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An Essey on Hara Tamiki 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Hara Tamiki wrote many works such as On the Shore of Beautiful Death［Utukusiki si 
no kisi ni］and After the Bombing［Genbaku igo］during the five and a half years from 
1945, after the Hiroshima bombing, to 1951, the year of his death. Among his final 
works were The Land of Heart’s Desire［Singan no kuni］and Requiem［Chinkonka］. This 
essay examines how these two works should be read and how they inspire each other.
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原民喜を読む――『鎮魂歌』『心願の国』を中心に
　

一

　

原
民
喜
は
、
戦
後
二
つ
の
流
れ
の
作
品
群
を
書
き
続
け
て
き
た
。
一
つ
は
、
妻
の
死
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
美
し
き
死
の
岸
に
」
の

連
作
で
、
今
一
つ
は
、
広
島
の
被
爆
体
験
を
基
本
に
し
、
敗
戦
後
の
生
活
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
原
爆
以
後
」。
い
ず
れ
も
、
そ

の
題
名
で
一
冊
の
書
が
編
ま
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
死
後
刊
行
さ
れ
た
全
集
で
、
民
喜
自
身
が
ま
と
め
た
と
い
う
こ
の
二
つ

の
作
品
群
の
ま
と
ま
り
が
示
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
一
つ
一
つ
は
、「
三
田
文
学
」
や
「
群
像
」
な
ど
の
媒
体
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
ま
と
ま
り
の
存
在
が
、
原
民
喜
と
い
う
作
家
を
概
観
す
る
視
座
を
与
え
て
き
た
、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
原

民
喜
が
、
ま
ず
は
圧
倒
的
に
広
島
の
被
爆
を
描
い
た
『
夏
の
花
』
の
作
家
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
先
に
付
け
加
え

ら
れ
る
べ
き
評
価
は
基
本
的
に
こ
の
二
つ
の
戦
後
の
作
品
群
に
支
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

　

妻
と
の
短
い
時
間
を
丁
寧
に
言
葉
に
し
て
、
濃
密
で
し
か
し
は
か
な
げ
な
（
妻
の
早
い
死
を
知
っ
た
後
で
読
む
と
余
計
だ
ろ
う
が
）

世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
ご
く
個
人
的
な
記
録
で
あ
り
、
広
が
り
の
な
い
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
判

を
受
け
か
ね
な
い
も
の
、
と
意
地
悪
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
戦
前
の
、
妻
貞
恵
生
前
に
民
喜
が
発
表

し
て
き
た
、「
死
と
夢
」「
幼
年
画
」
と
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
群
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
延
長
上
に
確
か
に
存
在
す
る
、
民
喜
の
資
質
を

そ
の
ま
ま
に
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
読
ま
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
殊
更
に
貞
恵
と
の
日
々
を
書
く
た
め
に
構
え
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
だ
。
自
分
自
身
と
そ
の
周
囲
を
振
り
返
り
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
た
も
の
を
現
実
ら
し
く
、
あ
る
い
は
夢
想
の
ご
と
く
、
一

つ
一
つ
危
う
い
確
か
さ
と
で
も
い
っ
た
現
実
感
（
あ
る
い
は
非
現
実
感
）
を
支
え
に
し
て
描
い
て
見
せ
る
、
そ
う
い
う
世
界
。
そ
れ
が

ま
さ
に
民
喜
の
本
来
書
き
続
け
て
き
た
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
民
喜
の
文
章
に
従
え
ば
、
貞
恵
に
支
え
ら
れ
た
生
活
の

中
か
ら
、
貞
恵
の
応
援
と
も
言
え
る
よ
う
な
支
持
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、「
美
し
き
死
の
岸
に
」
の
作
品
群
は
、
そ
ん

な
日
々
を
描
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
貞
恵
を
失
っ
た
後
、
そ
れ
ら
の
時
間
を
、
貞
恵
と
の
時
間
を
あ
た
か
も
貞
恵
を
傍
ら
に
置
く
よ
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う
に
し
て
、
振
り
返
り
、
再
現
し
、
再
構
築
し
、
そ
の
中
で
の
自
分
を
確
認
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
生
身

の
貞
恵
は
い
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
民
喜
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
世
界
を
書
く
こ
と
が
そ
の
ま
ま
、
貞
恵
を
傍
ら
に
あ
る
が
ご
と
く
自

分
自
身
に
引
き
付
け
る
行
い
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
読
む
者
に
、
そ
の
よ
う
な
妻
と
の
関
係
を
、
際
限
が
な
い
と
さ
え
言
え
そ
う
な
愛
情

を
感
じ
さ
せ
る
。
前
提
と
し
て
妻
を
失
っ
た
痛
み
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
こ
に
喪
失
感
は
稀
薄
だ
、
と
言
い
た
い
。

逆
に
言
え
ば
、
妻
の
喪
失
を
深
い
所
で
体
感
し
、
そ
こ
か
ら
、
け
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
妻
の
姿
を
自
分
自
身
の
中
に
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
に
思
い
た
く
な
る
よ
う
な
、
そ
ん

な
妻
に
向
け
た
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
民
喜
が
書
い
た｢

も
し
妻
と
死
別
れ
た
ら
、
一
年
間
だ
け
生
き
残
ら
う
、
悲
し
い
美

し
い
一
冊
の
詩
集
を
書
き
残
す
た
め
に･･･｣

（『
遙
か
な
旅
』）
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ら
の
文
章
を
書
き
残
し
た
後
だ
か
ら
、
書
け
た

言
葉
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

一
方
の
「
原
爆
以
後
」
の
世
界
は
、
題
名
が
そ
の
ま
ま
、
妻
の
物
語
と
の
差
異
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
世
界
で

あ
る
。
い
わ
ば
、原
民
喜
を
原
民
喜
に
し
た
作
品
と
言
え
る『
夏
の
花
』を
書
い
て
生
き
残
っ
た
者
と
し
て
の
務
め
を
自
覚
し
た
民
喜
は
、

そ
の
後
の
、
戦
後
を
生
き
抜
い
て
い
く
（
生
き
抜
い
て
い
く
、
と
言
う
の
は
語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
書
く
こ
と

が
あ
る
か
ら
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
今
と
な
っ
て
は
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
生
き｢

抜
い
て｣

い
こ
う
と
意
識
し

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
）
自
分
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
く
。
そ
れ
を
書
く
こ
と
は
、
原
民
喜
の
戦
後
の
混
乱
の
中
を
生

活
し
て
い
く
姿
を
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
証
言
で
窺
わ
れ
る
民
喜
の
姿
（
極
端
に
内
気
で
言
葉
数
少
な
い
、
自

己
主
張
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
）
を
重
ね
て
み
れ
ば
、
よ
く
こ
こ
ま
で
社
会
に
、
周
囲
に
関
わ
っ
て
生
き
て
い
け
る
、
と

感
心
し
て
し
ま
う
ほ
ど
な
の
だ
が
、
し
か
し
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
戦
後
の
混
乱
の
中
、
そ
れ
ま
で
と
違
う
自
分
を
発
揮
し
な
が
ら
生
活

し
て
い
る
多
く
の
人
間
が
お
り
、
そ
う
い
う
人
間
の
姿
と
重
ね
る
こ
と
も
で
き
て
い
く
。
民
喜
は
、
友
人
を
は
じ
め
、
関
わ
っ
た
、
関



9

原民喜を読む――『鎮魂歌』『心願の国』を中心に

わ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
間
の
姿
を
写
し
取
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

既
に
書
き
上
げ
た
『
夏
の
花
』
を
持
っ
て
昭
和
二
一
年
四
月
に
上
京
し
た
民
喜
は
、
妻
の
思
い
出
を
描
く
『
忘
れ
が
た
み
』（
既
に

二
一
年
三
月
に
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
次
い
で
六
月
の｢

三
田
文
学｣

に
は
『
小
さ
な
庭
』
が
掲
載
さ
れ
る
）
で
戦

後
の
作
品
発
表
を
始
め
る
の
だ
が
、
一
方
で
『
夏
の
花
』
を
昭
和
二
二
年
六
月
の｢

三
田
文
学｣

に
発
表
で
き
た
後
、『
小
さ
な
村
』 

（｢

文
壇
」
二
二
年
八
月
号
）、
一
一
月
に
は
『
廃
墟
か
ら
』
を
書
き
、
被
爆
後
の
広
島
を
描
い
た
。
東
京
で
の
生
活
を
書
く
前
に
、
で 

あ
る
。
そ
し
て
、
一
二
月
に
は
『
氷
花
』
を｢

文
学
会
議｣

に
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、
広
島
か
ら
東
京
へ
出
て
く
る
前
後
の
話
で
あ

る
。
昭
和
二
二
年
、
二
三
年
は
、『
吾
亦
紅
』（｢

高
原｣

二
二
年
三
月
号
）『
秋
日
記
』（｢

四
季｣

二
二
年
四
月
号
）『
冬
日
記
』（｢

文

明｣

二
二
年
九
月
号
）『
雲
の
裂
け
目
』（｢

高
原｣

二
二
年
一
二
月
号
）『
画
集
』（｢

高
原｣

二
三
年
七
月
号
）
と
、｢

美
し
き
死
の
岸

に｣

の
作
品
群
が
書
か
れ
発
表
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
、『
飢
え
』（
青
土
社
版
全
集
で
は
初
出
未
詳
で
あ
る
が
、
収
録
順
に
従
い
、

こ
こ
に
入
れ
て
も
、
内
容
か
ら
見
て
も
大
き
な
間
違
い
は
あ
る
ま
い
）、『
火
の
踵
』（｢

近
代
文
学｣

二
三
年
一
〇
月
号
）『
災
厄
の
日
』

（｢

個
性｣

二
三
年
一
二
月
）
と
、｢

原
爆
以
後｣
の
作
品
も
発
表
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
そ
の
旺
盛
な
執
筆
活
動
は
、

原
民
喜
と
い
う
人
間
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
、
異
例
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
の
自
死
に
続
く
歩
み
を
考
え
れ

ば
、
そ
こ
ま
で
の
時
間
を
逆
算
す
る
よ
う
に
執
筆
を
急
い
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
だ
が
、
こ
の
後
、
昭
和
二
四
年 

｢

近
代
文
学｣

一
月
号
に
、『
夏
の
花
三
部
作
』
の
最
後
に
な
る
『
壊
滅
の
序
曲
』
を
発
表
す
る
の
で
も
あ
る
。『
原
爆
以
後
』
に
も
『
美

し
き
死
の
岸
に
』
に
も
属
さ
ぬ
、
し
か
し
民
喜
が
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
。
そ
れ
は
、
東
京
で
の
生
活
の
中
で
、
原
爆
を
知
ら

な
い
人
間
と
交
わ
っ
て
生
活
し
て
い
く
中
で
、
改
め
て
自
分
の
痛
み
の
根
源
を
は
っ
き
り
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な

い
か
、
と
思
え
る
の
で
あ
る
が
。

　
「
美
し
き
死
の
岸
に
」
の
作
品
群
は
そ
の
後
、『
魔
の
ひ
と
と
き
』（「
群
像
」
昭
和
二
四
年
一
月
号
・
こ
の
作
品
は
貞
恵
の
生
前
の
時 
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間
と
、
貞
恵
の
い
な
い
今
の
時
間
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
美
し
き
死
の
岸
に
」
の
系
譜
に
入
れ
な
く
て
も
い
い
か
も

し
れ
な
い
。）『
苦
し
く
美
し
き
夏
』（「
近
代
文
学
」
二
四
年
五
・
六
月
号
）『
夢
と
人
生
』（「
表
現
」
二
四
年
八
月
号
・
こ
の
作
品
も
、

基
本
は
戦
後
の
時
間
で
あ
り
、
貞
恵
と
の
記
憶
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。）『
美
し
き
死
の
岸
に
』（「
群
像
」
二
五
年

四
月
号
）『
遥
か
な
旅
』（「
女
性
改
造
」
二
六
年
二
月
号
）
と
書
か
れ
続
け
て
い
く
。『
美
し
き
死
の
岸
に
』
は
妻
の
死
の
瞬
間
に
至
る

時
間
を
描
い
て
お
り
、『
遥
か
な
旅
』
は
貞
恵
の
死
後
か
ら
戦
後
の
時
間
を
描
い
た
。
こ
の
一
連
の
作
品
が
た
だ
、
貞
恵
と
共
に
あ
っ

た
時
間
を
思
い
起
こ
す
こ
と
の
た
め
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
貞
恵
の
死
を
受
け
て
い
か
に
民
喜
の
時
間
が
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た

か
、
ど
の
よ
う
に
民
喜
は
生
き
て
い
っ
た
か
、
を
描
く
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
貞
恵
を
思
い
つ
つ
生
き
る
。
そ

う
い
う
民
喜
が
こ
こ
に
は
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
死
の
中
の
風
景
』『
心
願
の
国
』
と
書
き
納
め
ら
れ
る
。
こ
の
二
作
は
民
喜
の

死
後
、
遺
作
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
原
爆
以
後
」
の
系
譜
は
、『
火
の
唇
』（「
個
性
」
昭
和
二
四
年
五
・
六
月
合
併
号
）『
鎮
魂
歌
』（「
群
像
」
二
四
年

八
月
号
）
と
書
き
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
『
火
の
子
供
』（「
群
像
」
二
五
年
一
一
月
号
）『
永
遠
の
み
ど
り
』（「
三
田
文
学
」
二
六
年

七
月
）
の
二
編
が
加
え
ら
れ
る
が
、
後
者
は
死
後
の
発
表
に
な
る
（
な
お
、
こ
れ
ら
の
作
品
初
出
は
、
青
土
社
版
全
集
に
依
っ
た
）。

　
「
原
爆
以
後
」
が
描
く
民
喜
と
民
喜
に
関
わ
る
人
間
達
は
、
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
民
喜
と
、
広
島
の
人
間
達
。

つ
ま
り
、
原
爆
を
知
っ
て
い
る
人
間
達
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
種
類
は
、
原
爆
を
知
ら
な
い
人
間
達
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
た
報
道
の
情
報
に
よ
る
原
爆
し
か
知
ら
な
い
人
間
達
。
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
ち
ら
側
の
人
間
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
む
ろ
ん
民
喜

は
そ
の
二
種
類
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
違
い
を
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
。｢

原
爆
以 

後｣

の
作
品
は
、
主
と
し
て
民
喜
が
東
京
に
出
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
を
描
い
て
い
る
。
負
け
た
国
日
本
の
象
徴
と
も
言

え
る
東
京
の
混
乱
。
そ
の
中
に
い
る
人
間
達
。
原
爆
の
痛
み
と
は
関
係
な
く
、
戦
争
の
時
間
の
苦
し
み
を
通
り
抜
け
て
き
た
人
間
の
姿 
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で
あ
る
。
そ
の
姿
は
、
戦
争
の
災
禍
を
生
き
延
び
て
新
し
い
時
間
に
歩
み
を
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
苦
労
を
伴
い
は
す
る
が
、
時
に
希

望
を
も
見
い
だ
し
う
る
も
の
だ
。
彼
ら
は
、
八
月
一
五
日
以
前
の
自
分
に
繋
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
民
喜
は
、
広
島
を
知
る
人
間
は
違

う
。「
新
び
い
ど
ろ
学
士
」（『
氷
花
』）「
ニ
ュ
ー
ア
ダ
ム
」（『
火
の
踵
』）｢

ニ
ュ
ー
イ
ブ｣

（『
火
の
唇
』）
と
、
広
島
八
月
六
日
以
前
と

は
違
う
、
新
し
い
人
間
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
民
喜
な
の
で
あ
る
。｢

原
爆
以
後｣

に
は
、
そ
う
い
う
民
喜
の
視
線
が
前
提
と
し
て
あ 

る
。
そ
の
意
識
の
元
、
想
念
と
し
て
新
し
い
人
間
を
作
り
出
そ
う
と
し
、
結
局
力
尽
き
て
ゆ
く
民
喜
の
物
語
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
う

考
え
れ
ば
、
新
た
な
創
出
で
は
な
い
、
死
者
へ
の
思
い
に
還
っ
て
ゆ
く
し
か
な
か
っ
た
の
が
、『
鎮
魂
歌
』
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
、
と
思
え
て
く
る
。

　

一
方
、｢

美
し
き
死
の
岸
に｣
は
、
ま
だ
原
爆
の
惨
禍
に
ひ
し
が
れ
る
未
来
を
知
ら
な
い
、
貞
恵
と
の
時
間
を
描
い
て
い
る
。
し
か

し
書
い
て
い
る
民
喜
は
広
島
の
八
月
六
日
を
、
そ
こ
で
何
が
起
き
た
か
を
知
っ
て
い
る
。
貞
恵
の
死
を
、
原
爆
に
よ
る
死
と
比
較
す
る

視
点
は
お
そ
ら
く
民
喜
の
中
に
あ
る
。
そ
の
視
点
に
立
っ
て
こ
そ
、
貞
恵
の
姿
は
新
た
に
描
き
出
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

本
稿
で
主
に
語
ろ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
、『
心
願
の
国
』
と
『
鎮
魂
歌
』
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
連
作
の
最
後
に
近
く
、
こ
の
二

つ
の
作
品
は
書
か
れ
た
。『
心
願
の
国
』
は
、
ま
さ
に
妻
へ
の
連
作
の
最
後
。
中
程
昌
徳
は｢

は
っ
き
り
と
遺
書
と
し
て
残
さ
れ
た
も

の
で
あ
る｣

（『
原
民
喜
ノ
ー
ト
』
勁
草
書
房　

一
九
八
三
）
と
い
う
。
岩
崎
文
人
も｢

死
へ
の
憧
れ
が
充
満
し
た
ま
さ
に
遺
書
と
い
う

べ
き
も
の｣

（『
原
民
喜
一
人
と
文
学
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
三
）
と
い
う
。
発
表
へ
の
見
通
し
を
民
喜
が
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ

う
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
遺
書
は
唯
、｢

美
し
き
死
の
岸
に｣

の
側
に
の
み
繋
が
る
は

ず
は
な
い
。｢

原
爆
以
後｣

の
戦
後
を
生
き
て
き
た
民
喜
の
姿
に
こ
そ
、最
後
の
言
葉
は
添
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
『
鎮
魂
歌
』
は
、
そ
の
後
に
『
火
の
子
供
』『
永
遠
の
み
ど
り
』
と
続
く
が
、
連
作
の
最
後
に
こ
の
三
作
を
繋
げ
て
考
え
る
と
、「
原
爆 
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以
後
」
の
終
り
が
見
え
や
す
く
な
る
よ
う
に
思
う
。『
永
遠
の
み
ど
り
』
の
発
表
は
『
心
願
の
国
』
同
様
民
喜
の
没
後
で
あ
り
、
遺
書

と
呼
ぶ
こ
と
も
問
題
な
く
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
こ
こ
で
追
及
す
る
必
要
は
な
い
。
三
作
の
中
で
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
す
べ

き
な
の
が
、
原
が
残
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
中
で
、『
壊
滅
の
序
曲
』
と
並
ん
で
最
も
長
い
作
品
で
あ
る
『
鎮
魂
歌
』
だ
と
い
う
こ

と
を
確
認
す
れ
ば
よ
い
。

　
『
魔
の
ひ
と
と
き
』
や
『
夢
と
人
生
』
で
付
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
系
譜
は
最
後
に
交
錯
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
様

を
見
て
い
く
こ
と
が
、
本
稿
の
目
標
で
あ
る
。

　

二

　

物
語
の
系
譜
と
し
て
考
え
れ
ば
、
貞
恵
の
死
を
描
い
た
『
美
し
き
死
の
岸
に
』
と
、
貞
恵
の
死
以
後
に
言
及
し
た
『
死
の
後
の
風
景
』 

で
、
貞
恵
を
描
く
作
業
は
一
段
落
つ
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
が
、
た
だ
生
前
の
妻
の
姿
を
描
く
こ
と
だ
け
が
「
美

し
き
死
の
岸
に
」
で
目
指
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
遥
か
な
旅
』
で
触
れ
た
よ
う
に
「
悲
し
く
美
し
い
一
冊
の
詩
集
」
を
残
す
こ
と

を
民
喜
が
考
え
た
と
し
た
ら
、
そ
し
て
そ
の
詩
集
を
形
作
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
「
美
し
き
死
の
岸
に
」
の
作
品
を
見
て
く
る
な

ら
ば
、
貞
恵
と
の
時
間
を
描
き
な
が
ら
、
詩
集
を
書
き
続
け
る
自
分
の
姿
を
も
そ
こ
に
編
み
込
ん
で
い
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
考

え
る
事
が
で
き
る
。『
魔
の
ひ
と
と
き
』
や
『
夢
と
人
生
』
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。
貞
恵
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
民
喜
は
詩
集
を
書

き
続
け
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
書
き
続
け
る
そ
の
こ
と
が
、
貞
恵
の
存
在
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
冊
の
詩
集
を
書
き
残
そ
う

と
す
る
時
、
ど
の
よ
う
に
貞
恵
の
傍
ら
に
い
る
自
分
を
見
出
す
事
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
最
後
に
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と

し
た
ら
、
貞
恵
の
前
に
示
す
べ
き
な
の
は
自
分
自
身
の
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
「
原
民
喜
」
を
、
貞
恵
と
共

に
あ
っ
て
か
ら
貞
恵
を
失
っ
た
後
今
日
ま
で
の
姿
を
、
描
き
だ
せ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
が
、『
心
願
の
国
』
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
は
な
い 
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か
。
何
よ
り
も
、｢

一
冊
の
詩
集｣

は
、
貞
恵
の
た
め
に
こ
そ
編
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
。

　
『
心
願
の
国
』
は
、〈
一
九
五
一
年　

武
蔵
野
市
〉
と
記
さ
れ
た
年
号
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
の
べ
た
よ
う
に
、『
心
願
の
国
』
は
死
後

の
発
表
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
は
民
喜
の
死
の
年
で
あ
り
、
住
ま
い
の
住
所
は
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
物
語
は
冒
頭
に

掲
げ
て
い
る
。
死
後
の
発
表
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
を
作
家
が
持
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
年
号
に
は

そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
。
そ
の
前
の
年
六
月
、
北
朝
鮮
軍
は
北
緯
三
八
度
線
を
越
え
て
南
進
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
て
い
た
。
一
一

月
三
〇
日
に
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ト
ル
ー
マ
ン
が
原
爆
の
使
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
再
び
の
惨
禍
の
予
感
さ
え
、

多
く
の
人
間
に
絵
空
事
で
な
く
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
広
島
の
惨
禍
か
ら
ま
だ
僅
か
六
年
な
の
に
。
殊
更
に
民
喜
は
そ
の
年
号
を
記

録
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、｢
原
爆
以
後｣

に
連
な
る
作
品
で
は
な
く
、｢

美
し
き
死
の
岸
に｣

の
系
譜
の
最
後
の
作
品
に
。

　
『
心
願
の
国
』
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。〈
僕
〉
は
主
人
公
で
あ
る
。

　

小
鳥
の
啼
声
を
自
分
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
聴
い
て
い
る
。
美
し
い
予
感
に
震
え
た
優
し
く
鋭
い
抑
揚
を
。
そ
し
て
僕
は
小
鳥

に
生
ま
れ
変
わ
る
。
親
し
か
っ
た
も
の
た
ち
が
自
分
か
ら
亡
び
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
な
い
、と
期
待
で
き
そ
う
に
な
る
僕
は
こ
の
ま
ま
、

死
ぬ
ま
で
小
鳥
の
よ
う
に
素
直
に
生
き
て
い
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
僕
は
、
地
上
で
は
な
く
空
に
思
い
を
向
け
て
い
く
。
た
っ
た
一
つ

目
に
沁
み
、
僕
に
向
か
っ
て
頷
い
て
く
れ
る
星
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
母
を
、
妻
を
思
い
起
こ
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
想
念
の
中
に
僕
は
安
ら
い
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
眠
り
か
け
た
頭
が
爆
発
し
て
し
ま
う
イ
メ
ー
ジ
。
原
爆
の
記

憶
が
飛
び
掛
か
っ
て
く
る
の
か
、
と
疑
う
ほ
ど
。
そ
し
て
、
何
と
も
知
れ
な
い
未
来
の
地
球
。
し
か
し
そ
れ
は
崩
壊
の
イ
メ
ー
ジ
で
は

な
く
、
人
間
の
調
和
を
夢
見
さ
せ
る
。

　

吉
祥
寺
に
近
い
踏
切
。
電
車
の
ス
ピ
ー
ド
へ
の
憧
憬
。
こ
の
線
路
の
周
り
を
僕
の
影
が
い
つ
と
は
な
し
に
彷
徨
っ
て
い
る
よ
う
な
。

先
走
れ
ば
、
こ
の
言
及
は
、
作
品
発
表
が
自
死
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
死
の
予
感
、
予
告
と
受
け
止
め
ら
れ
得
る
だ
ろ
う
。
鉄
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道
自
殺
を
選
ん
だ
民
喜
で
あ
れ
ば
、
こ
の
あ
た
り
の
描
写
が
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
し
た
も
の
だ
、
と
言
っ
て
大
き
な
誤
り
で
は
な
い

よ
う
に
思
う
。
遺
書
的
作
品
だ
、
と
い
う
こ
と
は
、
次
に
語
ら
れ
る
「
い
つ
ご
ろ
か
ら
僕
は
、
地
上
の
眺
め
の
見
を
さ
め
を
考
へ
て
ゐ

る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
文
章
が
よ
り
明
確
に
示
し
て
は
い
よ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
る
意
味
、
民
喜
は
貞

恵
の
死
と
被
爆
の
後
、
書
く
も
の
は
ほ
と
ん
ど
遺
書
だ
っ
た
、
と
言
え
さ
え
も
す
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
言
語
化
さ
れ
顕
在
化

さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
い
の
か
、
死
の
宣
言
だ
と
言
う
べ
き
な
の
か
、
を
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

次
に
語
ら
れ
る
の
は
日
没
前
の
街
道
で
あ
る
。
空
と
、
梢
と
、
朽
葉
。
そ
れ
ら
が
、「
見
を
さ
め
」
に
繋
が
る
。
雪
道
。
喫
茶
店
で

聞
く
バ
ッ
ハ
。
僕
は
自
分
を
取
り
巻
く
自
然
に
、
人
々
の
姿
に
し
み
じ
み
と
目
を
向
け
、
自
分
の
心
を
そ
れ
ら
に
重
ね
て
い
く
。
そ
れ

は
ま
さ
に
、
世
界
の
光
景
を
見
て
、
自
分
に
収
め
て
い
こ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
我
々
の
心
を
痛
め
、
我
々
の
咽
喉
を
締
め

つ
け
る
一
切
の
悲
惨
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
我
々
は
、
自
ら
を
高
め
よ
う
と
す
る
抑
圧
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

本
能
を
持
っ
て
い
る
。」
と
、雪
道
を
歩
く
跛
の
青
年
に
「
し
っ
か
り
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
心
で
呼
び
か
け
た
後
パ
ス
カ
ル
を
引
用
し
、

見
を
さ
め
で
は
な
い
未
来
を
垣
間
見
せ
も
す
る
。
わ
ざ
わ
ざ
の
引
用
は
、
そ
の
思
い
の
強
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

六
歳
の
頃
の
夏
の
午
後
の
、
蟻
を
際
限
な
く
つ
ぶ
し
て
い
く
記
憶
は
、
し
か
し
、
安
易
に
未
来
へ
の
希
望
に
の
め
り
込
ま
な
い
意
識

を
見
せ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
「
心
の
な
か
で
本
当
に
微
笑
め
る
も
の
」
と
し
て
示
さ
れ
る
U
と
い
う
少
女
も
、「
急
に
晩
年
が
頭
上
に
す
べ
り
落
ち
て
く
る
予
感
」

と
繋
げ
ら
れ
る
。
雨
の
中
の
美
し
い
虹
を
感
じ
さ
せ
る
少
女
の
幸
福
を
祈
る
の
も
そ
の
少
女
と
の
繋
が
り
の
未
来
を
想
像
で
き
な
い
か

ら
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

　

春
の
兆
し
が
近
づ
い
て
く
る
。
詩
や
絵
や
音
楽
に
表
現
さ
れ
る
春
が
僕
に
働
き
か
け
、
僕
を
く
ら
く
ら
さ
せ
る
。
し
か
し
僕
は
や
は

り
、「
冷
ん
や
り
し
て
、
少
し
悲
し
い
」
と
書
く
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
思
い
は
貞
恵
に
戻
る
。
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「
あ
の
頃
、お
前
は
寝
床
で
訪
れ
て
く
る
「
春
」
の
予
感
に
う
ち
ふ
る
へ
て
ゐ
た
の
に
ち
が
ひ
な
い
。
死
の
近
づ
い
て
き
た
お
前
に
は
、

す
べ
て
が
透
視
さ
れ
、
天
の
灝
気
は
す
ぐ
身
近
に
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。」
と
病
床
の
貞
恵
を
思
う
僕
は
、
雲
雀
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。

「
雲
雀
は
高
く
高
く
一
直
線
に
全
速
力
で
無
限
に
高
く
高
く
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
今
は
も
う
昇
つ
て
ゆ
く
の
で
も
墜
ち
て
ゆ
く
の
で

も
な
い
」「
雲
雀
は
一
つ
の
流
星
と
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
」
と
、
冒
頭
の
「
小
鳥
」
と
呼
応
さ
せ
て
、
貞
恵
が
感
じ
て
い
た
「
天
の
灝
気
」

を
す
ぐ
身
近
に
感
じ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
あ
れ
は
僕
で
は
な
い
」。
僕
は
、
そ
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
貞
恵
と
死

の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
す
る
こ
と
を
自
分
に
は
許
し
て
い
な
い
。「
僕
の
心
願
の
姿
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
書
く
民
喜
は
、
続
け
て
「
一
つ

の
生
涯
が
み
ご
と
に
燃
焼
し
、
す
べ
て
の
刹
那
が
美
し
く
充
実
し
て
ゐ
た
な
ら
…
…
」
と
結
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
心
願
の
国
』
は
、
残
さ
れ
る
者
達
へ
の
遺
書
と
言
う
よ
り
、
民
喜
の
貞
恵
に
向
け
た
最
後
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
言
い
た
い
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
も
と
に
向
か
う
予
告
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
ま
た
、
最
後
の
文
章
が
示
す
の
は
、
容
易

に
貞
恵
と
一
緒
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
小
鳥
の
よ
う
に
素
直
に
生
き
た
い
、
と
歌
い
出
し
、
雲
雀
の
鮮
や
か
な
飛
翔
を

追
い
か
け
る
。
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
繋
が
り
は
、
消
え
去
っ
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
思
い
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
私
は
歩
み
去
ら
う　

今
こ
そ
消
え
去
つ
て
行
き
た
い
の
だ
」
と
『
悲
歌
』
で
民
喜
は
歌
っ
た
。
そ
の
同
じ
思
い
を
こ
こ
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
妻
の
た
め
に
一
年
だ
け
生
き
残
ろ
う
と
考
え
た
民
喜
が
、
そ
の
思
い
出
の
日
々
を
描
き
終
え
て
、
自
ら
を
そ
の
妻
の

も
と
へ
と
運
ぼ
う
と
す
る
、
そ
の
思
い
を
描
い
て
見
せ
た
。
精
神
的
に
は
心
中
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
貞
恵
の
も
と
に
満

た
さ
れ
て
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
、
と
民
喜
は
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。

　

冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
一
九
五
一
の
年
号
が
そ
の
理
由
の
一
つ
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
貞
恵
の
死
後
、
広
島
の
被
爆
を
経
て
、
民
喜

は
懸
命
に
、
貞
恵
の
た
め
の
物
語
を
編
み
続
け
て
き
た
。
お
そ
ら
く
、
貞
恵
と
い
る
時
の
民
喜
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
の
力
を



16

川津　　誠

振
り
絞
っ
て
。
し
か
し
そ
の
努
力
の
あ
げ
く
に
、
貞
恵
へ
の
言
葉
に
全
て
の
思
い
を
込
め
て
詩
集
を
編
み
上
げ
よ
う
と
し
た
時
に
な
っ

て
、
ま
た
再
び
の
惨
禍
の
可
能
性
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
痛
み
が
民
喜
に
、
貞
恵
と
の
合
一
に
全
て
を
託
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
原
爆
以
後
」
の
作
品
群
と
も
繋
が
っ
て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
。
民
喜
は
、
広
島
の
嘆
き
を
語
る

こ
と
を
も
自
身
に
課
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。

　

三

　

貞
恵
に
先
立
た
れ
、
東
京
で
の
暮
ら
し
に
見
切
り
を
つ
け
て
民
喜
は
郷
里
広
島
に
戻
っ
て
き
た
。
貞
恵
の
た
め
に｢

一
冊
の
悲
し
く

美
し
い
詩
集｣

を
書
き
残
そ
う
と
思
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　
　

マ
ン
ト
纏
ひ
暗
が
り
纏
ひ
駅
の
隅

　
　

ふ
る
さ
と
の
山
を
怪
し
む
暗
き
春

　
　

暗
き
春
見
知
ら
ぬ
街
に
帰
り
き
ぬ

青
土
社
版
全
集
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
、
昭
和
二
〇
年
の
作
と
さ
れ
た
俳
句
の
う
ち
に
あ
る
、
こ
れ
ら
の
句
に
民
喜
の
心
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
ら
の
俳
句
は
、
何
か
心
に
鬱
す
る
も
の
を
持
っ
た
人
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
、
と
誰
も
が

容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
民
喜
に
は
、
貞
恵
と
の
時
間
を
振
り
返
り
そ
れ
を｢

一
冊
の
美
し
い
詩
集
」
に
描
き
出
そ

う
と
い
う
意
識
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
一
九
年
の
最
後
の
俳
句
は｢

心
呆
け
落
葉
の
姿
眼
に
あ
ふ
る
」
で
あ
る
。
貞
恵
の

死
は
九
月
一
八
日
だ
っ
た
。
そ
の
後
の
作
品
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の｢
心
呆
け
た｣

さ
ま
が
、
ま
だ
民
喜
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
よ

う
や
く
故
郷
に
辿
り
着
い
て
も
、
暗
が
り
を
纏
っ
て
い
る
し
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、
詩
集
に
向
け
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

そ
の
民
喜
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
皮
肉
で
は
あ
る
が
、
八
月
六
日
だ
っ
た
。
被
爆
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
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こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
貞
恵
の
死
を
も
改
め
て
民
喜
の
前
に
突
き
つ
け
る
も
の
に
も
な
る
。

　
　

今
、
ふ
と
、
己
が
生
き
て
ゐ
る
こ
と
と
、
そ
の
意
味
が
、
は
つ
と
私
を
弾
い
た
。

　
　

こ
の
こ
と
を
書
き
の
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
、
私
は
心
に
つ
ぶ
や
い
た
。

　
『
夏
の
花
』
に
挿
入
さ
れ
た
こ
の
言
葉
は
、
民
喜
の
書
く
者
と
し
て
の
決
意
を
語
っ
て
お
り
、｢

こ
の
空
襲
の
真
相
を
殆
ど
知
つ
て
は

ゐ
な
か
つ
た｣
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
能
的
に
そ
の
災
厄
の
大
き
さ
と
不
条
理
さ
、
不
可
解
さ
を
感
得
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

先
走
っ
て
言
う
な
ら
、
こ
の
八
月
六
日
以
後
の
広
島
で
民
喜
が
見
聞
き
し
た
多
く
の
死
の
姿
、
死
と
も
言
え
な
い
死
を
死
に
ゆ
く
人
間

の
姿
が
、
そ
の
一
方
に
、
長
い
時
間
を
共
に
過
ご
し
少
し
ず
つ
死
の
側
に
歩
み
入
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
っ
た
、
確
か
に
自
分
自
身
で
見

送
っ
た
貞
恵
の
姿
を
は
っ
き
り
と
暗
が
り
か
ら
明
る
み
の
中
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。｢

ピ
カ｣

の
閃
光
が
一
瞬
の

う
ち
に
無
数
の
人
間
を
そ
の
存
在
ご
と
闇
の
中
に
消
し
去
っ
て
い
っ
た
の
と
対
照
的
に
。
民
喜
が
す
ぐ
に
被
爆
直
後
に
残
し
た
ノ
ー
ト

を
整
理
し
て
『
夏
の
花
』
を
纏
め
た
時
、
そ
の
後
の
避
難
先
で
の
日
々
を
描
く
こ
と
（『
廃
墟
か
ら
』
に
な
る
）、
広
島
を
生
き
て
残
っ

た
人
間
と
し
て
そ
れ
以
後
を
書
き
続
け
て
い
く
こ
と
を
己
の
責
務
と
し
て
書
く
こ
と
の
中
心
に
置
く
こ
と
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
取
り
戻
せ
な
い
け
れ
ど
、
自
分
の
全
て
を
か
け
て
見
送
っ
た
貞
恵
の
死
を
改
め
て
身
近
に
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
ま
た
、『
書
き
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
』
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。『
夏
の
花
』
の
冒
頭
が
、
貞
恵
の
墓
参
り

の
場
面
か
ら
始
め
ら
れ
て
あ
る
こ
と
が
そ
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

｢

美
し
き
死
の
岸
に｣

の
最
初
に
置
か
れ
た
『
忘
れ
が
た
み
』
は
、
ま
だ
、
貞
恵
と
の
時
間
を
改
め
て
振
り
返
っ
て
纏
め
る
、
と
い

う
意
識
に
乏
し
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
断
片
の
集
積
で
あ
り
、
闘
病
中
、
死
の
後
、
時
間
も
様
々
で
、
短
い
記
憶
が
投
げ
さ
れ
て
あ

る
印
象
を
残
す
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
纏
め
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
強
い
印
象
で
民
喜
の
心
に
残
っ
て
い
た
こ
と
だ
と
思
わ
せ
も
す

る
。
二
一
年
三
月
の
こ
の
作
品
の
発
表
を
皮
切
り
に
、
見
て
き
た
よ
う
に
、｢
美
し
き
死
の
岸
に｣

の
作
品
は
書
き
続
け
ら
れ
て
い
く
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こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、｢

原
爆
以
後｣

の
最
初
に
あ
た
る
『
小
さ
な
村
』
が｢

文
壇｣

に
発
表
さ
れ
る
の
は
昭
和
二
二
年
の
八
月
号
。
一

年
以
上
後
に
な
る
。『
忘
れ
が
た
み
』
同
様
、
断
片
の
集
積
で
成
立
し
て
い
る
作
品
で
、
上
京
す
る
ま
で
の
避
難
先
で
の
日
々
が
様
々

に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
次
い
で
、
よ
り
被
爆
後
の
広
島
に
焦
点
化
し
そ
し
て
自
分
自
身
の
姿
を
中
心
に
し
て
『
廃
墟
か
ら
』
が

「
三
田
文
学
」
の
一
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。｢

原
爆
以
後｣

の
次
の
作
品
『
氷
花
』
は｢

文
学
者
会
議｣

一
二
月
号
。
次
の
月
に
な
る
。

こ
の
後
、
見
て
き
た
よ
う
に
次
の
年
の
夏
以
後
、『
飢
え
』『
火
の
踵
』『
災
厄
の
日
』『
火
の
唇
』
と
書
き
継
が
れ
て
い
く
。

　

二
つ
の
系
譜
の
作
品
は
、
そ
の
発
表
月
を
中
心
に
見
る
と
、
あ
ま
り
重
な
り
を
見
せ
な
い
。
同
じ
月
に
発
表
さ
れ
た
の
は
『
雲
の
裂

け
目
』
と
『
氷
花
』（
共
に
昭
和
二
二
年
一
二
月
）
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
過
剰
に
意
味
づ
け
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
お

お
よ
そ
、
平
行
し
て
こ
の
二
つ
の
系
統
の
作
品
を
書
く
こ
と
が
民
喜
の
創
作
の
中
心
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
の
作
品
も
い
つ
も
平

行
し
て
同
時
的
に
書
き
続
け
ら
れ
て
い
た
と
言
う
よ
り
、交
互
に
、あ
る
い
は
い
く
つ
か
纏
め
て
交
互
に
、と
い
う
風
に
書
か
れ
て
い
っ

た
よ
う
に
見
え
る
。
作
家
の
精
神
的
な
バ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
全
く
の
偶
然
で
こ
う
な
っ
た

と
は
思
い
に
く
い
。
あ
る
程
度
は
意
識
的
に
、
二
つ
の
系
統
を
生
み
出
す
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
数
は｢

美
し

き
死
の
岸
に｣

の
方
が
ず
っ
と
多
い
。
貞
恵
と
の
時
間
を
反
芻
す
る
こ
と
で
、
今
の
自
分
と
広
島
を
結
び
つ
け
る
力
を
民
喜
は
蓄
え
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
も
し
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
貞
恵
の
後
ろ
に
隠
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
二
人
の
姿
へ

の
思
い
出
話
の
影
響
で
も
あ
ろ
う
が
。

　

｢

原
爆
以
後｣

に
纏
め
ら
れ
る
作
品
群
は
（『
夏
の
花
三
部
作
』
の
『
廃
墟
か
ら
』
を
含
め
る
こ
と
も
内
容
的
に
は
可
能
だ
が
）、
被

爆
後
の
広
島
か
ら
東
京
へ
移
動
す
る
民
喜
の
視
線
に
映
る
世
界
の
物
語
で
あ
っ
た
。
半
ば
彷
徨
え
る
民
喜
譚
と
で
も
言
え
る
、
戦
後
の

混
乱
す
る
住
宅
事
情
を
書
い
た
風
俗
譚
と
い
う
面
を
持
つ
。
例
え
ば
田
村
泰
次
郎
の
『
肉
体
の
門
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
焼
け
跡
の
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生
活
を
そ
の
極
端
な
形
だ
と
す
る
と
、
よ
り
多
く
の
人
び
と
が
民
喜
の
よ
う
に
、
狭
い
空
間
を
共
有
し
て
生
き
て
い
る
、
そ
う
い
う
生

活
の
記
録
、
で
あ
る
。
こ
う
い
う
生
活
に
適
応
で
き
る
タ
イ
プ
の
人
間
で
は
、
民
喜
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
広
島
の
八

月
六
日
を
、
そ
れ
以
後
の
日
々
を
く
ぐ
り
抜
け
て
来
た
民
喜
は
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
逞
し
く
、
ど
う
や
ら
こ
う
や
ら
で

あ
っ
て
も
苦
境
を
乗
り
越
え
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
生
活
の
背
後
に
、
妻
と
の
時
間
を
改
め
て
構
築
し
直
す
作
業
が
行
わ
れ

て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
苦
境
と
言
っ
て
も
、
生
活
の
苦
し
さ
の
愚
痴
や
、
食
料
を
手
に
入
れ

る
苦
労
と
入
っ
た
こ
と
が
事
細
か
に
書
か
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
風
に
揺
れ
る
草
木
の
よ
う
に
、
民
喜
は
周
囲
の
力
を
受
け
流
し
抵
抗

を
最
小
限
に
し
て
過
ご
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
こ
と
自
体
が
、
広
島
で
の
被
爆
体
験
、
そ
の
と
き
目
に
し
た
多
く
の
死
と
繋
が
っ
て
い
る
。
広
島
か
ら
東

京
へ
出
て
く
る
こ
と
は
、
被
爆
と
そ
の
後
、
が
全
て
の
基
本
に
あ
る
生
活
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
で
あ
る
。
東
京
へ
行
く
と
い
う
こ
と
は
、

先
に
も
述
べ
た
が
、広
島
を
知
ら
な
い
人
び
と
の
中
に
出
て
行
く
と
い
う
こ
と
だ
。
広
島
を
、そ
こ
で
死
ん
だ
人
び
と
を
、生
き
て
残
っ

た
人
び
と
と
の
繋
が
り
を
四
六
時
中
意
識
す
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
得
る
。
そ
う
い
う
人
び
と
の
中
に
身
を
置
い

て
猶
、
広
島
と
の
繋
が
り
を
意
識
す
る
こ
と
。
意
識
し
続
け
る
こ
と
。｢

原
爆
以
後｣

を
書
き
続
け
る
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
は
ず
だ
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
距
離
を
広
島
と
の
間
に
持
た
な
け
れ
ば
、
貞
恵
を
見
つ
め
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
あ
ま
り
に
強
烈
な
無
数
の
死
に
貞
恵
の
死
が
埋
没
し
か
ね
な
い
。
そ
の
よ
う
な
怖
れ
も
あ
る
い
は
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。

　

と
も
か
く
、
東
京
の
戦
後
を
生
き
抜
い
て
い
く
力
を
民
喜
に
与
え
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
、
広
島
の
無
数
の
死
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
改
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
貞
恵
の
死
、
で
あ
り
、
そ
れ
を
書
き
残
す
と
い
う
決
意
な
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
い
う
自
分
の
戦
後
の
日
々
を
描
い
て
き
た
民
喜
が
、
改
め
て
言
葉
に
し
よ
う
と
し
た
の
が
、『
鎮
魂
歌
』
で
あ
る
。
広
島
と
の

繋
が
り
を
時
折
断
片
的
に
言
葉
に
す
る
こ
と
の
方
が
、
東
京
で
の
生
活
を
描
く
場
合
に
は
多
く
な
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
書
き
方
に
対
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し
て
、
正
面
か
ら
広
島
を
言
葉
に
す
る
。
そ
の
決
意
は
題
名
に
現
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
元
来
短
編
作
家
の
資
質
が
強
い
と
思
わ

れ
る
民
喜
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
長
編
は
な
い
。
全
集
に
収
録
さ
れ
た
作
品
は
多
く
、
二
〇
ペ
ー
ジ
に
満
た
な
い
。
最
も
長
い
の
が
、 

『
壊
滅
の
序
曲
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
四
〇
ペ
ー
ジ
弱
、
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
八
〇
枚
程
度
で
、
一
〇
〇
枚
に
満
た
な
い
の
だ 

が
、『
鎮
魂
歌
』
は
ほ
ぼ
そ
れ
と
同
じ
分
量
で
あ
る
。
八
月
六
日
の
広
島
と
そ
れ
以
後
の
広
島
を
被
爆
の
ゆ
え
に
そ
れ
以
前
の
広
島
と

切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
同
じ
町
で
同
じ
人
間
た
ち
が
そ
こ
に
は
い
た
、
今
も
い
る
、
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
同
じ
時
間
の
繋
が
り
の

中
に
広
島
の
町
と
人
は
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
描
き
だ
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
民
喜
の
家
、
家
族
が
克
明
に
描
か
れ
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
故
に
必
然
的
に
長
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
『
壊
滅
の
序
曲
』
と
。
そ
れ
ほ
ど
の
長
さ
が
、
被
爆
し
た
広
島
と

そ
の
人
び
と
に
は｢

鎮
魂｣
の
た
め
に
は
必
要
だ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

　

｢

鎮
魂
歌｣

の
基
本
は
、
繰
り
返
し
、
で
あ
ろ
う
。
位
牌
を
前
に
し
て
我
々
が
念
ず
る
時
、
例
え
ば｢

南
無
阿
弥
陀
仏｣

を
、
あ
る

い
は｢

南
無
妙
法
蓮
華
経｣

を
繰
り
返
し
唱
え
る
。
あ
る
い
は
、｢

鎮
魂
歌｣

と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
西
洋

音
楽
、
教
会
音
楽
に
近
い
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
で
あ
れ
ば
そ
の｢

鎮
魂
歌｣

（
レ
ク
イ
エ
ム
と
い
う
言
い
方
で
も
う
馴
染
ん
で
い 

る
）
を
、
例
え
ば
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
そ
れ
を
思
い
起
こ
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
で
は
例
え
ば
「
キ
リ
エ
」「
エ
レ
イ
ソ
」
な
ど
、
祈
り
の

聖
句
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
乗
っ
て
歌
わ
れ
て
い
く
。
そ
の
繰
り
返
し
が
一
種
陶
酔
を
生
み
出
し
、
死
者
に
向
け
た

鎮
魂
の
思
い
を
昇
華
さ
せ
て
い
く
の
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
よ
う
な
繰
り
返
し
が
、
ま
ず
『
鎮
魂
歌
』
の
表
現
上
の
特
徴
と
し
て
第

一
に
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
レ
ク
イ
エ
ム
の
音
楽
を
文
章
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
ほ
ど
で

あ
る
。
そ
の
繰
り
返
し
が
、
長
い
作
品
に
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
面
も
否
定
は
出
来
な
い
。

　

｢

僕
は
こ
こ
に
ゐ
る｣

と
繰
り
返
さ
れ
る
。｢

こ
こ
に
ゐ
る
。
こ
こ
に
ゐ
る
の
だ｣
と
。
ま
た
。｢

僕
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
は
僕
を
つ
ら
ぬ
け
。

一
つ
の
嘆
き
よ
、僕
を
つ
ら
ぬ
け
。
無
数
の
嘆
き
よ
、僕
を
つ
ら
ぬ
け
。
僕
は
こ
こ
に
ゐ
る
。｣

と
。
そ
し
て
、普
通
の
人
間
の
中
に
〈
僕
〉
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が
常
に
見
る
よ
う
に
な
っ
た｢

死
の
痙
攣
や
生
の
割
れ
目｣

を
見
い
だ
し｢

そ
れ
ら
は
あ
つ
た
、
そ
れ
ら
は
あ
つ
た
。｣｢

あ
れ
ら
は
僕

で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
あ
つ
た｣

と
。｢

僕
に
は
あ
る
。
僕
に
は
ま
だ
嘆
き
が
あ
る
の
だ
。｣｢

一
つ
の
嘆
き
が
あ
る｣

｢

無
数
の

嘆
き
が
あ
る
。｣｢

一
つ
の
嘆
き
は
無
数
の
嘆
き
と
結
び
つ
く｣

と
繰
り
返
さ
れ
る
嘆
き
は
、〈
僕
〉
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
だ
。

　

そ
し
て
最
後
に
は
、｢

僕
は
堪
へ
よ
、
静
け
さ
に
堪
へ
よ
。
幻
に
堪
へ
よ
。
生
の
深
み
に
堪
へ
よ
。
堪
へ
て
堪
へ
て
堪
へ
て
ゆ
く
こ

と
に
堪
へ
よ
。
一
つ
の
嘆
き
に
堪
へ
よ
。
無
数
の
嘆
き
に
堪
へ
よ
。
嘆
き
よ
、
嘆
き
よ
、
僕
を
つ
ら
ぬ
け
。｣

と
、
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
言
葉
と
重
な
り
交
錯
し
な
が
ら
更
に
繰
り
返
さ
れ
て
高
み
へ
登
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

｢

嘆
き｣

は
そ
れ
ぞ
れ
、「
貞
恵
へ
」
の
、「
広
島
の
死
者
へ
」
の
も
の
だ
、
と
小
海
永
二
は
書
い
た
（『
原
民
喜
―
詩
人
の
死
』
国
文

社　

一
九
七
八
）。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
貞
恵
や
広
島
の
死
者
に
向
け
た
と
言
う
よ
り
、
彼
ら
の
嘆
き
、
民
喜
が
受
け
止
め
て
い
た
彼

ら
の
嘆
き
だ
、
と
考
え
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
方
が
自
然
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
言
葉
は
至
る
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
。〈
僕
〉
の
思
い
を
語
り
、｢

伊
作
の
声｣

｢

お
絹
の

声｣
｢

ゆ
る
い
ゆ
る
い
声｣

｢

ま
た
も
う
一
つ
の
ゆ
る
い
声｣

｢

更
に
も
う
一
つ
の
ゆ
る
い
声｣

と
、〈
僕
〉
が
聞
く
広
島
の
痛
み
を
負
う

人
の
声
、
僕
自
身
の
内
な
る
声
を
繰
り
返
し
て
ゆ
く
中
で
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
〈
僕
〉
を
叱
咤
す
る
声
が
幾
度
も
蘇
っ
て
く
る
こ
と
で
、

〈
僕
〉
の
心
が
常
に
自
分
を
鞭
打
ち
続
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
鞭
打
つ
言
葉
は
、｢

自
分
の
た
め
に
生
き
る
な
、
死
ん
だ
人
た
ち
の
嘆
き
の
た
め
に
だ
け
生
き
よ｣

と
己
に
向
け
て
、
自
身
に 

よ
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。｢

僕
は
自
分
に
繰
返
し
繰
返
し
云
い
聞
か
せ
た
」
と
、民
喜
は
「
気
を
は
つ
き
り
と
持
ち
た
い
」

と
、
自
分
の
今
を
改
め
て
確
認
し
よ
う
と
す
る
時
に
こ
の
言
葉
を
呟
く
の
で
あ
る
。
民
喜
は
民
喜
自
身
に
常
に
こ
の
言
葉
を
語
っ
て
き

た
。
そ
れ
は
常
に
繰
り
返
さ
れ
る
鎮
魂
の
言
葉
に
他
な
ら
な
い
。

　
「
僕
」
が
ふ
ら
ふ
ら
と
昇
っ
て
ゆ
く
階
段
は
、「
原
子
爆
弾
記
念
館
」
の
入
口
で
あ
る
。
現
在
の
原
爆
資
料
館
の
前
身
で
あ
る
原
爆
参
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考
資
料
陳
列
室
が
中
央
公
民
館
に
オ
ー
プ
ン
す
る
の
は
、『
鎮
魂
歌
』
発
表
の
翌
月
、
昭
和
二
四
年
九
月
で
あ
る
。
二
五
年
四
月
に
は

広
島
に
帰
省
し
て
い
る
民
喜
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
を
訪
れ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
講
演
会
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
関

係
で
あ
れ
ば
訪
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
記
念
館
が
そ
れ
で
あ
る
、
と
は
し
か
し
、
断
定
は
出
来
な
い
。
描
か
れ

た
内
容
は
、
お
そ
ら
く
全
く
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
民
喜
の
中
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

　
「
眼
鏡
と
聴
音
器
の
連
結
さ
れ
た
奇
妙
な
マ
ス
ク
」
を
か
ぶ
る
と
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
広
島
の
被
爆
の
瞬
間
を
体
験
で
き
る
の
だ
っ
た
。

「
何
の
た
め
に
、
何
の
た
め
に
、
僕
に
あ
れ
を
も
う
一
度
叩
き
つ
け
や
う
と
す
る
の
だ
」
と
い
う
叫
び
は
無
視
さ
れ
、
今
一
度
広
島
上

空
に
閃
く
光
を
〈
僕
〉
は
、民
喜
は
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
地
上
の
一
切
が
さ
ツ
と
変
形
さ
れ
る
〉
そ
の
瞬
間
が
再
現
さ
れ
る
。「
僕

は
僕
を
探
す
。
僕
は
ゐ
た
。
あ
そ
こ
に･･････

。」
そ
し
て
動
顛
し
た
〈
僕
〉
は
こ
こ
に
ゐ
る
、
あ
ち
ら
側
に
は
ゐ
な
い
と
苦
し
さ
に

バ
タ
バ
タ
し
な
が
ら
、
マ
ス
ク
を
剥
ぎ
取
り
、
あ
の
日
の
広
島
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
思
い
の

始
ま
り
で
あ
っ
た
。「
死
ん
だ
人
た
ち
の
嘆
き
の
た
め
に
生
き
る
」
こ
と
を
自
分
に
強
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
の
だ
。
何
よ
り
、
そ
こ
に
は
民
喜
自
身
が
い
た
。
生
き
て
残
る
側
に
い
つ
ど
の
よ
う
に
移
っ
て
き
た
の
か
、
民
喜
自
身
に
も

定
か
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
広
島
の
幻
影
か
ら
逃
れ
よ
う
と
も
が
い
た
民
喜
は
、改
め
て
「
死
ん
だ
人
た
ち
の
嘆
き
」
を
確
認
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
伊
作
や
お
絹
の
声
が
聞
こ
え
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

伊
作
の
「
世
界
は
割
れ
て
ゐ
た
。
僕
は
探
し
て
ゐ
た
。
何
か
を
い
つ
も
探
し
て
ゐ
た
の
だ
。」
と
い
う
声
。
伊
作
が
自
身
被
爆
し
た

の
か
は
、
定
か
で
は
な
い
。
伊
作
が
何
を
探
し
て
い
る
の
か
も
定
か
に
し
な
い
。
彼
に
繋
が
る
父
、
母
、
義
母
、
伯
母
へ
と
思
い
を
め

ぐ
ら
し
、「
死
ん
だ
人
た
ち
の
嘆
き
と
僕
た
ち
の
嘆
き
が
ひ
び
き
あ
ふ
か
ら
だ
ら
う
か
。
嘆
き
？
嘆
き
？
僕
の
人
生
で
た
つ
た
一
つ
美

し
か
つ
た
の
は
嘆
き
な
の
だ
ら
う
か
？
」
と
、
世
界
と
自
分
の
間
を
測
り
か
ね
な
が
ら
、「
雑
音
の
か
な
た
に
一
つ
の
澄
み
き
つ
た
歌

ご
ゑ
が
聞
き
取
り
た
い
の
だ
が･･･

。」
と
、〈
僕
〉
に
繋
が
る
思
い
を
残
す
よ
う
に
伊
作
の
声
は
消
え
て
ゆ
く
。
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お
絹
は
、「
私
は
あ
の
時
か
ら
何
年
間
夢
中
で
走
り
つ
づ
け
て
ゐ
た
の
か
し
ら
。
あ
の
時
私
の
夫
は
死
ん
だ
。
私
の
家
は
光
線
で
歪

ん
だ
。」
と
、
被
爆
の
事
実
か
ら
語
り
始
め
る
。「
パ
タ
ン
と
倒
れ
さ
う
」
に
な
り
、
倒
れ
も
し
て
、
お
絹
は
被
爆
後
を
生
き
て
い
く
。

し
か
し
、
ま
た
新
し
い
光
に
「
地
球
の
裂
け
目
」
を
見
る
よ
う
で
あ
る
お
絹
は
、「
還
つ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
を
失
つ
た
人
間
」
に
な
り
、

そ
れ
で
も
「
ま
だ
息
子
が
あ
る
」「
ま
だ
わ
た
し
が
あ
る
」
と
歩
き
続
け
よ
う
と
す
る
の
だ
。

　

そ
れ
を
受
け
て
〈
僕
〉
は
、「
僕
に
は
既
に
何
も
な
い
の
だ
ら
う
か
。
僕
は
僕
の
な
か
に
何
を
探
し
何
を
迷
は
う
と
す
る
の
か
」
と
、

自
分
の
内
を
覗
き
込
み
、「
自
分
の
た
め
に
生
き
る
な
。
死
ん
だ
人
た
ち
の
嘆
き
の
た
め
に
生
き
よ
」
と
、
己
の
内
な
る
ゆ
る
や
か
な

声
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
言
葉
達
で
あ
っ
た
。「
一
つ
の
嘆
き
よ
僕
を
つ
ら
ぬ
け
。
無
数
の
嘆
き
よ
僕
を
つ
ら
ぬ
け
」
と
。
そ

し
て
、
自
分
を
つ
ら
ぬ
け
、
と
呼
び
か
け
る
嘆
き
に
向
か
っ
て
、
自
分
の
位
置
を
「
還
る
と
こ
ろ
を
失
つ
た
」「
突
き
離
さ
れ
た
世
界
」

と
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
生
き
て
残
っ
て
新
し
い
世
界
を
作
り
出
し
て
き
た
の
で
は
な
く
、
死
ん
だ
人
び
と
の
か
ら
切
り
離
さ
れ

取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
い
ま
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
は
、〈
僕
〉
の
い
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
。

　
　

 

明
日
、
太
陽
は
再
び
の
ぼ
り
花
々
は
地
に
咲
き
あ
ふ
れ
、
明
日
、
小
鳥
た
ち
は
晴
れ
や
か
に
囀
る
だ
ら
う
。
地
よ
、
地
よ
、
常
に

美
し
く
感
動
に
満
ち
あ
ふ
れ
よ
。
明
日
、
僕
は
感
動
を
も
つ
て
そ
こ
を
通
り
す
ぎ
る
だ
ら
う
。

　
『
鎮
魂
歌
』
を
閉
じ
る
こ
の
言
葉
は
、
今
民
喜
自
身
が
生
き
て
い
る
現
実
の
世
界
へ
の
期
待
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
民
喜
が

い
る
べ
き
世
界
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
認
識
を
民
喜
は
持
っ
て
い
る
。『
鎮
魂
歌
』
は
、
広
島
の
無
数
の
死
と
も
言
え
な
い
死
を
『
夏

の
花
』
に
描
き
、
そ
の
後
、
自
分
を
中
心
に｢

原
爆
以
後｣

と
し
て
戦
後
の
日
々
を
書
き
続
け
た
民
喜
が
、
自
ら
を
導
く
も
の
と
し
て
、

死
者
の
声
を
現
前
化
し
た
も
の
だ
。
そ
の
声
に
応
え
よ
う
と
し
て
き
た
歩
み
は
、
応
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
。
何
を
答
え
て
き
た
の

だ
っ
た
か
。
レ
ク
イ
エ
ム
や
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
唱
え
文
句
の
繰
り
返
し
に
似
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
祈
り
の
言
葉
は
、
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そ
の
故
に
こ
の
物
語
を
、
民
喜
の
作
品
中
最
長
の
も
の
（『
壊
滅
の
序
曲
』
と
ほ
ぼ
同
じ
分
量
）
に
し
た
。
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
祈

り
を
自
ら
の
内
に
取
り
込
み
、
そ
の
言
葉
を
吐
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
表
現
だ
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
生
の
側
に
い

る
民
喜
が
死
者
に
向
け
て
祈
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
民
喜
自
身
が
死
者
の
側
に
い
る
こ
と
の
確
認
に
辿
り
着
く
結
果
と

な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
鎮
魂
の
祈
り
を
捧
げ
る
民
喜
は
、
鎮
魂
の
祈
り
を
捧
げ
ら
れ
る
側
に
い
る
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

に
し
て
、
広
島
へ
の
、
広
島
で
の
死
者
へ
の
鎮
魂
は
、
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

四

　
『
鎮
魂
歌
』
を
書
き
終
え
た
民
喜
は
、
し
か
し
ま
だ
、
鎮
魂
さ
れ
る
側
に
同
化
し
て
自
ら
の
時
間
を
閉
じ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

貞
恵
の
為
の
祈
り
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
昭
和
二
四
年
八
月
の
『
鎮
魂
歌
』
の
発
表
の
翌
二
五
年
四
月
に
貞
恵
の
死
を
描
い
た
『
美
し

き
死
の
岸
に
』
が
発
表
さ
れ
る
。

　
　

 

昏
睡
の
ま
ま
う
め
き
声
を
つ
づ
け
て
ゐ
る
妻
に
「
死
」
が
通
過
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
い
つ
か
は
、
妻
と
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

お
互
に
話
し
あ
へ
さ
う
な
気
も
し
た
。
だ
が
、
妻
の
う
め
き
声
は
だ
ん
だ
ん
衰
へ
て
行
つ
た
。
や
が
て
、
そ
の
声
が
一
う
ね
り
高

ま
つ
た
か
と
思
ふ
と
、
息
は
杜
絶
え
て
ゐ
た
。

　

貞
恵
の
死
は
、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
淡
々
と
、
感
情
を
あ
ら
わ
に
せ
ぬ
ま
ま
で
、
し
か
し
過
剰
な
意
味
づ
け
を
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

お
そ
ら
く
は
あ
っ
た
ま
ま
に
描
か
れ
た
。
こ
の
描
き
方
は
、『
夏
の
花
』
の
死
者
の
姿
を
傍
ら
に
置
け
ば
、
納
得
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
夫

と
し
て
、
誰
よ
り
も
愛
し
い
、
自
分
の
庇
護
者
で
も
あ
っ
た
妻
を
失
う
悲
し
み
を
民
喜
は
慟
哭
と
共
に
語
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
。

し
か
し
、
貞
恵
の
死
は
、
昭
和
二
〇
年
八
月
六
日
以
来
、
常
に
広
島
の
死
と
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
か
、
思
い
浮
か
べ
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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次
い
で
民
喜
が
書
く
「
原
爆
以
後
」
の
作
品
は
二
五
年
一
一
月
発
表
の
『
火
の
子
供
』（
群
像
）
で
あ
る
。
顔
一
面
に
火
傷
の
跡
の

あ
る
お
嬢
さ
ん
。
目
覚
め
た
時
の
「
あ
の
時
か
ら
僕
は
地
上
に
放
り
出
さ
れ
た
人
間
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
認
識
。
ジ
ャ
ズ
の
音
に
踊

ら
さ
れ
て
地
上
を
飛
び
歩
く
よ
う
な
奇
妙
に
悲
し
い
切
な
い
格
好
の
老
人
。
家
を
焼
か
れ
居
住
を
拒
ま
れ
て
だ
ん
だ
ん
衰
弱
し
て
ゆ
く

子
供
達
。
し
っ
か
り
と
定
ま
っ
た
足
取
り
を
持
て
な
い
〈
僕
〉
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
に
脅
か
さ
れ
る
。
そ
の
、
脅
か
し
て
く
る

今
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
、
子
供
の
頃
へ
、
学
生
時
代
へ
と
イ
メ
ー
ジ
を
飛
ば
し
て
い
く
。
母
の
話
、
父
の
話
。「
お
ま
え
は
兄
弟
の
う

ち
で
、
と
に
か
く
一
番
の
幸
せ
も
の
に
な
る
」
と
い
う
父
の
予
言
。
姉
へ
、
妻
へ
及
ん
で
ゆ
く
語
り
は
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
安
定
は
し

な
い
。
置
き
去
り
に
さ
れ
た
子
供
と
い
う
記
憶
。
人
並
み
外
れ
て
悲
し
い
人
間
の
姿
を
内
に
持
っ
た
学
生
時
代
の
友
人
。〈
僕
〉
を
脅

か
す
記
憶
の
中
で
、
日
没
前
の
薄
ら
い
で
ゆ
く
光
の
中
で
空
気
の
顫
え
を
感
じ
、「
顫
え
て
い
る
の
は
僕
な
の
だ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も

死
ん
だ
お
前
だ
ら
う
か
」
と
脅
え
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
暮
靄
の
中
に
消
え
て
ゆ
く
少
女
の
影
を
見
て
い
る･･･

。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
た
〈
僕
〉
の
精
神
の
慄
き
は
一
段
と
不
安
定
さ
を
増
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
そ
の
中
で
自

分
の
過
去
、
子
供
の
頃
、
学
生
時
代
と
の
繋
が
り
を
あ
ら
た
め
て
言
葉
に
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
良
い
。
原
爆
に
よ
っ
て
「
地
上

に
放
り
出
さ
れ
た
」
人
間
で
は
あ
っ
て
も
、
確
か
に
子
供
の
頃
に
繋
が
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
父
や
母
や
姉
、
そ
し
て
妻
。

あ
た
か
も
、『
壊
滅
の
序
曲
』
で
広
島
の
被
爆
と
そ
の
後
の
時
間
を
被
爆
以
前
に
繋
い
で
見
せ
た
よ
う
に
、「
放
り
出
さ
れ
る
」
以
前
と

確
か
な
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
祈
る
自
分
の
位
置
の
確
か
さ
の
確
認
で
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

　

そ
れ
は
、
遺
作
と
し
て
死
後
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
昭
和
二
六
年
七
月
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
た
）『
永
遠
の
み
ど
り
』

に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
暖
か
さ
を
持
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
こ
の
物
語
は
、
民
喜
の
経
済
状
態
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
Ｕ
と
い
う
女
性

の
こ
と
を
「
あ
る
優
し
い
も
の
に
よ
っ
て
揺
す
ぶ
ら
れ
て
ゐ
た
」
と
書
い
た
り
し
て
、〈
彼
〉
の
日
常
を
け
し
て
暗
く
不
安
定
に
描
こ
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う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
中
心
に
な
る
の
は
、
広
島
行
き
で
あ
る
。
一
方
に
被
爆
の
傷
跡
の
残
る
広
島
の
街
の
様
子
を
、『
水

ヲ
下
サ
イ
』
の
詩
を
挿
入
し
た
り
も
し
て
描
い
て
い
る
せ
い
で
、
親
族
と
の
時
間
が
穏
や
か
な
落
ち
着
き
を
持
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。
そ
こ
に
は
確
か
に
、
惨
劇
か
ら
抜
け
出
し
つ
つ
あ
る
人
間
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、〈
彼
〉
の
喜
び
で
な
く
て

何
だ
ろ
う
。
祈
り
続
け
た
結
果
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
う
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
だ
。「
永
遠
の
み
ど
り
」
が
見
ら
れ
る
か
は
、
な
ん

と
も
言
え
ま
い
。
か
つ
て
の
広
島
の
街
に
も
、
永
遠
と
思
わ
れ
る
み
ど
り
は
息
づ
い
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
惨
劇
は
訪
れ
た
の
で
あ
っ 

た
。
し
か
し
。「
原
爆
以
後
」
の
最
後
に
こ
の
作
品
を
置
く
時
、
そ
の
意
味
は
大
き
い
。
東
京
で
暮
ら
し
、
そ
の
人
び
と
の
中
で
広
島

を
祈
る
だ
け
で
は
、
終
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。『
火
の
子
供
』
で
、
今
の
自
分
を
原
爆
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
と
断
絶
し
た

新
し
い
人
間
と
規
定
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
子
供
の
頃
と
繋
が
っ
て
も
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
民
喜
は
、『
永
遠
の
み
ど
り
』
で
、

広
島
の
今
を
描
き
、
そ
こ
に
永
遠
の
み
ど
り
を
、
そ
の
可
能
性
を
見
る
。
そ
の
確
認
は
、
祈
り
の
言
葉
を
吐
き
出
し
続
け
て
き
た
結
果

の
現
前
を
確
認
し
て
い
る
、と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、祈
り
の
終
焉
を
準
備
す
る
た
め
に
、「
広
島
」
が
必
要
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、『
心
願
の
国
』
を
「
美
し
き
死
の
岸
に
」
の
最
後
に
置
い
た
こ
と
と
見
合
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
つ
の
系
譜

の
作
品
群
を
交
錯
さ
せ
て
、
民
喜
は
貞
恵
と
広
島
二
つ
の
〈
死
〉
に
向
き
合
い
続
け
て
き
た
時
間
を
よ
う
や
く
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

も
は
や
民
喜
は
、
書
く
べ
き
も
の
を
書
き
、
自
ら
の
終
焉
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
な
る
。
貞
恵
の
も
と
に
、
し
か
し
民
喜
は
貞
恵

の
よ
う
に
穏
や
か
な
人
と
し
て
の
死
を
持
っ
て
向
か
う
こ
と
を
自
ら
に
許
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ど
の
方
法
が
穏
や
か
な
自
死

な
の
か
、
な
ん
と
も
言
え
な
い
が
、
選
ば
れ
た
鉄
道
自
殺
は
、
そ
の
屍
が
生
前
の
ま
ま
で
保
た
れ
る
可
能
性
は
低
い
の
で
は
な
い
か
、

と
想
像
す
る
。
広
島
の
無
数
の
死
と
重
な
る
無
残
な
死
を
、
た
ま
た
ま
生
き
残
っ
た
民
喜
は
、
祈
り
を
自
ら
に
課
し
、
そ
の
祈
り
を
終
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え
た
時
、
改
め
て
あ
の
日
あ
の
場
所
で
の
死
の
形
を
再
現
し
た
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
死
を
死
ん
だ
後
、
貞
恵

の
も
と
で
民
喜
は
、
あ
ん
な
に
も
無
残
な
、
死
と
も
言
え
な
い
死
を
死
ん
だ
多
く
の
人
々
の
た
め
の
祈
り
を
語
り
続
け
て
き
た
こ
と
を

貞
恵
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
広
島
の
自
分
の
痛
み
を
悼
ん
で
く
れ
る
存
在
と
し
て
貞
恵
を
思
い
起
こ
す

は
ず
だ
。
そ
う
い
う
最
後
の
イ
メ
ー
ジ
の
た
め
に
、
広
島
へ
の
祈
り
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
、
貞
恵
の
も
と
へ
行
く
準
備
を
終
え
た
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。
そ
の
二
つ
の
目
的
を
も
っ
て
、
民
喜
の
こ
れ
ら
の
作
品
は
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

作
家
の
内
面
を
忖
度
す
る
た
め
で
は
な
く
、
作
品
を
読
み
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
の
作
家
の
内
側
が
見
え
て
く
る

よ
う
な
気
に
な
る
。
そ
う
い
う
読
み
方
の
可
能
性
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
読
者
が
作
品
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
作
り
上
げ
る

一
つ
の
物
語
で
し
か
な
い
の
だ
が
。

　
　

付
・
文
中
原
民
喜
の
作
品
の
引
用
は
青
土
社
版
全
集
に
よ
っ
た
。
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