
川

㈲
ま
え
が
き

五
年
間
休
止
の
状
態
で
あ
っ
た
本
学
日
本
文
学
会
主
催
に
よ
る
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
が
会
員
諸
氏
の
熱
心
な
努
力
に
よ
っ
て
復
活
し
た
の
は
昨
年
の
第
五
回
の

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
あ
っ
た
。

第
五
回
に
引
続
い
て
、
第
六
回
も
「
教
材
と
学
習
者
と
を
ど
う
か
か
わ
ら

せ
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
八
月
二
十
八
日
、
本
学
大
学
院
会
議
室
に
お

い
て
、
四
十
名
を
超
え
る
熱
心
な
参
加
者
を
迎
え
て
行
な
わ
れ
た
。
大
学
の

文
学
部
で
「
教
育
実
践
の
場
」
の
者
が
集
ま
っ
て
こ
の
よ
う
な
企
画
が
も
た

れ
る
の
は
貴
重
な
機
会
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
現
在
の
困
難
な
教
育
環
境

を
物
語
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。

最
初
に
岡
山
大
学
の
長
田
久
男
氏
の
基
調
報
告
を
か
ね
た
「
国
語
教
育
学

ｌ
そ
の
体
系
に
つ
い
て
の
仮
説
」
と
題
す
る
講
演
を
聞
き
、
》
こ
れ
に
続
い

て
、

Ｓ
中
学
校
に
お
け
る
文
法
教
育

教
材
と
学
習
者
と
を
ど
う
か
か
わ
ら
せ
る
か

国
語
教
育
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
報
告

教
材
と
学
習
者
と
を
ど
う
か
か
わ
ら
せ
る
か

ｌ
現
行
教
科
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
ｌ

（
洛
南
中
・
田
口
正
直
氏
）
‐

㈲
高
校
生
の
漢
字
の
修
得
度
と
そ
の
つ
ま
づ
き
の
実
態

↑
（
網
野
高
・
沢
吉
博
氏
）

同
文
学
教
育
ｌ
近
代
小
説
の
授
業
研
究
ｌ（

亀
岡
高
・
渡
辺
繁
義
氏
）

の
三
氏
に
よ
る
発
表
を
聞
い
た
。
発
表
後
の
総
括
は
本
学
水
田
潤
教
授
が
、

司
会
は
建
部
一
男
（
山
城
高
）
が
担
当
し
た
。

昨
年
と
同
様
、
本
ゼ
ミ
ナ
ル
ー
の
発
表
を
本
誌
に
紹
介
す
る
こ
と
に
な
り
、

編
集
委
員
会
の
決
定
に
従
い
、
次
に
紹
介
者
の
感
想
も
加
え
る
点
を
了
解
し

て
い
た
だ
い
て
紹
介
す
る
。

発
表
目
、
目
、
㈲
の
中
で
、
目
の
漢
字
修
得
度
に
つ
い
て
の
貴
重
な
発
表

が
発
表
者
と
そ
の
勤
務
校
に
お
け
る
取
組
み
の
都
合
で
紹
介
で
き
な
か
っ
た

こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
発
表
者
に
よ
れ
ば
、
な
お
続
行
中
の
も
の
で
将
来
何

か
の
形
で
読
者
に
お
知
ら
せ
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
大
い
に
期
待
を
す
る

建
部
一
男’



烏

ロ
発
表
要
旨

自
の
発
表
（
田
口
正
直
氏
）

発
表
者
は
中
学
校
の
国
語
教
育
の
現
場
で
、
日
を
実
践
を
重
ね
て
お
ら
れ

る
が
、
ま
た
市
立
中
学
校
国
語
科
研
究
会
で
も
重
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍

中
で
あ
る
。
そ
こ
で
作
成
さ
れ
て
い
る
「
現
行
両
教
科
書
指
導
事
項
・
指
導

体
系
対
照
表
」
に
よ
っ
て
、
実
践
面
で
起
こ
る
差
異
を
具
体
的
に
の
べ
ら
れ

た
。

Ｍ
・
Ｓ
両
社
の
テ
キ
ス
ト
が
ほ
と
ん
ど
対
蹄
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
編
集

方
針
・
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
市
内
三
地
区
の
う
ち
、
第
一
・

二
地
区
が
Ｍ
社
、
第
三
地
区
が
Ｓ
社
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
中
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
教
師
は
「
教
科
書
を
」
教
え
る
の
で
な
く
て
、
「
教
科
書
で
」
教

え
る
立
場
に
立
つ
、
へ
き
で
あ
る
か
ら
、
教
師
と
し
て
は
、
Ｍ
・
Ｓ
両
社
の
行

き
方
に
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
実

際
に
、
生
徒
が
他
地
区
へ
転
校
し
た
場
合
や
、
教
師
が
転
勤
し
た
場
合
の
混

乱
を
予
防
す
る
面
も
考
慮
し
な
が
ら
、
両
教
科
書
の
お
そ
ら
く
一
頁
一
行
一

語
句
に
至
る
ま
で
こ
の
基
礎
調
査
の
た
め
に
は
綿
密
に
調
査
が
行
な
わ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
Ｓ
に
つ
い
て
は
「
中
学
校
に
お
け
る
文
法
指
導
ｌ

Ｍ
・
Ｓ
両
教
科
書
の
差
異
に
つ
い
て
」
、
目
に
つ
い
て
は
、
「
文
学
教
材
（
現

代
小
説
）
の
授
業
研
究
（
要
約
）
と
題
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
八
枚
の
て
い
ね
い

な
「
ま
と
め
」
リ
ポ
ー
ト
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
以
下
の
記
事
は
そ
れ
に

基
づ
い
て
、
報
告
者
の
了
解
を
得
た
う
え
で
編
集
委
員
会
が
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。

L

と
思
わ
れ
る
。
余
り
に
も
簡
単
に
こ
こ
で
ま
と
め
て
し
ま
う
の
は
危
険
で
あ

る
が
、
で
き
る
だ
け
報
告
者
の
基
本
的
姿
勢
に
学
び
な
が
ら
記
述
を
進
め
る
。

内
容
と
し
て
、
㈲
指
導
体
系
に
つ
い
て
、
㈲
「
文
の
成
立
」
の
と
ら
え
方
、

目
用
言
の
活
用
と
働
き
、
㈲
そ
の
他
か
ら
成
る
。

ｓ
指
導
体
系
に
つ
い
て

Ｍ
（
Ｍ
社
の
テ
キ
ス
ト
、
以
下
同
、
Ｓ
も
な
ら
う
）
で
は
「
文
法
Ｉ
」
「
文
法

Ⅱ
」
「
文
法
Ⅲ
」
と
学
年
毎
に
分
か
れ
、
Ｉ
で
は
文
論
、
Ｉ
で
は
語
論
、
Ⅲ

で
は
連
文
・
文
章
論
、
そ
の
他
「
こ
と
ば
の
窓
」
と
題
し
て
諸
所
に
挿
入
し

て
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｓ
で
は
、
「
こ
と
ば
の
き
ま
り
」
（
こ
れ
が
従
来
の
文
法

教
科
書
と
そ
の
内
容
に
お
い
て
ほ
ぼ
合
致
）
と
、
「
こ
と
ば
の
働
き
」
の
二

体
系
か
ら
成
る
。
特
色
は
「
こ
と
ば
の
働
き
」
に
あ
り
、
例
え
ば
、
表
現
や

読
解
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
ば
の
法
則
を
一
年
（
感
動
を
表
す
文
章
）
、
二
年

（
事
実
を
し
る
す
文
章
）
、
三
年
（
考
え
を
述
・
へ
る
文
章
）
と
三
大
別
し
、
そ
の
お
の

お
の
に
つ
い
て
、
「
文
章
」
「
段
落
」
「
文
」
「
語
」
の
各
領
域
に
わ
た
っ
て
、

一
つ
の
体
系
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
報
告
者
は
「
い
わ
ば
西
欧
の
コ
ン

ポ
ジ
シ
ョ
ン
や
レ
ト
リ
ッ
ク
に
あ
た
る
内
容
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

た
だ
、
「
語
の
倒
置
・
省
略
」
に
つ
い
て
、
Ｍ
で
は
文
法
に
、
Ｓ
で
は

「
こ
と
ば
の
働
き
」
に
入
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
が
い
ま
ひ
と
つ
分
明
で
は

な
い
。同

文
の
成
文

Ｍ
で
は
主
語
・
述
語
・
修
飾
語
を
立
て
、
文
節
を
基
礎
に
文
の
成
立
を
説

く
。
図
示
す
れ
ば
、

b

】

三

四

ト



Ｓ
で
は
連
体
修
飾
を
認
め
ず
、

主
部
修
飾
部
述
部

ｓ
涼
し
い
風
が
花
の
に
お
い
を
運
ぶ

た
だ
し
、
Ｓ
で
も
文
節
相
互
の
関
係
説
明
で
は
（
三
年
）
主
語
・
述
語
・

修
飾
語
等
の
用
語
を
使
う
。
文
節
の
扱
い
か
た
が
Ｓ
で
は
不
安
定
で
あ
る
。

逆
に
、
Ｍ
で
も
涼
し
い
風
が
を
主
部
と
い
い
、
花
の
に
お
い
を
運
ぶ
の
部
分

を
述
部
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
注
記
し
て
い
る
。

三
、
用
言
の
活
用
と
働
き

皿
。
Ｓ
両
テ
キ
ス
ト
の
大
き
い
差
異
が
表
わ
れ
る
の
は
こ
の
項
目
に
つ
い

１

て
で
あ
る
。

Ｓ
の
「
指
導
書
総
括
篇
」
に
、

「
『
こ
な
い
」
の
『
こ
」
が
、
動
詞
「
く
る
」
の
未
然
形
で
、
そ
れ
に
助

動
詞
の
「
な
い
」
が
つ
い
た
と
い
う
よ
う
な
説
明
は
、
ど
れ
だ
け
意
義
の
あ

る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
た
い
せ
つ
な
の
は
、
『
こ
な
い
』
は
「
く

る
《
｜
｜
の
否
定
の
言
い
方
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ｓ
全
体
を
貫
く
基
本
姿
勢
の
一
つ
を
示
し
て
い
る
。

従
来
通
り
の
Ｍ
の
活
用
学
習
に
対
し
て
、
Ｓ
で
は
、
⑦
て
い
ね
い
さ
④

認
め
方
（
肯
定
と
否
定
）
＠
時
④
気
持
ち
（
断
定
・
推
量
・
意
志
・
命
令
）
と

し
、
表
や
練
習
問
題
に
よ
っ
て
右
の
要
項
を
学
習
さ
せ
る
。
活
用
の
種
類
や

活
用
形
な
ど
に
は
形
式
的
に
触
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

教
材
と
学
習
者
と
を
ど
う
か
か
わ
ら
せ
る
か

修
飾

連
体
修
飾
主
語
一
連
体
修
飾
連
用
修
飾

Ｍ
涼
し
い
風
が
一
花
の
に
お
い
を す

畠|駕
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四
、
そ
の
他

，
、
、
、
、
、

Ｍ
が
修
飾
語
を
連
用
、
連
体
に
分
け
る
の
に
対
し
、
Ｓ
は
「
述
部
を
修
飾

、
、
功
、
、
、

、
す
る
も
の
の
み
を
修
飾
語
と
す
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
修
飾
語
を
さ
ら
に
、

⑦
対
象
を
表
す
修
飾
語

④
様
子
・
態
度
を
表
す
修
飾
語

⑫
状
況
を
表
わ
す
修
飾
語

に
分
け
る
。

従
来
の
接
続
詞
は
Ｍ
で
は
接
続
語
、
Ｓ
で
は
独
立
部
と
し
、
Ｍ
で
補
助
の

関
係
が
、
Ｓ
で
は
付
属
の
関
係
と
な
る
。

発
表
者
は
Ｍ
・
Ｓ
を
比
較
し
て
、
両
者
の
特
色
を
把
握
し
な
が
ら
も
、
Ｓ

の
方
針
に
も
新
し
い
意
義
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
る
。

中
学
校
の
現
場
に
い
な
い
者
に
と
っ
て
も
か
か
る
差
異
は
予
想
以
上
の
困

難
さ
を
生
ず
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
Ｍ
Ｓ
両
者
間
の
差
異
が
、
両
社
編
集

陣
の
構
成
や
、
各
社
の
「
言
語
観
」
「
言
語
環
境
」
観
の
差
異
に
よ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
点
も
紹
介
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と

思
う
。
果
し
て
報
告
者
は
、
い
ず
れ
を
是
と
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
は
、
従
来

の
行
き
か
た
の
ま
ま
で
よ
か
っ
た
も
の
か
。
ま
た
、
中
学
校
の
文
法
教
育
の

現
状
が
小
学
校
に
何
を
要
請
す
る
か
。
も
ち
ろ
ん
高
校
へ
の
影
響
等
に
つ
い

て
も
無
視
で
き
な
い
・
将
来
、
機
会
を
得
て
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
報
告
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

目
の
発
表
（
渡
辺
繁
義
氏
）

一
・
前
提
と
し
て
、
二
・
具
体
的
指
導
の
中
で
、
三
・
生
徒
の
感
想
か
ら

三
五

荘



（
表
を
含
む
）
、
四
・
ま
と
め
の
四
部
か
ら
成
る
。

Ｔ
誌
の
中
の
Ｂ
氏
に
よ
る
「
文
学
教
材
の
取
扱
い
ｌ
問
題
意
識
喚
起
の

方
法
」
の
中
の
、
「
教
授
者
の
一
方
的
鑑
賞
を
押
し
つ
け
る
こ
と
を
慎
ん
で
、

学
習
者
各
自
の
す
な
お
な
享
受
か
ら
出
発
し
、
作
品
に
対
す
る
初
発
の
感
想

文
や
意
見
を
重
ん
じ
、
生
活
問
題
意
識
を
喚
起
す
る
こ
と
に
指
導
の
力
点
を

お
こ
う
と
す
る
考
え
方
」
に
つ
い
て
、
発
表
者
は
、
「
困
難
な
方
法
で
あ
る
」

と
は
し
な
が
ら
も
、
果
し
て
、
こ
れ
の
み
で
、
正
し
い
学
習
の
発
展
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
と
い
う
大
き
な
矛
盾
を
感
じ
た
。
さ
ら
に
実
践
に
よ
っ
て
こ
れ

に
批
判
的
な
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起

が
江
さ
れ
た
。
Ｔ
誌
の
記
事
は
“
お
よ
そ
文
学
教
育
の
場
で
は
つ
ね
に
論
ぜ

ら
れ
、
教
育
評
論
家
の
口
を
つ
い
て
必
ず
出
る
こ
と
ば
で
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
今
日
の
高
校
の
現
場
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
「
ど
う
に
も
な
ら
な

い
所
」
ま
で
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

氏
は
こ
こ
で
大
胆
に
、
現
場
に
お
い
て
、
教
師
の
指
導
性
を
高
め
、
低
い

次
元
に
低
迷
し
な
い
方
法
を
提
起
さ
れ
る
。
．
っ
の
教
材
を
学
び
終
っ
て

そ
こ
に
生
徒
に
鮮
烈
な
新
し
い
世
界
を
ｌ
作
家
が
形
象
し
た
世
界
に
踏
み

分
け
て
い
く
中
で
ｌ
新
し
い
自
覚
、
新
し
い
認
識
、
展
望
を
体
験
さ
せ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
れ
に
は
、
「
こ
の
根
底
に
あ
る
営

為
に
は
指
導
者
に
よ
る
徹
底
的
な
教
材
研
究
」
が
要
請
さ
れ
る
と
す
る
。

教
材
は
中
野
重
治
の
「
歌
の
わ
か
れ
」
（
Ｔ
書
籍
、
対
象
高
校
三
年
普
通
科
、

職
業
科
）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
指
導
の
経
験
に
よ
る
と
、
語
彙
の
抵
抗
が

少
な
く
、
構
成
も
難
解
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
場
合
、
生
徒
の
理
解
は
か
え

っ
て
日
常
的
次
元
の
些
末
な
こ
と
が
ら
に
か
か
づ
ら
い
、
作
品
の
も
っ
て
い

６
－

る
思
想
性
、
歴
史
的
条
件
に
お
け
る
作
品
全
体
の
陰
喰
性
の
よ
う
な
、
ぬ
き

さ
し
な
ら
ぬ
吐
息
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
。
現
代
文

学
の
理
解
は
、
「
一
九
三
○
年
代
か
ら
の
十
五
年
戦
争
の
暗
闇
を
素
通
り
し

た
文
学
面
の
段
階
に
終
わ
っ
て
、
と
も
す
れ
ば
真
に
主
体
が
作
品
の
中
に
参

加
し
た
回
帰
に
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
教
材
は
五
段
階
に
分
け
て
指
導

さ
れ
る
。

一
、
第
一
時
に
感
想
文
を
書
か
せ
る
。
初
発
の
感
想
を
指
導
者
が
き
く
の

で
あ
る
。
生
徒
自
身
の
選
択
に
よ
る
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
、
生
徒
に
主
体

的
に
作
品
に
立
ち
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

二
、
生
徒
の
感
想
文
を
分
類
、
要
約
し
、
生
徒
に
共
通
す
る
誤
り
や
傾
向

を
指
導
者
が
ま
ず
知
り
、
指
導
過
程
に
合
わ
せ
て
整
理
す
る
。
従
来
の
感
想

文
作
成
の
方
法
に
は
、
と
も
す
れ
ば
学
習
者
主
体
の
レ
ベ
ル
に
低
迷
し
す
ぎ

る
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
反
省
し
、
ま
た
生
徒
に
も
整
理
の

結
果
を
知
ら
せ
る
。

三
、
こ
れ
に
韮
づ
き
生
徒
相
互
の
討
論
、
文
章
分
析
解
釈
、
作
中
人
物
の

心
理
・
行
動
を
箇
条
的
に
摘
出
し
理
解
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
は
従
来
行
な
わ

れ
て
き
た
が
、
二
が
そ
の
前
に
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ

つ
（
〕
Ｏ

四
、
作
品
・
作
者
を
も
と
に
し
た
年
表
を
も
と
に
、
そ
の
成
立
時
期
、
政

治
的
、
社
会
的
条
件
を
ぬ
き
に
し
て
は
形
象
化
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
る
。
（
こ
れ
は
古
典
の
指
導
に
も
関
連
す
る
）

五
、
主
題
の
追
求
（
略
）

以
上
の
過
程
は
発
表
者
の
言
に
も
あ
る
通
り
、
「
教
授
者
介
入
の
度
合
い

,

一
二
一
ハ
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・
が
か
な
り
大
き
い
」
・
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
恐
れ
な
い
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
・
・
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
ほ
ど
問
題
意
識
を
喚
起
し
、
深
い
理
解
の
た

め
に
は
知
的
努
力
が
要
求
さ
れ
る
は
ず
で
、
教
師
に
そ
の
「
よ
き
導
き
手
」

に
な
り
、
次
元
を
引
き
上
げ
る
べ
き
取
り
組
み
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

生
徒
の
感
想
を
表
に
し
、
一
部
は
も
と
の
形
で
紹
介
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

表
中
「
Ａ
の
イ
」
で
は
、
「
安
吉
は
何
か
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
安
吉
が
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
思
う
。
」
と
か
、
Ｅ
に
っ
・
い
て
は
、
「
安
吉
に
現
代
の
若
者
の
や
る
気

の
な
さ
を
感
じ
た
。
何
を
す
る
に
し
て
も
燃
え
ら
れ
な
い
。
」
等
の
具
体
例

が
示
さ
れ
た
。

次
に
そ
の
表
を
タ
テ
書
き
に
直
し
て
紹
介
す
る
。
本
表
は
、
「
小
説
の
読

後
感
と
し
て
、
作
品
か
ら
生
徒
が
受
け
と
っ
て
い
る
問
題
意
識
に
は
、
ど
の

よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
」
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
る
が
、
報
告
者
は

「
分
類
お
よ
び
分
類
基
準
、
評
価
は
、
教
師
の
主
観
」
と
た
だ
し
書
き
を
つ

け
ら
れ
た
。

㈱
、
小
説
に
描
か
れ
た
世
界
の
中
に
参
加
し
、
（
作
品
が
形
象
化
し
た
内

容
に
は
い
っ
て
）
主
題
に
迫
っ
て
い
る
。
：
。
：
：
：
瓢
（
鋤
％
）
そ
れ
を
さ

ら
に
分
類
す
る
。

イ
、
か
な
り
深
く
読
み
と
っ
て
い
る
。

：
…
…
・
４
（
４
％
）

ロ
、
作
品
の
主
題
に
迫
っ
て
い
く
読
み
が
み
ら
れ
る
。

。
：
…
…
瓢
（
卯
％
）

〈
、
問
題
点
を
お
さ
え
、
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。

教
材
と
学
習
者
と
を
ど
う
か
か
わ
ら
せ
る
か

て

ｒ
字

：
…
・
…
６
（
６
％
）

⑧
、
作
品
か
ら
作
中
人
物
（
安
吉
）
の
人
間
観
を
描
き
、
分
析
的
に
読
む

態
度
が
見
ら
れ
る
が
、
作
品
の
主
題
、
作
中
人
物
の
人
間
像
と
は
か
な
り
は

ず
れ
た
読
み
と
り
を
し
て
い
る
。

…
・
・
…
・
岨
（
肥
％
）

。
、
砿
極
的
に
作
品
に
没
入
し
た
態
度
で
同
感
、
批
判
、
共
鳴
し
て
い
る

が
、
作
品
の
世
界
と
は
誤
ま
っ
た
方
向
に
陥
り
、
些
末
な
問
題
に
ふ
み
こ
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
。

…
…
：
・
肥
（
Ⅳ
％
）

⑨
、
「
何
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
投
げ
だ
し
て
い

づ
（
》
０

．
…
…
：
躯
（
皿
％
）

．
⑧
、
身
近
か
な
自
分
の
問
題
に
作
中
人
物
の
行
為
等
を
ひ
き
よ
せ
、
自
分

の
現
実
的
な
問
題
と
の
対
比
の
中
に
、
作
品
の
世
界
を
限
定
的
に
倭
小
化
し

て
い
る
。

…
：
…
・
蝿
（
お
％
）

間
⑧
。
⑨
⑧
合
計
、
ｍ
（
血
％
）

次
に
安
部
公
房
の
「
詩
人
の
生
涯
」
を
取
扱
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
内
容
的

に
も
前
者
の
「
歌
の
わ
か
れ
」
の
対
照
的
な
位
置
に
あ
る
。
従
っ
て
、
教
師

の
主
導
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
「
大
胆
に
生
徒
の
思
考
を
破
壊
し
た
り
飛

躍
へ
の
提
示
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
で
な
く
て
は
こ
の
作
品
は
生
徒
の

手
に
、
取
り
も
ど
せ
な
い
と
さ
れ
た
。

発
表
者
は
「
ま
と
め
」
に
お
い
て
、
「
か
な
り
直
徴
的
な
も
の
の
言
い
方

三
七
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を
す
れ
ば
」
と
前
置
き
し
な
が
ら
も
、
次
の
様
な
提
言
を
さ
れ
る
。

「
現
代
小
説
の
読
解
指
導
に
あ
っ
て
は
、
教
師
が
、
そ
の
作
品
作
家
に
精

通
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
知
識
の
深
さ
と
広
般
な
理
解
に
よ
っ
て
こ
そ
、
現

代
小
説
（
そ
の
中
に
は
、
現
代
人
の
挫
折
や
苦
悩
が
あ
る
）
に
直
面
す
る
高

校
生
を
し
て
よ
き
鑑
賞
者
、
批
判
者
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
と
く

に
「
現
代
の
雑
種
的
な
面
、
狼
雑
さ
等
の
洪
水
の
よ
う
な
消
費
的
小
説
の
奔

流
の
中
で
』
よ
り
厳
し
く
、
主
体
的
な
享
受
の
選
別
者
へ
と
指
導
し
て
い
く

道
を
見
つ
け
よ
う
と
さ
れ
た
。

後
の
話
し
合
い
や
総
括
（
水
田
教
授
）
の
中
に
も
あ
っ
た
通
り
、
近
代
文

学
、
現
代
文
学
の
読
解
指
導
に
は
熟
練
し
た
指
導
者
の
指
導
技
術
に
よ
る
こ

と
が
多
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
指
導
者
自
身
が
、
徹
底
的
に
教
材
研

究
を
行
な
い
指
導
者
自
身
が
真
剣
な
読
解
を
試
み
る
こ
と
が
心
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
作
品
自
体
の
読
解
に
、
そ
の
背
景
に
あ
る
諸
条

件
を
い
か
に
取
り
入
れ
る
。
へ
き
か
、
指
導
者
は
い
つ
も
考
慮
し
、
種
々
の
試

み
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
集
団
学
習
の
場
で
は
、
以
上
の
過
程
は
い
か
に
消
化
さ
れ
る
零
へ
き

か
・
・
今
後
の
発
展
的
研
究
を
待
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
高
校
の
現
代
国

語
に
は
、
近
代
短
歌
あ
り
、
論
説
文
あ
り
、
翻
訳
小
説
あ
り
、
戯
曲
あ
り
で
、

広
い
領
域
の
あ
ち
こ
ち
で
、
た
え
ず
生
徒
の
主
体
性
と
、
教
師
の
指
導
力
の

か
か
わ
り
か
た
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
場
の
教
師
は
こ
の

よ
う
な
場
面
に
立
た
さ
れ
て
「
何
も
し
な
い
で
、
じ
っ
と
し
て
い
る
」
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
こ
と
ば
」
の
問
題
に
し
て
も
、
さ
き
の
中
学

校
に
お
け
る
文
法
指
導
の
発
表
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
数
灸
の
問
題
が
高

』．

校
の
現
場
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
ノン

匂
種
だ
の
問
題

二
つ
の
発
表
の
紹
介
は
以
上
で
止
め
、
発
表
後
の
話
し
合
い
で
問
題
に
な

っ
》
た
こ
と
を
若
干
つ
け
加
え
た
い
。

１
、
表
現
文
法
的
な
面
を
表
に
出
し
た
Ｓ
社
の
方
針
は
す
ぐ
れ
た
面
を

持
っ
て
い
る
が
、
Ｍ
社
の
傾
向
の
い
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
現
場

で
は
い
か
に
こ
れ
を
消
化
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。

２
、
右
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
現
場
の
教
師
が
声
を
大
に
し
て

研
究
者
や
教
科
書
の
編
集
委
員
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

３
、
教
科
書
の
選
定
に
は
さ
ら
に
慎
重
な
態
度
と
、
教
師
自
身
に
最
大

限
の
良
心
的
自
由
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

４
、
「
こ
と
ば
」
の
体
系
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、
小
学
校
・
中
学

校
・
高
等
学
校
を
一
貫
し
た
正
し
い
流
れ
を
把
握
し
、
ま
た
把
握
す

る
ゞ
へ
く
、
本
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
よ
う
な
場
所
で
、
徹
底
的
に
話
し
合
い

が
求
め
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

５
、
こ
の
こ
と
は
紹
介
を
遠
慮
し
た
、
「
高
校
生
の
漢
字
修
得
度
と
そ

の
つ
ま
づ
き
の
実
態
」
に
つ
い
て
も
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
「
つ
ま
づ

き
」
の
多
く
が
、
実
は
義
務
教
育
の
小
学
校
・
中
学
校
で
の
初
出
時
、

そ
の
出
し
方
、
質
と
量
と
に
関
連
が
あ
る
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
た
。

ｂ
、
小
学
校
・
中
学
校
間
の
国
語
科
指
導
に
つ
い
て
の
連
絡
は
わ
り
か

た
熱
心
に
実
践
さ
れ
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
し
か
し
、
弱
点
と
し
て
、

〃
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中
学
校
と
高
等
学
校
と
の
連
絡
は
、
（
他
の
事
務
的
な
方
面
で
は
あ

る
と
し
て
も
）
国
語
科
で
は
あ
ま
り
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
や
や
も

す
れ
ば
、
責
任
を
他
に
転
嫁
さ
せ
る
向
き
も
な
い
で
は
な
い
。
本
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
も
今
後
こ
の
方
面
を
開
発
さ
せ
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

７
、
高
等
学
校
の
準
義
務
教
育
化
、
生
徒
の
実
態
の
多
様
化
等
の
中
で
、

教
師
は
国
語
科
教
育
を
い
か
に
進
め
る
、
へ
き
か
思
い
悩
む
こ
と
が
多

い
。
し
か
も
、
机
上
の
研
究
と
違
っ
て
（
も
ち
ろ
ん
机
上
の
研
究
で

も
許
さ
れ
な
い
が
）
一
日
の
一
時
間
の
遅
滞
す
ら
許
さ
れ
な
い
。
近

代
小
説
に
眼
を
向
け
さ
せ
る
だ
け
で
も
困
難
を
伴
な
う
場
合
が
あ
る
。

教
育
研
究
と
そ
の
実
践
と
の
強
い
協
力
が
必
要
な
現
状
で
あ
る
こ
と

が
痛
感
さ
れ
る
。
「
今
日
か
ら
ど
う
す
る
か
」
と
い
つ
も
問
題
意
識

を
持
つ
こ
と
が
現
場
の
教
師
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
教
師
の
主
体
的

な
指
導
実
践
と
生
徒
の
積
極
的
な
自
発
的
学
習
を
い
か
に
か
か
わ
ら

せ
る
か
。
こ
れ
こ
そ
、
本
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
教
材
と
学

習
者
と
を
ど
う
か
か
わ
ら
せ
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
発
表
と
、
そ
の
後
の
質
疑
応
答
に
お
い
て
も
、
発
表
者
、
参
加
者
と
も

に
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
体
験
発
表
が
決
し
て
一
日
の
研
究
会
で
結
論
が
得
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
今
日
の
問
題
提
起
で
あ
り
、
明
日
か
ら
の

出
発
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。

囚
こ
れ
か
ら
の
問
題

日
本
文
学
研
究
の
場
で
、
国
語
教
耆

防
究
の
場
で
、
国
語
教
育
の
実
践
者
を
中
心
と
し
て
国
語
教
育

教
材
と
学
習
者
と
を
ど
う
か
か
わ
ら
せ
る
か

V
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が
論
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
特
色
あ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
し
て
、
現
場
に
あ
る

も
の
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
責
任
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
先
立
つ
実
行
委
員
会
の
席
上
で
は
、
次
の
よ
う
な

テ
ー
マ
も
出
さ
れ
た
。
今
後
の
発
展
の
為
に
も
、
ぜ
ひ
会
員
諸
氏
の
積
極
的

な
発
言
と
、
今
後
の
研
究
と
を
期
し
て
待
つ
も
の
で
あ
る
。

一
、
指
導
要
領
の
改
定
に
ど
う
対
処
す
る
か

二
、
中
学
校
・
高
等
学
校
等
に
お
け
る
「
作
文
」
教
育
は
い
か
に
あ
る
べ

き
か

三
、
評
価
・
学
力
・
基
礎
能
力
等
に
つ
い
て
、
国
語
科
は
ど
う
い
う
試
み

を
し
て
き
た
か

四
、
コ
ト
バ
の
問
題

五
、
文
学
教
育
の
理
論
と
実
践

六
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
自
主
編
成
に
つ
い
て

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
形
式
と
し
て
は
、
二
日
間
、
ま
た
は
一
日
半
の
時
間
を
と

れ
ぱ
ど
う
か
と
か
、
公
立
学
校
の
発
表
が
多
い
が
、
私
立
の
学
校
か
ら
も
積

極
的
に
研
究
発
表
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。
結

局
準
備
委
員
会
を
重
ね
て
、
現
実
に
は
今
回
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。

文
学
会
の
談
話
会
に
も
、
会
員
諸
氏
の
積
極
的
な
参
加
と
発
言
が
期
待
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
紹
介
記
事
の
最
後
に
記
し
て
、
次
回
の
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
の
発
展
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

（
た
け
べ
・
か
ず
お
山
城
高
校
教
諭
）

官
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