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一

響
き
合
う
言
葉
と
生

―
―
保
苅
瑞
穂
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
　
現
代
へ
の
遺
言
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―

安
　
永
　
　
　
愛

は
じ
め
に

二
〇
二
一
年
七
月
十
日
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
保
苅
瑞
穂
が
、
パ
リ
に
て
逝
去
し
た
。
享
年
八
十
三
。

保
苅
瑞
穂
は
『
プ
ル
ー
ス
ト

　
印
象
と
隠
喩
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
）
や
『
プ
ル
ー
ス
ト

　
夢
の
方
法
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
）

な
ど
の
優
れ
た
著
作
を
世
に
出
し
、
東
京
大
学
退
官
後
、
獨
協
大
学
に
て
七
十
歳
の
定
年
ま
で
勤
め
上
げ
た
後
、
二
〇
〇
八
年
春
に
パ
リ
に
拠

点
を
移
し
て
い
た
。

渡
仏
後
の
氏
の
文
筆
活
動
は
こ
と
に
目
覚
ま
し
く
、
二
〇
〇
九
年
に
は
『
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
世
紀

　
精
神
の
自
由
へ
の
軌
跡
』（
岩
波
書
店
）、

翌
年
に
は
『
プ
ル
ー
ス
ト 

読
書
の
喜
び 

私
の
好
き
な
名
場
面
』（
筑
摩
書
房
）
を
、
二
〇
一
四
年
に
は
『
恋
文

　
パ
リ
の
名
花
レ
ス
ピ
ナ
ス
嬢

悲
話
』（
筑
摩
書
房
）
を
、
そ
の
後
、
講
談
社
の
文
芸
誌
『
群
像
』
で
の
連
載
を
ま
と
め
、
二
〇
一
七
年
に
は
『
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
書
斎

　「
エ



二

セ
ー
」
を
読
む
』（
講
談
社
）
を
上
梓
し
た
。『
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
書
斎
』
は
第
六
十
九
回
読
売
文
学
賞
に
選
出
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
二
月
の
授
賞

式
で
は
、
八
十
代
と
は
思
え
な
い
若
々
し
さ
で
記
念
の
写
真
に
収
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
集
英
社
の
月
刊
文
芸
誌
『
す
ば
る
』
で
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言
―
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
時
代
に
生
き
て
い
る

の
か
」
の
氏
の
連
載
が
始
ま
っ
た
。
二
〇
一
九
年
九
月
号
が
初
回
連
載
で
あ
っ
た
。
二
〇
二
一
年
一
月
号
が
最
終
回
と
な
り
、
そ
れ
が
、
保
苅

瑞
穂
の
絶
筆
と
な
っ
た
。

筆
者
に
と
っ
て
氏
は
、
社
会
学
専
攻
か
ら
文
学
研
究
に
転
じ
る
べ
く
、
学
部
研
究
生
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
直
し
て
い
た
時
代
か
ら
教

え
を
賜
っ
て
き
た
、
か
け
が
え
の
な
い
師
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
者
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
良
き
読
み
手
と
し
て
知
ら
れ
る
氏
が
、
か
ね
て

か
ら
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
深
い
崇
敬
の
念
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
私
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
研
究
対
象
と
し

た
の
は
、
氏
の
大
学
院
の
授
業
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
『
ド
ガ

　
ダ
ン
ス

　
デ
ッ
サ
ン（

１
）』

を
読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
研
究

を
書
物
の
形
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
私
に
、
二
〇
一
三
年
の
夏
に
パ
リ
で
お
会
い
し
た
際
に
氏
が
、「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
章
は
、

そ
れ
自
体
が
宝
石
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の
輝
き
に
光
を
当
て
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
強
く
記
憶

に
残
っ
て
い
る
。
二
十
代
半
ば
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
手
に
な
る
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
方
法
序
説（

２
）』

を
再
読
し
、
行
文
の
凄
み
に
驚
嘆

し
た
と
の
感
想
を
、
パ
リ
か
ら
メ
ー
ル
で
お
伝
え
く
だ
さ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

つ
い
に
文
芸
誌
で
の
連
載
と
い
う
形
で
本
格
的
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
、
そ
の
必
然
に
得
心
す
る
と
と
も

に
、
連
載
タ
イ
ト
ル
の
副
題
の
「
遺
言
」
の
語
に
い
さ
さ
か
不
穏
な
響
き
を
感
じ
た
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
「
現
代
へ
の
遺
言
」
と
し

て
読
む
、
と
い
う
趣
旨
は
勿
論
首
肯
で
き
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
保
苅
氏
の
「
遺
言
」
に
な
っ
て
は
し
ま
わ
ぬ
か
、
と
の
思
い
が
一
瞬
過
っ
た

の
で
あ
る
。
い
や
、
あ
れ
だ
け
お
若
く
お
元
気
そ
う
な
氏
で
あ
る
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
わ
け
が
な
い
、
と
即
座
に
そ
の
不
埒
な
思
い
を

消
し
去
っ
た
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
。



三

訃
報
に
接
し
、
連
載
へ
の
感
想
を
氏
に
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
と
の
虚
し
い
後
悔
に
襲
わ
れ
た
。
個
人
的
な
感
想
を
お
伝
え

す
る
こ
と
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
今
、
本
稿
で
は
、
こ
の
絶
筆
と
な
っ
た
本
連
載
を
取
り
上
げ
、
氏
の
文
業
の
意
義
、
そ
の
文
学
研
究
の
一
つ
の

ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
な
お
、
個
人
的
な
思
い
出
話
に
終
始
し
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
、
ま
た
歴
史
的
敬
称
と
し
て
、

次
節
か
ら
は
あ
え
て
名
前
に
「
氏
」
や
「
先
生
」
を
付
け
ず
、「
保
苅
瑞
穂
」
の
表
記
で
通
す
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
無
論
、
不
肖
の
弟
子

と
し
て
、
学
恩
に
報
い
た
い
思
い
に
変
わ
り
は
な
い
。

一
．
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
連
載
ま
で

保
苅
瑞
穂
は
、
東
京
神
田
の
商
家
に
生
ま
れ
た
。
父
親
の
営
ん
で
い
た
釣
具
屋
に
つ
い
て
は
、
作
家
の
開
高
健
が
エ
ッ
セ
イ
集
『
開
口
閉
口（

３
）』

で
触
れ
て
い
る
。
祖
母
の
使
っ
て
い
た
箱
膳
の
こ
と
、
商
家
の
子
息
と
し
て
三
味
線
を
嗜
ん
だ
こ
と
な
ど
、
授
業
や
コ
ン
パ
の
折
に
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
。
保
苅
は
武
蔵
野
西
郊
の
小
金
井
に
自
宅
を
構
え
て
い
た
が
、
時
に
東
京
下
町
っ
子
の
根
を
あ
ら
わ
に
し
て
く
る
こ
と
も
あ
り
、
あ

る
教
え
子
が
港
区
在
住
だ
と
聞
く
と
「
そ
う
い
う
の
は
「
ノ
テ
」
っ
て
言
う
ん
だ
」
と
悪
戯
っ
ぽ
く
返
し
て
い
た
。「
山
の
手
」
の
「
ノ
テ
」
と

い
う
わ
け
で
、
初
め
て
聞
く
言
い
回
し
だ
っ
た
が
、
山
の
手
イ
ン
テ
リ
家
庭
と
い
う
、
大
学
教
師
に
あ
り
が
ち
な
出
自
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
、

保
苅
瑞
穂
の
天
衣
無
縫
さ
と
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
当
た
っ
た（

４
）。

保
苅
少
年
は
、
小
学
校
で
担
任
の
先
生
の
『
鞍
馬
天
狗
』
の
朗
読
に
胸
を
躍
ら
せ
る
。
こ
と
ば
の
世
界
に
魅
せ
ら
れ
た
最
初
の
経
験
で
あ
る
。

都
立
九
段
高
校
に
進
み
、
三
年
次
に
英
語
の
教
科
書
で
キ
ー
ス
の
詩
に
接
し
て
虜
に
な
り
、
迫
り
来
る
大
学
受
験
の
準
備
も
打
っ
ち
ゃ
っ
て
、

高
校
近
く
の
都
立
図
書
館
で
洋
書
を
借
り
出
し
、
英
詩
に
齧
り
付
い
て
い
た
と
い
う
。
文
学
部
で
英
文
学
を
学
ぶ
希
望
を
抱
い
て
東
京
大
学
に

入
学
し
た
保
苅
は
、
第
二
外
国
語
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
選
び
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
出
会
う
。
作
品
に
魅
了
さ
れ
、



四

保
苅
は
そ
の
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
芝
居
好
き
で
も
あ
っ
た
保
苅
は
、
学
生
時
代
に
モ
リ
エ
ー
ル
の
『
人
間
嫌
い
』

の
フ
ラ
ン
ス
語
劇
に
ア
ル
セ
ス
ト
役
と
し
て
出
演
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
履
歴
か
ら
浮
か
ぶ
こ
と
は
、
何
よ
り
好
き
な
も
の
に
熱
中
し
、
そ
れ

に
導
か
れ
て
突
き
進
ん
で
い
く
一
途
さ
で
あ
る
。
決
し
て
小
賢
し
い
優
等
生
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

学
部
時
代
に
出
会
っ
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
と
き
を
求
め
て
』
に
導
か
れ
て
、
そ
の
ま
ま
保
苅
は
大
学
院
に
進
み
プ
ル
ー
ス
ト
研
究

に
打
ち
込
む
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
留
学
生
と
し
て
渡
仏
し
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
と
パ
リ
高
等
師
範
学
校
に
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
保
苅

が
渡
仏
し
た
の
は
、
一
九
六
四
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
の
直
後
の
こ
と
で
、
二
年
半
の
留
学
を
終
え
、
一
九
六
七
年
に
帰
国
し
て

い
る
。
保
苅
が
留
学
し
た
の
は
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
文
化
大
臣（

５
）発

案
に
よ
る
「
大
洗
浄
」
前
で
、
パ
リ
は
中
世
以
来
の
煤
で
黒
ず
ん
だ
街

で
あ
っ
た
し
、
五
月
革
命
前
夜
で
も
あ
り
、
パ
リ
は
、
諸
々
の
意
味
で
、
今
よ
り
遥
か
に
古
く
重
々
し
い
街
と
し
て
保
苅
の
目
に
は
映
っ
た
で

あ
ろ
う
。

保
苅
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
に
確
実
な
地
歩
を
築
い
て
い
っ
た
。
四
十
代
前
半
に
上
梓
さ
れ
た
『
プ
ル
ー
ス
ト

　
印
象
と
隠
喩
』
は
、
プ
ル
ー

ス
ト
の
創
造
の
美
学
を
精
細
に
捉
え
、
染
み
通
っ
て
い
く
よ
う
な
、
決
し
て
止
ま
る
こ
と
の
な
い
知
性
と
感
性
の
し
な
や
か
な
動
性
が
全
編
に

貫
か
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
目
を
洗
わ
れ
る
よ
う
な
、
感
覚
全
体
が
澄
明
さ
を
取
り
戻
す
よ
う
な
経
験
を
読
者
に
与
え
る
書
物
で
あ
る
。
保
苅
が

優
れ
た
研
究
者
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
章
家
と
し
て
抜
き
ん
出
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
文
学
研
究
に
転
ず
る
た

め
大
学
院
に
入
り
直
し
た
夏
に
初
め
て
こ
の
書
物
を
読
み
、
こ
の
よ
う
な
著
者
を
師
に
持
つ
こ
と
が
で
き
た
僥
倖
を
し
み
じ
み
と
感
じ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
駒
場
時
代
の
保
苅
は
、
研
究
者
あ
る
い
は
翻
訳
者
と
し
て
決
し
て
多
産
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
教
養
教
育
・
学
部
専
門

教
育
・
大
学
院
の
研
究
者
養
成
が
三
層
構
造
と
な
っ
て
、
三
層
の
全
て
に
貢
献
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
こ
と
に
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か

ら
は
文
部
省
（
の
ち
に
文
科
省
）
に
よ
り
絶
え
ず
改
革
を
求
め
ら
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
、
東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
の
教
員
に
と
っ
て
、



五

研
究
時
間
の
確
保
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
保
苅
は
東
大
定
年
退
職
後
、
獨
協
大
学
に
職
を
得
る
が
、
小
金
井
の
自
宅
か

ら
草
加
の
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
通
勤
の
負
担
は
重
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
中
で
も
、
保
苅
は
二
〇
〇
三
年
に
、『
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
私
記

　
よ
く

生
き
、
よ
く
死
ぬ
た
め
に
』（
筑
摩
書
房
）
を
上
梓
し
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
保
苅
が
四
十
代
に
入
っ
た
頃
か
ら
プ
ル
ー
ス
ト
と
並
行
し
て
強

い
愛
着
を
持
っ
て
読
み
進
め
て
い
た
作
家
で
あ
る
。
保
苅
に
私
淑
す
る
元
学
生
で
機
会
を
設
け
、
保
苅
と
食
事
を
し
た
際
に
は
、
刷
り
上
が
っ

た
ば
か
り
の
自
著
を
手
渡
さ
れ
た
。
ま
こ
と
に
美
し
い
書
物
で
あ
っ
た
。
一
冊
の
書
物
を
上
梓
し
た
そ
の
充
実
感
か
ら
だ
ろ
う
か
、
目
の
前
の

師
が
若
返
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

二
〇
〇
三
年
春
に
は
獨
協
大
学
で
日
本
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
が
開
催
さ
れ
、
保
苅
は
開
催
校
の
教
員
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
て

い
た
が
、
そ
の
直
前
に
、
長
年
連
れ
添
っ
た
夫
人
を
急
な
病
で
亡
く
し
て
い
た（

６
）。

学
会
受
付
ロ
ビ
ー
で
保
苅
を
見
か
け
談
笑
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
瞬
間
を
置
い
た
後
「
実
は
」
と
切
り
出
さ
れ
、
慰
め
の
言
葉
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

「
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
葉
書
が
保
苅
か
ら
届
い
た
の
は
、
獨
協
大
学
の
定
年
ま
で
一
年
と
少
し
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
お

相
手
は
フ
ラ
ン
ス
在
住
の
長
い
日
本
人
と
の
こ
と
で
、
パ
リ
市
庁
舎
で
の
華
や
か
な
結
婚
式
の
様
子
も
綴
ら
れ
て
い
た
。「
定
年
後
パ
リ
に
拠
点

を
移
し
ま
す
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
と
も
に
保
苅
フ
ァ
ン
を
自
認
す
る
元
教
え
子
と
と
も
に
、
居
酒
屋
で
お
祝
い
し
た
際
に
は
、
結
婚
式
の

写
真
を
収
め
た
ア
ル
バ
ム
ま
で
持
参
下
さ
っ
た
。
日
仏
の
友
人
達
に
囲
ま
れ
て
、
笑
顔
の
弾
け
る
新
郎
新
婦
が
写
っ
て
い
た
。
古
希
と
言
わ
れ

る
年
齢
を
前
に
し
て
、
誠
に
晴
れ
や
か
な
思
い
切
っ
た
選
択
を
す
る
師
に
感
服
し
き
り
で
あ
っ
た
。

思
い
出
話
に
陥
ら
ぬ
よ
う
自
制
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
う
し
て
私
的
な
こ
と
に
ま
で
言
及
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
ポ
ー

ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言

　
わ
た
し
た
ち
は
ど
ん
な
時
代
に
生
き
て
い
る
の
か
」
と
い
う
作
品
は
、
保
苅
の
晩
年
の
、
こ
の
思
い
切
っ

た
選
択
無
く
し
て
は
書
か
れ
得
な
か
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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二
．
パ
リ
再
び
―
四
十
年
の
時
を
超
え
て

連
載
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言

　
わ
た
し
た
ち
は
は
ど
ん
な
時
代
に
生
き
て
い
る
の
か
」
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
遺
し
た
言

葉
と
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
と
し
て
生
き
て
き
た
保
苅
の
人
生
と
が
重
な
り
合
い
、
響
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
ヴ
ァ

レ
リ
ー
の
文
献
研
究
と
い
う
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
単
な
る
保
苅
の
自
伝
と
い
う
の
で
も
な
い
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
葉
を
受
け
止
め
、
人

生
の
時
間
と
響
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
生
ま
れ
て
き
た
の
は
、
私
小
説
的
で
も
あ
り
な
が
ら
、
優
れ
て
文
明
論
的
な
、
単
純
な
分
類
を
拒
む
か
の

よ
う
な
散
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
散
文
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
古
希
を
目
前
に
し
て
パ
リ
に
居
を
据
え
る

と
い
う
保
苅
の
思
い
切
っ
た
選
択
で
あ
っ
た
。

二
十
代
の
終
わ
り
の
二
年
半
を
留
学
生
と
し
て
パ
リ
で
過
ご
し
た
保
苅
は
、
間
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
教
師
と
し
て
の
職
を
得
る
が
、「
い

つ
か
パ
リ
に
帰
る
」
と
の
思
い
を
心
の
奥
底
に
し
ま
い
こ
み
、
長
い
年
月
を
過
ご
し
て
い
た
。
大
学
教
員
時
代
の
保
苅
は
、
長
く
夫
婦
二
人
の

暮
ら
し
で
、
比
較
的
身
軽
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
不
思
議
と
渡
仏
に
は
抑
制
的
だ
っ
た
。
大
学
院
生
だ
っ
た
私
は
保
苅
か
ら
「
十
年
く
ら
い
フ

ラ
ン
ス
に
は
行
っ
て
い
な
い
」
と
伺
っ
た
こ
と
も
あ
り（

７
）、

意
外
に
感
じ
た
。
そ
れ
で
い
て
、
博
士
課
程
に
進
み
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
系
の
就
職
を

見
据
え
て
留
学
が
必
須
と
な
っ
て
い
た
教
え
子
の
私
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
に
行
く
な
ら
パ
リ
に
行
き
な
さ
い
。
田
舎
に
な
ん
か
行
か
な
い
で
、
絶

対
パ
リ
に
し
な
さ
い
。
絶
対
に
」
と
理
由
も
つ
け
ず
、
真
剣
な
顔
で
言
わ
れ
る
の
だ
っ
た
。

当
時
、
日
本
人
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
に
お
い
て
は
、
パ
リ
へ
の
集
中
が
問
題
と
さ
れ
、
ロ
ー
タ
リ
ー
財
団
な
ど
は
、
地
方
の
大
学
を
選
ぶ
こ
と

を
推
奨
し
て
い
た
。
パ
リ
に
は
日
本
人
が
多
く
、
日
本
人
同
士
で
固
ま
り
が
ち
だ
か
ら
、
地
方
で
学
ん
だ
方
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
上
達
が
早
い
、

と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
囁
か
れ
て
い
た
。
保
苅
は
鷹
揚
な
人
柄
で
あ
り
「
地
方
で
ゆ
っ
た
り
や
っ
て
き
た
ら
良
い
よ
」
と
い
か
に
も
口
に
し
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そ
う
で
も
あ
る
と
感
じ
て
い
た
の
で
、「
絶
対
パ
リ
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
命
令
口
調
に
は
い
さ
さ
か
驚
い
た
も
の
だ
っ
た
。
今
に
し
て
思
う
と
、

留
学
と
い
う
貴
重
な
機
会
を
、
パ
リ
と
い
う
街
、
そ
の
文
明
の
姿
を
、
し
か
と
見
、
吸
収
す
る
こ
と
に
あ
て
て
欲
し
い
、
と
い
う
切
な
る
思
い

か
ら
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言
―
わ
た
し
た
ち
は
ど
ん
な
時
代
に
生
き
て
い
る
の
か
」
連
載
の
第
一
回
は
「
パ
リ
が
教
え
て
く
れ

た
こ
と
―
序
に
代
え
て
」
と
題
さ
れ
、「
そ
れ
は
あ
る
初
冬
の
宵
の
こ
と
で
あ
っ
た
」（1-14 （

８
）

6

）
の
一
行
か
ら
始
ま
る
。
武
蔵
野
の
自
宅
の
夜
の

庭
で
冷
た
い
雨
に
打
た
れ
て
い
る
さ
ざ
ん
か
。
保
苅
は
「
朝
に
な
れ
ば
花
び
ら
も
散
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」（1-46

）
と
鬱
々
と
思
い
や
り
つ
つ

「
今
で
は
す
っ
か
り
慣
れ
て
し
ま
っ
た
ひ
と
り
き
り
の
夕
食
」（1-147

）
を
終
え
、
肘
か
け
椅
子
に
坐
っ
て
何
気
な
く
テ
レ
ビ
を
眺
め
る
。
す
る

と
そ
こ
に
は
セ
ー
ヌ
川
の
ポ
ン
・
ヌ
フ
あ
た
り
の
映
像
が
映
り
込
ん
で
い
て
、
抑
え
よ
う
の
な
い
懐
か
し
さ
が
込
み
上
げ
て
く
る
。
そ
の
時
の

思
い
に
つ
い
て
保
苅
は
「
体
の
芯
に
、
眠
っ
て
い
た
命
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
熱
い
も
の
が
溢
れ
た
」（1-147

）
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
パ
リ

の
映
像
は
、
妻
亡
き
後
の
詫
び
暮
ら
し
と
授
業
や
校
務
の
疲
れ
を
拭
い
去
る
よ
う
な
力
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
数
週
間
の
旅
行
で
パ
リ
を
訪
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
は
気
休
め
に
し
か
な
ら
ず
、
パ
リ
に
腰
を
落
ち
着
け
て
暮
ら
す
と
い
う

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
い
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
た
め
に
、
表
向
き
パ
リ
を
遠
ざ
け
て
い
た
か
の
よ
う
な
日
々
が
続
い
た
こ
と
が

続
く
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
明
か
さ
れ
る
。
保
苅
の
中
で
、
四
十
年
前
の
パ
リ
留
学
の
体
験
は
、
い
つ
で
も
解
凍
を
待
つ
か
の
よ
う
に
生
き
続
け
て
い

た
の
で
あ
る
。

老
後
と
言
わ
れ
る
人
生
の
時
期
を
、
パ
リ
で
過
ご
す
と
決
断
し
た
、
そ
の
心
の
弾
み
は
、
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

残
り
の
人
生
を
賭
け
る
つ
も
り
で
、
半
分
は
運
命
の
巡
り
合
わ
せ
を
受
け
入
れ
て
、
も
う
半
分
は
自
分
の
意
志
で
、
力
が
衰
え
始
め
た
か

ら
だ
を
、
若
さ
の
盛
り
に
あ
っ
た
わ
た
し
を
見
守
っ
て
く
れ
た
パ
リ
の
懐
に
も
う
い
ち
ど
ゆ
だ
ね
て
み
よ
う
と
、
こ
こ
ろ
を
決
め
た
の
だ
っ
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た
。（1-149

）

大
学
の
職
を
退
き
、
パ
リ
に
渡
っ
た
保
苅
は
、
留
学
生
だ
っ
た
四
十
年
前
に
出
会
っ
た
パ
リ
と
目
の
前
の
パ
リ
と
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、

パ
リ
の
街
を
歩
き
回
る
。
パ
リ
の
街
の
空
気
に
「
か
ら
だ
を
浸
」
す
こ
と
、
そ
れ
は
「
ほ
と
ん
ど
官
能
的
な
肉
体
の
目
覚
め
」
で
あ
り
「
回
春

の
沐
浴
」
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（I-150

）。
保
苅
の
脳
裏
に
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
韻
文
詩
「
海
辺
の
墓
地（

９
）」

が
こ
だ
ま
し
て
き
た
と
い
う
。

打
ち
破
れ
、
私
の
肉
体
よ
、
そ
の
考
え
込
む
形
を
！

飲
め
、
私
の
胸
よ
、
生
ま
れ
出
る
風
を
！

海
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
爽
や
か
さ
が

私
に
魂
を
返
し
て
く
れ
る
・
・
・
あ
あ
、
潮
風
の
力
よ
！

波
へ
走
っ
て
、
生
き
る
者
と
な
っ
て
迸
る
の
だ
！

「
�
�
」

風
が
吹
き
起
こ
る
・
・
・

　
今
こ
そ
生
き
よ
う
と
試
み
る
と
き
だ
！
（1-151

）

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
こ
の
韻
文
詩
は
、
地
中
海
を
臨
む
生
地
セ
ー
ト
の
海
辺
を
謳
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
新
た
に
湧
き
起
こ
る
生
命
の
息
吹
に
狂

喜
す
る
詩
人
の
思
い
を
、
保
苅
は
我
が
身
に
訪
れ
た
パ
リ
帰
還
に
よ
る
再
生
の
思
い
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
さ
ら
に
奮
い
立
つ
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は

感
情
に
左
右
さ
れ
な
い
厳
密
な
思
考
に
徹
す
る
こ
と
を
自
ら
に
課
し
、
詩
か
ら
離
れ
、
詩
人
と
し
て
二
十
年
も
の
間
沈
黙
し
た
の
ち
詩
作
に
回

帰
し
た
。
そ
の
事
跡
を
保
苅
は
踏
ま
え
て
い
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
「
海
辺
の
墓
地
」
は
、
そ
の
中
の
一
句
を
堀
辰
雄
が
小
説
の
タ
イ
ト
ル
『
風
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立
ち
ぬ）

（1
（

』
と
し
て
採
用
し
て
も
お
り
、
本
邦
で
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
が
、
保
苅
は
老
年
に
至
っ
て
の
思
い
が
け
ぬ
運
命
の
展
開
に

よ
っ
て
、
若
い
頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た
大
詩
人
へ
の
共
感
の
思
い
を
、
更
に
深
め
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
留
学
生
時
代
か
ら
四
十
年
を
経
て
回
帰
し
た
パ
リ
の
街
、
そ
し
て
パ
リ
に
住
ま
う
経
験
が
召
喚
す
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
テ
ク
ス
ト
が
、

保
苅
の
本
連
載
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
く
。

三
．
パ
リ
が
教
え
て
く
れ
る
「
時
間
」

保
苅
に
よ
る
本
連
載
は
、
小
説
の
よ
う
で
も
あ
り
、
随
筆
の
よ
う
で
も
あ
り
、
作
家
論
で
も
あ
り
文
明
論
で
も
あ
り
、
そ
う
し
た
要
素
が
実

に
有
機
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
連
載
を
貫
く
一
つ
の
重
要
テ
ー
マ
は
「
時
間
」
で
あ
る
。

老
年
に
至
り
、
四
十
年
の
時
を
隔
て
て
、
パ
リ
に
回
帰
す
る
と
い
う
保
苅
の
運
命
自
体
が
稀
有
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
選
択
を
し

た
保
苅
に
は
、
何
よ
り
パ
リ
に
流
れ
る
時
間
へ
の
愛
着
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
苅
が
四
十
年
ぶ
り
で
パ
リ
に
戻
り
、
住
む
こ
と
に
な
っ

た
ア
パ
ル
ト
マ
ン
は
、
偶
然
に
も
留
学
生
と
し
て
下
宿
し
て
い
た
建
物
の
目
と
鼻
の
先
で
あ
っ
た
。
よ
く
新
聞
を
買
っ
た
キ
オ
ス
ク
の
主
人
が
、

ま
だ
い
る
の
で
は
な
い
か
（
当
時
、
す
で
に
歳
を
取
っ
て
い
た
の
で
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
の
だ
が
）、
と
思
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
界
隈
は
何
も

変
わ
っ
て
い
な
い
。（1-153

）
パ
リ
の
街
は
、
目
抜
き
通
り
の
現
代
風
建
築
を
別
に
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
住
む
人
が
変
わ
っ

て
も
石
造
り
の
パ
リ
の
建
物
は
建
て
替
え
ら
れ
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
変
わ
ら
な
い
パ
リ
、
時
間
が
滞
留
し
た
か
の
よ
う
な
パ
リ
へ

の
愛
着
は
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
の
東
京
の
味
気
な
さ
の
裏
返
し
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

留
学
生
だ
っ
た
保
苅
は
、
よ
く
セ
ー
ヌ
川
に
か
か
る
橋
の
欄
干
に
も
た
れ
か
か
っ
て
、
川
の
流
れ
を
眺
め
て
い
た
と
い
う
。
す
る
と
、
シ
テ

島
か
ら
続
く
パ
リ
の
街
の
二
千
年
の
「
た
ゆ
た
え
ど
も
沈
ま
ず
」
の
パ
リ
市
の
紋
章
の
銘
文
通
り
の
歴
史
を
思
い
、
青
年
の
青
く
さ
い
悩
み
な
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ど
ど
う
で
も
良
い
も
の
に
思
わ
れ
、「
ち
っ
ぽ
け
な
悩
み
や
焦
り
が
嘘
の
よ
う
に
消
し
と
ん
で
」（1-150

）
し
ま
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
パ
リ
の

街
並
み
そ
れ
自
体
が
、
長
い
人
類
の
時
間
の
分
厚
さ
を
物
語
り
、
そ
の
中
で
の
一
人
の
人
生
の
時
間
の
さ
さ
や
か
さ
、
し
か
し
豊
穣
さ
に
下
支

え
さ
れ
た
儚
さ
を
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
間
意
識
・
歴
史
意
識
は
、
例
え
ば
「
築
浅
」
な
ど
と
い
っ
た
条
件
が
尊
ば
れ
、
数
年

単
位
の
流
行
が
社
会
の
か
な
り
を
占
拠
す
る
か
の
よ
う
な
日
本
で
は
醸
成
さ
れ
に
く
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
人
類
の
時
間
の
分
厚
さ
の
前
提
は
前
提
と
し
て
、
個
人
の
時
間
が
ど
の
よ
う
に
流
れ
る
か
こ
そ
が
、
人
間
の
内
面
に
と
っ

て
重
要
な
要
素
と
な
る
わ
け
だ
が
、
パ
リ
と
い
う
街
は
静
寂
の
中
で
自
分
自
身
に
向
き
合
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
保
苅
は
指
摘
し
て
い
る
。

（1-154

）
そ
れ
に
関
連
し
て
保
苅
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
講
演
録
に
啓
示
の
よ
う
な
言
葉
を
見
出
す
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
講
演
録
「
知
性
の
決
算
書
」

の
一
節
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
が
言
う
の
は
、
時
間
で
正
確
に
測
ら
れ
る
余
暇
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
こ
ろ
の
中
の
余
暇
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
失
わ
れ

つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
の
存
在
の
深
み
に
あ
る
本
質
的
な
静
か
さ
、
値
が
付
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
貴
重
な
あ
の
無
我

の
状
態
を
失
っ
て
い
ま
す
。
生
命
の
最
も
繊
細
な
要
素
は
そ
の
な
か
で
み
ず
み
ず
し
く
よ
み
が
え
っ
て
活
力
を
取
り
戻
す
の
で
す
。
そ
し

て
存
在
は
い
わ
ば
過
去
と
未
来
を
洗
い
落
と
さ
れ
て
、
現
在
の
意
識
や
、
中
断
さ
れ
た
義
務
や
、
待
ち
伏
せ
し
て
い
る
期
待
か
ら
洗
い
浄

め
ら
れ
る
の
で
す
・
・
・
。
気
が
か
り
な
こ
と
も
、
あ
し
た
を
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
も
、
こ
こ
ろ
に
の
し
か
か
る
悩
み
も
ま
っ
た
く
な
く

て
、
あ
る
も
の
と
い
え
ば
一
種
の
無
我
の
状
態
で
の
休
息
で
あ
り
、
恵
み
ゆ
た
か
な
空
白
で
あ
っ
て
、
そ
の
お
か
げ
で
精
神
は
本
来
の
自

由
を
取
り
戻
す
の
で
す
。
す
る
と
精
神
は
自
分
の
こ
と
だ
け
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
実
務
的
な
知
識
へ
の
義
務
を
解
か
れ
、
目
の

前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
気
づ
か
い
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
精
神
は
水
晶
の
よ
う
に
純
粋
な
形
を
し
た
も
の
を
作
り
だ

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。（2-154

）



一
一

「
あ
の
存
在
の
深
み
に
あ
る
本
質
的
な
静
か
さ
」
と
い
う
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
葉
に
つ
い
て
保
苅
は
「
前
か
ら
ず
っ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
そ
こ

に
意
を
尽
く
し
て
書
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
私
が
探
し
て
い
た
の
は
こ
の
言
葉
だ
！
」（1-154

）
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が

こ
の
講
演
を
行
っ
た
の
は
、
八
十
年
以
上
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
時
間
に
攻
め
立
て
ら
れ
る
二
十
一
世
紀
の
現
在
の
状
況
を
考
え
る
上
で
も
示

唆
的
で
あ
る
と
保
苅
は
指
摘
す
る
。
ま
さ
に
、「
水
晶
の
よ
う
に
純
粋
な
形
を
し
た
も
の
」
で
あ
る
保
苅
の
晩
年
の
文
業
は
「
存
在
の
深
み
に
あ

る
本
質
的
な
静
か
さ
」
が
パ
リ
生
活
に
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
は
な
か
ろ
う
か
。

保
苅
が
パ
リ
で
暮
ら
す
う
ち
、
存
在
感
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
増
し
て
い
っ
た
の
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
同
時
代
評
や
文
明
論

で
あ
っ
た
。
連
載
に
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言
」
の
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
文
学

の
碩
学
で
あ
る
保
苅
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
作
品
に
限
ら
ず
多
く
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
作
品
を
す
で
に
読
み
、
理
解
を
深
め
て
い
た
わ
け
だ
が
、
パ
リ

に
暮
ら
し
、
作
品
の
描
く
パ
リ
の
実
際
の
情
景
に
立
ち
会
っ
た
上
で
作
品
に
立
ち
返
る
こ
と
で
「
親
し
み
」
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

（1-159

）
そ
れ
は
「
外
国
」
の
文
学
と
し
て
「
理
解
」
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
の
感
性
自
体
が
変
容
し
た
故
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
人
間
的
な
良
き
時
間
へ
の
憧
れ
が
、
保
苅
を
パ
リ
に
向
か
わ
せ
し
め
、
ま
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
の
出
会
い
直
し
を
導
い
た
と
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
。

四
．
パ
リ
の
苦
難
の
歴
史
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
戦
争
論
・
文
明
論

二
〇
〇
八
年
春
、
保
苅
は
パ
リ
に
「
帰
還
」
し
た
。
一
時
は
人
生
に
幕
を
下
ろ
す
こ
と
の
誘
惑
さ
え
覚
え
て
い
た
保
苅
で
あ
っ
た
が
、
回
復

期
の
病
人
の
よ
う
に
、
パ
リ
の
風
光
に
元
気
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
パ
リ
の
生
活
に
活
力
を
得
て
み
る
と
、
今
度
は
、
パ
リ
の
街
の
経
て
き
た



一
二

苦
難
の
歴
史
に
も
目
が
向
く
よ
う
に
な
る
。
保
苅
が
住
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
も
近
い
パ
リ
十
六
区
の
上
品
な
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
的
界
隈
で
あ
っ
た
が
、
少
し
目
を
凝
ら
せ
ば
、
そ
こ
に
も
歴
史
の
悲
劇
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
万
聖
節
の
日
、
保
苅
は
近

所
の
あ
る
通
り
の
角
の
建
物
の
前
に
小
さ
な
花
束
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
建
物
に
は
ラ
・
ミ
ュ
エ
ッ
ト
の
旧
町
名
に
変
わ
る
新
し
い

街
の
名
前
と
し
て
「
マ
リ
エ
ッ
タ
・
マ
ル
タ
ン
街
」
と
銘
板
に
記
さ
れ
て
い
た
（3-244

）。
マ
リ
エ
ッ
タ
・
マ
リ
タ
ン
は
、
女
流
詩
人
で
、

一
九
四
四
年
に
強
制
収
容
所
で
亡
く
な
っ
た
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
運
動
家
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
北
部
の
街
ア
ラ
ス
に
生
ま
れ
た
マ
リ
エ
ッ
タ
は

四
歳
で
父
を
亡
く
し
、
一
九
一
四
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
り
ド
イ
ツ
軍
の
爆
撃
を
受
け
た
時
、
母
と
姉
妹
の
リ
ュ
シ
ー
と
と
も
に
パ
リ

十
六
区
に
避
難
し
て
い
た
。
マ
リ
エ
ッ
タ
の
短
い
人
生
は
、
二
つ
の
戦
争
に
翻
弄
さ
れ
る
人
生
だ
っ
た
の
で
あ
る
（3-245

）。
保
苅
は
、
自
ら

の
住
む
穏
や
か
な
住
宅
街
が
、
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
闘
士
と
の
間
で
の
ま
さ
に
命
の
か
か
っ
た
緊
迫
し
た
戦
い
の
場
所
で
あ
っ
た

こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
、
同
じ
く
パ
リ
十
六
区
に
居
を
構
え
て
い
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
二
つ
の
大
戦
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
か
に
思
い
を
馳
せ

る
。ヴ

ァ
レ
リ
ー
が
二
つ
の
大
戦
を
生
き
、
そ
し
て
大
戦
の
終
結
か
ら
程
な
く
亡
く
な
っ
た
詩
人
で
あ
る
こ
と
は
、
少
し
で
も
フ
ラ
ン
ス
文
学
史

を
齧
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
、
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
保
苅
の
筆
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
戦
時
下
の
内
面
の
動
揺
、
不
安
、
恐
怖
を

伝
え
る
。
筆
者
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ジ
ャ
ル
テ
ィ
に
よ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
評
伝）

（（
（

の
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
死
ま
で
の
記
述

の
翻
訳
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
り
、
保
苅
に
よ
る
連
載
よ
り
も
、
は
る
か
に
詳
細
な
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
伝
記
的
記
述
に
触
れ
て
い
た
の
だ
が
、
ヴ
ァ

レ
リ
ー
の
年
譜
や
妻
や
友
に
宛
て
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
手
紙
の
数
カ
所
の
断
片
を
示
し
簡
潔
に
敷
衍
す
る
だ
け
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
戦
時
下
の
心

理
を
浮
き
彫
り
に
す
る
保
苅
の
換
起
力
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

戦
時
下
の
危
機
感
と
不
安
の
中
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
自
ら
の
運
命
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
長
編
詩
『
若
き
パ
ル
ク
』
の
推
敲
を
続
け
、
一
九
一
七

年
に
詩
の
初
版
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
翌
日
に
当
詩
の
朗
読
会
が
開
催
さ
れ
て
反
響
を
呼
び
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
パ
リ
社
交
界
の
寵
児
と
な
る）

（1
（

。
戦



一
三

時
下
の
知
的
公
衆
の
不
安
と
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
人
と
し
て
の
「
成
功
」
は
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。『
若
き
パ
ル
ク
』
の
知
性
の
煌
め
き
で

魅
了
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
パ
リ
の
知
的
公
衆
が
求
め
た
も
の
は
、
自
ら
の
状
況
を
照
ら
し
出
す
羅
針
盤
、
分
析
器
と
し
て
の
役
割
で
あ
っ
た
。

詩
人
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
旺
盛
に
文
明
論
を
書
き
続
け
た
の
は
、
そ
れ
故
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

保
苅
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
論
に
、
二
十
一
世
紀
の
閉
塞
感
の
由
来
、
現
代
社
会
の
疎
外
の
分
析
、
現
状
打
破
の
処
方
箋
を
見
る
。
第
一
次

大
戦
か
ら
第
二
次
大
戦
に
か
け
て
紡
が
れ
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
論
は
、
同
時
代
を
照
ら
す
の
み
な
ら
ず
、
二
十
一
世
紀
の
我
々
を
も
照
ら
し

出
す
射
程
の
長
い
も
の
と
し
て
あ
る
。
こ
の
保
苅
の
見
立
て
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
論
の
読
み
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
意
味
を
帯
び
さ
せ
て
い

る
。ヴ

ァ
レ
リ
ー
は
、
初
め
て
の
近
代
戦
で
あ
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
が
、
そ
れ
ま
で
の
戦
争
と
全
く
様
相
を
異
に
し
、
生
命
を
無
差
別
に
破
壊

す
る
能
力
を
有
す
る
に
至
り
、
そ
の
規
模
を
拡
大
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
た
。
一
九
三
一
年

に
ペ
タ
ン
元
帥
が
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
会
員
に
選
出
さ
れ
た
際
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
北
東
部
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
の
要
塞
を
ド
イ

ツ
軍
と
の
激
戦
の
後
に
死
守
し
た
ペ
タ
ン
に
惜
し
み
な
い
賛
辞
を
送
る
と
と
も
に
、
近
代
に
お
け
る
戦
争
の
狂
気
、
そ
の
愚
に
つ
い
て
論
及
し
、

旗
幟
鮮
明
に
反
戦
を
訴
え
る
大
演
説
を
打
つ
の
で
あ
る
。
保
苅
は
長
く
な
る
の
も
厭
わ
ず
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
こ
の
演
説
原
稿
を
引
用
し
続
け
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
時
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
召
集
さ
れ
た
息
子
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
安
否
を
気
遣
い
、
精
神
が
崩
壊
せ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
。
戦
争
の

愚
劣
を
憎
み
つ
つ
、
困
難
な
状
況
の
中
で
例
え
ば
詩
の
朗
読
会
を
敢
行
す
る
こ
と
で
、
精
神
の
自
由
を
守
り
抜
こ
う
と
し
た
。
一
九
四
一
年
、

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
に
て
、
親
交
の
あ
っ
た
哲
学
者
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
讃
え
る
追
悼
演
説
を
行
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

ユ
ダ
ヤ
系
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
ナ
チ
ス
の
パ
リ
占
領
下
に
あ
っ
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
こ
の
演
説
が
ど
れ
ほ
ど
の
勇
気
を
奮
っ
た
も
の
で

あ
る
か
は
同
時
代
の
人
々
に
は
痛
感
さ
れ
て
い
た
。
南
米
ボ
ゴ
タ
で
俳
優
の
ル
イ
・
ジ
ュ
ヴ
ェ
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
こ
の
追
悼
演
説
を
朗
読
し
、

観
客
は
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
応
え
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
。
戦
時
下
の
狂
気
の
徴
の
下
に
あ
っ
て
、
正
気
を
貫
こ
う
と



一
四

す
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
知
識
人
と
し
て
の
必
死
の
言
論
と
そ
の
行
動
を
、
保
苅
の
筆
も
必
死
に
追
っ
て
い
る
。

保
苅
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
政
治
的
言
論
や
文
明
論
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
、
こ
と
に
世
界
大
戦
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
も
た

ら
し
た
混
乱
や
苦
難
に
つ
い
て
の
認
識
が
お
ろ
そ
か
な
ま
ま
に
、
文
学
や
芸
術
や
科
学
の
輝
か
し
い
成
果
に
の
み
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
と
の
反
省
の
思
い
に
駆
ら
れ
て
い
る
（5-305

）。
本
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
連
載
に
お
け
る
保
苅
の
政
治
的
・
文
明
論
的
主
題
へ
の
取
り

組
み
に
は
、
何
か
鬼
気
迫
る
も
の
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
論
に
改
め
て
取
り
組
ん
だ
か
ら
、
と
い
っ
た
単
純
な
話
で

は
な
く
、
現
在
と
地
続
き
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機
と
苦
難
の
実
相
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
お
よ
そ
そ
の
土
壌
に
も
た

ら
さ
れ
た
文
学
も
芸
術
も
真
に
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
厳
粛
な
認
識
に
発
す
る
焦
燥
感
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。あ

え
て
苦
言
を
呈
す
る
な
ら
ば
、
保
苅
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
論
の
分
析
に
、
作
家
個
別
研
究
上
の
新
た
な
知
見
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
同
時
代
の
人
々
の
命
運
に
真
剣
に
思
い
を
馳
せ
、
知
力
の
全
て
を
上
げ
て
分
析
を
尽
く
す
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
時
代
の
危
機
に
警
鐘
を

鳴
ら
し
、
あ
り
う
べ
き
未
来
の
方
向
を
指
し
示
そ
う
と
す
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
言
論
の
力
へ
の
信
頼
を
見
て
、
保
苅
は
鼓
舞
さ
れ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー

の
思
い
を
、
自
ら
は
む
し
ろ
透
明
な
媒
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
読
者
に
届
け
た
い
と
念
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
保
苅
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー

の
文
明
論
の
分
析
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
自
ら
を
消
し
、
対
象
を
指
差
し
続
け
る
そ
の
持
続
の
あ
り
よ
う
が
印
象
的
で
あ
る
。

五
．
パ
リ
で
生
き
る
日
常
か
ら

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
論
へ
の
関
心
は
、
保
苅
が
研
究
の
主
軸
と
し
て
い
た
プ
ル
ー
ス
ト
と
同
年
生
ま
れ
の
作
家
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
元
々

親
し
ん
で
い
た
作
家
の
手
に
な
る
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
生
活
者
と
し
て
パ
リ
に
住
ま
う
日
常
か
ら
自
然
に
広
が
っ
て
い
っ
た
も
の
な
の



一
五

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
連
載
の
第
十
回
と
第
十
一
回
は
「
な
ぜ
パ
リ
で
は
外
国
人
に
道
を
尋
ね
る
の
か
―
国
民
の
多
様
性
と
単
一
性
と
」

と
題
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
暮
ら
す
日
常
で
抱
く
素
朴
な
疑
問
へ
の
ヒ
ン
ト
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
著
作
の
中
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
経
験

を
保
苅
は
重
ね
て
い
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
著
作
は
最
晩
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
も
七
十
年
以
上
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
失
っ
て
い
な
い
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
の
成
り
立
ち
と
民
族
的
混
淆
の
具
合
に
つ
い

て
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
洗
練
の
歴
史
に
つ
い
て
も
、
パ
リ
と
い
う
都
市
の
持
つ
特
別
に
効
率
的
な
競
合
と
代
表
の
機
能
に
つ
い
て
も
見
事
に
解

析
し
、
異
邦
人
と
し
て
パ
リ
に
住
ま
う
保
苅
の
生
活
実
感
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
確
認
す
る
の
に
十
分
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
小

気
味
良
い
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
切
れ
味
な
の
だ
。
そ
う
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
論
を
咀
嚼
し
た
保
苅
は
、
パ
リ
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い

る
。
見
事
な
パ
リ
論
で
あ
り
、
パ
リ
で
老
年
を
過
ご
す
こ
と
を
選
ん
だ
そ
の
理
由
、
そ
の
幸
福
感
が
伺
え
る
。

フ
ラ
ン
ス
を
鋳
造
し
た
パ
リ
の
坩
堝
は
、
今
で
は
国
際
的
に
多
様
な
人
種
の
人
間
た
ち
を
含
み
込
ん
で
パ
リ
人
に
融
合
さ
せ
、
あ
る
い

は
対
立
さ
せ
て
、
そ
の
知
的
熱
気
は
今
も
衰
え
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
私
の
よ
う
な
パ
リ
に
住
む
外
国
人
に
も
及
ん
で
き
て
、

知
ら
な
い
間
に
パ
リ
人
に
鋳
造
す
る
。
だ
か
ら
あ
え
て
言
え
ば
、
パ
リ
に
異
邦
人
は
い
な
い
の
だ
。
こ
の
街
に
住
む
人
間
は
肌
の
色
や
国

籍
の
違
い
を
残
し
た
ま
ま
、
誰
も
が
互
い
に
多
少
は
パ
リ
人
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
識
が
パ
リ
に
独
特
の
解
放
感
を
抱
か
せ
る
。
他
の
土

地
で
は
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
自
由
の
感
覚
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
パ
リ
に
す
む
心
地
よ
さ
と
伸
び
や
か
さ
、
そ
の
最
も
大
き
な
悦
び
の

秘
密
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。（10-267

）

保
苅
は
、
パ
リ
の
居
心
地
の
良
さ
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
確
か
に
こ
れ
が
パ
リ
生
活
の
ベ
ー
ス
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

現
代
の
パ
リ
は
、
ス
ト
や
デ
モ
で
交
通
機
関
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
停
止
し
て
し
ま
う
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
テ
ロ
の
脅
威
も
あ
っ
て
、
自
由
の
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伸
び
や
か
さ
の
裏
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
便
や
リ
ス
ク
も
あ
る
。
二
〇
一
五
年
一
月
の
シ
ャ
ル
リ
・
エ
ブ
ド
社
襲
撃
事
件
や
、
同
年
十
一
月
の
パ

リ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
の
恐
怖
や
脅
威
を
、
パ
リ
に
住
ま
う
者
と
し
て
保
苅
も
免
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
〇
一
五
年
の
パ
リ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
の
直
後
に
は
、
事
件
で
妻
を
亡
く
し
、
一
歳
七
ヶ
月
の
遺
児
と
日
々
を
暮
ら
す
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
レ
リ
ス
の
文
章
に
保
苅
は
強
い
感
銘
を
受
け
て
い
る
。
レ
リ
ス
は
、
愛
す
る
妻
を
亡
く
し
た
哀
し
み
を
堪
え
つ
つ
、
テ
ロ

事
件
実
行
犯
に
「
君
た
ち
」
と
呼
び
か
け
る
文
章
の
形
で
、「
僕
は
君
た
ち
を
憎
む
こ
と
は
し
な
い
。
報
復
は
し
な
い
、
報
復
す
る
こ
と
は
暴
力

に
力
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
か
ら
」
と
記
し
た
の
で
あ
る）

（3
（

。

フ
ラ
ン
ス
社
会
の
矛
盾
と
、
そ
の
中
で
も
人
間
的
な
寛
容
と
勇
気
あ
る
精
神
で
生
き
抜
こ
う
と
す
る
人
々
の
姿
を
保
苅
は
捉
え
る
。
カ
フ
ェ

も
標
的
に
な
っ
た
こ
の
事
件
の
後
、
カ
フ
ェ
の
テ
ラ
ス
に
陣
取
っ
て
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
『
移
動
祝
祭
日
』
の
小
説
を
読
む
こ
と
が
テ
ロ
へ

の
抗
議
の
印
と
な
っ
た
。『
移
動
祝
祭
日
』
は
一
九
二
〇
年
年
代
の
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
の
パ
リ
時
代
を
描
き
「
も
し
き
み
が
幸
福
に
も
青
年
時
代

に
パ
リ
に
住
ん
だ
と
す
れ
ば
き
み
が
残
り
の
人
生
を
ど
こ
で
過
ご
そ
う
と
も
パ
リ
は
き
み
に
つ
い
て
ま
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
パ
リ
は
移
動
祝
祭
日

だ
か
ら
だ
」
の
一
節
で
知
ら
れ
る
、
ま
さ
に
パ
リ
讃
歌
と
も
い
う
べ
き
作
品
な
の
だ
が
、
こ
の
本
を
カ
フ
ェ
の
テ
ラ
ス
に
身
を
晒
し
て
読
む
こ

と
を
提
案
し
た
あ
る
女
性
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
呼
び
か
け
が
瞬
く
間
に
広
が
り
、
本
書
は
事
件
直
後
に
爆
発
的
に
売
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
人
々
の
反
応
に
触
れ
、
保
苅
は
「
何
が
あ
っ
て
も
愉
し
く
生
き
る
こ
と
が
一
番
の
抵
抗
な
の
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
」

（4-212

）
と
共
感
を
込
め
記
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
は
、
不
当
な
こ
と
に
黙
っ
て
は
い
な
い
。
政
治
を
遠
ざ
け
な
い
。
保
苅
も
フ
ラ
ン
ス
在
住
が
長
く
な
る
中
で
、
そ
う
し
た
気
質

に
染
ま
っ
て
い
っ
た
面
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
本
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
の
連
載
に
お
い
て
は
、
驚
く
ほ
ど
正
面
切
っ
て
、
社
会
や
政
治
、
文
明
の
未

来
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
絵
画
・
音
楽
を
は
じ
め
、
芸
術
の
目
利
き
で
あ
る
保
苅
に
よ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
連
載
は
、
芸
術
論
が
中
心
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
踏
ん
で
い
た
が
、
む
し
ろ
文
明
論
的
な
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
骨
格
に
強
く
保
苅
が
惹
か
れ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
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本
連
載
の
第
十
二
回
と
第
十
三
回
は
「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
二
十
世
紀
芸
術
を
ど
う
見
て
い
た
か
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー

が
論
じ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
十
九
世
紀
以
前
の
芸
術
で
あ
り
、
二
十
世
紀
の
芸
術
は
、
そ
の
陰
画
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
示
唆
さ
れ
る
に

留
ま
っ
て
い
る
。「
そ
れ
を
創
る
の
に
一
人
の
人
間
の
い
っ
さ
い
の
能
力
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
そ
う
し
て
創
ら
れ
た
作
品
を
享
受
す

る
の
に
も
う
ひ
と
り
の
い
っ
さ
い
の
能
力
が
求
め
ら
れ
る
」（『
ド
ガ

　
ダ
ン
ス

　
デ
ッ
サ
ン
』）
と
い
っ
た
芸
術
―
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
そ
れ
を
「
大

芸
術
」
と
名
指
し
て
い
る
―
が
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
理
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
二
十
世
紀
の
芸
術
の
多
く
が
、
そ
う
し
た
モ
デ
ル
か
ら
は
後
退
し

た
も
の
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
は
見
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
芸
術
観
に
つ
い
て
保
苅
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

実
際
に
こ
の
一
節
は
彼
の
う
ち
に
そ
う
し
た
人
間
へ
の
全
幅
の
信
頼
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
言
え
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
読
ん

だ
と
き
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
う
ち
に
あ
ふ
れ
て
い
る
人
間
へ
の
熱
い
思
い
に
感
動
し
た
も
の
だ
っ
た
。
い
き
な
り
こ
う
言
っ
て
は
唐
突
に
聞
こ

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
し
は
こ
こ
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
宿
っ
て
い
る
愛
情
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ほ
か

に
適
当
な
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、
を
彼
の
人
間
至
上
主
義
と
で
も
呼
ん
で
み
た
い
の
で
あ
る
。（14-305

）

若
き
頃
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
美
学
に
お
け
る
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
絵
画
の
意
義
を
精
細
極
ま
る
筆
致
で
明
ら
か
に
し）

（4
（

、
野
田
弘
志
の
写
実
絵
画
の

凄
み
に
つ
い
て
一
文）

（5
（

を
草
し
て
い
た
保
苅
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
芸
術
論
の
詳
細
に
立
ち
入
り
、
固
有
名
を
背
負
っ
た
画
家
や
個
別
の
作
品
を
取

り
上
げ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
思
索
を
巡
ら
す
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
連
載
で
の
保
苅
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
に
あ
っ
て
は
、
個
別
の

芸
術
作
品
の
素
地
や
肌
理
に
ま
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
二
十
世
紀
以
降
の
芸
術
に
「
衰
退
」
を
見
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
見
ら
れ
る
、
人
間
の

可
能
性
に
か
け
る
高
邁
さ
、
そ
の
思
い
の
深
さ
を
文
明
全
体
に
及
ぶ
も
の
の
中
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
連
載
に
お
け
る
保
苅
の
ヴ
ァ
レ

リ
ー
芸
術
論
を
め
ぐ
る
回
に
は
、
個
別
の
作
品
世
界
に
身
を
浸
す
時
間
を
与
え
て
く
れ
る
分
析
は
残
念
な
が
ら
な
い
が
、
現
代
を
生
き
る
人
間



一
八

と
し
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
残
し
た
テ
ク
ス
ト
の
最
も
根
源
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
何
か
と
考
え
抜
く
保
苅
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
姿
勢
が
鮮
明

に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

六
．
め
ぐ
る
命

武
蔵
野
の
自
宅
の
庭
の
雨
に
打
た
れ
る
さ
ざ
ん
か
の
花
の
場
面
か
ら
始
ま
っ
た
保
苅
の
本
連
載
は
、
随
所
に
花
や
植
物
の
描
写
が
見
ら
れ
る
。

留
学
生
と
し
て
パ
リ
で
若
き
日
を
過
ご
し
て
か
ら
、
四
十
年
の
の
ち
に
戻
っ
た
パ
リ
で
保
苅
を
迎
え
た
の
は
、
街
路
樹
の
マ
ロ
ニ
エ
の
ま
ぶ
し

い
よ
う
な
緑
の
若
葉
で
あ
り
（1-149
）、
広
場
に
設
け
ら
れ
た
小
さ
な
花
壇
の
赤
や
白
や
紫
の
春
の
花
で
あ
り
（1-150

）、
以
前
住
ん
で
い
た

家
の
窓
辺
の
、
陽
の
光
を
射
返
す
よ
う
に
咲
い
て
い
る
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
で
あ
っ
た
（1-153

）。
秋
の
透
明
な
光
の
中
、
黄
色
く
色
づ
い
て
風
に
揺

れ
て
い
る
セ
ー
ヌ
の
川
岸
の
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
並
木
（3-243

）、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
過
ご
し
、
今
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
フ
ェ

ル
ネ
ー
の
城
館
の
中
庭
の
テ
ラ
ス
の
眼
下
に
広
が
る
野
。
そ
れ
ら
が
、
保
苅
の
心
象
風
景
と
な
っ
て
い
る
。

保
苅
は
、
こ
の
連
載
の
第
十
四
回
と
第
十
五
回
を
「
幻
の
花
、
パ
リ
に
繚
乱
す
」
と
題
し
て
い
る
。
木
を
愛
し
、
ド
イ
ツ
占
領
下
時
代
の
精

神
的
に
も
物
質
的
に
も
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
時
期
に
「
木
に
つ
い
て
の
対
話）

（1
（

」
と
い
う
牧
歌
風
の
対
話
劇
を
書
い
て
人
々
の
心
を
植
物
の
世
界

に
向
け
さ
せ
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
顰
み
に
倣
い
、
保
苅
は
こ
の
連
載
の
二
つ
の
回
で
人
間
社
会
を
離
れ
、
パ
リ
で
出
会
っ
た
木
や
花
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
北
国
の
春
の
始
ま
り
を
告
げ
知
ら
せ
る
「
幼
い
少
女
の
艶
や
か
な
爪
く
ら
い
の
」（14-313

）
銀
色
に
光
る
新
芽
の
群
れ
。
季
節
を
追

う
よ
う
に
色
と
り
ど
り
に
咲
く
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
中
庭
の
薔
薇
、
や
ま
ぶ
き
、
リ
ラ
、
紫
陽
花
（313-314

）。
そ
し
て
、
満
開
の
極
み
に
あ
っ

て
生
命
の
横
溢
し
て
い
た
八
重
桜
（313-314

）。
そ
れ
ら
を
慈
愛
深
く
見
つ
め
る
保
苅
が
彷
彿
と
す
る
記
述
で
あ
る
。

強
い
台
風
の
た
め
に
傾
い
て
し
ま
っ
た
東
京
の
家
の
染
井
吉
野
の
伐
採
に
立
ち
会
う
べ
く
急
遽
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
保
苅
は
、
桜
を
連



一
九

れ
添
っ
て
暮
ら
し
た
歳
月
を
思
う
。
保
苅
の
語
る
庭
の
桜
の
春
夏
秋
冬
は
、
ま
こ
と
に
愛
お
し
く
懐
か
し
さ
に
包
ま
れ
て
い
る
。
秋
に
は
枯
れ

葉
を
積
み
上
げ
、
近
所
の
子
供
た
ち
と
焼
き
芋
を
し
た
と
い
う
。
子
を
授
か
ら
な
か
っ
た
保
苅
に
と
っ
て
の
遠
い
日
の
ひ
と
と
き
で
あ
る
。
あ

れ
ほ
ど
の
落
葉
を
落
と
し
て
い
た
の
も
、
桜
の
命
の
盛
り
の
証
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
、
保
苅
は
い
ざ
伐
採
を
前
に
し
て
し
み
じ
み
と
胸
に
刻

む
。
根
元
か
ら
五
十
セ
ン
チ
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
伐
採
し
た
桜
の
年
輪
の
見
え
る
白
い
木
肌
に
酒
が
注
が
れ
、
保
苅
は
木
が
生
き
物
で
あ
る
こ

と
を
痛
感
し
、
親
し
い
誰
か
を
亡
く
し
た
か
の
よ
う
に
、
桜
の
根
元
に
力
な
く
佇
む
の
で
あ
っ
た
（14-316

）。

庭
の
桜
の
伐
採
に
立
ち
合
い
、
木
の
命
、
木
の
魂
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
取
っ
た
保
苅
は
、
数
年
後
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
木
に
つ
い
て
の
対

話
」
を
読
み
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
植
物
に
寄
せ
た
洞
察
の
深
さ
に
打
た
れ
る
。
保
苅
は
こ
の
対
話
編
の
羊
飼
い
の
チ
チ
ー
ル
に
向
け
た
リ
ュ
ク
レ
ー

ス
の
言
葉
を
存
分
に
引
用
し
て
い
る
。
保
苅
に
よ
る
引
用
の
一
部
を
紹
介
し
よ
う
。

植
物
は
深
く
潜
り
込
ん
だ
分
だ
け
、
そ
れ
だ
け
高
く
聳
え
る
の
だ
。
形
な
き
も
の
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
か
と
思
う
と
、
空
な
空
間
に
挑
み
か

か
る
。
植
物
は
全
て
を
己
自
身
に
変
え
る
た
め
に
戦
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
植
物
が
持
つ
「
観
念
」
な
の
だ
！
・
・
・
・
あ
あ
、

チ
チ
ー
ル
よ
、
私
に
は
、
植
物
が
私
に
命
ず
る
こ
の
力
強
い
、
活
動
的
で
、
自
ら
の
意
図
に
厳
密
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る
瞑
想
に
、
私
の
存

在
の
す
べ
て
を
上
げ
て
加
わ
っ
て
い
る
気
が
す
る
の
だ
・
・
・（14-317

）

瞑
想
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
秩
序
の
な
か
に
深
く
入
り
込
む
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（14-317

）

チ
チ
ー
ル
よ
、
植
物
と
は
歌
な
の
だ
。
リ
ズ
ム
が
一
つ
の
確
か
な
形
を
展
開
さ
せ
、
空
間
の
な
か
に
時
間
の
神
秘
を
あ
ら
わ
に
す
る
歌
な

の
だ
。（14-317

）
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保
苅
に
よ
る
い
ず
れ
の
引
用
に
も
、
木
々
の
成
長
す
る
生
命
の
深
遠
な
営
み
に
感
嘆
す
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
感
受
性
の
豊
か
さ
が
窺
わ
れ
る
。

上
述
し
た
通
り
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
木
に
つ
い
て
の
対
話
」
は
ド
イ
ツ
占
領
下
と
い
う
非
常
時
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
何
も
か
も
が
失
わ

れ
た
日
常
に
あ
っ
て
、
四
季
に
合
わ
せ
例
年
と
変
わ
ら
ず
成
長
す
る
植
物
に
着
目
し
、
そ
の
営
み
を
寿
い
だ
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
心
の
動
き
に
は
、

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
変
わ
ら
ぬ
植
物
の
あ
り
よ
う
に
励
ま
さ
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
こ
こ
一
、二
年
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
深
い
親
し
み
を
覚

え
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
保
苅
の
本
連
載
で
は
表
立
っ
て
コ
ロ
ナ
禍
の
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
連
載
の
中
盤
か

ら
は
コ
ロ
ナ
禍
に
重
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
明
論
を
中
心
に
論
じ
る
連
載
に
植
物
に
つ
い
て
の
回
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、

そ
う
し
た
事
情
も
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
幻
の
花
、
巴
里
に
繚
乱
す
」
と
題
さ
れ
た
第
十
五
回
の
連
載
で
は
、
留
学
生
時
代
に
珍
し
く
花
屋
で
購
い
生
け
た
一
輪
の
水
仙
が
、
部
屋
全

体
の
雰
囲
気
を
一
変
さ
せ
た
こ
と
、
そ
の
不
思
議
な
力
に
つ
い
て
触
れ
た
か
と
思
う
と
、
花
の
気
配
を
読
み
込
ん
だ
蕪
村
の
見
事
な
ぼ
た
ん
の

句
へ
と
連
想
が
飛
ぶ
。
留
学
生
時
代
の
部
屋
に
生
け
た
一
輪
の
水
仙
の
思
い
出
は
、
さ
ら
に
古
い
思
い
出
を
呼
ぶ
。
高
校
三
年
の
英
語
の
教
科

書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
英
詩 « The D

affodils » 

と
の
出
会
い
で
あ
る
。
保
苅
に
と
っ
て
、
野
に
群
生
す
る
水
仙
を
謳
っ
た

こ
の
英
詩
と
の
出
会
い
は
、
言
葉
の
力
、
詩
と
い
う
も
の
の
力
に
触
れ
た
初
め
て
の
体
験
だ
っ
た
。「
目
の
前
に
、
見
も
知
ら
ぬ
世
界
が
ぱ
っ
と

拓
け
た
気
持
ち
に
な
っ
た
」（15-321

）
と
晩
年
の
保
苅
は
そ
の
原
体
験
を
素
朴
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
こ
の
詩
に
加
え
、
漢

文
の
教
科
書
に
あ
っ
た
王
維
の
詩
が
保
苅
に
文
学
の
力
を
知
ら
し
め
た
。

保
苅
は
、
一
編
の
詩
に
受
け
た
感
動
か
ら
英
文
科
志
望
を
決
め
、
大
学
の
教
養
課
程
で
は
、
堀
大
司
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ペ
イ
タ
ー
『
ル
ネ
サ

ン
ス
』
の
講
読
の
授
業
に
魅
了
さ
れ
る
。「
滾
々
と
わ
き
出
る
湧
き
水
の
よ
う
な
文
学
の
汲
み
尽
く
せ
な
い
清
新
な
喜
び
と
、
そ
れ
を
探
っ
て
は

味
わ
う
文
学
の
奥
深
さ
を
ほ
ん
の
僅
か
に
垣
間
見
て
、
ほ
と
ん
ど
目
が
く
ら
む
思
い
が
し
た
」（15-322

）
と
保
苅
は
記
し
て
い
る
。「
世
間
を
知

ら
な
い
未
熟
な
あ
た
ま
で
将
来
の
職
業
と
か
、
や
り
た
い
仕
事
と
か
に
つ
い
て
思
い
悩
む
ま
え
に
」
文
学
部
と
い
う
進
路
を
い
ち
ず
に
決
め
た



二
一

若
か
っ
た
自
分
の
こ
と
を
、
晩
年
の
保
苅
は
、
不
思
議
だ
と
も
振
り
返
っ
て
い
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
保
苅
青
年
は
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
に
は
自
分
の
感
覚
に
信
を
置
き
、
世
間
的
な
評
価
に
惑
わ
さ
れ
な
い
強
さ
が
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
何
よ
り
、
作

品
世
界
に
真
っ
直
ぐ
に
届
く
敬
愛
の
思
い
、
驚
異
と
畏
怖
の
念
が
あ
っ
た
。
か
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
さ
え
若
い
頃
は
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
が
「
自

分
を
賢
く
見
せ
る
た
め
に
」
読
書
す
る
、
と
い
っ
た
余
計
な
構
え
が
な
い）

（1
（

。
こ
れ
は
稀
有
の
こ
と
で
あ
る
。

文
学
者
と
し
て
の
保
苅
の
進
路
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の « The D

affodils » 

の
詩
の
挿
話
は
、
さ
ら
な
る
挿
話
を
呼

ぶ
。
須
賀
敦
子
（1929-1997
）
の
『
遠
い
朝
の
本
た
ち）

（1
（

』
に
「
私
が
は
ま
り
こ
ん
だ
詩
」
と
し
て
こ
の
詩
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

保
苅
は
、「
遅
れ
て
や
っ
て
来
た
読
者
と
し
て
」（15-324

）
須
賀
敦
子
の
本
を
読
み
始
め
る
の
だ
が
、
最
初
に
読
ん
だ
の
は
『
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
の

靴）
（1
（

』
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
作
品
は
ベ
ル
ギ
ー
生
ま
れ
の
女
性
作
家
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
の
作
品
と
人
生
に
、
須
賀
の
自
ら
の

軌
跡
と
追
憶
を
響
き
合
わ
せ
な
が
ら
紡
い
だ
散
文
作
品
で
あ
る
。
保
苅
は
こ
の
作
品
の
文
体
、
類
例
の
な
い
そ
の
話
の
進
め
方
に
魅
了
さ
れ
る

の
だ
が
、
保
苅
の
こ
の
連
載
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言
」
は
、
ま
さ
に
須
賀
敦
子
の
『
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
の
靴
』
の
自
在
な
語

り
口
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
連
載
を
進
め
る
保
苅
の
脳
裏
に
、
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
と
自
ら
の
人
生
の
記
憶
と
を
撚
り
合
わ
せ
る
『
ユ
ル

ス
ナ
ー
ル
の
靴
』
の
鮮
や
か
な
視
点
の
移
動
や
巧
み
な
対
照
、
そ
し
て
幼
年
期
に
寄
せ
る
須
賀
の
こ
の
上
な
く
柔
ら
か
な
情
感
と
そ
の
文
体
が

よ
ぎ
っ
た
に
違
い
な
い
。
か
ね
て
か
ら
、
自
分
と
同
じ
く
「
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
性
、
合
理
性
に
初
め
て
対
決
し
た
時
、
そ
の
厳
し
さ
に
圧
倒
さ

れ
た
経
験
」（15-32

）
11
（3

）
を
持
っ
て
い
た
須
賀
に
、
保
苅
は
と
り
わ
け
深
い
共
感
を
覚
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
学
の
読
み
手
と
し
て
も
書
き
手

と
し
て
も
近
し
く
感
じ
て
い
た
そ
の
須
賀
敦
子
が
、
自
分
の
感
動
し
た
詩
に
同
じ
く
感
動
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
、
保
苅
は
胸
を
は
ず
ま
せ

る
（15-325

）。

須
賀
の
こ
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
に
つ
い
て
の
文
章
は
、
病
を
得
て
最
晩
年
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
保
苅
は
記
す
（15-325

）。
こ
う

記
し
た
時
、
保
苅
に
残
さ
れ
た
人
生
の
時
間
は
一
年
を
切
っ
て
い
た
。
そ
の
厳
粛
な
巡
り
合
わ
せ
に
蕭
然
と
す
る
。
植
物
や
花
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
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が
連
な
っ
た
保
苅
の
「
幻
の
花
、
巴
里
に
繚
乱
す
」
は
、
お
そ
ら
く
保
苅
自
身
の
意
図
を
も
超
え
て
、
大
い
な
る
命
の
巡
り
を
描
く
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

本
節
の
最
後
に
、
保
苅
の
文
学
の
根
源
に
あ
る
美
質
、
そ
の
感
受
性
の
特
質
を
凝
縮
し
た
よ
う
な
一
節
を
掲
げ
て
お
こ
う
。
パ
リ
の
早
春
の

宵
に
咲
く
八
重
桜）

1（
（

に
つ
い
て
語
っ
た
く
だ
り
で
あ
る
。

こ
の
夕
方
、
私
は
偶
然
、
小
さ
な
幸
運
に
恵
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
花
の
命
が
頂
点
に
達
し
て
、
満
開
の
桜
の
木
全
体
が
、
し
ば

ら
く
の
間
に
だ
け
息
を
ひ
そ
め
、
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
、
夕
方
の
空
気
の
中
で
静
ま
り
返
っ
た
瞬
間
に
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
が
で
き
た
の

だ
っ
た
。（14-315

）

七
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
挽
歌
―
あ
る
老
婦
人
の
肖
像

本
連
載
の
最
終
回
は
「
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
聞
こ
え
て
く
る
部
屋
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
保
苅
が
四
十
代
の
こ
ろ
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル

を
得
て
夫
人
と
共
に
由
緒
あ
る
家
系
に
連
な
る
イ
レ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
夫
人
の
パ
リ
の
住
ま
い
の
一
角
に
仮
寓
し
た
頃
の
思
い

出
を
中
心
に
語
ら
れ
る
。
保
苅
は
、
本
連
載
の
冒
頭
で
、
老
年
に
達
し
、
四
十
年
ぶ
り
の
パ
リ
帰
還
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
き
出
し
て
い
た

け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
留
学
と
老
年
と
の
間
に
、
ま
だ
若
か
っ
た
亡
き
夫
人
と
過
ご
し
た
パ
リ
で
の
二
年
の
歳
月
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

老
年
に
至
っ
て
保
苅
が
パ
リ
に
居
を
移
し
た
の
は
、
新
た
な
伴
侶
を
得
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
異
国
で
の
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め

に
、
亡
く
な
っ
た
夫
人
の
思
い
出
は
封
印
し
、
独
身
だ
っ
た
留
学
生
時
代
の
パ
リ
と
老
年
で
ま
み
え
た
パ
リ
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
、
シ
ン
プ
ル
に

重
ね
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
連
載
を
締
め
く
く
る
に
至
っ
て
、
保
苅
は
人
生
の
珠
玉
の
時
で
あ
っ
た
、
四
十
代
初
め
の
パ
リ
滞
在
の
思
い
出
に
つ
い
て
語
ら
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
連
載
の
最
終
回
で
は
、
生
い
先
長
く
は
な
い
と
悟
っ
た
者
の
、
心
の
奥
深
く
に
仕
舞
わ
れ

て
い
た
大
切
な
思
い
出
が
語
ら
れ
て
い
る
。
最
終
回
は
、
極
め
て
個
人
的
な
思
い
出
を
語
り
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
や
文
化
の
流
れ
を

俯
瞰
す
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。
仮
寓
先
の
家
主
は
、
保
苅
の
筆
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
生
ん
だ
良
心
に
し
て
精
華
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ボ
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
夫
人
は
十
九
世
紀
の
終
わ
り
に
生
ま
れ
た
。
美
し
い
金
髪
に
、
い
つ
も
淡
い
色
の
服
を
身
に
着
け
、
穏
や
か
に
見
え
る

夫
人
に
も
、
二
つ
の
世
界
大
戦
を
生
き
延
び
た
強
さ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
を
保
苅
は
次
第
に
感
じ
取
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
訪
ね
て
き

た
夫
人
の
娘
婿
が
、
別
れ
の
挨
拶
に
ご
く
普
通
の
こ
と
と
し
て
、
夫
人
の
前
に
片
膝
を
つ
き
夫
人
の
手
の
甲
に
口
づ
け
、
夫
人
の
方
は
「
王
妃

の
よ
う
に
」（16-294

）
直
立
し
た
ま
ま
だ
っ
た
の
を
保
苅
は
垣
間
見
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
来
の
貴
婦
人
へ
の
挨
拶
の
作
法
が
生
活
の
中
に
息
づ
い

て
い
る
こ
と
に
目
を
瞠
る
。
そ
し
て
夫
人
の
自
然
で
優
雅
な
姿
に
、
保
苅
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
文
明
が
頂
点
に
達
し
た
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
最
良
の
も
の
を
見
出
す
。

ボ
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
夫
人
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
文
明
講
座
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
保
苅
夫
人
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
上
達
を
見
守
り
、
ま
た
保
苅

夫
妻
を
午
後
の
お
茶
に
も
招
く
。
そ
し
て
、
夫
人
は
ふ
と
思
い
立
っ
て
半
世
紀
は
優
に
昔
の
新
婚
の
頃
か
ら
書
き
溜
め
た
料
理
の
レ
シ
ピ
本
を

見
せ
て
く
れ
る
。
レ
シ
ピ
本
は
、
保
苅
を
二
十
世
紀
前
半
の
苦
難
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
ひ
と
と
き
連
れ
戻
す
。
そ
し
て
歴
史
や
思
い
出
の
詰
ま
っ

た
レ
シ
ピ
本
を
見
せ
て
く
れ
た
夫
人
に
保
苅
は
格
別
な
親
し
み
を
覚
え
よ
う
に
な
る
。

夫
人
は
、
日
本
で
の
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
の
隆
盛
や
プ
ル
ー
ス
ト
の
読
者
の
多
さ
な
ど
に
つ
い
て
語
っ
た
保
苅
に
「
い
ま
で
は
プ
ル
ー
ス
ト
は

神
で
す
も
の
ね
」（16-304

）
と
、
プ
ル
ー
ス
ト
流
行
の
過
熱
ぶ
り
を
揶
揄
す
る
ユ
ー
モ
ア
の
こ
も
っ
た
皮
肉
の
言
葉
を
返
す
才
気
も
持
ち
合
わ

せ
て
お
り
、
ま
す
ま
す
保
苅
は
夫
人
へ
の
敬
愛
の
思
い
を
深
く
す
る
。
保
苅
は
、
夫
人
が
社
交
界
の
サ
ロ
ン
で
「
い
ま
で
は
プ
ル
ー
ス
ト
は
神
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で
す
も
の
ね
」
と
発
す
れ
ば
、
拍
手
喝
采
で
あ
ろ
う
、
と
想
像
と
羽
ば
た
か
せ
る
。（16-305

）

ボ
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
夫
人
の
部
屋
か
ら
は
、
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
ワ
ル
ツ
が
漏
れ
聞
こ
え
て
き
た
。
華
や
か
で
優
美
な
ウ
ィ
ン
ナ
・

ワ
ル
ツ
は
、
夫
人
の
人
と
な
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
い
か
に
も
重
な
り
合
う
も
の
だ
と
保
苅
は
感
じ
る
。
十
九
世
紀
初
頭
に
一
世
を
風
靡
し
た

ウ
イ
ン
ナ
・
ワ
ル
ツ
に
保
苅
は
十
八
世
紀
の
残
り
香
を
嗅
ぎ
取
り
、
保
苅
の
想
い
は
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
飛
ぶ
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
（
そ

し
て
、
こ
こ
に
は
直
接
名
指
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
保
苅
の
偏
愛
し
て
い
た
吉
田
健
一）

11
（

も
）
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
文
明
の
最
良
の
も
の

を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
保
苅
は
以
下
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
文
章
を
引
い
て
い
る
。
二
十
世
紀
の
パ
リ
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
部
屋
か
ら
十
八
世

紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
指
呼
の
距
離
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
。

つ
ね
づ
ね
私
は
十
八
世
紀
の
中
葉
を
私
の
お
気
に
入
り
の
時
代
と
見
な
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
私
が
愛
す
る
も
の
が
最
高
度
に
存
在

し
、
嫌
悪
す
る
も
の
は
最
低
限
度
に
し
か
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

保
苅
は
、
十
八
世
紀
の
中
頃
に
名
門
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
た
政
治
家
の
タ
レ
ー
ラ
ン
の
「
十
八
世
紀
を
生
き
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
人
は
生
き

る
歓
び
を
知
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
が
か
ね
て
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
。「
民
主
主
義
も
自
由
も
平
等
も
ま
だ
未
来
の
夢
だ
っ
た
」（16-

308

）
絶
対
王
政
の
時
代
に
、
な
ぜ
人
は
生
き
る
歓
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

十
八
世
紀
に
憧
れ
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
そ
の
歴
史
上
稀
な
一
時
期
を
出
現
さ
せ
た
条
件
を
、
国
や
地
域
の
個
別
事
情
を
捨
象
し
た
、
極
め
て
抽

象
度
の
高
い
定
理
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
み
せ
て
い
る
。
保
苅
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
分
析
に
、
謎
を
解
く
鍵
を
見
つ
け
る
。
保
苅
が
引

用
す
る
の
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
以
下
の
文
章
で
あ
る
。
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秩
序
は
常
に
個
人
の
上
に
重
く
の
し
か
か
る
。
無
秩
序
は
個
人
に
公
共
の
安
寧
か
死
を
望
ま
せ
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
極
端
な
状
況
で
あ
っ

て
、
人
間
の
本
性
は
そ
ん
な
状
況
の
な
か
で
は
寛
い
で
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
個
人
は
自
分
が
も
っ
と
も
自
由
で
あ
り
、
も
っ
と
も

支
援
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
こ
の
上
な
く
快
適
な
一
時
期
を
探
し
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
あ
る
社
会
体
制
の
終
焉
の
始
ま

り
の
な
か
に
見
出
す
の
で
あ
る
（16-309

）。

「
あ
る
社
会
体
制
の
終
焉
の
始
ま
り
」
の
時
期
の
持
た
ら
す
甘
美
な
享
楽
。
そ
れ
が
タ
レ
ー
ラ
ン
の
言
う
「
生
き
る
歓
び
」
で
あ
っ
た
と
見
て

間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
保
苅
は
改
め
て
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
慧
眼
に
唸
る
。
そ
し
て
保
苅
は
も
う
一
歩
推
察
を
進
め
る
。
タ
レ
ー
ラ
ン
の
言
う

「
十
八
世
紀
を
生
き
た
者
し
か
知
る
こ
と
の
な
い
生
き
る
歓
び
」
の
記
憶
と
は
、
そ
の
一
時
期
が
過
ぎ
去
っ
て
も
、
人
間
の
記
憶
と
し
て
残
る
も

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
パ
リ
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
で
音
楽
を
聴
き
、
本
を
読
み
、
料
理
を
し
、
人
と
付
き
合
い
、

そ
こ
に
満
ち
足
り
て
、
精
神
の
ゆ
と
り
あ
る
日
々
を
営
ん
で
い
る
ボ
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
夫
人
の
存
在
こ
そ
が
、
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
と
保
苅
は

感
じ
取
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
残
し
た
最
良
の
も
の
に
包
ま
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
夫
人
の
心
の
安
ら
ぎ
は
、
仮
寓
し
て
い
た
保
苅
夫

妻
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
。

二
年
の
パ
リ
滞
在
を
終
え
、
東
京
に
戻
っ
た
保
苅
は
、
ボ
ン
シ
ュ
テ
ッ
テ
ン
夫
人
と
手
紙
の
や
り
取
り
を
続
け
る
。
夫
人
は
失
明
の
不
幸
に

見
舞
わ
れ
る
が
、
四
人
の
朗
読
係
を
侍
ら
せ
て
、
最
新
刊
を
読
ん
で
も
ら
い
、
ジ
ッ
ド
の
作
品
や
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ポ
ー
の
日
記
、
サ
ン
＝
シ
モ

ン
や
デ
ィ
ド
ロ
と
い
っ
た
文
学
者
た
ち
の
作
品
の
朗
読
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
取
り
寄
せ
て
聴
い
て
い
た
。
夫
人
の
そ
の
気
概
、
お
そ
ら
く
は

そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
良
心
た
る
精
神
の
気
韻
に
で
あ
ろ
う
、
保
苅
は
震
え
る
ほ
ど
に
感
動
し
た
。
や
が
て
夫
人
が
百
歳
の
天
寿
を
全
う
し
た
と

の
知
ら
せ
が
家
族
か
ら
届
く
。
十
六
回
に
わ
た
っ
た
保
苅
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
連
載
は
、
夫
人
へ
の
冥
福
を
祈
る
言
葉
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

弘
美
夫
人
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
連
載
の
終
盤
は
、
身
を
削
る
よ
う
に
し
て
書
い
て
い
た
と
の
こ
と
だ
っ
た）

13
（

。
ま
さ
に
保
苅
の
白
鳥
の
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歌
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

お
わ
り
に

晩
年
ま
で
健
筆
を
ふ
る
っ
て
い
た
保
苅
瑞
穂
の
八
十
三
歳
で
の
逝
去
は
、
あ
ま
り
に
も
早
か
っ
た
。
百
歳
く
ら
い
ま
で
生
き
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
て
、
パ
リ
出
張
に
出
か
け
て
も
、
ま
た
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
と
暢
気
に
構
え
、
つ
い
つ
い
保
苅
瑞
穂
に
連
絡
す

る
の
を
先
延
ば
し
に
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
を
ま
と
め
て
一
冊
の
本
と
し
て
お
渡
し
し
、
学
恩
に
報
い
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ

た
。
平
均
寿
命
は
全
う
し
た
と
は
い
え
、
保
苅
に
は
、
ま
だ
ま
だ
読
み
た
い
本
や
書
き
た
い
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

二
〇
二
一
年
十
二
月
号
の
『
す
ば
る
』
に
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
者
の
吉
川
一
義
と
、
筑
摩
書
房
元
編
集
者
の
岩
川
哲
司
が
保
苅
瑞
穂
追
悼

文
を
寄
せ
て
い
る
。
吉
川
一
義
は
、
十
年
年
長
の
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
者
と
し
て
の
保
苅
の
仕
事
の
意
義
を
描
き
、
岩
川
哲
司
は
、
人
間
と
し
て

の
保
苅
、
文
学
に
真
に
培
わ
れ
馥
郁
た
る
文
人
と
し
て
の
保
苅
を
称
揚
し
、
哀
悼
し
て
い
る
。
図
ら
ず
も
、
追
悼
文
を
草
し
た
二
人
が
一
致
し

て
保
苅
を
「
文
人
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
文
人
」
と
い
う
存
在
は
、
あ
る
い
は
そ
の
観
念
は
、
専
門
分
化
が
進
み
、
慌
た
だ
し
い
現
代
か
ら
は
消

え
か
か
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
専
門
家
や
研
究
者
は
い
る
。
小
説
家
や
評
論
家
は
い
る
。
し
か
し
「
文
人
」
と
呼
べ
る
存
在

は
世
に
ど
れ
ほ
ど
数
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
大
学
教
師
に
し
て
「
文
人
」
で
あ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
す
っ
か
り
過
去
の
も
の

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
保
苅
の
本
連
載
は
、「
文
人
」
の
ス
タ
イ
ル
を
貫
い
た
散
文
と
し
て
、
近
年
に
例
を
見
な
い

も
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。

保
苅
の
文
業
と
人
と
な
り
に
ふ
れ
、
学
恩
に
与
っ
た
大
学
教
師
と
し
て
、
何
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
浅
学
非
才
な
り
に

考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
揺
る
が
せ
に
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
テ
ク
ス
ト
に
向
か
い
合
う
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こ
と
。
何
事
に
よ
ら
ず
、「
わ
か
っ
た
」
気
に
な
ら
な
い
こ
と
。
む
し
ろ
「
わ
か
る
」
こ
と
、
説
明
の
つ
く
こ
と
に
安
住
し
な
い
こ
と
。
全
て
を

あ
る
が
ま
ま
に
受
け
止
め
、
決
し
て
自
分
の
間
尺
や
流
行
の
概
念
に
合
わ
せ
て
「
わ
か
っ
た
」
気
に
な
ら
な
い
こ
と
。
常
に
全
体
を
捉
え
る
こ

と
。
長
い
歴
史
の
流
れ
の
中
で
考
え
る
と
と
も
に
、
集
中
力
を
持
っ
て
対
象
に
向
か
う
こ
と
。
感
覚
の
純
度
を
高
め
る
こ
と
。
自
ら
の
感
受
性

に
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
、「
専
門
」
の
分
類
で
遮
断
し
な
い
こ
と
。
芸
術
と
自
然
に
学
ぶ
こ
と）

14
（

。
保
苅
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
言

辞
を
弄
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
私
が
引
き
継
ぎ
た
い
と
感
じ
た
の
は
、
師
の
そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
あ
る
。

「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言
」
は
、
作
家
の
言
葉
と
人
生
が
響
き
合
い
、
ま
た
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
豊
潤
な
循
環
の
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
文
学
に
は
、「
理
解
す
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
親
し
み
愛
す
る
対
象
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
Ａ

Ｉ
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
し
難
い
次
元
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
望
む
ら
く
は
、
文
学
研
究
も
「
親
し
み
愛
す
る
」
方
法
を
伝
え
る
も
の

と
し
て
存
在
せ
ん
こ
と
を
。「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言
」
は
知
と
愛
が
高
度
に
統
合
さ
れ
た
文
学
研
究
で
あ
り
、
文
学
評
論
で

あ
り
、
氏
の
人
生
を
総
括
す
る
形
象
と
し
て
あ
る
。

保
苅
瑞
穂
の
冥
福
を
祈
り
つ
つ
、
擱
筆
す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
１
）  Paul Valéry D

egas danse dessin, 1932 .

（
２
）  Paul Valéry, Introduction à la m

 éthode de Léonard de V
inci; 1895.

（
３
）  

新
潮
文
庫

　
一
九
七
九
年

（
４
）  

東
京
大
空
襲
で
実
家
が
焼
か
れ
て
し
ま
う
前
、
父
親
の
肩
車
で
見
た
映
画
、
疎
開
に
よ
り
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
三
味
線
の
稽
古
の
こ
と
、
歌
舞
伎
座
に
連
れ
て
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行
っ
て
く
れ
た
深
窓
育
ち
の
母
親
の
こ
と
な
ど
、
幼
年
期
を
振
り
返
る
随
想
を
保
苅
は
残
し
て
い
る
。「
母
の
膝
」『
す
ば
る
』
二
〇
一
八
年
十
月
号
（
集
英
社
）。

（
５
）  
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
（
一
九
〇
一
―
一
九
七
六
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、
冒
険
家
、
政
治
家
。
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
で
長
く
文
化
相
を
務
め
た
。
著
作
に

『
人
間
の
条
件
』『
想
像
の
美
術
館
』
な
ど
。

（
６
）  

亡
く
な
っ
た
夫
人
の
思
い
出
に
繋
が
る
保
苅
の
エ
ッ
セ
イ
に
「
ク
レ
ソ
ン
」（『
文
学
界
』
二
〇
〇
五
年
六
月
号

　
文
芸
春
秋
）
が
あ
る
。

（
７
）  

一
九
九
四
年
頃
の
こ
と
。

（
８
）  

本
稿
に
お
い
て
は
、
保
苅
の
「
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

　
現
代
へ
の
遺
言
」
の
引
用
に
際
し
（
連
載
回
―
該
当
頁
）
の
形
で
記
す
。

（
９
）  Paul Valéry « Le Cim

etière m
arin »1920. 

訳
文
は
保
苅
に
よ
る
。

（
（1
）  

堀
辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
』
初
出
一
九
三
六
年
。
本
小
説
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
は
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
海
辺
の
墓
地
」
の
一
節
の
堀
に
よ
る
訳
「
風
立
ち
ぬ
、

い
ざ
生
き
め
や
も
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
は  « Le vent se lève /Il faut tenter de vivre »

で
あ
る
。

（
（（
）  M

ichel Jarrety, Paul Valéry, Fayard, 2008.

（
（1
）  

保
苅
は
「
た
っ
た
一
篇
の
詩
や
見
事
な
散
文
、
あ
る
い
は
卓
越
し
た
才
気
が
、
あ
る
人
の
そ
の
後
の
人
生
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
価
値
を
地
位
や

富
で
な
く
知
性
に
よ
っ
て
判
断
す
る
文
明
の
世
界
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
」
と
記
し
（3-250

）、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
、
ル
ソ
ー
や
レ
ス
ピ
ナ
ス
嬢
に
並
ぶ
例
で
あ
る
と

捉
え
て
い
る
。

（
（3
）  Antoine Leiris Vous nʼaurez pas m

a haine, Fayard, 2016.

（
（4
）  

保
苅
瑞
穂
『
プ
ル
ー
ス
ト

　
印
象
と
隠
喩
』
の
白
眉
で
あ
る
。

（
（5
）  

保
苅
瑞
穂
「
創
造
の
さ
な
か
に

　
野
田
弘
志
―
鉛
筆
画
と
油
彩
」『
季
刊
み
づ
ゑ
』
一
九
八
四
年
秋
号

（
（1
）  Paul Valéry, D

ialogue de lʼarbre, 1942 .

（
（1
）  

保
苅
は
、
曰
く
「
若
者
特
有
の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
」
で
、
大
学
初
年
次
に
書
店
で
英
詩
の
集
め
ら
れ
た
洋
書
を
買
い
求
め
、
書
物
の
佇
ま
い
に
感
興
を
覚
え
た
エ
ピ



二
九

ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い
る
が
、
ス
ノ
ビ
ズ
ム
に
始
ま
ろ
う
と
も
、
自
ら
の
感
覚
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
、
無
上
の
喜
び
と
し
て
書
物
を
受
け
止
め
て
い
る
の
が
印
象

的
で
あ
る
。

（
（1
）  
須
賀
敦
子
『
遠
い
朝
の
本
た
ち
』
は
一
九
九
八
年
刊
行
。
須
賀
敦
子
は
六
十
歳
を
過
ぎ
て
初
め
て
の
書
物
『
ミ
ラ
ノ

　
霧
の
風
景
』
を
上
梓
し
、
一
九
九
八
年

に
逝
去
す
る
ま
で
の
数
年
の
間
に
珠
玉
の
作
品
を
残
し
た
。

（
（1
）  

須
賀
敦
子
『
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
の
靴
』
筑
摩
書
房
。
一
九
九
六
年
。

（
11
）  

保
苅
が
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
た
当
初
、
立
ち
塞
が
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
精
神
に
つ
い
て
は
、
連
載
第
三
目
「
黒
い
壁
―
フ
ラ
ン
ス
精
神
と
は
何
か
」

で
、
コ
メ
デ
ィ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
の
ラ
シ
ー
ヌ
悲
劇
の
上
演
に
圧
倒
さ
れ
る
と
と
も
に
味
わ
っ
た
疎
外
感
、
実
際
に
目
の
前
に
立
ち
塞
が
っ
た
パ
リ
の
黒
い

壁
の
描
写
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

（
1（
）  

日
本
で
は
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
も
散
っ
た
後
、
四
月
下
旬
頃
に
八
重
桜
が
咲
く
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
八
重
桜
は
、
冬
の
終
わ
り
を
告
げ
る
か
の
よ
う
に
、
早
春
に
咲

く
。

（
11
）  

こ
と
に
吉
田
健
一
『
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
世
紀
末
』（
新
潮
社
、
一
九
七
〇
年
）
は
国
民
国
家
が
前
面
に
出
る
十
九
世
紀
を
む
し
ろ
堕
落
し
た
時
代
で
あ
る
と
見
、

十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
美
質
を
見
る
歴
史
観
を
提
示
し
た
書
物
で
あ
る
。
保
苅
は
『
ド
ガ

　
ダ
ン
ス

　
デ
ッ
サ
ン
』
の
講
読
の
授
業
で
、
吉
田
健
一
の
同
書

の
翻
訳
（『
ド
ガ
に
就
い
て
』
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
）
に
つ
い
て
、「
名
文
す
ぎ
て
訳
が
わ
か
ら
な
い
よ
」
と
学
生
の
語
彙
力
と
語
学
力
で
は
、
直
訳
調
を

脱
し
た
吉
田
の
訳
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
日
本
語
が
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
理
解
に
苦
し
む
よ
、
と
い
う
意
味
で
釘
を
刺
さ
れ
て
い
た
が
、
吉
田
健
一
へ
の
尊
敬

は
十
分
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
つ
い
で
な
が
ら
、
保
苅
の
話
し
言
葉
は
、
実
に
シ
ン
プ
ル
だ
っ
た
。「
村
上
春
樹
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
む
と
す
ご
く
い
い
ね
」
と
か

「
昔
、
あ
な
た
はgrâce

、grâce

っ
て
言
っ
て
た
け
ど
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
真
髄
だ
っ
て
わ
か
っ
て
る
っ
て
、
え
ら
い
な
、
と
思
っ
た
」
と
か
（grâce

は
優
美
・

恩
寵
の
意
）。「
モ
デ
ィ
ア
ノ
の
文
体
は
モ
ノ
ト
ー
ン
で
す
ね
」
と
言
葉
を
向
け
た
際
に
は
「
で
も
、
ほ
ら
、
白
と
黒
を
並
べ
る
と
き
れ
い
な
絵
に
な
る
じ
ゃ
な
い
」

と
返
し
て
く
る
と
か
。
そ
の
何
気
な
い
呟
き
が
な
ん
と
心
に
深
く
響
き
、
懐
か
し
い
こ
と
か
。



三
〇

（
13
）  

矢
崎
彦
太
郎
「
音
を
編
む
」『
学
燈
』（
丸
善
出
版
社
、
二
〇
二
一
年

　
秋
号
）

（
14
）  
保
苅
は
、
文
学
だ
け
で
な
く
、
他
の
分
野
の
知
人
・
友
人
を
大
切
し
た
人
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
保
苅
は
画
家
や
音
楽
家
・
料
理
人
と
懇
意
だ
っ
た
。


