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宮
沢
賢
治
詩
の
魅
力
を
生
徒
に
気
づ
か
せ
る
指
導
方
法
と
し
て
、
詩
の
感

動
の
中
心
と
細
部
の
表
現
の
関
係
を
中
心
に
考
察
す
る
。
賢
治
詩
の
な
か
で

も
「
永
訣
の
朝
」
は
教
科
書
収
載
が
最
も
多
い
作
品
で
あ
り
、高
等
学
校
一
・

二
年
の
詩
教
材
と
し
て
安
定
し
た
位
置
に
あ
る
。
賢
治
の
作
品
は
、
童
話
と

と
も
に
国
語
教
科
書
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
言
語
表
現
に
い
く
つ

も
の
解
釈
が
生
ま
れ
る
深
遠
な
魅
力
を
た
た
え
て
い
る
。
豊
か
な
言
語
表
現

を
真
摯
な
態
度
で
読
み
解
く
こ
と
が
学
習
者
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、「
永

訣
の
朝
」
は
『
春
と
修
羅
』
と
題
さ
れ
た
も
の
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、「
修
羅
」
の
言
語
表
現
と
し
て
読
む
可
能
性
を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。「
永
訣
の
朝
」
に
お
い
て
は
、
雪
と
水
と
い
う
清
澄
な
言
語
表

現
に
ひ
そ
む
、
生
と
死
の
世
界
を
彷
徨
す
る
「
修
羅
」
の
昏
迷
が
あ
る
こ
と

を
、
文
学
教
材
の
言
語
表
現
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

は
じ
め
に

　

宮
沢
賢
治
の
作
品
の
草
稿
に
は
、
幾
重
に
も
わ
た
る
手
入
れ
、
改
稿
の
あ

と
が
み
ら
れ
、
賢
治
は
刊
行
後
に
も
書
き
直
し
の
手
を
ゆ
る
め
な
か
っ
た
。

「
永
久
の
未
完
成
こ
れ
完
成
で
あ
る
」（「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」）
と
い
っ
た

賢
治
の
言
語
表
現
に
対
す
る
芸
術
観
、
宗
教
観
、
世
界
観
に
は
圧
倒
的
な
魅

力
が
あ
る
。
自
ら
の
言
語
表
現
を
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」（『
春
と
修
羅
』「
序
」）

と
よ
び
、
自
ら
の
仕
事
を
「
或
る
心
理
的
な
仕
事
」（
大
正
一
四
年
二
月
九

日　

森
佐
一
宛
書
簡
）
と
宣
言
し
た
賢
治
の
作
品
世
界
に
は
、
学
習
者
に
も

の
ご
と
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
高
等
学
校
の
文
学
教
材

の
研
究
と
し
て
宮
沢
賢
治
「
永
訣
の
朝
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
言
語
表
現
を

中
心
に
解
読
す
る
。

一
　
文
学
教
材
と
し
て
の
賢
治
詩

　
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」（
平
成
二
二
年
六
月
）
に
は
、
国
語
科
の
目

標
と
し
て
「
国
語
を
適
切
に
表
現
し
的
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝

え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
伸
ば
し
、
心
情
を
豊

か
に
し
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国
語
を

尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
観

文
学
教
材
の
研
究
　
―
宮
沢
賢
治「
永
訣
の
朝
」（
高
等
学
校
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語
表
現
―
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点
か
ら
、
高
等
学
校
に
お
け
る
詩
教
材
の
指
導
は
、
詩
の
文
学
的
表
現
を
中

心
に
授
業
を
工
夫
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
で

は
、
詩
教
材
と
し
て
高
村
光
太
郎
、
宮
沢
賢
治
、
萩
原
朔
太
郎
、
中
原
中
也

の
詩
が
圧
倒
的
多
数
で
採
択
さ
れ
て
い
る
。
高
村
光
太
郎
で
は
「
レ
モ
ン
哀

歌
」「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
駝
鳥
」、
宮
澤
賢
治
で
は
「
永
訣
の
朝
」「
く
ら
か
け
山

の
雪
」、
萩
原
朔
太
郎
で
は
「
竹
」「
旅
上
」、
中
原
中
也
で
は
「
一
つ
の
メ

ル
ヘ
ン
」「
北
の
海
」な
ど
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
宮
沢
賢
治
の「
永

訣
の
朝
」
は
多
数
の
教
科
書
に
収
載
さ
れ
る
定
番
教
材
で
あ
る
。
賢
治
詩
の

な
か
で
も
「
永
訣
の
朝
」
は
教
科
書
収
載
が
最
も
多
い
作
品
で
あ
り
、
高
等

学
校
一
・
二
年
の
詩
教
材
と
し
て
安
定
し
た
位
置
に
あ
る
。
本
論
で
は
文
学

教
材
と
し
て
の
賢
治
詩
の
指
導
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

賢
治
詩
の
指
導
に
つ
い
て
佐
藤
洋
一
氏
は
、「
わ
か
り
や
す
く
、
楽
し
い

授
業
と
い
う
安
心
感
の
中
で
、
詩
の
魅
力
と
詩
人
の
『
文
体
』
の
特
性
、
効

果
に
気
づ
か
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
詩
教
材
の
指
導
の
場
合
重
要
で
あ
る
」
１
と

指
摘
す
る
。
賢
治
詩
の
魅
力
を
生
徒
に
気
づ
か
せ
る
指
導
方
法
と
し
て
、
詩

の
感
動
の
中
心
と
細
部
の
表
現
の
関
係
を
中
心
に
考
察
す
る
。

二
　
宮
沢
賢
治
『
春
と
修
羅
』

　
「
永
訣
の
朝
」
は
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
春

と
修
羅
』
第
一
集
に
収
録
さ
れ
た
「
無
声
慟
哭
」
と
題
し
た
五
編
（「
永
訣

の
朝
」「
松
の
針
」「
無
声
慟
哭
」「
風
林
」「
白
い
鳥
」）
の
最
初
の
詩
で
あ

る
。
生
前
詩
集
と
し
て
の
刊
行
を
予
定
し
序
ま
で
用
意
し
な
が
ら
死
後
発
表

さ
れ
た
、
賢
治
が
「
大
正
十
三
年
、
大
正
十
四
年
」
と
指
定
し
た
作
品
を
ま

と
め
た
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
、
賢
治
が
「
自
昭
和
元
年
（
大
正
十
五
年
）

四
月　

至
三
年
七
月
」
と
指
定
し
た
作
品
を
ま
と
め
た
『
春
と
修
羅
』
第
三

集
と
は
違
っ
て
、『
春
と
修
羅
』
第
一
集
は
、
賢
治
が
指
定
し
た
「
大
正
十
一
、

二
年
」
の
作
品
で
、
稗
貫
郡
立
稗
貫
農
学
校
（
現
県
立
花
巻
農
業
高
校
）
教

諭
時
代
の
二
年
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
賢
治
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
唯
一
の

詩
集
で
あ
る
。
発
行
所
は
、
東
京
の
関
根
書
店
と
な
っ
て
い
る
が
、
発
行
部

数
は
初
版
一
〇
〇
〇
部
で
実
質
自
費
出
版
で
あ
り
、
多
く
は
詩
人
や
宗
教
家
、

知
人
に
献
本
さ
れ
た
ほ
か
は
ぞ
っ
き
本
と
し
て
処
分
さ
れ
た
。

　
「
一
九
二
二
、
一
、
六
、」
か
ら
「
一
九
二
三
、
一
二
、
一
〇
」
ま
で
の
ほ

ぼ
二
年
間
の
日
付
が
あ
る
詩
六
九
編
の
本
文
三
〇
二
頁
と
「
一
九
二
四
、
一
、

二
〇
」
の
日
付
が
あ
る
「
序
」
六
頁
、
目
次
八
頁
、
奥
付
一
頁
の
裏
に
正
誤

表
を
収
め
た
。
全
体
は
八
章
に
分
け
ら
れ
、
章
の
タ
イ
ト
ル
は
各
章
に
含
ま

れ
る
作
品
の
題
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。
順
に
「
春
と
修
羅
」
一
九
編
、「
真

空
溶
媒
」
二
編
、「
小
岩
井
農
場
」
一
編
、「
グ
ラ
ン
ド
電
柱
」
二
〇
編
、「
東

岩
手
火
山
」
四
編
、「
無
声
慟
哭
」
五
編
、「
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
」
五
編
、「
風

景
と
オ
ル
ゴ
ー
ル
」
一
三
編
で
あ
る
。
賢
治
自
身
は
詩
集
で
は
な
く
「
心
象

ス
ケ
ッ
チ
」（「
序
」）
と
し
て
世
に
送
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
紙
函
表
に

は
「
春
と
修
羅　

心
象
ス
ケ
ッ
チ　

宮
沢
賢
治
」
と
あ
り
、
背
に
は
「
春
と

修
羅　

宮
沢
賢
治
」
と
刷
っ
て
あ
る
。
本
体
表
紙
に
は
文
字
は
な
く
藍
色
で

あ
ざ
み
の
草
の
文
様
が
あ
り
、背
に
は
「
詩
集　

春
と
修
羅　

宮
澤
賢
治
作
」

と
押
さ
れ
て
い
る
。
函
表
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
が
本
体
背
で
は
「
詩
集
」
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と
な
り
、
函
表
の
「
宮
沢
賢
治
」
は
本
体
背
で
は
「
宮
澤
賢
治
」
と
相
違
し

て
い
る
。
函
背
の
「
詩
集　

春
と
修
羅　

宮
澤
賢
治
作
」（
尾
山
篤
二
郎
筆
）

の
「
詩
集
」
と
い
う
表
記
に
対
し
て
、
賢
治
は
友
人
森
佐
一
宛
書
簡
（
大
正

一
四
年
二
月
九
日
）
で
「
出
版
者
は
そ
の
体
裁
か
ら
バ
ッ
ク
に
詩
集
と
書
き

ま
し
た
。
私
は
び
く
び
く
も
の
で
し
た
。
亦
恥
か
し
か
っ
た
た
め
に
ブ
ロ
ン

ヅ
の
粉
で
、
そ
の
二
字
を
ご
ま
か
し
て
消
し
た
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
」
２
と

述
べ
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
３
。

前
に
私
の
自
費
で
出
し
た
「
春
と
修
羅
」
も
、
亦
そ
れ
か
ら
あ
と
只
今

ま
で
書
き
付
け
て
あ
る
も
の
も
、
こ
れ
ら
は
み
ん
な
到
底
詩
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
が
こ
れ
か
ら
、
何
と
か
し
て
完
成
し
た
い
と
思
っ
て
居
り

ま
す
、
或
る
心
理
学
的
な
仕
事
の
仕
度
に
、
正
統
な
勉
強
の
許
さ
れ
な

い
間
、
境
遇
の
許
す
限
り
、
機
会
の
あ
る
度
毎
に
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件

の
下
で
書
き
取
っ
て
置
く
、
ほ
ん
の
粗
硬
な
心
象
の
ス
ケ
ッ
チ
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
あ
の
無
謀
な
「
春
と
修
羅
」
に
於
て
、
序
文
の
考

を
主
張
し
、
歴
史
や
宗
教
の
位
置
を
全
く
変
換
し
や
う
と
企
画
し
、
そ

れ
を
基
骨
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
生
活
を
発
表
し
て
、
誰
か
に
見
て
貰
ひ

た
い
と
、
愚
か
に
も
考
へ
た
の
で
す
。

　　

賢
治
に
は
『
春
と
修
羅
』
は
あ
く
ま
で
も
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
で
あ
り
、「
詩

集
」
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
賢
治
の
い
う
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」

と
は
如
何
な
る
も
の
か
。『
春
と
修
羅
』「
序
」
に
は
、
賢
治
の
い
う
「
心
象

ス
ケ
ッ
チ
」
の
内
容
が
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　

わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は

　
　

仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の

　
　

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す

　
　
（
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
）

　
　

風
景
や
み
ん
な
と
い
つ
し
よ
に

　
　

せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら

　
　

い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る

　
　

因
果
交
流
電
燈
の

　
　

ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す

　
　
（
ひ
か
り
は
た
も
ち　

そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）

　
「
わ
た
く
し
」
は
「
現
象
」
で
し
か
な
く
、「
風
景
や
み
ん
な
と
い
つ
し
よ

に
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
」
す
る
「
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
」
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
賢
治
に
は
万
物
は
実
体
で
な
く
「
現
象
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
、

意
識
に
の
ぼ
る
「
現
象
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
写
し
取
っ
た
の
が
賢
治
の
い
う

「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
で
あ
る
。

　

賢
治
詩
の
魅
力
に
つ
い
て
は
、
草
野
心
平
が
「
私
は
い
ま
は
只
、
世
間
で

は
殆
ん
ど
無
名
に
近
い
一
人
の
す
ば
ら
し
い
詩
人
の
存
在
を
大
声
で
叫
び
た

い
」（「
三
人
」『
詩
神
』
一
九
二
六
年
八
月
）
と
述
べ
た
も
の
が
賢
治
生
前

の
数
少
な
い
評
価
で
あ
る
４
。
ま
た
、
吉
田
精
一
は
賢
治
詩
に
つ
い
て
「
彼
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の
生
そ
の
も
の
の
息
吹
き
が
、
生
そ
の
も
の
の
脈
動
が
、
彼
の
詩
で
あ
っ
た
」

５
と
そ
の
精
神
の
特
異
な
あ
り
様
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
吉
本
隆
明

は
、『
春
と
修
羅
』
第
一
集
の
根
本
的
理
念
に
「
仏
教
の
考
え
方
」
が
あ
る

と
指
摘
し
、「
す
べ
て
の
も
の
は
あ
る
と
お
も
う
か
ら
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の

で
、
た
だ
の
現
象
だ
、
人
に
よ
っ
て
違
う
と
こ
ろ
か
ら
み
た
ら
、
違
う
よ
う

に
み
え
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
得
る
、
と
て
も
不
安
定
な
現
象
に
す
ぎ
な
い

存
在
な
ん
だ
と
い
う
」
６
仏
教
の
根
本
的
な
世
界
観
に
も
と
づ
く
賢
治
の
身

に
つ
け
た
方
法
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
７
。

　

人
間
も
風
景
も
物
象
も
ぜ
ん
ぶ
仮
定
さ
れ
た
現
象
に
す
ぎ
な
い
ん
だ
。

そ
う
す
る
と
、
ひ
と
り
の
人
間
が
、
た
と
え
ば
風
景
を
み
る
場
合
に
は
、

風
景
も
現
象
で
あ
り
、
自
分
の
ほ
う
も
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
感
覚
的
に

そ
れ
を
つ
か
む
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
そ
れ
ら
が
交
流
す
る
だ
け

で
、
自
分
と
い
う
現
象
が
風
景
の
中
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
う
し
、
風
景

の
ほ
う
も
逆
に
自
分
の
ほ
う
に
溶
け
込
ん
で
き
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
な

ん
と
も
い
え
な
い
緻
密
な
と
い
い
ま
す
か
、
親
密
な
風
景
と
自
分
と
の

感
覚
的
な
関
係
が
う
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
関
係
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と

が
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て
は
詩
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
た
と
お
も
い
ま

す
。

　

賢
治
詩
の
魅
力
で
も
あ
る
不
思
議
な
透
明
感
は
、「
人
間
も
風
景
も
物
象

も
ぜ
ん
ぶ
仮
定
さ
れ
た
現
象
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
対
象
へ
の
濃
密
な
一
体

感
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
賢
治
の
意
識
に
映
っ
た
あ
り
の

ま
ま
の
心
象
な
の
だ
。
仏
教
の
根
本
的
な
世
界
観
の
な
か
か
ら
生
み
だ
さ
れ

た
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
考
え
方
は
、『
春
と
修
羅
』「
序
」
に
賢
治
の

方
法
と
し
て
鮮
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
賢
治
の
「
心
象
ス

ケ
ッ
チ
」
と
い
う
方
法
は
、
多
く
の
矛
盾
を
抱
え
込
ん
で
い
た
。「
風
景
や

み
ん
な
と
い
つ
し
よ
に
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
」
す
る
「
ひ
と
つ
の
青
い

照
明
」
で
あ
る
は
ず
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
が
、
賢
治
自
身
の
意
識
で
何
度

も
推
敲
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
跡
は
、
賢
治
の
原
稿
に
残

さ
れ
た
独
特
な
筆
跡
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
永
劫
的
な
推
敲

　

賢
治
の
作
品
は
童
話
も
含
め
て
、
刹
那
的
な
ス
ケ
ッ
チ
に
永
劫
的
な
推
敲

が
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
実
状
に
つ
い
て
入
沢
康
夫
氏
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
８
。

賢
治
作
品
の
原
稿
に
見
出
さ
れ
る
、
は
な
は
だ
し
い
推
敲
ぶ
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
烈
し
い
推
敲
を
経
た
あ
と
で
清
書
さ
れ
た
新
し

い
原
稿
に
、
ま
た
し
て
も
た
く
さ
ん
の
手
入
れ
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
次

の
段
階
の
稿
へ
と
受
け
つ
が
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
多
く
の
作
品
で

起
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
が
、
作
品
の
最
終
的
決
定
的
な
完
成
の
た

め
に
、
時
間
を
か
け
て
、
あ
ち
こ
ち
の
言
葉
を
と
と
の
え
る
と
い
っ
た
、

普
通
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
推
敲
で
は
な
く
、
一
た
ん
書
き
上
げ
ら
れ
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た
形
に
対
し
て
、
あ
る
時
に
、
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
一
貫
し
て
手
入

れ
が
な
さ
れ
、
そ
こ
で
一
つ
の
新
し
い
形
が
成
立
し
、
そ
れ
が
ま
た
、

し
ば
ら
く
す
る
と
、
は
じ
め
か
ら
終
り
ま
で
手
を
入
れ
ら
れ
て
、
作
品

が
さ
ら
に
新
た
な
形
を
と
る
、
と
い
う
具
合
に
、
次
々
と
層
を
成
し
て

積
み
重
な
る
変
化
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
き
わ
だ
っ
た
特
色
が
あ
る
。

　
『
春
と
修
羅
』
第
一
集
は
、「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
な
ら
ん
で
「
重
層
す
る

手
入
・
改
作
の
連
鎖
」
９
と
い
う
大
き
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
杉
浦
静
氏

は
「『
春
と
修
羅
』
の
詩
人
の
時
間
は
、
ら
せ
ん
円
環
的
な
進
み
方
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。『
春
と
修
羅
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、こ
の
の
ち
に
も
〈
春

と
修
羅　

第
二
集
〉〈
春
と
修
羅　

第
三
集
〉
と
い
う
よ
う
に
心
象
ス
ケ
ッ

チ
集
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
終
生
手
放
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
１
０
。

『
春
と
修
羅
』
第
一
集
に
所
収
さ
れ
た
詩
に
は
、
⑴
初
版
本
、
⑵
初
版
本
が

出
て
か
ら
賢
治
が
書
き
入
れ
を
し
た
自
筆
手
入
れ
本
、
⑶
初
版
本
印
刷
の
た

め
の
賢
治
が
清
書
し
た
原
稿
、
⑷
賢
治
の
生
前
に
新
聞
や
雑
誌
に
発
表
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
四
種
類
の
資
料
を
並
べ
て
み
る
と
、
賢
治
の
「
重

層
す
る
手
入
・
改
作
の
連
鎖
」
の
形
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
筆
手

入
れ
本
に
は
現
在
、
宮
沢
家
所
蔵
本
、
菊
池
暁
輝
氏
所
蔵
本
、
藤
原
喜
藤
治

氏
所
蔵
本
の
三
点
が
あ
り
、
自
筆
手
入
れ
本
に
残
さ
れ
た
推
敲
の
う
ち
で
、

い
ち
ば
ん
人
目
を
引
く
の
は
、
宮
沢
家
所
蔵
本
で
「
永
訣
の
朝
」
の
末
尾
に

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
１
１
。

　
「
永
訣
の
朝
」
は
、一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
春

と
修
羅
』第
一
集
の
な
か
に「
無
声
慟
哭
」と
題
し
て「
松
の
針
」「
無
声
慟
哭
」

「
風
林
」「
白
い
鳥
」
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
無
声
慟
哭
」
五
編
の

う
ち
「
永
訣
の
朝
」「
松
の
針
」「
無
声
慟
哭
」
の
三
編
に
は
、
初
版
本
目
次

に
「｟
二
二
、
一
一
、
二
七
｠」
の
日
付
が
あ
り
、「
風
林
」
に
は
「
二
三
、
六
、

三
」、「
白
い
鳥
」
に
は
「
二
三
、
六
、
四
」
の
日
付
が
あ
る
。
初
版
本
に
付

さ
れ
た
日
付
一
九
二
二
年
一
一
月
二
七
日
は
賢
治
の
妹
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た

日
で
あ
り
、
芹
沢
俊
介
氏
は
「
と
し
子
の
死
ん
だ
日
と
し
て
の
日
付
、
と
か

ん
が
え
る
こ
と
が
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
１
２
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

佐
藤
泰
正
氏
は
妹
ト
シ
の
看
護
を
し
て
い
た
細
川
キ
ヨ
が
語
る
「
賢
さ
ん
は
、

押
入
を
あ
け
て
、
ふ
と
ん
を
か
ぶ
っ
て
、
お
い
お
い
と
泣
き
ま
し
た
」
と
い

う
ト
シ
臨
終
の
模
様
か
ら
「
現
実
の
は
げ
し
い
慟
哭
の
終
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

〈
無
声
慟
哭
〉
と
し
て
の
、
こ
れ
ら
の
詩
篇
は
書
き
つ
が
れ
る
」
１
３
と
指
摘

し
て
い
る
。
賢
治
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
の
性
質
か
ら
考
え
る
と
詩
が
書
か

れ
た
日
付
で
は
な
く
、
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た
日
付
に
お
い
て
読
ま
れ
る
こ
と

を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

詩
の
技
巧
に
関
し
て
吉
田
精
一
は
「
妹
の
こ
と
ば
を
リ
フ
レ
エ
ン
の
よ
う

に
間
に
は
さ
み
、
そ
れ
が
詩
想
の
展
開
上
の
は
ず
み
を
つ
く
り
、
一
種
の
内

面
的
律
動
の
拍
子
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と

ば
が
方
言
で
あ
る
こ
と
が
、
詩
感
の
即
実
性
を
強
め
、
特
色
を
な
し
て
い
る
」

１
４
と
指
摘
す
る
。「
永
訣
の
朝
」
の
言
語
表
現
の
推
敲
の
跡
を
中
心
に
詳
し

く
考
察
す
る
。
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四
　「
永
訣
の
朝
」
の
言
語
表
現　
　

　
「
永
訣
の
朝
」
自
筆
手
入
れ
本
に
残
さ
れ
た
推
敲
の
う
ち
で
、
い
ち
ば
ん

著
し
い
の
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
括
弧
を
入
れ
て
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
妹
ト

シ
の
方
言
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
強
烈
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
印
刷
用
原
稿
を
見
る
と
、
方
言
の
「
お
ら
お
ら
で
」
と
「
う
ま
れ
で
く
る

た
て
」
は
、
四
度
繰
り
返
さ
れ
る
「
あ
め
ゆ
じ
ゆ
と
て
ち
て
け
ん
じ
や
」
と

同
じ
く
、
い
っ
た
ん
は
行
頭
を
三
マ
ス
下
げ
て
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
た

も
の
が
、
ロ
ー
マ
字
表
記
に
直
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
初
版
本
で
は
「
う
ま

れ
で
く
る
た
て
」
の
方
は
再
び
平
仮
名
に
戻
っ
て
い
て
、
ロ
ー
マ
字
表
記
は

「O
ra O

rade

」
だ
け
に
な
っ
て
、
こ
れ
だ
け
行
頭
に
表
記
さ
れ
る
。

　

詩
集
印
刷
用
原
稿
と
初
版
本
の
異
同
に
加
え
て
、
初
版
本
刊
行
後
の
手
入

れ
の
問
題
は
、
末
尾
の
三
行
に
か
か
わ
る
。
印
刷
用
原
稿
で
は
二
行
で
あ
っ

た
も
の
に
一
行
挿
入
さ
れ
三
行
に
推
敲
さ
れ
、
三
行
に
印
刷
さ
れ
た
初
版
本

に
手
入
れ
を
し
た
宮
沢
家
手
入
れ
本
で
は
四
行
に
な
っ
て
い
る
。

・
印
刷
用
原
稿

　
　

ど
う
か
こ
れ
が
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
る
や
う
に

　
　

わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
い
を
か
け
て
ね
が
ふ

　
　
　
　

↓

・
初
版
本

　
　

ど
う
か
こ
れ
が
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
っ
て

　
　

お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に
聖
い
資
糧
を
も
た
ら
す
や
う
に

　
　

わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ

　
　
　
　

↓

・
宮
沢
家
手
入
れ
本　

　
　

ど
う
か
こ
れ
が
兜
卒
の
天
の
食
に
変
っ
て

　
　

や
が
て
は
お
ま
へ
と
み
ん
な
と
に

　
　

聖
い
資
糧
を
も
た
ら
す
こ
と
を

　
　

わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ

　
「
天
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
」
か
ら
「
兜
卒
の
天
の
食
」
に
書
き
換
え
ら
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
草
野
心
平
は
「
訂
正
さ
れ
た
方
が
厳
粛
で
カ
ッ
チ
リ
し
て

い
て
『
わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ
』
に
ふ
さ
わ
し

い
」１
５
と
述
べ
て
い
る
。「
永
訣
の
朝
」
と
い
う
陰
惨
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
ア

イ
ス
ク
リ
ー
ム
」
は
奇
抜
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ユ
ー
モ
ア
と
い
う
賢

治
作
品
の
特
徴
か
ら
す
る
と
斬
新
な
表
現
で
あ
る
。
賢
治
が
い
う
「
永
久
の

未
完
成
こ
れ
完
成
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
両
方
の
表
現
が
そ

れ
ぞ
れ
の
作
品
の
完
成
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

教
科
書
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
明
治
書
院
や
大
修
館
書
店
の
よ
う
に
初

版
本
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
、
東
京
書
籍
や
第
一
学
習
社
の
よ
う
に
宮
沢

家
手
入
れ
本
を
採
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
本
論
で
は
、
初
版
本
を
採
用

し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
全
文
を
引
用
す
る
。
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永
訣
の
朝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
沢
賢
治

　
　

き
ょ
う
の
う
ち
に

　
　

と
お
く
へ
い
っ
て
し
ま
う
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
よ

　
　

み
ぞ
れ
が
ふ
っ
て
お
も
て
は
へ
ん
に
あ
か
る
い
の
だ

　
　
　
　
　
（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）

　
　

う
す
あ
か
く
い
っ
そ
う
陰
惨
な
雲
か
ら

　
　

み
ぞ
れ
は
び
ち
ょ
び
ち
ょ
ふ
っ
て
く
る

　
　
　
　
　
（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）

　
　

青
い
蓴
菜
の
も
よ
う
の
つ
い
た

　
　

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
か
け
た
陶
椀
に

　
　

お
ま
え
が
た
べ
る
あ
め
ゆ
き
を
と
ろ
う
と
し
て

　
　

わ
た
し
は
ま
が
っ
た
て
っ
ぽ
う
だ
ま
の
よ
う
に

　
　

こ
の
く
ら
い
み
ぞ
れ
の
な
か
に
飛
び
だ
し
た

　
　
　
　
　
（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）

　
　

蒼
鉛
い
ろ
の
暗
い
雲
か
ら

　
　

み
ぞ
れ
は
び
ち
ょ
び
ち
ょ
沈
ん
で
く
る

　
　

あ
あ
と
し
子

　
　

死
ぬ
と
い
う
い
ま
ご
ろ
に
な
っ
て

　
　

わ
た
く
し
を
い
っ
し
ょ
う
あ
か
る
く
す
る
た
め
に

　
　

こ
ん
な
さ
っ
ぱ
り
し
た
雪
の
ひ
と
わ
ん
を

　
　

お
ま
え
は
わ
た
く
し
に
た
の
ん
だ
の
だ

　
　

あ
り
が
と
う
わ
た
く
し
の
け
な
げ
な
い
も
う
と
よ

　
　

わ
た
く
し
も
ま
っ
す
ぐ
に
す
す
ん
で
い
く
か
ら　

　
　
　
　
　
（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）

　
　

は
げ
し
い
は
げ
し
い
熱
や
あ
え
ぎ
の
あ
い
だ
か
ら

　
　

お
ま
え
は
わ
た
く
し
に
た
の
ん
だ
の
だ

　
　
　

銀
河
や
太
陽　

気
圏
な
ど
と
よ
ば
れ
た
せ
か
い
の

　
　

そ
ら
か
ら
お
ち
た
雪
の
さ
い
ご
の
ひ
と
わ
ん
を
…
…

　
　

…
ふ
た
き
れ
の
み
か
げ
せ
き
ざ
い
に

　
　

み
ぞ
れ
は
さ
び
し
く
た
ま
っ
て
い
る

　
　

わ
た
く
し
は
そ
の
う
え
に
あ
ぶ
な
く
た
ち

　
　

雪
と
水
と
の
ま
っ
し
ろ
な
二
相
系
を
た
も
ち

　
　

す
き
と
お
る
つ
め
た
い
雫
に
み
ち
た

　
　

こ
の
つ
や
や
か
な
松
の
え
だ
か
ら

　
　

わ
た
く
し
の
や
さ
し
い
い
も
う
と
の

　
　

さ
い
ご
の
た
べ
も
の
を
も
ら
っ
て
い
こ
う

　
　

わ
た
し
た
ち
が
い
っ
し
ょ
に
そ
だ
っ
て
き
た
あ
い
だ

　
　

み
な
れ
た
ち
ゃ
わ
ん
の
こ
の
藍
の
も
よ
う
に
も

　
　

も
う
き
ょ
う
お
ま
え
は
わ
か
れ
て
し
ま
う

　
　
（O

ra O
rade Shitori egum

o

）

　
　

ほ
ん
と
う
に
き
ょ
う
お
ま
え
は
わ
か
れ
て
し
ま
う

　
　

あ
あ
あ
の
と
ざ
さ
れ
た
病
室
の

　
　

く
ら
い
び
ょ
う
ぶ
や
か
や
の
な
か
に

　
　

や
さ
し
く
あ
お
じ
ろ
く
燃
え
て
い
る
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わ
た
く
し
の
け
な
げ
な
い
も
う
と
よ

　
　

こ
の
雪
は
ど
こ
を
え
ら
ぼ
う
に
も

　
　

あ
ん
ま
り
ど
こ
も
ま
っ
し
ろ
な
の
だ

　
　

あ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
み
だ
れ
た
そ
ら
か
ら

　
　

こ
の
う
つ
く
し
い
雪
が
き
た
の
だ

　
　
　
　
　
（
う
ま
れ
で
く
る
た
て

　
　
　
　
　

こ
ん
ど
は
こ
た
に
わ
り
ゃ
の
こ
と
ば
か
り
で

　
　
　
　
　

く
る
し
ま
な
あ
よ
に
う
ま
れ
て
く
る
）

　
　

お
ま
え
が
た
べ
る
こ
の
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
に

　
　

わ
た
く
し
は
い
ま
こ
こ
ろ
か
ら
い
の
る

　
　

ど
う
か
こ
れ
が
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
っ
て

　
　

お
ま
え
と
み
ん
な
と
に
聖
い
資
糧
を
も
た
ら
す
よ
う
に

　
　

わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
わ
い
を
か
け
て
ね
が
う

　
　

　

本
文
異
同
に
お
け
る
言
語
表
現
を
学
習
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
教
材
化
に

あ
た
っ
て
「
永
訣
の
朝
」
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
言
語
表
現
に
お
け
る
重
要

な
表
現
を
考
察
す
る
。

五
　
と
し
子
の
科
白　

　

ま
ず
「
き
ょ
う
の
う
ち
に
／
と
お
く
へ
い
っ
て
し
ま
う
わ
た
く
し
の
い
も

う
と
よ
」
に
つ
い
て
考
え
る
。「
き
ょ
う
の
う
ち
に
／
と
お
く
へ
い
っ
て
し

ま
っ
た
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
よ
」
で
は
な
い
の
は
、
ト
シ
が
亡
く
な
っ
た

日
付
に
お
い
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
詩
の
現
在
は
ト

シ
が
生
き
て
い
る
状
態
で
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
賢

治
は
、
ト
シ
が
病
没
し
た
大
正
一
一
年
一
一
月
二
七
日
の
朝
を
想
起
し
て
詩

を
書
い
て
い
る
。
よ
っ
て
、
詩
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
日
付
に
し
ば
ら
れ
て
「
永

訣
の
朝
」
を
ト
シ
の
死
の
当
日
に
書
か
れ
た
と
限
定
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、

ト
シ
と
の
永
遠
の
別
れ
と
な
っ
た
日
の
朝
の
心
象
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
と

し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。「
永
訣
の
朝
」
に
は
、
ト
シ
の
死
で
は
な
く
迫
り

く
る
死
を
前
に
し
た
ト
シ
の
生
々
し
い
生
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に「
青
い
蓴
菜
の
も
よ
う
の
つ
い
た
／
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
か
け
た
陶
椀
」

と
い
う
表
現
で
、
な
ぜ
「
わ
た
く
し
」
は
陶
椀
を
「
ふ
た
つ
」
持
っ
て
行
っ

た
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
あ
め
ゆ
き
を
取
る
た
め
だ
け
な
ら
、
か
け
て
な

い
椀
ひ
と
つ
で
こ
と
足
り
る
は
ず
で
あ
る
。
と
し
子
が
兄
に
頼
む
の
は
、「
雪

の
ひ
と
わ
ん
」「
雪
の
さ
い
ご
の
ひ
と
わ
ん
」
と
い
う
よ
う
に
あ
く
ま
で
「
ひ

と
つ
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
わ
た
く
し
」
は
無
意
識
に
「
ふ
た
つ
の
か

け
た
陶
椀
」
を
持
ち
だ
し
た
こ
と
に
な
る
。
兄
は
「
ひ
と
つ
」
に
な
る
こ
と

が
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、「
ふ
た
つ
」を
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
。こ
の「
二
」

と
い
う
数
字
は
「
…
ふ
た
き
れ
の
み
か
げ
せ
き
ざ
い
」
や
「
雪
と
水
と
の
ま

っ
し
ろ
な
二
相
系
」
と
し
て
重
要
な
表
現
で
あ
る
。
原
子
朗
氏
が
「
こ
れ
ら

の
『
二
』
と
い
う
数
詞
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
精
神
的
に
一
心
同
体
だ
っ
た

自
分
と
妹
の
二
者
を
意
識
し
、
か
つ
今
後
別
々
の
二
つ
の
生
き
か
た
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
運
命
を
暗
示
し
て
い
る
」
１
６
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
と
し
子
」

は
「
わ
た
く
し
」
の
片
割
れ
で
あ
り
、「
ふ
た
つ
」
に
は
、
ひ
と
つ
の
も
の
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の
わ
か
れ
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
末
期
の
水
と
し
て
「
と
し
子
」
が
口
に

ふ
く
む
の
は
、「
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で

あ
る
。
ま
た
、
わ
ん
に
も
る
「
あ
め
ゆ
き
」
は
、「
雪
と
水
の
ま
っ
し
ろ
な

二
相
系
を
た
も
」
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
「
ふ
た
つ
」
で
「
ひ
と
つ
」

で
あ
っ
た
も
の
が
「
永
訣
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
悲
痛
の
な
か

で
「
わ
た
く
し
は
ま
が
っ
た
て
っ
ぽ
う
だ
ま
の
よ
う
に
／
こ
の
く
ら
い
み
ぞ

れ
の
な
か
に
飛
び
だ
し
た
」
の
で
あ
る
。「
て
っ
ぽ
う
だ
ま
」
と
は
本
来
真

直
ぐ
に
進
む
も
の
で
あ
る
が
、「
ま
が
っ
た
」
と
い
う
表
現
で
「
わ
た
く
し
」

が
き
ち
ん
と
し
た
状
態
で
は
な
く
な
り
、
平
常
心
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
飛
び
だ
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
兄
の
混
乱
と
は
対
照
的
に
、「
は
げ

し
い
は
げ
し
い
熱
や
あ
え
ぎ
の
あ
い
だ
か
ら
」
の
「
と
し
子
」
の
科
白
「（
あ

め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）」
を
「
わ
た
く
し
」
は
反
芻
す
る
。
そ
し

て
、
と
し
子
の
願
い
が
病
室
で
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
「
わ
た
く

し
」
を
外
に
出
す
た
め
、
延
い
て
は
「
わ
た
く
し
を
い
っ
し
ょ
う
あ
か
る
く

す
る
た
め
」
で
あ
る
と
気
が
つ
い
た
と
き
、「
あ
り
が
と
う
わ
た
く
し
の
け

な
げ
な
い
も
う
と
よ
／
わ
た
く
し
も
ま
っ
す
ぐ
に
す
す
ん
で
い
く
か
ら
」
と

や
っ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

と
し
子
の
科
白
を
括
弧
で
く
く
り
、
行
頭
を
三
マ
ス
下
げ
て
、
方
言
に
し

た
こ
と
に
加
え
て
、
賢
治
の
印
刷
用
原
稿
に
は
表
記
を
ひ
ら
が
な
か
ら
ロ
ー

マ
字
に
変
え
た
推
敲
の
あ
と
が
う
か
が
え
る
。
賢
治
は
と
し
子
の
科
白
に
強

烈
な
印
象
を
も
た
せ
、
方
言
に
は
「
永
訣
の
朝
」「
松
の
針
」「
無
声
慟
哭
」

三
編
の
あ
と
に
註
ま
で
つ
け
て
作
品
の
効
果
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
と
し
子

の
科
白
は
全
部
で
六
回
あ
る
が
、「（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）」

の
四
回
の
リ
フ
レ
イ
ン
に
つ
づ
く
、
二
回
の
科
白
は
印
刷
原
稿
で
は
ど
ち
ら

も
ロ
ー
マ
字
表
記
に
直
さ
れ
て
い
た
の
が
、
初
版
本
で
は
最
後
の
「（
う
ま

れ
で
く
る
た
て
／
こ
ん
ど
は
こ
た
に
わ
り
ゃ
の
こ
と
ば
か
り
で
／
く
る
し
ま

な
あ
よ
に
う
ま
れ
て
く
る
）」
は
ふ
た
た
び
ひ
ら
が
な
と
な
り
、
結
果
と
し

て
「（O

ra O
rade Shitori egum

o

）」
と
い
う
表
現
だ
け
が
ロ
ー
マ
字
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
小
沢
俊
郎
氏
は
「
異
質
の
言
語
と
し
て
、
聞
い

た
瞬
間
に
は
意
味
の
通
じ
な
い
こ
と
ば
と
し
て
、
賢
治
は
そ
れ
を
聞
い
た
」

１
７
か
ら
と
述
べ
て
い
る
が
、「
意
味
が
通
じ
な
い
」
の
で
は
な
く
賢
治
が
直

視
で
き
な
か
っ
た
「
永
訣
」
の
こ
と
ば
と
し
て
受
け
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
字
表
記
に
加
え
て
、
他
の
科
白
と
ち
が
っ
て
行
頭
三
マ
ス
下
げ
は
な

さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
他
の
と
し
子
の
科
白
と
の
差
異
化
を
際
立
た
せ
る
た

め
で
あ
る
。
と
し
子
の
六
回
の
科
白
の
な
か
で
も
「（O

ra O
rade Shitori 

egum
o

）」
は
特
別
扱
い
で
「
ふ
た
つ
」
に
未
練
を
断
ち
切
れ
な
い
「
わ
た

く
し
」
に
対
し
て
、「
ひ
と
り
」
と
い
う
と
し
子
の
断
固
た
る
決
意
に
「
わ

た
く
し
」
が
慄
然
と
す
る
様
子
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

賢
治
は
、『
春
と
修
羅
』「
序
」
で
、「
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は
／
仮
定

さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

と
し
子
の
生
は
「
あ
あ
あ
の
と
ざ
さ
れ
た
病
室
の
／
く
ら
い
び
ょ
う
ぶ
や
か

や
の
な
か
に
／
や
さ
し
く
あ
お
じ
ろ
く
燃
え
て
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。

「
あ
め
ゆ
じ
ゅ
」
が
雪
と
水
の
二
相
系
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
わ
た
く

し
」
や
「
と
し
子
」
は
生
と
死
の
二
相
系
で
あ
り
、「
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
」



126

文学教材の研究
―宮沢賢治「永訣の朝」（高等学校）の言語表現― （荻原）

の
よ
う
に
「
あ
お
じ
ろ
く
燃
え
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
賢
治
に
と
っ
て
、
生

死
と
は
現
象
で
あ
り
、「（
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
）」
な
の
で
あ
る
。

と
し
子
は
「（
ひ
か
り
は
た
も
ち　

そ
の
電
燈
は
失
は
れ
）」
と
い
う
よ
う
に
、

「
電
燈
」
で
あ
る
肉
体
は
失
わ
れ
て
も
、「
ひ
か
り
」
で
あ
る
魂
は
生
き
続
け

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
森
陽
一
氏
は
、「
修
羅
が
書
き
付
け
た
涙
」
と

題
し
て
「
永
訣
の
朝
」
の
詩
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
１
８
。

妹
が
死
ぬ
前
に
は
必
死
で
生
と
死
の
二
相
系
を
保
と
う
と
し
て
い
た
兄

も
、
や
が
て
妹
が
息
を
引
き
取
る
と
、
お
そ
ら
く
そ
の
二
椀
は
死
に
水

と
し
て
使
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
、
妹
が
死
ん
だ
あ
と
に
、
あ
た

か
も
ま
だ
妹
が
死
ん
で
い
な
い
か
の
よ
う
な
言
葉
で
詩
を
書
い
て
い
る

と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
の
世
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
妹
を
こ

の
世
に
引
き
戻
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

賢
治
の
作
品
は
、
童
話
と
と
も
に
国
語
教
科
書
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
言
語
表
現
に
い
く
つ
も
の
解
釈
が
生
ま
れ
る
深
遠
な
世
界
を
た
た
え

て
い
る
。
よ
っ
て
、
教
科
書
の
「
学
習
の
手
引
き
」
ど
お
り
に
指
導
案
を
作

成
し
て
安
心
し
て
い
る
と
最
後
で
ど
ん
で
ん
返
し
を
食
う
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
。
豊
か
な
言
語
表
現
を
真
摯
な
態
度
で
読
み
解
く
こ
と
が
、
学
習
者
に

求
め
ら
れ
る
。「
永
訣
の
朝
」
が
『
春
と
修
羅
』
と
題
さ
れ
た
も
の
に
収
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
修
羅
」
の
言
語
表
現
と
し
て
読
む
可
能
性
を

持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雪
と
水
と
い
う
清
澄
な
言
語
表
現
に
ひ
そ

む
、生
と
死
の
世
界
を
彷
徨
う
「
修
羅
」
の
昏
迷
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

お
わ
り
に　
　
　

　

高
等
学
校
第
二
学
年
文
学
教
材
と
し
て
「
永
訣
の
朝
」
を
指
導
し
た
鏡
山

純
史
氏
は
、
そ
の
単
元
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
１
９
。

本
単
元
は
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
や
他
者
と
の
か
か
わ
り
が
希
薄
と
な

っ
た
現
代
の
状
況
を
受
け
、
生
徒
に
「
ほ
ん
と
う
の
生
き
方
」「
生
き

る
意
味
」
と
は
何
か
を
問
い
か
け
、
自
己
と
対
峙
し
、
自
他
の
生
命
尊

重
や
共
生
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
る
と
い
う
意
義
を
含
ん
で
い
る
。

　

文
学
の
こ
と
ば
に
は
力
が
あ
り
、
な
か
で
も
賢
治
詩
の
こ
と
ば
は
生
徒
一

人
一
人
に
他
者
に
対
す
る
関
心
、
他
者
の
生
命
に
対
す
る
想
像
力
を
喚
起
す

る
優
れ
た
教
材
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

芸
術
、
と
り
わ
け
文
学
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
現
実
の
再
現
で
は
な
く
現
実

の
創
造
で
あ
る
２
０
。
文
学
教
材
の
価
値
と
は
、
学
習
者
に
言
語
表
現
を
通

し
て
形
な
き
も
の
に
形
を
あ
た
え
、
見
え
な
い
も
の
を
目
に
見
え
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
高
等
学
校
国
語
科
の
目
標
が
「
国
語
を
適
切
に
表

現
し
的
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、

思
考
力
や
想
像
力
を
伸
ば
し
、
心
情
を
豊
か
に
し
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、
言

語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
、
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度

を
育
て
る
」
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
賢
治
詩
は
、
生
徒
の
こ
と
ば
に
よ
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る
新
し
い
現
実
の
創
造
に
つ
な
が
る
優
れ
た
文
学
教
材
で
あ
る
と
い
え
る
。

＊
宮
沢
賢
治
「
永
訣
の
朝
」
本
文
は
、『
新
精
選　

現
代
文
』
明
治
書
院
二

〇
一
二
年
一
月
に
拠
っ
た
。
そ
の
他
の
宮
沢
賢
治
の
本
文
は
、『
新
校
本
宮

澤
賢
治
全
集
』筑
摩
書
房
、一
九
九
五
年
五
月
～
二
〇
〇
九
年
三
月
に
拠
っ
た
。

註１ 

佐
藤
洋
一
「
賢
治
詩
の
『
文
体
』
の
特
徴
を
生
か
す
」『
月
刊
国
語
教
育
』

東
京
法
令
出
版
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
、
七
一
頁
。

２ 

『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集　

第
十
五
巻
書
簡
本
文
編
』
筑
摩
書
房
、
一

九
九
五
年
一
二
月
、
二
二
二‐

二
二
三
頁
。

３ 

『
新
校
本
宮
沢
賢
治
全
集　

第
十
五
巻
書
簡
本
文
編
』
同
掲
書
、
二
二

二
頁
。

４ 

生
前
無
名
だ
っ
た
賢
治
の
詩
を
早
く
か
ら
評
価
し
た
も
の
に
は
、
草
野

心
平
の
ほ
か
高
村
光
太
郎
の
「
宮
沢
賢
治
の
全
貌
が
だ
ん
だ
ん
は
っ
き

り
分
っ
て
来
て
み
る
と
、
日
本
の
文
学
家
の
中
で
、
彼
ほ
ど
独
逸
語
で

謂
う
所
の
『
詩デ

ヒ
テ
ル人

』
と
い
う
風
格
を
多
分
に
持
っ
た
者
は
少
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
往
年
草
野
心
平
君
の
注
意
に
よ
っ
て
彼
の
詩
集
『
春
と

修
羅
』
一
巻
を
読
み
、
そ
の
詩
魂
の
厖
大
で
親
密
で
源
泉
的
で
、
ま
っ

た
く
、
わ
き
め
も
ふ
ら
ぬ
一
宇
宙
的
存
在
で
あ
る
事
を
知
っ
て
驚
い
た

の
で
あ
る
が
、
彼
の
死
後
、
い
ろ
い
ろ
の
遺
稿
を
目
に
し
、
又
そ
の
日

常
の
行
蔵
を
耳
に
す
る
と
、
そ
の
詩
篇
の
由
来
す
る
所
が
遥
か
に
遠
く

深
い
事
を
痛
感
す
る
」（「
宮
沢
賢
治
に
就
い
て
」『
宮
沢
賢
治
研
究
』

一
九
三
五
年
六
月
）
や
、
横
光
利
一
の
「
外
部
の
格
率
を
破
っ
て
奔
騰

す
る
内
面
張
力
や
、
そ
の
朗
々
た
る
明
朗
な
律
動
や
、
透
明
清
澄
な
品

位
の
中
に
傍
若
無
人
に
横
臥
し
粘
着
す
る
感
覚
な
ど
は
第
二
と
し
て
、

稀
に
見
る
科
学
と
宗
教
と
の
融
合
点
火
に
加
え
て
、
最
も
困
難
な
垂
直

性
を
持
つ
生
命
感
の
前
篇
に
漲
っ
て
い
る
特
長
は
、
万
葉
に
似
て
更
に

一
段
の
深
さ
を
た
た
え
て
い
る
と
思
う
」（「
宮
沢
賢
治
集　

世
紀
を
抜

い
た
詩
人
」『
読
売
新
聞
』
一
九
三
四
年
一
〇
月
二
六
日
）
や
、
中
原

中
也
の
「
彼
は
想
起
さ
れ
る
印
象
を
、
刻
々
新
し
い
概
念
に
、
翻
訳
し

つ
つ
あ
っ
た
の
で
す
。
彼
に
と
っ
て
印
象
と
い
う
も
の
は
、
或
い
は
現

識
と
い
う
も
の
は
、
勘
考
さ
る
べ
き
も
の
で
も
翫
味
さ
る
べ
き
も
の
で

も
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
い
ら
れ
な
い
程
、
現
識
は
現
識
の

ま
ゝ
で
、
惚
れ
惚
れ
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
彼
は
、

そ
の
現
識
を
、
で
き
る
だ
け
直
接
に
表
白
出
来
さ
せ
す
れ
ば
よ
か
っ
た

の
で
す
。
要
す
る
に
彼
の
精
神
は
、
感
性
の
新
鮮
に
泣
い
た
の
で
す
し
、

い
よ
い
よ
泣
こ
う
と
し
た
の
で
す
」（「
宮
沢
賢
治
の
詩
」『
レ
ツ
ェ
ン
ゾ
』

一
九
三
五
年
六
月
号
）
が
あ
る
。
平
澤
信
一
「
再
録　

賢
治
考
抄
」『
別

冊
太
陽　

宮
沢
賢
治
お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ
』
平
凡
社
、
二
〇

〇
四
年
五
月
所
収
、
一
四
九‐

一
五
〇
頁
。

５ 

吉
田
精
一
『
日
本
近
代
詩
鑑
賞　

昭
和
篇
』
天
明
社
、
一
九
四
八
年
五

月
、「
宮
沢
賢
治
」『
吉
田
精
一
著
作
集　

第
十
五
巻　

日
本
近
代
詩
鑑

賞　

下
』
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
五
月
所
収
、
一
五
〇
頁
。

６ 
吉
本
隆
明
「
宮
沢
賢
治　

詩
と
童
話
」『
宮
沢
賢
治
の
世
界
』
筑
摩
選
書
、
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二
〇
一
二
年
八
月
、
二
一
九
頁
。

７ 

吉
本
隆
明　

同
掲
書
、
同
頁
。

８ 
入
沢
康
夫
「
解
説
」『
宮
沢
賢
治
全
集
１
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
六

年
二
月
、
七
二
三‐

七
二
四
頁
。

９ 

入
沢
康
夫
「
解
説
」
同
掲
書
、
七
三
一
頁
。

10 

杉
浦
静
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
『
春
と
修
羅
』
に
つ
い
て
」『
別
冊
太
陽　

宮
沢
賢
治
お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ
』
前
掲
書
、
四
一
頁
。

11 

入
沢
康
夫
「
解
説
」
前
掲
書
、
七
二
九
頁
。

12 

芹
沢
俊
介
「『
無
声
慟
哭
』
ノ
ー
ト
」『
宮
沢
賢
治
の
宇
宙
を
歩
く
―
―

童
話
・
詩
を
読
み
と
く
鍵
』
角
川
選
書
、
一
九
九
六
年
七
月
、
二
〇
二

頁
。
芹
沢
氏
は
「
冒
頭
の
二
行
は
も
し
、
死
の
病
床
の
枕
頭
に
お
い
て

か
か
れ
た
と
し
た
ら
異
様
で
あ
る
。
詩
人
が
か
た
り
か
け
る
「
い
も
う

と
」
は
、「
け
ふ
の
う
ち
に
と
ほ
く
へ
い
つ
て
し
ま
ふ
」
と
確
信
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
か
き
方
を
可
能
に
し
た
の
は
、
も

う
一
度
、
い
も
う
と
の
死
が
も
た
ら
し
た
自
己
解
体
の
情
況
を
、
こ
の

死
の
病
床
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（
二
〇

四
頁
）。

13 

佐
藤
泰
正
「『
永
訣
の
朝
』
を
ど
う
読
む
か
」『
宮
沢
賢
治
論
』
翰
林
書

房
、
一
九
九
六
年
五
月
、
三
五
頁
。

14 

吉
田
精
一　

前
掲
書
、
一
五
五
頁
。

15 

草
野
心
平
「
無
声
慟
哭
」
天
沢
退
二
郎
編
『「
春
と
修
羅
」
研
究
Ⅰ
』

學
藝
書
林
、
一
九
七
五
年
、
一
二
六
頁
。

16 

原
子
朗
「
永
訣
の
朝
」
原
子
朗
編
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学　

宮
沢
賢
治
』

角
川
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
七
四‐

一
七
五
頁
。

17 

小
沢
敏
郎
「O

ra O
rade Shitori egum

o

」『
小
沢
敏
郎　

宮
沢
賢

治
論
集
２　

口
語
詩
研
究
』
有
精
堂
、
一
九
八
七
年
、
一
六
頁
。

18 

小
森
陽
一
『
大
人
の
た
め
の
国
語
教
科
書
』
角
川
ｏ
ｎ
ｅ
テ
ー
マ
21
、

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
一
八
三
頁
。
小
森
氏
は
「『
春
と
修
羅
』
と
い

う
詩
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
他
の
詩
で
は
、（　

）
の
中
に
入
れ
ら
れ

て
い
る
の
は
す
べ
て
『
修
羅
』
の
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
述
べ
、

「『（
あ
め
ゆ
じ
ゅ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
）』
と
い
う
妹
ト
シ
の
言
葉
を
繰

り
返
し
て
い
る
の
は
、
春
の
側
に
属
す
る
人
間
と
し
て
の
賢
治
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
は
、『
修
羅
』

と
し
て
の
『
わ
た
く
し
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。」
と
述
べ
「
宮

沢
賢
治
が
人
間
と
修
羅
と
の
二
重
の
葛
藤
を
書
き
続
け
て
い
た
」
と
指

摘
し
て
い
る
（
一
七
七
頁
）。

19 

鏡
山
純
史
「
高
等
学
校
第
２
学
年　

国
語
科
学
習
指
導
案
」
二
〇
一
二

年
九
月
二
八
日
、
熊
本
県
立
宇
土
高
等
学
校
。

20 

宮
川
健
郎
氏
は
「
関
東
大
震
災
の
起
こ
っ
た
大
正
末
年
ま
で
盛
ん
だ
っ

た
の
は
、
自
然
主
義
の
文
学
だ
。
自
然
主
義
は
、
現
実
を
写
す
の
が
文

学
だ
と
考
え
て
き
た
が
、
大
震
災
に
よ
っ
て
現
実
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
は
も
う
、
現
実
を
写
す
の
で
は
な

く
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
新
し
い
現
実
を
創
り
出
す
も
の
へ
と
変
わ
ら
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
…
…
。（
中
略
）
東
日
本
大
震
災
以
降
も
、
同
様



129 九 州 女 子 大 学 紀 要 第51巻１号

の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て
新
し
い

現
実
を
創
造
す
る
と
い
う
の
が
文
学
の
本
来
の
仕
事
だ
が
、
そ
の
本
来

の
仕
事
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
、
宮
沢
賢
治
の
こ
と

が
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
賢
治
の
文
学
が
、
こ
と
ば
に
よ
る
新
し
い
現

実
の
創
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
」と
指
摘
し
て
い
る
。「
宮
沢
賢
治
、

明
日
を
開
く
こ
と
ば
」『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
日
本
国
語
教
育
学
会
編
、

二
〇
一
二
年
一
月
、
四
頁
。



130

文学教材の研究
―宮沢賢治「永訣の朝」（高等学校）の言語表現― （荻原）

A study on Japanese language art education
-A verbal expression of “M

orning of last 
farewell” by K

enji M
IYAZAW

A-  

K
eiko O

G
IH

A
R

A

C
ou

rse of P
rin

cipal H
u
m

an
 S

cien
ces, D

epartm
en

t of H
u
m

an
 

D
ev

elopm
en

t,F
acu

lty
 of H

u
m

an
ities,

K
y
u
sh

u
 W

om
en ’s U

n
iv

ersity

1-1, Jiy
u
g
aoka, Y

ah
atan

ish
i-ku

, kitaky
u
sy

u
-sh

i 

807-8586, Japan

N
o E

n
g
lish

 abstract




