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徹

石
川
淳
『
森
�
外
』
論―

―
批
評
と
実
践
―
―

石
川
淳
『
森
�
外
』
の
構
成

三
つ
の
章
、
三
種
の
記
述
形
式

石
川
淳
『
森
�
外
』（
一
九
四
一
年
十
二
月
、
三
笠
書
房
）
は
、
太
平
洋
戦

争
開
戦
期
に
登
場
し
た
。
戦
時
下
の
抑
圧
さ
れ
た
言
論
状
況
に
あ
っ
て
、
森
�

外
が
緊
縮
さ
れ
た
網
目
を
か
い
潜
る
こ
と
を
な
ん
と
か
可
能
と
さ
せ
る
特
権
的

な
批
評
対
象
で
あ
り
、
石
川
に
前
後
し
て
多
く
の
�
外
論
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と

は
文
化
的
現
象
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤
春
夫
、
蓮
田
善
明
、
成

瀬
正
勝
、
稲
垣
達
郎
、
唐
木
順
三
、
中
野
重
治
を
は
じ
め
と
す
る
論
者
は
き
ら

星
の
如
く
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
石
川
淳
『
森
�
外
』
の
文
学
史
的

意
義
・
評
価
は
今
日
の
研
究
状
況
に
お
い
て
も
傑
出
し
た
も
の
と
目
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
理
由
は
、
石
川
淳
の
こ
の
評
論
こ
そ
が
�
外
史
伝
を
い
ち
は
や
く
評

価
し
、
従
来
の
�
外
論
・
�
外
観
に
一
線
を
画
し
た
の
だ
と
半
ば
神
格
化
さ
れ

て
流
通
し
て
い
る
が
、
�
外
晩
年
の
史
伝
に
高
い
到
達
を
見
る
こ
と
自
体
は
す

で
に
木
下
杢
太
郎
、
永
井
荷
風
の
評
価
に
あ
り
、
け
し
て
目
新
し
い
も
の
で
あ

っ
た
わ
け
で
な
い
。
こ
と
に
荷
風
が
す
で
に
指
摘
し
た
特
色
の
あ
る
着
眼
点
の

い
く
つ
か
は
石
川
の
論
述
に
こ
と
わ
り
な
く
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に

確
認
で
き
る
。
石
川
の
評
論
が
後
世
の
文
学
史
家
か
ら
評
価
さ
れ
や
す
い
理
由

わ
た
く
し
は
あ
る
日
旗
本
伊
沢
の
墓
を
尋
ね
に
、
新
光
明
寺
へ
往
つ
た
。
浅
草

広
徳
寺
前
の
電
車
道
を
南
に
折
れ
て
東
側
に
あ
る
寺
で
あ
る
。

六
十
歳
ば
か
り
の
寺
男
に
問
ふ
に
、
伊
沢
と
い
う
檀
家
は
知
ら
ぬ
と
云
つ
た
。

そ
の
言
語
に
は
東
北
の
訛
が
あ
る
。
こ
の
爺
を
連
れ
て
本
堂
の
北
方
に
あ
る
墓
地

に
入
つ
て
、
街
に
近
い
西
の
端
か
ら
捜
し
は
じ
め
た
。
西
北
隅
は
隣
地
面
の
人
が

何
や
ら
工
事
を
起
し
て
、
土
を
掘
り
上
げ
て
ゐ
る
最
中
で
あ
る
。

爺
が
「
こ
こ
に
伊
の
字
が
あ
り
ま
す
」
と
云
ふ
。「
ど
れ
ど
れ
」と
云
つ
て
、
進

み
近
づ
い
て
見
れ
ば
、
今
掘
つ
て
ゐ
る
所
に
接
し
て
、
一
の
大
墓
石
が
半
ば
傾
い

て
立
つ
て
ゐ
る
。
台
石
は
掘
り
上
げ
た
土
に
埋
も
れ
て
ゐ
る
。

「
こ
れ
は
伊
奈
熊
蔵
の
墓
だ
、
何
代
目
だ
か
知
ら
ぬ
が
、
こ
れ
も
二
千
石
近
く

取
つ
た
お
旗
本
だ
」
と
わ
た
く
し
が
云
つ
た
。

森
�
外
「
伊
沢
蘭
軒

そ
の
六
」

石
川
淳
『
森
�
外
』
論
（
山
口
）

四
三



は
、
書
き
出
し
の
激
し
さ
、「『
抽
斎
』
と
『
霞
亭
』
と
い
ず
れ
か
を
取
る
か
と

い
へ
ば
、
ど
う
で
も
よ
い
質
問
の
ご
と
く
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
わ
た
し
は
無
意

味
な
こ
と
は
い
は
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
を
措
い
て
�
外
に
は
も
つ

と
傑
作
が
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
や
う
な
ひ
と
び
と
を
、わ
た
し
は
信
用
し
な
い
。

『
雁
』
な
ど
は
児
戯
に
類
す
る
。『
山
椒
大
夫
』
に
至
つ
て
は
俗
臭
芬
芬
た
る
駄

作
で
あ
る
。『
百
物
語
』
の
妙
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
捨
て
て
惜
し
ま
な
い
。

詩
歌
翻
訳
の
評
判
な
ら
ば
、
別
席
の
閑
談
に
ゆ
だ
ね
や
う
」
と
し
か
け
る
喧
嘩

の
う
ま
さ
と
そ
れ
ゆ
え
の
引
用
の
し
や
す
さ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

研
究
史
に
お
い
て
は
い
わ
ば
こ
の
切
り
口
上
ば
か
り
が
〈
史
伝
評
価
〉
の
お

題
目
と
し
て
復
唱
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
石
川
淳
の
こ
の
評
論
が
今
日
な
お

読
み
込
む
に
値
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
魅
力
的
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
の
は
な

ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、『
森
�
外
』
自
体
を
細
か
に
読
み
解
き
、
整
理

し
た
論
考
が
皆
無
と
い
え
る
た
め
、
い
ま
だ
語
ら
れ
ぬ
テ
キ
ス
ト
の
内
実
が
ふ

ん
だ
ん
に
取
り
残
さ
れ
、
輝
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
石
川
の
卓
抜
な
批
評
は
、

「
史
伝
評
価
」
の
先
駆
け
と
し
て
妄
信
的
に
引
用
・
反
復
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と

を
拒
絶
し
、
ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
精
緻
に
読
み
解
か
れ
る
必
要
を
要
求
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
は
石
川
淳『
森
�
外
』の
も
ち
え
て
い
る
力
、

独
自
性
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
問
い
、
そ
の
答
え
を
石
川
淳
の
そ
の
後
の
小
説
に

お
け
る
表
現
実
践
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
石

川
が
�
外
の
広
範
な
文
学
活
動
の
な
か
に
一
貫
し
て
探
求
し
た
の
は
、「
小
説

と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
り
答
え
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
論
考
に
入
る
前
に
ま
ず
は
、『
森
�
外
』
の
構
成
を
整
理
し
、
は
た
し

て
な
に
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「『
抽
斎
』
第
一
と
は
、
わ
た
し
が
目
下
立
て
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
仮
定
で
あ

る
。
そ
の
う
え
で
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
は
�
外
に
つ
い
て
一
行
も
書
き
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
も
し
わ
た
し
が
�
外
論
を
書
き
出
し
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
仮
定
は
途
中
で
、
も
し
く
は
最
後
に
破
れ
る
に
至
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
は
わ
た
し
が
書
き
な
が
ら
発
明
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
に
属
す
る
の
で
、
さ
し

あ
た
り
別
の
は
な
し
で
あ
る
」
と
い
う
一
節
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
石
川
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
の
無
頓
着
を
装
っ

て
み
せ
る
。
し
か
し
、
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
『
森
�
外
』
の
構
成
は
シ
ン
プ

ル
な
が
ら
じ
つ
に
巧
妙
に
な
さ
れ
、
各
章
各
節
が
全
体
の
論
理
的
な
展
開
を
し

っ
か
り
支
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
構
成
を
具
体
的
か
つ
図
式
的
に
整
理

す
る
こ
と
か
ら
は
じ
る
こ
と
と
す
る
。

『
森
�
外
』
は
以
下
の
チ
ャ
ー
ト
の
よ
う
に
「
�
外
覚
書
」「
詩
歌
小
説
」「
傍

観
者
の
事
業
に
つ
い
て
」
と
三
つ
に
章
立
て
さ
れ
。
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
小
さ
な

節
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

�

�
外
覚
書

記
述
形
式
・
・
・
作
品
別

「
渋
江
抽
斎
」「
北
条
霞
亭
」

…
い
わ
ゆ
る
「
史
伝
」
に
対
す
る
突
出
し
た
評
価
、「
小
説
」
と

し
て
の
「
史
伝
」

「
古
い
手
帳
か
ら
」

石
川
淳
『
森
�
外
』
論
（
山
口
）

四
四



…
自
己
弁
護
的
な
「
�
外
の
資
本
家
労
働
者
観
」
に
対
す
る
批
判

�

詩
歌
小
説
（
明
治
四
十
二
年
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
）

キ
ー
ワ
ー
ド
・
・
・
抒
情
詩
人

記
述
形
式
・
・
・
編
年
体
（
た
だ
し
明
治
四
十
二
年
ま
で
は
「
き

は
め
て
ぞ
ろ
つ
ぺ
え
に
素
通
り
」
さ
れ
る
）

「
抒
情
詩
風
」「
我
百
首
と
そ
の
前
後
」

…
「
�
外
青
年
期
の
文
学
上
の
事
業
は
す
べ
て
抒
情
詩
の
精
神
の

発
動
で
あ
つ
た
」
と
総
括

「
追
儺
以
降
」「
灰
燼
ま
で
」

…
「
我
百
首
」「
追
儺
」
な
ど
が
発
表
さ
れ
た
明
治
四
十
二
年
を
「
�

外
の
文
学
的
生
涯
に
於
て
画
期
的
な
年
」
と
し
、「
追
儺
」
を
「
�

外
四
十
八
歳
に
し
て
初
め
て
書
い
た
小
説
」と
評
価
。「
青
年
」「
雁
」

「
灰
燼
」
の
三
篇
を
比
較
し
、
ま
ず
、
ま
ず
い
「
青
年
」
と
う
ま

い
「
雁
」
と
い
う
表
面
的
な
評
価
を
反
転
さ
せ
、「
青
年
」
の
課

題
が
現
代
に
お
い
て
も
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
う

え
で
「
灰
燼
」
を
「『
青
年
』
の
作
者
が
『
雁
』
に
於
て
い
つ
か

は
書
け
る
で
あ
ら
う
む
つ
か
し
さ
に
着
手
し
た
と
同
時
に
、
あ
る

日
突
然
書
け
な
く
な
る
や
う
な
む
つ
か
し
さ
に
乗
り
出
し
て
行
つ

た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
精
神
上
の
壮
挙
に
相
違
な
い
」
と
評
し
、

「『
渋
江
抽
斎
』
以
降
の
大
業
は
も
ち
ろ
ん
学
者
で
筆
ま
め
な
老
人

の
後
生
楽
の
仕
事
で
は
な
か
つ
た
。
精
神
の
努
力
の
線
上
で
は
、

『
灰
燼
』
末
段
の
空
白
と
相
通
じ
て
ゐ
る
」
と
位
置
づ
け
る
。
晩

年
の
「
史
伝
」
の
ひ
と
つ
め
の
源
泉
を
、
直
前
の
い
わ
ゆ
る
「
歴

史
小
説
」
で
は
な
く
「
現
代
を
書
か
う
と
す
る
意
欲
」
に
満
ち
た

「
�
外
五
十
歳
に
し
て
つ
ね
に
若
い
清
純
な
る
感
情
の
し
わ
ざ
」

で
あ
る
「
青
年
」－

「
灰
燼
」
に
看
取
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
る
。

�

傍
観
者
の
事
業
に
つ
い
て
（
大
正
五
年
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
）

キ
ー
ワ
ー
ド
・
・
・
傍
観
者
た
る
大
神
通
の
翻
訳
家
（
気
質
）
〜
一

個
の
非
凡
の
小
説
家
の
比
類
な
き
努
力（
精
神
）

記
述
形
式
・
・
・「
課
題
」
別
（「
任
意
に
課
題
を
採
集
し
て
行
く

こ
と
に
な
る
」）

「
翻
訳
概
観
」「
諸
国
物
語
」

…
「
あ
と
が
き
」
で
�
外
を
論
ず
る
に
は
「
何
を
書
か
な
い
で
お

く
か
」
を
選
ぶ
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
と
十
項
目
程
が
列
挙
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
人
物
」「
翻
訳
」「
影
響
」
の
三
項
目
が
こ
こ

で
ま
と
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
無
精
神
の
大
事
業
」
た
る
�

外
訳
業
の
特
質
の
理
由
を
「
生
れ
な
が
ら
の
傍
観
者
」
と
い
う
「
生

得
の
気
質
」
か
ら
説
明
し
て
い
る
。「
即
興
詩
人
」
と
峻
別
し
た

『
諸
国
物
語
』
訳
業
の
影
響
を
「
小
説
と
は
な
に
か
と
い
ふ
考
に

革
命
」
を
も
た
ら
し
た
こ
と
と
意
味
づ
け
る
と
同
時
に
、「
訳
者

が
そ
の
中
か
ら
し
つ
か
り
酌
み
取
っ
た
も
の
は
空
虚
で
し
か
な

石
川
淳
『
森
�
外
』
論
（
山
口
）

四
五



い
」
と
述
べ
る
。
た
だ
し
「
�
外
の
『
抽
斎
』『
霞
亭
』
に
於
け

る
は
な
ほ
『
正
体
』
の
主
人
公
が
自
家
発
明
の
機
械
に
於
け
る
が

ご
と
き
も
の
か
」「
や
が
て
『
北
条
霞
亭
』
の
作
者
は
『
諸
国
物
語
』

に
於
て
蹂
躙
し
た
精
神
か
ら
ひ
ど
い
復
讐
を
受
け
る
で
あ
ら
う
」

と
す
る
よ
う
に
、『
諸
国
物
語
』
の
「
空
虚
」
は
「
史
伝
」
の
ふ

た
つ
め
の
源
泉
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
�
外
の

「
翻
訳
」
が
「
批
評
の
一
形
式
」
に
な
り
え
た
こ
と
と
、
原
作
者

と
訳
者
の
影
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
「
理
想
的
な
」
特
質
に
言
及

し
て
い
る
。

「
傍
観
者
の
位
置
」「
傍
観
者
の
運
動
」「
大
塩
平
八
郎
」「
自
然
を
尊
重

す
る
念
」

…
「
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
作
者
の
つ
ら
だ
ま
し
ひ
を
見
つ
け
よ
う

と
か
か
つ
て
も
、
す
く
な
く
と
も
『
渋
江
抽
斎
』（
大
正
五
年
）

以
前
の
�
外
の
文
章
は
お
お
む
ね
失
望
し
か
あ
た
へ
な
い
」「
大
正

三
四
年
の
交
と
い
ふ
こ
の
時
期
に
、
資
料
の
堆
積
の
下
か
ら
も
が

き
出
よ
う
と
し
て
、
�
外
ほ
ど
の
文
学
者
が
つ
い
生
涯
で
一
番
せ

い
の
低
い
作
品
を
書
い
て
し
ま
ふ
こ
と
に
な
つ
た
と
は
、
魔
が
さ

し
た
と
で
も
い
ふ
の
で
あ
ら
う
」
と
『
抽
斎
』
以
前
を
一
刀
両
断

に
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
酷
評
の
根
拠
と
な
る
石
川
淳
自
身
の

小
説
概
念
が
「
前
途
の
空
虚
な
る
空
間
を
刻
刻
に
充
実
さ
せ
て
行

く
精
神
力
」「
速
度
」「
衝
突
」
と
い
っ
た
術
語
を
用
い
て
繰
り
返
し

語
ら
れ
て
い
る
。

「
新
な
る
性
命
」

…
「
大
正
五
年
」
以
降
が
問
題
と
さ
れ
る
。「『
渋
江
抽
斎
』
に
引

き
つ
づ
き
『
伊
沢
蘭
軒
』『
北
条
霞
亭
』
の
三
篇
は
一
箇
の
非
凡

の
小
説
家
の
比
類
な
き
努
力
の
上
に
立
つ
大
業
で
あ
つ
て
、
と
て

も
傍
観
者
な
ど
と
い
ふ
な
ま
ぬ
る
い
規
定
を
も
つ
て
律
し
う
る
や

う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
書
き
始
め
ら
れ
、「
な
か
じ
き
り
」（
大

正
六
年
）「
空
車
」（
大
正
五
年
）
を
そ
れ
ぞ
れ
長
く
引
用
し
な
が
ら

「
文
学
の
高
次
の
発
展
」を
遂
げ
た
史
伝
の
特
質
に
迫
っ
て
い
る
。

「
史
伝
を
つ
く
る
に
あ
た
つ
て
周
知
の
や
う
な
文
体
が
出
来
上
が

つ
た
の
は
な
に
ゆ
ゑ
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
、「
形
式
未
成
の

故
」
に
「
か
つ
て
排
斥
し
た
は
ず
の
「
ア
ル
シ
ヤ
イ
ス
ム
」
の
体

様
に
依
る
」、
あ
る
い
は
「
古
言
に
新
な
る
性
命
を
与
へ
る
」
と

い
う
�
外
の
言
説
を
参
照
す
る
こ
と
で
答
え
、「『
ど
う
か
、
抽
斎
、

蘭
軒
、
霞
亭
を
熟
読
玩

味
し
て
下
さ
い
』」
の
一
語
と
と
も
に

筆
を
置
い
て
い
る
。

最
初
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、『
森
�
外
』
と
い
う
著
作
で
は
三
つ
の
章
そ
れ

ぞ
れ
が
性
格
の
異
な
る
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
比
重
の
違
い
に
よ

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
作
品
別
」「
編
年
体
」「
項
目
つ
ま
り
テ
ー
マ
別
」
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
石
川
淳
の
啖
呵
を
切
る
よ
う
に
威
勢
の
い

い
、
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
の
印
象
を
与
え
る
文
体
と
は
裏
腹
、
順
を
追
っ
て
整
理
し

て
い
く
と
内
容
的
に
も
巧
妙
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
各
章
各
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節
で
論
じ
ら
れ
た
ト
ピ
ッ
ク
の
関
係
が
骨
太
な
か
た
ち
で
関
連
付
け
ら
れ
て
い

る
。第

一
章
の
〈
�
外
覚
書
〉
は
「
渋
江
抽
斎
」「
北
条
霞
亭
」「
古
い
手
帳
か
ら
」

の
三
つ
の
節
か
ら
成
り
立
ち
、「
作
品
別
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

晩
年
の
「
史
伝
」
が
、
既
存
の
小
説
概
念
を
く
つ
が
え
す
あ
ら
た
な
世
界
を
開

拓
し
た
も
の
で
あ
り
、
�
外
の
文
業
の
最
高
の
高
ま
り
で
あ
る
こ
と
が
熱
っ
ぽ

く
語
ら
れ
、
石
川
淳
に
よ
る
�
外
評
価
・
理
解
の
軸
が
強
固
に
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
も
っ
と
も
関
心
を
呼
び
、
話
題
と
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る

た
め
、
本
論
で
繰
り
返
し
問
題
と
す
る
必
要
を
認
め
な
い
。

つ
づ
く
第
二
章
〈
詩
歌
小
説
〉
で
は
生
来
の
抒
情
詩
人
と
し
て
の
�
外
の
性

質
が
く
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
か
な
り
特
殊
な
「
編
年
体
」
で
記

述
さ
れ
て
い
る
。
特
殊
な
編
年
体
と
い
う
の
は
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年

代
は
じ
め
ま
で
は
極
端
な
ま
で
に
足
早
に
素
通
り
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
記
述
が

明
治
四
十
二
年
前
後
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。「
抒
情
詩
風
」「
我
百
首

と
そ
の
前
後
」
の
前
半
二
節
で
は
「
�
外
青
年
期
の
文
学
上
の
事
業
は
す
べ
て

抒
情
詩
の
精
神
の
発
動
で
あ
つ
た
」
と
総
括
さ
れ
、「
追
儺
以
降
」「
灰
燼
ま
で
」

の
後
半
二
節
で
は
明
治
四
十
二
年
前
後
に
発
表
さ
れ
た
�
外
の
小
説
の
う
ち
に

「
現
代
を
書
か
う
と
す
る
意
欲
」
に
満
ち
た
「
�
外
五
十
歳
に
し
て
つ
ね
に
若

い
清
純
な
る
感
情
」
を
看
取
し
、「『
渋
江
抽
斎
』
以
降
の
大
業
は
も
ち
ろ
ん
学

者
で
筆
ま
め
な
老
人
の
後
生
楽
の
仕
事
で
は
な
か
つ
た
。
精
神
の
努
力
の
線
上

で
は
、『
灰
燼
』
末
段
の
空
白
と
相
通
じ
て
ゐ
る
」
と
、
書
き
え
ぬ
「
空
白
」

と
し
て
し
か
現
れ
よ
う
の
な
い
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
姿
勢
を
晩
年
の
「
史
伝
」
の

源
泉
と
し
て
意
味
づ
け
て
い
る
。
全
体
的
に
も
�
外
文
学
の
底
流
に
あ
る
け
し

て
老
い
る
こ
と
の
な
い
抒
情
詩
人
と
し
て
の
若
さ
と
い
っ
た
こ
と
が
重
要
視
さ

れ
た
。

最
終
第
三
章
「
傍
観
者
の
事
業
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
も
、
第
二
章
の
明
治

四
十
二
年
と
同
様
、
大
正
五
年
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
全
体
の
書
き
方
の
形
式
は
、
編
年
体
と
い
う
よ
り
は
、
批
評
家
自
身
が

述
べ
、
ま
た
章
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
「
課
題
」
別
・
テ
ー
マ
別

で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
課
題
に
そ
っ
て
述
べ
た
結
果
、
編
年
体
や
作
品
別
と
い

っ
た
性
格
も
付
随
し
た
と
い
っ
た
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
石
川
淳
が
�
外
の
文

業
を
発
展
す
る
運
動
と
い
っ
た
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
以
上
、
避
け
ら
れ
な
い

こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。
全
体
と
し
て
は
、
血
も
流
れ
て
い
な
い
無
精
神
の
翻
訳

家
で
あ
っ
た
�
外
が
、
だ
ら
だ
ら
と
血
を
流
し
骨
身
を
削
っ
て
邁
進
す
る
小
説

家
へ
と
脱
皮
し
た
こ
と
が
、「
気
質
」
と
「
精
神
」
の
対
比
な
ど
か
ら
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

本
論
で
は
第
三
章
で
否
定
的
に
も
肯
定
的
に
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
空
虚
」

と
い
う
概
念
に
と
く
に
注
意
を
向
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
ま
ず
は
第
三
章

全
体
の
流
れ
を
確
認
し
た
い
。「
翻
訳
概
観
」「
諸
国
物
語
」に
お
い
て
石
川
は
、

「
無
精
神
の
大
事
業
」
た
る
�
外
訳
業
の
特
質
の
理
由
を
「
生
れ
な
が
ら
の
傍

観
者
」
と
い
う
「
生
得
の
気
質
」
か
ら
説
明
し
て
い
る
。「
即
興
詩
人
」
と
峻

別
し
た
『
諸
国
物
語
』
訳
業
の
影
響
を
「
小
説
と
は
な
に
か
と
い
ふ
考
に
革
命
」

を
も
た
ら
し
た
と
大
き
く
評
価
す
る
一
方
で
、「
訳
者
が
そ
の
中
か
ら
し
つ
か

り
酌
み
取
っ
た
も
の
は
空
虚
で
し
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
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れ
た
「
空
虚
」
は
ま
っ
た
く
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
こ
の
「
空
虚
」
は
論
が
進
む
と
と
も
に
「
�
外
の
『
抽
斎
』『
霞
亭
』
に

於
け
る
は
な
ほ
（『
諸
国
物
語
』
に
お
け
る
：
引
用
者
）『
正
体
』
の
主
人
公
が

自
家
発
明
の
機
械
に
於
け
る
が
ご
と
き
も
の
か
」「
や
が
て
『
北
条
霞
亭
』
の
作

者
は
『
諸
国
物
語
』
に
於
て
蹂
躙
し
た
精
神
か
ら
ひ
ど
い
復
讐
を
受
け
る
で
あ

ら
う
」
と
、
逆
説
的
で
あ
り
な
が
ら
「
史
伝
」
に
と
っ
て
不
可
欠
な
ふ
た
つ
め

の
源
泉
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
史
伝
」
の
ひ
と
つ
目
の
源
泉
が
第

二
章
で
挙
げ
ら
れ
た
「
空
白
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
従
来
の
小
説
概
念
を

刷
新
し
た
と
す
る
「
史
伝
」
誕
生
の
条
件
と
し
て
石
川
は
、
巨
大
な
「
空
白
」「
空

虚
」
が
そ
の
前
に
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
要
請
し
、
論
理
的
に
構
造
化

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
基
本
構
造
は
、
つ
ぎ
の
ま
と
ま

り
の
な
か
で
語
ら
れ
る
石
川
独
自
の
小
説
概
念
の
あ
り
か
た
と
よ
く
一
致
す

る
。第

三
章
の
展
開
の
な
か
で
中
間
に
位
置
す
る
「
傍
観
者
の
位
置
」「
傍
観
者
の

運
動
」「
大
塩
平
八
郎
」「
自
然
を
尊
重
す
る
念
」
に
お
い
て
は
、「
端
倪
す
べ
か

ら
ざ
る
作
者
の
つ
ら
だ
ま
し
ひ
を
見
つ
け
よ
う
と
か
か
つ
て
も
、
す
く
な
く
と

も
『
渋
江
抽
斎
』（
大
正
五
年
）
以
前
の
�
外
の
文
章
は
お
お
む
ね
失
望
し
か

あ
た
へ
な
い
」
と
『
抽
斎
』
以
前
を
一
刀
両
断
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
酷

評
の
根
拠
と
な
る
石
川
自
身
の
理
想
と
す
る
小
説
概
念
「
前
途
の
空
虚
な
る
空

間
を
刻
刻
に
充
実
さ
せ
て
行
く
精
神
力
」
が
、「
速
度
」「
衝
突
」
と
い
っ
た
術

語
と
と
も
に
熱
心
に
語
ら
れ
て
い
る
。

最
後
の
「
新
な
る
性
命
」
に
お
い
て
は
、「
大
正
五
年
」
以
降
が
問
題
と
さ

れ
て
い
る
。「『
渋
江
抽
斎
』
に
引
き
つ
づ
き
『
伊
沢
蘭
軒
』『
北
条
霞
亭
』
の

三
篇
は
一
箇
の
非
凡
の
小
説
家
の
比
類
な
き
努
力
の
上
に
立
つ
大
業
で
あ
つ

て
、
と
て
も
傍
観
者
な
ど
と
い
ふ
な
ま
ぬ
る
い
規
定
を
も
つ
て
律
し
う
る
や
う

な
も
の
で
は
な
い
」
と
、
そ
れ
ま
で
�
外
の
特
質
と
し
て
き
た
「
傍
観
者
」
と

い
う
規
定
を
か
な
ぐ
り
す
て
る
こ
と
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。「
な
か
じ

き
り
」（
大
正
六
年
）「
空
車
」（
大
正
五
年
）
を
そ
れ
ぞ
れ
長
く
引
用
し
、「
文
学

の
高
次
の
発
展
」
を
遂
げ
た
「
史
伝
を
つ
く
る
に
あ
た
つ
て
周
知
の
や
う
な
文

体
が
出
来
上
が
つ
た
の
は
な
に
ゆ
ゑ
か
」と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
も
、「
形

式
未
成
の
故
」
に
「
か
つ
て
排
斥
し
た
は
ず
の
「
ア
ル
シ
ヤ
イ
ス
ム
」
の
体
様

に
依
」
り
、「
古
言
に
新
な
る
性
命
を
与
へ
る
」
と
し
た
�
外
の
言
説
を
参
照

す
る
に
留
ま
り
、「『
ど
う
か
、
抽
斎
、
蘭
軒
、
霞
亭
を
熟
読
玩
味
し
て
下
さ
い
』」

の
一
語
と
と
も
に
筆
を
置
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
石
川
淳
『
森
�
外
』
を
概
観
し
た
が
、
基
本
的
な
図
式
と
特

色
は
、
と
き
に
「
テ
エ
ベ
ス
百
門
の
大
都
」
と
喩
え
ら
れ
る
�
外
の
長
く
膨
大

な
活
動
を
、
三
つ
の
非
常
に
限
定
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
か
ら
あ
ざ
や
か
に
切
り
と

っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
第
一
が
青
年
期
の
抒
情
詩
人
と
し
て
の
性
格
、
第
二

が
明
治
四
十
二
年
に
前
後
す
る
和
歌
・
小
説
・
翻
訳
に
お
け
る
変
革
、
第
三
が

大
正
五
年
つ
ま
り
「
抽
斎
」
以
降
の
文
学
的
営
為
、「
空
虚
」「
空
白
」
を
充
実

さ
せ
て
い
く
行
為
と
し
て
の
小
説
観
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
初
期
の

「
舞
姫
」
な
ど
は
な
ん
と
抒
情
詩
と
し
て
一
括
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
、
主
要
な
評
価
対
象
が
「
ス
バ
ル
」
時
代
以
降
に
集
中
・
限
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
大
き
な
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
こ
の
な
か
か
ら
本
論
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が
問
題
と
す
る
の
は
す
で
に
確
認
し
た
ふ
た
つ
の
ポ
イ
ン
ト
、
ひ
と
つ
め
の
ポ

イ
ン
ト
は
第
二
章
「
詩
歌
小
説
」
の
最
後
で
指
摘
さ
れ
た
「
灰
燼
」
が
書
き
継

が
れ
え
な
か
っ
た
た
め
に
現
前
化
し
た
「
空
白
」、
ふ
た
つ
め
は
、
第
三
章
の

序
盤
か
ら
中
盤
に
か
け
て
論
じ
ら
れ
た
�
外
の
無
精
神
、
あ
る
い
は
『
諸
国
物

語
』
の
「
空
虚
」
で
あ
る
。
こ
の
「
空
虚
」「
空
白
」
は
第
二
章
で
指
摘
さ
れ
た

�
外
の
青
年
期
か
ら
変
わ
ら
ぬ
若
さ
、
悪
魔
に
喩
え
ら
れ
る
野
放
図
な
若
さ
に

由
来
し
、
ま
た
第
一
章
の
は
じ
め
、
第
三
章
の
お
わ
り
で
礼
賛
さ
れ
る「
史
伝
」

出
現
の
条
件
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

石
川
が
「
小
説
」
と
い
う
概
念
を
「
前
途
の
空
虚
な
る
空
間
を
刻
刻
と
充
実

さ
せ
て
い
く
精
神
の
努
力
」
と
し
、「
渋
江
抽
斎
」
以
降
の
、「
史
伝
」
を
中
心

と
し
た
文
業
が
ま
さ
に
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
評
価
す
る
と
き
、「
小

説
」
に
と
っ
て
な
に
よ
り
重
要
な
の
は
そ
の
埋
め
立
て
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ

「
空
虚
」
の
質
と
大
き
さ
、
ス
ケ
ー
ル
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
森

�
外
』
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
く
ま
た
集
約
的
に
問
題
と
さ
れ
記
述
さ
れ
た
の

が
「
空
虚
」「
空
白
」
と
し
て
回
収
さ
れ
る
�
外
の
事
業
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
小
説
家
は
な
に
よ
り
は
じ
め
に
巨
大
な
価
値
あ
る
空
虚
を
創
造
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
上
述
の
よ
う
に
石
川
が
一

度
批
評
と
し
て
言
説
化
し
た
文
学
的
・
小
説
的
課
題
が
、
そ
の
後
の
彼
自
身
の

小
説
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
実
体
化
し
、
探
求
さ
れ
た
か
、
見
て
い
き
た
い
。

批
評
的
実
践
と
し
て
の
小
説

―
速
度
・
衝
突
・「
史
伝
」
的
手
法
の
破
棄

こ
こ
か
ら
先
で
は
、
石
川
淳
が
『
森
�
外
』
で
探
求
し
た
批
評
的
問
題
が
そ

の
後
の
小
説
に
お
い
て
い
か
に
実
践
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
お
い
て

論
じ
る
。
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
は
石
川
淳
が
第
三
章
で
繰
り
返
し
陳
述
し
た
独

自
の
小
説
概
念
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

し
か
る
に
、「
諸
国
物
語
」
以
降
、
小
説
と
は
な
に
か
と
い
う
考
に
革

命
が
お
こ
つ
た
。
あ
る
結
論
に
考
へ
当
つ
た
の
で
も
な
く
、
考
へ
る
方
法

が
見
つ
か
つ
た
の
で
も
な
く
、
考
の
す
す
む
方
向
が
単
一
化
さ
れ
た
。
作

者
は
も
う
考
へ
る
こ
と
の
空
虚
さ
に
堪
へ
ら
れ
な
く
な
つ
て
、
精
神
の
努

力
の
線
よ
り
ほ
か
に
身
の
置
き
ど
こ
ろ
は
な
い
と
、
遣
瀬
な
く
さ
と
つ
た

け
し
き
で
あ
る
。
あ
と
は
発
明
す
る
こ
と
以
外
に
何
の
仕
事
も
な
い
。
生

活
力
と
は
前
途
の
空
虚
な
る
空
間
を
刻
刻
に
充
実
さ
せ
て
行
く
精
神
力
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
精
神
力
の
作
用
と
し
て
、
日
日
の
営
み
を
し
た
り
、

文
章
を
書
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
す
る
。
そ
れ
ら
は
み
な
世
界
像

の
一
部
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
今
日
の
現
実
の
上
で
の
出
来
事
に
相
違

な
い
。
た
だ
刻
下
の
現
実
の
相
よ
り
ほ
ん
の
す
こ
し
速
く
、
一
秒
の
一
千

万
分
の
一
を
い
く
つ
に
も
割
つ
た
一
つ
ぐ
ら
ゐ
速
く
、
空
虚
な
る
空
間
を

充
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
精
神
の
努
力
を
小
説
だ
と
こ
こ
で
た
つ
た
一
度
だ

け
考
へ
て
お
く
。作
品
の
出
来
不
出
来
な
ど
は
も
う
考
へ
る
に
値
し
な
い
。

「
諸
国
物
語
」

小
説
が
向
き
合
う
べ
き
「
前
途
の
空
虚
な
る
空
間
」、
そ
の
空
虚
を
埋
め
る

石
川
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た
め
に
〈
速
度
〉
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
石

川
淳
の
小
説
に
お
い
て
現
実
を
超
越
し
て
飛
躍
す
る
文
学
の
美
的
速
度
は
し
ば

し
ば
強
く
求
め
ら
れ
、
い
く
つ
か
パ
タ
ー
ン
化
し
た
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
反
復

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
履
物
や
乗
り
物
、
弓
（「「
張
柏
端
」一
九
四
一
・
一
〇

「
明
月
珠
」
一
九
四
六
・
三

「
黄
金
伝
説
」
一
九
四
六
・
三

「
雪
の
イ
ヴ
」

一
九
四
七
・
六

「
紫
苑
物
語
」
一
九
五
六
・
七

「
敗
荷
落
日
」
一
九
五
九
・

七
な
ど
）
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
概
し
て
主
人
公
や
語
り

手
に
と
っ
て
の
理
想
あ
る
い
は
理
想
と
す
る
先
行
者
と
の
間
に
生
じ
る
距
離
を

埋
め
る
も
の
と
し
て
テ
キ
ス
ト
に
呼
び
出
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
弓
」
は
や
が

て
「
紫
苑
物
語
」
に
結
実
す
る
よ
う
に
、
血
な
ま
ぐ
さ
く
も
あ
る
種
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
た
美
し
さ
と
し
て
は
じ
め
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
履
物
」
や

「
乗
り
物
」は
石
川
淳
の
小
説
の
歴
史
の
な
か
で
も
っ
と
泥
臭
く
汗
臭
い
も
の
、

ウ
ミ
や
乾
い
た
血
と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
衝
突

と
い
う
出
来
事
と
し
て
テ
キ
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
が
速
度
と

と
も
に
重
視
す
る
こ
の
〈
大
地
／
肉
体
と
の
衝
突
〉
が
〈
空
っ
ぽ
な
空
間
〉
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
現
れ
た
は
じ
め
の
作
品
「
明
月
珠
」

の
序
盤
を
引
用
し
た
い
。

印
刷
所
が
焼
け
た
た
め
発
表
は
戦
後
と
な
っ
た
が
成
立
は
戦
中
で
あ
り
、
作

中
の
時
代
設
定
も
戦
中
と
な
っ
て
い
る
。
作
品
に
は
永
井
荷
風
を
想
起
さ
せ
る

藕
花
先
生
な
る
人
物
（「
荷
」
の
字
が
蓮
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
同
じ
く
蓮
花

を
意
味
す
る
「
藕
花
」
が
選
ば
れ
て
い
る
）
が
駒
下
駄
を
履
い
て
登
場
し
て
い

る
。
駒
下
駄
は
藕
花
先
生
の
文
学
の
光
の
よ
う
な
速
度
の
媒
体
と
し
て
描
か
れ

て
お
り
、
遅
れ
て
そ
れ
を
追
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
主
人
公
は
必
死
で
自
転
車

の
稽
古
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
重
要
な
意
味
で
「
空
虚
」
と
は
ま
だ
言
え
な
い

が
、
い
わ
ゆ
る
「
空
地
」
の
地
面
に
速
度
を
求
め
て
自
転
車
に
乗
っ
た
主
人
公

が
衝
突
す
る
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
。

以
前
は
こ
こ
は
何
と
な
く
空
地
に
な
つ
て
ゐ
た
だ
け
で
、
ふ
だ
ん
は
通

る
ひ
と
も
す
く
な
い
が
、
た
だ
暑
中
に
な
る
と
土
俵
が
作
ら
れ
て
、
毎
晩

近
所
の
こ
ど
も
た
ち
が
あ
つ
ま
つ
て
角
力
を
と
る
の
で
、
秋
ぐ
ち
ま
で
一

時
の
に
ぎ
は
ひ
を
呈
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
今
は
そ
の
土
俵
の
跡
形
も
な

く
掘
り
か
え
さ
れ
て
小
さ
い
待
避
壕
が
い
く
つ
も
で
き
、
ま
た
隣
組
の
野

菜
畑
も
で
き
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
ほ
わ
た
し
が
自
転
車
の
稽
古
を
す

る
ぐ
ら
ゐ
の
余
地
は
の
こ
つ
て
ゐ
る
。
さ
い
は
ひ
周
囲
の
掘
り
か
え
さ
れ

た
土
が
柔
か
い
の
で
、
こ
ろ
ん
で
も
ひ
ど
い
け
が
は
し
な
い
で
す
み
さ
う

で
あ
る
。（
中
略
）
藕
花
先
生
は
世
に
か
く
れ
の
な
い
名
誉
の
詩
人
で
あ

る
。（
中
略
）
藕
花
先
生
は
む
か
し
は
服
装
な
ど
に
凝
つ
た
人
物
の
や
う

に
聞
き
お
よ
ん
で
い
る
。（
中
略
）
そ
れ
が
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
洋
服
に
下

駄
と
い
ふ
こ
し
ら
え
に
な
つ
た
の
か
、
年
代
記
的
に
は
こ
れ
を
つ
ま
び
ら

か
に
し
な
い
が
、
た
だ
わ
た
し
の
漠
然
と
見
当
を
つ
け
る
と
こ
ろ
で
は
、

そ
ん
な
に
古
く
に
は
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
ら
し
く
、
そ
の
の
ち
先
生
の
運
動

は
い
ち
じ
る
し
く
速
さ
を
増
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
洋
服
の

色
が
あ
せ
、
下
駄
が
ち
び
る
に
し
た
が
つ
て
、
爾
来
先
生
の
駆
け
め
ぐ
る

と
こ
ろ
は
、
す
く
な
く
と
も
文
学
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
光
と
速
さ
を
競
ふ
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か
の
ご
と
く
で
あ
る
。（
中
略
）
藕
花
先
生
の
存
在
と
わ
た
し
の
存
在
と

の
あ
ひ
だ
に
は
ま
あ
関
係
な
き
に
ひ
と
し
い
。
し
か
し
先
生
の
駒
下
駄
と

わ
た
し
の
自
転
車
と
の
あ
ひ
だ
に
は
か
な
ら
ず
し
も
関
係
な
し
と
は
い
え

な
い
。
先
生
が
十
年
間
に
走
つ
た
あ
と
を
、
わ
た
し
は
十
時
間
で
追
ひ
つ

め
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
明
月
珠
」

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
空
地
」
は
、
そ
れ
ま
で
何
も
の
に
よ
っ
て
も
占
め
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
ぽ
か
り
と
残
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
石
川
の
�
外
論
で
の
表

現
に
対
応
さ
せ
れ
ば
「
空
白
」
に
近
い
。
石
川
の
い
う
「
空
虚
」
と
は
、
そ
の

場
に
は
以
前
何
か
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
現
在
も
な
に
か
し
ら
残
っ
て
い
る
が
不

在
感
の
際
立
つ
状
態
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
何
も
の
か
が
出
現
し
て
く
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
状
況
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
舞
台
が
「
空
虚
」

と
い
う
重
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
に
は
い
ま
だ
不
十
分
で
し
か
な
い
「
空

地
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
戦
中
の
こ
の
作
品

で
は
自
分
一
個
の
肉
体
だ
け
が
、
掘
り
起
こ
さ
れ
た
柔
か
い
土
、
こ
ろ
ん
で
も

け
が
を
し
な
く
て
す
み
そ
う
な
土
に
ま
み
れ
る
程
度
の
こ
と
で
す
ん
で
い
る
こ

と
で
あ
る
。
泥
に
ま
み
れ
た
と
し
て
も
血
に
染
ま
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
で
は

と
て
も
「
衝
突
」
な
ど
と
は
い
う
に
は
物
足
り
な
い
だ
ろ
う
。
石
川
淳
の
小
説

の
こ
と
ば
が
決
定
的
に
変
わ
っ
た
の
は
や
は
り
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
、
本
論
が

関
心
を
寄
せ
る
モ
チ
ー
フ
に
焦
点
化
す
れ
ば
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
か
ら
だ
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
血
も
流
れ
ぬ
無
精
神
の
傍
観
者
で
あ
っ
た
�
外
が
や
が
て

小
説
家
と
な
っ
て
文
学
の
血
路
を
切
り
開
き
史
伝
を
出
現
さ
せ
た
と
石
川
が

『
森
�
外
』
で
述
べ
た
の
と
同
様
、
石
川
自
身
の
小
説
の
登
場
人
物
も
そ
れ
ま

で
流
さ
な
か
っ
た
血
を
流
す
よ
う
に
な
る
。
ま
っ
た
く
異
次
元
の
不
気
味
な
空

虚
が
現
前
化
し
た
舞
台
に
お
い
て
、
主
人
公
は
ひ
と
り
土
に
ま
み
れ
る
の
で
は

な
く
、
見
ず
知
ら
ず
の
他
者
と
も
つ
れ
合
い
、
猛
火
に
焼
き
尽
く
さ
れ
た
大
地

に
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

け
だ
し
、
ひ
と
が
な
に
か
を
怖
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
け
ろ
り
と
忘
れ
は
て

て
か
ら
も
う
ず
ゐ
ぶ
ん
久
し
い
。
日
附
の
う
へ
で
は
つ
い
最
近
の
昭
和
十

六
年
ご
ろ
か
ら
か
ぞ
へ
て
み
た
だ
け
で
も
、
そ
の
歴
史
的
意
味
で
は
た
つ

ぷ
り
五
千
年
に
は
な
る
。
こ
と
に
猛
火
に
焼
か
れ
た
土
地
の
、
そ
の
跡
に

は
え
出
た
市
場
の
中
に
ま
ぎ
れ
こ
む
と
、
前
世
紀
か
ら
生
き
残
り
の
、
例

の
君
子
国
の
民
と
い
ふ
つ
ら
つ
き
は
一
人
も
見
あ
た
ら
ず
、
た
れ
も
ひ
よ

つ
く
り
こ
の
土
地
に
芽
を
ふ
い
て
と
た
ん
に
一
人
前
に
成
り
上
つ
た
い
き

お
ひ
で
、
新
規
発
明
の
人
間
世
界
は
今
日
た
だ
い
ま
当
地
の
名
産
と
観
ぜ

ら
れ
た
。（
中
略
）
旧
に
も
ま
し
て
今
い
そ
が
し
い
さ
い
ち
ゆ
う
に
、
そ

れ
ほ
ど
大
切
な
今
日
と
い
ふ
も
の
が
じ
つ
は
つ
い
亡
ぶ
べ
き
こ
の
世
の
時

間
で
あ
つ
た
と
、
う
つ
か
り
気
が
つ
く
よ
う
な
間
抜
け
な
破
れ
目
は
ど
こ

に
も
あ
い
て
ゐ
な
い
の
だ
ら
う
。
そ
の
虚
を
突
い
て
ふ
つ
と
出
現
し
た
少

年
の
、
き
た
な
さ
、
臭
さ
、
此
世
な
ら
ぬ
ま
で
黒
光
り
し
て
、
不
潔
と
悪

臭
と
に
み
ち
た
こ
の
市
場
の
中
で
も
い
つ
そ
み
ご
と
に
目
を
う
ば
つ
て
立

つ
た
の
に
、
当
地
は
え
抜
き
の
こ
は
い
も
の
知
ら
ず
の
賤
民
仲
間
も
、
お

も
は
ず
わ
が
身
を
か
へ
り
み
て
お
の
れ
の
醜
陋
に
ぎ
よ
つ
と
し
た
や
う
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な
、
悲
鳴
に
も
似
た
戦
慄
の
波
を
打
つ
た
。（
中
略
）
女
と
少
年
と
は
一

体
に
な
つ
て
、
搦
ん
だ
ま
ま
店
の
外
に
出
て
来
て
、
よ
ろ
よ
ろ
と
倒
れ
さ

う
に
な
つ
た
の
が
、
も
ろ
に
こ
ち
ら
へ
、
ち
や
う
ど
そ
こ
に
立
つ
て
い
た

わ
た
し
の
は
う
に
ぶ
つ
か
つ
て
来
た
。（
中
略
）
し
か
し
、
わ
た
し
は
て

き
め
ん
に
罰
を
か
う
む
つ
た
か
た
ち
で
、
非
力
を
も
つ
て
支
へ
る
に
よ
し

な
く
、
実
際
に
は
女
の
張
り
切
つ
た
腰
の
あ
お
り
を
食
つ
て
跳
ね
と
ば
さ

れ
、
し
た
た
か
地
べ
た
に
た
た
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。

「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」

こ
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
見
ず
知
ら
ず
の
他
者
と
か
ら
み
あ
っ
て
衝
突
す
る
と

い
う
事
態
は
、『
森
�
外
』「
傍
観
者
の
位
置
」
で
な
さ
れ
て
い
た
叙
述
「
も
し

同
類
で
も
な
く
、
愛
情
の
親
和
も
な
く
、inté
ressant
で
も
な
い
や
う
な
人

物
と
た
ま
た
ま
衝
突
が
あ
つ
た
場
合
、
さ
う
い
う
相
手
か
ら
多
少
の
侵
害
を
か

う
む
つ
た
場
合
、
�
外
作
中
の
分
身
は
ど
ん
な
態
度
に
出
る
か
。
や
は
り
前
例

と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
ら
う
。
事
態
の
何
た
る
か
に
解
釈
が
つ
け
ら
れ
、
自
分

を
お
か
し
く
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
確
保
さ
れ
れ
ば
、
動
揺
の
波
は
消
え
る
。

内
部
の
問
題
と
し
て
整
理
さ
れ
て
、
わ
れ
を
忘
れ
た
行
為
が
先
走
り
し
な
い
こ

と
で
は
、
事
の
大
小
軽
重
に
係
わ
り
が
な
い
。
作
者
の
私
生
活
で
保
身
の
賢
が

全
う
さ
れ
た
所
以
で
あ
ら
う
。
た
だ
し
、
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
が
そ
れ
に
比
例

す
る
か
ど
う
か
は
別
で
あ
る
」
を
想
起
さ
せ
る
。
傍
線
部
の
仮
定
が
そ
っ
く
り

そ
の
ま
ま
小
説
の
成
り
行
き
と
な
っ
た
か
の
よ
う
な
事
態
が「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」

で
は
生
じ
、
さ
ら
に
そ
の
先
、
つ
ま
り
�
外
の
小
説
で
は
け
し
て
試
み
ら
れ
な

か
っ
た
領
域
へ
と
石
川
淳
の
小
説
の
こ
と
ば
は
踏
み
出
し
て
い
く
。
未
曾
有
の

空
虚
が
渦
巻
く
そ
の
場
所
で
は
か
つ
て
手
放
し
に
絶
賛
し
た
「
史
伝
」
的
世
界

を
成
立
さ
せ
て
い
た
手
法
と
修
辞
、
墓
参
と
墓
褐
銘
の
蒐
集
調
査
は
ま
っ
た
く

異
質
な
言
語
、
創
世
記
と
聖
書
の
こ
と
ば
の
襲
来
に
よ
っ
て
か
な
ぐ
り
捨
て
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。

わ
た
し
の
目
当
と
す
る
と
こ
ろ
は
春
台
の
墓
の
石
で
あ
る
。
そ
の
石
に

刻
し
て
あ
る
数
行
の
文
字
、
す
な
は
ち
墓
褐
銘
で
あ
る
。（
中
略
）
け
だ

し
、
し
や
れ
た
学
問
の
根
柢
で
あ
る
。
太
宰
氏
の
墓
石
は
今
に
つ
つ
が
な

く
、
南
郭
の
墓
褐
銘
も
訣
け
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
は
焼
け
残
つ

た
と
は
い
ふ
も
の
の
、
世
間
の
ひ
と
の
忘
却
の
中
で
は
存
否
不
明
同
様
の

取
扱
ひ
だ
ら
う
。
わ
た
し
は
今
の
う
ち
に
こ
の
墓
碣
銘
を
拓
本
に
と
つ
て

お
き
た
い
と
お
も
つ
た
。（
中
略
）
拓
本
が
と
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は

亡
び
た
世
の
、
詩
文
の
歴
史
の
残
訣
と
な
る
だ
ら
う
。
仮
寓
の
壁
の
破
れ

を
つ
く
ろ
ふ
に
は
ち
や
う
ど
よ
い
。

さ
て
、
わ
た
し
は
上
野
の
山
に
の
ぼ
つ
て
清
水
堂
の
下
あ
た
り
ま
で
来

た
と
き
、
な
に
げ
な
く
う
し
ろ
を
ふ
り
む
く
と
、
二
町
ほ
ど
あ
と
か
ら
ボ

ロ
と
デ
キ
モ
ノ
の
少
年
の
こ
ち
ら
へ
む
か
つ
て
あ
る
い
て
来
る
の
が
見
え

た
。
ま
が
う
方
な
く
、
先
刻
の
少
年
で
あ
る
。
わ
た
し
は
す
で
に
市
場
で

道
草
を
食
ふ
こ
と
を
や
め
て
、
拓
本
へ
の
方
向
を
と
り
も
ど
し
て
ゐ
た
の

で
、
少
年
に
つ
い
て
は
も
う
大
し
て
関
心
が
も
て
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。（
中
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略
）
わ
た
し
の
手
に
あ
る
も
の
は
、
小
さ
い
風
呂
敷
包
み
、
包
み
の
中
の

枚
の
紙
だ
け
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
亡
び
た
世
の
、
詩
文
の
歴
史
の

残
欠
に
な
る
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
、
し
か
し
今
は
た
だ
の
白
い
紙
で
し
か

な
い
と
こ
ろ
の
、
う
す
い
ぺ
ら
ぺ
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
の

う
す
い
白
紙
を
と
つ
て
狼
の
爪
牙
と
た
た
か
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
絶

体
絶
命
で
あ
る
。（
中
略
）と
た
ん
に
敵
は
ぱ
つ
と
飛
び
か
か
つ
て
来
た
。

土
を
蹴
つ
て
ぶ
つ
か
つ
て
来
た
も
の
は
、
悪
臭
に
む
つ
と
す
る
や
う
な
、

ボ
ロ
と
デ
キ
モ
ノ
と
ウ
ミ
と
お
そ
ら
く
シ
ラ
ミ
の
か
た
ま
り
で
あ
る
。
そ

れ
を
受
け
と
め
よ
う
と
し
て
揚
げ
た
私
の
手
に
、
敵
の
爪
が
歯
が
噛
み
つ

い
て
来
て
、
ホ
ワ
イ
ト
シ
ャ
ツ
が
び
り
り
と
裂
け
、
前
腕
に
ぐ
い
と
爪
が

突
き
立
つ
の
を
感
じ
た
。
そ
の
あ
と
は
夢
中
で
あ
つ
た
。
わ
た
し
は
ボ
ロ

と
デ
キ
モ
ノ
と
ウ
ミ
と
お
そ
ら
く
シ
ラ
ミ
の
か
た
ま
り
と
一
体
に
な
つ
て

地
べ
た
に
こ
ろ
が
つ
た
。（
中
略
）
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
一
瞬
に
し
て

恍
惚
と
な
る
ま
で
に
戦
慄
し
た
。わ
た
し
が
ま
の
あ
た
り
に
見
た
も
の
は
、

少
年
の
顔
で
も
な
く
、
狼
の
顔
で
も
な
く
、
た
だ
の
人
間
の
顔
で
も
な
い
。

そ
れ
は
い
た
ま
し
く
も
ヴ
エ
ロ
ニ
ツ
ク
に
写
り
出
た
と
こ
ろ
の
、
苦
患
に

み
ち
た
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
、
生
き
た
顔
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
。
わ
た

し
は
少
年
が
や
は
り
イ
エ
ス
で
あ
つ
て
、
そ
し
て
ま
た
ク
リ
ス
ト
で
あ
つ

た
こ
と
を
痛
烈
に
さ
と
つ
た
。（
中
略
）わ
た
し
は
あ
ふ
む
け
に
倒
れ
た
。

ち
や
う
ど
、
倒
れ
た
あ
た
ま
の
と
こ
ろ
に
、
わ
た
し
の
風
呂
敷
包
が
破
れ

て
落
ち
て
ゐ
て
、
白
紙
が
皺
だ
ら
け
に
な
つ
て
散
り
、
二
き
れ
の
コ
ペ
が

泥
の
中
に
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
た
。
敵
は
す
ば
や
く
そ
の
こ
ろ
が
つ
た
パ
ン
を

拾
ひ
と
る
と
、
白
紙
を
つ
か
ん
で
泥
と
い
つ
し
よ
に
わ
た
し
の
顔
に
投
げ

つ
け
て
、
さ
つ
と
向
う
へ
駆
け
出
し
て
行
つ
た
。

「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」

自
分
ひ
と
り
だ
け
が
地
面
の
土
に
ま
み
れ
る
「
明
月
珠
」
と
「
焼
跡
の
イ
エ

ス
」
が
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、「
同
類
で
も
な
く
、
愛
情
の
親
和
も
な
く
、

int�ressant

で
も
な
い
や
う
な
」
他
者
、
テ
キ
ス
ト
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、

「
こ
の
世
な
ら
ぬ
」
存
在
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
「
ボ
ロ
と
デ
キ
モ
ノ
と
ウ

ミ
と
お
そ
ら
く
シ
ラ
ミ
の
か
た
ま
り
」
で
あ
る
と
同
時
に
瞬
時
に
「
イ
エ
ス
で

あ
つ
て
、
そ
し
て
ま
た
ク
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
も
描
出
さ
れ
る
肉
体
と
の
衝
突

が
あ
ら
た
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
同
一
の
モ
チ
ー
フ
に
お
け
る
革
命

的
な
変
化
と
い
え
る
。
し
か
も
こ
の
他
者
は
ま
ぎ
れ
よ
う
も
な
い
生
々
し
い
肉

体
で
あ
る
と
同
時
に
異
文
化
の
神
話
的
・
神
学
的
表
象
で
あ
り
、さ
ら
に
は「
焼

跡
の
大
地
」
の
肌
そ
の
も
の
の
表
象
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
け
し
て
掘
り
か
え
さ

れ
た
柔
ら
か
な
、
転
ん
で
も
け
が
を
し
な
い
で
す
む
よ
う
な
空
地
の
な
ま
や
さ

し
い
土
で
は
な
い
。
ま
さ
に
「
猛
火
に
焼
か
れ
た
土
地
」、
苛
烈
な
爆
撃
に
よ

っ
て
世
の
終
わ
り
な
の
か
始
ま
り
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
ま
で
に
変
容

さ
せ
ら
れ
た
す
え
に
出
現
し
た
「
空
虚
」
な
大
地
、
焼
跡
の
土
な
の
で
あ
る
。

表
面
上
焼
き
尽
く
さ
れ
消
し
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
無
数
の
死
と
傷
の
記
憶
が
内

面
化
さ
れ
た
風
景
が
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」「
か
よ
ひ
小
町
」「
雪
の
イ
ブ
」
と
い
っ

た
敗
戦
直
後
の
一
連
の
作
品
に
お
い
て
、
少
年
や
少
女
、
娼
婦
の
肌
を
通
し
て

表
わ
れ
て
く
る
。
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他
者
か
ら
の
暴
力
に
よ
っ
て
超
越
的
に
た
ち
現
れ
た
未
曾
有
の
「
空
虚
」、

そ
の
な
ま
な
ま
し
い
現
実
は
、
書
籍
・
口
伝
え
・
墓
誌
な
ど
の
古
い
記
録
の
な

か
に
探
索
さ
れ
た
�
外
の
史
伝
的
な
手
法
や
修
辞
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
よ
う

は
ず
も
な
い
。「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
に
お
い
て
は
、
�
外
史
伝
を
髣
髴
と
さ
せ

る
手
法
、
墓
碣
銘
の
拓
本
を
と
る
は
ず
で
あ
っ
た
白
紙
は
み
ご
と
に
か
な
ぐ
り

捨
て
ら
れ
、
墓
参
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
諦
め
ら
れ
て
い
た
。
墓
と
い
う
形

に
す
ら
残
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
数
の
死
、
痕
跡
を
留
め
る
こ
と
す
ら
ゆ
る
さ

れ
な
か
っ
た
肉
体
、
一
瞬
に
し
て
抹
殺
さ
れ
た
多
数
の
記
憶
が
、
巨
大
で
異
様

な
「
空
虚
」
と
し
て
眼
前
に
出
現
し
た
の
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

か
つ
て
石
川
は
�
外
の
膨
大
な
訳
業
を
巨
大
な
「
空
虚
」
と
読
み
替
え
、
そ
の

空
白
を
「
史
伝
」
の
意
義
に
よ
っ
て
埋
め
立
て
た
が
、
み
ず
か
ら
の
小
説
に
お

い
て
こ
ん
ど
は
そ
の
「
史
伝
」
を
空
疎
で
無
効
な
も
の
と
し
て
破
棄
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

石
川
淳
『
森
�
外
』
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
小
説
概
念
は
、
小
説
と
は
眼
前

の
空
虚
を
埋
め
て
ゆ
く
行
為
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
埋

め
る
べ
き
空
虚
そ
の
も
の
が
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
戦

争
あ
る
い
は
空
襲
と
い
う
外
部
か
ら
の
圧
倒
的
な
暴
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら

れ
た
空
前
絶
後
の
「
空
虚
」
は
、
石
川
淳
の
小
説
に
決
定
的
な
外
部
を
持
ち
込

ん
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
が
世
界
の
終
わ
り
で
あ
る
と
同
時
に
始
ま
り
で
も
あ
る

世
界
を
描
い
て
く
る
こ
と
の
で
き
た
創
世
記
や
黙
示
録
の
こ
と
ば
の
侵
入
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
�
外
未
完
の
小
説
「
灰
燼
」
の
う
し
ろ
に
で
き
た
空
白
、
�
外

訳
業
の
空
虚
と
い
っ
た
範
囲
に
は
と
て
も
お
さ
ま
ら
な
い
、『
森
�
外
』
を
は

じ
め
と
し
た
戦
中
期
の
思
考
に
お
い
て
描
き
出
さ
れ
た
空
虚
空
白
な
ど
一
息
に

呑
み
込
ん
で
無
に
帰
し
て
し
ま
う
新
た
な
空
虚
の
お
ぞ
ま
し
さ
と
の
衝
突
・
格

闘
を
現
前
化
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〈
付
記
）
本
稿
は
日
本
近
代
文
学
会
東
海
支
部
・
森
�
外
研
究
会
・
石
川
淳
研
究
会
に
よ

る
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
石
川
淳
『
森
�
外
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
二
○
○
五
年
九

月
十
七
日

愛
知
淑
徳
大
学
）
に
お
い
て
行
な
っ
た
パ
ネ
ル
発
表
の
草
稿
を
論

文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
石
川
淳
『
森
�
外
』
に
関
す
る
先
行
研
究
は
け
し
て

多
く
な
い
が
、
狩
野
啓
子
「
戦
前
の
石
川
淳
の
い
け
る
叙
情
否
定
の
モ
テ
ィ
ー

フ
を
め
ぐ
っ
て
―
『
評
論
森
�
外
』
を
中
心
に
―
」（「
語
文
研
究
」
第
四
十
四
・

四
十
五
号

一
九
七
八
・
六

九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
）
な
ら
び
に
粟
津
則

雄
「
石
川
淳
論
・
そ
の
二
『
森
�
外
』
―
傍
観
者
と
散
文
」（「
文
學
界
」
一
九

八
一
・
九

文
春
秋
）
は
す
ぐ
れ
た
理
解
を
示
し
、
有
益
だ
っ
た
。
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