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は
じ
め
に

井
上
靖
は
『
文
拳
界
』
昭
和
二
十
四
年
十
月
号
に
「
猟
銃
」
を
掲
載
し
て
職
業

作
家
と
し
て
出
発
す
る
以
前
に
、
足
掛
け
二
十
年
に
も
亘
る
長
い
詩
作
歴
を
持
つ

て
い
る
。
旧
制
第
四
高
等
学
校
在
学
中
に
、
大
村
正
次
主
宰
の
詩
誌
『
日
本
海
詩

人
』
昭
和
四
年
二
月
号
に
投
稿
し
、
初
め
て
掲
載
さ
れ
て
以
来
、
九
州
帝
国
大
学

を
経
て
京
都
帝
国
大
学
に
入
学
し
、
昭
和
十
一
年
春
に
卒
業
す
る
ま
で
、
『
日
本

海
詩
人
』
や
同
誌
の
衛
星
誌
の
『
北
冠
』
、
福
田
正
夫
主
宰
の
詩
誌
『
焔
』
、
京
大

の
友
人
た
ち
と
の
同
人
誌
『
聖
餐
』
な
ど
に
継
続
的
に
詩
を
発
表
し
続
け
、
京
大

一
時
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
る
も
の
の
、
戦
後
、
再
び
詩
作
は
始
め
ら
れ
、
関

西
の
雑
誌
を
中
心
に
数
多
く
の
詩
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

卒
業
後
、

総
計
百
十
数
篇
に
も
及
ぶ
初
期
詩
篇
は
、
ご
く
初
期
の
も
の
を
除
い
て
、
京
大
に

入
学
し
た
問
和
七
年
以
降
は
、
大
半
が
散
文
詩
の
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
の
多
く
は
、
井
上
錆
が
流
行
作
家
の
地
位
を
築
き
上
げ
た
昭
和
三
十
三
年
に
な
っ

主告「
I司

木

出
甲，4
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幸

て
、
第
一
詩
集
『
北
国
』
に
収
録
し
て
刊
行
さ
れ
、
日
の
目
を
見
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
井
上
捕
の
文
学
修
行
時
代
と
も
言
、
つ
べ
き
長
い
詩
作
期
間
に
、
後

年
の
井
上
文
学
を
支
え
る
様
々
な
要
素
が
培
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に

想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
初
期
詩
篇
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
井
上
文
学
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の
原
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
初
期
詩
篇
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
福
田
宏
年
氏
が
、

詩
は
「
小
説
の
パ
ン
種
」
で
あ
る
H

と
評
し
た
よ
う
に
、
『
北
国
』
に
収
録
さ
れ

た
初
期
散
文
詩
の
中
に
、
後
に
小
説
へ
と
発
展
し
た
モ
チ
ー
フ
の
原
型
が
数
多
く

H

井
上
靖
の

潜
ん
で
い
る
こ
と
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
『
北
国
』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
散
文
詩
「
猟
鉱
」
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
文
壇
的
処
女
作
で
あ
る
小
説
「
猟
銃
」

の
モ
チ
ー
フ
の
原
型
で
あ
る
と
と
も
に
、
詩
そ
の
も
の
も
一
部
改
変
さ
れ
て
小
説

「
猟
銃
」
の
巻
頭
詩
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
列
」
、
「
漆
胡

樽
」
と
い
っ
た
散
文
詩
も
、
後
年
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
同
名
の
小
説
へ
と
発
展
さ

せ
て
い
る
し
、
そ
の
他
に
も
、
『
北
国
』
の
散
文
詩
に
は
、
小
説
の
一
場
面
と
し

て
挿
入
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
モ
チ
ー
フ
を
小
説
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
活
用
さ
せ

た
作
品
は
数
多
い
。



こ
の
よ
う
に
、
後
年
の
小
説
の
モ
チ
ー
フ
を
数
多
く
潜
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

初
期
詩
篇
に
井
上
文
学
の
一
原
点
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
が
、
私
は

更
に
踏
み
込
ん
で
、
昭
和
七
年
か
ら
作
り
始
め
ら
れ
た
散
文
詩
に
用
い
ら
れ
て
い

る
、
象
般
的
な
表
現
法
に
も
、
文
壇
的
処
女
作
「
猟
銃
」
を
生
み
出
し
た
い
ま
一

つ
の
原
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

か
つ
て
私
は
、
「
杭
銃
」
に
つ
い
て
、
不
倫
の
愛
の
三
角
関
係
に
一
人
の
女
性

の
自
殺
事
件
を
挿
入
し
た
暗
く
重
苦
し
い
題
材
を
、
詩
的
な
象
徴
表
現
を
多
用
す

る
こ
と
で
、

H

白
い
河
床
H

H

美
し
い
模
様
μ

と
し

の
イ
メ
ー
ジ
を
基
調
に
し
た

て
描
い
た
小
説
で
あ
る
、
と
論
じ
た
(
拙
稿
「
井
上
靖
『
猟
銃
』
論
|
描
か
れ

る
H

美
し
い
模
様
u

ー
」
〈
『
即
時
研
究
と
整
同
』
空
宇
一
士
〉
)
。
現
実
の

レ
ベ
ル
で
は
我
執
や
嫉
妬
心
や
絶
望
的
な
悲
し
み
な
ど
が
複
雑
に
交
錯
し
て
い
る

筈
の
、
お
よ
そ
美
を
見
出
し
難
い
題
材
を
、
あ
た
か
も
H

美
し
い
模
様
μ

の
よ
、
っ

な
イ
メ
ー
ジ
に
表
現
し
て
い
く
、
そ
の
詩
的
な
象
償
法
に
着
服
し
て
論
じ
た
の
だ

が、

H

詩
的
μ

と
い
う
言
い
方
を
し
た
よ
う
に
、
「
猟
銃
」
の
こ
う
し
た
表
現
法
は
、

昭
和
七
年
か
ら
作
り
始
め
ら
れ
た
散
文
詩
に
見
ら
れ
る
象
徴
的
な
表
現
法
が
土
台

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
「
猟
銃
」

は
、
初
期
散
文

詩
で
学
ん
だ
表
現
技
法
を
土
台
と
し
た
小
説
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。以

下
、
井
上
靖
の
初
期
散
文
詩
|
京
大
在
学
中
の
昭
和
七
年
か
ら
十
一
年
ま

で
の
問
、
昭
和
二
十
一
年
か
ら
「
猟
銃
」
発
表
の
前
年
の
昭
和
二
十
三
年
ま
で
の

聞
に
発
表
さ
れ
た
散
文
詩
|
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
象
徹
的
な
表
現
法
に
着
眼

し
つ
つ
考
察
し
、
「
猟
銃
」
の
原
点
、
井
上
文
学
の
原
点
に
迫
っ
て
み
た
い
。

一、

考
察
に
あ
た
っ
て
、
先
に
当
時
の
井
上
靖
が
詩
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
感
性
を

持
ち
、
如
何
な
る
詩
観
を
持
っ
て
詩
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
か
、
確
認
し
て
お

き
た
い
。

初
め
に
、
井
上
靖
が
自
ら
、
詩
と
の
出
会
い
と
し
て
、
し
ば
し
ば
語
っ
て
い
る

次
の
二
作
品
に
つ
い
て
考
え
る
。

カ
チ
リ

石
英
の
立
口

秋此
の
日
雪
降
れ
り

no 
n
4
U
 

此
の
日
我
心
欝
せ
り

此
の
日
我
出
で
行
か
ん
と
は
せ
り

何
者
か
に
謹
は
ん
望
を
持
て
り

何
者
か
に
、
ー
ー

何
者
か
に
留
め
が
た
き
友
情
を
感
ず
、

友
情
的
な
る
標
砂
を
感
ず
、

此
の
日
雪
降
れ
り
、

友
情
的
な
る
も
の
を
痛
感
せ
り
、

雪
の
中
に
我
出
で
行
か
ん
と
は
せ
り

前
者
は
、
井
上
靖
が
旧
制
沼
津
中
学
四
年
生
の
頃
に
友
人
が
作
っ
て
見
せ
て
く



れ
た
「
秋
」
と
い
う
題
の
作
品
で
あ
り
、
後
者
は
、
昭
和
三
年
九
月
に
刊
行
さ
れ

た
室
生
犀
星
の
詩
集
『
鶴
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
「
友
情
的
な
る
」
で
あ
る
。

井
上
靖
は
、
講
演
録
「
詩
と
ね
」
の
中
で
、

H

初
め
て
詩
と
い
う
も
の
に
触
れ
H

た
作
品
と
し
て
「
秋
」
を
取
り
上
げ
、

H

こ
の
詩
に
依
っ
て
、
私
は
詩
の
洗
礼
を

受
け
た
μ

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
「
友
情
的
な
る
」
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
、

H

な
る
ほ
ど
詩
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
か
と
思
い
、
初
め
て
自
分
も
詩
と
い
う
も

の
を
作
っ
て
み
ょ
う
か
と
い
う
気
に
な
っ
た
H

と
回
想
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

作
品
は
、
数
年
後
に
京
大
に
入
学
し
て
か
ら
作
り
始
め
ら
れ
た
井
上
靖
の
散
文
詩

と
は
、
作
風
の
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
な
影
響
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
難

し
い
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
作
品
も
、

H

石
英
H

H

雪
μ

と
い
っ
た
、
無
色
透
明

で
清
潔
感
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
朋
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
よ
う

な
清
潔
感
の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
た
詩
に
よ
っ
て
、
詩
の
洗
礼
を
受
け
、

詩
作
に
開
眼
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
井
上
靖
の
詩
人
的
感
性
の
萌
芽
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
い
で
、
実
際
に
散
文
詩
を
作
り
始
め
て
い
た
京
大
時
代
お
よ
び
そ
の
前
後
の

時
期
に
強
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
詩
集
と
し
て
、
三
好

達
治
の
『
測
量
船
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
昭
和
五
年
十
二
月
刊
行
の
『
測
量
控
は
、

散
文
詩
を
中
心
に
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ
り
、
昭
和
七
年
の
京
大
入
学
を
境
に
井
上

靖
の
詩
作
が
散
文
詩
形
式
に
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
こ
の
詩
集
か
ら
受
け

た
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
既
に
宮
崎
健
三
、
曾
根

博
艇
、
宮
崎
潤
↓
氏
ら
が
指
摘
し
て
い
る
。
散
文
詩
形
式
へ
の
固
定
化
と
い
う
だ

け
で
も
、
井
上
靖
の
詩
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
『
測
量
船
』

だ
が
、
私
に
は
、
単
な
る
詩
型
の
固
定
化
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
「
詩
と
私
」

の
中
で
、

井
上
靖
は
『
測
量
船
』
中
の
詩
「
郷
愁
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。私

に
と
っ
て
は
、
詩
と
い
う
も
の
の
全
く
新
し
い
展
望
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
詩
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
心
の
中
だ
け
に
棲
ん
で
い
る
も
の
と

思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
「
郷
愁
」
の
お
陰
で
、
眼
に
触
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事

象
の
中
に
、
ま
た
そ
の
事
象
と
事
象
と
の
関
係
の
中
に
、
詩
と
い
う
も
の
が

医
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
詩
人
と
い
う
も
の
が
、
鉱
脈

を
掘
り
当
て
る
鉱
夫
に
見
え
た
り
、
無
か
ら
有
を
造
る
錬
金
術
師
に
見
え
た

り
し
て
来
ま
し
た
。

(
中
略
)
あ
と
に
も
さ
き
に
も
、
私
に
と
っ
て
、
こ
れ

ほ
ど
大
き
い
草
命
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
に
は
、
右
の
発
言
、
特
に
そ
の
中
の

H

錬
金
術
H

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、

昭
和
七
年
か
ら
作
り
始
め
ら
れ
た
散
文
詩
が
、
井
上
靖
の
如
何
な
る
窓
誌
に
支
え
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ら
れ
て
い
た
の
か
、
抽
象
的
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
井
上

靖
は
、
「
郷
愁
」
と
出
会
う
以
前
は
、
詩
と
は

H

自
分
の
心
の
中
u

を
語
る
も
の

だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
が
、
「
郷
愁
」
に
出
会
っ
た
お
か
げ
で
、

そ
う
し
た
直

接
的
な
自
己
告
白
と
は
違
っ
た
、
H

無
か
ら
有
を
造
る
錬
金
術
μ

の
ご
と
き
方
法

で
作
ら
れ
た
詩
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

H

錬
金
術
u

の
よ
、
つ

な
詩
と
は
、
例
え
ば
、
「
郷
愁
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
比
院
や
象
徴
法
な
ど
を

数
多
く
用
い
て
、

一
つ
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
創
り
上
げ
る
型
の
作
品
を
言

う
の
で
あ
ろ
う
。
井
上
靖
は
、
「
郷
愁
」
と
出
会
っ
た
こ
と
で
、

そ
う
し
た

J
一首

葉
の
錬
金
術
μ

と
し
て
の
詩
を
書
こ
う
と
し
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は

考
え
る
。

た
だ
こ
こ
で
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
、
井
上
靖
が
『
測
量
船
』
と
出
会
っ
た
時

『
わ
が
一
期
一
会
』
に
よ
る
と
、
安
西
冬
衛
の
『
軍
艦
来
初
』
(
悶

期
で
あ
る
。



和
四
年
四
月
刊
)
と
と
も
に
、
昭
和
六
、
近
年
頃
に
出
会
っ
た
と
言
っ
て
い
る
が
、

先
の
「
詩
と
私
」
で
は
、
『
測
量
船
』
と
出
会
っ
た
時
期
に
つ
い
て
、
昭
和
九
年

六
月
刊
行
の
荻
原
朔
太
郎
の
詩
集
『
氷
島
』
を
読
ん
だ
の
と
同
じ
頃
か
も
っ
と
後

で
あ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
昭
和
七
年
か
ら
始
ま
っ
た
散
文

詩
の
創
作
は
、
『
測
量
船
』
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
一
言
、
つ
こ
と
が
で
き
、
も

し
後
者
が
正
し
い
と
す
る
と
、
井
上
摘
が
『
測
量
船
』
と
出
会
っ
た
の
は
京
大
時

代
の
後
半
か
卒
業
後
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
初
期
散
文
詩
に
お
い
て
、
京
大
時
代

の
作
品
は
、
『
測
量
船
』
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。
し
か
し
、
宮
崎
健
三
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
詩
と
私
」
で

の
発
言
は
、
井
上
靖
の

w
思
い
ち
が
い
u

で
あ
ろ
う
。
氏
の
言
、
つ
よ
う
に
、

H

昭

和
五
年
刊
行
の
評
判
の
名
詩
集
を
五
年
も
六
年
も
読
ま
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い

と
考
え
ら
れ
《
か
い
し
、
何
よ
り
、
次
節
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
井
上
靖
の
初
期
散

文
詩
に
は
、
『
測
量
船
』
の
影
響
が
も
っ
と
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

や
は
り
、
『
測
量
船
』
と
出
会
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
『
わ
が
一
期

7
会』

の
記

述
の
方
が
正
し
く
、
井
上
靖
の
初
期
散
文
詩
は
、
京
大
時
代
の
当
初
か
ら
、
『
測

量
船
』
の
、
特
に
そ
の
中
の
「
郷
愁
」
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
見
倣
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。
昭
和
七
年
の
京
大
入
学
を
境
に
作
り
始
め
ら
れ
た
散
文
詩
は
、
こ
の
よ
う

な
H

一
言
葉
の
錬
金
術
u

と
し
て
の
詩
を
書
こ
う
と
す
る
井
上
靖
の
意
識
に
支
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
H

言
葉
の
錬
金
術
H

を
志
し
た
と
言
っ
て
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
そ

れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
す
の
か
、
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
す
ぎ
る
。

こ
の
井
上
靖
の
志
し
た
詩
の
中
身
を
よ
り
具
体
的
に
解
明
す
る
た
め
に
、
今
度
は

井
上
靖
の
京
都
帝
国
大
学
に
お
け
る
卒
業
論
文
で
あ
る
、

「
純
粋
詩
論
」
に
つ
い

て
考
え
た
い
。

昭
和
十
一
年
春
、
京
大
卒
業
の
際
に
執
筆
し
た
「
純
粋
詩
論
」
と
題
す
る
卒
業

論
文
は
、
井
上
靖
自
ら
、

当
時
私
は
詩
を
書
き
出
し
て
お
り
、
詩
作
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
の
で
、

ヴ
ァ
レ
リ

l
の
詩
論
も
誰
か
の
訳
で
読
ん
で
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
自
分
流

に
解
釈
し
、
そ
の
純
粋
詩
な
る
も
の
を
、
実
際
の
詩
作
に
於
い
て
も
試
み
て

い
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
ヴ
7
レ
リ
l
の
純
粋
詩
論
な
ら
ぬ
、
私
自
身
の
「
純

粋
詩
論
」
を
二
、
三
十
枚
に
綴
っ
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
井
上
靖
の
卒
業
論
文
は
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ

l
の

「
純
粋
詩
論
」
に
つ
い
て
の
批
評
で
あ
る
と
同
時
に
、
散
文
詩
の
実
作
者
で
あ
っ

た
井
上
靖
独
自
の
詩
論
を
述
べ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
京
大

入
学
以
来
、
H

言
葉
の
純
金
術
μ

を
志
し
て
散
文
詩
に
取
り
組
ん
で
き
た
井
上
錆

の
詩
観
が
、
学
生
時
代
の
詩
作
の
理
論
的
な
集
大
成
と
し
て
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
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る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
卒
業
論
文
の
現
物
は
、
現

在
埋
も
れ
た
状
態
に
あ
り
、
内
容
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
可
能

だ
が
、
論
文
の
審
査
に
あ
た
っ
た
当
時
の
京
大
教
授
九
鬼
周
造
が
残
し
た
審
査
メ

モ
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
藤
沢
全
著
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
内
容
を
推
測
し
て
み
た
い
。

九
鬼
周
造
の
メ
モ
に
よ
る
と
、
井
上
靖
は
、

い
わ
ゆ
る

H

詩
μ

と
は
、

H

経
験

意
識
ノ
世
界
u

に
お
け
る

H

経
験
的
現
実
ノ
表
現
μ

で
み
の
っ
て
、

H

純
粋
詩
μ

な

る
も
の
は
、

H

純
粋
意
識
ノ
世
界
μ

に
お
け
る

H

詩
的
現
実
ノ
創
造
H

で
あ
る
、

と
論
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

H

詩
μ

と
H

純
粋
詩
H

と
を
、

H

経
験

的
現
実
H

と
H

詩
的
現
実
u

、
w
表
現
H

と
H

創
造
H

と
い
う
言
葉
で
区
別
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
無
か
ら
有
を
造
り
出
す
H

言
葉
の
錬
金
術
u

を
発
展
さ
せ
た
井

と
し
て
表
現

上
靖
の
詩
観
が
感
じ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
題
材
を

H

経
験
的
現
実
μ



し
た
作
品
、
即
ち
リ
ア
ル
な
感
覚
に
描
い
た
作
品
は
、
あ
く
ま
で
も
H
剖

F
で
あ

り
、
井
上
靖
の
考
え
る

H

純
粋
詩
μ

と
は
、

w
純
粋
意
識
ノ
世
界
u

に
お
い
て
、

あ
た
か
も
無
か
ら
有
を
造
る
錬
金
術
の
ご
と
く
、
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
、
即
ち

H

詩
的
現
実
u

を
創
造
し
て
い
く
作
品
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

H

純
粋
意
識
ノ
世
界
μ

に
お
け
る

H

詩
的
現
実
ノ
創
造
μ

と
言
わ
れ

て
も
、

H

言
葉
の
錬
金
術
H

と
同
様
に
、
ま
だ
抽
象
的
す
ぎ
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

H

詩
的
現
実
u

を
ど
う
や
っ
て

H

創
造
H

す
る
の
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
、
卒
業
論
文
執
筆
か
ら
四
十
数
年
を
経
て
で
は
あ
る

が
、
中
野
孝
次
と
の
対
談
「
小
説
作
法
」
で
語
っ
た
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

井
上
靖
は
、
自
ら
の
卒
業
論
文
に
つ
い
て
、

わ
た
し
は
い
ま
だ
に
、
こ
の
「
純
粋
詩
論
」
な
る
も
の
が
わ
か
ら
な
い
ん

で
す
が
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
わ
た
し
流
に
解
釈
し
て
二
十
枚
ほ
ど
の
卒
業
論

文
に
し
た
ん
で
す
。

た
と
え
ば
、
夕
暮
れ
と
い
っ
て
も
、
「
夕
暮
れ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
受
け

る
感
じ
は
読
む
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
わ
た
し
の
感
じ
て
い
る
夕
暮

れ
は
、
「
夕
暮
れ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
ち
ゃ
出
せ
な
い
、

ほ
か
の
も
の
で

指
え
上
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
そ
れ
が
純
粋
詩
だ
、
と
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
は

思
い
ん
で
す
が
、
実
に
単
純
な
解
釈
を
し
た
ん
で
す
ね
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
直
接
卒
業
論
文
に
関
わ
る
発
言
で
は
な
い
が
、
同
じ
対

談
の
別
の
箇
所
で
は
、

夕
暮
れ
に
あ
る
感
情
を
も
っ
。
こ
れ
は
自
分
の
心
の
中
に
で
す
ね
。
そ
の

際
、
自
分
か
ら
離
し
て
、
モ
ノ
と
モ
ノ
と
の
関
係
で
夕
暮
れ
の
感
情
を
表
し

て
い
く
。

と
も
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
発
言
か
ら
考
え
ら
れ
る
井
上
靖
流
の
純
粋
詩
と
は
、
例
え
ば

H

夕
暮

れ
u

を
表
現
す
る
場
合
に
、

H

夕
暮
れ
H

と
い
う
言
葉
を
一
切
使
用
せ
ず
に
、
別

の
言
葉
を
用
い
て
、
言
葉
と
言
葉
の
関
係
で

H

夕
暮
れ
の
感
情
u

を
表
現
す
る
、

即
ち
言
葉
と
言
葉
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
好
情
の
中
に

n
夕
暮
れ
H

を
暗
示
し
て

い
く
好
情
的
か
つ
象
徴
的
な
作
品
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
直
接
に
は
主
題
を
表
現

し
な
い
、
そ
れ
だ
け
で
は
主
題
を
想
像
し
難
い
言
葉
を
用
い
て
主
題
を
創
り
上
げ

て
い
く
、
そ
う
し
た
点
で
、
井
上
靖
の
考
え
る
H

純
粋
詩
H

と
は
、

H

詩
的
現
実

ノ
創
造
μ

で
あ
り
、
H

言
葉
の
錬
金
術
H

の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

対
談
「
小
説
作
法
」
で
の
発
言
か
ら
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

井
上
靖
が
卒
業
論
文
で
実
際
に
そ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
三

好
行
雄
氏
と
の
対
談
「
作
家
の
内
艇
」
で
、

ヴ
ァ
レ
リ

l
の
純
粋
詩
を
、
小
説
の
形
で
試
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
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く
検
光
利
一
の
「
時
間
」
と
か
「
機
械
」
と
か
い
っ
た
作
品
だ
と
思
い
ま
す
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

今
更
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
『
改
造
』
昭
和
五
年
九
月
号
に
発
表
さ
れ
た

「
機
械
」
は
、
グ
ネ

1
ム
プ
レ
ー
ト
工
場
の
四
人
の
男
の
心
理
が
歯
車
の
よ
う
に
絡

み
合
い
な
が
ら
、

一
方
で
人
間
世
界
の
汗
く
さ
い
内
面
闘
争
の
情
景
を
く
り
ひ
ろ

げ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
詩
的
宇
宙
と
し
て
集
約
的
に
暗
示

(nv 

し
て
ゆ
く
u

と
い
っ
た
手
法
で

H

機
械
μ

の
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
的
に
浮
か
び
上
が

ら
せ
た
横
光
利
一
の
代
表
的
短
編
小
説
で
あ
り
、
ま
た
『
中
央
公
論
』
昭
和
六
年

四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
時
間
」
は
、
そ
の
「
機
械
」

H

姉
妹
篇
N

と
も
言
わ
れ
、
座
長
に
逃
げ
ら
れ
文
無
し
の
ま
ま
取
り
残
さ
れ
た
十

の
手
法
を
受
け
継
い
だ

二
名
の
劇
団
員
が
、
宿
代
を
請
求
す
る
宿
屋
か
ら
逃
亡
す
る
願
末
を
語
る
、
切
迫

し
た
状
況
下
で
の

H

時
間
H

の
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
的
に
浮
か
び
上
ら
せ
た
小
説
で



あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
機
械
」
は
、
四
人
の
工
員
と
い
う
、

そ
れ
だ
け
で
は

H

機

械
N

を
想
像
す
る
の
が
難
し
い
題
材
を
用
い
つ
つ
、
そ
の
工
員
同
士
の
関
係
が
連

想
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、

H

機
械
u

を
象
徴
的
に
表
現
し
た
小
説
だ
と
言

え
る
し
、
同
様
に
「
時
間
」
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

H

時
間
H

を
想
像
し
難
い
、
十

二
名
の
劇
団
員
と
い
う
題
材
を
用
い
て
、
そ
の
劇
団
員
同
士
の
関
係
と
彼
ら
の
置

の
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
小

か
れ
た
状
況
の
中
に
、

一
つ
の
H

時
間
H

説
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
作
ら
れ
て
い
る
「
機
械
」

ゃ
「
時
間
」

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
ヴ
7
レ
リ
l
の
「
純
粋
詩
論
」
を
応
用
し
た
小
説
だ
と
解
釈

し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
解
釈
の
妥
当
性
は
さ
て
置
き
、
井
上
靖
の
卒
業
論
文
が

如
何
な
る
内
容
で
あ
る
の
か
を
暗
に
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

か
く
て

n
夕
暮
れ
u

を
H

ほ
か
の
も
の
で
棺
耐
え
上
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
μ

と
言

ぃ
、
横
光
利
一
の
「
機
械
」
、

「
時
間
」
を
ヴ
ァ
レ
リ

l
の
「
純
粋
詩
論
」
を
応

用
し
た
小
説
だ
と
考
え
る
井
上
靖
に
と
っ
て
、

H

純
粋
詩
μ

と
は
、
そ
れ
だ
け
で

は
主
題
を
想
像
し
難
い
言
葉
を
用
い
つ
つ
、
そ
の
言
葉
と
言
葉
の
関
係
か
ら
主
題

を
連
想
さ
せ
る
持
情
を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
主
題
を
表
現
し
て

い
く
、
行
情
的
か
つ
象
徴
的
な
作
品
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
純
粋
詩
論
を
絞
っ
た
卒
業
論
文
の
参
考
文
献
に
は
、
何
が
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
の
九
鬼
周
造
メ
モ
に
よ
る
と
、

4
2
-
〈
丘
小
ミ
ハ

何
ニ
ヨ
ツ
テ
引
用
セ
シ
ヵ
u

と
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
右
隣
り
に
、
次
の
三
つ
の

文
献
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
井
上
靖
の
参
考
に
し
た
テ
キ

ス
ト
を
指
す
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

(3) (2) (I) 

〉

g
E七「
8
c
m
r
z
g自
己
問
団
内
百
円
口
仏

O

F

忠
岡
町
田
白
・
(
〈
き
と
)

勺

om回
一
口
旬
間
同
町
・
ロ
O
H
O印
℃

C
C
「
ロ
ロ
白
円
。
ロ
『
仇
『
白
ロ
門
口

E
t
f
o
z
g
(文
学
)
堀
口
大
学
訳

こ
れ
ら
が
参
考
文
献
名
で
あ
る
と
す
る
と
、
ま
ず
、
こ
の
う
ち
、
邦
訳
タ
イ
ト

ル
と
訳
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
聞
は
、
年
代
的
に
見
て
、
昭
和
五
年
十
二
月
に
第

一
舎
房
か
ら
初
版
が
刊
行
さ
れ
、
同
七
年
九
月
に
普
及
版
も
出
て
い
る
、
堀
口
大

撃
訳
『
文
撃
』
の
こ
と
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
初
版
、
普
及
版
と
も
同
じ
本

文
で
、
井
上
靖
は
そ
の
ど
ち
ら
か
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ω凶
に
つ
い
て
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
舎
か
れ
た
原
書
を
テ
キ
ス
ト
に
し

一
見
、

て
い
た
の
か
と
思
わ
せ
ら
れ
る
が
、
井
上
靖
の
旧
制
四
高
時
代
の
第
二
外
国
語
は

ド
イ
ツ
語
で
あ
り
、
先
の
引
用
に
も
H

ヴ
7
レ
リ
!
の
詩
論
も
誰
か
の
訳
で
読
ん

で
い
た
μ

と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
低
く
、
お
そ
ら
く
、

山
間
と
も
、
邦
訳
文
献
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
邦
訳
文
献
で
あ

る
が
、
山
は
、
年
代
的
に
見
て
、
『
作
品
』
第
七
、
人
号
(
昭
和
五
年
十
一
、
十
二

月
)
に
発
表
さ
れ
、
昭
和
七
年
十
一
月
に
白
水
杜
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
ヴ
ァ
リ
エ
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テ
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
中
島
健
龍
、
佐
藤
正
影
共
訳
「
序
吾
一
己
の
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
『
作
品
』
掲
載
の
も
の
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
、
白
水
社
刊

に
所
収
の
も
の
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
九
鬼
メ
モ
に
ベ
〈
号
忠
広

γ

と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』
所
収
の
方
を
井
上
靖
は
参
考
に
し

た
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

ωは
、
『
詩
と
詩
論
』
第
十
冊
(
昭
和
六
年

一
月
)
に
発
表
さ
れ
た
秦
一
郎
訳
「
純
粋
詩
論
|
講
演
の
た
め
の
ノ
オ
ト
|
|
」

《
回
)

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
井
上
靖
は
対
談
集
『
わ
が
文
学
の
軌
医
の
中
で
、

H

京
都
の
大
学
時
代
か
ら
新
聞
記
者
時
代
に
か
け
て
の
時
期
H

に
H

『
詩
と
詩
満
』

と
い
う
の
は
非
常
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
μ

と
述
べ
て
い
る
し
、
九
鬼
メ
モ
に
見

ら
れ
る
H

音
楽
ノ
連
続
性
ガ
最
早
決
シ
テ
妨
ゲ
ト
ナ
ラ
ヌ
様
ナ
H

と
か
、

H

音
楽

家
ニ
与
ヘ
ラ
レ
ル
所
ノ
モ
ノ
ト
詩
人
ニ
与
ヘ
ラ
レ
ル
所
ノ
モ
ノ
ト
ノ
相
違
“

と
し、

う
記
述
が
、
泰
一
郎
訳
の
そ
れ
に
見
ら
れ
る

H

音
然
的
連
続
性
が
決
し
て
妨
げ
と



は
な
ら
ぬ
や
う
な
H

、
H

広
は
詩
人
に
興
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
音
築
家

に
興
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
を
比
較
し
よ
ふ
と
思
ふ
H

と
い
う
文
章
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
昭
和
七
年
十
二
月
に
椎
の
木
社
か
ら
同
じ
秦

一
郎
の
訳
に
よ
り
、
『
純
粋
詩
論
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
収
録
さ

れ
た
『
詩
と
詩
論
』
初
出
の
同
じ
文
章
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

私
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
文
献
に
つ
い
て
、
堀
口
大
卒
訳
『
文
撃
』
は
、
『
堀

口
大
事
全
集
』
補
巻
3
所
収
「
文
謬
論
」
第
一
部
(
第
一
書
一
房
刊
『
文
撃
』
が
底

本
)
、
秦
一
郎
訳
「
純
粋
詩
論
」
は
、

『
詩
と
詩
論
』
第
十
冊
、
中
島
健
礎
、
佐

(
却
》

藤
正
影
共
訳
「
序
一
吉
田
」
は
、
複
刻
版
『
作
品
』
第
七
、
八
号
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
内
容
を
確
認
し
て
み
た
。
し
か
し
、
面
白
い
こ
と
に
、
そ
こ
に
は
、
H

詩
的
現

実
ノ
創
造
u

と
い
う
言
葉
も
、

H

夕
暮
れ
を
ほ
か
の
も
の
で
揖
え
上
げ
る
μ

と
い
っ

た
意
味
を
含
む
文
章
も
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
純
粋
詩
論
」
と
題

さ
れ
た
卒
業
論
文
は
、
井
上
靖
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
7
レ
リ
i
の
詩
論

に
つ
い
て
の
批
評
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
ヴ
ァ
レ
リ

I
の
詩
論
を
吸
収
し
自
己

流
に
解
釈
し
た
井
上
靖
の
詩
観
が
か
な
り
自
由
な
形
で
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
、

い
わ
ば
井
上
流
の

H

純
粋
詩
論
μ

で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
、
こ
こ
に
も
覗
わ
れ

る
。
た
だ
し
、
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
井
上
靖
は
詩
と
の
出
会
い
の
頃
か
ら
H

清
潔
な
美
u

に
惹
か
れ
る
感
性
の
持
主
で
あ
り
、
京
大
時
代
に
入
る
と
、
三
好
達
治
の
「
郷
愁
」

か
ら
強
い
影
響
を
受
け
、
さ
ら
に
は
ヴ
ァ
レ
リ
!
の
「
純
粋
詩
論
」
を
吸
収
し
自

己
流
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、

H

言
葉
の
錬
金
術
μ

と
し
て
の
井
上
流
純
粋
詩
を
志

向
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
井
上
靖
の
詩
人
的
感

性
と
詩
観
に
支
え
ら
れ
、
作
ら
れ
て
い
た
初
期
散
文
詩
の
作
品
の
実
際
を
、
次
に

具
体
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

一一、

井
上
靖
の
初
期
散
文
詩
は
、
第
一
詩
集
『
北
国
』
、
『
井
上
靖
全
詩
艇
』
の
「
拾

遺
詩
篇
」
、
未
収
録
詩
篇
を
多
く
収
め
た
詩
集
『
春
を
呼
ぶ
的
』
、
『
井
上
靖
全
集
』

第
一
巻
の
「
未
収
録
詩
篇
」
な
ど
に
よ
り
、
四
十
四
篇
ほ
ど
目
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
昭
和
七
年
か
ら
十
一
年
ま
で
の
京
大
在
学
中
に
発

表
さ
れ
た
も
の
(
十
七
篇
)
と
、
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で
の

問
に
発
表
さ
れ
た
も
の
(
二
十
七
篇
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
ま
ず
は

京
大
時
代
に
発
表
さ
れ
た
作
品
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

京
大
時
代
の
散
文
詩
は
、

一
読
し
て
題
材
お
よ
び
そ
の
表
現
方
法
に
は
っ
き
り

し
た
特
徴
が
感
じ
ら
れ
る
。
女
性
の
不
道
徳
、
特
に
不
倫
を
題
材
に
し
た
作
品
と
、

女
性
の
不
幸
、
特
に
死
を
題
材
に
し
た
作
品
が
多
く
、
そ
し
て
、
そ
の
女
性
の
不

-43ー

道
徳
お
よ
び
不
幸
と
い
う
題
材
は
、
と
も
に
あ
る
種
の

w
美
u

の
イ
メ
ー
ジ
へ
と

H

昇
華
u

し
て
表
現
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
女
性
の
不
道
徳
を
題
材
に
し
た
作
品
か
ら
見
て
み
よ
う
。

さ
く
ら
散
る

|
|
|
四
月
の
夜
の
好
情
|
|
|

薄
暮
の
坂
街
は
後
か
ら
後
か
ら
続
く
興
奮
し
た
人
波
で
埋
ま
っ
て
い
た
。
私

も
亦
、
今
宵
、
何
者
か
に
殺
申
一
目
さ
れ
た
若
く
美
し
い
人
妻
の
屍
体
を
此
の
町

ひ
し
め

の
人
々
に
慣
っ
て
、
鉾
き
合
、
つ
群
衆
の
聞
か
ら
垣
間
見
よ
う
と
す
る
一
人
で

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

あ
っ
た
。
人
々
は
そ
の
女
の
死
に
よ
っ
て
数
多
き
醜
聞
の
後
を
断
つ
喜
び
を

口
々
に
語
り
な
が
ら
も
、
な
ぜ
か
、
こ
の
東
北
の
小
都
会
、
只
一
人
の
乗
馬



服
の
、
そ
の
女
人
の
屍
を
見
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
。

小
高
い
正
の
上
に
夜
露
を
浴
び
て
、
星
と
対
か
い
合
っ
て
い
る
塑
像
の
如
き

白
い
屍
体
。
三
十
分
前
に
途
中
下
車
で
こ
の
町
に
降
り
立
っ
た
旅
行
者
の
私

は
だ
へ

に
は
一
切
が
無
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
の
雪
白
の
皮
膚
か
ら
睦
を
夜
空
に
移
そ

う
と
し
た
時
、
燐
光
の
如
く
私
の
睦
を
凍
ら
せ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
右
腕
の

付
根
に
私
を
窺
っ
て
息
づ
い
て
い
る
蝶
型
の
刺
育
、
そ
れ
は
紛
う
か
た
な
き

私
自
身
の
イ
ニ
シ
ア
ル
で
あ
っ
た
。
冷
た
い
夜
気
と
群
衆
の
匝
に
曝
さ
れ
て

い
る
血
の
気
を
失
っ
た
唇
を
凝
視
し
な
が
ら
、
私
は
喪
わ
れ
た
速
い
日
の
記

か
お
か
た
ち

憶
を
立
ち
返
ら
せ
る
こ
と
に
い
つ
か
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。
今
は
顔
容
す
ら

記
憶
に
な
い
そ
の
少
女
の
唇
に
よ
っ
て
、
私
は
初
め
て
、
人
間
の
営
み
の
味

気
な
さ
と
、
情
欲
の
退
屈
さ
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
(
下
略
)

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

見
て
の
通
り
、
こ
こ
に
は
、

H

数
多
き
醜
聞
μ

と
い
う
不
道
徳
を
重
ね
た
女
性

の
突
然
の
死
が
題
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
し
、
現
実
の
レ
ベ
ル
で
こ
の

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

作
品
の
世
界
を
捉
え
た
場
合
、

n
醜
聞
μ

を
重
ね
た
女
性
の
我
執
や
欲
望
、
あ
る

い
は
そ
う
し
た
我
執
や
欲
望
に
生
き
た
女
性
の
末
路
と
し
て
の
死
の
悲
惨
さ
な
ど

が
、
そ
こ
か
ら
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
書
き
方
し
だ
い
で
、
こ
の
作

品
は
、
い
く
ら
で
も
ど
ろ
ど
ろ
し
た
重
苦
し
き
を
表
す
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
の
狙
い
が
そ
う
し
た
方
向
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
題

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

名
お
よ
び
副
題
に
明
ら
か
で
あ
る
。
作
者
は
ま
ず

H

数
多
き
醜
聞
H

を
重
ね
た
女

性
を
H

若
く
美
し
い
μ

と
形
容
す
る
こ
と
で
、
イ
メ
ー
ジ
の
美
化
を
行
い
、
次
い

で
そ
の

H

若
く
美
し
い
人
妥
の
屍
体
H

を
取
り
巻
く
興
奮
し
た
群
衆
を
設
定
す
る

こ
と
で
、
昂
揚
し
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
、
さ
ら
に
女
性
の
屍
体
の
右
腕
に
彫
ら

れ
て
い
た
刺
青
を
切
っ
掛
け
に
、
視
点
人
物
H

私
μ

の
速
い
日
の
少
女
と
の
接
吻

の
思
い
出
を
語
る
こ
と
で
、
官
能
の
陶
酔
を
表
現
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
合
い
か
ら
行
情
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
行
情
に
よ
り
、
桜

の
花
ピ
ラ
が
散
る
四
月
の
夜
の
妖
艶
な
美
し
さ
、
昂
揚
感
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

女
性
の
不
道
徳
、
特
に
不
倫
は
、
お
そ
ら
く
我
執
と
い
う
人
間
の
心
理
の
最
も

醜
悪
な
要
素
の
一
つ
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
、
現
実
的
に
は
、
美
を
見
出

し
難
い
題
材
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
女
性
の
不
道
徳
(
不
倫
)
が
、
右

の
作
品
で
は
、
井
上
流
純
粋
詩
の
象
徴
的
な
表
現
法
に
よ
り
、

H

さ
く
ら
散
る
μ

H

四
月
の
夜
の
行
情
H

の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
、

w
昇
華
u

し
て
表
現

と
い
う
H

美
N

さ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
美
を
見
出
し
難
い
題
材
を
、

H

美
H

の
イ
メ
ー
ジ
へ

と
昇
撃
さ
せ
て
し
ま
う
こ
の
表
現
法
を
、
私
は

H

昇
華
u

の
詩
法
と
呼
び
た
い
と

思
う
。
こ
の
「
さ
く
ら
散
る

l
四
月
の
夜
の
行
情
|
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

-1¥1¥-

に
、
井
上
靖
の
京
大
時
代
の
散
文
詩
は
、
女
性
の
不
道
徳
を
扱
っ
た
題
材
を
、

H

昇
華
H

の
詩
法
に
よ
っ
て
、

の
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
さ
せ
て
表
現

一
つ
の
H

美
μ

し
て
い
く
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
。

九日〉

「
聖
降
誕
際
前
夜
」
は
、
妻
の
不
倫
に
始
ま
り
、
息
子
は
家
庭
を
飛
び
出
し
非

行
を
重
ね
、

一
家
離
散
に
至
っ
た
家
族
が
再
会
し
た
夜
の
一
時
と
い
う
題
材
を
、

空
か
ら
落
ち
て
く
る

H

雪
μ

ゃ、

N

祝
祭
ヘ

H

聖
な
る
刻
u

と
い
っ
た
好
情
に
包

と
い
う
美
し
い
夜
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
昇
華
さ
せ

円
割
)

た
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
し
、
「
二
月
」
は
、

n
父
と
私
を
棄
て
た
母
u

と
い
う
題

む
こ
と
で
、
H

聖
降
誕
祭
前
夜
μ

材
を
、
く
ぬ
ぎ
林
の
中
に
咲
く
格
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
描
く
こ
と
で
、
突
、

気
の
中
に
梅
の
花
が
咲
く
二
月
の
夜
の
冷
た
く
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
へ
と
昇
華
し
て

表
現
し
た
作
品
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
そ
の
「
二
月
」
に
お
い
て
は
、

H

父

あ

や

ま

ち

必

も

て

H

曾
て
犯
せ
し
過
誤
の
如
く
、
母
の
而
は
今
も

と
私
を
棄
て
た
母
u

に
つ
い
て
、



尚
、
若
く
美
し
い
に
違
い
な
い
H

と
い
う
表
現
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
る
。
女
性
の

不
道
徳
と
い
う
現
実
的
に
は
美
を
見
出
し
難
い
題
材
を
、

H

美
u

の
イ
メ
ー
ジ
に

昇
華
さ
せ
よ
う
と
す
る
井
上
靖
の
表
現
意
識
が
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

次
に
女
性
の
不
幸
を
題
材
に
扱
っ
た
作
品
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

《
お
)

梅
ひ
ら
く

北
海
道
で
不
幸
な
姉
は
凍
死
し
た
と
一
言
、
っ
。
そ
の
報
せ
が
今
宵
私
の
所
へ
や
っ

て
来
た
。
私
は
ド
ス
を
の
ん
で
灯
の
つ
い
た
坂
街
を
降
り
た
。
街
衝
は
森
閑

と
し
て
人
影
な
く
、
ど
こ
か
遠
く
か
ら
微
か
に
饗
宴
の
さ
ざ
め
き
が
花
の
如

く
匂
っ
て
い
た
。
復
讐
す
べ
き
仇
敵
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
冷
た
い
地
べ

た
に
坐
っ
て
星
空
を
窺
っ
た
。
私
は
十
六
の
少
年
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
姉
の
凍
死
と
い
う
不
幸
な
出
来
事
は
、
そ
の
死
の
持
つ

悲
劇
性
ゃ
、
姉
に
先
立
た
れ
た

H

私
μ

の
絶
望
的
な
悲
し
み
を
強
調
す
る
こ
と
で
、

重
苦
し
い
悲
壮
感
を
い
く
ら
で
も
表
現
す
る
こ
と
の
可
能
な
題
材
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
実
際
、
こ
の
作
品
で
も
、

H

ド
ス
を
の
ん
で
H

と
か

H

復
讐

す
べ
き
仇
敵
は
誰
で
あ
ろ
う
か
ρ

と
い
っ
た
言
葉
で
、
突
然
の
姉
の
死
か
ら
受
け

，
.
H
'
'
h同

J

J

4

耳，
H

の
街
繋
の
大
き
さ
が
語
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
主
目

的
が
、

H

私
μ

の
悲
し
み
の
深
さ
や
姉
の
凍
死
の
悲
惨
さ
を
深
く
掘
り
さ
げ
る
こ

一
読
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
も
ま

と
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
、

た
、
井
上
流
の
純
粋
詩
の
方
法
で
作
ら
れ
て
い
る
。

作
者
は
、
姉
の
凍
死
と
い
う
不
幸
な
出
来
事
を
題
材
と
し
て
用
い
つ
つ
、
そ
れ

を
H

ど
こ
か
遠
く
か
ら
微
か
に
饗
宴
の
さ
ざ
め
き
が
花
の
如
く
匂
っ
て
い
た
μ

と

い
う
表
現
が
醸
し
出
す
雰
囲
気
の
中
に
包
み
、
さ
ら
に
「
梅
ひ
ら
く
」
と
い
う
題

名
の
暗
示
性
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
行
情
の
中
に
、
然
、
さ
の
厳

し
い
こ
月
の
夜
空
の
下
に
開
花
す
る
格
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
|
}

こ
の
作
品
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
井
上
埼
全

h
m
m
v
 

集
』
第
一
巻
の
巻
末
解
題
に
よ
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
『
日
本
詩
壇
』
昭
和
八
年

五
月
号
に
初
出
の
際
に
は
、
「
二
月
の
夜
の
好
情
」
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ
て

い
た
ら
し
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
先
の
「
さ
く
ら
散
る
|
四
月
の
夜
の
好
情
|
」

の
姉
妹
篇
で
あ
り
、
方
法
的
に
も
共
通
し
た
性
格
を
持
っ
た
作
品
だ
と
考
え
ら
れ

る。

は
、
我
執
を
隠
し
持
つ

H

不
倫
'
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
い
つ

も
醜
悪
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
積
極
的
に
美
を
見
出
す
こ
と

女
性
の

H

死
μ

の
で
き
る
概
念
で
は
決
し
て
な
い
。

H

姉
の
凍
死
μ
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と
い
う
出
来
事
が
現
実
に
眼

の
前
で
起
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
M

美
u

と
し
て
形
容
す
る
余
裕
な
ど
は
、
な
い
筈

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
死
と
い
う
題
材
を
、
梅
の
花
の
開
花
す
る
美
し
い
イ
メ

l

ジ
と
し
て
表
現
し
て
し
ま
う
こ
の
作
品
に
お
け
る
象
般
的
な
表
現
法
も
、
先
の
女

性
の
不
道
徳
の
美
化
と
同
じ
よ
う
に
、
や
は
り
H

昇
華
H

の
詩
法
だ
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
か
。
こ
の
「
梅
ひ
ら
く
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
京
大
時
代
の

散
文
詩
に
は
、
女
性
の
不
幸
を
、

H

昇
華
μ

の
詩
法
を
用
い
て
、

一
つ
の

H

美
u

の
イ
メ
ー
ジ
に
象
慢
さ
せ
て
い
く
作
品
も
ま
た
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
の
女
性
の
不
道
徳
を
扱
っ
た
作
品
の
例
に
も
挙
げ
た
「
さ
く
ら
散
る
|
|
四

ρ
若
く
美
し
い
人
妻
の
屍
体
H

を
題
材
に
用
い
て
い

月
の
夜
の
好
情
|
」
は
、

る
点
で
、
女
性
の

H

不
道
徳
H

と
と
も
に
、
女
性
の

H

不
幸
(
死
Y
を
も
ぷ
戸

H

昇
率
u

さ
せ
た
作
品
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
『
焔
』
昭
和
八
年

五
月
号
初
出
の
「
無
題
」
と
い
う
作
品
は
、
二
連
か
ら
成
る
う
ち
の
第
一
連
日
に

の
イ
メ
ー
ジ
へ



次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

母
よ
。
僻
む
い
て
編
物
し
て
い
る
あ
な
た
の
横
顔
が
余
り
若
く
美
し
い
の
で
、

私
は
つ
い
あ
な
た
を
足
の
思
い
少
女
と
間
違
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
不
幸

だ
け
が
此
世
で
美
し
い
な
ど
と
言
っ
て
、
あ
な
た
の
穏
や
か
な
夢
に
怖
ろ
し

び
ぴ

い
牌
を
入
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

H

足
の
悪
い
μ

と
い
う

H

不
安
-u

を
抱
え
る
少
女
と
、
母
親
の
横
顔
が

N

若
く

美
し
い
u

こ
と
は
、
何
の
関
連
性
も
な
い
が
、
そ
れ
が
敢
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
、

H

不
幸
だ
け
が
此
世
で
美
し
い
μ

と
い
う
限
定
付
き
の
言
い
方
で
、

H

不
幸
H

美

が
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
に
、

と

H

不
幸
H

を

H

美
'

の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
昇
華
さ
せ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
井
上
競

の
意
識
が
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
宮
崎
健
三
氏
は
、
こ
の
「
無
題
」
の
第
一
連
中
の

H

不
幸
だ
け
が
此
世

で
美
し
い
μ

の
句
に
つ
い
て
、

H

『
測
量
船
』
の
詩
篇
「
菊
」

「
花
ば
か

の
目
頭

り
が
こ
の
世
で
私
に
美
し
い
。
窓
に
腰
か
け
て
ゐ
る
私
の
、
ふ
と
あ
る
時
の
私
の

純
潔
」
と
い
う
詩
句
が
程
を
お
ろ
し
た
も
の
H

だ
と
推
測
し
、
こ
こ
に
『
測
量
芭

〔
鑓
〕

の
影
響
の
現
れ
を
見
て
い
る
。
私
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、

H

母
よ
。
的
む
い
て
編

物
し
て
い
る
あ
な
た
の
検
顔
が
μ

の
詩
句
も
、
同
じ
『
測
量
船
』
中
の
「
乳
母
車
」

の
H

母
よ
|
』
/
淡
く
か
な
し
き
も
の
の
ふ
る
な
り
u

と
い
う
詩
句
ゃ
、
そ
れ
に

井
上
靖
が
特
に
影
響
を
受
け
た
と
述
べ
た
「
郷
愁
」
の
、

n
そ
し
て
母
ょ
、
仏
蘭

西
人
の
言
葉
で
は
H

と
い
う
詩
句
な
ど
が
設
を
お
ろ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
「
無
題
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
八
年
五
月

当
時
、
既
に
井
上
靖
は
H

言
葉
の
錬
金
術
u

を
感
じ
た
『
測
量
芭
中
の
「
郷
秋
巴

の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
井
上
靖
の
京
大
時
代
の
散
文
詩
に
は
、
女
性

の
不
道
徳
や
不
幸
と
い
う
、
本
来
な
ら
ば

n
美
μ

を
見
出
し
難
い
題
材
を
用
い
て
、

井
上
流
の
純
粋
詩
の
象
徴
表
現
法
が
生
み
出
し
た

H

昇
華
μ

の
詩
法
に
よ
り
、
そ

の
題
材
を

H

美
u

の
イ
メ
ー
ジ
に
象
償
さ
せ
て
表
現
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
大
き
な

特
徴
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の

H

昇
華
H

の
詩
法
か
ら
、
私
の
念
頭

に
は
、
後
年
の
文
壇
的
処
女
作
「
猟
銃
」
が
想
起
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
私
は
、
「
猟
銃
」
に
つ
い
て
、
不
倫
の
愛
に
一
人

の
女
性
の
自
殺
を
挿
入
し
た
暗
く
重
苦
し
い
題
材
を
、
詩
的
な
象
徴
表
現
を
多
用

す
る
こ
と
で
、

H

美
し
い
模
様
μ

と
し
て
描
い
た
小
説
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。

主
人
公
三
杉
穣
介
と
女
性
た
ち
と
の

H

不
倫
μ

と、

と
い
う

H

不
幸
μ

を
、
あ
た
か
も
H

美
し
い
模
様
μ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
表
現

一
人
の
女
性
の
自
殺
(
死
)

す
る
「
猟
銃
」
の
詩
的
な
象
徴
法
は
、
女
性
の
不
道
徳
や
不
幸
を

4
F
の
イ
メ

l

ジ
へ
と
昇
華
さ
せ
る
京
大
時
代
の
散
文
詩
の
象
徴
的
な
表
現
法
に
、
そ
の
一
原
点
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を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
京
大
時
代
の

散
文
詩
の
創
作
で
身
に
つ
け
た

H

昇
華
H

の
詩
法
が
、
文
壇
的
処
女
作
「
猟
銃
」

を
生
み
出
す
土
台
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

昭
和
七
年
の
京
大
入
学
を
境
に
始
ま
っ
た
井
上
靖
の
散
文
詩
の
創
作
は
、
こ
の

よ
う
な
H

昇
華
u

の
詩
法
を
確
立
し
た
上
で
、
昭
和
十
一
年
の
京
大
卒
業
以
降
、

戦
後
ま
で
中
断
さ
れ
、
約
十
年
の
空
白
を
置
い
て
、
昭
和
二
十
一
年
か
ら
再
開
さ

れ
、
「
猟
銃
」
発
表
の
前
年
の
昭
和
二
十
三
年
ま
で
の
聞
に
二
十
七
篇
の
散
文
詩

が
発
表
さ
れ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
散
文
詩
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

約
十
年
に
亘
る
空
白
が
井
上
靖
の
詩
観
を
変
質
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
、
戦
後
の

散
文
詩
は
、
京
大
時
代
の
作
品
と
は
、
題
材
に
お
い
て
も
、
表
現
方
法
に
お
い
て

も
、
は
っ
き
り
と
し
た
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
女
性
の
不
道
徳
や
不
幸
と
い
っ
た

題
材
は
影
を
ひ
そ
め
て
い
る
し
、
そ
の
女
性
の
不
道
徳
や
不
幸
を

4
F
の
イ
メ

l



ジ
へ
と
昇
率
さ
せ
た
行
情
的
か
つ
象
徴
的
な
表
現
法
と
異
な
り
、
戦
後
の
表
現
方

法
は
、
む
し
ろ
叙
事
的
で
直
接
的
な
描
写
に
特
徴
が
あ
る
。
福
田
宏
年
氏
も
、
井

上
靖
の
詩
的
ス
タ
イ
ル
の
特
質
に
つ
い
て
、
京
大
時
代
の
作
品
に
は
好
情
性
を
認

め
つ
つ
も
、
昭
和
二
十
一
年
以
降
の
作
品
は
叙
事
的
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
し

か
し
、
戦
後
の
散
文
詩
に
も
、
象
徴
的
な
表
現
法
を
用
い
て
、
題
材
を

H

美
μ

イ
メ
ー
ジ
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
、

H

日
立
教
μ

の
詩
法
に
通
ず
る
部
分
が
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
二
作
品
に
は
戦
後
の
散
文
詩
の
特
位
が
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
。

シ
リ
ア
砂
漠
の
少
年

か
も
L
か

シ
リ
ア
砂
漠
の
な
か
で
、
持
羊
の
群
れ
と
い
っ
し
ょ
に
生
活
し
て
い
た
裸
体

の
少
年
が
発
見
さ
れ
た
と
新
聞
は
報
じ
、
そ
の
写
真
を
掲
げ
て
い
た
。
蓬
髪

の
横
顔
は
な
ぜ
か
冷
た
く
、
時
速
五

0
マ
イ
ル
を
走
る
と
い
う
美
し
い
双
脚

を
も
っ
姿
態
は
ふ
し
ぎ
に
悲
し
か
っ
た
。
(
中
略
)
シ
リ
ア
砂
漠
の
一
点
を

起
点
と
し
、
鈴
羊
の
生
態
を
ト
レ
イ
ス
し
、
ゆ
る
や
か
に
泉
を
ま
わ
り
、
ま
っ

す
ぐ
に
星
に
ま
で
仲
ぴ
た
そ
の
少
年
の
持
つ
運
命
の
無
双
の
美
し
さ
は
、
ニ
一
一
口

い
か
え
れ
ば
、
そ
の
運
命
の
描
い
た
純
粋
絵
図
的
曲
線
の
清
測
さ
は
、
そ
ん

な
時
い
つ
も
、
な
べ
て
世
の
人
聞
を
一
様
に
不
幸
に
見
せ
る
ふ
し
ぎ
な
悲
し

み
を
ひ
た
す
ら
放
射
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ

む
か
し
「
写
真
両
報
」
と
い
う
雑
誌
で

H

比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
μ

の
写
真
を

み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
は
は
る
か
眼
下
に
鏡
の
よ
う
な
湖
面
の
一
部
が
望

ま
れ
る
比
良
山
系
の
頂
き
で
、
あ
の
香
り
高
く
白
い
高
山
植
物
の
群
落
が
、

そ
の
急
峻
な
斜
面
を
美
し
く
お
お
っ
て
い
た
。

そ
の
写
真
を
見
た
時
、
私
は
い
つ
か
自
分
が
、
人
の
世
の
生
活
の
疲
労
と
悲

の

し
み
を
リ
ュ
ッ
ク
い
っ
ぱ
い
に
詰
め
、
ま
な
か
い
に
立
つ
比
良
の
稜
線
を
仰

ぎ
な
が
ら
、
湖
畔
の
小
さ
い
軽
便
鉄
道
に
ゆ
ら
れ
、
こ
の
美
し
い
山
綴
の
一

角
に
辿
り
つ
く
日
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
ひ
そ
か
に
心
に
期
し
て
疑
わ

な
か
っ
た
。
絶
望
と
孤
独
の
日
、
必
ず
や
自
分
は
こ
の
山
に
登
る
で
あ
ろ
う

とそ
れ
か
ら
お
そ
ら
く
十
年
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
い
ま
だ
に
比
良
の
シ
ヤ

ク
ナ
ゲ
を
知
ら
な
い
。
忘
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
年
々
歳
々
、
そ
の
高

い
峰
の
白
い
花
を
険
に
描
く
機
会
は
私
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
あ
の
比
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良
の
峰
の
頂
き
、
香
り
高
い
花
の
群
落
の
も
と
で
、
星
に
顔
を
向
け
て
眠
る

己
が
睡
り
を
想
、
っ
と
、
そ
の
時
の
自
分
の
姿
の
持
つ
、
幸
と
か
不
幸
と
か
に

無
縁
な
、
ひ
た
す
ら
な
る
悲
し
み
の
よ
う
な
も
の
に
触
れ
る
と
、

な
ぜ
か
、

下
界
の
い
か
な
る
絶
望
も
、
い
か
な
る
孤
独
も
、
な
お
狸
雑
な
く
だ
ら
ぬ
も

の
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

ど
ち
ら
の
作
品
も
、

H

シ
リ
ア
砂
漠
の
少
年
H

や
H

比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
H

と

い
っ
た
、
題
名
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
が
作
品
中
で
直
接
か
つ
具
体
的
に
語
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、

H

さ
く
ら
散
る
u

イ
メ
ー
ジ
や

H

梅
ひ
ら
く
H

イ
メ

I

ジ
を
行
情
的
か
つ
象
徴
的
に
表
現
し
た
京
大
時
代
の
作
品
と
は
、
明
ら
か
に
作
風

が
異
な
る
。
し
か
し
、
「
シ
リ
ア
砂
漠
の
少
年
」
に
お
い
て
は
、

H

世
の
人
間
を
一

様
に
不
幸
に
見
せ
る
ふ
し
ぎ
な
悲
し
み
u

が、

H

そ
の
少
年
の
持
つ
運
命
の
無
双



の
美
し
さ
μ

や
H

そ
の
運
命
の
描
い
た
純
粋
絵
画
的
曲
線
の
清
例
さ
H

か
ら
放
射

さ
れ
て
い
る
と
言
い
、
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」
に
お
い
て
は
、

H

人
の
世
の
生
活

の
疲
労
と
悲
し
み
H

や
H

絶
望
と
孤
独
の
日
H

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
、

H

香
り

高
く
白
い
高
山
植
物
の
群
落
H

の
イ
メ
ー
ジ
で
包
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
題
材
を

美

の
イ
メ
ー
ジ
に
昇
華
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
は
っ
き
り
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

た
だ
、
こ
の
二
作
品
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
の
散
文
詩
に
お
け
る

4
F

の
イ
メ
ー
ジ
を
朋
い
た
象
徴
法
は
、
行
情
的
な
京
大
時
代
の

H

昇
率
u

の
詩
法
と

違
っ
て
、

H

絶
望
μ

や
H

悲
し
み
H

、
H

孤
独
u

、
H

不
幸
μ

と
い
っ
た
言
葉
に
、

よ
り
直
接
H

美
μ

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
言
葉
を
与
え
て
表
現
し
て
い
く
と
こ
ろ
に

特
徴
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
作
品
に
お
い
て
H

純
粋
絵
画
的
曲
線
の
清
測
さ
u

と
か
y
日
い
高
山
植
物
の
群
落
“
と
い
っ
た
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
戦
後
の
散
文
詩
で
は
、
白
さ
や
純
粋
さ
、
い
わ
ば

H

清
潔

な
美
u

を
連
想
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
、

H

美
μ

の
イ
メ
ー
ジ
を
表
そ
う
と

す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の
二
作
品
以
外
で
も
、
例
え
ば
「
流
監
」
で
は
、
十
一
月

の
夜
空
を
落
下
し
て
い
く
流
星
の

H

孤
独
な
所
行
“
を

H

天
体
を
落
下
す
る
星
と

い
う
も
の
の
終
駕
の
お
ど
ろ
く
べ
き
清
潔
さ
u

と
形
容
し
、
「
高
原
」
で
は
中
国

山
脈
の
尾
根
に
あ
る
小
さ
い
山
村
の

H

白
い
夏
雲
μ

や
H

雪
深
い
え
、
の
夜
々
H

イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、

H

い
の
ち
の
悲
し
み
μ

な
る

M

む
な
し
い
淋
し
さ
H

が
語

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

J
つ
つ
ろ
な
十
一
月
の
陽
の
白
い
輝
き
N

(

「
野
鈍
」
)
、

H

天
体
の
純
粋
透
明
な
悲
哀
感
μ

(

「
北
国
」
)
と
い
っ
た
表
現
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
、

H

絶
望
μ

、
H

悲
し
み
μ

、
H

孤
独
“
、

H

不
幸
u

な
ど
を

H

清
潔
な
美
H

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
し
て
い
く
戦
後
の
作
品
の
象
徴
的
な
表
現
法
は
、
い
わ
ば
一

程
の

H

浄
化
μ

の
詩
法
だ
と
言
え
よ
う
。

京
大
時
代
の
自
己
流
の
純
粋
詩
へ
の
志
向
が
十
年
の
歳
月
の
経
過
で
変
質
し
て

い
っ
た
一
方
で
、
友
人
の
作
っ
た

H

石
英
の
音
H

の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
詩
の
洗

礼
を
受
け
、
室
生
犀
星
の
「
友
情
的
な
る
」
に
よ
っ
て
詩
作
に
開
眼
し
た
井
上
靖

の
H

清
潔
な
美
N

に
・
惹
か
れ
る
詩
人
的
感
性
が
、
こ
こ
に
来
て
明
確
に
姿
を
現

H

浄
化
u

の
詩
法
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

w
浄
化
u

の
詩
法
は
、
「
猟
銃
」
の
主
人
公
三
杉
穣
介
の
孤
独
感
を
象
叡
し
た

H

白
い
河

し床
u

の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
な
は
考
え
る
。

り
、
「
猟
銃
」
の
一
篇
の
基
調
と
し
て
の

H

清
潔
な
美
μ

を
感
じ
さ
せ
る

n
白
い

つ
宇
品

河
床
H

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
題
材
を

H

清
潔
な
美
μ

へ
と
象
徴
さ
せ
る
戦
後
の
散
文

詩
の

H

浄
化
H

の
詩
法
が
土
台
と
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
京
大
時
代
の

H

昇
華
H

の
詩
法
と
と
も
に
、
戦
後
の
散
文
詩
に
お
け
る

H

海

化
H

の
詩
法
も
ま
た
、
「
猟
銃
」
を
生
み
出
し
た
一
つ
の
原
点
だ
と
一
百
う
こ
と
が

-48-

で
き
よ
う
。む

す
び

こ
の
よ
う
に
、
井
上
靖
の
初
期
散
文
詩
は
、
京
大
在
学
中
に
あ
た
る
昭
和
七
年

の

か
ら
十
一
年
ま
で
の
問
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に
お
い
て
は
、
井
上
流
の
純
粋
詩
の

方
法
が
生
み
出
し
た

H

昇
華
H

の
詩
法
に
よ
っ
て
、
女
性
の
不
道
徳
ま
た
は
不
幸

と
い
う
題
材
を
、

n
美
μ

の
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
さ
せ
て
表
現
し
て
い
く
特
徹
を
持

ち
、
戦
後
の
昭
和
二
十
一
年
か
ら
二
十
三
年
ま
で
の
聞
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に
お

の

い
て
は
、

H

清
潔
な
美
H

に
惹
か
れ
る
井
上
靖
の
詩
人
的
感
性
が
生
み
出
し
た

11 

浄
化
H

の
詩
法
に
よ
っ
て
、

H

絶
望
μ

、
H

悲
し
み
μ

、
H

孤
独
u

、
H

不
幸
μ

な
ど

の
題
材
を
、

H

消
潔
な
美
μ

の
イ
メ
ー
ジ
に
象
徴
さ
せ
て
表
現
す
る
特
徴
を
持
つ



と
H

浄
化
u

が
土
台
と
な
っ
て
、
不
倫
の
愛
に
自
殺
と
い
う
不
幸
を
挿
入
し
た
暗
く
重
苦
し
い

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
初
期
散
文
詩
で
身
に
つ
け
た

n
昇
華
u

の
詩
法

題
材
を
扱
い
つ
つ
、

H

白
い
河
床
H

を
基
調
に
、

n
美
し
い
模
様
H

を
描
い
た
小
説

「
猟
銃
」
が
生
み
出
さ
れ
た
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

H

昇
華
H

の
詩
法
は
、
「
猟
銃
」
が
井
上
文
学
の
行
情
的
な
小
説
の
系
列
の
原

点
と
言
わ
れ
て
い
討
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
猟
銃
」
を
生
み
出
し
た
原
点
に
止
ま

と
H

浄
化
μ

ら
ず
、
井
上
文
学
の
汗
情
性
の
原
点
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
な
い
。

註
(
1
)
以
上
の
記
述
は
、
藤
沢
全
著
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』
(
三
省
堂
、
平

五
-
一
二
)
を
参
考
に
し
た
。

(
2
)
東
京
創
元
社
、
昭
三
三
・

(
3
)
『
井
上
靖
の
世
界
』
(
講
談
社
、
昭
四
七
・
九
)

(
4
)
初
出
『
詩
文
化
』
昭
二
三
・
一

O

(
5
)
初
出
『
火
の
烏
』
昭
一
一
一
-

(
小
説
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」
、
『
文

間
学
界
』
回
二
五
・
三
)

(
6
)
初
出
『
文
皐
雑
誌
』
昭
二
二
・
五
(
小
説
「
漆
胡
樽
」
、
『
新
潮
』
昭
二
五
・

四

(
7
)
熊
本
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会
、
平
七
・
六

(
8
)
後
出
の
「
詩
と
私
」
の
他
、
「
青
春
放
浪
」
(
『
幼
き
日
の
こ
と
・
青
春
啓
遅

〈
新
潮
文
庫
、
昭
五
一
・
一

O
V
)、
『
わ
が
一
期
一
会
』
(
毎
日
新
聞
社
、

間
五

0
・一

O
)、
詩
集
『
北
国
』
「
あ
と
が
き
」
な
ど
で
、
井
上
靖
は
こ

の
友
人
作
の
詩
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
、
詩
集
『
北

国
』
「
あ
と
が
き
」
で
は
、
こ
の
詩
と
出
会
っ
た
時
期
を
、

H

中
学
二
年
H

の
頃
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
で
は
、

H

中
学
四
年
μ

の
頃
と

し
て
い
る
。
本
稿
は
、
中
学
四
年
H

の
頃
に
従
っ
た
。

(
9
)
引
用
は
『
室
生
犀
星
全
集
』
第
四
巻
(
新
潮
社
、
昭
四

0
・
一
一
)
に
よ

る。

(
叩
)
現
代
教
養
文
庫
6
9
0
『
詩
を
ど
う
書
く
か
』
〈
社
会
思
想
社
、
昭
四
五
・

ム

ハ

)

(
日
)
「
井
上
靖
の
詩
業
と
文
学
的
萌
芽
」
(
長
谷
川
泉
編
『
井
上
靖
研
究
』
、
南

窓
社
、
昭
四
九
・
四
)

(
ロ
)
「
井
上
靖
の
人
と
作
品
」
(
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
2
7
『
井
上
靖
・
福
永
武

彦
』
、
角
川
書
底
、
回
六

0
・
九
)

(
日
)
『
若
き
日
の
井
上
靖
』
(
土
曜
美
術
社
出
版
販
売
、
平
七
・
一
)

(
M
)
 

-Ljg-

H

郷
愁

ま

が

き

ま

も

か

ど

蝶
の
や
う
な
私
の
郷
愁
:
:
:
。
蝶
は
い
く
つ
か
鮫
を
越
え
、
午
後
の
街
角

に
海
を
見
る
:
:
:
。
私
は
壁
に
海
を
聴
く
:
:
:
。
私
は
本
を
閉
ぢ
る
。
私

は
壁
に
先
れ
る
。
隣
の
部
屋
で
二
時
が
打
つ
。

「
海
、
遠
い
海
よ
1

と

私
は
紙
に
し
た
た
め
る
。
ー
海
ょ
、
僕
ら
の
使
ふ
文
字
で
は
、
お
前
の

中
に
母
が
ゐ
る
。
そ
し
て
母
ょ
、
仏
蘭
西
人
の
言
葉
で
は
、
あ
な
た
の
中

に
海
が
あ
る
。
」
u

引
用
は
、
現
代
詩
文
庫
一

O
一
二
人
『
三
好
達
治
詩
集
』
(
思
潮
社
、
平
元
・

七
)
よ
り
。

(
日
)
註

(
8
)
前
出
。

(
日
)
註
(
日
)
前
出
。

(
げ
)
「
詩
集
『
北
国
』
の
成
立
」

(
初
出
『
花
片
頒
』
〈
創
刊
号
、
問
五
一
・

七
〉
、
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
2

7
『
井
上
靖
・
福
永
武
彦
』
再
録
)



(
凶
)
「
九
鬼
教
授
の
こ
と
」
(
初
出
『
図
書
』
〈
昭
五
六
・
一
〉
、
井
上
靖
エ
ッ

セ
イ
全
集
・
第
二
巻
『
一
座
建
立
』
〈
学
習
研
究
社
、
昭
五
人
・
一
一

V

収
録
)
な
お
、
井
上
靖
は
、
自
ら
の
卒
業
論
文
の
題
目
に
つ
い
て
、
「
青

春
放
浪
」
(
註
附
)
で
は
「
純
粋
詩
論
」
、
対
談
「
作
家
の
内
部
」
(
後
出
)

お
よ
び
対
談
「
小
説
作
法
」
(
後
出
)
で
は
「
ヴ
7

レ
リ

i
の
純
粋
詩
論
」

で
あ
っ
た
と
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
口
頭
に
よ
る

後
者
よ
り
も
、
文
章
で
記
し
た
前
者
の
方
が
、
正
確
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

後
出
の
九
鬼
周
造
の
審
査
メ
モ
に
も
、
左
上
に
、
H

純
粋
詩
論
μ

(

原
文
横

書
き
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
、

「
純
粋
詩

論
」
が
井
上
靖
の
卒
業
論
文
の
題
目
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

(
叩
)
註

(
1
)
前
出
。

(
初
)
『
文
撃
界
』
昭
五
八
・

(
幻
)
『
囲
文
製
品
昭
五

0
・

(
幻
)
篠
田
一
士
、
『
機
械
・
春
は
馬
車
に
来
っ
て
』
解
説
(
新
潮
文
庫
、
昭
四
四
・

J¥ 
、』〆

(
お
)
河
上
徹
太
郎
「
人
と
文
学
」
(
筑
摩
現
代
文
学
大
系
一
一
一
一
『
検
光
利
一
焦
』
、

一
九
七
六
・
八
)

(
剖
)
刊
行
年
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
縞
『
翻
訳
文
学
目
録
』
(
風
間

書
房
、
昭
三
四
・
九
)
お
よ
び
『
堀
口
大
挙
全
集
』
補
巻
3
〈
小
淳
書
庖
、

昭
六

0
・
二
)
巻
末
解
題
を
、
初
版
、
普
及
版
の
本
文
の
同
一
に
つ
い
て

は
、
同
書
巻
末
解
題
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
泰
一
郎
訳
『
純
粋
詩
論
』
、

中
島
健
戴
、
佐
藤
正
影
共
訳
『
ヴ
7
リ
エ
テ
』
の
刊
行
年
に
つ
い
て
も
、

国
立
国
会
図
書
館
編
『
翻
訳
文
学
目
録
』
を
参
考
に
し
た
。

(
お
)
中
央
公
論
社
、
昭
五
二
・
問
。
聞
き
手
は
篠
田
一
士
、
辻
邦
生
。

(
お
)
藤
沢
会
氏
は
『
若
き
日
の
井
上
靖
研
究
』
で
、
井
上
靖
が
卒
業
論
文
の
参

考
文
献
と
し
て
用
い
た
の
は
、
こ
の
椎
の
木
社
刊
の
泰
一
郎
訳
『
純
梓
詩

論
』
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

(
幻
)
註

(
M
)
前
出
。

(
泊
)
日
本
近
代
文
学
館
、
昭
五
六
・
四

(
却
)
新
潮
社
、
昭
五
四
・
一
二

(
叩
)
福
田
正
夫
詩
の
会
、
平
元
・

(
出
)
新
潮
社
、
平
七
・
因
。
な
お
、
発
表
さ
れ
た
作
品
数
は
、
こ
の
『
井
上
靖

全
集
』
第
一
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
泣
)
初
出
『
作
品
』
昭
一
一
・

(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)
な
お
、
引
用
は

『
井
上
靖
全
集
』
第
一
巻
を
底
本
と
し
た
。
以
下
、
引
用
は
全
て
同
書
に

ト
」
酔

'
Q

。

nu 
-hu 

(
お
)
初
出
『
日
本
詩
壇
』
昭
一
一
・
一
一
(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)

(
出
)
初
出
『
日
本
詩
』
昭
九
・
一
一
一
(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)

(
お
)
初
出
『
百
本
詩
壇
』
昭
八
・
七
(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)

(
お
)
曾
根
博
義
氏
に
よ
る
。

(
幻
)
『
井
上
靖
全
詩
集
』
「
拾
遺
詩
篇
」
収
録
。

(
犯
)
註
(
日
)
前
出
。

(
羽
)
井
上
靖
文
庫
2
6
『
詩
集
・
随
筆
・
紀
行
』

解
説
(
新
潮
社
、
昭
三
人
・
六
)

(
羽
)
初
出
『
コ
ス
モ
ス
』
昭
二
二
・
五
(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)

(
幻
)
初
出
『
詩
人
』
昭
二
二
・
四
(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)

(
位
)
初
出
『
火
の
烏
』
昭
二
一
・

(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)

(
拍
)
初
出
『
火
の
烏
』
昭
一
二
・
九
(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)



(
叫
)
初
出
『
文
皐
雑
誌
』
昭
二
三
・
六
(
詩
集
『
北
国
』
収
録
)

(
羽
)
山
本
健
吉
は
、
「
解
説
|
『
猟
醤
『
闘
牛
』
他
」
(
初
出
井
上
靖
文
庫
2

0
八
新
潮
社
、
昭
三
六
・
二

V
、
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
2
7
『
井
上
靖
・

福
永
武
彦
』
再
録
)
で、
H

『
猟
銃
』
が
氏
の
行
情
的
作
品
の
原
型
を
な

し
、
『
闘
牛
』
は
氏
の
叙
事
的
小
説
の
原
型
を
な
し
て
い
る
μ

と
論
じ
て

い
司
令
。

(
た
か
ぎ

の
ぷ
ゆ
き
)

p
h
u
 


