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「
街
の
底
」
は
、
同
人
雑
誌
『
文
芸
時
代
』
(
第
二
巻
第
八
号
、
大
M
・
8
)

に
掲
載
さ
れ
た
横
光
の
新
感
覚
派
文
学
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

新
感
覚
派
文
学
に
つ
い
て
の
微
視
的
な
研
究
が
比
較
的
進
ん
だ
今
日
に
お
い
て

も
、
こ
の
作
品
を
正
面
に
据
え
た
論
考
は
、
ま
だ
見
い
だ
せ
な
い
。
四
百
字
詰
め

原
稿
用
紙
に
し
て
わ
ず
か
十
四
五
枚
と
い
う
作
品
の
短
さ
と
、
新
感
覚
派
文
学
作

品
一
般
の
性
格
で
も
あ
る
完
成
度
の
未
熟
さ
、
及
び
、
戸
惑
い
を
感
じ
さ
せ
ず
に

は
お
か
な
い
特
異
な
文
休
な
ど
が
、
こ
れ
ま
で
の
等
閑
視
の
直
接
の
原
因
に
な
っ

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
新
感
覚
派
文
学
論
議
が
、
概
し
て
作
品
研
究
不
在
の
う

ち
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
、
横
光
の
こ
の
時

期
の
作
品
で
、
例
外
的
に
よ
く
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
頭
な
ら
び
に
腹
」
、
「
春

は
馬
車
に
乗
っ
て
」
、
「
花
園
の
思
想
」
、
「
上
海
」
等
と
、
ほ
ん
の
数
え
る
程
度
の

も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
こ
れ
ら
は
、
注
目
に
値
す
る
完
成
度
の
高
い
作
品
群
で

は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
突
出
部
分
だ
け
を
も
っ
て
横
光
の
新
感
覚
派
時
代
を
論
じ
尽

論

田

律

男

口

く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
近
、
特
に
論
議
が
集
中
し
、

新
感
覚
派
文
学
の
総
決
算
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
長
篇
小
説
「
上
海
」
を
例

に
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
生
み
だ
さ
れ
る
経
緯
に
は
、

一
見
不
毛
に
み
え
る
、
し
か

し
ど
う
し
て
も
避
け
て
は
通
れ
な
か
っ
た
長
い
文
学
実
践
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
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た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
「
上
海
」
作
品
世

界
が
お
の
ず
か
ら
持
つ
重
層
性
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
り
、

ひ
い
て
は
、
新
感
覚

派
文
学
総
休
の
評
価
に
も
歪
が
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

本
稿
で
、
私
が
作
品
「
街
の
底
」
を
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
理
由
も
、

そ
う
し

た
問
題
と
深
い
関
係
を
持
つ
。

い
ま
述
べ
た
よ
う
な
作
品
研
究
不
在

一
つ
に
は
、

の
新
感
覚
派
文
学
論
議
に
対
し
て
、
あ
る
あ
き
た
り
な
さ
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
り
、

二
つ
め
に
は
、
作
品
「
街
の
底
」
が
、
長
篇
小
説
「
上
海
」
の
作
品
世
界
と
通
底

す
る
よ
う
な
暗
い
時
代
認
識
を
十
分
か
ね
そ
な
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
を
我
々
は

問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
目
立
た
な
い
作
品
の
意

味
を
、
地
道
に
洗
い
出
し
て
い
く
作
業
か
ら
新
感
覚
派
文
学
の
実
質
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
横
光
の
新
感
覚
派
文
学
作
品
の
中
に
は
、

い
わ
ゆ
る
〈
街
〉
(
都



会
)
を
舞
台
に
し
た
系
誌
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
「
無
礼

な
街
」
、
「
表
現
派
の
役
者
」
、
「
街
の
底
」
、
「
膜
聴
と
し
た
風
」
、
「
七
階
の
運
動
」
、

「
上
海
」
等
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
グ
〈
街
〉
も
の
u

に
特
徴
的
な
性
格
は
、

関
東
大
震
災
後
に
急
激
に
様
変
り
し
た
東
京
と
い
う
〈
街
〉
(
作
品
「
上
海
」
は
、

い
ち
お
う
例
外
と
な
る
。
)
の
底
辺
で
、
確
乎
た
る
生
活
信
条
や
行
動
原
理
を
見

い
だ
せ
な
い
ま
ま
、
浮
遊
し
漂
泊
す
る
現
代
人
の
存
在
様
式
が
描
出
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
根
無
し
草
的
な
人
間
存
在
の
描
か
れ

方
が
、

い
く
ぶ
ん
享
楽
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
の
も
事
実
で
、
そ
の
点
が
、

u、
わ

ば
新
感
覚
派
文
学
の
負
の
側
面
と
し
て
拡
大
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事

情
が
あ
る
。

確
か
に
、
新
感
覚
派
文
学
に
は
、
そ
う
し
た
享
楽
的
、
利
那
的
な
都
会
文
学
と

し
て
の
側
面
も
否
定
で
き
ず
、
た
と
え
ば
、
『
文
芸
時
代
』
同
人
の
片
岡
鉄
兵
や

中
河
与
一
ら
の
作
品
に
は
、
色
濃
く
そ
の
傾
向
が
穆
み
で
て
い
る
。
し
か
し
、
横

光
の
か
〈
街
〉
も
の
。
に
は
、
単
に
そ
の
側
面
だ
け
で
は
割
り
き
れ
な
い
暗
い
時

代
認
識
が
惨
み
で
て
い
て
、
前
者
と
は
、

一
線
を
画
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
え
街
〉
も
の
。
が
、
や
が
て
は
都
市
小
説
「
上
海
」

へ
接
続
し
て
い

く
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
上
海
」
を
と
ら
え
る
た
め
に
も
、
こ
れ
ら
か
〈
街
〉

も
の
。
を
す
く
い
あ
げ
る
視
点
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
下
、
ま
ず
、
新
感
覚
派
文
学
を
積
極
的
に
推
し
進
め
て
い
た
頃
の
横
光
文
学

の
あ
り
ょ
う
を
概
観
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
、
具
休
的
に
「
街
の
底
」
の
作
品

世
界
の
持
つ
内
実
と
意
味
と
を
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま

で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
新
感
覚
派
文
学
の
積
極
的
な
側
面
が
、

い
く
つ
か
見
い
だ

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
街
の
底
」
が
載
っ
た
『
文
芸
時
代
」
(
第
二
巻
第
八
号
)
は
、
創
刊
か
ら
す

で
に
十
一
号
を
数
え
、
雑
誌
自
休
は
、
安
定
し
た
軌
道
に
乗
り
か
け
て
い
た
時
期

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
人
内
部
は
、
統
一
の
と
れ
ぬ
ま
ま
個
人
レ
ベ
ル
で
様
々

な
変
化
を
見
せ
始
め
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
同
人
達
が
〈
新
感
覚
派
〉
な
る
共
通
の
理
念
に
も
と
に
集
結
し
た

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
千
葉
亀
雄
に
よ
る
命
名
以
後
、
片
岡
鉄
兵
、
川
端
康

成
、
横
光
利
一
ら
に
よ
る
新
感
覚
派
へ
の
自
己
定
位
が
必
ず
し
も
同
人
全
休
に
浸

透
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
。
そ

う
し
た
な
か
で
、
「
文
芸
時
代
』

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
ろ
う
と
し
た
片
岡
、
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川
端
、
横
光
ら
の
動
向
に
も
少
し
ず
つ
変
化
が
現
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
創
刊
号
以

来
華
々
し
い
活
躍
を
見
せ
て
い
た
川
端
康
成
は
、
第
二
巻
第
三
号
(
大
U
・
3
)

あ
た
り
で
次
の
よ
う
な
態
度
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

新
感
覚
主
義
の
表
現
は
、
例
え
ば
、
小
さ
い
時
か
ら
洋
装
で
成
長
し
た
姿

形
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
感
覚
主
義
以
前
の
表
現
は
、
例
え
ば
、
和
服
で
成

長
し
た
日
本
娘
の
姿
形
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
大
し
た
ち
が
ひ
だ
。
/
し

か
し
、
少
女
時
代
に
洋
装
し
て
ゐ
た
か
ら
と
云
っ
て
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら

ま
で
洋
装
す
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
問
題
だ
。
(
「
番
外
波
動
調
」
、
『
文
芸

時
代
」
、
大
M
・
3
、
傍
点
引
用
者
。
)

比
喰
的
な
言
い
回
し
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
す
で
に
新
感
覚
派
狂
熱
か
ら
は
冷
め

て
、
新
感
覚
派
文
学
そ
の
も
の
の
あ
り
か
た
を
客
観
視
し
て
い
る
川
端
の
姿
が
う

か
が
い
知
れ
る
。
ま
た
、
同
号
の
「
同
人
寄
せ
書
」
で
は
、
〈
来
年
は
新
東
洋
主



義
に
鞍
換
へ
す
る
。
(
康
成
)
〉
と
書
き
つ
け
て
い
た
り
も
す
る
。
〈
洋
装
〉
(
新
感

覚
主
義
)
を
と
い
て
〈
新
東
洋
主
義
〉
に
〈
鞍
換
へ
〉
す
る
と
い
う
変
質
に
は
、

翌
年
の
新
年
創
作
号
、
及
び
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
伊
豆
の
踊
子
」
、

「
続
伊
豆
の
踊
子
」
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
新
感
覚
派
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
ろ
う
と
し
た
片
岡
鉄
兵
も
、
〈
予

は
時
代
の
雰
囲
気
か
ら
、
不
安
な
る
影
を
感
覚
す
る
〉
と
い
い
、
〈
我
ら
は
靴
の

底
に
砂
利
を
感
ず
る
如
く
、
不
断
の
歯
痛
の
如
く
、
数
学
的
の
不
合
理
を
我
ら
の

世
界
に
感
覚
す
る
の
に
、
そ
の
歯
痛
へ
の
治
療
を
意
企
せ
ず
し
て
何
の
新
し
き
時

代
を
期
待
し
た
ら
好
い
の
か
。
〉
(
「
新
感
覚
派
は
斯
く
主
張
す
」
、
「
文
芸
時
代
』

大
M
・
7
)
と
言
い
つ
つ
、
次
第
に
時
代
の
深
部
に
降
り
立
と
う
と
し
な
が
ら
も
、

そ
の
〈
治
療
〉
法
を
見
い
だ
し
あ
ぐ
ね
て
四
苦
八
苦
し
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。

や
が
て
片
岡
は
、
全
く
突
然
に
〈
宇
宙
の
正
し
い
意
志
を
信
頼
す
る
:
:
:
〉
(
「
道

徳
と
感
覚
」
、
「
文
芸
時
代
』
大
M
・
9
)
云
々
と
口
に
し
始
め
る
が
、
論
理
的
脈

落
は
希
薄
で
、
そ
の
意
志
を
つ
き
つ
め
て
い
く
こ
と
は
す
ぐ
に
放
棄
す
る
。

新
感
覚
派
そ
の
も
の
に
対
し
て
の
批
判
が
、
「
文
芸
時
代
」
誌
上
に
表
面
化
し

て
来
た
の
も
こ
の
頃
で
、
ま
ず
、
「
文
芸
戦
線
」
同
人
で
『
文
芸
時
代
」
の
同
志

格
で
も
あ
っ
た
金
子
洋
文
が
、
〈
文
芸
時
代
は
新
感
覚
派
と
よ
ば
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
悲
劇
を
か
も
し
て
ゐ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
人
の
う
ち
に
は
新
感
覚
派
で
は
な

い
人
々
が
む
し
ろ
多
い
か
ら
だ
。
〉
(
「
新
感
覚
「
派
』
の
解
剖
」
、
「
文
芸
時
代
』

大
H
・
7
)
と
指
摘
し
、
新
感
覚
派
な
る
エ
コ

l
ル
の
暖
昧
さ
を
喝
破
し
た
。
次

い
で
、
新
感
覚
派
の
名
付
け
親
で
あ
る
千
葉
亀
雄
が
、
〈
新
感
覚
派
の
存
在
意
義

い
か
ん
を
、
改
め
て
批
判
す
る
ほ
ど
の
興
味
を
自
分
は
持
ち
合
せ
な
い
。
〉
と
論

議
か
ら
身
を
引
こ
う
と
し
、
〈
新
感
覚
派
が
新
感
覚
を
強
調
し
ゃ
う
と
、
し
ま
い

と
、
彼
等
の
感
覚
す
る
や
う
な
感
覚
は
、
活
字
に
さ
れ
ず
と
も
、
ど
ん
な
範
囲
で

か
、
現
代
人
の
感
覚
に
内
在
す
る
:
:
:
〉
(
「
名
は
所
詮
一
つ
の
概
念
」
、
『
文
芸
時

代
』
大
H
・
7
)
と
や
や
冷
淡
に
つ
き
放
し
た
り
し
た
。
ま
た
、
文
壇
内
部
に
は
、

『
文
芸
時
代
』
に
対
抗
し
て
、
自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
踏
襲
し
よ
う
と
す
る
同

人
雑
誌
『
不
同
調
』
が
創
刊
さ
れ
た
り
も
し
た
(
大
U
・
7
、
創
刊
)
。

こ
の
よ
う
に
、
『
文
芸
時
代
』
が
、

一
時
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
流
行
児
で

は
い
ら
れ
な
く
な
り
、
や
が
て
そ
の
実
質
部
分
が
問
わ
れ
る
時
期
に
さ
し
か
か
っ

た
時
に
、
作
品
「
街
の
底
」
は
、
〈
特
輯
同
人
創
刊
号
〉
の
一
つ
と
し
て
発
表
さ

れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
に
、
こ
の
作
品
の
位
置
の
重
要
さ
が
あ
る
と
見
て

よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
横
光
自
身
の
動
向
に
つ
い
て
眺
め
て
お
く
な
ら
ば
、
横
光
は
、
周

知
の
よ
う
に
、
「
感
覚
活
動
(
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す
る
非
難
へ
の
逆

説
こ
(
『
文
芸
時
代
」
大
M
・
3
)
な
る
論
文
に
お
い
て
、
ま
ず
、
新
感
覚
派
文

学
の
原
理
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
こ
の
論
文
は
、
磯
貝
英
夫
氏
の
簡
潔

な
要
約
の
と
お
り
、
〈
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
読
み
か
じ
っ
た
、
生
硬
詰
屈
な
用
語
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と
理
論
が
駆
使
さ
れ
て
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
な
い
が
、

一
口
に
言
え
ば
、
感
覚

活
動
に
お
け
る
悟
性
の
は
た
ら
き
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
を
持
っ
た
理
論
〉

と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

横
光
理
論
の
最
大
の
特
徴
は
、
川
端
が
〈
主
観
〉
に
比
重
を
置
い
た
の
に
対
し
、

〈
倍
性
〉
の
重
視
を
説
い
た
点
に
あ
っ
た
。
横
光
は
、
は
じ
め
に
〈
新
感
覚
派
の

感
覚
的
表
徴
と
は
、

一
言
で
云
ふ
と
自
然
の
外
相
を
剥
奪
し
、
物
自
体
に
躍
り
込

む
主
観
の
直
感
的
触
発
物
を
云
ふ
。
〉
と
い
う
有
名
な
前
提
的
定
義
を
下
し
、
更

に
そ
の
〈
主
観
〉
(
〈
客
休
を
認
識
す
る
認
識
能
力
〉
)
を
構
成
す
る
〈
悟
性
と
感

性
〉
の
う
ち
、
〈
よ
り
強
く
悟
性
活
動
が
力
学
的
形
式
を
と
っ
て
活
動
し
て
ゐ
る
〉

の
を
こ
そ
〈
新
感
覚
的
表
徴
〉
と
言
う
と
し
た
。



つ
ま
り
、
横
光
の
想
定
し
て
い
る
〈
新
感
覚
的
表
徴
〉
と
は
、
〈
倍
性
〉
と
〈
直

観
〉
と
の
複
合
的
綜
合
的
統
一
休
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
横
光

は
、
〈
生
活
〉
〈
芸
術
〉
〈
認
識
活
動
〉
の
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
お
け
る
〈
新
感
覚
〉

の
機
能
に
言
及
し
よ
う
と
し
た
。
〈
生
活
〉

の
局
面
で
は
、
〈
悟
性
〉
を
介
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
あ
る
が
ま
ま
の
〈
生
活
〉

の
感
覚
化
で
は
な
く
、
〈
よ
り

高
速
な
、
よ
り
健
康
な
生
活
〉
を
導
く
も
の
と
し
て
、
〈
芸
術
〉

の
局
面
に
お
い

て
は
、
た
と
え
ば
〈
構
成
派
〉
の
如
き
〈
知
的
感
覚
〉
(
〈
パ

l
ト〉

の
〈
知
的
〉

な
〈
構
成
〉
に
よ
り
、
感
情
の
表
白
で
は
な
く
〈
感
覚
〉
の
〈
爆
発
〉
を
狙
う
も

の
。
)
を
現
く
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
〈
認
識
活
動
〉
の
局
面
で
は
、
〈
直
観
〉
に

よ
っ
て
、
〈
既
知
な
る
経
験
的
認
識
か
ら
未
知
な
る
認
識
活
動
を
誘
導
〉
す
る
も

の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
機
能
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
論
理
自
体
は
、
お
お
む
ね
整
合
性
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
が
、

い
ま
の

簡
単
な
祖
述
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
よ
う
に
、
論
理
が
錯
綜
し
、
表
現
が
暖
味

だ
っ
た
た
め
に
、
同
人
達
に
は
ほ
と
ん
ど
受
け
い
れ
ら
れ
ず
、
宙
に
浮
い
て
し
ま

う
か
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
横
光
自
身
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
実
作
を
通
し
て
培
っ
て
き
た

認
識
と
方
法
と
を
理
論
化
す
る
一
つ
の
野
心
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
見
て
ま
ち
が

い
な
い
わ
け
で
、
〈
倍
性
〉
と
〈
直
観
〉
と
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
物
自

休

換

み士
主詰
も患
の即J

'1l'‘ 
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核事
にの

据杢
-̂ ~主
ょを
うっ
と か
すみ
る取
も ろ
のう
でと
あす

る
姿
勢
を
、

っ
た
。さ

て
、
問
題
の
重
点
は
、
そ
う
し
た
理
論
の
構
築
が
、
実
作
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ

う
に
活
か
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
に
当
然
移
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
次
い
で
、
実
際
に
「
街
の
底
」
の
作
品
内
部
に
分
け
入
り
、
検
証
を
試
み
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

作
品
「
街
の
底
」
に
つ
い
て
の
先
行
す
る
論
考
は
、

い
ま
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ

な
い
が
、
わ
ず
か
に
次
の
よ
う
な
同
時
代
評
が
存
在
す
る
。

横
光
利
一
氏
の
「
街
の
底
」
は
自
分
は
好
き
だ
っ
た
。
意
味
を
求
め
た
が
る

人
に
は
物
足
り
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
自
分
に
は
こ
れ
だ
け
で
充
分
一

つ
の
芸
術
的
な
詩
を
感
じ
る
。
勿
論
形
の
上
で
は
主
人
公
に
な
っ
て
ゐ
る
あ

の
男
の
生
活
と
か
思
想
と
か
を
特
に
書
か
う
と
し
た
の
で
は
な
く
て
、
こ
の

街
の
こ
の
人
の
上
に
一
つ
の
交
響
詩
を
建
て
た
の
だ
。
こ
の
交
響
詩
が
多
角

的
で
鋭
角
的
で
あ
る
の
が
自
分
は
好
き
だ
っ
た
。
(
石
浜
金
作
「
八
月
諸
雑
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誌
創
作
評
」
、
「
文
芸
時
代
」
大

H
・
9
)

「
文
芸
時
代
』
同
人
の
一
人
で
も
あ
る
石
浜
の
言
い
ぶ
ん
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作

品
に
は
、
〈
生
活
〉
的
〈
思
想
〉
的
色
彩
は
希
薄
で
、
そ
れ
は
、
〈
芸
術
的
〉
な
〈
交

響
詩
〉
と
し
て
味
わ
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
交
響
詩
〉
と
い

う
聞
き
慣
れ
な
い
成
語
が
、
作
品
の
ど
の
あ
た
り
か
ら
触
発
さ
れ
導
き
だ
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
か
、

い
さ
さ
か
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
作
者
横
光
自

身
の
問
題
意
識
は
、
む
し
ろ
、
石
浜
の
し
り
ぞ
け
た
〈
生
活
〉
的
〈
思
想
〉
的
側

面
の
方
に
よ
り
ウ
エ
イ
ト
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
後

年
に
な
っ
て
だ
が
、
横
光
は
、
関
東
大
震
災
に
触
れ
な
が
ら
次
の
よ
う
に
語
っ
て

、・3
0

L
V
M
i
d
-

眼
に
す
る
大
都
会
が
世
置
と
し
た
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
焼
野
原
と
な
っ
て
周
囲

に
拡
が
っ
て
ゐ
る
中
を
、
自
動
車
と
い
ふ
速
力
の
変
化
物
が
初
め
て
世
の
中



に
う
ろ
う
ろ
と
し
始
め
、
直
ち
に
ラ
ヂ
オ
と
い
ふ
戸
音
の
奇
形
物
が
顕
れ
、

飛
行
機
と
い
ふ
鳥
類
の
模
型
が
実
用
物
と
し
て
空
中
を
飛
び
始
め
た
。
こ
れ

ら
は
す
べ
て
震
災
直
後
わ
が
国
に
初
め
て
生
じ
た
近
代
科
学
の
具
象
物
で
あ

る
。
焼
野
原
に
か
か
る
近
代
科
学
の
先
端
が
陸
続
と
形
と
な
っ
て
顕
れ
た
青

年
期
の
人
間
の
感
覚
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
変
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
時

掛
か
わ
終
わ
か
子
位
ゃ
れ
山
岳
ト
ル
「
骨
れ
い
島
」

b
わ
か
昏
ト
佐
冷
や
か
か
ん
r
b

F
ゆ
か
か
。
(
「
解
説
に
代
へ
て
け
」
、
『
三
代
名
作
全
集
|
|
横
光
利
一
集
』
、

ワコ
E
U
'
n
u

、

町
凶
川
・
E
A
-
-
A

河
出
書
房
、
傍
点
、
引
用
者
。
)

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
自
作
解
説
は
、

か
な
り
時
間
を
経
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
う
の
み
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
横
光
白

身
の
把
揮
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
作
「
街
の
底
」
に
〈
震
災
直
後
〉
の
〈
走
然
た

る
青
年
の
思
ひ
〉
が
泣
か
び
で
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
し
て
お
き

た
い
の
で
あ
る
。
後
段
で
詳
し
く
見
て
い
く
つ
も
り
だ
が
、
確
か
に
、
作
品
「
街

の
底
」
に
は
、
単
に
石
浜
の
言
う
よ
う
な
〈
芸
術
的
な
詩
〉
だ
け
で
は
説
明
で
き

な
い
当
時
の
暗
い
不
安
な
時
代
精
神
が
渉
み
出
て
い
る
よ
う
だ
し
、
伺
よ
り
も

〈
彼
〉
な
る
中
心
人
物
の
〈
生
活
〉
及
び
〈
思
想
〉

レ
ベ
ル
で
の
行
き
.
つ
ま
り
と

苦
渋
と
が
、
色
濃
く
作
品
世
界
を
染
め
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

* 

具
体
的
に
作
品
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
街
の
底
」
に
は
、
特
別
の

物
語
性
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
中
心
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
〈
彼
〉
な

る
存
在
に
つ
い
て
も
、
そ
の
素
姓
は
、
か
な
り
省
筆
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
〈
彼

は
働
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
働
く
に
適
し
た
思
考
力
は
彼
の
頭
脳
を
痛
め
る

の
だ
。
〉
と
あ
り
、
ま
た
、
〈
彼
は
雑
誌
を
三
冊
売
れ
ば
十
銭
の
金
に
な
る
こ
と
を

知
っ
て
ゐ
た
。
此
の
法
則
を
知
っ
て
ゐ
る
限
り
、
彼
は
生
活
の
恐
怖
を
感
じ
な
か

っ
た
。
〉
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
人
物
像
の
お
お
よ
そ
の
輪
郭
は
つ
か
み
だ
せ

そ
う
な
気
が
す
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
彼
〉
は
、
世
間
一
般
人
の
よ
う
に
〈
働
く
〉

た
め
に
|
|
つ
ま
り
は
、

ロ
を
糊
す
る
た
め
に
、
あ
れ
こ
れ
思
考
を
め
ぐ
ら
す
こ

と
に
不
向
き
な
タ
イ
プ
で
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
〈
思
考
力
〉
が
、
逆
に
〈
頭
脳
〉

を
痛
め
て
し
ま
う
よ
う
な
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
〈
生
活
〉
か
ら
落
伍
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
〈
無
為
〉
の
人
物
と
し
て
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
〈
雑
誌
〉

(
こ
れ
は
、
た
ぶ
ん
同
人
雑
誌
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
)
を
売
っ
て
〈
金
〉
を

得
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
〈
彼
〉
が
文
学
に
関
わ
り
を
持
つ
若
者
の
一
人

で
あ
る
こ
と
も
推
測
が
つ
く
。
要
す
る
に
、
〈
彼
〉
は
、
労
働
に
よ
っ
て
〈
生
活
〉

を
営
ん
で
い
る
世
間
一
般
人
と
は
少
し
か
け
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
、
文
学
に
携
わ

り
な
が
ら
〈
無
為
〉
の
〈
生
活
〉
を
送
っ
て
い
る
一
青
年
と
み
な
し
て
よ
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
、
同
時
に
、
そ
う
し
た
把
握
だ
け
で
は
説
明
の
つ
き
そ
う
に
な
い
、
〈
彼
〉

の
不
自
然
な
思
念
や
行
動
も
目
に
つ
く
。
た
と
え
ば
、
〈
彼
は
十
銭
の
金
が
欲
し

い
の
だ
。
そ
れ
さ
へ
あ
れ
ば
、
彼
は
一
日
伺
事
も
考
へ
な
く
て
済
む
の
で
あ
る
。

考
へ
な
け
れ
ば
彼
の
舟
は
癒
る
の
だ
。
〉
と
あ
っ
た
り
、
〈
う
す
ぼ
ん
や
り
と
島
掛

の
光
景
を
考
へ
る
〉
と
あ
っ
た
り
、
〈
彼
は
何
事
を
考
へ
で
も
頭
が
骨
仔
の
だ
。
〉

(
以
上
、
傍
点
、
引
用
者
。
)
と
あ
っ
た
り
し
て
、
あ
き
ら
か
に
、
〈
彼
〉
が
、
〈
頭
〉

を
〈
病
〉
ん
で
、
精
神
的
な
危
機
の
状
況
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
そ
の
直
接
の
原
因
が
何
で
あ
る
か
は
、
判
断
と
し
な
い
が
、
や
は
り
、
先
に

見
た
〈
生
活
〉

へ
の
不
適
応
や
、
そ
こ
か
ら
来
る
困
窮
、
及
び
精
神
的
衰
弱
な
ど

が
、
原
因
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
(
し
か
し
、
そ
れ
と
て
も
原
因
の
一

斑
に
す
ぎ
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
板
本
の
と
こ
ろ
は
、
遂
に
書
か
れ
な
い
か



ら
確
言
で
き
な
い
が
、
か
な
り
漠
然
と
し
た
不
安
が
〈
彼
〉
を
襲
っ
て
い
る
ら
し

ぃ
。
た
と
え
ば
、
梶
井
の
い
わ
ゆ
る
〈
不
吉
な
塊
〉
や
芥
川
の
い
わ
ゆ
る
〈
ぽ
ん

や
り
し
た
不
安
〉
な
ど
と
も
共
通
す
る
精
神
風
土
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
)

中
心
人
物
に
ま
つ
わ
る
そ
う
し
た
点
を
、
い
ち
お
う
押
え
て
お
い
た
上
で
、
ま

ず
、
作
品
の
官
頭
部
分
か
ら
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
、
そ
こ
に
は
、
〈
街
〉

の
様
相
が
雑
然
と
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
街
角
に
は
靴
匡
が
あ
っ
た
。
家
の
中
は
壁
か
ら
床
ま
で
黒
靴
で
詰
つ

て
ゐ
た
。
そ
の
重
い
扉
の
や
う
な
黒
靴
の
壁
の
中
で
は
娘
が
い
つ
も
萎
れ
て

ゐ
た
。
そ
の
横
は
時
計
屋
で
、
時
計
が
模
様
の
や
う
に
繁
っ
て
ゐ
た
。
ま
た

そ
の
様
の
卵
匡
で
は
、
無
数
の
卵
の
泡
の
中
で
冗
げ
た
老
爺
が
頭
に
手
拭
を

乗
せ
て
坐
っ
て
ゐ
た
。
そ
の
横
は
瀬
戸
物
屋
だ
。
冷
配
な
医
院
の
や
う
な
白

さ
の
中
で
こ
れ
は
文
若
々
し
い
主
婦
が
生
き
生
き
と
皿
の
柱
を
蹴
飛
ば
し
さ

う
だ
。

こ
う
し
た
描
写
は
、
更
に
、
〈
花
屋
〉
〈
洋
服
匡
〉
〈
本
匿
〉
〈
呉
服
匡
〉
〈
女
学

校
〉
〈
風
日
匡
〉
〈
果
物
屋
〉
〈
外
科
医
〉
と
続
い
て
い
く
。
引
用
文
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
大
胆
な
直
輸
や
隠
職
、
更
に
は
擬
人
法
(
口
、
〈
鎧
の
や
う
な
本
匡
が
口
を

開
け
て
ゐ
た
。
〉
)
、
生
硬
な
語
句
の
使
用
法
な
ど
は
、
新
感
覚
派
文
学
特
有
の
文

休
と
し
て
、
当
時
、
大
い
に
流
行
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
横
光
自
身
は
、
「
蝿
」

「
日
輪
」
(
と
も
に
大
正
ロ
年
)
あ
た
り
で
す
で
に
自
覚
的
に
使
用
し
て
い
た
が
、

更
に
遡
る
と
、
大
正
五
年
(
横
光
十
八
歳
)
あ
た
り
の
文
章
に
も
、
そ
う
し
た
傾

向
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
い
ち
い
ち
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
文
休
そ
の
も
の
は
、

い
わ
ば
横
光
の
固
癖
と
も
言
う
べ
き
代
物
で
、
自
然
主
義
文
学
に
見
ら
れ
た
平
板

な
客
観
描
写
を
避
け
る
た
め
に
、

い
さ
さ
か
力
ん
で
細
工
を
施
し
た
・
も
の
で
あ
っ

お
今
日
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
作
意
が
目
立
ち
、
断
片
的
な
印
象

に
終
っ
て
し
ま
っ
て
、
散
文
の
文
休
と
し
て
は
不
適
格
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

新
感
覚
派
を
担
う
人
々
の
う
ち
の
幾
人
か
が
、
こ
う
し
た
文
休
の
側
面
で
の
み
反

い
わ
ば
模
倣
す
る
か
た
ち
で
運
動
に
参
加
し
て
い
っ
た
点
に
、
新
感

応
を
示
し
、

覚
派
文
学
の
不
幸
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
い
ま
は
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
こ
と
は
問
わ
な
い
で
お
く
。
い
ま
一
度
、

冒
頭
に
描
か
れ
た
〈
街
〉

の
様
相
を
分
析
的
に
観
察
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、

あ
き
ら
か
に
、
明
・
暗
二
つ
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
l
世
界
が
錯
綜
し
て
展
開
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
重
い
扉
〉
〈
黒
靴
の
壁
〉
〈
冷
配
な
医
院
〉

〈
首
の
な
い
人
間
〉
〈
貧
血
の
指
先
〉
〈
暗
い
海
底
〉
〈
痔
せ
た
妊
婦
〉
〈
腫
れ
上
つ

た
首
〉
と
い
っ
た
言
葉
が
喚
起
す
る
無
機
質
で
病
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
、
〈
萎
れ
〉

る
、
〈
綴
れ
〉
る
、
〈
沈
〉
む
、
〈
気
筒
る
〉
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ぃ
、
と
い
っ
た
言
葉
の
も
つ
退
廃
的
、

下
降
的
イ
メ
ー
ジ
と
に
よ
っ
て
、
暗
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
l
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
一
方

で
、
〈
若
々
し
い
主
婦
〉
〈
花
匡
の
娘
〉
〈
彩
色
さ
れ
た
処
女
〉
〈
新
鮮
な
裸
休
〉
〈
遅

し
い
片
足
〉
、
さ
ら
に
は
、
〈
生
き
生
き
と
〉
〈
蹴
飛
ば
し
〉
〈
溢
れ
出
し
〉
〈
成
熟

し
て
ゐ
る
〉
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
が
、
生
命
的
な
充
溢
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、

華
や
か
な
明
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
l
を
形
成
し
て
い
る
。

重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
明
・
暗
二
つ
の
対
立
す
る
イ
メ
ジ
ャ
リ
l
世
界
が
、

互
い
に
交
錯
し
合
い
、
混
濁
し
て
、
こ
の
〈
街
〉
の
基
本
構
造
を
形
成
し
、
〈
彼
〉

の
眼
前
に
庁
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
〈
街
〉

の
呈
す
る
矛
盾
の
構

造
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
こ
う
。

次
に
、
そ
の
〈
街
〉
と
〈
彼
〉
と
の
関
係
を
照
射
し
て
み
る
な
ら
ば
、
〈
彼
〉

は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
〈
生
活
〉
を
持
た
な
い
、
い
わ
ゆ
る
〈
無

為
〉
の
人
で
、
〈
街
〉

の
内
部
に
溶
け
込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
傍
観
者
た
る



位
置
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

〈彼〉

の
居
場
所
は
、
次
の
よ
う
な
所
で
あ
る
。

彼
は
こ
れ
ら
の
庖
々
の
前
を
黙
っ
て
通
り
、
毎
日
そ
の
裏
の
青
い
丘
の
上

へ
登
っ
て
い
っ
た
。
丘
は
街
の
三
僚
の
直
線
に
押
し
包
ま
れ
た
円
錐
形
の
濃

密
な
草
原
で
、
気
流
に
従
っ
て
草
は
柔
ら
か
に
曲
っ
て
ゐ
た
。
彼
は
こ
の
草

か
恥
干
し
わ
わ
か
わ
ル
、
保
W
L
U
A

山
岳
弘
]
か
か
や
弘
一
志
野
山
V

必
恥
?
?
'
ハ
』
い
や
卦
が

な
か
っ
た
。
(
傍
点
、
引
用
者
)

〈
彼
〉
が
居
場
所
と
す
る
〈
青
い
丘
〉
は
、
街
々
の
様
相
を
眺
望
す
る
こ
と
の

で
き
る
小
高
い
円
錐
形
の
頂
点
部
分
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
彼
〉

は
、
そ
こ
に
〈
保
護
色
を
求
め
る
虫
の
や
う
に
〉

一
日
中
坐
り
続
け
、
街
々
の
景

観
を
眺
め
、
そ
こ
か
ら
〈
希
望
〉
を
吸
い
込
も
う
と
し
て
い
る
。

つ
ま

4mnノ、
F
」
F
」

で
あ
き
ら
か
に
な
る
の
は
、
〈
彼
〉
と
い
う
人
物
が
、
み
ず
か
ら
の
額
に
汗
し
て

働
く
〈
生
活
〉

の
当
時
者
で
は
な
く
、
己
れ
の
〈
無
為
〉
と
病
め
る
〈
頭
脳
〉
と

に
慰
安
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
、
高
み
か
ら
人
間
の
〈
生
活
〉
を
視
る
、
鳥
服
す
る
と
い
う
構
図
は
、
特

の
機
能
と
し
て
、
作
品
「
蝿
」
(
大
ロ
)
あ
た
り
か
ら
、
種
々
の
作

品
に
採
ら
れ
て
き
て
お
り
、
格
別
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

異
な
〈
眼
〉

留
意
し
て
お
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
作
品
「
街
の
底
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
〈
眼
〉

の
機
能
に
動
揺
の
兆
し
が
う
か
が
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
の

〈
眼
の
大
き
な
蝿
〉
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
飛
朔
し
、
鳥
敵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
の
〈
生
活
と
運
命
)
と
の
関
係
図
を
〈
象
徴
〉
の
域
に
ま
で
押
し
あ
げ
る
機

能
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
の
〈
眼
〉

の
機
能
を
果
た
す
位
置

に
い
る
〈
彼
〉
が
、
〈
生
活
〉
か
ら
疎
外
さ
れ
、
お
ろ
お
ろ
と
〈
保
護
色
〉
を
求

め
て
さ
ま
よ
い
歩
い
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
の
差
は
、
大
き
い

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

作
品
の
後
半
で
、
〈
彼
〉
が
高
み
か
ら
や
が
て
〈
街
の
底
〉

へ
と
舞
い
お
り
て

い
く
の
は
、
鳥
敵
す
る
〈
眼
〉
を
持
続
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
の
暗
示
で
あ
る
は

ず
だ
が
、
も
う
少
し
、
〈
彼
〉
の
動
向
を
詳
し
く
追
跡
し
て
お
こ
う
。
〈
彼
〉
は
、

あ
の
〈
円
錐
形
〉
の
頂
点
か
ら
い
っ
た
い
何
を
視
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
は
街
々
の
客
観
物
は
彼
の
二
つ
の
視
野
の
中
で
競
争
し
た
。
/
北
方

の
高
台
に
は
広
々
と
し
た
貴
族
の
邸
宅
が
並
ん
で
ゐ
た
。
そ
こ
で
は
最
も
風

と
光
が
自
由
に
出
入
り
を
赦
さ
れ
た
。
時
に
は
顕
官
や
淑
女
が
:
1
1
(
中
略
)

i
i自
働
率
を
馳
け
込
ま
せ
た
。
時
に
は
華
や
か
な
踊
子
達
が
花
束
の
や
う

に
詰
め
込
ま
れ
て
贈
ら
れ
た
。
(
中
略
)
し
か
し
、
彼
は
伺
事
も
考
へ
は
し

な
か
っ
た
。
/
骨
ゆ
静
か
か
快
い
谷
島
か
か
-mJb骨
b
ゐ
下
か
い
わ
。
や
ひ

か
は
吐
ト
出
さ
か
わ
動
静
一
心
札
即
日
P
鳥一
b
b造
ト
、
骨
骨
恥
』
恥
〈
払
』
門
官
か
鳥
島
'
ハ
』

小
e
F
h
f
b
L臥
W
A
山
隔
世
叫
ん
r
ト
掛
岳
岳
か
か
?
ゎ
。
や
ひ
b
ゆ
骨
骨
掛
か
が
小

ゎ
。
曲
p
b
、
い
か
ゆ
一
b
h』
体
昏
h
』
吾
昏
h
』
、
+
ゆ
明
野
市
川
あ
か
島
小
、
b
R附
仏

w
h』胤
T
働

i
f
b
-
P
争
骨
'
ハ
』
野
川
』
か
。
/
「
俺
は
伺
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
」
と
彼
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は
考
へ
た
。
(
傍
点
、
引
用
者
。
)

視
る
人
と
し
て
の
〈
彼
〉
が
、
眼
下
に
ひ
ろ
が
る
街
々
の
な
か
に
、
あ
き
ら
か

に
異
な
る
二
つ
の
世
界
を
見
い
だ
し
て
い
る
点
に
は
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
先
程
、
指
摘
し
て
お
い
た
明
・
暗
二
つ
の
錯
綜
す
る
イ
メ
ジ
ャ
リ
l
世
界
が
、

よ
り
鮮
明
な
か
た
ち
で
、
対
立
的
に
現
前
し
た
も
の
で
、
〈
彼
〉
の
〈
眼
〉
は
、

富
争
と
し
て
の
〈
貴
族
〉
〈
顕
官
〉
〈
淑
女
〉
ら
(
明
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
l
世
界
)
と
、

貸
争
と
し
て
の
〈
労
働
者
〉
〈
売
春
婦
〉
ら
(
暗
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
l
世
界
)
と
を

対
比
的
に
映
し
だ
し
て
い
る
。
当
然
、
そ
の
〈
眼
〉
は
、

っ
き
つ
め
て
い
け
ば
、

階
級
的
な
問
題
意
識
に
も
直
結
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。



ま
た
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
〈
谷
底
の
や
う
な
街
〉
に
つ
い
て
の
描
写
の

仕
方
で
あ
る
。
〈
彼
〉
の
〈
眼
〉
は
、
そ
こ
に
、
〈
炭
酸
瓦
斯
〉
〈
塵
挨
〉
〈
チ
プ
ス
〉

〈
工
廠
の
煙
〉
を
見
い
だ
し
、
〈
植
物
〉

の
枯
死
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
ま
で
も

見
抜
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
日
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、
大
気
汚
染
、
環
境
破

壊
な
ど
の
都
市
公
害
の
実
態
で
あ
っ
て
、
私
の
管
見
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
文

学
作
品
に
現
れ
た
都
市
公
害
描
写
の
か
な
り
早
い
例
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
〈
彼
〉
の
〈
眼
〉

は
、
〈
街
〉
が
含
み
込
ん
で
い
る
現
代
社

会
の
矛
盾
と
欠
陥
と
を
、
細
部
に
わ
た
っ
て
、
か
な
り
の
程
度
的
確
に
映
し
出
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
と
言
っ
て
よ
く
、
片
岡
鉄
兵

が
書
い
て
い
た
〈
時
代
〉

の
〈
不
安
な
影
〉
(
「
新
感
覚
派
は
斯
く
主
張
す
」
、
前

出
)
を
、
観
念
で
は
な
く
、
現
実
の
も
の
と
し
て
現
代
社
会
の
内
部
に
見
い
だ
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
〈
彼
〉

の
〈
思
考
力
〉
は
、
そ
の
現
実
を
ど
う
受
け
と
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
に
つ
い
て
は
、
判
断
し
か
ね
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
〈
彼

は
何
事
も
考
へ
は
し
な
か
っ
た
。
〉
〈
「
俺
は
伺
事
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
」
と

彼
は
考
へ
た
。
〉
と
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
〈
彼
〉
の
〈
思
考
力
〉
の
拒
否
反
応
、

或
い
は
、
空
回
り
、
判
断
の
停
止
を
も
の
が
た
る
も
の
で
、
〈
頭
脳
〉
を
病
む
原

因
も
、

こ
こ
か
ら
ぼ
ん
や
り
と
な
が
ら
理
解
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

少
し
前
に
、
「
街
の
底
」
に
お
け
る
〈
眼
〉
の
機
能
に
は
、
動
揺
の
兆
し
が
う

か
が
え
る
と
書
き
つ
け
た
が
、
こ
こ
で
少
し
付
言
す
る
な
ら
ば
、
横
光
の
〈
眼
〉

は
、
「
感
覚
活
動
」
(
前
出
)
な
る
論
文
で
理
論
化
し
た
よ
う
に
、
〈
悟
性
〉
と
〈
直

観
〉
と
の
フ
ル
回
転
に
よ
っ
て
、
〈
物
自
休
〉
(
眼
前
か
ら
は
隠
さ
れ
た
物
事
の
本

質
)
、
こ
こ
で
は
、
現
代
社
会
の
病
根
を
能
動
的
に
映
し
だ
す
と
こ
ろ
ま
で
来
て

い
た
。
そ
れ
は
、
現
代
都
市
の
か
な
り
深
部
に
ま
で
到
達
す
る
鋭
角
的
な
切
り
こ
み

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
切
開
し
た
病
根
が
、
あ
ま
り
に
凄
惨
な
も

の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
〈
眼
〉
は
、
そ
こ
か
ら
一
歩
も
進
み
だ
す
こ
と
が
で

き
ず
、
同
心
円
内
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
り
続
け
て
い
る
と
い
っ
た
按
配
な
の
で
あ
る
。

〈
彼
〉
の
病
む
〈
頭
脳
〉
は
、
こ
の
出
口
の
な
さ
と
認
識
の
重
さ
と
の
た
め
に
異

常
を
き
た
し
た
と
も
見
て
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

* 

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
作
品
「
街
の
底
」
に
定
着
し
た
時
代
認
識
は
、
軽
悦

浮
薄
な
都
会
文
学
と
目
さ
れ
て
き
た
新
感
覚
派
文
学
評
価
と
は
、
全
く
反
立
す
る

性
質
の
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
か
な
り
に
暗
く
重
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
か
け
て
く
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
閉
塞
の
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
〈
生
活
〉
か
ら
は
じ
き
出
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さ
れ
た
〈
彼
〉
な
る
存
在
は
、

い
か
な
る
心
的
動
向
を
た
ど
ろ
う
と
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
。
作
品
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
有
機
的
な
深
ま
り
を
見
せ
て
い
て
、

評
価
す
べ
き
い
く
つ
か
の
点
を
包
含
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
急
い

で
そ
の
動
態
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
視
る
人
と
し
て
の
〈
彼
〉
は
、
居
場
所
と
し
て
の
〈
青
い
丘
〉
を
い

っ
た
ん
去
り
、
〈
街
の
底
〉

へ
と
足
を
踏
み
入
れ
、

そ
こ
で
、
、
〈
職
工
達
の
群

れ
〉
に
交
わ
り
な
が
ら
、
〈
肉
飯
屋
〉
に
入
り
、
飢
え
を
満
た
そ
う
と
す
る
。

〈彼〉

は
、
〈
職
工
達
〉
と
の
接
触
の
機
会
を
得
る
わ
け
だ
が
、
結
局
、
そ
の

行
為
は
、
現
実
的
に
は
何
の
意
味
も
生
ま
ず
、
両
者
は
、
何
ひ
と
つ
切
り
む
す

ぶ
こ
と
な
く
分
離
し
て
ゆ
く
。
経
済
的
に
は
、
あ
き
ら
か
に
〈
職
工
達
〉
の
階

層
に
属
す
る
〈
彼
〉
が
、
接
近
の
機
会
を
も
ち
な
が
ら
も
、
遂
に
そ
こ
に
同
化

で
き
な
か
っ
た
の
は
、
労
働
者
と
し
て
の
〈
生
活
〉
を
持
た
な
い
〈
彼
〉
に
と
っ



て
は
、
必
然
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
〈
彼
〉
は
、
〈
職
工
達
〉
と
の
間

に
、
何
ひ
と
つ
心
理
的
紐
帯
を
持
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
こ
と
は
、

〈彼〉

の
〈
眼
〉
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
〈
職
工
達
〉

の
姿
に
も
は
っ
き
り
と

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

職
工
達
は
狭
い
机
の
前
に
ず
ら
り
と
連
ん
で
黙
っ
て
ゐ
た
。
だ
が
、
盛
り
飯

の
廻
り
が
遅
れ
る
と
彼
ら
は
箸
で
茶
碗
を
叩
き
出
し
た
。
湯
気
が
満
ち
る
と
、

彼
ら
の
顔
は
赤
く
な
っ
て
伸
縮
し
た
。

こ
う
し
た
描
写
に
は
、
〈
職
工
達
〉

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
、

の
生
き
て
動
く
姿
形
が
、
何
ひ
と
つ
表
象

い
わ
ば
非
人
間
的
な
機
械
、
或
い
は
健
備
で
し
か

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
か
把
握
で
き
な
い
〈
彼
〉
の
〈
眼
〉
は
、
ぁ

き
ら
か
に
虚
無
の
磐
り
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
い
え
ば
、
〈
彼
〉
が
、
自
分
の
借
間
で
〈
う
す
ぼ
ん
や
り
と
自
殺
の
光
景

を
考
へ
る
〉
の
も
、
虚
無
の
産
物
な
の
で
あ
っ
て
、
「
街
の
底
」
の
作
品
世
界
は
、

こ
う
し
た
虚
無
の
感
情
に
よ
っ
て
黒
々
と
染
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
按
配

な
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
虚
無
の
淵
に
沈
み
込
ん
だ
〈
彼
〉
は
、
裏
塀
の
す
き
ま
か
ら
わ
ず
か

に
見
え
る
隣
人
の
〈
脹
れ
た
乳
房
〉
に
、
〈
肉
親
〉
的
な
も
の
を
嘆
ぎ
つ
け
よ
う

と
す
る
。
し
か
し
、
母
性
的
イ
メ
ー
ジ
で
生
命
力
を
喚
起
す
る
そ
の
〈
乳
房
〉
も
、

実
は
、
〈
青
ざ
め
た
病
人
の
乳
房
〉

で
あ
っ
て
、
〈
崩
れ
た
砲
塔
〉
の
〈
影
像
〉

と
変
質
し
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
は
、
母
性
的
イ
メ
ー
ジ
も
、
こ
こ
で
は
す
で
に
病
ん

だ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
〈
彼
〉
に
は
還
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
と
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

安
住
す
る
場
所
を
見
い
だ
せ
な
い
〈
彼
〉
は
、
夜
に
な
る
と
、
再
び
家
を
出
て
、

妨
僅
を
始
め
、
露
庖
に
〈
溢
れ
て
光
っ
て
ゐ
る
〉
〈
軽
い
玩
具
や
金
物
〉
に
見
入

っ
た
り
、
〈
ア
セ
チ
リ
ン
の
光
を
吸
ひ
な
が
ら
青
々
と
街
底
の
道
路
の
上
で
聞
い

て
ゐ
る
〉
〈
青
菜
〉
に
心
惹
か
れ
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
幼
少
時
の
郷
愁
を
誘

起
す
る
性
質
の
も
の
で
、
〈
彼
〉
が
心
理
的
に
い
く
ぶ
ん
退
行
化
の
傾
向
に
あ
る

こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
〈
彼
〉
が
よ
り
多
く
の
慰
安
を
感
じ
と
っ
て
い

る
の
は
、
後
者
の
〈
青
菜
〉
に
象
徴
さ
れ
る
天
然
自
然
の
も
の
の
方
で
、
そ
れ
は
、

周
囲
の
雑
多
な
喧
喋
を
吸
収
し
、
そ
れ
を
浄
化
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い

る

こ
う
し
て
、
〈
漸
く
浮
き
上
っ
た
心
〉
を
、
〈
彼
〉
は
、
〈
静
に
愛
し
な
が
ら
〉
、

次
に
、
奇
妙
な
〈
幻
想
〉
を
想
い
描
こ
う
と
す
る
。

彼
は
漸
く
浮
き
上
っ
た
心
を
静
に
愛
し
な
が
ら
、
娃
の
上
に
積
っ
て
ゐ
る

銅
貨
の
山
を
親
し
げ
に
覗
く
の
だ
。
そ
の
べ
た
べ
た
と
押
し
重
な
っ
た
鈍
重

な
銅
色
の
休
積
か
ら
奇
怪
な
塔
の
や
う
な
気
品
を
感
じ
た
。
ま
た
そ
の
市
街

一21一

の
底
で
静
っ
て
い
る
銅
貨
の
力
学
的
な
休
積
は
、
そ
れ
を
中
心
に
拡
が
っ
て

ゐ
る
街
々
の
壮
大
な
円
錐
の
傾
斜
線
を
一
心
に
支
へ
て
ゐ
る
釘
の
や
う
に
見

え
始
め
た
。
/
「
ト
ト
か
。
わ
か

h
r
b朴
ト
快
い
い
か
!
」
/
骨
ゆ
ゆ
ら
ゆ
か

に
砕
け
て
横
た
は
っ
て
ゐ
る
市
街
の
幻
想
を
感
じ
る
と
満
足
し
て
ま
た
人
々

の
肩
の
中
へ
這
入
っ
て
い
っ
た
。
(
傍
点
、
引
用
者
。
)

〈
彼
〉
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
囲
緯
し
、

生
動
す
る

〈街〉

の
根
源
に
、
〈
銅

J、、

貨
〉
の
存
在
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
引
き
抜
く
こ
と
で
一
気
に
崩
壊
し
て
ゆ
く
〈
街
〉

の
あ
り
ょ
う
を
〈
幻
想
〉

し
、
〈
満
足
〉
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
破
援

的
な
〈
幻
想
〉
は
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
深
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
〈
彼
〉

の
内
面
界
を
、

一
気
に
突
破
し
よ
う
と
す
る
一
種
の
精
神
的
衝
迫
、
あ
る
い
は
カ

タ
ル
シ
ス
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
横
光
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
な

ら
ば
、
〈
精
神
の
投
榔
力
〉
或
い
は
〈
精
神
の
爆
発
・
及
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



こ
う
し
た
精
神
の
あ
り
ょ
う
は
、
こ
の
当
時
、
敏
感
な
感
受
性
を
持
っ
た
若
い
世

代
の
一
部
に
次
第
に
顕
現
し
て
き
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
、
「
街
の
底
」
の
書
か

れ
た
七
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ
た
梶
井
基
次
郎
の
「
樺
様
」
(
『
青
空
』
大
H
・
1
)

そ
う
し
た
精
神
の
あ
り
ょ
う
が
精
徽
に
描
か
れ
て
い
る
。
〈
え
た
い
の
知

に
も
、

れ
な
い
不
吉
な
塊
が
私
の
心
を
始
終
圧
へ
つ
け
て
ゐ
た
。
〉
と
い
う
書
き
だ
し
で

始
ま
る
作
品
「
停
様
」
は
、
主
人
公
〈
私
〉
が
言
い
よ
う
の
な
い
〈
憂
欝
〉

塞
感
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
点
や
、
ま
た
、
追
い
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
〈
街
を
浮
浪

し
続
け
て
ゐ
る
〉
点
に
お
い
て
、
作
品
「
街
の
底
」
と
ほ
と
ん
ど
共
通
の
精
神
風

土
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
ま
た
、
作
品
の
最
後
に
お
い
て
、
主
人

公
の
〈
私
〉
が
、
〈
樺
様
〉
を
〈
爆
弾
〉
に
見
た
て
る
場

R
rど
は
、
先
に
引
用

し
た
「
街
の
底
」
の
破
壊
的
な
〈
幻
想
〉
と
ほ
と
ん
ど
全
く
同
質
の
発
想
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
時
代
の
強
い
る
見
え
な
い
圧
迫
は
、
次
第
に
若
い
作
家
達
を
共
通

の
精
神
状
況
に
追
い
込
ん
で
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

か
と
い
っ
て
、
「
停
様
」
と
「
街
の
底
」
と
が
、
何
か
ら
何
ま
で
同

質
だ
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
梶
井
の
場
合
は
、
あ
の
〈
カ

l
ン
と
冴

え
か
へ
〉

の
な
か
に
、
〈
不
吉
な
塊
〉
と
対
時
し
得
る
み
ず
か
ら
の

る
〈
梓
様
〉

美
的
感
性
を
確
信
し
得
た
よ
う
だ
が
、
横
光
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
感
性

で
な
く
、
資
本
主
義
市
場
の
根
底
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
〈
銅
貨
〉
を
認
識
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
横
光
流
新
感
覚
主
義
と
し
て
の
〈
悟
性
〉
の

重
視
が
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
視
る
人
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
〈
彼
〉
が
、
唯
一
、
他
人
と
実

際
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
も
ほ
ぼ
収
束
部
に
近
い
、

〈
老
婆
〉
と
の
接
触
の
場
面
で
あ
る
。
〈
盲
目
〉

で
〈
汚
〉
く
〈
素
足
で
立
っ
て

ゐ
る
〉
と
い
う
そ
の
〈
老
婆
〉
は
、
〈
手
に
タ
ワ
シ
を
下
げ
て
〉
、
〈
彼
〉
に
向
か

っ
て
、
ほ
ぽ
次
の
よ
う
に
哀
願
す
る
。

自
分
は
、
齢
七
十
で
、
連
れ
合
い
に
も
一
人
息
子
に
も
先
立
た
れ
て
し
ま
っ
た
。

葬
式
で
大
金
を
費
や
し
、

一
文
な
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
乞
食
は
警
察
が
赦

し
て
く
れ
ず
、
宿
料
に
一
晩
だ
け
で
三
十
八
銭
も
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、

何
と
し
て
も
こ
の
タ
ワ
シ
を
買
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
自
分
は
、
ど
う
す
る
こ

閉

と
も
で
き
な
い
ー
!
と
。

で
は
、
そ
の
落
塊
の
〈
老
婆
〉
に
対
し
て
、
〈
彼
〉
は
ど
う
振
舞
っ
た
か
と
い

う
と
、
〈
雑
誌
〉
を
売
っ
て
得
た
な
け
な
し
の
十
銭
を
(
こ
れ
は
、
〈
彼
〉

の
全
生

活
費
で
も
あ
る
。
)
、
〈
老
婆
の
乾
い
た
手
に
握
ら
せ
て
外
へ
出
て
行
〉
く
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
〈
雑
誌
〉
を
切
り
売
り
し
さ
え
す
れ
ば
、
〈
生
活
の
恐
怖
〉
か
ら

は
免
れ
る
こ
と
の
で
き
た
〈
彼
〉
に
と
っ
て
、
こ
の
〈
老
婆
〉
の
極
限
の
窮
迫
は
、

ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
以
下
に
続
く
、
〈
「
生
活
と
は
、
」

- 22ー
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/
彼
は
何
事
を
考
へ
で
も
頭
が
痛
む
の
だ
。
彼
は
黙
っ
て
了
っ
た
。
〉
と
い

う
絶
句
の
表
現
に
、
明
瞭
に
も
の
が
た
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
生
の

終
荒
に
近
づ
い
た
〈
老
婆
〉
が
、
残
り
少
な
い
孤
独
な
日
々
を
生
き
る
た
め
に
、

な
お
も
街
頭
に
立
っ
て
、
物
を
売
り
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
〈
生
活
〉
の
苛

酷
さ
と
理
不
尽
さ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
〈
彼
〉
は
、
言
葉
を
喪
失
し
て
い
る
。
当
然
、

〈
彼
〉
は
、
〈
雑
誌
〉
を
切
り
売
り
す
る
み
ず
か
ら
の
〈
生
活
〉

の
不
安
定
さ
・

暖
味
さ
加
減
に
つ
い
て
も
、

い
や
と
い
う
ほ
ど
思
い
し
ら
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

〈
彼
〉
は
、
十
銭
の
金
を
投
げ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
〈
生
活
〉
に
離

別
を
告
げ
る
べ
く
、

い
く
ぶ
ん
投
げ
や
り
な
形
で
は
あ
る
が
、
み
ず
か
ら
を
極
限

の
状
況
に
追
い
込
も
う
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
か
と
い

っ
て
、
す
が
り
つ
く
べ
き
新
し
い
〈
生
活
〉
理
念
を
見
い
だ
せ
て
い
る
わ
け
で
も

な
く
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
〈
彼
〉
は
、
〈
老
婆
〉

の
極
限
の
状
況
を
、
ほ
と
ん
ど
生



ま
な
形
で
引
き
継
ぎ
、
さ
ら
に
幼
佳
を
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
破
目
に
陥
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
〈
「
生
活
と
は
、
」
|
|
〉
と
い
う
絶
句
の
重
さ
は
、
そ
う
生
ま
や
さ
し

い
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
実
は
、
ど
こ
に
も
出
口
を
見
い
だ
せ
ぬ
ま
ま
、
次
の
場
面
で
、
作

品
世
界
だ
け
は
、
早
々
と
終
結
を
迎
え
て
し
ま
う
。

彼
は
晴
れ
た
通
り
へ
立
っ
た
。
街
は
彼
を
中
心
に
展
開
し
た
。
(
中
略
)
彼

は
女
学
校
の
前
で
立
ち
停
っ
た
。
華
や
か
な
処
女
の
波
が
校
門
か
ら
彼
を
眼

が
け
て
溢
れ
出
し
た
。
彼
は
急
流
に
洗
は
れ
た
杭
の
や
う
に
突
き
立
っ
て
眺

め
て
ゐ
た
。
処
女
の
波
は
彼
の
胸
の
前
で
二
つ
に
割
れ
る
と
、
揺
ら
め
く
花

園
の
や
う
に
騎
蕩
と
し
て
流
れ
て
い
っ
た
。

こ
こ
に
は
、
可
能
な
限
り
の
明
の
イ
メ
ー
ジ
群
が
か
り
集
め
ら
れ
、

一
見
す
る

と
、
か
な
り
〈
華
や
か
な
〉
情
景
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
き
た
読
者
は
、
〈
彼
〉

の
追
い
込
ま
れ
た
窮
迫
の

状
況
と
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
た
〈
華
や
か
な
〉
情
景
と
の
聞
の
ど
う
し
ょ
う
も
な

い
大
き
な
落
差
を
味
わ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
当
時
で
は
、
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
上
流
階
級
に
属
す
る
多
勢
の
〈
華
や
か
な
〉
女
学
生
の
波
の
な
か
で
、

〈
杭
〉
の
よ
う
に
一
人
立
ち
つ
く
す
〈
彼
〉
の
姿
は
、
み
じ
め
な
ほ
ど
み
す
ぼ
ら

し
い
。
こ
こ
で
、
再
度
、
明
・
暗
二
つ
の
激
し
く
対
立
す
る
イ
メ
ジ
ャ
リ
l
世
界

が
強
調
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
、
大
ま
か
に
作
品
世
界
を
概
観
し
、
そ
の
内
実
と
意
味
と
を
分
析
し
て
み

た
。
も
う
纏
述
は
避
け
る
が
、
こ
れ
で
、
私
が
か
〈
街
〉
も
の
e
を
重
視
す
る
理

由
も
、
だ
い
た
い
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
。
最
後
に
、
横
光
の
新
感
覚
派

文
学
作
品
に
お
け
る
ス
街
〉
も
の
。
の
系
譜
を
概
括
し
、
作
品
「
街
の
底
」
の

位
相
を
測
定
し
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

冒
頭
で
指
摘
し
た
如
く
、
横
光
の
新
感
覚
派
文
学
作
品
に
お
け
る
か
〈
街
〉
も

の
M
M

に
は
、

一
般
的
に
言
わ
れ
続
け
て
き
た
新
感
覚
派
文
学
の
軽
仲
間
浮
薄
さ
と
い

う
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
関
東
大
震
災
以
後
に
拡
大
し
た
都
市
社
会
の
矛
盾
と
、

時
代
閉
塞
の
憂
欝
に
沈
む
青
年
の
心
情
と
が
、
リ
ア
ル
に
描
出
さ
れ
て
い
た
の
だ

っ
た
。
「
街
の
底
」
は
、
そ
の
一
典
型
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
細
か
く

言
え
ば
、
そ
の
え
街
〉
も
の
uu

の
系
譜
に
も
、
お
の
ず
か
ら
成
熟
の
過
程
を
見

い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
表
現
派
の
役
者
」
(
『
新
潮
』
大
M

-
1
)
で
は
、
ま
だ
、
都
会
生
活
を
営
む
男
女
の
姿
が
、
半
ば
絶
望
的
に
半
ば
享

楽
的
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
「
街
の
底
」
を
経
て
、
「
膜
臨
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と
し
た
風
」
(
『
改
造
」
昭
2
・
7
)
に
至
る
と
、
〈
大
都
会
の
底
の
も
っ
と
も
暗

流
の
淀
み
場
〉
に
う
ご
め
く
、
主
休
性
を
喪
失
し
た
困
窮
す
る
人
間
像
が
執
劫
に

追
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
、
場

を
〈
上
海
〉

へ
と
変
え
、
更
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
構
図
の
中
へ
と
吸
収
さ
れ
て

い
く
道
程
で
も
あ
っ
た
。

横
光
が
、
認
識
的
に
は
左
翼
の
人
々
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
場
所
に
い
な
が
ら
、
安

易
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
思
想
に
走
ら
な
か
っ
た
の
は
、
み
ず
か
ら
の
目
指
す
新
感
覚

派
文
学
に
対
す
る
粘
液
質
的
な
追
及
の
覚
悟
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
が
、
さ
ら

に
加
え
て
言
え
ば
、
作
品
「
街
の
底
」
に
も
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

〈
街
〉
の
内
部
や
〈
労
働
者
〉
の
集
団
と
は
異
次
元
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
視
る

人
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
リ
ア
ル
に
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。
〈
労
働
者
〉
と
の
間
に
あ
る
確
実
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
安
易
に
跳
び
こ
え
る
の
で



は
な
く
、
文
学
を
通
し
て
、
喪
失
し
た
主
休
を
回
復
す
ベ
く
、
新
し
い
〈
生
活
〉

理
念
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
実
は
、
非
常
に
地
道
に
辿
ら
れ
て
い
た
の

だ
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
横
光
が
新
感
覚
派
文
学
に
お
い
て
追
求
し
た
問

題
の
根
源
は
、
実
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
作
品
「
街
の
底
」

の
中
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
か
た
ち
で
鮮
明
に
浮
か
び
で
て
い
る
の
だ
っ
た
。

〔註〕

(
l
)
横
光
の
新
感
覚
派
文
学
作
品
に
は
、
こ
の
か
〈
街
〉
も
の
u

の
系
譜
の
他
に
、
最

初
の
妻
で
あ
る
キ
ミ
の
発
病
と
そ
の
死
と
を
扱
っ
た
か
病
妻
も
の
e
(
「
春
は
馬
車

に
乗
っ
て
」
、
「
花
園
の
思
想
」
、
「
蛾
は
ど
こ
に
で
も
ゐ
る
」
等
)
と
、
数
は
少
な

い
が
、
，
翻
案
も
の
e
(
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
回
虫
」
)
と
が
あ
る
。
従
来
は
、
か
病
妻
も

の
e

へ
の
言
及
が
と
く
に
多
く
、
万
〈
街
〉
も
の
。
は
、
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ

た。

(
2
)
磯
貝
英
夫
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
論
の
基
盤
|
|
新
感
覚
派
を
中
心
に
1
|
l
」
(
『
日

本
近
代
文
学
』
昭
必
・
日
)
。
『
文
芸
時
代
」
全
休
を
眺
め
れ
ば
、
三
系
統
の
理
論

が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
も
、
す
で
に
磯
貝
氏
の
指
摘
に
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
川

端
の
「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
(
『
文
芸
時
代
」
大
M
・
1
)
で
説
か
れ
た
も

の
で
、
簡
略
化
し
て
述
べ
れ
ば
、
〈
新
感
覚
主
義
〉
と
は
、
〈
生
活
〉
或
い
は
〈
人

生
〉
に
お
け
る
〈
感
覚
〉
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
を
変
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
自

然
人
生
の
新
し
い
感
じ
方
〉
を
休
得
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
具
休
的
に
は
、
ま
ず
表
現
レ
ベ
ル
で
〈
自
然
主
義
的
〉
な
〈
古
い
客
観
主
義
〉

を
捨
て
去
り
、
〈
自
分
の
主
観
の
内
に
天
地
万
物
〉
を
見
、
〈
天
地
万
物
の
内
に
自

分
の
主
観
〉
を
見
る
と
い
う
〈
主
観
一
如
主
義
〉
を
採
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
川
端
理
論
は
、
川
端
の
資
質
に
即
し
て
無
理
が
な
く
、
同
人
の
一
部
に

も
柔
軟
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
一
つ
の
主
軸
と
な
っ
た
。
二
つ
め
は
、
「
文
学
時
代
』

の
活
動
も
終
盤
に
な
っ
て
の
赤
木
健
介
、
伊
藤
永
之
介
の
所
論
で
、
マ
ル
ク
シ
ズ

ム
・
唯
物
史
観
と
の
結
合
を
目
指
す
方
向
で
新
感
覚
的
方
法
を
理
論
化
し
よ
う
と

し
た
も
の
。
そ
し
て
三
つ
め
が
、
横
光
理
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ

ら
と
は
別
に
、
赤
木
健
介
の
〈
新
象
徴
主
義
〉
の
立
場
も
、
川
端
理
論
と
横
光
理

論
と
の
融
合
を
試
み
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

(
3
)
し
か
し
、
断
片
の
つ
ぎ
は
ぎ
と
い
う
の
と
も
違
っ
て
い
る
。
作
品
内
時
間
は
、

朝
|
中
夕
方
|
↓
夜
|
↓
翌
日
と
き
ち
ん
と
流
れ
て
お
り
、
そ
の
途
中
に
、
そ
こ

に
は
属
さ
な
い
別
の
日
常
の
時
聞
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
一
見
、
羅
列
的
な
印

象
を
与
え
が
ち
だ
が
、
実
は
、
二
日
間
の
動
静
を
か
な
り
知
的
に
構
成
し
て
い
る

と
言
え
る
。

(
4
)
〈
明
日
の
我
々
の
文
学
は
、
明
ら
か
に
表
現
の
誇
張
へ
向
っ
て
進
展
す
る
に
相
違

な
い
。
(
中
略
)
今
や
最
も
時
代
の
要
求
す
べ
き
も
の
は
、
誇
張
で
あ
る
。
脅
迫
で

あ
る
。
熱
情
で
あ
る
、
嘘
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
は
分
裂
を
統
率
す
る
最

も
壮
大
な
音
律
で
あ
る
か
ら
だ
。
〉
(
「
黙
示
の
ぺ

l
ジ
」
、
「
読
売
新
聞
』
大
口
・

1

・
幻
)
。
横
光
の
こ
う
し
た
姿
勢
が
、
引
用
し
た
石
浜
金
作
の
同
時
代
評
を
触
発
し

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
両
者
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
見
て
よ
い
。

(
5
)
高
み
か
ら
人
間
の
運
命
を
掛
か
と
い
う
構
図
は
、
「
蝿
」
の
他
に
、
「
日
輪
、

「
碑
文
」
、
「
静
か
な
る
羅
列
」
等
の
作
品
に
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
、
そ
も
そ
も

の
契
機
は
、
未
定
稿
「
悲
し
み
の
代
価
」
の
次
の
よ
う
な
場
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
、
横
光
の
メ
空
〉
志
向
。
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
、

拙
稿
「
横
光
利
一
『
日
輪
」
論
|
悲
劇
と
パ
ト
ス
|
」
(
『
国
文
学
孜
』
昭
印
・

6
、

発
表
予
定
)
で
論
じ
た
の
で
、
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

彼
は
空
を
見
た
。
こ
れ
は
彼
の
癖
で
あ
る
。
(
中
略
)
/
今
も
彼
は
空
を
見
て
ゐ

る
と
自
分
の
心
だ
け
が
清
く
天
上
へ
拡
っ
て
ゆ
く
や
う
な
気
持
ち
が
し
た
。
さ
う

し
て
彼
の
こ
の
癖
は
彼
が
妻
か
ら
苦
痛
を
受
け
た
と
き
に
限
っ
て
い
つ
の
ま
に
か

自
然
と
用
い
ら
れ
る
療
法
の
一
つ
に
な
っ
て
来
て
ゐ
た
。

(
6
)
「
最
も
感
謝
し
た
批
評
」
(
『
新
潮
」
、
大
口
・

1
)
。
こ
の
中
で
横
光
は
、
次
の
よ

う
に
自
作
解
説
し
て
い
る
。

「
蝿
」
は
最
初
調
刺
の
つ
も
り
で
書
い
た
の
で
す
が
、
真
夏
の
炎
天
の
下
で
今
ま

で
の
人
間
の
集
合
休
の
鏡
舌
が
ぴ
た
り
と
急
に
沈
黙
し
、
そ
れ
に
変
っ
て
逮
に
一

匹
の
蝿
が
生
々
と
新
鮮
に
活
動
し
出
す
、
と
云
ふ
状
態
が
認
刺
を
突
破
し
た
あ
る

不
可
思
議
な
感
覚
を
放
射
し
始
め
、
:
:
:
(
中
略
)
:
・
:
・
そ
の
一
つ
の

- 24一



感
覚
の
中
か
ら
の
み
に
で
も
生
活
と
運
命
と
を
象
徴
し
た
哲
学
が
湧
き
出
て
来

る
に
相
違
な
い
と
己
惚
れ
た
の
で
す
。
(
傍
点
、
引
用
者
。
)

(
7
)
「
文
型
波
動
詞
」
(
『
文
芸
時
代
』
大
M
・
l
)
の
一
節
。
〈
感
覚
派
の
最
も
重
ん

ず
べ
き
信
条
は
、
精
神
の
投
都
力
だ
。
そ
の
投
榔
さ
れ
た
精
神
の
爆
発
力
の
形
容

を
感
覚
と
云
ふ
。
〉
と
あ
る
。

(
8
)
〈
丸
善
の
棚
へ
黄
金
色
に
輝
く
恐
ろ
し
い
爆
弾
を
仕
掛
て
来
た
寄
怪
な
悪
漢
が
私

で
、
も
う
十
分
後
に
は
あ
の
丸
善
が
美
術
の
棚
を
中
心
と
し
て
大
爆
発
を
す
る
の

だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
面
白
い
だ
ら
う
。
/
私
は
こ
の
想
像
を
熱
心
に
追
求
し
た
。
「
さ

う
し
た
ら
あ
の
気
詰
り
な
丸
善
も
粉
葉
み
じ
ん
だ
ら
う
」
〉
と
あ
る
。
(
引
用
は
、
『
梶

井
基
次
郎
全
集
第
一
巻
』
、
昭
“
・

4
、
筑
摩
書
一
房
に
拠
っ
た
。
)

(
一
九
八
四
年
八
月
三

O
日
稿
了
)
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斗
叶
i
寸
F】

的判==一ロ

本
稿
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
研
究
集
会
(
昭
印
・

6
・

げ
)
に
同
じ
題
目
で
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
横
光
利
一
の
作
品
等
の
引
用
は
、
河
出
書
一
房
新
社
版
「
定
本
・
横
光
利
一
全
集
」

に
拠
っ
た
。
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
、
漢
字
は
現
行
の
字
休
に
改
め
て
い
る
。




