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「
詩
的
」
と
い
う
言
葉
は
少
し
手
軽
に
使
わ
れ
す
ぎ
る
よ
う
だ
が
、
実
際
は
案
外
に
厄
介
な
代
物
の
筈
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま

で
も
な
く
「
詩
」
の
形
容
詞
で
あ
る
か
ら
、
「
詩
的
」
と
い
う
言
い
方
が
成
立
つ
た
め
に
は
、
「
詩
」
そ
の
も
の
の
概
念
が
は
っ
き
り

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
風
に
一
つ
の
形
容
が
根
本
的
な
概
念
規
定
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
問
題
に
な
る
の
は
、
た

と
え
ば
「
赤
い
」
と
か
「
冷
い
」
と
か
い
っ
た
表
現
の
場
合
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
「
赤
い
」
と
か
「
冷

い
」
と
か
い
う
形
容
詞
は
さ
ま
ざ
ま
の
対
象
か
ら
共
通
の
属
性
を
抽
出
し
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
つ
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
詩
的
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
特
定
の
具
体
的
な
概
念
全
体
に
言
及
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
「
赤
さ
」
と
か
「
冷

さ
」
と
か
い
う
概
念
は
「
赤
い
」
「
冷
い
」
と
い
う
表
現
が
ま
ず
あ
っ
て
成
立
す
る
の
に
対
し
、
「
詩
」
は
「
詩
的
」
と
い
う
形
容
が

生
れ
る
前
か
ら
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
表
現
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
人
間
的
」
と
い
う
言
葉
を
選
ぼ
う
。
こ
れ
は
一
次
的
に
は
単
に
「
人
間
の
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
死
ぬ
と
か
、
二
本
足
で
歩
く
と
か
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
の
生
物
学
的
属
性
を
い
う
も
の
の
筈
で
あ
る
。
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し
か
し
現
実
に
は
、
そ
う
い
う
使
わ
れ
方
も
な
く
は
な
い
に
し
て
も
、
む
し
ろ
精
神
的
な
属
性
-
慈
善
心
に
富
ん
で
い
る
と
か
、

良
心
を
も
っ
て
い
る
と
か
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
場
合
の
方
が
多
い
。
世
の
中
に
は
そ
う
い
う
人
間
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
一

向
に
慈
善
心
に
富
ん
で
い
な
か
っ
た
り
、
残
酷
で
あ
っ
た
り
す
る
人
間
が
少
く
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

「
人
間
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
「
人
間
の
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
比
較
的
多
く
の
人
間
の
す
が
た
、
あ
る
い
は
か
く
あ
る

べ
L
と
い
う
人
間
の
す
が
た
に
言
及
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
残
酷
な
人
間
に
対
し
て
「
非
人
問
的
な
人
間
」
と

い
う
一
見
矛
盾
し
た
表
現
を
あ
て
は
め
る
こ
と
も
可
能
に
な
り
、
ま
た
特
に
道
徳
的
な
人
を
「
人
間
的
な
人
間
」
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
わ
け
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
人
間
が
道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
か
考
え
た
か
ら
そ
う
な
っ
た

ま
で
で
、
人
間
は
本
当
は
道
徳
的
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
逆
に
道
徳
的
で
な
い
人

間
の
方
が
「
人
間
的
な
人
間
」
に
な
る
。
要
す
る
に
「
人
間
的
」
と
か
「
男
性
的
」
「
女
性
的
」
と
か
い
っ
た
言
葉
は
、
そ
の
表
現

が
成
立
し
た
時
代
や
社
会
の
人
間
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
意
味
の
変
動
が
非
常
に
は
げ
し
い
の
で
あ
る
。

私
は
こ
う
い
う
意
味
論
の
常
識
の
よ
う
な
こ
と
を
こ
れ
以
上
述
べ
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
問
題
は
「
詩
的
」
と
い
う
言
葉
が
こ

れ
と
同
じ
よ
う
な
複
雑
な
背
景
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
英
語
で
は
「
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
」
と
か
「
ポ
エ
テ
ィ
カ
ル
」
と
か
い
う

形
容
詞
は
い
つ
頃
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
」
を
引
い
て
み
る
と
、
「
詩
人
な
い
し
詩
に
属
す
る
、
あ

る
い
は
ふ
さ
わ
し
い
」
-
要
す
る
に
「
詩
の
」
と
い
う
一
次
的
な
意
味
で
は
、
十
六
世
紀
あ
た
り
か
ら
用
例
が
あ
る
。
と
り
わ
け

「
ポ
エ
テ
ィ
カ
ル
」
の
方
に
は
十
四
世
紀
の
用
例
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
」
を
「
芸
術
と
し
て
の
詩
に
ふ

さ
わ
し
い
ス
タ
イ
ル
な
い
し
性
質
を
も
っ
た
。
詩
的
に
美
し
い
あ
る
い
は
高
め
ら
れ
た
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
た
早
い
例
は
、
十
九

世
紀
あ
た
り
に
見
出
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
「
ポ
エ
テ
ィ
カ
ル
」
の
方
に
な
る
と
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
十
五
世
紀
半
に
最
初
の

用
例
が
あ
り
、
十
八
世
紀
初
か
ら
盛
ん
に
例
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
言
葉
の
意
味
の
区
別
は
相
当
に
曖
昧



な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
最
初
の
用
例
な
ど
と
い
っ
て
も
か
な
り
の
時
間
的
誤
差
は
考
え
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
だ
が
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
「
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
デ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
思
い
合
せ

れ
ば
、
「
詩
的
」
と
い
う
観
念
が
-
-
従
っ
て
そ
れ
を
支
え
る
特
定
の
「
詩
」
と
い
う
概
念
が
意
識
的
に
明
確
に
さ
れ
た
の
は
、
こ

の
頃
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「
詩
的
」
に
対
し
て
す
ぐ
に
思
い
浮
べ
ら
れ
る
の
は
、
「
散
文
的
」
-
「
プ
ロ
ゼ
イ
ッ
ク
」
と
い
う
形
容
詞
で
あ
る
。
こ
れ
も

「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
」
を
引
く
と
、
「
散
文
の
、
散
文
で
書
か
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
一
次
的
な
意
味
で
は
、
既
に
十

七
世
紀
か
ら
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
韻
文
に
対
す
る
散
文
と
い
う
形
式
的
な
区
別
に
基
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
ポ

エ
テ
ィ
ッ
ク
」
「
ポ
エ
テ
ィ
カ
ル
」
と
い
っ
た
形
容
詞
は
、
「
韻
文
の
」
1
「
ヴ
ァ
ー
シ
カ
ル
」
「
メ
ト
リ
カ
ル
」
と
い
っ
た
意
味

で
使
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
は
な
い
。
こ
う
い
う
形
式
的
な
い
し
一
次
的
な
見
方
に
対
し
て
、
質
的
な
い
し
限
定
的
な
意
味
か
ら
「
プ

ロ
ゼ
イ
ッ
ク
」
を
使
っ
て
「
詩
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
散
文
の
性
質
、
ス
タ
イ
ル
な
い
し
デ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
を
も
っ
た
。
詩
的
な
美
、

感
覚
な
い
し
想
像
力
を
欠
い
た
。
か
ざ
り
の
な
い
、
現
実
的
な
」
と
い
っ
た
意
味
を
も
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
十
八
世
紀
半
か

ら
で
あ
る
。
更
に
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
は
、
「
詩
的
で
な
い
、
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
で
な
い
、
あ
り
ふ
れ
た
、
つ
ま
ら
ぬ
」
と
い
っ
た

意
味
を
も
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
詩
的
」
「
散
文
的
」
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
限
定
的
な
用
法
は
十
八
世
紀
に
始
ま
り
十
九
世

紀
に
確
定
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
で
に
も
う
一
つ
「
劇
的
」
-
「
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
調
べ
て
み
る
と
、
「
劇
の
」
と
か
「
劇
の
形
に
よ
っ
た
」

と
か
い
う
一
次
的
で
形
式
的
な
使
い
方
は
十
六
世
紀
か
ら
あ
る
が
、
「
劇
に
特
徴
的
な
。
活
獲
な
ア
ク
シ
呈
ソ
な
い
し
目
ざ
ま
し
い

皇
示
を
伴
っ
た
」
と
い
う
質
的
な
意
味
は
十
八
世
紀
に
入
ら
な
い
と
現
れ
な
い
。

こ
う
い
う
い
く
つ
か
の
例
を
通
じ
て
見
る
と
、
我
々
が
今
も
っ
て
い
る
よ
う
な
文
学
の
質
に
対
す
る
自
覚
的
な
見
方
は
、
十
八
世
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紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
成
立
し
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
進
行
と
時
期
を

同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
人
間
的
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
、
こ
う
い
う
種
類
の
表
現
は
、
そ
れ
が

成
立
し
た
時
代
と
社
会
の
も
の
の
見
方
に
著
し
く
制
約
さ
れ
る
。
従
っ
て
我
々
が
も
っ
て
い
る
常
識
的
な
文
学
観
は
、
根
本
的
に
は

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
」
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
詩
は
「
高
揚

さ
れ
た
」
「
あ
り
ふ
れ
て
い
な
い
」
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
根
本
的
な
傾
向
で
あ
る
。
「
散
文
的
」
と
い
う
言

葉
が
「
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
で
な
い
」
こ
と
の
同
義
語
と
し
て
も
使
わ
れ
る
と
い
う
説
明
は
、
も
は
や
語
る
に
落
ち
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
一
つ
問
題
が
あ
る
。
始
に
ふ
れ
た
通
り
、
「
人
間
的
」
と
い
う
言
葉
が
人
間
の
精
神
的
属
性
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
限

り
、
そ
れ
は
必
然
的
に
そ
の
言
葉
の
あ
て
は
ま
ら
な
い
例
外
の
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
情
は
、
い
く

つ
か
の
文
学
上
の
形
容
詞
に
つ
い
て
も
別
に
変
ら
な
い
。
「
詩
的
」
「
散
文
的
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
最
初
は
詩
と
散
文
と
を
互
い

に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
詩
的
」
な
ら
「
詩
的
」
と
い
う
表
現
が
本
当
に
固
定
す
る
た
め

に
は
、
一
向
に
「
詩
的
」
で
な
い
詩
の
存
在
を
自
覚
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
言
葉
の
成
立
に
は
、

そ
の
成
立
を
内
部
か
ら
危
く
す
る
も
の
の
存
在
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
詩
観
が
「
詩
的
」
と
い
う
言
葉
を
作

り
出
し
た
時
に
は
、
す
で
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
な
い
詩
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
詩
的
」
で
な
い
詩
が
、
書

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
現
代
ま
で
の
問
に
そ
う
い
う
詩
は
す
が
た
を
消
し
た
か
、
そ
れ
と
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
目
立
つ
よ

う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
な
詩
観
は
次
第
に
内
部
か
ら
崩
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
で
は
ど
う
い
う
詩
が

「
詩
的
」
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
甚
し
い
見
解
の
混
乱
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ど
ん
な
風
に
し
て
起
っ
た
の
か
。
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
で
な
い
詩
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
な
詩
観
、
も
っ
と
具



体
的
に
言
え
ば
特
に
「
詩
的
」
な
詩
が
存
在
す
る
と
い
う
確
信
は
、
我
々
の
受
け
つ
い
で
い
る
文
学
的
伝
統
の
重
要
な
一
部
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
現
代
文
学
に
著
し
い
の
は
伝
統
に
対
す
る
曖
昧
な
態
度
で
あ
る
。

汀
H
H
Ⅱ

文
学
者
が
伝
統
に
対
し
て
不
安
定
な
立
場
に
お
か
れ
る
の
は
何
も
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
文
学
者
自
身
が
そ
の

不
安
定
さ
を
鋭
く
意
識
し
て
い
る
点
で
、
現
代
の
よ
う
な
時
代
は
あ
ま
り
例
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
視
点
か
ら
現
代

文
学
を
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
が
二
つ
手
元
に
あ
り
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
話
を
進
め
て
行
く
上
で
都
合
が
よ
い
。
断
っ
て
お
く
が
、
こ

の
二
つ
を
採
上
げ
る
の
は
た
だ
手
元
に
あ
っ
て
便
利
だ
か
ら
で
、
そ
れ
ら
が
特
に
独
創
的
だ
か
ら
で
は
な
い
。

一
つ
は
、
D
・
S
・
ブ
ル
ー
ワ
ー
の
「
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
的
気
質
と
膨
脹
の
危
機
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ワ
ー

の
い
う
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
。
十
九
世
紀
以
来
の
産
業
革
命
に
よ
っ
て
教
育
が
急
速
に
普
及
し
、
ま
た
文
化
の
質
が
は
げ
し
く

変
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
老
人
は
青
年
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
通
念
に
は
も
は
や
何
の
根
拠
も

な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
伝
統
は
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
再
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
主
導
権
を
握
る
の
は
、
教
育
が

普
及
す
る
ま
で
は
文
化
の
中
心
と
は
縁
が
な
か
っ
た
い
わ
ゆ
る
中
流
下
層
階
級
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ワ
t
は
こ
う
い
う
現
象
を
特
に
五

十
年
代
に
限
っ
て
考
え
、
小
説
、
劇
、
詩
の
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
典
型
的
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
共
通
す

る
も
の
は
、
教
育
に
よ
っ
て
新
し
く
正
面
に
出
た
中
流
下
層
階
級
が
文
化
の
伝
統
に
対
し
て
と
る
態
度
-
肯
定
的
で
は
な
い
が

さ
り
と
て
全
く
否
定
的
で
も
な
い
不
安
定
な
態
度
だ
と
い
う
。
三
つ
の
例
と
は
、
小
説
で
は
キ
ソ
グ
ズ
リ
ー
・
エ
イ
ミ
ス
の
「
ラ
ッ

キ
ー
・
ジ
ム
」
、
劇
で
は
ジ
ョ
ン
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
「
怒
り
を
こ
め
て
ふ
り
返
れ
」
、
そ
し
て
詩
で
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー
キ
ン
の
作

品
、
と
り
わ
け
「
教
会
に
入
っ
て
」
(
C
h
u
r
c
h
G
O
i
n
g
)
で
あ
る
。

伝
統
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー
キ
ン



伝

統

と

フ

ィ

リ

ッ

プ

・

ラ

ー

キ

ソ

一

二

八

私
の
手
元
に
あ
る
も
う
一
つ
の
便
利
な
エ
ッ
セ
イ
は
、
ジ
ョ
ソ
・
ウ
ェ
イ
ソ
の
「
現
代
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
お
け
る
形
式
の
蔦
藤
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
「
形
式
」
と
い
う
の
は
、
普
通
に
は
む
し
ろ
ジ
ャ
ン
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
劇
と
か
詩
と
か
小
説
と
か

い
う
文
学
の
さ
ま
ざ
ま
の
形
式
が
、
従
来
の
技
法
に
よ
っ
て
は
成
立
た
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
作
家
が
そ
れ
を
意
識
し
て
こ
れ
ま

で
と
違
っ
た
方
法
を
と
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
現
代
文
学
で
は
著
し
い
こ
と
を
、
ウ
ェ
イ
ン
は
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
現
代
作
家

の
伝
統
に
対
す
る
態
度
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
の
間
に
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
い
く
つ
も
の
違
い
が
あ
る
。
ブ
ル
ー
ワ
ー
の
よ
う
に
典
型
的
な
例
を
挙
げ
て
傾

向
を
示
す
こ
と
を
、
ウ
ェ
イ
ン
は
や
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ウ
ェ
イ
ン
が
始
か
ら
そ
ん
な
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
せ
い
で
も
あ
る

が
、
む
し
ろ
ウ
ェ
イ
ン
の
扱
っ
て
い
る
対
象
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
せ
い
だ
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
ウ
ェ
イ
ソ
の
エ
ッ
セ
イ
の
対
象
は

ブ
ル
ー
ワ
t
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
広
く
複
雑
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
オ
ズ
ボ
ー
ン
や
エ
ィ
、
、
、
ス
や
ラ
ー
キ
ン
と

一
緒
に
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ピ
ソ
ク
ー
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
や
テ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ズ
が
出
て
く
る
の
だ
。
ブ
ル
ー
ワ
t
が
、

現
代
に
お
い
て
は
詩
と
小
説
と
の
問
の
分
離
が
以
前
よ
り
も
明
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
ウ
ェ
イ

ン
の
問
題
の
扱
い
方
に
近
い
が
、
全
体
と
し
て
ブ
ル
ー
ワ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
五
十
年
代
と
い
う
限
定
さ
れ
た
時
期
を
対
象
に
と
っ

て
、
そ
れ
を
教
育
の
普
及
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
な
視
点
か
ら
主
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
彼
の
エ
ッ
セ

イ
が
書
か
れ
た
頃
に
は
ま
だ
新
鮮
だ
っ
た
に
違
い
な
い
「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
雰
囲
気
が
、
避
け
ら
れ
な
い
こ

と
で
は
あ
る
が
漂
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
イ
ン
の
や
り
方
は
、
文
学
を
「
形
式
」
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
う
風
に
、
歴

史
的
な
い
し
社
会
的
で
あ
る
よ
り
も
純
粋
な
意
味
で
文
学
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
が
書
か
れ
た
時
期
の
文

学
的
状
況
の
違
い
に
も
よ
る
。
こ
の
違
い
は
劇
に
お
い
て
は
オ
ズ
ボ
ー
ソ
と
ピ
ソ
ク
ー
の
違
い
で
あ
る
。
「
怒
り
を
こ
め
て
ふ
り
返

れ
」
と
「
管
理
人
」
を
読
み
比
べ
て
我
々
が
知
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
の
新
し
さ
が
、
最
初
に
感
じ
ら
れ
た
よ



う
に
思
想
の
新
し
さ
で
は
な
く
て
技
法
の
新
し
さ
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ
ェ
イ
ン
の
エ
ッ
セ
イ
は
こ
う
い
う
展
開
を
見
極

め
た
上
で
書
か
れ
て
い
る
。
「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
が
実
体
の
な
い
幻
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ウ
ェ
イ
ン
自
身
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
中

で
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
ワ
t
は
日
本
で
も
教
え
て
い
た
こ
と
の
あ
る
学
者
で
あ
っ
て
、
彼
の
エ
ッ
セ
イ
は
同
時
代
の
文
学
活
動
を
い
わ
ば
距
離
を

お
い
て
眺
め
ら
れ
る
人
の
目
を
通
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
イ
ン
の
方
は
実
作
者
で
あ
り
、
し
か
も
他
な
ら
ぬ
「
怒
れ
る
若
者
た

ち
」
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
た
人
間
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
エ
ッ
セ
イ
が
ま
と
ま
っ
て
筋
が
通
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
問
題

な
く
ブ
ル
ー
ワ
ー
の
方
で
あ
る
。
ウ
ェ
イ
ソ
の
も
の
は
、
話
が
あ
ま
り
ひ
ろ
が
り
す
ぎ
て
、
全
体
と
し
て
結
局
何
を
言
い
た
い
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
。
だ
が
ど
ち
ら
が
刺
戟
的
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
ウ
ェ
イ
ソ
の
方
で
あ
ろ
う
。

ど
ち
ら
の
場
合
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
現
代
文
学
と
伝
統
と
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
不
安
定
な
も
の
だ
と
い
う
指

摘
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
詩
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
一
つ
の
焦
点
に
な
る
の
が
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー

キ
ソ
の
作
品
で
あ
る
。
彼
は
「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
こ
う
い
う
便
利
な

言
葉
が
生
れ
る
前
に
は
盛
ん
に
あ
げ
つ
ら
わ
れ
た
定
冠
詞
つ
き
の
「
運
動
」
(
T
h
e
M
O
扁
m
e
n
t
)
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
言
葉
を
生
む
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
六
年
に
現
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
コ
ソ
ク
ェ
ス
ト
編
韓
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
「
ニ

ュ
ー
・
ラ
イ
ソ
ズ
」
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ワ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
ラ
ー
キ
ソ
の
詩
が
、
五
十
年
代
に
表
面
化
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
構

造
な
い
し
文
化
構
造
の
変
化
に
対
す
る
、
中
流
下
層
階
級
の
態
度
の
表
現
で
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
今
日
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
れ

は
単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
も
う
少
し
根
本
的
な
変
化
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
一
般
に
詩
人
が
伝

統
に
対
し
て
と
り
う
る
態
度
の
一
つ
の
典
型
的
な
場
合
が
こ
れ
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
問
題
で
あ

る
。

伝
統
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー
キ
ン



伝
統
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー
キ
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フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー
キ
ソ
の
名
前
は
日
本
で
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
な
じ
み
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
多
少
の
伝
記
的
事

実
を
並
べ
て
お
い
た
方
が
い
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
一
九
二
二
年
に
コ
ヴ
ェ
ソ
ト
リ
ー
で
生
れ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
卒
業
し

た
。
大
学
で
の
友
人
に
は
キ
ソ
グ
ズ
リ
ー
・
ユ
イ
ミ
ス
が
い
た
。
現
在
は
あ
る
大
学
の
図
書
館
に
勤
め
て
い
る
。
彼
の
評
価
を
最
初

に
定
め
た
詩
集
は
一
九
五
五
年
の
「
さ
ほ
ど
欺
か
れ
ぬ
も
の
」
(
ヨ
訂
卜
琶
〔
P
宗
ぎ
島
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
「
ニ

ュ
ー
・
ラ
イ
ン
ズ
」
が
出
て
い
る
。
(
そ
の
少
し
前
に
よ
く
似
た
内
容
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
D
・
-
・
エ
ソ
ラ
イ
ト
の
編
韓
に
よ
っ

て
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
)
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
評
判
に
な
り
、
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、
一
九
六
三

年
に
は
同
じ
コ
ソ
ク
ェ
ス
ト
の
編
韓
に
よ
り
、
詩
人
の
数
を
ふ
や
し
て
第
二
集
が
出
て
い
る
。
因
み
に
第
一
集
に
参
加
し
た
の
は
コ

ソ
ク
ェ
ス
ト
自
身
と
ラ
ー
キ
ソ
の
ほ
か
、
キ
ン
グ
ズ
リ
ー
・
エ
イ
ミ
ス
、
ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
I
、
D
・
J
・
エ
ソ
ラ
イ
ト
、
ト

ム
・
ガ
ソ
、
ジ
ョ
ソ
・
ホ
P
ウ
ェ
イ
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ジ
ェ
ニ
ソ
グ
ズ
、
ジ
ュ
ソ
・
ウ
ェ
イ
ソ
の
九
人
で
あ
っ
た
。
第
二
集
に
は
ホ

ロ
ウ
ェ
イ
を
除
く
八
人
を
含
め
て
全
部
で
二
十
四
人
が
加
っ
て
い
る
。
「
さ
ほ
ど
欺
か
れ
ぬ
も
の
」
以
後
の
ラ
ー
キ
ン
の
作
品
は
こ
の

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
も
出
て
い
る
が
、
一
九
六
四
年
に
は
第
二
詩
集
「
聖
霊
降
誕
節
の
結
婚
式
」
(
つ
訂
一
言
詩
宗
S
一
寄
託
甘
望
)
が

世
に
出
た
。
も
っ
と
も
二
つ
の
詩
集
の
前
に
「
北
の
船
」
(
つ
訂
>
ぎ
宗
旨
甘
)
と
い
う
の
が
一
九
四
五
年
に
出
て
い
る
そ
う
だ
が

私
は
見
て
い
な
い
。
私
が
見
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
「
ペ
ン
ギ
ン
現
代
詩
集
」
の
編
者
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ッ
ト
も
見
て
い
な
い
と
い

う
か
ら
、
手
に
入
り
に
く
い
本
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
ラ
ー
キ
ン
の
作
品
を
論
ず
る
時
に
こ
の
詩
集
を
問
題
に
し
て
い
る
人
は

私
の
知
る
限
り
一
人
も
い
な
い
の
で
、
私
も
こ
れ
は
心
お
き
な
く
無
視
し
て
、
以
下
、
「
さ
ほ
ど
欺
か
れ
ぬ
も
の
」
を
第
一
詩
集
、

「
聖
霊
降
誕
節
の
結
婚
式
」
を
第
二
詩
集
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。



ラ
ー
キ
ソ
の
詩
に
対
す
る
評
価
は
ま
ず
一
致
し
て
最
高
級
の
も
の
で
あ
る
。
「
第
二
次
大
戦
後
の
世
代
の
最
良
の
詩
人
、
そ
し
て

⑨

オ
ー
デ
ソ
以
後
!
強
い
て
言
え
ば
デ
ィ
ラ
ン
・
ト
マ
ス
を
除
い
て
-
最
も
す
ば
ら
し
い
新
し
い
詩
人
」
(
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ッ
ト
)
、

「
同
時
代
の
詩
人
の
誰
よ
り
も
広
く
ま
た
心
か
ら
称
讃
さ
れ
て
い
る
」
(
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ス
ウ
ェ
イ
ト
)
、
「
彼
の
流
派
の
中
で
の
最
良
」

⑥

(
G
・
S
・
フ
レ
イ
ザ
⊥
、
と
い
っ
た
批
評
は
そ
う
い
う
事
実
を
示
す
に
足
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
彼
の
主
題
は
終
始
変
ら
ず
、
現

在
の
イ
ギ
リ
ス
の
-
何
人
か
の
批
評
家
の
言
い
方
を
使
え
ば
福
祉
国
家
イ
ギ
リ
ス
の
1
平
凡
で
静
か
で
退
屈
な
田
舎
の
生
活
と

そ
こ
に
現
れ
る
人
間
の
ご
く
限
ら
れ
た
種
類
の
心
の
動
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
た
終
始
一
貫
し
て
静
か
で
や
や
皮
肉

な
態
度
で
扱
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
う
い
う
批
評
を
い
つ
ま
で
続
け
て
も
意
味
が
な
い
の
で
、
実
際
の
作
品
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初
に
引
く
の
は

「
さ
ほ
ど
欺
か
れ
ぬ
も
の
」
の
中
の
「
も
と
の
名
前
」
(
M
a
i
d
e
n
N
a
m
e
)
と
い
う
詩
の
全
体
で
あ
る
。

結
姫
で
あ
な
た
の
も
と
の
名
前
は
使
え
な
く
な
っ
た
。

そ
の
五
つ
の
軽
い
ひ
び
き
は
も
は
や
あ
な
た
の
顔
で
も
な
く
、

あ
な
た
の
声
で
も
な
く
、
あ
な
た
の
優
雅
さ
の
さ
ま
ざ
ま
の
す
が
た
で
も
な
い
。

だ
っ
て
あ
な
た
は
あ
ん
な
に
い
そ
い
そ
と
法
に
よ
っ
て

他
の
誰
か
と
一
緒
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
も
う

意
味
上
は
あ
の
若
い
美
女
と
同
じ
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。

こ
の
二
つ
の
単
語
は
あ
の
人
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
だ
。

今
で
は
そ
れ
は
誰
に
も
あ
て
は
ま
ら
ぬ
言
薬
で
、

た
だ
あ
な
た
が
そ
れ
を
残
し
た
場
所
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
。

伝
統
と
フ
ィ
リ
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古
い
日
録
と
か
、
古
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
か
、
学
校
の
褒
美
だ
と
か
、

格
子
縞
の
リ
ボ
ソ
で
結
ん
だ
手
紙
の
束
だ
と
か
-

で
は
そ
れ
は
匂
い
も
な
く
、
重
み
も
な
く
、
力
も
な
く
、
全
く
の

偽
り
な
の
か
。
ゆ
っ
く
り
と
さ
さ
や
い
て
ご
ら
ん
。

い
や
、
や
は
り
そ
れ
は
あ
な
た
だ
。
そ
れ
と
も
あ
な
た
は
も
う
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
は
そ
の
頃
の
あ
な
た
に
感
じ
る
今
の
私
た
ち
の
気
持
な
の
か
ー

あ
な
た
の
美
し
さ
、
あ
な
た
の
間
近
さ
、
あ
な
た
の
若
さ
、

今
も
生
々
と
し
て
、
あ
な
た
が
や
は
り
あ
の
始
の
幾
日
か
の
ま
ま
に
、

汚
れ
も
な
く
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

だ
か
ら
あ
な
た
の
も
と
の
名
前
は
私
た
ち
の
忠
誠
を
守
る
、

あ
な
た
を
お
と
し
め
て
行
く
荷
物
の
重
み
に
、

形
を
失
い
意
味
を
失
う
こ
と
も
な
し
に
。
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三
十
年
代
や
四
十
年
代
の
詩
を
読
み
慣
れ
た
目
で
こ
れ
を
読
む
時
、
ま
ず
言
え
る
の
は
、
殆
ど
難
解
さ
と
い
う
も
の
が
な
い
こ
と
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一

三

四

で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ご
く
単
純
で
感
傷
的
と
さ
え
い
っ
て
も
い
い
作
品
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

若
い
女
性
が
結
婚
し
、
以
前
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
が
そ
の
頃
を
思
い
出
し
て
歌
う
と
い
う
の
は
、
よ
く
あ
る
設
定
の
よ
う
な

気
が
す
る
。
第
一
行
は
明
か
に
そ
う
い
う
設
定
を
思
わ
せ
、
そ
の
状
況
が
女
の
旧
姓
と
い
う
も
の
に
絞
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

次
の
二
行
は
そ
う
し
て
絞
ら
れ
た
問
題
が
、
深
め
ら
れ
具
体
的
に
追
求
さ
れ
て
行
く
過
程
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
整
っ
た
三
行
は
、

読
者
を
殆
ど
因
習
的
と
思
わ
れ
る
設
定
に
引
込
み
、
ま
た
そ
う
い
う
読
者
の
期
待
を
次
第
に
充
し
て
行
く
。
こ
の
調
子
が
多
少
変
る

の
は
次
の
行
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
い
そ
い
そ
と
」
と
仮
り
に
訳
し
た
言
葉
は
、
い
く
ら
か
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
疑
い
を
裏
づ
け
る
の
は
、
そ
の
前
の
「
あ
ん
な
に
」
と
い
う
念
の
入
っ
た
強
調
や
次
の
行
の
「
他
の
誰
か
」
(
名

前
の
あ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
男
性
で
あ
る
こ
と
さ
え
示
さ
れ
な
い
)
と
い
う
や
や
投
げ
や
り
な
言
い
方
で
あ
る
。
と

り
わ
け
「
法
に
よ
っ
て
一
緒
に
な
る
、
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
う
み
て
も
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
法
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
」
の
よ
う
な
結
婚
式
で
の
決
り
文
句
の
も
じ
り
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
最
初
の
三
行
が
整
っ
て
い
た
の
に
比

べ
て
第
四
行
か
ら
第
六
行
ま
で
の
切
れ
方
は
い
か
に
も
不
安
定
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
読
者
が
最
初
に
受
け
た
印
象
を
裏
切
る
も
の
で

あ
る
。
特
に
こ
う
い
う
切
れ
方
に
よ
っ
て
第
六
行
の
冒
頭
に
来
て
必
然
的
に
強
く
ひ
び
く
「
意
味
上
は
、
意
味
論
的
に
は
」
と
い
う

言
葉
は
、
そ
れ
ま
で
の
大
体
に
お
い
て
く
だ
け
た
口
語
的
な
調
子
を
乱
す
。
こ
の
言
葉
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
一
緒
に
な
る
」
は

「
意
味
が
混
同
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
も
な
っ
て
来
る
。
そ
し
て
最
初
は
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
女
の
昔
を
な
つ
か
し
む
詩
の
よ
う

に
見
え
た
も
の
は
、
こ
の
後
次
第
に
言
葉
の
意
味
と
い
う
も
の
に
関
す
る
議
論
に
す
り
か
え
ら
れ
て
行
く
。

も
ち
ろ
ん
感
傷
的
で
少
女
趣
味
的
な
詩
と
い
う
一
面
も
消
え
は
し
な
い
。
古
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
か
リ
ボ
ン
で
結
ん
だ
手
紙
の
束
と

か
は
そ
う
い
う
詩
に
よ
く
あ
る
小
道
具
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
節
の
乱
れ
た
調
子
(
二
行
目
か
ら
三
行
目
、
五
行
目
か
ら
六
行
目
へ

の
、
ま
た
第
二
節
の
終
か
ら
第
三
節
へ
の
続
き
方
)
は
、
第
一
節
の
印
象
と
は
明
か
に
食
違
う
。
要
は
、
一
人
の
女
性
の
結
婚
と
い



う
現
実
的
変
化
が
、
姓
の
変
化
と
い
う
観
念
的
な
現
象
に
い
つ
の
ま
に
か
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
感
傷
的
な
詩
の

よ
う
に
始
ま
っ
た
こ
の
作
品
は
、
第
二
節
か
ら
第
三
節
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
、
非
常
に
冷
く
固
く
論
理
的
な
詩
と
し
て
の
正
体
を
明

か
に
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
効
果
は
、
す
ぎ
去
っ
た
過
去
を
な
つ
か
し
む
と
い
う
常
套
的
な
歌
い
出
し
を
し
て
読
者
に
あ
る
期
待
を
抱
か
せ
な
が
ら
、

そ
の
期
待
を
微
妙
に
し
か
し
確
実
に
、
充
す
の
で
は
な
く
裏
切
っ
て
行
く
と
こ
ろ
か
ら
発
し
て
い
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
お
い

て
「
詩
的
」
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
過
去
は
よ
い
も
の
で
あ
り
そ
れ
故
に
変
化
は
歎
か
わ
し
い
も
の
だ
と
い
う
見
方
で
あ
ろ
う
。
こ

の
詩
は
そ
う
い
う
見
方
に
従
っ
て
い
な
が
ら
最
後
に
な
っ
て
そ
れ
を
穏
か
に
か
ら
か
う
。
現
実
の
女
性
は
ど
う
し
て
も
年
を
と
り
他

人
の
指
に
(
あ
る
い
は
時
の
指
に
)
汚
さ
れ
る
。
し
か
し
も
は
や
縁
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
も
と
の
名
前
は
い
つ
ま
で
も
昔
の
姿
を

と
ど
め
て
い
る
か
ら
、
そ
の
点
で
女
性
は
少
し
も
美
し
さ
を
失
わ
ず
に
い
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
は
、
そ
の
女

性
が
結
婚
し
て
変
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
変
化
は
喜
ば
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
も
と
の
名
前
」
は
ラ
ー
キ
ソ
の
詩
の
い
く
つ
か
の
特
徴
を
す
べ
て
そ
な
え
て
い
る
。
具
体
的
な
事
実
を
砕
け
た
調
子
で
歌
う
こ

と
か
ら
始
め
、
そ
れ
を
一
般
化
、
抽
象
化
し
て
、
非
常
に
綿
密
な
論
理
の
運
び
に
よ
り
逆
説
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
が
、
そ
の
一
つ

で
あ
る
。
根
本
に
お
い
て
は
整
っ
た
韻
律
を
守
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
到
る
と
こ
ろ
で
崩
し
て
行
く
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ

し
て
何
よ
り
も
、
常
識
的
な
意
味
で
「
詩
的
」
な
主
題
を
扱
い
な
が
ら
、
読
者
の
期
待
を
究
極
に
お
い
て
裏
切
る
こ
と
が
最
も
重
要

な
特
徴
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
、
よ
く
似
た
主
題
を
よ
く
似
た
態
度
で
扱
っ
た
「
あ
る
若
い
女
性
の
写
真
帳
に
よ
せ
て
」
(
L
i
ロ
e
S
O
n
a
Y
O
u
n
g

L
a
d
y
が
P
h
O
t
O
g
r
a
p
h
A
-
b
u
m
)
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
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や
っ
と
あ
な
た
が
見
せ
て
く
れ
た
写
真
帳
を
、

一
度
開
く
と
、
ぼ
く
は
頭
が
く
ら
く
ら
し
た
。

A
こ
a
s
t
y
O
u
y
i
e
】
d
e
d
u
p
t
h
e
a
-
b
u
B
ー
W
h
i
c
h
.

O
n
c
e
O
p
e
ロ
ー
.
e
n
t
m
e
d
i
s
t
r
a
c
t
e
d
.

一
三
六

こ
れ
は
や
は
り
気
楽
な
歌
い
出
し
で
あ
る
。
詩
人
は
そ
の
恋
人
ら
し
い
女
性
の
ア
ル
バ
ム
の
頁
を
換
り
、
色
々
な
ポ
ー
ズ
の
写
真
を

見
な
が
ら
心
を
乱
さ
れ
る
。
第
二
節
か
ら
第
三
節
に
か
け
て
-

ま
た
格
子
棚
の
下
で
重
く
垂
れ
る
薔
薇
を

持
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
か
、
フ
ェ
ル
ト
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
と
こ
ろ

(
一
寸
気
に
な
る
な
、
あ
れ
は
、
色
ん
な
意
味
で
)
-

あ
ち
ら
か
ら
も
こ
ち
ら
か
ら
も
ぼ
く
は
調
子
を
乱
さ
れ
る
、

も
ち
ろ
ん
こ
の
気
が
か
り
な
男
の
連
中
に
し
た
っ
て
だ
、

あ
な
た
の
大
人
に
な
り
か
け
の
頃
に
気
楽
げ
に
出
て
来
る
が
ー

ど
う
も
大
抵
は
あ
な
た
の
同
輩
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
よ
う
だ
ね
。

O
r
≡
t
i
n
g
a
h
e
a
く
y
・
h
e
a
d
e
d
r
O
S
e

B
e
n
e
a
t
h
a
t
r
e
-
-
i
s
I
O
r
i
n
a
t
r
i
-
b
y
h
a
t



(
F
a
i
n
t
肯
d
i
s
t
u
r
b
i
n
g
こ
h
a
t
こ
n
s
e
く
e
r
a
-
w
a
y
s
)
-

F
r
O
m
e
窟
r
y
S
i
d
e
y
O
u
S
t
r
i
k
e
a
t
m
y
c
O
n
t
r
O
r

N
〇
二
e
a
s
t
t
h
r
O
u
g
h
t
h
e
s
e
d
i
s
q
u
i
e
t
i
n
g
c
h
a
p
s
w
h
O
-
○
〓

A

t

e

a

s

e

a

b

O

u

t

y

O

u

r

e

a

r

-

i

e

r

d

a

y

s

‖

N
O
t
q
u
i
t
e
y
O
u
r
C
-
a
s
s
こ
V
d
s
a
y
V
d
e
a
r
V
O
n
t
h
e
w
h
O
訂
.

こ
こ
ま
で
は
第
三
節
一
行
目
の
「
あ
れ
」
、
三
行
目
の
「
連
中
」
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
故
意
に
砕
け
た
調
子
で
あ
る
。

し
か
し
第
四
節
か
ら
ま
た
も
や
一
般
化
、
抽
象
化
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
詩
人
は
言
う
ー
「
写
真
は
他
の
ど
の
芸
術
と
も
違
っ
て

対
象
を
少
し
も
美
化
せ
ず
に
記
録
す
る
。
だ
か
ら
そ
の
真
実
性
は
見
る
者
の
心
を
い
た
ま
せ
る
。
そ
れ
と
も
心
が
い
た
む
の
は
、
そ

れ
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
だ
か
ら
か
。
」
実
は
そ
う
な
の
だ
、
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

そ
う
、
そ
の
通
り
。
だ
が
結
局
に
お
い
て
、
た
し
か
に
、
ぼ
く
ら
が
欺
く
の
は

過
去
が
手
が
届
か
な
い
だ
け
で
な
く
、
手
が
届
か
ね
と

思
う
ま
ま
に
そ
れ
を
欺
け
る
か
ら
だ
。
知
っ
て
の
通
り
「
そ
う
だ
っ
た
こ
と
」
は
、

ぼ
く
ら
に
悲
し
み
の
理
由
を
述
べ
ろ
な
ど
と
は

言
わ
な
い
。

Y
e
s
こ
r
u
e
い
b
u
t
i
n
t
h
e
e
n
d
V
H
u
r
e
H
y
-
W
e
C
r
y

N
O
t
O
n
-
y
a
t
e
莞
㌻
s
i
O
n
V
b
u
t
b
e
c
a
u
s
e
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l
二
e
a
く
e
S
u
S
f
r
e
e
t
O
C
r
y
.
W
e
k
n
O
W
g
車
已
∴
§
詮

W
O
n
J
c
a
l
-
O
n
u
S
t
O
j
u
s
t
i
昔

O
u
r
g
r
i
e
f
.

一
三
八

だ
か
ら
我
々
は
過
去
を
、
そ
れ
が
過
去
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
結
果
を
心
配
す
る
こ
と
な
く
思
う
ま
ま
に
歎

け
る
の
で
あ
る
。

過
去
が
か
え
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
欺
く
の
が
、
「
詩
的
」
な
態
度
だ
が
、
ラ
ー
キ
ソ
は
過
去

が
か
え
ら
ぬ
も
の
だ
か
ら
い
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ソ
・
プ
レ
ス
の
批
評
を
か
り
れ
ば
、
「
逆
説
的
な
こ
と
だ
が
、
過
去

⑥

は
時
が
汚
す
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
の
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
も
ま
た
、
恋
人
ら
し
い
女
性
へ
の
語
り
か
け
に
始
ま
り
な
が
ら
、

中
身
は
も
っ
と
観
念
的
だ
と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
「
詩
的
」
な
も
の
の
見
方
の
半
ば
肯
定
的
で
半
ば
否
定
的
な
批
判
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
伝
統
的
に
「
詩
的
」
と
み
な
さ
れ
る
題
材
な
い
し
態
度
か
ら
出
発
し
、
そ
こ
か
ら
予
期
さ
れ
る
結
論
の
裏
を
か
く
と

い
う
手
法
は
、
ラ
ー
キ
ン
の
詩
の
多
く
に
共
通
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
場
所
と
愛
す
る
人
」
へ
P
-
a
c
e
s
I
L
O
く
e
d
O
ロ
e
S
)
で
は
、

こ
れ
こ
そ
自
分
が
と
ど
ま
る
所
だ
と
感
じ
る
場
所
や
、
こ
れ
こ
そ
自
分
が
愛
す
る
人
だ
と
言
え
る
人
に
は
中
々
め
ぐ
り
合
え
な
い
と

言
う
。
そ
の
こ
と
を
欺
き
、
い
つ
ま
で
も
探
し
求
め
よ
う
と
い
う
の
が
、
ロ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
常
識
に
従
え
ば
予
想
さ
れ
る
結
論

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
詩
人
は
、
そ
う
い
う
場
所
や
人
が
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
現
在
の
場
所
や
人
が
あ
た
か
も
本
当
に
求
め
る
も
の

で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
探
し
求
め
な
い
方
が
賢
明
だ
と
シ
ニ
カ
ル
な
こ
と
を
言
う
。

ま
た
「
出
発
の
詩
」
(
P
O
e
t
r
y
O
-
D
e
p
a
r
t
u
r
e
s
)
は
、
退
屈
な
日
常
生
活
に
い
や
気
の
さ
し
た
人
が
す
べ
て
を
す
て
て
出
て
行
っ

た
と
い
う
話
を
聞
く
と
気
拝
が
い
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
そ
ん
な
話
を
聞
く
だ
け
で
胸
が
す
く
の
で
、
自
分
自



身
は
日
常
生
活
を
続
け
る
気
に
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
今
日
こ
そ
は
自
分
も
出
て
行
こ
う
と
思
う
が
、
そ
れ
が
い
か
に
も
わ
ざ
と
ら

し
い
の
で
や
ら
な
い
、
と
い
っ
た
筋
道
を
辿
る
。

常
套
的
な
提
示
か
ら
)
二
一
カ
ル
な
結
論
へ
と
い
う
こ
う
い
う
型
の
～
い
い
か
え
れ
ば
伝
統
に
対
す
る
屈
折
し
た
態
度
の
表
現
の

最
も
は
っ
き
り
し
た
例
は
、
第
一
詩
集
で
は
、
「
覚
え
て
い
る
、
覚
え
て
い
る
」
(
I
R
e
m
e
m
b
e
r
こ
R
e
m
e
m
b
e
r
)
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
ト
マ
ス
・
フ
ッ
ド
の
詩
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
少
年
時
代
を
感
傷
的
に
思
い
出
す
傾
向
を
か
ら
か
っ
て
い

る
。
友
人
と
一
緒
に
汽
車
で
旅
行
し
て
い
た
詩
人
は
、
あ
る
駅
に
来
て
外
の
風
景
を
眺
め
、
「
何
だ
コ
ヴ
ェ
ソ
ト
リ
ー
じ
ゃ
な
い
か
、

ぼ
く
の
生
れ
た
所
だ
」
と
叫
ぶ
。
友
人
が
笑
っ
て
言
う
、
「
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
君
の
根
の
あ
る
所
か
ね
。
」
「
い
や
、
ぼ
く
の
少
年
時

代
が
過
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
所
だ
」
、
そ
う
詩
人
は
答
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
か
ら
少
年
時
代
の
追
想
に
出
て
来
そ
う
な
景
物
や
事

件
が
羅
列
さ
れ
、
す
べ
て
そ
う
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
場
所
と
し
て
、
い
わ
ば
詩
人
の
少
年
時
代
の
す
が
た
が
否
定
的
な
形
で
描
き

出
さ
れ
る
。
故
意
に
く
だ
け
た
調
子
や
か
す
か
な
ユ
ー
モ
ア
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
詩
に
あ
り
が
ち
な
虚
偽
を
明
確
に
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
さ
ほ
ど
欺
か
れ
ぬ
も
の
」
の
中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
詩
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ブ
ル
ー
ワ
t
も
採
上
げ
て
い
た
「
教

会
に
入
っ
て
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
詩
集
の
最
も
長
い
詩
で
も
あ
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
こ
れ
は
「
伝
統
の
感

⑦

覚
と
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
断
絶
」
を
扱
っ
た
詩
で
あ
る
。
フ
レ
イ
ザ
t
は
ま
た
、
こ
の
詩
の
面
白
さ
は
、
頑
強
に
反
伝
統
的
な
態
度

か
ら
伝
統
の
実
体
の
深
い
理
解
へ
と
進
ん
で
行
く
過
程
に
あ
る
と
も
言
う
。
自
転
車
を
走
ら
せ
て
い
た
詩
人
は
、
軽
い
好
奇
心
か
ら

途
中
の
と
あ
る
教
会
に
入
る
。
そ
し
て
冷
淡
に
内
部
の
様
子
を
眺
め
る
。
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
な
い
の
で
か
わ
り
に
自
転
車
に
乗
る

時
に
つ
け
る
ズ
ボ
ン
の
留
め
を
敬
意
の
し
る
L
に
外
し
、
聖
書
の
一
節
を
わ
ざ
と
お
ど
け
た
調
子
で
朗
読
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
六

ペ
ン
ス
貨
(
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
通
用
し
な
い
)
を
献
金
す
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
、
詩
人
自
身
は
信
じ
て
い
な
い
が
他
の
人
々
が

伝
統
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー
キ
ン
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信
じ
て
い
る
も
の
に
対
す
る
尊
敬
と
椰
輪
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
ん
な
所
に
入
っ
て
み
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
か
っ
た
と
詩
人
は
考
え
る
。

し
か
し
現
実
に
は
入
っ
て
み
た
。
今
度
に
限
ら
ず
こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た
こ
と
だ
。
そ
し
て
い
つ
も
何
故
入
っ
た
の
か
考
え
て
み
る
。

ま
た
、
教
会
と
い
う
も
の
は
最
後
に
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
ん
な
こ
と
も
気
に
な
る
。
単
な
る
博
物
館
的
存
在
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
迷
信
深
い
女
た
ち
が
や
は
り
訪
れ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
信
仰
が
滅
び
る
時
に
は
迷
信
も
、
そ
し
て
不
信
さ
え
も
消
え

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
教
会
を
最
後
に
訪
れ
る
の
は
自
分
と
同
じ
よ
う
な
人
間
-
信
仰
を
も
っ
て
は
い
な
い
が
、
教
会
が
長

い
間
、
人
間
の
誕
生
と
結
婚
と
死
と
を
結
合
す
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
に
意
義
を
感
じ
、
そ
の
雰
囲
気
に
身
近
な
も
の
を
感
じ
て
、

そ
の
中
で
知
恵
を
育
て
よ
う
と
す
る
人
間
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
は
、
伝
統
の
内
容
を
信
じ
て
は
い
な
い
が
伝
統
と
い
う
も

の
の
存
在
に
は
あ
る
距
離
か
ら
意
義
を
見
出
し
て
い
る
人
間
の
態
度
の
表
現
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
げ
た
一
種
の
要
約
は
、
あ
る
程
度
フ
レ
イ
ザ
t
の
要
約
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
で
フ
レ
イ
ザ
ー
は
、
こ
の

詩
の
印
象
は
こ
う
し
て
論
理
的
な
筋
道
を
辿
っ
て
み
せ
る
だ
け
で
大
体
は
与
え
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
前
後
関
係
か
ら
抜
き
出
し

て
そ
れ
自
体
と
し
て
印
象
的
な
詩
句
な
り
イ
メ
ジ
な
り
が
乏
し
い
と
言
う
。
そ
れ
は
い
か
に
も
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
言
い
か
え
れ

ば
こ
の
詩
は
内
容
的
に
だ
け
で
な
く
形
式
的
な
意
味
で
も
「
詩
的
」
で
な
く
な
っ
て
い
る
-
散
文
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
ラ
ー
キ
ソ
の
詩
作
態
度
か
ら
す
れ
ば
不
思
議
で
は
な
い
。
「
教
会
に
入
っ
て
」
が
大
変
に
す
ぐ
れ
た
詩
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
を
は
じ
め
と
す
る
ラ
ー
キ
ン
の
作
品
の
成
功
は
、
一
歩
誤
れ
ば
ま
こ
と
に
あ
ざ
と
い
も
の
に
な
り
か
ね

な
い
発
想
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ス
ウ
ェ
イ
ト
は
、
ラ
ー
キ
ン
の
詩
の
特
色
は
、
ま
ず
具

体
的
な
状
況
、
そ
れ
も
な
る
べ
く
な
ら
ば
些
細
な
状
況
か
ら
出
発
し
、
複
雑
な
情
緒
な
い
し
結
論
に
到
達
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言

う
。
最
初
に
提
示
さ
れ
る
状
況
は
詩
の
進
行
に
つ
れ
て
具
体
的
な
状
況
か
ら
一
つ
の
観
念
と
化
し
、
結
論
を
裏
づ
け
る
た
め
に
使
わ

れ
る
。
こ
の
方
法
は
、
常
識
的
な
い
し
「
詩
的
」
な
歌
い
出
し
か
ら
逆
説
的
な
結
末
へ
と
い
う
過
程
を
導
く
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。



こ
れ
は
何
し
ろ
き
わ
ど
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
う
ま
く
行
く
と
こ
の
上
な
く
み
ご
と
だ
が
-
そ
し
て
ラ
ー
キ
ン
の
詩
で
は
大

抵
の
場
合
う
ま
く
行
く
が
-
容
易
に
決
っ
た
図
式
に
流
れ
て
し
ま
う
危
険
も
あ
る
。
第
一
詩
集
で
は
こ
の
危
険
は
殆
ど
表
面
に
出

て
い
な
い
が
、
第
二
詩
集
「
聖
霊
降
誕
節
の
結
婚
式
」
の
作
品
の
い
く
つ
か
で
は
、
そ
れ
が
あ
か
ら
さ
ま
に
な
り
か
け
て
い
る
の
が

感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
他
の
場
所
の
重
要
さ
」
(
T
h
e
H
m
p
O
r
t
a
n
C
e
O
f
E
-
s
e
w
h
e
r
e
)
と
い
う
詩
が
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
い
る
と
、
そ
れ
が
自
分
の
土
地
で
な
い
た
め
に
、
自
分
と
周
囲
と
の
間
の
断
絶
が
正
常
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
、
自
分
の
存
在
が
落

着
き
を
得
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
う
は
行
か
な
い
。
周
囲
と
の
断
絶
に
は
何
の
正
当
さ
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま

た
「
陽
光
の
プ
レ
ス
タ
テ
ィ
ソ
」
(
S
u
n
n
y
P
r
e
s
t
a
t
y
n
)
と
い
う
詩
が
あ
る
。
「
プ
レ
ス
タ
テ
ィ
ソ
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
観

光
地
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
る
。
海
岸
で
美
女
が
笑
っ
て
い
る
写
真
だ
か
絵
だ
か
が
あ
る
。
や
が
て
美
女
に
は
猥
雑
な
落
書
き
が
加

え
ら
れ
、
ポ
ス
タ
ー
は
次
第
に
切
取
ら
れ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
今
は
そ
の
場
所
に
癌
防
止
運
動
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
最

後
の
節
に
は
こ
う
い
う
一
行
が
あ
る
。

彼
女
は
こ
の
世
の
暮
し
に
は
良
す
ぎ
た
の
だ
。

こ
う
い
う
詩
を
読
む
と
、
「
も
と
の
名
前
」
や
「
覚
え
て
い
る
、
覚
え
て
い
る
」
に
は
あ
っ
た
固
く
冷
い
シ
ニ
シ
ズ
ム
が
僅
か
の
と

こ
ろ
で
と
け
て
し
ま
い
、
か
ら
か
お
う
と
し
た
当
の
も
の
に
作
品
自
体
が
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
周
囲
と
の
断

絶
が
よ
そ
の
土
地
で
は
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
逆
説
や
、
ポ
ス
タ
ー
の
美
女
の
運
命
を
欺
く
と
み
せ
て
観
光
事
業
の
俗
悪
さ
を
示
す

シ
ニ
シ
ズ
ム
は
ほ
ん
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
感
傷
趣
味
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
第
二
詩
集
の
詩
が
全
部
こ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
午
後
」
(
A
訂
r
臼
0
0
n
訪
)
で
は
、
晩
夏
の
午
後
に

新
し
い
住
宅
区
域
ら
し
い
場
所
の
公
園
で
子
供
た
ち
を
遊
ば
せ
て
い
る
「
福
祉
国
家
」
の
若
い
母
親
た
ち
の
、
均
∵
化
さ
れ
た
幸
福

伝
統
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
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で
退
屈
な
生
活
に
、
詩
人
は
穏
か
な
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
同
情
と
を
注
い
で
い
る
。
ま
た
詩
集
の
題
に
な
っ
た
「
聖
霊
隆
誕
節
の
結
婚

式
」
で
は
、
田
舎
か
ら
ロ
ソ
ド
ン
へ
向
う
汽
車
で
、
駅
毎
に
乗
込
ん
で
来
る
新
婚
の
夫
婦
の
群
を
見
な
が
ら
、
詩
人
は
同
じ
よ
う
に

同
情
と
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
入
り
ま
じ
っ
た
態
度
を
見
せ
る
。

ど
の
駅
で
も
ど
の
駅
で
も

新
し
い
組
が
乗
込
ん
だ
。
残
り
の
連
中
は
ま
わ
り
に
立
っ
て
い
た
。

投
げ
納
め
の
色
紙
の
切
れ
と
出
し
納
め
の
忠
告
が
与
え
ら
れ
、

汽
車
が
動
き
出
す
と
、
誰
の
顔
も
、
ま
さ
に
出
て
行
く
も
の
を

見
極
め
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
-
子
供
た
ち
は
何
だ
か
退
屈
な
も
の
に

顔
を
し
か
め
た
。
父
親
た
ち
は
こ
れ
ま
で
に
な
い

で
か
く
て
全
く
何
と
も
滑
穫
な
成
功
を
味
っ
て
い
た
。

女
た
ち
は
み
な

幸
福
な
葬
い
の
よ
う
な
例
の
秘
密
を
胸
に
収
め
て
い
た
。

ま
た
娘
た
ち
は
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
を
一
際
か
た
く
握
り
し
め

宗
教
的
傷
害
を
じ
っ
と
見
つ
め
た
。A
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.

こ
う
い
う
詩
が
成
功
し
て
い
る
の
は
、
作
者
の
態
度
が
単
な
る
同
情
で
も
な
く
単
な
る
シ
ニ
シ
ズ
ム
で
も
な
く
、
そ
の
両
方
で
あ
っ

て
、
し
か
も
両
者
が
互
い
に
き
わ
ど
い
均
衡
を
保
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

Ⅳ

究
極
に
お
い
て
我
々
に
問
題
な
の
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー
キ
ン
の
詩
で
は
な
く
、
我
々
と
伝
統
と
の
関
係
で
あ
る
。
た
だ
ラ
ー

キ
ソ
の
詩
は
、
伝
統
に
対
し
て
詩
人
が
と
り
う
る
立
場
の
一
つ
を
明
確
に
示
し
て
い
る
点
で
、
他
の
多
く
の
場
合
を
も
代
表
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

詩
人
が
読
者
の
期
待
を
充
す
や
り
方
に
は
二
つ
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
普
通
に
は
、
読
者
が
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た

通
り
の
結
末
に
詩
人
は
到
り
着
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
詩
人
が
読
者
の
予
想
を
み
ご
と
に
裏
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
読

伝
統
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ー
キ
ン



伝
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と
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リ

ッ

プ

・

ラ

ー

キ

ン

一

四

四

着
は
や
は
り
満
足
感
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
通
常
は
見
逃
さ
れ
て
い
る
が
、
色
々
の
詩
に
つ
い
て
み
れ
ば
案
外
に
そ

の
例
が
多
い
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
が
う
ま
く
行
く
た
め
に
は
、
最
初
の
予
想
が
ど
う
に
も
避
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
確
固
と
し
て

組
立
て
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
確
固
と
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
結
末
の
意
外
感
が
大
き
い
。
ラ
ー
キ
ソ
の
作
品
の
あ

ま
り
成
功
し
て
い
な
い
も
の
に
は
、
こ
の
意
外
感
が
乏
し
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
う
い
う
こ
と
を
や
る
た
め
に
は
、
読
者
の
期
待
を
成
立
さ
せ
る
だ
け
の
普
遍
的
な
基
礎
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

読
者
が
一
つ
の
作
品
を
読
み
出
し
て
、
こ
れ
な
ら
自
分
に
も
な
じ
み
が
あ
る
と
感
じ
、
こ
れ
は
き
っ
と
こ
う
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
状
況
の
根
底
が
ほ
か
な
ら
ぬ
伝
統
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
ロ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
詩
観
が

そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
ラ
ー
キ
ン
の
詩
は
伝
統
を
裏
切
っ
て
は
い
る
が
、
実
は
そ
う
す
る
こ
と
は
伝
統
の
力
を
何
よ
り
も
は
っ
き
り

と
認
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
う
い
う
作
品
は
自
律
的
に
成
立
つ
の
で
は
な
く
、
ロ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
よ
り
か
か
っ
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
時
代
は
ま
だ
終
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
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