
荒
川
洋
治

「
冬
の
紅
葉
」
圭子ム
白岡

は
じ
め
に

「
冬
の
紅
葉
」
は
荒
川
洋
治
の
詩
集
『
空
中
の
莱
貰
』
(
一
九
九
九
年
一

O
月

に
お
さ
め
ら
れ
た
二
ハ
編
の
詳
の
う
ち
四
番
目
の
も
の
で
あ
る
。
初
出

は
「
現
代
詩
手
帳
」
(
一
九
九
八
年
一
月
思
潮
社
)
で
、
連
作
詩
「
物
流
」
(
一

思
潮
社
)

九
九
七
年
七
月
1
一
九
九
八
年
六
月
)

一
一
編
の
六
番
目
に
置
か
れ
て
い
た
。

一
九
七
三
年
第
四
次
中
東
戦
争
に
よ
る
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
、

一
九
七
八

年
イ
ラ
ン
革
命
に
よ
る
第
二
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
り
、

一
九
九

O
年
イ
ラ
ク

軍
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
侵
攻
し
て
再
び
石
油
事
情
は
悪
化
し
、
さ
ら
に
バ
ブ
ル
景
気

荒川洋治「冬の紅葉J論

は
崩
壊
し
て
こ
の
詩
の
発
表
当
時
の
出
版
界
は
か
な
り
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
。

荒
川
洋
治
は
現
代
詩
作
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
若
い
頃
か
ら
、
詩
集
専
門
の
小
さ

な
出
版
社
で
あ
る
「
紫
陽
社
」
の
経
営
、
編
集
に
あ
た
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
出

版
界
へ
の
危
機
意
識
か
ら
物
流
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
連
作
詩
を
発
表
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
連
作
詩
「
物
流
」
は
、
詩
を
め
ぐ
る
環
境
、
詩
の
質
、
思
想
性
、
編
集

な
ど
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
「
冬
の
紅
葉
」

は
、
文
化
と
流
通
を
主

題
に
し
て
い
る
。

「
冬
の
紅
葉
」

は
連
ご
と
に
一
行
空
白
を
置
い
た
一

O
連
で
構
成
さ
れ
て
い

士
口

田

敬

る
。
前
半
部
の
六
連
は
句
読
点
を
と
も
な
っ
た
散
文
で
、

七
連
二
行
自
の
句
点
の

一
箇
所
を
除
い
て
、
後
半
部
の
四
連
は
句
読
点
を
施
さ
な
い
行
分
け
文
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、

て
玉
、
七
、

一
O
連
は
、
.

四
、
六
、
九
連
か
ら

J¥ 

三
字
下
げ
ら
れ
段
差
を
つ
け
て
書
か
れ
て
お
り
、
上
部
の
段
は
物
語
を
進
め
る
も

の
で
、
下
部
の
段
は
そ
の
補
説
を
行
い
、

い
く
ら
か
主
観
的
で
、
主
人
公
の

lま

1
4
 

P
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く
」
の
思
い
を
述
べ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
四
連
、
六
連
の
文
体
は
臨

場
感
の
あ
る
会
話
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
詩
集
『
ヒ
ロ
イ
ン
』
(
一
九
八

六
年
三
月
花
神
社
)

で
試
み
始
め
た
傍
線
(
荒
川
洋
治
は

呼
ん
で
い
る
。
「
ボ
l
セ
ン
カ
は
夏
の
花
」
一
九
八
五
年
一

O
月
「
現
代
詩
手
帖
」
)

「ボ
l
セ
ン
カ
」
と

を
六
連
四
行
目
に
施
し
て
注
意
を
促
し
た
り
、
「
「
い
ま
は
亡
き
」
大
手
書
籍
口
口

会
社
」
(
二
連
一
行
目
)
や
、
「
ど
の
藩
の
方
か
。
む
ず
か
し
い
こ
と
を
い
う
」
(
四

連
一
九
行
目
)

の
よ
う
な
イ
ロ
ニ
ー
を
含
ん
だ
諸
諸
を
織
り
込
ん
で
表
現
の
ふ
く

ら
み
を
も
た
せ
て
い
る
。
ま
た
、

一
部
伏
字
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
個
人
名
、
会

社
名
は
と
も
か
く
、
「
当
時
す
で
に
、
大
手
/
書
籍
口
口
会
社
は
日
本
の
口
口
を

口
口
す
る
ほ
ど
に
口
口
化
し
、

ひ
と
つ
の
口
口
と
も
な
っ
/
て
い
た
か
ら
、
」
(
三

連
六
行
目
)

の
よ
う
に
物
語
関
連
で
必
要
と
さ
れ
る
部
分
は
、
大
手
/
書
籍
「
取

次」、

日
本
の

「
独
占
」
あ
た
り
で
は

「
出
版
」
、
「
支
配
」
、
「
巨
大
」
、

ひ
と
つ
の
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な
い
か
と
ほ
ぼ
推
測
で
き
る
も
の
で
、
読
者
の
好
奇
心
を
刺
激
す
る
工
夫
に
も
な

っ
て
い
る
。

第
一
連
は
主
文
の
物
語
か
ら
少
し
距
離
を
置
き
、
表
記
も
三
字
下
げ
に
し
て
、

主
人
公
の

「
ぼ
く
」
は
「
夢
の
よ
う
な
で
き
ご
と
に
遭
遇
し
た
」
と
し
て
、
事
実

と
虚
偽
に
つ
い
て
語
り
、
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
、
ど
ち
ら
に
も
な
れ
な
い
、
な
ろ

う
と
し
な
い
今
日
の
自
他
の
詩
の

「
良
風
」
に
対
峠
す
る
」
(
一
連
四
行
自
)

「
宇
品
ノ
¥
一

今
日
の
詩
の
状
況
と
、

詩
に
対
す
る
詩
人
た
ち
の
姿
勢
に
つ

ま
、
ハ
、

い
て
述
べ
て
い
る
。
続
く
連
は
詩
集
の
商
品
と
し
て
の
物
流
に
つ
い
て
語
り
、
後

半
の
行
分
け
文
は
前
半
で
扱
っ
た
意
味
と
関
係
を
も
ち
な
が
ら
詩
の
繁
栄
を
希
う

行
情
的
な
場
面
へ
続
け
て
い
る
。

冬
の
葉
を
落
と
し
た
も
み
じ
の
樹
は
、
幹
や
太
い
枝
か
ら
小
枝
を
突
き
出
し
て

い
る
ば
か
り
で
必
ず
し
も
風
情
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
来
も
み
じ
は
紅
葉
の

意
味
を
も
ち
、
あ
え
て

「
冬
の
紅
葉
」
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
物
語
の
比
略
表
現

と
考
え
ら
れ
る
。

「
冬
の
紅
葉
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
い
ま
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら

な
い
。
こ
の
小
論
で
は
主
人
公
で
あ
る

「
ぼ
く
」

の
物
語
を
軸
に
、
作
品
の
構
成

に
注
目
し
な
が
ら
、
布
置
さ
れ
た
隠
略
的
表
現
の
語
句
の
意
味
を
つ
な
ぐ
こ
と
に

よ
っ
て
解
読
し
、
作
品
の
意
図
を
さ
ぐ
る
一
考
察
に
充
て
た
い
と
考
え
る
。

虚
構
と
事
実

「
冬
の
紅
葉
」

の
回
目
頭
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
始
ま
る
。

一
九
七
三
年
一
二
月
五
日
、
ぼ
く
は
夢
の
よ
う
な
で
き
ご
と
に
遭
遇
し
た
。

一
部
を
仮
の
名
に
し
て
書
く
。
事
実
で
も
夢
の
で
き
ご
と
な
ら
そ
う
す
る
ほ

か
な
い
。
ご

で
く
る
ん
だ
部
分
は
虚
偽
、
あ
る
い
は
事
実
。
空
白
す
ら
も

虚
偽
で
あ
り
、
夢
と
な
れ
ば
事
実
で
あ
る
。
ど
ち
ら
で
も
な
い
、
ど
ち
ら
に

も
な
れ
な
い
、
な
ろ
う
と
し
な
い
今
日
の
自
他
の
詩
の

「
良
風
」
に
対
時
す

と

る。

(
一
連
一
行
目
)

こ
の
連
の
語
り
は

「
ぼ
く
」
が
遭
遇
し
た
と
い
う
「
夢
の
よ
う
な
で
き
ご
と
」

に
つ
い
て
二
つ
の
事
柄
を
述
べ
て
い
る
。

第
一
は
「
ぼ
く
」
は
「
夢
の
よ
う
な
で
き
ご
と
」
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
が
、

「
夢
の
よ
う
な
で
き
ご
と
」

で
あ
る
た
め
に
一
部
を
仮
の
名
に
し
て
書
く
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。
「
夢
の
よ
う
な
」
を
「
夢
の
で
き
ご
と
」

に
置
き
か
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
事
実
で
も
仮
の
名
に
し
て
書
く
こ
と
を
必
然
と
し
て
い
る
。
「
夢
の
よ
う

な
で
き
ご
と
」
と
は
、
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
で
き
ご
と
で
あ
る
。
「
夢
の
で
き

ごル」」

で
あ
れ
ば
夢
を
見
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
夢
そ
の
も
の
は
虚
偽
で
あ
る
。

虚
偽
で
あ
る
限
り
人
名
や
会
社
名
な
ど
の
固
有
名
詞
や
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
文

言
の
一
部
を
仮
の
名
に
し
て
書
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
二
は
「
ぼ
く
」
や
他
の
詩
人
た
ち
の
今
日
の
詩
が
安
住
し
て
い
る
態
度
に
対

時
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
夢
の
よ
う
な
」
た
め
に
、
事
実
で
も
仮
の
名
で

書
く
の
で
あ
り
、
遭
遇
し
た
で
き
ご
と
は
虚
偽
な
の
で
あ
る
。
思
い
も
か
け
な
い

で
き
ご
と
か
ら
「
夢
の
で
き
ご
と
」
に
、
さ
ら
に
虚
偽
へ
と
意
味
は
生
成
さ
れ
、

ノ
ン
フ
イ
ク
シ
司
ン

「
今
日
の
自
他
の
詩
」
に
結
び
つ
け
て
、
今
日
の
詩
が
事
実
に
も
、
虚
偽

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

す
な
わ
ち
「
虚
構
」
に
も
な
れ
な
い
こ
と
の
批
判
の
言
説
に
導
い
て
い
る
。



荒
川
洋
治
は
詩
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

で
は
詩
の
こ
と
ば
は
果
た
し
て
い
ま
、
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
今
日
の
詩
の
作
者
た
ち
に
、

そ
し
て

自
分
に
も
聞
い
た
い
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
け
ば
、
こ
ん
な
ふ
う
に
と
ら
れ
て

し
ま
う
と
恐
れ
る
の
か
、
詩
人
た
ち
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
詩
の
こ

と
ば
を
つ
か
う
こ
と
、
動
か
す
こ
と
を
極
端
に
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
繰

り
返
す
が
こ
と
ば
は
詩
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
以
上
、
基
本
的
に
は
「
フ

イ
ク
シ
ヨ
ン
」

で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
「
詩
の
自
由
」

が
あ
り
、
ま
た
そ
の
「
自
由
」
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な
の
だ
が
、

作
者
た
ち
は
自
分
の
詩
の
こ
と
ば
が

で
あ
る
こ
と
を
忘

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
い
は
故
意
に
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
散

文
と
し
て
読
ま
れ
て
事
故
が
発
生
す
る
よ
う
な
、
危
険
性
の
あ
る
も
の
は
書

か
な
く
な
っ
た
。

(
『
忘
れ
ら
れ
る
過
去
』
二

O
O三
年
七
月
み
す
ず
書
房
)

長
い
問
、
詩
の
作
品
は
詩
人
自
身
の
生
活
と
思
想
そ
の
も
の
の
反
映
で
あ
る
と

荒川洋治「冬の紅葉j論

さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
「
冬
の
紅
葉
」
の
語
り
手
は
、
「
今
日
の
自
他
の
詩
の
「
良

風
」
に
対
峠
す
る
」
と
、
詩
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
主
張
す
る
姿
勢
を
明
示
し
て

い
る
。
ま
た
、
事
実
を
述
べ
る
と
す
る
散
文
に
ご
部
を
仮
の
名
に
し
て
書
く
」

と
し
て
架
空
性
を
置
き
、
さ
ら
に
仮
構
さ
れ
た
ヨ
シ
フ
・
プ
ロ
ッ
キ
ー
と
の
対
談

の
場
面
を
展
開
し
、
ゆ
る
や
か
に
行
分
け
詩
に
導
い
て
い
る
。
前
半
の
よ
う
に
散

文
形
式
で
あ
ろ
う
と
勿
論
詩
で
あ
り

一
部
を
仮
の
名
に
し
て
書
い
た
り
空
白
を

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

置
い
た
り
し
て
事
実
で
も
虚
構
と
し
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
味
の
闘
酷
と
交
錯

( 

ー
) 

詩
集
は
商
品
か
文
化
か

主
人
公
で
あ
る
「
ぼ
く
」

は
、
小
さ
な
出
版
社
を
営
ん
で
お
り
、
出
版
し
た

F

氏
の
詩
集
二

O
部
が
な
ぜ
か
取
引
の
な
い
大
手
書
籍
口
口
会
社
(
お
そ
ら
く
「
取

A
社
の
倉
庫
に
返
品
と
し
て
紛
れ
込
ん
で
い
た
。

A
社
の
課

ト
ラ
ブ
ル

長
は
、
手
数
料
を
支
払
っ
て
引
き
取
っ
て
く
れ
と
い
う
。
こ
の
事
件
を
め
ぐ
っ
て
、

次
」
の
語
が
入
る
)

「
ぼ
く
」

は
返
品
と
は
大
手
書
籍
口
口
会
社
の
流
通
を
通
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
伝

内
《
U

F
h
u
 

票
は
な
く
返
品
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
と
主
張
し
課
長
と
一
時
間
ば
か
り
交
渉
す

る

「
ぼ
く
」
が
発
行
し
た

F
氏
の
詩
集
の
二

O
部
が
な
ぜ
大
手
書
籍
口
口
会
社
の

倉
庫
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
「
と
す
る
と
、
製
本
所
で
他
の
本
と
ま
ぎ
れ
て
し

ま
い
、

そ
の
ま
ま
流
通
に
乗
せ
/
ら
れ
た
と
し
か
思
え
な
い
」
(
四
連
八
行
自
)

と
、
「
ぽ
く
」
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
〈
返
口
問
〉
と
い
う
考
え
方
に

納
得
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
「
ぼ
く
」
は
、
「
人
間
の
意
思
と
は
無
関
係
に
こ
と

が
起
き
た
場
合
で
も
、
人
間
の
意
思
を
あ
く
/
ま
で
噂
重
す
べ
き
だ
。
そ
れ
も
、

そ
の
品
物
に
愛
情
を
よ
り
強
く
感
じ
て
い
る
人
の
ほ
う
の
/
意
見
に
寄
り
添
う
ベ

き
だ
」
(
四
連
一

O
行
自
)

と
主
張
し
、
詩
集
の
二

O
部
に
対
す
る
思
い
入
れ
の

軽
重
を
論
拠
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
も
し

〈
返
品
〉

と
い
う
事
態
/
を
容
認
す

る
な
ら
ば
、
繰
り
返
す
が
、
こ
の
詩
集
は
あ
な
た
の
会
社
の
流
通
を
通
っ
た
証
拠
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/
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
と
こ
ち
ら
は
い
ま

〈
深
い
結
び
つ
き
〉
に

あ
る
。
言
葉
/
を
超
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
が
文
化
で
し
ょ
う
」
(
四
連
一

二
行
目
)

と
、
か
な
り
飛
躍
し
た
考
え
方
を
示
す
。

こ
れ
に
対
し
て
課
長
は
、
「
本
は
文
化
で
は
な
い
。
物
で
あ
る
。
」
(
四
連
二
ハ

行
目
)

と
応
戦
す
る
。

し
か
し
、
「
ぼ
く
」
は
、
「
た
し
か
に
本
は
、
文
化
で
は
な

ぃ
。
物
で
あ
る
。
だ
が
、
物
を
、
物
を
と
り
あ
っ
/
か
う
以
上
に
物
と
し
て
遇
し

な
く
て
は
、
と
思
う
人
も
い
て
い
い
」
(
四
連
一
七
行
目
)
と
頑
な
に
抗
弁
す
る
。

課
長
は
、
続
け
る
言
葉
を
失
っ
て
、
「
ど
の
藩
の
方
か
。

む
ず
か
し
い
こ
と
を
い

う
」
(
四
連
一
九
行
目
)
と
、
笑
う
こ
と
で
そ
の
場
を
お
さ
め
る
。

小
さ
な
出
版
社
の
詩
集
本
の
出
版
環
境
を
め
ぐ
る
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
流
通

配
本
で
あ
る
が
、
荒
川
洋
治
は
「
現
代
詩
手
帖
」

の
討
議
で
、
出
版
界
の
環
境
の

重
大
な
変
化
の
局
面
に
対
し
て
詩
人
た
ち
が
無
関
心
で
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い

る

今
般
ご
存
じ
の
よ
う
に
本
の
背
番
号
制
と
い
う
の
が
進
行
し
つ
つ
あ
り
ま

す
ね
。
も
の
を
書
い
た
場
合
、

そ
れ
が
読
者
の
手
に
渡
る
ま
で
い
ろ
ん
な
政

治
的
な
動
き
が
関
わ
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
好
き
な
本
が
読
め
な
い
し
、
自

分
の
書
い
た
本
が
読
者
の
手
に
届
か
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
く
る
。
こ

れ
は
現
代
詩
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
文
化
全
般
に
関
わ
っ
て
く
る
重
大
な
問
題

だ
と
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
が
現
代
詩
を
と
り
ま
く
一
つ
の
環
境
だ
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
外
界
の
事
況
に
た
い
し
て
現
代
の
詩
人
た
ち
は
余
り
に
も
無
知
だ

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

と
語
り
、
さ
ら
に
続
け
て

さ
っ
き
の
背
番
号
制
と
い
っ
た
よ
う
に
、
配
本
関
係
に
問
題
が
あ
る
。

か
な
り
前
か
ら
、

日
本
で
配
本
制
と
い
う
こ
と
が
独
占
的
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
よ
ね
。
東
版
、

日
版
、
栗
田
書
庖
ぐ
ら
い
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
少
部
数

の
本
は
扱
わ
な
い
と
か
、
配
本
シ
ス
テ
ム
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
て
、
売
れ

な
い
本
は
切
り
捨
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
討
議
「
現
代
詩
は
マ
ン
ガ
よ
り
面
白
い
か
」
「
現
代
詩
手
帖
」

一
九
八

O

年
八
月
号
)

雑
誌
・
書
籍
の
流
通
は
委
託
配
本
制
度
の
た
め
流
通
会
社
を
通
さ
な
い
と
書
庖

の
庖
頭
に
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
少
部
数
の
書
籍
の
書

-64-

庖
販
売
は
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。
現
在
大
小
あ
わ
せ
て
玉

O
O
O社
近

く
の
出
版
社
が
あ
る
が
、
全
国
の
書
庖
流
通
網
を
も
っ
大
手
取
次
(
ト
|
ハ
ン
や

日
販
)

は
、
出
版
点
数
が
少
な
く
、
売
れ
筋
と
は
縁
の
な
い
零
細
出
版
社
の
出
版

物
を
扱
う
こ
と
は
な
い
。
零
細
出
版
社
は
取
次
と
の
取
引
口
座
を
開
く
こ
と
が
で

き
ず
、
書
庖
に
本
を
並
べ
る
こ
と
は
難
し
い
。
(
現
在
紫
陽
社
は
地
方
小
出
版
・

流
通
セ
ン
タ
ー
に
加
入
し
て
い
る
)

第
二
連
、
第
三
連
で
語
ら
れ
る
話
題
は
本
の
流
通
に
つ
い
て
で
あ
る
。
物
語
は

大
手
書
籍
口
口
会
社
の
倉
庫
に
紛
れ
込
ん
だ
二

O
部
の
詩
集
に
対
す
る
「
ぼ
く
」

と
課
長
の
認
識
の
違
い
に
よ
る
争
論
で
あ
る
。
課
長
は
二

O
部
の
詩
集
を
返
品
さ

れ
た
商
品
と
し
て
扱
い
、
「
ぼ
く
」

か
ら
そ
の
手
数
料
を
受
け
取
る
こ
と
で
決
着

す
る
と
考
え
て
い
る
。

一
方
、

「
ぼ
く
」

は
二

O
部
へ
の
思
い
入
れ
が
強
く

出



版
し
た
本
が
流
通
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
課
長
の
考
え
と
「
ぼ
く
」

の
考
え

に
は
大
き
な
闘
酷
が
あ
り
、
奇
妙
な
会
話
を
生
ん
で
い
る
。
「
ぼ
く
」
が
い
う
「
伝

票
が
な
い
の
で
応
じ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
も
の
は
、
事
務
的
な
手
続
き
の
レ
ベ
ル

で
課
長
に
も
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
詩
集
二

O
部
へ
の
愛
着
か
ら
詩
集
が
組
織

を
越
え
て
読
者
に
届
く
こ
と
が
文
化
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
課
長
に
は
理
解
で
き

な
い
。
本
は
商
品
で
あ
り
、
同
時
に
文
化
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
流
通
に
た
ず
さ

わ
る
者
に
と
っ
て
、
本
が
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
希
薄
で
あ
る
こ

と
に
問
題
が
あ
り
、
荒
川
洋
治
が
対
談
で
述
べ
て
い
る
配
本
制
の
課
題
に
も
つ
な

が
る
の
で
あ
る
。

(
二
)
囚
わ
れ
の
詩
集

第
六
連
は
唐
突
に
「
ぼ
く
」
と
、
ヨ
シ
フ
・
プ
ロ
ッ
キ
ー
、
ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
妻
、

ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
読
者
と
の
会
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
が
単
に
物
と
し
て
で
は

な
く
、
文
化
と
し
て
流
通
さ
れ
る
意
味
に
導
く
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
人
物
た
ち
で

丸

山

ヲ

Q
o

ヨ
シ
フ
・
ブ
ロ
ッ
キ
ー
は
ロ
シ
ア
生
ま
れ
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
亡

命
詩
人
で
あ
る
。

一
九
六
三
年
彼
は
徒
食
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
裁
判
で
は
後
々

荒川洋治「冬の紅葉J論

ま
で
伝
説
的
に
語
り
継
が
れ
る
ほ
ど
の
見
事
な
受
け
答
え
を
し
た
が
、

五
年
間
の

強
制
労
働
の
判
決
を
受
け
た
。
こ
の
裁
判
を
傍
聴
し
た
女
性
の
裁
判
記
録
が
公
表

さ
れ
、
無
名
の
詩
人
は
世
界
中
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
内
外
の
文
学
者
の
抗
議

の
た
め
結
局
一
年
半
で
自
由
の
身
と
な
っ
た
。

物
語
は
ヨ
シ
フ
・
プ
ロ
ッ
キ
ー
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
と
、
二

O
部
の
詩
集
が
荒

縄
で
く
く
ら
れ
、
囚
わ
れ
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
進
行
す
る
。

ヨ
シ
フ
・
プ
ロ
ッ
キ
ー
「
若
い
の
か
な
、
君
は
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
法
廷

で
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
青
く
な
る
な
ん
て
」

二
四
歳
「
え
え
。

で
も
二

O
O部
の
な
か
の
二

O
部
と
い
う
の
は
、
と
て
も

大
き
な
数
で
、
ぽ
く
は
、
話
し
て
い
る
閉
じ
ゅ
う
、
こ
れ
は
ど
う
な
る
の
か

し
ら
な
い
が
、
そ
の
、
荒
縄
に
く
く
ら
れ
た
二

O
部
の
詩
集
を
、
ず
っ
と
、

見
て
い
ま
し
た
よ
」

ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
委
「
ほ
し
か
っ
た
の
ね
」

プ
ロ
ッ
キ
ー
の
読
者
「
見
て
い
た
か
ら
負
け
た
の
だ
。
そ
う
い
う
と
き
は
、

相
手
の
目
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
。

そ
う
し
て
お
く
し
か
な
い
」

二
四
歳
「
二

O
部
の
詩
集
は
、
二

O
O部
の
詩
集
全
体
よ
り
輝
い
て
い
た
」

ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
妻
「
え
え
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
思
う
と
こ
ろ
か
ら
で
す
。
壊

戸同
UF

O
 

れ
て
い
く
ん
で
す
わ
。
今
晩
も
崩
れ
ま
す
よ
。
そ
れ
っ
て
、
す
ご
く
計
画
的

な
こ
と
で
す
」

二
四
歳
「
あ
れ
っ
。
計
画
は
、
あ
っ
ち
の
ほ
う
で
し
ょ
」

ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
読
者
「
も
み
じ
を
知
ら
ん
な
あ
。
計
画
と
い
う
も
の
は
、
あ

っ
ち
に
あ
っ
た
も
の
が
、
や
が
て
こ
っ
ち
の
山
に
も
移
っ
て
く
る
の
だ
。
時

は
柱
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
だ
」

ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
妻
「
あ
の
う
、
み
な
さ
ん
。
お
湯
い
か
が
で
す
か
。
そ
れ
と

も
熱
い
お
湯
?
」

(
五
連
一
行
自
)

「
ぼ
く
」
は
二

O
部
の
詩
集
を
か
け
が
え
な
く
思
い
な
が
ら
文
化
の
発
展
を
願

う
気
持
ち
で
プ
ロ
ッ
キ
ー
た
ち
と
会
話
す
る
。
異
な
っ
た
経
験
を
も
っ
プ
ロ
ツ
キ
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ー
た
ち
と
の
会
話
は
阻
酷
を
生
み
な
が
ら
も
、
こ
と
ば
の
意
味
は
交
差
し
て
つ
な

が
り
新
た
な
展
開
を
示
す
。

こ
と
ば
が
ズ
レ
な
が
ら
つ
な

e
か
つ
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
例
え
ば
、
「
法
廷

で
も
な
い
と
こ
ろ
/
で
、
青
く
な
る
な
ん
て
」
(
六
連
一
行
目
)

に
対
し
て
、
「
そ

の
、
荒
縄
に
く
く
ら
れ
た
二

O
部
の
詩
集
を
見
て
い
ま
し
た
よ
」
(
六
連
四
行
自
)

と
、
囚
わ
れ
と
い
う
観
念
の
も
と
に
つ
な
が
っ
て
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
そ
れ

っ
て
、
す
ご
く
計
画
的
な
こ
と
で
す
」
(
六
連
一
一
行
目
)
と
い
う
プ
ロ
ッ
キ
ー

の
妻
の
こ
と
ば
に
対
し
て
、
「
あ
れ
っ
。
計
画
は
あ
っ
ち
の
ほ
う
で
し
ょ
」

(
六
連

一
二
行
自
)
と
応
じ
て
い
る
。
二
人
の
会
話
は
大
き
な
ズ
レ
を
起
こ
し
て
い
る
が
、

危
機
的
状
況
を
打
開
す
る
計
画
の
意
味
と
し
て
微
妙
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
壊
れ
る
」
か
ら
「
計
画
」

へ
の
意
味
の
流
れ
を
考
察
し
て
い
く
と
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
妻
は
「
え
え
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
思
う

と
こ
ろ
か
ら
で
す
。
壊
れ
て
い
く
ん
で
/
す
わ
。
今
晩
も
崩
れ
ま
す
よ
。
そ
れ
つ

て
、
す
ご
く
計
画
的
な
こ
と
で
す
」
(
六
連
一

O
行
目
)
と
、
空
模
様
の
く
ず
れ

に
重
ね
な
が
ら
、
詩
を
め
ぐ
る
状
況
と
も
出
版
界
の
状
況
を
示
唆
す
る
も
の
と
も

と
れ
る
発
言
を
す
る
。
彼
女
は
亡
命
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
願
い
を
も
っ
こ

と
の
大
切
さ
を
語
る
。
詩
を
め
ぐ
る
環
境
は
壊
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
計
画
す
る

こ
と
か
ら
す
べ
て
は
始
ま
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
今
晩
も
崩
れ
ま
す
よ
。
」
(
六

連
一
一
行
自
)
は
、
「
青
い
小
袋
の
な
か
で
」
(
八
連
五
行
目
)
の
表
現
を
受
け
て
、

擬
態
語
を
と
も
な
っ
た
、
「
も
ぞ
も
ぞ
と
/
空
か
ら
も
崩
れ
る
雨
の
日
に
」
(
九
連

一
行
自
)
と
対
応
し
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
妻
の
言
う
(
自
由
を
得
る
た
め
の
)

の
考
え
て
い
た
(
会
社
側
が
考
え
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
)

計
画
は
、

(
ぼ
く
)

計
画
と
重
な
り
、
「
ね
。

い
っ
し
ょ
に
計
画
し
よ
う
よ
。
」
(
八
連
六
行
目
)
と
、

さ
ら
に
「
時
は
柱
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
だ
」
(
六
連
一
四
行
自
)

と
い
う
季
節
の

変
遷
に
愉
え
ら
れ
、
も
み
じ
の
紅
葉
の
移
動
を
暗
示
し
、
プ
ロ
ッ
キ
ー
の
亡
命
の

移
動
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
妻
の

「
あ
の
う
、
み
な
さ
ん
。

お
湯
い
か
が
で
す
か
。

そ
れ
と
も
熱
い
お
/
湯
?
」
(
六
連
一
五
行
自
)

「
お
湯
」
と
い
う
こ
と
ば
の

の

流
れ
を
追
う
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
賄
い
と
し
て
の

「
お
湯
、

あ
る
い
は
熱
い
お
湯
」

で
は
あ
る
が
、

お
茶
を
い
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
お
湯
」
は
「
物
流
。
/
こ
の
二
つ
の
文
字
は
熱
い
湯
の
な
か
に
遇
さ
れ
た
の
だ
」

(
七
連
二
行
目
)
と
詩
集
二

O
部
が
試
練
を
通
っ
た
意
味
に
も
、
「
そ
の
う
ち
の

二
O
部
を
袋
に
入
れ
て
/
お
茶
を
溶
く
よ
う
に
眺
め
て
き
た
」
(
七
連
七
行
目
)

ゃ
、
五
連

一O
連
の

「
ラ
ー
メ
ン
」
を
通
す
お
湯
に
も
つ
な
，
か
つ
て
い

八
連
、

る

p
h
U
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こ
の
よ
う
に
物
語
の
な
か
で
意
味
が
布
置
さ
れ
た
こ
と
ば
は
響
き
合
い
、
詩
的

雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
へ
の
愛
着
と
出
版
へ
の
こ
だ
わ
り

荒
川
洋
治
は
一
九
六
五
年
五
月
高
校
に
入
学
す
る
と
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

の
り
た
け
か
ず
お

い
郷
土
の
詩
人
則
武
三
雄
(
本
名
一
雄
)
(
一
九

O
九
1
一
九
九

O
)
を
訪
ね

て
師
事
し
た
。

ぼ
く
は
高
校
時
代
に
地
元
の

ほ
と
ん
ど
無
名
の
詩
人
が

林
房
雄
の
文
芸
時
評
に
い
き
な
り
単
独
で
と
り
あ
げ
ら
れ

そ
の
人
の
大
き
な
写
真
が
の
っ
た
日
を
お
ぼ
え
て
い
る



こ
ん
な
に
大
き
な
写
真
が
の
る
よ
う
に
な
る
の
な
ら

詩
歌
の
道
に
入
る
の
は
少
し
も
人
と
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い

こ
わ
く
は
な
い

と
ぼ
く
は
思
っ
た

(
荒
川
洋
治
「
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
」
『
空
中
の
莱
頁
』

一
九
九
九
年
一

O
月
)

こ
れ
は
、
「
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
」

で
則
武
三
雄
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
個
所
で

あ
る
。
林
房
雄
は
、
朝
日
新
聞
一
九
六
四
年
九
月
「
文
事
時
評
」
(
林
房
雄
『
文

墓
時
評
』

一
九
六
五
年
四
月
桃
源
社
に
収
録
)
欄
で
、
「
紙
と
本
へ
の
愛
」
と
題

し
て
則
武
三
雄
を
取
り
あ
げ
た
。
林
房
雄
は
、
「
則
武
三
雄
氏
の

「
紙
の
本
」
(
福

井
市
、
北
荘
文
庫
版
)
は
日
本
の
紙
を
う
た
っ
た
珍
し
い
詩
集
で
あ
る
。
」
と
紹

介
し
、
「
漉
く
」
と
い
う
詩
を
引
用
し
て
、
「
紙
へ
の
愛
は
詩
へ
の
愛
で
あ
り
、
そ

れ
と
、
名
人
「
紙
す
き
平
三
郎
」
に
さ
さ
げ
る
愛
情
の
三
つ
が
一
枚
の
白
紙
の
よ

う
に
す
き
あ
げ
ら
れ
て
こ
の
詩
集
を
つ
く
り
あ
げ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

則
武
の
師
事
す
る
三
好
達
治
の
死
に
あ
っ
て
の
歌
、
「
耀
か
ぬ
星
」
に
つ
い
て
、
「
生

き
た
星
と
し
て
自
ら
光
を
発
し
て
い
る
。
三
好
が
生
き
て
い
た
ら
、
同
じ
言
葉
を
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言
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
則
武
三
雄
は
北
荘
文
庫
と
い
う

小
さ
な
出
版
の
仕
事
も
し
て
い
た
。
彼
の
出
版
活
動
は
自
ら
製
本
を
行
う
営
み
で

あ
っ
た
た
め
紙
へ
の
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
好
達
治
、
則
武
三
雄
、
荒
川
洋
治
と
い
う
師
弟
関
係
が
あ
る
。
そ
し
て
、
荒

川
洋
治
は
い
ま
で
も
原
稿
を
書
く
か
た
わ
ら
「
紫
陽
社
」
と
い
う
小
さ
な
出
版
社

で
、
新
人
の
第
一
詩
集
を
中
心
に
二
六

O
点
(
二

O
O
一
年
六
月
現
在
)
を
刊
行

し
て
い
る
。
則
武
三
雄
が
荒
川
洋
治
に
伝
え
た
も
の
は
、
出
版
活
動
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
詩
に
対
す
る
限
り
な
い
情
熱
の
姿
勢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

言
葉
よ
り
多
く
の
詩
を
書
い
た
友
人
に

「ね、

い
っ
し
ょ
に
眺
め
よ
う
よ
」

と

冷
た
い
物
の
世
界
へ
誘
っ
た
こ
と
も
あ
る

二
O
部
の
寝
息
を
詰
め
た

青
い
小
袋
の
な
か
で

「ね。

い
っ
し
ょ
に
計
画
し
よ
う
よ
。
人
が
物
を
ぶ
つ
け
、

み
ず
か
ら
も
石

に
な
る
ま
で
は
、

い
ろ
ん
な
道
が
あ
る
ん
だ
。

た
と
え
ば
ね
、
あ
そ
こ
に
、

き
れ
い
な
、
燃
え
る
よ
う
な
ラ
ー
メ
ン
屋
が
、
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
近
く
に

は
大
き
な
建
物
が
あ
る
」

(
八
連
一
行
自
)

月

i
F
h
u
 

こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
詩
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
無
名

の
詩
人
で
あ
れ
ば
本
を
作
り
大
手
取
次
会
社
か
ら
配
本
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

「
ぼ
く
」
は
、

ひ
っ
そ
り
と
寝
息
を
詰
め
て
い
る
二

O
部
の
詩
集
の

「
青
い
小
袋

の
な
か
」
に
入
っ
て
詩
の
計
画
を
語
る
の
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
七
月
、
井
坂
洋
子
の
処
女
詩
集
『
朝
礼
』
を
出
し
た
。
こ
れ

は
『
別
年
代
詩
叢
書
』
(
全
四
巻
・
紫
陽
社
)
の
第
一
回
配
本
で
あ
る
。
そ
の

年
の
春
ぼ
く
は
あ
る
雑
誌
の
投
稿
欄
で
、
井
坂
洋
子
と
い
う
人
の
詩
を
読
み

衝
撃
を
お
ぼ
え
た
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い

「
詩
」
が
あ
る
と
感
じ
た
。

編
集
部
か
ら
井
坂
さ
ん
の
住
所
と
電
話
番
号
を
聞
い
た
。
ぼ
く
は
、
突
然
電

話
を
入
れ
、
あ
な
た
の
詩
集
を
出
し
た
い
、
ま
た
、

そ
れ
を
第
一
巻
と
し
て
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若
い
詩
人
た
ち
の
シ
リ
ー
ズ
を
出
し
た
い
、
そ
れ
で
す
ぐ
に
で
も
お
会
い
し

た
い
と
彼
女
に
伝
え
た
。
ぼ
く
は
異
様
な
ほ
ど
こ
の
出
版
を
急
い
だ
。
企
画

を
他
の
人
が
ぬ
す
む
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
だ
(
ま
さ
か
と
は
思
う
が
、

心
配
で
前
夜
は
眠
れ
な
か
っ
た
)
。
二
カ
月
で
詩
集
が
で
き
た
。
井
坂
さ
ん

と
ぼ
く
は
、
神
田
の
製
本
所
・
美
成
社
の
前
の
路
上
で
、
詩
集
の
見
本
の
で

き
あ
が
る
の
を
待
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
疲
れ
て
、
ぼ
く
は
そ
こ
ら
へ
ん
に
し

ゃ
が
ん
だ
。

(
「
詩
の
時
間
」
『
忘
れ
ら
れ
る
過
去
』
二
O
O三
年
七
月
み
す
ず
書
房
)

こ
れ
は
荒
川
洋
治
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
詩
を
書
く
詩
人
を
見
つ
け
て

出
版
を
す
す
め
、
製
本
所
の
前
の
路
上
で
詩
集
の
見
本
の
出
来
上
が
り
を
待
つ
光

景
で
あ
る
が
、

「
言
葉
よ
り
多
く
の
詩
を
書
い
た
友
人
に
/
「
ね
、

L 、
'つ

八
連
の

し
ょ
に
眺
め
よ
う
よ
」
/
と

冷
た
い
物
の
世
界
へ
誘
っ
た
こ
と
も
あ
る
/
二

O

部
の
寝
息
を
詰
め
た
/
青
い
小
袋
の
な
か
で
」
(
八
連
一
行
目
ご
と
い
う
「
ぼ
く
」

の
姿
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
今
日
の
自
他
の
詩
の

「
良
風
」
」
(
一

連
五
行
目
)
に
安
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
時
代
に
挑
戦
し
、
議
論
を
巻
き
起

こ
し
、
詩
の
文
化
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は

「
計
画
」
が
必
要
で
あ
り
、
「
い
ろ

ん
な
道
」
が
あ
る
と
、
こ
の
詩
が
主
張
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

ま
た
、
「
人
が
物
を
ぶ
つ
け
、

み
ず
か
ら
も
石
に
な
る
/
ま
で
は
、

い
ろ
ん
な

道
が
あ
る
ん
だ
」
(
八
連
六
行
目
)
と
い
う
表
現
は
、
現
代
詩
に
対
す
る
「
ぼ
く
」

の
姿
勢
の
一
端
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
物
を
ぶ
つ
け
る
」

い
う
批
判
と
し
て

の
比
輸
は
、
「
美
代
子
石
を
投
げ
な
さ
い
」
と
い
う
詩
に
そ
の
原
型
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

か
の
詩
人
に
は

こ
の
世
の
夜
空
は
る
か
に
遠
く

満
天
の
星
が
か
が
や
く
水
薬
の
よ
う
に
美
し
く

だ
が
そ
こ
に
い
ま

あ
る
は
ず
の

石
が
な
い

「
美
代
子
、
あ
れ
は
詩
人
だ
。

石
を
投
げ
な
さ
い
。
」

(
「
美
代
子
石
を
投
げ
な
さ
い
」
詩
集
『
炭
坑
夫
ト
ツ
チ
エ

ル
は
電
気
を
つ
け
た
』
一
九
九
四
年
一

O
月
彼
方
社
)

荒
川
洋
治
は
宮
沢
賢
治
を
「
彼
は
世
界
観
は
つ
く
れ
た
が
敵
対
す
る
世
界
を
知

-68-

ら
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
。

か
わ
い
そ
う
な
人
だ
。
こ
れ
は
詩
人
と
し
て
決
定
的
な

こ
と
で
あ
る
。
」
(
『
夜
の
あ
る
町
で
』

一
九
九
八
年
七
月
精
輿
社
)
と
い
い
、

ま

た
、
「
た
し
か
に
賢
治
は
、

そ
れ
に
値
す
る
現
代
性
を
、
そ
こ
そ
こ
に
も
ち
え
て

は
い
る
が
、

一
極
集
中
が
、
戦
後
の
ま
た
今
日
の
、
詩
の
現
実
を
、
人
々
の
関
心

の
外
へ
追
い
や
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
、
個
々
の
意
見
で
は
な
く
、
大
き
な
枠

組
み
の
な
か
で
判
断
す
べ
き
時
期
に
来
た
よ
う
に
思
う
。
」
(
『
世
間
入
門
』

九

九
二
年
三
月
五
柳
書
院
)
と
批
判
し
て
い
る
。

一
方
、
城
戸
朱
理
は
、
荒
川
洋
治
に
つ
い
て
、
「
現
在
、
荒
川
洋
治
ほ
ど
騒
然

た
る
賞
賛
と
批
判
に
と
り
囲
ま
れ
つ
づ
け
て
い
る
詩
人
は
い
な
い
。
そ
の
是
非
は

お
い
て
、

そ
の
こ
と
は
少
な
く
て
も
彼
が
時
代
の
問
題
の
焦
点
に
身
を
置
き
つ
づ

け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
」
(
「
解
説
」
『
現
代
名
詩
選
E

現
代
詩
文
庫
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谷
川
俊
太
郎
他
二

O
O
一
年
九
月
思
潮
社
)
と
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
荒
川
洋
治
が
考
え
る
現
代
詩
は
、
美
学
的
に
世
界
を
語

る
の
で
は
な
く
、
時
代
の
現
実
を
通
し
て
批
判
し
、
批
判
さ
れ
る
実
学
的
世
界
を

考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
人
が
物
を
ぶ
つ
け
、

み
ず
か
ら
も
石
に
な

る
/
ま
で
は
、

い
ろ
ん
な
道
が
あ
る
ん
だ
。
」
(
八
連
六
行
目
)

と
い
う
文
言
は
、

主
人
公
の

「
ぼ
く
」
が
言
葉
よ
り
多
く
の
詩
を
書
い
た
友
人
」
(
八
連
一
行
目
)

に
、
美
学
で
は
な
く
実
学
の
詩
を
書
き
批
判
さ
れ
、
批
判
で
き
る
だ
け
の
詩
人
に

な
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
道
が
あ
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」

文
化
と
い
う
も
の
が
、
「
大
き
な
建
物
」
(
一

O
連
一
行
自
)

な
燃
/
え
る
よ
う
な
ラ
ー
メ
ン
屋
」
(
八
連
七
行
目
)

の
そ
ば
の

「
き
れ
い

の
灯
火
の
よ
う
に
、
ち
ょ

う
ど
も
み
じ
の
樹
が
山
を
越
え
て
次
第
に
紅
葉
し
て
い
く
よ
う
に
広
が
っ
て
い
く

こ
と
を
夢
見
る
の
で
あ
る
。

も
ぞ
も
ぞ
と

空
か
ら
も
崩
れ
る
雨
の
日
に

誰
が
一
人
で

傘
を
さ
す
だ
ろ
う

荒川洋治「冬の紅葉j論

あ
な
た
の
く
る
ぶ
し
よ
り
も
詩
の
く
る
ぶ
し
よ
り
も
二

O
部
が
好
き
だ
っ
た

ぼ
く
が
幽
霊
と
な
っ
た
い
ま
も

そ
し
て
ま
た
幽
霊
で
は
な
か
っ
た
あ
の
日

も

(
九
連
一
行
目
)

ブ
ロ
ッ
キ
ー
の
妻
が
言
っ
た
通
り
空
は
崩
れ
て
雨
模
様
で
あ
り
、
詩
的
環
境
は

崩
れ
か
け
て
い
る
。

一
人
で
傘
を
さ
し
て
凌
ぐ
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
現
代
詩

の
変
容
が
問
わ
れ
て
い
る
い
ま
、
「
あ
な
た
」

の
肉
体
と
し
て
の
く
る
ぶ
し
が
暗

示
す
る
性
的
な
も
の
や
、
詩
の
脚
韻
以
上
に
、
新
し
い
趣
の
あ
る
あ
の
詩
集
二

O

部
が
好
き
で
あ
っ
た
。
世
間
に
流
通
す
る
可
能
性
を
も
ち
な
が
ら
も
「
荒
縄
で
く

く
ら
れ
」
、
行
き
場
を
失
っ
た
詩
集
二

O
冊
に
た
い
す
る
「
ぼ
く
」

の
思
い
入
れ

の
心
は
深
い
。
「
ぼ
く
」
は
そ
れ
以
後
、
「
本
が
で
き
る
と
い
つ
も
/
そ
の
う
ち
の

二
O
部
を
袋
に
入
れ
て
/
お
茶
を
溶
く
よ
う
に
眺
め
て
き
た
」
(
七
連
六
行
目
)

の
で
あ
る
。
二

O
部
を
袋
に
入
れ
て
眺
め
な
が
ら
お
茶
を
飲
む
の
で
あ
る
が
、

お

lま

茶
が
湯
に
穆
み
出
し
て
染
め
て
い
く
よ
う
に
、
袋
の
な
か
の
詩
集
が
世
間
に
流
通

し
て
い
く
こ
と
を
夢
想
す
る
。

荒
川
洋
治
は
発
刊
し
た
詩
集
の
委
託
販
売
を
と
り
つ
け
る
た
め
の
行
脚
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

円
『

u

p
h
u
 

小
さ
な
書
居
を
一
軒
ず
つ
廻
っ
て
委
託
を
と
り
つ
け
た
。
都
内
だ
け
で
は

な
く
大
阪
や
京
都
に
も
足
を
運
ん
だ
。
北
は
札
幌
か
ら
南
は
小
倉
ま
で
三

O

庖
近
く
に
委
託
で
き
た
。
地
方
へ
は
郵
送
し
た
。
都
内
は
自
分
で
運
ん
だ
。

/
ぼ
く
は
そ
の
頃
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
毎
朝
家
を
出
る
と
き
、
新
刊
の
詩
集
を

三
O
冊、

四
O
冊
と
手
提
げ
の
紙
袋
に
詰
め
た
。
両
手
に
紙
袋
と
い
う
の
も

普
通
の
こ
と
だ
っ
た
。
重
か
っ
た
。

(
「
本
を
運
ぶ
」
『
言
葉
の
ラ
ジ
オ
』

一
九
九
六
年
四
月
竹
村
出
版
)

「
ぼ
く
」
は
詩
集
と
と
も
に
あ
り
、
二

O
部
に
成
り
代
わ
っ
て
青
い
小
袋
の
中

で
友
人
に
計
画
す
る
こ
と
を
さ
さ
や
い
た
り
、
根
拠
を
失
っ
た
二

O
部
の
幽
霊
に

な
っ
た
り
し
て
語
る
。
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と
こ
ろ
で
、
「
こ
れ
は
ど
う
な
る
の
か
し
ら
な
い
が
、
」
と
い
う
く
だ
り
の
傍
線

は
読
者
に
注
意
を
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
「
ぼ
く
」

の
意
識
か
ら
幾
分
距
離
を
置

い
た
表
現
で
あ
る
。
二

O
部
の
行
方
は
ど
う
な
っ
た
ろ
う
。
「
「
ぼ
く
」
が
幽
霊
に

な
っ
た
い
ま
も
」
(
八
連
六
行
自
)
と
、
二

O
部
に
窓
依
し
て
二

O
部
の
「
ぼ
く
」

が
い
ま
存
在
を
失
っ
た
よ
う
な
表
現
や
、
「
二
人
の
指
は

一
礼
し
て
割
り
箸
を

裂
く
」
(
一

O
連
六
行
目
)
な
ど
か
ら
二
人
の
意
見
は
決
裂
し
て
詩
集
は
囚
わ
れ

た
ま
ま
、
あ
る
い
は
そ
の
後
裁
断
さ
れ
る
運
命
と
の
見
方
が
で
き
る
。
し
か
し
、

「
夢
の
よ
う
な
で
き
ご
と
」
の
夢
を
楽
観
的
に
も
解
釈
で
き
る
。
課
長
の

の
藩
の
方
か
。
む
ず
か
し
い
こ
と
を
い
う
」
(
笑
い
ご
と
い
う
文
言
を
好
意
的
に コど

と
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
場
合
は
、
「
ぼ
く
は
そ
の
あ
と

課
長
と
ラ
ー
メ
ン

を
食
べ
た
/
冬
の
日
も

ど
こ
か
ら
か
色
は
降
っ
て
来
た
。
」
と
、
課
長
と
の
争

論
の
あ
と
近
く
の
ラ
ー
メ
ン
屋
で
一
緒
に
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
る
の
で
あ
り
、
課
長

の
配
慮
に
よ
っ
て
和
解
し
た
あ
と
の
場
面
と
も
と
れ
る
。

し
か
し
、
自
由
経
済
に
お
け
る
企
業
の
論
理
の
流
れ
は
た
だ
、
課
長
の
人
柄
や

人
情
に
委
ね
ら
れ
て
す
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
楽
観
的
な
結
末
は
あ
り
得
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

「
こ
れ
は
ど
う
な
る
の
か
し
ら
な
い
が
、
」
と
い
う
詩
集
の
二

O
部
は
「
ぼ
く
」

の
物
語
か
ら
離
れ
て
、
読
者
の
想
像
力
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ほ
の
め
か

し
で
成
り
立
つ
物
語
は
読
者
に
意
味
の
再
構
築
を
求
め
て
い
る
。
語
り
手
が
そ
の

結
末
を
明
示
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
印
象
づ
け
、
余
韻
を
残
し
な
が
ら
、

詩
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
夢
あ
る
方
向
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

い
る
。

「
ぼ
く
」

は
詩
集
の
二

O
部
と
と
も
に
青
い
小
袋
の
な
か
で
寝
息
を
詰
め

て
お
り
、
「
こ
と
ば
よ
り
多
く
の
詩
を
書
い
た
友
人
」

の
作
品
が
も
み
じ
の
紅
葉

す
る
よ
う
に
山
々
に
広
が
っ
て
い
く
の
を
幻
視
す
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

詩
集
『
空
中
の
莱
頁
』
と
連
作
詩
「
物
流
」

の
由
s

の

「
冬
の
紅
葉
」
は
編
集
の

た
め
か
多
少
の
行
わ
た
り
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
内
容
の
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。

二
一
備
の
う
ち
最
初
の
香

港
の
出
版
事
情
を
語
っ
た
「
竹
」
が
除
外
さ
れ
、
新
し
く
「
石
頭
」
、
「
文
庫
」
、
「
欲

望
の
感
激
」
、
「
嵐
の
あ
と
の
風
の
歌
」
、
「
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
」
、
「
秘
密
の
構
成
」
の

詩
集
『
空
中
の
莱
貰
』
が
編
纂
さ
れ
た
時
、
「
物
流
」

六
篇
が
編
入
さ
れ
て
い
る
。
詩
集
『
空
中
の
莱
頁
』
や
そ
の
後
出
版
さ
れ
た
『
荒

川
洋
治
全
詩
集
』
に
は
「
物
流
」
と
い
う
標
題
は
見
ら
れ
な
い
。
「
物
流
」
と
い

う
出
版
の
危
機
的
観
念
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
書
か
れ
た
連
作
詩
で
あ
ろ
う
が
、
詩

円
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集
『
空
中
の
莱
貰
』
に
改
編
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
物
流
」

か
ら
よ
り
広
い

概
念
の
〈
文
化
〉
的
内
容
に
重
心
が
移
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
編
の
詩
は
、
「
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
詩
」
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
詩
の
雑

誌
に
掲
載
さ
れ
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
多
く
の
人
の
自
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。

詩
集
に
な
る
こ
と
で
よ
り
多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
優
れ
た
詩
は
限

ら
れ
た
人
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
必
要

の
い
う
「
文
化
」
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

荒
川
洋
治
は
詩
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
出
版
人
で
も
あ
り
、
井
坂
洋
子
の
詩
を

が
あ
る
。

そ
れ
が

「
ぼ
く
」

見
出
し
て
処
女
詩
集
『
朝
礼
』
を
発
行
し
た
。
ま
た
、
伊
藤
比
日
美
の
詩
集
『
姫
』

を
発
行
す
る
な
ど
し
て
、
女
性
詩
ブ
ー
ム
を
ひ
き
起
こ
し
た
。
「
思
潮
社
は
、
そ

の
三
年
後
、

一
九
八
二
年
に
『
叢
書
・
女
性
詩
の
現
在
』
を
は
じ
め
、
伊
藤
比
呂



美
、
井
坂
洋
子
ら
の
新
詩
集
を
出
し
た
。
そ
の
あ
と
も
し
ば
ら
く
思
潮
社
は
紫
陽

ン
・
ス
ト
ッ
プ
」
『
荒
川
洋
治
詩
集
』
「
作
品
論
・
人
物
論
」
現
代
詩
文
庫
万
一
九

八
一
年
一
二
月
思
潮
社
)

社
の
新
人
た
ち
の
詩
集
を
出
す
時
期
が
あ
っ
た
」
(
荒
川
洋
治
「
詩
集
の
時
間
」
『
忘

れ
ら
れ
る
過
去
』
二

O
O三
年
七
月
み
す
ず
書
房
)
と
あ
る
。
井
坂
洋
子
も
伊
藤

よ
し
だ

た
か
し

広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)

比
呂
美
も
い
ま
活
寵
し
て
い
る
詩
人
で
あ
る
。
小
さ
な
出
版
社
で
作
ら
れ
た
詩
集

は
有
名
出
版
社
で
発
行
さ
れ
、
大
手
取
次
会
社
を
経
て
書
庖
に
並
ぶ
。
も
み
じ
の

紅
葉
は
山
を
越
え
て
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
「
冬
の
紅
葉
」

は
詩
の
環
境
と
詩
の

あ
り
ょ
う
を
提
言
す
る
作
品
で
あ
る
。

荒川洋治「冬の紅葉J論

注

(
1
)
こ
こ
で
は
『
荒
川
洋
治
全
詩
集
』
(
二

O
O
一
年
六
月

と
し
た
。

(
2
)

一
九
七
一
年
荒
川
洋
治
は
大
学
の
先
輩
で
あ
る
時
枝
清
高
氏
と
袴
様
屋
と
い
う
出

版
社
名
で
自
ら
の
第
一
詩
集
『
娼
婦
論
』
他
数
冊
を
刊
行
す
る
が
、
一
九
七
四
年

紫
陽
社
と
い
う
出
版
社
名
に
改
め
た
。

(
3
)
I
S
B
N
(
国
際
標
準
図
書
番
号
)
の
こ
と
で
商
品
管
理
(
電
算
化
)
を
目
的
と

し
て
作
ら
れ
た
番
号
で
あ
る
。
一
九
六
五
年
イ
ギ
リ
ス
の
出
版
社
が
商
品
管
理
の

た
め
に
本
に
コ
1

ド
を
付
け
始
め
、
一
九
七
一
年
に
国
際
化
さ
れ
た
。
日
本
で
は

一
九
八
一
年
か
ら
附
番
が
開
始
さ
れ
た
。
住
民
基
本
台
帳
(
住
基
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
)
は
二

O
O
二
年
八
月
稼
働
し
た
。
九

0
年
代
、
書
籍
の
再
販
制
、
委

託
販
売
制
度
の
問
題
が
話
題
に
な
っ
た
。
ま
た
、
住
民
基
本
台
帳
は
管
理
社
会
に

つ
な
が
る
も
の
と
各
界
か
ら
批
判
さ
れ
た
。

(
4
)
井
坂
洋
子
は
「
伊
藤
さ
ん
の
『
姫
』
と
私
の
『
朝
礼
』
と
二
冊
が
出
来
上
が
っ
た

の
は
六
月
一
目
。
製
本
所
美
成
社
の
前
で
、
い
っ
し
ょ
に
仕
上
が
り
を
待
っ
て
い

た
。
何
部
か
そ
の
場
で
発
送
の
た
め
の
荷
づ
く
り
を
し
、
残
り
を
池
袋
の
ば
ろ
う

る
に
納
め
に
い
く
と
こ
ろ
ま
で
つ
き
あ
っ
た
。
わ
た
し
の
分
を
手
渡
さ
れ
た
と
き

「
今
日
は
、
枕
も
と
に
置
い
て
寝
て
く
だ
さ
い
」
と
以
外
に
古
風
な
こ
と
を
言
う
。

詩
集
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
か
。
荒
川
さ
ん
の
顔
を
見
る
と
、
強
気
な
く
せ
に

は
に
か
み
の
つ
よ
い
こ
の
人
は
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
る
。
」
と
記
し
て
い
る
。
(
「
ノ

司
自
ム

円

i

思
潮
社
)
を
テ
キ
ス
ト




