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１
、
人
魚

　

か
つ
て
「
銀
河
鉄
道
の
夜（

１
）

」
の
中
に
「
人
魚
」
と
い
う
言
葉
を
見
た
記
憶
が
あ
り
、

数
種
の
『
宮
沢
賢
治
語
彙
辞
典
』
に
当
た
っ
た
が
、
立
項
さ
れ
て
な
い（
２
）。
そ
れ
は
次
の

文
中
に
あ
る
。

　

空
気
は
澄
み
き
つ
て
、
ま
る
で
水
の
や
う
に
通
り
や
店
の
中
を
流
れ
て
ゐ
ま
し
た

し
、
Ａ
街
灯
は
み
な
ま
つ
青
な
も
み
や
楢
の
枝
で
包
ま
れ
、
電
気
会
社
の
前
の
六
本

の
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
木
な
ど
は
、
中
に
沢
山
の
豆
電
球
が
つ
い
て
、
ほ
ん
た
う
に
そ
こ

ら
は
人
魚
の
都
の
や
う
に
見
え
る
の
で
し
た
。（
傍
線
と
記
号
は
引
用
者
。
以
下
同

じ
。）（「
四
、
ケ
ン
タ
ウ
ル
祭
の
夜
」）

　
「
空
気
」
の
「
流
れ
」
を
「
水
の
や
う
に
」
と
い
う
比
喩
に
は
特
に
違
和
感
が
な
い

け
れ
ど
、「
も
み
や
楢
の
枝
で
包
ま
れ
」
た
「
街
灯
」
や
、「
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
木
」
に
装

着
し
た
「
沢
山
の
豆
電
球
」
の
輝
き
が
、「
人
魚
の
都
の
や
う
に
見
え
る
」
も
の
か
ど

う
か
。
あ
る
い
は
樅
や
楢
の
枝
、
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
木
々
を
、
丈
の
高
い
海
藻
や
珊
瑚
礁

に
見
立
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
賢
治
が
こ
こ
に
「
人
魚
」
を
導
入
し
た
わ

け
は
ま
た
別
に
あ
る
。
た
と
え
ば
「
や
ま
な
し
」
の
よ
う
に
、
賢
治
の
作
品
は
時
に
こ

の
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー
の
要
素
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
説
明
す
る
。

　
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
い
う
標
題
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
を
貫
く

モ
チ
ー
フ
は
天
の
川
（
銀
河
）
の
水
で
あ
る
。
冒
頭
で
、「
川
だ
と
云
は
れ
た
り
、
乳

の
流
れ
た
あ
と
だ
と
云
は
れ
た
り
し
て
ゐ
た
、
こ
の
ぼ
ん
や
り
と
白
い
も
の
」
が
何
か
、

と
「
先
生
」
に
問
わ
れ
て
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
は
知
っ
て
い
る
の
に
答
え

を
た
め
ら
う
。
や
む
な
く
「
先
生
」
は
そ
れ
が
「
星
座
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
、「
天

の
川
」
の
こ
と
を
話
し
出
す
。

　

も
し
も
天
の
川
が
ほ
ん
た
う
に
川
だ
と
考
へ
る
な
ら
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
小
さ
な

星
は
み
ん
な
そ
の
川
の
そ
こ
の
砂
や
砂
利
の
粒
に
も
あ
た
る
わ
け
で
す
。（
中
略
）

要
旨

　
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
灯
が
溢
れ
た
「
街
」
を
「
人
魚
の
都
」
と
す
る
比
喩
は
、
ウ
ェ
バ
ー
の
「
人
魚
の
歌
」
の
影
を
想
定
さ
せ
る
が
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
や
小
川
未
明
の

人
魚
も
否
定
し
が
た
い
。
ま
た
「
電
信
柱
と
妙
な
男
」
と
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」、「
赤
い
魚
と
子
供
」
と
「
や
ま
な
し
」
に
は
、
未
明
と
賢
治
の
着
想
の
近
似
性

が
認
め
ら
れ
る
。「
や
ま
な
し
」
は
ク
ラ
ム
ボ
ン
の
正
体
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
紛
々
だ
が
、
重
要
な
の
は
水
の
泡
が
象
徴
す
る
生
と
死
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
蟹
の
兄

弟
の
童
眼
を
通
し
て
、
生
と
死
の
不
条
理
と
恐
怖
、
こ
れ
に
対
す
る
癒
し
を
描
い
て
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
至
る
要
素
を
提
示
し
て
い
る
。

人
魚
と
や
ま
な
し—

宮
沢
賢
治
と
小
川
未
明

石

井

和

夫
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そ
ん
な
ら
何
が
そ
の
川
の
水
に
あ
た
る
か
と
い
ひ
ま
す
と
、
そ
れ
は
真
空
と
い
ふ
光

を
あ
る
速
さ
で
伝
へ
る
も
の
で
、
太
陽
や
地
球
も
や
つ
ぱ
り
そ
の
な
か
に
浮
か
ん
で

ゐ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
私
ど
も
も
天
の
川
の
水
の
な
か
に
棲
ん
で
ゐ
る
わ
け
で
す
。

（「
一
、
午
後
の
授
業
」）

　

人
間
が
天
の
川
の
水
の
中
に
棲
み
、
あ
る
い
は
空
気
を
「
水
の
や
う
に
」
と
い
う
、

こ
の
二
つ
の
見
立
て
に
は
、
お
そ
ら
く
天
上
と
地
上
の
往
還
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
だ
け
で
は
説
明
し
が
た
い
の
で
、
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
の
死
に
即
し
て
あ
ら
た
め
て
後

述
す
る
。
一
方
、
問
題
の
「
人
魚
の
都
」
を
含
む
一
文
の
五
段
落
前
に
次
の
街
の
風
景

が
あ
る
。

　

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
、
せ
は
し
く
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
考
へ
な
が
ら
、
Ｂ
さ
ま
ざ
ま
の

灯
や
木
の
枝
で
、
す
つ
か
り
き
れ
い
に
飾
ら
れ
た
街
を
通
つ
て
行
き
ま
し
た
。
時
計

屋
の
店
に
は
明
る
く
ネ
オ
ン
灯
が
つ
い
て
、
一
秒
ご
と
に
石
で
こ
さ
へ
た
ふ
く
ろ
ふ

の
赤
い
眼
が
、
く
る
つ
く
る
つ
と
う
ご
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
宝
玉
が
海
の
や
う
な

色
を
し
た
厚
い
硝
子
の
磐
に
載
つ
て
、
星
の
や
う
に
ゆ
つ
く
り
循
つ
た
り
、
ま
た
向

ふ
側
か
ら
、
Ｃ
銅
の
人
馬
が
ゆ
つ
く
り
こ
つ
ち
へ
ま
は
つ
て
来
た
り
す
る
の
で
し
た
。

そ
の
ま
ん
中
に
円
い
星
座
早
見
が
青
い
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
葉
で
飾
つ
て
あ
り
ま
し
た
。

　

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
わ
れ
を
忘
れ
て
、
そ
の
星
座
の
図
に
見
入
り
ま
し
た
。（「
四
、
ケ

ン
タ
ウ
ル
祭
の
夜
」）

　

こ
の
「
灯
や
木
の
枝
」
で
「
き
れ
い
」
な
「
街
」
を
描
い
た
傍
線
部
Ｂ
は
、
先
の
傍

線
部
Ａ
の
「
も
み
や
楢
の
枝
で
包
ま
れ
」
た
「
街
灯
」
を
反
覆
し
た
修
辞
で
あ
り
、
こ

の
種
の
く
り
返
し
が
賢
治
の
文
章
の
個
性
を
形
成
し
て
い
る
。

　

傍
線
部
Ｃ
「
銅
の
人
馬
」
の
「
人
馬
」
は
人
馬
宮
、
す
な
わ
ち
十
二
星
座
、
九
番
目

の
射
手
座
を
指
す
。
そ
し
て
射
手
座
の
主
は
半
人
半
馬
だ
か
ら
、「
銅
の
人
馬
」
が
「
ケ

ン
タ
ウ
ル
祭
の
夜
」
の
題
意
に
な
る
と
と
も
に
、
こ
こ
に
半
人
半
馬
の
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス

か
ら
、
五
段
落
後
の
、
半
人
半
魚
の
人
魚
へ
の
連
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

「
ほ
ん
た
う
に
そ
こ
ら
は
人
魚
の
都
の
や
う
に
見
え
る
の
で
し
た
。」
の
次
に
「
子
ど
も

ら
は
、
み
ん
な
新
ら
し
い
折
の
つ
い
た
着
物
を
着
て
、
星
め
ぐ
り
の
口
笛
を
吹
い
た
り
」

の
一
行
を
挟
ん
で
、

　
「
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
、
露
を
ふ
ら
せ
。」
と
叫
ん
で
走
つ
た
り
、
青
い
マ
グ
ネ
シ
ヤ
の

花
火
を
燃
し
た
り
し
て
、
た
の
し
さ
う
に
遊
ん
で
ゐ
る
の
で
し
た
。（
同
前
）

　

と
い
う
行
文
に
接
続
す
る
の
で
、
こ
ち
ら
は
地
の
文
の
「
人
魚
の
都
」
か
ら
発
語
の

「
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
」
に
至
る
。
こ
う
し
て
「
銅
の
人
馬
」
か
ら
「
人
魚
の
都
」
を
経
て
「
ケ

ン
タ
ウ
ル
ス
」
へ
辿
り
着
く
。

　

賢
治
に
はC

・M

・v

・W
eber

の
原
曲
に
彼
自
身
が
歌
詞
を
付
け
た
「
火
の
島（

３
）

」

と
い
う
歌
曲
が
あ
り
、
こ
れ
は
伊
藤
七
雄
に
招
か
れ
て
訪
れ
た
伊
豆
大
島
の
三
原
山
を

題
材
に
し
た
も
の
で
、原
曲
は
歌
劇
「
オ
ベ
ロ
ン
」
中
の
ア
リ
ア
「
人
魚
の
歌
」
だ
か
ら
、

こ
こ
に
も
「
人
魚
」
が
内
在
す
る
。「
人
魚
の
歌
」
は
、
子
供
の
ピ
ア
ノ
曲
の
定
番
で
、

練
習
や
発
表
会
で
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
い
う
曲
だ
か
ら
オ
デ
ッ
セ
イ
一
行
を

襲
っ
た
セ
イ
レ
ー
ン
や
ロ
ー
レ
ラ
イ
の
魔
女
の
よ
う
な
禍
々
し
さ
は
な
く
、
ウ
ェ
バ
ー

の
後
に
世
に
出
た
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
人
魚
姫（
４
）
」
や
小
川
未
明
の
「
赤
い
蝋
燭
と
人

魚（
５
）」

と
比
べ
て
も
翳
り
が
な
い
。「
火
の
島
」
と
同
じ
題
材
に
よ
る
「
三
原
三
部（

６
）」「

第

一
部
」
の
最
後
に
、

…
…
南
の
海
の

　
　

南
の
海
の

　
　

は
げ
し
い
熱
気
と
け
む
り
の
な
か
か
ら

　
　

ひ
ら
か
ぬ
ま
ま
に
さ
え
ざ
え
芳
り

　
　

つ
ひ
に
ひ
ら
か
ず
水
に
こ
ぼ
れ
る

　
　

巨
き
な
花
の
蕾
が
あ
る
…
…

　

と
い
う
「
南
の
海
」
の
リ
フ
レ
ー
ン
が
あ
る
。「
火
の
島
」
と
「
三
原
三
部
」
の
対
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の
関
係
か
ら
、「
人
魚
」
と
「
南
の
海
」
が
相
寄
る
イ
メ
ー
ジ
が
浮
上
す
る
。
こ
の
点

に
こ
だ
わ
る
の
は
ベ
ッ
ク
リ
ン
の
人
魚
が
北
の
海
を
想
像
さ
せ
る
の
と
い
か
に
も
対
照

的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
と
の
近
似
性
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
。

こ
の
問
題
は
も
う
少
し
説
明
を
要
す
る
が
、
論
の
都
合
上
こ
こ
で
は
深
入
り
せ
ず
、
後

の
「
３
」
で
、「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
と
比
較
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
と
り
あ
げ
る
。

　
　
　

２
、
天
の
川
銀
河

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
は
天
の
川
（
銀
河
）
の
水
の
描
写
が

頻
出
す
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
。

　

銀
河
の
、
か
た
ち
も
な
く
音
も
な
い
水
に
か
こ
ま
れ
て
、
ほ
ん
た
う
に
そ
の
黒
測

候
所
が
、
睡
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
し
づ
か
に
よ
こ
た
は
つ
た
の
で
す
。

　
「
あ
れ
は
、
水
の
速
さ
を
は
か
る
器
械
で
す
。
水
も
…
…
。」

　

鳥
捕
り
が
云
ひ
か
け
た
と
き
、

　
「
切
符
を
拝
見
し
ま
す
。」
二
人
の
席
の
横
に
、
赤
い
帽
子
を
か
ぶ
つ
た
せ
い
の
高

い
車
掌
が
、
い
つ
か
ま
つ
す
ぐ
に
立
つ
て
ゐ
て
云
ひ
ま
し
た
。（「
九
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ

の
切
符
」）

　

冒
頭
の
「
真
空
と
い
ふ
光
を
あ
る
速
さ
で
伝
へ
る
も
の
」
と
し
て
の
「
天
の
川
」
の

「
水
」
が
、
こ
の
鳥
捕
り
の
言
葉
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
彼
は
生
物
捕
獲
の
罪
を

負
い
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
事
の
真
意
は
知
ら
ぬ
ま
ま
本
能
的
に
そ
れ
を
感
受
し
た
証
を
、

　

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
な
ん
だ
か
わ
け
も
わ
か
ら
ず
に
、
に
は
か
に
と
な
り
の
鳥
捕
り
が

気
の
毒
で
た
ま
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。（
同
前
）

　　

と
い
う
同
情
を
通
し
て
賢
治
は
書
く
。
さ
ら
に
、「
鷺
を
つ
か
ま
へ
て
せ
い
せ
い
し

た
と
よ
ろ
こ
ん
だ
り
、
白
い
き
れ
で
そ
れ
を
く
る
く
る
包
ん
だ
り
」、「
鳥
捕
り
の
た
め

に
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
持
つ
て
ゐ
る
も
の
で
も
食
べ
る
も
の
で
も
な
ん
で
も
や
つ
て
し
ま

ひ
た
い
」、

　

も
う
こ
の
人
の
ほ
ん
た
う
の
幸
に
な
る
な
ら
、
自
分
が
あ
の
光
る
天
の
川
の
河
原

に
立
つ
て
百
年
つ
づ
け
て
立
つ
て
鳥
を
と
つ
て
や
つ
て
も
い
い
と
い
ふ
や
う
な
気
が

し
て
、
ど
う
し
て
も
も
う
黙
つ
て
ゐ
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。（
同
前
）

　

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
一
貫
す
る
。
そ
し
て
、
賢
治
は
、
そ
の
直
後
、
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク

号
の
遭
難
を
題
材
に
し
て
、
北
大
平
洋
上
で
氷
山
と
衝
突
し
た
船
の
犠
牲
者
で
あ
る
青

年
を
登
場
さ
せ
、
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
る
。

　
　

そ
れ
で
も
わ
た
し
は
ど
う
し
て
も
こ
の
人
た
ち
を
お
助
け
す
る
の
が
私
の
義
務
だ

と
思
ひ
ま
し
た
か
ら
前
に
ゐ
る
子
供
ら
を
押
し
の
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

ま
た
、
そ
ん
な
に
し
て
助
け
て
あ
げ
る
よ
り
は
こ
の
ま
ま
神
の
御
前
に
み
ん
な
で
行

く
方
が
、
ほ
ん
た
う
に
こ
の
方
た
ち
の
幸
福
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。（
同
前
）

　　

こ
の
青
年
は
、「
ぢ
き
神
さ
ま
の
と
こ
へ
行
き
ま
す
。」（
同
前
）
と
言
う
こ
と
を
た

め
ら
わ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
彼
が
一
方
で
は
、
あ
る
人
間
を
助
け
る
た
め
に
前
の

子
ど
も
た
ち
を
押
し
の
け
よ
う
と
し
、
無
理
し
て
救
う
よ
り
自
分
と
共
に
死
な
せ
た
方

が
幸
福
だ
と
考
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
聞
い
た
「
ジ
ヨ
バ
ン
ニ
も
カ
ン
パ

ネ
ル
ラ
も
い
ま
ま
で
忘
れ
て
ゐ
た
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
ぼ
ん
や
り
思
ひ
出
し
て
眼
が
熱

く
な
り
ま
し
た
。」（
同
前
）
と
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
二
人
は
こ
の
青
年
の
行
為
を
ど

う
受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
。
読
者
が
二
人
に
同
調
し
て
、
疑
い
を
抱
か
ず
に
読
み
過
ご

し
て
し
ま
え
ば
、
青
年
の
行
為
を
描
く
賢
治
の
含
み
の
あ
る
表
現
に
気
づ
か
ず
、
真
意

を
見
落
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
直
後
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
次
の
よ

う
に
意
味
深
長
な
感
慨
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　
　

そ
の
氷
山
の
流
れ
る
北
の
は
て
の
海
で
、
小
さ
な
船
に
乗
つ
て
、
風
や
凍
り
つ
く
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潮
水
や
、
烈
し
い
寒
さ
と
た
た
か
つ
て
、
た
れ
か
が
一
生
け
ん
め
い
は
た
ら
い
て
ゐ

る
。
ぼ
く
は
そ
の
ひ
と
に
ほ
ん
た
う
に
気
の
毒
で
そ
し
て
す
ま
な
い
や
う
な
気
が
す

る
。
ぼ
く
は
そ
の
ひ
と
の
さ
い
は
ひ
の
た
め
に
い
つ
た
い
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ら

う
。（
同
前
）

　

眼
の
前
の
青
年
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、彼
を
さ
し
措
い
て
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
た
れ
か
」

「
そ
の
ひ
と
」
と
そ
の
人
物
を
不
特
定
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
人
物
が
青
年
で
は

な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
、
同
情
を
示
す
「
気
の
毒
で
」
や
、「
さ
い
は
ひ
」

を
含
む
文
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
こ
の
言
葉
を
向
け
る
相
手—

鳥
捕
り
、
海
難
事
故
に
遭

遇
し
た
青
年
、
彼
の
周
囲
に
い
た
「
た
れ
か
」
で
あ
る
「
そ
の
ひ
と
」—

が
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
。
鳥
捕
り
は
他
の
生
物
を
捕
獲
し
、
青
年
は
一
つ
の
生
命
を
救
う
た
め
に
、

他
の
一
つ
の
生
命
を
顧
み
ず
、「
た
れ
か
」「
そ
の
ひ
と
」
は
こ
の
種
の
行
為
の
表
現
を

加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
立
脚
点
が
違
う
の
に
、
前
二

者
を
直
接
責
め
る
書
き
方
を
選
ば
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
彼
ら
に
同
情
し
、

鳥
捕
り
に
対
し
て
は
、「
と
つ
て
る
」「
悪
い
こ
と
」（「
や
ま
な
し
」）
の
、
そ
の
行
為

を
代
行
す
る
こ
と
さ
え
や
ぶ
さ
か
で
な
く
、
三
者
を
「
気
の
毒
」
と
「
さ
い
は
ひ
」
を

焦
点
と
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
並
列
す
る
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
表
現
方
法
を
選
ぶ
か
と

い
え
ば
、そ
れ
は
、賢
治
が
自
ら
を
「
ひ
と
り
の
修
羅
」（『
心
象
ス
ケ
ッ
チ 
春
と
修
羅
』

第
一
集（
７
））

と
呼
び
、
例
の
「
三
原
三
部
」
の
ノ
ー
ト
の
最
後
に
、
中
里
介
山
「
大
菩
薩

峠
」
の
主
人
公
、
机
龍
之
介
を
、「
音
無
し
の
黒
業
ひ
ろ
ご
る
そ
ら
の
ひ
ま
」「
修
羅
の

さ
か
ひ
を
行
き
惑
ひ
」、「
修
羅
の
旅
」
す
る
、
と
評
し
た（
８
）の
と
同
様
に
、
鳥
捕
り
と
青

年
も
「
ひ
と
り
の
修
羅
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
や
や
飛
躍
し
た
整
理
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
賢
治
は
法
華
経
を
信
奉
し
、
家
宗
（
浄
土
真
宗
）
と
争
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
あ
た
り
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
親
鸞
の
「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
遂
ぐ
、
況
ん
や
悪

人
を
や
」を
想
定
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。お
そ
ら
く
無
意
識
の
深
層
に
そ
れ
が
あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
全
篇
に
断
続
す
る
天
の
川
の
描
写
は
、
特
に
最
終
章
に
頻
繁
に
く
り
返

さ
れ
、
例
の
海
難
事
故
に
遭
遇
し
た
青
年
を
描
く
場
面
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。　

　
「（
略
）
あ
の
立
派
な
、
川
ね
、
あ
す
こ
で
は
あ
の
夏
中
、
ツ
ヰ
ン
ク
ル
、
ツ
ヰ
ン

ク
ル
、
リ
ト
ル
、
ス
タ
ー
を
う
た
つ
て
や
す
む
と
き
、
い
つ
も
窓
か
ら
ぼ
ん
や
り
白

く
見
え
て
ゐ
た
で
せ
う
。
あ
す
こ
で
す
よ
。
ね
、
き
れ
い
で
せ
う
、
あ
ん
な
に
光
つ

て
ゐ
ま
す
。」（
同
前
）

　

こ
れ
は
苹り
ん
ご果

と
野
茨
の
匂
い
が
漂
う
中
、
青
年
が
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に

語
る
会
話
の
一
部
で
、
こ
の
「
川
」
が
天
の
川
で
あ
り
、
こ
の
後
、
氷
山
と
衝
突
し
た

船
で
死
ん
だ
顚
末
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
こ
の
海
難
事
故
を
、
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
の
死

の
伏
線
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
結
末
で
ザ
ネ
リ
を
助
け
た
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
の
死

を
、

　

ジ
ヨ
バ
ン
ニ
は
橋
の
袂
か
ら
飛
ぶ
や
う
に
下
の
広
い
河
原
へ
お
り
ま
し
た
。

　

そ
の
河
原
の
水
際
に
沿
つ
て
た
く
さ
ん
の
あ
か
り
が
せ
は
し
く
の
ぼ
つ
た
り
下
つ

た
り
し
て
ゐ
ま
し
た
。
向
う
岸
の
暗
い
ど
て
に
も
火
が
七
つ
八
つ
う
ご
い
て
ゐ
ま
し

た
。
そ
の
ま
ん
中
を
も
う
烏
瓜
の
あ
か
り
も
な
い
川
が
、
わ
づ
か
に
音
を
た
て
て
灰

い
ろ
に
し
づ
か
に
流
れ
て
ゐ
た
の
で
し
た
。

　

河
原
の
い
ち
ば
ん
下
流
の
方
へ
洲
の
や
う
に
な
つ
て
出
た
と
こ
ろ
に
人
の
集
ま
り

が
く
つ
き
り
ま
つ
黒
に
立
つ
て
ゐ
ま
し
た
。

（
中
略
）

　

魚
を
と
る
と
き
の
ア
セ
チ
レ
ン
ラ
ン
プ
が
た
く
さ
ん
せ
は
し
く
行
つ
た
り
来
た
り

し
て
黒
い
川
の
水
は
ち
ら
ち
ら
小
さ
な
波
を
た
て
て
流
れ
て
ゐ
る
の
が
見
え
る
の
で

し
た
。

　

下
流
の
方
は
川
は
ば
い
つ
ぱ
い
銀
河
が
巨
き
く
写
つ
て
ま
る
で
水
の
な
い
そ
の
ま

ま
の
空
の
や
う
に
見
え
ま
し
た
。（
同
前
）

　

と
書
く
行
文
に
、
一
連
の
モ
チ
ー
フ
が
収
束
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
川
を
「
灰
い
ろ
」、
人
の
集
ま
り
を
「
ま
つ
黒
」
と
描
き
、

そ
れ
を
「
黒
い
川
の
水
」
で
受
け
た
、「
灰
」「
黒
」
を
基
調
と
す
る
一
連
の
語
の
く
り
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返
し
だ
ろ
う
。
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
の
死
を
表
象
す
る
か
ら
だ
。
対
照
的
に
「
銀
河
が
巨
き

く
写
つ
て
ま
る
で
水
の
な
い
そ
の
ま
ま
の
そ
ら
の
や
う
に
見
え
ま
し
た
。」
と
い
う
一

行
は
、
先
の
「
銀
河
の
、
か
た
ち
も
な
く
音
も
な
い
水
」
や
「
あ
の
見
え
な
い
天
の
川

の
水
」
と
併
せ
て
、
こ
の
反
覆
表
現
が
天
の
川
銀
河
の
常
套
的
な
修
辞
で
あ
る
こ
と
を

も
の
が
た
る
。
こ
う
し
て
「
人
魚
の
都
」
の
連
想
を
誘
っ
た
世
界
は
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
の

死
に
よ
っ
て
、「
灰
い
ろ
」
に
、「
ま
つ
黒
」
に
変
貌
す
る
が
、
そ
の
反
面
、
こ
の
銀
河

へ
通
じ
る
川
の
比
喩
は
、
現
実
の
川
が
天
上
の
川
に
通
じ
る
こ
と
の
表
象
で
あ
る
こ
と

を
も
の
が
た
る
。

　

カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
は
人
の
修
羅
を
負
っ
て
川
の
中
に
没
す
る
。「
川
は
ば
い
つ
ぱ
い
銀

河
が
巨
き
く
写
つ
て
ま
る
で
水
の
な
い
そ
の
ま
ま
の
そ
ら
の
や
う
に
見
え
」
る
、
と
い

う
修
辞
は
こ
の
行
為
の
暗
喩
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
は
ザ
ネ
リ
を
救
っ
た
だ
け
で
な
く
、

鳥
捕
り
と
青
年
の
行
為
の
意
味
を
感
受
し
な
が
ら
認
識
で
き
な
い
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
理
性

の
眼
を
開
か
せ
る
だ
ろ
う
。「
お
ま
へ
と
み
ん
な
」
と
の
た
め
に
「
わ
た
く
し
の
す
べ

て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ
」
と
結
ば
れ
る
「
永
訣
の
朝（
９
）」
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、

こ
の
二
人
が
、
ト
シ
と
賢
治
に
見
立
て
ら
れ
る
必
然
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品

で
は
兄
妹
で
な
く
、
友
人
関
係
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
、
鳥
捕
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
登

場
す
る
蠍
が
自
ら
の
命
を
棄
て
て
他
の
命
を
救
う
行
為
の
主
題
を
、
よ
り
現
実
的
で
普

遍
的
に
提
示
し
た
形
跡
が
そ
こ
に
あ
る
。

　

賢
治
は
此
岸
と
彼
岸
を
こ
こ
と
あ
そ
こ
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
く
、
こ
こ
は
あ
そ

こ
で
あ
り
、
此
岸
は
彼
岸
に
通
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
街
は
「
人
魚
の
都
」
に
な
り
、

目
前
の
川
が
「
銀
河
」
を
「
写
」
す
「
水
の
な
い
そ
の
ま
ま
の
そ
ら
」
に
な
る
。「
銀

河
鉄
道
の
夜
」
は
内
心
へ
の
旅
な
の
だ
。

　
　
　

３
、
萩
原
朔
太
郎
と
小
川
未
明

　

賢
治
が
『
月
に
吠
え
る）

（1
（

』
に
刺
激
さ
れ
、
強
く
反
応
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
特
に
挿
絵
の
効
用
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
だ
が
、
最
も
重
要
な
の
は
作
品
相
互
の

修
辞
の
関
係
で
、
た
と
え
ば
、「
あ
あ
私
の
探
偵
は
玻
璃
の
衣
装
を
き
て
／
こ
ひ
び
と

の
窓
か
ら
し
の
び
こ
む
、」「
探
偵
は
玻
璃
の
衣
装
を
き
て
／
街
の
十
字
路
を
曲
つ
た
。」

（「
殺
人
事
件
」）
の
く
だ
り
は
、「
い
つ
か
い
つ
も
の
鼠
い
ろ
の
上
着
の
上
に
ガ
ラ
ス
の

マ
ン
ト
を
着
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
光
る
ガ
ラ
ス
の
靴
を
は
い
て
ゐ
る
の
で
す
。」

「
ガ
ラ
ス
の
マ
ン
ト
が
ギ
ラ
ギ
ラ
光
り
ま
し
た
。」（「
風
の
又
三
郎
」
九
月
四
日
、
日

曜
）
に
、
ま
た
、「
詩
は
一
瞬
間
に
於
け
る
霊
智
の
産
物
で
あ
る
。
ふ
だ
ん
も
つ
て
ゐ

る
所
の
あ
る
種
の
感
情
が
、
電
流
体
の
如
き
も
の
に
触
れ
て
始
め
て
リ
ズ
ム
を
発
見
す

る
。」「
あ
る
霊
妙
な
宇
宙
の
聖
霊
と
人
間
の
叡
智
と
の
交
霊
作
用
の
や
う
に
も
考
へ
て

ゐ
た
。」（『
月
に
吠
え
る
』
序
）
は
、「
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は
／
仮
定
さ
れ
た
有
機

交
流
灯
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
／
（
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
）」「
因

果
交
流
電
灯
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
」「
こ
れ
ら
に
つ
い
て
人
や
銀
河
や
修
羅

や
海
胆
は
／
宇
宙
塵
を
た
べ　

ま
た
は
空
気
や
塩
水
を
呼
吸
し
な
が
ら
」（『
春
と
修
羅
』

第
一
集
序
）
に
、
影
を
投
じ
て
い
る
よ
う
に
う
つ
る
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
だ
ろ
う
。

　

こ
の
朔
太
郎
ほ
ど
に
賢
治
を
刺
激
し
た
詩
人
や
作
家
は
他
に
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

童
話
の
場
合
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
の
は
、
賢
治
が
局
部
的
な
モ
チ
ー
フ

に
と
ど
め
た
人
魚
を
、
本
格
的
な
題
材
に
し
た
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
に
よ
っ
て
、
童

話
の
ジ
ャ
ン
ル
に
大
き
な
足
跡
を
印
し
た
小
川
未
明
の
よ
う
な
先
駆
者
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
「
人
魚
の
都
」
の
着
想
は
第
一
に
ウ
ェ
バ
ー
の
「
人
魚
の
歌
」
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
同
時
代
性
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
人
魚
姫
」
や
小
川
未
明

の
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
が
賢
治
の
脳
裡
に
な
か
っ
た
と
も
い
い
が
た
い
。

　
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
書
き
出
し
の
、

　

人
魚
は
、
南
の
方
の
海
に
ば
か
り
住
ん
で
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
の
海
に

も
住
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

北
方
の
海
の
色
は
、
青
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
岩
の
上
に
、
女
の
人
魚
が

あ
が
つ
て
、
あ
た
り
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
休
ん
で
ゐ
ま
し
た
。（
一
）

　

と
い
う
行
文
は
、
一
、
人
魚
は
南
の
海
に
い
る
こ
と
、
二
、
そ
れ
に
対
し
て
北
の
海

に
し
た
こ
と
、
を
告
げ
て
い
る
。
ま
た
人
魚
の
母
が
娘
を
人
間
に
託
す
気
に
な
っ
た
理
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由
を
、

　

せ
め
て
、
自
分
の
子
供
だ
け
は
、
賑
や
か
な
、
明
る
い
、
美
し
い
町
で
育
て
て
大

き
く
し
た
い
と
い
ふ
情
か
ら
、
女
の
人
魚
は
、
子
供
を
陸お

か

の
上
に
産
み
落
そ
う
と
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。（
一
）

　

と
書
い
た
傍
線
部
は
、
奇
し
く
も
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
、「
人
魚
の
都
」
に
譬
え

ら
れ
た
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
目
前
に
開
か
れ
る
街
並
と
通
有
性
が
あ
る
。

　

以
下
、「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
南
、
北
に
ふ
れ
た
箇
所
を
摘
出
す
る
。

○
娘
は
、
疲
れ
て
、
折
々
は
月
の
い
い
夜
に
、
窓
か
ら
顔
を
出
し
て
、
遠
い
、
北
の

青
い
青
い
海
を
恋
し
が
つ
て
涙
ぐ
ん
で
眺
め
て
ゐ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。（
三
）

○
あ
る
時
、
南
の
方
の
国
か
ら
、
香
具
師
が
入
つ
て
来
ま
し
た
。
何
か
北
の
国
へ
行

つ
て
、
珍
ら
し
い
も
の
を
探
し
て
、
そ
れ
を
ば
南
の
方
の
国
へ
持
つ
て
行
つ
て
金

を
儲
け
よ
う
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。（
四
）

○
こ
の
家
を
離
れ
て
幾
百
里
も
遠
い
知
ら
な
い
熱
い
南
の
国
に
行
く
こ
と
を
怖
れ
ま

し
た
。（
中
略
）

「
妾
は
、
ど
ん
な
に
も
働
き
ま
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
知
ら
な
い
南
の
国
へ
売
ら
れ
て

行
く
こ
と
を
許
し
て
下
さ
い
ま
し
」
と
、
言
ひ
ま
し
た
。（
四
）

○
ち
や
う
ど
香
具
師
が
、
娘
を
檻
の
中
に
入
れ
て
、
船
に
乗
せ
て
南
の
方
の
国
へ
行

く
途
中
で
沖
合
に
あ
つ
た
頃
で
あ
り
ま
す
。（
五
）

　

人
魚
の
母
の
「
賑
や
か
な
、
明
る
い
、
美
し
い
町
」
へ
の
憧
憬
は
、
こ
の
南
北
の
対

比
の
構
造
の
中
で
崩
壊
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
「
火
の
島
」

「
三
原
三
部
」
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
人
魚
や
「
人
魚
の
都
」
と
、「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」

の
通
有
性
は
、
後
者
の
冒
頭
に
限
定
さ
れ
る
。
未
明
は
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
で
人
間

へ
の
信
頼
を
否
定
し
、
賢
治
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
の
死
を
通
し
て
、

他
の
生
命
を
生
か
す
た
め
に
私
を
否
定
す
る
精
神
を
体
現
さ
せ
、
そ
れ
が
ジ
ョ
バ
ン
ニ

に
感
染
す
る
予
兆
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
小
川
未
明
と
宮
沢
賢
治
を
比
較
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
未
明

の
「
電
信
柱
と
妙
な
男）

（（
（

」、「
赤
い
魚
と
子
供）

（1
（

」
に
は
、
賢
治
の
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば

し
ら）

（1
（

」、「
や
ま
な
し）

（1
（

」
に
通
有
す
る
発
想
が
認
め
ら
れ
る
。

　

小
川
未
明
が
本
格
的
に
童
話
作
家
に
転
身
す
る
の
は
『
未
明
選
集）

（1
（

』
完
結
後
の
大
正

末
期
だ
が
、
新
浪
漫
主
義
と
称
さ
れ
た
『
愁
人）

（1
（

』、『
緑
髪）

（1
（

』、『
惑
星）

（1
（

』
の
頃
、
す
で
に

『
赤
い
船　

お
と
ぎ
ば
な
し
集
』
を
刊
行
し
て
い
て
、「
電
信
柱
と
妙
な
男
」
は
こ
の
中

に
収
め
ら
れ
た
。
引
き
こ
も
り
青
年
が
深
夜
、
街
を
散
策
し
て
、
歩
く
電
信
柱
と
遭
遇

す
る
。
電
信
柱
と
同
道
し
た
街
歩
き
の
後
、
男
は
泥
棒
と
間
違
え
ら
れ
て
警
察
へ
連
行

さ
れ
、間
も
な
く
嫌
疑
は
晴
れ
た
も
の
の
、そ
れ
か
ら
は
夜
も
外
出
せ
ず
、部
屋
に
籠
る
。

　

こ
の
作
品
の
冒
頭
に
は
男
の
性
情
を
端
的
に
示
し
た
次
の
一
文
が
あ
る
。

　

或
る
町
に
一
人
の
妙
な
男
が
住
ん
で
ゐ
た
。
昼
間
は
ち
つ
と
も
外
に
出
な
い
。
友

人
が
誘
ひ
に
来
て
も
決
し
て
外
へ
出
な
か
つ
た
。
病
気
だ
と
か
、
用
事
が
あ
る
と
か

い
つ
て
、
出
ず
に
、
室
の
中
に
閉
ぢ
籠
つ
て
ゐ
た
。
夜
に
な
つ
て
人
が
寝
静
つ
て
か

ら
独
り
で
ぶ
ら
〳
〵
外
を
歩
く
の
が
好
き
で
あ
つ
た
。　

　

い
つ
も
夜
の
一
時
頃
か
ら
三
時
頃
の
、
誰
も
通
ら
な
い
町
の
中
を
、
独
り
で
ぶ
ら

〳
〵
と
歩
く
の
が
好
き
で
あ
つ
た
。（「
電
信
柱
と
妙
な
男
」）

　

こ
の
閉
塞
感
か
ら
は
、
正
宗
白
鳥
の
「
何
処
へ）

（1
（

」、
漱
石
の
「
そ
れ
か
ら）

11
（

」、
あ
る
い

は
石
川
啄
木
の
「
時
代
閉
塞
の
現
状）

1（
（

」、「
硝
子
窓）

11
（

」、
江
戸
川
乱
歩
の
「
二
銭
銅
貨）

11
（

」

に
通
底
す
る
、
人
生
の
行
方
に
希
望
を
見
出
せ
ず
不
安
を
抱
え
た
青
年
像
が
観
取
さ
れ

る
。
ま
た
、
谷
崎
潤
一
郎
を
先
駆
と
す
る
、
堀
辰
雄
、
伊
藤
整
、
中
野
重
治
の
〈
街
歩

き
〉
の
文
学）

11
（

の
系
譜
の
一
角
を
占
め
て
い
る
。

　

一
方
、「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
の
、「
ド
ツ
テ
テ
ド
ツ
テ
テ
、
ド
ツ
テ
テ
ド
、」

と
い
う
擬
音
の
、
重
量
感
と
軽
快
な
テ
ン
ポ
の
一
致
し
た
反
撥
音
は
、
萩
原
朔
太
郎
の

「
軍
隊　

通
行
す
る
軍
隊
の
印
象）

11
（

」
の
、「
づ
し
り
、
づ
し
り
、
ば
た
り
、
ば
た
り
、
ざ

つ
く
、ざ
つ
く
、ざ
つ
く
、ざ
つ
く
」「
づ
し
り
、づ
し
り
、ば
た
り
、ば
た
り
／
お
一
、二
、
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お
一
二
。」「
ざ
つ
く
、
／
歩
調
と
れ
へ
！
」「
づ
し
り
、
づ
し
り
、
づ
た
り
、
づ
た
り

／
ざ
つ
く
、
ざ
つ
く
、
ざ
つ
く
、
ざ
つ
く
」「
づ
し
り
、
づ
し
り
、
づ
た
り
、
づ
た
り

／
づ
し
り
、
ど
た
り
、
ば
た
り
、
ば
た
り
、
／
お
一
、二
、
お
一
、二
。」
と
い
う
、
鈍

重
で
緩
慢
な
リ
ズ
ム
と
対
照
的
だ
。
賢
治
の
軍
歌
の
表
現
に
は
朔
太
郎
の
批
評
性
が
な

い
代
り
に
、
未
明
の
「
電
信
柱
と
妙
な
男
」
の
よ
う
な
陰
性
が
な
く
、
前
進
す
る
向
日

性
が
顕
著
で
、「
あ
る
晩
、
恭
一
は
ぞ
う
り
を
は
い
て
、
す
た
す
た
鉄
道
線
路
の
横
の

平
ら
な
と
こ
ろ
を
あ
る
い
て
居
り
ま
し
た
。」
と
い
う
書
き
出
し
の
「
す
た
す
た
」
が

全
篇
を
象
徴
す
る
一
句
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
結
末
の
、

　

客
車
の
窓
が
ぱ
つ
と
明
る
く
な
つ
て
、
一
人
の
小
さ
な
子
が
手
を
あ
げ
て
「
あ
か

る
く
な
つ
た
、
わ
あ
い
。」
と
叫
ん
で
行
き
ま
し
た
。

　

で
ん
し
ん
ば
し
ら
は
し
ず
か
に
う
な
り
、
シ
グ
ナ
ル
は
が
た
り
と
あ
が
つ
て
、
月

は
ま
た
う
ろ
こ
雲
の
な
か
へ
は
ひ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
汽
車
は
、
も
う
停
車
場
へ
着
い
た
や
う
で
し
た
。

　

と
い
う
修
辞
と
呼
応
し
て
、
電
信
柱
が
夜
明
け
と
と
も
に
動
き
を
止
め
た
後
の
世
界

は
「
ぱ
つ
と
明
る
く
な
つ
て
」、
光
が
射
す
。「
電
信
柱
と
妙
な
男
」
と
の
違
い
は
時
代

背
景
の
差
ば
か
り
で
な
く
、
未
明
と
賢
治
の
作
風
の
相
違
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

電
信
柱
が
人
気
の
な
い
深
夜
歩
く
な
ど
と
い
う
奇
抜
な
ア
イ
デ
ア
が
偶
然
一
致
す
る
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
未
明
の
先
駆
性
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

　

未
明
が
「
赤
い
魚
と
子
供
」
を
発
表
し
た
「
金
の
船
」
は
仏
教
児
童
雑
誌
で
、
掲
載

さ
れ
た
代
表
作
に
中
山
晋
平
作
曲
・
野
口
雨
情
作
詞
の
「
シ
ヤ
ボ
ン
玉
」（
大
正
11
年
）

が
あ
る
。「
赤
い
魚
と
子
供
」
は
次
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
魚
た
ち
は
水
面
に
映
る

花
を
眺
め
て
は
、
水
の
上
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
憧
れ
、
子
魚
は
花
を
欲
し
が
っ
た
。

母
魚
は
、
花
を
食
べ
る
と
身
体
が
変
っ
て
危
い
か
ら
、
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
禁
じ
た
。

と
こ
ろ
が
子
供
は
花
を
食
べ
て
、
黒
い
身
体
が
赤
く
、
あ
る
い
は
白
と
赤
の
ぶ
ち
に
変

色
す
る
。
人
間
の
子
供
が
そ
の
魚
を
見
つ
け
た
。
母
は
獲
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
う
が
、

子
供
は
捕
ま
え
る
。
母
は
、
子
魚
を
奪
わ
れ
た
母
魚
が
悲
し
む
だ
ろ
う
と
同
情
す
る
。

そ
こ
で
子
供
は
川
へ
逃
が
し
、
母
魚
と
再
会
で
き
た
ろ
う
か
、
気
に
す
る
。
そ
の
後
子

魚
を
見
な
か
っ
た
。
夏
の
夕
暮
、
赤
い
魚
の
よ
う
な
雲
が
浮
か
ぶ
の
を
見
て
は
、
子
供

た
ち
は
悲
し
む
。

　
「
赤
い
魚
と
子
供
」
と
「
や
ま
な
し
」
は
水
面
を
境
界
に
し
て
、
そ
の
内
と
外
の
世

界
を
生
と
死
の
主
題
で
描
く
点
が
共
通
す
る
。
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
で
は「
や
ま
な
し
」は
、

「
赤
い
魚
と
子
供
」
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る
。
着
想
に
お
い
て
未
明
は
先
見
の
明
が
あ

る
け
れ
ど
、
賢
治
の
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
と
「
や
ま
な
し
」
の
「
ク
ラ
ム
ボ

ン
は
わ
ら
っ
た
よ
。」
以
下
の
反
覆
表
現
は
程
よ
い
リ
ズ
ム
と
テ
ン
ポ
が
文
章
に
音
楽

的
な
効
果
を
発
揮
し
て
い
て
、
こ
の
点
で
未
明
の
「
電
信
柱
と
妙
な
男
」
と
「
赤
い
魚

と
子
供
」
は
及
ば
な
い
。

　
　
　

４
、「
や
ま
な
し
」

　

天
の
川
を
描
い
た
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
賢
治
の
最
後
期
の
作
品
、
谷
川
の
底
を
描

い
た
「
や
ま
な
し
」
は
最
初
期
の
習
作
で
、
こ
の
二
つ
は
川
（
の
水
）
を
モ
チ
ー
フ
と

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
間
に
生
物
の
生
と
死
を
め
ぐ
る
主
題
が
貫
い
て
い
る
。
こ
こ
で

は
後
年
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
本
格
化
す
る
生
と
死
の
主
題
が
原
初
的
に
あ
ら
わ
れ
た

作
品
と
し
て
「
や
ま
な
し
」
を
捉
え
、
以
下
に
論
を
進
め
る
。

　
「
や
ま
な
し
」
の
蟹
の
兄
弟
は
、ク
ラ
ム
ボ
ン
の
動
き
を
「
か
ぷ
か
ぷ
」「
跳
て
」（
初

期
形
で
は
「
立
ち
あ
が
つ
て
」）「
わ
ら
つ
た
」
と
言
う
が
、
な
ぜ
「
わ
ら
つ
た
の
」
か

は
、「
知
ら
な
い
」。
ま
た
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
が
「
死
ん
だ
」「
殺
さ
れ
た
」「
死
ん
で
し
ま

つ
た
」
こ
と
を
告
げ
て
も
、「
な
ぜ
殺
さ
れ
た
」
か
は
、「
わ
か
ら
な
い
」。
こ
れ
に
つ

づ
く
魚
を
め
ぐ
る
対
話
が
初
期
形
と
最
終
形
の
間
で
大
き
く
改
稿
さ
れ
る
。

　
「
い
ゝ
ね
え
。
暖
か
だ
ね
え
。」

　
「
い
ゝ
ね
え
。」

　
「
お
魚
は
な
ぜ
あ
ゝ
行
つ
た
り
来
た
り
す
る
ん
だ
ら
う
。」

　
「
お
魚
は
早
い
ね
え
。」（
初
期
形
）
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「
お
魚
は
な
ぜ
あ
ゝ
行
つ
た
り
来
た
り
す
る
の
。」

　

弟
の
蟹
が
ま
ぶ
し
さ
う
に
眼
を
動
か
し
な
が
ら
た
づ
ね
ま
し
た
。

　
「
何
か
悪
い
こ
と
を
し
て
る
ん
だ
よ
と
つ
て
る
ん
だ
。」

　
「
と
つ
て
る
の
。」

　
「
う
ん
。」（
最
終
形
）

　

魚
が
「
行
つ
た
り
来
た
り
す
る
」
動
き
が
「
早
い
」
だ
け
の
表
現
は
、「
何
か
悪
い

こ
と
を
し
て
る
」「
と
つ
て
る
」
こ
と
へ
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
直
後
、
魚
が
か
わ
せ
み

に
襲
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
逆
類
推
し
て
、「
何
か
悪
い
こ
と
」「
と
つ
て
る
」
と
い
う
の
は
、

魚
も
別
の
生
物
を
襲
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
登

場
す
る
「
鳥
捕
り
」
は
こ
の
「
と
つ
て
る
」「
悪
い
こ
と
を
し
て
る
」
魚
の
後
裔
で
あ
る
。

さ
ら
に
魚
の
「
と
つ
て
る
」
も
の
が
ク
ラ
ム
ボ
ン
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
が
生
ま
れ

る
。
た
と
え
ば
手
塚
治
虫
は
ク
ラ
ム
ボ
ン
を
旋
回
す
る
水
す
ま
し
の
群
と
捉
え）

11
（

、
そ
れ

を
一
尾
の
獰
猛
な
顔
の
魚
が
脆
弱
な
甲
虫
の
群
を
襲
っ
て
食
う
画
と
し
て
描
い
た
。
蟹

の
兄
弟
は
魚
が
か
わ
せ
み
に
襲
撃
さ
れ
る
瞬
間
を
目
撃
し
な
が
ら
、
父
蟹
が
説
明
す
る

ま
で
理
解
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
魚
が
ク
ラ
ム
ボ
ン
を
「
と
つ
て
る
」
場
に
居
合
わ
し

て
も
、
果
し
て
わ
か
っ
た
か
ど
う
か
。
総
じ
て
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
魚
に
食
わ
れ
、
そ
の
魚

が
か
わ
せ
み
に
食
わ
れ
る
循
環
を
通
し
て
、
生
物
は
な
ぜ
生
き
、
死
ぬ
か
。
そ
の
理
由

の
わ
か
ら
な
い
宿
命
と
、
本
能
的
な
恐
怖
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
が
普
遍
的
、
根
源
的

な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
、「
山
月
記
」
の
李
徴
の
告
白—

「
分
ら
ぬ
。
全
く
何
事

も
我
々
に
は
判
ら
ぬ
。
理
由
も
分
ら
ず
に
押
付
け
ら
れ
た
も
の
を
大
人
し
く
受
取
つ
て
、

理
由
も
分
ら
ず
に
生
き
て
行
く
の
が
、
我
々
生
き
も
の
の
の
さ
だ
め

4

4

4

だ
。」（
傍
点
原
文

の
通
り
）—

に
重
ね
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
や
ま
な
し
」
の
蟹
の
兄
弟
の
対
話
で
く
り
返
さ
れ
る
、
ク
ラ
ム
ボ
ン

の
語
義
を
め
ぐ
る
諸
説
の
一
つ
に
、
水
の
泡
説
が
あ
る
が
、
稿
者
は
そ
の
立
場
を
と
ら

ず
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
は
「
五
月
」
の
冒
頭
に
限
定
さ
れ
、「
水
の
泡
」
が
全
篇
に
く
り
返

さ
れ
る
相
違
に
留
意
し
て
、「
水
の
泡
」
の
象
徴
性
を
検
証
す
る
。

　
「
五
月
」
の
、「
上
の
方
や
横
の
方
は
、
青
く
く
ら
く
鋼
の
や
う
に
見
え
ま
す
。
そ
の

な
め
ら
か
な
天
井
を
、
つ
ぶ
つ
ぶ
暗
い
泡
が
流
れ
て
行
き
ま
す
。」
と
描
か
れ
た
「
暗

い
泡
」
は
、「
蟹
の
子
供
ら
」
が
「
ぽ
つ
〳
〵
〳
〵
と
つ
ゞ
け
て
五
六
粒
」「
吐
」
い
た

泡
が
、「
ゆ
れ
な
が
ら
水
銀
の
や
う
に
光
つ
て
斜
め
に
上
の
方
へ
の
ぼ
つ
て
行
き
ま
し

た
。」
と
対
比
さ
れ
て
、前
者
が
死
（
の
予
兆
）
の
、後
者
が
生
の
表
象
と
な
る
。
そ
し
て
、

前
者
は
、
か
わ
せ
み
が
魚
を
襲
っ
た
直
後
の
、「
魚
は
こ
は
い
と
こ
ろ
へ
行
つ
た
。」「
こ

は
い
よ
、
お
父
さ
ん
。」
と
い
う
父
と
子
の
会
話
と
対
応
し
、
後
者
は
ク
ラ
ム
ボ
ン
が

笑
い
、
跳
ね
る
、
と
い
う
蟹
の
子
供
ら
の
会
話
と
対
応
す
る
。
後
者
が
な
ぜ
そ
う
な
る

か
と
い
え
ば
、
笑
う
、
跳
ね
る
は
、
わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
よ
う
な
、
こ
の
言
葉
に
即

応
し
た
身
体
動
作
の
再
現
で
は
な
く
、
こ
の
言
葉
か
ら
感
受
さ
れ
る
活
力
の
あ
る
生
の

比
喩
だ
か
ら
で
、
そ
れ
が
前
者
の
死
と
対
立
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
賢
治
は
東
北
の
遅
い
春
を
背
景
に
、
生
物
の
生
と
死
に
ふ
れ
た
蟹
の
兄
弟

に
、
恐
怖
を
体
感
さ
せ
る
が
、
そ
こ
で
突
き
放
さ
ず
、
次
の
よ
う
に
「
白
い
樺
の
花
」

を
散
ら
し
、「
光
の
網
」
で
包
み
、
不
安
を
癒
し
て
い
る
。

　
　
「
い
い
、
い
い
、
大
丈
夫
だ
。
心
配
す
る
な
、
そ
ら
、
樺
の
花
が
流
れ
て
来
た
。

ご
ら
ん
、
き
れ
い
だ
ら
う
。」

泡
と
一
緒
に
、
白
い
樺
の
花
び
ら
が
天
井
を
た
く
さ
ん
す
べ
つ
て
来
ま
し
た
。

　
「
こ
は
い
よ
、
お
父
さ
ん
。」
弟
の
蟹
も
云
ひ
ま
し
た
。

　

光
の
網
は
ゆ
ら
ゆ
ら
、
の
び
た
り
ち
ぢ
ん
だ
り
、
花
び
ら
の
影
は
し
づ
か
に
砂
を

す
べ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
「
白
い
樺
の
花
」
は
「
十
二
月
」
の
後
半
に
や
ま
な
し
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
伏

線
で
あ
る
。そ
し
て
、「
五
月
」の
冒
頭
に
あ
る
蟹
の
子
供
ら
の
泡
を
吐
く
行
為
は
、「
十
二

月
」
の
蟹
の
兄
弟
の
泡
吐
き
遊
び
に
、
反
覆
的
に
受
け
止
め
ら
れ
、
そ
の
生
（
命
）
の

比
喩
と
し
て
の
機
能
が
浮
上
す
る
。
息
を
吹
く
行
為
と
命
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、

ボ
ッ
テ
チ
ェ
リ
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
誕
生
の
瞬
間
に
、
西
風
の
神
ゼ
ピ
ュ
ロ
ス
が
頬
を
膨

ら
ま
せ
て
息
を
吐
く
構
図
を
選
ん
で
い
る
（「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
誕
生
」）。
学
生
の
頃
聴

い
た
、
中
公
新
書
『
聖
書
』
の
著
者
、
赤
司
道
雄
の
講
義
に
よ
る
と
、
ア
ガ
ぺ
（
無
償
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の
愛
）
の
語
源
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
息
」
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
語
の
間
に
は
、
神
に

息
を
吹
き
込
ま
れ
た
人
間
に
命
が
宿
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
、
と
い
う
。

　

ま
た
、
蟹
の
兄
弟
の
泡
吐
き
競
べ
は
、
自
然
を
模
倣
す
る
生
物
の
象
徴
的
な
行
為
で

あ
り
、
本
能
に
根
ざ
し
た
遊
び
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
遊
び
が
人
間
の
生
の
活

動
の
根
源
に
あ
る
こ
と
は
、
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
の
『
遊
び
と
人
間
』
に
俟
つ
ま
で
も

な
く
、「
遊
び
を
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む
／
戯
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
む
／
遊
ぶ
子
ど

も
の
声
聞
け
ば
／
わ
が
身
さ
へ
こ
そ
動ゆ
る

が
る
れ
」（『
梁
塵
秘
抄
』）
と
い
う
日
本
の
伝

統
的
歌
謡
に
先
例
が
あ
り
、
初
音
ミ
ク
の
電
子
音
楽
で
さ
え
、
こ
の
歌
詞
を
口
ず
さ
ん

で
い
る
。

　
「
方
丈
記
」
で
は
「
知
ら
ず
、
生
れ
死
ぬ
る
人
、
い
づ
方
よ
り
来
り
て
、
い
づ
方
へ

か
去
る
。」
の
主
題
を
負
う
「
う
た
か
た
」（
水
の
泡
）
が
、
命
の
譬
喩
と
し
て
機
能
す

る
。
ク
ラ
ム
ボ
ン
が
笑
い
、
殺
さ
れ
た
理
由
を
、「
知
ら
な
い
」「
わ
か
ら
な
い
」
と
く

り
返
す
と
こ
ろ
は
、「
方
丈
記
」
に
反
覆
す
る
「
知
ら
ず—

」「
ま
た
知
ら
ず—

」
の
再

現
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　

狩
野
芳
崖
の
遺
作
、「
悲
母
観
音）

11
（

」
は
、
観
音
の
手
か
ら
滴
る
浄
水
の
泡
の
中
に
赤

子
を
配
し
た
。
野
口
雨
情
の
「
シ
ヤ
ボ
ン
玉
」
の
場
合
、
作
者
の
意
図
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
読
者
は
消
え
る
シ
ヤ
ボ
ン
玉
を
雨
情
が
亡
く
し
た
子
供
（
の
命
）
の
比

喩
と
見
る
。

　
「
や
ま
な
し
」
の
水
の
泡
は
死
の
「
暗
い
泡
」
か
ら
、
生
（
命
）
の
泡
へ
転
じ
、
こ

れ
を
補
完
す
る
た
め
に
、
水
面
へ
上
昇
す
る
蟹
の
泡
に
、
水
面
か
ら
落
下
す
る
や
ま
な

し
を
配
合
す
る
。
こ
の
蟹
の
兄
弟
が
遊
ん
で
吐
く
泡
と
、
巨
大
な
球
体
の
や
ま
な
し
の

対
応
を
、
手
塚
治
虫
の
漫
画
が
如
実
に
相
似
形
で
描
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
結
末
の
月

と
照
応
さ
せ
て
い
る
。
蟹
の
子
供
に
と
っ
て
、
恐
怖
の
対
象
だ
っ
た
未
知
の
闖
入
者
は
、

芳
香
を
放
つ
美
味
の
果
実
へ
変
貌
す
る
。「
永
訣
の
朝
」
で
、
妹
ト
シ
の
「（
あ
め
ゆ
じ

ゆ
と
て
き
て
け
ん
じ
や
）」（
原
註　

あ
め
ゆ
き
を
と
つ
て
き
て
く
だ
さ
い
）
と
い
う
末

期
の
願
い
に
応
え
て
、
賢
治
が
御
影
石
の
上
か
ら
掬
っ
て
持
っ
て
来
た
「
ふ
た
わ
ん
の

ゆ
き
」
が
、「
兜と

卒そ
つ

の
天て

ん

の
食じ

き

」（
引
用
者
注　

後
に
改
稿
し
て
「
天
上
の
ア
イ
ス
ク

リ
ー
ム
」）
に
「
変
つ
て
」、「
お
ま
へ
と
み
ん
な
」
と
に
「
聖た
ふ
とい
資し

り
や
う糧
」
を
「
も
た
ら
す
」

こ
と
を
、
賢
治
は
「
わ
た
く
し
の
す
べ
て
の
さ
い
は
ひ
を
か
け
て
ね
が
ふ
」。
こ
の
や

ま
な
し
の
実
は
、
い
わ
ば
こ
の
「
兜と

卒そ
つ

の
天て

ん

の
食じ

き

」「
聖た

ふ
と

い
資し

り
や
う糧

」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で

あ
り
、そ
れ
は
明
日
へ
の
希
望
を
も
た
ら
す
天
恵
に
ほ
か
な
ら
ず
、こ
れ
に
よ
っ
て
「
五

月
」
を
支
配
し
た
暗
さ
に
光
が
射
し
込
む
。
賢
治
が
「
や
ま
な
し
」
を
標
題
に
選
ん
だ

理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。

　
　
　

注

（
１
）大
正
一
三
年
頃
、
初
稿
が
執
筆
さ
れ
、
昭
和
六
年
ま
で
推
敲
を
つ
づ
け
、
第
一
次
稿
か
ら
第

四
次
稿
ま
で
あ
り
、
第
三
次
稿
か
ら
第
四
次
稿
の
改
稿
が
最
も
顕
著
。
文
圃
堂
版
『
宮
沢
賢

治
全
集
』
第
三
巻
（
昭
和
９
・
10
）
に
は
じ
め
て
収
録
さ
れ
、
筑
摩
書
房
版 

校
本
『
宮
沢

賢
治
全
集
』
第
九
巻
（
昭
和
49
・
１
）、
第
一
〇
巻
（
昭
和
49
・
３
）
に
第
一
次
か
ら
第
四

次
の
推
敲
が
収
録
さ
れ
た
。
校
本
全
集
第
九
巻
所
収
の
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
初
期
形
で
、

「
ケ
ン
タ
ウ
ル
祭
の
夜
」
の
章
か
ら
は
じ
ま
り
、「
ケ
ン
タ
ウ
ル
祭
の
晩
」
へ
の
言
及
が
あ
り
、

こ
れ
以
後
、
回
転
す
る
「
銅
の
人
馬
」、
木
々
に
包
ま
れ
た
街
灯
、
豆
電
球
が
「
人
魚
の
都

の
や
う
に
見
え
る
」
こ
と
か
ら
、
子
供
た
ち
の
「
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
、
露
を
ふ
ら
せ
。」
と
い

う
叫
び
声
へ
の
展
開
は
、
改
稿
版
と
変
わ
ら
な
い
。
い
ち
早
く
「
ケ
ン
タ
ウ
ル
祭
の
夜
」
の

章
が
着
想
さ
れ
た
こ
と
と
、
改
稿
版
に
至
る
ま
で
の
一
貫
性
に
よ
り
、
こ
の
章
の
重
要
性
が

浮
き
彫
り
に
な
る
。

（
２
）原
子
朗
『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』（
平
成
11
・
７　

東
京
書
籍
）、
天
沢
退
二
郎
・
金
子
務
・

鈴
木
貞
美
編
『
宮
澤
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ヴ
学
事
典
』（
平
成
22
・
12
弘
文
堂
）、
原
子
朗
『
定
本

宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』（
平
成
25
・
８　

筑
摩
書
房
）
を
参
照
。

（
３
）賢
治
は
昭
和
三
年
六
月
一
二
日
か
ら
一
四
日
ま
で
伊
藤
七
雄
に
招
か
れ
て
伊
豆
大
島
に
滞
在

し
た
。「
火
の
島
」
は
三
原
山
を
頂
く
伊
豆
大
島
を
指
し
、こ
れ
を
題
材
に
し
て
執
筆
さ
れ
た
。

（
４
）ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
人
魚
姫
」
の
翻
訳
は
早
く
は
高
須
梅
渓
「
人
魚
物
語
」（「
新
潮
」
明
治

37
・
９
）
が
あ
り
、
森
川
憲
之
助
「
人
魚
の
話
」（『
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
集
』
大
正
11
・
２

真
珠
書
房
）、
楠
山
正
雄
「
人
魚
の
む
す
め
」（『
ア
ン
デ
ル
セ
ン
童
話
全
集
』
１　

大
正
13
・

９　

新
潮
社
）
な
ど
に
よ
っ
て
普
及
し
始
め
る
の
が
、
奇
し
く
も
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
成

立
時
期
と
重
な
る
。

（
５
）「
東
京
朝
日
新
聞
」（
大
正
10
・
２
・
16
～
20
）
に
連
載
さ
れ
た
後
、
同
題
の
作
品
集
『
赤
い

蝋
燭
と
人
魚
』（
大
正
10
・
６　

天
佑
社
）
に
収
録
さ
れ
た
。
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（
６
）前
掲
注
（
５
）
の
伊
豆
大
島
滞
在
中
、昭
和
三
年
六
月
一
三
日
に
「
第
一
部
」、一
四
日
に
「
第

二
部
」、
一
五
日
に
「
第
三
部
」
を
執
筆
し
た
。

（
７
）大
正
一
一
年
、
一
二
年
に
制
作
さ
れ
、
大
正
一
三
年
四
月
、
自
費
出
版
で
、
東
京
の
関
根
書

店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
生
前
出
版
さ
れ
た
唯
一
の
詩
集
。

（
８
）「
三
原
三
部
ノ
ー
ト
」
の
六
三
ペ
ー
ジ
に
、「
◎
月
盲
に
／
か
ざ
す
刃
は
音
な
し
の
行
き
た
る

魂
の
／
所
も
知
ら
ず
名
も
知
ら
ず
／
な
み
な
三
十
路
の
け
さ
掛
け
と
／
一
つ
ら
加
へ
し
筆
の

跡　

◎
身
も
魂
も
／
つ
か
れ
盲
ひ
て
龍
之
介
わ
れ
と
も
知
ら
ず
／
い
の
じ
が
原
に
行
き
惑
ふ

／
風
さ
へ
死
し
た
る
修
羅
の
旅
／
す
ゝ
き
す
が
る
ゝ
雲
の
い
ろ
」、
六
四
ペ
ー
ジ
に
、「
◎
廿

日
月
か
ざ
す
刃
は
音
無
し
の
／
黒
業
ひ
ろ
ご
る
そ
ら
の
ひ
ま
／
そ
の
龍
之
介　

◎
風
も
な
き

修
羅
の
さ
か
ひ
を
行
き
惑
ひ
／
す
ゝ
き
す
が
る
ゝ
い
の
じ
原
そ
の
／
雲
の
い
ろ　

◎
月
は
沈

み
ぬ
鳥
は
ね
ぐ
ら
に
か
へ
れ
ど
も
／
ひ
と
は
か
へ
ら
ぬ
修
羅
の
旅
／
そ
の
龍
之
介
」
と
あ
る
。

こ
の
後
者
を
改
稿
し
曲
を
付
け
た
も
の
が
、「
宮
沢
賢
治
作
詞
・
作
曲
、
藤
原
嘉
藤
治
採
譜
」

の
「
大
菩
薩
峠
の
歌
」
と
し
て
伝
わ
る
。

（
９
）大
正
一
一
年
一
一
月
、
妹
ト
シ
が
結
核
で
死
去
し
た
夜
、
制
作
し
、『
心
象
ス
ケ
ッ
チ 

春
と

修
羅
』
第
一
集
に
収
録
し
た
。

（
10
）大
正
六
年
二
月
、
感
情
詩
社
よ
り
刊
行
。

（
11
）『
赤
い
船　

お
と
ぎ
ば
な
し
集
』（
明
治
43
・
12　

京
文
堂
書
店
）
所
収
。

（
12
）「
金
の
船
」（
大
正
11
・
９
）、の
ち
童
話
集
『
あ
か
い
さ
か
な
』（
大
正
13
・
９　

研
究
社
）
所
収
。

（
13
）大
正
一
〇
年
九
月
一
四
日
執
筆
、『
イ
ー
ハ
ト
ヴ
童
話 

注
文
の
多
い
料
理
店
』（
大
正
13
・

12
・
１　

東
京
光
原
社
）
所
収
。

（
14
）「
岩
手
毎
日
新
聞
」（
大
正
一
二
年
四
月
八
日
）　

（
15
）大
正
一
五
年
か
ら
昭
和
元
年
に
か
け
て
未
明
選
集
刊
行
会
に
よ
り
全
六
巻
で
刊
行
。

（
16
）明
治
四
〇
年
六
月
、
隆
文
館
よ
り
刊
行
。

（
17
）明
治
四
〇
年
一
二
月
、
隆
文
館
よ
り
刊
行
。

（
18
）明
治
四
二
年
二
月
、
春
陽
堂
よ
り
刊
行
。

（
19
）「
早
稲
田
文
学
」（
明
治
41
・
１
～
４
）

（
20
）東
京
朝
日
・
大
阪
朝
日
新
聞
（
明
治
42
・
６
・
27
～
10
・
14
）

（
21
）「
新
小
説
」（
明
治
43
・
６
）

（
22
）土
岐
哀
果
編
『
啄
木
遺
稿
』（
大
正
２
・
５　

東
雲
堂
書
店
）
所
収
。

（
23
）「
新
青
年
」（
大
正
12
・
４
）

（
24
）谷
崎
潤
一
郎
「
秘
密
」（「
中
央
公
論
」
明
治
44
・
11
）、
梶
井
基
次
郎
「
檸
檬
」（「
青
空
」

大
正
14
・
１
）
堀
辰
雄
「
眠
れ
る
人
」（「
文
学
」
昭
和
４
・
10
）、
伊
藤
整
「
幽
鬼
の
街
」（「
文

芸
」
昭
和
12
・
８
）
中
野
重
治
「
街
あ
る
き
」（「
新
潮
」
昭
和
15
・
６
～
７
）

（
25
）「
日
本
詩
人
」（
大
正
11
・
３
）、
の
ち
『
青
猫
』（
大
正
12
・
１　

新
潮
社
）
所
収
。

（
26
）手
塚
治
虫
の
漫
画
「
や
ま
な
し
」（「
コ
ミ
ッ
ク
ト
ム
」
昭
和
60
・
５
）。
そ
の
ほ
か
ク
ラ
ム

ボ
ン
の
語
義
と
し
て
次
の
諸
説
が
あ
る
。『
宮
沢
賢
治
全
集
第
四
巻　

童
話
編
後
編
』「
注
」

（
昭
和
15
・
１　

十
字
屋
書
店
）、
馬
場
正
明
・
石
井
宗
吾
編
『
宮
沢
賢
治
』（
昭
和
23
・
９　

成
城
国
文
学
会
）、『
宮
沢
賢
治
全
集
第
七
巻
』「
語
注
」（
昭
和
42　

筑
摩
書
房
）
は
ア
メ
ン

ボ
、
小
沢
俊
郎
「
語
注
」（
新
修
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
第
九
巻
』〈
昭
和
54
・
７　

筑
摩
書
房
〉）

は
蟹
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
浮
上
し
て
水
面
活
動
す
る
の
は
、
蟹
で
な
く
ア
メ
ン
ボ

や
水
す
ま
し
で
あ
る
。
ま
た
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
音
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
恩
田
逸
夫
「
宮
沢
賢

治
に
お
け
る
幻
燈
的
と
映
画
的
と
」（「
明
薬
会
誌
」
昭
和
46
・
１
）
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
、
恩

田
逸
夫
「
賢
治
童
話
の
読
み
方—

『
や
ま
な
し
』
を
中
心
に—

」（「
解
釈
」
昭
和
46
・
３
）

は
小
さ
な
川
蝦
、
あ
る
い
は
福
島
章
が
「
質
問
教
室
「『
や
ま
な
し
』
に
は
何
故
母
親
が
出

て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
で
の
討
論
の
報
告
」（「
賢
治
研
究
」
昭
和
46
・
８
）
の
中
で
、

福
島
洋
子
の
説
と
し
て
、
蟹
の
母
を
、
賛
否
両
論
と
共
に
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
魚
が

襲
う
対
象
と
し
て
違
和
感
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
続
橋
達
雄
『
賢
治
童
話
の
展
開　

生
前

発
表
の
作
品
』（
昭
和
62
・
４　

大
日
本
図
書
）
は
蟹
の
泡
、
鈴
木
敏
子
「『
や
ま
な
し
』（
宮

沢
賢
治
）
の
世
界
」（「
日
文
協
・
国
語
教
育
」
昭
和
62
・
８
）
が
水
の
泡
、
中
野
新
次
「『
や

ま
な
し
』
読
解
ノ
ー
ト
」（「
日
本
文
学
研
究
」
平
成
３
・
11
）
は
光
、そ
し
て
山
田
貴
生
「〔
や

ま
な
し
〕
の
研
究 

宮
沢
賢
治
の
北
斗
七
星
を
通
し
た
ア
イ
ヌ
の
御
霊
信
仰
及
び
ア
イ
ヌ
語

に
よ
る
イ
サ
ド
の
考
察
と
、
ア
イ
ヌ
語
か
ら
み
た
ク
ラ
ム
ボ
ン
、
か
ぷ
か
ぷ
、「
私
の
青
い

幻
燈
」
の
考
察
」（「
注
文
の
多
い
土
佐
料
理
店
」
11
号
〈
高
知
大
学
宮
沢
賢
治
研
究
会
〉
平

成
18
・
12
）
は
コ
ロ
ポ
ッ
ク
ル
を
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
は
、
魚
と
の
間
に
弱
肉
強
食
の
関
係
を

想
定
し
に
く
い
。
近
年
で
は
、
谷
川
雁
『
賢
治
初
期
童
話
考
』（
昭
和
60
・
10　

潮
出
版
社
）、

佐
野
美
津
男
「
宮
沢
賢
治
の
童
話
を
読
む
」（
昭
和
63
・
６　

辺
境
社
）、
中
村
文
昭
『
童
話

の
宮
沢
賢
治
』（
平
成
４
・
３
洋
々
社
）、
岡
屋
昭
雄
『
宮
沢
賢
治
論　

賢
治
童
話
を
ど
う
読

む
か
』（
平
成
７
・
２　

お
う
ふ
う
）
な
ど
、
ク
ラ
ム
ボ
ン
を
特
定
す
る
の
は
疑
問
だ
と
い
う

論
調
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
　
　

草
稿
に
ク
ラ
ム
ボ
ン
の
「
ボ
」
が
「
ポ
」
の
表
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

cram
pon

に
拠
る
と
も
い
わ
れ
た
。
そ
の
場
合
、cram

pon

が
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
を
指
す
こ

と
を
、「
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」
の
作
者
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
楽

器
の
音
色
と
、cram

pon

の
言
葉
の
響
き
に
魅
せ
ら
れ
た
ふ
し
が
あ
る
。
ま
た
ア
イ
ゼ
ン
の

こ
と
だ
と
い
う
の
も
、
雪
靴
に
装
備
す
る
滑
り
止
め
の
金
具
の
形
態
は
ア
メ
ン
ボ
の
脚
と
酷
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似
し
、
十
字
屋
書
店
版
『
宮
沢
賢
治
全
集
』
の
注
に
、
い
ち
早
く
ア
メ
ン
ボ
説
が
提
示
さ
れ

て
い
る
の
も
頷
け
る
。
ま
た
、
木
管
の
部
品
を
つ
な
い
で
固
定
す
る
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
金
具

の
機
能
が
、
ア
イ
ゼ
ン
の
そ
れ
と
通
じ
、
跳
ね
る
は
ア
メ
ン
ボ
の
動
作
に
最
も
近
く
、
さ
ら

に
ク
ラ
ム
ボ
ン
と
ア
メ
ン
ボ
の
撥
ね
る
音
に
は
通
有
性
が
あ
る
。
手
塚
治
虫
の
漫
画
「
や
ま

な
し
」
は
水
す
ま
し
説
に
拠
り
、水
す
ま
し
の
旋
回
運
動
か
ら
は
じ
ま
り
、水
の
泡
や
樺
の
花
、

そ
し
て
月
と
や
ま
な
し
に
至
る
ま
で
、
円
と
球
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
統
一
し
て
い
る
。
ア
メ
ン
ボ

や
水
す
ま
し
は
水
面
を
活
動
場
所
と
す
る
小
生
物
だ
か
ら
、
魚
が
襲
う
対
象
と
し
て
、
作
者

が
脳
裡
に
浮
べ
て
い
た
こ
と
は
十
分
想
像
で
き
る
。
そ
れ
な
ら
な
ぜ
ア
メ
ン
ボ
で
な
く
ク
ラ

ム
ボ
ン
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
。

　
　
　

ク
ラ
ム
ボ
ン
は
水
面
を
活
動
拠
点
と
す
る
小
生
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
在
の
ア
メ
ン
ボ
と

限
定
し
て
し
ま
え
ば
、
生
あ
る
物
の
集
合
的
譬
喩
に
な
り
に
く
い
。
そ
こ
で
架
空
の
ク
ラ
ム

ボ
ン
を
選
ん
だ
。
ク
ラ
ム
ポ
ン
か
ら
ク
ラ
ム
ボ
ン
へ
の
推
移
は
「
ポ
」
音
が
軽
く
弾
ん
で
乾

い
て
い
る
に
比
べ
る
と
、「
ボ
」
音
に
は
柔
か
い
湿
り
気
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
水
中
生
物
の

表
象
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
だ
ろ
う
。

（
27
）明
治
二
一
年
一
一
月
一
日
、
制
作
。
そ
の
四
日
後
死
去
。

　

こ
の
論
文
は
「
福
岡
女
子
短
大
紀
要
」
第
79
号　

平
成
26
・
２
で
発
表
し
た
論
文
に

一
部
修
正
を
加
え
て
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。


