
荒
川
洋
治
　
「
眼
帯
」
　
論

眼
　
帯昔

と
い
う
も
の
は
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る

子
供
の
こ
ろ
電
気
が
よ
く
消
え
た

戦
争
も
す
っ
か
り
終
わ
っ
て
い
た
の
で

桃
子
夫
人
と
ぼ
く
は
　
い
っ
し
ょ
に
柱
時
計
を
眺
め
た

「
停
電
」
　
で
町
全
体
が
突
然

袋
に
入
る

一
週
間
に
一
度
　
草
の
林
と
ぼ
く
の
家
は
真
っ
暗
だ

桃
子
夫
人
は
「
ど
う
し
よ
う
、
ま
た
停
電
」
と

心
配
そ
う
に
真
っ
黒
の
な
か

紫
の
眼
帯
の
ま
ま
　
横
に
な
る

桃
子
夫
人
の
夫
で
あ
る
、
ぼ
く
の
叔
父
は

吉
　
　
田

戦
地
か
ら
帰
っ
た
ば
か
り

ロ
ウ
ソ
ク
を
さ
が
す

三
〇
分
ほ
ど
大
地
は
古
代
を
通
過
し
　
電
気
は
戻
る

同
じ
ク
ラ
ス
の
友
子
が
詩
を
読
み
た
い
と
い
う
の
で

日
本
の
詩
歌
の
二
七
巻
r
現
代
詩
集
」
を

池
袋
「
ぼ
る
こ
・
ぼ
ろ
う
る
」
で
買
っ
た

女
学
生
が
詩
を
読
ん
で
ど
う
す
る
の
と
思
い

ぐ
ず
ぐ
ず
と
友
子
に
渡
し
た
ら
…
…

実
は
ぼ
く
は
渡
さ
な
か
っ
た
の
だ

友
子
が
く
る
ま
で
に
ま
だ
時
間
が
あ
る
と
思
っ
て

ぼ
く
が
　
読
み
は
じ
め
た

お
も
し
ろ
い

六
四
人
の
昭
和
・
現
代
の
詩
人
が
数
編
ず
つ
読
め
て



天
野
忠
「
米
」
と
か
木
原
孝
一
「
声
」
と
か

こ
れ
ま
で
読
め
な
か
っ
た
関
根
弘
「
民
衆
駅
」
と
か
も
ど
ん
ど
ん

読
め
て

阪
本
越
郎
の
「
文
章
」
な
ど
半
分
し
か
な
い
よ
う
な
へ
ん
な
詩

ま
で
み
ん
な
読
め
て

（
友
子
に
あ
れ
を
見
ら
れ
た
ら
は
す
か
し
い

友
子
の
あ
れ
を
見
る
の
は
友
子
が
は
ず
か
し
い
が

詩
を
読
む
の
は
ぼ
く
が
は
ず
か
し
い

と
思
い
、
）

池
袋
の
喫
茶
店
の
な
か
で

ぼ
く
は
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ

真
性
の
日
常
で
も
見
つ
け
た
よ
う
に

停
電
と
い
う
事
態
に
、
叔
父
は
あ
わ
て
る

戦
争
中
の
軍
隊
で
凄
惨
な
日
に
あ
い
、
あ
る
い
は
あ
わ
せ
て
き
た
彼
に
と
っ
て

（
満
州
の
中
国
人
た
ち
が
首
を
切
ら
れ

白
い
板
の
上
に
そ
れ
を
並
べ
た
写
真
が
叔
父
の
引
き
出
し
の
な
か
に

あ
っ
た
の
を

従
姉
妹
た
ち
の
昌
が
見
つ
け
、
一
〇
数
枚
は
一
〇
歳
の
ぼ
く
を
捕
囚
に
し
た
）

戦
後
の
停
電
な
ん
て
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ

た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
に

感
情
や
反
応
の
よ
う
す
が
　
な
だ
ら
か
に
つ
な
が
り

同
じ
村
の
切
り
株
の
よ
う
に

そ
ろ
っ
て
い
る
の
で
あ
る

命
を
落
と
し
か
ね
な
い
も
の
と
命
運
ふ
く
ら
む
（
ま
だ
若
い
桃
子
さ
ん
の
そ
ば
で
）

も
の
と
は
　
こ
の
世
界
で
は
接
続
し
て
い
る
の
か

停
電
の
た
び
。
空
い
た
茶
碗
の
よ
う
に
不
思
議
だ
。
女
の
眼
帯
だ
。

な
に
か
が

も
の
を
い
お
う
と
し
て
い
る

い
お
う
と
し
て
い
る
前
に

い
お
う
と
し
て
い
る
も
の
が

ま
た
　
あ
る
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友
子
、
こ
れ
、
い
い
よ

な
ん
か
お
も
し
ろ
い
詩
み
つ
け
た
ら

現
代
詩
の
文
庫
が
四
年
前
か
ら
出
て
る
か
ら

田
村
隆
一
、
た
・
む
・
ら
・
り
・
ゆ
・
う
・
い
・
ち

と
読
む
の
、
い
ろ
ん
な
人
が
「
や
は
り
」
出
て
い
く
か
ら

「
い
ろ
ん
な
人
？
　
み
ん
な
詩
人
な
の
？
」

う
ん
…
…
ゆ
く
ゆ
く
は
み
ん
な
そ
う
な
る
の

そ
う
な
る
人
だ
け
で
も

そ
う
さ
せ
ら
れ
る
の

い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
る



た
め
に

理
由
も
な
い
の
に
色
を
噴
く

そ
れ
か
ら
黙
っ
て
友
子
に
r
現
代
詩
集
」
を
渡
し

彼
女
は
「
う
れ
し
い
、
あ
り
が
と
う
」
と
言
葉
を
残
し

残
し
た
う
え
で

ト
ン
，
ト
ン
と

あ
た
り
を
靴
で
た
た
い
て
立
ち
去
ろ
う
と
す
る

国
電
か
？

「
歩
く
の
。
馬
場
ま
で

歩
く
の
」
と
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
い
唇
が
笑
っ
て
い
る
う
ち
に

ぼ
く
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
た

「
ま
た
消
え
た
よ
」
と
ぼ
く
が
追
い
か
け
る
よ
う
に
い
う

えす・
「
お
ば
さ
ん
、
そ
こ
は
夜
だ
よ
。
ま
た
停
電
だ
よ
」
と
ぼ
く
は
い
う

で
も

「
う
う
ん
。
歩
き
な
の
。
眺
め
て
い
く
の
」
と

桃
子
さ
ん
は
い
い

ぼ
く
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
た

初
　
　
出

テ
キ
ス
ト

「
現
代
詩
手
帳
」

「
空
中
の
菜
英
」

一
九
九
七
年
一
一
月
号
　
思
潮
社

一
九
九
九
年
一
〇
月
　
　
思
潮
社
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朝
に
な
る
と
桃
子
夫
人
は
「
で
も
ね
」
と
笑
っ
て

ま
だ
四
〇
代
の
夫
の
ネ
ク
タ
イ
を
よ
り
わ
け

「
で
も
ね
」
と
ま
た
い
う

今
度
は
　
夫
の
自
転
車
を
引
き
出
し
　
自
分
の
靴
を
出
し

「
で
も
ね
」
と

水
の
よ
う
に
言
葉
を
切
っ
て

夫
の
顔
の
影
で
　
甘
く
な
っ
た
眼
帯
を
か
け
な
お
す

半
分
の
視
界
が



は
じ
め
に

「
眼
帯
」
は
、
荒
川
洋
治
が
第
五
一
回
読
売
文
学
賞
を
受
賞
し
た
詩
集
r
空

中
の
葉
菜
J
　
二
九
九
九
年
一
〇
月
　
思
潮
社
）
一
六
編
の
詩
の
う
ち
、
「
完
成

交
響
曲
」
　
に
次
い
で
二
番
目
に
置
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
初
出
は
「
現
代
詩
手

帖
」
　
（
一
九
九
七
年
〓
月
号
　
思
潮
社
）
　
で
、
彼
が
四
八
歳
、
円
熟
期
の
作

品
で
あ
る
。

〈1）

「
眼
帯
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
日
本
の
詩
歌
二
七
巻
r
現
代
詩
集
」
は
、
中

央
公
論
社
か
ら
一
九
七
〇
　
（
昭
和
四
五
）
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
掲

載
さ
れ
て
い
る
作
品
は
い
わ
ゆ
る
「
戦
後
詩
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
荒

川
洋
治
は
一
九
四
九
　
（
昭
和
二
四
）
年
生
れ
の
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
で
あ
る

が
、
戦
争
に
か
か
わ
る
作
品
が
比
較
的
多
い
。
そ
れ
ら
は
幼
少
期
の
戦
後
の
記

憶
を
も
と
に
場
面
を
設
定
し
、
幻
想
を
交
え
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
構
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
半
世
紀
を
か
な
り
過
ぎ
た
現
在
、
「
現
代
詩
」
が
戦

争
と
ど
う
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
う
も
の
で
も
あ
る
。
本
稿
で
は
作

品
の
構
成
に
注
目
し
な
が
ら
意
味
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
。

「
眼
帯
」
と
い
う
詩
は
三
つ
の
意
味
の
側
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
は
「
昔
」
と
「
い
ま
」
を
軸
に
す
る
時
空
間
で
、
「
ぼ
く
」
が
子
供
の（2）

こ
ろ
の
停
電
に
ま
つ
わ
る
物
語
と
、
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
詩
の
専
門
店
「
ぼ

る
こ
・
ぼ
ろ
う
る
」
で
の
物
語
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
物
語
は

全
く
異
な
っ
た
話
題
で
あ
る
が
、
相
似
形
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
ほ

く
」
が
子
供
の
こ
ろ
の
物
語
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時

の
物
語
は
入
箆
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
昔
」
と
「
い
ま
」
と
い
う
時
間
差

を
置
き
な
が
ら
「
昔
と
い
う
も
の
は
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
提
一
言

で
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ノ
つ
メ
ー
ジ

第
二
は
暗
黒
と
色
彩
の
二
つ
の
観
念
か
ら
な
る
空
間
で
あ
る
。
暗
黒
が
象
徴

す
る
戦
争
の
恐
怖
と
死
に
対
し
て
、
色
彩
が
象
徴
す
る
愛
と
性
の
観
念
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

命
を
落
と
し
か
ね
な
い
も
の
と
命
運
ふ
く
ら
む
　
（
ま
だ
若
い
桃
子
さ
ん
の

そ
ば
で
）
も
の
と
は
　
こ
の
世
界
で
は
接
続
し
て
い
る
の
か

停
電
の
た
び
。
空
い
た
茶
碗
の
よ
う
に
不
思
議
だ
。
女
の
眼
帯
だ
。

八
三
連
一
二
行
目
～
一
四
行
目
）

と
、
対
比
す
る
観
念
を
空
虚
な
幻
想
の
な
か
で
関
係
付
け
て
い
る
。

第
三
は
現
実
と
幻
想
の
ゆ
ら
ぎ
の
世
界
で
あ
る
。
物
語
は
主
人
公
の
　
「
ぼ

く
」
と
い
う
人
物
の
意
識
に
現
れ
た
二
つ
の
層
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
現
実
的
に
見
え
る
空
間
を
「
現
実
」
と
呼
び
、
そ
の
空
間
か
ら
遊
離
し

た
も
の
を
「
幻
想
」
ま
た
は
「
虚
構
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

「
ぼ
く
」
が
子
供
の
こ
ろ
の
物
語
は
、
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子
供
の
こ
ろ
電
気
が
よ
く
消
え
た

戦
争
も
す
っ
か
り
終
っ
て
い
た
の
で



桃
子
夫
人
と
ぼ
く
は
い
っ
し
ょ
に
柱
時
計
を
眺
め
た

「
停
電
」
　
で
町
全
体
が
突
然

袋
に
入
る

（
一
連
一
行
目
～
五
行
日
）

と
過
去
の
現
実
を
基
礎
に
し
て
物
語
は
始
ま
る
。
「
ぼ
く
の
叔
父
は
／
戦
地
か

ら
帰
っ
た
ば
か
り
／
ロ
ー
ソ
ク
を
探
す
」
と
叔
父
は
生
存
し
て
い
る
よ
う
す
で

あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
叔
父
は
既
に
戦
死
し
て
い
て
戦
地
か
ら
帰
ら
な
い
こ
と

を
暗
示
し
な
が
ら
物
語
は
進
行
し
て
お
り
、
同
時
に
は
あ
り
得
な
い
成
り
行
き

を
併
存
さ
せ
て
い
る
。

一
方
、
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
で
は
、

同
じ
ク
ラ
ス
の
友
子
が
詩
を
読
み
た
い
と
い
う
の
で

日
本
の
詩
歌
の
二
七
巻
「
現
代
詩
集
」
を

池
袋
の
「
ぼ
る
こ
・
ぼ
ろ
う
る
」
で
買
っ
た

（
二
連
一
行
日
～
三
行
目
）

と
い
う
現
実
を
基
礎
に
し
て
、
友
子
に
「
現
代
詩
集
」
を
渡
す
と
い
う
場
面

と
、
逆
に
渡
さ
な
か
っ
た
と
い
う
場
面
を
設
定
し
て
、
や
は
り
矛
盾
す
る
成
り

行
き
を
混
在
さ
せ
て
い
る
。

ス
ト
・
－
リ
・
－

現
在
と
過
去
、
現
実
と
虚
構
の
物
語
が
矛
盾
を
含
み
な
が
ら
同
時
進
行
的
に

併
存
し
、
交
差
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
「
ぼ
く
」
が
子
供
の
こ
ろ
の
物
語
も

「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
も
、
現
実
と
幻
想
の
ゆ
ら
ぎ
の
な
か
に
あ
る
。

「
「
昔
」
と
「
い
ま
」
と
い
う
時
空
性

「
眼
帯
」
冒
頭
の
「
昔
と
い
う
も
の
は
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
、
終

局
の
「
ぼ
く
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
不
思
議
な
言
葉
で
あ

り
、
同
時
に
詩
的
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

入
沢
康
夫
は
r
詩
の
構
造
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
」
　
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月

思
潮
社
）
　
で
、
「
一
編
の
詩
作
品
の
構
造
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
詩
人
（
作

者
）
と
、
発
話
者
と
、
発
話
内
容
の
中
心
人
物
（
主
人
公
）
と
の
三
者
は
、
ま

ず
第
一
に
区
別
す
る
方
向
で
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ

ら
に
「
こ
の
三
者
の
関
係
は
、
単
な
る
形
式
上
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
詩
の
本

質
的
問
題
と
深
く
不
可
分
に
か
ら
み
合
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
そ
の
解
き
ほ
ぐ
し

の
最
初
の
手
係
り
に
な
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

「
眼
帯
」
が
語
ら
れ
て
い
る
世
界
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
物
語
世
界
で

あ
る
。
語
り
手
（
発
話
者
）
、
主
人
公
、
そ
の
他
は
す
べ
て
仮
構
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
文
頭
の
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
昔
と
い
う
も
の
は
一
段
高

い
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
い
う
提
言
は
、
次
に
語
ら
れ
る
物
語
内
容
か
ら
少
し
距

離
を
お
い
た
「
語
り
手
」
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ぼ
く
の
姿
も
見
え
な
く

な
っ
た
」
と
、
「
ぼ
く
」
が
分
裂
し
て
「
は
く
」
の
消
滅
を
眺
め
て
い
る
終
局

の
設
定
は
、
学
生
の
時
の
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
を
「
語
り
手
」
が
眺
め
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

．
作
品
構
成
と
し
て
は
、
冒
頭
に
提
言
を
置
き
、
そ
の
後
一
行
空
白
を
挟
ん
だ
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パ
ー
ト

七
連
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
「
ぼ
く
」
が
子
供
の
こ
ろ
と
学
生
の
時
と
い
う
時

間
差
と
、
物
語
の
現
実
と
幻
想
の
配
置
は
、
作
品
表
記
上
も
段
差
を
設
け
る
な

ど
し
て
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。
「
ぼ
く
」
が
子
供
の
こ
ろ
の
物
語
の
一
、
三
、

六
、
七
連
は
一
字
目
か
ら
書
か
れ
、
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
の
二
、
四
、

五
連
は
、
六
字
下
げ
て
書
か
れ
て
い
て
、
提
言
の
よ
う
に
「
昔
」
を
見
上
げ
る

形
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
ぼ
く
」
が
子
供
の
こ
ろ
の
物
語
で
い
ま
ま
で
の

語
り
と
質
を
異
に
す
る
幻
想
ら
し
い
場
面
で
は
一
字
下
げ
に
し
て
い
る
。

「
停
電
」
で
町
全
体
が
突
然

袋
に
入
る

一
週
間
に
一
度
　
草
の
林
と
ぼ
く
の
家
は
真
っ
暗
だ

桃
子
夫
人
は
「
ど
う
し
よ
う
、
ま
た
停
電
」
と

心
配
そ
う
に
真
っ
黒
の
な
か

紫
の
眼
帯
の
ま
ま
　
横
に
な
る

（
一
連
四
行
目
～
九
行
目
）

「
ぼ
く
」
が
子
供
の
こ
ろ
と
ほ
ほ
同
時
期
の
「
は
く
」
が
一
〇
歳
の
時
の
、

叔
父
が
持
ち
帰
っ
た
と
す
る
中
国
人
の
凄
惨
な
写
真
を
従
姉
妹
た
ち
と
覗
き
見

る
連
は
、
叔
父
の
幻
想
場
面
か
ら
外
れ
、
「
ぼ
く
」
が
見
た
経
験
と
し
て
二
字

下
げ
て
書
か
れ
て
い
る
。

真
性
の
日
常
で
も
見
つ
け
た
よ
う
に

停
電
と
い
う
事
態
に
、
叔
父
は
あ
わ
て
る

戦
争
中
の
軍
隊
で
凄
惨
な
目
に
あ
い
、
あ
る
い
は
あ
わ
せ
て
き
た
彼
に
と

っ
て

（
満
州
の
中
国
人
た
ち
が
首
を
切
ら
れ

白
い
板
の
上
に
そ
れ
を
並
べ
た
写
真
が
叔
父
の
引
き
出
し
の
な
か
に

あ
っ
た
の
を

従
姉
妹
た
ち
の
目
が
見
つ
け
、
一
〇
数
枚
は
一
〇
歳
の
ぼ
く
を
捕
囚

に
し
た
）

（
三
連
一
行
目
～
六
行
目
）

同
様
に
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
で
は
同
じ
ク
ラ
ス
の
友
子
に
r
現
代

詩
集
」
を
渡
し
た
と
す
る
が
、
実
は
ぼ
く
は
渡
さ
な
か
っ
た
と
す
る
虚
偽
と
し

て
の
く
だ
り
は
そ
の
位
置
か
ら
さ
ら
に
二
字
下
げ
に
し
て
い
る
。
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女
学
生
が
詩
を
読
ん
で
ど
う
す
る
の
と
思
い

ぐ
ず
ぐ
ず
と
友
子
に
渡
し
た
ら
…
…

実
は
ぼ
く
は
渡
さ
な
か
っ
た
の
だ

友
子
が
く
る
ま
で
に
ま
だ
時
間
が
あ
る
と
思
っ
て

ぼ
く
が
　
読
み
は
じ
め
た

八
二
連
四
行
日
ソ
ー
八
行
目
）

そ
し
て
、
「
そ
れ
か
ら
黙
っ
て
友
子
に
r
現
代
詩
集
」
を
渡
し
」
と
組
齢
の

生
じ
る
と
こ
ろ
で
も
同
じ
よ
う
に
二
字
下
げ
に
し
て
い
る
。



そ
う
な
る
人
だ
け
で
も

そ
う
さ
せ
ら
れ
る
の

い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
る

た
め
にそ

れ
か
ら
黙
っ
て
友
子
に
↓
現
代
詩
集
－
を
渡
し

彼
女
は
「
う
れ
し
い
、
あ
り
が
と
う
」
と
言
葉
を
残
し

残
し
た
う
え
で

ト
ン
ト
ン
と

あ
た
り
を
靴
で
た
た
い
て
立
ち
去
ろ
う
と
す
る

（
四
連
八
行
目
～
五
連
五
行
目
）

こ
の
よ
う
に
、
異
質
な
場
面
を
設
定
す
る
際
注
意
を
促
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し

て
段
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
物
語
の
時
空
間
に
お
け
る
基
本
軸
の
（
語
り
の
「
い
ま
」
）
と
は
、
「
眼

帯
」
が
執
筆
さ
れ
た
、
作
品
の
初
出
当
時
の
一
九
九
七
年
あ
た
り
で
あ
り
、

（
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
）
は
そ
れ
よ
り
お
よ
そ
二
五
年
前
の
「
現
代
詩
文
庫
」

（
思
潮
社
）
が
刊
行
さ
れ
始
て
四
年
後
の
一
九
七
二
年
あ
た
り
と
考
え
ら
れ
る
。

（
「
ぼ
く
」
が
子
供
の
こ
ろ
）
と
は
一
〇
歳
の
時
と
ほ
ほ
同
時
期
と
し
て
さ
ら
に

一
五
年
前
と
推
察
さ
れ
る
。

文
章
の
時
制
に
注
目
す
る
と
、
子
供
の
こ
ろ
の
物
語
で
は
「
子
供
の
こ
ろ
電

気
が
よ
く
消
え
た
」
（
一
連
一
行
日
）
、
「
（
満
州
の
中
国
人
た
ち
が
首
を
切
ら

れ
／
白
い
板
の
上
に
そ
れ
を
並
べ
た
写
真
が
叔
父
の
引
き
出
し
の
な
か
に
あ
っ

た
の
を
／
従
姉
妹
た
ち
の
目
が
見
つ
け
、
一
〇
数
枚
は
一
〇
歳
の
ぼ
く
を
捕
囚

に
し
た
）
」
八
三
連
四
行
目
～
六
行
目
）
、
「
ぼ
く
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
た
」
（
七

連
七
行
目
）
な
ど
の
よ
う
に
現
実
ら
し
く
思
わ
れ
る
表
現
は
過
去
形
で
記
さ
れ

て
い
る
。
同
様
に
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
で
は
、
日
本
の
詩
歌
二
七
巻

「
現
代
詩
集
」
を
「
友
子
が
来
る
ま
で
に
ま
だ
時
間
が
あ
る
と
思
っ
て
／
ぼ
く

が
読
み
は
じ
め
た
」
八
二
連
七
行
目
）
、
「
ぼ
く
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
た
」
（
五

連
一
〇
行
目
）
と
過
去
形
で
表
さ
れ
た
現
実
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
す
べ
て

「
ぼ
く
」
の
記
憶
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
現
実
に
続
く
「
ぼ
く
」
が
子
供
の

こ
ろ
の
物
語
の
二
つ
の
あ
り
よ
う
も
、
学
生
の
時
の
物
語
の
二
つ
の
あ
り
よ
う

も
、
架
空
上
の
成
り
行
き
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

21

子
供
の
こ
ろ
電
気
が
よ
く
消
え
た

戦
争
も
す
っ
か
り
終
わ
っ
て
い
た
の
で

桃
子
夫
人
と
ぼ
く
は
い
っ
し
ょ
に
柱
時
計
を
眺
め
た

（
一
連
一
行
目
～
）

戦
後
庶
民
的
な
家
庭
の
夜
、
夕
食
後
床
に
つ
く
前
の
手
持
ち
ぶ
さ
た
な
時
間

で
あ
ろ
う
か
、
時
代
的
に
も
テ
レ
ビ
な
ど
は
な
く
、
時
計
を
眺
め
て
い
る
と
突

（3】

然
停
電
に
な
る
。
戦
後
の
あ
る
時
期
停
電
は
よ
く
起
こ
り
、
あ
わ
て
て
ロ
ー
ソ

ク
を
さ
が
す
場
面
は
当
時
と
し
て
あ
り
ふ
れ
た
光
景
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
窓
ガ

ラ
ス
か
ら
夜
の
景
色
を
覗
き
、
近
所
に
明
か
り
の
つ
い
て
い
な
い
こ
と
を
確
か



め
な
が
ら
奇
妙
な
安
堵
感
を
抱
い
た
り
、
曙
関
が
い
つ
ま
で
続
く
だ
ろ
う
と
不

安
を
募
ら
せ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
物
語
で
は
「
戦
後
の
停
電
な
ん
て
た

い
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ
／
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
の
に
／
感
情
や
反
応
の
よ

う
す
が
　
な
だ
ら
か
に
つ
な
が
り
／
同
じ
相
の
切
り
株
の
よ
う
に
そ
ろ
っ
て
い

る
の
で
あ
る
」
八
三
連
七
行
目
～
〓
行
目
）
と
、
「
ぼ
く
」
の
恐
怖
は
叔
父
に

融
合
し
、
叔
父
は
停
電
と
い
う
事
態
に
あ
わ
て
る
。
彼
は
「
戦
争
中
の
軍
隊
で

凄
惨
な
目
に
あ
い
、
あ
る
い
は
あ
わ
せ
て
き
た
」
（
三
連
三
行
目
）
と
い
う
。

停
電
の
間
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
「
感
情
や
反
応
の
よ
う
す
が
な
だ
ら

か
に
つ
な
が
る
」
八
三
連
九
行
目
）
の
で
あ
る
。
不
安
と
恐
怖
の
な
だ
ら
か
な

つ
な
が
り
は
隠
喩
を
用
い
た
「
同
じ
村
の
切
り
株
の
よ
う
に
／
そ
ろ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
」
八
三
連
一
〇
行
目
～
〓
行
目
）
と
夜
の
林
に
浮
か
ぶ
樹
木
の
切

り
株
の
光
景
を
描
い
て
不
気
味
に
表
現
す
る
。
「
切
り
株
」
は
、
叔
父
の
引
出

し
の
な
か
に
あ
っ
た
「
（
満
州
の
中
国
人
た
ち
が
首
を
切
ら
れ
、
／
白
い
板
の

上
に
そ
れ
を
並
べ
た
写
真
」
八
三
連
四
行
目
～
五
行
目
）
に
重
な
る
。

一
方
（
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
）
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

の
友
子
が
詩
が
読
み
た
い
と
い
う
の
で
r
現
代
詩
集
」
を
買
っ
た
。
中
央
公
論

社
の
r
現
代
詩
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
は
戦
後
詩
人
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
詩
は
、
戦
争
の
凄
惨
さ
と
戦
後
の
政
治
的
空
白
時
代
の
生
活
の

哀
し
み
を
鋭
く
描
い
て
お
り
、
（
子
供
の
こ
ろ
の
「
は
く
」
　
の
物
語
）
の
叔
父

の
戦
争
中
の
軍
隊
で
の
凄
惨
な
経
験
と
も
通
底
す
る
。

同
じ
ク
ラ
ス
の
友
子
が
詩
を
読
み
た
い
と
い
う
の
で

日
本
の
詩
歌
の
二
七
巻
「
現
代
詩
集
」
を

池
袋
「
ぼ
る
こ
・
ぼ
ろ
う
る
」
で
買
っ
た

（
二
連
一
行
目
～
三
行
目
）

東
京
池
袋
に
「
ぼ
る
こ
・
ぼ
ろ
う
る
」
と
い
う
詩
の
専
門
店
が
あ
る
。
級
友

友
子
、
こ
れ
、
い
い
よ

な
ん
か
お
も
し
ろ
い
詩
み
つ
け
た
ら

現
代
詩
の
文
庫
が
四
年
前
か
ら
出
て
る
か
ら

田
村
隆
一
、
た
・
む
・
ら
・
り
・
ゆ
・
う
・
い
・
ち
　
一

と
読
む
の
、
い
ろ
ん
な
人
が
「
や
は
り
」
出
て
い
く
か
ら
　
2
2

「

い

ろ

ん

な

人

？

み

ん

な

詩

人

な

の

？

」

　

　

　

－

う
ん
…
…
ゆ
く
ゆ
く
は
み
ん
な
そ
う
な
る
の

そ
う
な
る
人
だ
け
で
も

そ
う
さ
せ
ら
れ
る
の

い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
る

た
め
に

〈
四
連
一
行
日
～
一
一
行
目
）

「
そ
う
な
る
人
だ
け
で
も
そ
う
さ
せ
ら
れ
る
の
／
い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
る

た
め
に
」
と
あ
り
、
詩
は
い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
る
た
め
に
残
る
と
す
る
。
級

友
で
あ
る
友
子
は
戦
後
詩
人
の
r
現
代
詩
集
」
を
持
っ
て
、
国
電
に
乗
ら
ず
馬



場
ま
で
歩
い
て
い
く
と
い
う
。
い
ず
れ
の
物
語
も
「
ぼ
く
の
姿
も
見
え
な
く
な

っ
た
」
で
終
わ
り
、
物
語
が
回
想
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。

二
、
暗
黒
と
色
彩

桃
子
夫
人
と
「
ぼ
く
」
は
い
っ
し
ょ
に
柱
時
計
を
眺
め
た
の
で
あ
る
が
、
停

電
に
な
っ
て
桃
子
夫
人
が
紫
の
眼
帯
を
つ
け
た
ま
ま
横
に
な
る
ま
で
、
「
ぼ
く
」

と
桃
子
夫
人
だ
け
の
世
界
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
叔
父
の
存
在
の
気
配
は

窺
え
な
い
。
「
戦
争
も
す
っ
か
り
終
っ
て
い
た
の
で
」
（
一
連
二
行
目
）
の
」
「
の

で
」
は
、
単
に
の
ど
か
さ
、
平
和
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
時
計
を
眺
め
る
以
外

に
な
い
手
持
ち
無
沙
汰
を
表
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
「
時
計
を
眺
め
る
」

と
は
時
を
待
つ
、
帰
り
を
待
つ
こ
と
も
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
も
す
っ
か

り
終
っ
て
い
た
の
で
桃
子
夫
人
は
（
帰
ら
ぬ
夫
）
を
待
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。

「
停
電
」
　
で
町
全
体
が
突
然

袋
に
入
る

一
週
間
に
一
度
　
草
の
林
と
ぼ
く
の
家
は
真
っ
暗
だ

桃
子
夫
人
は
「
ど
う
し
よ
う
、
ま
た
停
電
」
と

心
配
そ
う
に
真
っ
黒
の
な
か

紫
の
眼
帯
の
ま
ま
　
横
に
な
る

桃
子
夫
人
の
夫
で
あ
る
、
ぼ
く
の
叔
父
は

戦
地
か
ら
帰
っ
た
ば
か
り

ロ
ウ
ソ
ク
を
さ
が
す

三
〇
分
ほ
ど
大
地
は
古
代
を
通
過
し
　
電
気
は
戻
る

（
一
連
四
行
目
～
一
三
行
目
）

「
真
っ
黒
の
な
か
」
と
は
、
真
っ
暗
と
か
暗
闇
と
い
う
奥
行
の
あ
る
も
の
で

は
な
く
、
平
面
的
で
、
現
実
感
の
薄
い
表
現
で
あ
る
。
表
記
上
も
一
字
下
げ
て

書
か
れ
て
区
別
さ
れ
て
お
り
、
幻
想
の
世
界
に
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
く
よ
う
す

が
あ
る
。
戦
争
も
す
っ
か
り
終
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
な
り
長
い
年
月
が
過

ぎ
て
い
る
。
桃
子
夫
人
が
横
に
な
っ
た
あ
と
「
ぼ
く
」
の
叔
父
は
戦
地
か
ら
帰

っ
た
ば
か
り
で
ロ
ウ
ソ
ク
を
探
す
。
叔
父
は
停
電
と
と
も
に
突
如
出
現
し
て
き

た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
真
性
の
日
常
を
見
つ
け
た
よ
う
に
停
電
と

い
う
事
態
に
叔
父
は
あ
わ
て
る
」
の
で
あ
る
。
「
真
性
の
日
常
を
見
つ
け
た
よ

う
に
」
と
あ
る
の
は
、
桃
子
夫
人
が
停
電
で
横
に
な
っ
た
の
ち
の
世
界
は
架
空

の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
週
間
に
一
度
停
電
に
な
っ
て
真
っ

黒
の
な
か
、
桃
子
夫
人
は
紫
の
眼
帯
の
ま
ま
横
に
な
る
。

停
電
は
「
一
週
間
に
一
度
」
と
い
う
周
期
的
な
も
の
で
は
な
く
、
全
く
突
然

に
見
舞
う
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
「
「
停
電
」
で
町
全
体
が
突
然
／
袋
に
入

る
」
の
袋
、
停
電
の
「
一
週
間
に
一
度
」
、
桃
子
夫
人
が
横
た
わ
る
「
真
っ
黒

の
な
か
」
、
「
紫
の
眼
帯
の
ま
ま
」
、
「
桃
子
夫
人
の
夫
で
あ
る
、
は
く
の
叔
父
」
、

「
戦
地
か
ら
帰
っ
た
ば
か
り
」
、
「
三
〇
分
ほ
ど
」
と
、
奇
妙
な
表
現
が
埋
め
込

ま
れ
て
お
り
、
幻
想
の
中
で
の
性
愛
的
気
配
が
窺
え
る
。
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桃
子
夫
人
が
着
け
て
い
る
の
は
白
で
も
黒
で
も
な
く
「
紫
の
眼
帯
」
で
あ

（4）

る
。
紫
と
い
う
色
は
一
般
的
に
思
慮
深
く
高
潔
さ
を
と
も
な
う
幻
想
的
な
印
象

が
あ
る
。
「
紫
の
眼
帯
を
し
た
ま
ま
横
に
な
る
」
と
こ
ろ
か
ら
幻
想
は
始
ま
る
。

現
実
と
幻
想
の
世
界
の
な
か
に
性
の
観
念
と
戦
争
の
恐
怖
が
布
石
と
し
て
置
か

れ
、
場
面
は
変
転
し
て
最
後
に
は
次
の
よ
う
に
つ
な
が
る
。

朝
に
な
る
と
桃
子
夫
人
は
「
で
も
ね
」
と
笑
っ
て

ま
だ
四
〇
代
の
夫
の
ネ
ク
タ
イ
を
よ
り
わ
け

「
で
も
ね
」
と
ま
た
い
う

今
度
は
夫
の
自
転
車
を
引
き
出
し
自
分
の
靴
を
出
し

「
で
も
ね
」
と

水
の
よ
う
に
言
葉
を
切
っ
て

夫
の
顔
の
影
で
　
甘
く
な
っ
た
眼
帯
を
か
け
な
お
す

半
分
の
視
界
が

理
由
も
な
い
の
に
色
を
噴
く

八
六
連
一
行
目
～
九
行
冨
）

朝
に
な
る
と
桃
子
夫
人
は
意
味
あ
り
げ
に
「
で
も
ね
」
を
く
り
返
す
。
夫
を

送
り
出
す
つ
も
り
な
の
か
、
懐
か
し
ん
で
い
る
の
か
「
ま
だ
四
〇
代
の
夫
の
ネ

ク
タ
イ
」
を
よ
り
わ
け
る
。
「
甘
く
な
っ
た
眼
帯
を
か
け
な
お
す
」
の
は
夫
の

顔
の
側
で
は
な
く
「
顔
の
影
」
で
あ
る
。
既
に
夫
は
戦
地
で
亡
く
な
っ
て
い
る

と
考
え
る
と
、
「
で
も
ね
」
と
い
う
言
葉
は
思
い
切
れ
な
い
思
慕
の
念
か
、
も

し
か
し
た
ら
生
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
希
望
を
含
ん
だ
呟
き
に
も
聞

こ
え
る
。
「
半
分
の
視
界
が
理
由
も
な
い
の
に
色
を
噴
く
」
と
は
眼
帯
を
外
し

た
時
の
光
の
眩
さ
の
響
え
で
あ
る
が
、
色
を
噴
く
と
こ
ろ
か
ら
、
桃
子
夫
人
の

夫
に
対
す
る
熱
愛
と
も
、
戦
場
の
火
炎
と
も
、
戦
争
に
対
す
る
憤
り
と
も
考
え

（5）

ら
れ
る
。
そ
し
て
夫
の
自
転
車
を
引
き
出
し
、
過
去
を
眺
め
て
い
く
た
め
に
外

界
の
間
に
逸
れ
て
行
こ
う
と
す
る
。
「
そ
こ
は
夜
だ
よ
。
ま
た
停
電
だ
よ
」
と

呼
び
か
け
る
「
ぼ
く
」
自
身
の
姿
も
見
え
な
く
な
っ
て
物
語
は
終
結
す
る
。

三
、
現
実
と
幻
想
の
ゆ
ら
ぎ

荒
川
洋
治
は
若
い
頃
、
詩
人
蔵
原
伸
二
郎
の
「
壷
」
と
い
う
作
品
に
感
化
さ

れ
た
。
「
壷
」
は
、
大
昔
に
作
ら
れ
た
壷
か
ら
作
っ
た
人
が
見
え
て
き
た
、
千

二
百
年
と
い
う
大
昔
か
ら
作
っ
た
人
が
時
を
逆
に
歩
き
出
し
た
と
い
う
も
の
で

（6）

あ
る
。
荒
川
洋
治
は
「
詩
人
と
い
う
の
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
人
な
の
だ

な
と
見
た
。
そ
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
い
て
も
、
な
ん
だ
か
し
ら
な
い
が
、

そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
自
信
を
も
て
な
い
と
い
う
と
こ

ろ
が
あ
る
の
だ
な
、
そ
の
虚
実
を
分
か
ち
切
れ
な
い
と
こ
ろ
に
詩
人
の
思
い
が

あ
る
」
と
考
え
た
。
幻
想
性
は
、
荒
川
洋
治
が
詩
を
構
成
す
る
際
の
一
つ
の
重

要
な
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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友
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が
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巻
r
現
代
詩
集
」
を



池
袋
「
ぼ
る
こ
・
ぼ
ろ
う
る
」
で
買
っ
た

女
学
生
が
詩
を
読
ん
で
ど
う
す
る
の
と
思
い

ぐ
ず
ぐ
ず
と
友
子
に
渡
し
た
ら
…
…

実
は
ぼ
く
は
渡
さ
な
か
っ
た
の
だ

友
子
が
く
る
ま
で
に
ま
だ
時
間
が
あ
る
と
思
っ
て

ぼ
く
が
　
読
み
は
じ
め
た

（
二
連
一
行
目
～
八
行
目
）

同
じ
ク
ラ
ス
の
友
子
が
詩
を
読
み
た
い
と
い
う
の
で
日
本
の
詩
歌
の
二
七
巻

r
現
代
詩
集
」
を
池
袋
「
ぼ
る
こ
・
ぼ
ろ
う
る
」
で
買
う
が
、
「
女
学
生
が
詩
を

読
ん
で
ど
う
す
る
の
と
思
い
／
ぐ
ず
ぐ
ず
と
友
子
に
渡
し
た
ら
」
と
語
り
、
「
実

は
渡
さ
な
か
っ
た
の
だ
」
と
否
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
ぼ
く
」
は
r
現
代

詩
集
」
を
読
み
は
じ
め
、
あ
ら
ぬ
妄
想
を
抱
い
て
固
ま
っ
て
し
ま
う
。

（
友
子
に
あ
れ
を
見
ら
れ
た
ら
は
ず
か
し
い

友
子
の
あ
れ
を
見
る
の
は
友
子
が
は
ず
か
し
い
が

詩
を
読
む
の
は
ぼ
く
が
は
ず
か
し
い

と
思
い
、
）

池
袋
の
喫
茶
店
の
な
か
で

ぼ
く
は
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ

（
二
連
〓
ハ
行
目
～
二
一
行
目
）

「
ぼ
く
」
は
読
み
始
め
た
r
現
代
詩
集
j
が
「
お
も
し
ろ
い
／
六
四
人
の
昭

和
・
現
代
の
詩
人
の
詩
が
数
垢
ず
つ
読
め
て
」
八
二
連
九
行
目
～
一
〇
行
目
）

と
語
る
。
不
幸
な
か
つ
ぎ
ゃ
の
女
が
逮
捕
さ
れ
て
曳
か
れ
る
前
に
、
汽
車
の
窓

か
ら
雨
に
濡
れ
た
鉄
道
線
路
に
投
げ
出
さ
れ
た
米
の
悲
し
み
を
語
っ
た
天
野
忠

の
「
米
」
。
立
派
な
新
宿
民
衆
駅
落
成
に
か
か
わ
っ
て
税
金
の
国
鉄
資
本
と
民

衆
の
貧
し
さ
の
落
差
に
惰
る
関
根
弘
の
　
「
民
衆
駅
」
。
中
学
生
の
作
文
の
褒
美

に
独
逸
語
の
辞
典
を
貰
っ
た
こ
と
に
当
惑
す
る
阪
本
趨
郎
の
「
文
章
」
。
そ
し

て
木
原
孝
一
の
詩
「
声
」
は
、
死
の
訪
れ
た
町
を
魂
が
訪
れ
る
よ
う
に
さ
ま
ざ

ま
な
視
角
で
見
つ
め
、
「
私
た
ち
の
町
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
問
う
。

わ
た
し
た
ち
の
魂
が

通
り
過
ぎ
て
き
た
ち
い
さ
な
町
を
知
っ
て
い
ま
す
か

；
二
こ

だ
れ
も
気
ず
か
な
い
ち
い
さ
な
町
を

八
木
原
孝
一
「
声
」
一
行
日
～
三
行
目
・
r
日
本
の
詩
歌
二
七
」
昭
和
四
五
年
三
月
中
央
公
論
社
）

わ
た
し
た
ち
の
魂
が
通
り
過
ぎ
た
、
だ
れ
も
気
づ
か
な
い
小
さ
な
町
、
住
ん

で
い
た
小
さ
な
部
屋
も
、
犬
も
み
ん
な
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
苦
痛
に
あ

え
ぐ
よ
う
に
、
断
末
魔
の
か
細
い
う
め
く
よ
う
な
声
が
乳
母
車
の
な
か
か
ら
聞

こ
え
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」
は
、
こ
れ
ら
の
詩
を
お
も
し
ろ
く
読
み
進
め
る
。
だ
が
、
詩
を
読

ん
で
い
る
う
ち
に
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
現
代
詩
集
」
を
指
す
よ
う
な
、

同
時
に
「
ぼ
く
」
や
友
子
の
陰
部
を
連
想
す
る
よ
う
な
「
あ
れ
」
と
い
う
唐
突

な
言
葉
は
行
き
場
を
失
っ
た
ま
ま
宙
吊
り
に
さ
れ
る
。
「
（
友
子
に
あ
れ
を
見
ら

れ
た
ら
は
ず
か
し
い
／
友
子
の
あ
れ
を
見
る
の
は
友
子
が
は
ず
か
し
い
が
／
詩
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を
読
む
の
は
ぼ
く
が
は
ず
か
し
い
／
と
思
い
、
）
」
八
二
連
〓
ハ
行
目
～
一
九
行

目
）
と
、
不
思
議
な
羞
恥
心
を
抱
い
て
語
り
は
中
断
さ
れ
右
。
そ
の
理
由
を
説

明
す
る
文
脈
の
糸
口
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
詩
に
お
い
て
言
葉
以
外
で
表
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
時
間
差
と
幻
想
性
や

組
齢
を
示
す
た
め
の
段
差
を
設
け
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

も
の
は
（
　
）
の
使
用
と
、
「
は
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
が
、
「
は
く
」
の
子

供
の
こ
ろ
の
物
語
と
相
似
形
で
入
籠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」
が
子
供
の
こ
ろ
の
物
語
の
（
　
）
で
括
ら
れ
た
箇
所
は
「
ぼ
く
」

の
記
憶
と
し
て
三
連
の

真
性
の
日
常
で
も
見
つ
け
た
よ
う
に

停
電
と
い
う
事
態
に
、
叔
父
は
あ
わ
て
る

戦
争
中
の
軍
隊
で
凄
惨
な
目
に
あ
い
、
あ
る
い
は
あ
わ
せ
て
き
た
彼
に
と

っ
て

（
満
州
の
中
国
人
た
ち
が
首
を
切
ら
れ

白
い
板
の
上
に
そ
れ
を
並
べ
た
写
真
が
叔
父
の
引
き
出
し
の
な
か
に

あ
っ
た
の
を

従
姉
妹
た
ち
の
日
が
見
つ
け
、
一
〇
数
枚
は
一
〇
歳
の
ぼ
く
を
捕
囚

に
し
た
）

八
三
連
一
行
冒
～
六
行
呂
）

と
、
続
く

戦
後
の
停
電
な
ん
て
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ

た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
に

感
情
や
反
応
の
よ
う
す
が
　
な
だ
ら
か
に
つ
な
が
り

同
じ
村
の
切
り
株
の
よ
う
に

そ
ろ
っ
て
い
る
の
で
あ
る

命
を
落
と
し
か
ね
な
い
も
の
と
命
運
ふ
く
ら
む
（
ま
だ
若
い
桃
子
さ
ん
の

そ
ば
で
）

も
の
と
は
　
こ
の
世
界
で
は
接
続
し
て
い
る
の
か
」八

三
連
七
行
目
～
一
三
行
目
）

と
い
う
個
所
で
あ
る
。
（
　
）
は
、
一
般
的
に
は
文
の
途
中
に
挿
入
し
て
、
あ

る
事
柄
を
補
説
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
対
応
と
発
展
の
関

係
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
は
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
で
「
戦
後
詩
」

を
読
む
こ
と
は
、
「
ぼ
く
」
が
一
〇
歳
の
時
の
従
妹
た
ち
と
覗
き
見
た
叔
父
の

机
の
引
き
出
し
の
な
か
に
あ
っ
た
中
国
人
の
凄
惨
な
写
真
を
見
た
こ
と
と
、
ま

だ
若
い
桃
子
さ
ん
の
そ
ば
で
と
い
う
過
去
の
記
憶
と
通
底
す
る
。

こ
こ
で
「
眼
帯
」
が
も
つ
戦
争
に
対
す
る
認
識
と
「
は
く
」
の
過
去
の
記
憶

の
書
き
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
「
眼
帯
」
の
初
出
は
一
九
九
七
年

〓
月
号
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
、
三
人
の
韓
国
人
女
性
が
日
本
政
府
に
第
二

次
大
戦
中
の
補
償
を
求
め
る
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
一
九
九
二
年
・
九
三
年
日
本

政
府
は
「
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
日
本
政
府
の
調
査
結
果
（
第
一
次
・
第

二
次
）
」
を
公
表
し
た
。
そ
し
て
宮
沢
喜
一
首
相
、
細
川
護
胤
…
首
相
、
村
山
富
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市
首
相
な
ど
が
謝
罪
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
に
関
し
て
も
一
九
七
二
年
九
月

田
中
角
栄
、
周
恩
来
両
首
相
が
共
同
声
明
に
調
印
し
た
が
、
そ
の
後
も
謝
罪
の

表
現
、
教
科
書
、
靖
国
問
題
等
さ
ま
ざ
ま
な
乳
轢
を
準
え
、
一
九
九
五
年
村
山

富
市
首
相
が
日
本
の
加
害
責
任
を
謝
罪
し
た
。
だ
が
、
一
九
九
七
年
八
月
南
京

で
「
侵
華
自
軍
南
京
大
虐
殺
史
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
か
れ
る
な
ど

し
た
。
九
〇
年
代
は
人
権
侵
害
・
性
犯
罪
の
認
識
が
広
ま
っ
た
時
代
で
あ
り
、

日
本
の
加
害
責
任
を
問
わ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

（
「
眼
帯
」
の
語
り
の
現
在
）
は
、
一
見
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
ぼ
く
」
の
過
去
の
記
憶
な
の
で
あ
り
、
物

語
の
「
い
ま
」
は
「
眼
帯
」
初
出
の
一
九
九
七
年
あ
た
り
で
あ
る
。
（
「
ぼ
く
」

が
学
生
の
時
）
は
「
現
代
詩
集
L
が
面
白
く
読
め
た
の
で
あ
り
、
級
友
の
友
子

（7）

に
新
し
く
出
た
「
現
代
詩
文
庫
」
田
村
隆
一
の
詩
集
を
薦
め
た
り
、
最
終
的
に

は
F
現
代
詩
集
」
を
渡
す
と
い
う
も
の
で
、
戦
争
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。

八
一
〇
歳
の
時
の
「
ぼ
く
」
）
は
そ
の
写
真
に
恐
怖
を
覚
え
る
け
れ
ど
も
、
加
害

者
側
の
認
識
は
な
い
。
「
中
国
人
の
凄
惨
な
写
真
」
を
見
た
と
い
う
記
憶
は
「
眼

帯
」
の
基
本
的
時
間
軸
の
「
い
ま
」
（
一
九
九
七
年
「
眼
帯
」
初
出
あ
た
り
）

で
あ
る
「
語
り
手
」
の
日
本
の
戦
争
責
任
の
認
識
を
照
射
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
凄
惨
な
写
真
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
性
は
中
国
人
に
対
す
る
加
害

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
ぼ
く
」
と
叔
母
で
あ
る
は
ず
の
桃
子
夫
人
と
住
ん
で
い
る
不
自
然

な
関
係
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
性
を
回
避
す
る
た
め
に
父
、
母
の
影
と
し
て
叔
父
と

桃
子
さ
ん
を
配
置
し
て
い
る
の
か
、
作
品
制
作
の
都
合
と
考
え
ら
れ
る
。
単
に

叔
父
で
は
な
く
、
桃
子
夫
人
の
夫
で
も
な
く
「
桃
子
夫
人
の
夫
で
あ
る
、
ぼ
く

の
叔
父
」
と
三
者
の
関
係
を
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
三
連
の
従
姉
妹
た
ち

と
桃
子
夫
人
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
「
ぼ
く
」
と
は
た
だ
従
姉
妹
の
関

係
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
は
叔
父
の
家
に
遊
び
に
来
た
よ
う
す
で
は
な
く
な
ぜ
か

母
と
住
ま
ず
桃
子
夫
人
と
住
ん
で
い
る
。
「
桃
子
さ
ん
」
と
「
ぼ
く
」
と
の
関

係
で
血
縁
性
を
遠
ざ
け
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
桃
子
夫
人
の
魅
惑
性
を
「
ぼ

く
」
は
感
じ
て
い
る
。
停
電
の
中
で
の
三
〇
分
間
は
、
桃
子
夫
人
と
突
如
現
れ

る
叔
父
と
で
営
ま
れ
る
性
的
行
為
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
同
時
に

「
ぼ
く
」
が
幻
想
の
中
で
叔
父
に
成
り
変
わ
る
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
「
（
ま
だ

若
い
桃
子
さ
ん
の
そ
ば
で
）
」
は
、
「
ぼ
く
」
が
学
生
の
時
の
物
語
の
友
子
と
対

応
し
て
い
る
。
終
結
部
の
r
現
代
詩
集
」
を
持
っ
た
友
子
が
消
滅
す
る
時
の
生

ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
い
唇
は
そ
の
関
係
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
現
代
詩
集
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
ぼ
く
」
が
一
〇
歳
の
時
の
中
国
人

の
凄
惨
な
写
真
を
見
た
記
憶
を
思
い
起
こ
す
。
そ
れ
は
恐
怖
で
あ
る
と
同
時
に

加
害
の
側
の
恥
ず
べ
き
歴
史
で
あ
る
。
ま
た
叔
父
に
成
り
か
わ
る
「
ぼ
く
」
と

桃
子
さ
ん
と
の
関
係
は
「
ぼ
く
」
の
秘
め
ら
れ
た
欲
望
で
あ
り
、
と
も
に
戦
後

ト

　

ラ

　

ウ

　

マ

の
恥
ず
か
し
い
精
神
的
外
傷
で
あ
る
。
「
は
く
」
の
あ
れ
（
恥
部
）
は
友
子
に

見
ら
れ
た
く
な
い
。
友
子
は
彼
女
の
あ
れ
（
恥
部
）
を
見
ら
れ
る
の
は
恥
ず
か

し
い
に
違
い
な
い
。
「
ぼ
く
」
は
詩
集
を
渡
そ
う
と
し
て
渡
せ
な
か
っ
た
。
「
ぼ

／
上
が
r
現
代
詩
集
」
を
読
ん
で
い
て
喫
茶
店
で
動
か
な
く
な
っ
た
の
は
こ
れ
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ら
生
成
さ
れ
た
観
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
戦
後
詩
」
を
読
ん
で

戦
争
を
考
え
る
こ
と
は
、
た
だ
「
ぼ
く
」
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
現
代
詩

集
」
を
手
に
し
た
友
子
の
「
赤
い
唇
」
に
恥
部
が
生
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
の
意
味
の
連
鎖
は
明
確
な
言
葉
の
つ
な
が
り
で
結
ば
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
意
味
と
意
味
の
ほ
の
め
か
し
で
成
り
立
っ
て
い
る
か
す
か
な
輪
郭
で
あ

る
。四

連
で
は
全
く
い
ま
ま
で
の
話
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
順
次
出
版
さ
れ
る
は

ず
の
「
現
代
詩
文
庫
」
を
友
子
に
勧
め
た
の
ち
簡
単
に
友
子
に
r
現
代
詩
集
」

を
渡
し
て
し
ま
う
。

な
に
か
が

も
の
を
い
お
う
と
し
て
い
る

い
お
う
と
し
て
い
る
前
に

い
お
う
と
し
て
い
る
も
の
が

ま
た
　
あ
る

八
三
連
一
五
行
目
～
一
九
行
目
）

不
確
か
な
観
念
が
こ
と
ば
に
先
行
し
て
生
成
さ
れ
、
表
現
す
る
も
ど
か
し
さ

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
生
成
さ
れ
る
観
念
は
共
鳴
し
、
複
数
の
関
係
す
る
意
味

が
互
い
に
か
か
わ
り
な
が
ら
進
行
す
る
。
「
ぼ
く
」
の
二
つ
の
物
語
展
開
は
断

片
的
に
連
鎖
状
に
生
起
し
、
い
ず
れ
の
な
り
ゆ
き
も
現
実
で
あ
り
幻
想
で
あ

る
。
ど
ち
ら
が
先
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

眼
帯
は
本
来
眼
病
な
ど
を
患
っ
た
者
が
目
を
覆
っ
て
癒
す
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
眼
帯
を
着
け
た
眼
は
視
野
が
遮
断
さ
れ
て
見
え
な
い
。
「
紫
の
眼
帯
」
で

塞
が
れ
た
眼
は
見
え
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
。
桃
子
夫
人
は
眼
帯
を
つ
け
る

こ
と
で
現
実
を
直
視
す
る
の
を
拒
み
、
夫
の
生
き
て
い
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
「
眼
帯
」
と
い
う
詩
の
こ
と
ば
は
現
実
と
幻
想
を
組
み
立

て
る
の
で
あ
る
が
、
桃
子
夫
人
の
眼
帯
を
か
け
た
眼
の
裏
側
の
幻
想
と
、
な
に

も
か
け
な
い
目
で
同
時
に
見
る
虚
実
の
不
思
議
に
交
錯
す
る
世
界
を
作
り
出
す
。

バ
ラ
バ
ラ
に
提
示
さ
れ
る
虚
実
分
け
が
た
い
、
相
矛
盾
す
る
局
面
は
ゆ
ら
ぎ
の

な
か
で
意
味
の
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
。
生
成
さ
れ
る
虚
実
は
人
の
描
く
心
象

に
も
似
て
ゆ
ら
ぐ
。

「
お
ば
さ
ん
、
そ
こ
は
夜
だ
よ
。
ま
た
停
電
だ
よ
」
と
「
ぼ
く
」
が
い
う
。

「
命
を
落
と
し
か
ね
な
い
も
の
と
命
運
ふ
く
ら
む
も
の
」
と
は
「
こ
の
世
界
で

は
接
続
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
「
命
を
落
と
し
か
ね
な
い
も
の
」
、
命
を
落
と

す
も
の
と
は
戦
争
で
あ
る
。
停
電
に
な
る
と
桃
子
夫
人
は
眼
帯
を
つ
け
た
ま
ま

横
に
な
る
。
叔
父
は
戦
地
か
ら
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
で
ロ
ー
ソ
ク
を
探
し
て
あ

わ
て
ふ
た
め
く
。
朝
、
桃
子
夫
人
は
ま
だ
四
〇
代
の
夫
の
ネ
ク
タ
イ
を
よ
り
わ

け
「
で
も
ね
」
と
呟
く
。
夫
の
自
転
車
を
引
き
出
し
闇
の
中
へ
逸
れ
て
い
こ
う

と
す
る
。
甘
く
な
っ
た
眼
帯
を
か
け
な
お
す
と
き
半
分
の
視
界
が
理
由
も
な
い

の
に
色
を
噴
く
。
眼
帯
を
は
ず
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
愛
と
性
の
幻
覚

も
凄
惨
な
戦
争
も
桃
子
夫
人
の
見
る
現
実
と
眼
帯
の
裏
側
に
あ
る
。
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お
わ
り
に

「
眼
帯
」
　
の
二
つ
の
物
語
の
モ
チ
ー
フ
の
事
実
ら
し
い
．
「
子
供
の
こ
ろ
電
気

が
よ
く
消
え
た
」
と
、
「
日
本
の
詩
歌
二
七
巻
を
買
っ
た
」
は
過
去
形
で
書
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
物
語
の
展
開
は
い
ず
れ
も
現
在
形
で
書
か
れ
て
お

り
、
作
者
の
感
情
や
感
想
は
表
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
物
語
は
矛
盾
す
る
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
成
り
行
き
と
し

て
同
時
に
進
行
し
、
戦
争
の
恐
怖
と
死
、
愛
と
性
の
対
立
す
る
概
念
を
「
命
を

落
と
し
か
ね
な
い
も
の
と
命
運
ふ
く
ら
む
　
（
ま
だ
若
い
桃
子
さ
ん
の
そ
ば
で
）

も
の
と
は
　
こ
の
世
で
は
接
続
し
て
い
る
の
か
」
と
、
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
併

存
さ
せ
意
味
の
拡
充
を
図
る
。
さ
ら
に
、
「
昔
と
い
う
も
の
は
一
段
高
い
と
こ

ろ
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
で
括
ら
れ
て
、
つ
ね
に
眺
め
て
い
く
も
の
で
あ
る

と
す
る
。

荒
川
洋
治
は
辻
仁
成
と
の
対
談
で
「
戦
争
」
　
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
、
僕
な
ん
か
の
世
代
で
も
、
も
う
実
際
の
戦
争
の
雰

囲
気
な
ん
か
わ
か
ら
な
い
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
過
去
の
自
分
た

ち
が
か
か
わ
っ
た
歴
史
に
対
し
て
、
想
像
で
も
い
い
か
ら
近
づ
い
て
み
る

と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
も
ひ
と
つ
し
て
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ

は
も
ち
ろ
ん
さ
っ
き
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
あ

る
い
は
言
葉
を
も
つ
人
間
と
し
て
、
や
っ
ぱ
り
自
分
と
血
が
つ
な
が
る
遠

い
日
本
人
が
も
っ
た
行
為
と
か
、
あ
る
い
は
考
え
方
と
か
を
、
接
続
す
る

も
の
と
し
て
見
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
ん
で

す
。
そ
う
考
え
る
と
き
に
、
や
は
り
戦
後
詩
と
い
っ
て
い
る
ま
さ
に
戦
後

的
な
人
、
あ
る
い
は
戦
後
世
代
の
人
た
ち
も
、
概
念
的
に
は
触
れ
て
い
ま

す
け
ど
、
戦
争
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
戦

場
ひ
と
つ
描
く
こ
と
と
か
ね
、
そ
れ
が
現
実
の
戦
場
と
違
っ
て
も
い
い
か

ら
、
い
ま
自
分
が
日
本
に
生
き
て
い
る
こ
の
感
じ
で
の
振
り
返
り
方
、
あ

る
い
は
イ
メ
ー
ジ
で
も
い
い
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
や
は
り
い
ち
ビ
ギ
ユ

ッ
と
自
分
の
な
か
で
、
押
さ
え
る
べ
き
だ
な
と
。

「
詩
の
表
現
と
そ
の
可
能
性
」
r
現
代
詩
手
帖
」
一
九
九
五
年
〓
月
号
　
思
潮
社

す
で
に
第
二
次
世
界
大
戦
は
過
去
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
眼
帯
」
は
戦
争

を
知
ら
な
い
若
い
世
代
に
い
つ
ま
で
も
忘
れ
て
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
戦
争

を
考
え
る
こ
と
へ
誘
う
も
の
で
あ
る
。
読
者
に
物
語
の
断
片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ

意
味
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
委
ね
て
い
る
。
荒
川
洋
治
に
先
行
す
る
戦
後
詩
人

は
自
ら
の
体
験
や
見
聞
き
し
た
事
柄
を
素
材
に
し
て
戦
後
を
語
っ
て
き
た
。
つ

ま
り
、
「
戟
後
詩
」
は
基
本
的
に
戦
争
を
語
る
と
い
う
よ
り
、
戦
争
に
よ
っ
て

被
っ
た
悲
し
み
の
世
界
を
描
い
て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
戦
争
は
加
害
の

悲
惨
さ
で
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
戦
後
詩
」
　
に
お
い
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
と
荒
川
洋
治
は
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
「
眼
帯
」
は
日
中
戦
争
で

の
中
国
人
の
殺
教
と
残
さ
れ
た
家
族
の
悲
し
み
を
語
る
。
荒
川
洋
治
は
こ
の
作

29



品
で
若
い
時
に
受
け
た
「
戦
後
詩
」
の
印
象
を
反
動
し
な
が
ら
、
二
つ
の
事
実

ト

　

ラ

　

ウ

　

マ

ら
し
い
も
の
を
基
礎
に
し
て
、
戦
争
に
よ
る
死
の
恐
怖
と
愛
と
性
の
精
神
的
外
傷

を
構
造
的
に
組
み
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
化
を
試
み
た
。
こ
の
作
品
は
想

像
力
に
よ
っ
て
　
「
戦
後
詩
」
を
補
完
し
拡
充
す
る
方
向
で
描
か
れ
て
い
る
。
架

空
性
は
構
成
に
よ
っ
て
鮮
や
か
な
印
象
を
与
え
る
。
戦
後
生
れ
の
荒
川
洋
治
の

戦
争
の
書
き
方
で
あ
る
。

註T
）
r
現
代
詩
集
」
（
日
本
の
詩
歌
　
㌘
）
一
九
七
〇
年
三
月
　
中
央
公
論
社
。
村
野
四
郎

は
あ
と
が
き
で
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

「
こ
の
集
に
お
さ
め
ら
れ
た
詩
人
六
十
四
人
の
う
ち
約
半
数
は
、
戦
後
に
詩
作
活
動
を

つ
づ
け
な
が
ら
も
、
戦
前
に
お
い
て
す
で
に
詩
人
と
し
て
出
発
し
、
戦
時
中
、
戦
争

と
い
う
反
詩
的
な
大
き
な
圧
力
を
経
験
し
て
き
た
詩
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

A
l
．
ツ
・

他
は
、
戦
争
中
幼
少
の
ゆ
え
を
持
っ
て
辛
く
も
そ
の
暴
力
を
ま
ぬ
が
れ
え
た
が
、
か

え
っ
て
そ
の
純
粋
眼
に
、
戦
争
の
力
と
罪
の
醜
さ
を
と
っ
く
り
と
見
詰
め
て
き
た
人
々

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
の
作
品
を
通
じ
て

感
じ
と
ら
れ
る
性
格
の
も
っ
と
も
顕
著
な
特
色
は
戦
争
の
痕
跡
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
被
害
と
し
て
受
け
と
ら
れ
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
癒
着
の
痕
跡
を
と
ど

め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」

（
2
）
池
袋
「
ぼ
る
こ
・
ぼ
ろ
う
る
」
。
現
在
は
東
京
池
袋
西
武
百
貨
店
イ
ル
ム
ス
館
三
階

に
詩
の
専
門
書
店
「
ぼ
え
む
・
ぼ
ろ
う
る
」
が
あ
る
。

（
3
）
闇
市
や
停
電
は
戦
後
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
食
糧
杜
で

闇
市
が
路
上
に
閑
か
れ
て
い
た
。
ま
た
停
電
が
よ
く
起
こ
っ
た
。

（
4
）
稲
村
耕
雄
は
r
色
彩
詣
」
　
（
昭
和
三
十
年
三
月
　
岩
波
昏
店
）
　
で
紫
の
色
を
品
位
と

神
秘
を
表
す
色
と
し
て
い
る
。
荒
川
洋
治
は
r
詩
は
自
転
車
に
乗
っ
て
」
　
（
一
九
八
一

年
十
二
月
　
思
潮
社
）
で
、
「
河
野
裕
子
の
歌
に
私
は
「
良
妻
賢
母
」
の
血
筋
を
見
て

少
し
ば
か
り
は
が
ゆ
く
な
る
。
紫
の
は
か
ま
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
の

だ
」
と
良
妻
賢
母
の
色
彩
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。

（
5
）
荒
川
洋
治
は
エ
ッ
セ
イ
集
r
詩
は
、
自
転
車
に
乗
っ
て
」
　
二
九
八
一
年
二
一
月
　
思

潮
社
）
　
で
、
「
適
性
の
詩
人
た
ち
が
つ
い
に
発
見
で
き
な
か
っ
た
星
の
う
ち
の
一
つ
や

二
つ
、
「
自
転
車
」
の
上
空
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
」

と
、
自
転
車
を
孤
独
と
希
望
を
つ
な
ぐ
小
さ
な
幻
想
旅
行
の
小
道
具
と
し
て
用
い
て

い
る
。

（
6
）
荒
川
洋
治
「
蔵
原
伸
二
郎
の
詩
」
r
人
気
の
本
、
力
の
本
」
一
九
八
八
年
六
月
　
五

柳
書
院

（
7
）
　
思
潮
社
に
よ
る
出
版
シ
リ
ー
ズ
文
庫
で
（
第
－
期
）
の
最
初
は
田
村
隆
一
詩
集
二

九
六
八
年
一
月
）
　
で
あ
り
、
順
次
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
現
代
詩
文
庫
（
第
口
期
）
近

代
詩
人
語
も
発
刊
さ
れ
て
い
る
。

〔
付
記
〕本

稿
は
平
成
十
六
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
研
究
集
会
の
口
頭
発
表
に
基
づ

い
た
も
の
で
す
。
ご
指
導
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

－
よ
し
だ
・
た
か
し
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
－
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