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エ
ッ
セ
イ

私
の
文
学
館
散
歩
（
三)

小
倉
・
松
本
清
張
記
念
館

高
井
戸
・
旧
松
本
邸

松
村

茂
治

【
翡
翠
海
岸
】

こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
、
北
九
州
・
小
倉
に
あ
る
松
本
清
張
記
念
館
を

加
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
本
誌
第
二
十
八
号
（
二
〇
一
五
年

春
刊
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
富
山
在
住
の
井
上
亮
二
氏
の
「
琅
へ
の
手

紙
」
を
読
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
年
の
秋
、
博
多
に
出
か
け
る

用
事
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
気
持
ち
を
強
く
し
て
い
た
。

井
上
氏
は
、
手
紙
の
冒
頭
で
、
「
琅
」
が
何
に
由
来
す
る
命
名
な

の
か
、
「
美
し
き
玉
」
を
求
め
て
の
こ
と
な
の
か
と
問
い
、
「
富
山

県
の
宮
崎
海
岸
は
、
新
潟
県
の
姫
川
か
ら
流
れ
出
し
た
翡
翠
が
打
ち

上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
有
名
で
す
が
・
・
・
」
と
続
け
た
後
、
万
葉
集

に
あ
る
「
沼
名
川
の
底
な
る
玉

/

求
め
て
得
ま
し
玉
か
も

/

拾

ひ
て
得
ま
し
玉
か
も

/

惜
（
あ
た
ら
）
し
き
君
が

/

老
ゆ
ら
く
惜

し
も

」
を
引
用
さ
れ
、
こ
の
地
に
翡
翠
（
琅
玕
）
が
出
る
に
至
っ

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。

本
誌
創
刊
号
（
一
九
九
二
年
四
月
）
及
び
第
二
十
八
号
の
「
あ
と

が
き
」
に
、
主
宰
者
宗
内
敦
氏
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
琅
」

は
ま
さ
に
「
琅
玕
」
で
あ
り
、
我
ら
同
人
は
、
「
麗
し
き
玉
」
を
目

指
し
て
、
日
々
、
文
章
に
磨
き
を
か
け
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
ぬ

と
い
う
、
主
宰
者
の
熱
き
思
い
を
込
め
て
の
命
名
な
の
で
あ
る
。

井
上
氏
の
「
手
紙
」
を
読
ん
で
、
私
が
最
初
に
行
っ
た
こ
と
は
、

日
本
地
図
を
広
げ
て
、
「
宮
崎
海
岸
」
を
探
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
姫
川
が
日
本
海
に
注
ぐ
糸
魚
川
市
か
ら
、
海
岸
線
を
富
山
方
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面
に
向
け
て
二
十
ー
三
十
キ
ロ
行
っ
た
所
に
あ
っ
た
。
こ
の
辺
り
に

つ
い
て
、
私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
と
言
え
ば
、
三
千
㍍
を
超
す
北
ア

ル
プ
ス
が
、
日
本
海
に
向
け
て
一
気
に
な
だ
れ
落
ち
、
富
山
湾
に
沈

み
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
山
地
が
い
き
な
り
海

に
落
ち
込
ん
で
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
こ
は
昔
か
ら
交
通
の
難
所
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
近
建
設
さ
れ
た
高
速
道
路
は
、
親
不
知
の

辺
り
で
は
海
上
に
競
り
出
す
よ
う
に
し
て
、
そ
の
急
峻
な
地
形
を
避

け
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
親
子
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
で
足
を
滑
ら
せ

波
に
さ
ら
わ
れ
た
ら
、
そ
の
後
再
び
相
見
え
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ

た
。
今
や
、
海
に
突
き
出
し
た
高
速
道
路
に
車
が
行
き
交
い
、
絶
壁

に
穿
た
れ
た
ト
ン
ネ
ル
を
新
幹
線
が
疾
走
す
る
時
代
で
あ
る
。
そ
し

て
、
海
に
沿
っ
て
走
る
在
来
線
に
は
「
え
ち
ご
ト
キ
め
き
鉄
道
日
本

海
ひ
す
い
ラ
イ
ン
」
と
い
う
お
洒
落
な
名
前
ま
で
冠
し
、
す
っ
か
り

明
る
く
変
貌
し
た
越
前
・
越
後
。
水
上
勉
が
今
の
時
代
の
作
家
だ
っ

た
ら
、
果
た
し
て
「
越
後
つ
つ
い
し
親
不
知
」
を
書
い
た
だ
ろ
う
か

と
思
う
の
で
あ
る
。

地
図
を
眺
め
て
い
て
不
思
議
に
思
う
の
は
、
翡
翠
の
見
つ
か
る
宮

崎
海
岸
が
、
姫
川
の
河
口
か
ら
か
な
り
離
れ
た
所
、
し
か
も
、
河
口

よ
り
随
分
と
西
側
に
あ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
海
流
の
関
係
と
思
う

が
、
日
本
列
島
に
沿
っ
て
流
れ
て
い
る
の
は
対
馬
海
流
で
あ
り
、
翡

翠
が
こ
の
流
れ
に
乗
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
河
口
よ
り
佐
渡
寄
り
の

海
岸
で
見
つ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
地
図
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
姫

川
よ
り
富
山
側
に
は
青
海
川
が
あ
り
、
そ
の
源
流
で
も
翡
翠
が
見
つ

か
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
宮
崎
海
岸
の
翡
翠
は
、
姫
川
産
と
い
う

よ
り
は
青
海
川
産
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
青

海
川
の
河
口
は
姫
川
よ
り
距
離
に
し
て
五
キ
ロ
ほ
ど
西
に
寄
っ
た
だ

け
な
の
で
、
こ
の
辺
り
に
は
、
陸
地
に
沿
っ
て
西
進
す
る
海
流
が
あ

る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
、
い
つ
し
か
、
学
生
時
代
に
読

ん
だ
清
張
の
短
編
「
万
葉
翡
翠
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。
昔

読
ん
だ
文
庫
本
は
、
紙
の
劣
化
が
著
し
く
、
数
年
前
に
処
分
し
て
し

ま
っ
て
い
た
の
で
、
内
容
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
新
た
に
買
い
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

新
し
い
文
庫
本
の
ペ
ー
ジ
を
繰
る
う
ち
、
井
上
氏
が
引
用
し
て
い

た
一
首
を
、
私
は
、
万
葉
集
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
作
品

を
通
し
て
知
っ
た
こ
と
に
思
い
至
っ
た
。
姫
川
で
翡
翠
が
取
れ
る
と

い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
も
、
こ
の
作
品
を
読
ん
で
の
こ
と
だ
っ
た
よ

う
な
気
も
す
る
。
あ
る
い
は
、
学
生
時
代
、
大
糸
線
沿
線
の
山
々
に

は
足
し
げ
く
登
っ
て
い
た
の
で
、
同
行
の
先
輩
に
教
え
て
も
ら
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

当
時
、
信
州
方
面
の
山
に
入
る
と
す
れ
ば
、
新
宿
か
八
王
子
発
の

中
央
線
の
夜
行
列
車
を
利
用
す
る
の
が
常
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
万
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葉
翡
翠
」
の
中
で
、
「
・
・
・
三
人
は
、
新
宿
駅
か
ら
長
野
行
き
の

遅
い
列
車
に
乗
っ
た
。
（
略
）
中
央
線
の
こ
の
夜
汽
車
は
、
間
も
な

く
、
線
路
の
彼
方
に
赤
い
尾
灯
を
す
ぼ
め
て
消
え
去
っ
た
。
」
と
の

一
節
に
出
く
わ
す
と
、
あ
あ
、
昔
よ
く
利
用
し
た
あ
の
列
車
の
こ
と

か
・
・
・
と
当
時
の
情
景
が
甦
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
新
宿
発
の
中

央
線
は
、
松
本
行
き
か
南
小
谷
行
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
当
時
、

長
野
行
き
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
確
認
は
で
き
て
い
な
い
。

「
万
葉
翡
翠
」
の
中
に
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
た
。
姫
川

に
つ
い
て
、
「
姫
川
は
、
大
体
、
糸
魚
川
と
信
州
の
大
野
を
繋
ぐ
大

．
．

糸
線
に
沿
っ
て
い
る
。
上
流
は
長
野
県
の
鹿
島
鎗
（
注
）

の
山
麓
か
ら

出
て
い
る
ら
し
い
。
だ
が
そ
れ
が
海
に
注
ぐ
ま
で
は
・
・
・
」
と
い

う
記
述
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
こ
は
、
「
大
野
」
で
は
な
く
、
大
町
．
．

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
糸
線
は
、
信
濃
大
町
と
糸
魚
川
を
結
ぶ

の
で
、
そ
う
名
づ
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
始
発
は
松
本
駅
だ
が
）
。

こ
こ
で
敢
え
て
架
空
の
地
名
を
使
う
必
要
性
は
な
い
か
ら
、
字
画
が

似
て
い
る
が
故
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
て
、
い
つ
の
時
点
で
の

誤
植
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
文
庫
本
の
初
版
は
昭
和
四
十
年
と
あ
り
、

私
が
昔
読
ん
だ
の
は
、
こ
の
頃
の
も
の
で
あ
る
。
平
成
十
四
年
に
六

十
六
刷
改
版
と
あ
り
、
最
近
買
い
求
め
た
の
は
、
平
成
二
十
一
年
の

八
十
三
刷
で
あ
る
。
昭
和
四
十
年
か
ら
ず
っ
と
「
大
野
」
で
や
っ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
？
以
前
読
ん
だ
と
き
に
は
何
の
疑
問
も
持
た
な

か
っ
た
が
、
見
落
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
改
版
時
に
ミ
ス
が
生

じ
た
と
し
て
も
、
十
年
以
上
経
っ
て
い
る
。
読
者
の
中
に
は
鉄
道
マ

ニ
ア
も
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
誰
も
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

考
え
に
く
い
。
新
潮
社
も
、
分
か
っ
た
上
で
、
大
野
で
も
問
題
な
し

と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
新
潮
社
版
の
松
本
清
張
全

集
が
定
本
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
に
当
た
れ
ば
、
ど

の
段
階
で
の
ミ
ス
か
、
分
か
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
に
、
誤
植
よ
り
も
っ
と
重
要
な
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
姫
川

の
源
流
が
、
「
鹿
島
鎗
の
山
麓
か
ら
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
確
か

に
、
姫
川
は
大
糸
線
、
千
国
街
道
に
沿
っ
て
北
上
し
日
本
海
に
注
い

で
い
る
が
、
鹿
島
槍
を
水
源
と
す
る
流
れ
は
、
千
国
街
道
と
鹿
島
槍

の
間
に
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
が
山
が
連
な
っ
て
い
る
た
め
、
直

接
、
姫
川
に
合
流
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
流
れ
は
、
姫
川
へ

の
合
流
を
遮
る
山
並
み
を
迂
回
す
る
よ
う
に
、
鹿
島
川･

高
瀬
川
と

な
っ
て
南
下
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
当
初
、
そ
れ
は
大
町
近

辺
で
Ｕ
タ
ー
ン
を
し
て
仁
科
三
湖
の
一
つ
で
あ
る
木
崎
湖
に
流
れ
込

み
、
中
綱
湖
、
青
木
湖
を
経
て
、
姫
川
に
な
る
の
か
と
思
っ
た
の
だ

が
、
少
な
く
と
も
地
図
上
で
は
、
仁
科
三
湖
か
ら
北
上
す
る
流
れ
は

出
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
川
の
流
れ
は
、
車
と
は
違
う
の
だ
か
ら
、

山
を
迂
回
し
て
簡
単
に
Ｕ
タ
ー
ン
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
は
ず
で

あ
る
。
地
図
で
見
る
限
り
、
鹿
島
槍
に
発
し
た
流
れ
は
、
高
瀬
川
の
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後
、
犀
川
、
千
曲
川
と
名
前
を
変
え
、
最
後
は
信
濃
川
と
な
っ
て
日

本
海
に
注
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
調
べ
魔
」
で
有
名
だ
っ
た

大
文
豪
の
手
か
ら
、
姫
川
の
水
は
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
？
も
っ
と
も
、
当
該
箇
所
を
よ
く
読
む
と
、
「
・
・

・
鹿
島
鎗
の
山
麓
か
ら
出
て
い
る
ら
し
い
。
」
と
あ
る
の
で
、
文
豪

．
．
．

自
身
、
確
信
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

鹿
島
槍
ヶ
岳
と
い
え
ば
、
清
張
に
は
、
こ
の
山
を
舞
台
に
し
た
好

短
編
が
あ
る
。
「
黒
い
画
集
」
に
収
め
ら
れ
た
「
遭
難
」
で
あ
る
。

山
好
き
に
と
っ
て
は
、
「
万
葉
翡
翠
」
よ
り
こ
ち
ら
の
方
が
、
読
み

応
え
が
あ
っ
た
。
事
故
に
見
せ
か
け
る
べ
く
緻
密
に
仕
組
ま
れ
た
殺

人
事
件
だ
っ
た
。
山
を
歩
く
と
き
に
、
少
し
で
も
体
力
を
消
耗
さ
せ

な
い
よ
う
に
と
、
休
憩
の
取
り
方
や
水
分
補
給
の
仕
方
な
ど
、
先
輩

か
ら
後
輩
へ
と
引
き
継
が
れ
て
き
た
山
歩
き
の
知
恵
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
そ
れ
ら
を
逆
手
に
と
っ
て
、
必
要
以
上

に
体
力
を
消
耗
さ
せ
、
遭
難
死
を
演
出
し
た
・
・
・
。
調
べ
て
み
る

と
、
「
遭
難
」
は
「
万
葉
翡
翠
」
よ
り
、
四
年
ほ
ど
前
の
刊
行
と

な
っ
て
い
る
。
「
・
・
・
鹿
島
鎗
の
山
麓
か
ら
・
・
・
」
は
、
「
遭

難
」
の
副
産
物
と
い
う
こ
と
で
、
改
め
て
綿
密
な
取
材
は
し
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
あ
、
小
倉
の
記
念
館
に
向
か
う
は
ず
が
、
越
前
・
信
州
方
面
で

ず
い
ぶ
ん
と
時
間
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
翡
翠
海
岸
か
ら
富
山
湾
を

隔
て
た
と
こ
ろ
が
能
登
半
島
で
あ
る
。
後
に
、
そ
こ
を
舞
台
に
し
た

作
品
を
取
り
上
げ
る
つ
も
り
な
の
で
、
ひ
と
ま
ず
小
倉
に
向
か
う
こ

と
に
し
よ
う
。

（
注
）

新
潮
文
庫
は
「
鎗
」
の
字
を
使
っ
て
い
る
が
、
地
図
は
「
槍
」

を
使
っ
て
い
る
。

【
小
倉
・
松
本
清
張
記
念
館
】

博
多
駅
で
、
新
幹
線
を
利
用
し
よ
う
か
、
在
来
線
に
し
よ
う
か
と
、

少
々
迷
っ
た
の
だ
っ
た
。
時
刻
は
、
昼
を
少
し
回
っ
た
と
こ
ろ
。
新

幹
線
を
利
用
す
れ
ば
小
倉
ま
で
は
十
五
分
ほ
ど
だ
か
ら
、
時
間
の
節

約
に
は
な
る
が
、
五
時
頃
ま
で
に
博
多
に
戻
っ
て
く
れ
ば
い
い
と
い

う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
だ
と
、
却
っ
て
、
時
間
を
持
て
あ
ま
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
だ
。
の
ん
び
り
車
窓
か
ら
の
景
色
を
眺

め
る
の
も
悪
く
は
な
い
だ
ろ
う
、
こ
の
地
を
こ
ん
な
風
に
旅
行
で
き

る
最
初
で
最
後
の
機
会
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
在
来
線
で
行
く
こ

と
に
し
て
切
符
を
買
い
求
め
、
階
段
を
登
っ
て
い
く
と
、
ち
ょ
う
ど

小
倉
行
き
の
普
通
列
車
が
入
っ
て
来
た
。

博
多
を
出
て
、
二
―
三
駅
は
覚
え
て
い
た
の
だ
が
、
の
ん
び
り
車

窓
か
ら
の
景
色
を
楽
し
む
間
も
な
く
、
眠
気
が
襲
っ
て
来
て
、
気
が

＜エッセイ＞
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つ
い
た
と
き
、
列
車
は
大
き
な
川
を
渡
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

ス
マ
ホ
の
地
図
で
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
遠
賀
川
の
よ
う
だ
っ
た
。

地
図
を
先
の
方
へ
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
み
る
と
、
記
念
館
へ
は
、
終
点

の
小
倉
駅
か
ら
で
は
な
く
、
一
つ
手
前
の
西
小
倉
駅
か
ら
の
方
が
断

然
に
近
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

九
州
と
い
う
と
、
南
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
い
つ
も
そ

れ
は
裏
切
ら
れ
る
。
こ
の
日
も
、
駅
か
ら
外
へ
出
て
み
る
と
、
日
は

差
し
て
い
る
も
の
の
、
風
が
あ
る
せ
い
か
肌
寒
い
。
そ
も
そ
も
、
九

州
イ
コ
ー
ル
南
国
と
い
う
の
が
、
短
絡
的
な
連
想
な
の
だ
と
思
う
。

玄
界
灘
は
日
本
海
の
一
部
な
の
だ
か
ら
。

駅
を
出
た
と
こ
ろ
で
、
記
念
館
へ
向
か
う
大
通
り
は
、
そ
の
名
も

ず
ば
り
「
清
張
通
り
」
で
あ
る
。
実
際
、
そ
れ
は
極
め
て
適
切
な
命

名
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
大
通
り
を
五
分
程
行
け
ば
、
確
実
に
記
念
館

に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
。
記
念
館
は
、
小
倉
城
の

西
の
外
れ
、
枯
れ
堀
を
利
用
し
て
建
て
ら
れ
て
い
た
。

記
念
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
た
び
に
、
一
体
ど
う
い
う
建
物

な
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
。
ド
ー
ム
状
の
屋
根
を
設
え

た
頑
丈
そ
う
な
建
物
な
の
だ
が
、
近
く
に
寄
っ
て
真
横
か
ら
見
る
と
、

そ
れ
は
要
塞
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
が
一
階
に
あ
る

と
す
れ
ば
、
「
要
塞
」
は
、
堀
の
底
、
つ
ま
り
地
下
一
階
か
ら
立
ち

上
が
っ
て
お
り
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
あ
る
建
物
よ
り
屋
根
一
つ
高
く

な
っ
て
い
る
の
で
、
全
体
と
し
て
は
三
階
建
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
建
物
に
は
窓
は
一
つ
も
な
く
、
周
囲
は
、
ま
る
で
敵
か
ら
の
攻

撃
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
堅
固
に
固
め
ら
れ
、
金
属
製

と
思
わ
れ
る
や
や
丸
み
を
帯
び
た
屋
根
も
簡
単
に
は
破
ら
れ
そ
う
も

な
く
、
全
体
的
に
は
ト
ー
チ
カ
の
よ
う
だ
。
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
あ
る

建
物
が
切
妻
型
の
和
風
様
式
な
の
で
、
い
ま
一
つ
統
一
感
に
欠
け
る

よ
う
な
気
が
す
る
。

中
に
入
っ
て
み
て
、
そ
の
理
由
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
東
京

に
あ
っ
た
清
張
の
か
つ
て
の
住
ま
い
が
移
築
再
現
さ
れ
て
い
る
の

だ
っ
た
。
建
物
の
中
に
、
実
際
の
二
階
建
て
の
建
物
を
、
使
わ
れ
て

い
た
当
時
の
ま
ま
移
築
す
る
訳
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
ボ
リ
ュ
ー
ム

が
必
要
と
な
る
の
だ
。

移
築
さ
れ
て
い
た
の
は
、
仕
事
部
屋
で
あ
る
書
斎
と
編
集
者
た
ち

と
の
面
談
に
使
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
応
接
室
そ
れ
に
膨
大
な
資
料
を
収

め
た
書
庫
の
一
部
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
を
引
か
れ
た

の
だ
が
、
こ
の
再
現
さ
れ
た
旧
邸
宅
の
前
に
掲
示
さ
れ
て
い
た
一
枚

の
航
空
写
真
か
ら
、
し
ば
ら
く
の
間
、
目
が
離
せ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
写
真
は
、
あ
り
し
日
の
旧
邸
を
低
空
か
ら
撮
っ

た
も
の
で
、
邸
宅
の
す
ぐ
脇
を
見
覚
え
の
あ
る
電
車
が
走
り
、
庭
先

に
立
っ
て
空
を
見
上
げ
る
清
張
氏
も
写
っ
て
い
る
。
邸
宅
は
、
杉
並

区
高
井
戸
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
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高
井
戸
な
ら
、
旧
邸
の
脇
を
走
り
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
渋

谷
行
き
の
井
の
頭
線
で
あ
る
。
私
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ
と
、
調

布
市
、
府
中
市
と
京
王
線
の
沿
線
で
暮
ら
し
て
き
た
。
井
の
頭
線
と

京
王
線
は
、
京
王
電
鉄
が
所
有
す
る
路
線
で
、
私
が
子
ど
も
の
頃
、

京
王
線
も
井
の
頭
線
も
、
緑
色
の
車
輌
を
使
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、

ア
イ
ボ
リ
ー
に
な
り
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
ス
テ
ン
レ
ス
車
輌
に
な
り
、

最
近
の
井
の
頭
線
は
、
前
面
や
側
面
が
ピ
ン
ク
や
パ
ー
プ
ル
に
彩
色

さ
れ
、
カ
ラ
フ
ル
で
お
洒
落
な
車
輌
と
な
っ
た
。
写
真
の
井
の
頭
線

は
、
ア
イ
ボ
リ
ー
時
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
、

写
真
は
昭
和
四
十
三
年
に
撮
ら
れ
た
と
あ
る
。

写
真
の
前
に
立
っ
て
、
こ
れ
は
メ
モ
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
年
）
と
言
え

ば
、
す
で
に
半
世
紀
も
前
の
こ
と
、
こ
の
間
、
東
京
は
、
大
き
な
変

貌
を
遂
げ
て
き
た
。
都
心
に
近
く
、
交
通
至
便
で
閑
静
な
住
宅
街
が
、

そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
し
か
も
、
清
張
が
亡
く

な
っ
た
の
が
平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
で
あ
り
、
平
成
十
年
（
一

九
九
八
年
）
に
は
、
記
念
館
が
開
館
し
、
一
部
と
は
い
え
旧
邸
を
移

築
し
て
し
ま
っ
た
訳
だ
か
ら
、
旧
邸
自
体
、
い
つ
ま
で
も
写
真
の
ま

ま
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
高
井
戸
に
旧
邸
跡
を
見
つ
け
る
の
に
は
か

な
り
の
困
難
が
伴
う
も
の
と
考
え
、
「
旧
邸
探
索
」
の
一
助
に
な
れ

ば
と
、
旧
邸
付
近
の
略
図
を
描
き
写
し
た
の
で
あ
る
。

館
内
の
片
隅
に
置
か
れ
て
い
た
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に
、
ペ
ー
ジ

を
開
い
て
展
示
さ
れ
て
い
た
古
い
雑
誌
に
目
が
留
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、

今
や
、
推
理
小
説
の
代
名
詞
と
も
言
う
べ
き
「
点
と
線
」
の
第
二
回

目
（
第
二
章
）
「
情
死
体
」
の
冒
頭
部
分
で
、
そ
の
書
き
出
し
は
、

「
鹿
児
島
本
線
で
門
司
の
方
面
か
ら
行
く
と
、
博
多
に
つ
く
三
つ
手

前
に
香
椎
と
い
う
小
さ
な
駅
が
あ
る
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
香
椎
と

言
え
ば
、
こ
の
日
、
私
は
、
列
車
が
こ
の
駅
を
出
た
と
こ
ろ
ま
で
は

覚
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
後
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ

た
。そ

う
だ
っ
た
、
香
椎
の
海
岸
で
男
女
の
情
死
体
が
発
見
さ
れ
た
の

が
事
件
の
発
端
だ
っ
た
。
東
京
駅
で
の
奇
跡
的
な
四
分
間
は
有
名
な

話
だ
っ
た
。
青
函
連
絡
船
が
ま
だ
健
在
だ
っ
た
頃
で
、
そ
の
乗
客
名

簿
が
ア
リ
バ
イ
工
作
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。
九
州

と
北
海
道
、
そ
れ
に
鎌
倉
と
い
っ
た
具
合
に
、
場
面
設
定
が
観
光
地

巡
り
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
小
説
が
旅
雑
誌
に
掲
載
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
納
得
が
い
く
の
だ
っ
た
。

九
州
旅
行
か
ら
戻
っ
て
、
「
点
と
線
」
を
も
う
一
度
読
ん
で
み
た

く
な
り
、
仕
事
の
帰
り
に
新
宿
紀
伊
國
屋
を
の
ぞ
い
て
み
た
。
後
で

触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
私
が
清
張
に
の
め
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
評
論
家
の
平
野
謙
が
解
説
を
担
当
し
た
新
潮
文
庫
の
「
傑
作
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短
編
集

全
六
巻
」
（
昭
和
四
十
年
発
行
）
を
通
し
て
で
あ
る
。
そ

れ
以
来
、
清
張
作
品
は
、
も
っ
ぱ
ら
新
潮
文
庫
で
読
ん
で
き
た
。

も
っ
と
も
当
時
の
清
張
作
品
に
は
、
カ
ッ
パ
ノ
ベ
ル
ス
で
し
か
読
め

な
い
も
の
も
あ
り
、
「
点
と
線
」
も
そ
の
内
の
一
冊
だ
っ
た
と
記
憶

し
て
い
る
。
今
で
は
、
新
潮
文
庫
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
清
張
作
品
が

入
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
棚
を
探
し
て
み
た
の
だ
が
、
あ
い
に
く
目

当
て
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

今
、
「
あ
い
に
く
」
と
書
い
た
が
、
何
が
幸
い
す
る
か
分
か
ら
な

い
。
帰
り
の
電
車
の
中
で
読
む
本
が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

別
の
出
版
社
の
文
庫
本
の
棚
を
探
し
た
の
で
あ
る
。
一
社
、
二
社
・

・
・
と
な
く
て
、
こ
こ
で
な
か
っ
た
ら
あ
き
ら
め
よ
う
と
思
っ
て
最

後
に
回
っ
た
の
が
文
春
文
庫
の
書
棚
だ
っ
た
。
そ
こ
に
あ
っ
た
「
点

と
線
」
を
手
に
と
っ
て
み
る
と
、
表
紙
に
は
、
「
松
本
清
張
記
念
館

監
修
」
と
あ
る
。
行
っ
て
来
た
ば
か
り
の
記
念
館
が
監
修
し
て
い
る

の
も
何
か
の
縁
と
思
い
、
今
回
は
こ
れ
で
読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
。

そ
う
決
め
て
、
改
め
て
よ
く
見
て
み
る
と
、
本
の
様
子
に
ど
こ
と
な

く
違
和
感
が
あ
る
。
本
の
小
口
に
黒
っ
ぽ
い
筋
が
入
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
正
体
は
直
ぐ
に
分
か
っ
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
ペ
ー

ジ
一
杯
に
挿
絵
が
入
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

も
う
一
度
表
紙
を
見
る
と
、
「
風
間
完
・
画
」
と
あ
る
。
文
庫
本

に
カ
ラ
ー
の
挿
絵
と
い
う
の
も
珍
し
い
が
、
ど
の
絵
か
ら
も
、
あ
の

頃
の
昭
和
！
と
い
う
郷
愁
が
漂
っ
て
く
る
。
奥
付
に
は
、
「
本
書
は

『
点
と
線
』
（
松
本
清
張

風
間
完
・
画

二
〇
〇
二
年

文
藝
春

秋
刊
）
を
底
本
と
し
た
。
」
と
あ
る
。
画
家
は
、
昭
和
三
十
年
代
の

情
景
を
、
平
成
に
な
っ
て
か
ら
甦
ら
せ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
記

憶
だ
け
を
頼
り
に
し
た
の
か
、
古
い
原
画
が
あ
っ
た
の
か
。
当
時
の

写
真
を
参
考
に
描
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
し
ろ
、
こ
の
挿
絵
に
出
会
え
た
の
は
、
記
念
館
の
お
か
げ
で
あ

る
。記

念
館
で
一
番
時
間
を
費
や
し
た
の
は
、
「
推
理
劇
場
」
だ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
「
日
本
の
黒
い
霧
」
を
題
材
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
映
像
が
放
映
さ
れ
て
い
た
。
帝
銀
事
件
、
下
山
事
件
、
三
鷹
事
件
、

松
川
事
件
・
・
・
ど
れ
も
私
が
〇
歳
か
ら
一
歳
の
頃
の
出
来
事
で
、

事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
は
知
る
よ
し
は
な
い

が
、
裁
判
が
続
い
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
も
の
心
つ
い
て
か
ら

も
、
マ
ス
コ
ミ
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
記
憶

に
は
残
っ
て
い
る
。

「
日
本
の
黒
い
霧
」
の
な
か
で
、
一
番
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

「
下
山
事
件
」
で
あ
る
。
大
方
が
下
山
自
殺
説
を
と
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
清
張
は
、
地
道
な
証
拠
を
積
み
上
げ
て
、
他
殺
説
を
と
っ

て
い
た
。
そ
の
証
拠
の
一
つ
に
、
下
山
は
ど
こ
か
の
貸
金
庫
に
春
画
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を
残
し
た
ま
ま
だ
っ
た
と
い
う
件
が
あ
り
、
学
生
時
代
の
私
は
、
え

ら
く
納
得
し
た
の
だ
っ
た
。
「
推
理
劇
場
」
の
フ
ィ
ル
ム
に
は
、
春

画
の
件
は
出
て
来
な
か
っ
た
が
、
残
さ
れ
た
衣
服
に
付
着
し
て
い
た

塗
料
か
ら
、
監
禁
さ
れ
て
い
た
場
所
が
特
定
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ

が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
た
し
か
、
そ
れ
は
、
日
本
政
府
と
し
て
は
手

の
出
し
に
く
い
所
だ
っ
た
の
で
、
事
件
が
う
や
む
や
に
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
う
ろ
覚
え
の
記
憶
を
辿
っ
て
み
た
り
し

た
の
だ
っ
た
。

清
張
に
つ
い
て
は
、
反
骨
の
人
、
反
権
力
の
人
と
い
っ
た
評
価
が

さ
れ
る
が
（
多
分
に
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
あ
る
と
思
う
が
）
、
彼

の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品
に
接
し
て
み
る
と
、
単
な
る
反
権
力
と

言
う
の
で
は
な
く
、
本
当
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

彼
の
根
本
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

【
私
の
清
張
作
品
（
一
）

短
編
】

あ
る
時
期
、
一
人
の
作
家
の
作
品
を
立
て
続
け
に
、
の
め
り
込
む

よ
う
に
し
て
読
む
こ
と
が
あ
る
。
大
江
健
三
郎
、
安
部
公
房
、
福
永

武
彦
、
辻
邦
生
、
野
坂
昭
如
、
村
上
春
樹
、
藤
沢
周
平
・
・
・
み
な
、

そ
ん
な
風
に
し
て
読
ん
で
き
た
。
あ
あ
、
小
池
真
理
子
も
そ
う
だ
っ

た
。
無
論
、
松
本
清
張
も
そ
う
い
う
一
人
だ
っ
た
。

の
め
り
込
む
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
作
家
の
作
品
の
な
か
に
、
こ
ち

ら
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
一
貫
し
た
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
が
、

そ
れ
と
と
も
に
、
最
初
に
ど
の
作
品
と
接
す
る
の
か
が
重
要
な
鍵
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
清
張
に
関
し
て
は
、
新
潮
文
庫
の
「
傑

作
短
編

全
六
巻
」
が
最
初
の
出
会
い
だ
っ
た
。
一
―
二
巻
は
、

「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
に
代
表
さ
れ
る
現
代
小
説
、
三
―
四
巻

は
、
「
西
郷
札
」
「
佐
渡
流
人
行
」
等
の
歴
史
小
説
、
五
―
六
巻
が

「
張
り
込
み
」
「
万
葉
翡
翠
」
等
の
推
理
小
説
と
い
う
構
成
で
、
新

潮
文
庫
の
こ
の
構
成
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

ど
の
一
篇
に
も
、
遠
い
世
界
の
こ
と
と
は
思
え
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ

が
あ
る
。
特
に
、
推
理
小
説
で
は
、
と
ん
で
も
な
い
悪
党
が
犯
罪
に

及
ぶ
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
犯
罪
に
は
常
に
天
才
的
な
ト
リ
ッ
ク
が

用
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
（
む
し
ろ
、

そ
う
い
っ
た
技
巧
が
破
滅
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ

て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
）
、
い
わ
ば
、
日
常
の
中
の
犯
罪
と

言
う
か
、
犯
罪
へ
の
親
近
性
と
い
っ
た
こ
と
が
、
清
張
短
編
の
特
徴

だ
っ
た
。
す
ぐ
隣
に
い
る
よ
う
な
平
凡
な
人
間
が
、
い
や
隣
で
は
な

い
、
私
自
身
が
い
つ
犯
罪
に
手
を
染
め
な
い
と
も
限
ら
な
い
・
・
・

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
す
で
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
思
い
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
こ
の
会
社
に
＊
＊
＊
＊
と
い
う
人
間
が
存
在
し
な

か
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
人
生
が
愉
し
い
だ
ろ
う
（
略
）
＊
＊
さ
え
居

＜エッセイ＞
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な
か
っ
た
ら
・
・
・
」
（
「
偶
数
」
）
と
い
う
思
い
、
組
織
の
中
で

生
活
し
て
い
る
人
な
ら
、
誰
に
だ
っ
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
自

分
は
＊
＊
＊
＊
を
殺
害
し
よ
う
と
思
っ
た
。
そ
の
決
心
の
理
由
を
縷

々
と
書
く
必
要
は
な
い
。
要
す
る
に
憎
悪
で
あ
る
」
（
「
捜
査
圏
外

の
条
件
」
）
と
い
う
く
ら
い
、
人
を
憎
く
思
っ
た
こ
と
、
さ
て
、
私

に
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
店
に
入
っ
て
来
た
客
が
好
み
の
タ
イ
プ

だ
っ
た
の
で
、
つ
い
、
「
・
・
・
よ
か
っ
た
ら
、
持
っ
て
ら
っ
し
ゃ

い
よ
。
（
略
）
近
所
の
人
だ
か
ら
、
お
貸
し
す
る
ん
で
す
よ
。
（
代

金
は
）
い
つ
で
も
都
合
の
い
い
時
に
も
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
（
「
坂

道
の
家
」
）
と
、
好
み
の
タ
イ
プ
の
女
客
に
特
段
の
「
そ
ん
た
く
」

を
し
た
く
な
る
小
間
物
屋
の
親
父
の
気
持
ち
、
私
は
商
売
人
で
は
な

い
が
、
分
か
ら
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
親
父
、
根
っ
か
ら
の

遊
び
人
と
い
う
の
で
は
な
い
。
元
来
は
、
真
面
目
一
本
槍
の
超
堅
物
、

生
活
を
切
り
詰
め
、
爪
に
火
を
灯
す
よ
う
に
し
て
生
活
を
し
て
き
た

人
物
で
あ
る
。
「
若
い
者
の
よ
う
に
ば
か
な
の
ぼ
せ
か
た
を
す
る
は

ず
は
な
い
の
だ
。
が
っ
ち
り
屋
と
ひ
と
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
く
ら
い

で
、
そ
の
方
に
は
自
信
が
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
の
親
父
が
、
女

に
入
れ
あ
げ
、
一
線
を
越
え
、
さ
ら
に
そ
の
先
ま
で
行
っ
て
し
ま
う

・
・
・
。
一
線
の
手
前
で
立
ち
止
ま
る
人
間
と
そ
れ
を
超
え
て
し
ま

う
人
間
の
間
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
私

は
、
堅
物
と
い
う
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
か
な
り
柔
ら
か
め

の
方
と
自
負
し
て
い
る
の
で
、
小
間
物
屋
は
他
人
ど
こ
ろ
か
、
こ
ち

ら
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
危
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

長
編
の
方
が
読
み
応
え
が
あ
る
と
い
う
人
も
い
る
。
そ
う
い
う
人

の
方
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
清
張
自
身
、
長
編
が
よ
く
読
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
尋
ね
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
「
読
者
は
正
直

だ
か
ら
・
・
・
」
と
、
暗
に
、
自
ら
も
長
編
に
力
を
入
れ
て
い
る
と

受
け
と
れ
る
よ
う
な
応
対
を
し
て
い
た
の
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。

謎
解
き
の
面
白
さ
、
扱
わ
れ
る
問
題
の
広
さ
、
奥
深
さ
、
描
か
れ
る

人
間
の
多
様
さ
、
そ
の
関
係
の
複
雑
さ
な
ど
、
長
編
で
な
け
れ
ば
描

け
な
い
こ
と
は
確
か
に
あ
る
。
特
に
、
扱
う
内
容
が
、
政
財
界
、
行

政
、
法
曹
界
、
教
育
界
等
、
権
力
の
中
に
蠢
く
巨
悪
を
相
手
に
す
る

と
な
れ
ば
、
取
材
、
資
料
を
駆
使
し
て
、
多
く
の
紙
面
を
使
っ
て
書

き
込
ま
な
け
れ
ば
、
説
得
力
あ
る
も
の
に
は
仕
上
が
ら
な
い
。
清
張

の
実
力
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
分
野
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
私
が
、
清
張
世
界
に

開
眼
し
た
の
が
短
編
を
通
し
て
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
人
を
そ
の

気
に
さ
せ
る
力
は
、
短
編
の
方
が
勝
っ
て
い
る
、
清
張
の
真
骨
頂
は

短
編
に
あ
る
と
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
張
り
込
み
」
の
女

の
切
な
さ
、
「
鬼
畜
」
の
主
人
公
の
小
心
さ
、
「
捜
査
圏
外
の
条

件
」
の
執
拗
さ
・
・
・
ど
れ
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
そ

う
そ
う
、
「
霧
の
旗
」
（
こ
れ
は
、
短
編
と
言
う
よ
り
は
中
編

＜小倉・松本清張記念館 高井戸・旧松本邸＞
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か
？
）
や
「
熱
い
空
気
」
で
は
、
復
讐
や
仕
返
し
を
画
策
す
る
主
人

公
に
い
つ
し
か
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
一
喜
一
憂
し
、
私
は
こ

ん
な
に
も
復
讐
も
の
が
好
き
だ
っ
た
の
だ
と
、
そ
れ
ま
で
気
づ
い
て

い
な
か
っ
た
自
分
の
一
面
を
知
っ
た
の
だ
っ
た
。

改
め
て
新
潮
文
庫
の
傑
作
短
編
（
一
）
に
収
め
ら
れ
た
「
現
代
小

説
」
、
例
え
ば
「
或
る
『
小
倉
日
記
』
伝
」
や
「
火
の
記
憶
」
な
ど

を
読
み
返
し
て
み
て
、
も
し
、
清
張
が
こ
れ
ら
の
作
品
の
後
、
「
点

と
線
」
や
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
に
向
か
わ
ず
、
現
代
小
説
の
み
を
書
き

続
け
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
作
品
群
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
半
ば

残
念
な
気
が
し
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
清
張
の
推
理
小
説
が
読
め
な

く
な
る
こ
と
の
方
が
残
念
の
度
合
い
は
大
き
い
が
、
現
代
小
説
の
中

に
こ
そ
、
彼
独
特
の
人
間
描
写
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

【
私
の
清
張
作
品
（
二
）

長
編
】

長
編
の
な
か
で
惹
か
れ
る
作
品
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
即
座
に

「
砂
の
器
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
長
編
が
、
権
力
に
胡
座
を

か
く
「
巨
悪
」
を
暴
き
、
弾
劾
す
る
よ
う
な
色
彩
が
強
い
の
に
対
し
、

こ
の
作
品
は
、
物
語
の
展
開
の
巧
み
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
人
間

の
弱
さ
が
さ
ら
け
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
共
感
を
覚
え
る
の
で
あ

る
。

こ
の
作
品
の
主
人
公
は
、
ハ
ン
セ
ン
氏
病
だ
っ
た
父
親
と
共
に
、

故
郷
を
追
わ
れ
る
よ
う
な
子
ど
も
時
代
を
送
っ
て
き
た
。
そ
の
子
は

長
じ
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
音
楽
家
に
な
っ
た
。
そ
の
音
楽
家
の
子

ど
も
時
代
を
知
っ
て
い
る
人
が
訪
ね
て
来
る
・
・
・
。
訪
問
す
る
方

に
し
て
み
れ
ば
、
単
に
懐
か
し
さ
故
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
重
い
過

去
を
捨
て
、
よ
う
や
く
栄
光
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
身
に
は

迷
惑
千
万
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
の
は
昭
和
三

十
五
年
で
あ
る
。
大
人
に
な
っ
た
少
年
が
音
楽
家
と
し
て
脚
光
を
浴

び
始
め
た
の
も
そ
の
頃
と
す
れ
ば
、
父
子
が
石
を
持
っ
て
故
郷
を
追

わ
れ
た
の
は
、
昭
和
の
初
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
少
年
時
代
は
も

ち
ろ
ん
、
栄
光
を
手
に
入
れ
て
か
ら
も
、
こ
の
病
に
対
す
る
誤
解
や

偏
見
は
、
ま
だ
ま
だ
色
濃
く
残
っ
て
い
た
。
野
村
芳
太
郎
監
督
に
よ

る
映
画
化
作
品
の
映
像
が
余
り
に
美
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
描
か

れ
た
世
界
の
残
酷
さ
、
醜
さ
が
一
段
と
目
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

好
み
の
長
編
を
も
う
一
つ
挙
げ
る
と
し
た
ら
、
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」

に
な
る
だ
ろ
う
か
。
事
件
の
舞
台
は
、
北
陸
の
金
沢
と
能
登
半
島
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
富
山
湾
を
隔
て
た
向
こ
う
側
に
は
翡
翠
海
岸
が
あ

る
。終

戦
後
し
ば
ら
く
、
東
京
の
片
隅
で
、
決
し
て
人
に
は
明
ら
か
に

し
て
は
な
ら
な
い
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
女
が
、
後
に
こ
の
地
の
名

士
の
妻
に
収
ま
り
、
人
々
の
信
頼
と
羨
望
を
集
め
る
よ
う
な
暮
ら
し

＜エッセイ＞
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を
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
彼
女
の
過
去
を
知
る
も
の
さ
え
出
現
し
て

こ
な
け
れ
ば
、
幸
せ
は
続
く
は
ず
だ
っ
た
。
そ
こ
に
、
思
わ
ぬ
来
訪

者
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
女
の
過
去
を
暴
こ
う
と
し
て
や
っ
て
来
た
わ

け
で
は
な
い
の
だ
が
、
隠
し
て
お
き
た
い
過
去
を
持
つ
身
に
は
、
意

図
が
何
で
あ
れ
、
あ
り
が
た
く
な
い
訪
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
彼

女
の
心
に
、
青
空
に
浮
か
ん
だ
一
つ
か
み
の
黒
い
雲
を
見
る
よ
う
な

危
惧
を
投
げ
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

こ
の
作
品
は
、
推
理
小
説
と
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
で
き
の
良
い
作

品
と
は
思
わ
な
い
。
そ
の
作
品
の
ど
こ
に
惹
か
れ
る
の
か
と
問
わ
れ

れ
ば
、
知
ら
れ
た
く
な
い
過
去
に
怯
え
る
人
間
を
扱
っ
て
い
る
か
ら

と
答
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
に
は
も
う
一
点
、
私

の
個
人
的
な
思
い
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
件
の
重

要
な
背
景
と
し
て
、
東
京
都
立
川
市
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
立
川
に
つ
い
て
書
か
れ
た
の
は
、
ペ
ー
ジ
数
に
し
た
ら
わ
ず
か

な
も
の
だ
が
、
そ
こ
は
事
件
の
動
機
を
醸
成
す
る
上
で
重
要
な
意
味

を
持
つ
所
で
あ
り
、
東
京
の
多
摩
地
区
に
育
っ
て
き
た
私
に
と
っ
て
、

立
川
市
は
極
め
て
日
常
的
な
場
所
な
の
で
あ
る
。

現
在
、
立
川
駅
の
北
側
に
、
国
立
昭
和
記
念
公
園
、
陸
上
自
衛
隊

の
立
川
駐
屯
地
、
広
域
防
災
基
地
等
と
な
っ
て
広
が
る
一
帯
は
、
戦

後
し
ば
ら
く
の
間
、
米
軍
の
立
川
基
地
と
し
て
摂
取
さ
れ
て
い
た
所

で
あ
る
。
今
で
こ
そ
、
毎
年
、
正
月
に
行
わ
れ
る
大
学
箱
根
駅
伝
の

予
選
会
が
、
こ
こ
立
川
駐
屯
地
の
飛
行
場
滑
走
路
を
ス
タ
ー
ト
地
点

に
、
昭
和
記
念
公
園
を
ゴ
ー
ル
と
し
て
行
わ
れ
る
ほ
ど
、
平
和
で
長

閑
な
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
が
、
つ
い
最
近
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
と
物

議
を
醸
し
出
し
た
所
な
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
年
）
に
始
ま
っ
た
朝
鮮
戦
争
の
際
に

は
、
こ
こ
が
重
要
な
戦
略
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

高
校
生
か
大
学
生
の
頃
に
、
何
か
で
読
ん
で
知
っ
た
。
そ
の
後
、
昭

和
三
二
年
（
一
九
五
七
年
）
、
基
地
拡
張
反
対
の
闘
争
が
起
き
る
。

事
柄
の
本
質
は
分
か
っ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
「
砂
川
闘
争
」
と
い

う
表
現
は
、
十
歳
の
少
年
の
目
と
耳
に
も
届
い
て
い
た
。
そ
の
後
、

立
川
基
地
は
、
そ
の
機
能
を
縮
小
し
て
い
く
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
年
）
に
始
ま
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
と
き

に
は
、
立
川
基
地
よ
り
隣
の
横
田
基
地
の
名
前
を
聞
く
こ
と
が
多

か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
立
川
基
地
自
体
は
存

在
し
て
い
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
年
）
に

全
面
返
還
が
発
表
さ
れ
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
は
昭
和
五
二
年
（
一

九
七
七
年
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
の
進
行
役
、
鵜
原
禎
子
が
「
事
件
」
の
背
景
を

調
べ
る
た
め
に
こ
の
街
ま
で
や
っ
て
来
て
目
に
し
た
光
景
は
、
「
外

国
兵
が
広
い
通
り
を
歩
い
て
い
た
が
、
赤
い
色
彩
を
つ
け
た
日
本
の

若
い
女
が
腕
を
組
ん
で
い
た
。
す
ぐ
頭
の
上
を
、
び
っ
く
り
す
る
よ
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う
な
音
を
弾
か
せ
て
大
き
な
軍
用
機
が
上
昇
し
た
。
歩
い
て
い
る
人

は
慣
れ
て
い
る
の
か
、
耳
を
お
お
い
た
い
く
ら
い
の
爆
音
で
も
、
上

を
見
る
者
も
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
二
年

頃
の
情
景
で
あ
る
。

私
が
立
川
市
に
あ
る
高
校
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
三
十

八
年
（
一
九
六
三
年
）
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
前
年
の
こ
と
で
あ

る
。
返
還
前
と
は
い
え
、
す
で
に
立
川
は
、
基
地
の
町
と
し
て
の
色

彩
を
か
な
り
薄
く
し
て
い
た
。
か
つ
て
、
米
兵
を
相
手
に
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
飲
食
店
の
前
を
通
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
昔
日

の
名
残
と
し
て
の
姿
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
時
に
、
軍
の
関
係
者

と
思
わ
れ
る
外
国
人
の
姿
を
見
か
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
米
兵
相

手
の
女
性
の
姿
は
、
高
校
生
の
記
憶
に
は
全
く
残
っ
て
い
な
い
。
離

着
陸
す
る
飛
行
機
の
姿
を
見
て
き
た
と
い
う
覚
え
は
あ
る
が
、
そ
れ

が
立
川
基
地
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
隣
の
横
田
基
地
の
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
判
然
と
し
な
い
。

立
川
に
着
く
と
、
禎
子
は
立
川
警
察
署
に
向
か
う
。
そ
こ
は
「
・

・
・
大
通
り
か
ら
、
か
な
り
は
い
っ
た
場
所
で
、
大
き
く
な
い
建
物

だ
っ
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
立
川
警
察
署
は
、
立
川
駅

の
北
口
、
昭
和
記
念
公
園
に
隣
接
す
る
よ
う
に
し
て
あ
る
が
、
そ
こ

に
移
転
す
る
前
の
立
川
警
察
署
は
、
中
央
線
を
挟
ん
で
反
対
側
、
駅

南
口
を
出
て
バ
ス
通
り
を
真
っ
直
ぐ
行
っ
た
右
手
に
あ
っ
た
。
私
は

学
生
時
代
に
何
度
か
、
そ
の
建
物
の
前
を
通
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

｢

大
通
り
か
ら
、
か
な
り
は
い
っ
た
場
所｣

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

作
品
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
私
が
知
っ
て
い
る
の
と
は
別
の
所
か

も
し
れ
な
い
と
思
い
、
立
川
に
住
む
高
校
時
代
の
同
級
生
に
メ
ー
ル

を
送
っ
て
み
る
と
、
現
在
、
警
察
関
係
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し

て
い
る
と
い
う
彼
か
ら
、
「
今
ど
き
、
ど
う
し
て
立
川
署
な
の

か
？
」
と
の
疑
問
と
と
も
に
、
丁
寧
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
確
か

に
、
私
た
ち
の
学
生
時
代
に
は
、
立
川
警
察
署
は
、
南
口
を
真
っ
直

ぐ
行
っ
た
バ
ス
通
り
に
あ
っ
た
が
、
現
在
そ
こ
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
作
品
に
描
か
れ
た
立
川

警
察
署
は
、
そ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
角
を
右
折
し
て
奥
多
摩

街
道
を
西
に
向
か
っ
て
二
、
三
百
㍍
ほ
ど
行
っ
た
所
、
現
在
、
市
の

施
設
に
な
っ
て
い
る
あ
た
り
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

解
説
に
よ
れ
ば
、
「
ゼ
ロ
の
焦
点
」
は
、
昭
和
三
二
年
に
発
表
が

開
始
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
事
件
」
発
生
は
執
筆
と
同
時

代
、
事
件
の
動
機
は
昭
和
二
十
年
代
の
前
半
、
立
川
が
、
基
地
の
町

と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
頃
に
醸
成
さ
れ
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。

戦
後
の
混
乱
期
、
米
兵
相
手
の
裏
の
世
界
に
身
を
沈
め
て
い
た
女

が
、
そ
の
時
代
の
こ
と
を
、
自
分
自
身
で
は
忘
れ
よ
う
と
し
て
、
そ

し
て
、
他
人
に
対
し
て
は
必
死
に
隠
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
過
去

は
誰
に
も
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
過
去
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
ら
れ
る

＜エッセイ＞
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こ
と
は
、
死
を
意
味
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
誰
に
も
隠
し
て
お
き

た
い
過
去
の
一
つ
や
二
つ
は
あ
っ
た
時
代
だ
っ
た
と
言
っ
た
ら
い
い

の
だ
ろ
う
か
、
誰
も
が
、
罪
や
過
ち
や
恥
と
い
っ
た
こ
と
を
心
に
隠

し
て
生
き
て
い
た
時
代
と
い
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

刑
期
を
終
え
て
刑
務
所
か
ら
出
て
来
る
こ
と
を
「
ム
シ
ョ
帰
り
」

と
い
っ
て
、
箔
を
つ
け
る
の
は
、
我
々
庶
民
と
は
隔
絶
し
た
特
殊
な

世
界
だ
け
の
こ
と
と
思
っ
て
い
た
ら
、
か
つ
て
時
代
の
寵
児
と
言
わ

れ
た
男
が
自
ら
の
そ
う
し
た
経
験
を
声
高
に
語
り
、
そ
れ
を
、
庶
民

の
見
方
で
あ
る
は
ず
の
マ
ス
コ
ミ
が
持
て
は
や
す
時
代
で
あ
る
。

「
闇
」
と
か
「
裏
」
と
か
言
わ
れ
る
世
界
が
、
そ
の
ま
ま
「
表
」
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
「
裏
」
世
界
で
名
を
上
げ

た
女
優
が
、
そ
の
ま
ま
「
表
」
世
界
に
お
出
ま
し
に
な
る
時
代
で
も

あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
う
ち
に
、
過
去
に
怯
え
る
こ
と
を
モ
チ

ー
フ
に
し
た
推
理
小
説
は
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心

配
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
、
数
冊
の
文
庫
本
を
読
み
直
し
て
い

る
う
ち
、
「
時
間
の
習
俗
」
の
概
要
紹
介
の
文
章
に
「
神
奈
川
県
の

相
模
湖
で
・
・
・
社
長
が
殺
さ
れ
た
・
・
・
」
の
一
文
を
認
め
た
。

こ
の
作
品
で
は
、
門
司
の
和
布
刈
神
事
が
、
ア
リ
バ
イ
工
作
に
使
わ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
覚
え
て
い
た
が
、
肝
心
の
事
件
が
、
町
村

合
併
で
今
や
我
が
家
と
同
じ
、
相
模
原
市
緑
区
で
起
き
て
い
た
こ
と

は
、
全
く
記
憶
に
は
な
か
っ
た
（
は
じ
め
て
作
品
を
読
ん
だ
と
き
に

は
、
東
京
都
府
中
市
に
住
ん
で
い
て
、
い
ず
れ
相
模
原
に
住
む
こ
と

に
な
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
）
。

こ
の
作
品
で
も
、
愉
し
い
散
歩
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
読

み
直
し
て
み
た
。
す
る
と
、
羽
田
空
港
か
ら
犯
行
現
場
の
相
模
湖
に

至
る
ル
ー
ト
と
し
て
、
羽
田
か
ら
川
崎
に
出
て
南
部
線
に
乗
り
、
立

川
で
中
央
線
に
乗
り
換
え
て
相
模
湖
駅
に
向
か
う
、
と
い
う
説
明
が

あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
ち
ょ
っ
と
思
い
つ
か
な
い
ル
ー
ト
で
あ
る
。

南
部
線
、
中
央
線
、
立
川
、
相
模
湖
と
身
近
な
名
称
が
出
て
き
た

の
は
思
わ
ぬ
出
会
い
だ
っ
た
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
も
う
一
つ
意
外

な
出
会
い
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
五
年
の
秋
、
小
倉
の
清
張
記
念
館
を

訪
れ
た
前
の
日
に
、
仕
事
仲
間
と
博
多
港
に
近
い
老
舗
料
亭
に
食
事

に
出
か
け
た
の
だ
が
、
作
品
の
舞
台
に
、
私
た
ち
が
行
っ
た
料
亭
が

使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
（
容
疑
者
）
＊
＊
氏
は
大
東
商
会
の

幹
部
と
（
福
岡
）
市
内
の
新
三
浦
屋
と
い
う
水
た
き
料
亭
で
会
食
を

し
て
い
ま
す
。
宴
会
が
終
わ
っ
た
の
が
午
後
九
時
で
・
・
・
」
と
い

う
件
で
あ
る
。
私
た
ち
が
食
事
を
し
た
の
は
、
新
築
し
て
ま
だ
そ
れ

ほ
ど
時
間
は
経
っ
て
い
な
い
店
舗
だ
っ
た
の
で
、
作
品
と
は
全
く
違

う
建
物
だ
ろ
う
が
（
場
所
も
、
市
の
中
心
部
か
ら
は
ず
い
ぶ
ん
と
離

れ
て
い
た
）
、
水
炊
き
の
新
三
浦
屋
は
、
知
る
人
ぞ
知
る
名
店
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。
ふ
っ
く
ら
と
し
た
鳥
肉
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
水

炊
き
の
ス
ー
プ
を
澄
ま
し
汁
感
覚
で
い
た
だ
く
と
い
う
の
は
、
初
め

て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
帰
っ
て
か
ら
、
「
九
州
で
何
か
お
い
し
い
も

の
食
べ
て
き
ま
し
た
か
？
」
と
聞
か
れ
る
毎
に
、
博
多
に
行
っ
た
ら

是
非
と
も
・
・
・
と
勧
め
て
い
る
。
そ
こ
に
行
っ
た
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
ど
う
と
い
う
感
慨
も
な
く
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
が
、

自
分
の
食
し
て
き
た
料
理
に
、
容
疑
者
が
（
お
そ
ら
く
は
、
清
張
自

身
も
）
舌
鼓
を
打
っ
て
い
た
と
な
る
と
、
行
を
追
う
目
が
、
し
ば
し

そ
こ
で
留
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

【
高
井
戸
・
旧
松
本
邸
】

旧
邸
散
策
の
た
め
に
と
思
っ
て
清
張
記
念
館
で
航
空
写
真
を
略
図

に
し
て
メ
モ
し
て
来
た
が
、
そ
れ
は
全
く
の
無
駄
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
記
念
館
で
も
ら
っ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
、
上
部
が
少
し
カ
ッ

ト
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
記
念
館
に
あ
っ
た
航
空
写
真
が
載
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
写
真
を
頼
り
に
、
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
を
、
高
井
戸
駅
か
ら
井

の
頭
線
に
沿
っ
て
隣
の
浜
田
山
駅
に
向
け
て
ス
ク
ロ
ー
ル
し
て
み
る

と
、
両
駅
の
中
間
あ
た
り
に
、
信
じ
が
た
い
こ
と
だ
が
、
昭
和
四
十

三
年
の
写
真
と
同
じ
建
物
と
芝
生
の
庭
が
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

線
路
の
向
こ
う
側
に
あ
る
、
や
や
広
い
庭
を
持
っ
た
特
徴
あ
る
建
物

は
、
幼
稚
園
の
よ
う
だ
。
近
く
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
に
は
失
礼
な

言
い
方
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
写
真
の
一
画
だ
け
、
時
間
の

流
れ
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
不
思
議
だ
っ
た
の
は
、
移
築
さ
れ
た
は
ず
の

旧
松
本
邸
が
、
形
を
変
え
ず
に
（
？
）
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

点
で
あ
る
。
離
れ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
一
部
分
だ
け
を
切
り
離
す

よ
う
に
し
て
移
築
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
公
開
さ
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
外
か
ら
見
て
も
何
も
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う

が
、
一
度
、
こ
の
目
で
見
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

間
も
な
く
定
年
退
職
を
向
か
え
よ
う
と
い
う
年
の
早
春
、
仕
事
の

帰
り
に
、
渋
谷
駅
か
ら
井
の
頭
線
の
下
り
電
車
に
乗
っ
た
。
旧
邸
は
、

浜
田
山
駅
と
高
井
戸
駅
の
ち
ょ
う
ど
中
間
あ
た
り
に
位
置
す
る
の
で
、

ど
ち
ら
で
降
り
て
も
歩
く
距
離
は
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
が
、
手
前
の

浜
田
山
駅
で
降
り
て
歩
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
方
が
一
駅
分
節
約
で

き
る
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
帰
り
に
、
あ
る
期
待
を
込
め
た

仕
掛
け
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

浜
田
山
駅
か
ら
旧
邸
ま
で
は
、
わ
か
り
や
す
い
道
の
り
だ
っ
た
。

詳
し
い
地
図
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
ジ
グ
ザ
ク
に
入
り

組
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
道
も
角
ま
で
来
れ
ば
、
そ
の
先
の
見
通

し
が
利
く
の
で
、
迷
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
駅
か
ら
五
分
ほ
ど
歩
く

と
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
電
車
が
通
過
す
る
線
路
の
す
ぐ
脇
に
、
見
覚
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え
の
あ
る
二
階
建
が
見
え
て
き
た
。
道
路
に
面
し
て
建
っ
て
い
る
、

一
見
、
長
屋
門
を
思
わ
せ
る
建
物
は
ガ
レ
ー
ジ
だ
ろ
う
か
、
グ
レ
ー

の
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
降
り
て
い
た
。
清
張
が
、
航
空
写
真
を
撮
る
飛
行

機
の
方
に
顔
を
向
け
て
立
っ
て
い
た
芝
生
の
上
に
脚
立
が
置
か
れ
て

い
る
の
が
、
垣
根
越
し
に
見
え
て
い
た
。
庭
木
の
手
入
れ
に
職
人
が

入
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
夕
暮
れ
が
迫
っ
て
い
た
せ
い
か
、
人
影
は

見
え
な
か
っ
た
。

正
面
の
門
に
は
大
き
な
門
扉
が
設
え
ら
れ
て
い
て
、
長
身
の
私
で

も
そ
こ
か
ら
中
を
う
か
が
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
小
倉
の
記
念

館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
玄
関
と
応
接
室
は
、
こ
の
門
を
入
っ
た
正
面

に
あ
る
大
き
な
二
階
建
て
（
現
在
は
誰
も
住
ん
で
い
な
い
？
）
か
ら

剥
ぎ
取
ら
れ
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
た
。

清
張
が
こ
こ
に
居
を
構
え
た
の
は
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
年
）
、

記
念
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
航
空
写
真
が
撮
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
四

三
年
（
一
九
六
八
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
写
真
が
撮
ら
れ
た
当
時
、

井
の
頭
線
終
点
の
一
つ
手
前
の
駅
（
井
の
頭
公
園
駅
）
か
ら
歩
い
て

十
分
程
の
所
に
親
し
い
友
人
が
住
ん
で
い
て
、
京
王
線
沿
線
に
住
ん

で
い
た
私
は
、
彼
の
所
に
遊
び
に
行
く
と
き
に
は
、
明
大
前
乗
り
換

え
で
井
の
頭
線
を
使
う
こ
と
が
常
だ
っ
た
。
私
が
、
井
の
頭
線
に

乗
っ
て
清
張
邸
の
脇
を
通
り
過
ぎ
る
と
き
、
文
豪
は
、
記
念
館
に

あ
っ
た
、
あ
の
書
斎
の
机
に
向
か
っ
て
、
せ
っ
せ
と
、
「
小
説

三

億
円
事
件
」
等
の
作
品
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
だ
・
・
・
。

同
じ
敷
地
内
の
す
ぐ
西
隣
に
、
出
窓
の
あ
る
洋
風
の
大
き
な
二
階

建
て
が
あ
っ
た
。
門
柱
に
は
、
松
本
某
の
表
札
が
あ
っ
た
の
で
、
ご

子
息
の
家
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？
家
の
周
囲
を
一
回
り
し
て

み
よ
う
と
思
っ
た
が
、
道
は
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の

で
、
来
た
道
を
少
し
戻
り
、
踏
切
を
渡
っ
て
、
線
路
の
反
対
側
に
出

る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
は
、
や
や
高
台
に
な
っ
て
い
て
、
旧
邸
を
探

す
と
き
に
目
印
に
し
た
、
三
角
形
の
庭
の
あ
る
大
き
な
屋
根
の
建
物

（
幼
稚
園
）
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
園
庭
越
し
に
旧
邸
が
見

え
る
か
と
思
っ
た
の
だ
が
、
少
し
距
離
が
あ
る
上
に
フ
ェ
ン
ス
が
邪

魔
を
し
て
、
清
張
邸
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。そ

こ
か
ら
、
神
田
川
に
沿
っ
て
高
井
戸
駅
に
向
か
っ
た
。
暗
く
な

る
前
に
、
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
駅
に
着
い
た
と
き
に
は
、
す
っ
か
り

暗
く
な
っ
て
い
た
。

こ
こ
に
来
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
小
倉
の
記
念
館
で
旧
邸
が

井
の
頭
線
の
沿
線
に
あ
る
と
知
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
の
衛
星

写
真
で
確
認
し
て
み
る
と
、
旧
邸
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
外
観
だ
け

は
健
在
と
見
え
た
か
ら
だ
。
記
念
館
の
写
真
に
は
、
旧
邸
の
脇
を
渋

谷
に
向
か
う
ア
イ
ボ
リ
ー
の
井
の
頭
線
が
写
っ
て
い
た
。
だ
か
ら

（
と
い
う
表
現
が
適
切
か
ど
う
か
自
信
は
な
い
の
だ
が
）
、
私
は
、
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そ
の
電
車
に
、
つ
ま
り
、
清
張
邸
の
脇
を
通
っ
て
い
る
井
の
頭
線
の

高
井
戸
駅
か
ら
渋
谷
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
上
り
電
車
に
乗
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
次
、
小

倉
に
行
っ
て
あ
の
写
真
を
目
に
し
た
と
き
、
ア
イ
ボ
リ
ー
の
先
頭
車

両
の
一
番
前
の
ド
ア
ー
に
、
私
自
身
の
姿
を
探
し
て
み
る
こ
と
が
、

あ
な
が
ち
ナ
ン
セ
ン
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

【
五
十
年
目
の
散
歩
】

こ
の
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
清
張
作
品
の
読
み
直
し
を
て
き
た

こ
と
は
先
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
「
点
と
線
」
に
始
ま
り
、
「
ゼ

ロ
の
焦
点
」
、
「
時
間
の
習
俗
」
等
の
長
編
、
学
生
時
代
に
清
張
に

の
め
り
込
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
新
潮
文
庫
の
傑
作
短
編
集
・
・
・

気
づ
く
と
完
全
に
「
清
張
中
毒
」
に
冒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
鞄

に
清
張
作
品
が
入
っ
て
い
な
い
と
落
ち
着
か
な
く
な
っ
て
い
る
の

だ
っ
た
。
清
張
フ
ァ
ン
は
、
大
な
り
小
な
り
、
こ
う
し
た
中
毒
症
状

を
経
験
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

「
こ
れ
で
最
後
に
し
よ
う
」
と
意
を
決
し
て
買
い
求
め
た
未
読
の

短
編
集
の
中
に
、
半
世
紀
前
に
府
中
市
で
起
き
た
三
億
円
強
奪
事
件

を
扱
っ
た
作
品
（
「
小
説

三
億
円
事
件
」
・
以
後
「
小
説
」
と
略

記
）
が
収
録
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
事
件
は
、
強
奪
さ
れ
た
金
額
の
大
き
さ
や
、
犯
行
の
手
口
の

特
異
さ
・
鮮
や
か
さ
故
に
、
世
間
の
注
目
を
集
め
て
い
た
が
、
私
に

と
っ
て
は
、
私
の
生
活
圏
で
起
き
た
事
件
と
い
う
こ
と
の
方
が
意
味

が
大
き
か
っ
た
。

事
件
が
起
き
た
の
は
、
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
年
）
十
二
月

の
午
前
中
の
こ
と
で
あ
る
。
狙
わ
れ
た
の
は
東
芝
府
中
工
場
従
業
員

の
冬
の
ボ
ー
ナ
ス
。
当
時
、
給
料
や
賞
与
は
、
銀
行
振
り
込
み
で
は

な
く
、
袋
詰
め
に
さ
れ
た
現
金
が
直
接
手
渡
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

当
時
、
私
は
東
京
学
芸
大
学
の
三
年
生
、
府
中
市
中
河
原
に
あ
っ

た
自
宅
か
ら
京
王
線
で
府
中
に
出
て
、
そ
こ
か
ら
大
学
の
あ
る
小
金

井
ま
で
バ
ス
を
利
用
し
て
通
学
し
て
い
た
。

あ
の
日
、
遅
く
と
も
、
昼
休
み
頃
に
な
る
と
、
学
生
た
ち
の
間
で

も
事
件
の
こ
と
は
か
な
り
知
れ
渡
っ
て
い
て
、
私
が
府
中
か
ら
通
っ

て
来
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
友
人
の
中
に
は
、
「
ど
こ
に
行
っ

て
い
た
？
」
「
ど
こ
に
隠
し
て
あ
る
ん
だ
？
」
と
声
を
か
け
て
く
る

者
も
い
た
。
ニ
ュ
ー
ス
を
知
ら
な
い
私
が
ポ
カ
ン
と
し
て
い
る
と
、

事
件
の
あ
ら
ま
し
を
話
し
て
く
れ
た
上
で
、
最
後
に
、
「
ア
リ
バ
イ

は
大
丈
夫
か
？
」
と
念
を
押
さ
れ
る
始
末
だ
っ
た
。

事
件
が
起
き
た
の
は
午
前
九
時
半
頃
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
私
は
、

京
王
線
の
府
中
駅
か
ら
中
央
線
の
武
蔵
小
金
井
駅
へ
向
け
て
、
バ
ス

で
小
金
井
街
道
を
移
動
中
だ
っ
た
。
事
件
は
、
小
金
井
街
道
と
、
そ

れ
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
走
る
府
中
街
道
と
の
間
で
起
き
て
い
た
。
二
つ

＜エッセイ＞
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の
街
道
の
間
は
、
距
離
に
し
て
一
、
二
キ
ロ
。
私
の
乗
っ
て
い
た
バ

ス
の
近
く
を
、
パ
ト
カ
ー
や
白
バ
イ
が
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
て
疾
走

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
バ
ス
に
乗
っ
て
い
た
の

は
、
事
件
の
直
前
か
、
事
件
後
と
し
て
も
、
ま
だ
警
察
が
動
き
出
す

前
、
ま
さ
に
限
り
な
く
そ
の
と
き
に
近
い
時
間
帯
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、

．
．
．
．

友
人
の
忠
告
に
対
し
て
は
、
「
私
に
は
、
そ
の
間
の
ア
リ
バ
イ
は
な

い
」
と
答
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

バ
イ
ク
や
車
な
ど
種
々
の
証
拠
品
が
遺
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

犯
人
は
直
ぐ
に
捕
ま
る
だ
ろ
う
と
、
誰
も
が
思
っ
て
い
た
。
し
か
し

そ
う
し
た
予
想
と
は
裏
腹
に
、
犯
人
逮
捕
の
ニ
ュ
ー
ス
は
一
向
に
報

じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

事
件
か
ら
半
年
ほ
ど
し
て
（
一
九
六
八
年
四
月
）
、
こ
の
事
件
の

新
展
開
に
遭
遇
し
た
。
四
年
生
に
な
っ
て
い
た
私
は
、
新
学
期
早
々

で
、
ま
だ
授
業
は
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
午
後
の
比
較

的
早
い
時
間
に
大
学
の
東
門
を
出
て
、
武
蔵
小
金
井
駅
に
向
か
っ
た
。

そ
し
て
、
門
を
出
て
間
も
な
く
、
上
空
が
な
ん
と
も
賑
や
か
な
の
に

気
が
つ
い
た
の
だ
っ
た
。
何
機
か
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
真
上
で
旋
回

し
た
り
ホ
バ
ー
リ
ン
グ
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
脳
天
気
に
も
、

私
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
撮
影
で
も
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え

（
と
っ
さ
に
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
、
当
時
人
気
が
あ
っ
た
「
ザ･

ガ

ー
ド
マ
ン
」
の
撮
影
で
あ
っ
た
）
、
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
っ
た
。
夕
食
時
に
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
い
て
、
三
億
円
が
入
っ
て
い

た
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
ケ
ー
ス
を
積
ん
だ
車
が
、
大
学
近
く
の
団
地
（
本

町
住
宅
）
の
駐
車
場
で
発
見
さ
れ
、
ヘ
リ
は
、
そ
れ
を
上
空
か
ら
撮

影
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
っ
た
。
犯
行
自
体
、

大
胆
不
敵
で
あ
っ
た
が
、
犯
行
に
使
用
さ
れ
た
車
が
、
半
年
近
く
、

誰
に
も
気
づ
か
れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
改
め
て

こ
の
犯
行
の
意
外
さ
・
見
事
さ
を
思
い
知
る
の
で
あ
る
。

「
小
説
」
に
は
事
件
に
関
す
る
参
考
地
図
が
載
っ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
を
拡
大
コ
ピ
ー
し
、
時
系
列
的
に
犯
人
の
動
き
を
書
き
入
れ
て

み
た
。
す
る
と
、
バ
イ
ク
や
車
を
潜
ま
せ
て
お
い
た
所
か
ら
、
現
金

が
強
奪
さ
れ
た
犯
行
現
場
を
経
て
、
団
地
の
駐
車
場
ま
で
、
無
駄
の

な
い
見
事
な
一
筆
書
き
が
で
き
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
筆
書
き
は
、
大
雑
把
に
見
積
も
っ
て
全
長
十
四
、
五
㎞
ほ

ど
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
分
か
っ
て
来
る
と
、
ど
う
し
て
も
現
場
を
こ

の
目
で
見
た
い
、
こ
の
足
で
確
か
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
抑
え
ら

れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
を
こ
こ
ま
で
書
き
進
め
て
き

た
あ
る
春
の
日
の
午
後
、
少
し
長
め
の
散
歩
に
出
か
け
た
の
で
あ
る
。

「
小
説
」
の
参
考
地
図
に
は
、
第
一
現
場
か
ら
第
四
現
場
ま
で
が

特
定
さ
れ
て
い
る
が
、
犯
人
は
こ
の
順
序
で
動
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

犯
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
三
現
場
に
偽
白
バ
イ
と
乗
用
車
①
を
用
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意
す
る
と
、
事
件
当
日
の
朝
、
乗
用
車
①
で
国
分
寺
の
信
用
信
銀
に

向
か
っ
た
。
現
金
が
確
実
に
運
び
出
さ
れ
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
の
散
歩
も
、
こ
の
信
銀
か
ら
始
め
る
こ
と
に

し
た
の
で
あ
る
が
、
信
銀
は
、
後
の
銀
行
再
編
の
一
環
か
ら
、
大
手

銀
行
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
と
聞
く
。
か
つ
て
信
銀
が
あ
っ
た
の
は
、

現
在
は
コ
ン
ビ
ニ
と
な
っ
て
い
る
辺
り
だ
ろ
う
か
。
国
分
寺
駅
北
口

周
辺
と
い
え
ば
、
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
頃
に
は
、
た
び
た
び
飲
み

歩
い
た
所
だ
が
、
そ
の
頃
、
「
事
件
」
を
思
い
出
す
こ
と
は
な
か
っ

た
・
・
・
。

信
銀
か
ら
出
て
き
た
現
金
輸
送
車
を
尾
行
し
て
国
分
寺
街
道
を
南

下
し
た
犯
人
は
、
途
中
で
（
お
そ
ら
く
、
現
在
の
東
八
道
路
辺
り
か

ら
）
側
道
に
入
っ
て
第
三
現
場
に
立
ち
寄
り
、
そ
こ
に
停
め
て
あ
っ

た
偽
白
バ
イ
に
乗
換
え
る
と
、
側
道
の
反
対
側
（
学
園
通
り
）
の
出

口
で
輸
送
車
の
通
過
を
待
っ
た
。
こ
の
側
道
は
、
現
在
は
一
方
通
行

に
な
っ
て
い
て
、
車
や
バ
イ
ク
は
学
園
通
り
側
に
は
出
ら
れ
な
い
の

で
、
今
日
で
は
こ
の
手
段
は
使
え
な
い
。
偽
白
バ
イ
と
尾
行
用
の
車

の
置
き
場
所
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

「
小
説
」
に
あ
る
番
地
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
そ
こ
は
現
在
、
駐
車
場

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
辺
り
で
、
周
囲
の
様
子
は
、
当
時
と
あ
ま
り

変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

側
道
か
ら
学
園
通
り
に
出
れ
ば
、
犯
行
現
場
（
第
一
現
場
）
は
目

と
鼻
の
先
で
あ
る
。
道
路
の
南
側
に
は
、
犯
行
を
隠
す
か
の
よ
う
に
、

府
中
刑
務
所
の
高
い
塀
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
向
か
い
側
は
小
学
校

の
校
庭
で
あ
る
。
学
校
前
の
、
学
園
通
り
を
跨
ぐ
歩
道
橋
付
近
が
犯

行
現
場
だ
っ
た
は
ず
で
、
か
つ
て
は
、
近
く
の
刑
務
所
の
壁
の
内
側

に
は
監
視
塔
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
撤
去
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
現
金
の
届
け
先
の
東
芝
ま
で
、
車
な
ら
二
、
三
分
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

偽
白
バ
イ
で
追
っ
て
き
た
犯
人
は
、
現
金
輸
送
の
車
を
停
め
る
と
、

車
に
爆
発
物
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
込
ま
せ
て
信
銀
職
員
を

遠
ざ
け
、
自
ら
車
を
運
転
し
て
、
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
。
こ
の
日

は
、
朝
、
雨
が
降
っ
て
い
た
よ
う
だ
し
、
こ
の
通
り
は
も
と
も
と
人

通
り
も
車
の
通
り
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
お
ま
け
に
道
が
微
妙

に
カ
ー
ブ
し
て
い
て
、
見
通
し
も
利
か
な
い
。

車
を
奪
っ
た
犯
人
は
、
学
園
通
り
か
ら
府
中
街
道
を
右
折
し
て
、

次
の
中
継
基
地
に
向
か
っ
た
。
現
金
輸
送
車
は
す
ぐ
に
手
配
さ
れ
る

だ
ろ
う
か
ら
、
早
く
次
の
車
に
乗
り
換
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の

乗
り
換
え
場
所
が
第
二
現
場
（
国
分
寺
史
跡
）
で
、
第
一
現
場
か
ら

車
だ
っ
た
ら
ほ
ん
の
一
走
り
、
今
回
歩
い
て
み
て
、
徒
歩
で
も
三
十

分
と
か
か
ら
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
は
、
府
中
街
道
か
ら
数

百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
入
っ
た
国
分
寺
史
跡
の
一
画
で
、
今
で
こ
そ
、
史

跡
に
食
い
込
む
よ
う
に
し
て
住
宅
が
建
ち
並
ん
で
い
る
が
、
当
時
は
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ず
い
ぶ
ん
と
長
閑
な
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

犯
人
は
、
こ
こ
に
も
、
あ
ら
か
じ
め
逃
走
用
の
乗
用
車
②
を
停
め

て
お
い
た
が
、
そ
こ
は
、
近
隣
住
民
も
自
家
用
車
の
青
空
駐
車
に
充

て
て
い
る
よ
う
な
所
で
（
車
を
所
持
す
る
の
に
、
車
庫
証
明
が
要
ら

な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
・
・
・
）
、
停
め
て
あ
る
車
に
特

別
な
注
意
を
払
う
人
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
第
二
現
場
ま
で
来
て
、
面
白
い
も
の
を
見
つ
け
た
。
近
く
の

公
園
の
隅
に
あ
っ
た
一
枚
の
立
て
看
板
で
あ
る
。
す
っ
か
り
風
化
が

進
ん
で
白
く
変
色
し
て
い
る
た
め
に
、
一
見
し
た
所
で
は
何
が
書
か

れ
て
い
る
か
判
然
と
し
な
い
の
だ
が
、
近
づ
い
て
よ
く
見
る
と
「
道

路
は
み
ん
な
の
も
の

青
空
駐
車
は
や
め
ま
し
ょ
う

警
視
庁
・
小

金
井
警
察
」
と
あ
る
。
そ
の
傷
み
具
合
か
ら
、
五
年
や
十
年
前
に
立

て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
史
跡

の
一
画
、
か
つ
て
は
誰
も
が
気
軽
に
車
を
停
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
辺

り
に
は
針
金
で
囲
い
が
施
し
て
あ
る
。
思
わ
ず
、
青
空
駐
車
を
黙
認

し
て
い
た
こ
と
が
犯
人
逃
亡
の
手
助
け
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
、
苦

虫
を
噛
み
つ
ぶ
し
な
が
ら
看
板
を
立
て
て
い
る
警
察
の
姿
を
想
像
し

て
し
ま
う
。
「
現
場
百
遍
」
は
、
事
件
の
犯
人
に
対
し
て
だ
け
で
は

な
く
、
警
察
に
対
し
て
も
成
り
立
つ
標
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
こ
で
車
を
乗
り
換
え
て
し
ま
え
ば
、
ひ
と
ま
ず
安
心
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
第
四
現
場
の
本
町
住
宅
ま
で
は
、
車
で
十
五
分
ほ
ど
か
か

る
だ
ろ
う
か
。
道
も
よ
く
分
か
っ
て
い
る
し
、
歩
け
な
い
距
離
で
は

な
い
が
、
長
い
距
離
を
歩
い
て
足
が
攣
っ
て
き
た
の
で
、
だ
ま
し
だ

ま
し
国
分
寺
駅
ま
で
歩
き
、
武
蔵
小
金
井
経
由
で
第
四
現
場
に
向
か

う
こ
と
に
し
た
。

犯
人
が
、
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
ケ
ー
ス
か
ら
、
ど
こ
で
現
金
を
抜
い
た

の
か
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
大
き
な
ケ
ー
ス
か
ら
多

額
の
現
金
を
取
り
だ
す
と
い
っ
た
目
立
つ
作
業
を
、
人
目
に
つ
く
所

で
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
か
ら
、
私
は
、
こ
の
「
一
筆
書

き
」
ル
ー
ト
の
近
く
に
ア
ジ
ト
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
取
り
出
し
、
空

の
ケ
ー
ス
を
乗
用
車
②
に
載
せ
て
団
地
の
駐
車
場
に
放
置
し
た
と
想

像
す
る
が
、
第
四
現
場
で
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る

よ
う
だ
。

そ
れ
よ
り
も
「
小
説
」
を
読
ん
で
い
て
気
に
な
っ
た
の
は
、
現
金

の
取
り
出
し
方
に
つ
い
て
、
何
の
説
明
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

信
銀
か
ら
現
金
を
運
び
出
す
と
き
、
ケ
ー
ス
に
は
必
ず
施
錠
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
開
け
る
た
め
の
鍵
は
、
信
銀
の
担
当
者
が
持
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ケ
ー
ス
を
、
バ
ー
ル
か
何
か
で
こ
じ
開
け
た

と
い
う
話
は
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
、
な
ぜ
鍵
が
、
犯
人
の
使
い
や

す
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
、
疑
問
に
思
う
の
で
あ
る
。
鍵
を
ケ
ー

ス
の
鍵
穴
に
差
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

信
銀
職
員
が
鞄
に
入
れ
、
車
中
に
置
い
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
を
、
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犯
人
が
車
ご
と
持
ち
去
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
ら
、
そ
れ

は
犯
人
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
賭
に
勝
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

信
銀
職
員
が
鍵
を
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
た
ら
、
車
外
に
持

ち
出
さ
れ
て
し
ま
う
訳
だ
か
ら
。
用
意
周
到
な
犯
人
は
、
そ
う
い
う

場
合
も
想
定
し
て
準
備
し
て
い
た
が
、
幸
運
に
も
鍵
は
犯
人
の
手
元

に
遺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

本
町
住
宅
は
、
近
年
大
規
模
な
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
の
で
、
件

の
駐
車
場
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配

し
て
い
た
の
だ
が
、
建
て
替
え
た
の
は
団
地
の
西
側
半
分
で
、
犯
人

が
利
用
し
た
駐
車
場
周
辺
は
、
昔
と
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

学
生
時
代
、
山
歩
き
の
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
て
い
た
私
は
、
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
の
一
環
で
、
大
学
か
ら
こ
の
団
地
を
通
り
抜
け
、
小
金
井
公

園
ま
で
、
仲
間
た
ち
と
よ
く
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
今

回
歩
い
て
み
て
、
当
時
私
た
ち
が
走
り
抜
け
て
い
た
の
は
、
団
地
の

建
て
替
え
の
済
ん
だ
辺
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
残
念
な
が
ら
（
と
言
っ
た
ら
い
い
の
か
）
、
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
ケ

ー
ス
を
積
ん
で
シ
ー
ト
を
被
せ
ら
れ
た
車
を
こ
の
目
で
見
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

「
小
説
」
に
は
、
こ
の
団
地
の
駐
車
場
に
も
、
犯
人
は
あ
ら
か
じ

め
車
③
を
置
い
て
お
き
、
乗
用
車
②
を
放
置
し
た
後
（
場
合
に
よ
っ

て
は
、
こ
こ
で
現
金
を
積
み
替
え
て
）
、
車
③
で
逃
走
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
理
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
・
・
・
と
思
う

の
で
あ
る
。
そ
の
車
も
盗
難
車
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今
度
は

そ
の
車
の
処
理
に
困
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
三
億
円
は
近
く
の

ア
ジ
ト
に
置
い
て
あ
り
、
こ
こ
へ
は
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
ケ
ー
ス
と
乗
用

車
②
の
処
理
に
の
み
や
っ
て
来
た
と
考
え
る
の
が
合
理
的
と
思
う
。

そ
し
て
犯
人
は
、
車
を
誰
の
目
に
も
触
れ
る
と
こ
ろ
に
隠
し
た
あ
と
、

．
．
．
．
．
．

五
十
年
目
の
散
歩
で
私
が
辿
っ
た
の
と
同
じ
道
を
、
私
と
は
反
対
方

向
に
歩
い
て
小
金
井
駅
へ
、
あ
る
い
は
直
接
ア
ジ
ト
へ
と
向
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
・
・
・
。

（
了
）
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