
わ
た
く
し
は
、
本
書
の
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い

て
、
ぜ
ひ
一
ぺ
ん
目
を
通
し
た
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。

そ
こ
に
は
多
く
の
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
ち
が

い
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
手
に

と
っ
て
見
て
、
び
っ
く
り
し
た
。
こ
れ
は
と
て
も
読

め
た
本
で
は
な
い
し
へ
ま
た
、
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
本

だ
と
。
つ
ま
り
通
読
し
て
論
の
は
こ
び
に
教
え
ら
れ

た
り
、
感
心
し
た
り
す
る
て
い
の
本
で
は
な
い
。
通

読
す
る
に
は
た
い
へ
ん
な
忍
耐
が
い
る
し
、
さ
て
そ

の
ま
ま
で
は
何
も
得
る
所
の
な
い
読
書
に
な
っ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
中
世
の
和
歌
を
研
究
す
る

者
だ
け
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
中
世
の
文
芸
を
研
究
す

る
者
は
、
こ
の
著
述
に
目
を
通
さ
な
い
わ
け
に
は
い

か
ぬ
だ
ろ
う
。
「
中
世
文
学
を
研
究
し
よ
う
と
す
る

も
の
に
は
、
必
ず
い
つ
か
は
誰
か
が
一
度
は
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
、
基
礎
的
な
作
業
な
の

で
あ
る
」
と
伊
地
知
氏
は
そ
の
序
で
述
べ
て
い
る
。

書
評井

上
宗
雄
著

「
中
世
歌
壇
史
の
研
究
室
町
前
期
」

,砂
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本
書
は
そ
う
い
う
作
業
の
成
果
な
の
だ
か
ら
。

本
書
の
性
格
は
前
記
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
わ
た

く
し
に
は
本
書
を
評
論
す
る
資
格
は
な
い
。
た
だ
習

う
こ
と
が
あ
る
ば
か
り
だ
。
そ
こ
で
ま
ず
一
応
の
内

容
紹
介
を
試
み
て
お
き
た
い
。

「
序
章
に
お
い
て
鎌
倉
時
代
、
南
北
朝
時
代
の
歌

壇
史
を
素
描
」
す
る
。
こ
れ
は
ま
ず
導
入
だ
。
こ
こ

に
す
で
に
著
者
の
文
献
実
証
主
義
が
濃
厚
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
つ
い
で
、
「
第
一
章
か
ら
第
八
章
ま
で

は
、
明
徳
末
か
ら
長
享
、
延
徳
に
至
る
ほ
ぼ
一
世
紀

の
歌
壇
を
、
八
期
に
分
け
て
叙
述
す
る
」
。
そ
の
態

度
は
「
資
料
に
即
し
て
述
べ
る
事
を
原
則
と
し
、
典

拠
ぱ
い
ち
い
ち
記
す
よ
う
に
つ
と
め
た
」
と
あ
る
。

第
一
章
は
応
永
初
期
の
歌
壇
。
宮
廷
、
公
家
の
歌

壇
、
伏
見
殿
歌
会
、
今
川
了
俊
と
冷
泉
家
が
扱
わ
れ

る
。
な
お
、
伏
見
殿
歌
会
は
以
下
第
五
章
に
至
る
ま

で
扱
わ
れ
て
い
る
。

岡
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第
二
章
は
応
永
中
期
の
歌
壇
。
冷
泉
為
尹
と
今
川

了
俊
が
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
に
後
小
松
院
歌
壇
、
公

家
歌
人
が
扱
わ
れ
る
。

第
三
章
は
応
永
末
期
の
歌
壇
。
宮
廷
・
公
家
の
歌

壇
・
宋
雅
・
雅
世
父
子
も
扱
わ
れ
る
が
、
地
下
歌
人

の
進
出
、
耕
雲
明
魏
、
正
徹
、
今
川
範
政
が
特
に
取

り
あ
げ
ら
れ
る
。
隠
者
に
つ
い
て
の
論
も
あ
る
。
な

お
、
正
徹
は
以
下
第
五
章
に
至
る
ま
で
扱
わ
れ
る
。

第
四
章
は
永
享
期
歌
壇
。
公
武
歌
壇
、
新
続
古
今

集
の
撰
集
、
撰
進
、
冷
泉
家
の
衰
退
。
新
続
古
今
が

め
だ
つ
。

第
五
章
は
文
安
・
宝
徳
期
の
歌
壇
。
宮
廷
・
公
家

の
歌
壇
、
武
家
歌
壇
。
一
条
兼
良
が
大
き
い
存
在
。

第
六
章
は
寛
正
期
の
歌
壇
。
宮
廷
・
武
家
歌
壇
の

ほ
か
、
勅
撰
和
歌
集
の
企
画
、
隠
者
歌
人
、
そ
れ
に

地
方
歌
人
の
動
向
が
扱
わ
れ
る
。
東
常
縁
、
木
戸
孝

範
の
名
が
現
わ
れ
る
。
勅
撰
和
歌
集
は
飛
烏
井
雅
親

の
撰
で
中
絶
。

第
七
章
は
文
明
前
期
の
歌
壇
。
京
洛
歌
壇
と
地
方

歌
壇
、
隠
者
歌
人
と
に
大
別
。
京
洛
で
は
一
条
兼
良
、

地
方
で
は
斎
藤
妙
椿
、
蒲
生
智
閖
、
大
内
政
弘
、
太

田
道
灌
、
隠
者
で
は
正
広
、
心
敬
の
名
が
見
え
る
。

そ
れ
に
東
常
縁
と
宗
祇
が
特
記
さ
れ
る
。

第
八
章
は
文
明
後
期
の
歌
壇
。
↑
宮
廷
歌
会
。
歌
道

三
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範
家
、
公
家
歌
人
。
足
利
義
尚
、
義
政
を
中
心
と

し
て
幕
府
歌
壇
、
武
家
歌
人
。
地
方
歌
壇
、
隠
者
歌

人
。
こ
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
義
尚
と
宗
祇
と

は
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
。

以
上
が
本
文
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
き
た
だ
け
で
‘
も
歌
壇
の
流

れ
は
、
ほ
の
見
え
る
。
宮
廷
か
ら
武
家
へ
、
隠
者
・

地
方
歌
壇
へ
の
ひ
ろ
が
り
工
合
が
で
あ
る
。

伊
地
知
氏
は
序
で
「
本
書
の
う
ち
、
と
く
に
著
し

い
と
思
は
れ
る
こ
と
は
、
室
町
前
期
の
禁
裏
、
幕
府

等
の
公
武
間
に
行
は
れ
た
月
次
、
点
取
、
著
到
、
続

歌
御
会
等
に
お
け
る
危
大
な
和
歌
群
の
整
理
で
あ

り
」
云
食
と
い
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り

で
、
前
人
未
踏
の
地
へ
踏
み
こ
ん
で
の
業
績
で
あ
ろ

う
。
ま
た
氏
は
つ
い
で
「
ま
た
慕
景
集
異
本
の
調
査
。

ま
た
は
、
‐
「
為
家
卿
和
歌
書
」
．
禅
御
説
」
「
歌
林
」

等
の
発
掘
で
あ
り
」
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
発
掘
で
あ

り
、
本
書
の
性
格
と
し
て
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く

取
り
あ
げ
ら
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
叙
述
と
し
て
は

い
ま
ひ
と
い
き
の
食
い
た
り
な
さ
が
あ
る
・
ま
た
氏

は
つ
い
で
「
一
方
に
は
義
尚
歌
壇
の
東
山
文
化
形
成

へ
の
史
的
意
義
や
兼
良
歌
学
の
系
統
、
正
徹
の
新
続

古
今
撰
集
当
時
の
立
場
、
東
常
縁
の
歌
壇
的
評
価
の

解
明
な
ど
、
鮮
烈
な
も
の
が
あ
る
」
と
す
る
。
伊
地

書
評 ９

－

命

知
氏
の
言
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
わ
た
く
し
に
は
、

特
に
、
義
尚
歌
壇
と
東
常
縁
の
項
が
す
ぐ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
著
者
の
克
明
な
文
献
実

証
主
義
の
最
も
成
功
し
た
例
が
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
義
尚
歌
壇
に
お
け
る
公
武
一
体
化
の

意
義
、
大
規
模
な
、
絢
燗
た
る
、
し
か
も
極
度
に
遊

戯
化
し
た
歌
壇
的
催
し
の
意
義
が
実
証
的
に
示
さ
れ

る
。
・
東
常
縁
、
一
地
方
歌
人
の
常
縁
を
宗
祇
が
い
か

に
権
威
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
に
宗
祇
自
身
を

権
威
づ
け
た
か
、
こ
の
相
互
関
係
が
あ
ざ
や
か
に
実

証
さ
れ
て
い
る
。

付
録
に
は
「
堯
孝
、
東
常
縁
年
譜
」
、
「
室
町
前
期

私
家
集
伝
本
書
目
」
、
「
各
家
、
各
派
系
図
」
の
三
つ

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
は
年
譜
が
注
目

す
べ
き
仕
事
で
あ
ろ
う
。
年
譜
に
尭
孝
・
常
緑
を
と

り
あ
げ
た
事
に
つ
い
て
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
了

俊
・
耕
雲
・
正
徹
・
兼
良
・
実
隆
ら
重
要
歌
人
に
は

す
で
に
年
譜
が
あ
り
、
公
卿
は
比
較
的
事
蹟
が
わ
か

り
や
す
い
の
に
対
し
、
こ
の
両
者
は
わ
か
り
に
く
い
、

ま
た
そ
の
上
に
、
堯
孝
は
歌
壇
の
中
枢
部
に
お
り
、

常
縁
は
傍
流
で
あ
っ
た
の
に
、
後
世
評
価
乃
至
名
声

が
逆
に
な
っ
て
い
る
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
、
さ
ら
に

こ
の
両
者
の
生
涯
を
あ
わ
せ
る
と
、
ほ
ぼ
室
町
前
期

に
わ
た
り
、
本
書
に
取
り
扱
っ
た
時
期
と
一
致
す

０
↑

る
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
両
者
の
事
蹟
に
、
一
般
歌

壇
事
項
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の
年
表
を

も
兼
ね
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
途
を
も
も
っ
て
い
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
頓
阿
流
お
よ
び
東
家
の
人
の

事
蹟
に
は
典
拠
を
付
し
た
詳
密
な
も
の
で
、
８
ポ
２

段
組
釦
・
ヘ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
い
る
。

伝
本
書
目
は
「
応
永
に
入
っ
て
か
ら
物
故
し
た
人
、

そ
の
後
ほ
ぼ
長
享
・
延
徳
頃
ま
で
活
躍
し
た
歌
人
の

私
家
集
伝
本
」
で
、
「
殆
ど
が
公
開
図
書
館
の
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
人
所
蔵
の
も
の
に
調
査
が
全

く
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
著
者
は
い
う
が
、

こ
れ
ま
た
８
ポ
２
段
組
皿
。
ヘ
ー
ジ
に
わ
た
る
も
の
で

あ
る
。以

上
、
本
書
の
大
要
を
の
べ
た
が
、
著
者
の
作
業

は
、
伊
地
知
氏
の
序
に
よ
れ
ば
「
全
国
的
に
博
捜
さ

れ
た
資
料
を
相
互
に
比
較
考
証
し
、
調
査
整
理
し
て
、

そ
れ
を
史
的
展
開
の
う
へ
に
浮
彫
さ
れ
た
も
の
で
、

貧
欲
な
博
捜
と
入
念
な
調
査
努
力
と
に
は
、
文
句
な

し
に
頭
の
さ
が
る
思
い
が
す
る
。
若
い
う
ち
で
な
け

れ
ば
、
で
き
な
い
作
業
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
、
い
み

じ
く
も
い
い
あ
て
た
も
の
だ
と
い
う
感
が
深
い
言
で

あ
る
。
か
つ
て
、
書
誌
学
の
碩
学
福
井
久
蔵
の
著
者

に
「
そ
こ
で
不
肖
は
ど
う
か
し
て
他
に
類
本
を
広
く

求
め
て
見
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
併
し
足
弱
の
老
人

三
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採
訪
に
出
掛
け
る
こ
と
も
今
は
不
可
能
で
あ
る
」
と

い
う
一
文
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
の
、
そ
の
反
対
を

本
書
か
ら
痛
切
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
歌
壇
と
い
う
の
は
「
幾
人
か
の

歌
人
が
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
何

ら
か
の
交
渉
を
持
て
ば
、
そ
こ
に
歌
壇
と
い
う
よ
う

な
も
の
が
生
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
「
こ
う
い

う
グ
ル
ー
プ
と
か
派
と
か
い
う
よ
う
な
仲
間
意
識
に

よ
る
歌
人
集
団
の
存
在
、
、
行
動
を
調
べ
る
事
は
、
特

に
中
世
和
歌
史
で
は
、
重
要
な
事
で
あ
ろ
う
と
思
」

う
、
と
い
う
の
が
研
究
意
途
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
し

て
特
に
中
世
後
期
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
理
由
は
、
鎌

倉
期
和
歌
史
の
研
究
は
本
格
化
し
、
深
化
し
て
い
る

の
に
、
こ
の
期
は
考
究
の
機
運
乏
し
く
、
そ
の
反
面
、

こ
の
期
は
文
化
が
地
域
的
に
も
、
階
屑
的
に
も
普
及

拡
大
の
一
途
を
辿
っ
た
重
要
な
時
代
で
あ
る
か
ら

だ
、
と
著
者
は
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
上
に

た
っ
た
、
こ
の
研
究
意
途
は
、
「
歌
人
集
団
の
存
在
．

行
動
を
調
べ
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
十
分
に
な

し
と
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
負
欲
な
博

捜
」
が
そ
れ
を
な
さ
し
め
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
後
の
著
者
に
こ
の
達
成

以
上
の
も
の
を
求
め
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
「
行
動
」
か
ら
さ
ら
に
洲
っ
て
「
仲
間
意
識
」

4
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の
解
明
で
あ
る
。
常
縁
・
宗
祗
の
線
な
ど
で
は
、
こ

こ
に
突
入
し
て
、
成
果
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、

慎
重
に
こ
の
世
界
に
分
け
入
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
の
は
無
理
な
注
文
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ

が
。

さ
て
、
次
に
、
伊
地
知
氏
が
序
で
出
し
て
い
る
問

題
、
「
あ
る
人
は
い
う
、
井
上
氏
の
論
述
は
い
つ
も

文
学
以
前
で
終
っ
て
い
る
と
」
、
「
文
学
と
い
う
も
の

を
、
わ
れ
わ
れ
は
は
た
し
て
純
粋
に
そ
し
て
客
観
的

に
抽
出
し
、
そ
れ
を
厳
正
に
批
判
し
論
評
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
」
、
「
評
論
し
え
た
と
思
う

文
学
論
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
評
論
家
を
と
ほ
し
て
、

そ
の
人
な
り
に
抽
出
し
た
文
学
論
で
あ
り
、
そ
の
人

個
人
の
人
間
的
な
投
影
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
問
題

で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
思
う
。
井
上
氏
の
本
書
に
お
け
る
論

述
は
、
あ
る
人
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
文
学
以
前

で
終
っ
て
い
る
と
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
本
書

の
価
値
に
い
さ
さ
か
の
関
係
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

井
上
氏
は
文
芸
だ
け
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ

け
で
な
し
、
ま
た
氏
自
身
、
研
究
の
意
途
を
「
歌
人

集
団
の
存
在
・
行
動
」
と
限
定
し
て
い
ら
れ
る
。
そ

れ
以
上
の
事
を
求
め
、
そ
こ
に
な
い
か
ら
と
っ
て
文

句
を
つ
け
る
と
い
う
の
は
子
供
の
な
い
も
の
ね
だ
り

四
○

と
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
だ
け
精
密
な
文
献

主
義
的
調
査
研
究
は
そ
う
あ
り
得
る
も
の
で
は
な

い
。
わ
た
く
し
は
あ
り
が
た
く
、
う
れ
し
く
、
そ
の

学
恩
を
蒙
り
た
い
。
文
芸
研
究
は
伊
地
知
氏
も
論
ず

る
ご
と
く
「
か
う
し
た
人
の
気
を
ひ
か
な
い
地
道
な

基
礎
調
査
が
な
け
れ
ば
、
で
き
な
い
相
談
な
の
だ
」

か
ら
。文

芸
を
文
芸
と
し
て
研
究
す
る
場
合
、
主
体
的
享

受
が
先
行
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
主
体
的
享
受
は
時
に
よ
っ
て
「
そ
の
人
個

人
の
人
間
的
な
投
影
」
を
、
そ
の
論
の
な
か
に
満
ち

広
げ
終
る
か
も
知
れ
な
い
。
投
影
の
み
に
な
り
終
っ

て
、
客
観
的
妥
当
性
を
伴
わ
な
い
場
合
、
そ
れ
は
学

問
で
は
な
か
ろ
う
。
単
な
る
評
論
に
す
ぎ
な
い
。
い

や
、
そ
の
評
論
さ
え
も
が
、
一
面
に
お
い
て
強
い
個

性
を
要
求
さ
れ
る
そ
の
反
面
、
強
い
説
得
力
を
持
た

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
説
得
力
は
単
に
教
祖
的
発
想
に

よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
、

評
論
は
あ
く
ま
で
、
い
ま
当
面
す
る
問
題
の
解
き
ほ

ぐ
し
乃
至
は
新
し
い
方
向
の
指
示
と
い
う
任
務
を
持

つ
。
文
芸
の
学
的
研
究
は
、
そ
の
成
果
が
時
務
処
理

に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
が
、
本

来
そ
れ
は
別
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
文
芸
の
本
質
解
明

に
つ
な
が
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ロ



作
家
の
人
間
研
究
、
そ
の
家
系
、
そ
の
行
動
、
そ

の
性
情
、
そ
の
思
想
の
研
究
は
文
芸
研
究
で
な
い
と

す
る
意
見
が
あ
る
。
文
芸
は
か
な
ら
ず
言
語
を
媒
材

と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
を
も
っ

て
成
立
し
て
い
る
作
品
研
究
こ
そ
が
文
芸
研
究
な
の

で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
作
品
の
言
祇
間
よ
り
の
追
求
に

よ
っ
て
文
芸
研
究
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間

と
し
て
の
作
家
を
い
く
ら
追
求
し
て
ぷ
て
も
、
そ
れ

は
つ
い
に
文
芸
研
究
で
は
な
い
。
作
家
は
芸
術
活
動

を
営
む
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
活
動
は
言
語
化
さ
れ
た

作
品
と
し
て
の
み
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
作
州
の

承
が
唯
一
の
芸
術
活
動
の
証
左
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

と
い
う
見
解
で
あ
る
。

い
ま
は
こ
の
見
解
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
や
め

た
い
が
、
文
芸
研
究
は
、
文
芸
作
姉
の
糸
の
、
そ
の

言
語
面
よ
り
し
て
の
み
の
研
究
に
よ
っ
て
到
達
し
得

ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
研
究
が
文
芸
研
究

に
於
て
占
め
る
位
置
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ

と
は
論
を
ま
た
ぬ
が
、
文
芸
は
そ
れ
だ
け
で
解
明
し

つ
く
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
当
初
に
主
体
的
享

受
と
い
う
難
関
が
あ
っ
て
、
客
観
的
厳
正
さ
と
真
正

面
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
客
観
的
厳
正
さ
を
守
る
た

め
に
も
、
ま
た
文
芸
そ
の
も
の
の
解
明
の
た
め
に
も

あ
ら
ゆ
る
途
が
え
ら
ば
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
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作
仙
を
と
り
ま
く
も
ろ
も
ろ
の
現
象
、
作
家
も
作
家
の
本
害
は
、
さ
き
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
始
め
か
ら

グ
ル
ー
プ
は
も
ち
ろ
ん
、
お
よ
そ
作
品
と
関
係
の
あ
著
者
は
和
歌
文
芸
の
本
質
に
せ
ま
ろ
う
と
は
し
て
お

る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
研
究
対
象
と
な
り
、
そ
れ
が
文
ら
れ
な
い
の
だ
。
せ
ま
る
べ
き
土
台
を
据
え
ら
れ
た

芸
研
究
と
い
う
炬
火
に
照
し
出
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
の
で
あ
る
。
研
究
は
こ
こ
を
州
発
点
と
し
て
、
は
な

て
、
組
織
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
幾
条
か
の
は
だ
実
の
り
多
い
行
く
手
が
展
望
せ
ら
れ
る
の
だ
。

炬
火
の
列
は
未
知
の
間
黒
を
つ
き
ぬ
け
て
文
芸
の
殿
本
書
の
出
現
を
機
会
に
も
う
一
度
、
文
芸
の
学
に
お

堂
に
せ
ま
り
、
あ
く
ま
で
せ
ま
り
に
せ
ま
る
の
で
あ
け
る
方
法
論
を
省
察
し
て
桑
た
い
も
の
だ
。

る
。
文
芸
は
永
遠
に
解
明
さ
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
わ
た
く
し
は
、
な
が
な
が
と
熊
辞
を
陳
ね
て
き
た

ま
た
研
究
の
方
法
論
も
辰
終
的
確
立
を
見
る
筈
の
も
ょ
ぅ
だ
。
こ
の
一
文
を
と
じ
め
る
に
当
っ
て
思
う
こ

の
で
も
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
手
さ
ぐ
り
の
研
究
志
と
は
、
本
書
の
よ
う
に
、
文
献
的
実
証
的
記
述
的
な

向
と
そ
の
実
践
の
う
ち
に
学
が
お
の
ず
か
ら
に
確
立
諭
述
の
当
否
を
い
ち
い
ち
柚
証
す
る
能
力
を
持
ち
あ

さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
。
過
程
こ
そ
が
学
そ
の
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
わ
た
く
し
が
、

も
の
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
亜
厚
な
力
作
を
、
ご
く
浅
く
上
つ
ら
だ
け
を
枕

文
芸
作
品
が
本
当
の
意
味
で
文
芸
作
肋
で
あ
り
得
ん
で
、
一
方
的
な
見
解
と
言
辞
を
弄
し
た
の
で
あ
る

る
と
き
、
そ
れ
が
古
筆
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
出
版
か
ら
、
さ
ぞ
、
著
者
や
序
文
の
筆
者
伊
地
知
氏
に
礼

社
側
か
ら
見
た
単
な
る
商
品
で
も
な
い
と
き
、
つ
ま
を
失
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
わ
た
く
し

り
文
芸
的
機
能
を
発
揮
す
る
と
き
は
主
体
的
享
受
の
・
浅
学
の
故
と
お
ゆ
る
し
を
お
願
い
し
た
い
。

行
わ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
享
受
者
（
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
、
風
間
書
房
発
行
。
Ａ

側
を
度
外
祝
し
た
研
究
は
そ
れ
だ
け
の
弱
点
を
も
５
判
、
四
五
○
・
ヘ
ー
ジ
、
写
真
四
。
ヘ
ー
ジ
、
序
二

つ
。
。
ヘ
ー
ジ
。
定
価
一
五
○
○
円
）

和
歌
の
よ
う
に
、
、
制
作
活
動
と
享
受
活
動
と
が
い

ろ
ん
な
意
味
で
一
体
化
し
て
い
る
文
芸
様
式
に
あ
っ

て
は
、
歌
壇
の
研
究
は
、
和
歌
文
芸
の
研
究
に
す
る

ど
く
せ
ま
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
。
た
だ
、
井
上
氏

四
一
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