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Nakagawa  Goro

　

も
う
二
年
近
く
も
前
に
思
い
つ
き
、
そ

の
後
な
か
な
か
完
成
し
な
か
っ
た
歌
が
あ

る
。
メ
ロ
デ
ィ
と
一
緒
に
二
番
ま
で
の
歌

詞
は
す
ぐ
に
で
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
完
成
し
た
と
は
到
底
言
え
ず
、
結
び

と
な
る
よ
う
な
歌
詞
が
ど
う
し
て
も
必
要

で
、
そ
れ
か
ら
一
年
以
上
三
番
の
歌
詞
を

あ
れ
こ
れ
と
作
り
続
け
た
。
納
得
の
い
か

な
い
ま
ま
、
と
り
あ
え
ず
ラ
イ
ブ
で
も

歌
っ
た
り
し
て
い
た
が
、
去
年
２
０
２
３

年
の
秋
の
初
め
に
よ
う
や
く
こ
れ
だ
と
い

う
三
番
の
歌
詞
が
で
き
あ
が
っ
た
。
歌
の

タ
イ
ト
ル
は
「
世
界
と
わ
た
し
」
と
い
う

も
の
で
、そ
の
歌
は
こ
ん
な
ふ
う
に
始
ま
る
。

  　

こ
の
歌
を
ぼ
く
が
思
い
つ
い
た
の
は
、

６
０
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
あ
る
こ
と
と
向
き

合
う
こ
と
が
多
く
な
り
、
７
０
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
は
そ
れ
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て

い
る
か
ら
だ
。
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
親
し

い
人
た
ち
と
の
永
遠
の
別
れ
、
友
だ
ち
や

肉
親
、
知
人
が
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
う

こ
と
だ
。

先
に
こ
の
世
を
去
る
人
た
ち
が
ぼ
く
よ
り

も
歳
上
だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ぼ
く
と
同

世
代
の
人
た
ち
も
い
れ
ば
、
ぼ
く
よ
り
も

ず
っ
と
若
い
人
た
ち
の
時
も
あ
る
。

　

ぼ
く
は
永
遠
の
別
れ
の
悲
し
み
に
襲
わ

れ
、
深
い
喪
失
感
を
抱
き
な
が
ら
、
そ
の

死
は
誰
か
の
死
で
は
な
く
、
自
分
の
死
で

あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
る
。
自

分
だ
っ
て
必
ず
こ
の
世
を
去
る
し
、
そ
れ

が
い
つ
に
な
る
の
か
な
ん
て
絶
対
に
わ
か

ら
な
い
。
そ
し
て
死
に
対
し
て
の
激
し
い

不
安
に
襲
わ
れ
る
。
死
ぬ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
。
自
分
が
こ
の
世
か
ら
い
な

く
な
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
も

ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
子
供
の
頃
か
ら
何

度
も
何
度
も
繰
り
返
し
考
え
続
け
て
き

た
。
し
か
し
７
０
代
も
半
ば
に
な
る
と
、

友
だ
ち
や
仲
間
と
の
多
く
の
別
れ
を
体
験

す
る
中
、
そ
の
こ
と
が
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の

現
実
味
を
帯
び
て
く
る
。
死
へ
の
不
安
で

い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
、ぼ
く
は
「
わ
た
し
」

と
「
世
界
」
の
こ
と
を
考
え
、
そ
う
し
て

か
た
ち
に
な
っ
て
い
っ
た
の
が
「
世
界
と

わ
た
し
」
と
い
う
歌
だ
っ
た
。

　

ぼ
く
が
思
い
を
巡
ら
せ
る
の
は
、
自
分

が
い
な
く
な
っ
た
世
界
の
こ
と
だ
け
で
は

な
い
。
自
分
が
生
ま
れ
る
前
の
世
界
、
自

分
が
い
な
か
っ
た
世
界
の
こ
と
も
考
え

る
。
自
分
が
い
な
い
の
だ
か
ら
ど
う
し
よ

う
も
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
何
千
年
、

何
万
年
も
の
長
い
間
、
自
分
は
い
な
か
っ

た
の
だ
と
い
う
事
実
に
向
き
合
う
と
、
そ

れ
は
と
ん
で
も
な
く
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と

思
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
自
分
が
い
な
く

な
っ
た
後
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
自
分
の
い

な
い
長
い
歳
月
だ
け
が
あ
る
の
だ
と
考
え

る
と
、一
度
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
ぼ
く
は
、

そ
れ
以
上
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
て
し
ま
う
。

　

二
番
の
歌
詞
の
「
わ
た
し
が
い
な
く

な
っ
て
も/

世
界
は
続
い
て
い
く/

ど

こ
か
で
ま
た
誰
か
が
生
ま
れ
」
と
い
う
の

は
、
１
９
６
０
年
代
半
ば
、
ぼ
く
が
高
校

生
だ
っ
た
時
に
聞
い
た
「A

nd W
hen I 

D
ie

」
と
い
う
歌
が
、
５
５
年
以
上
が
過

ぎ
て
も
ぼ
く
の
心
に
強
く
残
っ
て
い
た
か

ら
だ
と
思
う
。
ぼ
く
が
最
初
に
こ
の
歌

を
聞
い
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
モ
ダ
ン
・
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自
分
が
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
？

 第
二
回

中
川
五
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さ
ん

年
間
特
集

「
不 

安
」

　
「
わ
た
し
の
中
の
世
界/

わ
た
し
が
い

な
く
な
れ
ば/

世
界
も
そ
こ
で
終
わ
る/

世
界
は
わ
た
し
の
頭
の
中/

わ
た
し
が
い

な
く
な
れ
ば/

世
界
も
な
く
な
る
」

　
「
世
界
の
中
の
わ
た
し/

わ
た
し
が
い

な
く
な
っ
て
も/

世
界
は
続
い
て
い
く/

ど
こ
か
で
ま
た
誰
か
が
生
ま
れ/

変
わ
る

こ
と
な
く/

世
界
は
そ
こ
に
あ
る
」

　

そ
し
て
よ
う
や
く
で
き
た
三
番
の
歌
詞

は
こ
う
だ
。

　
「
わ
た
し
の
中
の
世
界/

世
界
の
中
の

わ
た
し/

わ
た
し
の
い
な
い
世
界/

で
も

わ
た
し
は
世
界
に
い
る/

わ
た
し
が
い
な

く
な
っ
て
も/

わ
た
し
は
世
界
に
い
る
」

「
わ
た
し
の
中
の
世
界
、

      

世
界
の
中
の
わ
た
し]
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不
正
、
欺
瞞
、
差
別
、
人
権
無
視
な
ど
が

罷
り
通
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
こ
の
国
は
滅

び
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安

す
ら
あ
る
。
そ
う
し
た
不
安
を
す
ぐ
に
消

し
去
る
こ
と
が
で
き
る
安
易
な
や
り
方
な

ど
ど
こ
に
も
な
い
。
あ
る
の
は
、
今
あ
る

不
安
と
向
き
合
っ
て
、
目
の
前
の
問
題
を

ひ
と
つ
づ
つ
解
決
し
て
い
く
と
い
う
、
気

が
遠
く
な
る
ほ
ど
地
道
で
根
気
の
い
る
や

り
方
だ
け
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
戦
争

中
川
五
郎(

な
か
が
わ
・
ご
ろ
う)　

に
な
ろ
う
が
、災
害
が
襲
い
か
か
ろ
う
が
、

自
分
が
巻
き
込
ま
れ
な
け
れ
ば
い
い
、
自

分
が
被
害
に
遭
わ
な
け
れ
ば
い
い
、
す
な

わ
ち
自
分
が
死
な
な
け
れ
ば
い
い
と
い
う

「
わ
た
し
が
世
界
」
と
い
う
考
え
を
持
ち

続
け
て
い
れ
ば
、
何
の
救
い
も
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。

　
１
９
４
９
年
大
阪
生
ま
れ
。
６
０
年
代
半
ば
か
ら

ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ー
ク·

ソ
ン
グ
の
影
響
を
受
け
て
、

曲
を
作
っ
た
り
歌
っ
た
り
し
始
め
、
６
８
年
に
「
受

験
生
の
ブ
ル
ー
ス
」
を
発
表
。
そ
の
後
音
楽
に
関
す

る
文
章
や
歌
詞
の
対
訳
、
小
説
の
執
筆
や
チ
ャ
ー
ル

ズ·

ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
小
説
の
翻
訳
も
手
が
け
る
。

現
在
は
歌
う
こ
と
が
活
動
の
中
心
で
、
新
曲
を
作

り
、
日
本
各
地
で
ラ
イ
ブ
を
行
な
っ
て
い
る
。
最

新
ア
ル
バ
ム
は
２
０
１
７
年
の
『
ど
う
ぞ
裸
に
な
っ

て
下
さ
い
』、
著
作
に
ボ
ブ·

デ
ィ
ラ
ン
の
２
０
世

紀
の
歌
詞
を
全
部
訳
し
た
『
ボ
ブ·

デ
ィ
ラ
ン
全
詩

集
』（
２
０
０
５)

や
自
伝
本
の『
ぼ
く
が
歌
う
場
所
』

(

２
０
２
１)

な
ど
が
あ
る
。
ラ
イ
ブ·

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は
、www.goronakagawa.com

 

で
。

「
わ
た
し
が
あ
っ
て
こ
そ
の
世
界
か
ら

　
　
　
　

世
界
が
あ
っ
て
こ
そ
の
わ
た
し
」
と
い
う
発
想
へ

れ
た
り
、
学
ん
だ
り
し
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
わ
り
の
「
世
界
」
を
見
れ
ば
、戦
争
、

異
常
気
象
、
環
境
破
壊
、
感
染
症
、
天
災
、

人
災
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
対
す
る
不
安

が
渦
巻
い
て
い
る
。
し
か
も
ぼ
く
ら
が
今

生
き
て
い
る
日
本
と
い
う
こ
の
国
で
は
、

  

「
世
界
と
わ
た
し
」
と
い
う
短

く
て
単
純
な
歌
を
作
る
中
で
、
ぼ

く
は
世
界
と
わ
た
し
の
こ
と
を
繰

り
返
し
考
え
た
。
わ
た
し
さ
え
い

れ
ば
い
い
、
わ
た
し
が
い
な
く
な

れ
ば
そ
の
あ
と
の
世
界
の
こ
と
は

も
う
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
、
こ

れ
ま
で
の
幼
く
て
利
己
的
な
自
分

の
考
え
や
発
想
を
乗
り
越
え
て
、
も
う
一

つ
先
の
地
平
に
、
も
う
一
つ
上
の
段
階
に

ど
う
す
れ
ば
進
め
る
の
だ
ろ
う
と
歌
を
作

り
な
が
ら
も
が
い
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

　

わ
た
し
が
あ
っ
て
こ
そ
の
世
界
か
ら
世

界
が
あ
っ
て
こ
そ
の
わ
た
し
と
い
う
発
想

に
切
り
換
え
、
わ
た
し
の
不
安
と
世
界
の

不
安
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
そ
れ
こ
そ
宮

沢
賢
治
の
『
農
民
芸
術
概
論
綱
要
』
の
中

の
有
名
な
言
葉
を
も
じ
っ
て
、「
世
界
が

フ
ォ
ー
ク・コ
ー
ラ
ス・グ
ル
ー
プ
、
ピ
ー

タ
ー
・
ポ
ー
ル
＆
マ
リ
ー
の
歌
で
だ
っ
た

が
、
歌
の
作
者
は
ロ
ー
ラ
・
ニ
ー
ロ
と
い

う
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
出
身
の
シ
ン
ガ
ー
・
ソ

ン
グ
ラ
イ
タ
ー
で
、
１
９
４
７
年
生
ま
れ

の
彼
女
が
１
７
歳
の
時
に
作
詞
作
曲
し
た

歌
だ
っ
た
。
そ
の
歌
で
ロ
ー
ラ
は
、「
わ

た
し
が
死
ん
で
も/
一
人
の
子
供
が
生

ま
れ/

こ
の
世
は
続
い
て
い
く
」
と
歌
っ

て
い
た
。
そ
の
歌
を
聞
い
た
時
、
ま
さ
に

１
７
歳
だ
っ
た
ぼ
く
は
、
死
と
は
自
分
が

世
界
か
ら
い
な
く
な
る
こ
と
だ
と
し
か
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
同
じ
１
７
歳
で

そ
ん
な
達
観
し
た
考
え
を
し
て
い
る
の
か

と
、
激
し
い
衝
撃
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。

　

７
０
代
も
半
ば
と
な
っ
た
今
で
も
、
ぼ

く
は
ま
っ
た
く
成
長
す
る
こ
と
な
く
、
死

と
は
自
分
が
世
界
か
ら
い
な
く
な
る
こ
と

だ
と
考
え
て
、
死
に
対
す
る
不
安
を
抱
い

て
い
る
。
し
か
し
世
界
は
わ
た
し
だ
、
わ

た
し
が
世
界
だ
と
決
め
つ
け
る
の
で
は
な

く
、
わ
た
し
が
い
な
く
て
も
世
界
が
あ
る

の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
わ
た
し
が
い
な

く
て
も
わ
た
し
は
世
界
に
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
て
い

る
。
そ
れ
は
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
向
き

合
う
こ
と
が
多
く
な
っ
た
大
切
な
人
た
ち

と
の
永
遠
の
別
れ
か
ら
、
ぼ
く
が
教
え
ら

ぜ
ん
た
い
平
安
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人

の
平
安
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
、
そ
ん

な
境
地
に
ま
で
逹
し
な
け
れ
ば
、
ぼ
く
は

今
も
抱
え
続
け
て
い
る
死
へ
の
不
安
を
乗

り
越
え
、
新
し
い
答
え
を
見
つ
け
出
し
、

救
い
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
初
め
て
自
分
の
不

安
は
「
ち
っ
ぽ
け
」
な
も
の
で
、
得
ら
れ

る
救
い
は
と
て
も
「
大
き
い
」
と
気
づ
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
正
直
な
と
こ
ろ
ぼ
く
は
そ

こ
ま
で
達
観
で
き
ず
、
ま
だ
ま
だ
い
ろ
ん

な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
今
日
も
ラ
イ
ブ

で
「
わ
た
し
の
中
の
世
界/

世
界
の
中
の

わ
た
し
」
と
歌
っ
て
い
る
。
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大
学
を
卒
業
し
て
間
も
な
い一
九
四
二

年
か
ら
中
国
で
従
軍
し
、
敗
戦
と
と
も

に
復
員
し
て
高
校
で
英
語
教
師
を
し
て

い
た
著
者
が
、
五
四
年
に
発
表
し
て
芥

川
賞
を
受
賞
し
た
作
品
だ
。

　

三
〇
人
ほ
ど
の
英
語
教
員
が
ア
メ

リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
に
見
学
に
行
く

話
だ
が
、
主
な
登
場
人
物
は
英
語
教

員
の
う
ち
の
三
人
だ
。
英
語
力
は
あ
る

が
し
ゃ
べ
る
の
が
苦
手
な
伊
佐
、
得
意
に

な
っ
て
英
語
で
話
そ
う
と
し
ア
グ
レ
ッ
シ

ブ
な
山
田
、
そ
し
て
巧
み
に
英
語
を
話

す
が
ひ
け
ら
か
し
た
り
し
な
い
ミ
チ
子
で

あ
る
。

　

県
庁
前
の
広
場
に
英
語
教
員
た
ち
が

集
ま
り
、
六
キ
ロ
の
道
の
り
を
ア
メ
リ
カ

ン
・
ス
ク
ー
ル
ま
で
歩
い
て
い
く
。
ミ
チ
子

は
ハ
イ
・
ヒ
ー
ル
を
は
い
て
帽
子
ま
で
被
っ

て
盛
装
の
つ
も
り
だ
が
、「
か
え
って
卑
し

い
あ
わ
れ
な
か
ん
じ
を
あ
た
え
た
。」
ミ

チ
子
は
歩
き
始
め
る
と
準
備
よ
く
運
動

靴
に
は
き
か
え
る
が
、
伊
佐
は
英
語
で

話
し
か
け
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

も
黙
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
英
会
話

が
巧
み
な
ミ
チ
子
の
そ
ば
に
い
よ
う
と
す

る
。
伊
佐
は
そ
の
頃
は
な
か
な
か
は
け

な
か
っ
た
皮
靴
を
は
い
て
い
る
が
、
そ
の
た

め
に
足
が
痛
く
な
り
、
つ
い
て
い
け
な
く

な
る
。
そ
の
伊
佐
に
好
意
を
抱
く
ミ
チ

子
は
何
と
か
助
け
よ
う
と
す
る
。

　

ミ
チ
子
は
道
の
途
中
で
進
駐
軍
の
黒

人
に
話
し
か
け
ら
れ
、
な
め
ら
か
な
英

語
で
応
じ
る
の
で
、
チ
ー
ズ
の
罐
や
チ
ョコ

レ
ー
ト
を
も
ら
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
伊

佐
を
進
駐
軍
の
自
動
車
に
乗
せ
て
や
ろ

う
と
す
る
が
、
伊
佐
は
そ
う
す
れ
ば
英

語
を
話
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
そ
れ

を
避
け
よ
う
と
必
死
だ
。
だ
が
、
結
局

は
山
田
と
黒
人
に
ジ
ー
プ
に
乗
せ
ら
れ
て

し
ま
う
。ジ
ー
プ
が
行
って
し
ま
う
と「
あ

と
で
爆
笑
が
お
こっ
た
」。
ミ
チ
子
も「
忍

び
笑
い
を
し
て
い
た
が
、
伊
佐
の
遠
慮
深

さ
が
の
み
こ
め
ず
。
あ
の
人
は
戦
争
中

に
米
人
を
よ
ほ
ど
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
せ
た

の
で
は
な
い
か
し
ら
、
と
思
っ
た
」。

　

ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
で
は
、
日
本
人

教
員
た
ち
は
授
業
参
観
を
し
た
り
、
校

長
の
挨
拶
を
聞
い
た
り
す
る
が
、
屈
辱

的
な
経
験
が
多
い
。
ウ
イ
リ
ア
ム
校
長
は

こ
こ
は
一
七
人
ほ
ど
で一ク
ラ
ス
だ
が
、
日

本
の
学
校
は
今
も
生
徒
が
七
〇
人
ぐ
ら

い
で
多
く
団
体
教
育
で
、
こ
れ
が
軍
国

主
義
の
温
床
だ
な
ど
と
い
う
。
韻
を
踏

み
つつ
日
本
社
会
を
見
下
す
ジ
ョ
ー
ク
だ
。

ミ
チ
子
は
ハ
イ
・
ヒ
ー
ル
を
す
べ
ら
せ
て
廊

下
で
転
び
、
隠
し
も
っ
て
い
た
男
物
の
お

箸
が
見
え
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
山
田
は

モ
デ
ル・テ
ィ
ー
チ
ン
グ
を
し
た
い
と
言
って

「
英
語
に
対
す
る
熱
意
」
だ
と
い
う
が
、

校
長
は
「
特
攻
精
神
で
す
か
」
と
け
ん

も
ほ
ろ
ろ
だ
。

　

戦
勝
国
か
ら
恩
恵
を
授
け
に
き
た
米

国
人
に
対
し
て
、
英
語
発
話
力
を
ひ
け

ら
か
し
た
い
山
田
と
何
と
か
英
語
発
話

か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
伊
佐
の
ふ
た
り

は
、
実
は
と
も
に
反
米
、
あ
る
い
は
対

米
コ
ン
プ
レ
ク
ス
が
表
に
出
て
し
ま
う
が
、

適
応
力
が
あ
る
ミ
チ
子
は
そ
ん
な
そ
ぶ

り
は
見
せ
ず
米
国
人
に
好
か
れ
る
が
、

伊
佐
に
好
意
を
寄
せ
何
と
か
守
ろ
う
と

し
て
い
る
。

　

こ
の
短
い
半
日
ほ
ど
の
出
来
事
の
逸
話

的
物
語
は
、
弱
い
立
場
に
あ
る
い
の
ち
の

悲
し
み
を
描
く
、
ゴ
ー
ゴ
リ
な
ど
ブ
ラ
ッ

ク
ユ
ー
モ
ア
の
文
学
の
系
譜
を
意
識
し
た

も
の
で
、
敗
戦
後
の
占
領
下
に
あ
る
国
の

い
の
ち
の
悲
し
み
を
巧
み
に
切
り
取
っ
て

描
き
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
高
度
経
済

成
長
を
と
げ
た
七
〇
年
後
の
今
も
、
そ

の
様
態
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
、
笑
い
と
と
も
に
ふ
だ
ん
は
あ
ま
り

意
識
し
た
く
な
い
が
実
は
根
深
く
潜
在

す
る
怒
り
や
涙
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ

る
。

島
薗 

進(

し
ま
ぞ
の 

す
す
む)

１
９
４
８
年
生
れ
。
東
京
大
学
教
授
を
経
て
、
現
在
、

上
智
大
学
大
学
院
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
客
員
所
長
、

著
書
に
、『
神
聖
天
皇
の
ゆ
く
え
』（
２
０
１
９
年
５

月
）『
明
治
大
帝
の
誕
生
―
―
帝
都
の
国
家
神
道
化
』

（
２
０
１
９
年
５
月
、
春
秋
社
）、『
と
も
に
悲
嘆
を
生

き
る
』(

２
０
１
９
年
４
月
、
朝
日
新
聞
出
版)

、『
い

の
ち
を“
つ
く
っ
て
”も
い
い
で
す
か
』(

２
０
１
６
年
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

、『
宗
教
を
物
語
で
ほ
ど
く
』(

２
０
１
６

年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

が
あ
る
。

小
島
信
夫

「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
」

「
悲
し
み
の
分
か
れ
目
」
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話
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藤
田 

隆
則(

ふ
じ
た
・
た
か
の
り)

を

科
学
す
る

形
見
に
込
め
ら
れ
る
思
い
と
迷
い

Realize TraditionFujita Takanori

４

一
九
六
一
年
、
山
口
県
生
ま
れ
。
京
都
市
立

芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
教

授
。
研
究
対
象
は
、
能
・
声
明
な
ど
の
中
世

芸
能
お
よ
び
音
曲
。
著
書
に
『
能
の
ノ
リ
と

地
拍
子
』
な
ど
。
現
在
は
、
日
本
の
伝
統
音

楽
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
の
応
用
的
研
究

に
従
事
。

  
身
近
だ
っ
た
人
が
行
方
不
明
と
な
り
、

生
死
も
不
明
。
こ
う
い
う
こ
と
が
日
常

的
に
起
こ
り
え
た
時
代
、
別
れ
と
再
会

は
、
演
劇
に
お
い
て
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ

て
い
た
。
能
楽
で
も
、
そ
れ
が
テ
ー
マ
に

な
る
作
品
が
多
く
あ
る
。

  

物
狂
い
の
女
が
主
役
の
能
「
柏
崎
」。

主
役
の
女
は
、
自
分
の
夫
が
旅
先
で
亡

く
な
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
う
け
る
。
ま

た
同
時
に
、
我
が
子
が
無
常
を
感
じ
て

出
家
し
て
居
な
く
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。

女
は
「
亡
か
ら
ん
父
が
名
残
に
は
、
子

ほ
ど
の
形
見
あ
る
べ
き
か
」
と
思
い
を
募

ら
せ
、
我
が
子
を
探
す
旅
に
出
る
。
た

ど
り
着
い
た
の
は
善
光
寺
。
女
は
、
僧

侶
や
参
集
す
る
人
々
の
前
で
、
夫
の
形
見

で
あ
る
直
垂
と
烏
帽
子
を
自
ら
身
に
つ

け
て
舞
を
舞
う
。
そ
し
て
女
は
、
善
光

寺
で
修
行
中
の
我
が
子
に
再
会
す
る
の

で
あ
る
。
ハッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
。

　

物
語
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す

の
が
、
身
に
着
け
る
「
形
見
」
で
あ
る
。

同
じ
物
狂
い
能
の
「
班
女
」。
主
役
の
遊

女
は
、
恋
人
が
再
会
を
約
束
し
て
残
し

て
いっ
た
形
見
の
扇
を
、
肌
身
離
さ
ず
に

も
っ
て
引
き
こ
も
っ
て
い
る
。
女
は
恋
慕

の
思
い
が
捨
て
ら
れ
ず
、
思
い
を
風
景
に

寄
せ
て
歌
い
あ
げ
る
。
夏
が
過
ぎ
て
秋

に
な
る
。
欄
干
に
立
ち
つ
く
し
、
空
を

高
く
眺
め
る
と
、
夕
暮
の
秋
風
が
吹
い
て

く
る
。
風
は
松
に
吹
き
か
か
って
音
を
立

て
て
い
る
の
に
、
自
分
に
は
恋
人
の
音
づ
れ

（
訪
れ
）
は
な
い
、
と
。
そ
し
て
「
せ
め

て
も
の
形
見
の
扇
手
に
ふ
れ
て
」
と
言
い

つつ
、
形
見
の
扇
を
も
っ
て
舞
い
戯
れ
る
の

で
あ
る
。
最
後
に
は
再
会
の
ハッ
ピ
ー
エ
ン

ド
が
く
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
形
見
に
こ
め
た

思
い
の
先
に
く
る
の
は
、
死
別
で
は
な
い
。

形
見
と
は
そ
も
そ
も
「
形
」
を
「
見
る
」

た
め
の
も
の
。
つ
ま
り
、
今
こ
こ
に
存
在

し
な
い
人
の
姿
に
出
会
う
可
能
性
、
夢

と
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
の
も
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
形
見
が
ハッ
ピ
ー
エ
ン
ド
を

導
か
な
い
こ
と
も
多
い
。
能
の
「
清
経
」

を
紹
介
し
よ
う
。
京
に
残
る
平
清
経
の

妻
の
も
と
に
、
戦
地
か
ら
の
使
者
が
訪

ね
て
く
る
。
使
者
は
妻
に
向
か
っ
て
、
清

経
が
船
か
ら
身
投
げ
を
し
て
亡
く
な
っ
た

こ
と
を
知
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
肌
に
つ
け

て
い
た
お
守
り
、
船
に
残
さ
れ
て
い
た
清

う
事
実
を
、
強
く
実
感
さ
せ
る
だ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
不
在
の
感
覚
の
強
さ

は
逆
に
、
そ
の
人
に
死
者
の
生
前
の
姿
、

つ
ま
り
幽
霊
を
幻
視
さ
せ
る
力
を
与
え

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
松
風
」
と
い
う
能
の
作
品
が
あ
る
。

主
役
の
松
風
の
幽
霊
は
、
か
つ
て
の
恋
人

だ
っ
た
亡
き
在
原
行
平
の
形
見
の
衣
を

抱
き
し
め
つつ
「
形
見
こ
そ
今
は
徒
な
れ

こ
れ
な
く
は
、
忘
る
ゝ
時
も
あ
ら
ま
し
も

の
を
」
と
い
う
古
今
集
の
和
歌
を
歌
い

込
む
。「
こ
の
形
見
さ
え
無
け
れ
ば
、
忘

れ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
な
の
に
」
と
歌

う
。
行
平
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

　

形
見
に
強
い
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
は
、

仏
教
的
に
は
「
迷
い
」
の
ひ
と
つ
だ
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
、
い
や
、
だ
か
ら
こ

そ
、
形
見
に
迷
う
人
物
を
描
く
能
の
作

品
は
、
我
々
の
心
に
深
い
共
感
を
与
え
て

く
れ
る
。

経
の
遺
髪
を
、
形
見
と
し
て
渡
す
。
妻

は
そ
の
形
見
を
手
に
し
て
も
、
ま
だ
夫
の

死
を
納
得
で
き
な
い
。
通
夜
と
な
り
眠

り
に
入
る
と
、
そ
の
夢
の
中
に
清
経
が
現

れ
る
の
で
あ
る
。
清
経
は
、
瀬
戸
内
海

を
西
へ
と
敗
走
し
て
い
く
平
家
の
様
子
、

そ
の
絶
望
感
を
語
り
、
自
ら
が
入
水
す

る
様
子
を
物
語
る
。
そ
う
し
て
清
経
は
、

念
仏
を
唱
え
な
が
ら
「
こ
れ
ま
で
な
り

や
」
と
、
妻
に
別
れ
を
告
げ
て
消
え
る
。

形
見
を
目
に
し
た
と
き
か
ら
、
再
会
の

夢
は
断
た
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
形
見
に
は
、

死
者
を
蘇
ら
せ
て
く
れ
る
験
力
な
ど
備

わ
って
い
な
い
。「
思
う
人
の
不
在
」
と
い

形見の烏帽子を身につける女
国立国会図書館ウェブサイト

https://dl.ndl.go.jp/pid/1881031/1/30
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本
尊
と
い
う
言
葉
は
仏
教
徒
に
は
大
変
親
し
い
言
葉
と
い

え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
鸞
聖
人
の
言
葉
づ
か
い
の
中
に

「
本
尊
」
の
語
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
聖
人
の
場
合
は

使
わ
れ
る
語
は
当
然
で
あ
る
が
、
使
わ
れ
な
い
に
も
深
い
意

味
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
も
が
当
然
の

よ
う
に
用
い
る
の
に
聖
人
は
用
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
尊
の
語
義
を
確
認
す
る
と
、「
本
」
は
根
本

の
意
で
、「
尊
」
は
至
尊
の
意
味
で
用
い
る
語
で
あ
る
。
根

本
の
「
本
」
と
は
「
根
」
の
意
味
で
、
枝
末
の
「
末
」
に

対
す
る
語
で
あ
る
。
根
は
植
物
の
命
に
関
わ
る
重
要
な
は

た
ら
き
を
な
し
て
い
る
。
枝
葉
を
刈
っ
て
も
来
年
に
は
芽

が
吹
く
。
そ
れ
に
対
し
て
根
を
損
ず
れ
ば
枯
れ
て
し
ま
う
。

至
尊
の
「
至
」
は
至
極
を
意
味
し
、「
尊
」
は
尊
重
・
尊
敬

を
あ
ら
わ
し
、
究
極
と
し
て
尊
重
す
べ
き
価
値
を
表
す
用

語
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
「
本
尊
」
の
使
い
方
を
見
て
み
よ
う
。
お
寺
の

ご
本
尊
。
た
だ
、
お
寺
は
浄
土
真
宗
だ
け
で
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
宗
旨
の
寺
が
あ
る
。 

中
に
は
一
ヶ
寺
の
中
に
多
く

の
お
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
阿
弥
陀
堂
、
地

蔵
堂
、
不
動
堂
、
毘
沙
門
堂
、
大
師
堂
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

に
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
お
堂
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
ご
本
尊
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
堂
で
は

阿
弥
陀
さ
ま
が
ご
本
尊
、
地
蔵
菩
薩
、
不
動
明
王
、
毘
沙

門
天
、
お
大
師
さ
ま
な
ど
が
本
尊
と
し
て
祀
ら
れ

て
い
る
。
す
る
と
、
至
尊
が
多
種
多
様
に
存
在
す

る
と
い
う
矛
盾
が
お
き
て
く
る
。

　

聖
人
は
こ
の
矛
盾
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
本
尊
の
語
を
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
聖
人
に
と
っ
て
本
尊
は
「
阿
弥
陀
如
来
」

一
仏
で
あ
っ
て
、
他
の
諸
仏
、
菩
薩
等
は
阿
弥
陀

如
来
の
す
ば
ら
し
さ
を
た
た
え
る
方
々
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
「
本
尊
」
の
語
は
、
宗
教
の
本
質
を
表
す

重
要
な
用
語
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
ご
本
尊
は
阿

弥
陀
如
来
一
仏
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
阿
弥
陀

如
来
の
木
像
・
絵
像
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を

安
置
す
れ
ば
、
形
式
的
に
は
正
し
い
本
尊
と
い
え

る
。
し
か
し
、
内
面
的
に
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
阿

弥
陀
仏
の
教
え
が
究
極
と
し
て
意
識
さ
れ
て
な
け

れ
ば
、
そ
の
本
尊
は
形
式
的
な
も
の
と
な
る
。
内

面
と
形
式
が
具
わ
っ
て
本
当
の
本
尊
は
成
立
す
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

実
は
、
内
面
に
何
を
最
も
尊
重
す
る
か
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
成
立
す
る
と
言
う
べ
き

で
あ
る
。
仏
壇
に
阿
弥
陀
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
て

も
、
そ
の
人
に
と
っ
て
は
お
金
さ
ま
が
本
尊
な
ら

ば
、
お
金
教
の
信
者
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本

人
に
自
覚
は
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

令
和
６
年
元
日
の
能
登
半
島
大
地
震
。
正
月
の

気
分
は
吹
っ
飛
び
ま
し
た
。
翌
日
は
航
空
機
事

故
。
天
災
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

人
災
は
防
げ
ま
す
。
釈
尊
は
「
よ
く
注
意
し
な

が
ら
生
き
な
さ
い
」
と
申
さ
れ
て
い
ま
す
。
せ
め

て
人
災
の
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。
地
震

な
ど
の
天
災
は
決
し
て
人
間
の
力
の
及
ぶ
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
な
り
遠
い
砺
波
の
知
友
の
御

宮
殿
（
阿
弥
陀
さ
ま
を
祀
る
厨
子
）
も
崩
壊
し

た
そ
う
で
す
。
能
登
に
は
知
人
も
多
く
、
い
た

た
ま
れ
な
い
思
い
で
す
が
何
も
出
来
ま
せ
ん
。
せ

め
て
被
災
者
の
心
に
寄
り
添
う
人
間
で
あ
り
た
い
、

「
我
が
身
に
置
き
換
え
て
」
と
思
っ
て
生
き
る
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
災
害
は
い
つ
あ
る
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。
気
候
が
変
わ
り
、天
変
地
異
の
続
出
で
す
。

近
い
う
ち
に
来
る
と
言
わ
れ
て
い
る
南
海
ト
ラ
フ

の
時
を
考
え
ま
す
。
地
球
熱
状
化
に
よ
り
想
定

外
の
風
、
雨
、
地
震
、
そ
れ
に
伴
う
火
災
な
ど

異
常
気
象
が
増
え
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
生
き
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
自
体
が
有
難

い
こ
と
と
思
い
、
自
分
の
出
来
る
仕
事
を
怠
ら
ず

し
て
い
く
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
徒
と
し

て
考
え
る
試
練
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

表
紙
の
絵 　

天
災
の
風
景　

　

 

畠
中
光
享(

は
た
な
か 

こ
う
き
ょ
う)　
　
　
　

日
本
画
家
／
イ
ン
ド
美
術
研
究
家

　
　
　

    

／
真
宗
大
谷
派
僧
侶

      

◆ 

本 

尊   
 

　

十
年
前
に
な
る
が
今
は
亡
く
な
ら
れ
て
た

が
節
談
説
教
師
、川
岸
不
退
さ
ん
の
御
自
坊
、

能
登
輪
島
に
あ
る
林
敬
寺
で
「
道
標
」
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
節
談
説
教

と
は
節
が
付
い
て
い
る
真
宗
独
特
の
お
説
教
、

か
って
能
登
は
そ
の
本
場
で
あ
っ
た
。

民
芸
運
動
提
唱
者
、
柳
宗
悦
氏
の
造
語
に

「
土
徳
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ま
さ
し
く

師
が
能
登
弁
で
語
る
お
説
教
、
そ
し
て
厳
し

く
も
真
宗
他
力
信
仰
に
育
ま
れ
た
能
登
の

風
土
は
「
土
徳
」
そ
の
土
地
が
も
つ
品
性
、

を
充
分
に
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

中
川
五
郎
氏
が
今
回
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ

「
世
界
と
わ
た
し
」
そ
し
て
不
安
。

我
々
を
取
り
巻
く
「
世
界
」
は
今
、感
染
症
、

戦
争
、
異
常
気
象
、
天
災
等
、
予
期
し
な

い
様
々
な
出
来
事
で
満
ち
て
い
る
。

　

親
鸞
聖
人
の
教
え
、
自
己
「
わ
た
し
」

を
見
つ
め
る
そ
の
お
姿
は
、
厳
し
い
環
境
、
流

罪
と
な
っ
た
越
後
で
育
ま
れ
深
化
さ
れ
た
も

の
と
聞
く
。
か
っ
て
先
人
た
ち
は
今
以
上
に

厳
し
い
条
件
、
逆
境
の
中
を
生
き
抜
い
て
こ

ら
れ
た
。
二
日
の
飛
行
機
事
故
も
そ
う
だ
が

災
害
時
に
お
け
る
日
本
人
の
秩
序
だ
っ
た
冷

静
な
対
応
に
外
国
人
は
び
っ
く
り
す
る
そ
う

だ
。
今
も
日
本
人
の
血
の
中
に
「
土
徳
」
の

力
が
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
そ
れ
は
我
々
に
今
も
明
日
への
生
き
る
力
、

安
心
感
を
与
え
る
も
の
に
違
い
な
い
。
合 

掌

編
集
後
記


