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金
子
光
晴
「
南
方
詩
集
」
に
お
け
る
「
混
血
」

金
隠
梅

　
は
じ
め
に

　
長
い
海
外
放
浪
か
ら
帰
国
し
、
戦
時
下
、
詩
集
『
鮫
』
な
ど
を
発
表
し
た
金
子
光
晴

と
東
南
ア
ジ
ア
の
関
係
は
紀
行
文
『
マ
レ
ー
槍
印
紀
行
』
な
ど
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。
先
行
研
究
の
中
で
は
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
の
散
文
的
な
南
洋
描
写
を
分
析

し
た
り
、
「
ほ
か
の
追
随
を
許
さ
な
い
紀
行
文
学
の
傑
作
で
あ
る
」
一
と
称
え
た
り
す
る

論
が
多
い
。

　
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
金
子
が
特
に
こ
だ
わ
っ
た

「
混
血
児
／
女
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
注
目
し
、
一
九
三
〇
年
代
の
詩
作
品
、
特
に
詩
群

「
南
方
詩
集
」
を
取
り
上
げ
、
紀
行
文
と
の
比
較
を
通
し
て
、
金
子
に
と
っ
て
の
東
南

ア
ジ
ア
体
験
の
意
味
を
考
察
し
、
ま
た
「
混
血
児
／
女
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
後
の
作
品

や
思
想
に
ど
の
よ
う
に
投
影
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

一
、
　
金
子
光
晴
の
東
南
ア
ジ
ア
体
験
の
経
緯

　
金
子
は
東
南
ア
ジ
ア
を
二
度
旅
し
た
。
二
第
一
回
目
は
、
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
年
）

六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
で
あ
る
。
第
三
回
目
の
上
海
滞
在
の
後
、
妻
森
三
千
代
と
ま
ず

香
港
に
渡
り
、
旅
行
の
資
金
を
つ
く
る
た
め
に
一
ヶ
月
滞
在
し
て
の
ち
、
六
月
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
に
到
着
し
、
一
ヶ
月
ほ
ど
滞
在
し
て
か
ら
ジ
ヤ
グ
に
渡
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か

ら
ジ
ャ
ワ
へ
の
船
旅
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
岬
ダ
ン
ジ
ョ
ン
・
ガ
ト
ン
に
停
泊
し
た
こ
と

が
、
後
に
金
子
の
代
表
作
と
も
言
え
る
詩
「
洗
面
器
」
創
作
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

ジ
ャ
ワ
滞
在
中
は
、
オ
ラ
ン
ダ
総
督
府
、
広
大
な
ボ
イ
テ
ン
ゾ
ル
ク
植
物
園
を
見
て
回

り
、
更
に
ジ
ャ
ワ
の
中
部
を
通
っ
て
、
ボ
ロ
ブ
ド
ー
ル
仏
蹟
の
あ
る
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
ガ
ル

タ
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
、
そ
こ
か
ら
ス
ラ
バ
ヤ
に
た
ど
り
着
い
た
。
続
い
て
、
ス
ラ
バ

ヤ
で
は
絵
を
売
っ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
戻
る
旅
費
を
作
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
戻
っ

て
妻
森
三
千
代
を
先
に
パ
リ
に
送
り
出
し
た
後
、
一
人
で
マ
レ
ー
半
島
を
旅
し
た
。
日

本
人
が
経
営
す
る
ゴ
ム
園
が
集
ま
る
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
流
域
を
遡
上
し
、
ニ
ッ
パ
椰
子
が

茂
る
「
炎
の
木
」
の
町
、
バ
ト
パ
ハ
に
滞
在
し
、
ま
た
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
、
ペ
ナ

ン
島
、
更
に
そ
こ
か
ら
船
で
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
渡
り
、
ス
マ
ト
ラ
に
ま
で
足
を
伸
ば
し

た
。
三

　
二
回
目
は
、
一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
）
一
月
か
ら
四
月
ま
で
で
あ
る
。
二
年
余
り

滞
在
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
生
活
力
が
な
か
っ
た
上
、
妻
森
三
千
代
と
の
葛
藤
で
つ
い

に
い
ら
れ
な
く
な
り
、
や
っ
と
工
面
し
た
一
人
分
の
旅
費
で
、
妻
森
三
千
代
よ
り
先
に

帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
十
月
に
マ
ル
セ
イ
ユ
を
出
発
し
、
十
二
月
初
め
に
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
に
着
く
。
そ
こ
か
ら
日
本
へ
帰
る
船
便
に
乗
り
換
え
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
四
ケ

月
ほ
ど
再
び
マ
レ
ー
半
島
を
旅
し
、
前
回
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
を
回
る
。
結
局
、
妻
森
三

千
代
よ
り
も
遅
れ
て
、
五
月
十
四
日
掛
日
本
に
戻
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
金
子
は
あ
わ

せ
て
一
年
近
く
東
南
ア
ジ
ア
を
旅
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
金
子
が
東
南
ア
ジ
ア
を
訪
れ
た
時
期
に
は
、
そ
こ
は
す
で
に
三
百
年
も
オ
ラ
ン
ダ
や

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
り
、
当
地
の
経
済
は
特
に
ス
ズ
や
ゴ
ム
な
ど
の
生
産
で
支
え

ら
れ
て
い
た
が
、
過
剰
生
産
と
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
不
況
に
よ
り
ゴ
ム
な
ど
の
価
格

が
暴
落
し
、
現
地
住
民
の
生
活
は
窮
乏
の
極
に
あ
っ
た
。
金
子
が
幾
度
も
彷
裡
し
た
同

地
は
、
当
時
そ
う
い
う
状
況
の
下
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
旅
を
通
し
て
、
詩
人
は
如
何

な
る
感
覚
を
獲
得
し
、
’
如
何
な
る
問
題
意
識
を
見
舞
わ
れ
た
か
、
作
品
に
あ
た
っ
て
具

体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
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二
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
と
「
南
方
詩
集
」

1
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
と
「
南
進
」

　
金
子
は
一
九
三
二
年
四
月
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
帰
国
後
、
東
南
ア
ジ
ア
体
験
を
題
材
と

し
た
作
品
を
次
々
と
雑
誌
に
発
表
し
た
。
敗
戦
を
迎
え
る
ま
で
刊
行
し
た
単
行
本
は
一

九
三
七
年
八
月
の
詩
集
『
鮫
』
と
、
す
で
に
雑
誌
掲
載
の
短
編
の
紀
行
文
を
纏
め
た
一

九
四
〇
年
十
月
の
『
マ
レ
ー
窪
溜
紀
行
』
四
の
二
冊
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
、
金
子
の
代
表
作
と
い
わ
れ
る
詩
集
『
鮫
』
は
、
人
民
社
に
よ
り
二
〇
〇

部
出
版
さ
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
紐
を
解
か
な
い
ま
ま
、
自
宅
と
武
田
麟
太
郎
宅
に
山
積

み
に
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
は
重
刷

ま
で
出
た
。
後
者
が
よ
く
読
ま
れ
た
理
由
は
、
当
時
の
日
本
の
国
内
事
情
に
あ
っ
た
。

矢
野
氏
の
『
「
南
進
」
の
系
譜
』
に
よ
る
と
、
明
治
期
に
始
ま
る
日
本
の
南
方
関
与
は
、

昭
和
十
一
年
に
は
国
策
と
し
て
煽
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
南
方
関
係
の
図
書
が
次
々
と

出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
売
れ
行
き
の
好
成
績
を
残
し
た
金
子
の
『
紀

行
』
は
そ
う
し
た
南
方
ブ
ー
ム
の
波
に
乗
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
お

よ
び
記
述
の
方
法
は
、
け
っ
し
て
「
国
策
的
知
性
主
義
の
副
産
物
」
五
と
は
言
え
な
い
。

と
い
う
の
は
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
は
、
専
門
家
と
し
て
南
洋
を
視
察
し
研
究
す

る
ま
な
ざ
し
は
欠
け
て
お
り
、
林
房
雄
が
発
し
た
「
百
年
前
の
志
士
の
夢
は
百
年
後
の

今
日
に
お
い
て
ま
さ
に
現
実
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
日
本
の
神
々
は
や
が
て
南
の

島
々
に
降
臨
し
給
ふ
で
あ
ろ
う
」
六
と
い
う
発
想
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
雑
誌
発
表
の
文
章
を
纏
め
た
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
の
記
述
は
旅
程
の
時
間

順
で
は
な
く
、
往
路
と
復
路
を
記
載
し
た
内
容
が
混
在
し
て
、
「
紀
行
」
と
し
て
統
合

性
に
欠
け
た
、
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
か
の
作
品
で
は
多
ぐ
「
僕
」
や
「
私
」
と

い
う
一
人
称
を
登
場
さ
せ
る
金
子
は
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
で
は
「
私
」
と
い
う
主

体
を
登
場
さ
せ
る
の
を
差
し
控
え
て
い
る
。
同
時
代
つ
ま
り
一
九
三
〇
年
に
出
さ
れ
た

東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
紀
行
文
に
比
べ
て
も
、
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
九
六
〇
年
発
行
の
修
道
社
版
世
界
紀
行
文
学
全
集
の
『
南

ア
ジ
ア
編
』
に
は
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
が
出
た
一
九
四
〇
年
前
後
の
紀
行
文
が
多

く
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
と
違
っ
た
書
き
方
が

さ
れ
て
い
る
。
書
き
手
で
あ
る
「
私
」
が
い
て
訪
れ
た
先
の
「
土
地
」
が
あ
る
。
す
べ

て
が
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
は
、
「
土
地
」
は

あ
る
が
「
私
」
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
と
り
わ
け
そ
の
中
心
を
な
す
マ
レ
ー
紀
行
に
は
、

ほ
と
ん
ど
「
眼
」
と
「
耳
」
に
化
し
、
ひ
た
す
ら
「
土
地
」
を
映
す
こ
と
に
専
念
し
て

い
る
か
に
見
え
る
金
子
光
晴
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
」
七
。
野
村
喜
和
夫
は
、
そ
う

し
た
書
き
方
を
さ
れ
た
理
由
を
「
対
象
へ
の
注
視
を
詩
的
に
言
語
化
す
る
こ
と
の
な
か

に
そ
っ
く
り
吸
収
さ
れ
て
い
る
か
ら
」
だ
と
理
解
し
、
「
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
き
は

じ
め
て
、
こ
の
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
が
金
子
文
学
全
体
の
な
か
に
占
め
る
位
置
と
い

う
も
の
も
は
っ
き
り
す
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
」
八
と
し
て
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』

は
根
底
か
ら
詩
集
『
鮫
』
を
支
え
て
い
る
の
だ
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
金
子
の
東
南
ア
ジ
ア
題
材
の
作
品
を
考
察
す
る
際
、
こ
の
紀
行
文
と

詩
集
『
鮫
』
が
深
く
関
係
づ
け
ら
れ
、
二
つ
の
作
品
は
「
表
裏
を
な
す
も
の
だ
」
九
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
論
者
も
こ
の
考
え
方
に
賛
同
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は

片
付
か
な
い
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
金
子
の
東
南
ア
ジ
ア
題
材
の
作
品
を
考
察

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
と
『
鮫
』
以
外
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
次
は
そ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

2
、
「
南
方
詩
集
」
の
位
置

加
茂
弘
郎
は
「
『
マ
レ
ー
糸
印
紀
行
』
論
」
一
〇
の
な
か
で
、
「
人
民
文
庫
」
が
『
鮫
』
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の
出
版
広
告
と
と
も
に
予
告
し
な
が
ら
、
発
表
に
至
ら
な
か
っ
た
「
南
洋
紀
行
」
に
言

及
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
紀
行
』
の
原
形
と
見
ら
れ
る
「
南
洋
紀
行
」

が
果
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
も
は
や
知
る
術
は
な
い
。
し
か
し
、
『
鮫
』

と
同
じ
出
版
社
か
ら
、
長
詩
「
鮫
」
の
舞
台
で
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
の
旅
行
記
と
し
て
、

ほ
ぼ
連
続
す
る
形
で
出
版
が
計
画
、
準
備
さ
れ
て
い
る
点
で
も
」
、
「
「
鮫
」
の
、
最
も

近
い
血
を
引
く
も
の
で
あ
っ
た
事
は
容
易
に
想
像
出
来
る
。
も
し
も
あ
の
・
．
　
が

　
し
　
や
た
ら
　
　
し
　
一
つ
を
　
に
　
に
し
　
い
た
ら
　
　
　
の
一
・
と
　
　
一

ど
－
よ
う
オ
　
き
を
　
　
た
だ
ろ
う
カ
」
加
茂
は
、
同
じ
東
南
ア
ジ
ア
を
題
材
し
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
る
詩
と
紀
行
文
を
比
較
す
る
意
義
を
認
め
、
そ
れ
を
実
現
で
き

な
か
っ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
、
加
茂
の
論
の
中
で
は
そ
の
存
在
を
全
く
触
れ
て
い
な
い
が
、
金
子
の
東
南

ア
ジ
ア
関
与
を
考
え
る
際
、
も
う
一
つ
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
海
峡
が
あ
る
。

そ
れ
は
後
に
一
九
四
九
年
に
出
版
さ
れ
た
詩
集
『
女
た
ち
へ
の
エ
レ
ジ
ー
』
に
組
み
入

れ
ら
れ
た
「
南
方
詩
集
」
と
い
う
詩
群
で
あ
る
。
二
一
二
篇
の
詩
か
ら
成
る
こ
の
詩
群
は
、

単
行
本
の
出
版
時
期
だ
け
を
見
る
と
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
よ
り
か
な
り
後
の
も
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
詩
酒
も
ま
た
す
で
に
発
表
済
み
の
作
品
を
多
く
含
ん
で
い
る

＝
。
発
表
時
期
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
詩
作
品
は
帰
国
後
の
、
一
九
三

四
年
か
ら
四
一
年
ま
で
の
作
品
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
の
各
国
の

文
章
と
前
後
し
て
、
こ
れ
ら
の
詩
作
品
は
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
こ
の
「
南
方
詩
集
」
は
、
金
子
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い

た
「
疎
開
詩
集
」
問
題
≡
と
も
関
わ
り
が
あ
る
。
『
こ
が
ね
贔
－
金
子
光
晴
研
究
』

第
八
号
に
は
、
「
金
子
光
晴
『
疎
開
詩
集
』
復
刻
」
と
し
て
、
河
邨
文
一
郎
が
一
九
四

三
年
に
東
京
で
写
し
書
き
し
た
「
熱
帯
詩
集
」
が
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
次

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

詩
集
「
熱
帯
詩
集
」

　
　
菩
ニ
ッ
パ
椰
子
の
唄
　
畢
洗
面
器
　
　
姫
ボ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
植
物
園
に
て
　
無
題
i
シ
ン
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ラ
ッ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ウ
エ
ル

　
ポ
ー
ル
に
て
　
月
光
不
老
　
旗
　
＊
馬
拉
加
　
ー
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
羅
衛
街
に
て
　
ー
シ

　
ン
ガ
ポ
！
ル
の
市
場
に
て
　
映
照
　
筈
四
竃
O
一
作
詩
の
た
め
の
　
街
　
縁
喜
（
改
題
「
の
ぞ

　
み
」
）
　
脅
無
題
　
畢
牛
乳
入
珈
瑳
に
献
ぐ
　
女
た
ち
へ
の
エ
レ
デ
ィ
　
混
血
論
序
詩
　
ボ
ル
ブ
ド

　
ー
ル
佛
蹟
に
て
　
畢
お
で
こ
の
マ
レ
ー
女
に
　
芭
蕉
　
無
題
　
ど
ん
げ
ん
　
雷
　
エ
ス
プ
ラ
ネ

　
ー
ド
の
紅
雨
　
子
子
の
唄
（
目
次
に
な
し
）
　
（
婚
す
で
に
雑
誌
発
表
し
た
も
の
で
題
目
だ
け
の

　
作
品
）

　
目
次
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
詩
人
が
す
で
に
発
表
し
た
作
品
を
含
め

て
、
詩
作
品
を
取
捨
選
択
し
て
、
詩
集
を
構
成
す
る
と
い
う
意
図
し
な
が
ら
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
熱
帯
詩
集
」
と
は
、
つ
ま
り
戦
後
、
詩
集
『
女
た
ち

へ
の
エ
レ
ジ
ー
』
に
含
ま
れ
て
出
版
さ
れ
た
「
南
方
詩
集
」
と
同
内
容
で
あ
る
。
「
雷
」
、

「
エ
ス
プ
ラ
ネ
ー
ド
の
瞭
雨
」
を
改
作
し
た
「
ジ
ョ
ホ
ー
ル
沖
に
て
」
、
こ
れ
に
「
芭

蕉
」
を
加
え
て
「
雨
三
題
」
と
し
、
さ
ら
に
「
感
電
」
一
篇
を
加
え
、
計
二
三
篇
の
構

成
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
熱
帯
詩
集
」
と
名
づ
け
て
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
同
じ
東
南
ア
ジ

ア
題
材
の
詩
作
品
を
紀
行
文
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
と
同
じ
よ
う
に
単
行
文
の
詩
集
と

し
て
ま
と
め
よ
う
と
し
た
詩
人
の
意
図
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
熱
帯
詩
集
」

に
含
ま
れ
る
作
品
は
長
詩
「
鮫
」
と
違
い
、
「
混
血
」
と
い
う
問
題
意
識
を
滲
ま
せ
て

い
る
も
の
の
、
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
ス
ケ
ッ
チ
風
に
東
南
ア
ジ

ア
を
表
現
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
統
合
性
の
な
い
紀
行
文

と
比
較
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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3
、
　
散
文
と
詩
の
「
姉
妹
作
品
」

　
詩
「
洗
面
器
」
と
紀
行
文
「
爪
畦
」

器
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
詩
「
洗
面

洗
面
器
の
中
の
／
さ
び
し
い
音
よ
・
く
れ
て
要
糠
糠
の
／
雨
の
懇
ゆ
れ
τ
／

傾
い
て
、
／
疲
れ
た
こ
こ
ろ
に
／
い
つ
ま
で
も
は
な
れ
ぬ
ひ
び
き
ょ
。
　
／
人
の
生
の
つ
づ
く
か

ぎ
り
／
耳
よ
。
お
ぬ
し
は
聴
く
べ
し
。
　
洗
面
器
の
中
の
／
音
の
さ
び
し
さ
を

　
洗
面
器
の
中
に
響
い
て
い
る
さ
び
し
い
音
を
唄
っ
た
詩
で
あ
る
が
、
こ
の
短
い
詩
の

前
に
、
詩
そ
の
も
の
よ
り
長
い
前
置
き
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
僕
は
長
年
の
あ
ひ
だ
、

洗
面
器
と
い
ふ
つ
う
は
、
僕
た
ち
が
顔
や
手
を
洗
ふ
の
に
湯
、
水
を
入
れ
る
も
の
と
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ピ
ン
　
　
　
　
イ
カ
ン

か
り
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
爪
畦
人
た
ち
は
、
そ
れ
に
羊
や
、
魚
や
鶏
や
果
実

な
ど
を
煮
込
ん
だ
カ
レ
ー
汁
を
な
み
な
み
と
た
た
へ
て
、
花
咲
く
合
歓
木
の
木
陰
で
お

客
を
待
っ
て
い
る
し
、
そ
の
同
じ
洗
面
器
に
ま
た
が
っ
て
広
東
の
女
た
ち
は
、
定
客
の

目
の
前
で
不
浄
を
き
よ
め
、
し
や
ぼ
り
し
や
ぼ
り
と
さ
び
し
い
音
を
立
て
て
尿
を
す

る
」
。
こ
の
説
明
文
は
簡
潔
し
て
い
る
詩
の
本
文
と
違
っ
て
現
実
的
な
叙
述
が
綴
ら
れ

て
い
る
が
、
詩
を
理
解
す
る
に
は
欠
か
せ
な
い
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

を
念
頭
に
お
く
と
、
最
初
の
「
洗
面
器
の
中
の
／
さ
び
し
い
音
」
に
は
た
だ
の
雨
音
だ

け
で
は
な
く
、
「
し
ゃ
ぼ
り
し
ゃ
ぼ
り
」
と
洗
面
器
の
中
に
尿
を
す
る
音
を
想
起
さ
せ

る
。　

一
方
、
紀
行
文
「
爪
畦
」
で
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
ジ
ャ
ワ
島
に
い
く
船
旅
の
様

子
を
描
い
て
い
る
。

て
い
る
…
…
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
港
か
ら
ダ
ン
ジ
ョ
ン
・
カ
ト
ン

立
雲
が
乗
り
か
か
っ
て
く
る
。
（
第
六
巻
　
七
十
四
頁
）

あ
る
い
は
、

（
亀
ヶ
崎
）
へ
、
そ
ん
な
形
容
の
夕

「
夜
に
な
る
ま
で
雨
は
そ
の
ま
ま
で
ふ
り
や
ま
な
か
っ
た
。

放
尿
す
る
よ
う
な
淋
し
い
音
を
立
て
て
、
船
は
す
す
ん
だ
。
」

（
第
六
巻
　
七
十
五
頁
）

　
右
の
紀
行
文
の
引
用
か
ら
も
、
詩
「
洗
面
器
」
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
ジ
ャ
ワ
島

に
向
か
う
船
旅
と
関
係
が
あ
る
と
．
想
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
上
海
で
目
の
当
た
り
に
し

た
、
娼
婦
が
ま
た
が
っ
て
小
便
を
す
る
の
に
使
っ
た
洗
面
器
の
印
象
≡
と
、
合
歓
木
の

木
陰
で
食
べ
た
辛
い
カ
レ
ー
の
入
れ
物
と
し
て
の
洗
面
器
の
印
象
と
が
、
船
旅
の
途
中

で
耳
に
し
た
「
放
尿
す
る
よ
う
な
淋
し
い
」
雨
音
が
触
媒
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
詩

人
の
記
憶
の
中
で
少
し
ず
つ
ず
ら
さ
れ
、
お
互
い
反
響
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
洗
面
器

の
発
す
る
音
に
凝
縮
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
洗
面
器
が
立
て
る
音
の
み
な

ら
ず
、
容
器
と
し
て
の
洗
面
器
の
イ
メ
ー
ジ
も
や
は
り
微
妙
に
変
化
し
な
が
ら
互
い
に

照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
金
子
が
東
南
ア
ジ
ア
で
見
つ
け
た
モ
チ
ー
フ
の
中
に
熱
帯
の
代
表
的
な
植
物

の
「
椰
子
」
が
あ
る
。
当
地
で
絵
を
描
い
て
旅
費
を
工
面
し
た
金
子
は
、
椰
子
を
好
ん

で
取
り
入
れ
た
絵
を
多
く
残
し
て
い
る
。
詩
作
品
で
は
「
ニ
ッ
パ
椰
子
の
唄
」
（
「
文
学

者
」
一
九
三
九
年
十
一
月
）
、
「
椰
子
の
祈
り
」
（
「
む
ら
さ
き
」
一
九
四
二
年
四
月
）
、
「
椰

子
」
（
「
婦
人
公
論
」
一
九
四
二
年
五
月
）
な
ど
が
あ
る
。
中
で
も
「
南
方
詩
集
」
に
収

め
て
い
る
「
ニ
ッ
パ
椰
子
の
唄
」
が
特
に
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
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「
ま
っ
か
に
い
ぶ
っ
た
コ
ー
ク
ス
火
が
ぎ
し
き
し
う
ず
ま
っ
て
、
く
さ
い
魚
を
そ
の
上
で
焼
い

「
赤
錆
の
み
ず
の
お
も
て
に
／
ニ
ッ
パ
椰
子
が
茂
る
。
　
満
々
と
張
る
水
は
、
天
と
お
な
し
く
ら



い
／
高
い
。
　
む
し
む
し
し
た
白
雲
の
映
る
／
ゆ
る
い
水
嚢
か
ら
出
て
、
／
ニ
ッ
パ
は
か
る
く
／

爪
弾
き
し
あ
ふ
。
　
こ
こ
ろ
な
ま
っ
す
ぐ
な
／
ニ
ッ
パ
よ
。
／
漂
泊
の
友
よ
。
／
な
み
だ
に
ぬ
れ

た
／
新
鮮
な
庭
毛
よ
。
」
（
「
ニ
ッ
パ
椰
子
の
唄
」
第
一
～
四
連
）

　
擬
人
化
さ
れ
た
ニ
ッ
パ
の
写
実
的
な
描
写
は
、
ま
さ
に
詩
人
が
描
い
た
絵
の
中
の
景

色
と
対
応
し
て
い
る
。
バ
ト
パ
ハ
河
の
岸
に
生
息
す
る
こ
の
ニ
ッ
パ
椰
子
を
金
子
は
一

九
三
九
年
に
初
め
て
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
後
に
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀

行
』
、
に
収
ま
れ
た
紀
行
文
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
の
中
で
も
気
に
な
る
南
方
の
植
物
と
し

て
細
か
く
描
い
て
い
る
。
「
そ
の
鋭
い
葉
が
、
穂
先
を
そ
ろ
え
て
二
丈
あ
ま
り
も
高
く

天
を
指
さ
す
。
と
ん
が
り
の
先
に
さ
わ
っ
て
、
空
が
び
く
び
く
痛
が
っ
て
い
る
。
葉
先

が
か
す
が
に
ば
ら
ば
ら
と
言
い
だ
し
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
、
並
ん
で
い
る
葉
の
あ
い

だ
へ
、
光
線
の
面
と
、
角
度
と
を
異
に
し
て
他
の
葉
の
列
が
影
を
う
つ
し
、
重
な
り
あ

い
、
ま
た
、
弾
き
あ
う
よ
う
に
互
に
ゆ
ず
り
合
う
。
」
（
第
六
巻
　
十
二
頁
）

　
詩
の
中
で
、
「
ニ
ッ
パ
椰
子
」
が
茂
る
岸
辺
の
形
容
に
「
赤
錆
」
と
い
う
表
現
が
使

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
帯
は
「
板
橋
を
架
け
わ
た
し
て
、
川
の
な
か
ま
で
の
り
出
し
て

い
る
の
は
、
舟
つ
き
場
の
亭
か
、
厨
か
。
厨
の
床
下
へ
、
網
の
つ
い
た
バ
ケ
ツ
が
す
る

す
る
と
下
っ
て
ゆ
き
、
川
水
を
汲
み
あ
げ
る
。
水
浴
を
つ
か
っ
て
い
る
ら
し
い
、
底
ぬ

け
た
よ
う
に
そ
の
水
が
、
川
水
の
お
も
て
に
こ
ぼ
れ
る
。
時
に
は
、
糞
尿
が
き
ら
め
い

て
落
ち
る
」
（
第
六
巻
十
一
．
頁
）
と
い
う
ふ
う
に
、
人
間
が
生
活
し
、
排
泄
物
な
ど
が

海
に
流
さ
れ
る
不
浄
の
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
高
く
そ
び
え
て
生
き
る
ニ
ッ
パ
椰
子
の

姿
に
、
詩
人
は
「
ま
っ
す
ぐ
な
」
心
を
持
つ
人
格
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、

　
ニ
ッ
パ
は
／
女
た
ち
よ
り
や
さ
し
い
。
／
た
ば
こ
を
ふ
か
し
て
ね
そ
べ
っ
て
る
／
ど
ん
な
女
た

ち
よ
り
も
。
　
ニ
ッ
パ
は
み
な
疲
れ
た
や
う
な
態
度
で
、
／
だ
が
、
精
埠
な
ほ
ど
／
い
き
い
き
と

し
て
。
／
聡
明
で
／
す
こ
し
の
淫
ら
さ
も
な
く
て
、
／
す
さ
ま
じ
い
ほ
ど
清
ら
か
な
／
青
い
三
襟

を
そ
ろ
へ
て
。
（
「
ニ
ッ
パ
椰
子
の
唄
」
第
九
、
十
連
）

　
と
あ
り
、
ニ
ッ
パ
椰
子
は
骨
と
肉
を
獲
得
し
、
人
格
を
そ
な
え
る
だ
け
で
な
く
、
「
ど

ん
な
女
た
ち
よ
り
も
」
や
さ
し
い
女
性
に
変
身
し
て
い
く
。
「
す
さ
ま
じ
い
ほ
ど
清
ら

か
な
」
「
青
い
足
襟
」
と
い
う
女
性
的
な
表
象
は
『
紀
行
』
の
中
で
も
そ
の
兆
し
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
バ
ト
パ
ハ
を
出
発
し
て
バ
レ
ラ
バ
に
い
た
る
ま
で
、
両
岸
は
み
わ
た
す
ば
か
り
開
け
、
ニ
ッ

パ
椰
子
が
、
重
き
な
擢
を
お
し
立
て
て
な
ら
ぶ
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
な
に
も
な
い
風
景
で
あ
る
。

十
一
月
、
雨
季
満
水
の
こ
ろ
に
は
、
ニ
ッ
パ
は
水
の
お
も
て
に
、
ペ
ン
先
ぐ
ら
い
の
細
葉
の
突
先

を
た
て
る
。
だ
が
、
乾
季
に
は
、
壇
カ
　
レ
　
こ
ろ
　
　
も
氣
　
と
ら
　
、
根
ま
で
乾
れ
あ
が
り
、

ひ
び
入
っ
た
鉛
色
の
泥
申
に
の
ず
り
込
ん
だ
り
、
倒
れ
た
り
…
…
大
魚
の
胴
骸
に
似
て
半
ば
そ
の

な
か
に
埋
ま
っ
た
り
し
て
。
ふ
と
い
や
つ
の
根
元
は
肥
え
ふ
く
れ
て
、
青
磁
の
大
花
瓶
を
抱
く
よ

う
だ
。
」
（
第
六
巻
　
十
二
頁
）

　
川
の
両
岸
に
椰
子
が
繁
茂
す
る
風
景
で
あ
る
が
、
乾
季
に
ニ
ッ
パ
椰
子
に
起
き
る
変

化
を
描
き
だ
す
際
に
は
、
不
要
と
も
思
わ
れ
る
形
容
が
使
わ
れ
る
。
椰
子
の
根
が
剥
ぎ

取
ら
れ
露
出
し
て
い
る
部
分
を
「
恥
か
し
い
と
こ
ろ
」
と
表
現
す
る
箇
所
で
あ
る
。
「
肥

え
」
て
い
る
根
元
を
、
「
抱
」
か
れ
る
「
青
磁
の
大
花
瓶
」
と
形
容
す
る
所
も
、
や
は

り
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
南
方
詩
集
」
は
「
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
と
姉
妹
を
な
す
作
品
と
い

う
こ
と
で
、
ほ
ぼ
一
体
と
し
て
あ
つ
か
う
」
一
四
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
思
う
が
、
し
か
し
、

詩
人
と
し
て
同
じ
題
材
を
散
文
と
詩
と
い
う
二
通
り
の
違
っ
た
形
式
に
仕
立
て
る
に

は
ほ
か
に
も
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
次
に
「
南
方
詩
集
」
に
見
ら
れ
る
「
混
血
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
理
由
を
探
り
た
い
。
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三
、
「
混
血
女
／
娘
」
へ
の
こ
だ
わ
り

　
金
子
が
「
疎
開
詩
集
」
と
し
て
ま
と
め
た
「
熱
帯
詩
集
」
が
戦
後
「
南
方
詩
集
」
と

い
う
詩
群
の
形
に
組
ま
れ
た
時
、
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
に
続
き
「
こ
の
詩
集
を
東
南
亜
細

亜
民
族
混
血
児
の
諸
君
に
さ
さ
げ
る
」
と
い
う
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
献
辞
通
り
に
、
作
品
の
中
で
は
東
南
ア
ジ
ア
に
生
き
る
様
々
な
混
血
の
人
や
混
血

状
態
の
街
一
五
な
ど
が
唄
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
の

中
で
は
た
だ
二
、
三
箇
所
で
「
混
血
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
く
る
。

　
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
お
い
て
は
、
混
血
児
は
、
バ
バ
南
京
、
馬
来
女
、
広
東
人

と
同
様
、
東
南
ア
ジ
ア
の
雑
多
な
人
間
の
一
種
と
見
な
さ
れ
、
特
に
は
注
目
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
た
と
え
ば
、
混
血
児
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。
「
お
ど
り
場

で
は
、
混
血
女
が
、
ニ
ス
色
の
背
す
じ
を
だ
し
た
黒
び
ろ
う
ど
の
ド
レ
ス
の
、
胸
に
真

っ
赤
な
切
花
盛
り
上
げ
、
他
の
一
人
は
、
ち
ぢ
れ
髪
紅
い
唇
、
褐
の
肌
に
入
れ
墨
し
て

お
お
ま
か
に
う
ね
る
か
ら
だ
と
純
白
の
襲
で
蔽
っ
て
、
ゆ
る
や
か
に
床
に
す
べ
っ
て
い

た
。
（
中
略
）
満
州
の
パ
パ
南
京
、
（
中
略
）
馬
石
女
、
（
中
略
）
広
東
人
」
、
あ
る
い
は
、

「
出
稼
ぎ
人
の
海
南
人
苦
力
、
（
中
略
）
寧
波
・
黄
酒
あ
た
り
か
ら
わ
た
っ
て
き
た
、

蒜
と
、
ひ
な
た
く
さ
い
臭
の
た
ま
ら
な
い
、
だ
が
利
を
見
て
は
抜
け
目
の
あ
に
華
僑
た

ち
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
異
人
種
の
混
血
児
た
ち
」
。

　
し
か
し
、
『
紀
行
』
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
な
一
段
が
あ
る
。

　
私
は
．
私
の
航
海
を
、
沈
落
に
む
か
っ
て
急
い
で
い
る
の
だ
と
し
か
お
も
え
な
か
っ
た
。
海
は
、

爪
畦
と
、
ス
マ
ト
ラ
島
と
の
あ
い
だ
の
、
陸
と
陸
と
の
溝
、
つ
な
ぎ
よ
う
の
な
い
間
隙
で
あ
っ
た
。

眼
を
つ
む
っ
た
海
、
く
ら
い
海
は
、
私
た
ち
を
、
翻
弄
し
、
ま
る
で
、

　
　
自
に
　
　
｝
じ
　
　
　
　
　
一
　
カ
こ
．
　
り
と
　
　
　
カ
ら
だ
に
と
り
　
レ
ら

し
一
じ
　
た
よ
う
に
、
急
に
い
っ
さ
い
が
勝
手
ち
が
い
に
な
っ
て
、
方
角
の
見
当
一
つ
つ
か
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
．
で
あ
っ
た
。
そ
の
く
ら
や
み
の
蒙
昧
の
な
か
を
、
た
く
さ
ん
の
島
懊
や
、
燈

火
も
な
い
陸
地
が
流
れ
て
い
っ
た
。
（
「
爪
畦
へ
」
第
六
巻
　
七
六
頁
）

　
船
旅
で
体
験
し
て
い
る
南
の
海
の
描
写
で
あ
る
が
、
南
の
海
も
島
も
、
詩
人
の
肉
体

と
つ
な
が
り
、
詩
人
の
生
理
と
一
体
化
し
た
。
そ
し
て
、
「
血
」
と
い
う
他
人
と
私
を

区
別
す
る
要
素
で
表
現
さ
れ
る
。
他
人
の
異
な
る
血
が
「
私
」
に
流
れ
込
み
、
血
と
血

が
混
ざ
り
合
い
、
「
混
血
」
が
実
現
す
る
。
し
か
し
、
「
混
血
」
を
意
味
す
る
こ
の
素
朴

な
表
現
が
金
子
の
作
品
の
中
で
い
か
に
「
混
血
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
変
貌
し
、
そ
こ
に

如
何
な
る
意
味
が
付
与
さ
れ
る
か
を
知
る
に
は
、
「
南
方
詩
集
」
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。

「
二
つ
の
人
種
の
和
合
と
は
、
ほ
ん
の
言
葉
の
う
へ
で
、
じ
つ
は
、

恥
の
結
実
に
す
ぎ
ぬ
」

　
（
詩
「
混
血
論
序
詩
」
）

　
こ
こ
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
混
血
」
は
性
の
悲
哀
を
余
儀
な
く
引
き
ず
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
混
血
」
あ
る
い
は
「
混
血
児
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
常
の
通
俗

的
な
使
わ
れ
方
で
は
や
や
も
す
る
と
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
と
も
な
っ
て
き
た
。
し

か
し
、
混
血
と
い
う
表
現
は
必
ず
し
も
十
分
に
科
学
的
な
吟
味
の
対
象
と
し
て
認
め
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
科
学
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
「
血
」
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
「
人
種
」
と
い
う
概
念
の
ほ
う
で
あ
る
。
言
語
、
信
仰
、
文
化
的
習
慣
、
気

質
、
さ
ら
に
肉
体
的
な
俊
敏
性
や
体
型
と
い
っ
た
身
体
的
特
徴
な
ど
は
、
常
に
最
終
的

に
「
人
種
」
と
い
う
指
標
に
よ
っ
て
き
れ
い
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ

れ
は
「
人
種
」
が
自
然
科
学
的
な
基
準
と
し
て
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
と
了
解

し
て
い
て
も
、
そ
の
曖
昧
な
指
標
に
よ
っ
て
自
己
あ
る
い
は
他
人
を
識
別
す
る
あ
る
基
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準
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

「
…
…
だ
が
、
混
血
児
よ
。
お
ま
へ
に
だ
け
は
／
か
ざ
る
も
の
が
な
い
。
／
ま
つ
る
神
が
い
な
い
。

／
そ
こ
で
、
映
画
俳
優
の
ブ
ロ
マ
イ
ド
を
／
下
宿
屋
の
小
卓
の
う
へ
に
立
て
た
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
詩
「
牛
乳
入
珈
瑳
に
献
ぐ
1
牛
乳
入
珈
瑳
は
黒
人
と
白
人
の
混
血
児
」
）

　
「
ヒ
ン
ズ
ー
」
、
「
華
僑
」
、
「
い
ぎ
り
す
人
」
、
「
和
蘭
人
」
、
「
日
本
人
」
が
そ
れ
ぞ
れ

祭
る
「
神
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
を
確
認
す
る
幻
想
的
な
基
盤
i
出
自
や
信
条

や
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
混
血
児
」
は
「
か
ざ
る
も
の
が
な
い
。
／
ま
つ

る
神
が
い
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
、
「
混
血
児
」
に
は
、
自
己
確
認
の
基
盤
、
従
う
べ
き

規
範
や
ル
ー
ル
と
も
は
、
す
べ
て
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
「
ま
じ
り
あ
え
ぬ
二
つ
の
血
の
相
剋
の
宿
命
に
は
イ
ン
ビ
キ
サ
ミ
は
あ
っ
か
り
し
ち
な
い
。
従

っ
て
、
二
つ
の
民
族
の
ど
の
伝
統
に
も
一
愛
執
な
く
、
義
務
も
な
く
、
彼
女
の
こ
こ
ろ
は
い
つ
も
あ

か
る
い
。
」
（
詩
「
子
子
の
唄
」
）

と
逃
れ
出
て
、
徹
底
て
き
に
か
つ
非
本
質
的
に
、
別
の
存
在
、
別
の
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ

と
自
ら
を
変
容
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
を
身
に
ま
か
せ
、
未
来
を
め
ざ
し
て
ゆ
く
」
。

つ
ま
り
、
人
間
は
自
己
を
確
認
す
る
基
盤
を
求
め
る
一
方
、
そ
の
出
自
や
信
条
に
い
つ

も
縛
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
作
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
伝
統
で
あ
り
、
歴
史
で
あ
る
。

し
か
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
混
血
児
に
は
、
最
初
か
ら
自
己
を
確
認
す
る
回
路
を
閉
ざ
さ

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
己
の
出
自
を
求
め
ら
れ
な
い
一
方
で
、
権
力
と
見
な
さ
れ
る

父
、
あ
る
い
は
伝
統
、
祖
国
の
よ
う
な
束
縛
か
ら
も
簡
単
に
逃
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
「
地
図
に
祖
国
の
な
い
」
東
南
ア
ジ
ア
の
混
血
児
た
ち
の
「
気
楽
さ
」
は
、

諸
々
の
対
立
や
束
縛
か
ら
解
か
れ
た
自
由
な
存
在
か
ら
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
君
は
舐
め
る
。
／
ト
ワ
ン
が
う
ま
し
た
／
君
の
嬰
児
を
。
　
地
球
は
二
つ
に
割
れ
た
。
／
ト
ワ

ン
は
そ
の
向
う
に
い
る
。
　
君
は
舐
め
る
。
／
黒
い
唇
で
、
／
あ
か
い
舌
で
。
　
ト
ワ
ン
は
君
を

忘
れ
た
．
／
君
の
嬰
児
を
忘
れ
た
。
／
頭
が
ち
ょ
ん
ぎ
れ
た
や
う
な
／
ひ
ど
い
物
忘
れ
だ
。
　
君

は
舐
め
る
。
／
君
の
嬰
児
を
。
／
ト
ワ
ン
の
皮
膚
の
つ
づ
き
を
。
　
君
は
舐
め
る
。
／
カ
キ
・
ル

マ
に
坐
っ
て
／
君
は
舐
め
る
。
／
甘
い
／
甘
い
／
飴
の
や
う
に
。
」
（
詩
「
お
で
こ
の
マ
レ
ー
女
」
）
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「
混
ざ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
の
は
ど
っ
ち
で
も
属
し
て
い

る
こ
と
で
は
な
く
、
ど
っ
ち
に
も
属
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
何
も
持
っ
て
い
な
い
、

と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　
今
福
龍
太
は
『
ク
レ
オ
ー
ル
主
義
』
一
六
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
「
混
血
」

の
思
想
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
単
一
の
原
理
に
す
べ
て
を
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
あ
ら

ゆ
る
権
力
に
た
い
し
て
、
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
で
徹
底
的
な
抵
抗
と
な
り
う
る
か
ら
だ
。

（
略
）
な
ぜ
．
な
ら
、
混
血
の
テ
リ
ト
リ
ー
に
お
い
て
は
、
起
源
の
探
索
は
そ
れ
ほ
ど
意

味
の
あ
る
作
業
で
は
な
く
な
る
か
ら
だ
。
混
血
児
は
、
も
は
や
単
一
性
の
反
復
や
、
再

生
産
の
神
話
や
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
へ
の
帰
還
と
い
っ
た
バ
ラ
ド
キ
シ
ア
ル
な
道
程
を
軽
々

　
詩
人
は
マ
レ
ー
の
女
が
混
血
児
で
あ
る
赤
坊
を
あ
や
す
動
作
を
、
単
調
な
「
舐
め
る
」

と
い
う
動
作
で
描
写
し
て
い
る
。
「
舐
め
る
」
と
い
う
動
作
は
微
笑
ま
し
い
愛
情
表
現

で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
の
中
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
父
親
の
側
の
忘
却
で

あ
る
。
地
球
の
向
こ
う
側
に
あ
る
「
父
」
は
何
も
か
も
「
忘
れ
て
い
る
」
。
当
然
な
が

ら
、
こ
の
母
親
に
舐
め
ら
れ
て
い
る
「
混
血
児
」
は
「
父
は
だ
れ
て
あ
る
か
」
と
問
わ

れ
た
と
き
、
「
父
を
知
ら
な
い
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
嬰
児
」
H
彼
・
彼
女
に

と
っ
て
「
父
を
知
る
こ
と
」
は
事
実
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
不
可
能
の
前
に

立
ち
つ
つ
、
混
血
児
で
あ
る
彼
・
彼
女
た
ち
は
む
し
ろ
意
図
的
に
「
父
を
忘
却
」
す
る

方
向
に
向
か
う
。
た
だ
い
つ
ま
で
も
消
え
る
こ
と
の
な
い
の
は
「
飴
の
よ
う
に
」
舐
め



て
く
れ
た
そ
の
触
感
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
触
感
で
繋
が
っ
て
い
る
の
は
「
黒
い

唇
」
、
「
あ
か
い
舌
」
を
し
て
い
る
「
母
」
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
母
で
あ
る
「
女
た
ち
」
が
東
南
ア
ジ
ア
の
主
役
に
な
り
、
さ
ら
に
「
混
血

児
」
も
「
女
・
娘
」
に
収
敏
し
て
い
く
。
さ
ら
に
次
の
詩
句
の
よ
う
に
、
本
来
無
性
で

あ
る
は
ず
の
「
混
血
」
た
ち
は
、
金
子
の
作
品
で
は
性
が
付
与
さ
れ
、
常
に
「
女
」
と

し
て
登
場
す
る
。

二
輪
花
を
手
に
し
て
、
含
差
ん
で
い
る
三
女
女
。
』
　
　
（
詩
「
陵
辱
」
）

「
イ
ン
ピ
キ
サ
ミ
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
・
タ
ミ
ー
ル
と
お
ら
ん
だ
の
ま
じ
っ
た
混
血
嫡
。
二
種
の
ち
が
・

つ
た
血
の
流
れ
は
、
ま
じ
り
き
れ
ず
、
彼
女
の
か
ら
だ
の
す
み
ず
み
で
た
た
か
ふ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詩
「
子
子
の
唄
」
）

四
、
詩
「
月
光
不
老
」
を
読
み
直
す

　
詩
「
月
光
不
老
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
混
血
女
／
娘
」
の
系
譜
に
沿
っ
た
も
の
と

し
て
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
詩
集
「
南
方
詩
集
」
を
理
解
す
る
上
に
も

そ
の
必
要
性
が
あ
る
。

月
光
不
老

　
　
鮫
は
砲
轟
と
と
も
に
走
り
、

　
　
鮫
は
零
落
に
籏
が
る
。

大
洋
は
、
鮫
の
の
ど
よ
り
く
ら
い
。

牙
も
、
歯
も
、
そ
れ
に
植
え
る
よ
す
が
が
な
い
。

大
洋
は
、
臓
腋
が
な
い
。

鮫
は
成
長
し
た
。

が
ら
ん
ど
う
の
そ
の
ひ
や
っ
こ
い
思
想
の
な
か
で

…
…
そ
の
鮫
ど
も
が
　
今
夜
も
大
洋
の
う
へ
に
腹
を
か
へ
し
て

月
の
あ
か
ん
坊
に
な
っ
て
戯
れ
る
。

　
こ
の
詩
を
解
読
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
登
場
す
る
「
鮫
」
、
「
大
洋
」
、
「
月
」

が
何
を
表
し
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
大
洋
」
は
「
鮫
」
の
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
「
く
ら
」
い
、
「
臓
腋
が
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
「
大
洋
」
は
「
が
ら
ん
ど
う
」
で
「
ひ
や
っ
こ
い
思
想
」
を
持
っ
て
い
る
。
「
鮫
」

は
「
走
り
」
、
「
籏
が
る
」
、
「
成
長
」
す
る
、
「
戯
れ
る
」
と
い
う
動
詞
で
表
現
さ
れ
、

活
動
的
な
生
き
物
と
し
て
能
動
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
自
身
あ
る
い
は
人
間
一
般
の
象
徴
と
し
て
「
お
っ
と
せ
い
」
や
「
く
ら
げ
」
な
ど
を

頻
用
し
て
い
る
詩
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
、
「
鮫
」
を
詩
人
自
身
と
考
え
る
な
ら

ば
、
「
大
洋
」
は
当
然
、
詩
人
が
そ
の
最
中
で
生
き
て
い
る
社
会
や
世
間
の
こ
と
で
、

詩
人
に
と
っ
て
現
実
の
社
会
は
「
く
ら
い
」
も
の
で
あ
り
、
あ
る
べ
き
「
臓
臆
」
も
な

く
貧
弱
で
、
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
の
な
か
で
「
鮫
」
で
あ
る
詩

人
、
は
強
靭
で
も
な
く
、
「
牙
も
、
歯
も
」
な
い
無
力
さ
を
自
覚
し
た
存
在
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
「
現
世
は
海
の
よ
う
に
が
ら
ん
ど
う
で
暗
い
。
し
か

し
、
永
遠
の
月
光
の
さ
す
晩
な
ど
は
、
鮫
は
赤
ん
坊
の
よ
う
に
嬉
々
と
し
て
戯
れ
な
が

ら
生
長
し
て
き
た
。
と
言
い
、
彼
の
虚
無
感
が
、
そ
こ
ら
へ
ん
の
場
当
た
り
の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
と
は
違
う
所
以
を
、
こ
の
詩
は
、
物
語
ろ
う
と
し
て
い
る
」
一
七
、
あ
る
い
は
、
「
「
鮫
」

は
現
実
の
中
に
「
虚
落
」
を
見
出
し
、
そ
の
虚
落
に
心
惹
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
戦
争
は

忌
避
し
て
、
一
身
の
安
全
を
は
か
ろ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
金
子
自
身
、
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及
び
そ
れ
と
同
類
の
入
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
一
八
と
い
っ
た
解
釈
な
ど
が
行
わ
れ

て
い
る
。
．
し
か
し
、
そ
う
し
た
解
釈
で
は
、
「
月
光
不
老
」
と
い
う
詩
の
タ
イ
ト
ル
の

意
味
も
、
な
ぜ
「
東
南
ア
ジ
ア
民
族
混
血
児
の
諸
君
に
さ
さ
げ
る
」
た
め
の
詩
集
の
中

に
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
一
篇
が
置
か
れ
た
の
か
も
、
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

　
こ
の
詩
を
解
読
す
る
上
で
大
き
な
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
な
る
の
は
「
不
老
」
の

意
味
を
帯
び
て
い
る
「
月
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
月
は
様
々
な
意
味
合
い
を
喚
起
す

る
が
、
田
中
清
太
郎
は
そ
の
答
を
西
洋
に
求
め
、
「
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
に
お
い

　
　
　
　
ヨ

て
は
、
月
の
女
神
は
純
潔
の
守
護
神
で
あ
る
」
と
述
べ
る
一
方
、
「
「
月
の
あ
か
ん
坊
」

と
い
う
の
は
、
ど
う
も
お
か
し
い
よ
う
で
あ
る
」
と
、
そ
の
解
釈
の
矛
盾
を
自
ら
認
め

て
い
る
。
「
題
名
の
「
月
光
不
老
」
は
、
芸
術
（
詩
）
は
長
し
、
の
意
味
で
の
「
不
老
」

で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
人
間
と
い
う
も
の
存
在
す
る
限
り
、
愛
は
永
遠
に
新
鮮

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
最
後
は
ま
と
め
て
い
る
が
、
強
引

の
印
象
は
免
れ
な
い
。

　
こ
こ
で
「
月
」
を
解
く
鍵
を
西
洋
に
求
め
る
の
は
遠
す
ぎ
る
。
金
子
は
漢
文
を
好
み
、

学
校
の
教
科
書
だ
け
で
は
物
足
り
ず
、
『
三
国
志
』
、
『
十
八
史
略
』
か
ら
入
っ
て
、
『
史

記
』
、
『
書
経
』
、
『
戦
国
策
』
、
・
『
春
秋
左
氏
伝
』
と
い
う
風
に
手
当
た
り
し
だ
い
に
読
ん

で
い
た
経
緯
を
自
伝
の
な
か
で
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
『
山
海
経
』
『
水
経
注
』
や
『
江

南
子
』
、
荘
子
な
ど
を
渉
猟
し
て
得
た
中
国
の
古
典
に
関
す
る
造
詣
の
深
さ
は
、
晩
年

の
評
論
や
随
筆
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
詩
の
タ
イ
ト
ル
「
月
光
不
老
」
を
解
読
す
る
に
ば
、
ま
ず
連
想
さ
れ
る
の
は
、
日
本

に
も
伝
わ
っ
た
中
国
の
伝
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
潅
南
子
』
に
、
次
の
よ
う
な
話

が
見
え
る
。
弓
の
名
人
で
あ
る
穽
は
十
個
あ
っ
た
太
陽
の
う
ち
九
個
を
射
落
と
し
た
英

雄
で
、
西
王
母
か
ら
不
死
の
薬
を
貰
う
が
、
彼
の
妻
で
あ
る
嬉
餓
が
そ
の
薬
を
盗
み
飲

み
し
、
仙
女
と
な
っ
て
月
に
逃
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
一
九
。
こ
の
伝
説
に
お
い

て
は
、
陰
で
あ
る
月
と
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
そ
こ
で
奔
月
の
人
と

し
て
嬬
蛾
と
い
う
女
性
に
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
月
が
不
死
の
象
徴
と
さ
れ
る
の
は
、

欠
け
て
は
ま
た
み
ち
て
蝕
む
こ
と
の
な
い
さ
ま
か
ら
連
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
『
楚
辞
』
天
間
に
「
夜
光
何
の
徳
あ
る
、
死
す
れ
ば
則
ち
ま
た
育
（
い
）
く
」
と

あ
る
。
ま
た
、
宋
学
の
『
後
山
叢
談
』
に
は
、
地
上
の
兎
は
す
べ
て
雌
で
、
月
の
兎
は

逆
に
雄
ば
か
り
だ
か
ら
、
．
地
上
の
雌
兎
は
月
光
を
あ
び
て
妊
娠
す
る
と
い
う
俗
説
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
旧
暦
の
八
月
十
五
夜
に
空
が
曇
る
と
、
月
光
に
照
ら
さ
れ
な
い
免
や

貝
は
身
ご
も
ら
ず
、
ま
た
稲
も
実
ら
な
い
と
い
う
二
〇
。

　
こ
れ
ら
を
ヒ
ン
ト
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
詩
の
中
で
は
、
月
光
を
浴
び
せ
る
こ
と
で

実
、
あ
る
い
は
子
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
で
き
る
イ
メ
ー
ジ
と
、
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
る

不
死
不
滅
が
重
な
り
、
父
を
知
ら
ず
に
生
ま
れ
る
生
命
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。　

そ
う
す
る
と
、
こ
の
詩
の
主
人
公
で
あ
る
「
鮫
」
は
ど
う
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

鮫
は
、
嫉
と
も
書
き
、
金
子
の
作
品
の
中
で
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
。
長

詩
「
鮫
」
に
よ
り
、
鮫
は
近
代
文
明
と
帝
国
主
義
の
象
徴
、
あ
る
い
は
、
そ
の
桐
七
戸
、

警
告
者
と
い
う
紋
切
型
の
意
味
合
い
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
漢
字

の
語
源
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
こ
の
詩
に
お
け
る
「
鮫
」
の
意
味
が
も
っ
と

も
明
快
に
な
る
。
「
鮫
」
と
い
う
漢
字
は
魚
が
交
わ
る
と
書
く
。
魚
類
の
多
く
は
交
尾

し
な
い
の
に
対
し
て
、
鮫
は
交
尾
す
る
数
少
な
い
魚
類
で
あ
る
。
ま
た
「
鯵
」
も
、
魚

が
養
う
と
記
し
、
胎
生
の
も
の
が
多
い
と
い
う
さ
め
の
生
殖
の
特
徴
を
生
か
し
た
漢
字

で
あ
る
。
し
か
も
詩
の
中
で
「
そ
の
鮫
ど
も
が
　
今
夜
も
…
」
と
い
う
複
数
形
を
使
っ

て
い
る
の
で
、
従
来
の
解
釈
の
よ
う
に
、
鮫
を
第
一
人
称
の
人
間
と
考
え
る
よ
り
、
第

三
人
称
で
あ
る
「
混
血
女
／
娘
」
と
見
る
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の

「
鮫
」
は
女
で
あ
る
「
混
血
女
／
娘
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
羊
水
で
充
満
し
て
い
る
子
宮
を
そ
な
え
、
そ
こ
で
生
命
を
育
む
母
、
つ

ま
り
女
た
ち
の
身
体
が
、
同
様
な
液
体
の
水
で
充
満
し
て
い
て
、
「
暗
い
」
海
の
イ
メ
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ー
ジ
の
な
か
に
み
ご
と
に
透
視
さ
れ
る
。
交
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
悲
哀
を
背
負
う
こ
と

に
な
る
「
混
血
女
／
娘
」
は
、
母
の
「
暗
い
」
子
宮
の
中
で
「
成
長
」
し
て
い
く
。
東

南
ア
ジ
ア
の
「
混
血
女
／
娘
」
は
も
は
や
父
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
彼
女
た
ち

も
ま
た
、
月
の
下
で
更
な
る
生
命
を
は
ぐ
く
む
だ
ろ
う
。

　
金
子
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
「
混
血
」
の
系
譜
が
、
「
母
．
／
女
」
へ
と
つ
な
が
る

道
を
そ
ろ
っ
て
歩
み
出
す
。
意
図
的
に
「
父
を
忘
却
す
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
混
血
児

た
ち
は
「
母
／
女
」
の
存
在
を
起
点
と
し
た
新
し
い
模
索
を
す
る
の
で
あ
る
。
金
子
は

こ
の
こ
と
を
散
文
で
は
な
く
、
詩
に
凝
縮
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
金
子
の
「
混
血
」
と
い
う
発
想

後
に
金
子
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

「
僕
が
夢
を
み
て
い
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
国
家
が
解
消
し
、
従
っ
て
権
力
者
の
支
配
が
な
く

な
る
こ
と
、
地
上
に
白
人
も
、
有
色
人
種
も
い
な
く
な
う
て
、
ま
っ
た
く
混
血
し
て
、
出
生
や

伝
統
の
誇
り
も
持
た
な
く
な
る
こ
と
」
　
（
「
人
間
の
い
な
い
世
界
」
）

「
世
界
に
平
和
の
来
る
時
が
あ
る
と
し
た
ら
、

れ
な
い
。
」
（
「
黒
人
楽
土
」
）

人
類
が
混
血
し
て
一
つ
に
な
っ
た
あ
と
か
も
し

　
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
綴
っ
た
文
章
で
あ
る
が
、
金
子
は
、
三
十
年
代
の
東
南
ア
ジ
ア

体
験
で
得
た
「
混
血
」
の
発
想
を
、
そ
の
後
も
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

具
体
的
に
後
期
の
詩
作
品
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
形
で
反
映
し
て
い
る
か
は
、
新
た
な

考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
混
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
一
、
正
統
と
い
う
も
の
、
つ
ま

り
権
力
と
対
抗
で
き
る
形
態
に
詩
人
は
可
能
性
を
見
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
と

思
う
。
戦
中
戦
後
に
お
い
て
、
支
配
的
な
権
力
に
ま
つ
向
か
ら
挑
み
、
自
ら
の
詩
業
を

打
ち
立
て
る
金
子
に
と
っ
て
、
中
国
及
び
東
南
ア
ジ
ア
の
う
る
さ
い
ほ
ど
の
混
濁
的
空

気
の
記
憶
が
大
き
な
作
用
を
果
た
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

注

．
鈴
村
和
成
『
金
子
光
晴
、
ラ
ン
ボ
ー
と
会
う
ー
マ
レ
ー
・
ジ
ャ
ワ
紀
行
』
．
弘
文
堂
二
〇
〇
三
年

　
七
月

二
四
度
と
い
う
説
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
、
第
一
回
渡
欧
の
際
の
航
路
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
二
度

　
通
過
し
た
こ
と
を
数
え
て
い
る
。
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
コ
ロ
ン
ボ
の
南
方
の
風
景
は
、
ま
っ
た
く
僕

　
の
心
を
と
ら
え
た
。
そ
し
て
、
も
う
一
度
、
ゆ
っ
く
り
、
東
南
ア
ジ
ア
を
へ
め
ぐ
っ
て
み
た
い
も

　
の
だ
と
お
も
っ
た
」
（
第
六
巻
　
＝
二
八
頁
）
。

三
　
「
尿
の
た
ま
っ
て
る
木
／
散
歩
し
て
る
木
」
「
お
も
い
鎖
で
つ
な
ぶ
れ
て
る
木
／
ぬ
か
る
み
で
も
が

　
い
て
る
木
」
（
「
ボ
イ
テ
ン
ゾ
ル
ク
植
物
園
に
て
」
）
。
ボ
イ
テ
ン
ゾ
ル
ク
植
物
園
で
は
熱
帯
の
湿
っ

　
た
環
境
に
伸
び
て
い
る
巨
大
な
植
物
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
。
金
子
は
気
味
の
悪
い
こ
．
れ
ら
の
奇

　
妙
な
植
物
を
通
し
て
、
南
方
を
見
て
い
た
。
ま
た
ボ
ロ
ブ
ド
ー
ル
仏
蹟
で
は
、
「
人
間
の
コ
ッ
ピ
イ

　
に
す
ぎ
ぬ
／
柔
ら
か
な
ほ
と
け
よ
」
「
千
年
前
の
姿
態
で
／
ふ
く
ら
ん
で
る
君
達
の
胸
は
、
／
な
に

　
を
お
も
ふ
。
」
（
「
ボ
ロ
ブ
ド
ー
ル
佛
蹟
に
て
」
）
と
、
一
人
遅
旅
人
と
し
て
、
雑
多
な
周
囲
に
は
無

　
関
心
で
、
し
か
も
必
死
で
互
い
に
か
か
り
あ
っ
て
い
る
石
仏
に
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
後
の

　
詩
作
品
で
そ
の
旅
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
全
十
九
章
の
う
ち
十
二
章
は
そ
れ
以
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

　
の
初
出
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
ス
マ
ト
ラ
島
」
（
『
改
造
』
一
九
三
一
年
四
月
）

　
「
馬
来
の
感
傷
」
（
『
セ
ル
パ
ン
』
一
九
三
二
年
八
月
）

　
「
ね
こ
ど
り
の
目
」
（
『
詩
集
』
一
九
三
二
年
十
月
）

　
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
（
『
ヌ
ウ
ヴ
エ
ル
』
一
九
三
二
年
十
二
月
）

　
「
馬
来
ゴ
ム
園
開
墾
」
（
『
作
品
』
一
九
三
四
年
一
月
）

　
「
夜
」
（
『
詩
作
』
一
九
三
六
年
五
月
）

　
「
爪
畦
へ
」
一
（
『
世
代
』
一
九
三
六
年
六
月
）

　
「
鉄
（
1
）
」
（
『
歴
程
』
一
九
三
六
年
十
月
）

　
「
鉄
（
2
）
」
（
『
歴
程
』
一
九
三
六
年
十
一
月
）

　
「
世
界
放
浪
記
1
一
馬
来
の
巻
一
」
（
『
改
造
』
一
九
三
八
年
四
月
）
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「
霧
の
プ
ア
サ
ー
ジ
ョ
ホ
ー
ル
バ
ト
パ
ハ
に
て
」
（
『
新
亜
細
亜
』
一
九
三
九
年
九
月
）

　
「
煽
幅
1
ば
た
び
や
酒
面
の
お
も
ひ
で
話
」
（
『
文
芸
』
一
九
三
九
年
九
月
）

五
矢
野
暢
『
「
南
進
」
の
系
譜
』
中
央
公
論
社
　
一
．
九
七
五
年
十
月
　
＝
ハ
七
頁

六
林
房
雄
「
毎
日
新
聞
」
一
九
四
三
年
八
月
十
六
日

七
原
満
三
寿
編
『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
・
金
子
光
晴
』
新
潮
社
一
九
九
四
年
二
月
　
九
八
頁

八
野
村
喜
和
夫
『
金
子
光
晴
を
読
も
う
』
未
来
社
　
二
〇
〇
四
年
七
月
　
五
一
頁

九
原
満
三
寿
「
椰
子
と
鮫
の
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
」
（
「
こ
が
ね
贔
－
金
子
光
晴
研
究
」
第
十
号
一
九
九

　
六
年
三
月
μ
）

一
〇
加
茂
弘
郎
氏
「
『
マ
レ
ー
国
印
紀
行
』
論
」
（
「
こ
が
ね
轟
．
1
金
子
光
晴
研
究
」
第
二
号
一
九
人

　
八
年
三
月
）

＝
　
「
南
方
詩
集
」
の
目
次
、
及
び
既
発
表
作
品
の
初
出
時
の
題
名
、
初
出
雑
誌
は
以
下
の
通
り
で

　
　
あ
る
。

　
ニ
ッ
パ
椰
子
の
唄
（
【
文
学
者
」
一
九
三
九
年
十
一
月
一
日
）
　
洗
面
器
（
「
人
民
文
庫
」
一
九
三

　
七
年
十
月
）
　
ボ
イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
植
物
園
に
て
　
　
無
題
ー
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
て
（
「
文
芸
」
一

　
九
四
六
年
四
月
｝
日
）
　
月
光
不
老
　
　
ー
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
羅
衛
街
に
て
　
　
旗
（
「
鶴
第
｝

　
輯
」
　
一
九
三
四
年
四
月
）
　
馬
拉
加
（
「
鶴
第
一
輯
」
一
九
三
四
年
四
月
）
　
　
ー
ー
シ
ン
ガ
ポ
ー

　
ル
の
市
場
で
（
「
無
題
」
新
星
披
市
場
に
て
」
貝
本
学
芸
新
聞
一
九
三
七
年
四
月
）
　
映
照
　
（
「
新

　
女
苑
」
一
九
三
七
年
八
月
　
　
寓
。
犀
。
　
　
街
（
「
人
民
文
庫
」
一
九
三
七
年
十
二
月
）
　
縁
起
（
「
縁

　
喜
」
「
若
草
」
一
九
三
八
年
「
月
）
　
牛
乳
入
江
瑳
に
直
ぐ
一
牛
乳
入
店
誹
は
黒
人
と
白
人
の
混

　
血
児
　
　
混
血
論
序
詩
（
「
文
芸
」
一
九
三
九
年
六
月
一
日
）
　
女
た
ち
へ
の
エ
レ
ジ
ー
（
「
女
た

　
ち
へ
の
エ
レ
ヂ
ィ
」
「
詩
作
」
一
九
三
八
年
一
月
）
　
ボ
ル
ブ
ド
ー
ル
佛
蹟
に
て
　
お
で
こ
の
マ
レ

　
一
女
（
「
歴
程
」
一
九
四
一
年
七
月
十
日
）
　
ど
ん
げ
ん
　
　
雨
三
題
無
題
感
電
子
子
の
唄

一
二
一
九
四
二
年
七
月
「
中
央
公
論
」
に
詩
「
海
」
を
発
表
し
た
の
を
最
後
に
、
戦
時
下
の
特
別
高

　
等
警
察
や
憲
兵
に
よ
る
監
視
と
検
閲
の
た
め
に
、
金
子
は
詩
を
発
表
す
る
場
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
金
子
は
そ
れ
ま
で
に
書
き
た
め
た
詩
稿
と
す
で
に
雑
誌
に
発
表
し
た
作
品
を
取
捨
選

　
択
し
、
詩
集
の
構
成
を
考
え
な
が
ら
戦
火
や
言
論
弾
圧
か
ら
守
る
よ
う
に
、
写
本
を
作
ら
せ
地
方

　
へ
「
疎
開
」
さ
せ
た
。
そ
れ
は
「
疎
開
詩
集
」
と
通
称
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
詩
集
の
「
疎
開
」

　
を
頼
ま
れ
た
河
邨
文
一
郎
は
そ
の
詳
細
を
「
金
子
光
晴
『
疎
開
詩
集
』
に
つ
い
て
」
（
『
こ
が
ね
録

　
－
金
子
光
晴
研
究
』
第
八
号
）
、
「
体
験
的
金
子
光
晴
抵
．
抗
詩
論
」
（
『
こ
が
ね
轟
－
金
子
光
晴

　
研
究
』
第
四
号
）
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
河
邨
の
証
言
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
疎
開
」
は

　
二
回
行
わ
れ
、
も
う
一
人
長
崎
の
版
画
家
田
川
憲
も
「
疎
開
詩
集
」
を
写
し
書
き
し
た
と
い
う
。

　
『
こ
が
ね
贔
一
金
子
光
晴
研
究
』
第
八
号
の
「
金
子
光
晴
『
疎
開
詩
集
』
復
刻
」
に
は
一
回
目

　
の
「
真
珠
湾
」
（
一
九
四
｝
年
三
月
）
と
二
回
目
の
「
熱
帯
詩
集
」
、
「
真
珠
湾
」
（
一
九
四
三
年
十

　
一
月
）
が
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

≡
こ
の
詩
の
成
立
に
つ
い
て
、
詩
人
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
あ
の
詩
に
あ
る
小
便
す
る
と

　
こ
ろ
は
ね
、
あ
れ
は
な
か
な
か
複
雑
な
ん
で
す
よ
。
洗
面
器
の
中
に
小
便
す
る
の
を
始
め
て
見
た

　
の
は
、
そ
の
時
の
上
海
で
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
、
今
度
は
帰
り
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ス
ラ
ン

　
グ
ー
・
ロ
ー
ド
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ン
ズ
・
キ
リ
ン
族
が
赤
い
サ
ロ
ン
を
は
き
、
上
に
シ
ャ
ツ

　
を
着
て
、
赤
い
ト
ル
コ
帽
を
被
っ
て
る
の
を
み
た
。
あ
れ
は
だ
い
た
い
タ
ミ
ー
ル
族
で
す
よ
。
あ

　
れ
が
往
来
に
テ
ー
ブ
ル
を
出
し
て
、
そ
の
上
に
リ
ノ
リ
ウ
ム
み
た
い
な
の
を
敷
い
て
こ
っ
ち
の
ほ

　
う
に
洗
面
器
が
三
つ
ぐ
ら
い
あ
っ
て
、
｝
つ
は
魚
、
申
つ
は
羊
、
一
つ
は
果
物
、
そ
う
三
種
類
く

　
ら
い
を
盛
り
合
わ
せ
て
あ
っ
て
ね
、
そ
れ
を
人
に
食
わ
せ
る
ん
で
す
よ
。
こ
い
つ
が
目
の
玉
が
飛

　
び
出
す
ほ
ど
辛
い
。
あ
れ
は
殺
人
的
な
辛
さ
で
す
よ
。
ま
あ
、
そ
の
と
き
の
ヒ
ン
ズ
・
キ
リ
ン
族

　
の
洗
面
器
と
ず
い
ぶ
ん
前
に
見
た
上
海
の
女
の
洗
面
器
へ
の
小
便
、
こ
れ
を
結
び
つ
け
て
、
そ
の

　
時
の
自
分
の
境
遇
、
そ
ん
な
も
の
み
な
と
一
緒
に
し
た
発
想
、
そ
れ
は
あ
の
詩
に
な
っ
た
わ
け
で

　
す
よ
。
」
（
第
六
巻
　
三
二
九
頁
）
。
説
明
文
の
中
で
詩
人
は
、
「
洗
面
器
に
ま
た
が
っ
て
広
東
の
女

　
た
ち
…
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
引
用
部
分
か
ら
分
か
る
よ
う
に
「
洗
面
器
の
中
に
小
便
を
す
る
の

　
を
初
め
て
見
た
の
は
、
そ
の
時
の
上
海
」
、
つ
ま
り
一
九
二
〇
年
代
に
三
回
訪
れ
た
上
海
に
お
い
て

　
で
あ
る
。

一
四
原
満
三
寿
「
椰
子
と
鮫
の
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
」
（
「
こ
が
ね
轟
ー
ー
金
子
光
晴
研
究
」
第
十
号
一
九

　
　
九
六
年
三
月

≡
　
「
南
方
詩
集
」
に
は
「
街
」
　
と
い
う
詩
が
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
混
血
状
態
の
町
を
歌
っ
て

　
　
い
る
。

一
六
今
福
龍
太
『
ク
レ
オ
ー
ル
主
義
』
青
一
社
一
九
九
四
年
十
一
月
　
一
〇
八
頁

一
七
村
野
四
郎
編
『
金
子
光
晴
詩
集
』
旺
文
社
文
庫
　
六
二
頁

【
八

｝
九

二
〇

＊

田
中
清
太
郎
『
金
子
光
晴
の
詩
を
読
む
』
国
文
社
「
九
八
二
年
十
二
月
一
六
四
～
一
六
五
頁

「
管
若
葬
請
不
死
之
薬
於
西
王
母
、
垣
蛾
籍
以
奔
月
、
平
然
有
喪
、
無
毒
続
之
。
慨
則
不
知
不

死
製
薬
所
由
生
也
．
是
故
乞
火
不
適
取
火
燧
、
寄
汲
不
若
墾
井
」
（
『
潅
南
子
』
巻
六
覧
出
面
　
明

治
書
院
　
一
九
七
．
九
年
八
月
　
三
一
七
～
三
一
八
頁
）

「
中
秋
陰
暗
天
下
如
一
中
秋
無
月
則
免
不
断
、
蛙
不
胎
蕎
麦
不
実
免
望
月
而
孕
蛙
望
月
而
胎
蕎

麦
得
月
而
秀
　
言
免
皆
　
佐
月
　
　
爾
故
望
月
而
　
」
（
陳
師
道
『
後
山
叢
書
』
　
台
北
廣
文
書

局
　
一
九
六
九
年
九
月
　
八
七
～
八
八
頁
）

本
文
中
の
金
子
光
晴
の
引
用
は
、
初
出
を
明
記
し
て
い
る
も
の
以
外
は
、
中
央
公
論
社
版
『
金

子
光
晴
全
集
』
全
巻
（
一
九
七
五
年
十
月
～
一
九
七
七
年
一
月
）
に
拠
っ
た
。
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