
119

全国同人雑誌評1
●
「
京
浜
文
学
」（
神
奈
川
県
）
11
号

戯
曲
「
武
蔵
野
の
家
」（
神
谷
量
平
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

戦
争
と
戦
後
の
歴
史
の
狭
間
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
の
姿
は
あ
り

そ
う
で
意
外
に
な
い
戯
曲
の
テ
ー
マ
。
九
十
三
歳
の
健
筆
は
立

派
。
京
浜
文
学
は
九
十
代
パ
ワ
ー
が
炸
裂
し
て
い
る
。
ノ
ン
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
の
木
村
為
蔵
「
地
の
果
て
西
ア
フ
リ
カ
を
目
指
し

て
（
三
）」
は
連
載
も
の
だ
が
、
や
は
り
こ
の
商
社
マ
ン
の
リ

ア
ル
な
市
場
開
拓
体
験
記
は
、
光
っ
て
い
る
。
当
時
の
ア
フ
リ

カ
の
姿
を
、
一
人
の
日
本
人
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
切
り

開
い
て
い
く
劇
的
な
ド
ラ
マ
は
、
ぐ
ん
ぐ
ん
文
章
世
界
に
引
き

込
ん
で
い
く
。
生
半
可
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
太
刀
打
ち
で
き

な
い
迫
真
力
に
満
ち
て
い
る
。
ま
た
ア
フ
リ
カ
の
世
界
を
、
宗

教
を
含
め
て
描
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
明
が
い
か
に
そ
の

大
陸
を
経
済
的
に
支
配
下
に
置
き
、
搾
取
の
構
造
を
形
成
し
て

い
く
か
、
こ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
て
描
い
て
い
る
読
み
物
は
き
わ

め
て
ま
れ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
価
値
が
高
い
。
こ
の
筆
者

で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
も
の
で
あ
り
、
現
代
に
生
か
さ
れ
る
べ

き
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
ア
フ
リ
カ
の
大
地
で
車
を
走

ら
せ
て
い
る
と
き
に
聞
こ
え
て
く
る
「
お
て
も
や
ん
」
の
歌
で

落
涙
し
、
ハ
ネ
イ
ン
と
い
う
取
引
相
手
の
ア
ラ
ブ
人
に
慰
め
ら

れ
る
場
面
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
枠
を
超
え
た
文
学
で
あ

る
。
写
真
も
価
値
が
あ
る
。
こ
の
完
結
を
期
待
し
た
い
。

●
「
水
戸
評
論
」（
茨
城
県
）
112
号

「
昭
和
の
男
」（
櫻
井
聡
）
は
題
材
が
い
い
。
軽
油
の
密
造
と

そ
の
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
若
者
の
話
で

あ
る
。
こ
の
材
料
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
な
も
の
を
掘
り
当
て

る
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
た
い
な
い
材
料
だ
。
日
本
の
石
油
の

価
格
の
か
な
り
の
割
合
は
、
道
路
を
造
り
維
持
す
る
た
め
に
使

わ
れ
て
い
る
。
国
の
税
金
の
割
合
が
外
国
に
比
べ
て
き
わ
め
て

高
く
、
そ
れ
が
ま
た
政
治
的
に
、
道
路
公
団
関
連
の
汚
職
の
病

巣
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
道
路
の
飽
和
と
地
球
の
温
暖

化
を
め
ぐ
る
環
境
問
題
に
直
面
し
、
一
つ
の
行
き
詰
ま
り
を
見

せ
て
い
る
領
域
だ
。
し
か
も
こ
こ
へ
来
て
原
油
の
高
騰
に
見
舞

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
文
学
と
し
て
そ
こ
に
穴
を
開
け

る
ド
リ
ル
に
な
り
う
る
。
も
っ
と
も
っ
と
抉
っ
て
い
い
。
そ
の

矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
し
て
文
学
と
し
て
展
開
し
、
人
間
の
問
題

と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
あ
く
ま
で
人
間
個
人
、

人
間
と
人
間
の
生
身
の
ぶ
つ
か
り
合
い
を
外
さ
ず
、
そ
こ
に
現

代
文
明
と
日
本
の
現
代
社
会
の
矛
盾
を
象
徴
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
ら
、
こ
の
作
品
は
成
功
し
得
る
。
人
間
の
悲
劇
に
ま
で
高

め
る
べ
き
だ
。
喰
い
っ
ぱ
ぐ
れ
た
若
者
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
警
察

に
捕
ま
る
の
を
逃
れ
た
と
い
う
こ
と
で
単
に
終
わ
る
よ
う
な
問

題
で
は
な
い
。
力
量
と
手
腕
も
問
わ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
タ

イ
ト
ル
も
「
昭
和
の
男
」
と
し
て
し
ま
っ
て
は
、
ピ
ン
ト
が
ず

れ
て
い
る
。「
不
法
投
棄
」
と
か
、「
密
造
」
と
か
、
も
っ
と
直

接
的
な
ふ
さ
わ
し
い
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
テ
ー
マ
の
本
質

を
深
く
捉
え
直
し
て
書
き
直
せ
ば
、き
っ
と
い
い
作
品
に
な
る
。

じ
っ
く
り
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
。

●
「
婦
人
文
芸
」（
東
京
都
）
84
号

　

麻
生
さ
ほ
「
夜
の
足
音
┃
┃
パ
リ
、
サ
ン
ド
ニ
通
り
二
四
九
┃

┃
」
は
、
途
中
ま
で
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
特
に
ア
ナ
ベ
ル
と
い

う
女
性
の
雰
囲
気
が
い
い
。
パ
リ
の
描
写
も
い
い
。
貧
し
い
ア

パ
ー
ト
と
ス
イ
ス
の
豪
邸
の
対
比
も
効
い
て
い
る
。
途
中
の
、

ベ
ッ
ド
を
い
っ
し
ょ
に
す
る
と
き
の
描
写
は
み
ご
と
で
あ
る
。

外
国
の
抽
象
性
と
、
過
去
を
忘
れ
た
い
女
性
の
生
き
方
と
生
存

と
が
み
ご
と
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
が
ゆ
え
に
、

ア
ナ
ベ
ル
が
ヒ
ロ
コ
と
名
乗
る
と
こ
ろ
か
ら
、
急
に
ト
ー
ン
が

落
ち
、
話
が
月
並
み
に
な
る
。
何
も
言
わ
ず
、
ア
ナ
ベ
ル
と
い

う
存
在
の
ま
ま
押
し
通
し
て
し
ま
え
ば
は
る
か
に
よ
か
っ
た
。

ヒ
ロ
コ
を
名
乗
ら
せ
、ヒ
ロ
コ
の
過
去
を
語
る
と
こ
ろ
は
余
計
。

逆
に
味
消
し
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
バ
ン
コ
ク
で
放
り
出
す
終

わ
り
方
も
感
心
し
な
い
。締
め
切
り
で
時
間
が
な
か
っ
た
の
か
、

実
に
惜
し
い
作
品
だ
。
し
っ
か
り
直
し
て
も
ら
え
ば
優
秀
作
に

推
薦
で
き
る
だ
ろ
う
。

●
「
ハ
マ
文
藝
」（
神
奈
川
県
）
39
号

「
幹
部
候
補
生
」（
天
城
ひ
で
お
）
は
自
衛
隊
と
そ
の
生
活
を

内
側
か
ら
描
い
た
も
の
で
、
戦
中
の
軍
隊
と
の
違
い
な
ど
が
浮

き
彫
り
に
な
っ
て
興
味
深
い
。
同
人
雑
誌
の
作
品
に
は
、
貴
重

な
体
験
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
喜
び
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
自
衛
隊
の
一
面
を
よ
く
知
る
こ
と
の
で
き
る
生

き
た
作
品
で
あ
る
。

「
輪
廻
転
生
（
川
端
康
成
）」（
田
中
き
わ
子
）
は
、
川
端
康
成

の
作
品
と
そ
の
生
き
方
を
め
ぐ
る
随
想
だ
が
、
短
い
中
に
的
確

に
捉
え
て
、
よ
い
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
な
眼
だ
。

●
「
札
幌
文
学
」（
北
海
道
）
71
号

　

高
井
か
ほ
る
「
愛
人
に
し
て
く
だ
さ
い
」
は
大
胆
で
刺
激
的

な
タ
イ
ト
ル
で
、
中
身
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
と
思
っ
て
野
次
馬
的

に
読
み
始
め
た
ら
、
雰
囲
気
の
あ
る
し
っ
か
り
し
た
筆
致
で
、

タ
イ
ト
ル
も
納
得
す
る
佳
品
に
な
っ
て
い
る
の
で
感
心
し
た
。

こ
の
平
明
な
文
体
で
こ
れ
だ
け
じ
っ
く
り
書
け
る
の
は
、
か
な

り
の
技
量
で
、積
み
重
ね
ら
れ
た
修
練
の
厚
み
が
あ
る
。た
だ
、

最
後
に
そ
の
家
に
乗
り
込
ん
で
い
く
の
は
や
り
過
ぎ
の
よ
う
に

思
え
た
。
も
っ
と
遠
く
か
ら
永
訣
の
思
い
を
強
く
こ
め
た
ほ
う

が
奥
行
き
が
出
た
だ
ろ
う
。
こ
の
主
人
公
の
性
格
に
も
合
っ
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
よ
い
作
品
で
あ
る
。

●
「
風ふ
れ
ん
ど
恋
洞
」（
神
奈
川
県
）
39
号

「
風
恋
洞
」
は
三
人
の
雑
誌
で
あ
る
が
、
よ
く
が
ん
ば
っ
て
い

る
。
小
野
友
貴
枝
「
貸
家
物
語
／
猫
を
侮
る
な
」
は
、
乱
脈
な

女
が
、
真
面
目
で
人
の
よ
い
男
と
結
婚
し
、
そ
の
男
を
自
殺
に

追
い
や
る
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
こ
う
い
う
タ
イ
プ
の
女
性
は
あ

ま
り
描
か
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
そ
の
女
性
の
根
の
部
分
を
も

彫
り
抉
っ
て
、
そ
の
存
在
を
人
間
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
た
ら
、
深
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
事
件
は
描
か
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
を
導
く
人
間
の
根
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
筆
者
の

姿
勢
も
含
め
て
、
も
っ
と
腰
を
据
え
な
い
と
捉
え
ら
れ
な
い
人

間
像
で
は
あ
る
。「
義
理
と
褌
」（
府
川
昭
男
）
は
文
章
に
活
気

が
あ
る
。
戦
後
ま
も
な
い
頃
の
こ
と
を
描
き
な
が
ら
、
む
し
ろ

そ
の
当
時
の
こ
と
が
鮮
や
か
に
迫
っ
て
く
る
。
出
だ
し
と
最
後

を
味
よ
く
決
め
た
ら
も
っ
と
完
成
度
が
得
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
タ

イ
ト
ル
も
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
で
感
心
し
な
い
。

●
「
文
芸
き
な
り
」（
愛
知
県
）
65
号

　

女
性
の
多
い
同
人
構
成
で
、
流
れ
の
い
い
文
章
は
、
同
人
の

間
で
よ
く
鍛
え
ら
れ
て
い
る
印
象
を
覚
え
る
。
全
体
に
優
雅
な

雰
囲
気
の
あ
る
誌
だ
。

「
薄
日
」（
西
垣
み
ゆ
き
）
は
老
舗
旅
館
で
の
結
婚
に
破
れ
て

2008.1 月
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働
く
仲
居
と
強
引
に
結
婚
さ
せ
ら
れ
て
堪
え
る
板
前
と
の
密
か

な
恋
愛
を
描
く
、
情
緒
豊
か
な
和
風
小
説
。
あ
り
そ
う
な
話
の

な
か
に
も
、
き
め
細
か
い
情
感
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
、
抑

制
の
利
い
た
文
章
は
、よ
く
人
物
の
心
理
を
汲
み
取
っ
て
い
る
。

最
後
に
新
し
い
出
発
を
し
て
ま
も
な
く
脳
梗
塞
で
倒
れ
る
結
末

は
、
読
者
と
し
て
残
念
。
こ
れ
は
残
さ
れ
た
未
来
を
味
よ
く
暗

示
す
る
ほ
う
が
深
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

石
川
好
子
「
秋
の
声
」
は
刑
事
の
退
職
パ
ー
テ
ィ
や
新
聞
記

者
の
像
な
ど
生
き
生
き
と
動
い
て
い
て
い
い
が
、
最
後
に
な
っ

て
、思
い
を
寄
せ
る
大
学
教
授
の
娘
の
交
通
事
故
が
わ
か
っ
て
、

い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
動
き
出
す
と
い
う
と
こ
ろ

で
終
わ
っ
て
い
る
。「
お
せ
い
」（
内
藤
那
智
子
）、「
真
実
」（
藤

吉
佐
与
子
）、「
暗
渠
」（
近
藤
重
郎
）
な
ど
よ
い
連
載
物
が
多

い
が
、
こ
れ
も
連
載
に
な
り
そ
う
な
内
容
で
あ
る
。

「
ダ
ル
ガ
ス
の
森
」（
長
澤
奏
子
）
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
森
を
環

境
問
題
の
視
点
か
ら
訪
ね
る
紀
行
文
だ
が
、
落
ち
着
い
た
静
か

な
筆
致
は
森
の
気
配
と
も
合
っ
て
い
て
、
味
わ
い
の
あ
る
紀
行

文
に
な
っ
て
い
る
。
環
境
問
題
へ
は
長
期
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
重
要

な
こ
と
も
、
読
み
進
め
る
う
ち
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
ダ
ル
ガ

ス
と
い
う
人
物
へ
の
遡
及
も
自
然
で
い
い
。
病
を
持
っ
た
夫
と

の
旅
行
の
手
触
り
も
い
い
。
佳
い
紀
行
文
で
あ
る
。

●
「
相
模
文
芸
」（
神
奈
川
県
）
15
号

　

今
号
も
活
気
と
賑
や
か
さ
は
健
在
で
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
豊
か

な
多
様
な
同
人
の
活
力
は
漲
っ
て
い
る
。

「
偽
装
」（
岡
田
安
弘
）
は
最
近
の
表
示
偽
装
の
食
品
メ
ー
カ

ー
の
生
産
に
絡
む
殺
人
事
件
を
扱
っ
て
い
て
、
小
粋
な
推
理
小

説
に
な
っ
て
い
る
。
社
長
の
側
の
闇
も
添
え
る
こ
と
で
も
っ
と

お
も
し
ろ
く
す
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で

ま
と
ま
り
は
得
て
い
る
。

　

猫
を
扱
っ
た
小
説
も
最
近
増
え
て
い
て
、お
も
し
ろ
い
が「
飼

主
」（
佐
藤
光
代
）
も
あ
た
た
か
な
視
線
が
満
ち
て
い
て
、
心

の
ほ
ぐ
さ
れ
る
動
物
小
説
だ
。

　

三
島
由
紀
夫
を
扱
っ
た
「
賢
者
へ
の
偽
装
」（
登
芳
久
）
も
、

異
色
な
視
点
か
ら
の
軽
批
評
で
芥
子
が
利
い
て
い
る
。
木
内
是

壽
「
文
豪
の
遺
言
」
も
筆
者
ら
し
い
お
も
し
ろ
い
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
だ
。「
映
画
・
今
年
の
三
本
」（
飛
田
晴
吾
）
も
明
確
に
批
評

し
て
い
て
楽
し
め
る
。
多
彩
な
文
章
の
お
も
し
ろ
み
が
、
こ
の

誌
の
健
脚
を
な
し
て
い
る
。

●
「
内
海
文
学
」（
愛
媛
県
）
125
号

「
内
海
文
学
」
は
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
満
た
な
い
ボ
リ
ュ
ー
ム
だ

が
、
中
身
は
た
い
へ
ん
充
実
し
て
い
る
。
こ
の
充
実
ぶ
り
は
注

目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
し
っ
か
り
し
た
自
己
の

ス
タ
ン
ス
で
、
流
れ
ゆ
く
も
の
を
冷
静
に
見
つ
め
、
文
化
の
根

を
大
事
に
し
つ
つ
そ
れ
を
現
代
に
生
き
る
力
に
結
び
つ
け
て
い

く
作
業
を
展
開
し
て
い
る
。
花
だ
け
で
な
く
、
実
を
伴
っ
た
文

学
活
動
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

大
本
邦
夫
「
轟
橋
」
は
江
戸
時
代
将
軍
吉
宗
の
頃
の
イ
ナ
ゴ

の
大
群
に
見
舞
わ
れ
た
天
変
地
異
と
、
聖
人
の
実
如
の
入
に
ゅ
う
じ
ょ
う

定
が

ス
ト
ー
リ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
武
骨
な
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
文

体
が
よ
く
合
い
、
一
つ
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
最
後
に
典

拠
を
明
ら
か
に
し
、
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
に
想
像
を
加
え
た
と

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
材
料
で
こ
こ
ま
で
う
ま
く
作
り
上
げ
て

い
る
の
な
ら
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
実
如
が
な
ぜ
生
き
た
ま

ま
地
中
に
埋
め
ら
れ
る
道
を
選
ん
だ
か
、
そ
の
動
機
も
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
だ
っ
た
か
、
と

も
思
え
る
。
イ
ナ
ゴ
の
被
害
を
食
い
止
め
る
た
め
と
か
、
実
如

の
思
い
や
周
囲
の
心
情
を
重
ね
る
と
か
、
そ
の
動
機
が
天
変
地

異
や
社
会
の
変
動
と
繋
が
っ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
ス
ト
ー
リ
ー

に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
が
出
て
い
た
だ
ろ
う
。
市
蔵
の
存
在

も
や
や
浮
い
て
い
る
。
こ
の
土
俗
と
繋
が
っ
た
確
か
な
力
は
、

さ
ら
に
何
か
を
産
み
出
す
も
の
を
有
し
て
い
る
。

　

同
じ
作
者
の
「
世
を
あ
ざ
け
ら
む
鋭
心
も
な
し
┃
┃
会
津

八
一
ノ
ー
ト
┃
┃
」
も
優
れ
た
評
伝
で
あ
る
。
学
位
授
与
に
対

す
る
八
一
の
姿
勢
を
漱
石
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
描
き
、
文
化

に
対
す
る
八
一
の
考
え
を
厚
く
捉
え
て
い
る
。
八
一
の
「
文
化

論
」
は
現
代
で
も
我
々
が
大
切
に
す
べ
き
基
本
の
考
え
を
よ
く

示
し
て
い
て
、
私
も
勉
強
に
な
っ
た
。「『
文
』
は
、
野
蛮
・
残

忍
・
固
陋
・
無
学
・
殺
風
景
・
無
趣
味
の
反
対
で
、
物
や
わ
ら

か
で
物
わ
か
り
が
よ
く
、
ゆ
と
り
が
あ
っ
て
み
や
び
や
か
な
こ

と
で
あ
る
」「『
化
』と
は
我
々
の
生
活
が
し
ん
か
ら
そ
の『
文
』

に
化
す
こ
と
で
あ
る
」「
芸
術
の
正
し
い
方
向
は
、
ほ
ん
と
う

の
感
激
か
ら
発
し
て
い
る
こ
と
、
自
然
で
あ
る
こ
と
、
模
倣
や

套
習
で
や
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
す
っ
き
り
し
て
統
一
の
あ

る
こ
と
、
細
部
の
技
巧
を
排
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉

は
確
か
に
反
芻
す
べ
き
だ
ろ
う
。「
す
ぐ
れ
た
も
の
は
時
間
の

経
過
と
と
も
に
か
な
ら
ず
そ
の
輝
き
を
増
す
」
と
い
う
八
一
の

矜
持
も
、
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
短
い
な
が
ら
、
八
一
の
人
柄

も
考
え
も
、
鮮
や
か
に
現
代
に
蘇
る
評
伝
は
多
く
の
人
に
読
ん

で
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

「
彼
女
の
温
も
り
」（
鈴
木
寂
静
）
は
た
ん
に
同
窓
会
に
出
る

と
い
う
だ
け
の
話
な
の
に
、
胸
の
と
き
め
き
や
懐
か
し
さ
や
、

再
会
の
喜
び
が
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
長
い
人
生
を
そ

れ
ぞ
れ
生
き
抜
い
て
き
た
苦
闘
が
人
生
の
一
つ
の
断
面
と
し
て

共
鳴
し
合
う
。
そ
れ
が
自
分
の
命
を
見
つ
め
る
こ
と
に
繋
が
る

か
ら
だ
ろ
う
。

「
踊
り
子
の
道
」（
平
願
喜
）
も
、
た
だ
川
端
康
成
の
「
伊
豆

の
踊
り
子
」
の
作
品
に
沿
っ
て
歩
き
、
舞
台
の
旅
館
を
訪
ね
る

と
い
う
だ
け
の
軽
い
紀
行
文
だ
が
、
露
天
風
呂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
交
え
て
、
人
情
を
清
々
し
く
重
ね
て
い
く
流
れ
は
、
さ
わ
や

か
な
も
の
を
残
す
。
い
い
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
。

「
戦
火
の
も
と
で
」（
堤
富
美
）
も
満
州
事
変
以
降
の
戦
争
の

流
れ
を
女
性
の
立
場
か
ら
見
聞
し
た
実
感
か
ら
外
れ
ず
に
素
直

に
書
い
て
い
て
、
庶
民
か
ら
の
概
観
に
成
り
得
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
良
さ
を
感
じ
た
。
単
純
な
、
素
朴
な
感
慨
の
中
に
、
真
実

が
隠
れ
て
い
る
。

　

エ
ッ
セ
イ
の
「
十
三
夜
」（
藤
三
保
子
）
も
し
み
じ
み
と
し

た
も
の
を
残
し
て
く
れ
る
。「
人
は
月
か
ら
こ
の
世
を
守
る
た

め
に
月
下
し
て
、
そ
の
仕
事
が
終
わ
る
と
ま
た
月
に
帰
る
の
だ

と
私
は
思
う
の
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
死
ん
で
い
く
翔
子
の

姿
が
、
胸
に
沈
ん
で
く
る
。

　

星
励
「
般
若
入
れ
」
は
、
レ
ポ
ー
ト
小
説
と
も
言
え
る
も
の

だ
が
、
現
代
の
日
本
が
ど
の
よ
う
な
崩
壊
過
程
を
辿
っ
て
来
た

か
、
明
晰
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
て
、
地
方
の
変
遷
が
手
に

取
る
よ
う
に
鮮
や
か
に
わ
か
る
。「
般
若
入
れ
」
と
い
う
廃
れ

か
け
た
行
事
を
ど
の
よ
う
に
復
興
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
新
た
な
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活
力
を
生
み
出
し
て
い
く
か
、
現
代
日
本
の
直
面
し
て
い
る
問

題
を
よ
く
描
い
て
い
る
。「
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
て
不
景
気
に
な

る
と
弱
い
産
業
が
崩
れ
、
好
況
と
不
況
が
繰
り
返
さ
れ
る
た
び

に
山
間
僻
地
や
島
の
経
済
事
情
が
悪
く
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て

人
も
い
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
淡
々
と
し
た
叙
述
は
、
頷
か
さ

れ
る
。
ま
た
こ
の
小
説
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
再
生
の
道
筋
を

も
よ
く
示
し
て
い
る
。
キ
ン
ケ
ー
ド
と
い
う
外
国
人
が
参
加
し

た
り
、
大
学
教
授
や
韓
国
人
が
参
加
し
た
り
、
子
供
も
参
加
し

て
、
現
代
は
現
代
と
し
て
心
を
寄
せ
合
う
所
に
新
た
な
も
の
を

生
み
出
し
て
い
く
活
力
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
希
望
を
見
せ

て
い
る
。

　

全
体
に
、文
化
を
普
段
の
集
ま
り
の
中
で
し
っ
か
り
討
議
し
、

認
識
を
深
め
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
成
立

す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
盤
の
重
要
さ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ

る
作
品
群
だ
っ
た
。

●
「
桂
」（
埼
玉
県
）
５
号

　

佃
陽
子
「
残
り
雪
」
は
五
十
歳
を
超
え
た
女
性
の
心
の
動
き

を
味
わ
い
よ
く
描
い
て
い
て
、
佳
品
で
あ
る
。
さ
ら
さ
ら
し
た

手
触
り
の
よ
い
文
章
の
中
に
、
心
の
傷
が
見
え
隠
れ
し
て
縦
糸

と
横
糸
の
よ
う
な
綾
織
り
を
想
わ
せ
る
。
最
後
の
「
別
れ
ま
し

ょ
う
」
に
も
う
少
し
陰
影
が
つ
く
と
、
さ
ら
に
よ
か
っ
た
。

「
コ
ン
ベ
ヤ
ー
」（
清
水
寛
三
）
は
、
工
場
の
生
産
ラ
イ
ン
に

携
わ
る
者
の
、
機
械
と
人
間
の
模
様
を
描
い
て
、
読
ま
せ
る
作

品
に
な
っ
て
い
る
。「
コ
ン
ベ
ヤ
ー
は
た
ん
に
品
物
を
運
搬
す

る
一
つ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
現
実
に
作
業
の
一
環
と

し
て
組
み
込
ま
れ
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
れ
自
体
が
主
人
公

の
よ
う
に
な
っ
て
人
を
制
御
し
は
じ
め
る
」
と
い
う
部
分
は
説

得
力
が
あ
る
。
工
員
一
人
一
人
の
生
活
と
そ
の
暗
が
り
に
踏
み

込
ん
で
、
機
械
と
生
身
の
人
間
の
対
比
を
強
め
て
い
る
と
こ
ろ

が
い
い
。
こ
れ
を
も
っ
と
極
限
ま
で
押
し
進
め
る
と
、
さ
ら
に

本
質
的
な
も
の
に
迫
っ
て
い
き
そ
う
だ
。
期
待
し
た
い
。

「
半
月
」（
高
木
唯
花
）
は
、
物
語
を
作
る
力
は
十
分
。
こ
う

い
う
悪
魔
的
な
女
性
は
な
か
な
か
ふ
つ
う
の
小
説
の
世
界
で
は

お
目
に
か
か
ら
な
い
だ
け
に
、
お
も
し
ろ
い
。
猟
奇
的
な
世
界

と
紙
一
重
で
は
あ
る
が
、
そ
の
境
界
を
破
っ
て
も
い
い
の
で
、

こ
う
し
た
独
自
の
領
域
を
ど
ん
ど
ん
展
開
し
て
ほ
し
い
。
こ
の

物
語
は
さ
ら
に
続
き
そ
う
に
も
思
え
る
。
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
迫
っ

て
行
く
こ
と
で
、
何
か
が
見
え
て
く
る
と
思
う
。
こ
の
筆
者
も

興
味
深
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

●
「
弦
」（
愛
知
県
）
82
号

「
弦
」
も
鍛
え
ら
れ
て
い
る
誌
で
あ
る
。
文
章
の
端
正
さ
は
ど

の
作
品
に
も
共
通
し
て
い
る
。校
正
も
よ
く
行
き
届
い
て
い
る
。

挿
画
も
生
き
て
い
る
。「
タ
ミ
フ
ル
」（
川
田
志
恩
）
な
ど
、
昨

今
の
事
件
に
関
連
し
た
題
材
も
現
代
を
映
し
、
適
度
な
流
行
の

色
も
あ
る
。

　

巻
頭
の
「
セ
ラ
ピ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
木
戸
順
子
）
は
、

女
性
の
肌
と
そ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
異
性
関
係
の
交
錯
が
お

も
し
ろ
い
。
体
の
あ
ち
こ
ち
に
吹
き
出
物
の
跡
が
あ
り
、
そ
れ

は
体
質
的
に
合
わ
な
い
夫
と
の
性
に
よ
っ
て
生
じ
た
痕
跡
で
あ

り
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
心
の
傷
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
原
因

の
離
婚
の
癒
し
を
求
め
て
の
セ
ラ
ピ
ー
だ
が
、
こ
の
肉
体
と
心

理
の
も
ろ
さ
、
微
妙
さ
が
、
整
っ
た
文
章
の
流
れ
に
乗
っ
て
よ

く
表
さ
れ
て
い
る
。
結
局
プ
ー
ル
で
会
っ
た
男
に
よ
っ
て
癒
さ

れ
る
最
後
は
、
や
や
安
易
な
気
も
し
、「
心
の
便
秘
だ
っ
た
」

と
言
わ
れ
て
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の
も
簡
単
す
ぎ
る
気
が
す
る

が
、
全
体
の
雰
囲
気
は
か
な
り
匂
い
や
か
に
出
て
い
る
。「
セ

ラ
ピ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
一
見
今
風
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
想

わ
せ
る
タ
イ
ト
ル
は
、現
代
に
合
わ
せ
て
い
る
快
さ
も
あ
る
が
、

逆
に
そ
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
う
何
か
を
も
感
じ
さ
せ
、
踏
み
込

み
の
浅
さ
も
感
じ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
全
体
の
端
正
な
作
り

の
姿
は
、
美
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
買
っ
て
、
こ
じ
ん
ま

り
と
し
た
短
さ
を
補
い
つ
つ
、
優
秀
作
に
推
薦
し
た
い
。

●
「
空
と
ぶ
鯨
」（
埼
玉
県
）
８
号

　

２
４
４
ペ
ー
ジ
の
厚
み
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
十
分
。
大
阪
文
学
学

校
の
同
窓
生
で
作
っ
て
い
る
同
人
誌
と
い
う
こ
と
で
、
同
人
は

広
島
、
大
阪
、
京
都
、
東
京
、
埼
玉
な
ど
全
国
に
散
ら
ば
っ
て

い
る
。
地
域
性
と
は
対
照
的
な
同
人
雑
誌
も
あ
る
。

　

森
ゆ
み
子
「
ほ
こ
ら
」
は
、
や
は
り
別
れ
た
男
の
心
の
癒
し

に
、
老
人
の
空
白
の
温
か
さ
に
包
ま
れ
る
安
心
感
が
味
よ
く
出

て
い
る
。
ほ
っ
こ
り
と
し
た
ぬ
く
も
り
は
、
快
い
。
老
人
の
持

つ
何
十
年
と
い
う
堪
え
重
ね
て
来
た
時
間
に
、
自
身
の
短
い
が

激
し
く
傷
つ
き
や
す
い
心
の
痛
み
を
重
ね
て
、
包
ま
れ
癒
さ
れ

る
若
い
時
間
と
の
対
照
が
、
や
わ
ら
か
い
結
節
を
な
す
と
こ
ろ

に
、
こ
の
小
説
の
快
い
時
空
が
あ
る
。

　

昨
年
「
壷
中
美
人
」
が
全
国
同
人
雑
誌
優
秀
作
と
な
っ
た
高

下
俊
哉
の
作
品
「
雲
外
鏡
」
は
、
や
は
り
怪
奇
物
の
シ
リ
ー
ズ

で
、
作
者
な
ら
で
は
の
筋
運
び
は
、
お
も
し
ろ
い
。
た
だ
今
回

は
鏡
そ
の
も
の
の
魔
性
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
な
い
。
怪
奇
物
に

ほ
し
い
恐
怖
や
凄
み
が
な
い
。
鏡
の
歴
史
講
釈
の
方
に
重
点
が

感
じ
ら
れ
、
肝
心
の
鏡
の
魔
性
が
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
不
十
分
で
あ
る
。
安
定
し
た
完
成
度
を
毎
回
求
め
る
の
は
難

し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
も
し
ろ
い
シ
リ
ー
ズ
だ
け
に
、
ぜ

ひ
こ
の
壁
を
突
破
し
て
ほ
し
い
。

●
今
回
は
女
性
の
心
の
傷
と
そ
の
癒
し
に
共
通
な
テ
ー
マ
を
持

つ
も
の
が
少
な
く
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
佳
い
作
品
群
に
な
っ
て

い
た
印
象
が
強
い
。「
愛
人
に
し
て
く
だ
さ
い
」（
高
井
か
ほ
る

「
札
幌
文
学
」）、「
残
り
雪
」（
佃
陽
子
「
桂
」）、「
薄
日
」（
西

垣
み
ゆ
き
「
文
芸
き
な
り
」）、「
ほ
こ
ら
」（
森
ゆ
み
子
「
空
と

ぶ
鯨
」）な
ど
、そ
の
中
で
優
秀
作
を
挙
げ
ろ
と
言
わ
れ
る
と「
セ

ラ
ピ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
木
戸
順
子
「
弦
」）
に
な
る
が
、「
夜

の
足
音
┃
┃
パ
リ
、サ
ン
ド
ニ
通
り
二
四
九
┃
┃
」（
麻
生
さ
ほ「
婦

人
文
芸
」）
も
捨
て
難
い
。
印
象
は
「
夜
の
足
音
」
の
ほ
う
が

強
い
。い
ま
挙
げ
た
作
品
は
二
作
を
除
い
て
す
べ
て
準
優
秀
作
。

ま
だ
未
完
成
の
作
品
も
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ぜ
ひ
書
き
直

し
て
、
最
終
的
な
形
に
し
て
ほ
し
い
。「
コ
ン
ベ
ヤ
ー
」（
清
水

寛
三
「
桂
」）、「
般
若
入
れ
」（
星
励
「
内
海
文
学
」）
も
準
優

秀
作
に
推
し
て
お
き
た
い
。

　

小
説
以
外
の
散
文
で
は
、「
地
の
果
て
西
ア
フ
リ
カ
を
目
指

し
て
（
三
）」（
木
村
為
蔵
「
京
浜
文
学
」）、「
世
を
あ
ざ
け
ら

む
鋭
心
も
な
し
┃
┃
会
津
八
一
ノ
ー
ト
┃
┃
」（
大
本
邦
夫
「
内

海
文
学
」）
を
優
秀
作
に
推
し
、「
輪
廻
転
生
（
川
端
康
成
）」（
田

中
き
わ
子
「
ハ
マ
文
藝
」）、「
ダ
ル
ガ
ス
の
森
」（
長
澤
奏
子
「
文

芸
き
な
り
」）、「
戦
火
の
も
と
で
」（
堤
富
美
「
内
海
文
学
」）

エ
ッ
セ
イ
「
十
三
夜
」（
藤
三
保
子
「
内
海
文
学
」）
を
準
優
秀

作
と
し
て
お
き
た
い
。　
（
作
家
集
団
「
塊
」
／
五
十
嵐
勉
）

■
第
二
回
全
国
同
人
雑
誌
最
優
秀
賞「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」の
公
開
選
考
会
は
今
年
も
八
月
に
行
な
わ
れ
る
が
、そ
れ
ま
で
に
ど
ん
な
候
補
作
が
並
ぶ
か
、楽
し
み
で
あ
る
。

新
し
く
命
名
さ
れ
た
全
国
同
人
雑
誌
最
優
秀
賞
「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」
へ
向
け
て
さ
ら
に
多
く
の
同
人
雑
誌
が
寄
せ
ら
れ
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。（
五
）
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全国同人雑誌評2
●
「
内
海
文
学
」（
愛
媛
県
）
124
号

「
江
ノ
島
」
平  

願
喜　

ど
ん
な
長
編
小
説
に
な
る
の
か
と
期

待
し
な
が
ら
読
ん
で
い
た
ら
、５
ペ
ー
ジ
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
。

男
の
含
羞
の
中
に
ち
ら
り
と
無
邪
気
な
自
惚
れ
が
あ
っ
て
、
面

白
い
作
品
だ
っ
た
。

「
守
護
神
」
大
本
邦
夫　

こ
の
作
品
も
短
い
わ
り
に
は
話
が
ぎ

っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
て
、
面
白
く
読
ん
だ
。
次
々
現
れ
る
詐
欺

師
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
理
屈
っ
ぽ
い
文
体
に
納
得

さ
せ
ら
れ
た
。
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
書
い
て
い
る
の
で
好

感
が
も
て
た
。

●
「
河
」（
東
京
都
）
140
号
・
141
号

「
債
女
離
魂
」
高
森
修
蔵　

三
島
由
紀
夫
の
死
と
、
禅
宗
の
無

門
関
を
結
び
つ
け
た
難
し
い
作
品
だ
が
、
作
者
は
純
平
の
独
白

を
か
り
て
、「
女
離
魂
」
を
願
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
た
。
し

か
し
、
難
解
な
小
説
で
あ
る
。

　

編
集
後
記
に
、
大
仏
次
郎
の
言
葉
の
一
部
を
書
き
留
め
て
あ

り
、「
詩
は
青
年
の
仕
事
だ
が
、
小
説
は
老
年
の
た
め
に
あ
る
」

と
い
う
挨
拶
が
気
に
な
っ
た
。

「
お
前
の
旅
の
記
録
」　

書
き
出
し
か
ら
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
。

癌
は
今
や
３
人
に
一
人
と
い
う
罹
患
度
。
最
近
米
原
万
里
の
癌

と
の
格
闘
記
を
読
ん
だ
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
の
作
者
と
米
原
さ

ん
が
違
う
の
は
、米
原
さ
ん
は
独
身
で
一
人
で
闘
っ
た
こ
と
で
、

こ
の
場
合
は
夫
の
立
場
か
ら
書
い
て
い
て
、
新
婚
旅
行
の
部
分

で
、
両
親
が
積
極
的
だ
っ
た
こ
と
ま
で
及
ん
で
い
る
。
蜜
柑
畑

で
葉
の
つ
い
た
蜜
柑
を
、
怪
し
く
な
っ
た
口
調
で
言
う
と
こ
ろ

な
ど
、
愛
妻
家
の
面
の
筆
が
立
っ
て
心
憎
い
ほ
ど
で
あ
る
。
病

状
経
過
な
ど
も
、
達
者
過
ぎ
る
の
が
怖
い
く
ら
い
で
あ
る
。

「
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
朝
風
」
欅
館
弘
二
郎　

こ
の
人
も
達
者

で
、
ま
る
で
ア
フ
リ
カ
へ
引
き
ず
ら
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
よ

う
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
。
文
中
で
裕
の
養
子
の
こ
と
に
触

れ
る
の
も
、
心
憎
い
程
タ
イ
ミ
ン
グ
を
心
得
て
い
る
。「
マ
ネ

ー
を
最
高
」
に
し
て
し
ま
っ
た
西
欧
人
の
泥
足
で
踏
込
ん
だ
よ

う
な
描
写
も
、
実
に
説
得
力
に
溢
れ
て
い
る
。
象
の
大
群
が
豆

粒
ほ
ど
に
な
る
ま
で
目
が
離
せ
な
い
と
い
う
あ
た
り
も
情
に
溺

れ
な
い
文
章
は
強
い
。

「
孫
と
暮
ら
せ
ば
」
今
村
裕
子　

題
材
が
面
白
い
上
に
、
丁
度

私
が
作
者
と
同
じ
よ
う
な
立
場
に
あ
る
の
で
、
興
味
津
々
で
読

ま
せ
ら
れ
た
。
但
し
、
夏
休
み
以
降
は
蛇
足
で
は
な
い
か
。

●
「
頌オ
ー
ド」（

東
京
都
）
26
号
・
27
号

「
花
火
」
杉
本  

暁　

読
み
な
が
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
こ
の
作

者
は
詩
も
作
る
人
で
は
な
い
か
、
と
思
い
25
号
を
見
た
ら
、
思

っ
た
と
お
り
詩
も
書
い
て
い
た
。
思
わ
ず
傍
線
を
ひ
き
た
く
な

る
よ
う
な
、
小
説
で
は
な
く
詩
の
感
性
が
感
じ
ら
れ
る
文
章
で

あ
る
。
主
人
公
を
年
寄
り
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、「
欲
情

に
な
り
か
け
て
思
慮
に
抑
え
こ
ま
れ
た
も
の
が
胸
の
中
で
泡
立

ち
、
そ
し
て
静
ま
る
の
を
待
つ
」
な
ど
の
部
分
は
若
者
そ
の
も

の
の
感
覚
で
あ
る
。
全
体
に
文
章
を
綴
っ
た
と
い
う
よ
り
、
詩

の
断
片
の
よ
う
に
も
思
え
る
。

「
観
覧
車
」
森
野
こ
と　

小
学
校
三
年
生
の
男
の
子
の
視
点
で

か
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
無
理
が
な
く
読
め
る
。
ま
た
学
校
で

い
じ
め
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
も
説
明
的
で
は
な
い
の
で
納
得
で

き
る
。
た
だ
、
時
々
兄
の
気
持
ち
か
ら
表
現
が
気
に
な
る
が
、

離
れ
て
い
た
兄
と
弟
と
の
会
話
は
苦
し
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。

●
「
主
潮
」（
静
岡
県
）
26
号

「
祭
日
」「
物
語
少
女
」「
客
地
」「
母
の
夏
」
と
次
々
読
ん
で

行
く
に
つ
れ
、
こ
の
雑
誌
は
教
師
の
集
団
で
は
な
い
か
、
と
思

わ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
知
識
人
の
結
集
し
た
作
品
に
、
た
だ

頭
を
垂
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
。

●
「
埋
火
」（
東
京
都
）
41
号 

 

発
行
人
・
吉
満
昌
夫
の
作
品
集
。
あ
と
が
き
に
作
品
の
紹
介

が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
死
に
関
係
す
る
作
品
を
寄
せ
集

め
て
い
る
の
だ
が
、「
さ
て
、
次
号
は
ど
う
す
る
」
と
あ
る
の

は
、
作
者
に
と
っ
て
死
は
ま
だ
遠
い
の
だ
。「
季
刊
文
科
」
掲

載
の
、
九
鬼
氏
の
「
東
司
ま
で
」
の
感
想
を
挙
げ
て
あ
る
。

●
「
無
尽
花
」（
東
京
都
）
25
号

「
熊
本
」
松
本
志
桂
子　

相
当
書
き
な
れ
た
人
で
、
暗
い
話
を

明
る
く
書
い
て
い
る
の
に
好
感
が
も
て
た
。
巻
頭
作
品
の
「
熊

本
」は
、も
っ
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
な
る
と
思
っ
て
い
た
ら
、

あ
っ
さ
り
書
き
流
し
た
好
編
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

「
寄
る
年
波
」
も
、
心
臓
、
脳
、
癌
の
三
つ
の
大
病
を
経
験
し

て
い
る
と
い
う
の
に
、そ
の
明
る
さ
に
脱
帽
の
他
は
な
い
。「
姉

妹
」
に
至
っ
て
は
、
抱
腹
絶
倒
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
笑
え

る
楽
し
い
作
品
で
あ
る
。
同
じ
本
の
中
の
「
オ
ー
ル
ド
フ
レ
ン

ド
」
佐
々
木
知
恵
子
の
作
品
も
、
事
件
に
入
る
前
の
夫
婦
の
若

い
頃
の
話
題
が
感
じ
よ
く
、
そ
の
後
に
ひ
ろ
が
る
友
達
と
の
付

き
合
い
も
そ
つ
な
く
書
か
れ
て
い
る
。

●
「
文
学
街
」（
東
京
都
）
238
号

「
本
掛
還
り
」
白
石
す
み
ほ　

由
緒
あ
る
同
人
誌
の
よ
う
で
、

さ
す
が
優
作
ぞ
ろ
い
、
中
で
も
「
本
掛
還
り
」
に
目
が
止
ま
っ

た
。
マ
ネ
キ
ン
が
バ
ッ
ク
に
あ
る
の
も
珍
し
い
、
と
思
っ
て
読

み
進
ん
で
い
た
が
、
後
半
は
、
よ
く
あ
り
そ
う
な
男
女
の
話
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
そ
の
も
の
よ
り
、
マ
ネ
キ
ン

の
館
の
話
題
に
瞠
目
し
た
。
描
写
力
は
頭
抜
け
て
い
る
。

●
「
片
掬
」（
山
梨
県
）
41
号

「
エ
ミ
シ
ャ
ケ
タ
」
佐
藤
よ
し
子　

エ
ミ
シ
ャ
ケ
タ
、
と
い
う

題
に
興
味
を
持
っ
た
の
で
読
み
は
じ
め
た
ら
、な
ん
と
そ
れ
は
、

「
笑
み
し
ゃ
け
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
地
方
だ
け
で
通
用

す
る
里
人
の
こ
と
ば
だ
っ
た
。

●
「
岡
山
文
学
」（
岡
山
県
）
96
号

「
ル
ナ
」
古
井
ら
じ
か　

ル
ナ
は
「
明
治
43
年
東
京
浅
草
六
区

に
開
設
さ
れ
た
、
遊
園
娯
楽
場
の
名
前
」
で
、
ス
リ
ル
が
あ
っ

て
面
白
い
作
品
。
途
中
か
ら
ウ
ス
ウ
ス
感
じ
て
は
い
た
が
、
最

後
に
な
っ
て
明
解
に
な
る
。「
ス
リ
ル
が
あ
っ
て
も
う
た
く
さ

ん
」
と
い
い
な
が
ら
、
作
者
自
身
は
結
構
楽
し
ん
で
書
い
て
い

る
。
珍
し
い
作
品
だ
と
思
い
な
が
ら
、
作
者
に
ま
ん
ま
と
嵌
め

ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

●
「
街
道
」（
東
京
都
）
11
号

「
石
神
井
暮
色
」
佐
々
木
欽
三　

男
女
の
付
き
合
い
を
そ
つ
な

く
書
い
た
作
品
。
主
人
公
の
視
点
は
男
性
な
の
だ
が
、
一
寸
ぶ

れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
纏
ま
っ
た
作
品
だ
が
、
真

綿
で
首
を
し
め
ら
れ
た
よ
う
な
、
け
だ
る
い
後
味
を
感
じ
た
。

「
青
い
火
」
木
下
経
子　

こ
の
作
品
も
男
女
の
話
だ
が
、
こ
ち

ら
は
夫
婦
の
こ
と
。
旅
行
先
の
大
沼
公
園
の
風
景
と
祖
父
の
暗

い
海
で
の
イ
カ
釣
り
は
印
象
的
で
あ
る
。

●
「
柳
絮
」（
大
阪
）
72
号

2008.1 月
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「
朴
の
花
」
丹
羽
さ
だ　

書
き
出
し
が
す
っ
き
り
し
て
い
て
、

好
感
の
も
て
る
作
品
で
あ
る
。
女
学
生
時
代
の
友
達
は
亡
く
な

っ
て
い
る
が
、
八
十
歳
の
自
分
が
生
き
残
っ
て
い
る
こ
と
を
、

淡
々
と
書
い
て
い
る
。
医
者
に
な
る
人
は
丈
夫
な
人
が
多
い
と

い
う
作
者
の
「
徒
然
草
」
の
解
釈
も
面
白
い
。

「
あ
の
日
の
ト
マ
ト
」
久
保
三
也
子　

定
年
に
な
っ
て
家
に
い

る
よ
う
に
な
っ
た
夫
が
少
々
う
っ
と
う
し
く
な
っ
て
き
た
話
か

ら
ス
ム
ー
ズ
に
入
っ
て
い
く
の
で
、
そ
れ
が
戦
争
体
験
に
発
展

す
る
と
は
思
わ
ず
読
み
進
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
な
か
な
か
達

者
な
筆
使
い
で
、「
人
前
で
ど
う
話
せ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
」
と

言
い
な
が
ら
と
う
と
う
と
述
べ
る
言
葉
に
思
わ
ず
引
き
込
ま
れ

る
。
末
尾
の
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ト
マ
ト
こ
わ
い
の
ん
」
の
締

め
く
く
り
も
う
ま
い
。

●
「
弦
」（
愛
知
県
）
79
号
・
80
号
・
81
号

「
午
後
の
廃
園
」　

淡
々
と
し
た
文
章
で
淡
々
と
し
た
内
容
な

が
ら
、
人
間
の
生
活
と
猫
を
か
ら
め
て
事
件
を
進
め
て
い
く
の

は
、
な
か
な
か
の
手
腕
。
結
末
も
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
よ
う
だ

が
、
深
い
意
味
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

80
号
は
力
作
揃
い
だ
と
思
っ
た
ら
、
記
念
号
で
あ
っ
た
。
達

者
な
書
き
手
が
多
く
、
と
て
も
全
部
は
取
り
上
げ
が
た
い
。
そ

こ
で
、「
80
号
記
念
・
総
目
次
を
編
ん
で̶

中
村
賢
三
」
を
読

ん
で
納
得
。
創
刊
は
１
９
６
５
年
、
つ
ま
り
４
０
年
余
り
を
経

て
い
る
。
そ
の
間
他
誌
と
の
合
併
な
ど
も
あ
り
、
本
当
に
書
き

た
い
人
の
、
上
手
な
人
の
集
団
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

「
耳
の
記
憶
」
木
下
順
子　

５
３
枚
と
は
思
え
な
い
充
実
し
た

内
容
で
あ
り
、
筆
致
も
あ
く
ま
で
冷
静
で
あ
る
。
文
中
の
、
冬

の
庭
は
淋
し
い
が
、
に
は
じ
ま
る
植
物
の
命
の
再
生
は
、
情
緒

に
な
が
さ
れ
や
す
い
老
人
の
話
の
中
で
は
珍
し
く
、
凛
と
し
た

描
写
で
あ
る
。
た
だ
し
、
最
後
を
昔
の
男
達
の
こ
と
で
締
め
く

く
ら
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

●
「
城
」（
愛
知
県
）
92
号

「
終
り
な
き
行
軍
損
耗
」
池
部
正
臣　

戦
記
で
あ
る
。
真
木
の

独
白
に
近
い
文
体
で
か
か
れ
て
い
る
が
、
他
者
を
描
写
し
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
人
数
の
視
点
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
な
に

よ
り
臨
場
感
の
あ
る
作
品
に
仕
上
が
っ
た
作
者
の
腕
前
を
賞
賛

し
た
い
。
昔
話
に
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
作
品
で
あ
る
。

●
「
米
子
文
学
」（
鳥
取
県
）
52
号

「
艶
福
家
登
場
」
拝
藤
昇
一　

作
者
は
絵
も
描
く
人
で
、
多
芸

に
秀
で
た
才
能
を
お
持
ち
の
方
の
よ
う
で
あ
る
。
お
墓
の
話
か

ら
は
じ
ま
っ
て
、
劇
中
劇
あ
り
、
教
訓
的
箇
所
あ
り
で
感
心
さ

せ
ら
れ
た
。「
祖
父
が
残
し
た
の
は
、
墓
地
や
孫
の
ほ
か
に
も

あ
っ
た
の
だ
」
と
意
味
あ
り
げ
な
甚
六
の
語
り
口
調
は
手
堅
い

も
の
が
あ
る
。

「
渚
み
ち
」
野
坂
喜
美　

中
ほ
ど
に
あ
る
、「
渚
の
み
ち
は
立

ち
止
ま
っ
て
は
い
け
な
い
道
で
す
ね
」「
そ
う
だ
よ
、
人
の
一

生
も
同
じ
だ
よ
。
立
ち
止
ま
っ
た
ら
転
が
る
だ
け
だ
」
と
い
う

会
話
か
ら
受
け
取
る
も
の
が
多
い
。
安
来
節
を
横
糸
に
、
男
女

の
関
係
を
縦
糸
に
進
ん
で
行
く
話
の
う
ま
さ
は
、
な
か
な
か
の

も
の
で
あ
る
。「
安
来
節
は
う
た
い
終
れ
ば
あ
と
に
何
も
の
こ

ら
な
か
っ
た
が
、
直
ぐ
に
ま
た
う
た
っ
て
見
た
く
な
る
。
二
人

の
関
係
も
同
じ
で
あ
っ
た
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
こ
の
題
材
の
す
べ

て
を
か
た
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
他
の
作
品
も
佳
作
ぞ
ろ
い
で
あ
っ
た
。

●
「
湧
水
」（
東
京
都
）
37
号

「
ア
ロ
ハ
オ
エ
」  

千
尋　

こ
の
作
品
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
話
な
の
に
、
飽
き
な
い
。
主
人
公
は

翻
訳
家
を
目
指
し
て
い
る
が
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
。
だ
か
ら

と
言
っ
て
自
棄
に
も
な
ら
ず
、
他
の
方
へ
目
を
向
け
よ
う
と
も

し
な
い
。
家
族
関
係
も
さ
り
気
な
く
書
か
れ
て
い
て
、
ゴ
チ
ャ

ゴ
チ
ャ
し
て
い
な
い
。
犬
の
テ
ン
の
配
置
も
い
い
。
本
質
的
に

明
る
い
性
格
に
生
れ
つ
い
た
春
香
は
不
満
を
漏
ら
さ
な
い
。
そ

し
て
最
後
に
「
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ
が
買
い
た
い
、
す
ご
い
派
手
な

や
つ
」
の
せ
り
ふ
で
全
て
了
解
。
無
駄
の
な
い
作
家
。

●
「
頌オ
ー
ド」（
東
京
都
）
21
号
・
22
号
・
23
号

　

全
編
に
若
い
作
家
の
集
団
だ
が
、
戦
争
を
取
り
上
げ
た
作
品

が
多
か
っ
た
。
こ
の
号
も
、「
上
海
帰
り
の
リ
ル
」
と
「
ミ
ノ

ム
シ
の
夏
」。
戦
争
の
悲
惨
さ
を
人
か
ら
聞
い
て
書
い
た
中
身

で
は
あ
る
が
結
構
深
く
濃
い
。
筆
者
の
よ
う
に
戦
争
体
験
者
に

も
う
な
ず
け
る
書
き
方
は
好
感
が
も
て
た
。

「
本
郷
雑
記
」小
田
原
漂
情　

軽
い
気
持
ち
で
読
ん
で
居
る
と
、

と
ん
で
も
な
い
深
刻
な
問
題
を
抱
え
た
作
品
で
あ
る
。

「
ヘ
テ
ロ
グ
ラ
フ
ト
」
小
原
優
作　
「
ブ
タ
の
胚
細
胞
が
マ
ウ

ス
の
臓
器
に
…
…
」
と
い
う
前
書
き
だ
け
を
見
て
も
、
か
な
り

の
長
編
に
な
り
そ
う
だ
。
病
院
問
題
は
気
軽
に
読
め
る
も
の
で

は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
作
者
の
広
範
囲
な
知
識
と
題
材
に

敬
意
を
表
す
る
。

●
「
文
学
世
紀
」（
東
京
都
）
33
号

「
伏
木
」
遠
矢
徹
彦　

男
性
的
な
ロ
マ
ン
の
あ
る
作
品
。
短
編

で
あ
り
な
が
ら
、
女
の
こ
と
、
母
親
の
こ
と
、
三
里
塚
の
こ
と

な
ど
が
手
に
と
る
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
。後
記
に
も
あ
る
が
、

作
者
は
、「
文
章
を
執
拗
な
ほ
ど
吟
味
す
る
」
の
を
正
に
本
道

と
し
て
綴
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
あ
る
部
分
で
は
読
者
の
心
を
く

す
ぐ
る
良
さ
で
あ
り
、
ま
た
や
や
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
部
分
で
も

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
硬
質
な
中
に
も
温
か
さ
の
あ
る
佳
品

で
あ
っ
た
。

●
「
獣
神
」（
埼
玉
県
）
83
号

「
ほ
た
り
、
す
ん
」 「
ほ
た
り
、
す
ん
」
と
い
う
題
名
の
意
味

が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
読
み
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
作
者
は
複
雑

な
女
の
心
理
と
友
情
？
を
物
凄
く
上
手
に
書
い
て
い
る
。
頭
の

よ
す
ぎ
る
雅
美
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、
ふ
ふ
ん
、
ふ
ふ
ん
と
頷

い
て
し
ま
っ
た
。

●
「
街
道
」
９
号
・
10
号

「
利
男
追
悼
・
雷
鳥
沢
」
木
下
径
子　

か
な
り
か
け
る
人
だ
と

承
知
し
な
が
ら
読
み
は
じ
め
た
が
、
案
の
定
抑
制
の
効
い
た
文

章
に
引
き
摺
り
込
ま
れ
た
。
利
男
の
人
と
な
り
を
愛
情
の
こ
も

っ
た
描
写
で
表
し
て
い
る
。

　

書
き
手
の
多
い
誌
で
、
ど
れ
も
読
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
結
果
、「
エ
ッ
セ
イ
と
紀
行
」
の
頁
に
至
り
、感
嘆
し
た
。「
書

く
者
の
宿
命
お
う
悩
」
松
尾
睦
子　

読
み
進
む
う
ち
、
作
者
は

も
し
か
し
て
男
性
な
の
で
は
、
と
言
う
思
い
に
か
ら
れ
た
。
男

性
な
ら
理
論
的
、
女
性
な
ら
情
緒
的
と
決
め
付
け
る
つ
も
り
は

な
い
が
、こ
ん
な
に
も
理
路
整
然
と「
書
く
こ
と
へ
の
お
う
悩
」

を
解
説
で
き
る
も
の
か
と
感
動
し
た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
田
和
世
）
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