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わ
　
れ
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原
　
風
　
景

－
　
開
高
健
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
つ
い
て
I

序

『
日
杢
二
文
オ
ペ
ラ
』
は
、
昭
和
三
十
四
年
一
月
か
ら
七
月
ま
で
雑
誌
『
文

学
界
』
に
連
載
さ
れ
た
。
開
高
が
ア
パ
ッ
チ
族
の
調
査
を
開
始
し
た
の
は
昭

和
三
十
三
年
の
夏
頃
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
に
は
も
は
や
戦
争
の
傷
跡
は
払
拭

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」
　
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

の
経
済
成
長
の
中
で
、
戦
後
の
傷
跡
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
人
々
も
い
た
の
で

あ
る
。
当
時
の
新
聞
な
ど
を
見
る
と
、
バ
ラ
ッ
ク
住
ま
い
の
人
々
が
「
不
法

占
拠
」
　
の
烙
印
を
押
さ
れ
、
追
い
立
て
ら
れ
る
な
ど
の
批
判
的
な
記
事
ば
か

り
が
目
に
つ
く
。
敗
戦
直
後
の
頃
は
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
（
つ
ま
り
大
半
の

人
間
が
居
住
し
、
利
用
し
た
）
焼
跡
・
闇
市
的
空
間
が
、
昭
和
三
十
年
代
で

は
す
で
に
過
去
の
遺
物
と
し
て
扱
わ
れ
、
し
か
も
忌
み
嫌
あ
れ
て
い
た
の
で

ある。そ
し
て
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
舞
台
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
焼
け
跡
的

空
間
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
作
品
で
は
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
様
子
に
つ
い
て
、
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「
豚
や
鶏
が
け
た
た
ま
し
い
声
で
鳴
き
な
が
ら
平
気
で
家
の
な
か
へ
か
け
こ

ん
で
い
く
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
人
間
が
床
を
も
た
ず
に
彼
ら
と
親
交
を
か
れ

し
て
い
る
ら
し
い
気
配
が
は
っ
き
り
と
の
み
こ
め
た
」
　
（
第
一
章
・
二
）
　
と

描
写
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
だ
焼
跡
・
闇
市
的
な
る
生
態
の
色
濃
く
残
る
空
間

と
し
て
、
こ
と
さ
ら
ア
パ
ッ
チ
部
落
を
描
こ
う
と
し
た
開
高
の
意
図
を
、
こ

こ
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
床
も
な
い
、
豚
や
鶏
が
平
気
で
出
入
し
、

「
尿
と
汗
の
匂
い
」
（
第
一
章
・
二
）
が
立
ち
籠
め
る
バ
ラ
ッ
ク
。
経
済
成
長

と
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
、
ス
ラ
ム
を
連
想
さ
せ
る
作
品
の
舞
台
に
は
、
当
時

す
で
に
経
済
成
長
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
戦
後
日
本
の
面
影
が
ま
っ
た
く
認
め

ら
れ
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
開
高
は
、
戦
後
の
復
興
の
波
の
中
そ
の
光
の
部
分

で
は
な
く
影
の
部
分
を
照
射
し
、
そ
こ
を
舞
台
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に

する。

「
手
の
人
間
」
の
位
相

さ
て
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
つ
い
て
、
開
高
健
自
身
が
そ
の
主
題
に

触
れ
た
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。

私
は
内
な
る
自
我
へ
下
降
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
の
で
〝
頭
の
人
間
〟
よ

り
〝
手
の
人
間
〟
を
書
く
こ
と
に
ひ
た
す
ら
没
頭
し
た
の
で
あ
る
。
（
中

略
）
　
こ
こ
で
私
が
書
き
た
か
っ
た
の
は
〝
内
面
〟
と
い
う
よ
う
な
贅
沢
を

許
さ
れ
な
い
状
況
に
追
い
こ
ま
れ
た
人
間
と
道
具
と
の
単
純
な
関
係
な
の

（1）

で
あ
る
。

た
し
か
に
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
は
、
「
頭
の
人
間
」
、
つ
ま
り
観
念
過

多
の
人
間
が
ま
っ
た
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
作
品
内
に
は
、
あ
く
ま
で
生
活

に
密
着
し
た
「
手
の
人
間
」
、
換
言
す
れ
ば
「
頭
」
　
で
考
え
る
の
で
は
な
く

「
肉
体
」
　
（
あ
る
い
は
「
胃
袋
」
）
　
で
考
え
る
人
間
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
が
抱
え
る
人
物
形
象
上
の
問
題

に
つ
い
て
、
考
察
を
行
な
っ
て
い
く
。

『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
主
な
登
場
人
物
は
、
通
称
ア
パ
ッ
チ
族
と
呼
ば

れ
泥
棒
稼
業
を
営
む
ス
ラ
ム
街
の
住
人
た
ち
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
中
心

的
な
登
場
人
物
で
あ
る
フ
ク
ス
ケ
は
、
「
職
業
は
も
ち
ろ
ん
、
家
、
子
供
、

女
房
、
道
具
、
名
前
な
ど
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
失
っ
て
す
で
に
ひ
さ
し
い
と
い

う
こ
と
が
一
瞥
し
て
わ
か
っ
た
」
　
（
第
一
章
・
一
）
　
と
描
か
れ
て
い
る
。
ま

た
、
ア
パ
ッ
チ
族
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

失
わ
れ
た
原
風
景

だ
い
た
い
部
落
の
人
間
は
名
前
や
履
歴
に
た
い
し
て
す
こ
ぶ
る
倍
淡
で
、

な
か
に
は
想
像
力
を
露
骨
に
刺
激
す
る
よ
う
な
、
〝
自
転
車
〟
と
か
〝
金

‘
庫
〟
と
か
〝
笑
い
毘
〟
な
ど
と
い
う
呼
ば
れ
か
た
を
し
て
い
る
も
の
も
た

く
さ
ん
、
い
や
大
な
り
小
な
り
ほ
と
ん
ど
み
ん
な
そ
う
で
あ
っ
た
（
第
二

章
・
三
）

こ
こ
か
ら
、
フ
ク
ス
ケ
や
ア
パ
ッ
チ
族
が
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
失
っ
て
い
る

と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
属
性
を
失
う
と
い
う
こ
と
は

帰
属
す
べ
き
社
会
と
の
断
絶
を
愚
昧
す
る
。
こ
こ
で
言
う
社
会
と
は
、
観
念

あ
る
い
は
理
性
に
よ
っ
て
合
理
化
さ
れ
た
文
化
的
秩
序
、
あ
る
い
は
人
間
の

本
来
の
姿
（
肉
体
に
根
ざ
す
欲
望
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
　
を
疎
外
し
、
隠
蔽
す
る

場
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
彼
ら
が
「
名
前
や
履
歴
に
た
い
し
て
す
こ
ぶ
る

「
括
淡
」
　
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
社
会
と
は
無
綾
な
と
こ
ろ
で
生
き
て

い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
名
前
す
ら
、
便
宜
上
用
い

ら
れ
る
記
号
に
過
ぎ
ず
、
用
さ
え
足
せ
れ
ば
「
あ
だ
名
」
　
で
十
分
で
あ
っ
た
。

別
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
観
念
か
ら
自
由
た
り
得
る
人
物

で
あ
る
と
捉
え
る
と
も
で
き
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
パ
ッ
チ
部
落
の
人
間
に
と
っ
て
「
見
る
こ
と
は

そ
の
も
の
自
体
に
な
る
こ
と
で
あ
る
」
（
一
の
三
）
　
と
い
う
言
説
か
ら
も
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
見
る
－
見
ら
れ
る
と
い
う
主
体
と
客
体
の
分
裂
は

こ
こ
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
合
理
的
で
理
性
的
な
認
識
主
体
が
、
眼
差
す

対
象
を
一
方
的
に
モ
ノ
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
認
識
の
在
り
方
、
博
物
館
に

三
九



お
け
る
閲
覧
者
と
陳
列
物
と
の
関
係
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
冷
え
冷
え
と
し
た

関
係
は
こ
こ
に
は
見
当
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
も
肉
体
の
思
考
の
内
実
を
伺
う

こ
と
が
で
き
る
。
肉
体
の
思
考
に
お
い
て
は
、
主
体
と
客
体
は
分
節
化
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
両
者
は
渾
然
と
一
体
化
し
て
い
る
そ
れ
は
理
性

や
合
理
的
な
思
考
様
式
と
は
無
綾
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
彼
ら
は
泥
棒
の
集
団
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
彼
ら
自
身
は
泥

棒
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
微
塵
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
ア
パ
ッ
チ
族
の

親
分
の
一
人
で
あ
る
キ
ム
に
「
す
き
腹
か
か
え
て
死
に
た
い
の
か
死
に
た
く

な
い
の
か
」
と
詰
め
寄
ら
れ
た
フ
ク
ス
ケ
は
、
結
局
ア
パ
ッ
チ
族
と
な
る
こ

と
を
決
意
す
る
が
、
そ
の
時
の
様
子
が
作
品
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

いる。

誰
だ
っ
て
生
き
た
く
な
い
と
思
う
奴
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
彼

〔
フ
ク
ス
ケ
〕
は
、
い
ち
ば
ん
手
っ
と
り
早
く
て
堅
固
な
考
え
を
と
る
こ

と
に
し
た
。
橋
は
川
を
わ
た
る
た
め
に
あ
る
。
家
は
人
が
住
む
た
め
に
あ

る
。
す
る
と
、
死
に
た
く
な
い
の
な
ら
…
…
。
（
第
二
章
・
二
／
〔
　
〕
内

引
用
物
注
・
以
下
同
）

こ
う
し
た
思
考
過
程
を
経
て
、
つ
ま
り
、
生
き
る
た
め
に
食
べ
る
。
食
べ

る
た
め
に
鉱
山
の
鉄
を
掘
る
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
盗
む
の
で
は
な
い
の

だ
と
自
分
を
納
得
さ
せ
て
、
彼
は
ア
パ
ッ
チ
族
の
仲
間
に
入
る
こ
と
を
決
意

す
る
。
ま
た
、
ア
パ
ッ
チ
族
が
ク
ズ
鉄
を
盗
む
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に

つ
い
て
も
、
作
品
で
は
、
砲
兵
工
廠
跡
で
「
男
は
あ
た
り
を
見
ま
わ
し
て
無

四
〇

数
の
鉄
が
土
の
な
か
へ
ゆ
る
や
か
に
沈
み
つ
つ
あ
る
の
を
知
り
、
も
っ
と
も

距
離
の
み
じ
か
い
理
解
を
お
こ
な
っ
た
」
（
第
一
章
・
三
）
　
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
フ
ク
ス
ケ
の
「
い
ち
ば
ん
手
っ
と
り
早
く
て
堅
固
な
考
え
」
と
い
う

言
辞
や
、
ア
パ
ッ
チ
族
の
「
も
っ
と
も
距
離
の
み
じ
か
い
理
解
」
と
い
う
言

辞
が
示
す
よ
う
に
、
飢
え
と
い
う
極
限
状
態
に
あ
っ
た
彼
ら
の
思
考
は
道
徳

的
に
筋
道
だ
っ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
飢
え
に
苦

し
む
胃
袋
に
直
結
し
た
「
肉
体
の
思
考
」
　
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
フ
ク
ス
ケ
の
「
こ
れ
だ
け
他
人
の
こ
と
を
考
え
る
の
は
お

れ
の
腹
が
た
り
て
い
る
か
ら
だ
」
　
（
第
二
章
・
二
）
　
と
い
う
独
白
や
、
同
じ

く
フ
ク
ス
ケ
の
「
よ
ほ
ど
腹
が
足
り
て
幸
福
ら
し
い
こ
と
は
（
中
略
）
身
の

上
を
聞
こ
う
と
し
た
こ
と
で
も
確
認
さ
れ
た
」
　
（
同
前
）
　
と
い
う
キ
ム
に
つ

い
て
の
観
察
に
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ア
パ
ッ
チ
族
は
「
〔
他
人
の
過
去
を
〕

誰
も
せ
ん
さ
く
し
な
か
っ
た
し
、
興
味
を
も
つ
も
の
も
な
か
っ
た
」
が
、
彼

ら
も
他
人
の
こ
と
を
気
に
す
る
時
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
腹
が
た
り
て
い
る
」

時
、
つ
ま
り
食
べ
る
心
配
を
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
時
で
あ
る
。
胃
袋
が

飢
え
に
苦
し
ま
ず
に
い
る
ほ
ん
の
束
の
間
、
彼
ら
は
「
幸
福
」
を
感
じ
て
い

る
。
彼
ら
の
「
も
っ
と
も
距
離
の
み
じ
か
い
理
解
」
　
に
お
い
て
は
、
今
日
そ

の
場
を
生
き
る
こ
と
だ
け
が
目
的
と
な
る
。
つ
ま
り
、
あ
ず
か
で
も
食
べ
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
今
日
を
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
腹
一
杯

食
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
生
き
る
上
で
の
余
裕
と
な

る
。
こ
こ
か
ら
、
開
高
の
考
え
て
い
た
「
肉
体
の
思
考
」
　
の
内
実
も
明
ら
か

に
な
っ
て
く
る
。
開
高
に
と
っ
て
「
肉
体
の
思
考
」
　
と
は
、
「
食
う
こ
と
」

つ
ま
り
己
れ
の
生
命
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
欲
求
に
立
脚
し
た
行
動
で
あ

り
思
考
な
の
で
あ
る
。

付
言
す
る
と
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
で
描
か
れ
た
「
肉
体
の
思
考
」
に

お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
「
食
う
こ
と
」
（
食
欲
の
充
足
）
が
中
心
を
占
め
て

お
り
、
性
的
欲
望
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
注
目
に

値
す
る
。
開
高
に
は
、
何
か
の
た
め
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
生
き
る
こ
と

そ
れ
自
体
が
自
己
目
的
化
し
た
人
間
達
を
描
く
こ
と
自
体
に
目
的
が
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
開
高
に
と
っ
て
、
性
的
要
求
の
充
足
も
ま
た
人
間
の
生
に
と
っ

て
「
余
剰
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
欲
望
は

生
命
の
維
持
を
達
成
し
た
後
に
初
め
て
人
間
の
意
識
の
上
に
昇
り
始
め
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
人
間
存
在
の
中
心
を
占
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
開
高
は
、
人
間
の
も
っ
と
も
原
初
的
な
生
の
様
式
を
描
こ
う
と
し
だ

時
、
性
的
欲
望
す
ら
人
間
の
生
に
と
っ
て
「
余
剰
物
」
で
あ
る
と
し
て
周
辺

に
追
い
や
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
肉
体
の
思
考
」
、
つ
ま
り
理
性
・
観
念
を
剥

ぎ
と
っ
た
と
こ
ろ
に
残
る
、
人
間
の
始
原
的
な
姿
に
つ
い
て
は
、
坂
口
安
吾

も
そ
の
形
象
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
開
高
と
安
吾
を
比
較
し
た
場
合
、
両

者
は
次
の
点
に
お
い
て
異
な
る
。
つ
ま
り
、
開
高
の
場
合
「
肉
体
の
思
考
」

を
描
く
こ
と
自
体
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
安
吾
は
目
に
見

え
な
い
制
度
と
し
て
人
間
の
生
を
拘
束
す
る
様
々
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
破
壊

す
る
た
め
の
概
念
的
な
装
置
の
一
つ
と
し
て
「
肉
体
の
思
考
」
（
安
吾
の
言

葉
で
言
え
ば
、
た
と
え
は
「
娼
婦
の
思
考
」
）
を
用
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

（
そ
の
た
め
に
安
吾
に
お
い
て
は
、
「
肉
体
の
思
考
」
も
「
現
実
に
密
着
し
た

合
理
主
義
思
想
」
も
観
念
を
破
壊
す
る
装
置
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
全

失
わ
れ
た
原
風
景

て
等
価
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
）

た
と
え
ば
安
吾
は
『
天
皇
小
論
』
に
お
い
て
、
「
日
本
人
の
生
活
に
残
存

す
る
封
建
的
欺
瞞
は
根
強
い
も
の
で
、
と
も
か
く
旧
来
の
一
切
の
権
威
に
懐

疑
や
否
定
を
行
な
う
こ
と
は
重
要
」
　
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は

『
続
堕
落
論
』
・
『
欲
望
に
つ
い
て
』
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

人
間
の
、
又
人
性
の
正
し
い
姿
と
は
何
ぞ
や
。
欲
す
る
と
こ
ろ
を
素
直

に
欲
し
、
厭
な
物
を
厭
だ
と
言
う
、
要
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
。
好

き
な
も
の
を
好
き
だ
と
い
う
、
好
き
な
女
を
好
き
だ
と
い
う
、
大
義
名
分

た
の
、
不
義
は
御
法
度
だ
の
、
義
理
人
情
と
い
う
ニ
セ
の
着
物
を
ぬ
ぎ
き

り
、
赤
裸
々
な
心
に
な
ろ
う
、
こ
の
赤
裸
々
な
姿
を
突
き
と
め
る
こ
と
が

先
ず
人
間
の
復
活
の
第
一
の
条
件
だ
。
そ
こ
か
ら
自
分
と
、
そ
し
て
人
性

の
、
真
実
の
誕
生
と
、
そ
の
発
足
が
始
め
ら
れ
る
。

貞
操
な
ど
と
い
う
も
の
は
単
に
精
神
上
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、

物
質
と
し
て
は
一
顧
の
価
値
も
な
い
。
根
本
的
な
物
質
主
義
を
基
盤
と
し

て
成
り
立
っ
て
い
る
娼
婦
の
思
考
は
、
無
貞
操
と
い
う
こ
と
に
罪
悪
感
は

持
ち
得
ず
、
男
を
無
上
に
喜
ば
せ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
当
然
に
し
て

莫
大
な
報
酬
を
要
求
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
。

安
吾
は
、
『
続
堕
落
論
』
に
お
い
て
は
、
人
間
の
欲
望
を
拠
り
所
に
し
て

封
建
主
義
的
道
徳
意
識
を
、
『
欲
望
に
つ
い
て
』
で
は
、
「
根
本
的
な
物
質
主

義
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
娼
婦
の
思
考
」
を
拠
り
所
に
し
て
、
よ
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り
普
遍
的
な
道
徳
と
し
て
の
貞
操
の
観
念
を
批
判
す
る
。
安
吾
に
お
い
て
は

あ
く
ま
で
、
人
間
の
生
を
外
部
か
ら
拘
束
す
る
様
々
な
観
念
を
破
壊
す
る
と

こ
ろ
に
思
想
上
の
眼
目
が
あ
り
、
「
肉
体
の
思
考
」
も
ま
た
そ
の
た
め
の
装

置
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
開
高
の
場
合
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
お

い
て
は
、
「
肉
体
の
思
考
」
　
（
生
き
る
た
め
の
様
々
な
欲
望
に
根
ざ
す
思
考
）

を
描
く
こ
と
そ
れ
自
体
に
目
的
が
置
か
れ
て
お
り
、
安
吾
の
よ
う
に
何
か
の

た
め
の
概
念
的
装
置
で
は
な
い
。
こ
こ
に
両
者
の
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
淳
『
焼
け
跡
の
イ
エ
ス
』
と
の
対
比
か
ら
も
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
『
焼
け
跡
の
イ
エ
ス
』
に
登
場
す
る
「
少
年
」
　
は
、

「
堂
堂
た
る
態
度
を
も
っ
て
」
市
場
の
食
物
を
盗
み
、
売
り
子
の
女
性
に
抱

き
付
く
が
、
こ
の
よ
う
な
「
少
年
」
を
見
て
い
た
「
私
」
　
は
、
「
決
し
て
劣

情
は
色
に
出
さ
ず
」
「
も
っ
ぱ
ら
体
裁
を
つ
く
る
こ
と
に
苦
心
」
し
て
い
る

自
身
を
恥
じ
、
「
少
年
」
　
に
「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
」
　
の
面
影
を
認
め
る
。
こ

の
よ
う
な
『
焼
け
跡
の
イ
エ
ス
』
に
お
い
て
は
、
た
と
え
は
「
健
全
な
道
徳

と
は
淫
蕩
よ
り
ほ
か
の
も
の
で
は
な
く
」
と
い
う
言
説
に
直
裁
に
語
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
姦
淫
と
窃
盗
と
い
う
反
道
徳
に
道
徳
を
認
め
る
と
い
う
価
値

の
転
倒
に
重
臣
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
生
の
様
式
の
形
象

に
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
描
か
れ
た
人
間
像
は
、
人
間
の
生
き

延
び
る
能
力
を
称
揚
し
、
ど
の
よ
う
な
道
徳
も
無
視
し
て
ひ
た
す
ら
生
き
続

け
て
い
く
人
間
の
姿
を
肯
定
的
に
掃
き
だ
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

川
本
三
郎
氏
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
喜
劇
的
な
人
間
を
支
持
し
た
ジ
ョ

ゼ
フ
・
ミ
ー
カ
ー
の
文
学
観
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ミ
ー
カ
ー
は
『
喜
劇

四
二

と
し
て
の
人
間
』
に
お
い
て
、
「
人
間
は
弱
く
て
愚
か
で
威
厳
の
欠
片
も
な

い
に
し
て
も
、
生
き
延
び
る
力
だ
け
は
持
っ
て
い
る
。
　
－
　
こ
れ
が
喜
劇

の
強
調
し
て
い
る
眼
目
で
あ
る
。
悲
劇
の
主
人
公
は
そ
の
理
想
の
た
め
に
苦

し
ん
だ
り
、
そ
れ
に
殉
じ
た
り
す
る
け
れ
ど
も
、
喜
劇
の
主
人
公
は
そ
ん
な

も
の
薬
に
し
た
く
も
な
い
の
で
、
あ
っ
さ
り
と
生
き
延
び
る
」
　
と
述
べ
て
い

る
。
今
日
食
う
も
の
す
ら
ま
ま
な
ら
ぬ
貧
困
の
極
限
に
あ
っ
て
も
、
フ
ク
ス

ケ
た
ち
は
け
っ
し
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
、
し
た
た
か
に

生
き
延
び
る
。
フ
ク
ス
ケ
の
「
仕
事
は
な
ん
だ
ん
わ
ん
」
と
い
う
質
問
に
対

し
て
、
メ
ッ
カ
チ
は
「
笑
う
の
や
が
な
」
「
食
う
こ
っ
ち
ゃ
！
」
　
（
第
一
章
・

二
）
　
と
答
え
て
い
る
。
彼
ら
ア
パ
ッ
チ
族
に
と
っ
て
の
仕
事
（
窃
盗
）
　
は

「
笑
う
」
「
食
う
」
　
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ

て
食
べ
る
た
め
に
盗
む
こ
と
は
、
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
こ

そ
真
理
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
わ
い
ら
悪
法
と
い
え
ど
も
法
は
法
や
な
ん

て
こ
と
を
い
っ
て
毒
な
ん
か
飲
む
の
は
ま
っ
ぴ
ら
や
」
　
（
第
三
章
・
二
）
　
と

い
う
キ
ム
の
台
詞
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
生
き
る
こ
と
を
邪
魔
す
る
も
の

は
、
た
と
え
法
律
で
あ
っ
て
も
彼
ら
に
と
っ
て
「
偽
り
」
　
（
文
化
生
活
が
生

み
出
し
た
、
人
間
が
生
得
的
に
有
す
る
生
命
力
の
発
露
を
妨
げ
る
障
害
物
）

で
し
か
な
い
の
た
。

一
切
の
社
会
的
属
性
、
生
き
る
上
で
は
「
余
剰
物
」
　
に
す
ぎ
な
い
様
々
な

観
念
を
放
棄
し
た
人
間
。
自
身
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
様
々
な
欲
望
に

基
づ
い
て
考
え
行
動
す
る
人
間
。
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
真
理
で
あ
る
と

考
え
、
貧
困
の
極
限
に
あ
ノ
っ
て
も
決
し
て
悲
嘆
に
暮
れ
る
こ
と
な
く
、
笑
い

食
い
、
し
た
た
か
に
生
き
延
び
る
人
間
。
開
高
が
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に

お
い
て
描
こ
う
と
し
た
人
間
の
始
原
的
な
生
の
様
式
、
文
化
的
秩
序
に
よ
っ

て
隠
蔽
化
さ
れ
た
生
の
様
式
と
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
定
義
し
て

よ
か
ろ
う
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
開
高
健
に
お
け
る
「
肉
体

の
思
考
」
　
へ
の
傾
斜
を
、
彼
の
戦
争
体
験
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
て
い
き
た

い。

星
白
い
月
曜
日
』
と
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』

開
高
の
大
阪
で
の
青
春
時
代
に
お
け
る
遍
歴
は
、
『
青
い
月
曜
日
』
や
谷

沢
永
一
氏
の
回
想
に
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
開
高
に
と
っ
て
大
阪
は
、
青

春
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出
の
詰
ま
っ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
思
い
出
の
い
く
つ
か
は
、
戦
争
に
ま
つ
わ
る
衝
撃
的

な
記
憶
で
あ
っ
た
。
『
青
い
月
曜
日
』
に
は
、
十
三
齢
と
い
う
多
感
な
時
期

に
開
高
が
目
撃
し
た
親
友
の
死
、
多
く
人
々
の
無
意
味
な
死
、
飢
え
な
ど
が

記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
開
高
が
戦
争
体
験
を
通
じ
て
得
た
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
戦
争

に
ま
つ
わ
る
現
実
の
悲
惨
さ
、
残
酷
さ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
敗
戦
後

の
焼
け
跡
に
、
日
々
の
糧
を
得
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
を
転
々
と
す
る
。

そ
の
過
程
で
彼
は
、
焼
け
野
原
と
化
し
た
敗
戦
後
の
日
本
を
し
た
た
か
に
、

そ
し
て
た
く
ま
し
く
生
き
ぬ
く
人
々
を
発
見
す
る
。
今
日
食
べ
る
も
の
す
ら

ま
な
ら
ぬ
極
限
状
況
、
こ
こ
に
は
道
徳
も
倫
理
も
存
在
し
な
い
。
た
だ
糧
を

得
る
こ
と
、
そ
し
て
生
き
ぬ
く
こ
と
そ
れ
だ
け
が
真
実
で
あ
っ
た
。
開
高
は

こ
の
よ
う
な
焼
け
跡
の
大
阪
を
生
き
る
人
々
の
生
き
ざ
ま
に
、
い
ま
ま
で
想

像
た
に
し
な
か
っ
た
生
の
様
式
、
一
切
の
道
徳
や
理
性
を
捨
て
去
っ
て
た
だ

失
わ
れ
た
原
風
景

生
き
ぬ
く
こ
と
そ
れ
自
体
に
生
の
目
的
を
認
め
る
生
の
様
式
を
発
見
す
る
。

そ
し
て
開
高
は
そ
こ
に
、
日
常
、
つ
ま
り
法
と
道
徳
に
よ
っ
て
秩
序
化
さ
れ

た
文
化
生
活
に
お
い
て
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
（
そ
し
て
、
敗
戦
後
と
い
う
非

常
時
の
社
会
状
況
に
お
い
て
露
呈
し
始
め
た
）
、
人
間
の
真
実
の
姿
を
認
め

る
。
比
較
的
自
伝
的
要
素
の
強
い
『
青
い
月
曜
日
』
を
わ
れ
あ
れ
が
読
む
と

き
、
つ
い
つ
い
主
人
公
の
「
私
」
ば
か
り
に
注
意
を
向
け
が
ち
に
な
る
。
し

か
し
作
品
を
丹
念
に
読
ん
で
み
る
と
、
彼
が
見
聞
き
し
た
、
敗
戦
後
の
大
阪

を
た
く
ま
し
く
生
き
ぬ
く
人
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
無
数
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
引
用
な
ど
は
そ
の
顕
著
な
例
と
い

え
よ
う
。な

か
に
は
す
が
す
が
し
い
く
ら
い
の
女
も
い
た
。
彼
に
タ
バ
コ
を
も
ら

い
、
茶
碗
に
つ
が
れ
た
ど
ぷ
ろ
く
を
す
す
り
、
ほ
じ
し
ら
ず
な
こ
と
を
口

に
し
て
は
ば
か
ら
な
い
〝
ズ
べ
公
〟
が
い
た
。
（
中
略
）
　
い
つ
見
て
も
目

が
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
生
へ
の
興
味
で
輝
い
て
い
た
。
彼
女
は
目
に
ふ
れ
る

物
こ
と
ご
と
く
を
蔑
視
し
て
漂
っ
て
い
る
ら
し
く
、
な
に
か
、
爽
快
な
虚

無
と
い
う
も
の
も
あ
る
だ
と
い
う
こ
と
を
私
に
教
え
て
く
れ
た
。

こ
こ
に
は
、
従
来
の
近
代
文
学
の
主
流
を
占
め
て
き
た
近
代
的
自
我
に
目

覚
め
た
人
間
像
言
近
代
啓
蒙
主
義
の
中
で
生
ま
れ
た
、
理
性
的
存
在
と
し
て

の
人
間
像
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
人
々
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
敗
戦
後

の
貧
困
の
中
で
た
く
ま
し
く
、
そ
し
て
し
た
た
か
に
生
き
ぬ
い
て
い
る
。
そ

の
筆
致
か
ら
開
高
が
彼
ら
に
あ
る
種
の
好
感
を
抱
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で

四
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あ
ろ
う
。
け
っ
し
て
開
高
は
彼
ら
を
道
徳
的
に
糾
弾
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
（
『
青
い
月
曜
日
』
を
ほ
は
事
実
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
）
　
お
そ
ら
く
こ

の
よ
う
な
人
々
と
の
避
遍
は
、
開
高
に
従
来
の
近
代
文
学
に
描
か
れ
て
き
た

よ
う
な
人
間
観
の
相
対
化
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『
日

本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
描
か
れ
た
「
肉
体
の
思
考
」
を
体
現
す
る
人
々
と
、
こ

の
よ
う
な
戦
後
の
焼
け
跡
を
し
た
た
か
に
そ
し
て
た
く
ま
し
く
生
き
ぬ
い
た

日
本
人
と
は
質
的
に
一
致
し
て
い
る
。
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
登
場
す
る

悪
漢
達
の
「
肉
体
の
思
考
」
　
は
、
開
高
が
発
見
し
た
焼
け
跡
の
大
阪
を
た
く

ま
し
く
生
き
ぬ
く
人
々
を
原
型
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
開
高
は
、
焼
け
跡

で
発
見
し
た
、
人
間
の
も
っ
と
も
人
間
ら
し
い
姿
・
人
間
の
真
実
の
姿
を

『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
で
捕
こ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
開
高
は
「
戦
争
体

（14）

験
と
作
家
」
　
に
お
い
て
、
「
生
は
死
を
媒
介
と
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
そ
の

裸
形
の
本
質
を
露
呈
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
作
家
は
自
身
を

極
限
に
追
い
こ
ん
だ
戦
争
を
憎
み
つ
つ
も
歓
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う

心
理
を
味
わ
う
わ
け
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
す
る
な
ら

は
、
開
高
は
焼
け
跡
の
大
阪
で
絶
え
ず
死
と
直
結
し
た
飢
え
と
直
面
し
な
が

ら
も
し
た
た
か
に
生
き
ぬ
い
た
当
時
の
日
本
人
に
、
人
間
の
「
裸
形
の
本
質

を
見
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
開
高
に
と
っ
て
戦
争
（
よ
り
正

確
に
言
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
戦
後
の
荒
廃
）
　
は
、
「
憎
み

つ
つ
も
歓
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
も
の
で
あ
り
え
だ
。
こ
の
よ
う
な
言
辞

も
ま
た
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
と
開
高
の
戦
争
体
験
と
を
繋
ぐ
傍
証
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。

四
四

ハ
イ
マ
ー
ロ
ス
ト
I
焼
け
跡
的
空
間
の
解
体

作
品
の
舞
台
で
あ
る
ア
パ
ッ
チ
部
落
が
、
開
高
の
内
部
に
お
い
て
戦
後
の

焼
け
跡
と
同
質
の
空
間
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
も
、
ア
パ
ッ
チ
族

の
人
間
像
の
原
型
が
、
敗
戦
後
の
日
本
を
た
く
ま
し
く
生
き
ぬ
い
た
人
々
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
開
高
は
当
時
を
回
顧
す
る
野
坂

昭
如
と
の
対
談
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。あ

れ
〔
ト
リ
ス
バ
ー
・
ブ
ー
ム
〕
が
戦
後
な
る
も
の
に
対
す
る
最
後
の

と
ど
め
の
一
撃
や
ね
。
焼
跡
は
な
く
な
っ
た
け
ど
、
断
片
的
に
は
戦
後
現

象
が
ま
だ
あ
っ
た
の
が
、
あ
の
頃
を
さ
か
い
に
い
っ
せ
い
に
見
え
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
ね
。
し
か
し
世
の
中
が
落
ち
着
い
て
き
た
と
い
っ
て
も
、
自

分
自
身
の
中
に
は
安
定
感
な
ん
て
の
は
な
い
ん
や
。
何
も
な
い
。
や
は
り
、

幼
少
期
の
経
験
と
い
う
の
は
、
一
生
つ
き
ま
と
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
は

く
な
ん
か
背
中
の
皮
に
焼
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
感
じ
で
「
戦
中
」
「
戦

後
」
　
の
体
験
か
あ
る
か
ら
。

開
高
は
戦
争
の
傷
跡
が
消
え
つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
現
実
を
前
に
抱
い
た
感

慨
を
こ
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。
ト
リ
ス
バ
ー
・
ブ
ー
ム
を
契
機
と
し
て

戦
後
現
象
が
一
斉
に
消
え
て
い
っ
て
も
、
開
高
は
安
定
感
な
ど
感
じ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
「
「
戦
中
」
「
戦
後
」
　
の
」
「
幼
少
期
の
経
験
」
　
は
、
開
高
の

「
背
中
の
皮
に
焼
き
つ
け
ら
れ
」
　
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
開
高
に
と
っ
て
戦

後
の
復
興
は
、
む
し
ろ
、
自
分
が
幼
少
期
の
頃
に
生
き
た
世
界
が
失
わ
れ
て

い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

城
東
線
（
い
ま
の
環
状
線
）
　
に
沿
っ
て
よ
と
ん
で
い
た
猫
間
川
が
消
え

た
。
草
原
も
消
え
た
し
、
ア
パ
ッ
チ
族
も
消
え
た
。
い
ま
の
こ
っ
て
い
る

の
は
南
森
町
に
あ
る
市
交
通
局
の
鉄
材
置
場
と
な
っ
た
鉄
骨
の
林
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
巨
大
な
無
機
物
の
林
が
い
ま
の
日
本
に
あ
る
さ
い
ご
の
〝
焼

（16）

け
跡
〟
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
開
高
が
「
日
本
に
あ
る
さ
い
ご
の
焼
け
跡
」
　
に
な
つ
か
し
さ

を
感
じ
る
の
も
、
敗
戦
後
の
日
本
で
見
た
風
景
や
人
間
模
様
が
文
学
的
出
発

と
な
っ
た
開
高
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
持
ち
得
た
、
「
焼
け
跡
」
　
に
対
す
る
こ

だ
わ
り
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
開
高
の
焼
け
跡
に
対
す

る
郷
愁
が
基
底
に
横
た
わ
る
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
お
い
て
は
、
ア
パ
ッ

チ
部
落
の
人
間
達
の
姿
が
ざ
わ
め
て
向
日
的
で
健
康
的
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
色

彩
に
彩
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
て
言
う
な
ら
は
、
彼
ら
の
世
界
は
、

失
わ
れ
た
楽
園
だ
と
言
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
村
泰
次
郎
の
『
肉
体
の
門
』
と
比
較
し
た
時
、

一
層
明
ら
か
に
な
る
。
た
し
か
に
こ
の
作
品
に
も
、
敗
戦
後
の
日
本
を
た
く

ま
し
く
し
た
た
か
に
生
き
ぬ
く
人
間
の
姿
が
描
か
れ
て
は
い
る
。
こ
の
作
品

に
登
場
す
る
娼
婦
達
に
と
っ
て
も
、
「
法
律
も
、
世
間
の
ひ
と
の
い
う
道
徳

も
な
い
」
。
な
ぜ
な
ら
彼
女
達
も
ま
た
、
ア
パ
ッ
チ
族
と
同
様
に
「
ま
ず
食

わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
伊
吹
新

失
わ
れ
た
原
風
景

太
郎
に
つ
い
て
も
、
作
品
で
は
「
強
盗
も
、
掻
つ
ば
ら
い
も
、
そ
ん
な
に
悪

い
こ
と
に
は
思
え
な
い
の
だ
。
彼
は
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
極
め
て
自
然
な
無

理
の
な
い
生
き
方
だ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
肉
体
の
門
』

の
場
合
は
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
と
は
異
な
り
、
登
場
人
物
達
そ
の
よ
う

な
生
き
ざ
ま
が
、
憎
悪
や
残
忍
さ
と
表
裏
を
な
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
作
品

に
た
び
た
び
登
場
す
る
私
刑
の
場
面
や
「
な
ん
で
も
か
ん
で
も
、
自
分
た
ち

以
外
の
も
の
は
、
み
ん
な
呪
う
の
た
。
（
中
略
）
　
ど
う
し
て
も
生
き
て
行
こ

ぅ
と
す
る
本
能
が
、
ひ
と
り
で
に
そ
う
さ
せ
る
の
だ
」
　
と
い
う
記
述
が
こ
の

こ
と
を
直
裁
に
物
語
っ
て
い
る
。
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
倫
理
・

道
徳
を
捨
象
し
て
い
る
点
で
は
、
『
肉
体
の
門
』
の
娼
婦
達
も
『
日
本
三
文

オ
ペ
ラ
』
の
ア
パ
ッ
チ
族
も
、
た
し
か
に
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、

『
肉
体
の
門
』
で
は
そ
れ
が
剥
出
し
の
残
忍
さ
や
憎
悪
と
と
も
に
語
ら
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
　
で
は
き
わ
め
て
向
日
的
に
ユ
ー

モ
ラ
ス
に
語
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
差
異
を
決
定
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
開

高
の
焼
け
跡
的
空
間
に
寄
せ
る
郷
愁
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
逆
説
的

に
言
え
は
、
（
先
に
紹
介
し
た
随
筆
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」
　
か
ら
明
ら
か
な

通
り
）
昭
和
三
十
年
代
の
日
本
に
生
き
る
開
高
に
と
っ
て
、
敗
戦
後
の
焼
け

野
原
と
化
し
た
日
本
は
、
郷
愁
に
彩
ら
れ
た
美
し
い
記
憶
で
も
あ
っ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
、
登
場
人
物
達
の
た
く
ま
し
さ
や
し

た
た
か
さ
が
、
健
康
的
で
喜
劇
的
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
敗
戦
後
の
日

本
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
書
か
れ
た
『
肉
体
の
門
』
に
形
象
さ
れ
た
よ
う
な

残
忍
さ
や
憎
悪
は
、
そ
れ
か
ら
す
で
に
十
数
年
の
歳
月
が
経
ち
そ
の
記
憶
が

郷
愁
に
転
化
し
っ
つ
あ
っ
た
開
高
に
し
て
み
れ
ば
、
作
品
の
外
に
捨
象
す
べ

四
五



き
要
素
で
あ
っ
た
。

開
高
は
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
脱
稿
か
ら
十
二
年
後
に
「
消
え
た
〝
私
の

大
阪
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
自
身
の
生
い
立
ち

か
ら
始
め
ら
れ
、
生
ま
れ
育
っ
た
大
阪
の
思
い
出
を
「
水
平
線
」
に
沈
む
夕

陽
や
「
清
浄
な
大
自
然
な
も
の
」
と
し
て
の
「
焼
け
跡
」
を
追
憶
す
る
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
当
時
（
昭
4
5
・
5
）
　
の
大
阪
の
「
大
変
貌
」
に
つ
い
て
、

「
水
平
線
も
夕
陽
も
見
え
」
ず
、
「
ス
モ
ッ
グ
が
た
ら
こ
め
」
「
海
は
ド
ブ
と

な
っ
」
た
と
語
る
。
こ
の
時
、
開
高
は
思
い
出
の
地
を
「
思
い
た
せ
る
か
ぎ

り
シ
ラ
ミ
つ
ぶ
し
に
た
ず
ね
て
歩
く
」
が
、
最
後
に
は
「
茫
然
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
茫
然
」
の
内
容
は
次
の
よ

う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

ハ
イ
マ
ー
ロ
ス
ト
。
家
な
き
児
。
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
そ
の
思
い
が
胸

に
つ
き
あ
げ
て
き
て
、
つ
い
で
そ
れ
は
音
を
た
て
て
ど
こ
か
へ
こ
ろ
が
り

落
ち
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
知
っ
て
い
る
大
阪
が
こ
と
ご
と
く
消
え

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
徹
底
的
に
さ
と
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
風

景
は
私
だ
け
に
あ
り
、
遠
く
な
り
、
小
さ
く
な
り
、
薄
明
の
な
か
に
お
ぼ

（柳）

ろ
に
光
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

開
高
が
昭
和
四
十
五
年
の
大
阪
を
彷
得
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
自
分
が
も

は
や
「
ハ
イ
マ
ー
ロ
ス
ト
」
、
す
な
わ
ち
故
郷
喪
失
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
執
筆
の

た
め
ア
パ
ッ
チ
部
落
に
潜
入
し
た
昭
和
三
十
三
年
、
焼
け
跡
の
解
体
過
程
を

四
六

日
の
あ
た
り
に
し
た
時
も
、
同
じ
よ
う
な
感
慨
を
抱
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ

る
ま
い
。
ア
パ
ッ
チ
部
落
は
開
高
に
と
っ
て
、
言
わ
ば
失
わ
れ
た
原
風
景
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

【注】
（
1
）
た
と
え
ば
、
昭
和
三
十
三
年
二
月
十
四
日
の
『
朝
日
新
聞
　
大
阪
版
』
に
は

次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

焼
跡
や
公
園
敷
地
な
ど
の
公
有
地
に
、
ま
た
市
の
管
理
す
る
国
道
や
市
の

都
市
計
画
道
路
上
に
今
な
お
戦
災
直
後
か
ら
の
集
団
バ
ラ
ッ
ク
が
点
在
し
て
、

道
路
学
校
公
園
、
住
宅
建
設
な
ど
の
都
市
の
復
興
に
大
き
な
障
害
と
な
っ
て

いる。

（
2
）
　
「
地
図
を
も
た
な
い
旅
」
／
『
わ
れ
ら
の
文
学
』
昭
和
四
十
一
年
六
月
　
講
談

社

（
3
）
　
『
文
学
時
標
』
昭
和
二
十
一
年
六
月

（
4
）
　
『
文
学
季
刊
』
昭
和
二
十
一
年
十
二
月

（
5
）
　
『
人
間
』
昭
和
二
十
一
年
九
月

（
6
）
　
（
4
）
　
と
同
じ

（
7
）
　
（
5
）
　
と
同
じ

（
8
）
　
『
新
潮
』
昭
和
二
十
一
年
十
月

（
9
）
　
「
胃
袋
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
　
ー
　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
つ
い
て
」
／
『
面
白

半
分
』
昭
和
五
十
三
年
十
一
月

（
1
0
）
越
智
道
雄
訳
／
昭
和
五
十
三
年
十
月
　
文
化
放
送
出
版
部

（
Ⅱ
）
　
『
文
学
界
』
昭
和
四
十
一
年
一
月
～
同
四
十
二
年
四
月

（
1
2
こ
　
「
回
想
　
開
高
健
」
／
『
新
潮
』
平
成
三
年
十
二
月

（
1
3
）
　
「
二
部
　
日
が
暮
れ
て
　
海
へ
行
く
」

（
1
4
）
　
「
月
報
」
／
『
新
潮
世
界
文
学
』
昭
和
四
十
五
年
一
月

（
1
5
）
　
「
あ
が
〝
戦
後
〟
体
験
」
／
『
諸
君
』
昭
和
五
十
八
年
七
月

（
1
6
）
　
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
へ
舞
台
再
訪
・
私
の
小
説
か
ら
Y
L
／
『
朝
日
新
聞
』
昭

和
四
十
一
年
六
月
十
六
日

（
1
7
）
　
『
群
像
』
昭
和
二
十
二
年
三
月

（
掌
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
野
栄
久
氏
も
『
開
高
健
－
閏
を
は
ぜ
る
光
茫
』

（
一
九
九
一
年
九
月
　
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
）
の
中
で
、
「
開
高
が
こ
の
作

品
に
こ
れ
だ
け
打
ち
こ
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
虚
飾
の
は
ぎ
と
ら
れ
た
生
の

原
点
と
し
て
の
（
戦
後
）
を
こ
こ
に
み
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

（
1
9
）
　
『
読
売
新
聞
』
昭
和
四
十
六
年
七
月
二
十
二
日

（
豹
）
　
（
1
9
）
　
と
同
じ

（
み
え
の
・
ゆ
か
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

失
わ
れ
た
原
風
景


