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は
じ
め
に

　
山
川
方
夫
の
「
夏
の
葬
列
」
は
、
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
と
し
て
『
ヒ
ッ
チ

コ
ッ
ク
マ
ガ
ジ
ン
』（
昭
37
・
８
）
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
「
親
し
い
友
人
た
ち
」

（
昭
38
・
４
）
に
収
録
さ
れ
た
。
山
川
は
こ
の
時
期
、
映
画
評
論
を
手
が
け
な

が
ら
こ
の
よ
う
な
短
編
の
創
作
に
打
ち
込
ん
で
い
た
。
中
学
、
高
校
の
教
科
書

教
材
に
も
な
っ
た
の
で
こ
の
小
説
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
技
巧
の
う
ま
さ
と
、

シ
リ
ア
ス
な
内
容
と
が
テ
ン
ポ
よ
く
展
開
さ
れ
た
好
短
編
だ
！
　
と
い
う
の
が

私
の
最
初
の
印
象
で
あ
っ
た
。
偶
然
の
よ
う
に
し
て
二
つ
の
葬
列
に
出
会
い
、

結
末
の
ド
ン
デ
ン
返
し
を
経
て
、
遂
に
は
自
分
の
逃
げ
場
所
が
な
く
痛
み
を
抱

え
て
生
き
る
し
か
な
い
と
い
う
暗
い
認
識
を
以
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
軽
妙
な

テ
ク
ニ
ッ
ク
の
中
に
、
戦
争
体
験
の
痛
み
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
し
た
作
品
の
魅
力

が
あ
る
。
が
、
今
、
改
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
様
々
な
疑
問
も
起
っ
て
く

る
。
余
り
に
も
う
ま
く
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
ま
ず
は
結
構
に
対
す
る
素

朴
な
疑
問
で
あ
る
。
教
材
と
い
う
面
で
は
、
最
後
の
シ
リ
ア
ス
な
自
己
批
判
に

主
題
を
も
っ
て
い
け
る
の
で
さ
ほ
ど
難
解
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

作
者
の
深
い
思
い
の
信
実
性
と
、
一
見
す
る
と
、
巧
緻
な
計
算
を
施
し
た
よ
う

に
は
見
え
な
い
結
構
と
の
絡
み
合
い
に
こ
だ
わ
る
と
、
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
理
解

し
や
す
い
小
説
で
は
な
い
よ
う
な
気
も
す
る
。
や
は
り
き
れ
い
に
創
ら
れ
す
ぎ

て
い
る
。
作
者
が
最
も
腐
心
し
た
こ
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　『
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
マ
ガ
ジ
ン
』
は
、
江
戸
川
乱
歩
、
城
昌
幸
、
星
新
一
の
三

人
の
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
で
始
ま
り
（
昭
35
・
１
）、
山
川
は
「
箱
の
中
の

あ
な
た
」
で
登
場
し
た
（
昭
36
・
２
）。
当
時
の
こ
と
を
、
小
林
信
彦
は
、「
読

物
雑
誌
に
は
内
容
が
高
度
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
、
事
実
読
者
の
ほ
う
も
戸
惑
い
…

…
」
と
振
り
返
り
な
が
ら
、「
ぼ
く
が
も
っ
と
も
愛
し
て
い
る
の
は
「「
夏
の
葬

列
」」
と
書
い
て
い
る
（
１
）。
同
じ
号
の
月
報
に
は
、
星
新
一
が
、
そ
れ
と
は
反
対

に
、「
山
川
さ
ん
の
作
品
は
、
そ
の
抑
制
が
き
き
、
し
っ
と
り
と
し
た
も
の
が

全
篇
に
み
な
ぎ
り
、
静
か
な
余
韻
が
読
後
に
響
く
」
と
の
感
想
を
寄
せ
て
い
る
。

（「
夏
と
秋
の
間
」）

　
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
と
い
う
枠
組
み
に
つ
い
て
、「
戦
後
の
日
本
で
コ
ン

ト
を
文
学
に
高
め
た
最
初
の
作
家
」
と
、
い
ち
早
く
山
川
を
評
し
た
の
は
、
江

藤
淳
の
「
文
藝
時
評
」（『
朝
日
新
聞
　
昭
40
・
２
』）
で
、
小
説
の
形
式
を

「
よ
り
自
由
に
か
つ
完
全
に
自
己
を
表
現
し
て
い
る
」
と
も
指
摘
す
る
。
表
現

ス
タ
イ
ル
に
注
目
す
れ
ば
、
山
崎
行
太
郎
の
「
巧
緻
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
お

山
川
方
夫
の
「
夏
の
葬
列
」
論

　

─
自
己
と
対
峙
す
る
風
景

─
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り
、
ど
ん
で
ん
返
し
の
結
末
が
待
っ
て
い
る
。
安
直
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
消
え
、

徹
底
的
な
事
実
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
集
中
が
始
ま
る
（
２
）」
と
い
う
「
ど
ん

で
ん
返
し
」、
或
い
は
川
本
三
郎
の
「
オ
チ
の
見
事
さ
で
知
ら
れ
る
傑
作
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
語
れ
な
い
悲
し
み
が
あ
る
（
３
）」

と
い
う
「
オ
チ
」
な
ど
に
端
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
江
藤
の
「
自
己
表
現
」
と
い
う
指

摘
に
ち
ら
り
と
覗
く
、
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
の
〈
内
面
性
〉
の
重
要
な
着
眼

で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
深
く
論
じ
た
の
が
金
子
昌
夫
で
あ
っ
た
。「
自
己
を

託
す
る
形
式

─
山
川
方
夫
氏
の
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
に
つ
い
て
」
（
４
）

に
は
、「
シ
ョ
ー

ト
・
シ
ョ
ー
ト
と
い
う
作
品
形
式
に
よ
っ
て
、
氏
の
端
的
な
現
実
性
と
い
う
も

の
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
」
あ
る
い
は
「
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
の
大
部
分
は
、

精
神
の
内
面
に
惹
起
し
た
風
景
を
よ
り
以
上
複
雑
、
多
元
的
に
結
晶
化
さ
せ

た
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
内
面
性
へ
の
着
目
は
勿
論
、
金
子
独
自
の
も
の

で
は
な
い
。
第
一
次
戦
後
派
と
第
三
の
新
人
達
の
世
代
に
挟
ま
れ
た
山
川
た
ち

の
世
代
が
、
坂
上
弘
な
ど
と
と
も
に
、〈
云
ひ
た
い
こ
と
で
胸
が
一
杯
に
な
り

な
が
ら
も
〉〈
な
か
な
か
う
ま
く
表
現
し
き
れ
な
い
、
言
葉
が
で
て
こ
な
い
…

…｢

石
の
世
代｣

と
言
わ
れ
る
〉（
赤
塚
行
雄
「
い
な
な
く
な
　
心
の
悍
馬
」）

や
、「
戦
後
派
は
外
的
に
で
は
な
く
論
理
的
方
法
で
、
文
学
的
現
実
を
想
像
す

る
こ
と
に
な
っ
た
」（
小
久
保
実
「
戦
後
派
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
っ
て
」）
な
ど
を

金
子
は
例
に
挙
げ
て
裏
付
け
て
い
る
。
戦
後
文
学
に
お
け
る
実
存
的
思
考
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
三
好
行
雄
は
戦
後
文
学
に
つ
い
て
、

第
一
次
戦
後
派
と
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
作
家
を
ひ
っ
く
る
め
て

広
義
で
の
戦
後
文
学
の
見
取
図
を
、「
概
し
て
実
験
小
説
的
な
性
格
が
つ
よ
く
、

主
題
に
お
け
る
実
存
的
関
心
と
形
式
に
お
け
る
方
法
追
求
の
二
点
」
と
し
て
共

通
の
特
色
を
示
す
（
５
）。
ま
た
、
大
久
保
典
夫
も
「
戦
後
派
文
学
の
輪
郭
」
の
な
か

で
、
そ
の
特
徴
と
し
て
（
１
）
文
体
の
変
革
　（
２
）
実
存
主
義
的
な
傾
向
　

（
３
）
反
政
治
主
義
を
挙
げ
て
い
る
（
６
）。
平
野
謙
も
こ
の
よ
う
な
志
向
を
山
川
方

夫
を
含
む
世
代
的
な
特
徴
と
し
て
評
価
し
た
（
７
）。

　
山
川
の
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
は
、
技
法
と
し
て
の
表
現
形
式
と
、
語
ら
れ

る
自
己
の
問
題
〈
内
容
〉
と
の
緊
密
な
関
係
性
に
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ど
ち
ら
に
比
重
が
あ
る
か
で
は
な
い
。
単
に
読
者
を
面
白
が
ら
せ
る
シ
ョ
ー

ト
・
シ
ョ
ー
ト
と
は
違
っ
て
、
自
己
存
在
の
意
味
を
深
く
抉
っ
て
い
く
技
法
と

し
て
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
子
は
ま
た
、
山
川
の
作
品
の
本
質
を

〈
事
象
の
形
象
化
〉
と
い
う
語
で
端
的
に
説
明
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
が
、
私
は
こ
の
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、「
自
己
と
風
景
と
の
緊
密
な

関
係
」
と
い
う
語
を
立
て
る
こ
と
で
新
た
な
問
題
に
取
り
組
み
た
い
。「
夏
の

葬
列
」
の
な
か
で
特
に
私
が
注
目
し
た
の
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
転
し
て
い
く

風
景
描
写
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
金
子
の
〈
事
象
〉
と
い
う
語
を
、
よ
り
具
体
的

に
〈
風
景
〉
に
特
化
し
て
、
さ
ら
に
考
察
し
て
い
く
。

　
こ
の
小
説
に
描
か
れ
た
風
景
は
、
同
じ
風
景
（
場
所
）
が
三
つ
の
時
間
軸
に

よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
見
「
…
…
で
あ
る
」
か
の
よ
う
に
リ
ア
ル
に

描
か
れ
て
い
る
が
、
風
景
に
ど
ん
な
言
葉
を
与
え
た
ら
よ
い
か
、
作
家
は
苦
闘

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
の
命
綱
と
も
言
え
る
仕
掛
け

の
ワ
ザ
は
こ
の
小
説
の
風
景
描
写
に
あ
る
。
技
法
の
う
ま
さ
よ
り
も
、
自
己
の

存
在
の
あ
り
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
意
図
を
解
き
明
か
す
に
は
、
変
転
す
る
風

景
描
写
の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
、
風
景
描
写
と
密
接
に
関
係
す
る
、
も
う
一
つ
の
点
を
こ
こ
で
加
え

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
の
筋
立
て
よ
り
も
、
ま
る
で

ス
ト
ー
リ
ー
を
作
っ
て
い
る
よ
う
に
自
在
に
変
転
す
る
風
景
の
み
な
ら
ず
、

〈
思
惟
を
表
す
言
葉
〉
の
多
さ
で
あ
る
。
ま
さ
に
〈
言
葉
群
〉
と
も
評
す
べ
き

風
景
と
思
惟
と
に
絡
む
言
葉
が
自
己
の
あ
り
よ
う
を
語
る
。「
夏
の
葬
列
」
は

ま
さ
に
〈
言
葉
〉
の
横
溢
、
言
葉
そ
の
も
の
に
よ
る
ド
ラ
マ
で
あ
る
こ
と
が
よ

り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

語
る
主
体

─
内
面
化
の
道
筋

　
ま
ず
、
小
説
の
あ
ら
す
じ
を
、
先
の
山
崎
行
太
郎
の
文
に
よ
っ
て
ま
と
め
て

み
よ
う
。

海
岸
の
小
さ
な
町
の
駅
に
下
り
て
、
彼
は
、
し
ば
ら
く
も
の
め
ず
ら
し
げ

に
あ
た
り
を
眺
め
て
い
た
。
駅
前
の
風
景
は
す
っ
か
り
変
っ
て
い
た
。

彼
は
戦
争
の
末
期
に
い
わ
ゆ
る
疎
開
児
童
と
し
て
こ
の
町
に
三
か
月
ほ
ど

住
ん
で
い
た
。
今
、
彼
は
大
学
を
出
て
就
職
し
、
一
人
前
の
出
張
帰
り
の

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
こ
の
町
に
来
て
い
る
。

彼
に
は
こ
の
町
に
一
つ
の
苦
し
い
思
い
出
が
あ
っ
た
。
空
襲
の
中
で
、
自

分
を
助
け
に
来
て
く
れ
た
ヒ
ロ
子
さ
ん
と
い
う
女
の
子
を
突
き
飛
ば
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
十
数
年
前
の
傷
を
い
や
し
、
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

こ
の
町
に
下
り
て
み
た
の
だ
っ
た
が
、
逆
に
皮
肉
に
も
空
襲
で
死
ん
だ
ヒ

ロ
子
さ
ん
の
母
の
葬
列
に
出
会
っ
て
、
そ
の
傷
を
ま
す
ま
す
深
く
刻
み
込

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
の
時
、
つ
ま
り
彼
が
突
き
飛
ば
し
た
時
、
ヒ
ロ

子
さ
ん
は
死
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

彼
は
ゆ
っ
く
り
と
駅
の
方
角
に
足
を
向
け
る
。
も
は
や
逃
げ
場
所
は
な
い

の
だ
、
と
思
い
な
が
ら
。

　
こ
の
ま
と
め
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
主
語
の
表
記
に
つ
い
て
で
あ
る
。

す
べ
て
三
人
称
の
「
彼
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
小
説
は
そ
う
な
っ
て
い

な
い
。
冒
頭
の
わ
ず
か
７
行
ほ
ど
に
あ
る
文
中
で
の
「
彼
」
は
、
微
妙
な
存
在

で
あ
る
。「
彼
」
は
主
人
公
と
い
う
よ
り
も
、
語
り
手
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の

行
動
が
外
か
ら
眺
め
ら
れ
る
よ
う
な
立
場
で
も
あ
る
。「
彼
」
は
演
じ
る
場
面

に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
「
彼
」
が
、
登
場
す
る
と
す
ぐ
に
一

人
称
の
「
自
分
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
次
に
「
お
れ
」
に
変
わ
っ
て
い
く
。
こ

の
三
人
称
か
ら
一
人
称
へ
の
す
ば
や
い
変
化
は
、
内
省
化
の
流
れ
を
示
す
も
の

だ
が
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
言
い
換
え
は
、
そ
の
立
場
を
指
示
す
る
だ
け
で
は
な

い
。
語
り
手
の
視
点
を
う
ち
に
向
け
た
「
自
分
」
へ
と
立
場
を
変
え
、
さ
ら
に

「
お
れ
」
と
い
う
、
よ
り
く
だ
け
た
喋
り
言
葉
を
使
っ
て
自
己
を
表
現
し
て
い

く
。「
彼
」
は
駅
前
を
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、「
小
学
生
の
頃
の
自
分
」
を
思
い

出
し
、
そ
の
自
分
が
す
ぐ
に
「
お
れ
は
一
度
も
…
…
」
と
受
け
継
が
れ
て
進
ん

で
い
く
。
さ
ら
に
、
小
学
生
時
代
の
回
想
の
場
面
に
な
る
と
「
ぼ
く
」
に
な
る
。

「
お
れ
」
と
「
ぼ
く
」
と
い
う
喋
り
言
葉
は
、
幼
児
か
ら
成
熟
の
時
間
を
通
過

し
、
両
者
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
く
。
三
人
称
と
一
人

称
の
対
立
を
、
こ
の
よ
う
に
細
か
く
区
分
け
し
な
が
ら
、
内
省
化
の
道
が
出
来

上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
彼
」
と
い
う
三
人
称
語
り
の
語
が
、
そ
の
よ

う
な
一
人
称
に
い
ち
は
や
く
変
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
ま
ず
、
作
者
の
「
言

葉
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
。
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ま
た
、
こ
の
男
に
は
固
有
名
詞
が
な
い
。「
彼
」
か
ら
「
自
分
」
に
な
っ
て
、

一
気
に
内
面
化
の
形
象
化
が
な
さ
れ
た
。
山
川
の
多
く
の
小
説
に
｛
私
｝
と
い

う
主
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
小
説
で
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
初
め
か
ら

一
人
称
で
語
ら
れ
る
私
小
説
と
は
違
い
、
大
き
な
主
語
の
「
彼
」
を
機
軸
と
し

て
す
ぐ
に
内
面
化
に
変
っ
て
行
く
流
れ
が
こ
こ
に
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
い

換
え
に
つ
い
て
、
川
名
大
は
「
濃
密
な
自
意
識
の
語
り
」
の
魅
力
と
評
価
し
、

「
山
月
記
」
の
李
徴
の
自
意
識
に
重
ね
た
。
こ
の
自
意
識
と
ど
ん
で
ん
返
し
の

方
法
は
、
俳
句
の
方
法
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
対
比
し
な
が
ら
論
じ
て
い

る
。
続
け
て
「
山
川
は
自
意
識
の
語
り
だ
け
で
な
く
、
構
成
や
主
人
公
を
表
す

「
私
」「
自
分
」「
お
れ
」
等
の
使
い
分
け
を
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
８
）。

男
の
〈
行
為
〉
と
〈
内
省
〉
と
の
深
い
か
か
わ
り
が
小
説
の
最
初
に
き
ち
ん
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
川
名
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
が
俳
句
と
の
違

い
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
だ
が
、
ど
ん
で
ん
返
し
を
据
え
た
散
文
の
方
法
と
す

る
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
観
念
の
言
葉
に
よ
る
思
惟
の
流
れ
を
さ
ら
に

深
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
作
者
は
ま
ず
、
冒
頭
で
語
る
主

体
を
三
人
称
か
ら
直
ぐ
に
内
面
性
へ
と
向
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
表
現
に
工
夫

を
凝
ら
し
、
明
確
に
そ
れ
ら
を
〈
差
異
化
〉
す
る
「
言
葉
」
を
呈
示
し
た
。
自

意
識
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
何
が
起
る
か
と
と
も
に
、

起
っ
た
こ
と
を
見
つ
め
る
人
間
の
位
置
を
差
異
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

　
山
川
の
他
の
短
編
で
も
、
自
己
へ
の
拘
り
と
い
う
共
通
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ
は

い
ろ
い
ろ
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
一
人
称
の
主
語
は
、
あ
る
場
合
に
は
、〈
無

名
の
「
ぼ
く
」
の
楽
し
い
道
草
〉（「
遠
い
青
空
」
昭
32
）、
あ
る
い
は
〈
無
数

の
「
ぼ
く
」
と
い
う
一
つ
の
規
格
品
を
拒
絶
し
よ
う
と
し
て
い
た
〉
と
し
て
、

関
口
二
郎
と
い
う
固
有
名
詞
を
与
え
（「
お
守
り
」
昭
35
）、
家
族
の
た
め
に
老

人
を
捨
て
る
物
語
の
「
海
岸
公
園
」（
昭
36
）
で
は
、
す
べ
て
〈
私
〉
で
一
貫

さ
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、「
夏
の
葬
列
」
の
中
の
、
こ
の
多
様
な
主
語
の

羅
列
は
、
作
者
の
特
別
な
自
己
の
内
面
性
へ
の
拘
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
、
小
説
の
流
れ
を
作
る
、
現
在
、
過
去
、
そ
し
て
再
び
現
在
と
い
う

時
間
軸
の
新
た
な
仕
組
み
に
眼
を
向
け
よ
う
。
こ
れ
も
ま
た
〈
自
己
の
差
異

化
〉
に
他
な
ら
な
い
。
山
川
が
考
え
た
差
異
化
の
た
め
の
有
効
な
語
は
ど
ん
な

も
の
で
あ
っ
た
か
。「
ぼ
く
を
彼
ら
か
ら
区
別
す
る
ど
ん
な
根
拠
が
あ
る
？
　

ち
が
う
の
は
名
前
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」
と
あ
る
の
は
「
遠
い
青
空
」
の

会
話
で
あ
っ
た
。「
夏
の
葬
列
」
は
名
前
を
持
た
な
い
一
人
称
の
さ
ま
ざ
ま
な

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
意
識
的
な
差
異
化
が
試
み
ら
れ
た
。
こ
こ
ま
で
、

私
は
〈
差
異
化
〉
と
い
う
語
を
使
っ
て
山
川
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
。

主
体
表
現
に
注
目
し
な
が
ら
、
時
間
軸
に
よ
る
差
異
化
と
相
俟
っ
て
出
さ
れ
る

多
く
の
言
葉
に
ま
ず
眼
を
向
け
た
い
。
次
に
、
主
体
が
向
き
合
う
対
象
（
風

景
）
の
変
化
に
注
目
し
な
が
ら
論
を
進
め
よ
う
。

風
景
へ
の
傾
斜

　
初
め
に
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
の
枠
組
み
で
考
え
た
よ
う
に
、「
夏
の
葬
列
」

に
は
長
編
小
説
の
よ
う
な
細
密
描
写
は
少
な
く
、
ど
ん
で
ん
返
し
や
オ
チ
の
面

白
さ
に
表
現
上
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
二
つ
の
葬
列
と
い
う
重
大
な

事
件
を
、
偶
然
の
出
来
事
の
よ
う
に
記
し
な
が
ら
、
実
は
二
つ
の
死
を
結
ぶ
必

然
の
事
件
に
仕
立
て
、
余
計
な
情
報
は
す
べ
て
カ
ッ
ト
し
て
事
態
が
ス
ピ
ー
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デ
ィ
に
進
ん
で
い
く
。
事
件
は
同
じ
舞
台
で
起
き
た
。
し
か
も
、
同
じ
舞
台
が
、

三
つ
の
時
間
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
作
者
の
入
念
な
計

算
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
で
ん
返
し
や
オ
チ
を
狙
う
前
段
階
と
し
て

の
時
間
軸
が
設
定
さ
れ
た
。
最
初
は
、
こ
の
風
景
を
眺
め
な
が
ら
彼
は
一
人
で

歩
く
、
次
に
こ
の
風
景
に
う
ず
く
ま
っ
て
叫
ん
だ
、
最
後
に
彼
は
、
こ
の
風
景

の
な
か
に
一
人
佇
む
。
同
じ
場
所
で
、
時
を
変
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
の
中
で
の

彼
の
行
動
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
面
白
い
の
は
、
彼
が
何
を
し
た
か
と
い
う

経
験
よ
り
も
、
同
じ
風
景
が
彼
に
は
ど
う
見
え
た
か
。
つ
ま
り
ど
う
自
分
と
か

か
わ
っ
た
か
が
重
要
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
主
体
と
風
景
と
の
関
わ
り
に
集
中

し
な
が
ら
性
急
に
筆
を
進
め
る
作
者
は
、
偶
然
、
同
じ
葬
列
の
風
景
を
眼
に
す

る
と
い
う
話
の
不
自
然
さ
を
考
え
る
余
地
さ
え
な
か
っ
た
。

　
こ
の
小
説
の
ど
ん
で
ん
返
し
は
、
二
つ
の
葬
列
を
数
年
後
に
見
る
偶
然
に
重

ね
て
、
自
ら
の
罪
を
一
旦
は
解
放
し
な
が
ら
、
す
ぐ
後
に
新
た
な
死
の
事
実
を

見
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
に
、
こ
の
小
説
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
る
。「
夏

の
葬
列
」
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
を
大
ま
か
に

次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。［
少
年
が
少
女
を
死
に

追
い
や
っ
た
罪
が
問
題
で
、
結
局
、
彼
は
こ
の
罪
悪
感
か
ら
決
し
て
逃
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
未
来
に
向
か
っ
て
、
彼
は
〈
痛
み
〉
を
抱
え
て
生
き
ね
ば
な

ら
な
い
。］　
戦
後
文
学
を
捉
え
る
視
座
と
見
合
う
よ
う
に
し
て
こ
の
よ
う
な
解

釈
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。「
遠
い
過
去
の
出
来
事
に
対
す
る
罪
悪
感
（
９
）」「

彼
の

心
の
な
か
に
原
罪
の
よ
う
な
傷
が
、
…
…
一
瞬
の
か
げ
り
の
よ
う
に
）
（1
（

」
な
ど
の

指
摘
に
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
戦
争
末
期
に
米
軍
の
艦
載
機
の
機
銃
掃
射

を
受
け
て
死
ん
だ
と
い
う
疎
開
児
童
の
話
と
し
て
、
一
人
の
少
年
が
犯
し
た
行

為
に
具
体
化
し
、
少
年
が
罪
悪
感
の
呪
縛
か
ら
解
放
を
求
め
た
心
境
と
、
つ
い

に
は
逆
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
心
境
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
。
言
う

ま
で
も
な
く
罪
悪
感
は
大
き
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
私
は
、
簡

単
に
罪
の
語
で
結
論
づ
け
な
い
で
、
作
家
の
拘
わ
り
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め

に
、
風
景
に
も
っ
と
細
か
く
眼
を
向
け
た
い
。

　
金
子
の
指
摘
に
あ
っ
た
〈
事
象
〉
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
具
体
的
な
〈
風

景
〉
と
は
？
　
そ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
見
出
せ
る
。

作
者
は
、
彼
の
語
り
を
通
し
て
嘱
目
の
風
景
と
し
て
自
然
描
写
を
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
頭
の
中
で
風
景
を
あ
ら
た
に
再
構
成
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
友

を
殺
し
た
自
分
の
罪
悪
感
と
い
う
も
の
に
す
っ
き
り
収
束
さ
せ
ら
れ
な
い
何
か

が
あ
る
。
自
分
の
中
で
受
け
止
め
た
〈
感
じ
〉
と
い
う
よ
う
な
曖
昧
な
レ
ベ
ル

で
は
な
く
、
眼
に
し
た
も
の
を
は
っ
き
り
し
た
形
に
し
て
対
象
化
し
よ
う
と
す

る
意
図
が
働
い
て
い
る
と
思
え
る
。
自
己
に
こ
だ
わ
る
彼
の
眼
は
、
自
分
を
取

り
巻
く
世
界
と
の
位
置
を
測
り
な
が
ら
、
自
分
の
前
の
風
景
を
見
、
眼
に
見
え

る
も
の
を
再
構
成
し
て
い
る
。〈
一
人
の
自
分
〉
と
い
う
存
在
の
意
味
は
確
か

に
重
い
。
そ
の
前
提
に
立
っ
て
、
疎
開
児
童
の
ヒ
ロ
子
さ
ん
と
い
う
友
の
一
人

が
「
彼
」
に
対
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
人
の
関
係
は
、
山
川
が
他
の
作
品
で

多
く
描
く
男
女
の
、
異
性
と
の
一
対
一
の
緊
密
な
関
係
と
は
少
し
違
っ
て
い
る
。

最
後
ま
で
、
彼
の
語
り
の
中
に
彼
女
一
人
に
向
き
合
う
彼
か
ら
の
呼
び
か
け
は

な
い
。
ヒ
ロ
子
さ
ん
は
、
人
格
を
持
つ
一
個
の
人
間
存
在
と
し
て
よ
り
も
、
死

の
風
景
の
中
の
少
女
、
つ
ま
り
一
枚
の
構
図
の
な
か
に
位
置
さ
れ
た
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
彼
は
、
真
の
他
者
の
い
な
い
世
界
に
一

人
佇
ん
で
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
。
最
後
の
場
面
に
書
か
れ
た
〈
痛
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み
〉
は
人
を
死
に
追
い
や
っ
た
罪
悪
感
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の

が
あ
る
。〈
死
に
追
い
や
っ
た
こ
と
〉
と
い
う
の
も
、
細
か
く
読
む
と
そ
れ
ほ

ど
単
純
で
は
な
い
。
こ
の
小
説
に
は
、
他
人
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
彼
が

感
じ
た
自
ら
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
か
、
罪
の
意
識
と
か
い
っ
た
モ
ラ
ル
と
は
違
う

何
か
が
あ
る
。
も
と
も
と
こ
れ
は
人
情
と
い
う
も
の
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ

小
説
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
は
違
っ
て
感
情
は
極
力
抑
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
の
星
新
一
の
評
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
人
間
よ
り
も

風
景
に
重
き
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
で
二
つ
の
問
題
を
提
起
し
た
い
。
第
一
は

風
景
に
よ
っ
て
大
事
な
〈
自
己
〉
の
形
象
化
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
。
第
二
は
、
こ
の
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
湘
南
の
小
さ
な
駅
と
周
り

の
風
景
の
描
き
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
風
景
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
自
己
で
は
な
く
、

風
景
を
意
識
し
、
風
景
と
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
る
自
己
で
あ
る
。
向
き
合
っ

て
い
る
と
は
、
我
々
が
、
歩
き
な
が
ら
普
通
に
風
景
を
見
て
い
る
日
常
的
な
体

験
と
は
全
く
違
う
体
験
を
意
味
す
る
。
そ
の
風
景
は
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に

時
間
軸
に
よ
っ
て
三
つ
の
場
面
に
書
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互

に
違
い
を
見
せ
る
よ
う
に
主
張
し
合
っ
て
い
る
。
私
は
、
と
り
わ
け
、
最
後
に

描
か
れ
た
風
景
が
、
最
初
で
は
な
く
最
後
に
置
か
れ
た
こ
と
に
引
っ
掛
か
る
。

書
か
れ
て
い
る
最
後
の
風
景
は
、
い
か
に
も
素
朴
な
牧
歌
的
な
自
然
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
の
で
、
読
者
を
緩
や
か
に
こ
の
場
所
に
誘
い
込
む
た
め
な
ら
ば
、

む
し
ろ
最
初
に
あ
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
何
故
、
実
際
は
そ
う

な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
手
掛
か
り
に
し

て
作
者
の
風
景
と
の
向
き
合
い
方
を
解
明
し
て
い
く
。

　
時
系
列
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
た
風
景
と
は
、
三
つ
の
（
芋
畑
の
風
景
）

の
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
初
め
は
、
今
立
っ
て
い
る
駅
前
か
ら
少
し
歩
い

て
見
た
芋
畑

─
葬
列
を
眼
に
す
る
今
の
場
面
。
次
は
か
つ
て
見
た
葬
列
を
回

想
す
る

─
銃
撃
を
受
け
た
過
去
の
場
面
。
最
後
は
今
、
再
び
葬
列
を
見
て
、

二
人
の
死
を
知
り
、
そ
の
芋
畑
に
佇
む
場
面
で
あ
る
。
彼
＝
自
分
が
、
そ
の
場

所
と
ど
ん
な
か
か
わ
り
を
持
っ
た
の
か
を
、
現
在
、
過
去
、
現
在
で
語
っ
て
お

り
、
初
め
と
終
わ
り
を
一
致
さ
せ
て
額
縁
の
よ
う
な
き
れ
い
な
一
つ
の
枠
組
み

の
中
に
嵌
め
込
ん
で
い
る
。
風
景
は
変
ら
ず
、
時
間
を
変
え
る
と
い
う
問
題
は
、

風
景
を
見
る
主
体
の
内
面
の
変
化
を
示
す
か
ら
重
要
な
の
で
あ
る
。
時
間
が
主

体
の
意
識
の
変
化
を
先
鋭
化
さ
せ
る
。
意
味
あ
る
時
系
列
を
核
と
し
て
、
変
化

す
る
風
景
と
関
わ
る
自
己
に
眼
を
向
け
よ
う
。

最
初
の
風
景

　
ま
ず
、
最
初
の
場
面
で
あ
る
。
駅
の
名
は
記
さ
れ
ず
、「
戦
争
末
期
の
疎
開

児
童
と
し
て
、
こ
の
町
に
三
ヶ
月
ほ
ど
住
ん
で
」
と
過
去
の
こ
と
が
書
か
れ
る
。

こ
こ
は
東
京
近
郊
の
町
で
あ
り
、
東
海
道
線
の
線
路
が
走
り
、
向
こ
う
に
海
が

あ
る
こ
と
な
ど
の
文
か
ら
、
作
家
の
山
川
ゆ
か
り
の
土
地
、
二
宮
駅
で
あ
る
こ

と
を
読
者
に
た
や
す
く
想
像
さ
せ
る
。
こ
の
小
説
は
、
夢
想
さ
れ
た
架
空
の
世

界
の
お
話
で
は
な
く
、
戦
争
時
の
リ
ア
ル
な
場
所
を
指
定
し
そ
こ
に
重
い
現
実

を
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
。
無
名
の
彼
（
お
れ
）
は
た
っ
た
一
人
で
歩
い
て

い
る
。
懐
か
し
さ
を
表
す
語
は
全
く
な
い
。
好
奇
な
目
も
な
い
、
彼
の
眼
が
そ

の
一
帯
の
風
景
を
次
々
と
写
し
と
っ
て
い
る
よ
う
な
淡
々
と
し
た
文
章
が
続
い

て
い
る
。
そ
の
眼
差
し
は
、
よ
そ
者
、
あ
る
い
は
観
光
客
の
そ
れ
で
も
な
い
こ
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と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
十
数
年
前
に
馴
染
ん
だ
景
色
に
重
ね
な
が
ら
歩
い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は
ど
こ
か
冷
た
さ
の
漂
う
落
ち
着
い

た
独
特
の
眼
で
も
あ
り
、
あ
る
不
思
議
な
雰
囲
気
も
漂
う
。
心
情
表
現
が
極
力

抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
駅
前
の
変
化
を
「
ア
ー
ケ
ー
ド

の
つ
い
た
明
る
い
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
と
か
、「
舗
装
さ
れ
た
道
路
」
と
書
き
な
が

ら
も
、
人
間
、
商
店
、
目
立
つ
建
物
な
ど
の
、
町
ら
し
い
情
景
は
何
も
記
さ
れ

な
い
。
矢
継
早
に
家
並
み
を
越
え
て
芋
畑
に
出
た
。
ま
る
で
目
当
て
の
と
こ
ろ

に
急
い
で
来
た
か
の
よ
う
に
し
て
そ
こ
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
殆
ど
ノ
イ

ズ
の
な
い
描
写
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
細
部
は
で
き
る
だ
け
削
ぎ
取
ら

れ
て
い
る
。〈
両
側
に
や
や
起
伏
の
あ
る
畑
地
〉〈
遠
く
に
、
か
す
か
に
海
の
音

…
…
。
海
は
見
え
な
い
が
音
で
分
か
る
〉
と
い
っ
た
描
写
は
、
そ
こ
が
、「
彼
」

に
と
っ
て
既
知
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。〈
な
だ
ら
か
な
小
丘
の
裾
、

ひ
ょ
ろ
長
い
一
本
の
松
〉〈
青
々
と
し
た
葉
を
打
た
せ
た
ひ
ろ
い
芋
畑
の
向
こ

う
に
〉
と
急
に
も
の
の
形
が
示
さ
れ
る
。
細
密
描
写
で
は
な
い
が
、
遠
さ
の
感

覚
を
生
か
し
た
距
離
感
の
あ
る
、
視
覚
で
も
捉
え
た
絵
画
的
な
風
景
で
あ
る
。

そ
の
芋
畑
は
〈
濃
緑
の
葉
を
重
ね
て
〉
と
か
〈
青
々
と
し
た
葉
を
波
う
た
せ

た
〉
と
、
葉
色
を
海
に
重
ね
て
お
り
、
波
の
音
だ
け
で
葉
を
海
と
繋
ぐ
比
喩
も

使
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
り
の
ま
ま
を
見
て
と
っ
た
写
生
的
な
景
色
と
は
違
い
、

既
知
の
風
景
を
こ
こ
に
重
ね
て
こ
の
風
景
に
意
味
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
文
で

あ
る
。
し
か
も
、
空
と
海
と
一
本
の
松
と
丘
の
下
に
広
が
っ
た
芋
畑
は
、
ま
る

で
緑
の
色
彩
と
形
を
も
っ
た
一
枚
の
絵
の
構
図
そ
の
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
ド
ラ
マ
を
待
ち
受
け
る
芝
居
の
書
き
割
り
の
風
景
の
よ
う
で
も
あ
る
。

舞
台
効
果
を
演
出
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
の
風
景
こ
そ
、
次
に
現
わ
れ
る

葬
列
と
の
出
会
い
の
た
め
に
下
準
備
さ
れ
て
い
た
風
景
で
あ
っ
た
。

　
久
し
振
り
に
訪
れ
た
場
所
は
、
自
然
の
豊
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
牧
歌
的
な
風

景
で
は
な
い
。
親
し
み
を
以
っ
て
眺
め
ら
れ
た
対
象
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
、
何
か
を
確
か
め
る
よ
う
な
眼
で
、
ど
こ
か
自
分
を
抑
制
し
て
い
る
よ

う
な
態
度
で
そ
の
景
色
を
眺
め
て
い
る
。
構
図
的
な
形
と
色
彩
だ
け
で
、
ご
つ

ご
つ
し
た
本
来
の
自
然
の
醜
悪
さ
や
息
吹
な
ど
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
人
為
的

に
削
ぎ
落
と
さ
れ
た
よ
う
な
無
機
的
な
雰
囲
気
が
全
体
に
漂
っ
て
い
る
。
リ
ア

ル
と
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
な
い
対
象
の
中
に
彼
は
一
人
佇
ん
で
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
風
景
と
自
己
の
〈
距
離
感
〉
で
あ
る
。「
夏

の
葬
列
」
を
距
離
感
で
説
明
し
た
の
は
川
本
三
郎
で
あ
る
。
川
本
は
、「
待
っ

て
い
る
女
」「
赤
い
手
帖
」「
夏
の
葬
列
」
の
三
作
品
に
対
し
て
、「
三
つ
と
も

語
り
手
は
対
象
に
対
し
て
距
離
を
持
っ
て
い
る
。
自
分
は
出
来
事
に
参
加
す
る

こ
と
は
な
い
。
…
…
オ
チ
が
見
事
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
結
局
は
自
分
は
見
る
人

で
し
か
な
い
…
…
山
川
方
夫
は
い
わ
ば
「
距
離
の
人
」
だ
っ
た
と
い
え
る
）
（（
（

」、

あ
る
い
は
金
子
昌
夫
が
「
何
故
、
山
川
方
夫
の
文
学
が
「
内
的
な
《
距
離
化
》

を
保
ち
得
た
文
学
だ
と
い
え
る
の
か
）
（1
（

」
に
あ
る
通
り
で
あ
る
。
山
川
の
交
友
関

係
の
中
か
ら
、
生
身
の
山
川
へ
の
証
言
と
し
て
、
谷
川
俊
太
郎
の
距
離
感
や
）
（1
（

、

曽
野
綾
子
の
都
会
人
と
見
る
山
川
観
）
（1
（

、
高
橋
昌
夫
の
眼
）
（1
（

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
も

で
き
る
。
つ
ま
り
、
最
初
の
風
景
描
写
か
ら
見
え
る
風
景
と
自
己
と
の
か
か
わ

り
と
は
、
無
機
的
な
描
か
れ
方
に
よ
る
、
彼
と
風
景
と
の
距
離
感
の
存
在
で
あ

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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第
二
の
風
景

　
次
の
風
景
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
、
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
な

る
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
昔
、
彼
が
葬
列
を
見
た
時
、
こ
の
場
所
で
艦
載
機
の

機
銃
掃
射
に
巻
き
込
ま
れ
た
回
想
の
芋
畑
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
自
ら
の
命

の
危
険
と
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
と
に
遭
遇
し
た
。
芋
畑
は
、
体
を
隠
し
命
を
守

る
地
面
で
あ
っ
た
。
特
に
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
緑
の
色
の
強
烈
さ

で
あ
る
。
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
白
を
際
立
た
せ
る
危
険
な
葉
の
緑
、
比
喩
さ
れ
た
海

の
色
の
強
さ
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
心
情
表
現
が
全
体

に
抑
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
第
二
の
場
面
で
は
〈
ぼ
く
〉
の
恐
怖

心
が
、
こ
の
場
面
で
だ
け
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
あ
ざ
や
か
な
色

彩
を
強
調
し
な
が
ら
視
界
は
狭
ま
り
、
風
景
と
自
分
と
の
距
離
が
最
も
近
づ
い

た
芋
畑
に
な
っ
て
、
第
一
の
風
景
が
示
し
た
距
離
感
と
は
大
き
く
ず
れ
て
い
く
。

　
こ
の
小
説
に
あ
ま
り
心
情
が
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
。

第
一
の
場
面
で
は
〈
嬉
し
い
〉
と
か
〈
悲
し
い
〉
と
い
っ
た
心
情
を
表
す
形
容

詞
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
理
性
を
強
調
す
る
た
め
な
の
か
。
そ
の
代

わ
り
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
感
情
は
身
体
表
現
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
小
説
の
初
め
で
、
葬
列
を
眼
に
し
た
時
に
も
、
す

で
に
身
体
表
現
が
使
わ
れ
て
い
た
。「
茫
然
と
口
を
あ
け
て
、
彼
は
、
し
ば
ら

く
呼
吸
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
」
と
あ
っ
た
。
身
体
表
現
だ
け
で
伝
わ
る
驚

き
が
、〈
呼
吸
〉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
の
場
面
の
「
彼
は
口

が
き
け
な
か
っ
た
。
全
身
が
硬
直
し
て
、
目
に
は
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
服
の
白
さ
だ

け
が
、
あ
ざ
や
か
に
映
っ
て
い
た
」
こ
と
、「
彼
は
狂
っ
た
よ
う
な
声
で
叫
ん

だ
」
こ
と
、
そ
し
て
、
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
を
確
か
め
な
い
で
、「
彼
は
彼
女
の

そ
の
後
を
聞
か
ず
に
こ
の
町
を
去
っ
た
」
な
ど
の
表
現
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
な

表
現
方
法
に
よ
っ
て
い
る
。
彼
の
行
為
（
身
体
を
動
か
す
こ
と
）
だ
け
で
、
抑

え
ら
れ
て
い
た
そ
の
恐
怖
の
心
情
が
お
の
ず
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
場
面
で

は
特
に
こ
の
よ
う
な
身
体
表
現
が
目
立
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
面
白
い
こ
と
に

は
、
心
情
を
抑
え
る
理
性
と
は
裏
腹
に
、
頭
の
中
の
ど
こ
か
が
壊
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
な
文
、
晦
渋
と
も
言
え
る
文
章
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
な
に
か
辻

褄
の
合
わ
な
い
こ
う
し
た
錯
綜
し
た
流
れ
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
文
章
の
中
に

認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
場
面
の
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
に
つ
い
て
、
彼
が
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
突
き
飛

ば
し
た
た
め
殺
さ
れ
た
と
、
こ
れ
ま
で
は
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
山
崎
の
文
に
端

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
が
、
金
子
昌
夫
の
、
そ
れ
と
は
少
し

違
っ
た
独
特
の
視
点
を
も
と
に
、
考
え
て
み
よ
う
。
金
子
は
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
）
（1
（

。マ
ン
ジ
ュ
ウ
を
呉
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
の
で
、
二
人
は
葬
列
の
あ
と

を
追
い
か
け
る
。
そ
の
時
敵
の
艦
載
機
の
襲
撃
を
受
け
、
彼
を
助
け
よ
う

と
し
た
少
女
を
、
彼
は
少
年
特
有
の
羞
恥
心
か
ら
突
き
飛
ば
し
、
そ
こ
に

銃
弾
が
飛
来
し
て
、
少
女
は
重
症
を
負
う
。
そ
の
生
死
も
確
か
め
ぬ
ま
ま

彼
は
帰
京
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　〈
突
き
飛
ば
し
〉
に
つ
い
て
は
い
い
と
し
て
、
そ
の
理
由
が
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
〈
少
年
特
有
の
羞
恥
心
〉
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の
か
。
本
文

の
「
目
立
っ
ち
ゃ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
は
少
年
の
死
の
恐
怖
の
言
葉
で
あ
る
と
読

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
死
の
恐
怖
で
あ
っ
て
羞
恥
心
で
は
な
い
と
。
で
は
、
金
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子
の
羞
恥
心
と
い
う
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
の
前
の
本
文
の
「
突
然
、

視
野
に
大
き
く
白
い
も
の
が
入
っ
て
き
て
、
や
わ
ら
か
い
重
い
も
の
が
彼
を
お

さ
え
つ
け
た
」
こ
と
、「
真
っ
青
な
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
、
深
い
呼
吸
で
い
っ
た
」

と
続
く
二
文
に
金
子
は
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
年
の
感
覚
が
敏
感
に

キ
ャ
ッ
チ
し
た
異
性
へ
の
意
識
、
突
然
垣
間
見
せ
た
少
年
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な

感
覚
を
こ
こ
に
受
取
る
こ
と
は
確
か
に
で
き
る
。
恐
怖
心
だ
け
で
は
な
い
、
そ

の
よ
う
な
瞬
間
の
感
覚
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
死
の

恐
怖
の
中
に
、
き
ら
り
と
入
り
込
ん
だ
異
性
へ
の
意
識
を
金
子
は
掘
り
出
し
て

い
る
。
銃
撃
の
場
面
に
は
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
断
片
が
テ
ク
ス
ト
の
よ

う
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
場
で
の
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
の
描
き
方
に
つ
い
て
細
か
く
辿
っ

て
み
た
い
。〈
突
き
飛
ば
し
、
そ
こ
に
銃
弾
が
飛
来
し
て
、
重
症
を
負
う
〉
と

ま
と
め
ら
れ
た
山
崎
の
文
を
再
び
手
掛
か
り
に
し
よ
う
。
文
中
に
あ
る
「
突
き

飛
ば
し
た
」
は
、
初
め
に
「
彼
は
全
身
の
力
で
突
き
飛
ば
し
た
」
と
あ
り
、
次

に
、「
彼
の
手
で
仰
向
け
に
突
き
と
ば
さ
れ
た
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
ま
る
で
ゴ
ム
マ

リ
の
よ
う
に
は
ず
ん
で
空
中
に
浮
く
の
を
見
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。
年
下
の
小
学
生
の
彼
が
、〈
大
柄
な
〉
ヒ
ロ
子
さ
ん
を
手

で
突
き
飛
ば
す
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ゴ
ム
マ
リ
の
よ
う
に

弾
む
ほ
ど
に
？
　
そ
し
て
、
空
中
に
浮
い
た
と
こ
ろ
で
銃
弾
を
受
け
た
と
あ
る

の
も
、
そ
の
ま
ま
納
得
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
実
を
す
っ
き
り
納

得
す
る
の
は
や
は
り
難
し
い
。
こ
こ
は
、
彼
の
視
覚
が
捉
え
た
映
像
と
記
憶
の

混
乱
の
ゆ
え
で
あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
難
解
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

場
面
は
錯
綜
し
て
い
る
。
全
体
を
き
ち
ん
と
俯
瞰
し
た
者
の
筆
で
は
な
い
。
彼

は
地
面
に
伏
せ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
銃
撃
に
よ
っ
て
肉
弾
が
空
に
舞
い
上
が

る
と
い
う
こ
と
な
ら
あ
り
う
る
。
爆
風
と
砂
埃
の
舞
い
上
が
っ
た
場
面
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
怖
で
眼
を
開
け
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
彼
に

は
、
白
い
断
片
だ
け
が
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
白
い
服
の
ヒ
ロ
子
さ
ん
が
舞

い
上
が
っ
た
映
像
の
よ
う
に
書
き
込
ま
れ
て
は
い
る
が
、
銃
撃
を
時
間
差
で
正

確
に
把
握
が
で
き
る
よ
う
な
情
況
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
問
題
は
、
手
で

突
き
飛
ば
し
た
と
わ
ざ
わ
ざ
書
き
込
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
断
片
の
記
憶
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
。
新
た
に
、
彼
の
錯
綜
し
た
記

憶
の
痕
跡
と
し
て
書
き
と
め
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
。
か
の
羞
恥
心
と
同
じ
く
、
一
瞬
の
光
景
が
次
々
に
書
き
留
め
ら
れ

た
。
錯
綜
す
る
ニ
セ
の
（
？
）
記
憶
の
な
か
で
、
そ
の
時
、
彼
は
自
分
が
ヒ
ロ

子
さ
ん
を
殺
し
た
と
思
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
そ
れ
を
確
か
め
る
の
が
怖
く
て
、

そ
の
ま
ま
逃
げ
帰
っ
た
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
小
説
は
書
か
れ
た
。
こ

こ
で
彼
は
〈
錯
乱
〉
と
い
う
語
は
あ
え
て
使
っ
て
い
な
い
。
直
ぐ
に
こ
れ
ま
で

の
こ
と
を
打
ち
消
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
の
あ
と
す
ぐ

続
け
て
、〈
眩
暈
〉
と
い
う
語
を
持
ち
込
ん
で
繋
い
だ
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
夏
の
暑
い
日
の
混
乱
を
こ
の
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
強
調
し
た
。
川
本

三
郎
は
こ
の
場
面
を
、「
日
ざ
し
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、「
彼
」
が
垣
間
見
た

葬
列
は
一
篇
の
白
昼
夢
で
は
な
か
っ
た
か
と
言
う
幻
想
性
す
ら
帯
び
て
く
る
」

と
述
べ
て
「
も
う
一
つ
の
現
実
を
書
い
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
葬
列
も
幻
影

で
あ
る
と
ま
で
説
明
し
て
い
る
）
（1
（

。
た
と
え
ば
「
方
丈
記
私
記
」
の
中
で
、
東
京

大
空
襲
の
と
き
の
心
境
を
「
真
空
」
と
い
う
語
で
語
っ
た
の
は
、
堀
田
善
衛
で

あ
る
。
見
る
こ
と
な
ど
出
来
な
か
っ
た
、
感
情
す
ら
無
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
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そ
の
言
葉
で
語
ら
れ
た
。「
銃
撃
の
し
た
に
突
き
と
ば
し
た
あ
の
夏
、
殺
人
を

お
か
し
た
の
で
あ
る
」
と
は
、
数
年
を
経
て
か
ら
、
彼
が
自
ら
を
自
覚
し
説
明

し
た
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
呈
示
、
そ
れ
が
本
当
に
事
実
で
あ
る
か

ど
う
か
で
は
な
い
。
混
乱
の
痕
跡
と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
先
走
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
第
二
の
場
面
の
錯
乱
は
、
第
三
の
場
面
の

理
性
的
な
言
葉
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。〈
責
任
〉
と
い
う
言
葉

が
突
然
出
さ
れ
、
頭
の
中
の
動
き
を
表
す
よ
う
な
文
章
が
そ
こ
か
ら
突
っ
走
り

始
め
る
。
自
ら
の
〈
責
任
〉
を
問
う
よ
う
に
し
て
文
章
が
新
た
な
組
み
立
て
を

始
め
る
。
小
説
は
こ
こ
か
ら
急
速
に
彼
の
脳
裏
の
動
き
へ
と
展
開
す
る
。
こ
の

頭
で
考
え
ら
れ
た
〈
言
葉
〉
が
錯
乱
の
あ
と
に
整
然
と
し
た
形
で
語
ら
れ
て
い

く
一
つ
の
変
化
で
あ
る
。
小
説
の
真
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
次

の
場
面
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
山
川
が
打
ち
出
し
、
操
る
〈
言
葉
〉
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
で
有
効
な
言
葉
と
し
て
光
が
当
た
る
。
風
景
の
変
化
に
連
動

し
て
語
る
言
葉
は
、
言
葉
自
体
も
形
を
変
え
な
が
ら
本
質
に
迫
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
こ
と
を
先
に
呈
示
し
て
お
く
。
と
も
あ
れ
第
二
の
場
面
を
ま
と
め
て
お

こ
う
。

　
緑
の
芋
畑
は
、
白
を
引
き
出
す
死
の
喩
と
も
な
る
べ
き
芋
畑
に
変
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
創
ら
れ
た
空
間
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
リ
ア
ル
な
風
景
に
彼
が

最
も
近
づ
い
た
実
際
の
場
面
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
見
開
い
た

眼
が
と
ら
え
る
こ
の
空
間
と
し
て
の
景
色
は
、
恐
怖
を
体
感
さ
せ
る
対
象
と
し

て
の
風
景
で
も
あ
っ
た
。
次
の
結
末
部
分
に
ど
の
よ
う
に
照
応
し
て
い
く
の
で

あ
ろ
う
か
。
自
然
の
中
の
多
く
の
物
が
切
り
捨
て
ら
れ
選
び
抜
か
れ
て
、
芋
畑

の
色
彩
の
対
置
を
際
立
た
せ
た
第
二
の
場
面
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
次
の
風
景

の
変
化
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

最
後
の
風
景

　
時
間
は
再
び
現
在
に
戻
る
。
今
、
彼
は
あ
の
時
と
同
じ
よ
う
な
葬
列
を
見
、

柩
の
上
の
写
真
を
見
て
、
殺
人
の
罪
が
消
え
て
解
放
さ
れ
た
歓
び
を
感
じ
た
も

の
の
、
す
ぐ
に
子
供
達
か
ら
ヒ
ロ
子
さ
ん
と
そ
の
母
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
。
ど

ん
で
ん
返
し
で
あ
る
。
彼
は
、
同
じ
風
景
の
中
に
一
人
佇
む
。
逃
げ
場
所
は
な

い
の
だ
と
思
い
、
心
の
痛
み
を
ず
っ
と
抱
え
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う

静
か
な
決
意
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
、
こ
の
風
景
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
か
。
こ
の
ど
ん
で
ん
返
し
と
は
、
彼
の
心
の
中
の
解
放
が
再
び
呪
縛
に

戻
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
心
境
を
示
す
言
葉
が
非
常
に
重
要
に
な
る
。
そ
れ
に

続
け
て
描
か
れ
た
風
景
描
写
を
ま
ず
見
て
お
こ
う
。

風
が
騒
ぎ
、
芋
の
葉
の
匂
い
が
す
る
。
よ
く
晴
れ
た
空
が
青
く
、
太
陽
は

相
変
わ
ら
ず
眩
し
か
っ
た
。
海
の
音
が
耳
に
も
ど
っ
て
く
る
。
汽
車
が
、

単
調
な
車
輪
の
響
き
を
立
て
、
線
路
を
走
っ
て
行
く
。

　
こ
の
景
色
は
、
ま
さ
に
、
ナ
イ
ー
ヴ
な
感
覚
を
以
っ
て
、
あ
た
り
の
自
然
を

体
感
し
て
い
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
自
然
の
命
を
じ
か
に
感
じ

と
り
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
風
景
と
の
親
し
い
対
話
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
親
和
力
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
の
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
翻
っ

て
考
え
れ
ば
、
自
ら
の
罪
を
最
後
に
認
識
し
た
自
分
が
、
こ
こ
で
沈
黙
し
て
し

ま
い
、
周
り
の
景
色
も
目
に
入
ら
ず
、
虚
無
的
に
な
っ
て
、
重
く
沈
潜
し
て
し

ま
う
と
い
う
よ
う
な
結
末
も
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
結
末

は
そ
の
逆
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
の
場
面
の
距
離
感
、
第
二
の
場
面
の
心
情
表
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現
の
複
雑
な
形
、
そ
し
て
、
最
後
に
こ
の
よ
う
な
み
ず
み
ず
し
い
と
も
言
え
る

牧
歌
的
な
自
然
の
転
回
に
な
っ
た
の
は
何
故
か
。
二
つ
の
死
に
直
面
し
た
後
に

こ
の
よ
う
な
風
景
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
風
景
と
は
ど
こ
か
違
う
よ
う

な
抒
情
性
は
確
か
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
流
れ
と
は
全
く
違
っ
た
、

リ
リ
カ
ル
な
詩
情
の
よ
う
な
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
新
た
な
呪
縛
を
感
受
し

た
彼
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
景
色
と
の
対
話
を
経
験
す
る
と
し
た
こ
と
を
、

ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
こ
で
必
要
な
こ
と
は
、
彼
が
二
つ
の
死
に
向

き
合
っ
た
こ
と
と
、
生
き
よ
う
と
決
意
し
た
こ
と
と
が
、
風
景
の
内
面
化
の
道

筋
を
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
素
朴
な
田
園
風
景
の
描
写
が
急
に
こ
こ
に
出

て
く
る
わ
け
は
な
い
。
そ
の
手
掛
か
り
こ
そ
、
山
川
の
駆
使
す
る
多
く
の
言
葉

の
変
化
の
中
に
あ
る
。〈
言
葉
〉
の
問
題
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
よ
う
。

二
つ
の
会
話

　
こ
こ
で
、
こ
の
小
説
で
用
い
ら
れ
た
会
話
の
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
小
説
中

で
の
リ
ア
ル
な
言
葉
、
日
常
的
な
言
葉
は
ど
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
か
。

　
第
二
の
場
面
の
機
銃
掃
射
の
場
面
で
の
彼
と
ヒ
ロ
子
さ
ん
と
の
会
話
は
そ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
子
供
同
士
の
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
写
実
的
な
も
の

で
あ
る
。
都
会
の
そ
れ
と
は
違
う
葬
列
の
ス
タ
イ
ル
を
め
ぐ
る
会
話
も
、
葬
式

マ
ン
ジ
ュ
ウ
を
貰
う
た
め
に
走
っ
て
行
く
子
供
の
競
争
心
も
自
然
で
あ
る
。
会

話
を
以
っ
て
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
彩
ら
れ
て
、
こ
の
場
面
の
景
色
は
作
り
事

と
は
思
え
な
い
リ
ア
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
一
人
称
に
〈
ぼ
く
〉
が
使
わ

れ
た
こ
と
、
ま
た
、「
い
や
だ
よ
」
も
端
的
な
証
拠
で
あ
り
、
会
話
に
よ
っ
て

恐
怖
心
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
語
ら
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
生
き
生
き
と
し
た
会
話
文

の
効
果
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
第
三
の
場
面
の
葬
列
を
見
る
子
供
達
と
の
会
話
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

彼
と
子
供
達
の
会
話
は
リ
ア
ル
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
。
こ
の
会
話
は
、
あ

る
目
的
に
向
か
っ
て
、
大
事
な
こ
と
だ
け
を
や
り
と
り
し
た
、
や
や
不
自
然
な

も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。
質
問
に
対
す
る
答
と
い
う
応
答
の
形
で
、
早
い
テ
ン
ポ

で
答
が
導
か
れ
て
い
る
。
有
頂
天
に
な
っ
て
い
た
彼
の
質
問
は
、
最
後
に
子
供

達
の
容
赦
な
い
答
に
よ
っ
て
真
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ヒ
ロ
子
さ
ん
の
死
と
、

母
親
の
死
、
と
い
う
予
想
も
し
な
か
っ
た
答
が
そ
こ
で
引
き
出
さ
れ
た
。
子
供

達
と
の
会
話
に
不
自
然
な
雰
囲
気
が
あ
る
の
は
、
子
供
同
士
の
会
話
に
普
通
に

あ
り
が
ち
な
ノ
イ
ズ
と
い
う
も
の
が
全
く
な
く
、
ま
る
で
、
子
供
達
は
既
知
の

事
柄
を
、
問
い
に
従
っ
て
す
ら
す
ら
と
応
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
々
に
畳

み
掛
け
ら
れ
る
彼
の
問
い
に
よ
ど
み
な
く
答
え
て
い
く
子
供
達
。
そ
し
て
彼
は

浅
は
か
な
有
頂
天
を
叩
き
の
め
さ
れ
る
。
あ
る
目
的
を
性
急
に
表
徴
化
し
た
こ

の
会
話
に
は
、
第
二
の
場
面
と
は
全
く
違
う
作
為
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の

場
面
の
前
後
で
作
者
が
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
は
、
自
分
の
思
い
を
的
確
に
示
す

べ
き
言
葉
で
あ
っ
た
。
日
常
的
な
会
話
の
言
葉
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
既
に

そ
の
前
か
ら
彼
の
頭
は
あ
る
思
い
に
捉
わ
れ
て
い
た
。
彼
は
懸
命
に
言
葉
を
探

し
て
い
る
。
今
の
自
分
を
肯
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
明
確
な
言
葉
を
。
欲

し
い
の
は
言
葉
で
あ
っ
た
。
日
常
感
覚
的
な
言
葉
が
押
し
の
け
ら
れ
、
観
念
を

示
す
言
葉
の
模
索
が
始
ま
っ
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
〈
眩
暈
〉
が
、
そ
の
始
ま

り
で
あ
っ
た
。
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観
念
の
言
葉
か
ら
沈
黙
へ

　「
夏
の
葬
列
」
は
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
の
技
巧
に
よ
っ
て
オ
チ
を
狙
っ
た

意
図
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
二
つ
の
葬
列
、
偶
然
の
重
な
り
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
小
説
表
現
の
な
か
で
の
会
話
な
ど
に
見
ら
れ
た
不
自
然
さ
は
、
柩

を
見
て
の
子
供
達
と
の
会
話
に
表
わ
れ
て
い
た
。
子
供
と
の
会
話
か
ら
筋
に
関

係
の
な
い
雑
音
が
す
べ
て
カ
ッ
ト
さ
れ
て
、
二
つ
の
死
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は

す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
子
供
達
は
あ
た
か
も
狂
言
回
し
の
役
者
か
、
操
り

人
形
の
よ
う
に
し
て
そ
の
場
に
登
場
し
、
話
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
進
め
ら
れ
た
。

第
二
の
場
面
の
会
話
だ
け
が
例
外
的
に
リ
ア
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

ほ
か
の
と
こ
ろ
で
心
情
を
抑
え
た
の
も
、
身
体
表
現
に
よ
る
も
の
も
、
実
は
逆

説
的
に
心
情
を
見
せ
る
手
の
込
ん
だ
方
法
で
あ
り
、
作
者
の
意
識
的
な
表
現
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。

　
そ
の
よ
う
な
山
川
の
心
情
表
現
の
抑
制
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
最

後
の
第
三
の
場
面
で
、
彼
は
内
省
の
世
界
に
入
っ
て
行
き
、
そ
こ
で
あ
ら
た
な

模
索
が
始
ま
っ
た
。
リ
ア
ル
な
現
実
を
写
す
言
葉
で
は
な
く
、
思
惟
、
思
考
を

あ
ら
わ
す
抽
象
的
な
観
念
の
語
が
、
急
遽
、
勢
い
を
以
っ
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。

思
い
は
す
べ
て
漢
字
で
、
つ
ま
り
漢
語
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
自
分
は
人

殺
し
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
た
と
き
、「
お
れ
の
責
任
と
は
い
え
な
い
」「
直
接

の
責
任
は
な
い
」「
全
く
の
無
罪
」「
幻
影
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」「
お
れ
の
妄
想
」

「
お
れ
の
悪
夢
」
そ
し
て
そ
れ
ら
を
「
奇
妙
な
歓
び
」（
形
容
詞
で
は
な
く
転
成

さ
れ
た
名
詞
を
用
い
て
観
念
化
さ
せ
る
）
の
な
か
に
含
ま
せ
た
。「
う
れ
し

か
っ
た
」
と
か
「
よ
か
っ
た
」
で
は
な
い
。
観
念
を
あ
ら
わ
す
抽
象
語
を
使
っ

て
自
分
を
武
装
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
次
々
に
呈
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
饒
舌
な

言
葉
は
、「
青
空
の
よ
う
な
幸
福
」
や
「
有
頂
天
」
と
い
う
こ
れ
も
ま
た
漢
語

を
使
っ
た
比
喩
へ
と
発
展
し
、
抑
制
さ
れ
た
心
情
表
現
と
対
等
に
亘
り
合
っ
て

い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
悦
に
入
っ
て
饒
舌
に
漢
語
を
語
っ
て
自

分
を
肯
定
し
た
主
体
は
、
直
後
に
、
二
つ
の
死
と
い
う
重
い
事
実
を
知
ら
さ
れ

る
。
し
か
も
、〈
死
〉
も
ま
た
〈
沈
黙
〉
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
漢
語
で
表
現

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
だ
け
極
端
に
集
め
ら
れ
た
、
観
念
的
な
語
の
群
れ
。
そ

の
狙
い
は
、〈
死
〉
を
沈
黙
と
表
現
し
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
喜
ん
だ
彼
が
饒
舌
に
な
っ
た
こ
と
に
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
よ
う
に
、

〈
沈
黙
〉
が
呈
示
さ
れ
、
自
分
を
喜
ば
せ
た
溢
れ
る
ば
か
り
の
言
葉
を
一
瞬
に

し
て
打
ち
砕
く
よ
う
な
重
い
言
葉
が
差
し
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
言
葉
に
よ
っ

て
自
分
を
ガ
ー
ド
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
目
論
ん
だ
彼
は
、
こ
こ
で
重
い
死
の

事
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
初
め
て
言
葉
の
浮
薄
さ
、
さ
ら
に
自

ら
の
浮
薄
さ
に
気
付
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
言
葉
に
対
立
す
る
も

の
も
ま
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
皮
肉
。
彼
は
言
葉
に
よ
っ
て
確
実
に
自
己
を
捉

え
よ
う
、
肯
定
し
よ
う
と
苦
心
し
た
挙
句
、
逆
に
沈
黙
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の

価
値
あ
る
言
葉
を
壊
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
佇
む
自
分
自
身
を
あ
ら
た

め
て
捉
え
な
お
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

純
粋
空
間
の
中
の
自
己

　
ま
さ
に
こ
こ
で
、
最
後
の
風
景
描
写
が
生
き
て
く
る
。〈
死
〉
か
ら
〈
命
〉

へ
と
飛
躍
す
る
風
景
。
こ
れ
が
単
な
る
牧
歌
的
な
田
園
風
景
で
あ
る
筈
は
な
い
。

風
景
に
触
発
さ
れ
て
変
化
す
る
自
己
の
あ
り
よ
う
が
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
に
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置
か
れ
る
。
自
分
が
、
ま
わ
り
の
風
景
に
急
に
〈
命
〉
を
感
じ
た
よ
う
な
風
景

描
写
で
あ
る
が
、
正
し
く
は
、
ヒ
ト
の
〈
死
〉
を
受
け
止
め
た
こ
と
で
、
あ
ら

た
に
風
景
に
命
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え

れ
ば
、
自
己
の
変
化
が
、
風
景
の
見
え
方
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
青
い
空
も
、

海
も
、
芋
畑
も
、
死
に
向
き
合
っ
た
後
に
対
象
化
さ
れ
た
時
、
あ
ら
た
に
命
を

感
じ
取
る
風
景
に
変
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
風
景
と
対
峙
す
る
自
己
の
変
化
と
は
、

こ
れ
ま
で
無
自
覚
に
存
在
し
て
い
た
自
己
が
、
外
界
と
深
く
関
わ
り
始
め
る
新

た
な
経
験
を
も
意
味
す
る
。
あ
る
い
は
よ
り
主
体
的
な
生
き
方
を
模
索
す
る
自

分
の
変
化
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
無
自
覚
な
存
在
か
ら
意
識
的
な
自
己
に
、

ま
さ
に
実
存
す
る
自
己
が
こ
の
よ
う
に
し
て
語
ら
れ
る
。
命
を
持
っ
た
風
景
と

対
峙
す
る
自
己
の
新
た
な
発
見
と
認
識
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　〈
実
存
〉
と
い
う
語
を
こ
こ
で
さ
ら
に
深
め
て
い
き
た
い
。
田
久
保
英
夫
は
、

山
川
が
サ
ル
ト
ル
に
関
わ
っ
た
実
存
主
義
に
触
れ
て
、
山
川
の
作
品
の
〈
海
の

香
〉
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
）
（1
（

。「
海
は
山
川
の
リ
リ
ッ
ク
な
味
を
添
え
て
い
る

が
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
彼
が
海
を
〈
実
存
的
〉
に
捉
え
よ
う
と
し
た
」
あ
る

い
は
、
奥
野
健
男
は
、「
人
間
は
究
極
的
に
は
孤
独
で
あ
り
、
み
な
死
に
向

か
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
実
存
の
発
見
か
ら
作
者
は
い
つ
も
死
を
覚
悟
し
て
生

き
て
い
る
。
死
の
中
に
生
を
見
て
い
る
。
い
や
生
の
中
に
不
断
の
死
を
見
つ
め
、

死
の
予
兆
の
中
に
生
き
て
い
る
」
と
述
べ
る
）
（1
（

。
ど
ち
ら
も
〈
死
〉
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
し
て
〈
実
存
〉
を
引
き
出
し
て
い
る
が
、
山
川
に
お
い
て
独
特
な
こ
と
は
、

特
に
〈
空
〉
や
〈
海
〉
に
向
き
合
う
体
験
を
、〈
死
〉
の
体
験
に
重
ね
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
戦
後
文
学
の
〈
実
存
〉
的
な
あ
り
よ
う
の
一
つ
の
説
明
に
な
る
。

　
山
川
の
作
品
で
注
目
さ
れ
た
〈
海
〉
か
ら
具
体
的
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

エ
ッ
セ
イ
の
「
海
を
見
る
」（『
灯
』
昭
42
・
10
）
に
も
、
湘
南
の
海
へ
の
親
近

感
が
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ヴ
ァ
リ
ュ
ウ
か
ら
だ
け
か
ら
で
は
な
い
。
…
…
海

を
ご
く
身
近
に
感
じ
て
い
る
」
こ
と
、
と
に
か
く
「
一
人
き
り
の
自
分
」
を
回

復
す
る
た
め
の
、「
生
理
的
な
必
要
」
で
あ
る
こ
と
、「
死
」
を
「
生
」
に
転
化

す
る
触
媒
の
よ
う
な
物
と
し
て
の
海
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
。
山
川
は
「
一
人

き
り
の
自
分
」
を
強
調
し
自
然
と
の
か
か
わ
り
に
触
れ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る

と
「
夏
の
葬
列
」
の
最
後
の
自
然
は
、
あ
た
か
も
牧
歌
的
な
田
園
風
景
の
よ
う

で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て
お
り
、
澄
み
切
っ
た
青
空
、

海
、
畑
の
映
像
の
な
か
の
消
え
な
い
記
憶
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
自
然
の
力
を

借
り
て
自
ら
を
解
剖
し
た
対
象
に
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う

こ
と
は
、
こ
こ
に
見
え
る
風
景
は
、
思
惟
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
風
景
（
世

界
）
に
な
っ
て
い
る
。
自
己
に
と
っ
て
意
味
あ
る
風
景
と
さ
れ
る
も
の
と
は
、

我
々
の
周
り
に
あ
る
そ
の
ま
ま
の
自
然
と
は
違
う
。
目
の
前
に
す
る
自
然
が
、

頭
の
中
で
思
惟
さ
れ
、
創
造
さ
れ
、
再
構
成
さ
れ
た
も
の
に
な
る
の
だ
。
私
は

こ
こ
で
そ
れ
を
「
純
粋
空
間
」
と
い
う
語
で
表
現
し
て
み
た
い
。
も
し
く
は

「
絶
対
空
間
」
と
も
言
え
よ
う
か
。
こ
の
創
ら
れ
た
空
間
と
い
う
こ
と
を
理
解

す
る
た
め
に
、
高
木
敏
子
の
「
ガ
ラ
ス
の
う
さ
ぎ
」
の
文
を
挙
げ
て
照
ら
し
合

わ
せ
て
み
よ
う
。
高
木
は
、
昭
和
20
年
８
月
５
日
に
、
同
じ
二
宮
で
、
機
銃
掃

射
の
射
撃
に
よ
っ
て
死
ん
だ
父
の
こ
と
を
こ
こ
に
書
い
て
い
る
。
父
の
死
を

知
っ
た
あ
と
、
一
人
で
海
に
行
っ
た
〈
わ
た
し
〉
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

思
い
っ
き
り
泣
き
た
い
。
そ
う
だ
、
海
へ
行
け
ば
泣
け
る
。

夜
の
海
は
静
か
で
、
波
音
だ
け
が
聞
こ
え
て
い
ま
し
た
。
海
も
空
も
真
っ

暗
で
、
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
か
の
よ
う
で
し
た
。
海
を
見
な
が
ら
泣
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い
て
い
る
う
ち
に
、
一
歩
、
二
歩
と
足
が
自
然
に
海
に
向
か
っ
て
い
き
ま

し
た
。
そ
の
時
い
き
な
り
大
波
が
わ
た
し
に
襲
い
か
か
り
、
波
の
中
で
わ

た
し
は
転
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
は
っ
と
し
ま
し
た
。
あ
の
ま

ま
足
を
進
め
て
い
た
ら

─
。
親
が
大
波
と
な
っ
て
わ
た
し
を
助
け
に
来

て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

わ
た
し
は
、
す
ぐ
に
起
き
上
が
り
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
を
お
骨
に
し
、
そ

れ
を
妙
寿
寺
ま
で
も
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
兄
達
は
死
ん
で
し

ま
っ
た
か
、
生
き
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
わ
た
し
に
は
お
父
さ
ん
の

お
骨
を
お
寺
に
納
め
る
責
任
が
あ
る
。
死
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い

ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
す
べ
て
実
体
験
を
基
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
自
分
と
風
景
が
対

峙
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
波
に
囲
ま
れ
て
感
じ
取
っ
た
自
分
の
ナ
イ
ー
ヴ
な

感
覚
で
受
け
止
め
た
あ
り
の
ま
ま
の
風
景
で
あ
る
。
が
、「
夏
の
葬
列
」
は
こ

の
よ
う
な
風
景
で
は
な
い
。
余
計
な
も
の
は
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
、
彼
の
頭
の
中

で
再
構
成
さ
れ
た
風
景
が
現
前
す
る
。
こ
の
創
ら
れ
た
清
浄
な
空
間
に
対
し
て
、

「
純
粋
空
間
」
と
名
づ
け
た
い
の
で
あ
る
。
自
然
に
存
在
す
る
風
景
が
ど
れ
ほ

ど
美
し
く
と
も
、
純
粋
空
間
と
は
言
わ
な
い
。
純
粋
空
間
と
は
実
在
の
も
の
と

は
違
う
、
脳
裏
に
思
い
描
か
れ
た
空
間
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
っ
た
一

人
で
美
し
い
空
や
海
を
見
て
い
る
時
、
あ
り
の
ま
ま
の
風
景
を
見
て
感
傷
に
浸

る
の
と
は
違
う
思
い
を
彼
は
抱
い
て
い
る
。
余
計
な
も
の
が
排
除
さ
れ
、
ほ
か

の
誰
も
い
な
い
空
間
に
一
人
佇
ん
だ
時
、
そ
こ
で
は
何
か
を
感
じ
る
の
で
は
な

く
、
考
え
、
思
惟
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
を
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実

の
風
景
を
見
な
が
ら
、
澄
み
切
っ
た
空
が
き
れ
い
だ
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
。

ヒ
ト
の
死
に
向
き
合
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
形
而
上
的
な
体
験
と
し
て
捉
え
返
す

の
で
あ
る
。
自
然
を
前
に
し
て
、
清
浄
さ
の
中
で
死
と
生
が
意
識
さ
れ
る
体
験

で
あ
る
。
山
川
は
、
言
葉
を
捜
し
な
が
ら
観
念
世
界
を
通
過
さ
せ
た
後
、
あ
ら

た
に
つ
か
ん
だ
思
い
を
、
逆
に
目
前
の
牧
歌
的
な
風
景
と
し
て
表
現
し
た
。
そ

こ
に
風
景
の
再
構
成
の
意
図
が
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
山
川
は
、「
そ
の
一
年
」
と
い
う
小
説
を
『
文
学
界
』（
昭
33
・
８
）
に
載
せ

て
い
る
。
そ
の
中
に
「
夏
の
葬
列
」
に
ぴ
っ
た
り
重
な
る
発
想
が
あ
る
。

自
分
が
完
全
に
単
独
の
存
在
で
し
か
な
い
事
実
の
ま
ま
に
動
き
う
る
状
況

は
、
恐
怖
の
そ
れ
で
あ
る
と
と
も
に
ど
こ
か
彼
の
夢
の
世
界
に
も
似
て
い

た
。
そ
れ
は
青
空
が
地
上
に
降
り
て
き
た
み
た
い
に
、
清
潔
で
、
眩
し
く
、

正
確
に
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
あ
る
こ
と
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
純

粋
な
世
界
な
の
だ
。

　
青
空
が
〈
純
粋
な
世
界
〉
と
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
山
川
が

昭
和
32
年
に
「
日
々
の
死
」
を
書
い
た
時
、
平
野
謙
は
「
青
春
と
は
日
々
の
死

に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
自
己
告
発
す
る
こ
と
で
辛
う
じ
て
生
に
耐
え
て
い
る
」
と
本

の
帯
に
評
を
載
せ
た
）
11
（

。
山
川
の
死
生
観
が
青
春
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も

の
だ
が
、「
夏
の
葬
列
」
に
つ
い
て
は
特
に
、
よ
り
具
体
的
な
景
色
を
使
っ
て

抽
象
的
な
世
界
を
描
い
た
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
小
説
に
は
彼
の
罪
意
識
が
書
か
れ
て
い
る
よ

う
だ
が
、
自
分
だ
け
助
か
ろ
う
と
し
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
罪
を
問
題
に
し
た
の
で

は
な
く
、
良
心
の
呵
責
と
い
っ
た
モ
ラ
ル
に
収
斂
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な

か
っ
た
。
自
己
の
存
在
の
あ
り
よ
う
を
、
周
り
の
世
界
、
も
し
く
は
外
界
と
自

己
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
イ
の
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「
海
を
見
る
」
と
同
じ
く
、「
夏
の
葬
列
」
の
最
後
の
風
景
は
、
海
、
空
、
風
、

畑
、
線
路
で
あ
り
、
最
後
を
飾
る
に
相
応
し
い
清
浄
な
世
界
で
あ
る
。〈
澄
み

切
っ
た
〉
世
界
に
た
っ
た
一
人
で
佇
ん
で
い
る
の
は
偶
然
の
出
来
事
で
は
な
い
。

あ
た
か
も
偶
然
で
自
然
な
出
来
事
の
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
本
当
は
創
ら
れ
た

世
界
、
ま
さ
に
「
純
粋
空
間
」
に
佇
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
さ
ら
に
、
金
子
昌
夫
の
文
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
1（
（

。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
金
子
は
山
川
の
作
品
か
ら
、
観
念
の
探
求
を
察
知
し
、

〈
事
象
の
形
象
化
へ
の
模
索
〉
と
評
価
し
て
い
た
。
作
家
の
「
青
春
」
を
、
想

像
の
世
界
で
具
象
化
す
る
唯
一
の
手
段
と
し
て
、〈
海
〉
や
〈
空
〉
や
〈
街
〉

が
使
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
培
養
し
て
い
る
土
壌
が
彼
の
湘
南
の
〈
海
〉
で
あ
り
、

〈
空
〉
で
あ
り
、〈
松
林
〉
と
し
た
の
で
あ
る
と
金
子
は
説
明
す
る
。
山
川
の
実

存
的
な
あ
り
か
た
に
も
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
箇
所
で
は
山
川
の
青
春

期
の
彼
の
虚
無
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。
私
は
〈
形
象
化
〉
と
い
う
点
を
援
用

し
な
が
ら
、
変
化
し
て
い
く
風
景
の
描
写
に
ス
ラ
イ
ド
し
、
最
後
に
到
達
し
た

山
川
の
自
己
の
内
面
の
発
見
と
、
外
界
と
の
実
存
的
な
か
か
わ
り
を
見
よ
う
と

し
た
。
そ
れ
に
沿
う
よ
う
に
し
て
、
山
川
の
具
体
的
な
手
立
て
を
、
観
念
的
な

言
葉
の
樹
立
か
ら
、
沈
黙
と
の
対
話
へ
と
進
ん
だ
心
の
軌
跡
と
し
て
読
み
取
っ

て
き
た
。
風
景
描
写
の
違
い
は
、
そ
れ
と
緊
密
に
か
か
わ
っ
た
自
己
の
内
面
の

変
化
と
の
連
動
に
他
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　
最
後
に
、
山
川
の
描
く
自
己
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
堀
江
敏
幸
が
山

川
の
「
あ
る
週
末
」
と
村
上
春
樹
の
「
土
の
中
の
彼
女
の
小
さ
な
犬
」
を
比
較

し
て
、
二
人
の
自
己
の
捉
え
方
の
違
い
を
論
じ
て
い
る
）
11
（

。
村
上
の
そ
れ
を
〈
私

が
あ
る
の
か
無
い
の
か
自
他
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
始
め
た
八
十
年
代
の
村
上

の
立
ち
位
置
〉
と
時
代
状
況
で
説
明
し
、
山
川
に
つ
い
て
は
〈
自
分
を
と
こ
と

ん
追
い
つ
め
、
僕
が
い
な
い
と
言
わ
し
め
る
山
川
の
張
り
つ
め
た
孤
独
の
相

貌
〉
と
そ
の
特
徴
を
述
べ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
、
自
己
を
ど
う
掴
む
の
か
と
い

う
共
通
の
問
題
で
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、「
夏
の
葬
列
」
に
限
っ

て
言
え
ば
、
山
川
は
一
人
で
外
界
と
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
く
自
己
を
造
型
し

て
お
り
、
孤
独
な
一
人
で
さ
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
感
情
を
核
と
せ
ず
、
根
底

に
あ
る
の
は
形
而
上
的
な
問
題
意
識
で
あ
り
、
距
離
を
も
っ
て
他
者
を
眺
め
、

さ
ら
に
意
識
的
な
か
か
わ
り
を
以
っ
て
保
た
れ
る
関
係
性
で
あ
る
。
確
固
た
る

自
己
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
彼
が
一
人
で
歩
く
の
は
、
自
ら
意

識
的
に
選
ん
だ
こ
と
で
あ
り
、
一
人
で
風
景
と
向
き
合
う
の
は
、
彼
を
変
え
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

山
川
の
小
説
理
解
に
当
た
っ
て
こ
れ
ま
で
も
〈
孤
独
〉
を
基
本
と
す
る
解
釈
は

多
く
あ
る
。
江
藤
淳
も
、
金
子
昌
夫
も
、
高
橋
昌
男
も
こ
れ
を
指
摘
す
る
。
し

か
し
、「
夏
の
葬
列
」
に
対
し
て
多
く
述
べ
ら
れ
て
き
た
そ
の
よ
う
な
〈
青

春
〉
の
、
あ
る
い
は
〈
孤
独
の
風
貌
〉
と
は
違
っ
て
、
一
人
で
あ
る
こ
と
を
意

識
的
に
選
び
取
っ
て
手
に
入
れ
た
外
界
と
の
関
係
性
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
。
一
人
と
は
見
る
た
め
の
距
離
を
作
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ

の
よ
う
な
意
識
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
出
さ
れ
ず
、
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト
の
手
法

に
よ
っ
て
、
ど
ん
で
ん
返
し
や
、
オ
チ
、
そ
し
て
変
幻
自
在
な
言
葉
の
横
溢
に

よ
っ
て
、
面
白
い
読
み
物
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
山
川
の
技
の
な
か
に
、

〈
出
来
事
に
距
離
を
つ
く
っ
て
〉
そ
れ
を
〈
寓
意
〉
に
仕
立
て
上
げ
た
力
を
感
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じ
る
。
彼
が
サ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
に
、「
人
間
の
関
係
ま
た

は
葛
藤
の
そ
れ
で
は
な
く
一
人
の
人
間
の
中
に
発
見
さ
れ
た
状
況
の
ド
ラ
マ
が

あ
る
」
と
あ
る
）
11
（

。
サ
ル
ト
ル
に
対
し
て
は
、
抽
象
的
な
語
で
「
状
況
」
と
記
し

た
山
川
は
、
自
己
の
創
作
で
は
、
そ
れ
を
自
己
の
関
わ
る
客
体
と
し
て
見
事
に

具
体
化
し
た
。
観
念
で
打
ち
立
て
た
純
粋
空
間
を
う
ち
に
秘
め
て
、
客
体
化
さ

れ
た
風
景
の
描
写
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

注
１
　「
山
川
方
夫
と
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
」（「
山
川
方
夫
全
集
　
冬
樹
社
」　
月
報
　
第

三
号
　
昭
44
・
９
）

２
　「
夏
の
葬
列
」（
集
英
社
文
庫
　
解
説
　
平
３
・
５
）

３
　「
私
の
山
川
方
夫
体
験
」（「
山
川
方
夫
全
集
　
四
巻
」　
月
報
　
４
　
筑
摩
書
房
　

平
12
・
５
）

４
　「
東
京
放
送
劇
団
公
演
　
文
学
と
演
劇
の
結
合
そ
の
２
　
山
川
方
夫
の
夕
べ
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
　
昭
47
・
６
」
の
ち
「
蒼
穹
と
共
生
」（
菁
柿
堂
所
収
　
平
11
・
６
）

５
　「
日
本
の
近
代
文
学
」（
塙
新
書
　
昭
47
・
７
）

６
　「
近
代
日
本
文
学
史
　
三
好
行
雄
編
」（
有
斐
閣
　
昭
50
・
７
）

７
　
初
版
本
「
日
々
の
死
」（
昭
32
）（
本
の
帯
に
「
空
襲
か
ら
敗
戦
を
へ
て
血
の
メ
ー

デ
ー
、
破
防
法
へ
と
変
転
す
る
時
代
に
、
少
年
か
ら
青
年
に
な
っ
た
主
人
公
は
、
青

春
と
は
日
々
の
死
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
自
己
告
発
す
る
」
と
あ
る
。

８
　「
全
集
二
巻
　
月
報
　
２
　
筑
摩
書
房
」　
平
12
・
６

９
　
山
崎
行
太
郎
　
注
２
に
同
じ

10
　
川
本
三
郎
「
私
の
山
川
方
夫
体
験
」（
全
集
　
月
報
　
１
　
筑
摩
書
房
　
平
12
・

５
）

11
　
注
10
に
同
じ

12
　
解
説
「
山
川
方
夫
全
集
　
第
２
巻
」（
冬
樹
社
　
昭
44
・
５
）

13
　「
山
川
さ
ん
」（
冬
樹
社
版
　
全
集
五
巻
　
月
報
）
に
「
山
川
さ
ん
と
は
、
何
か
或

る
距
離
を
お
い
て
つ
き
合
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
距
離
が
一
帯
何
だ
っ

た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
」
と
あ
る
。

14
　「
解
説
」（
冬
樹
社
版
　
四
巻
）

15
　「
山
川
さ
ん
に
お
け
る
「
死
」」（
冬
樹
社
版
　
五
巻
　
月
報
　
５
）
に
「
自
分
と
他

と
の
関
わ
り
合
い
を
成
り
立
た
せ
る
の
は
…
…
体
裁
を
つ
く
ろ
う
マ
ナ

─
に
ほ
か

な
ら
ぬ
」
と
あ
る
。

16
　「
山
川
方
夫
論
」（『
審
美
』
第
６
号
　
昭
42
・
５
の
ち
「
蒼
穹
と
共
生
」
所
収
）

17
　「
鑑
賞

─
一
瞬
の
か
げ
り
」（
集
英
社
文
庫
解
説
）

18
　「
全
集
　
冬
樹
社
版
　
月
報
　
第
１
号
」（
昭
44
・
６
）

19
　
注
18
に
同
じ

20
　
注
７
に
同
じ

21
　
注
12
に
同
じ

22
「
ふ
た
つ
の
週
末
」（
全
集
　
筑
摩
版
　
月
報
　
７
　
平
12
・
11
）

23
　「
サ
ル
ト
ル
と
の
出
逢
い
」（「
サ
ル
ト
ル
・
ア
ラ
ゴ
ン
・
世
界
文
学
全
集
　
第
46
巻
　

月
報
」（
河
出
書
房
　
昭
37
・
12
）

本
文
の
引
用
は
全
集
　
冬
樹
社
版
　
全
５
巻
（
昭
44
・
６
か
ら
45
・
７
）
に
よ
る
。

傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。

（
す
ぎ
い
・
か
ず
こ
　
本
学
非
常
勤
講
師
）




