
芥
川
の
習
作
作
品
に
見
ゆ
る

白
秋
の
投
影
に
つ
い
て

久

野

ヅ

子

ア

僕
等
の
散
文
が
詩
人
た
ち
の
恩
を
蒙
ヲ
た
の
は
更
に
近
い
時
代
に

も
な
い
訳
で
は
な
い
。
で
は
そ
れ
は
何
か
と
云
へ
ば
、
北
原
白
秋

氏
白
一
散
文
で
あ
る
。
僕
等
の
散
文
に
近
代
的
な
色
彩
や
句
や
与
え

た
も
の
は
詩
集
『
思
ひ
出
」
の
序
文
充
っ
た
。
（
「
文
芸
的
な
、
余

り
に
文
芸
的
な
」
〉

芥
川
竜
之
助
は
、
最
蝿
年
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
初
期
白
秋
に
讃
辞

を
送
う
て
い
る
が
、
果
し
て
習
作
期
と
目
さ
れ
る
時
期
の
芥
川
の
作

品
に
は
、
当
時
の
耽
美
主
義
的
志
向
の
文
学
｜
殊
に
前
掲
の
言
を
裏

書
す
る
如
く
、
そ
の
波
の
代
表
的
詩
人
北
原
白
秋
の
投
影
が
著
し

い
。
既
に
短
歌
に
沿
い
て
は
、
木
俣
修
、
吉
田
精
一
、
中
村
真
一
郎

の
諸
氏
が
数
首
ぞ
そ
れ
と
指
摘
さ
れ
た
。
然
し
芥
川
自
身
の
記
述
に

も
あ
る
如
く
散
文
に
も
叉
見
捨
て
難
い
白
秋
の
影
を
発
見
す
る
。
芥

川
の
文
学
母
胎
に
つ
い
て
村
松
定
孝
氏
は
、
「
耽
美
主
義
的
浪
漫
主

義
」
を
そ
の
条
件
の
一
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
環
と
見
る

べ
き
白
秋
の
投
影
は
一
顧
に
価
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
而
し
て
こ

の
期
の
芥
川
の
作
品
に
実
証
的
に
白
秋
の
影
や
指
摘
す
る
事
を
試
み

た
後
、
芥
川
の
白
秋
に
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
の
一
私
見
を
述
ぺ
て

見
ょ
う
と
思
う
。

亦
川
に
お
け
る
白
秋
の
投
影

『
大
川
の
水
』
と
『
思
ひ
出
』
の
序

明
治
四
十
五
年
一
月
、
小
品
『
大
川
の
水
』
が
書
か
れ
た
。
乙
の
小

品
は
東
京
人
芥
川
の
、
云
わ
ぱ
心
の
故
郷
大
川
端
と
感
受
性
鋭
い
幼

少
年
時
に
対
す
る
浪
漫
的
な
「
思
慕
と
追
憶
の
書
」
と
で
も
云
う
ぺ

き
作
品
で
品
る
。
佐
々
木
信
網
は
と
の
「
大
川
の
水
』
に
初
め
て
「
芥

川
君
を
知
り
、
乙
と
に
芥
川
君
の
文
章
を
知
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
由
で
あ
る
。
さ
て
『
大
川
の
水
』
に
大
川
の
流
れ
ぞ
叙
す
る
美
し

い
、
修
辞
に
満
ち
た
、
共
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

吾
妻
橋
、
厩
橋
、
両
国
橋
の
問
、
脊
泊
の
ヤ
つ
な
青
い
水
が
、
大

き
な
橋
墓
の
花
山
岡
石
と
煉
瓦
と
を
ひ
た
し
て
ゆ
く
う
れ
し
さ
は
云

ふ
迄
も
な
い
。
岸
に
近
く
、
船
宿
の
白
い
行
燈
を
う
っ
し
、
銀
の
葉

う
ら
を
翻
す
柳
を
う
つ
し
、
昨
加
門
同
制
料
相
引
凶
日
附
働
制
音

州
向
引
制
劃
引
討
を
、
－
－
一
紅
剰
割
引
相
同
制
刷
剖
劃
料
引
問
、
開
制
い
よ

わ
い
家
鴨
の
羽
に
み
冗
さ
れ
て
、

f

人J
到
創
刊
岡
叫
割
配
間
叫
淵

刑
制
州
制
嗣
利
引
制
削
叫
｜
共
重
々
し
い
水
の
色
に
一
五
ふ
可
ら
ざ
る

温
情
を
蔵
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
な
が
ら
と
れ
は
、
芥
川
に
よ
る
嘱
自
の
ス
ケ
ッ
チ
で
は
な

い
。
乙
れ
に
は
実
に
先
行
す
る
白
秋
の
文
章
が
あ
っ
た
。
乙
の
時
よ

り
約
八
カ
月
前
、
間
十
四
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
詩
集
『
忠
ひ
出
』
の

序
「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
中
の
一
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

水
は
清
ら
か
に
流
れ
て
廃
市
に
人
り
、
廃
れ
は
て
た
出
。
m
山
内
〉
同

4
I
l
l－
l
o
l
l
i－
－

I
l
l
1
1
1
1
 

屋
（
遊
女
屋
）
の
人
も
な
き
厨
の
下
を
流
れ
、
洗
濯
女
の
白
い
酒

1 
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布
に
注
ぎ
、
水
門
に
堰
か
れ
て
は
、
三
味
線
の
一
耳
目
の
緩
む
昼
す
ぎ

を
小
料
理
屋
の
黒
い
グ
判
川
引
制
相
同
劇
割
、
酒
造
る
水
と
な

り
、
汲
水
場
に
立
つ
湯
上
り
の
素
肌
し
な
や
か
な
肺
病
娘
の
唇
を

轍
雪
、
知
叫
掛
川
間
引
割
削
侵
剖
刷
、
さ
う
し
て
夜
は
断
剖
謝
川
町

な
つ
か

M
M制
働
叫
州
七
劃
刷
引
い
州
制
劃
創
刊
樋
を
隔
て
L
海

近
き
沖
ノ
端
の
械
川
に
落
ち
て
ゆ
く
。

白
秋
は
郷
里
柳
河
の
溝
渠
の
水
の
流
れ
を
、
と
の
よ
う
に
「
わ
が
生

ひ
た
ち
」
に
叙
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
大
川
の
水
』
中
の
芥
川
の

文
章
が
、
白
秋
の
乙
の
文
章
の
全
き
模
倣
で
あ
る
事
は
一
目
瞭
然
で

あ
る
。
即
ち
芥
川
は
白
秋
の
、
柳
河
溝
渠
の
水
の
＠
「
観
音
詳
の
な

つ
か
し
い
提
燈
の
灯
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
」
を
①
「
船
宿
の
白
い

行
燈
を
、
つ
つ
し
」
と
表
現
を
改
め
、
＠
「
水
門
に
堰
れ
で
は
、
三
味

棋
の
音
の
緩
む
昼
す
ぎ
を
」
を
②
「
水
門
に
ぜ
か
れ
て
は
三
味
線
の

音
の
ぬ
る
む
昼
す
ぎ
を
」
と
用
字
を
変
え
て
そ
の
俵
移
植
し
の
「
黒

い
グ
ア
リ
ヤ
の
花
に
歎
き
」
を
③
「
紅
芙
蓉
の
花
に
歎
き
、
な
が
ら
」

と
花
を
改
め
＠
「
気
の
弱
い
鷲
の
毛
に
擾
さ
れ
」
を
④
「
気
の
弱
い

家
鴨
の
羽
に
み
だ
さ
れ
」
と
し
、
＠
「
人
も
な
き
厨
の
下
を
流
れ
」

を
＠
「
人
気
の
な
い
厨
の
下
を
静
か
に
光
り
な
が
ら
流
れ
る
の
も
」

と
、
或
は
修
辞
を
加
え
或
ば
節
を
削
除
し
前
後
し
つ
L
、
大
川
の
水

の
流
れ
の
描
写
を
換
え
た
の
で
あ
る
。
「
大
川
の
水
』
と
「
わ
が
生
ひ

た
ち
」
に
は
、
と
L
を
一
設
の
頂
点
と
し
て
幾
多
の
類
似
的
筒
所
が

散
見
ぜ
ら
れ
る
。

一
一
一
段
落
よ
り
成
る
『
大
川
の
水
』
の
二
章
と
も
云
う
可
き
才
こ
の
段

落
は
、
共
の
よ
う
な
地
理
的
具
体
性
を
も
っ
た
叙
述
で
発
展
す
る
。

此
大
川
の
水
に
撫
愛
さ
れ
る
泊
岸
の
町
々
は
、
皆
自
分
に
と
っ

て
、
忘
れ
難
い
、
な
つ
か
し
い
町
で
あ
る
。
吾
妻
橋
か
ら
川
下
な

ら
ば
、
駒
形
、
並
木
、
蔵
前
、
代
地
、
柳
橋
、
或
は
多
国
の
薬
師

前
、
う
め
堀
、
横
綱
の
川
岸
｜
何
処
で
も
よ
い
。
閏
疋
等
の
町
々
を

通
る
人
の
耳
に
は
、
日
を
、
つ
け
た
土
蔵
の
白
壁
と
白
壁
と
の
間
か

ら
、
（
時
｝
磨
い
た
硝
子
板
の
ぞ
う
に
、
青
く
光
る
大
川
の
水
は
、

凹

l
l
i
l
i
－

－

－

共
冷
な
潮
の
匂
と
共
に
、
品
目
な
が
ら
南
へ
流
れ
る
、
懐
し
い
ひ
い

λ

き
を
っ
た
へ
℃
く
れ
る
だ
ら
う
。

乙
の
冒
頭
の
文
の
運
び
は
「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
の
同
じ
く
二
章
と
云

う
べ
き
「
2
」
D
冒
頭
の
文
の
運
び
に
酷
似
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次

の
文
で
あ
る
。

私
の
郷
虫
柳
河
は
水
郷
で
あ
る
Q

さ
う
し
て
静
か
な
廃
市
の
一
ハ

J

で
あ
る
。
自
然
の
風
物
は
如
何
に
も
南
国
的
で
あ
る
が
、
既
に
柳

河
の
街
や
貫
通
す
る
数
知
れ
ぬ
溝
渠
の
に
ほ
ひ
に
は
日
に
廃
れ
ゆ

く
旧
い
封
建
時
代
の
白
壁
が
今
な
ほ
懐
し
い
影
を
映
す
。
肥
－
街
路

よ
り
、
或
は
久
留
米
路
よ
り
、
或
は
佐
賀
よ
り
筑
後
川
の
流
を
越

え
て
、
わ
一
が
得
に
入
り
来
る
放
び
と
は
そ
の
周
囲
の
大
平
野
に
分

岐
し
て
、
週
引
劃
引
制
劃
ー
叫
剣
町
此
引
ー
も
口
紅
劃
劃
刷
U
八

l
Z山
川
河

水
を
限
に
す
る
で
あ
ら
う
。

即
ち
芥
川
の
①
沿
岸
の
町
の
説
明
。
②
地
名
の
列
挙
、
③
⑨
す
コ
一
者

を
設
定
し
て
の
推
且
一
文
、
と
一
五
う
文
の
運
び
は
白
秋
の
＠
＠
＠
＠
の

そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
大
川
端
身
叙
そ
う
と
す
る
芥
川
の
脳
裡
に



は
、
白
秋
の
ζ

D

－
一
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
「
：
：
：
水
郷
で
あ
る
」

「
：
：
：
影
を
映
す
」
「
：
：
：
眼
に
す
る
で
あ
ら
う
」
と
云
う
種
々
の

終
止
を
以
っ
て
運
ば
れ
る
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
白
余
韻
が
あ
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
大
川
の
水
」
の
序
的
性
格
を
持
つ
守
一
段
落
の
一
文
と
、
「
わ
が

生
ひ
た
ち
」
の
等
し
く
序
と
云
う
ぺ
き
「
1
」
の
一
文
に
叉
二
三
の

類
似
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
即
ち
芥
川
の
幼
少
時
の
追
曜
の
表
現
は
、

著
し
く
白
秋
の
表
現
に
近
似
し
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
酷
似
し

た
比
晩
、
白
秋
D
詩
文
に
頻
出
す
る
「
を
の
の
く
」
の
動
詞
、
素

材
の
使
用
、
各
官
能
を
交
錯
せ
し
め
た
感
覚
的
表
現
、
殊
に
色
彩
語

の
使
用
が
著
し
い
。
綜
巳
て
「
大
川
の
水
」
に
は
、
構
成
的
に
一
部
、

表
現
技
法
D
上
に
著
し
く
「
忠
ひ
出
』
の
序
「
わ
が
生
ひ
た
ち
」
の
反

映
が
認
め
ら
れ
る
。
猶
叉
両
者
に
は
一
極
の
「
追
懐
文
学
」
と
一
五
う

性
格
の
一
致
も
認
め
ら
れ
る
。

2

『
桐
の
花
」
と
「
秋
」
そ
の
他

明
治
四
十
三
年
間
月
の
書
簡
に
共
の
歌
が
あ
る
。

①
川
ゃ
な
VA
」
薄
紫
に
た
そ
が
る
る
汝
の
家
を
忠
ひ
か
な
し
む

①
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
白
く
か
ほ
れ
り
窓
掛
の
か
げ
に
汝
を
な
つ
か
し
む

タ

③
夕
潮
に
春
の
灯
、
つ
つ
る
川
ぞ
ひ
の
リ
伎
の
家
の
し
た
は
し
き
か
な

と
の
三
首
に
は
「
柄
の
花
」
の
影
が
あ
る
。
白
秋
は
問
二
年
五
月
「
ス

パ
ル
」
誌
上
に
、
そ
れ
に
「
柄
の
花
」
の
新
風
は
成
る
と
さ
れ
た
「
も

の
の
あ
は
れ
」
六
三
首
を
発
表
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
は
共
の
よ
う

な
歌
が
あ
る
。

＠
猫
ぞ
な
智
薄
紫
に
光
り
つ
L

暮
れ
ゆ
く
人
は
し
づ
か
に
あ

ゆ
む

ヒ
ヤ
シ
ン
ス
薄
紫
に
咲
き
に
け
り
は
じ
め
て
心
顛
ひ
そ
め

＠ 

’ν口
H

春
の
烏
な
鳴
き
そ
鳴
き
そ
あ
か
あ
か
と
外
の
商
の
草
に
臼
の

入
る
タ

恐
ら
く
こ
の
時
の
芥
川
は
、
乙
れ
ら
白
秋
の
歌
に
接
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
才
一
に
「
川
ぞ
な
智
措
紫
に
た
そ
が
る
る
」
「
ヒ
ヤ

シ
ン
ス
白
く
か
ほ
れ
り
」
と
云
う
、
色
と
匂
ひ
と
を
交
錯
せ
し
め
た

感
覚
的
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
桐
の
花
』
の
個
性
で
あ
っ

た
。
芥
川
の
脳
裡
に
は
例
え
ば
④
ぞ
＠
の
歌
の
戦
く
よ
う
な
新
感
覚

の
感
激
が
刻
鐘
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
薄
紫
」
の
色

彩
語
は
既
に
＠
＠
に
見
え
る
如
く
屡
々
白
秋
の
詩
歌
に
見
出
さ
れ
、

叉
短
歌
に
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
を
初
め
西
洋
草
花
を
取
り
入
れ
た
の
も
「
桐

の
花
」
の
側
性
で
あ
っ
た
。
更
に
①
の
リ
ズ
ム
、
気
分
、
用
語
は
＠

の
そ
れ
に
酷
似
し
、
②
の
二
句
切
の
リ
ズ
ム
は
の
の
リ
ズ
ム
に
同
じ

と
一
広
得
る
。
余
情
の
揺
曳
を
、
つ
な
が
す
「
汝
を
な
つ
か
し
む
タ
」
の

「
タ
」
の
名
詞
止
は
、
後
歌
集
「
桐
の
花
』
の
巻
頭
を
飾
る
の
の
歌
に

お
い
て
、
極
め
て
印
象
深
く
歌
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
③
、
恐
ら

く
と
れ
が
芥
川
の
地
の
歌
で
あ
ろ
う
。
歌
意
と
し
て
は
三
首
と
も
、

乙
ん
な
夕
暮
に
は
君
が
懐
し
い
、
と
一
不
つ
棋
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
の
②
の
歌
で
は
そ
の
背
景
を
叙
す
る
に
誠
実
な
現
実
の
写
実
は
と

。
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ら
れ
ず
、
『
桐
の
花
」
の
感
覚
情
調
で
染
め
ら
れ
て
了
っ
た
と
見
得
よ

、っム」
m
也、っ。

大
正
二
年
一
月
、
「
柄
の
花
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
と
の
年
の
芥
川
の

書
簡
に
は
、
そ
の
亜
流
た
る
の
何
者
で
も
な
い
短
歌
の
数
首
が
見
出

さ
れ
る
。
一
二
四
信
中
に
「
秋
」
一
連
の
歌
も
そ
れ
で
あ
る
。

⑮
挨
及
の
青
き
陶
器
の
百
合
模
様
杭
は
つ
め
た
く
ひ
か
り
そ
め

け
る
。

⑬
秋
風
は
清
国
名
産
甘
楽
と
か
き
た
る
紅
き
提
灯
に
ふ
く

⑦
鋪
銀
の
醐
取
蜘
妹
を
ま
づ
活
か
し
秋
は
さ
ぞ
か
に
光
り
そ
め

ぬ

る

（

桐

の

花

歌

）

＠
ち
り
か
ら
と
硝
子
問
屋
の
燈
能
の
塵
挨
う
ど
か
し
秋
風
の
吹

く

（

桐

の

花

歌

）

⑩
は
⑦
の
換
骨
、
叉
⑬
も
＠
の
換
骨
と
見
得
よ
う
と
思
う
。
三
五
信

「
秋
の
歌
」
一
連
。
そ
の
一
首
、

⑬
秋
風
よ
ユ
ダ
ヤ
生
れ
の
年
老
い
し
宝
石
商
も
な
み
だ
す
る
ら

む

＠
い
と
憎
き
宝
石
商
の
店
を
出
で
泣
か
む
と
す
れ
ば
零
ふ
り
し

き

る

（

桐

の

花

歌

）

⑭
の
宝
石
商
と
一
五
う
側
性
的
な
素
材
で
あ
る
が
、
と
の
素
材
は
一
例

は
＠
に
見
え
る
が
、
白
秋
の
套
語
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
叉
野
田

宇
太
郎
氏
は
白
秋
阜
、
杢
太
郎
を
「
新
時
代
の
詩
人
と
し
て
価
値
づ
け

た
も
の
は
（
略
）
思
ひ
切
っ
た
斬
新
な
詩
的
感
覚
と
し
℃
発
見
さ
れ

た
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
イ
の
新
し
い
発
掘
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ

れ
に
「
阿
蘭
陀
」
「
羅
民
人
」
等
々
ふ
乞
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
ユ

ダ
ヤ
」
は
正
し
く
そ
の
系
統
に
属
し
、
何
か
西
洋
的
感
覚
の
「
宝
石

商
」
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
イ
も
、
白
秋
等
に
よ
り
発
掘
さ
れ
た
新
素
材

の
一
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

芥
川
の
短
歌
は
、
そ
の
端
緒
を
明
治
問
十
コ
一
年
の
書
簡
中
に
、
以

後
「
紫
天
曹
紙
』
「
客
中
恋
」
、
「
若
人
』
の
作
品

l
大
正
一
芸
a

か
ら
三
年

の
作
品
を
国
点
に
、
白
秋
の
「
相
の
花
」
の
知
歌
精
神
を
著
し
く
反

映
さ
せ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
即
木
俣
氏
が
述
べ
ら
れ
た
如
く

感
覚
情
緒
、
り
ズ
ム
、
一
語
一
旬
の
末
ま
で
及
ん
で
『
桐
の
花
』
の
模

倣
歴
然
た
る
事
が
認
め
ら
h
U

る
の
で
あ
る
。

3

『
老
年
』
D

一
文
と
「
零
」

処
女
小
説
「
老
年
』
は
大
正
三
年
四
月
、
ゃ
4

コ
一
戎
「
新
思
潮
」
に
発

表
さ
れ
た
ω

東
大
英
文
科
一
年
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
吉
岡
精
一
氏

は
こ
の
作
品
の
追
憶
民
生
き
る
詩
情
と
雪
の
日
の
大
川
端
情
緒
は
、

共
に
額
唐
抵
の
好
ん
で
眼
目
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
頭
唐
祇

文
学
の
余
響
を
指
摘
さ
れ
た
。
「
老
年
』
に
一
カ
所
、
小
止
み
な
く
零

の
降
る
戸
外
の
叙
述
が
と
ら
れ
て
い
る
。

長
い
廊
下
の
一
方
は
硝
子
障
子
で
、
庭
の
刀
柏
ぞ
高
野
横
に
つ
も

っ
た
零
が
う
す
背
く
暮
れ
た
聞
か
ら
、
暗
い
大
川
の
流
れ
を
へ
だ

て
L
、
対
摩
の
と
も
し
び
が
寅
い
ろ
く
点
点
と
数
へ
ら
れ
る
。
川

の
宰
を
ち
り
ち
り
と
銀
の
鋲
を
つ
か
ふ
ヤ
つ
に
、
二
声
ほ
ど
千
鳥

が
鳴
い
た
あ
と
は
、
三
味
線
の
声
さ
へ
聞
え
ず
戸
外
も
内
外
も
し

ん
と
な
っ
た
。
き
と
え
る
の
は
、
薮
柑
子
の
紅
い
実
を
う
づ
め
る
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雪
の
音
、
雪
の
上
に
ふ
る
雪
の
音
、
八
つ
手
の
葉
を
す
べ
る
雪
の

音
が
‘
ミ
シ
ン
針
の
ひ
H
A

く
ず
つ
に
か
す
か
な
崎
き
を
か
は
す
ば

か
り
、
話
し
声
は
業
中
を
し
の
び
ぞ
か
に
つ
ど
く
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
感
覚
的
な
比
晩
ぞ
含
む
、
詩
的
ム
ー
ド
の
強
い
文
章
に

は
、
白
秋
の
影
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
そ
れ
と
し

て
は
「
東
京
景
物
詩
」
中
の
「
雪
」
で
あ
る
。
即
、
「
零
」
の
詩
が
持

つ
零
の
つ
む
夜
の
し
め
ぞ
か
な
情
景
と
時
間
の
経
過
が
、
と
の
一
文

に
生
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
傍
観
ぞ
施
し
た
比
職
表
現

は
正
し
く
「
壁
一
己
の
、
「
幽
か
な
瞬
き
：
：
：
幽
か
な
ミ
シ
ン
の
針
の

／
薄
い
紫
の
生
絹
を
縫
う
て
刻
む
や
う
な
」
の
表
現
を
、
変
形
復
活

さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
ち
り
ち
り
と
銀
D
鋲
を
つ
か
ふ
ぞ
う

に
」
の
表
現
も
、
白
秋
に
波
生
し
た
表
現
と
推
察
さ
れ
る
。
中
村
氏

は
、
芥
川
は
「
実
に
純
粋
に
意
味
を
伝
達
す
る
冗
け
白
、
論
理
的
で

主
観
を
殺
し
た
文
章
は
一
行
も
書
い
た
と
と
は
な
か
っ
た
。
常
に
そ

の
文
章
は
詩
的
世
界
を
背
後
に
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
‘
そ
れ
は
『
老
年
」
の
文
章
に
云
い
得
る
事
で
あ
り
、
『
老
年
』
に
お

け
る
芥
川
に
は
、
そ
の
詩
的
雰
囲
気
の
た
め
の
素
材
や
技
巧
を
白
秋

の
文
学
に
負
っ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

結

び

千
八
百
九
十
年
代
は
僕
の
信
歩
る
所
に
よ
れ
ば
、
最
も
芸
術
的
な

時
代
だ
っ
た
。
僕
も
亦
千
八
百
九
十
年
代
の
芸
術
的
雰
囲
気
の
中

に
人
と
な
っ
た
。
か
う
一
試
ふ
少
時
の
影
響
は
容
易
に
脱
却
出
来
る

も
の
で
は
な
い
。
僕
は
近
頃
年
を
と
る
に
つ
れ
、
し
み
じ
み
こ
の

事
実
を
感
じ
て
い
る
。

芥
川
竜
之
助
の
文
学
的
青
春
巻
培
っ
た
、
「
最
も
芸
術
的
な
時
代
」

に
お
け
る
文
学
の
一
に
、
私
は
北
原
白
秋
の
文
学
が
数
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
短
歌
の
み
に
・
お
い
て
で
は
な
い
。

叉
短
歌
に
し
て
も
、
そ
れ
は
単
喝
な
る
短
歌
枠
内
の
問
題
と
し
て
全
く

散
文
と
は
波
交
渉
に
処
理
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
習
作
時
に
著
し
い
白
秋
の
感
化
投
影
は
、
芥
川
に
如

何
な
る
晴
好
守
影
響
を
残
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
D

一

私
見
と
は
未
だ
微
々
た
る
感
想
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
芥
川
の
色

彩
に
対
す
る
関
心
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
は
、
白
秋
に
負
う
所
が
大

き
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
一
試
う
事
で
あ
る
。
林
健
太
郎
氏
は
、

芥
川
の
作
品
ぞ
読
ん
だ
後
に
は
「
い
つ
も
何
か
は
っ
き
り
し
た

l
あ

る
い
は
強
烈
な
、
あ
る
い
は
清
澄
な

l
色
彩
感
が
残
る
」
と
述
ぺ
ら

れ
て
い
る
が
、
確
か
に
芥
川
の
作
品
は
強
烈
な
或
は
あ
ざ
ぞ
か
な
色

彩
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
。
そ
乙
に
は
光
覚
色
覚
を
持
つ
素
材
ぞ
事

象
物
象
の
配
置
が
あ
る
が
、
注
意
す
ぺ
き
は
色
彩
巴
よ
る
修
辞
守
分

析
が
多
見
さ
れ
る
事
で
あ
る
。
即
ち
芥
川
に
と
っ
て
色
彩
は
主
要
な

修
辞
の
一
と
な
っ
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
が
、
と
の
手
法
と
そ
、

色
彩
の
美
で
表
現
を
修
辞
す
る
手
法
と
そ
、
習
作
時
芥
川
が
白
秋
ば

り
の
色
感
を
駆
使
し
、
唯
美
的
な
文
章
を
綾
っ
た
そ
の
名
残
り
で
は

な
い
か
。
叉
芥
川
は
「
僕
に
は
時
と
場
合
で
と
て
も
使
え
な
い
語
が

あ
っ
た
り
、
句
の
調
子
が
気
に
な
っ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
仕
方
が
な

い
。
た
と
べ
ば
柳
原
と
云
ふ
町
の
名
前
で
も
、
一
面
に
そ
と
い
ら
が

- 6 -



続
に
な
る
ぞ
う
な
気
が
し
て
、
そ
の
様
に
折
合
ふ
ぞ
う
な
外
の
請
が

な
い
以
上
、
ど
う
し
て
も
使
ふ
気
に
は
な
れ
な
い
」
と
述
ぺ
て
い
る

が
、
こ
の
色
感
に
敏
感
で
、
叉
創
作
に
お
い
て
も
絶
え
十
色
彩
の
配

合
を
考
慮
す
る
創
作
態
度
は
、
そ
の
青
年
時
心
酔
し
た
、
絢
澗
た
る

色
感
の
詩
人
内
状
の
文
学
に
、
或
は
白
秋
等
白
文
学
に
砕
発
さ
れ
た

所
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

芥
川
に
対
し
て
U
K
も
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
日
本
の
作
家
ば
、
淑

石
と
鴎
外
の
二
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
然
し
叉
芥
川
は
こ
の
二

人
と
は
異
質
な
作
家
で
あ
る
事
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
古
川
氏
は
そ

の
根
本
を
、
夫
々
が
是
場
と
し
た
西
洋
の
健
康
な
そ
れ
と
、
精
神
の

病
患
と
感
受
性
の
過
多
に
悩
む
世
紀
末
の
西
洋
’
と
の
相
速
に
お
い
て

見
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
芥
川
に
は
散
石
鴎
外
に
は
見
ら
れ
な

い
叉
一
つ
の
唯
美
的
な
特
質
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
芥
川
自
身
の
奇

質
に
も
加
え
て
、
そ
の
青
年
時
等
し
く
世
紀
末
西
洋
を
足
場
と
し
反

映
さ
ぜ
、
日
本
の
文
壇
に
「
最
も
芸
術
的
な
時
代
」
を
作
っ
た
先
達

耽
美
主
義
と
の
関
連
が
必
然
化
し
て
来
る
事
に
な
ろ
う
。
村
松
定
孝

氏
は
、
芥
川
の
形
式
美
を
重
ん
ず
る
芸
術
至
上
主
義
の
源
泉
と
、
後

年
キ
リ
シ
タ
ン
に
取
材
し
た
南
蛮
小
説
の
粛
芽
と
を
、
と
の
風
潮
に

置
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
と
白
秋
、
叉
芥
川
と
耽
美
主
義
文
学

と
の
問
に
は
、
二
三
の
氏
の
啓
蒙
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
猶
か
え
り

み
る
べ
き
問
題
が
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

（
三
十
三
年
度
卒
業
）

。

〈〉

。
1・

「
み
だ
れ
髪
」

の

表
現
法
に
関
す
る
一
考
察

ー
ー
畳
用
反
復
の
効
果
に
よ
る
が
み
だ
れ
髪
グ
の
特
性
｜

下

村

裕

子

序

「
み
記
れ
髪
」
の
作
品
価
値
に
う
い
て
は
当
時
か
ら
激
し
い
賛
否

両
論
（
註
）
が
あ
る
が
、
表
記
上
の
観
点
か
ら
そ
の
何
れ
を
と
る
ぺ

き
か
は
自
十
か
ら
こ
の
小
論
が
明
か
に
す
る
だ
ろ
う
ο

要
す
る
に

「
み
花
れ
髪
」
が
当
時
の
文
壇
を
風
躍
す
る
地
位
を
得
た
と
云
う
事

は
、
ぞ
は
り
「
み
冗
れ
髪
」
が
当
時
の
人
々
ぞ
し
て
魅
ぜ
し
め
、
且

つ
そ
の
人
々
の
共
悶
を
博
す
る
何
者
か
を
有
し
て
い
た
為
と
云
え

る
。
そ
こ
で
そ
の
何
者
か
の
一
部
を
「
人
だ
れ
髪
」
独
自
の
表
現
上

の
特
異
性
、
特
徴
的
語
法
、
作
者
の
造
語
な
ど
に
わ
た
っ
て
考
え
て

み
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
ら
を
実
際
に
分
類
し
て
み
る
と
予
想
外
に
広

範
囲
に
な
る
為
、
そ
の
中
か
ら
最
も
特
徴
的
な
「
詩
句
の
轟
用
反
復

」
の
問
顕
在
と
り
あ
げ
、
「
み
だ
れ
髪
」
独
自
の
表
現
法
治
検
討
す

る
事
に
し
た
。
歌
の
番
号
、
解
釈
、
批
評
等
に
つ
い
て
は
佐
竹
霧
彦

氏
著
「
み
行
れ
髪
研
究
」
を
底
本
と
し
た
c

註
、
「
み
だ
れ
髪
」
は
耳
を
献
し
む
る
歌
集
ぺ
り
。
詩
に
近
づ
き

し
人
の
作
な
り
。
情
熱
あ
る
詩
人
の
著
な
り
。
唯
容
態
の
す
と
し

ほ
の
み
ゆ
る
冶
憾
み
と
し
、
沈
静
の
欠
け
た
る
を
最
と
な
ぜ
ど
、
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