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ポ
ー
ラ
ン
ド
の
シ
ェ
ー
ン
キ
ウ
ィ
ッ
チ
の
﹁
ク
オ
・
ヴ
ァ
デ
ィ

ス
﹂
や
メ
レ
ジ
コ
フ
ス
キ
ー
の
﹁
先
駆
者
﹂
な
ど
が
︑
舶
来
の
新

作
品
と
し
て
熱
読
さ
れ
て
話
題
に
な
っ
た
の
は
︑
日
露
戦
役
前
で

あ
っ
た
︒︵
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
他
の
雑
誌
に
於
て
回
顧
的
感
想

を
述
べ
て
い
る
︒︶
前
者
は
︑
ロ
ー
マ
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
迫

害
時
代
を
題
材
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
後
者
は
︑
文
芸
復
興
期
の

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ど
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
日
本
の
歴
史

小
説
と
は
ち
が
い
︑
叡
智
が
き
ら
め
い
て
い
た
︒
小
説
的
興
味
に
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駆
ら
れ
て
読
み
な
が
ら
︑
人
生
の
帰
趨
に
思
い
が
凝
ら
さ
れ
る
の

き

す
う

で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
反
し
て
︑
た
だ
︑
読
者
を
面
白
が
ら
せ
よ
う

と
企
ま
れ
て
い
る
そ
の
頃
の
日
本
の
小
説
が
︑
我
々
に
は
さ
ほ
ど

面
白
く
な
か
っ
た
の
で
︑
我
々
の
小
説
観
は
あ
の
頃
お
の
ず
か
ら

変
化
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
小
説
で
も
遊
戯
文
字
で
な
い
小
説
が
真

に
読
み
応
え
が
す
る
の
で
あ
る
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
自

然
主
義
文
学
発
生
前
の
事
で
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
︑
私
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
舶
来
小
説
を
読
ん
だ
︒
作

風
は
千
差
万
別
で
あ
っ
て
︑
傑
作
か
ら
傑
作
と
続
い
て
い
る
よ
う

で
︑
果
て
し
な
い
感
じ
が
し
た
︒
そ
し
て
︑
い
つ
頃
で
あ
っ
た
か
︑
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ふ
と
︑
自
分
の
読
ん
だ
小
説
の
極
北
は
︑
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の

﹁
ダ
マ
ス
ク
ス
へ
﹂︵
こ
れ
は
戯
曲
体
で
は
あ
る
が
︶
と
︑
フ
ロ

オ
ベ
エ
ル
の
﹁
ブ
ブ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
エ
﹂
で
あ
ろ
う
と
感
じ

た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
小
説
の
大
道
も
こ
こ
ま
で
行
っ
て
極
地
に
行

詰
ま
る
か
︒

あ
の
頃
︑
馬
場
孤
蝶
が
︑
或
雑
誌
に
︑﹁
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ

ュ
シ
エ
﹂
の
梗
概
を
出
し
た
の
を
︑
私
は
読
ん
で
︑
こ
れ
は
風
変

り
な
︑
面
白
そ
う
な
小
説
だ
と
思
っ
て
い
た
︒
そ
の
頃
︑
田
山
花

袋
は
︑
新
た
に
英
訳
さ
れ
た
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
全
集
を
買
っ
た
そ
う

だ
︒﹁
こ
の
人
の
は
み
ん
な
読
ん
で
る
ん
で
し
ょ
う
﹂
と
訊
い
た
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ら
︑﹁
い
や
︑
ま
だ
最
後
の
を
読
ん
で
い
な
い
﹂
と
云
っ
て
い
た
︒

こ
の
小
説
の
読
後
感
は
つ
い
に
聞
く
機
会
は
な
か
っ
た
が
︑
フ
ロ

オ
ベ
エ
ル
心
酔
の
彼
は
︑
多
分
︑
こ
の
酢
豆
腐
的
小
説
に
対
し
て

す

ど
う
ふ

も
︑
捏
造
的
興
味
を
寄
せ
た
で
あ
ろ
う
︒
私
も
い
つ
か
︑
こ
の
﹁
ブ

ね
つ
ぞ
う

ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
エ
﹂
を
読
む
こ
と
は
読
ん
だ
の
だ
が
︑
は

じ
め
の
方
の
︑
独
身
で
筆
耕
業
者
で
あ
る
二
人
が
偶
然
知
合
い
に

な
っ
た
事
か
ら
︑
そ
の
う
ち
の
一
人
が
叔
父
か
ら
遺
産
を
貰
っ
て

急
に
生
活
法
を
変
更
す
る
あ
た
り
が
︑
小
説
的
に
面
白
く
っ
て
︑

そ
れ
か
ら
次
第
に
読
み
づ
ら
く
な
り
面
倒
に
な
り
︑
退
屈
に
な
る

の
で
あ
っ
た
︒
馬
場
孤
蝶
の
梗
概
で
読
ん
だ
時
の
方
が
意
味
深
長
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ら
し
く
て
︑
自
分
の
空
想
で
面
白
が
っ
て
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
今
度
︑
新
庄
嘉
章
の
旧
訳
で
読
ん
で
︑
私
は
含
蓄

あ
る
面
白
さ
を
感
じ
た
の
だ
︒
不
思
議
に
今
の
日
本
に
で
も
当
て

嵌
り
そ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
︒﹁
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ

は
まエ

は
私
の
心
を
す
っ
か
り
満
し
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
︑
私
は
つ

い
に
彼
等
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
彼
等
の
愚
か
さ
は
私
の
愚

か
さ
で
す
︒
こ
れ
は
死
ぬ
ほ
ど
辛
い
思
い
で
す
﹂
と
︑
作
者
自
身

は
云
っ
て
い
る
が
︑
作
中
の
彼
等
を
愚
人
と
云
切
っ
て
︑
自
分
を

彼
等
以
上
の
賢
明
な
人
間
と
思
い
得
ら
れ
る
人
間
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
人
間
の
戯
画
で
あ
り
︑
諷
刺
で
あ
る
と
云
わ
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れ
て
い
る
が
︑
日
本
の
今
日
の
文
壇
人
に
し
て
も
︑
そ
の
頭
脳
の

知
識
の
運
転
加
減
が
︑
こ
の
作
中
の
二
人
と
同
類
の
よ
う
に
︑
私

に
は
思
わ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
︒
科
学
神
学
政
治
文
学
な
ど
の

受
入
れ
方
の
い
い
加
減
な
と
こ
ろ
︒
気
ま
ぐ
れ
な
と
こ
ろ
が
︑
彼

等
と
我
等
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
︒
彼
等
も
我
等
も
そ
こ
が

人
間
ら
し
く
て
い
い
の
で
︑
人
間
と
し
て
こ
の
程
度
を
よ
し
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

﹁
僕
の
意
見
を
知
り
た
い
か
い
ね
﹂
と
︑
ペ
キ
ュ
シ
エ
が
云
っ

た
︒﹁
有
産
階
級
の
奴
は
人
情
知
ら
ず
だ
し
︑
労
働
者
は
や
き
も

ち
焼
き
だ
し
︑
坊
主
達
は
下
司
な
人
間
だ
し
︑
そ
れ
に
︑
民
衆
と
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き
た
ら
︑
飯
鉢
さ
え
あ
て
が
わ
れ
て
た
ら
︑
ど
ん
な
専
制
者
で
も

受
け
入
れ
る
ん
だ
か
ら
︒

︱
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
仲
々
い
い
こ
と
を

や
っ
て
く
れ
た
よ
︒
彼
の
力
で
︑
民
衆
を
眠
ら
せ
︑
民
衆
を
踏
み

に
じ
り
︑
や
っ
つ
け
て
貰
い
た
い
も
の
だ
︒

︱
正
義
を
憎
み
︑

卑
怯
で
︑
無
力
で
︑
盲
目
な
民
衆
は
︑
そ
の
位
の
報
い
は
受
け
て

も
悪
く
は
あ
る
ま
い
﹂

ブ
ヴ
ァ
ー
ル
は
考
え
て
い
た
︒﹁
へ
ん
︑
進
歩
だ
な
ん
て
︑
ま

る
で
寝
言
み
た
い
な
も
の
さ
﹂
そ
し
て
︑
彼
は
附
け
加
え
た
︒﹁
そ

れ
に
政
治
な
ん
て
︑
穢
ら
わ
し
い
も
ん
だ
﹂

け
が

彼
等
は
こ
の
程
度
の
愚
か
さ
を
云
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
我
等
に
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し
て
も
こ
の
程
度
の
賢
さ
か
愚
か
さ
を
︑
口
に
し
筆
に
し
て
い
い

気
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
は
人
間
の
愚
か
さ

を
追
究
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
は
︑

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
向
っ
て
精
神
的
争
闘
を
し
な
が
ら
超
人
的
神
秘

境
に
入
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
︒

自
然
主
義
の
盛
ん
な
頃
に
は
︑
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
は
守
り
本
尊
の

如
く
取
扱
わ
れ
て
い
た
ら
し
か
っ
た
が
︑
中
澤
臨
川
は
︑
フ
ロ
オ

ベ
エ
ル
の
よ
う
に
隠
遁
的
生
活
を
す
ご
す
の
は
腑
甲
斐
な
い
︒
ゾ

ラ
の
奮
闘
的
態
度
を
模
範
と
す
べ
き
だ
と
云
っ
て
い
た
︒
ど
ち
ら

の
態
度
が
い
い
か
悪
い
か
︑
人
々
の
好
み
に
依
る
外
な
い
の
で
あ
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る
が
︑
今
日
の
時
世
で
は
︑
文
壇
人
も
ゾ
ラ
の
よ
う
な
積
極
的
態

度
で
世
に
処
す
る
の
が
正
し
い
よ
う
で
も
あ
る
︒
私
は
︑
案
外
興

味
あ
る
︑
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
の
未
完
の
大
作
を
復
読
し
な
が
ら
︑
島

崎
藤
村
が
︑﹁
稟
才
は
根
気
な
り
﹂
と
い
う
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
巨

ひ
ん
さ
い

匠
の
言
葉
に
共
鳴
し
て
︑
努
力
を
続
け
た
こ
と
を
思
出
し
︑
自
然

主
義
の
自
己
没
却
の
客
観
性
を
持
続
し
な
が
ら
︑﹁
ボ
ヴ
ァ
リ
イ

夫
人
﹂
は
作
者
自
身
で
あ
る
と
か
︑﹁
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
な
ど
も
つ
ま

り
は
作
者
自
身
だ
﹂
と
か
い
う
よ
う
な
︑
こ
ん
が
ら
が
っ
た
文
学

観
を
思
出
し
た
り
し
た
︒
そ
し
て
こ
の
頃
新
版
本
で
読
ん
だ
﹁
暗

夜
行
路
﹂
に
つ
い
て
考
慮
を
め
ぐ
ら
し
た
の
で
あ
る
︒
フ
ロ
オ
ベ
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エ
ル
と
︑
志
賀
直
哉
と
は
︑
縁
故
が
あ
る
訳
で
は
な
い
の
だ
が
︑

私
の
頭
の
な
か
で
勝
手
に
連
関
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

荷
風
︑
潤
一
郎
は
一
躍
し
て
文
壇
の
寵
児
と
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
︒
作
風
が
派
手
で
︑
文
章
に
色
も
香
も
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
︒

時
の
廻
り
合
せ
も
よ
か
っ
た
︒
直
哉
は
そ
う
で
な
か
っ
た
︒
白
樺

派
の
作
家
が
文
壇
に
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
︑
私
な
ど
は

あ
ま
り
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
有
島
武
郎
が
文
壇
の
内
外

に
目
ざ
ま
し
く
迎
え
ら
れ
る
の
を
︑
批
判
的
に
見
て
い
た
が
︑
志

賀
が
新
進
作
家
と
し
て
傑
れ
た
素
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め

て
は
い
な
か
っ
た
︒
彼
は
︑
徐
々
と
し
て
地
歩
を
占
め
︑
い
つ
の
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間
に
か
彼
独
得
の
文
学
を
樹
立
し
た
と
云
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ

う
︒
私
は
志
賀
の
作
品
は
︑
改
造
社
の
円
本
に
収
集
さ
れ
た
作
品

全
部
を
読
ん
で
い
る
︒
そ
の
後
雑
誌
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
小
説
随

筆
の
た
ぐ
い
を
︑
目
に
触
れ
る
か
ぎ
り
読
ん
で
い
る
︒
大
抵
は
面

白
い
︒
印
象
鮮
明
で
あ
る
︒

作
品
の
数
が
少
く
︑
そ
れ
も
短
篇
ば
か
り
で
︑﹁
暗
夜
行
路
﹂

が
唯
一
の
長
編
で
あ
っ
て
︑
近
年
で
は
︑
こ
れ
が
現
代
日
本
文
壇

で
の
最
高
の
作
品
で
あ
る
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
文
壇
の
輿

論
で
極
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
で
︑
私
は
こ
の
小
説

は
必
ず
熟
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
て
い
た
︒
芸
術
品
の
よ
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し
悪
し
は
︑
作
者
一
箇
の
考
え
で
極
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑

一
二
の
卓
見
家
気
取
り
の
評
家
に
よ
っ
て
極
め
ら
れ
る
も
の
で
も

な
く
︑
何
と
な
く
輿
論
に
よ
っ
て
極
り
が
つ
く
も
の
ら
し
い
︒
一

人
や
二
人
の
鑑
賞
家
が
異
説
を
唱
え
て
も
︑
そ
れ
は
一
般
に
は
通

用
し
な
い
︒
菊
五
郎
は
当
人
の
自
惚
れ
の
強
さ
の
た
め
に
︑
当
代

一
の
名
優
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
︑
或
種
の
劇
評
家
の
推
讃
の
た

め
に
え
ら
く
な
っ
た
の
で
も
な
く
︑
何
と
な
し
に
起
っ
た
一
般
の

人
気
に
よ
っ
て
︑
代
表
的
歌
舞
伎
俳
優
の
地
位
を
占
め
て
い
た
の

で
あ
る
︒
夏
目
漱
石
の
書
翰
集
を
読
む
と
︑
彼
が
自
己
の
作
品
の

ま
ず
さ
に
気
お
く
れ
し
て
出
版
後
に
そ
れ
を
読
み
返
し
得
な
い
こ
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と
を
誰
か
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
書
い
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
世

間
が
好
評
を
以
っ
て
迎
え
た
の
で
︑
安
心
し
て
読
ん
だ
と
書
い
て

あ
っ
た
︒
無
論
︑
自
信
の
強
烈
な
作
家
も
数
少
か
ら
ず
︑
自
己
の

作
品
を
読
返
し
読
返
し
読
ん
で
悦
に
入
っ
て
い
る
幸
福
人
も
少
く

な
い
に
ち
が
い
な
い
︒
し
か
し
︑
人
間
は
結
局
は
︑
周
囲
か
ら
ち

や
ほ
や
さ
れ
る
と
︑自
分
も
え
ら
く
な
っ
た
つ
も
り
で
勢
い
づ
き
︑

周
囲
か
ら
絶
え
間
な
く
︑
け
な
し
続
け
ら
れ
る
と
︑
自
信
家
も
次

第
に
し
ょ
げ
て
自
信
を
失
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
フ
ロ
オ
ベ

エ
ル
は
︑﹁
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
夫
人
﹂
を
書
い
て
い
た
間
︑
書
い
た
も

の
を
知
人
に
見
せ
て
意
見
を
聞
い
た
の
だ
そ
う
だ
が
︑
知
人
の
意
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見
が
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
︑
そ
れ
を
採
用
し
て
作
品
の
訂
正
を
試
み

た
た
め
︑
肝
心
の
名
作
も
め
ち
ゃ
く
に
な
っ
た
と
い
う
噂
も
あ
っ

た
︒
頑
く
な
に
︑
他
か
ら
動
か
さ
れ
な
い
作
家
は
本
当
は
稀
れ
な

か
た

の
で
あ
る
︒

そ
れ
と
と
も
に
︑
世
間
の
評
判
が
高
い
と
︑
そ
れ
を
よ
く
思
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
気
持
が
す
る
の
で
あ
る
︒
菊
五
郎
の
芝

居
を
観
︑
梅
原
︑
安
井
の
絵
画
を
観
︑
志
賀
︑
谷
崎
の
小
説
を
読

む
に
あ
た
り
︑
我
々
は
ま
ず
そ
れ
等
の
美
を
認
め
ん
と
心
掛
け
る

の
で
あ
る
︒
芸
術
家
も
︑
そ
う
い
う
態
度
で
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に

な
れ
ば
幸
福
で
あ
る
︒
私
は
︑﹁
暗
夜
行
路
﹂﹁
細
雪
﹂
下
巻
︑﹁
宮
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本
武
蔵
﹂な
ど
︑幸
福
な
る
作
家
の
作
品
を
一
度
期
に
読
ん
だ
︒﹁
宮

本
武
蔵
﹂
は
芸
術
と
し
て
の
低
調
さ
を
感
じ
な
が
ら
︑
兎
に
角
一

二
巻
を
︑
気
楽
に
読
通
し
た
︒
世
俗
の
読
者
を
面
白
が
ら
せ
る
手

腕
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹁
細
雪
﹂
も
︑
何
処
か
ら
か
読

み
だ
す
と
︑
気
軽
に
読
み
続
け
ら
れ
た
︒﹁
暗
夜
行
路
﹂
は
︑
昔
︑

前
篇
だ
け
読
ん
だ
時
に
読
み
づ
ら
か
っ
た
如
く
︑
今
度
も
読
み
づ

ら
か
っ
た
︒
こ
の
作
家
の
短
篇
は
読
み
易
く
︑
読
み
な
が
ら
楽
み

を
覚
え
る
の
で
あ
る
が
︑﹁
暗
夜
行
路
﹂
は
私
に
は
難
解
で
あ
る
︒

読
ん
で
い
て
も
作
中
に
惹
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
︑
上
の
空
で
読
ん

で
い
る
よ
う
な
も
の
で
︑
印
象
が
浅
い
︒
そ
し
て
︑
私
は
た
び
た
び
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読
返
し
た
︒
ど
う
に
か
一
篇
の
趣
旨
に
通
ず
る
事
が
出
来
た
︒﹁
一

人
物
の
心
の
闘
争
﹂
が
全
篇
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
︒
暗
い

影
が
身
に
つ
い
て
い
る
男
の
生
涯
︒
激
し
い
闘
争
の
表
面
に
現
わ

れ
な
い
消
極
的
闘
争
の
よ
う
な
も
の
︒
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
よ

う
に
争
闘
を
表
に
現
わ
し
て
深
刻
味
を
発
揮
し
な
い
と
こ
ろ
に
︑

含
蓄
美
が
あ
り
︑
奥
床
し
さ
が
あ
る
と
も
云
え
よ
う
か
︒
私
自
身

の
好
み
か
ら
云
え
ば
︑
こ
の
小
説
の
主
人
公
に
は
共
鳴
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
が
︑
こ
の
作
者
が
こ
の
人
物
を
描
叙
し
て
︑
感
傷
に
堕お

ち
ず
︑
抒
情
癖
に
も
取
附
か
れ
ず
︑
冷
静
な
写
実
態
度
を
持
し
て

い
る
た
め
に
︑
こ
の
作
品
が
今
日
の
日
本
文
壇
の
最
高
位
を
占
め
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て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

建
築
の
如
く
︑
彫
刻
の
如
く
︑
こ
の
小
説
は
長
篇
小
説
と
し
て

の
構
成
が
調
っ
て
い
て
︑
堂
々
た
る
本
格
小
説
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
お
里
は
争
え
な
い
︒
随
筆
趣
味
︑
私
小
説

調
が
漂
っ
て
い
て
︑
そ
こ
が
読
者
に
愛
玩
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
た

と
え
ば
︑
旅
行
者
と
し
て
尾
の
道
を
中
心
と
し
た
瀬
戸
内
海
の
風

光
の
翫
賞
︑
奈
良
京
都
な
ど
の
古
社
寺
や
博
物
館
に
て
観
る
古
美

術
の
鑑
賞
︑
電
車
や
汽
車
で
の
同
乗
客
の
観
察
批
判
な
ど
︑
随
筆

的
興
味
あ
る
記
事
が
頻
り
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
等
の
記
事

を
除
い
た
ら
︑
小
説
全
体
が
痩
せ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
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れ
も
一
種
の
小
説
作
風
で
あ
る
︒
私
に
は
︑
生
れ
た
ば
か
り
の
赤

児
が
丹
毒
に
罹
る
と
こ
ろ
が
最
も
感
銘
さ
れ
た
︒
赤
児
も
病
と
闘

い
な
が
ら
︑
生
き
ん
と
す
る
意
志
を
現
わ
す
の
で
あ
る
︒
こ
の
あ

た
り
の
描
写
︑
有
振
れ
た
事
を
取
扱
い
な
が
ら
真
に
迫
っ
て
い
る

の
は
︑や
は
り
作
者
の
筆
力
の
傑
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
︒主
人

公
の
謙
作
も
︑
お
り
に
触
れ
て
︑
自
分
の
過
去
を
回
顧
し
て
︑﹁
自

身
の
内
に
住
む
も
の
と
の
争
闘
で
生
涯
を
終
る
︒
そ
れ
位
な
ら
生

れ
て
来
な
い
方
が
ま
し
だ
っ
た
﹂
と
知
友
に
述
懐
し
た
が
︑﹁
そ

れ
で
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
な
︒
そ
れ
を
続
け
て
︑
結
局
憂
な
し
と

い
う
境
涯
ま
で
漕
ぎ
つ
け
さ
え
す
れ
ば
﹂
と
相
手
は
答
え
た
︒
そ
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う
い
う
生
存
態
度
を
志
し
な
が
ら
︑
作
者
は
こ
の
一
篇
を
書
続
け

た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

私
は
ど
う
に
か
通
読
し
た
あ
と
︑
こ
れ
が
現
代
日
本
文
壇
の
最

高
峰
の
作
品
で
あ
ろ
う
か
と
疑
惑
を
起
し
た
が
︑
し
か
し
︑
こ
れ

を
凌
い
で
︑
我
等
を
し
て
仰
ぎ
見
さ
せ
る
よ
う
な
大
傑
作
が
外
に

あ
る
ら
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
︒
完
成
し
な
か
っ
た
藤
村
の
﹁
東

方
の
門
﹂
や
秋
聲
の
﹁
縮
図
﹂
は
︑
彼
等
の
筆
力
の
ま
だ
衰
え
て

い
な
か
っ
た
こ
と
は
分
っ
て
い
る
が
︑
敗
戦
を
一
時
期
と
し
た
前

代
の
作
品
で
あ
る
︒

私
の
少
年
の
頃
に
は
︑﹁
逍
鷗
紅
露
﹂
と
云
っ
た
よ
う
な
文
壇
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的
熟
語
が
出
来
て
い
た
︑
逍
遥
鷗
外
紅
葉
露
件
が
当
時
の
代
表
的

文
学
者
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
彼
等
は
明
治
の
新
し
い
時
代

の
新
人
で
あ
っ
た
︒
定
名
あ
る
大
家
に
成
り
す
ま
し
て
い
た
が
︑

ま
だ
二
十
代
三
十
代
の
若
さ
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
︑
今
日
︑
彼
等

の
青
年
期
の
作
品
を
読
む
と
︑
幼
稚
で
あ
り
浅
薄
で
あ
る
と
感
ぜ

ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
︑
あ
の
時
代
に
あ
の
程
度
の
作
品
を
出
現

し
た
の
は
蔑
視
さ
れ
な
い
の
で
︑
日
本
の
文
学
史
が
彼
等
に
よ
っ

て
新
た
に
道
を
開
か
れ
た
と
云
っ
て
も
い
い
︒
天
の
日
本
人
に
与

え
た
才
能
は
あ
の
程
度
の
も
の
で
︑
そ
れ
以
上
の
も
の
を
彼
等
に

求
め
て
は
な
ら
ぬ
よ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
︒
誰
も
予
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期
し
な
か
っ
た
敗
戦
時
代
に
︑
日
本
芸
術
界
が
文
華
さ
ん
ら
ん
た

る
光
景
を
呈
し
︑
明
治
時
代
の
作
家
以
上
の
作
家
が
盛
ん
に
出
現

し
て
い
る
と
し
た
ら
不
思
議
で
あ
る
︒
私
の
記
憶
に
よ
る
と
︑
逍

鷗
紅
露
以
後
で
は
︑
藤
村
獨
歩
︑
そ
れ
か
ら
花
袋
が
一
ま
と
め
に

さ
れ
て
︑
文
壇
の
輝
か
し
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
れ
と
対
立

し
て
︑
漱
石
鷗
外
が
一
方
の
権
威
と
な
っ
て
い
た
︒
鷗
外
は
一
生

を
通
じ
て
最
高
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の
だ
︒
逍
鷗
紅

露
以
来
菊
池
芥
川
有
島
な
ど
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
︑
日
本
は
︑

ア
ジ
ア
に
於
け
る
異
例
の
国
と
し
て
︑
目
ざ
ま
し
い
進
歩
発
展
の

道
を
辿
っ
た
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
に
つ
れ
て
︑
文
学
芸
術
も
進
歩
向
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上
を
遂
げ
る
の
が
あ
た
り
前
な
の
だ
が
︑
敗
戦
に
な
っ
て
︑
才
能

に
富
ん
だ
傑
れ
た
作
家
が
輩
出
し
て
い
る
と
し
た
ら
不
思
議
だ
︒

生
活
困
難
な
不
安
な
世
を
ご
ま
か
す
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
低
調
な

娯
楽
芸
術
の
出
現
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
︑
芸
術
と
い
う
名
に
ふ

さ
わ
し
い
芸
術
︑
精
神
の
糧
と
も
な
る
よ
う
な
芸
術
︒
小
説
だ
け

に
つ
い
て
云
っ
て
も
︑
明
治
以
来
の
定
評
あ
る
名
作
を
尻
目
に
か

け
て
︑
今
を
ほ
こ
る
よ
う
な
小
説
が
続
々
出
て
い
る
と
す
る
と
不

思
議
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
不
思
議
で
も
何
で
も
︑
現
在
出
て
い
る

の
だ
か
ら
為
方
が
な
い
と
云
う
者
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
う

思
う
者
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
︒
私
も
︑
新
聞
小
説
家
と
し
て
確
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固
た
る
手
腕
を
持
っ
て
い
る
作
家
が
幾
人
か
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
︑
こ
の
頃
耳
に
し
て
い
る
︒
百
万
二
百
万
人
の
新
聞
読
者
を
必

ず
惹
付
け
る
技
倆
を
具
え
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
︑
私
に
は
異

様
に
聞
え
る
の
だ
︒
朝
日
︑
毎
日
︑
読
売
な
ど
の
大
新
聞
は
︑
そ

れ
等
の
少
数
の
抜
群
の
作
家
を
取
り
か
え
引
き
か
え
雇
用
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
︒
昔
は
そ
う
で
な
か
っ
た
︒
私
の
青
年
時
代
に
は
︑

大
阪
朝
日
に
渡
邊
霞
亭
︑
大
阪
毎
日
に
菊
池
幽
芳
が
専
属
作
家
と

し
て
︑
小
説
を
連
載
し
て
︑
一
般
の
読
者
受
け
が
よ
か
っ
た
︒
し

か
し
︑
文
壇
で
は
彼
等
を
通
俗
作
家
と
し
て
軽
視
し
て
い
た
︒
自

然
主
義
文
学
が
勃
興
し
て
以
来
︑
小
説
も
た
だ
の
娯
楽
用
の
産
物
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で
は
な
く
︑
人
生
の
真
を
写
し
て
精
神
の
糧
と
す
べ
き
も
の
で
あ

る
よ
う
に
︑
六
ケ
し
く
考
え
ら
れ
だ
し
て
︑
大
衆
物
通
俗
物
は
文

壇
内
の
聖
地
か
ら
排
除
さ
れ
る
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
が
︑
日
露

戦
役
以
前
︑
自
然
主
義
発
生
以
前
の
文
壇
に
於
て
も
︑
霞
亭
幽
芳

な
ど
は
︑
読
者
の
人
気
は
あ
る
に
関
わ
ら
ず
低
調
な
通
俗
作
家
で

あ
り
︑
家
庭
小
説
家
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
西
園
寺
公
の
文
士

招
待
の
時
に
︑
幽
芳
は
︑
自
分
も
招
か
れ
る
こ
と
を
予
期
し
て
︑

そ
の
準
備
を
し
て
い
た
の
に
︑
そ
の
当
て
が
外
れ
た
の
で
あ
っ
た

と
︑
文
壇
の
噂
に
上
っ
た
の
を
私
は
耳
に
し
た
︒
西
園
寺
公
の
頭

に
は
︑
通
俗
非
通
俗
の
差
別
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
人
選
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を
し
た
者
が
文
壇
人
で
あ
っ
た
か
ら
︑
通
俗
作
家
と
云
わ
れ
て
い

る
作
家
を
除
外
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
通
俗
蔑
視
観
は
微
弱
な
が
ら

も
ま
だ
存
在
し
て
い
る
ら
し
く
︑
通
俗
作
家
は
日
本
芸
術
院
会
員

と
し
て
撰
抜
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
区
別

も
汲
々
乎
と
し
て
危
い
か
な
と
云
っ
た
感
じ
が
す
る
︒
そ
う
い
う

区
別
は
次
第
に
取
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
︑
却
っ
て
在
来
の
意
味

で
云
う
通
俗
作
家
が
︑
文
壇
的
に
も
次
第
に
の
さ
ば
る
の
で
は
な

い
か
と
︑
私
に
は
邪
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

要
す
る
に
︑﹁
小
説
の
大
道
﹂
は
そ
こ
に
落
着
く
の
が
い
い
の

か
︒
例
の
﹁
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
エ
﹂
の
な
か
に
も
出
て
い
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る
の
だ
が
︑
数
人
で
小
説
の
話
を
は
じ
め
る
と
︑
そ
の
う
ち
の
一

人
が
︑﹁
作
家
は
︑
わ
れ
わ
れ
を
楽
ま
せ
る
よ
う
な
色
彩
で
人
生

を
描
い
て
見
せ
て
く
れ
な
く
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
﹂
と
云
う
と
︑﹁
い

や
︑
在
り
の
ま
ま
に
描
く
べ
き
で
す
﹂
と
︑
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
が
反
対

し
た
︒﹁
じ
ゃ
︑
た
だ
人
生
を
模
写
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
ね
﹂﹁
そ

れ
は
模
写
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
﹂

読
者
を
楽
ま
せ
る
よ
う
な
色
彩
で
人
生
を
描
い
て
見
せ
る
と
い

う
の
は
所
謂
通
俗
作
家
の
ね
ら
い
所
で
︑
そ
こ
に
は
小
説
の
大
道

が
存
在
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒
読
者
を
楽
ま
せ
そ
う
で
な
い
︑

売
れ
そ
う
で
も
な
い
小
説
を
十
年
も
コ
ツ
コ
ツ
書
続
け
て
︑
そ
れ
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も
未
完
の
ま
ま
で
死
ん
で
行
っ
た
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
の
如
き
は
︑
こ

れ
か
ら
の
作
家
の
模
範
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒

少
く
も
敗
戦
後
の
今
日
の
文
壇
で
は
当
世
向
き
の
態
度
で
は
な
い

の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹁
暗
夜
行
路
﹂
は
十
年
以
上
も
か
か
っ
た
作
品
で

あ
る
そ
う
だ
︒
無
論
今
日
と
は
世
の
形
勢
の
ち
が
っ
た
時
代
に
書

か
れ
た
の
で
あ
る
が
︑悠
然
泰
然
と
腰
を
落
着
け
た
作
品
で
あ
り
︑

今
日
の
多
く
の
作
家
に
見
ら
れ
る
セ
カ
セ
カ
し
た
態
度
は
こ
こ
に

は
見
ら
れ
な
い
と
云
っ
て
い
い
︒そ
し
て
︑こ
う
い
う
態
度
の
作
品

が
︑
今
な
お
一
部
の
若
い
作
家
や
若
い
文
学
愛
好
者
に
敬
意
を
以
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っ
て
迎
え
ら
れ
て
い
る
の
が
︑
私
の
心
を
捉
え
る
の
で
あ
る
︒﹁
暗

夜
行
路
﹂
を
は
じ
め
︑
志
賀
の
作
品
を
日
本
現
代
の
最
高
作
品
と

し
て
︑
そ
れ
等
を
小
説
規
範
と
す
る
の
は
何
故
か
と
考
え
る
の
で

あ
る
︒
私
な
ど
老
齢
に
達
し
て
い
る
者
は
︑
同
年
輩
の
作
家
年
少

後
進
の
作
家
の
優
秀
な
作
品
に
︑
及
び
難
し
と
感
じ
︑
時
と
し
て

舌
を
捲
く
思
い
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
を
真
似
よ
う
と

か
模
範
と
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
が
︑
道
に
志
す
若
き

人
々
は
︑
ど
の
方
面
に
於
て
も
師
た
る
人
を
求
め
る
の
が
︑
古
も

今
も
人
間
の
習
い
で
あ
る
ら
し
い
︒
今
日
の
如
く
乱
世
の
文
壇
に

於
て
も
︑
傑
作
の
目
標
を
何
処
か
に
求
め
る
の
で
あ
る
か
︒
そ
し
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て
︑
小
説
の
大
道
に
於
け
る
目
標
と
し
て
は
︑
荷
風
よ
り
も
潤
一

郎
よ
り
も
︑
志
賀
の
方
が
柄
が
い
い
の
で
あ
る
︒
荷
風
を
模
す
る

と
︑
い
や
味
た
っ
ぷ
り
の
者
に
な
り
兼
ね
な
い
︒
志
賀
の
文
章
は

真
似
そ
こ
な
っ
て
も
間
違
い
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒

し
か
し
︑
荷
風
潤
一
郎
の
小
説
が
︑
文
章
で
も
思
想
で
も
前
代

の
も
の
で
あ
り
︑
我
等
は
彼
等
の
作
品
を
古
典
と
し
て
鑑
賞
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
︑
志
賀
の
﹁
暗
夜
行
路
﹂
に
し
て
も
古
典
の
よ

う
に
見
倣
さ
れ
る
︒
戦
争
を
通
り
越
し
︑
戦
後
の
苦
境
に
生
き
て

い
る
我
等
は
︑
過
去
の
先
輩
に
対
し
︑
彼
等
は
何
も
知
ら
な
か
っ

た
と
︑
人
智
の
浅
は
か
さ
を
感
ず
る
事
が
あ
る
︒
我
等
は
彼
等
よ
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り
も
︑
日
本
の
正
体
︑
人
世
の
真
相
を
よ
く
学
ん
だ
と
い
う
訳
で

あ
る
︒
稀
有
の
聡
明
人
で
あ
っ
た
福
澤
論
吉
に
し
て
も
︑
文
壇
で

け

う

非
凡
人
あ
つ
か
い
さ
れ
て
い
る
鷗
外
漱
石
に
し
て
も
︑
日
本
が
こ

う
な
ろ
う
と
は
予
想
も
空
想
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
敗
戦
後

の
人
間
心
理
︑
社
会
心
理
︑
そ
れ
に
連
関
し
て
︑
人
類
固
有
の
生

存
心
理
の
発
露
を
彼
等
は
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
︒
彼
等
の
経
験
し

な
い
経
験
を
我
等
は
経
験
し
て
い
る
訳
で
あ
る
︒
し
か
し
私
な
ど

の
よ
う
な
老
人
は
︑
前
代
人
の
知
ら
な
い
新
し
い
人
生
経
験
を
経

た
に
し
て
も
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
芸
術
を
開
拓
す
る
と
か
︑

生
活
に
於
て
新
し
い
道
に
突
進
す
る
と
か
の
力
は
欠
い
で
︑
悪
時
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代
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
た
頭
で
︑
ぽ
か
ん
と
嶮
し
い
世
の
中
を
見

て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
今
頃
流
行
し
て
い
る
記
録
文
学
は
︑
時
代

の
流
れ
を
知
ら
ん
と
す
る
読
者
の
要
求
に
基
く
の
で
︑
私
な
ど
も

興
味
を
有
っ
て
い
て
︑
お
り
お
り
読
ん
で
は
い
る
が
︑
記
録
が
本

当
の
記
録
で
あ
る
と
し
て
も
︑
大
抵
は
お
粗
末
で
あ
る
︒
筆
者
の

態
度
も
書
き
っ
振
り
も
卑
俗
な
も
の
が
多
い
︒
乱
世
の
今
日
︑
た

だ
忙
が
し
く
︑
売
れ
そ
う
な
も
の
を
早
く
市
に
出
し
て
︑
売
り
ひ

さ
ご
う
と
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
う
い
う
種
類
の

記
録
を
芸
術
化
し
︑
小
説
化
し
て
い
る
作
品
も
多
少
は
あ
る
が
︑

そ
の
芸
術
化
小
説
化
が
邪
魔
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
︑
何
の
飾
り
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も
掛
け
価
も
な
い
︑
記
録
そ
の
ま
ま
が
︑
却
っ
て
読
み
心
地
が
い

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
事
も
あ
る
︒
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
が
﹁
い
や
︑
有
り

の
ま
ま
に
描
く
べ
き
で
す
﹂
と
云
っ
て
い
る
の
に
同
感
し
た
く
な

る
事
も
あ
る
︒
記
録
文
学
肉
体
文
学
封
建
時
代
文
学
な
ど
を
︑
い

ろ
い
ろ
な
娯
楽
雑
誌
で
読
ん
で
い
る
と
︑
浅
草
の
享
楽
街
の
光
景

が
思
出
さ
れ
る
︒
私
が
は
じ
め
て
上
京
し
た
頃
で
も
︑
浅
草
趣
味

と
云
う
と
︑
卑
俗
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
今
か
ら
見
る
と
風

格
が
あ
り
︑
も
っ
と
情
緒
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
よ
う
に
回
想
さ
れ
︑

今
の
興
行
物
の
絵
着
板
な
ん
か
見
て
歩
い
て
い
る
と
︑
便
所
の
落

書
見
た
い
な
も
の
が
並
立
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
さ
れ
る
︒
敗
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戦
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
︑
い
ろ
ん
な
興
行
物
も
昔
に
比
べ
て
堕
落

し
た
と
云
っ
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
連
関
し
て
︑
娯
楽
雑

誌
所
載
の
小
説
も
︑
新
聞
の
連
載
物
も
︑
救
い
難
い
ほ
ど
に
堕
落

し
臆
面
な
く
低
調
痴
呆
振
り
を
露
出
し
て
い
る
と
云
う
の
が
︑
通

り
一
ペ
ん
の
感
想
で
あ
る
が
︑
必
し
も
そ
う
で
な
い
と
も
云
え
る

の
だ
︒
私
が
多
少
の
ぞ
き
見
し
た
も
の
に
よ
っ
て
も
︑
戦
後
の
大

新
聞
の
小
説
は
︑
昔
の
霞
亭
︑
幽
芳
︑
澁
柿
園
な
ど
の
新
聞
小
説

に
劣
っ
て
い
る
筈
は
な
い
︒
彼
等
過
去
の
通
俗
作
家
の
小
説
に
比

べ
て
劣
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
︑
昔
の
読
売
朝
日
毎
日
な
ど
に
出

て
い
た
新
聞
小
説

︱
文
学
史
に
残
る
長
篇
小
説

︱
に
比
べ
て
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も
或
は
遜
色
が
な
い
と
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
︒
日
本
の
現
在
に

は
︑
天
才
が
出
現
し
そ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
が
︑
戦
時
戦
後
の
峻

烈
な
人
生
経
験
を
し
た
作
家
の
う
ち
に
は
︑
過
去
の
作
家
を
蔑
視

し
て
自
己
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
も
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
小

説
に
し
て
も
︑
今
ま
で
の
明
治
以
来
の
小
説
が
︑
人
生
の
考
え
方

に
於
て
も
表
現
の
為
方
に
於
て
も
︑
浅
は
か
で
あ
っ
た
こ
と
に
気

づ
く
の
で
あ
ろ
う
︒
新
聞
小
説
に
於
て
百
万
の
読
者
を
魅
惑
し
て

い
る
作
家
な
ど
は
︑
外
形
内
容
と
も
に
︑
今
の
読
者
と
心
を
一
つ

に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
私
は
あ
ま
り
読
ん
で

い
な
い
の
だ
が
︑
大
体
の
想
像
は
つ
く
の
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
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小
説
壇
で
は
︑
尨
大
な
作
品
が
毎
年
幾
つ
も
出
版
さ
れ
︑
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
か
称
し
て
︑
よ
く
売
れ
る
者
が
す
な
わ
ち
傑
れ
て
い
る

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
︒
私
は
そ
れ
等
の
あ
ま
り
長
っ
た
ら
し
い

の
に
辟
易
し
て
︑
あ
ま
り
読
ん
で
い
な
い
の
だ
が
︑
パ
ー
ル
・
バ

ッ
ク
の
幾
つ
も
の
長
篇
小
説
や
︑
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
﹁
風
と
共
に
去

り
ぬ
﹂
な
ど
︑
女
流
作
家
の
を
読
ん
で
も
︑
在
来
の
欧
洲
の
名
作

と
ち
が
っ
た
新
味
は
感
ぜ
ら
れ
る
︒
国
土
の
ま
す
ま
す
栄
え
て
い

る
そ
の
国
で
︑
新
し
い
文
化
が
さ
ん
ら
ん
と
輝
く
の
は
あ
た
り
前

で
あ
る
が
︑
今
の
日
本
は
︑
文
学
に
於
て
も
︑
知
ら
ず
知
ら
ず
そ

の
戦
勝
国
の
感
化
を
受
け
︑
意
識
的
に
或
は
無
意
識
的
に
そ
の
模
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倣
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
な
ど
と
云
っ

て
よ
く
売
れ
る
者
を
作
品
と
し
て
も
よ
し
と
し
て
︑
囃
し
立
て
る

の
も
そ
の
模
倣
で
あ
る
が
︑
民
衆
主
義
と
云
っ
て
︑
民
衆
の
心
を

心
と
し
て
︑
筆
を
執
る
よ
う
に
な
る
の
も
︑
お
の
ず
か
ら
ア
メ
リ

カ
模
倣
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
︒

兎
に
角
︑
今
の
乱
世
に
於
て
は
︑
文
学
で
も
伝
統
に
捉
わ
れ
て

い
る
べ
き
で
な
く
︑
従
来
の
定
評
あ
る
名
家
の
作
品
に
心
酔
す
べ

き
で
は
な
い
︒
過
去
の
日
本
の
作
家
な
ど
は
︑
こ
の
敗
戦
苦
に
よ

っ
て
学
ん
だ
人
生
の
真
味
を
知
ら
な
い
甘
ち
ゃ
ん
な
の
だ
︒
旧
文

学
愛
好
者
た
る
私
で
さ
え
︑
お
り
お
り
そ
う
感
じ
る
の
だ
か
ら
︑
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感
受
性
豊
か
な
若
い
作
家
︑
若
い
文
学
愛
好
者
は
一
層
左
様
に
感

ぜ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
左
様
に
感
ず
べ
き
で
は
あ
る
ま

い
か
︒
国
栄
え
世
の
豊
か
な
時
の
文
学
と
︑
今
の
時
代
の
文
学
と

は
趣
き
が
異
な
る
に
極
っ
て
い
る
︒

近
時
の
新
聞
小
説
中
の
名
作
の
一
つ
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
大
佛

次
郎
の
﹁
帰
郷
﹂
を
︑
私
は
一
読
し
た
︒
今
の
世
に
こ
う
い
う
人

間
が
あ
っ
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
人
間
が
作
中
に
現

わ
れ
て
い
る
の
に
︑
私
も
興
味
を
覚
え
た
︒﹁
家
と
い
う
観
念
は
︑

永
い
放
浪
の
間
に
︑
お
の
れ
の
頭
か
ら
失
く
な
っ
て
い
る
︒
薄
情

な
こ
と
だ
と
云
う
だ
ろ
う
が
︑
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
見
れ
ば
こ
れ
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は
仕
方
が
な
い
︒
孤
独
に
慣
れ
て
見
る
と
︑
お
れ
の
目
か
ら
地
図

の
上
の
国
境
線
が
消
え
て
行
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
︑
ま
っ
た
く

の
他
人
と
︑
自
分
の
女
房
や
娘
と
の
差
別
が
薄
れ
て
来
て
し
ま
っ

て
い
る
﹂﹁
な
ぜ
︑
人
間
が
孤
独
で
い
て
悪
い
の
だ
︒
日
本
人
も

ペ
ル
シ
ャ
人
も
区
別
な
く
同
じ
に
見
え
て
な
ぜ
悪
い
？
﹂﹁
肉
親

だ
か
ら
と
云
っ
て
余
計
に
甘
え
た
り
憎
ん
だ
り
す
る
日
本
人
の
感

情
だ
な
あ
︒
あ
れ
が
お
れ
は
厭
だ
︒
そ
れ
だ
け
は
卒
業
し
た
つ
も

り
だ
︒
隣
り
の
他
人
と
︑
ど
う
違
う
の
だ
﹂﹁
お
互
い
の
祖
先
の

日
本
人
が
時
々
に
築
き
上
げ
て
遺
し
た
も
の
を
︑
こ
う
新
し
く
乱

雑
に
な
っ
た
世
の
中
に
も
︑
自
分
た
ち
の
生
活
や
血
に
︑
つ
な
が
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り
の
あ
る
も
の
と
し
て
な
つ
か
し
み
受
け
取
ろ
う
と
す
る
心
が
残

っ
て
い
る
の
か
﹂

し
か
し
︑
こ
う
い
う
事
を
云
っ
て
い
る
作
中
の
男
も
︑
つ
ま
り

は
不
徹
底
で
旧
套
を
打
破
し
得
な
い
の
で
あ
る
︒
性
格
の
独
創
が

な
い
︒
そ
れ
か
ら
︑
作
品
そ
の
も
の
に
戦
後
的
新
し
さ
は
あ
る
の

だ
が
︑
小
説
作
法
は
昔
な
が
ら
で
あ
る
︑
そ
れ
は
こ
の
作
者
は
数

十
年
来
︑
小
説
を
書
続
け
て
い
る
の
で
︑
お
の
ず
か
ら
小
説
術
が

固
定
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
今
日
は
乱
世
で
あ
っ
て
︑
小
説
も

乱
世
の
産
物
で
あ
る
訳
だ
が
︑
内
容
も
形
式
も
在
来
の
小
説
的
常

道
を
破
っ
た
︑
乱
世
の
象
徴
見
た
い
な
も
の
は
出
現
し
て
い
な
い
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の
で
あ
る
か
︒﹁
暗
夜
行
路
﹂
の
よ
う
な
︑
キ
チ
ン
と
整
っ
た
作

品
を
現
代
の
小
説
作
法
の
模
範
と
す
る
の
は
︑
こ
の
乱
世
に
処
す

る
青
年
作
家
と
し
て
お
と
な
し
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
︒
正
直
過
ぎ

る
よ
う
で
あ
る
︒

フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
作
中
の
二
人
物
は
︑
動
物
に
つ
い
て
異
常
な
交

配
の
実
験
を
し
て
見
た
い
と
思
っ
て
︑
農
夫
に
向
っ
て
︑
牡
牛
が

牝
馬
と
つ
る
ん
で
る
の
を
見
る
こ
と
は
な
い
か
︑
牡
豚
が
牝
牛
を

追
っ
か
け
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
は
な
い
か
と
た
ず
ね
て
︑﹁
そ

ん
な
事
は
な
い
﹂
と
否
定
さ
れ
る
と
︑
彼
等
自
身
牝
鶏
と
家
鴨
︑

番
犬
と
牝
豚
の
実
験
を
や
っ
て
見
た
︒
そ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
何
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か
怪
物
で
も
生
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
や
っ
て
見

た
の
で
あ
っ
た
︒
牡
山
羊
と
牝
羊
を
︑
発
情
期
の
や
っ
て
来
た
時

に
小
屋
に
閉
じ
込
め
た
り
し
た
が
︑
効
果
は
な
か
っ
た
︒
山
羊
が

山
羊
の
子
を
生
む
だ
け
で
は
面
白
く
な
い
︒
人
間
が
人
間
を
生
む

だ
け
で
は
面
白
く
な
い
︒
生
物
上
の
大
改
革
を
や
っ
て
見
よ
う
と

い
う
の
は
︑
阿
呆
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
我
々
に
も
衷
心
か
ら
こ
ん

な
阿
呆
な
考
え
も
起
る
の
で
あ
る
︒
文
学
の
上
で
も
常
道
を
破
っ

て
こ
ん
な
考
え
を
呼
起
す
こ
と
が
あ
り
そ
う
だ
︒
ブ
ヴ
ァ
ー
ル

が
︑﹁
星
の
世
界
へ
も
行
け
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
地
球
が
疲
弊
し

た
時
に
は
︑
人
類
は
星
へ
引
越
す
の
だ
﹂
と
︑
空
想
す
る
こ
と
に
︑
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フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
は
推
定
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
こ
の
く
ら
い
な
空

想
は
︑
今
日
の
我
々
に
で
も
珍
ら
し
い
事
で
は
な
さ
そ
う
だ
︒
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