前

節
で
み
た
が
、
タ
ッ
ピ
ン
グ
親
子
は
、
そ
の
「
岩
手
公
園
」
が
ま

と
っ
て
い
る
〈
共
同
性
〉
・
〈
社
会
性
〉
を
、
さ
ら
に
浮
か
び
あ

が
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
想
の
深
度
を
増
す
た
め
に
、
撰
び
と

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

２
稿
が
と
ら
え
た
、
非
近
代
的
時
空
と
近
代
的
時
空
と
の
落

差
あ
る
い
は
格
差
の
意
味
を
、
詩
人
は
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
て
ゆ

く
の
だ
。 

 

盛
岡
城
址
が
岩
手
公
園
と
し
て
開
園
、
一
般
に
開
放
さ
れ
た
の

は
、
○
六
（
明
治
三
九
）
年
九
月
一
五
日
。
こ
の
と
き
、
宮
沢
賢

治
は
一
○
歳
で
あ
る
。
前
年
は
東
北
三
県
大
凶
作
の
年
で
あ
り
、

新
校
本
全
集
第
十
六
巻
下
年
譜
の
○
六
年
に
は
、 

 
 

三
月 

東
北
地
方
大
飢
饉
。
宮
城
・
岩
手
・
福
島
県
の
窮
民

を
公
営
土
木
・
耕
地
整
理
・
植
林
事
業
・
漁
網
製
作
な
ど
に

就
業
さ
せ
救
済
を
は
か
る 

と
あ
る
が
、
そ
の
四
月
に
始
ま
っ
た
岩
手
公
園
の
造
営
も
県
が
お

こ
な
っ
た
「
土
木
事
業
施
行
」
に
よ
る
救
済
策
で
あ
り
、

（
８
）

総
工
費

２
万
１
４
６
７
円
、
労
働
者
数
は
述
べ
２
万
２
２
２
３
人
で
あ
っ

た
と
い
う
。
近
代
市
民
の
自
由
に
憩
う
場
と
し
て
成
立
し
た
岩
手

公
園
は
、
餓
え
に
襲
わ
れ
た
非
近
代
に
生
き
る
人
々
の
救
済
を
も

担
っ
た
場
な
の
で
あ
る
。 

 

タ
ピ
ン
グ
が
、
辺
境
の
こ
の
地
方
に
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
の
た

め
に
入
っ
た
の
が
、
○
七
（
明
治
四
○
）
年
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

十
年
あ
ま
り
妻
ジ
ュ
ネ
ヴ
ィ
ー
ヴ
と
と
も
に
、
未
開
の
地
に
文
化

や
教
育
に
お
け
る
近
代
化
の
礎
を
築
く
一
翼
を
担
い
つ
づ
け
て
き

た
。
そ
こ
に
詩
人
が
敬
意
さ
え
い
だ
い
て
い
た
の
は
、
ふ
た
り
の

気
品
あ
る
「
老
い
」
の
指
摘
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
え
る
。 

 

そ
の
よ
う
に
日
本
の
辺
境
に
あ
っ
て
そ
の
近
代
化
に
尽
く
し
た

異
国
の
家
族
が
、
近
代
的
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
き
た
岩
手
公
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園
に
憩
う
の
だ
。
〈
写
稿
〉
が
た
ど
り
つ
い
て
い
た
の
は
、
ま
さ

に
そ
こ
が
近
代
空
間
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
場
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 
 
 

３ 

 

岩
手
公
園
に
憩
う
タ
ピ
ン
グ
親
子
、
そ
の
空
間
だ
け
を
と
り
だ

し
て
み
よ
う
。 

  
 

「
か
な
た
」
と
老
い
し
タ
ピ
ン
グ
は
／
杖
を
は
る
か
に
ゆ 

 
 

び
さ
せ
ど
／
大
学
生
の
タ
ッ
ピ
ン
グ
は
／
口
笛
軽
く
吹
き 

 
 

に
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

』 

 
 

老
い
た
る
ミ
セ
ス
タ
ン
ピ
ッ
グ

マ

マ

／
「
去
年
な
が
姉
は
こ
ゝ 

 
 

に
し
て
／
中
学
生
の
一
組
に
／
花
の
名
を
こ
そ
を
し
へ
し 

 
 

か
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

』 

 
 

孤
光
燈

ア
ー
ク
ラ
イ
ト

に
め
く
る
め
き
／
羽
虫
の
群
の
あ
つ
ま
り
つ
／
川 

 
 

と
銀
行
木
の
み
ど
り
／
ま
ち
は
し
づ
か
に 

 
 
 
 

』 

  

安
ら
か
で
静
か
な
光
景
で
あ
る
。
こ
の
場
を
核
に
定
稿
化
に
向

か
う
わ
け
で
あ
る
が
、 

 
 

こ
の
詩
は
文
語
詩
中
の
最
高
に
位
す
る
優
れ
た
作
品
の
一
つ

で
あ
る
と
思
ひ
ま
す 

タ
ピ
ン
グ
一
家
の
散
策
の
叙
景
を
こ

れ
程
如
実
に
描
写
し
た
手
腕
の
影
に
は
矢
張
り
彼
独
自
の
凝

縮
し
た
鋭
い
眼
が
感
ぜ
ら
れ
ま
す 

と
い
う
指
摘
を
し
て
い
た
の
が
吉
本
隆
明
で
あ
っ
た
。

（
９
） 

 

「
老
い
」
た
夫
妻
の
物
腰
の
優
し
さ
、
口
笛
を
吹
く
青
年
の
軽

や
か
さ
。
彼
ら
を
と
り
ま
い
て
い
る
時
空
は
、
燦
め
い
て
い
る
灯

り
と
つ
や
や
か
に
揺
れ
て
い
る
緑
樹
、
そ
し
て
涼
や
か
に
な
が
れ

て
く
る
川
の
風
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
は
、
ゆ
っ

た
り
と
し
て
豊
か
な
精
神
と
、
そ
れ
を
支
え
う
る
生
活
が
あ
る
。

そ
れ
こ
そ
が
近
代
化
の
め
ざ
し
て
い
る
理
想
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
タ
ピ
ン
グ
一
家
の
登
場
に
よ
っ
て
「
岩
手
公
園
」
は
、

た
と
え
ば
、
「
ゆ
る
ぎ
な
い
構
図
と
豊
か
な
色
調
に
よ
っ
て
、
美

し
い
タ
ブ
ロ
ー
と
し
て
見
事
に
仕
上
げ
ら
れ
た
」
一
編
と
し
て
も

受
け
と
ら
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
手
腕
の
影
に
は
矢
張

り
彼
独
自
の
凝
縮
し
た
鋭
い
眼
が
感
ぜ
ら
れ
」
る
と
い
う
、
吉
本

隆
明
の
暗
示
に
立
ち
止
ま
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。 

     

か
な
た  

 
 

東
は
る
か
に
散
乱
の 

 
 

さ
び
し
き
銀
は
声
も
な
し     

孤
光
燈

ア
ー
ク
ラ
イ
ト

に
め
く
る
め
き 

 
 

な
み
な
す
丘
は
ぼ
う
ぼ
う
と   

羽
虫
の
群
の
あ
つ
ま
り
つ 

 
 

青
き
り
ん
ご
の
い
ろ
に
暮
れ   

川
と
銀
行
木
の
み
ど
り 

 
 
                         

ま
ち
は
し
づ
か
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩
手
公
園  

 

そ
の
眼
は
、
そ
の
と
き
、
公
園
か
ら
「
か
な
た
」
と
指
示
さ
れ

た
と
こ
ろ
、
こ
な
た

、
、
、
岩
手
公
園
に
比
べ
れ
ば
、
「
ぼ
う
ぼ
う
と
」

し
て
拡
が
る
「
さ
び
し
き
」
光
景
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
そ
れ
は
、
１
稿
に
あ
っ
た
東
の
北
上
山
地
を
み
や
る
望
遠
の

視
点
を
復
活
さ
せ
つ
つ
、
漠
然
と
し
た
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
た
東

北
／
岩
手
の
風
土
と
そ
こ
に
営
ま
れ
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
生
活

空
間
だ
っ
た
。 
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そ
の
眼
が
と
ら
え
た
と
こ
ろ
は
、
１
稿
段
階
に
比
べ
る
と
、

そ
の
痕
跡
に
農
山
村
と
い
う
非
近
代
的
な
空
間
を
示
し
て
い
よ
う
、 

 
 

ひ
と
り
そ
ば
だ
つ
高
洞
山

た

か

ほ

ら

は
／
山
火
の
痕
を
す
ぐ
ろ
へ
り 

と
い
う
手
前
に
あ
っ
た
点
景
を
詩
の
舞
台
か
ら
退
場
さ
せ
、
詩
の

場
に
占
め
る
面
積
も
四
分
の
一
に
圧
縮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
風
土

と
生
活
に
向
け
ら
れ
た
視
線
は
、
詩
想
と
し
て
の
強
調
法
か
ら
い

え
ば
後
退
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
後
退
は
、
詩
想
の
衰
弱

を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
こ
、
、
で
は
な
い
「
か
な

た
」
と
い
う
認
識
を
、
２
稿
の
①
連
が
遠
景
か
ら
開
始
さ
れ
た

の
と
同
じ
位
相
で
、
や
は
り
冒
頭
に
置
い
て
、
こ
ち
ら
の
世
界
と

は
隔
絶
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 

こ
こ
、
、
、
夕
暮
れ
を
め
く
る
め
く
岩
手
公
園
と
い
う
象
徴
的
近
代
、
、

空
間
、
、
か
ら
は
、
い
わ
ば
切
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
ぼ
う
ぼ
う
と
蒼

ざ
め
て
暮
れ
な
ず
む
丘
丘
が
あ
る
。
集
中
す
る
光
と
拡
散
す
る
光

と
は
、
か
た
や
点と

も

り
つ
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
か
た
や
滅
し
ゆ
く

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
支
配
し
て
い
る
静
寂
、
、
の
感
じ
は
、
そ

の
ま
ま
時
空
の
明
と
暗
と
を
歴
然
と
さ
せ
る
の
だ
。 

 

そ
れ
は
、
明
治
以
降
の
こ
の
国
の
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
格
差

の
構
図
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
定
稿
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

を
継
承
す
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

岩
手
公
園 

 
 

①
「
か
な
た
」
と
老
い
し
タ
ピ
ン
グ
は
、
／
杖
を
は
る
か 

 
 
 

に
ゆ
び
さ
せ
ど
、

東
は
る
か
に
散
乱
の
、
／
さ
び
し 

 
 
 

き
銀
は
声
も
な
し
。 

 
 

②
な
み
な
す
丘
は
ぼ
う
ぼ
う
と
、
／
青
き
り
ん
ご
の
色
に 

 
 
 

暮
れ
、

大
学
生
の
タ
ピ
ン
グ
は
、
／
口
笛
軽
く
吹
き 

 
 
 

に
け
り
。 

 
 

③
老
い
た
る
ミ
セ
ス
タ
ッ
ピ
ン
グ
、
／
「
去
年
な
が
姉
は 

 
 
 

こ
ゝ
に
し
て
、

中
学
生
の
一
組
に
、
／
花
の
こ
と
ば 

 
 
 

を
教
へ
し
か
。
」 

 
 

④
孤
光
燈
に
め
く
る
め
き
、
／
羽
虫
の
群
の
あ
つ
ま
り
つ
、 

 
 
 


川
と
銀
行
木
の
み
ど
り
、
／
ま
ち
は
し
づ
か
に
た
そ 

 
 
 

が
る
ゝ
。 

  

し
か
し
、
こ
こ
、
、
、
岩
手
公
園
が
、
大
凶
作
に
よ
る
窮
民
対
策
と

し
て
誕
生
し
た
と
い
う
事
実
を
や
は
り
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
岩
手
公
園
と
い
う
小
さ
な
近
代
空
間
の
基
底
に
は
こ
の

地
方
の
飢
饉
の
風
土
と
い
う
は
る
か
な
時
空
が
厳
に
あ
り
、
そ
の

底
部
と
つ
な
が
っ
た
先
に
露
出
し
て
い
る
の
が
、
「
ぼ
う
ぼ
う

と
」
し
て
「
さ
び
し
き
」
「
か
な
た
」
の
景
な
の
で
あ
る
。 

 

タ
ピ
ン
グ
が
そ
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
指
し
示
し
た
、
と
い

い
た
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
た
山
景
に
心
が

動
い
た
異
邦
人
の
、
何
気
な
い
仕
種
と
し
て
無
難
に
提
示
さ
れ
た

と
こ
ろ
に
、
す
で
に
２
稿
に
お
け
る
風
景
そ
の
も
の
の
対
比
に

よ
る
現
実
認
識
に
と
ど
ま
ら
な
い
詩
想
の
蠢
き
が
秘
匿
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。 

 

タ
ピ
ン
グ
一
家
の
登
場
は
、
「
岩
手
公
園
」
と
い
う
時
空
の
近

代
性
の
証
明
で
あ
る
と
と
も
に
、
小
さ
な
そ
の
近
代
空
間
が
踏
み
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し
め
て
い
る
非
近
代
的
空
間
の
広
が
り
に
眼
を
向
け
さ
せ
る
無
意

識
な
契
機
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
か
。 

 
そ
の
命
名
に
固
執
し
た
詩
人
が
た
ど
り
つ
い
た
の
は
、
格
差
を

拡
げ
て
ゆ
く
こ
の
国
の
近
代
化
の
一
端
を
、
タ
ピ
ン
グ
家
族
の
登

場
に
よ
っ
て
指
し
示
そ
う
と
詩
人
は
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
詩

想
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

５ 

 

「
岩
手
公
園
」
は
〈
写
稿
〉
段
階
か
ら
そ
の
命
名
を
継
承
し
つ

づ
け
た
詩
稿
で
あ
る
。
だ
が
、
詩
の
場
の
変
容
は
、
そ
の
振
幅
を

激
し
く
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
詩
想
の
大
き
な
転
換
と
い
う
が

あ
っ
た
。
〈
自
伝
性
〉
を
そ
の
詩
層
の
な
か
に
沈
め
る
こ
と
で
、

詩
想
は
〈
共
同
性
〉
・
〈
社
会
性
〉
の
視
座
に
立
ち
、
農
山
村
と

都
市
と
い
う
風
景
の
対
置
を
果
た
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
異
邦
人

を
舞
台
に
あ
げ
て
岩
手
公
園
の
近
代
性
を
強
調
し
て
、
飢
饉
の
風

土
を
「
か
な
た
」
へ
と
追
い
や
る
の
で
あ
る
。 

 

自
伝
詩
篇
か
ら
風
土
詩
篇
へ
、
そ
し
て
都
市
の
生
活
詩
篇
へ
、

さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
社
会
詩
篇
へ
。
詩
人
の
眼
は
、
ま

ず
は
岩
手
公
園
の
、
こ
の
地
方
で
は
突
出
し
た
近
代
性
の
ほ
う
に

集
中
し
た
。
こ
の
街
で
、
宮
沢
賢
治
自
身
最
先
端
の
農
学
（
農
芸

化
学
）
を
学
び
、
あ
る
い
は
青
春
期
の
悩
み
を
抱
え
て
こ
の
公
園

を
彷
徨
し
た
と
き
も
あ
っ
た
。 

 

た
だ
、
こ
こ
を
拠
点
に
地
質
踏
査
に
向
か
っ
て
、
こ
の
地
方
の

非
近
代
的
な
風
土
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
近
代
化
の
恩
恵

に
浴
し
た
自
ら
の
体
験
が
あ
っ
て
、
詩
人
宮
沢
賢
治
の
生
涯
の
ゆ

く
え
が
定
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。 

 

読
み
解
い
て
き
た
と
お
り
、
ふ
た
つ
の
詩
稿
と
も
に
、
近
代
的

時
空
と
非
近
代
的
時
空
と
の
、
文
字
ど
お
り
そ
の
落
差
に
よ
っ
て

場
面
を
構
成
す
る
と
い
う
詩
の
場
に
た
ど
り
つ
い
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
と
き
そ
こ
で
は
、
非
近
代
的
時
空
を
近
代
的
空
間
か

ら
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
要
点
で
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。 

 

け
れ
ど
も
、
こ
の
街
で
得
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
も
っ
て
、
非
近

代
的
時
空
の
変
革
に
挑
ん
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は

ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
も
果
た
せ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
詩

の
場
に
た
だ
よ
う
調
子

ト

ー

ン

の
ひ
と
つ
は
未
達
感
で
は
な
い
の
か
。 

 

た
と
え
ば
、
「
か
な
た
」
に
お
く
る
詩
人
の
ま
な
ざ
し
は
、
タ

ピ
ン
グ
の
充
足
し
た
ま
な
ざ
し
の
陰
で
、
実
は
無
力
で
あ
る
。 

 
 

社
会
農
村
を
最
后
の
目
標
と
し
て
／
只
猛
進
せ
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
手
帳
） 

と
い
う
覚
悟
を
承
け
た
再
編
段
階
以
後
の
詩
人
の
、
拠
っ
て
立
つ

基
軸
は
確
か
に
非
近
代
的
時
空
の
が
わ
に
あ
る
の
だ
が
、
〈
詩
的

実
践
〉
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
そ
こ
に
立
ち
得
な
い
と
い
う
、
そ

の
境
界

き
ょ
う
が
い

を
自
覚
し
て
も
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。 

 

田
園
詩
篇
の
な
か
で
、
そ
し
て
生
活
詩
篇
の
な
か
で
、
こ
の
国

の
近
代
化
の
あ
り
よ
う
を
批
判
的
に
問
い
、
そ
の
〈
社
会
性
〉
を

色
濃
く
に
じ
ま
せ
て
ゆ
く
過
程
に
は
、
詩
人
宮
沢
賢
治
の
こ
の

〈
詩
的
実
践
〉
に
懸
け
る
最
後
の
熱
情
が
深
く
、
そ
し
て
静
か
に

こ
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
み
る
の
で
あ
る
。 
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（
注
） 

 

１ 

宮
沢
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
は
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
（
筑
摩
書

房
）
に
よ
り
、
以
下
新
校
本
全
集
と
略
示
す
る
。
な
お
本
稿
は
、
島
田

『
文
語
詩
稿
叙
説
』
（
朝
文
社
二
○
○
五
）
の
第
３
章
〈
写
稿
〉
論

で
、
下
書
稿
三
に
「
岩
手
公
園
」
と
い
う
題
名
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い

と
い
う
錯
誤
の
ま
ま
に
分
析
を
お
こ
な
っ
た
の
を
改
訂
す
る
も
の
で
、

広
島
大
学
に
提
出
し
た
『
文
語
詩
集
の
成
立 

― 

鉛
筆
・
赤
イ
ン
ク

〈
写
稿
〉
の
過
程
』
（
二
○
一
○http://ir.lib.hiroshima-u.ac.

j
p
/
0
0
0
3
2
0
0
3

）
に
組
み
こ
ん
だ
も
の
だ
が
、
若
干
手
直
し
を
し
て
い

る
。 

 

２ 

諸
家
に
こ
の
指
摘
が
あ
る
が
、
島
田
も
「
《
文
語
詩
双
四
聯
》
の
成

立
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
編
）
』
第
２

８
巻
一
九
九
四
・
一
二
）
で
、
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
を
テ
キ
ス
ト

に
、
《
文
語
詩
稿
》
が
定
型
に
至
る
過
程
の
詩
形
変
化
を
分
析
し
て
、

詩
形
の
圧
縮
に
向
か
う
大
き
な
流
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

３ 

夫
妻
は
○
七
年
か
ら
一
九
年
ま
で
盛
岡
に
滞
在
（
新
校
本
全
集
第
十

六
巻
年
譜
）
、Henry

・Topping

は
盛
岡
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
教
会
牧
師
と

し
て
、
夫
人

Genevieve

は
教
会
附
属
の
盛
岡
幼
稚
園
創
立
者
と
し
て

活
躍
（
岩
手
公
園
詩
碑
）
。
宮
沢
賢
治
が
○
九
（
明
治
四
二
）
年
盛
岡

中
学
一
年
の
一
学
期
ま
で
ヘ
ン
リ
ー
は
英
語
教
師
と
し
て
い
た
し
、
一

五
（
大
正
四
）
年
高
農
一
年
の
と
き
に
は
聖
書
講
座
を
聴
講
し
た
と
い

う
（
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
）
。 

 
 
 

ま
た
、
盛
岡
幼
稚
園
は
○
九
年
設
立
認
可
、
岩
手
県
最
初
の
幼
稚
園

で
あ
る
。
子
供
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
の
姉

Helen

、
東
京
生
の
弟

Willard

が
あ
っ
た
。Helen

に
つ
い
て
は
、
吉
田
敬
二
が
小
林
功
芳
論

（
「
タ
ッ
ピ
ン
グ
の
家
の
人
々
」
、
『
日
本
英
学
史
学
会
』
２
１
号
）

に
よ
っ
て
「
盛
岡
中
学
で
英
語
を
教
え
て
」
い
た
と
し
、
中
学
の
英
語

教
諭
長
岡
拡
が
「
英
会
話
の
練
習
の
た
め
ヘ
レ
ン
を
招
い
て
、
学
生
た

ち
と
岩
手
公
園
に
行
き
そ
の
間
絶
対
に
日
本
語
を
使
わ
せ
な
か
っ
た
と

い
う
話
」
を
紹
介
し
て
い
る
と
い
う
が
（
「
岩
手
公
園
」
鑑
賞
、
「
宮

沢
賢
治
文
語
詩
の
森
」
所
収
）
、
未
詳
、Willard

は
父
同
様
日
本
で
宣

教
師
と
し
て
活
動
し
た
。 

 

４ 

新
校
本
全
集
第
七
巻
校
異
に
、
『
歌
稿
〔
Ａ
〕
〔
Ｂ
〕
』
の
「
大
正

七
年
五
月
よ
り
」
と
い
う
制
作
期
の
見
出
し
に
よ
る
歌
群
の
う
ち
６
５

２
～
６
５
６
番
歌
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、 

 
 
 
 

暮
れ
ざ
る
に
／
け
は
し
き
雲
の
し
た
に
立
ち
／
白
み
い
ら
だ
つ
／

ア
ー
ク
燈
か
な
。
（
６
５
３
） 

 
 

な
ど
と
い
っ
た
も
の
。
注
３
の
吉
田
論
は
「
下
書
稿
二
ま
で
は
、
短
歌

の
「
険
し
き
い
ら
だ
ち
」
が
主
調
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。 

 

５ 

《
文
語
詩
稿
》
の
初
期
段
階
で
は
、
自
ら
の
過
去
の
事
件
を
文
語
と

い
う
変
換
装
置
に
よ
っ
て
再
点
検
す
る
、
自
分
史
精
査
が
ひ
と
つ
の
目

的
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
を
も
っ
て
い
る
。
『
文
語
詩
稿
叙
説
』
第
１

章
初
期
論
の
１
節
［
前
］
論
／
そ
の
発
生
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

６ 

小
沢
俊
郎
「
疾
中
」
と
〈
文
語
詩
〉
」
（
『
宮
沢
賢
治
論
集
３
』
所

収
有
精
堂
一
九
八
七
）
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
。 

 
 
 
 

私
的
体
験
を
非
私
的
に
表
現
し
た
〈
文
語
詩
〉
の
中
に
、
読
者
は

賢
治
の
い
な
い
賢
治
の
生
涯
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
者

か
ら
い
え
ば
、
他
を
描
く
こ
と
が
同
時
に
自
分
を
描
く
こ
と
で
あ

っ
た
。 

 

７ 

山
火
が
本
文
に
現
わ
れ
て
く
る
の
は
下
書
稿
一
開
始
形
に
、 
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「
高
洞
山
の
焼
け
痕
は
／
［
？
→
・
］
蓴
菜
に
こ
そ
似
た
り
け

り
」 

 
 

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
初
か
ら
詩
人
に
は
人
々
の

営
み
が
見
え
て
は
い
た
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
「
わ
が
」
こ
と
の
ほ
う
が

初
期
稿
で
は
課
題
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
山
火
」
を
題
名
と

し
た
口
語
稿
に
、
『
春
と
修
羅
第
二
集
』
の
四
六
番
稿
（
一
九
二
四
ヽ

四
ヽ
六
ヽ
）
と
八
六
番
稿
（
二
四
ヽ
五
ヽ
四
ヽ
）
が
あ
る
。
四
六
番
稿

に
つ
い
て
は
、
栗
原
敦
「
〈
加
害
〉
の
影
を
―
「
山
火
」
再
読
」

（
『
宮
沢
賢
治
透
明
な
軌
道
の
上
か
ら
』
所
収
新
宿
書
房
一
九
九
二
）

に
分
析
と
考
察
が
あ
る
。
氏
は
、 

 
 
 
 

作
品
の
初
発
の
時
、
作
者
宮
沢
賢
治
は
、
自
分
が
加
害
者
の
位
置

に
押
し
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
で
「
坎
坷
な
」
「
村
人
た
ち
」

「
山
の
部
落
の
人
た
ち
」
を
見
つ
め
た
。
（
中
略
）
け
れ
ど
も
、

そ
の
後
の
生
涯
の
苦
し
い
営
み
の
末
に
、
最
晩
年
に
近
く
、
定
稿

と
し
て
整
理
を
果
す
際
に
は
、
つ
い
に
現
実
を
現
実
と
し
て
た
じ

ろ
ぐ
こ
と
な
く
厳
し
く
受
け
と
め
て
示
す
境
位
に
た
ど
り
つ
い
た

の
で
あ
っ
た
。 

 
 

と
論
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
山
火
と
い
う
現
象
を
と
お
し
て
、
農
山

村
に
生
き
る
人
々
の
苦
悩
を
口
語
稿
で
も
詩
人
は
見
つ
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
八
六
番
稿
の
ほ
う
は
、
や
は
り
夕
暮
れ
に
、
眼
前
に
広
が
る
田

園
の
風
物
を
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
山
火
を
遠
く
見
つ
め
て
は
、
克
明

に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
。
人
々
へ
の
関
心
は
、
山
火
が
「
あ
っ
ち
も
こ

っ
ち
も
燃
え
て
る
ら
し
い
」
と
気
づ
い
た
と
き
、
「
古
代
神
楽
を
伝
へ

た
り
／
古
風
に
公
事

く

じ

を
し
た
り
す
る
／
大

償
つ
ぐ
な
ひ

や
八
木

や

ぎ

巻ま
き

の
／
小
さ
な

森
林
消
防
隊
」
を
想
起
す
る
あ
た
り
に
現
わ
れ
て
い
る
。 

 

８ 

『
昭
和
九
年
岩
手
県
凶
作
誌
』
（
岩
手
県
一
九
三
七
）
に
、
過
去
の

大
凶
作
を
振
り
返
る
「
明
治
三
十
五
年
及
三
十
八
年
凶
作
概
説
」
が
あ

っ
て
、
そ
の
「
第
二
節
明
治
三
十
八
年
」
の
「
救
済
施
設
」
に
「
土
木

事
業
施
行
」
の
項
が
あ
り
、
次
の
記
述
が
あ
る
（
傍
線
島
田
）
。 

 
 
 
 

土
木
事
業
は
多
罹
災
民
の
使
役
に
依
り
最
も
多
く
救
済
の
効
果
を

挙
げ
得
べ
き
に
鑑
み
、
三
十
九
年
度
分
の
県
債
償
還
を
繰
り
延
べ

之
に
通
常
予
算
よ
り
三
万
円
を
編
入
し
合
計
十
一
万
一
千
七
百
五

十
三
円
を
以
て
国
県
道
修
繕
其
の
他
の
土
木
事
業
を
起
し
、
別
に

生
業
扶
助
費
よ
り
七
千
円
を
補
助
し
て
岩
手
公
園
を
築
設
し
、
九

千
円
を
砂
利
採
取
に
、
六
百
余
円
を
招
魂
社
移
転
費
に
支
出
し
た
。 

 
 

『
岩
手
県
史
年
表
』
の
公
園
開
園
に
か
か
わ
る
記
事
に
「
救
済
」
の
語

は
な
い
が
、
た
と
え
ば
『
岩
手
県
の
百
年
』
（
山
川
出
版
社
一
九
九

五
）
の
年
表
に
は
「
凶
作
対
策
事
業
で
岩
手
公
園
開
園
」
と
指
摘
が
あ

る
。
な
お
造
営
経
費
等
の
指
摘
は
一
般
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
岩
手
公

園
も
の
が
た
り
」
（
櫻
山
神
社
二
○
○
五
）
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
引
い
た
。 

 

９ 

「
孤
独
と
風
童
」
（
未
発
表
一
九
四
五
）
。
『
初
期
ノ
ー
ト
』
（
光

文
社
文
庫
版
二
○
○
六
）
に
よ
っ
た
。 

１
０ 

須
田
浅
一
郎
「
文
語
詩
「
岩
手
公
園
」
の
生
い
立
ち
」
（
『
宮
沢
賢

治
に
酔
う
幸
福
』
日
本
図
書
刊
行
会
一
九
九
八
）
。 

     




