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伊
藤
整
「
海
の
見
え
る
町
」
の
生
成

―
『
若
い
詩
人
の
肖
像
』
に
お
け
る
自
己
表
象

―飯

島

洋

Ⅰ

「
海
の
見
え
る
町
」
（
「
新
潮
」
一
九
五
四
・
三
）
は
、
主
人
公
が
小
樽

高
等
商
業
学
校
に
入
学
し
て
か
ら
の
友
人
や
女
性
と
の
出
会
い
と
関
係
を

描
い
て
い
る
。
「
新
潮
」
の
目
次
で
は
「
詩
だ
け
を
信
ず
る
多
感
な
少
年

が
、
小
林
多
喜
二
と
の
暗
い
出
逢
い
を
語
る
自
伝
」
と
さ
れ
、
後
に
長
編

小
説
『
若
い
詩
人
の
肖
像
』
（
新
潮
社
、
一
九
五
六
・
八
）
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
た
際
に
は
「
あ
と
が
き
」
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
た
。

は
じ
め
作
者
は
、
こ
れ
等
の
短
編
（
「
海
の
見
え
る
町
」
と
「
雪
の

来
る
と
き
」
を
指
す

論
者
注
）
を
更
に
書
き
続
け
て
長
編
小
説
に

す
る
意
図
は
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
題
材
を
自
分
の
経
歴

に
取
つ
て
、
そ
の
二
編
に
続
く
場
面
に
当
る
と
こ
ろ
の
「
卒
業
期
」

を
書
い
た
頃
か
ら
、
長
編
小
説
に
纏
め
る
こ
と
を
予
定
し
た
。

こ
の
作
品
を
独
立
し
た
短
編
と
し
て
収
め
た
短
編
集
『
海
の
見
え
る
町
』

（
新
潮
社
、
一
九
五
四
・
七
）
で
も
、
中
村
光
夫
が
解
説
で
収
載
作
品
の

「
自
伝
的
」
性
格
に
つ
い
て
触
れ
、
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
読
者
は
「
伊
藤

氏
の
（
略
）
精
神
の
肌
身
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

作
中
の
「
私
」
を
伊
藤
と
同
定
し
、
伊
藤
が
如
何
に
し
て
詩
人
の
道
を
歩

み
だ
し
た
か
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
交
え
つ
つ
描
き
出
し
た
も
の
と
捉
え
る

の
が
、
基
本
的
な
読
ま
れ
方
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
別
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
『
若
い
詩
人
の

肖
像
』
の
「
あ
と
が
き
」
草
稿
の
段
階
で
は
、
「
モ
デ
ル
ら
し
い
人
物
の

私
生
活
の
細
片
を
捜
す
こ
と
に
よ
つ
て
は
、
芸
術
の
真
の
姿
は
捕
ら
へ
ら

れ
な
い
」
「
芸
の
必
然
を
無
視
し
て
、
作
者
や
そ
の
身
辺
の
人
々
の
私
生

活
を
追
求
し
批
判
し
て
も
、
芸
の
実
体
は
見
失
は
れ
る
」
と
主
張
し
、
自

伝
的
小
説
と
は
い
え
こ
れ
が
私
小
説
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
否
定
的

に
捉
え
て
い
た

（
一
）

。
「
海
の
見
え
る
町
」
だ
け
で
も
自
伝
的
な
性
格
は
見

て
取
れ
る
と
は
い
え
、
「
自
分
の
経
歴
」
を
題
材
に
し
た
長
編
は
当
初
企

図
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
初
出
の
段
階
で
は
地
名
や
女
性
名
も
Ｏ
市

（
小
樽
市
）
、
Ｙ
町
（
余
市
町
）
、
Ｓ
子
（
重
田
根
見
子

こ
れ
も
仮
名
で

は
あ
る
）
の
よ
う
に
固
有
名
は
隠
さ
れ
、
容
易
に
現
実
の
地
と
同
定
す
る

こ
と
が
可
能
で
は
あ
る
も
の
の
、
テ
ク
ス
ト
の
上
で
は
北
海
道
の
ど
こ
か
、

あ
る
い
は
ど
こ
で
も
な
い
場
所
、
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
あ
く
ま

で
も
自
己
の
経
歴
は
小
説
の
素
材
で
あ
る
と
い
う
伊
藤
の
発
想
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

曽
根
博
義
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
ほ
ど
「
当
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時
の
整
が
直
接
多
喜
二
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
、
多
喜
二
そ
の
人
に
そ
れ
ほ

ど
の
脅
威
を
感
じ
て
い
た
か
は
や
や
疑
わ
し
い
」（

二
）

。
別
稿
で
触
れ
た
「
海

の
見
え
る
家
」
で
の
多
喜
二
と
の
出
会
い
を
め
ぐ
る
描
写
の
原
稿
上
で
の

揺
れ
も

（
三
）

、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
傾
く
青
年
を
身
近
に
感
じ
た
「
私
」
と

多
喜
二
と
の
距
離
を
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
に
す
る
か
探
っ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
、
「
私
」
が
〈
創
出
〉
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
る
。

『
若
い
詩
人
の
肖
像
』
は
初
出
の
原
稿
が
一
部
の
欠
落
を
除
き
日
本
近

代
文
学
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
全
編
に
わ
た
っ
て
加
除
修
正
の
後
が
夥

し
く
遺
さ
れ
て
お
り
、
作
品
生
成
過
程
を
検
証
す
る
貴
重
な
資
料
と
い
え

る
。
本
稿
で
は
詳
細
に
原
稿
、
初
出
と
単
行
本
の
異
同
を
検
討
し
、
伊
藤

整
が
「
私
」
を
ど
の
よ
う
に
「
小
説
」
の
人
物
と
し
て
描
い
て
い
っ
た
か

を
論
じ
た
い
。

Ⅱ

高
等
商
業
学
校
の
入
学
式
で
「
紳
士
」
と
し
て
学
校
か
ら
扱
わ
れ
る
と

校
長
が
式
辞
で
述
べ
る
の
を
聴
い
た
場
面
に
続
け
、
上
級
生
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。
（
削
除
さ
れ
た
部
分
を
二
重
線
に
よ
り
、
後
か

ら
加
筆
さ
れ
た
部
分
を
〔

〕
に
よ
っ
て
示
し
た
。
□
は
判
読
不
能
だ
っ

た
部
分
を
意
味
す
る
。
）

紳
士
た
る
〔
□
□
〕
〔
や
が
て
間
も
な
く
勤
人
に
な
る
の
だ
〕
と
い

ふ
意
識
を
持
つ
て
ゐ
る
〔
ら
し
い
〕
青
年
た
ち
の
匂

（
六
枚
目
）

紳
士
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
己
を
他
者
が
外
部
か
ら

規
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
紳
士
た
る
」
意
識
に
な
っ
た
場
合
、
学
生
た

ち
が
外
形
に
よ
る
判
断
を
そ
の
ま
ま
内
面
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に

も
読
め
る
。
勤
人
に
な
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
が

外
形
と
内
面
と
が
そ
の
ま
ま
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て

い
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
変
更
は
上
級
生
の
態
度
に
対
す

る
「
私
」
の
理
解
を
修
正
す
る
も
の
と
い
え
る
。

中
学
生
時
代
に
「
私
」
や
友
人
た
ち
が
性
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
部
分

は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

性
に
悩
ま
さ
れ
〔
は
じ
め
〕
、
〔
自
分
た
ち
は
も
う
大
人
な
の
で
は
な

い
か
、
と
考
へ
は
じ
め
て
ゐ
た
。
〕
苦
し
め
ら
れ
た
、

自
分
〔
□
〕

が
汚
れ
た
〔
□
□
□
□
〕
と
感
じ
□
た
時
期
を
持
ち
、
し
か
も
生
活

の
外
の
枠
は
〔
の
形
は
、
〕
囚
人
□
□
□
〔
的
な
〕
中
学
生
で
あ
る

と
い
ふ
〔
子
供
じ
み
た
〕
枠
に
閉
ぢ
こ
め
ら
れ
て
ゐ
る
苦
し
み
を
味

つ
て
ゐ
た
。
〔
た
。
〕〔
私
た
ち
は
、
〕
そ
の
事
〔
矛
盾
〕
を
た
が
ひ
に

認
め
合
ひ
、〔
つ
た
。
そ
し
て
〕
〔
仲
間
の
誰
か
が
そ
の
事
を
口
に
出

し
て
〕
自
分
〔
の
性
〕
を
笑
ふ
〔
ひ
話
に
す
る
〕
こ
と
で
、
辛
く
も

息
を
つ
く
、
と
い
ふ
、
あ
の
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
移
る
男
性
に
特

有
な
〔
汚
れ
と
〕
自
棄
的
な
の
混
つ
た
救
ひ
の
な
い
気
持
を
持
抱
い

て
ゐ
た
。

（
七
枚
目
）

こ
れ
に
続
け
て
「
こ
の
学
校
で
自
分
が
大
人
と
し
て
扱
は
れ
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
状
態
が
解
消
さ
れ
る
。
中
学
生
時
代
に
性
に
悩
ま

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
大
人
で
あ
る
と
の
自
覚
が
芽
生
え
、
囚
人
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的
な
枠
に
縛
ら
れ
る
状
態
と
の
「
矛
盾
」
を
生
き
て
い
た
こ
と
が
回
想
さ

れ
る
。
自
由
に
な
る
こ
と
で
外
部
と
内
面
と
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
も
の

の
、
こ
れ
に
よ
っ
て
後
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
私
の
内
側
」
そ
の

も
の
の
実
質
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
自
由
を
得
た
少
年
た
ち
に
つ
い
て
、
原
稿
は
次
の
よ
う
に
修

正
し
て
説
明
し
て
い
る
。

私
を
、
ま
た
私
の
友
達
を
救
〔
解
き
放
〕
つ
た
。

（
同
）

「
救
っ
た
」
と
い
っ
た
場
合
、
外
形
と
内
部
の
矛
盾
の
解
消
が
そ
の
ま

ま
内
面
の
救
済
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
行

動
の
自
由
は
精
神
的
な
幸
福
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は

な
い
。
「
解
き
放
」
た
れ
た
結
果
「
髪
を
伸
ば
し
は
じ
め
」
る
が
、
そ
の

結
果
彼
ら
は

明
る
い
、
し
つ
か
り
と
し
た
顔
に
な
つ
た
〔
自
分
た
ち
の
顔
が
大
人

に
見
え
る
〕
事
を
〔
た
が
ひ
に
〕
認
め
合
つ
た
。

（
同
）

と
い
う
。
「
私
」
の
判
断
の
射
程
は
「
大
人
に
見
え
る
」
と
い
う
外
形
に

後
退
し
、
「
明
る
い
顔
」
と
い
う
よ
う
な
、
表
情
を
そ
の
ま
ま
内
面
と
同

定
す
る
表
現
は
回
避
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
「
私
」
た
ち
は
成
長
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
周
囲
の
学
生
た
ち

の
意
識
に
つ
い
て
大
き
な
修
正
削
除
が
さ
れ
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
分
自
身
で
あ
り
得
る
と
感
じ
て
、
そ
し

て
こ
の
時
か
ら
、
自
分
の
生
活
を
生
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
〔
の
判

断
に
従
つ
て
生
き
て
い
い
の
だ
で
あ
つ
た
。
〕
／
そ
の
こ
と
を
、
私

た
ち
の
仲
間
は
、
か
な
り
難
し
い
試
験
を
通
つ
た

（
四
）

て
こ
の
学
校

に
入
つ
た
こ
と
か
ら
来
る
誇
り
と
し
て
意
識
し
た
。
自
分
た
ち
は
、

試
験
に
通
る
能
力
が
あ
つ
た
、
だ
か
ら
幸
福
だ
、
と
感
じ
た
。
／
し

か
し
そ
の
〔
私
の
〕
大
人
の
意
識
の
方
は
、
私
の
内
側
□
□
□
□
を

満
た
す
ほ
ど
に
は
伸
び
な
か
つ
た
。
私
は
友
達
と
の
間
に
あ
つ
て
、

た
だ
彼
ら
と
同
じ
□
や
う
に
自
分
を
〔
大
人
と
〕
信
じ
て
ゐ
る
や
う

な
顔
を
し
て
ゐ
た
。

（
八
枚
目
）

「
自
分
自
身
で
あ
り
得
る
」
と
「
私
た
ち
」
が
考
え
た
と
す
れ
ば
、
彼

ら
は
自
由
に
振
る
舞
う
こ
と
が
自
分
の
真
の
姿
を
体
現
す
る
こ
と
と
素
直

に
思
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
は
じ
め
の
「
紳
士
た
る
」
か
ら

「
勤
人
」
へ
の
変
更
に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
語
り
手
は
外
形
と
内
面

と
の
関
係
に
対
し
て
き
わ
め
て
鋭
敏
な
感
覚
を
持
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う

に
行
動
し
生
き
る
か
を
各
自
が
主
体
的
に
決
定
で
き
る
、
そ
の
結
果
「
自

分
自
身
」
で
は
な
い
外
形
を
示
す
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
態
度
を
「
私
」
は
選
択
す
る
。

「
私
」
た
ち
の
中
学
校
の
卒
業
生
で
あ
る
小
林
象
三
と
い
う
、
「
学
問

に
の
み
心
を
使
つ
て
来
た
人
に
特
有
の
、
明
る
い
、
濁
り
の
な
い
目
」
を

し
「
英
語
で
挨
拶
す
る
」
若
い
教
授
の
英
語
が
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
以
上
に
わ

か
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

小
林
教
授
そ
の
人
の
存
在
が
私
た
ち
の
胸
を
か
き
乱
し
た
の
が
原
因

で
あ
つ
た
。
〔
を
幻
惑
し
た
か
ら
で
も
あ
つ
た
。
〕
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（
九
枚
目
）

と
い
う
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。
当
初
の
表
現
で
は
当
時
の
「
私
た
ち
」

に
寄
り
添
っ
て
そ
の
心
情
が
率
直
に
表
明
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
修
正
に
よ
っ
て
、そ
の
よ
う
に
教
授
に
よ
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
た
「
私

た
ち
」
が
、
教
授
の
真
価
を
理
解
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
外
形
の
振

る
舞
い
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
、
冷
徹
な
語
り
の

姿
勢
を
と
お
し
て
析
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
こ
の
部
分
は
初
刊
で
は

さ
ら
に
修
正
さ
れ
、
教
授
が
「
容
赦
な
く
そ
の
実
力
を
発
揮
し
た
」
た
め

に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
へ
の
配
慮
と
も
推
測
で
き
る
。
）

「
私
」
は
「
詩
の
表
現
を
自
分
の
心
の
本
当
の
表
現
だ
と
信
じ
」
つ
つ

も
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
感
情
や
判
断
を
「
日
常
生
活
の
中
に
露
出
す
れ

ば
人
を
傷
つ
け
、
自
分
が
傷
つ
い
て
」
し
ま
う
こ
と
を
理
解
し
、
「
詩
を

読
み
、
詩
を
書
く
こ
と
に
だ
け
結
び
つ
い
た
自
分
の
心
の
働
き
を
、
露
出

す
る
こ
と
」
を
恐
れ
る
。
そ
う
し
た
「
私
」
の
心
の
、
学
風
や
同
級
生
の

言
動
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
も
原
稿
は
揺
れ
を
示
し
て
い
る
。

大
人
び
た
同
級
生
た
ち
〔
の
言
動
〕
を
、
次
第
に
判
断
し
て
嫌
つ
て

行
〔
は
じ
め
、
そ
れ
が
□
直
ち
に
勤
め
人
の
気
質
や
学
問
の
テ
ラ
ヒ

と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
の
を
知
〕
つ
た
。

（
十
一
枚
目
）

原
案
の
ま
ま
の
場
合
、「
同
級
生
た
ち
」
の
言
動
と
そ
の
実
態
（
内
面
）

の
関
係
は
特
に
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
彼
ら
も
「
私
」
と
は
方

向
性
は
逆
で
あ
れ
外
形
と
内
面
と
に
断
絶
を
抱
え
て
い
る
。「
嫌
つ
て
行
」

く
と
い
う
な
ら
、
「
私
」
は
率
直
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
囲

が
「
大
人
の
ふ
り
を
し
て
ゐ
る
子
供
」
で
あ
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
朔
太

郎
や
（
千
家
）
元
麿
、
イ
エ
ー
ツ
ら
か
ら
学
ん
だ
「
詩
の
表
現
」
と
結
び

つ
い
た
「
自
分
の
心
の
働
き
」
を
「
内
気
、
ウ
ブ
さ
、
オ
ク
テ
、
そ
れ
等

の
外
形
」
の
う
ち
に
隠
蔽
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
自
分
の
外
の
形
を
」
勉
強
好
き
で
内
気
な
生
徒
と
い
う
も
の

に

作
つ
て
行
つ
〔
く
こ
と
で
、
□
級
友
た
ち
の
型
に
落
ち
□
こ
ま
な
い

や
う
に
自
分
を
守
〕
た
。

（
十
二
枚
目
）

こ
の
修
正
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の
行
動
の
型
は
、
大
人
ぶ
る
同
級
生
へ

の
嫌
悪
で
は
な
く
、
自
己
の
性
情
を
平
穏
に
保
つ
た
め
の
戦
略
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。

そ
し
て
自
分
が
詩
を
と
お
し
て
身
に
つ
け
た
こ
と
を
押
し
隠
し
た
こ
と

が
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
加
筆
が
あ
る
。

萩
原
朔
太
郎
の
色
情
と
憂
鬱
〔
を
通
し
て
の
生
〕
の
認
識

（
同
）

当
初
「
私
」
は
朔
太
郎
が
詩
に
よ
っ
て
表
現
し
た
情
念
を
理
解
し
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の

生
の
認
識
を
学
ん
だ
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
分
量
的
に
は
些
少
な
も
の
だ

が
、
「
私
」
が
詩
を
と
お
し
て
自
己
形
成
を
図
っ
た
こ
と
に
な
る
重
要
な

内
容
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
私
」
は
自
分
の
外
形
を
作
為
し
、
初
心
で
奥
手
な
少
年
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を
演
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、こ
れ
に
つ
い
て
も
加
筆
が
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
や
う
な
外
形
に
包
ま
れ
て
、
ひ
つ
そ
り
と
目
立
た
ぬ
や
う
に
歩

い
た
。
〔
し
か
も
時
々
、
私
は
、
自
分
の
詩
の
心
を
疑
つ
た
。
自
分

が
本
当
に
オ
ク
テ
で
あ
つ
て
、
実
社
会
で
、
い
な
こ
の
学
校
で
使
ふ

言
葉
や
考
へ
方
を
ま
だ
手
に
入
れ
て
ゐ
な
い
発
育
不
全
の
少
年
で
あ

る
〔
は
な
い
の
か
〕
と
い
ふ
劣
等
感
に
襲
は
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
つ
た
。
た
。
〕
そ
の
時
は
大
正
の
終
り
に
近
い
一
九
二
二
年
頃
で

あ
つ
た
。

（
同
）

「
オ
ク
テ
」
を
装
っ
て
い
た
と
一
旦
は
「
私
」
を
表
象
す
る
も
の
の
、

装
っ
て
い
る
つ
も
り
の
外
形
と
自
己
の
内
実
が
実
際
に
は
そ
う
変
わ
ら
な

い
も
の
で
は
な
い
か
と
の
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
他
者
だ
け
で
な
く

自
己
の
実
像
を
も
仮
借
な
く
捉
え
よ
う
と
す
る
学
生
た
る
「
私
」
が
造
形

さ
れ
て
い
る
。

次
は
汽
車
で
の
通
学
の
際
に
見
か
け
る
女
学
校
の
生
徒
に
寄
せ
る
「
私
」

の
感
情
。

彼
女
等
の
な
か
の
、
美
し
い
少
女
と
思
は
れ
る
〔
ど
こ
か
魅
力
の
あ

る
〕
四
五
人
を
に
同
時
に
愛
〔
著
〕
し
て
ゐ
た
。

（
四
十
六
枚
目
）

相
手
の
存
在
や
精
神
と
関
わ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
「
愛
す
る
」
と
い

う
語
を
、
複
数
の
少
女
に
関
心
を
寄
せ
る
「
私
」
の
感
情
に
用
い
る
こ
と

を
慎
重
に
避
け
た
と
思
わ
れ
る
。

知
り
合
っ
た
少
女
た
ち
の
一
人
Ｎ
か
ら
「
ラ
ヴ
・
レ
タ
ア
」
を
受
け
取

っ
た
時
、
「
私
」
が
そ
の
手
紙
を
評
価
す
る
場
面
。

そ
の
手
紙
に
点
を
つ
け
よ
う
と
思
つ
た
。
し
か
し
私
は
六
十
点
を
つ

け
る
気
持
に
な
れ
な
か
つ
た
。
〔
そ
の
時
、
文
章
が
い
か
に
下
手
で

あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
〔
下
手
な
こ
と
は
〕
こ
の
手
紙
の
重
大
さ
と
関

係
が
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
情
感

に
〔
強
く
〕
訴
へ
る
も
の
で
は
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
詩
や
小
説
で
は

な
い
か
ら
、
下
手
で
あ
る
こ
と
と
価
値
と
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
り
、

私
の
新
し
い
経
験
で
あ
つ
た
。
〕
こ
れ
が
〔
は
〕
恋
愛
〔
の
や
う
な

も
の
〕
だ
、〔
と
私
は
思
つ
た
。
〕

（
六
十
九
枚
目
）

こ
の
後
「
あ
の
恋
愛
が
自
分
の
身
の
上
に
起
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
私
は
ボ

ー
ッ
と
な
つ
た
」
と
続
く
。
最
終
的
に
は
自
分
が
恋
愛
を
経
験
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
に
陶
然
と
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
の
心
情
の
経

路
が
異
な
っ
て
い
る
。
修
正
前
は
、
少
女
か
ら
の
手
紙
に
は
じ
め
は
批
評

的
に
接
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
自
分
が
異
性
と
の
恋
愛
を
体
験
し
よ
う

と
し
て
い
る
と
感
じ
て
興
奮
す
る
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
加
筆
訂
正
に
よ

っ
て
、
手
紙
の
内
容
が
文
学
作
品
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は

異
質
で
あ
る
と
判
断
し
、
文
学
的
体
験
と
は
異
な
る
生
の
局
面
に
自
分
が

直
面
し
て
い
る
と
考
え
る
、
思
弁
的
な
人
物
像
が
造
形
さ
れ
た
。

こ
の
後
別
の
少
女
Ｃ
子
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
女
の
印
象

に
似
て
い
る
「
テ
ィ
チ
ア
ノ
オ
」
に
よ
る
女
性
像
の
写
真
を
切
り
取
っ
て

本
の
間
に
挟
ん
で
お
い
た
と
述
べ
る
場
面
で
は
、
自
己
の
感
情
を
こ
の
よ

う
に
訂
し
て
い
る
。
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そ
の
写
真
を
得
て
か
ら
、
私
は
□
一
層
Ｃ
子
を
思
ふ
心
が
つ
の
つ
て

ゐ
た
。
〔
私
は
何
度
も
眺
め
、
そ
の
度
に
私
は
〔
自
分
は
本
当
に
〕

Ｃ
子
を
好
き
な
ん
だ
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
だ
つ
た
。〕

（
七
十
五
枚
目
）

原
案
で
は
語
り
手
は
Ｃ
子
を
想
う
時
点
の
「
私
」
の
心
情
に
寄
り
添
っ

て
そ
れ
を
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
後
「
私
」
は
彼
女
が
「
私
の
情

感
に
何
の
か
か
は
り
も
な
く
」
別
の
男
性
と
笑
い
興
じ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
て
、
さ
ら
に
別
の
Ｓ
子
を
思
い
出
し
、
彼
女
が
「
生
き
生
き
と
自
分
の

心
に
応
じ
て
ゐ
る
こ
と
」
を
考
え
る
。
修
正
後
は
別
の
女
性
を
慕
う
時
点

で
の
心
情
の
観
点
か
ら
、
Ｃ
子
を
愛
す
る
と
い
う
思
い
が
、
生
身
の
彼
女

か
ら
離
れ
、
西
洋
絵
画
の
女
性
像
と
彼
女
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
仮
構

さ
れ
た
感
情
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。

以
上
、
原
稿
に
遺
さ
れ
た
主
だ
っ
た
加
除
訂
正
の
跡
が
示
す
、
テ
ク
ス

ト
の
生
成
過
程
を
検
証
し
た
。
当
時
の
「
私
」
の
心
情
に
対
し
て
客
観
的

・
批
評
的
な
位
置
に
語
り
手
を
立
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
自
己
の

状
況
を
極
力
冷
静
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
（
恰
も
将
来
の
小
説
家
・
批
評

家
を
髣
髴
さ
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
）
「
私
」
を
造
形
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
、
生
を
演
じ
る
「
私
」
が
前
景

化
し
た
と
い
え
よ
う
。

Ⅲ

こ
こ
か
ら
は
、
初
出
と
初
刊
の
異
同
に
つ
い
て
、
自
己
表
象
に
か
か
わ

る
部
分
に
的
を
絞
っ
て
考
察
し
よ
う
（
引
用
は
初
出
・
初
刊
の
順
）。

私
は
学
問
と
か
学
校
の
組
織
と
い
ふ
も
の
を
怖
れ
な
か
つ
た
。
し
か

し
私
は
、
他
人
に
も
の
を
言
ふ
時
に
、
ど
う
い
ふ
表
情
を
し
、
ど
う

い
ふ
形
式
を
守
れ
ば
い
い
の
か
分
ら
な
か
つ
た
。
大
人
と
し
て
の
普

通
の
物
の
言
ひ
方
は
、
学
生
ら
し
い
形
の
も
の
で
も
、
私
に
は
、
非

常
に
粗
雑
な
、
空
つ
ぽ
な
、
鉄
面
皮
な
表
現
法
に
思
は
れ
た
。

（
一
二
七
頁
）

私
は
学
問
と
か
学
校
の
組
織
と
い
ふ
も
の
は
怖
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ

は
、
学
問
と
い
ふ
形
の
枠
が
き
ま
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
埋
め
て
行
け

ば
い
い
こ
と
が
分
つ
て
ゐ
た
。
し
か
し
私
は
、
他
人
に
も
の
を
言
ふ

時
に
、
ど
う
い
ふ
表
情
を
し
、
ど
う
い
ふ
言
葉
の
約
束
を
守
れ
ば
い

い
の
か
分
ら
な
か
つ
た
。大
人
た
ち
の
使
ふ
普
通
の
物
の
言
ひ
方
は
、

私
に
は
、
非
常
に
粗
雑
な
、
空
つ
ぽ
な
、
鉄
面
皮
な
表
現
法
に
思
は

れ
た
。
そ
し
て
同
級
生
た
ち
は
、
大
人
び
た
も
の
ご
し
の
生
徒
ほ
ど
、

そ
の
大
人
ら
し
い
粗
雑
な
表
現
を
使
つ
た
。

（
一
一
頁
）

改
訂
に
よ
っ
て
、
「
私
」
は
単
に
所
属
す
る
場
に
お
い
て
身
に
着
け
て

お
く
べ
き
形
式
を
体
得
で
き
な
い
の
で
は
な
く
、
生
身
の
他
者
と
の
関
係

に
お
い
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
え
ば
よ
い
の
か
が
理
解
で
き
な

い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
大
人
と
は
、
大
人
の
よ
う

に
振
る
舞
え
る
人
間
な
の
だ
、
と
い
う
認
識
を
語
り
手
は
示
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
自
己
を
演
じ
ら
れ
る
同
級
生
に
、
詩
を
と
お
し
て
生
を
認
識

す
る
自
己
を
隠
し
て
初
心
な
少
年
を
演
じ
る
「
私
」
が
対
比
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

中
学
時
代
の
「
私
」
の
詩
と
の
出
会
い
を
振
り
返
る
部
分
で
は
、
友
人
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の
鈴
木
重
道
か
ら
藤
村
詩
集
を
紹
介
さ
れ
て
自
己
の
「
生
命
の
泉
」
を
発

見
し
た
よ
う
に
熱
中
し
、
そ
の
魅
力
か
ら
抜
け
出
す
必
要
を
感
じ
る
と
こ

ろ
で
初
刊
に
加
筆
が
な
さ
れ
て
い
る
。

私
は
、
外
の
詩
人
た
ち
の
詩
集
を
さ
が
し
、
段
々
も
つ
と
新
し
い
蒲

原
有
明
や
三
木
露
風
や
北
原
白
秋
の
詩
を
知
る
や
う
に
な
つ
た
。

（
一
三
〇
頁
）

私
は
、
外
の
詩
人
た
ち
の
詩
集
を
さ
が
し
、
段
々
も
つ
と
新
し
い
蒲

原
有
明
や
三
木
露
風
や
北
原
白
秋
の
詩
を
知
つ
た
。
そ
れ
ら
の
新
し

い
詩
人
た
ち
を
知
る
こ
と
で
、
私
は
や
つ
と
藤
村
の
詩
を
客
観
的
に

眺
め
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
た
。

（
一
九
頁
）

初
出
で
は
藤
村
だ
け
に
熱
中
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い

が
、
初
刊
で
は
、
詩
の
表
現
に
対
し
て
批
評
的
な
位
置
を
保
持
す
る
こ
と

の
で
き
る
「
私
」
の
像
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。

「
私
」
が
校
友
会
誌
に
詩
を
投
稿
す
る
衝
動
を
抑
え
る
部
分
に
も
自
己

像
の
変
更
が
あ
る
。

こ
の
学
校
で
学
び
は
じ
め
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
ン
や
シ
ン
グ
や
ラ
ム

の
英
文
の
前
で
、
か
な
り
委
縮
し
て
ゐ
た
。
ま
た
入
学
試
験
の
準
備

の
た
め
に
、
半
年
ほ
ど
遠
ざ
か
つ
て
ゐ
た
自
分
の
詩
作
の
働
き
に
確

信
を
持
て
な
か
つ
た
。
私
は
ひ
つ
そ
り
と
し
て
、
誰
に
も
気
づ
か
れ

ず
に
、
再
び
詩
と
自
分
と
の
間
に
確
か
な
つ
な
が
り
を
作
り
出
し
た

い
と
思
つ
た
。

（
一
三
一
頁
）

こ
の
学
校
で
学
び
は
じ
め
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
ン
や
シ
ン
グ
や
ラ
ム

の
英
文
に
直
面
し
て
か
な
り
緊
張
し
て
ゐ
た
。
私
は
ひ
つ
そ
り
と
し

て
、
誰
に
も
気
づ
か
れ
ず
に
、
詩
と
自
分
と
の
間
に
も
つ
と
確
か
な

つ
な
が
り
を
作
り
出
し
た
い
と
思
つ
た
。

（
二
五
頁
）

初
出
で
は
、
入
試
の
た
め
に
一
旦
試
作
か
ら
離
れ
、
詩
と
自
分
と
の
「
つ

な
が
り
」
は
回
復
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
初
刊
で
は
、

そ
の
つ
な
が
り
は
こ
れ
ま
で
失
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
「
も
つ
と
」
確
か
な

も
の
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
初
刊
の
二
二
頁
六
行
目
か
ら
二
五
頁
九
行
目
ま
で

は
、
当
時
の
詩
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
「
私
」
の
詩
の
読
書
体
験
を
綴
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
初
出
に
は
な
く
、
単
行
本
化
に
際
し
て
加
筆
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
一
節
の
冒
頭
に
は
こ
う
あ
る
。

私
は
こ
の
二
三
年
の
間
に
、
詩
を
理
解
し
、
詩
人
の
名
と
そ
の
特
色

を
覚
え
、
自
分
で
も
相
当
に
詩
を
書
い
て
、
か
な
り
の
進
歩
を
し
て

ゐ
た
。

（
二
二
頁
）

中
学
時
代
、
「
詩
へ
の
自
分
の
耽
溺
を
人
の
目
か
ら
隠
す
た
め
」
に
勉

学
に
勤
し
ん
だ
「
私
」
だ
が
、
初
出
で
は
真
の
自
己
の
性
向
を
隠
蔽
す
る

だ
け
で
な
く
、
入
試
の
た
め
に
実
際
に
詩
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
単
行
本

の
描
写
で
は
、「
私
」
は
自
己
を
隠
蔽
し
つ
つ
詩
と
関
係
し
続
け
て
い
た
。
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「
私
」
の
像
の
大
き
な
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
。

小
樽
在
住
の
弁
護
士
夫
人
・
増
川
順
子
が
徳
田
秋
声
に
師
事
し
、
長
編

小
説
を
ホ
テ
ル
の
一
室
で
書
い
て
い
る
と
い
う
情
報
に
動
揺
す
る
場
面
で

も
、「
私
」
の
心
情
は
大
き
く
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
初
出
で
の
「
私
」

は
、
「
落
ち
つ
き
を
失
つ
た
」
の
に
続
い
て
、
夫
人
は
上
京
し
て
「
中
央

公
論
」
に
作
品
を
発
表
し
て
い
る
人
妻
の
影
響
で
小
説
を
書
く
こ
と
を
考

え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
「
世
間
を
知
つ
た
女
た
ち
の

文
学
に
対
す
る
大
胆
さ
を
私
は
怖
れ
、
理
由
の
な
い
不
安
を
感
じ
」
る
。

対
し
て
初
刊
で
は
、
美
し
く
恵
ま
れ
た
生
活
を
送
る
女
性
が
流
行
作
家
に

な
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
「
ひ
ど
く
妬
ま
し
い
こ
と
」
と
捉
え
、
「
一
人
の

人
間
が
、
同
時
に
そ
の
や
う
な
幾
つ
も
の
幸
福
を
手
に
入
れ
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
不
公
平
な
こ
と
だ
」
と
「
苛
々
し
」
、
「
女
た
ち

が
小
説
を
書
い
て
男
性
の
文
士
た
ち
に
チ
ヤ
ホ
ヤ
さ
れ
る
の
か
。
何
て
い

や
な
こ
と
だ
」
と
思
う
。
「
私
」
の
増
田
夫
人
へ
の
嫉
妬
の
情
が
あ
か
ら

さ
ま
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
「
私
」
は
詩
へ
の
関
心
を
持
続
的
に
抱
き
な

が
ら
、
作
品
の
投
稿
も
中
断
し
、
詩
を
と
お
し
て
の
生
の
認
識
も
周
囲
に

は
隠
蔽
し
て
い
た
。
「
私
」
は
外
形
的
に
は
文
学
の
分
野
に
お
い
て
何
者

で
も
な
か
っ
た
。
し
か
も
「
詩
人
が
だ
ら
だ
ら
し
た
散
文
を
書
い
て
小
説

家
の
仲
間
入
り
を
す
る
」
こ
と
、「
詩
を
捨
て
て
小
説
書
き
に
な
つ
た
男
」

へ
の
軽
蔑
を
禁
じ
得
な
い
。
詩
の
純
粋
性
を
信
じ
つ
つ
も
、
作
品
が
世
間

一
般
で
評
価
さ
れ
る
と
い
う
世
俗
的
な
問
題
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い

文
学
青
年
の
姿
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

「
伊
藤
整
の
初
期
以
来
の
小
説
の
基
調
は
不
安
で
あ
る
。
〈
生
き
る
怖

れ
〉
で
あ
る
」
と
野
坂
幸
弘
は
い
っ
て
い
る
が

（
五
）

、
初
出
で
不
安
に
囚

わ
れ
る
「
私
」
は
他
者
の
出
現
に
よ
っ
て
自
己
の
存
立
を
脅
か
さ
れ
る
初

期
小
説
（
「
幽
鬼
の
街
」
や
「
イ
カ
ル
ス
失
墜
」
の
よ
う
な
）
の
自
己
に

通
底
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
一
方
初
刊
の
「
私
」
は
、
詩
を
放
棄

し
て
文
壇
へ
の
野
心
を
燃
や
し
て
い
く
将
来
の
作
家
を
髣
髴
さ
せ
よ
う
。

Ⅳ

以
上
、
初
出
原
稿
お
よ
び
初
出
と
初
刊
の
異
同
の
検
討
を
と
お
し
て
、

「
海
の
見
え
る
町
」
の
生
成
を
辿
っ
た
。
単
行
本
化
さ
れ
た
際
の
帯
に
は
、

「
著
者
の
秘
め
ら
れ
た
青
春
の
自
画
像
」
を
描
い
た
も
の
と
書
か
れ
て
い

る
が
、
「
自
画
像
」
は
決
し
て
不
動
の
姿
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

観
点
に
よ
っ
て
、
解
釈
に
よ
っ
て
様
々
に
揺
れ
動
く
。
ま
た
、
テ
ク
ス
ト

の
中
で
「
私
」
は
詩
を
と
お
し
て
生
を
認
識
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
こ
と

を
隠
し
て
奥
手
な
少
年
を
演
じ
、
周
囲
も
ま
た
大
人
び
た
言
動
に
よ
っ
て

大
人
を
演
じ
て
い
る
。
外
側
に
示
さ
れ
る
像
が
そ
の
人
間
の
実
像
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
と
同
様
、
自
伝
小
説
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
自
己

像
は
作
家
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
存
在
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

［
注
］

（
一
）
伊
藤
整
「
『
若
い
詩
人
の
肖
像
』
あ
と
が
き
草
稿
の
問
題

―
自
伝
と
い

う
虚
構

―
」（
「
日
本
近
代
文
学
」
九
六
集
、
二
〇
一
七
・
五
）

（
二
）『
伝
記

伊
藤
整
』（
六
興
出
版
、
一
九
七
七
・
四
）

（
三
）（
一
）
お
よ
び
日
本
近
代
文
学
館
編
『
近
代
文
学
草
稿
・
原
稿
研
究
事
典
』

（
八
木
書
店
、
二
〇
一
五
・
二
）

（
四
）
一
度
書
か
れ
た
「
た
」
が
消
さ
れ
て
以
降
が
書
か
れ
た
後
、
こ
の
部
分
全

て
が
全
て
削
除
さ
れ
た
。

（
五
）『
伊
藤
整
論
』（
双
文
社
出
版
、
一
九
九
五
・
一
）
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（
い
い
じ
ま

ひ
ろ
し
・
金
沢
大
学
准
教
授
）


