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漱
石
先
生
が
東
京
朝
日
新
聞
社
に
入
社
さ
れ
る
ま
で
の
作
品

は
︑﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
に
し
て
も
︑﹃
漾
虚
集
﹄
に
し
て
も
︑

ま
た
︑﹃
草
枕
﹄
に
し
て
も
︑
皆
創
作
と
は
云
う
も
の
の
︑
厳
密

な
る
意
味
に
於
い
て
︑
世
の
所
謂
小
説
と
は
大
分
違
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
る
︒
第
一
︑
そ
の
作
品
の
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
事
件
が
︑

緊
密
な
る
因
果
関
係
を
以
て
連
結
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
尠
け
れ
ば
︑

す
く
な

ま
た
︑
予
定
の
劇
的
経
過
を
以
て
発
展
す
る
と
こ
ろ
も
乏
し
く
︑

い
わ
ば
何
処
か
ら
読
み
始
め
て
何
処
で
読
み
終
っ
て
も
い
い
性
質
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の
作
品
が
多
数
を
占
め
て
い
る
が
︑
同
新
聞
社
に
入
社
以
後
の
作

品
は
︑
初
め
て
小
説
ら
し
い
小
説
の
形
式
を
具
え
て
来
た
と
云
っ

て
い
い
︒﹃

虞
美
人
草
﹄

﹃
虞
美
人
草
﹄
に
就
い
て
論
ず
る
前
に
︑
自
分
は
先
ず
﹃
野
分
﹄

に
就
い
て
一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹃
野
分
﹄
は
﹃
虞
美
人

草
﹄
に
先
だ
つ
こ
と
約
一
年
ば
か
り
以
前
︑
雑
誌
﹃
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹄

誌
上
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
が
︑
こ
の
小
説
に
於
い
て
︑
先
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生
は
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄︑﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄
以
来
の
正
義
観

を
︑
最
も
露
骨
に
︑
最
も
痛
酷
に
発
揮
し
て
︑
正
義
の
尊
む
べ
き

も
の
︑
人
格
の
重
ん
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
︒
一

個
の
芸
術
品
と
し
て
見
る
と
︑
こ
の
小
説
は
︑
単
に
作
者
の
抱
懐

す
る
観
念
を
具
象
的
な
形
式
に
し
て
表
現
し
た
ま
で
で
︑
与
え
ら

れ
た
る
素
材
が
何
等
の
芸
術
的
醇
化
を
経
て
い
な
い
が
た
め
に
︑

甚
し
く
価
値
の
乏
し
い
も
の
に
な
っ
て
は
い
る
が
︑
先
生
の
内
的

生
活
の
経
過
を
検
し
︑
先
生
の
精
神
生
活
の
推
移
を
探
ろ
う
と
す

け
み

る
も
の
に
と
っ
て
は
︑
か
な
り
重
大
な
る
意
義
を
持
つ
べ
き
も
の

で
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹃
野
分
﹄
一
巻
が
有
す
る
と
こ
ろ
の
価
値
は
︑
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最
後
の
二
十
余
頁
を
領
す
る
白
井
道
也
の
演
説
に
在
る
と
云
っ
て

も
い
い
位
い
で
︑
そ
の
功
利
的
人
生
観
に
対
す
る
熾
烈
な
る
攻
撃

や
︑
物
質
的
生
活
に
対
す
る
辛
辣
な
る
批
評
や
は
︑
和
辻
哲
郎
氏

の
所
謂
﹁
道
徳
的
疳
癪
﹂
の
爆
発
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑

か
ん
し
や
く

能
う
限
り
諷
刺
と
ユ
ー
モ
ア
と
の
世
界
に
廻
避
し
よ
う
と
し
て
い

た
先
生
の
鬱
憤
が
︑
終
に
最
後
の
抑
制
を
排
し
て
逆
出
し
た
の
で

つ
い

あ
る
︒
故
に
白
井
道
也
の
演
説
を
読
む
と
︑
そ
の
背
後
に
燃
ゆ
る

が
ご
と
き
情
熱
と
︑
溢
る
る
が
ご
と
き
感
激
と
が
潜
ん
で
い
て
︑

字
々
句
々
涙
を
以
て
人
に
迫
る
だ
け
の
真
実
が
籠
っ
て
い
る
︒

﹃
野
分
﹄
に
於
い
て
︑
以
上
の
ご
と
く
﹁
道
徳
的
疳
癩
﹂
の
最
後
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の
爆
発
を
示
し
た
先
生
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
に
於
い
て
︑
初
め
て

具
体
的
に
正
義
と
虚
偽
︵
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
人
間
の
卑
陋
な
る

ひ
ろ
う

主
我
心
︶
と
の
戦
い
を
写
し
︑
虚
偽
が
終
に
正
義
の
た
め
に
敗
北

エ
ゴ
イ
ズ
ム

す
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
︒
併
し
︑
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る

主
我
心
の
敗
北
は
︑
そ
れ
が
運
命
の
予
定
さ
れ
た
る
摂
理
︑
即
ち
︑

エ
ゴ
イ
ズ
ム

﹁
か
く
あ
る
﹂
の
因
果
を
語
る
も
の
で
は
な
く
︑
寧
ろ
作
者
自
身

が
抱
懐
す
る
倫
理
観
︑
即
ち
﹁
か
く
あ
る
べ
き
﹂
の
欲
求
を
示
し

て
い
る
点
に
於
い
て
︑
著
し
く
主
観
的
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
︒
そ

の
当
然
の
結
果
と
し
て
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
一
巻
の
構
想
は
︑
か
な

り
不
自
然
な
る
作
為
の
迹
を
残
し
て
い
る
︒
結
末
に
於
け
る
藤
尾

あ
と
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の
唐
突
な
る
死
の
ご
と
き
︑
慥
か
に
そ
の
顕
著
な
る
一
例
だ
と
思

う
︒

﹃
虞
美
人
草
﹄
に
は
︑
尠
く
と
も
四
人
の
主
要
な
る
人
物
が
い

す
く
な

る
︒
甲
野
︑
宗
近
︑
小
野
︑
藤
尾
の
四
人
が
そ
れ
で
あ
っ
て
︑
前

二
者
が
暗
に
正
義
派
を
代
表
す
る
に
対
し
︑
後
二
者
は
暗
に
虚
偽

派
を
代
表
し
て
い
る
︒
そ
の
他
に
も
宗
近
の
妹
の
ご
と
き
は
前
者

の
色
彩
を
帯
び
︑
藤
尾
の
母
の
ご
と
き
は
後
者
の
色
彩
を
帯
び
て

い
る
が
︑
こ
れ
ら
の
性
格
描
写
が
一
種
の
﹁
類
型
﹂
に
堕
し
て
︑
動や

や

も
す
る
と
潑
刺
た
る
人
間
味
を
喪
い
易
い
点
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄

一
巻
が
有
す
る
最
も
著
し
い
欠
点
で
あ
っ
て
︑
同
時
に
︑
作
者
の
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観
念
を
芸
術
化
す
る
上
に
甚
し
い
障
礙
と
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら

し
よ
う
が
い

に
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
に
描
か
れ
て
い
る
人

物
は
︑
そ
の
人
格
的
着
色
が
あ
ま
り
に
判
然
た
る
善
悪
を
以
て
染

め
分
け
ら
れ
て
い
る
が
た
め
︑
何
と
な
く
生
々
と
し
て
実
在
性
を

欠
い
て
︑
与
え
ら
る
べ
き
効
果
が
兎
角
脾
弱
に
な
り
勝
ち
な
の
で

ひ
よ
わ

あ
る
︒
こ
の
意
味
に
於
い
て
︑
あ
る
批
評
家
は
﹃
虞
美
人
草
﹄
を

﹁
馬
琴
式
の
作
品
﹂
だ
と
非
難
し
た
が
︑
そ
の
非
難
の
中
に
は
た

し
か
に
幾
分
の
真
理
が
あ
る
︒

併
し
︑
性
格
上
の
倫
理
的
要
素
を
外
に
す
る
と
︑
そ
の
他
の
点

︵
特
に
全
性
格
の
基
調
た
る
べ
き

気

質
︶
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

テ
ン
ペ
ラ
メ
ン
ト
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人
物
が
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
以
て
動
き
︑
宗
近
︑
藤
尾
の
ご

と
き
一
二
の
人
物
に
至
っ
て
は
︑
殆
ん
ど
活
躍
浮
動
の
域
に
あ
る

と
云
っ
て
も
い
い
︒
甲
野
は
︑﹃
野
分
﹄
の
道
也
先
生
を
若
く
し

て
︑
こ
れ
を
消
極
的
に
改
鋳
し
た
と
も
云
い
た
い
よ
う
な
人
物
で

あ
る
が
︑
そ
の
性
格
︵
単
に
倫
理
的
要
素
の
方
面
ば
か
り
で
な
く
︶

の
上
に
何
と
な
く
概
念
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
︑
到
底
宗
近
や
藤

尾
の
そ
れ
の
ご
と
き
鮮
か
さ
を
持
っ
て
い
な
い
︒
甲
野
に
較
べ
る

と
︑
宗
近
の
妹
は
遥
に
よ
く
描
け
て
い
る
が
︑
こ
れ
を
要
す
る
に
︑

﹃
虞
美
人
草
﹄
一
篇
の
与
え
る
面
白
味
は
︑
そ
の
複
雑
な
る
性
格

描
写
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
︑
全
く
﹃
野
分
﹄
風
の
崇
高
な
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る
道
義
観
と
︑﹃
草
枕
﹄
式
の
華
麗
な
る
表
現
と
︑
戯
曲
的
な
事

件
の
開
展
と
の
上
に
あ
る
と
い
う
の
を
至
当
と
す
る
だ
ろ
う
︒

﹃
野
分
﹄
に
表
れ
て
い
る
先
生
の
道
義
観
に
較
べ
る
と
︑﹃
虞
美

人
草
﹄
に
於
け
る
そ
れ
は
︑
慥
か
に
一
歩
を
進
め
て
い
る
よ
う
な

気
持
が
す
る
︒
何
故
な
れ
ば
︑
先
生
が
﹃
野
分
﹄
に
於
い
て
完
膚

な
き
ま
で
に
排
撃
し
去
り
た
る
功
利
的
人
生
観
や
物
質
的
生
活

は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
に
於
い
て
そ
の
心
理
的
根
拠
を
人
性
固
有
の

主
我
心
の
裡
に
発
見
し
︑
主
我
心
に
対
す
る
正
義
の
葛
藤
を
描
い

エ
ゴ
イ
ズ
ム

う
ち

エ
ゴ
イ
ズ
ム

て
︑
こ
れ
を
死
と
い
う
厳
粛
な
る
事
実
に
覿
面
せ
し
め
る
こ
と
に

て
き
め
ん

依
り
︑
一
種
の
運
命
観
を
吐
露
し
よ
う
と
企
て
て
い
ら
れ
る
か
ら
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で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
学
者
の
権
威
を
説
き
︑
金
権
の
横
暴
を
罵
る

白
井
道
也
の
演
説
に
対
し
︑
悲
劇
の
意
義
を
論
じ
︑
道
義
の
必
要

を
力
説
す
る
甲
野
の
日
記
は
︑
そ
の
深
さ
に
於
い
て
︑
ま
た
︑
そ

の
広
さ
に
於
い
て
︑か
な
り
顕
著
な
径
庭
を
示
し
て
い
る
と
思
う
︒

け
い
て
い

無
遠
慮
に
云
う
と
︑﹃
野
分
﹄
に
表
れ
て
い
る
先
生
は
未
だ
志
士

の
気
魄
を
感
ぜ
し
め
る
に
過
ぎ
な
い
が
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
に
表
れ

て
い
る
先
生
は
慥
か
に
哲
学
者
の
気
稟
を
偲
ば
せ
る
と
こ
ろ
が
あ

き
ひ
ん

る
︒

︱
勿
論
︑
両
者
共
に
理
想
主
義
者
で
あ
る
こ
と
に
は
何
の

相
違
も
な
い
︒

絢
爛
瑰
麗
な
る
点
に
於
い
て
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
文
章
は
﹃
草
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枕
﹄
の
そ
れ
と
相
距
る
こ
と
遠
く
な
い
も
の
で
あ
る
︒
併
し
︑

へ
だ
た

紛
々
た
る
匠
気
の
附
き
纏
っ
て
い
る
点
︑
先
生
自
身
の
言
葉
を
借

し
よ
う
き

り
る
と
︑
所
謂
﹁
粉
飾
余
り
に
華
麗
に
し
て
強
烈
な
る
香
水
を
嗅

ぐ
に
似
て
多
少
失
神
の
気
味
な
き
能
わ
ず
﹂
と
い
う
点
か
ら
見
る

と
︑
前
者
は
後
者
よ
り
も
猶
お
甚
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
こ
れ
は

﹃
虞
美
人
草
﹄
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
チ
ー
を
か
ち
え
さ
せ
る
た
め
に
は

多
大
の
効
果
が
あ
っ
た
ら
し
く
は
あ
る
が
︑
作
品
全
体
の
上
か
ら

見
る
と
︑
決
し
て
欣
ぶ
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
︒
尤
も
︑
文

よ
ろ
こ

章
そ
の
も
の
よ
り
見
た
先
生
の
技
倆
は
︑
慥
か
に
驚
嘆
に
値
す
る

も
の
で
あ
っ
て
︑
明
治
︑
大
正
の
文
壇
そ
の
人
多
し
と
云
え
ど
も
︑
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自
分
は
未
だ
先
生
に
匹
敵
し
う
る
作
家
あ
る
を
知
ら
な
い
︒
こ
の

種
の
見
地
に
立
つ
と
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
一
篇
は
︑﹃
草
枕
﹄︑﹃
漾

虚
集
﹄
の
諸
篇
と
と
も
に
︑
恐
ら
く
永
久
に
愛
誦
せ
ら
れ
る
性
質

の
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

﹃
虞
美
人
草
﹄
の
構
想
は
︑
そ
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
事
件
が
︑

最
初
は
か
な
り
緩
漫
な
る
速
度
を
以
て
進
行
し
て
い
な
が
ら
︑
終

局
に
近
づ
く
に
従
っ
て
︑
漸
次
に
加
速
度
的
な
発
展
を
加
え
て
ゆ

く
点
に
非
常
な
興
味
が
あ
る
︒
殊
に
︑
離
れ
離
れ
に
起
り
つ
つ
あ

っ
た
許
多
な
事
件
が
一
所
に
朝
宗
し
て
︑
結
末
に
於
け
る
急
転

あ
ま
た

ち
よ
う
そ
う

直
下
の
解
決
を
齎
し
来
る
と
こ
ろ
な
ど
は
︑
殆
ん
ど
戯
曲
家
的

も
た
ら
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な
技
巧
を
恣
い
ま
ま
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
先
生
の
芸
術

ほ
し

的
境
地
に
︑
さ
ら
に
開
拓
せ
ら
る
べ
き
他
の
方
面
の
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
於
い
て
︑
第
二
に
自
分
の
所

信
を
確
め
る
も
の
は
︑
先
生
の
対
話
を
操
縦
っ
て
行
く
技
倆
の
卓

越
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
中
に
就
い
て
も
第
十
六
章
に
於
け

る
宗
近
と
宗
近
の
妹
と
の
対
話
の
ご
と
き
は
︑
表
面
極
め
て
淡
泊

な
る
形
式
を
以
て
進
ん
で
い
な
が
ら
︑
波
瀾
あ
り
︑
変
化
あ
り
︑

情
味
が
あ
っ
て
︑
真
に
好
個
の
劇
的
場
面
を
見
せ
て
い
る
︒
先
生

が
自
ら
誇
負
し
て
﹁
こ
の
作
者
は
趣
な
き
会
話
を
嫌
う
﹂
と
喝
破

し
て
い
ら
れ
る
の
は
︑
ま
こ
と
に
所
以
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
︒
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﹃
坑

夫
﹄

﹃
虞
美
人
草
﹄
の
次
ぎ
に
﹃
坑
夫
﹄
が
あ
り
︑﹃
坑
夫
﹄
の
次
ぎ

に
﹃
三
四
郎
﹄
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
漱
石
先
生
の
研
究
家
に

と
っ
て
︑
か
な
り
興
味
を
惹
く
事
柄
で
あ
る
︒

聞
く
と
こ
ろ
に
拠
る
と
︑
先
生
自
ら
﹁
自
分
が
坑
夫
に
就
て
の

経
験
は
是
れ
丈
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
み
ん
な
事
実
で
あ
る
︒
其
の

証
拠
に
は
小
説
に
な
っ
て
い
な
い
ん
で
も
分
る
﹂
と
云
っ
て
い
ら

れ
る
ご
と
く
︑﹃
坑
夫
﹄
は
先
生
が
某
な
る
人
の
経
験
談
を
基
礎
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と
し
て
︑
こ
れ
に
小
説
的
な
潤
色
を
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
理
由
に
因
る
の
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い

が
︑
そ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
先
生
の
作
品
に
較
べ
る
と
︑

﹃
坑
夫
﹄
は
非
常
に
写
実
的
な
傾
向
に
富
ん
で
い
る
︒
例
え
ば

リ
ア
リ
ス
チ
ツ
ク

﹃
虞
美
人
草
﹄
を
読
ん
だ
眼
を
転
じ
て
﹃
坑
夫
﹄
に
移
す
と
︑
第

一
に
文
章
が
違
う
︑
第
二
に
叙
述
の
形
式
及
び
態
度
が
違
う
︑
第

三
に
心

理

解

剖
の
有
る
の
と
無
い
の
と
が
違
う
と
い
う
わ

サ
イ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ア
ナ
リ
シ
ス

け
で
︑
両
者
の
間
に
存
す
る
本
質
的
な
相
違
は
︑
真
に
参
商
も
啻

し
ん
し
よ
う

た
だ

な
ら
ず
と
云
い
た
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

﹃
坑
夫
﹄
の
文
章
は
何
と
評
し
て
い
い
か
︑
自
分
に
も
今
適
当
な
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語
彙
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
が
︑
何
れ
に
し
て
も
﹃
虞
美
人

い
ず

草
﹄
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
︑
極
め
て
色
気
や
艶
気
に
乏
し
い
︑

白
粉
抜
け
の
し
た
文
章
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
絢
爛
だ
と
か
瑰
麗
だ

お
し
ろ
い

と
か
い
う
点
は
微
塵
も
な
い
が
︑
そ
れ
で
い
て
何
処
に
か
一
種
の

洒
落
気
が
あ
る
︒﹁
さ
っ
き
か
ら
松
原
を
通
っ
て
る
ん
だ
が
︑
松

原
と
云
う
も
の
は
絵
で
見
た
よ
り
も
余
っ
程
長
い
も
ん
だ
︒
何
時

迄
行
っ
て
も
松
ば
か
り
生
え
て
居
て
一
向
要
領
を
得
な
い
︒
此
方

が
い
く
ら
歩
行
た
っ
て
松
の
方
で
発
展
し
て
呉
れ
な
け
れ
ば
駄
目

あ
る
い

な
事
だ
︒
い
っ
そ
始
め
か
ら
突
っ
立
っ
た
儘
松
と
睨
め
っ
子
を
し

ま
ま

て
い
る
方
が
増
し
だ
﹂
と
い
う
冒
頭
の
一
節
の
ご
と
き
︑
明
か
に
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そ
の
好
適
な
る
一
例
を
示
し
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
︒け
れ
ど
も
︑

文
字
そ
の
も
の
の
興
味
︑
例
え
ば
語
句
の
彫
琢
と
か
洗
煉
と
か
云

う
も
の
が
先
き
に
立
た
ず
し
て
︑
出
来
る
だ
け
事
実
の
内
容
を
生

か
し
て
行
こ
う
と
す
る
点
か
ら
見
る
と
︑
ど
う
し
て
も
﹃
坑
夫
﹄

の
文
章
は
﹃
虞
美
人
草
﹄
の
そ
れ
よ
り
写
実
的
で
あ
る
と
云
っ

リ
ア
リ
ス
チ
ツ
ク

て
い
い
︒

第
二
に
は
叙
述
の
形
式
及
び
態
度
︑
言
い
換
え
る
と
︑
先
生
自

身
の
所
謂
﹁
表
出
の
方
法
﹂
に
於
い
て
で
あ
る
が
︑
動
も
す
る
と

や
や

﹃
虞
美
人
草
﹄
の
叙
述
が
単
な
る
抽
象
的
な
説
明
に
終
り
易
く
︑

従
っ
て
叙
述
の
態
度
が
多
く
主
観
的
で
あ
る
に
も
関
ら
ず
︑﹃
坑
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夫
﹄
の
叙
述
は
極
め
て
具
象
的
な
描
写
に
富
ん
で
い
て
︑
そ
の
態

度
も
か
な
り
客
観
的
に
傾
い
て
い
る
︒
例
え
ば
﹁
微
茫
な
る
春
の

か
す
か

空
の
︑
底
迄
も
藍
を
漂
わ
し
て
︑
吹
け
ば
揺
る
ぐ
か
と
怪
し
ま
る

る
程
柔
か
き
中
に
屹
然
と
し
て
︑
ど
う
す
る
気
か
と
云
わ
ぬ
計
り

に
叡
山
が
聳
え
て
い
る
﹂
と
い
う
﹃
虞
美
人
草
﹄
の
一
節
を
﹁
其

の
山
は
距
離
か
ら
云
う
と
大
分
あ
る
様
に
思
わ
れ
た
︒
高
さ
も
決

し
て
低
く
は
な
い
︒
色
は
真
蒼
で
︑
横
か
ら
日
の
差
す
所
丈
が
光

る
所
為
か
︑
陰
の
方
は
蒼
い
底
が
黒
ず
ん
で
見
え
た
︒
尤
も
是
れ

は
日
の
加
減
と
い
う
よ
り
も
杉
檜
の
多
い
為
か
も
知
れ
な
い
︒
と

も
か
く
も
蓊
鬱
と
し
て
︑
奥
深
い
様
子
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
﹃
坑

こ
ん
も
り
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夫
﹄
の
一
節
に
比
較
し
て
見
て
も
︑
そ
の
辺
の
差
違
は
は
っ
き
り

と
現
れ
て
い
る
︒
殊
に
︑
後
者
に
あ
っ
て
は
説
話
者
自
身
が
一
篇

の
主
人
公
で
あ
る
が
た
め
︑
勢
い
自
家
の
主
観
を
透
し
て
環
境
を

批
判
す
る
地
位
に
あ
り
な
が
ら
︑
彼
は
彼
自
身
を
す
ら
他
人
の
眼

を
以
て
観
︑
他
人
の
心
を
以
て
察
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
︒
そ
こ

に
﹃
坑
夫
﹄
特
有
の
心
理
解
剖
が
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る
︒

大
胆
に
云
う
と
︑
先
生
の
心
理
解
剖
は
﹃
坑
夫
﹄
を
以
て
初
ま

る
と
云
っ
て
も
敢
て
不
当
な
断
言
で
は
あ
る
ま
い
︒
勿
論
︑
こ
れ

ま
で
の
作
品
に
も
全
然
そ
れ
が
欠
乏
し
て
い
た
と
は
云
え
な
い
か

も
知
れ
な
い
が
︑
兎
に
角
心
理
解
剖
ら
し
い
心
理
解
剖
が
初
め
て
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形
を
具
え
て
来
た
の
は
︑
明
か
に
﹃
坑
夫
﹄
以
来
の
こ
と
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
七
頁
の
後
半
か
ら
八
頁
の
前
半
に
亘
る
自
殺
の
決
意
に

対
す
る
心
理
解
剖
や
︑
十
三
頁
か
ら
十
四
頁
に
亘
る
﹁
働
い
て
も

善
い
で
す
が
﹂
と
い
う
返
答
に
対
す
る
心
理
解
剖
や
を
見
る
と
︑

そ
の
形
式
が
幾
分
深
酷
と
繊
細
と
を
欠
い
て
い
る
に
し
て
も
︑
皆

立
派
な
心
理
的
経
過
の
描
写
に
は
相
違
な
い
の
で
あ
る
︒し
か
も
︑

こ
の
種
の
心
理
解
剖
は
﹃
坑
夫
﹄
の
全
般
に
亘
っ
て
随
所
に
散
見

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑﹃
坑
夫
﹄
一
篇
の
有
す
る

芸
術
的
興
味
の
半
ば
は
懸
っ
て
そ
こ
に
在
る
と
云
っ
て
も
い
い
位

い
な
地
位
を
占
め
て
い
る
︒
殊
に
︑
二
百
七
十
六
頁
か
ら
二
百
八
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十
頁
に
至
る
坑
内
中
の
複
雑
な
る
心
理
的
経
過
を
細
写
し
た
あ
た

り
な
ど
は
︑
今
日
の
眼
を
以
て
し
て
も
猶
お
推
重
に
値
す
る
だ
け

な

の
卓
越
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
︱
先
生
本
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
︑茲こ

こ

に
至
っ
て
漸
く
そ
の
根
を
深
め
て
来
た
と
云
っ
て
い
い
︒

併
し
︑
一
個
の
作
品
と
し
て
見
た
﹃
坑
夫
﹄
は
遺
憾
な
が
ら
凡

作
で
あ
る
︒な
る
ほ
ど
上
述
の
ご
と
き
長
所
を
持
っ
て
は
い
る
が
︑

そ
れ
は
未
だ
芸
術
的
完
成
の
領
域
に
遠
い
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ

自
身
に
大
し
た
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
︒
言
葉
を
換
え

て
云
う
と
︑
そ
れ
ら
の
長
所
が
有
す
る
価
値
は
先
生
の
芸
術
的
生

涯
に
於
け
る
歴
史
的
意
義
に
於
い
て
で
あ
っ
て
︑
先
生
の
芸
術
的



26

業
績
に
於
け
る
本
質
的
意
義
に
於
い
て
で
は
な
い
︒

果
し
て
そ
う
だ
と
す
る
と
︑﹃
坑
夫
﹄
に
於
け
る
最
も
至
大
な

欠
陥
は
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
と
︑
そ
の
第
一
は
︑
描
か
れ
て
い

る
事
件
︑取
扱
わ
れ
て
い
る
事
実
が
︑殆
ん
ど
血
の
滲
む
ほ
ど
生
々

し
い
現
実
的
経
験
で
あ
り
な
が
ら
︑こ
れ
を
描
く
作
者
の
態
度︵
こ

の
場
合
に
は
説
話
者
自
身
︶
が
あ
く
ま
で
低
徊
的
︑
非
人
情
的
で

あ
っ
た
が
た
め
に
︑
素
材
の
性
質
と
作
者
と
の
間
に
一
種
の
不
調

和
が
起
っ
て
︑
こ
れ
を
渾
一
融
和
の
至
境
に
齎
し
来
る
こ
と
が

も
た
ら

出
来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑
非
人

情
た
ら
ん
と
し
て
非
人
情
た
り
え
ず
︑
現
実
的
た
ら
ん
と
し
て
現
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実
的
た
り
え
な
い
ど
っ
ち
付
か
ず
の
と
こ
ろ
が
欠
点
な
の
で
あ

る
︒
第
二
に
自
分
が
不
満
に
思
う
こ
と
は
︑
か
な
り
微
細
に
︑
か

な
り
綿
密
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
坑
夫
乃
至
鉱
山
の
生
活

な
い
し

が
︑
あ
れ
だ
け
で
は
矢
張
上
辷
り
の
描
写
に
終
っ
て
︑
ど
う
も
飽

う
わ
す
べ

き
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
︒
尤
も
︑
こ
の
際
作
者
に
与
え
ら
れ

て
い
る
素
材
は
︑作
者
自
身
の
切
実
な
る
直
接
経
験
で
は
な
く
て
︑

第
三
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
る
間
接
経
験
︵
若
し
云
い
得
べ
く
ん
ば
︶

で
あ
る
が
た
め
︑
終
に
そ
う
し
た
欠
陥
を
暴
露
す
る
に
至
っ
た
も

つ
い

の
で
は
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
は
真
正
面
か
ら
自
分
の
非
難
を
排
撃
す

る
に
足
る
言

訳
と
は
な
り
え
な
い
︒
今
一
つ
自
分
が
認
め
て

プ
ロ
ポ
ー
シ
ヨ
ン
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こ
の
作
品
の
欠
点
だ
と
思
う
も
の
は
︑
素
材
そ
の
も
の
の
性
質
か

ら
と
は
云
い
な
が
ら
︑
結
末
の
付
け
方
が
あ
ま
り
に
あ
っ
け
な
い

こ
と
で
あ
る
︒
自
分
の
希
望
を
云
う
と
︑
全
体
の
比
例
の
上
か
ら

云
っ
て
︑
ま
た
︑
全
体
の
均
斉
の
上
か
ら
云
っ
て
︑
最
後
の
帳
附

ち
よ
う
づ
け

生
活
を
今
す
こ
し
悉
し
く
語
っ
て
欲
し
い
︒
若
し
そ
う
す
る
と
︑

く
わ

﹃
坑
夫
﹄
一
篇
の
構
想
が
渾
然
と
し
た
纏
ま
り
を
持
っ
て
来
る
ば

か
り
で
な
く
︑
作
品
そ
の
も
の
の
与
え
る
芸
術
的
効
果
の
上
に
恐

ら
く
は
欣
ぶ
べ
き
影
響
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
︒

こ
れ
を
要
す
る
に
︑﹃
坑
夫
﹄
の
価
値
は
﹃
坑
夫
﹄
そ
れ
自
身

に
あ
る
の
で
は
な
い
︒﹃
虞
美
人
草
﹄
か
ら
﹃
三
四
郎
﹄
に
至
る
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﹁
橋
梁
﹂
と
し
て
︑
若
し
く
は
︑
先
生
の
芸
術
的
生
涯
の
発
展
を

司
配
す
る
一
個
の
重
要
な
る
﹁
分
岐
点
﹂
と
し
て
︑
あ
る
種
の
歴

史
的
価
値
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
事
実
を
他
に
し
て

見
た
﹃
坑
夫
﹄
に
対
す
る
批
判
は
︑
批
判
そ
の
も
の
に
何
等
の
権

威
が
な
い
と
云
っ
て
も
よ
か
ろ
う
︒

﹃
三
四
郎
﹄

既
に
云
っ
た
ご
と
く
︑﹃
三
四
郎
﹄
は
﹃
そ
れ
か
ら
﹄︑﹃
門
﹄

の
二
篇
と
と
も
に
︑
一
つ
の
三
部
作
を
な
す
も
の
で
あ
る
︒
併
し
︑
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作
品
そ
の
も
の
を
評
隲
す
る
上
に
於
い
て
は
︑
勿
論
そ
れ
ぞ
れ

ひ
よ
う
し
つ

を
切
離
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

普
通
﹃
三
四
郎
﹄
は
性
格
描
写
の
小
説
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
︒

嘗
て
小
宮
豊
隆
氏
の
ご
と
き
も
﹃
三
四
郎
﹄
を
評
し
て
︑﹁﹃
三

四
郎
﹄
は
︑
小
川
三
四
郎
な
る
大
学
生
を
主
人
公
に
し
て
︑
其
の

主
人
公
の
性
格
が
︑
あ
る
期
間
に
於
て
︑
周
囲
の
空
気
に
か
ぶ
れ

て
︑
段
々
と
変
っ
て
来
る
︒
其
性
格
の
発
展
を
の
み
目
的
と
し
て

書
い
た
の
で
は
な
い
︒
主
人
公
の
性
格
を
叙
す
る
と
︑
同
じ
程
度

に
於
て
三
四
郎
が
︑
か
ぶ
れ
た
周
囲
の
空
気

︱
即
ち
三
四
郎
が

影
響
を
受
け
る
︑
色
々
な
友
人
知
己
の
性
格
を
も
精
細
に
描
き
出
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し
た
も
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
作
者
は
︑
三
四
郎
を
中
心

に
置
い
て
︑
三
四
郎
が
浮
游
し
て
い
る
周
囲
の
空
気
全
体
に
興
味

を
持
っ
て
此
一
篇
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
か
ら
大
き
な

意
味
に
於
て
︑
キ
ァ
ラ
ク
タ
ー
︑
ス
ケ
ッ
チ
の
小
説
で
あ
る
﹂
と

云
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
︑﹃
三
四
郎
﹄
の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い

る
諸
種
の
人
物
が
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
気
質
と
を
以
て
︑
自

家
の
頭
上
に
降
り
懸
る
運
命
に
司
配
さ
れ
つ
つ
動
い
て
行
く
点

は
︑
慥
か
に
﹃
三
四
郎
﹄
一
巻
の
中
心
興
味
を
形
作
る
基
調
で
あ

た
し

っ
て
︑
そ
の
内
容
的
価
値
に
就
い
て
考
え
及
ぶ
と
き
︑
こ
れ
を
外

に
し
て
は
殆
ん
ど
何
等
の
意
義
が
無
い
と
云
っ
て
い
い
か
も
知
れ
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な
い
︒

自
分
は
前
に
﹃
虞
美
人
草
﹄
を
評
し
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
性
格

描
写
に
は
一
種
の
﹁
類
型
﹂
が
あ
る
と
云
っ
た
が
︑﹃
三
四
郎
﹄

の
性
格
描
写
に
至
っ
て
は
︑
そ
う
し
た
意
味
の
欠
点
が
殆
ん
ど
振

い
落
さ
れ
て
︑あ
る
程
度
の
渾
然
た
る
境
地
に
ま
で
達
し
て
い
る
︒

中
に
就
い
て
も
主
人
公
三
四
郎
の
性
格
の
発
展
を
叙
述
す
る
作
者

の
描
写
は
︑
そ
の
心
意
の
転
化
に
対
す
る
感
受
の
鋭
敏
な
る
点
に

於
い
て
︑
ま
た
︑
そ
の
環
境
の
影
響
に
対
す
る
理
解
の
富
贍
な
る

ふ
ぜ
ん

点
に
於
い
て
︑
恐
ら
く
は
﹃
三
四
郎
﹄
一
篇
の
眼
目
を
な
す
も
の

で
あ
ろ
う
と
思
う
が
︑
慥
か
に
驚
く
べ
き
成
功
を
遂
げ
て
い
る
︒
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︱
そ
の
他
の
性
格
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
活
写
さ
れ
て
い
る
が
︑
最

も
面
白
い
の
は
与
次
郎
と
女
主
人
公
美
禰
子
と
で
あ
る
︒
前
者
に

は
作
者
の
趣
味
性
が
観
念
化
さ
れ
た
嫌
い
が
あ
り
︑
後
者
に
は
作

者
た
る
先
生
の
所
謂
﹁
表
出
の
方
法
﹂
に
一
定
の
方
針
が
存
在
し

て
い
た
か
ど
う
か
を
疑
わ
し
め
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
︑
そ

れ
ら
の
欠
点
は
未
だ
以
て
全
体
の
卓
越
を
傷
け
る
に
至
ら
な
い
︒

﹃
三
四
郎
﹄
に
至
っ
て
︑
先
生
固
有
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
ま
す
ま
す

そ
の
形
を
整
え
て
来
る
と
と
も
に
初
め
て
﹁
客
観
的
態
度
﹂
と
も

云
う
べ
き
或
物
が
判
然
た
る
存
在
を
持
っ
て
来
た
︒
こ
の
意
味
に

於
い
て
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
か
ら
﹃
三
四
郎
﹄
へ
の
推
移
を
連
絡
す
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る
﹃
坑
夫
﹄
の
非
常
に
重
視
す
べ
き
所
以
は
既
に
説
い
て
置
い
た

通
り
で
あ
る
が
︑﹃
坑
夫
﹄
に
最
初
の
萌
芽
を
示
し
た
リ
ア
リ
ズ

ム
に
比
較
す
る
と
﹃
三
四
郎
﹄
に
表
れ
て
い
る
そ
れ
は
︑
猶
お
多

く
の
醇
化
と
精
錬
と
を
具
え
て
い
る
︒
そ
の
最
も
著
し
い
実
例
を

挙
げ
る
と
︑﹃
三
四
郎
﹄
に
は
最
早
﹃
坑
夫
﹄
に
於
い
て
見
る
が

ご
と
き
低
徊
的
態
度
︑
非
人
情
的
態
度
の
甚
し
く
作
品
の
主
潮
を

動
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
く
︑
作
者
の
表
出
は
︑
そ
の
根
柢
を

あ
く
ま
で
﹁
直
接
感
﹂︵﹁
実
感
﹂
と
い
う
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
︶

の
上
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
作
品
の
一
部
を
彩

る
色
調
は
未
だ
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
域
を
脱
し
切
っ
て
い
な
い
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が
︑
そ
の
全
体
の
傾
向
は
既
に
定
ま
っ
て
い
る
と
云
っ
て
い
い
︒

例
え
ば
︑﹃
三
四
郎
﹄
に
は
作
品
自
身
の
有
す
る
気
稟
と
風
格
と

は
出
て
い
る
が
︑
併
し
﹃
野
分
﹄
や
﹃
虞
美
人
草
﹄
に
於
け
る
が

ご
と
き
露
骨
な
道
義
的
批
判
は
出
て
い
な
い
︒
自
分
の
考
え
か
ら

云
う
と
︑
か
く
の
ご
と
き
も
ま
た
作
者
の
態
度
の
漸
く
リ
ア
リ
ス

チ
ッ
ク
に
赴
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の

点
に
於
い
て
︑
自
分
の
唯
一
つ
飽
き
足
り
な
く
思
う
こ
と
は
︑
表

現
の
上
に
纏
絡
す
る
一
種
の
臭
味
︑
即
ち
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
や
﹃
坑

て
ん
ら
く

夫
﹄
頃
ま
で
の
作
品
に
屢
々
見
か
け
る
言
葉
使
い
の
上
の
衒
気
か

げ
ん
き

ら
来
る
一
種
の
不
純
な
る
感
じ
が
︑
こ
の
作
品
に
於
い
て
も
猶
お
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幾
分
残
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
三
四
郎
﹄
の
十

六
頁
に
﹁
三
四
郎
は
此
処
迄
来
て
︑
更
に
悄
然
げ
て
仕
舞
っ
た
︒

し

よ

何
処
の
馬
の
骨
だ
か
分
ら
な
い
も
の
に
︑
頭
の
上
が
ら
な
い
位
打ど

や

さ
れ
た
様
な
気
が
し
た
︒
ベ
ー
コ
ン
の
二
十
三
頁
に
対
し
て
も
甚

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

だ
申
訳
が
な
い
位
に
感
じ
た
﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る
が
︑
こ
の
一

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

節
に
於
け
る
最
後
の
文
句
の
ご
と
き
は
︑
奇
警
は
即
ち
奇
警
で
あ

ろ
う
が
︑
矢
張
作
品
そ
の
も
の
の
上
に
い
い
効
果
を
与
え
る
所
以

で
は
な
い
︒
同
じ
理
由
か
ら
し
て
︑
自
分
は
最
後
に
近
い
章
に
あ

る
﹁
わ
れ
は
我
が
愆
を
知
る
︒
我
が
罪
は
常
に
我
が
前
に
あ
り
﹂

、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
が

と
い
う
美
禰
子
の
独
語
や
︑﹁
迷

羊
︑
迷

羊
﹂
と
い
う
三

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ
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四
郎
の
独
語
な
ど
に
対
し
て
も
︑
何
と
な
く
嫌
味
で
あ
る
と
い
う

理
由
の
許
に
賛
意
を
表
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
併
し
︑
一
度
び

ひ
と
た

振
り
返
っ
て
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
女
主
人
公
藤
尾
の
会
話
な
ど
に

想
い
到
る
と
︑
先
生
の
表
現
的
形
式
も
随
分
自
然
に
近
づ
い
て
来

た
も
の
だ
と
思
う
︒

﹃
三
四
郎
﹄
は
一
個
の
芸
術
品
と
し
て
見
て
も
︑
決
し
て
価
値
の

低
い
作
で
は
な
い
︒
前
に
も
云
っ
た
ご
と
く
︑
単
に
あ
れ
だ
け
の

性
格
を
あ
れ
だ
け
霊
活
に
描
き
分
け
て
あ
る
点
に
於
い
て
も
︑
十

れ
い
か
つ

分
佳
作
を
以
て
許
す
べ
き
資
格
は
あ
る
が
︑
先
生
の
全
業
績
の
上

か
ら
云
う
と
︑
そ
れ
が
恰
も
先
生
の
﹁
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
か
ら
リ
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ア
リ
ズ
ム
へ
の
推
移
﹂
の
過
程
に
存
在
し
て
い
る
が
た
め
︑
た
だ

何
と
な
く
過
渡
期
の
未
完
成
品
と
い
う
匂
い
が
し
て
︑
自
分
の
頭

に
ど
う
も
は
っ
き
り
し
た
芸
術
的
感
銘
を
与
え
な
い
︒﹃
坑
夫
﹄

に
於
い
て
初
め
て
発
見
し
た
先
生
の
心
理
解
剖
も
︑﹃
三
四
郎
﹄

に
あ
っ
て
は
別
に
著
し
い
発
展
を
示
し
て
い
な
い
か
ら
︑
そ
れ
に

就
い
て
も
ま
た
何
と
な
く
不
満
が
あ
る
︒

︱
そ
の
他
の
点
に
関

し
て
は
︑
こ
の
際
す
べ
て
を
端
折
る
こ
と
に
す
る
︒
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﹃
そ
れ
か
ら
﹄

所
謂
三
部
作
の
第
一
作
た
る
﹃
三
四
郎
﹄
に
較
べ
る
と
︑
そ
の

第
二
作
た
る
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
は
︑
い
ろ
い
ろ
の
点
に
於
い
て
素
張

ら
し
い
飛
躍
を
遂
げ
て
い
る
︒

︱
惟
う
に
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
は
︑

お
も

そ
の
第
三
作
た
る
﹃
門
﹄
と
と
も
に
︑
漱
石
先
生
の
芸
術
的
生
涯

に
於
け
る
所
謂
転
向
期
を
代
表
す
る
傑
作
で
あ
ろ
う
︒

﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
筋
は
単
純
で
あ
る
︒
代
助
と
称
す
る
一
人
物

が
︑
単
な
る
義
侠
心
よ
り
し
て
︑
嘗
て
相
思
の
間
柄
で
あ
っ
た
一

か
つ

少
女
三
千
代
を
友
人
平
岡
の
妻
と
し
て
周
旋
し
︑
自
分
は
自
己
犠
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牲
の
寂
寞
に
窈
か
な
る
恋
愛
を
包
ん
で
数
年
間
を
独
身
の
裡
に
過

ひ
そ

し
て
い
た
が
︑
不
図
し
た
機
会
か
ら
起
っ
た
代
助
と
三
千
代
と
の

邂
迥
が
︑
幾
久
し
く
両
者
の
胸
に
秘
め
ら
れ
て
︑
未
だ
判
然
た
る

形
を
作
す
に
至
ら
な
か
っ
た
相
思
の
情
に
火
を
点
じ
︑
一
度
び
惑

乱
せ
る
運
命
は
終
に
代
助
を
し
て
平
岡
か
ら
三
千
代
を
奪
い
還
す

に
至
ら
し
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

︱
与
え
ら
れ
た
る
事
件
の

開
展
が
︑
一
種
の
戯
曲
的
な
﹁
結
末
﹂
の
上
に
約
束
せ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
点
に
於
い
て
︑
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑
そ
の
構
想
の

基
底
に
予
め
決
定
せ
ら
れ
た
因
果
の
照
応
が
あ
る
と
い
う
点
に
於

い
て
︑
こ
の
作
品
は
﹃
虞
美
人
草
﹄
以
後
に
於
け
る
最
初
の
試
み
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だ
と
云
っ
て
い
い
︒

併
し
︑﹁
そ
れ
か
ら
﹂
一
巻
を
司
配
す
る
芸
術
的
内
容
は
︑
決

し
て
上
に
述
べ
た
よ
う
な
事
件
の
推
移
と
︑
開
展
と
︑
解
決
と
を

連
絡
す
る
単
純
な
技
巧
上
の
効
果
に
の
み
奉
仕
さ
れ
て
い
る
も
の

で
は
な
く
て
︑そ
の
他
に
も
猶
お
多
く
の
従
属
的
要
素
を
包
擁
し
︑

か
な
り
複
雑
な
る
味
い
と
︑
か
な
り
多
様
な
る
色
合
と
を
備
え
て

い
る
︒
例
え
ば
︑
所
謂
性
格
描
写
の
ご
と
き
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒

自
分
は
既
に
﹃
三
四
郎
﹄
の
芸
術
的
内
容
を
解
剖
し
て
︑
そ
の
性

格
描
写
の
卓
越
を
推
奨
し
て
置
い
た
が
︑
こ
の
﹃
三
四
郎
﹄
に
於

い
て
発
揮
せ
ら
れ
た
性
格
描
写
の
卓
越
は
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
至
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っ
て
︑
さ
ら
に
よ
り
一
層
の
練
熟
と
︑
さ
ら
に
よ
り
一
層
の
確
実

と
を
以
て
﹁
完
成
﹂
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
自
分
が
敢
て
﹁
完

成
﹂
と
い
う
所
以
は
︑﹃
三
四
郎
﹄
の
そ
れ
が
︑
扱
わ
れ
て
い
る

人
物
の
如
何
に
依
っ
て
未
だ
優
劣
上
下
の
区
別
か
ら
免
れ
が
た
い

失
が
あ
る
に
反
し
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
そ
れ
に
至
っ
て
は
︑
全
篇

の
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
多
数
の
人
物
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味

に
於
い
て
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
の
下
に
活
躍
し
︑
一
人
と
し
て

曖
昧
な
る
性
格
︑
一
人
と
し
て
不
明
な
る
人
間
は
存
在
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
於
い
て
︑
男
女
の
両
主
人
公
は
勿
論
︑

父
︑
兄
︑
嫂
︑
門
野
︑
誠
太
郎
の
性
格
描
写
は
︑
殆
ん
ど
﹁
鏤
刻
﹂

ろ
う
こ
く
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と
も
評
す
べ
き
明
か
さ
と
確
か
さ
と
を
持
っ
て
い
て
︑
そ
の
鮮
か

な
る
輪
郭
の
裡
に
渦
巻
く
内
容
の
力
は
︑
何
等
の
遺
憾
も
な
く
描

き
出
さ
れ
て
い
る
と
思
う
︒
中
に
就
い
て
も
︑
代
助
の
性
格
と
︑

代
助
の
上
に
降
り
か
か
っ
た
運
命
が
代
助
の
性
格
に
及
ぼ
し
て
行

く
影
響
︑
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑
環
境
の
状
態
が
代
助
の
心
意

を
司
配
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
性
格
の
変
化
と
は
︑
殆
ん
ど
﹃
そ
れ

か
ら
﹄
一
篇
の
領
略
す
る
芸
術
的
興
味
の
焦
点
と
も
云
い
た
い
も

の
で
あ
っ
て
︑
こ
の
作
品
の
基
調
を
な
す
作
者
自
身
の
運
命
観
︑

即
ち
︑
自
然
を
軽
蔑
し
た
も
の
が
︑
軈
て
自
然
の
た
め
に
報
復
せ

や
が

ら
れ
る
と
い
う
思
想
の
具
象
的
表
現
は
︑
こ
の
一
事
を
待
っ
て
始
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め
て
完
璧
な
る
成
果
を
挙
げ
え
た
も
の
と
云
っ
て
い
い
︒
ま
た
︑

﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
裡
に
は
︑
一
種
の
享
楽
主
義
者
に
し
て
︑
且
つ
︑

一
種
の
廻
避
的
態
度
の
所
有
者
た
る
代
助
の
聡
明
な
る
頭
脳
と
︑

繊
細
な
る
神
経
と
︑
鋭
利
な
る
眼
孔
と
を
透
し
て
見
た
る
現
代
日

本
の
文
化
と
︑
そ
の
文
化
の
有
す
る
疾
患
と
に
就
い
て
の
作
者
自

身
の
批
評
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
文
明
批
評
は
︑
必
ず
し
も
代
助
の

個
性
的
必
然
を
待
つ
ま
で
も
な
く
成
立
し
う
る
点
に
於
い
て
︑﹃
そ

れ
か
ら
﹄
時
代
に
於
け
る
漱
石
先
生
自
身
の
思
想
乃
至
態
度
を
覗

知
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
拠
っ
て
見
る
と
︑﹃
野
分
﹄

時
代
の
先
生
と
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
時
代
の
先
生
と
の
間
に
は
︑
極
め
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て
興
味
深
い
︑
極
め
て
意
味
の
深
長
な
幾
多
の
変
遷
と
︑
幾
多
の

推
移
と
︑
幾
多
の
転
向
と
が
存
在
す
る
の
を
知
る
で
あ
ろ
う
︒
併

し
︑
そ
れ
に
就
い
て
か
れ
こ
れ
云
う
だ
け
の
余
裕
は
︑
こ
の
際
自

分
に
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
︑
単
に
そ
の
技
巧
的
方
面
に
就
い
て

の
み
一
言
し
よ
う
︒

﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
構
想
は
︑
そ
の
発
端
か
ら
結
末
に
至
る
ま

で
︑
聊
か
の
罅
隙
も
聊
か
の
弛
緩
も
な
く
︑
整
然
た
る
布
置
結

い
さ
さ

か
げ
き

構
と
︑
微
妙
な
る
首
尾
照
応
と
の
下
に
纏
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
点

に
於
い
て
︑
先
生
の
全
作
中
に
在
っ
て
も
︑
恐
ら
く
こ
の
作
品
に

匹
敵
し
う
る
も
の
は
な
か
ろ
う
︒
殊
に
︑
開
巻
の
劈
頭
か
ら
読
者
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の
注
意
を
﹁
写
真
帖
の
女
﹂
に
集
め
︑
こ
の
﹁
写
真
帖
の
女
﹂
が

漸
く
三
千
代
と
い
う
現
実
の
女
と
化
し
て
読
者
の
前
に
現
れ
て
来

る
や
︑
代
助
対
三
千
代
の
関
係
を
し
て
出
来
る
だ
け
﹁
自
然
﹂
に
︑

出
来
る
だ
け
﹁
必
然
﹂
に
発
展
さ
し
て
行
く
技
倆
は
︑
慥
か
に
名

手
を
以
て
許
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
中
に
も
最
後
の
三
分
の
一
ば

か
り
が
い
い
︒
事
件
が
急
転
直
下
に
発
展
︵
恰
も
﹃
虞
美
人
草
﹄

あ
た
か

の
結
末
に
於
け
る
よ
う
に
︶
し
て
︑
三
千
代
と
代
助
と
が
相
許
す

に
至
る
あ
た
り
は
︑
息
を
も
つ
か
せ
な
い
ほ
ど
の
切
実
と
緊
張
と

が
あ
っ
て
︑
比
較
的
に
冷
静
な
る
表
皮
の
下
に
白
熱
せ
る
情
熱
の

沸
き
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
︑
読
者
の
心
意
に
肉
迫
し
て
︑
否
応
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な
く
こ
れ
を
動
す
だ
け
の
熾
烈
な
る
力
が
あ
る
︒
た
だ
一
つ
憾
み

う
ら

に
思
う
こ
と
は
︑
既
に
阿
部
次
郎
氏
も
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
よ
う

に
︑
作
者
の
叙
述
が
あ
ま
り
に
情
熱
的
方
面
の
描
写
を
廻
避
し
て

い
る
た
め
に
︑
読
者
の
要
求
す
る
情
感
の
満
足
に
於
い
て
︑
著
し

く
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
反
し
︑
同
じ
く
題
材
を
反

因
襲
道
徳
的
な
恋
愛
に
求
め
て
い
る
点
か
ら
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
と
一

種
の
類
似
を
持
っ
て
い
る
二
葉
亭
四
迷
の
﹃
其
面
影
﹄
は
︑
そ
の

情
緒
的
方
面
の
細
写
さ
れ
て
い
る
割
合
に
︑
殆
ん
ど
理
知
的
方
面

の
閑
却
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
於
い
て
︑
前
者
に
対
し
か
な
り
興
味

あ
る
反
櫬
を
形
作
っ
て
い
る
︒

は
ん
し
ん
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自
分
は
先
き
に
先
生
の
性
格
描
写
が
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
至
っ
て

完
成
し
た
と
云
っ
た
が
︑
単
に
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒﹃
坑
夫
﹄

か
ら
﹃
三
四
郎
﹄
に
迨
ん
で
漸
く
濃
厚
な
る
着
色
を
加
え
て
来
た

お
よ

先
生
の
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
態
度
︵
勿
論
︑
事
象
に
対
す
る
観
照

の
形
式
を
云
う
の
で
あ
っ
て
︑
対
人
生
の
根
本
的
態
度
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
︶
は
︑
同
じ
く
こ
の
作
品
に
至
っ
て
確
立
し
た
と
云
っ

て
い
い
︒
若
し
︑
確
立
と
い
う
語
彙
が
あ
ま
り
に
不
穏
当
で
あ
れ

ば
成
形
と
云
っ
て
も
い
い
が
︑
何
れ
に
し
て
も
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄

に
表
れ
て
い
る
先
生
の
観
照
的
態
度
は
︑
猶
お
﹃
三
四
郎
﹄
の
裡

に
残
っ
て
い
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
分
子
を
振
い
落
し
て
︑
所
謂
低
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徊
的
態
度
か
ら
来
る
余
裕
︵
自
分
は
︑
こ
の
余
裕
を
あ
る
時
は
遊
戯

と
見
︑
あ
る
時
は
懈
怠
と
見
る
が
︶
と
︑
所
謂
非
人
情
趣
味
に
基

け
た
い

く
衒
気
と
を
擺
脱
し
︑
そ
の
描
写
は
殆
ん
ど
客
観
的
な
色
彩
を
以

げ
ん
き

は
い
だ
つ

て
一
貫
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の

作
者
た
る
先
生
の
人
生
に
対
す
る
態
度
に
は
︑
猶
お
幾
分
の
ロ
マ

ン
チ
ッ
ク
な
匂
い
を
持
っ
て
い
な
が
ら
︑
そ
の
事
象
に
対
す
る
観

照
の
形
式
に
は
︑
正
し
く
リ
ア
リ
ス
ト
の
み
が
有
す
る
直
視
と
洞

察
と
が
あ
っ
て
︑
そ
の
間
に
殆
ん
ど
眼
に
着
く
ほ
ど
の
空
想
的
分

子
を
す
ら
混
入
し
て
い
な
い
︒
芸
術
品
と
し
て
の
﹃
そ
れ
か
ら
﹄

が
成
功
し
︑
芸
術
品
と
し
て
の
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
が
人
を
動
か
す
所
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以
の
一
部
は
︑
全
く
こ
う
し
た
芸
術
的
態
度
の
上
に
あ
る
の
で
あ

る
が
︑
併
し
︑
決
し
て
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
自
分
の
観
る
と

こ
ろ
に
拠
る
と
︑
そ
の
真
当
の
原
因
は
︑
寧
ろ
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の

中
に
出
て
い
る
作
者
の
恋
愛
観
に
あ
る
の
で
あ
る
︒

﹁
人
間
の
作
っ
た
夫
婦
と
い
う
関
係
よ
り
も
︑
自
然
が
醸
し
た
恋

愛
の
方
が
︑
実
際
神
聖
だ
か
ら
︑
そ
れ
で
時
を
経
る
に
従
っ
て
︑

狭
い
社
会
の
作
っ
た
窮
屈
な
道
徳
を
脱
ぎ
棄
て
て
︑
大
き
な
自
然

の
法
則
を
嘆
美
す
る
声
丈
が
︑
我
々
の
耳
を
刺
戟
す
る
よ
う
に
残

だ
け

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂

︱
そ
の
後
の
製
作
﹃
行
人
﹄
に
於
い

て
︑先
生
は
そ
の
作
品
中
に
出
て
来
る
一
人
物
の
口
を
藉
り
︑大
凡

か

お
お
よ
そ



51

上
の
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
い
ら
れ
る
︒
果
然
︑
そ
れ
は
﹃
そ
れ

か
ら
﹄
一
巻
が
我
々
に
対
し
て
持
つ
強
い
力
で
は
な
か
っ
た
か
︒

﹃
そ
れ
か
ら
﹄
は
︑
漱
石
先
生
の
恋
愛
と
恋
愛
的
威
力
と
の
︑
且

つ
︑
先
生
の
運
命
と
意
思
と
の
相
剋
に
対
す
る
解
釈
の
︑
最
も
豊

富
な
︑
最
も
完
全
な
表
白
で
あ
る
︒

﹃
門
﹄

漱
石
先
生
の
生
前
︑
自
分
は
先
生
自
身
の
口
を
通
し
て
︑
屢
々

﹃
門
﹄
の
有
す
る
芸
術
的
価
値
が
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
有
す
る
芸
術
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的
価
値
の
上
に
あ
る
由
を
聴
い
た
︒

所
謂
三
部
作
の
最
終
篇
た
る
﹃
門
﹄
は
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
後

日
譚
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
︑
宗
助
と
い
う
会
社
員
と
︑

宗
助
の
妻
の
お
米
と
い
う
女
と
の
淋
し
い
生
活
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
︒
こ
の
お
米
と
い
う
女
は
︑
も
と
宗
助
の
親
友
た
る
安
井
と

い
う
男
の
妻
で
あ
っ
た
が
︑
終
に
宗
助
と
の
恋
に
落
ち
︑
そ
の
結

果
と
し
て
彼
に
そ
の
運
命
を
托
し
た
と
い
う
暗
黒
な
過
去
を
脊
負

う
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
二
人
の
男
女
が
︑
断
え
ず
昔
日
の
罪

悪
に
責
め
ら
れ
な
が
ら
︑そ
の
罪
悪
の
報
償
と
し
て
え
た
単
調
と
︑

寂
寞
と
︑
孤
独
と
の
裡
に
︑
日
蔭
の
花
の
ご
と
く
淋
し
い
︑
且
つ



53

静
か
な
生
活
を
営
ん
で
︑
し
か
も
相
愛
し
相
い
た
わ
り
つ
つ
生
き

て
い
る
様
︑
即
ち
︑
心
の
奥
深
く
恋
愛
の
捷
利
に
陶
酔
し
な
が
ら
︑

し
よ
う
り

猶
お
そ
の
陶
酔
に
甘
心
す
る
こ
と
を
容
さ
れ
な
い
正
義
感
の
反
噬

ゆ
る

は
ん
ぜ
い

に
苦
し
み
つ
つ
相
互
に
相
愛
し
て
い
る
様
は
︑
極
め
て
落
付
あ
る

態
度
と
︑
極
め
て
静
謐
な
る
筆
致
と
を
以
て
描
か
れ
て
い
る
︒
殊

に
︑
そ
の
客
観
的
描
写
の
透
徹
と
精
緻
と
に
至
っ
て
は
︑
所
謂
自

然
主
義
の
そ
れ
を
想
い
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
て
︑
そ
の
拡
が
り

に
於
い
て
は
︑
殆
ん
ど
徂
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
い
て
い
る
と
云

い

っ
て
い
い
︒

自
分
は
嘗
て
﹃
門
﹄
を
読
ん
だ
時
︑
始
終
眼
底
に
涙
無
き
を
得
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な
か
っ
た
︒
溢
る
る
が
ご
と
き
作
者
の
同
情
が
男
女
両
主
人
公
の

上
に
注
が
れ
て
︑温
か
く
彼
等
の
運
命
を
庇
護
し
て
い
る
態
度
が
︑

そ
の
描
か
れ
て
い
る
作
品
の
内
容
と
相
応
じ
︑
如
何
に
も
饒
か
な

ゆ
た

る
情
趣
と
︑
如
何
に
も
快
よ
き
感
念
と
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
は
恰
も
ト
ル
ス
ト
イ
の
﹃
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
﹄
に
現
れ
︑

フ
ロ
ー
ベ
ル
の
﹃
マ
ダ
ム
・
ボ
ヷ
リ
ー
﹄
に
現
れ
︑
ま
た
︑
モ
ー

パ
ッ
サ
ン
の
﹃
女
の
一
生
﹄
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
の
同
情

で
あ
っ
て
︑
毫
も
自
然
主
義
的
観
照
を
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
︒

従
っ
て
︑
全
体
に
於
け
る
描
写
の
態
度
が
著
し
く
自
然
主
義
的
で

あ
り
な
が
ら
︑
わ
が
国
に
於
け
る
所
謂
自
然
主
義
の
作
品
に
於
け
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る
が
ご
と
き
︑
情
味
の
曠
欠
に
基
く
乾
涸
と
頽
廃
と
の
感
じ
が
尠

こ
う
け
つ

す
こ

し
も
な
い
︒
思
う
に
︑
自
分
が
読
過
の
際
断
え
ず
涙
な
き
を
え
な

さ
い

か
っ
た
よ
う
に
︑
作
者
自
身
も
常
に
彼
等
の
運
命
を
愍
れ
み
︑
彼

あ
わ

等
の
生
活
を
愛
し
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
︒

実
際
︑﹃
門
﹄
に
於
け
る
宗
助
夫
婦
の
生
活
は
よ
く
描
け
て
い

る
︒
極
め
て
地
味
な
︑
極
め
て
静
か
な
︑
極
め
て
物
淋
し
い
背
景

の
中
に
︑
愛
に
燃
え
た
二
つ
の
温
い
心
が
聢
っ
か
り
と
抱
き
合
っ

し

て
い
る
姿
︑
殊
に
︑
夫
婦
の
間
に
子
の
生
れ
な
い
の
を
気
に
し
て

い
ろ
い
ろ
苦
悶
す
る
お
米
の
心
持
や
︑
ま
た
︑
そ
れ
を
愍
れ
に
感

あ
わ

じ
て
お
米
を
慰
め
よ
う
と
す
る
宗
助
の
心
持
な
ど
は
︑
聊
か
の

い
さ
さ
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遺
憾
も
な
く
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
て
︑
作
品
全
体
の
上
に

漲
っ
て
い
る
一
種
の
﹁
甘
さ
を
持
っ
た
悲
哀
﹂
が
︑
恰
も
さ
わ
、
、

あ
た
か

り
の
文
句
が
与
え
る
よ
う
な
余
韻
あ
る
情
趣
を
呼
ん
で
︑
読
者
の

、心
に
云
い
よ
う
も
な
い
快
感
を
惹
き
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒尤
も
︑

坂
井
の
主
人
か
ら
安
井
の
消
息
を
聞
い
た
後
の
宗
助
の
不
安
は
︑

自
分
か
ら
云
う
と
︑
今
尠
し
く
描
き
足
り
な
い
よ
う
な
感
じ
は
あ

す
こ

る
が
︑
併
し
︑
未
だ
作
品
そ
の
も
の
の
価
値
に
動
揺
を
与
え
る
ほ

ど
の
も
の
で
は
な
い
︒

﹃
門
﹄
の
中
に
は
︑
宗
助
と
お
米
と
の
男
女
両
主
人
公
以
外
に
︑
纔わ

ず

か
宗
助
の
弟
た
る
小
六
と
︑
宗
助
の
家
主
た
る
坂
井
の
主
人
と
︑
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宗
助
が
鎌
倉
の
禅
寺
で
厄
介
に
な
っ
た
宜
道
と
い
う
若
僧
と
が
出

ぎ
ど
う

て
来
る
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
の
中
で
最
も
よ
く
描
け
て
い
る
の
は
勿

論
宗
助
夫
婦
で
あ
る
が
︑
そ
の
他
の
三
人
中
で
最
も
興
味
を
惹
く

人
物
は
坂
井
の
主
人
で
あ
る
︒
こ
の
人
物
を
見
て
い
る
と
︑
そ
の

傍
観
者
的
︑
高
等
遊
民
的
態
度
が
︑
何
と
な
く
中
年
期
に
於
け
る

代
助
を
想
像
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
︑
作
者
た
る
漱
石
先
生
自

身
の
生
活
態
度
の
推
移
を
考
覈
す
る
上
に
︑
自
分
は
非
常
に
有
力

こ
う
か
く

な
る
資
料
だ
と
思
う
︒
小
六
は
︑
作
者
自
身
が
坂
井
の
口
を
通
し

て
﹁
彼
は
年
に
合
わ
し
て
は
複
雑
な
実
用
に
適
し
な
い
頭
を
有
っ

て
い
な
が
ら
︑
年
よ
り
も
若
い
単
純
な
性
情
を
平
気
で
露
わ
す
子
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供
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
反
問
し
て
い
る
が
︑
併
し
︑
実
際
に
描
か
れ

て
い
る
小
六
は
︑
そ
れ
ほ
ど
明
刻
な
印
象
を
読
者
に
与
え
え
な
い

意
味
に
於
い
て
︑寧
ろ
失
敗
に
近
い
性
格
描
写
で
あ
ろ
う
︒一
窓
庵

い
つ
そ
う
あ
ん

の
宜
道
と
い
う
若
僧
に
就
い
て
は
︑
茲
に
か
れ
こ
れ
批
評
す
る
ほ

こ
こ

ど
の
必
要
も
あ
る
ま
い
︒

﹃
門
﹄
の
文
章
は
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
文
章
に
較
べ
る
と
︑
線
の

細
い
︑
肌
理
の
濃
か
な
文
章
で
あ
る
︒
し
か
も
全
体
の
色
調
が

き

め

こ
ま
や

穏
か
で
︑
聊
か
も
華
か
な
と
こ
ろ
が
な
く
︑
清
く
澄
み
切
っ
た
感

じ
は
恰
も
秋
の
空
の
よ
う
で
あ
る
︒
殊
に
︑
地
の
文
に
交
っ
て
点

綴
せ
ら
れ
た
自
然
描
写
が
い
い
︒
巻
頭
の
﹁
秋
日
和
と
名
の
つ
く
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程
の
上
天
気
な
の
で
︑
往
来
を
行
く
人
の
下
駄
の
響
き
が
︑
静
な

町
丈
け
に
︑
朗
ら
か
に
聞
え
て
来
る
︒
肱
枕
を
し
て
軒
か
ら
上

だ

ひ
じ
ま
く
ら

を
見
上
げ
る
と
︑
綺
麗
な
空
が
一
面
に
蒼
く
澄
ん
で
い
る
﹂
と
い

う
一
節
な
ど
も
︑
簡
潔
な
る
描
写
の
裡
に
︑
初
秋
の
自
然
が
極
め

て
印
象
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
巻
尾
の
二
十
三
章
に

﹁
梅
が
ち
ら
ほ
ら
と
眼
に
入
る
様
に
な
っ
た
︒
早
い
の
は
既
に
色

を
失
っ
て
散
り
か
け
た
︒雨
は
煙
る
様
に
降
り
始
め
た
︒そ
れ
が
霽は

れ
て
︑
日
が
蒸
さ
れ
る
と
き
︑
地
面
か
ら
も
︑
屋
根
か
ら
も
春
の

記
憶
を
新
に
す
べ
き
湿
気
が
む
ら
む
ら
と
立
ち
上
っ
た
︒
背
戸
に

せ

ど

干
し
た
雨
傘
に
︑
小
犬
が
じ
ゃ
れ
掛
か
っ
て
︑
蛇
の
目
の
色
が
き
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ら
き
ら
す
る
所
に
︑
陽
炎
が
燃
え
る
如
く
長
閑
に
思
わ
れ
る
日
も

か
げ
ろ
う

の
ど
か

あ
っ
た
﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る
が
︑
こ
の
一
節
な
ど
は
︑
慥
か
に

先
生
独
特
の
名
文
だ
と
云
っ
て
い
い
︒

若
し
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
於
い
て
︑
先
生
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
成

形
し
た
と
い
う
説
を
妥
当
と
す
る
な
ら
ば
︑﹃
門
﹄
に
於
い
て
︑

先
生
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
確
立
し
た
と
い
う
の
を
至
当
と
す
る
だ
ろ

う
︒
先
生
の
芸
術
的
生
涯
の
上
か
ら
見
る
と
︑﹃
門
﹄
は
慥
か
に

重
大
な
る
意
義
を
持
つ
べ
き
作
品
で
あ
る
︒
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