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文
壇
を
横
目
で
に
ら
む

宮
沢
賢
治
の
農
民
芸
術
論
と
農
民
文
学
論
争

牧

千
夏

は
じ
め
に

宮
沢
賢
治
を
文
学
史
に
位
置
づ
け
る
の
は
難
し
い
。
生
前
、
宮
沢
は
無
名
で
は
な
か
っ
た
に
せ

よ
、
文
壇
作
家
と
の
人
間
関
係
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
宮
沢
は
文
壇
か
ら
隔
絶
、
さ
ら

に
は
超
越
し
た
存
在
と
し
て
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宮
沢
が
創
作
活
動
に
あ
た

っ
て
中
央
の
議
論
を
多
分
に
参
照
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
宮
沢
が
多
読
家
で
あ
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
証
言
が
あ
り

、
白
樺
派

や
萩
原
朔
太
郎

な
ど
の
中
央
の
作
家
に

(1)

(2)

(3)

影
響
を
受
け
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
こ
う
し
た
研
究
動
向
を
踏
ま
え
、
宮
沢
の
文
学
史
的
位
置
を
考
え
る
取
り
組

み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
を
考
察
す
る
。
宮
沢
は
、
農
民
芸
術
論
を
組
み
立
て

る
際
、
中
央
の
議
論
を
多
分
に
参
照
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

農
民
芸
術
論
と
は
、
次
の
よ
う
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
六
年
、
宮
沢
が
勤
務
し
た

花
巻
農
学
校
内
に
、
あ
た
ら
し
く
成
人
教
育
機
関
・
岩
手
県
国
民
高
等
学
校
が
開
設
さ
れ
た
。
宮

沢
は
「
農
民
芸
術
」
の
講
師
に
任
じ
ら
れ
る
。
宮
沢
は
講
義
の
準
備
と
し
て
、
当
時
中
央
で
流
行

し
た
論
説
を
学
び
、
メ
モ
（
「
農
民
芸
術
の
興
隆
」
〔
一
三
上
・
二
〇
〕
）
を
残
し
た
。
そ
う
し
て

実
際
に
講
義
を
し
、
そ
の
内
容
を
生
徒
が
受
講
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
た
（
伊
藤
清
一
「
講
演
筆
記

帖
」
〔
十
六
上
・
一
八
九
～
一
九
九
〕
）
。
そ
の
講
義
の
あ
と
、
そ
れ
を
も
と
に
詩
と
し
て
創
作
し

た
の
が
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
〔
一
三
上
・
九
～
一
六
〕
（
以
下
「
綱
要
」
）
で
あ
る
。
農
民
芸

術
論
は
、
宮
沢
に
と
っ
て
あ
た
ら
し
く
担
当
す
る
講
義
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
に
関
す
る
中
央

の
議
論
を
よ
く
参
照
し
て
い
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
「
綱
要
」
は
、
そ
の
講
義
を
も
と
に
創
作
し
直

さ
れ
た
詩
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
中
央
の
議
論
と
の
関
係
が
あ
ま
り
追
究
さ
れ
な
か
っ
た
。
宮
沢
が
農

民
芸
術
論
を
書
い
た
の
は
、
彼
ら
が
農
学
校
教
諭
で
あ
り
の
ち
に
農
耕
生
活
に
入
る
こ
と
か
ら
、

彼
の
個
人
的
な
志
向
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
別
に
、
中
央
の
作
家
（
室
伏
高
信

、
石
川

(4)

三
四
郎

）
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
も
あ
っ
た
が
、
宮
沢
が
彼
ら
個
人
を
そ
れ
ぞ
れ
愛
好
し

(5)

た
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
。
室
伏
や
石
川
の
背
景
に
あ
る
当
時
の
中
央
の
議
論
が
閑
却
さ
れ
た

た
め
に
、
宮
沢
の
文
学
史
的
な
位
置
づ
け
の
問
題
に
ま
で
発
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宮
沢
の
農
民
芸
術
論
と
当
時
の
中
央
の
議
論
と
を
比
較
し
て
わ
か
る
の
は
、
農
民
の
芸
術
、
と

い
う
問
題
は
文
壇
で
も
議
論
さ
れ
て
お
り
、
宮
沢
は
そ
の
議
論
の
な
か
で
い
く
つ
か
の
主
張
と
近

接
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
は
中
央
の
ど
の
よ
う
な
議
論
と
重
な
り
、

ど
の
立
場
の
主
張
と
近
か
っ
た
の
か

｜

そ
れ
を
整
理
す
る
こ
と
で
中
央
の
議
論
に
対
す
る
宮
沢

の
態
度
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
参
照
す
べ
き
中
央
の
議
論
と
い
う
の
は
、
農
民
文
学
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
、
中

央
の
作
家
・
思
想
家
が
複
数
の
党
派
に
分
か
れ
て
農
民
文
学
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
た
論
争
で
あ

る
。
一
九
二
二
～
三
八
年
頃
ま
で
続
き
、
論
者
や
論
点
に
よ
っ
て
三
期
に
分
か
れ
て
お
り

、
こ

(6)

こ
で
重
要
な
の
は
第
一
期
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
農
民
文
学
論
争
と
宮
沢
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

。
(7)

な
ぜ
農
民
文
学
論
争
を
参
照
す
べ
き
か
と
い
う
と
、
第
一
に
、
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
が
こ
の
論

争
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
組
み
立
て
ら
れ
、
内
容
と
し
て
も
重
な
る
点
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
宮
沢
が

農
民
芸
術
論
に
取
り
か
か
る
一
九
二
六
年
以
前
か
ら
、
農
民
文
学
論
争
は
中
央
で
盛
り
上
が
り
を

み
せ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
四
年
の
倉
田
潮
の
批
評
で
は
「
農
民
芸
術
、
田
園
芸
術
の
作

品
は
此
の
頃
し
ば
し
ば
吾
々
の
眼
に
と
ま
る
や
う
に
な
つ
た
」

と
述
べ
ら
れ
、「
大
正
一
四
年
の

(8)

文
壇
に
つ
い
て
」
と
い
う
『
新
潮
』
の
合
評
会
で
は
「
主
な
る
論
争
」
と
し
て
農
民
文
学
論
争
が

挙
げ
ら
れ
た

。
一
九
二
六
年
に
農
民
文
学
に
関
す
る
論
説
は
、
管
見
の
限
り
四
三
本
発
表
さ
れ

(9)
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て
い
た
。

さ
ら
に
こ
の
盛
り
上
が
り
は
宮
沢
の
居
住
す
る
岩
手
に
も
伝
わ
っ
た
。
一
九
二
四
年
三
月
一
八

日
の
『
岩
手
日
報
』
に
は
、
論
争
に
参
加
し
て
い
た
白
鳥
省
吾
が
「
都
会
文
芸
の
崩
壊
と
田
園
文

芸
の
復
興
」
を
載
せ
た

。
一
九
二
六
年
七
月
二
五
日
に
は
、
啄
木
会
主
催
の
「
農
民
文
芸
会
盛

(10)

岡
講
演
会
」
が
盛
岡
で
開
催
さ
れ
た
。
犬
田
卯
・
白
鳥
省
吾
・
佐
伯
郁
郎
と
い
っ
た
代
表
的
な
論

者
が
講
演
し
、
そ
の
も
よ
う
は
三
〇
日
の
『
岩
手
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た

。
(11)

第
二
に
、
こ
れ
ま
で
宮
沢
の
農
民
芸
術

論
に
対
す
る
影
響
を
個
別
に
指
摘
さ
れ
て

き
た
作
家
（
室
伏
高
信
、
石
川
三
四
郎
）

が
農
民
文
学
論
争
の
重
要
な
論
者
だ
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、

宮
沢
が
読
み
・
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る

両
者
の
著
作
は
、
農
民
文
学
論
争
で
度
々

言
及
さ
れ
る
重
要
な
作
品
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
宮
沢
は
彼
ら
に
ピ
ン
ポ

イ
ン
ト
で
ア
ク
セ
ス
し
た
と
い
う
よ
り
は
、

農
民
文
学
論
争
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
な

か
で
、
彼
ら
の
論
説
に
た
ど
り
着
い
た
と

考
え
る
方
が
適
切
だ
ろ
う
。

次
節
よ
り
農
民
文
学
論
争
と
宮
沢
の
農

民
芸
術
論
と
を
比
較
し
て
い
く
が
、
予
め

論
点
を
示
し
て
お
く
。
第
一
期
の
農
民
文

学
論
争
が
、
《
図
》
に
示
し
た
四
党
派
に
分

か
れ
た
こ
と
を
筆
者
は
以
前
指
摘
し
た

。
(12)

宮
沢
は
こ
の
論
争
全
体
か
ら
ま
ん
べ
ん
な

く
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
く
、
文
明
批

評
派
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
と
に

文明批評派

生田長江・室伏高信
伊福部隆輝・湯浅真生
福士幸次郎
加藤一夫

郷土芸術派

吉江喬松
本間久雄
中村星湖
白鳥省吾
山本鼎

帆足図南次

大槻憲二
加藤武雄
相田隆太郎

犬田卯

プロレタリア文学派

小牧近江・青野季吉
松本淳三・今野賢三
金子洋文・中西伊之助
武藤直治・黒島伝次
平林初之輔・山田清三郎
山川亮・里村欣三・西本洸

《図》

アナキズム系郷土芸術派

五十公野清一・石川三四郎
麻生義・草野心平

顕
著
な
影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
影
響
や
類
似
の
あ
り
方
は
両
派
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て

い
た
。
こ
れ
ら
を
詳
し
く
記
述
す
る
こ
と
で
、
農
民
文
学
論
争
の
受
容
者
・
創
作
者
と
し
て
の
宮

沢
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一

文
明
批
評
派
と
農
民
芸
術
論

ま
ず
は
、
文
明
批
評
派
と
の
関
係
で
あ
る
。
当
派
は
、
近
代
文
明
批
判
に
基
づ
き
、
そ
の
対
抗

と
し
て
農
民
文
学
を
主
張
し
た
。
宮
沢
は
当
派
の
な
か
で
も
、
室
伏
高
信
に
強
く
影
響
を
受
け
て

い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
上
田
哲
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
上
田
氏
は
「
綱
要
」
の
創
作
メ
モ

の
一
部
が
『
文
明
の
没
落
』
（
批
評
社
、
一
九
二
三
）
の
抜
き
書
き
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
宮

沢
は
室
伏
と
い
う
「
青
年
知
識
人
の
ア
イ
ド
ル
的
な
輝
か
し
い
存
在
」
に
惹
か
れ
た

と
指
摘
し

(13)

た

。
(14)し

か
し
、
こ
の
上
さ
ら
に
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
農
民
芸
術
論
の
講
義
で
室
伏
を
肯
定
的
に
紹

介
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
上
田
氏
は
こ
の
点
に
触
れ
て
い
な
い
が
、「
講
演
筆
記
帖
」
で
は
「
室

伏
高
信
氏
く
」
と
、
名
を
挙
げ
て
彼
の
説
を
紹
介
し
て
い
た
。
メ
モ
と
い
う
私
的
な
記
録
だ
け
で

マ
マ

な
く
、
受
講
生
に
向
け
て
積
極
的
に
紹
介
す
る
ほ
ど
に
、
室
伏
に
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
農
民
文
学
論
争
と
関
係
が
深
い
と
い
え
る
の
は
、
『
文
明
の
没
落
』
が
、

文
明
批
評
派
の
理
論
的
支
柱
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
当
派
を
率
い
た
生
田
長
江
は
「
私
は
、
今

こ
の
『
文
明
の
没
落
』
一
巻
を
手
に
し
て
如
何
に
心
強
く
嬉
し
く
感
じ
た
こ
と
か
」

と
語
っ
て

(15)

い
る
。
他
に
も
湯
浅
真
生
は
『
文
明
の
没
落
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
（
メ
キ
ャ
ニ
ズ
ム
等
）
を
多
用
し

、
室
伏
と
同
じ
く
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
を
自
説
の
根
拠
と
し
て
い
る

。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

(16)

(17)

宮
沢
が
『
文
明
の
没
落
』
を
紹
介
し
た
こ
と
の
同
時
代
的
な
意
味
は
、
室
伏
個
人
の
愛
好
と
い
う

よ
り
は
、
文
明
批
評
派
の
代
表
的
な
著
作
の
推
挙
だ
と
い
え
る
。

で
は
、
宮
沢
は
『
文
明
の
没
落
』
の
ど
の
よ
う
な
内
容
を
紹
介
し
た
の
か
。
宮
沢
が
と
く
に
肯

定
的
に
紹
介
し
た
の
は
、
室
伏
の
都
市
芸
術
批
判
で
あ
る
。

室
伏
は
『
文
明
の
没
落
』
で
、
都
市
芸
術
が
近
代
の
商
業
主
義
・
資
本
主
義
に
害
さ
れ
て
い
る

牧千夏



3

と
批
判
し
た
。
都
市
の
芸
術
は
、
「
小
説
家
、
音
楽
家
、
彫
刻
家
、
書
家
が
、
新
聞
雑
誌
、
資
本

家
、
出
版
業
者
、
改
造
、
中
央
公
論
、
主
婦
之
友
、
劇
場
主
、
活
動
写
真
経
営
者
か
ら
報
酬
を
受

け
取
る
」
た
め
に
製
造
さ
れ
る
近
代
の
知
的
産
物
だ
と
す
る

。
こ
の
よ
う
な
芸
術
を
「
無
力
と

、
、
、

(18)

虚
偽
」
と
し
て
批
判
し
た
。

、
、一

方
、
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
で
は
、
農
民
芸
術
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
主
張
す
る
導
入
の
段
階

で
、
そ
の
対
照
と
し
て
都
市
芸
術
を
批
判
し
た
。
講
義
を
記
録
し
た
「
講
演
筆
記
帖
」
で
は
、
都

市
の
芸
術
を
「
今
日
の
芸
術
は
無
力
、
虚
偽
で
あ
る
、
／
都
会
の
脳
髄
人
の
遊
戯
で
あ
る
と
云
ひ

、
、
、
、
、

マ
マ

り
、
／
又
才
気
名
誉
の
為
め
、
金
の
為
め
の
芸
術
で
あ
る
」
と
し
た
。
さ
ら
に
「
綱
要
」
で
も
、

都
市
の
芸
術
を
「
無
意
識
即
か
ら
溢
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
多
く
無
力
か
詐
偽
」
と
批
判
し
た
。

、
、
、
、
、

内
容
・
用
語
の
類
似
か
ら
、
宮
沢
が
室
伏
の
都
市
芸
術
批
判
に
強
く
影
響
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
宮
沢
は
室
伏
の
説
を
す
べ
て
肯
定
的
に
紹
介
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
両
者
は
、

農
民
芸
術
を
生
み
出
す
農
村
・
農
業
の
あ
り
方
に
異
な
る
主
張
を
も
っ
て
い
た
。

室
伏
は
、
近
代
都
市
文
明
の
全
面
的
な
否
定
を
基
礎
と
す
る
た
め
、
農
村
を
科
学
や
機
械
を
排

除
し
た
原
始
的
な
状
態
に
戻
す
べ
き
だ
と
い
う
。
室
伏
の
理
想
と
す
る
農
民
は
、
機
械
や
科
学
に

頼
る
こ
と
な
く
「
一
粒
の
種
子
を
蒔
き
、
そ
れ
に
培
ひ
、
そ
れ
が
生
長
を
熟
視
し
、
そ
の
果
実
を

収
穫
す
る
」
こ
と
に
「
た
ゞ
自
己
表
現
の
喜
び
」

を
感
じ
る
と
い
う
素
朴
な
も
の
だ
。

(19)

対
し
て
宮
沢
は
、
農
村
・
農
業
に
科
学
や
機
械
を
導
入
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
「
講
演
筆
記

帖
」
で
は
、
「
室
伏
高
信
氏
く
」
に
続
け
て
「
農
業
は
（
略
）
工
業
の
労
働
に
比
較
す
れ
ば
変
化

マ
マ

も
あ
り
苦
痛
も
な
ん
で
も
無
い
の
で
あ
る
」
と
、
室
伏
の
農
業
観
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
そ
の
直

後
に
「
化
学
の
為
め
農
業
は
今
日
の
如
く
な
つ
た
が
、
之
を
に
く
ま
ず
之
を
利
用
応
用
す
れ
ば
い

ゝ
の
で
あ
る
（
略
）
故
に
出
稼
ぎ
を
し
て
都
会
の
工
業
を
盗
み
来
つ
て
自
要
品
を
製
造
す
る
の
で

あ
る
」
と
、
室
伏
と
対
照
的
な
主
張
を
付
し
た
。
室
伏
の
紹
介
の
直
後
に
異
論
を
付
す
と
い
う
流

れ
か
ら
は
、
室
伏
の
農
業
観
が
全
面
的
に
肯
定
で
き
な
い
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
石
田
あ
ゆ
う
氏
は
、
「
「
土
に
還
る
」
（
室
伏
の
著
書
：
引
用
者
注
）
に
お
け
る
機
械
文
明
批

判
、
そ
し
て
失
わ
れ
た
内
的
、
精
神
的
自
由
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
主
張
が
賢
治
に
影
響
を
与
え

た
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
科
学
・
機
械
批
判
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
否
定
的
に
紹
介
し
た
の
で

(20)

あ
る
。

こ
の
機
械
・
科
学
の
問
題
が
重
要
な
の
は
、
こ
の
批
判
が
文
明
批
評
派
に
共
通
す
る
主
張
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
派
と
宮
沢
と
の
主
張
の
違
い
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
紹
介
の
仕
方

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
モ
リ
ス
は
、
当
派
に
限
ら
ず
、
農
民
文
学
論
争
で
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て

い
た
が
、
文
明
批
評
派
の
生
田
長
江
は
、
機
械
を
は
じ
め
と
し
た
近
代
文
明
批
判
者
と
し
て
紹
介

し
た
。
モ
リ
ス
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
近
代
的
事
物
に
対
し
て
」
「
堪
へ
が
た
き
嘔
吐
感
を
抱
い
て
ゐ

た
」
と
強
調
し
た

。
対
し
て
、
宮
沢
は
モ
リ
ス
の
機
械
批
判
を
否
定
的
に
紹
介
し
た
。
モ
リ
ス

(21)

が
い
う
機
械
を
排
除
し
た
農
業
労
働
は

「
難
」
し
く
「
考
証
」
の
余
地
が
あ
る
と
指
摘
し
、
こ

(22)

の
流
れ
で
、
「
化
学
」
の
「
利
用
応
用
」
や
「
半
農
半
工
」
の
必
要
を
主
張
し
た
。
文
明
批
評
派

が
モ
リ
ス
を
機
械
・
科
学
批
判
の
権
威
と
し
た
の
と
対
照
的
に
、
宮
沢
は
モ
リ
ス
の
そ
の
主
張
を

否
定
的
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、
宮
沢
は
科
学
や
機
械
の
導
入
を
主
張
し
た
の
か
。
そ
れ
は
宮
沢
の
論
で
は
、
農
民

が
芸
術
活
動
を
す
る
基
盤
と
し
て
、
農
業
労
働
の
改
善
の
問
題
に
踏
み
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。「
綱

要
」
は
「
お
れ
た
ち
は
み
な
農
民
で
あ
る
／
ず
ゐ
ぶ
ん
忙
し
く
仕
事
も
つ
ら
い
」
と
始
ま
る
よ
う

に
、
農
業
の
長
時
間
労
働
・
肉
体
労
働
の
問
題
を
前
提
と
し
て
い
る
。
講
義
に
お
い
て
は
、
そ
の

改
善
の
た
め
に
農
業
技
術
の
具
体
策
に
も
脱
線
し
た
。
「
芽
出
蒔
（
四
月
廿
日
）
／
稲
種
は
夕
方

を
可
と
す
」
〔
一
六
上
・
一
九
一
〕
と
い
う
農
学
に
基
づ
く
稲
作
指
導
の
な
か
で
化
学
式
や
数
式

が
登
場
し
、
す
す
ん
で
科
学
や
機
械
を
紹
介
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
た
め
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
で
は
、
近
代
都
市
文
明
に
対
し
二
つ
の
態
度
を
と
る
こ
と
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
農
民
芸
術
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
い
う
と
き
は
、
近
代
的
な
都
市
文
明
を
否

定
す
る
こ
と
で
、
自
然
と
近
い
農
民
な
ら
で
は
の
芸
術
を
主
張
し
た
。
「
綱
要
」
で
「
髪
を
長
く

し
コ
ー
ヒ
ー
を
呑
み
空
虚
に
待
て
る
顔
つ
き
を
見
よ
／
な
べ
て
の
悩
み
を
た
き
ぎ
と
燃
や
し
／
な

べ
て
の
心
を
心
と
せ
よ
／
風
と
ゆ
き
き
し

雲
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
と
れ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

都
市
の
文
化
を
「
空
虚
」
と
否
定
し
、
「
風
」
や
「
雲
」
と
一
体
と
な
っ
た
農
民
芸
術
を
い
う
。

他
方
、
農
業
労
働
の
改
善
を
い
う
と
き
に
は
、
近
代
文
明
の
ひ
と
つ
で
あ
る
科
学
や
機
械
の
導
入

を
主
張
し
た
。
科
学
を
「
之
れ
を
に
く
ま
ず
之
を
利
用
応
用
」
し
「
半
農
半
工
」
す
る
こ
と
で
、

農
業
を
楽
し
く
創
造
的
な
労
働
に
変
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。

宮
沢
が
、
室
伏
と
は
違
っ
て
農
業
労
働
に
着
目
し
た
の
は
、
農
民
芸
術
の
講
義
を
受
講
し
た
者

文壇を横目でにらむ
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の
ほ
と
ん
ど
が
農
業
に
従
事
す
る
自
作
農
青
年
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う

。
彼
ら
は
貧
し
い
小

(23)

作
農
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
農
繁
期
に
は
長
時
間
労
働
・
肉
体
労
働
に
従
事
し
て
い
た
。
本
務

校
で
あ
る
花
巻
農
学
校
の
生
徒
も
こ
の
受
講
生
と
同
じ
階
層
で
あ
り
、
宮
沢
が
農
民
芸
術
論
を
創

作
す
る
に
あ
た
っ
て
彼
ら
の
実
態
を
踏
ま
え
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
一
方
、
室

伏
や
彼
の
読
者
は
主
に
都
市
住
民
で
あ
る

。
当
書
で
は
農
業
が
理
想
化
さ
れ
る
だ
け
で
、
農
業

(24)

労
働
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
配
慮
は
な
い
。
そ
の
た
め
宮
沢
は
、
農
業
労
働
と
関
係
の
深
い
科
学

や
機
械
に
関
し
て
は
、
『
文
明
の
没
落
』
の
主
張
よ
り
も
農
村
青
年
の
実
態
を
重
視
し
て
、
そ
の

導
入
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

室
伏
お
よ
び
文
明
批
評
派
に
対
す
る
宮
沢
の
態
度
を
ま
と
め
よ
う
。
宮
沢
は
、
近
代
文
明
批
判

・
都
市
芸
術
批
判
に
対
し
て
は
肯
定
的
に
紹
介
し
た
が
、
機
械
・
科
学
の
批
判
に
つ
い
て
は
否
定

的
に
紹
介
し
て
い
た
。
宮
沢
は
、
全
面
的
に
彼
ら
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
く
、
取
捨
選
択
し

て
部
分
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
と
農
民
芸
術
論

続
い
て
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
と
の
関
係
を
み
て
い
く
。
当
派
は
、
は
じ
め
郷
土
芸
術

派
の
よ
う
に
郷
土
芸
術
・
民
衆
芸
術
に
連
な
る
も
の
と
し
て
農
民
文
学
を
主
張
し
て
い
た
が
、
次

第
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
傾
向
の
論
者
が
目
立
ち
始
め
、
独
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
ア
ナ
キ

ズ
ム

と
農
村
・
農
業
が
親
和
す
る
と
し
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
基
づ
く
農
村
社
会
の
あ
り
方
を
表
現

(25)

す
る
た
め
に
農
民
文
学
を
主
張
し
た
。
石
川
三
四
郎
、
草
野
心
平
、
麻
生
義
、
五
十
公
野
清
一
ら

が
こ
の
立
場
に
あ
っ
た
。

こ
の
ア
ナ
キ
ス
ト
と
宮
沢
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
一
部
指
摘
が
あ
る
。
坂
井
健
氏
は
、
石
川

三
四
郎
と
宮
沢
と
の
作
品
が
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
宮
沢
が
石
川
に
「
影
響
を
受
け
た
」
「
共
鳴

し
」
た
と
ま
と
め
た

。
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
両
作
品
は
た
し
か
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
そ

(26)

れ
は
「
共
鳴
」
と
い
う
積
極
的
な
受
け
入
れ
と
み
な
せ
る
の
か
。
後
述
す
る
が
、
石
川
お
よ
び
ア

ナ
キ
ス
ト
に
対
す
る
宮
沢
の
態
度
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
の
積
極
性
を
見
出
す
の
は
難
し
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
節
で
は
、
「
共
鳴
」
と
い
っ
た
積
極
性
の
う
か
が
わ
れ
る
語
を
ひ
と
ま
ず

用
い
ず
、
類
似
と
い
う
水
準
に
と
ど
め
て
両
者
を
比
較
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
宮
沢
が
石
川
や
ア

ナ
キ
ス
ト
た
ち
に
ど
う
向
き
合
っ
た
の
か
を
確
認
し
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
に
対
す
る
宮

沢
の
態
度
を
考
察
す
る
。

石
川
の
資
料
と
し
て
は
主
に
『
非
進
化
論
と
人
生
』
（
白
揚
社
、
一
九
二
五
）
を
扱
う
。
坂
井

氏
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
書
は
宮
沢
の
蔵
書
に
あ
る
。
こ
の
著
作
を
読
ん
だ
可
能
性
を
踏
ま
え

た
。で

は
、
両
者
の
類
似
点
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
第
一
に
「
宇
宙
」
や
「
自
然
」
を
理
想
と
し
て
、

個
人
の
自
由
と
社
会
の
調
和
と
を
説
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
両
論
が
提
示
す
る
世
界
観
の
基

礎
を
な
し
て
い
る
。

石
川
は
、
「
宇
宙
」
「
自
然
」

の
状
態
を
「
総
て
の
事
実
は
唯
だ
生
滅
、
流
転
し
て
常
無
く
、

(27)

中
心
無
く
、
主
宰
も
無
い
。
然
れ
ど
も
、
目
を
閉
ぢ
て
自
己
の
内
秘
を
見
よ
、
一
切
の
心
象
は
相

集
合
し
、
相
連
絡
し
、
内
な
る
『
我
』
を
主
宰
と
な
し
、
而
し
て
其
の
下
に
統
率
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
。
支
配
も
中
心
も
な
い
「
宇
宙
」
や
「
自
然
」
の
な
か
で
、
個
人
で
あ
る
「
自
己
」
は

(28)自
由
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
同
時
に
個
人
は
「
宇
宙
」「
自
然
」
の
一
部
で
も
あ
る
た
め
、
「
宇

宙
的
意
識
」
と
い
う
全
体
的
な
あ
り
方
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
社
会
全
体

が
「
一
味
化
」
と
い
う
一
体
化
し
た
状
態
に
な
る
と
い
っ
た
。

こ
の
考
え
は
、
ア
ナ
キ
ス
ト
か
ら
あ
る
程
度
支
持
を
得
て
い
た
。
五
十
公
野
清
一
は
、
理
想
と

す
る
「
自
然
」
の
あ
り
方
に
「
悠
々
と
一
つ
の
軌
道
を
廻
転
す
る
一
大
圓
球
」
を
挙
げ
、
そ
の
な

か
で
個
人
は
「
思
ふ
ま
ゝ
に
自
己
を
拡
大
し
て
環
境
に
融
和
」
す
る
と
い
っ
た

。
ア
ナ
キ
ズ
ム

(29)

で
は
個
人
ど
う
し
の
関
係
を
「
連
合
」
と
い
う
場
合
が
多
い
が
、
石
川
の
い
う
「
調
和
」
「
一
味

化
」
も
支
持
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
宮
沢
は
、
農
民
芸
術
の
創
作
者
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
説
明
す
る
段
階
で
次
の
よ
う
に
い

う
。
創
作
者
た
ち
個
人
の
あ
り
方
と
し
て
「
ま
づ
も
ろ
と
も
に
か
が
や
く
宇
宙
の
微
塵
と
な
り
無

方
の
空
に
ち
ら
ば
ら
う
／
し
か
も
わ
れ
ら
は
各
々
感
じ

各
別
各
異
に
生
き
て
ゐ
る
」（
「
綱
要
」
）

と
い
う
。
「
宇
宙
」
を
星
や
ち
り
が
散
在
し
て
い
る
状
態
と
捉
え
る
宮
沢
の
見
方
は
、「
宇
宙
」
を

支
配
や
中
心
の
な
い
状
態
と
し
た
石
川
の
見
方
に
通
じ
る
。
そ
し
て
宮
沢
も
、
個
人
は
自
由
で
あ

る
一
方
、
宇
宙
全
体
を
意
識
す
べ
き
と
い
う
。
「
正
し
く
強
く
生
き
る
と
は
銀
河
系
を
自
ら
の
中

牧千夏
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に
意
識
し
て
こ
れ
に
応
じ
て
行
く
こ
と
」
と
し
、「
世
界
が
一
の
意
識
に
な
り
生
物
と
な
る
方
向
」

へ
進
む
と
い
う
。
こ
れ
も
石
川
の
い
う
「
宇
宙
意
識
」「
一
味
化
」
に
類
似
す
る
。

第
二
の
類
似
点
は
、
自
然
と
個
人
と
が
一
体
化
し
た
状
態
を
「
芸
術
」
と
捉
え
た
こ
と
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
世
界
観
を
芸
術
論
と
し
て
発
展
さ
せ
た
の
だ
。
石
川
は
「
総
ゆ
る
宇
宙
の
諸
能
力
が

協
同
し
て
動
い
て
居
る
」
状
態
を
「
宇
宙
の
芸
術
」
と
捉
え
る

。
そ
し
て
、
農
業
を
人
と
自
然

(30)

と
が
一
体
化
し
た
状
態
と
し
、
そ
れ
を
「
自
然
の
芸
術
に
直
接
参
与
す
る
処
の
創
作
」
と
捉
え
る
。

さ
ら
に
石
川
は
、
農
民
文
学
論
争
の
な
か
で
、
こ
う
し
た
農
業
生
活
の
な
か
か
ら
こ
そ
農
民
芸
術

・
農
民
文
芸
が
生
れ
る
と
主
張
し
た

。
(31)

一
方
宮
沢
は
、
先
に
述
べ
た
創
作
者
が
ど
の
よ
う
な
農
民
芸
術
を
目
指
す
べ
き
か
、
議
論
を
深

め
る
段
階
で
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
綱
要
」
で
は
「
わ
れ
ら
（
農
民
：
引
用
者
注
）
の
す
べ
て
の

田
園
と
わ
れ
ら
の
す
べ
て
の
生
活
を
一
つ
の
巨
き
な
第
四
次
元
の
芸
術
に
創
り
あ
げ
よ
う
で
な
い

か
」
と
い
う
よ
う
に
、
農
民
生
活
と
田
園
と
い
う
自
然
と
が
一
体
化
し
た
姿
を
「
芸
術
」
と
し
て

捉
え
た
。
そ
し
て
農
民
こ
そ
が
こ
の
よ
う
な
芸
術
を
創
作
で
き
る
と
考
え
、
「
創
作
自
ら
湧
き
起

り
止
む
な
き
と
き
は
行
為
は
自
づ
と
集
中
さ
れ
る
（
略
）
創
作
止
め
ば
彼
は
ふ
た
た
び
土
に
起
つ
」

と
い
う
よ
う
に
、
宮
沢
も
農
民
生
活
の
な
か
で
農
民
芸
術
が
生
れ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

以
上
二
点
の
類
似
を
確
認
し
た
が
、
宮
沢
の
「
宇
宙
」
「
自
然
」
観
は
、
む
ろ
ん
石
川
の
思
想

の
み
に
由
来
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
塚
常
樹
氏
は
、
宮
沢
の
宇
宙
・
自
然
観
が
コ
ロ
イ
ド
化
学

や
華
厳
経
に
由
来
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り

、「
綱
要
」
に
も
こ
れ
ら
の
影
響
が
指
摘
で
き
る
。

(32)

そ
れ
で
も
な
お
、
こ
こ
で
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
の
関
係
を
強
調
し
た
の
は
、
宮
沢
が
、
そ
の
宇
宙
・

自
然
観
を
農
民
芸
術
論
へ
と
発
展
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。
農
民
文
学
論
争
で
、
こ
の
宇
宙
・
自
然

観
と
農
民
芸
術
論
と
を
結
び
つ
け
た
の
は
、
ア
ナ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
彼
ら
の
主
張
の
核
心
で
あ
っ

た
。
コ
ロ
イ
ド
化
学
や
華
厳
経
に
は
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
な
い
。
宇
宙
・
自
然
観
の
類
似
だ
け

で
な
く
、
そ
れ
を
農
民
芸
術
論
に
発
展
さ
せ
た
点
が
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
類
似
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
話
を
ひ
っ
く
り
か
え
す
よ
う
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
類
似
を

も
っ
て
、
宮
沢
が
石
川
の
思
想
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
と
断
言
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
石
川
や

ア
ナ
キ
ス
ト
に
対
す
る
宮
沢
の
態
度
は
単
純
で
な
い
。
両
者
に
は
、
室
伏
以
上
と
い
え
る
ほ
ど
多

く
の
類
似
点
が
確
認
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
沢
は
ア
ナ
キ
ス
ト
に
対
し
積
極
的
な
態
度
を

示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
す
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
宮
沢
が
メ
モ
で
も
講
義
で
も
「
綱
要
」
で
も
、
石
川
三
四
郎

の
名
に
全
く
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
宮
沢
は
参
考
に
し
た

説
に
つ
い
て
は
「
室
伏
高
信
く
」
「
モ
リ
ス
曰
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
名
を
挙
げ
て
紹
介
し
た
。

マ
マ

し
か
し
、
石
川
に
つ
い
て
は
『
非
進
化
論
と
人
生
』
を
お
そ
ら
く
読
み
、
内
容
と
し
て
も
こ
れ
ほ

ど
類
似
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ
に
も
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
な
い
。
石
川
だ
け
で
な
く
、
ア

ナ
キ
ス
ト
の
名
や
ア
ナ
キ
ズ
ム
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
宮
沢
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
動
向
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

農
民
芸
術
論
に
取
り
組
ん
だ
そ
の
時
期
、
宮
沢
は
ア
ナ
キ
ス
ト
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
宮
沢
は

ア
ナ
キ
ズ
ム
系
同
人
誌
『
銅
鑼
』

の
同
人
だ
っ
た
。
『
銅
鑼
』
は
、
草
野
心
平
主
宰
で
詩
と
詩
論

(33)

と
を
中
心
と
し
た
同
人
誌
で
あ
る
。
草
野
の
勧
誘
に
よ
っ
て
、
宮
沢
は
同
人
と
な
り
、
詩
を
四
～

一
〇
・
一
二
・
一
三
号
（
一
九
二
五
・
九
～
一
九
二
八
・
二
）
に
寄
稿
し
て
い
る
。

『
銅
鑼
』
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
傾
向
を
強
め
る
の
は
一
九
二
七
年
以
降
で
あ
る
が
、
宮
沢
が
農
民
芸

術
論
に
取
り
組
ん
だ
一
九
二
六
年
初
頭
ま
で
で
も
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
な
ど
の
左
翼
的
な
批
評
が
掲
載

さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
科
学
や
階
級
に
基
づ
く
芸
術
を
主
張
し
た
原
田
充
雄
の
批
評

、
コ

(34)

ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
や
階
級
意
識
に
基
づ
く
詩
観
を
主
張
し
た
赤
木
健
介
の
批
評

、
詩
人
の
団

(35)

結
と
社
会
運
動
と
の
必
要
を
説
い
た
草
野
心
平
の
批
評

な
ど
が
あ
る
。
と
く
に
草
野
は
、
こ
の

(36)

後
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
立
脚
し
た
農
民
文
学
論
を
主
張
し
、
石
川
三
四
郎
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
強
く
支
持

す
る
人
物
で
あ
る

。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
農
民
芸
術
論
で
石
川
や
ア
ナ
キ
ス
ト
に
触
れ

(37)

な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
説
を
知
り
つ
つ
も
、
持
論
の
参
考
と
し
て
は
紹
介
し
な
い
と
い
う
、

消
極
的
な
態
度
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
へ
消
極
的
な
態
度
は
、
農
民
芸
術
論
以
外
か
ら
も
見
出
せ

る
。
草
野
宛
書
簡
の
下
書
か
ら
は
、
宮
沢
が
後
年
草
野
の
主
義
に
与
さ
な
い
こ
と
を
伝
え
よ
う
と

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
三
二
年
に
書
い
た
草
野
宛
書
簡
の
下
書
に
は
「
あ
な
た
へ
も
数
回
手

紙
を
書
き
か
け
ま
し
た
が
、
主
義
の
ち
が
ひ
で
す
か
、
何
を
書
い
て
も
空
虚
な
や
う
な
気
が
し
て
、

み
ん
な
途
中
で
や
め
ま
し
た
。
ち
が
っ
た
考
は
許
す
な
ら
や
っ
ぱ
り
に
せ
も
の
で
す
」
〔
一
五
・

四
一
七
〕
と
あ
る
。
「
主
義
」
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
で
あ
る
か
は
定
か
で
な
い
が
、
他
の
草
野
宛
書
簡

文壇を横目でにらむ
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の
下
書
か
ら
も
〔
一
五
・
三
七
八
・
三
八
九
〕
同
様
の
態
度
が
み
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
宮
沢
の
振
る
舞
い
を
踏
ま
え
る
と
、
宮
沢
の
芸
術
論
が
石
川
を
は
じ
め
と
し
た

ア
ナ
キ
ス
ト
に
共
鳴
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
は
難
し
い
。
宮
沢
と
ア
ナ
キ
ス
ト
と
の
論
と
は
類
似

し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
影
響
を
受
け
た
部
分
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
宮
沢
は
ア
ナ
キ
ス
ト
・
ア

ナ
キ
ズ
ム
に
対
し
て
は
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
こ
の
相
反
す
る
あ
り
方
こ
そ
が
、
ア
ナ
キ
ズ

ム
系
郷
土
芸
術
派
に
対
す
る
宮
沢
の
態
度
だ
と
い
え
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
す
す
め
よ
う
。
前
節
で
は
、
室
伏
の
説
を
一
部
肯
定
的
に
、
一
部

否
定
的
に
紹
介
し
た
理
由
を
、
農
村
青
年
の
実
態
に
合
わ
せ
た
た
め
だ
と
述
べ
た
。
一
方
、
ア
ナ

キ
ズ
ム
へ
の
態
度
は
、
宮
沢
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
含
め
た
左
翼
思
想
に
批
判
的
だ
っ
た
こ
と
に
関

係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

宮
沢
が
一
部
の
左
翼
思
想
と
距
離
を
と
っ
た
こ
と
は
別
稿
で
述
べ
た
。
宮
沢
は
マ
ル
ク
ス
主
義

や
無
産
政
党
に
対
し
、
労
働
者
階
級
の
解
放
と
い
う
政
治
的
な
目
的
に
共
感
を
示
し
た
も
の
の
、

政
治
闘
争
と
り
わ
け
革
命
や
直
接
行
動
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た

。
そ
こ
で
、
農
民

(38)

芸
術
を
主
張
し
た
ア
ナ
キ
ス
ト
を
み
る
と
、
全
体
的
に
闘
争
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
こ
と
が
目
に
つ

く
。
草
野
も
「
革
命
的
小
作
人
組
合
」
を
進
展
さ
せ
農
民
文
学
を
「
革
命
的
文
学
」
と
捉
え
る
な

ど
、
明
ら
か
に
闘
争
的
で
あ
り

、
そ
の
姿
勢
は
『
銅
鑼
』
の
草
野
の
記
事
か
ら
も
う
か
が
い
知

(39)

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ナ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
急
進
的
な
直
接
行
動
主
義
者
で
は
な
い
。
石
川
な
ど

は
、
直
接
行
動
主
義
を
強
く
進
め
て
い
く
立
場
で
は
な
か
っ
た
が
、
大
杉
栄
や
草
野
な
ど
急
進
的

な
ア
ナ
キ
ス
ト
と
の
関
係
は
深
か
っ
た
。
宮
沢
が
石
川
や
草
野
を
直
接
行
動
主
義
者
と
し
て
捉
え

た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
ア
ナ
キ
ス
ト
を
自
認
す
る
こ
と
は
『
銅
鑼
』
に
も
『
非
進
化
論

と
人
生
』
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
知
っ
て
い
た
。
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を

出
な
い
が
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
直
接
行
動
主
義
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
、
宮
沢
を
彼
ら
か
ら
遠
ざ
け

た
一
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

石
川
お
よ
び
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
に
対
す
る
宮
沢
の
態
度
を
ま
と
め
よ
う
。
宮
沢
の
農

民
芸
術
論
は
、
「
宇
宙
」
や
「
自
然
」
を
理
想
と
し
て
、
個
人
の
自
由
と
社
会
の
調
和
と
を
説
く

点
・
自
然
と
個
人
と
が
一
体
化
し
た
状
態
を
「
芸
術
」
と
捉
え
た
点
で
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸

術
派
と
類
似
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
派
を
代
表
す
る
石
川
三
四
郎
の
著
作
を
お
そ
ら
く
読
み
、

草
野
心
平
と
も
親
交
が
あ
っ
た
が
、
彼
ら
を
積
極
的
に
紹
介
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宮
沢
は
、

ア
ナ
キ
ス
ト
と
類
似
す
る
主
張
を
も
っ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
を
ア
ナ
キ
ズ
ム
・
ア
ナ
キ
ス
ト
に
由

来
す
る
も
の
と
し
て
は
主
張
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

農
民
文
学
論
争
と
農
民
芸
術
論

前
節
ま
で
で
、
宮
沢
が
文
明
批
評
派
に
部
分
的
な
影
響
を
受
け
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派

と
は
類
似
し
つ
つ
も
距
離
を
と
っ
た
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
本
節
で
は
、
異
質
な
両
派
の
説
が
「
綱

要
」
と
い
う
一
つ
の
作
品
に
、
ど
う
ま
と
め
ら
れ
た
か
を
確
認
す
る
。
そ
れ
は
、
農
民
文
学
論
争

に
お
い
て
、
両
派
は
、
激
し
く
対
立
し
た
た
め
で
あ
る
。
「
綱
要
」
は
そ
の
対
立
す
る
両
説
を
取

り
入
れ
た
た
め
、
そ
こ
に
宮
沢
な
り
の
論
の
組
み
方
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
じ
め
に
、
農
民
文
学
論
争
で
両
派
が
ど
う
対
立
し
た
の
か
を
確
認
し
よ
う
。
文
明
批
評
派
と

ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
と
の
対
立
を
単
純
化
す
れ
ば
、
農
民
文
学
を
非
近
代
的
文
学
と
す
る

／
農
民
文
学
を
近
代
的
な
文
学
と
す
る
、
で
あ
る
。

文
明
批
評
派
は
、
農
民
文
学
を
非
近
代
・
反
近
代
の
文
学
と
み
な
し
た
。
伊
福
部
隆
輝
が
「
今

日
の
近
代
都
市
文
明
と
農
村
文
化
と
は
両
立
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
且
つ
農
村
文
化
は
人
間
の
よ

り
よ
き
も
の
、
よ
り
全
き
人
間
に
す
る
の
に
都
市
文
明
は
人
間
を
非
人
間
に
し
、
機
械
化
、
堕
落

さ
せ
る
」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
文
明
批
評
派
は
近
代
文
明
批
判
を
核
心
と
す
る
た
め
、
そ
の
対

(40)

抗
に
農
民
文
学
を
非
近
代
的
な
文
化
と
し
て
打
ち
建
て
た
。
そ
の
た
め
、
近
代
に
興
隆
し
た
と
い

う
点
で
、
機
械
・
科
学
と
同
様
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
・
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
す
ら
近
代
文
明
の
一
種
と
し
て

批
判
し
た
。
た
と
え
ば
、
生
田
長
江
は
「
ギ
ル
ド
・
ソ
シ
ア
リ
ズ
ム
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
ゐ
る

に
も
せ
よ
。
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
ゐ
る
に
も
せ
よ
」
「
文
明
的
大
都
市
的

生
活
の
謳
歌
か
ら
、
器
械
崇
拝
か
ら
、『
科
学
』
教
か
ら
出
て
き
た
」

と
い
っ
た
。

(41)

対
し
て
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
は
、
農
民
文
学
を
近
代
的
あ
る
い
は
近
代
を
超
え
た
文
学

と
み
な
し
た
。
自
然
を
理
想
と
し
た
り
自
然
と
の
一
体
化
を
求
め
た
り
す
る
主
張
は
、
一
見
反
近

代
的
に
み
え
る
が
、
こ
れ
を
彼
ら
は
原
始
回
帰
と
い
わ
な
い
。
こ
れ
を
「
集
中
経
済
組
織
と
中
央

集
権
制
に
反
対
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
当
然
持
ち
来
ら
す
所
の
、
資
本
と
都
市
、
農
村
無
産
階
級

牧千夏
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の
搾
取
物
で
あ
る
都
市
を
否
定
す
る
」

と
い
う
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
基
づ
く
主
張
と
し
、
さ
ら
に
資

(42)

本
主
義
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
を
越
え
た
進
歩
し
た
あ
り
方
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
「
土
の
芸
術
は
決
し
て
現
代
資
本
主
義
文
明
の
骨
髄
を
な
す
科
学
や
諸
機
関
を
排
し
去
ら

う
と
す
る
の
で
は
な
い
」

と
い
い
、
原
始
回
帰
を
主
張
す
る
文
明
批
評
派
を
「
封
建
文
化
、
取

(43)

り
残
さ
れ
た
文
化
へ
の
偏
愛
」
を
す
る
「
ヂ
レ
ツ
タ
ン
ト
」

だ
と
批
判
し
た
。

(44)

で
は
、
宮
沢
が
ど
の
よ
う
に
両
論
を
取
り
入
れ
た
の
か
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
宮
沢
は
農
民
芸

術
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
主
張
す
る
導
入
の
段
階
で
は
、
文
明
批
評
派
の
近
代
文
明
批
判
を
積
極

的
に
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
農
業
労
働
の
改
善
に
つ
い
て
は
近
代
文
明
の
ひ
と
つ
で
あ
る
機
械
・

科
学
の
導
入
を
主
張
し
て
い
た
。
文
明
批
評
派
の
核
心
で
あ
る
近
代
文
明
批
判
を
一
部
し
か
取
り

入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
と
類
似
し
た
の
は
、
農
民
芸
術
を
さ
ら
に
深
め
、
創
作
者

や
芸
術
の
あ
り
方
を
論
じ
詰
め
て
い
く
段
階
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
自
然
・
宇
宙
を
理
想
と
し
た
個

人
と
社
会
の
あ
り
方
に
お
い
て
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
の
主
張
と
類
似
し
た
。
し
か
し
、
宮

沢
は
こ
の
あ
り
方
を
彼
ら
の
核
心
で
あ
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
由
来
さ
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
「
曾

つ
て
わ
れ
ら
の
師
父
た
ち
は
乏
し
い
な
が
ら
可
成
楽
し
く
生
き
て
ゐ
た
／
そ
こ
に
は
芸
術
も
宗
教

も
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
部
過
去
を
模
範
と
す
る
部
分
も
あ
り
、
近
代
性
・
進
歩
性
を
強

調
す
る
傾
向
に
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
農
民
文
学
の
主
張
の
根
本
的
な
背
景
と
し
て
、
文
明
批
評
派
に
は
全
面
的
な
近
代
文

明
批
判
が
あ
り
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
に
は
ア
ナ
キ
ズ
ム
が
あ
る
が
、
宮
沢
は
こ
れ
ら
を

ど
ち
ら
と
も
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
沢
は
彼
ら
の
主
張
の
各
論
の
み
を
切
り
取
っ

て
、
自
ら
の
農
民
芸
術
論
と
し
て
組
み
立
て
た
。
こ
う
し
て
両
派
を
表
面
的
に
参
考
に
し
た
た
め

に
、
両
派
の
根
本
的
な
対
立
が
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
で
は
浮
き
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
、
宮
沢
の
文
学
史
的
位
置
と
し
て
ま
と
め
よ
う
。
ま

ず
、
宮
沢
は
地
方
に
お
け
る
農
民
文
学
論
争
の
受
容
者
・
創
作
者
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
論
争

の
な
か
で
と
り
わ
け
、
文
明
批
評
派
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
と
い
う
対
立
す
る
党
派
の
主

張
を
受
容
し
、
そ
れ
を
独
自
に
組
み
こ
ん
で
農
民
芸
術
論
を
考
え
上
げ
た
と
い
え
る
。

こ
の
対
立
す
る
二
党
派
に
近
い
と
い
う
あ
り
方
は
、
文
学
史
的
位
置
と
し
て
は
曖
昧
で
あ
る
。

こ
の
曖
昧
さ
は
、
論
争
に
参
加
し
て
い
た
作
家
と
比
較
す
る
と
際
だ
つ
。
作
家
た
ち
は
、
論
争
の

配
置
を
強
く
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
で
自
ら
の
立
場
を
明
示
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
「
我

々
の
仕
事
は
机
上
空
論
者
の
排
撃
に
あ
る
の
だ
。
机
上
空
論
者
と
は
マ
ル
キ
ス
ト
諸
君
と
、
我
等

の
中
に
混
入
せ
る
浪
漫
的
農
民
派
で
あ
る
（
略
）
農
民
文
学
は
農
村
ア
ナ
ル
シ
ス
ト
の
文
学
で
あ

る
」

と
、
党
派
ど
う
し
の
対
立
点
を
鮮
明
に
し
て
自
ら
の
立
ち
位
置
を
示
し
た
り
、「
中
村
星
湖

(45)

氏
よ
。
滑
稽
な
一
人
よ
が
り
の
文
章
を
発
表
す
る
前
に
、
も
う
少
し
真
剣
に
謙
遜
に
な
っ
て
新
し

い
時
代
の
声
を
聞
き
給
へ
」

と
、
各
党
派
の
代
表
者
を
支
持
・
批
判
し
た
り
し
た
。
ま
た
、
曖

(46)

昧
な
発
言
を
す
れ
ば
「
大
槻
氏
よ
！
い
つ
た
い
、
君
の
立
場
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
」

と
追
及

(47)

さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
論
争
に
参
加
し
た
作
家
は
、
論
争
の
配
置
に
簡
単
に
マ
ッ
ピ
ン

グ
で
き
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
論
争
に
お
け
る
位
置
、
あ
る
い
は
文
学
史
的
位
置
と
い
え
る
。

し
か
し
、
宮
沢
の
場
合
は
異
な
る
。
農
民
文
学
論
争
を
た
し
か
に
受
容
し
て
い
た
が
、
論
争
に

参
加
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
立
場
を
明
示
に
す
る
こ
と
に
意
識
的
で
な
か
っ
た
。
そ

れ
よ
り
も
、
論
争
で
学
ん
だ
主
張
を
自
ら
の
問
題
意
識

ー
受
講
生
の
実
態
や
直
接
行
動
主
義
へ

の
批
判

ー
に
合
わ
せ
て
創
作
し
直
す
こ
と
に
重
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
方
の
受
容
者
・

創
作
者
は
、
論
争
に
参
加
し
た
作
家
の
よ
う
に
は
マ
ッ
ピ
ン
グ
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文
壇

の
作
家
の
よ
う
な
明
確
な
位
置
づ
け
も
難
し
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
中
央
に
対
す
る
宮
沢
の
態
度
な
の
で
あ
る
。
中
央
の
議
論
に

参
加
せ
ず
地
方
で
受
容
・
創
作
し
た
者
の
な
か
に
は
、
宮
沢
と
同
様
の
態
度
を
と
っ
た
者
が
い
た

は
ず
だ

。
宮
沢
の
農
民
芸
術
論
か
ら
は
、
文
壇
作
家
と
は
異
な
る
文
学
へ
の
関
わ
り
方
が
み
え

(48)

て
く
る
。

《
付
記
》
引
用
の
漢
字
は
適
宜
現
行
の
も
の
に
改
め
、
改
行
は
ス
ラ
ッ
シ
ュ
で
示
し
た
。
引
用
し

た
資
料
・
参
考
資
料
の
副
題
は
省
略
し
た
。
宮
沢
作
品
の
引
用
は
『
【
新
】
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
～
二
〇
〇
一
）
か
ら
行
い
、
〔
巻
・
頁
数
〕
を
示
し
た
。
引
用
部
分
の

文壇を横目でにらむ
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傍
点
は
筆
者
が
付
し
た
。

脚
注盛

岡
中
学
時
代
は
「
よ
く
小
使
室
の
大
き
な
囲
炉
裏
辺
で
新
聞
や
雑
誌
（
冒
険
世
界
や
探
検
世

(1)界
な
ど
）
に
読
み
耽
」
り
、
盛
岡
高
等
農
林
時
代
は
「
図
書
室
に
も
熱
心
に
通
」
い
、
農
学
校
教

諭
時
代
に
は
毎
土
曜
日
に
盛
岡
に
一
五
冊
ほ
ど
本
を
買
い
に
行
き
、
と
き
に
は
岩
手
県
立
図
書
館

に
も
通
っ
た
と
い
う
。
『
改
造
』
や
『
中
央
公
論
』
も
購
読
し
て
い
た
。
加
藤
謙
次
郎
「
宮
沢
賢

治
と
私
」（
川
原
仁
左
エ
門
編
『
宮
沢
賢
治
と
そ
の
周
辺
』
刊
行
会
出
版
、
一
九
七
二
）
三
二
頁
、

高
橋
秀
松
「
賢
さ
ん
」
（
前
掲

川
原
編
『
宮
沢
賢
治
と
そ
の
周
辺
』
）
一
二
一
頁
、
佐
藤
成
「
鳥

の
や
う
に
教
室
で
う
た
っ
て
く
ら
し
た
毎
日
」（
『
証
言

宮
沢
賢
治
先
生
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、

一
九
九
二
）
三
六
～
三
七
頁
参
照
。

北
川
透
「
『
農
民
芸
術
概
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
『
ユ
リ
イ
カ
』

(
)

、
一
九
七
九
）

(2)

9
10

宮
沢
は
、
盛
岡
中
学
校
の
同
級
生
・
阿
部
孝
に
よ
っ
て
朔
太
郎
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
、
「
図
星

(3)を
さ
さ
れ
た
」
と
認
め
た
と
い
う
〔
一
六
・
一
八
七
〕

上
田
哲
「
宮
沢
賢
治
と
室
伏
高
信
」（
『
塩
』、
一
九
七
八
）。
引
用
は
上
田
哲
『
宮
沢
賢
治

そ

(4)の
理
想
世
界
へ
の
道
程
』
（
明
治
書
院
、
一
九
八
五
）
よ
り
。
以
前
筆
者
は
室
伏
と
宮
沢
と
の
関

係
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
『
文
明
の
没
落
』
読
者
と
し
て
の
宮
沢
賢
治
」
（
『
宮
沢
賢
治

研
究

annual

』

、
二
〇
一
一
）
。
た
だ
、
室
伏
と
宮
沢
の
み
に
着
目
し
た
た
め
、
適
切
な
観
点

21

で
比
較
で
き
な
か
っ
た
。

坂
井
健
「
石
川
三
四
郎
と
宮
沢
賢
治
」（
『
宮
沢
賢
治
研
究annual

』

、
二
〇
〇
四
）

(5)

14

第
一
期
は
一
九
二
二
～
二
七
年
頃
で
い
く
つ
か
の
党
派
に
分
か
れ
て
農
民
文
学
を
立
ち
上
げ
よ

(6)う
と
し
た
時
期
で
あ
り
、
第
二
期
は
一
九
二
七
～
三
一
年
頃
で
雑
誌
『
農
民
』
を
中
心
と
し
た
時

期
で
あ
り
、
第
三
期
は
一
九
三
一
年
の
ハ
リ
コ
フ
会
議
か
ら
三
八
年
の
農
民
文
学
懇
話
会
ま
で
で

あ
る
。
拙
稿
「
創
始
期
の
農
民
文
学
論
争
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』

(
)

、
二
〇
一
八
）
参
照
。

95
6

大
島
丈
志
氏
は
、
「
「
農
民
芸
術
」
が
生
ま
れ
る
土
壌
」
（
『
宮
沢
賢
治
の
農
業
と
文
学
』
蒼
丘
書

(7)林
、
二
〇
一
三
）
で
、
同
時
代
の
農
村
問
題
の
盛
り
上
が
り
と
「
綱
要
」
と
の
同
時
性
と
相
違
点

と
を
指
摘
し
た
。
本
稿
で
は
〝
農
民
文
学
論
争
〟
に
焦
点
化
し
、
論
争
の
配
置
を
詳
細
に
整
理
し

た
点
に
特
色
が
あ
る
。

倉
田
潮
「
『
農
民
』
か
ら
の
芸
術
」（
『
新
潮
』

(
)

、
一
九
二
四
）
一
〇
三
頁
。

(8)

40
2

(9
)

新
潮
合
評
会
「
大
正
一
四
年
の
文
壇
に
つ
い
て
」
（
『
新
潮
』

(
)

、
一
九
二
五
）
一
四
〇

43
6

頁
。白

鳥
省
吾
「
都
会
文
芸
の
崩
壊
と
田
園
文
芸
の
復
興
」
上
・
下
（
『
岩
手
日
報
』
一
九
二
四
・

(10)三
・
一
八
～
一
九
）
四
面
。

佐
伯
研
二
『
佐
伯
郁
郎
と
昭
和
初
期
の
詩
人
た
ち
』
（
盛
岡
市
立
図
書
館
、
一
九
九
三
）
一
二

(11)頁
。前

掲

拙
稿
「
創
始
期
の
農
民
文
学
論
争
」
。
各
党
派
に
つ
い
て
簡
単
に
記
せ
ば
、
プ
ロ
レ
タ

(12)リ
ア
文
学
の
一
部
と
し
て
農
民
文
学
を
主
張
し
た
の
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
派
、
近
代
文
明
批
判

か
ら
発
展
し
て
農
民
文
学
を
主
張
し
た
の
が
文
明
批
評
派
、
民
衆
芸
術
・
郷
土
芸
術
の
立
場
か
ら

農
民
文
学
を
主
張
し
た
の
が
郷
土
芸
術
派
、
そ
こ
か
ら
分
派
し
て
ア
ナ
キ
ス
ト
の
立
場
か
ら
農
民

文
学
を
主
張
し
た
の
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
系
郷
土
芸
術
派
で
あ
る
。
《
図
》
は
拙
稿
で
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

前
掲

上
田
「
宮
沢
賢
治
と
室
伏
高
信
」
三
八
三
頁
。

(13)
前
掲

上
田
「
宮
沢
賢
治
と
室
伏
高
信
」
三
六
四
頁
。

(14)
生
田
長
江
「
『
文
明
の
没
落
』
室
伏
高
信
氏
の
新
著
を
読
む
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
四

(15)・
一
・
二
〇
）
八
面
。

湯
浅
真
生
「
原
始
感
覚
の
文
芸
（
下
）
」（
『
読
売
新
聞
』
一
九
二
六
・
九
・
二
六
）
四
面
。

(16)
湯
浅
真
生
「
啓
蒙
を
返
上
す
」
（
『
読
売
新
聞
』
一
九
二
六
・
一
一
・
二
四
）
四
面
。

(17)
前
掲

室
伏
『
文
明
の
没
落
』
二
〇
七
・
二
〇
八
頁
。

(18)
室
伏
高
信
「
機
械
の
論
理
」（
『
改
造
』

(
)

、
一
九
二
四
）
四
七
頁
。

(19)

6
10

石
田
あ
ゆ
う
「
〈
土
に
還
る
〉
文
明
批
評
家
、
室
伏
高
信
の
メ
デ
ィ
ア
論
」
（
『
マ
ス
・
コ
ミ
ュ

(20)ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』

、
二
〇
〇
〇
）
八
二
頁
。

56

生
田
長
江
「
「
近
代
派
」
と
「
超
近
代
派
」
の
戦
」
（
『
新
潮
』

(
)

、
一
九
二
五
）
一
六
二

(21)

42
6

・
一
六
三
頁
。

具
体
的
に
は
、
モ
リ
ス
が
主
張
し
た
「
労
働
を
楽
し
く
す
る
方
法
」
の
「
機
械
的
な
労
動
を
創

マ
マ

(22)

牧千夏
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造
に
迠
戻
す
こ
と
」
「
時
間
の
余
り
長
く
な
い
こ
と
／
仕
事
に
変
化
の
あ
る
こ
と
」
を
否
定
的
に

紹
介
し
た
。

伊
藤
清
一
（
国
民
高
等
学
校
卒
業
生
）
の
証
言
『
花
農
六
十
周
年
記
念
誌
』(

岩
手
県
立
花
巻

(23)農
業
高
等
学
校
、
一
九
六
九)

六
八
頁
。

土
田
杏
村
「
第
一
線
の
人

思
想
と
行
動
の
相
互
批
判
【

】
室
伏
高
信
の
風
貌
」（
『
読
売
新

(24)

3

聞
』
、
一
九
二
九
・
六
・
二
八
）
四
面
。

彼
ら
は
基
本
的
に
自
ら
の
思
想
を
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
」
と
称
し
て
い
る
が
、「
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
」

(25)や
「
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
ア
グ
リ
コ
ー
ル
」
な
ど
と
も
呼
ん
で
お
り
、
連
合
や
組
合
を
認
め
る
立
場

に
立
つ
。

前
掲

坂
井
「
石
川
三
四
郎
と
宮
沢
賢
治
」

(26)
「
宇
宙
」
「
自
然
」
と
い
う
概
念
を
石
川
は
厳
密
に
定
義
し
て
い
な
い
。
岩
崎
正
弥
氏
は
石
川

(27)の
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
「
社
会
に
偏
在
す
る
権
力
の
無
化
を
目
指
す
従
来
の
問
題
設
定
の
延
長
線
上
に

〈
自
然
〉
が
発
見
さ
れ
、
そ
う
し
た
無
権
力
世
界
と
し
て
の
〈
自
然
〉
、
す
な
わ
ち
永
遠
性
に
根

ざ
し
た
〈
自
然
〉
の
法
則
を
現
代
社
会
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
」
と
ま
と
め
て
い
る
（
「
石
川

三
四
郎
の
「
土
民
生
活
」
」（
『
農
本
思
想
の
社
会
史
』
京
都
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
）
九
七
頁
）
。

権
力
・
支
配
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
調
和
し
て
進
み
ゆ
く
自
然
界
や
宇
宙
の
あ

り
方
を
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
掲

石
川
『
非
進
化
論
と
人
生
』
三
七
五
頁
。

(28)
五
十
公
野
清
一
「
土
の
芸
術
総
論
」（
『
新
潮
』

(
)

、
一
九
二
六
）
一
四
・
一
七
頁
。

(29)

23
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前
掲

石
川
『
非
進
化
論
と
人
生
』
三
二
一
頁
。

(30)
石
川
三
四
郎
「
土
民
の
文
芸
観
」（
『
土
民
芸
術
論
』
共
学
社
、
一
九
二
七
）
三
九
頁
。

(31)
大
塚
常
樹
『
宮
沢
賢
治

心
象
の
宇
宙
論
』
（
朝
文
社
、
二
〇
〇
三
）
な
ど
。

(32)
『
銅
鑼
』
が
ア
ナ
キ
ズ
ム
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
伊
藤
信
吉
「
解
説
」
（
『
解
説
「
銅
鑼
」
復

(33)刻
版
別
冊
』
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
七
八
、
一
六
頁
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

原
田
充
雄
「
デ
イ
レ
ッ
タ
ン
ト
侵
蝕
」（
『
銅
鑼
』

、
一
九
二
五
）

(34)

5

赤
木
健
介
「
我
々
の
詩
観
の
要
素
」（
『
銅
鑼
』

、
一
九
二
六
）

(35)

6

草
野
心
平
「
自
分
が
他
人
で
あ
る
詩
壇
・
そ
の
他
」（
『
銅
鑼
』

、
一
九
二
六
）

(36)

6

た
と
え
ば
草
野
心
平
は
「
農
民
文
学
は
農
村
ア
ナ
ル
シ
ス
ト
の
文
学
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

(37)石
川
三
四
郎
氏
の
「
土
着
民
」
な
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
（
「
農
民
文
学
雑
考
」
（
『
文
芸
市
場
』

(
)

一
九
二
七
）
）
一
八
頁
。

3
5拙

稿
「
産
業
組
合
と
い
う
希
望
」（
『JunCture

』

、
二
〇
一
八
）。
杉
浦
静
氏
も
宮
沢
が
左
翼

(38)

9

の
「
「
革
命
」
に
よ
る
改
革
に
は
対
立
す
る
立
場
に
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
お
り
（
「
宮
沢
賢
治
と

労
農
党
」
、
『
解
釈
と
鑑
賞
』

(
)

、
二
〇
〇
〇
）
、
村
山
龍
氏
は
宮
沢
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
の
世

62
2

界
観
が
通
底
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
こ
で
い
う
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
政
治
運
動
と
し
て
で
は
な

く
「
〈
詩
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
〉
」
と
限
定
さ
れ
る
。（
「
〈
詩
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
〉
と
の
共
鳴
」
『
近
代
文
学

合
同
研
究
会
論
集
』

、
二
〇
一
七
）。

14

前
掲

草
野
「
農
民
文
学
雑
考
」
一
七
頁
。

(39)
伊
福
部
隆
輝
「
諸
家
の
農
民
文
学
論
批
判
（
二
）
」
（
『
国
民
新
聞
』
、
一
九
二
六
・
八
・
一
四
）

(40)五
面
。

生
田
長
江
「
超
近
代
派
と
し
て
の
重
農
主
義
芸
術
」
（
『
新
潮
』

(
)

一
九
二
五
）
五
七
頁
。

(41)

43
2

サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
一
種
で
あ
る
。

前
掲

草
野
「
農
民
文
学
雑
考
」
一
六
頁
。

(42)
五
十
公
野
清
一
「
土
の
芸
術
総
論
」（
『
新
潮
』23

(11
)

、
一
九
二
六
）
一
八
頁
。

(43)
麻
生
義
「
農
民
文
学
管
見
」（
『
随
筆
』

(
)

、
一
九
二
七
）
七
頁
。

(44)

2
8

草
野
心
平
「
農
民
文
学
雑
考
」
（
『
文
芸
市
場
』

(
)

、
一
九
二
七
）
一
六
・
一
八
頁
。

(45)

3
5

伊
福
部
隆
輝
「
二
つ
の
通
告
」
（
『
新
潮
』

(
)

、
一
九
二
五
）
一
〇
〇
頁
。

(46)

43
2

今
野
賢
三
「
大
槻
氏
の
正
体
を
考
え
る
」
（
『
文
芸
市
場
』

(
)

、
一
九
二
七
）
二
六
頁
。

(47)

3
4

た
と
え
ば
、
農
民
詩
人
・
農
民
運
動
家
で
あ
る
渋
谷
定
輔
も
農
民
文
学
論
争
の
受
容
者
で
あ
る

(48)が
、
伊
福
部
隆
輝
・
石
川
三
四
郎
・
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
対
立
す
る
主
張
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
、

自
説
を
形
成
し
た
。（
渋
谷
定
輔
『
農
民
哀
史

上
・
下
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
七
）。
ま
た
東
敏

男
は
、
昭
和
初
期
の
地
方
イ
ン
テ
リ
青
年
の
行
動
か
ら
「
思
想
的
な
意
味
で
は
っ
き
り
し
た
一
つ

の
道
筋
が
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
。
そ
こ
に
は
新
時
代
の
多
様
な
価
値
観
の
な
か
で
、
何
か
を

せ
ね
ば
と
焦
る
」
姿
が
み
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
。（
東
俊
雄
『
村
の
指
導
者
と
イ
ン
テ
リ
た
ち
』

御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
〇
、
一
九
八
頁
）。

文壇を横目でにらむ



*1 一般科講師。また本稿は、第一二回未来を強くする子育てプロジェクト スミセイ女性研究者奨励

賞の成果の一部である。

The literary history position of the Kenji Miyazawa

MAKI Chinatsu*1

The purpose of the paper is to examine Miyazawa's position in literary history by comparing Kenji
Miyazawa's theory of art with he controversy of farmers' literature.
Miyazawa's theory of art favored anti-modernists. However, they differed from anti-modernists in their
understanding of science. Miyazawa's theory of art was similar to that of anarchists. However, Miyazawa
was in a political position against anarchism.
Miyazawa was a local writer who was influenced by the controversy of farmers' literature.
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