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第
一
二
巻　

二
〇
〇
九
年

は
じ
め
に

詩
の
創
作
と
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
石
原
吉
郎
（
一
九
一
五―

七
七
）
は
、
戦
後
八
年
間
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
を
経
、
一
九
五
三
年
、
三
十
八
歳
で
日
本
に
帰
還
し
た
。

詩
人
と
し
て
の
活
動
は
そ
の
翌
年
、
文
芸
投
稿
誌
上
で
の
詩
の
発
表
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
死
か

ら
僅
か
二
年
後
に
は
、
鶴
見
俊
輔
に
「
戦
後
日
本
の
最
も
注
目
す
べ
き
詩
人
の
一
人
」
と
言
わ
し
め

た
）
1
（

。
こ
の
鶴
見
の
評
価
は
、
他
の
多
く
の
よ
う
に
石
原
を
「
シ
ベ
リ
ア
帰
り
」
と
し
て
語
る
も
の
の

一
つ
で
あ
る
が
、
彼
の
作
品
を
論
じ
る
に
は
、
実
際
そ
の
シ
ベ
リ
ア
経
験
を
無
視
で
き
な
い

）
2
（

。

石
原
の
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
刊
行
は
一
九
六
三
年
で
あ
り
、
引
揚
か
ら

お
よ
そ
十
年
も
経
っ
て
い
る
が
、
抑
留
体
験
に
つ
い
て
書
か
れ
た
有
名
な
評
論
集
『
望
郷
と
海
』
等

の
刊
行
は
、
更
に
一
九
七
〇
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
石
原
い
わ
く
、
帰
国
直
後
は
混
乱
状
態
で
日

常
の
こ
と
ば
（
散
文
）
を
も
っ
て
人
に
語
る
こ
と
が
難
し
く
、
詩
の
み
が
書
け
た
の
だ
と
い
う
（
「
『
望

郷
と
海
』
に
つ
い
て

）
3
（

」
）。
散
文
で
あ
る
評
論
作
品
の
遅
れ
は
、
そ
れ
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

石
原
の
代
表
作
の
一
つ
に
、
一
九
六
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
位
置
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。

　
　
　

位
置

し
ず
か
な
肩
に
は
／
声
だ
け
が
な
ら
ぶ
の
で
な
い
／
声
よ
り
も
近
く
／
敵
が
な
ら
ぶ
の
だ
／
勇

敢
な
男
た
ち
が
目
指
す
位
置
は
／
そ
の
右
で
も　

お
そ
ら
く
／
そ
の
ひ
だ
り
で
も
な
い
／
無
防

備
の
空
が
つ
い
に
撓
み
／
正
午
の
弓
と
な
る
位
置
で
／
君
は
呼
吸
し
／
か
つ
挨
拶
せ
よ
／
君
の

位
置
か
ら
の　

そ
れ
が
／
最
も
す
ぐ
れ
た
姿
勢
で
あ
る

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
同
じ
抑
留
経
験
者
で
あ
り
ロ
シ
ア
文
学
者
で
あ
る
内
村
剛
介
は
「
「
の
で
な

い
」「
の
だ
」「
で
も
な
い
」
と
押
し
て
き
て
「
せ
よ
」
を
挿
み
「
君
の
位
置
か
ら
の　

そ
れ
が
／

最
も
す
ぐ
れ
た
姿
勢
で
あ
る
」
で
閉
じ
ら
れ
る
こ
の
一
篇
は
い
わ
ば
揺
れ
に
揺
れ
て
つ
い
に
位
置
の

定
ま
ら
ぬ
者
が
み
ず
か
ら
に
か
ろ
う
じ
て
「
で
あ
る
」
と
い
わ
し
め
る

）
4
（

」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
切

迫
感
あ
ふ
れ
る
詩
に
石
原
を
駆
り
立
て
た
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
。
彼
は
散
文
を
書
き
出
す
ま
で
の

約
十
五
年
間
を
「
外
的
な
体
験
の
内
的
な
問
い
直
し
と
、
問
い
直
す
主
体
と
も
い
え
る
も
の
を
確
立

す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
試
行
錯
誤
の
く
り
か
え
し
」、「
ま
っ
た
く
あ
た
ら
し
く
私
に
は
じ
ま
っ
て
行

石
原
吉
郎
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

―

詩
の
源
泉
に
つ
い
て―

小＊　
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聖　

子

く
過
程
」（
「
『
望
郷
と
海
』
に
つ
い
て
」
）
だ
っ
た
と
い
う
。
詩
と
は
異
な
り
、
内
的
反
省
の
思
考

を
人
に
語
る
に
は
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
論
理
的
展
開
を
示
せ
る
散
文
の
形
式
が
相
応
し
い
と
も
言
え

る
。
だ
が
、
そ
の
論
理
的
思
考
の
前
に
、
既
に
書
き
始
め
ら
れ
て
い
た
詩
と
は
何
な
の
か
。

作
品
に
お
い
て
、
内
容
と
形
式
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
詩
と
散
文
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
非
日
常
と
日

常
の
こ
と
ば
の
形
式
と
し
て
全
く
別
の
様
相
を
と
る
。
一
方
で
、
そ
れ
ら
が
一
人
の
作
者
に
よ
っ
て

統
一
さ
れ
得
る
と
い
う
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
石
原
の
作
品
は
シ
ベ
リ
ア
で
の
体
験
を
原
型
と
し

て
お
り
、
彼
の
詩
の
発
祥
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
彼
の
作
品
の
読
み
手
は
、
し
ば

し
ば
彼
と
の
「
決
定
的
な
体
験
の
落
差

）
5
（

」
を
感
じ
、
そ
こ
で
思
考
を
停
止
さ
せ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ

は
対
象
の
単
な
る
敬
遠
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
読
み
手
の
な
す
べ
き
は
、
石
原
が
そ
の
体
験
を
詩
と

い
う
形
で
書
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
地
点
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
作
品
は
、
こ
と
ば
を

介
す
共
生
と
い
う
人
間
共
通
の
問
題
へ
と
向
き
合
う
こ
と
を
読
み
手
に
要
求
す
る
。
本
稿
で
は
そ
の

問
題
意
識
を
も
と
に
、
石
原
吉
郎
の
詩
の
創
作
の
源
泉
に
は
た
ら
い
て
い
た
も
の
を
、
彼
の
内
的
な

問
い
直
し
の
過
程
だ
と
い
う
散
文
作
品
を
中
心
に
考
察
し
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
節
で
は
、
石
原
の
詩
へ
の
衝
迫
に
つ
い
て
、
そ
の
外
的
な
契
機
を
考
察
す
る
。
シ
ベ
リ
ア
抑

留
と
い
う
出
来
事
は
、
ま
ず
こ
と
ば
の
問
題
と
な
っ
て
彼
の
帰
国
後
の
社
会
復
帰
を
妨
げ
た
。
自

分
を
受
け
容
れ
て
く
れ
て
い
る
人
々
の
集
団
が
あ
る
は
ず
、
と
い
う
期
待
を
抱
い
て
帰
国
し
た
石
原

は
、
早
く
も
日
常
会
話
と
い
う
こ
と
ば
の
次
元
で
そ
の
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
他
者
と
の
交
流
に
挫
折

感
を
味
わ
っ
た
。
詩
の
契
機
と
し
て
の
、
こ
の
他
者
へ
の
挫
折
感
に
つ
い
て
、
ま
ず
取
り
上
げ
る
。

第
二
節
で
は
、
前
節
で
述
べ
た
他
者
と
の
関
係
と
い
う
、
い
わ
ば
外
的
契
機
か
ら
転
じ
て
、
内
的

な
人
間
関
係
、
す
な
わ
ち
自
分
に
と
っ
て
の
私
と
い
う
関
係
に
目
を
向
け
る
。
石
原
は
、
自
己
を
含

め
て
人
間
を
堕
落
し
た
（
も
し
く
は
し
得
る
）
存
在
と
し
て
否
定
的
に
見
る
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が

あ
ら
ゆ
る
人
間
の
関
係
を
絶
望
的
な
不
信
の
も
と
に
み
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。

石
原
の
い
う
人
間
の
堕
落
と
は
何
か
。
第
三
節
で
は
、
そ
れ
が
特
に
失
語
と
い
う
状
態
と
か
か

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
石
原
吉
郎
／
詩
／
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
／
（
非
）
日
常
言
語
／
シ
ベ
リ
ア
抑
留

＊
平
成
一
六
年
度
生　

国
際
日
本
学
専
攻
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石
原
吉
郎
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
収
容
所
で
は
一
部
の
命
令
等
を
除
き
、
お
よ
そ
人
間
ら
し
い

こ
と
ば
を
介
す
る
共
生
は
な
く
、
安
ら
ぎ
は
た
だ
他
の
人
々
か
ら
離
れ
て
独
り
何
も
考
え
ず
に
い
る

時
の
み
と
な
る
。
不
信
の
徹
底
に
よ
る
こ
の
失
語
的
な
状
態
を
、
石
原
は
人
と
し
て
危
険
な
状
態

だ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
彼

自
身
が
そ
こ
か
ら
回
復
し
、
こ
と
ば
を
取
り
戻
し
た
契
機
に
、
人
の
死
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。

第
四
節
で
は
人
の
死
と
自
己
愛
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ

る
。
石
原
の
詩
へ
の
衝
迫
は
、
他
の
人
々
に
自
分
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
一
方
的
な
期
待

か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
他
者
へ
の
絶
望
や
自
分
自
身
へ
の
不
信
を
経
た
後
、
彼
は
孤
立
的
で
一
種

自
己
愛
的
な
在
り
方
を
求
め
る
一
方
、
他
者
の
死
に
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
な
お
そ
れ

ら
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
志
向
も
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
葛
藤
が
彼
の
詩
の
創
作
の

源
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
そ
う
し
た
葛
藤
は
彼
に
限
ら
ず
誰
も
が
抱
き
得
る
も
の
な
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
結
論
と
し
て
示
し
た
い
。

第
一
節　

他
者
へ―

こ
と
ば
の
挫
折―

詩
と
い
う
形
式
を
え
ら
ん
だ
動
機
を
、
石
原
は
あ
る
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
に
帰
っ
て
来
た
直
後
は
、
た
く
さ
ん
の
も
の
が
自
分
の
内
部
に
う
っ
積
し
て
、
凝
縮
し

た
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
散
文
的
な
形
、
あ
る
い
は
日
常
の
こ
と
ば
の
次
元
で
と

き
放
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
実
際
に
人
に
話
し
て
み
て
わ
か
っ
た

こ
と
で
す
け
れ
ど
、
殆
ど
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
が
、
別
の
切
迫
し
た
こ
と
ば

の
次
元
、
詩
と
い
う
形
式
を
選
ば
せ
た
と
い
う
こ
と
に
、
強
い
て
説
明
す
れ
ば
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
と
、
シ
ベ
リ
ヤ
で
の
八
年
間
は
殆
ど
ロ
シ
ヤ
語
だ
け
の
中
に
い
て
、
そ
う
い
う

時
に
は
日
本
語
と
い
う
も
の
が
非
常
に
な
つ
か
し
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
帰
っ
て
き
た
時
、

日
本
語
そ
の
も
の
が
私
に
と
っ
て
非
常
に
新
鮮
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
私
を
詩
に
お
も
む
か

せ
た
一
つ
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。（
「
沈
黙
す
る
た
め
の
言
葉
」
）

こ
の
引
用
文
か
ら
分
か
る
の
は
、
石
原
に
お
い
て
、
第
一
に
こ
と
ば
が
「
日
常
」
の
次
元
と
「
切

迫
し
た
」
次
元
と
の
、
二
つ
の
次
元
に
分
け
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
日
本
語

と
い
う
母
語
の
追
体
験
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
に
、
こ
と
ば
の
次
元
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
他
者
と
の
理
解
の
（
不
）
可
能
性
で
あ

る
。
帰
国
直
後
、
お
そ
ら
く
最
も
彼
が
周
囲
の
人
に
心
情
的
な
理
解
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
時
期
に
、

そ
れ
を
日
常
の
こ
と
ば
で
即
座
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
自
ら
の
話
し
手
と
し
て
の

言
語
能
力
に
対
す
る
疑
惑
や
焦
燥
感
を
抱
か
せ
、
同
時
に
ま
た
、
自
ら
の
こ
と
ば
を
理
解
し
な
か
っ

た
他
者
へ
の
不
信
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
第
二
の
点
と
し
て
、
共
通
の
母
語
を
持
つ
者

同
士
の
間
で
、
そ
の
母
語
す
ら
も
お
互
い
を
つ
な
ぐ
役
を
殆
ど
果
た
さ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
は
非

常
に
重
い
。
あ
る
こ
と
ば
は
そ
れ
を
母
語
と
す
る
人
間
に
し
か
本
当
に
理
解
で
き
な
い
、
と
い
っ
た

こ
と
を
、
石
原
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
こ
と
ば
が
本
来
も
っ
て
い
る
宿
命
の
よ
う
な
も
の
」（
「
沈

黙
す
る
た
め
の
言
葉
」
）
と
捉
え
る
が
、「
日
本
人
の
中
で
お
互
い
に
話
し
て
い
る
日
本
語
が
、
同
じ

平
面
で
ま
じ
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
大
変
疑
問
」（
同
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
と
ば
を
介
す
る

人
間
関
係
へ
の
不
信
は
、
当
の
こ
と
ば
を
使
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
詩
人
で
あ
る
石
原
の
思
想
（
こ
の

「
思
想
」
も
言
語
化
し
た
も
の
を
扱
う
わ
け
だ
が
）
の
基
底
を
な
し
て
い
る
。

　

だ
が
今
は
ま
ず
引
用
中
の
「
日
本
に
帰
っ
て
来
た
直
後
は
、
た
く
さ
ん
の
も
の
が
自
分
の
内
部
に

う
っ
積
し
て
、
凝
縮
し
た
状
態
に
あ
っ
た
」
と
い
う
一
文
に
注
目
し
た
い
。
当
時
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
石
原
が
親
族
に
宛
て
た
書
簡
「
肉
親
へ
あ
て
た
手
紙

）
6
（

」
が
手
が
か
り
に
な
る
。
帰
国
後
の
彼
に

対
し
て
、
周
囲
の
地
縁
・
血
縁
関
係
者
は
「
け
じ
め
」（
同
）
を
要
求
し
た
。
彼
ら
は
石
原
に
、
思

想
上
の
詰
問
を
行
い
、
も
し
共
産
主
義
者
な
ら
ば
交
流
不
可
能
で
あ
る
と
宣
告
し
た
と
い
う
。
ま
た

両
親
を
既
に
亡
く
し
て
い
た
石
原
に
、
物
質
的
支
援
を
除
く
精
神
的
後
見
人
に
な
っ
て
や
っ
て
も
よ

い
と
恩
義
を
着
せ
る
よ
う
な
圧
力
的
態
度
を
示
し
、
祖
先
供
養
の
引
継
ぎ
も
強
要
し
た
と
い
う
。
彼

は
そ
の
よ
う
な
相
手
に
対
し
て
「
道
義
上
の
責
任
」（
同
）
を
問
い
返
す
。

こ
の
よ
う
な
生
活
（
収
容
所
で
の
生
活―

引
用
者
注
）
の
中
で
、
と
も
角
も
私
の
さ
さ
え
に

な
っ
た
の
は
、
私
は
決
し
て
〈
犯
罪
者
〉
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
い
ず
れ
は
誰
か
が
背
負
わ

さ
れ
る
順
番
に
な
っ
て
い
た
〈
戦
争
の
責
任
〉
を
と
も
角
も
自
分
が
背
負
っ
た
の
だ
と
い
う
意

識
で
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
と
だ
け
は
か
な
ら
ず
日
本
の
人
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
え

る
と
い
う
一
種
の
安
心
感
で
し
た
。（
…
）
／
し
か
し
（
…
）
次
第
に
は
っ
き
り
し
て
き
た
こ

と
は
、
私
た
ち
が
果
し
た
と
思
っ
て
い
る
〈
責
任
〉
と
か
〈
義
務
〉
と
か
を
認
め
る
よ
う
な
人

は
誰
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。（
…
）
浅
薄
な
関
心
さ
え
も
ま
た
た
く
ま
に
消
え
去
っ

て
行
き
、
私
た
ち
は
も
う
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
、
無
視
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
す
。
／
と
こ
ろ
が
、

完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
た
私
た
ち
を
、
世
間
は
実
は
決
し
て
忘
れ
て
は
い
な
か
っ

た
（
…
）
ほ
と
ん
ど
の
人
が
〈
シ
ベ
リ
ヤ
帰
り
〉
と
い
う
た
だ
一
つ
の
条
件
で
、
い
っ
せ
い
に

あ
ら
ゆ
る
職
場
か
ら
し
め
出
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
す
。（
「
肉
親
へ
あ
て
た
手
紙
」
）

故
郷
で
あ
る
日
本
や
日
本
人
へ
の
期
待
に
よ
っ
て
、
最
も
苛
酷
な
抑
留
期
を
乗
り
越
え
た
石
原

は
、
し
か
し
帰
国
後
に
そ
の
期
待
を
世
間
か
ら
も
、
親
族
と
い
う
親
密
な
集
団
か
ら
も
裏
切
ら
れ
た
。

帰
国
後
の
一
連
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
石
原
は
絶
望
し
た
と
書
く
。
勿
論
当
時
の
社
会
的
な
状
況
を

２－２
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二
〇
〇
九
年

考
え
れ
ば
、
彼
に
限
ら
ず
戦
争
か
ら
帰
還
し
た
者
で
類
似
の
経
験
を
し
た
者
は
多
い
。
だ
が
ま
た
、

そ
れ
を
仕
方
の
な
い
こ
と
と
し
て
無
批
判
的
に
承
認
す
る
こ
と
は
、
隠
蔽
す
る
こ
と
に
等
し
い
。

石
原
は
先
の
引
用
に
お
い
て
、
旧
ソ
連
の
国
内
法
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
「
私
は

決
し
て
〈
犯
罪
者
〉
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
「
い
ず
れ
は
誰
か
が
背
負
わ
さ
れ

る
順
番
に
な
っ
て
い
た
〈
戦
争
の
責
任
〉
を
と
も
角
も
自
分
が
背
負
っ
た
の
だ
と
い
う
意
識
」
に
つ

い
て
も
述
べ
て
お
り
、
彼
が
戦
争
犯
罪
と
そ
の
罪
責
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

罪
責
意
識
と
は
既
述
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
内
的
な
問
い
直
し
」、
つ
ま
り
自
己
内
の
権
威
的
な
力

に
よ
る
自
己
の
審
議
で
あ
る
。
丸
山
眞
男
の
「
無
責
任
の
体
系
」
論
を
援
用
す
る
な
ら
、
戦
争
責
任

を
常
に
自
分
よ
り
上
位
者
に
あ
る
と
考
え
て
自
ら
は
責
任
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
人
々
は
、
そ
の
無
責

任
さ
に
お
い
て
戦
中
も
団
結
し
た
よ
う
に
、
戦
後
も
継
続
し
て
団
結
し
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、

個
人
の
責
任
や
義
務
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
者
（
こ
の
場
合
は
石
原
）
は
排
除
や
圧
力
を
か
け
ら
れ

る
。
他
者
に
そ
の
責
任
を
問
い
か
け
る
こ
と
な
ど
せ
ず
と
も
、
内
的
な
反
省
と
い
う
極
め
て
個
人
的

な
振
る
舞
い
だ
け
で
、
十
分
に
共
同
体
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
理
由
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

石
原
の
日
本
帰
国
後
の
出
世
作
「
夜
の
招
待
」
を
、『
文
章
倶
楽
部
』
で
特
選
に
選
ん
だ
谷
川
俊

太
郎
は
、
の
ち
に
石
原
の
帰
国
後
の
肉
親
と
の
相
克
に
つ
い
て
触
れ
、
彼
に
つ
い
て
「
自
閉
症
的
に

自
分
を
閉
じ
た

）
7
（

」
所
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
閉
じ
た
」
自
分
と
は
、
日
常
の
こ
と
ば
で
人

に
理
解
さ
れ
た
い
と
い
う
欲
望
が
挫
折
し
、
内
側
へ
向
っ
た
状
態
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
思
い
通

り
に
な
ら
な
い
他
者
と
対
面
し
た
際
に
起
き
た
自
己
愛
的
憤
怒
は
、
そ
の
攻
撃
欲
求
を
対
面
相
手
に

向
け
る
こ
と
に
挫
折
し
、
対
象
を
自
己
へ
と
回
折
し
た
後
、
最
終
的
に
は
詩
の
創
作
衝
動
に
そ
の
姿

を
変
え
て
現
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
先
ず
は
、
そ
の
自
己
へ
の
回
折
を
見
て
い
こ
う
。

第
二
節　

自
己
へ―

不
信
の
関
係―

石
原
が
最
も
根
源
的
な
問
題
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
人
間
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ

ち
人
間
へ
の
不
信
と
孤
独
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

な
に
よ
り
も
私
は
、
墳
墓
と
儀
式
、
お
よ
び
排
他
的
な
血
族
意
識
に
よ
っ
て
人
間
が
つ
な
が
り

あ
い
、
か
か
わ
り
あ
う
と
い
う
こ
と
に
強
い
不
安
と
危
機
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
行
き
ま
せ

ん
。（
…
）
こ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
の
内
部
で
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
が
ら
は
「
誰
を
誰
の
上

に
置
く
か
」
と
い
う
格
式
の
問
題
で
あ
り
、「
誰
と
誰
が
組
ん
で
誰
に
当
る
か
」
と
い
う
党
派
0

0

意
識
0

0

の
問
題
で
あ
り
、「
誰
が
誰
に
与
え
た
か
」
と
い
う
恩
義
の
量

0

0

0

0

の
問
題
で
す
。
お
お
よ
そ
、

人
間
の
存
否
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
は
、
そ
こ
で
は
永
久
に
押
し
の
け
ら
れ
る
か
、
あ
る
い

は
ま
た
自
己
の
立
場
を
巧
妙
に
守
る
た
め
の
論
理
的
武
装
に
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か

も
こ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
の
底
を
流
れ
る
も
の
は
、
暗
い
怨
恨
と
誤
解
と
の
、
腐
食
的
な
進
行

だ
け
で
は
な
い
の
か
と
す
ら
考
え
ま
す
。
／
も
と
も
と
外
部
に
向
っ
て
結
束
す
る
目
的
を
持
つ

は
ず
の
血
族
的
な
結
び
つ
き
が
、
む
し
ろ
内
部
か
ら
逆
に
分
裂
し
て
い
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な

き
わ
め
て
感
性
的
な
、
あ
る
い
は
生
理
的
な
原
則
を
中
核
と
し
た
こ
と
か
ら
起
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。（
…
）
／
私
は
、
人
間
は
ど
ん
な
場
合
で
も
、
人
間
と
し
て
の
み
か
か
わ
り
あ

う
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
の
ば
あ
い
私
た
ち
を
結
び
つ
け
る
真
実
の
紐
帯
と
な
る
も
の

は
、
そ
の
相
互
間
の
安
易
な
直
接
的
な
理
解
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
深
い
孤
独
を
お
た
が
い

に
尊
重
し
あ
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
私
た
ち
は
人
間
と
し

て
全
く
切
り
は
な
さ
れ
た
状
態
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
全
体
の
上
に
深
い
連
帯
が
存
在

し
う
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
「
肉
親
へ
あ
て
た
手
紙
」、
傍
点
原
文
）

帰
国
後
の
出
来
事
は
石
原
の
人
間
不
信
を
強
め
、
日
本
語
と
い
う
こ
と
ば
に
彼
を
向
か
わ
せ
た

き
っ
か
け
に
な
っ
た
が
、
彼
の
人
間
不
信
そ
の
も
の
は
既
に
シ
ベ
リ
ア
に
い
た
頃
か
ら
あ
っ
た
。
引

用
文
に
は
、
問
題
の
本
質
が
単
な
る
血
族
関
係
に
で
は
な
く
、
外
部
・
内
部
と
い
う
集
団
の
あ
り
方

そ
の
も
の
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
集
団
は
内
対
外
と
い
う
対
立
を
成
立
基
盤
の
姿
勢
と
し

て
い
る
限
り
、
腐
食
し
崩
壊
す
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
「
連
帯
」
の
難
し
さ
に

直
面
す
る
度
、
信
頼
は
不
信
へ
と
転
じ
、
石
原
に
絶
望
を
語
ら
せ
る
と
と
も
に
ま
す
ま
す
自
己
の
内

面
へ
と
向
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
宗
教
的
な
救
済
の
次
元
に
ま
で
深
め
ら
れ
る
。

絶
望
し
や
す
い
人
間
と
、
容
易
に
絶
望
し
な
い
人
間
が
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

僕
は
、
自
己
へ
の
関
心
の
強
さ
が
、
そ
の
人
間
の
絶
望
へ
の
勾
配
を
決
定
す
る
の
だ
と
思
う
。

（
…
）
人
間
は
つ
ね
に
人
間
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
人
間
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
祝
福
と
絶
望
の
二
重
の
構
造
の
な
か
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

人
間
が
そ
れ
自
身
と
し
て
人
間
で
あ
る
こ
と
、
人
間
の
絶
望
の
も
っ
と
も
深
い
根
源
は
お
そ
ら

く
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
論
理
的
に
い
っ
て
も
、
き
わ
め
て
明
ら
か
な
帰
結
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
絶
望
は
人
間
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
存
在
形
式
な
の

だ
。（
９
・
９
）（
「
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
の
ノ
ー
ト

）
8
（

」
）

重
要
な
の
は
、
石
原
の
不
信
に
は
自
己
の
自
己
自
身
に
対
す
る
不
信
も
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
絶
望
は
、
そ
れ
が
絶
望
で
あ
る
か
ぎ
り
救
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
自
分
自
身
へ
の
信
頼

の
回
復
が
果
さ
れ
な
い
限
り
、
救
済
へ
の
期
待
と
そ
の
裏
切
り
と
い
う
循
環
か
ら
、
人
は
抜
け
出
せ

な
い
。
だ
が
、
彼
が
自
分
自
身
を
含
め
た
人
間
へ
の
不
信
と
裏
切
り
の
体
系
を
経
験
し
た
の
が
シ
ベ

リ
ア
な
ら
ば
、
そ
の
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
思
考
が
最
も
深
め
ら
れ
た
の
も
ま
た
シ
ベ
リ
ア
で
あ
っ

２－３
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石
原
吉
郎
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

た
。〈

す
な
わ
ち
最
も
よ
き
人
び
と
は
帰
っ
て
は
来
な
か
っ
た
〉。〈
夜
と
霧
〉
の
冒
頭
へ
フ
ラ
ン
ク

ル
が
さ
し
挿
ん
だ
こ
の
言
葉
を
、
か
つ
て
疼
く
よ
う
な
思
い
で
読
ん
だ
。
あ
る
い
は
、
こ
う
い

う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。〈
最
も
よ
き
私
自
身
も
帰
っ
て
は
来
な
か
っ
た
〉
と
。
今
な
お

私
が
異
常
な
ま
で
に
シ
ベ
リ
ヤ
に
執
着
す
る
理
由
は
、
た
だ
ひ
と
つ
そ
の
こ
と
に
よ
る
。
私
に

と
っ
て
人
間
と
自
由
と
は
、
た
だ
シ
ベ
リ
ヤ
に
し
か
存
在
し
な
い
（
も
っ
と
正
確
に
は
、
シ
ベ

リ
ヤ
の
強
制
収
容
所
に
し
か
存
在
し
な
い
）。
日
の
あ
け
く
れ
が
じ
か
に

0

0

0

不
条
理
で
あ
る
場
所

で
、
人
間
は
初
め
て
自
由
に
未
来
を
想
い
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
条
件
の
な
か
で

人
間
と
し
て
立
つ
の
で
は
な
く
、
直
接
に
人
間
と
し
て
う
ず
く
ま
る
場
所
。
そ
れ
が
私
に
と
っ

て
の
シ
ベ
リ
ヤ
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
所
で
じ
か
に
自
分
自
身
と
肩
を
ふ
れ
あ
っ
た

記
憶
が
、〈
人
間
で
あ
っ
た
〉
と
い
う
、
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
出
来
事
の
内
容
で
あ
る
。

（
「
三
つ
の
あ
と
が
き
」、
傍
点
原
文
）

石
原
に
と
っ
て
人
間
関
係
と
は
人
間
の
自
由
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
自
由
が
未
来
を
想
い
え
が
く

と
い
う
行
為
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
自
由
な
個
人
同
士
は
互
い
に
共
生
の
可
能

性
を
持
ち
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
に
等
し
い
。
今
日
の
未
来
は
明
日
で
あ
り
、
朝
を
迎
え
夜

に
な
り
ま
た
翌
朝
を
迎
え
る
、
と
い
う
日
の
明
け
暮
れ
自
体
は
、
不
条
理
で
も
な
ん
で
も
な
い
事
実

で
あ
る
。
不
条
理
と
い
う
の
は
、
そ
の
事
実
を
解
釈
す
る
人
間
の
問
題
だ
。
収
容
所
内
に
お
け
る
囚

人
の
生
活
は
、
起
床
時
間
か
ら
食
事
な
ど
殆
ど
全
て
の
こ
と
に
常
時
「
条
件
」
が
課
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
条
件
の
一
つ
一
つ
を
数
え
上
げ
、
他
人
と
比
較
し
な
が
ら
更
に
自
分
を
律
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
な
け
れ
ば
人
間
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
傲
慢
な
者
の
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
条
件
と
い
う
の
は
、

シ
ベ
リ
ア
の
強
制
収
容
所
で
は
な
く
と
も
、
誰
の
日
常
に
お
い
て
も
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
日
の

明
け
暮
れ
と
い
う
生
活
の
根
本
的
な
部
分
に
ま
で
不
条
理
な
ほ
ど
徹
底
的
に
行
き
渡
っ
て
い
る
場
所

で
な
お
、
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
る
者
を
人
間
と
見
な
せ
る
か
、
見
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
い
を
、

先
の
文
は
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
と
見
な
そ
う
と
し
て
い
る
相
手
は
、
他
の
誰
よ
り
も
自

分
自
身
で
あ
る
。
自
分
は
果
し
て
人
間
か
と
い
う
問
い
、
す
な
わ
ち
自
己
へ
の
関
心
は
、
石
原
に

と
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
喜
ば
し
い
形
で
は
行
わ
れ
な
い
。

引
用
の
「
人
間
で
あ
っ
た
」
と
い
う
過
去
形
の
文
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
石
原
に
と
っ
て
「
最

も
よ
き
」
人
間
と
し
て
の
彼
自
身
は
シ
ベ
リ
ア
で
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
先
の

文
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
収
容
所
と
い
う
「
直
接
に
人
間
と
し
て
う
ず
く
ま
る
」
場
所
に
お
い
て
、

人
間
は
ま
ず
そ
の
最
善
の
自
分
を
失
い
、
自
身
の
人
間
性
へ
の
疑
い
を
徐
々
に
深
め
て
い
き
、
最
終

的
に
と
に
か
く
自
分
は
人
間
（
で
あ
る
は
ず
）
だ
と
い
う
無
条
件
の
承
認
に
い
き
つ
か
ざ
る
を
得
な

い
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
の
無
条
件
の
承
認
と
い
う
の
は
、
日
本
思
想
研
究
に
お
け
る
「
自
覚
」、

す
な
わ
ち
主
客
未
分
の
直
感
と
反
省
的
意
識
と
を
統
一
し
た
人
間
存
在
と
い
う
問
題
に
も
通
じ
る

が
、
今
は
措
く
。
少
な
く
と
も
、「
自
覚
」
が
宗
教
的
な
安
心
の
境
地
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
絶
望
す
る
能
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
も
救
い
え
な
い

人
間
の
暗
さ
を
示
す
」（
「
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
の
ノ
ー
ト
」
）
と
い
う
石
原
の
「
承
認
」

は
、
安
易
に
同
一
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。

彼
が
人
間
関
係
に
お
い
て
「
道
義
上
の
責
任
」
を
問
う
時
、
そ
こ
に
は
他
者
に
対
す
る
責
任
の
み

な
ら
ず
、
自
ら
の
自
ら
に
対
す
る
責
任
が
含
ま
れ
て
い
る
。
収
容
所
か
ら
生
き
残
っ
た
こ
と
、
死
に

損
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
人
間
と
し
て
後
述
の
よ
う
に
「
堕
落
」
し
た
と
い
う

こ
と
の
責
任
で
あ
る
。
過
酷
な
時
空
間
を
生
き
の
び
る
に
は
環
境
へ
の
適
応
が
不
可
欠
だ
が
、
そ
の

適
応
が
彼
の
目
に
は
人
間
の
堕
落
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
映
っ
た
。

い
わ
ば
人
間
で
な
く
な
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
か
ら
、
さ
い
ご
ま
で
自
由
に
な
る
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た
人
た
ち
か
ら
淘
汰
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
／
適
応
と
は
「
生
き
の
こ
る
」
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
相
対
的
な
行
為
で
あ
っ
て
、
他
者
を
凌
い
で
生
き
る
、
他
者
の
死
を

凌
い
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
、
他
者
と
は
つ
い
に
「
凌
ぐ
べ
き
も
の
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
そ
の
後
の
環
境
で
も
う
い
ち
ど
承
認
し
な
お
さ
れ
、
や
が
て
〈
回
復

期
〉
の
混
乱
の
な
か
で
苦
い
検
証
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。（
「
強
制
さ
れ
た
日
常
か

ら
」
）

旧
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
た
日
本
人
が
、
入
ソ
直
後
の
一
九
四
六
年
か
ら
四
七
年
に
か
け
て
特
に
多
く

死
亡
し
た
（
石
原
の
語
で
は
「
淘
汰
さ
れ
た
」
）
と
い
う
記
録
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
右
の

引
用
は
、
そ
の
淘
汰
の
時
期
に
お
け
る
石
原
の
実
感
を
示
し
て
い
る
。
文
中
に
「
そ
の
後
の
環
境
」

と
あ
る
の
は
、
二
度
目
の
淘
汰
の
一
九
四
九
年
か
ら
五
〇
年
の
時
期
を
指
し
、
つ
ま
り
人
間
に
よ
る

人
間
の
淘
汰
と
い
う
出
来
事
が
一
回
限
り
の
特
殊
な
出
来
事
で
は
な
く
、
必
然
的
に
繰
り
返
さ
れ
る

出
来
事
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
帰
国
後
の
石
原
は
、
抑
留
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
か
に
政
治

的
人
道
的
に
非
道
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
一
切
告
発
す
る
こ
と
を
拒
む
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
。

そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
石
原
が
収
容
所
で
の
生
き
死
に
を

「
淘
汰
」
と
呼
び
、
淘
汰
さ
れ
た
の
が
「
人
間
で
な
く
な
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
か
ら
、
さ
い
ご
ま

で
自
由
に
な
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
た
ち
か
ら
」
だ
っ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
最
後
ま
で
生
き
の

び
た
者
は
人
間
で
な
い
と
い
う
解
釈
を
導
き
出
せ
る
が
、
彼
は
そ
う
明
言
す
る
の
を
避
け
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
収
容
所
生
活
に
お
け
る
非
人
間
性
の
告
発
は
、
そ
の
場
に
生

き
（
て
い
）
た
彼
自
身
の
非
人
間
性
、
す
な
わ
ち
自
分
が
人
間
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
め

２－４
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九
年

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
石
原
が
、
自
分
は
人
間
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
承
認
を
手
放
せ
な
い
の

な
ら
ば
、
先
の
告
発
は
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
彼
は
自
分
が
人
間
で
あ
り
続
け
た
と

い
う
承
認
を
事
実
と
し
て
選
ん
だ
が
、
そ
の
た
め
に
告
発
の
矛
先
は
外
部
で
は
な
く
自
ら
の
内
側
に

向
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
存
す
る
た
め
の
環
境
へ
の
適
応
を
、
人
間
な
ら
ば
と
る
べ
き
責

任
が
あ
る
は
ず
の
堕
落
だ
と
す
る
捉
え
方
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

堕
落
の
第
一
は
、
私
た
ち
に
対
す
る
非
人
間
的
な
処
遇
、
す
な
わ
ち
囚
人
た
る
地
位
へ
の
順
応
0

0

で
あ
る
。（
…
）
正
常
な
状
態
で
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
よ
う
の
な
い
処
遇
を
、
当
然
の
こ
と

と
し
て
私
た
ち
は
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
つ
て
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
は
、
し
だ

い
に
い
ぶ
か
し
い
も
の
に
変
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。（
…
）
／
堕
落
の
第
二
は
、
囚
人
の
あ
い

だ
で
の
救
い
よ
う
の
な
い
相
互
不
信
で
あ
る
。（
…
）
／
こ
の
よ
う
な
食
事
（
囚
人
同
士
が
食

事
を
奪
い
合
う
食
事―

引
用
者
注
）
が
さ
い
げ
ん
も
な
く
続
く
に
つ
れ
て
、
私
た
ち
は
、
人
間

と
は
最
終
的
に
一
人
の
規
模
で
、
許
し
が
た
く
生
命
を
犯
し
あ
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
確

信
に
近
い
も
の
に
到
達
す
る
。（
…
）
食
事
に
よ
っ
て
人
間
を
堕
落
さ
せ
る
制
度
を
、
よ
し
ん

ば
一
方
的
に
強
制
さ
れ
た
に
せ
よ
、
そ
の
強
制
に
さ
い
げ
ん
も
な
く
呼
応
し
た
こ
と
は
、
あ
く

ま
で
支
配
さ
れ
る
者
の
側
の
堕
落
で
あ
る
。（
「
強
制
さ
れ
た
日
常
か
ら
」
）

石
原
は
「
人
間
の
堕
落
は
、
た
だ
そ
の
精
神
に
の
み
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
肉
体
は
正
確
に
反

応
し
、
適
応
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
は
堕
落
で
は
な
い
」（
「
強
制
さ
れ
た
日
常
か

ら
」
）
と
い
う
。
ひ
と
は
人
間
で
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
議
論
以
前
に
、
生
物
と
し
て
生
存
し
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
条
件
は
肉
体
的
な
範
疇
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
肉
体
は
主
体
の
生
命
を

全
う
す
る
こ
と
の
み
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
石
原
が
肉
体
を
軽
ん
じ
た
の
で
は
な
く
て
、
逆

に
そ
の
強
靭
さ
を
信
頼
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
相
互
不
信
と
い
う
点
に
こ
そ
、
彼
が
人
間
の

堕
落
と
呼
ぶ
問
題
が
あ
る
。
次
に
、
そ
の
堕
落
に
よ
っ
て
人
が
陥
る
〈
失
語
〉
と
、
同
時
に
そ
こ
か

ら
の
回
復
が
石
原
に
は
ど
の
よ
う
に
果
た
さ
れ
た
か
を
考
え
る
。

第
三
節　

失
語
か
ら
沈
黙
へ―

こ
と
ば
の
奪
回―

石
原
よ
り
も
長
い
抑
留
を
経
験
し
た
内
村
剛
介
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。「
「
ニ
ン
ゲ
ン
。
こ
い

つ
ぁ
何
に
で
も
狎
れ
や
が
る
チ
キ
シ
ョ
ウ
だ
！
」
と
言
っ
て
の
け
る
シ
ベ
リ
ヤ
の
囚
人
た
ち
は
い
っ

た
い
何
を
見
、
何
を
感
じ
る
修
羅
で
あ
っ
た
か
。（
…
）
ニ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
失
語
の
状
態
は
抑
圧

下
に
あ
っ
て
よ
ほ
ど
人
間
の
品
位
に
ふ
さ
わ
し
い
。
／
こ
の
意
味
で
石
原
の
失
語
は
石
原
と
い
う
名

の
修
羅
に
と
っ
て
も
春
を
意
味
し
は
し
な
か
っ
た
か
。
彼
の
失
語
の
頂
点
が
「
抑
留
以
後　

帰
国
ま

で
」
を
経
て
そ
の
直
後
に
日
本
で
現
わ
れ
た
と
す
れ
ば
（
わ
た
し
に
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
）、

シ
ベ
リ
ヤ
よ
り
も
ジ
ャ
パ
ン
の
方
が
人
間
の
こ
と
ば
に
、
つ
ま
り
人
間
に
鈍
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う

）
9
（

」。
先
述
の
谷
川
と
同
様
、
内
村
が
石
原
の
帰
国
直
後
の
体
験
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い
る

こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
内
村
の
文
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
由
を
抑
圧
さ
れ
て
い
る
囚
人
だ
か
ら
こ
そ
こ

と
ば
に
お
け
る
人
間
の
品
位
と
関
わ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
関
わ
り
方
は
決
し
て
喜
ば

し
い
も
の
で
は
な
い
。
石
原
は
収
容
所
で
の
日
々
を
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

そ
の
と
き
の
私
に
は
す
で
に
、
持
続
す
べ
き
ど
の
よ
う
な
意
志
も
な
か
っ
た
。
一
日
が
一
日
で

あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
私
は
何
も
望
ま
な
か
っ
た
。
一
時
間
の
労
働
の
の
ち
十
分
だ
け
与
え
ら
れ

る
休
憩
の
あ
い
だ
、
ほ
と
ん
ど
身
う
ご
き
も
せ
ず
、
河
の
ほ
と
り
へ
う
ず
く
ま
る
の
が
私
の
習

慣
と
な
っ
た
。（
…
）
／
そ
の
と
き
の
私
を
支
配
し
て
い
た
も
の
は
、
た
だ
確
固
た
る
無
関
心

で
あ
っ
た
。（
…
）
だ
が
こ
の
無
関
心
、
こ
の
無
関
心
が
い
か
に
さ
さ
や
か
で
や
さ
し
く
、
あ

た
た
か
な
仕
草
で
す
べ
て
を
さ
さ
え
て
い
た
か
。
私
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
予
想
も
し

な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
そ
れ
が
、
あ
る
危
険
な
徴
候
、
存
在
の
放
棄
の
始
ま
り
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
、
ず
っ
と
の
ち
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
私
の
生
涯
の
す
べ
て
は
、

そ
の
河
の
ほ
と
り
で
一
時
間
ご
と
に
十
分
ず
つ
、
猿
の
よ
う
に
す
わ
り
こ
ん
で
い
た
私
自
身
の

姿
に
要
約
さ
れ
る
。（
…
）
私
は
こ
の
原
点
か
ら
、
ど
ん
な
未
来
も
、
結
論
も
引
き
出
す
こ
と

を
私
に
禁
ず
る
。
失
語
の
果
て
に
原
点
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
す
べ
て
だ
か
ら
だ
。

（
「
沈
黙
と
失
語
」
）

失
語
と
い
う
の
は
単
に
語
が
無
い
の
で
は
な
い
。
右
の
文
に
続
け
て
、
石
原
は
失
語
を
現
実
の
生

活
に
お
い
て
言
葉
が
無
力
と
な
る
こ
と
だ
と
述
べ
る
。
こ
と
ば
に
力
が
無
い
の
は
、
力
の
あ
る
必
要

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
ば
が
人
に
と
っ
て
力
あ
る
も
の
と
し
て
は
た
ら
く
場
合
、
す
な
わ
ち

こ
と
ば
が
使
わ
れ
る
の
は
自
分
と
相
手
と
の
距
離
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
自
他
の
境
界
が
無
い
時

に
こ
と
ば
は
不
要
と
な
る
。
収
容
所
の
現
実
生
活
で
は
す
べ
て
均
等
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
条
件
や
そ

れ
に
対
す
る
「
反
応
も
発
想
も
、
行
動
す
ら
も
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
で
あ
っ
た
」（
「
沈
黙
と
失
語
」
）。

そ
の
よ
う
に
完
全
に
現
実
が
共
有
さ
れ
て
い
る
時
、
何
か
を
語
る
目
的
、
理
由
、
必
要
の
す
べ
て
が

な
い
。
収
容
所
に
お
け
る
現
実
で
は
、
食
事
と
い
う
生
物
と
し
て
根
本
的
な
営
み
か
ら
し
て
、
均
等

さ
が
共
有
さ
れ
る
。
石
原
が
抑
留
一
年
目
に
入
っ
た
収
容
所
で
は
、
食
器
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、

囚
人
た
ち
は
二
人
一
組
と
な
っ
て
一
つ
の
飯
盒
に
二
人
分
の
食
事
を
入
れ
て
渡
さ
れ
た
。
や
が
て
囚

人
た
ち
は
缶
詰
の
空
き
缶
を
二
つ
用
意
し
、
食
べ
る
際
に
飯
盒
か
ら
盛
り
分
け
て
食
べ
る
と
い
う
方

法
を
考
え
出
す
の
だ
が
、
そ
の
際
分
配
さ
れ
る
者
は
分
配
す
る
者
の
一
匙
の
動
き
も
見
逃
さ
ぬ
よ
う

相
手
の
手
元
を
凝
視
し
監
視
す
る
の
だ
と
い
う
。
目
を
離
す
と
そ
の
隙
に
相
手
は
絶
対
に
自
分
よ
り

２－５
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石
原
吉
郎
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

も
多
く
食
事
を
盛
ろ
う
と
不
正
を
す
る
か
ら
で
あ
る
（
「
あ
る
〈
共
生
〉
の
経
験
か
ら
」
）。
絶
対
に
、

と
い
え
る
理
由
は
、
自
分
が
相
手
な
ら
絶
対
に
そ
う
す
る
と
い
う
確
信
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

こ
と
ば
の
不
要
な
完
全
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と
、
ま
る
で
理
想
的
な
幸
福
で
あ
る

か
の
よ
う
に
語
ら
れ
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
唯
一
絶
対
者
と
の
一
体
感
に
お
け
る
恍
惚
状
態
と
し
て

述
べ
ら
れ
る
、
宗
教
的
な
神
秘
体
験
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
石
原
の
記
述
に
お
い
て
、
そ

の
理
想
の
世
界
は
、
完
全
な
る
不
信
の
果
て
の
安
定
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

私
た
ち
の
間
の
共
生
は
、
こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
や
困
惑
を
く
り
返
し
な
が
ら
、
徐
々

に
制
度
化
さ
れ
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
、
人
間
を
憎
み
な
が
ら
、
な
お
こ
れ
と
強
引
に
か
か
わ
っ

て
行
こ
う
と
す
る
意
志
の
定
着
化
の
過
程
で
あ
る
。（
…
）
た
と
え
ば
、
例
の
食
事
の
分
配
を

通
じ
て
、
私
た
ち
を
さ
い
ご
ま
で
支
配
し
た
の
は
、
人
間
に
対
す
る
（
自
分
自
身
を
含
め
て
）

つ
よ
い
不
信
感
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
人
間
は
す
べ
て
自
分
の
生
命
に
対
す
る
直
接
の
脅
威

と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
不
信
感
こ
そ
が
、
人
間
を
共
存
さ
せ
る
強
い
紐
帯
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
0

0

こ
と
を
、
私
た
ち
は
じ
つ
に
長
い
期
間
を
経
て
ま
な
び
と
っ
た
の
で
あ
る
。（
「
あ
る
〈
共

生
〉
の
経
験
か
ら
」、
傍
点
原
文
）

　

こ
こ
で
不
信
感
と
並
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
無
関
心
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
囚
人
た

ち
は
、
労
働
お
よ
び
睡
眠
の
時
間
に
は
協
力
し
、
食
事
の
時
間
に
は
敵
対
す
る
。
そ
れ
は
不
信
感
を

抱
き
な
が
ら
の
共
生
の
一
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
生
存
の
最
低
限
の
条
件
に
か
か
わ
ら
な
い

時
間
は
お
互
い
無
関
心
に
過
ご
す
と
い
う
。
こ
の
不
信
感
と
無
関
心
に
つ
い
て
、
芹
沢
俊
介
は
「
人

間
は
自
然
に
対
し
「
不
信
感
」
を
い
だ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
は
受
け
入
れ
、
格
闘
し
、
無
化

す
べ
き
対
象
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
不
信
感
」
の
対
象
で
は
な
い
。「
不
信
感
」
を
い
だ
く
の
は
、

相
手
が
人
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
各
自
は
お
た
が
い
を
「
無
関
心
」
と
い
う
態
度
に
よ
っ
て
自
然
化
し

つ
く
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
人
間
が
突
出
し
て
、「
無

関
心
」
の
破
棄
を
せ
ま
る
。
そ
こ
か
ら
と
は
、
食
事
、
労
働
条
件
、
睡
眠
と
い
う
生
存
の
最
後
で
最

初
の
条
件
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
み
囚
人
は
「
人
間
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

）
10
（

」
と
、

両
者
の
微
妙
な
差
異
を
考
察
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
人
間
」
が
、
た
と
え
奪
い
合
う
存
在
を
意
味
す

る
と
し
て
も
、
人
間
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

す
べ
て
の
出
来
事
は
、
た
だ
私
一
人
の
出
来
事
と
し
て
、
周
囲
の
完
全
な
無
関
心
の
な
か
で
起

り
、
そ
し
て
終
っ
た
。
ま
た
し
て
も
私
は
不
用
意
に
生
き
の
び
た
。
そ
れ
が
、
そ
の
事
件
が
私

に
た
い
し
て
も
つ
こ
と
の
で
き
た
す
べ
て
の
意
味
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
意
志
で
み
ず
か
ら
を

決
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
お
よ
そ
そ
の
と
き
か
ら
私
は
断
念
し
た
。（
「
オ
ギ
ー
タ
」
）

「
み
ず
か
ら
の
意
志
で
み
ず
か
ら
を
決
定
す
る
」
こ
と
へ
の
断
念
と
は
、
つ
ま
り
決
定
で
き
る
は

ず
だ
と
い
う
前
提
意
識
や
根
拠
の
な
い
期
待
を
持
つ
こ
と
へ
の
断
念
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
断
念
を
何
度
も
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
現
実
の
苦
が
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
先
の
「
人
間
を
憎
み
な
が
ら
、
な
お
こ
れ
と
強
引
に
か
か
わ
っ
て
行
こ
う
と
す

る
意
志
」
す
ら
、
そ
の
根
拠
を
自
ら
担
い
得
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
無
責
任
性
が
人
間

を
失
語
た
ら
し
め
る
。
帰
国
後
に
石
原
が
郷
里
で
体
験
し
た
こ
と
も
、
一
人
の
こ
と
ば
を
無
化
し
よ

う
と
す
る
暴
力
的
な
は
た
ら
き
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
同
一
線
上
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
え
る
。

で
は
、
こ
の
失
語
か
ら
こ
と
ば
が
回
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
収
容
所
の
監
視
兵

に
殺
害
さ
れ
た
あ
る
囚
人
の
死
に
直
面
し
た
時
に
、
そ
の
契
機
が
お
と
ず
れ
た
と
石
原
は
い
う
。

監
視
兵
の
こ
の
殺
意
は
、
あ
き
ら
か
に
私
の
内
部
に
反
応
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
私
は
私
の
内
部

で
、
出
口
を
求
め
て
い
っ
せ
い
に
せ
め
ぎ
あ
う
、
言
葉
に
な
ら
な
い
言
葉
に
不
意
に
つ
き
と
ば

さ
れ
た
。
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
言
葉
で
あ
っ
た
。（
「
沈
黙
と
失
語
」
）

そ
れ
ま
で
有
機
体
と
し
て
周
囲
の
環
境
に
適
応
し
て
い
た
だ
け
の
生
は
、
監
視
兵
の
殺
意
に
よ
っ

て
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
転
し
て
他
者
の
承
認
を
必
要
と
す
る
人
間
の
生
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
純
粋
な
有
機
体
と
し
て
の
生
は
、
そ
れ
自
身
の
み
で
意
味
を
も
つ
こ

と
は
な
い
。
意
味
は
他
者
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
他
者
か
ら

与
え
ら
れ
る
。
意
味
は
具
体
的
な
こ
と
ば
の
形
を
取
る
以
前
に
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
言
葉
に
な
ら
な
い
言
葉
に
不
意
に
つ
き
と
ば
さ
れ
た
」
と
い
う
の
は
、
石
原
が
、
意
味
そ
の
も
の

を
、
激
し
い
衝
撃
と
と
も
に
目
の
前
の
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

他
者
と
は
監
視
兵
と
死
ん
だ
囚
人
の
ど
ち
ら
か
一
人
を
指
す
の
で
は
な
い
。
ひ
と
り
の
囚
人
で

あ
っ
た
石
原
に
と
っ
て
、
そ
の
場
の
監
視
兵
の
殺
意
の
対
象
が
自
分
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
認
識
が
起
こ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
者
が
自
分
の
代
わ
り
に
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
自
分
の
代
わ
り
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
自
分
が
殺
し
た
と
い
う
こ
と
に

も
な
る
。
死
ん
だ
囚
人
も
私
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
監
視
兵
も
ま
た
こ
の
私
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
実
に
は
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
不
可
逆
性
が
あ
る
。

殺
人
と
い
う
場
面
で
し
か
人
と
し
て
の
生
死
の
意
味
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
石
原
に
と
っ

て
悲
劇
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
た
意
味
が
、
具
体
的
な
表
現
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
ば
と
な
り
得
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
追
お
う
。

第
四
節　

告
発
と
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム―

詩
の
源
泉
に
あ
る
も
の―

不
信
は
、
そ
の
裏
に
信
と
い
う
関
係
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
る
。
例
え
ば
道
端
の
小
石
に
対
し
て
、
私

２－６
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た
ち
は
信
や
不
信
の
表
明
を
す
る
こ
と
は
な
い
。
無
関
心
な
対
象
に
は
信
不
信
の
関
係
は
起
ら
な
い

し
、
そ
れ
を
問
う
意
味
は
ま
ず
な
い
。
問
う
の
は
自
他
の
存
否
を
か
け
る
相
手
の
場
合
で
あ
り
、
要

す
る
に
死
に
直
面
し
た
時
で
あ
る
。
不
信
に
よ
っ
て
行
き
着
い
た
失
語
0

0

の
状
態
は
、
死
に
よ
っ
て
沈0

黙0

へ
と
転
換
す
る
。
こ
と
ば
が
無
意
味
か
ら
意
味
へ
と
転
換
す
る
そ
の
時
に
、
一
人
の
人
間
が
最
初

に
求
め
、
か
つ
最
後
ま
で
残
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
ふ
さ
わ
し
い
そ
の
こ
と
ば
は
、
名
ま
え
だ
ろ
う
。

私
は
、
無
名
戦
士
と
い
う
名
称
に
、
い
き
ど
お
り
に
似
た
反
撥
を
お
ぼ
え
る
。
無
名
と
い
う
名

称
が
あ
り
う
る
は
ず
は
な
い
。
倒
れ
た
兵
士
の
一
人
一
人
に
は
、
確
か
な
名
称
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。（
「
確
認
さ
れ
な
い
死
の
な
か
で
」
）

人
の
名
と
い
う
固
有
名
詞
は
き
わ
め
て
社
会
的
な
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
の
名
づ
け
に
お
い
て
既
に

何
か
し
ら
の
歴
史
的
・
社
会
的
な
制
約
が
働
い
て
い
る
。
社
会
的
な
背
景
は
情
報
0

0

で
あ
る
が
、
そ
の

固
有
名
詞
の
意
味
0

0

で
は
な
い
。
だ
が
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
社
会
的
な
背
景
を
与
え
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、

人
は
名
ま
え
を
欲
す
る
こ
と
も
あ
る
。
石
原
が
「
一
人
の
死
者
の
名
が
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
述
べ
る
の
も
、
そ
う
し
た
名
ま
え
の
も
つ
社
会
性
が
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
右
の

よ
う
に
憤
り
な
が
ら
、
石
原
も
ま
た
す
べ
て
の
死
者
の
名
を
呼
べ
る
は
ず
も
な
い
。
ま
さ
し
く
そ
こ

に
、
彼
が
告
発
を
自
ら
断
念
し
た
理
由
の
一
つ
が
あ
る
だ
ろ
う
。

帰
国
後
の
被
抑
留
者
に
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
や
旧
ソ
連
へ
の
非
難
、
日
本
政
府
に
対
す
る
賠
償
請
求

等
の
告
発
を
行
う
人
々
も
い
る
が
、
彼
は
告
発
し
な
い
と
い
う
自
ら
の
態
度
を
表
明
し
て
い
た
。

告
発
し
な
い
と
い
う
決
意
に
よ
っ
て
、
詩
に
近
づ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
、
今

い
っ
た
詩
を
選
ん
だ
動
機
に
、
あ
る
意
味
で
は
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。（
…
）
人
間
は
告
発

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
立
場
を
最
終
的
に
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
私
の
一

貫
し
た
考
え
方
で
す
。（
「
沈
黙
す
る
た
め
の
言
葉
」
）

石
原
に
よ
れ
ば
、
囚
人
た
ち
は
収
容
所
か
ら
解
放
さ
れ
る
頃
、「
お
な
じ
釜
の
め
し
を
食
っ
た
」

こ
と
を
理
由
に
「
た
が
い
に
生
命
を
お
か
し
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
確
認
を
一
挙
に
省
略
し
」
て
、

「
不
自
然
な
寛
容
」
で
も
っ
て
「
一
方
的
な
被
害
者
の
集
団
」
と
し
て
連
帯
し
た
（
「
強
制
さ
れ
た

日
常
か
ら
」
）。
そ
し
て
帰
国
後
は
死
ん
だ
同
朋
達
へ
の
責
任
も
不
問
に
処
し
た
（
名
前
を
問
わ
な

か
っ
た
）。
こ
の
無
責
任
な
自
己
の
不
在
性
と
死
者
の
忘
却
は
、
石
原
に
と
っ
て
人
間
の
在
り
方
で

は
な
い
。
だ
が
ま
た
、
こ
の
厳
格
さ
が
彼
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
落
し
穴
に
も
な
り
得
る
。
石
原
は
自

ら
を
被
害
者
と
み
な
す
こ
と
も
他
人
を
告
発
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
告
発
す
る
者
を
非
難
す
る

こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
実
の
と
こ
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
弱
さ
は
許
せ
る
が
、
自
分
の
弱
さ

だ
け
は
許
せ
な
い
と
い
う
二
重
基
準
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
告
発
し
な
い
と
い
う
姿
勢
を
自
分
自
身

に
の
み
求
め
、
そ
れ
を
他
の
人
々
に
問
わ
な
い
こ
と
は
、
一
歩
誤
る
と
、
他
人
は
関
係
な
い
け
れ

ど
も
自
分
だ
け
は
優
れ
た
在
り
方
を
し
て
い
た
い
と
い
う
、
自
己
愛
的
な
優
生
思
想
に
な
り
か
ね
な

い
。集

団
は
、
そ
の
成
立
の
基
盤
に
、
内
部
対
外
部
と
い
う
対
立
を
有
し
て
い
る
限
り
、
最
後
は
腐
食

し
崩
壊
す
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
石
原
を
、
吉
本
隆
明
は
「
国
家
と
か
社
会
と
か
、

共
同
の
も
の
に
対
す
る
防
備
が
何
に
も
な
い

）
11
（

」
と
評
し
た
。
し
か
し
石
原
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
国

家
や
社
会
ど
こ
ろ
か
個
人
に
対
し
て
す
ら
防
備
し
た
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
腐
食
と
崩
壊
を
避
け
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
法
は
対
立
し
な
い
、
防
備
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
方
法
を

自
己
に
の
み
求
め
る
な
ら
ば
、
先
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
優
生
思
想
に
陥
る
。

こ
の
詩
に
よ
っ
て
何
が
書
き
た
い
か
と
い
う
立
場
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
何

が
書
き
た
く
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
必
要
が
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
詩
を

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
終
局
的
に
か
く
し
ぬ
こ
う
と
す
る
も
の
、
そ
れ
が
本
当
は
詩
に
と
っ
て

一
番
大
事
な
も
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
告
発
し
な
い
と
い
う
態
度
も
そ
こ
に
つ
な
が
っ
て

い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。（
「
沈
黙
す
る
た
め
の
言
葉
」
）

被
害
者
対
加
害
者
と
い
う
告
発
を
書
き
た
い
と
い
う
欲
望
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
欲
望
に
屈

す
る
こ
と
は
自
分
に
だ
け
は
で
き
な
い
。
全
て
の
死
者
た
ち
の
名
は
書
き
た
く
て
も
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
何
も
書
か
ず
に
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
の
「
位
置
」
と
い
う

詩
は
、「
勇
敢
な
男
た
ち
」
へ
の
「
君
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
背
後
に
、
書
き
た
く
て
も
書
け
な
い

死
者
た
ち
の
名
を
込
め
て
書
か
れ
た
詩
だ
ろ
う
。
散
文
的
な
思
考
を
す
る
以
前
に
、
詩
の
こ
と
ば
に

よ
っ
て
、
石
原
は
自
ら
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
倫
理
観
と
を
せ
め
ぎ
あ
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
ま
た
、
こ
と
ば
を
つ
か
い
、
詩
を
創
る
全
て
の
も
の
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

今
回
の
論
文
で
は
、
石
原
の
詩
が
書
か
れ
た
必
然
性
を
、
そ
の
「
内
的
な
問
い
直
し
」
で
あ
る
散

文
作
品
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
具
体
的
な
詩
の
分
析
は
、
結
論
部
分
で
再
び
取
り
上
げ
た

「
位
置
」
を
は
じ
め
、
今
後
行
う
課
題
で
あ
る
。

注

（
１
）　

鶴
見
俊
輔
『
戦
時
期
日
本
の
精
神
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
。

（
２
）　

た
だ
し
石
原
の
詩
を
シ
ベ
リ
ア
抑
留
と
の
み
関
連
し
て
論
じ
る
こ
と
は
、
松
田
幸
雄
「
シ
ベ
リ
ヤ
の
意
味―

石
原
吉
郎
論―

」（
『
詩
学
』
一
九
六
四
・
四
）
な
ど
、
早
く
か
ら
批
判
が
出
て
い
る
。

２－７



小
濵　

石
原
吉
郎
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム

（
３
）　

石
原
の
作
品
の
引
用
は
『
石
原
吉
郎
全
集
』
全
三
巻
、
花
神
社
、
一
九
七
九―

一
九
八
〇
に
よ
る
。

（
４
）　

内
村
剛
介
「
拠
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
七
八
・
三
。

（
５
）　

清
水
昶
「
サ
ン
チ
ョ
パ
ン
サ
の
帰
郷
」『
石
原
吉
郎
詩
集
』
現
代
詩
文
庫
26
、
思
潮
社
、
一
九
六
九
（
解
説
部
分
）。

（
６
）　

一
九
五
九
年
十
月
二
九
日
付
け
で
弟
の
石
原
健
二
へ
送
ら
れ
た
書
簡
が
、
一
九
六
七
年
に
作
品
と
し
て
発
表

さ
れ
、
若
干
の
訂
正
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
。

（
７
）　

「
詩
の
象
徴
性
と
生
存
感
覚　

〈
断
念
〉
と
〈
拒
絶
〉
の
構
造
」（
『
現
代
詩
読
本
２
石
原
吉
郎
』
思
潮
社
、

一
九
七
八
、
収
録
）。
た
だ
し
思
想
を
個
人
の
体
験
へ
と
還
元
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
単
な
る
実
感
主
義
と
し
て
同

じ
体
験
を
し
得
な
い
他
者
の
排
除
と
な
る
。

（
８
）　

今
回
は
触
れ
な
い
が
、
石
原
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

（
９
）　

内
村
剛
介
「
ロ
シ
ヤ
へ
の
た
く
ま
ざ
る
傾
斜
」『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
七
八
・
六
。

（
10
）　

芹
沢
俊
介
「
〈
単
独
者
〉
の
自
由
と
そ
の
限
界
」（
前
掲
『
現
代
詩
読
本
２
』
収
録
）。

（
11
）　

鮎
川
信
夫
・
吉
本
隆
明
「
石
原
吉
郎
の
死
」『
磁
場
』
一
九
七
八
・
春
季
。
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ISHIHARA Yoshiro’ s Narcissism

: Origin of Poesy

OBAMA Seiko

abstract

After the defeat of Japan, ISHIHARA Yoshiro (1915-77) was detained for 8 years in Siberia, and 

returned by amnesty with the Stalin death in 1953. It is generally said that Ishihara's poesies treat the 

motif of experiences in Siberia. He had the theme that runs through on all his poesies. The theme is 
‘coexistence’ or ‘solitude’.

In the 1970's, he published his works not only by poetry but also in prose. Many prose works are 

reflection of memories in Siberian camp, incidents after his return to Japan, and comments on his 

works. He remarked “ It takes about 15 years till I began to write in prose. For the period of such 

years, I have internalized my external experiences and established my subject that should deserve to 

ask. That is, I made trial and error”. (‘About “Nostalgia and Seas”’)

The style and the matter are not separable but united elements. Poetry is extraordinary style of 

language. Prose is ordinary style. In Ishihara's works, how can we trace his experiences which unite 

those two styles? Can we find the origin of his poetic energy?

This paper reveals his narcissism as the creative energy for poesies. 

Keywords：ISHIHARA Yoshiro, Narcissism, extra/ordinary language, Siberian detention
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