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【
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ト
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晴
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水
の
発
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―
彫
刻
家
眞
板
雅
文
の
例
と
共
に 

 

田 

辺 

武 

光 
 

 
  

長
ら
く
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
親
し
ん
で
来
た
者
に
と
っ
て
、
そ
の
文
学
・
文
化
を
育
ん
だ
土
地
は
、
と
考
え
る
と
、
た
ま
た
ま
ユ
ー
ラ
シ

ア
大
陸
の
反
対
側
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
。
我
々
の
土
地
は
、
列
島
と
は
い
え
、
そ
の

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
側
（
と
い
う
か
東
端
）
に
位
置
し
て
お
り
、
主
に
文
学
作
品
や
芸
術
作
品
を
通
し
て
自
ず
と
現
れ
る
両
者
間
の
風

土
の
違
い
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
深
い
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
る
。 

 

我
々
の
土
地
を
含
め
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
側
と
、
西
側
（
あ
る
い
は
西
端
）
の
風
土
の
違
い
を
基
本
的
に
成
す
も
の
は
、
ま
ず
〈
水
〉

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
湿
度
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
湿
度
の
差
、
自
然
や
生
活
に
占
め
る
水
の
割
合
の
違
い
が
、
そ
れ
で
あ
る
。 

 

一
昨
年
失
っ
た
友
人
の
彫
刻
家
の
作
品
形
成
を
振
り
返
る
う
ち
、
彼
に
お
け
る
〈
水
〉
の
構
図
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か
ん
だ
の
だ
が
、

同
時
に
進
め
て
い
る
詩
人
金
子
光
晴
の
作
品
の
再
読
に
お
い
て
、
三
番
目
の
詩
集
『
大
腐
爛
頌
』
に
差
し
か
か
っ
た
時
、
突
然
「
大
揚
子

江
」
と
い
う
地
名
が
現
れ
て
驚
か
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
友
人
の
作
品
形
成
と
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
一
致
点
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
た
。
こ
の
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
と
し
た
の
が
、
以
下
の
小
文
で
あ
る
。 

キ
ー
ワ
ー
ド: 

金
子
光
晴
、
風
土
、
水
、
眞
板
雅
文
、
異
文
化
体
験 
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金
子
光
晴
は
そ
も
そ
も
〝
水
の
詩
人
〟
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

あ
る
し
、『
水
の
流
浪
』
と
い
っ
た
初
期
詩
集
の
題
名
や
、
水
を

テ
ー
マ
に
し
た
幾
多
の
作
品
か
ら
見
て
も
、
水
と
の
関
係
は
最

初
か
ら
歴
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
概
に
水
と
は

い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
海
水
、
川
の

水
、
泉
水
、
雨
水
、
硬
水
、
軟
水
、
清
濁
水
…
… 

い
や
、
こ

こ
で
は
金
子
自
身
の
分
類
を
借
り
れ
ば
用
足
り
る
だ
ろ
う
。
や

は
り
初
期
詩
集
『
大
腐
爛
頌
』
中
の
同
名
の
作
品
「
大
腐
爛
頌
」

第
三
連
で
、 

 
 

お
よ
そ
、
し
ほ
水
に
い
き
る
も
の
も 

 
 

ま
み
ず
に
い
き
る
も
の
も 

と
、
い
み
じ
く
も
区
別
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
「
塩

水
」
と
「
真
水
」
を
借
り
れ
ば
済
む
し
、
ま
た
、
そ
れ
こ
そ
が

本
質
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。 

 

と
同
時
に
、
こ
の
小
文
は
、
先
の
〈
ノ
ー
ト
１
〉《
注
１
》
で

扱
っ
た
『
こ
が
ね
蟲
』
以
降
、
詩
集
『
大
腐
爛
頌
』
ま
で
読
み

進
ん
だ
段
階
で
の
読
書
ノ
ー
ト
と
も
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ノ
ー
ト
と
す
る
以
上
は
、
論
文
と
比
べ
た
時
の
そ
の
形

式
の
自
由
さ
に
も
こ
だ
わ
り
た
い
。
こ
の
自
由
さ
と
い
う
メ
リ

ッ
ト
を
活
か
し
て
、
ま
ず
前
半
で
一
人
の
友
人
の
芸
術
家
の
例

を
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
、
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

一
、 

彫
刻
家
眞
板
雅
文
の
場
合 

  

一
昨
年
の
春
に
急
逝
し
た
彫
刻
家
眞
板
雅
文
も
ま
た
、
水
と

関
わ
り
の
深
い
芸
術
家
で
あ
り
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
文
章
を

残
し
て
い
る
。 

  
 

水
と
の
関
係
が
私
の
作
品
に
反
映
し
て
い
る
基
を
探
っ
て 

 

い
く
と
、
成
長
期
を
横
須
賀
の
大
楠
山
の
麓
近
く
で
過
ご
し
、 

 

葉
山
に
抜
け
る
山
道
一
帯
が
遊
び
場
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が 

 

影
響
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
湿
地
の
ゆ
る
や
か
な
水
の
流 

 

れ
の
中
に
は
、
セ
リ
や
ク
レ
ッ
ソ
ン
が
、
草
む
ら
に
は
野
生 

 

の
リ
ン
ド
ウ
の
花
な
ど
を
い
と
も
た
や
す
く
見
つ
け
る
こ
と 

 

が
で
き
、
今
の
よ
う
に
種
の
絶
滅
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、 

 

虫
も
山
野
草
も
採
る
こ
と
が
で
き
た
。
子
供
が
夢
中
に
な
っ 

 

て
採
っ
た
く
ら
い
で
は
痛
む
こ
と
の
な
い
豊
か
な
自
然
が
広 

 
が
っ
て
い
て
、
ヨ
シ
や
ガ
マ
の
穂
が
群
生
し
て
い
る
沼
地
は 

 
昆
虫
の
宝
庫
で
も
あ
っ
た
。
ト
ン
ボ
が
尻
尾
で
水
面
を
た
た 

 

き
、
波
紋
を
起
こ
す
様
子
を
見
た
り
、
水
草
の
中
や
そ
の
ま 
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わ
り
を
飛
び
交
う
ホ
タ
ル
を
つ
か
ま
え
て
、
蚊
帳
の
中
に
放 

 
し
て
遊
ん
だ
り
し
た
山
野
に
ま
つ
わ
る
楽
し
い
思
い
出
は
沢 

 

山
あ
る
。
子
供
の
時
に
こ
こ
で
始
ま
っ
た
昆
虫
採
集
は
、
や 

 

が
て
関
東
近
辺
か
ら
東
北
地
方
、
長
野
の
高
原
に
ま
で
及
び
、 

 

気
が
つ
く
と
旅
好
き
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
自
然
と
の 

 

か
か
わ
り
は
、
美
術
を
志
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
創
作
の 

 

糧
に
も
な
っ
て
い
る
。
（
…
…
） 

 
 
 

「
水
あ
り
て
、
始
ま
り
は
無
意
識
の
内
に
」
《
注
２
》 

  

眞
板
雅
文
（
一
九
四
四
〜
二
〇
〇
九
）
は
一
九
六
〇
年
代
後

半
、
（
筆
者
に
と
っ
て
は
不
慣
れ
な
用
語
な
が
ら
）
も
の
派

・
・
・

と

し
て
の
活
動
で
登
場
し
、
奨
学
金
を
得
て
フ
ラ
ン
ス
に
二
年
間

滞
在
、
帰
国
後
は
旺
盛
な
探
求
と
活
発
な
制
作
活
動
を
続
け
な

が
ら
、
鋼
鉄
や
ス
テ
ン
レ
ス
ス
チ
ー
ル
と
い
っ
た
硬
質
で
重
量

も
あ
る
素
材
に
よ
る
「
風
土
」
の
表
現
へ
と
至
っ
た
作
家
で
あ

る
。
最
終
的
に
は
竹
と
い
う
、
ま
さ
に
風
土
の
産
物
そ
の
も
の

を
素
材
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
な
る
過
程
も
、
引
用
し
た
エ

ッ
セ
イ
の
結
び
近
く
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

彫
刻
家
と
し
て
の
彼
の
仕
事
の
全
体
は
規
模
が
大
き
く
、
そ

の
内
容
も
単
純
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
筆

者
の
頭
の
中
に
は
、
あ
る
わ
か
り
や
す
い
一
つ
の
構
図
（
あ
る

い
は
む
し
ろ
軌
跡
と
呼
ぶ
べ
き
か
）
が
い
つ
の
間
に
か
描
か
れ

て
い
る
。写
真
資
料
を
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
示
し
て
み
よ
う
。 

 

一
九
七
一
年
、
第
六
回
国
際
青
年
美
術
家
展
（
東
京
高
輪
美

術
館
）
で
大
賞
を
受
賞
し
て
、
彼
の
名
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
作
品
は
、
写
真
パ
ネ
ル
を
使
っ
た
い
わ
ゆ
る 

〝
写
真
の
時

代
〟
の
も
の
で
、
最
良
の
選
択
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
当
時

の
傾
向
を
示
す
一
例
と
し
て
、
最
初
に
資
料
写
真
①
を
持
っ
て

来
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。 

 

住
ま
い
に
近
い
湘
南
海
岸
の
、
と
あ
る
浜
辺
の
波
打
ち
際
と

水
平
線
が
収
ま
る
白
黒
写
真
の
中
央
に
、
人
工
物
で
あ
る
白
紙

の
台
形
を
置
き
、
さ
ら
に
そ
の
台
形
の
四
隅
と
パ
ネ
ル
の
四
隅

に
、
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
字
を
そ
れ
ぞ
れ
対
応

さ
せ
な
が
ら
刻
ん
で
い
る
。
い
か
に
も
青
年
期
の
仕
事
ら
し
い
、

溌
溂
と
し
た
実
験
精
神
が
伝
わ
っ
て
来
る
画
面
で
、
こ
の
場
合

の
よ
う
な
被
写
体
が
自
然
界
の
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
人
体

で
あ
る
時
で
も
、
剥
き
出
し
の
肌
に
、
お
よ
そ
異
質
な
鉄
具
が

暴
力
的
に
食
い
込
ん
で
い
る
な
ど
、
や
は
り
被
写
体
同
士
の
ズ

レ
や
衝
突
が
生
む
効
果
を
狙
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
こ
う
し

た
写
真
に
よ
る
制
作
の
期
間
は
か
な
り
長
く
、
一
九
八
〇
年
代
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の
初
め
ま
で
続
い
た
の
だ
っ
た
。 

 
眞
板
が
そ
の
真
価
を
発
揮
し
始
め
る
の
は
、
こ
の
〝
写
真
の

時
代
〟
を
経
た
後
、
つ
ま
り
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
な
っ
て
か

ら
、
と
い
う
見
方
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
こ
こ
で
、
本
稿
の
主
旨
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
付
け
加
え
る

と
す
れ
ば
、
先
に
ち
ら
と
触
れ
た
、
彼
の
二
十
代
半
ば
に
お
け

る
フ
ラ
ン
ス
（
さ
ら
に
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
地
）

滞
在
と
い
う
異
文
化
経
験
、
一
度
は
異
な
る
風
土
の
地
に
身
を

置
い
た
そ
の
体
験
が
、
年
令
と
共
に
彼
の
内
部
の
深
い
と
こ
ろ

で
消
化
さ
れ
、
作
品
と
な
っ
て
昇
華
し
て
い
く
─
─
そ
れ
が
こ

の
時
期
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ

う
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

作
品
の
題
名
に
も
自
ず
と
変
化
が
表
れ
て
、「
次
元
」「
物
質
」

と
い
っ
た
抽
象
的
な
語
が
退
き
、
代
わ
り
に
「
風
景
」「
風
」「
樹
」

な
ど
、
よ
り
具
体
的
な
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う

し
た
変
化
は
、
彼
の
作
品
が
美
術
界
と
い
う
垣
根
を
越
え
て
、

い
っ
そ
う
広
い
範
囲
で
愛
好
家
た
ち
を
獲
得
し
て
い
く
よ
う
に

な
る
時
期
と
も
一
致
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
彼
の
探
究
心
は
旺
盛
で
、
作
品
の

数
も
多
く
、
辿
っ
た
過
程
を
一
視
点
か
ら
の
み
見
つ
め
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
と
り
わ
け
一
九
八
四
年
、
東
京
・
伊
奈
ギ
ャ

ラ
リ
ー
で
の
〈
風
景
・
輪
展
〉
に
お
い
て
、
突
如
豊
か
な
色
彩

が
出
現
し
た
時
の
驚
き
は
、
今
な
お
筆
者
の
脳
裏
に
く
っ
き
り

と
刻
み
付
い
て
残
っ
て
い
る
。
あ
れ
ら
原
始
・
・

を
想
わ
せ
る
素
材

と
色
彩
を
、
例
え
ば
海
か
ら
の
漂
流
物
と
捉
え
た
別
の
軌
跡
を

描
く
楽
し
み
も
ま
た
、
我
々
に
は
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
い
っ
ぽ
う
、
同
じ
こ
の
時
期
、
全
国
の
方
々
の
公
共
の
場

に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
環
境
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
次
々
と
設
置
さ

れ
て
お
り
、
眞
板
の
仕
事
の
全
体
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ

れ
ら
公
共
的
な
大
作
群
が
相
当
の
部
分
を
占
め
る
こ
と
も
確
か

な
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い

の
は
、
そ
れ
ら
巨
大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
群
と
は
お
よ
そ
対
照
的

な
、
ま
た
重
量
と
硬
度
を
誇
る
鋼
鉄
な
ど
と
は
素
材
と
し
て
も

ま
っ
た
く
別
次
元
の
、
一
枚
の
薄
っ
ぺ
ら
な
写
真
、
あ
る
い
は

形
を
さ
え
取
ら
な
い
出
来
事
、
む
し
ろ
私
的
で
さ
さ
や
か
な
一

つ
の
イ
ベ
ン
ト
、
そ
の
記
録
が
語
り
か
け
る
意
味
に
つ
い
て
、

で
あ
る
。
（
資
料
写
真
②
） 

  

山
中
を
分
け
入
っ
た
そ
の
谷
あ
い
で
聞
こ
え
る
も
の
と
い
え
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ば
、
た
だ
水
音
だ
け
。
他
に
は
時
お
り
地
味
な
小
鳥
の
声
が
呟

く
よ
う
に
す
る
の
み
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
水
源
か
ら
湧
き
出

し
た
水
が
、
こ
の
あ
た
り
で
は
多
少
ま
と
ま
っ
た
流
れ
と
な
っ

て
、
岩
々
の
あ
い
だ
を
、時
に
は
岩
の
上
を
近
道
し
て
さ
え
も
、

伝
い
流
れ
、
滑
り
落
ち
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
水
は
、
底
の
石
が

一
つ
ひ
と
つ
確
か
め
ら
れ
る
ま
で
に
澄
み
切
り
、
冷
え
切
っ
て

も
い
て
、
手
を
浸
せ
ば
痛
い
ほ
ど
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。
陽
も

差
さ
ず
、枯
葉
や
土
の
に
お
い
が
重
苦
し
い
ま
で
に
こ
も
る
中
、

そ
の
流
れ
の
方
向
が
変
わ
る
一
角
に
、誰
が
張
り
渡
し
た
の
か
、

小
さ
な
円
形
の
布
が
、
ま
る
で

掌

た
な
ご
こ
ろ

の
よ
う
に
宙
に
浮
か
ん

で
い
る
、
ひ
と
つ
ま
み
の
小
枝
や
葉
を
そ
こ
に
乗
せ
て
。
円
形

の
掌
と
同
じ
布
を
裁
っ
て
作
ら
れ
た
ら
し
い
、
ロ
ー
プ
と
も
言

い
に
く
い
細
い
布
片
が
、
四
方
の
灌
木
の
枝
か
ら
伸
び
て
─
─

ひ
と
つ
ま
み
の
小
枝
や
葉
も
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
範
囲
内
か
ら
さ

り
げ
な
く
拾
い
集
め
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
─
─
張
ら
れ
た
ロ
ー

プ
の
き
っ
か
り
真
ん
中
で
、
流
れ
す
れ
す
れ
、
し
ぶ
き
を
浴
び

ん
ば
か
り
に
近
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
均
衡
と
緊
張
感
。
現

場
を
包
み
込
む
何
か
し
ら
大
き
く
、
そ
し
て
謙
虚
な
も
の
の
眼

球
の
焦
点
が
、細
心
の
注
意
と
共
に
絞
り
込
ま
れ
、そ
の
瞬
間
、

ま
さ
に
そ
こ
で
、
は
っ
き
り
と
定
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
…
… 

  

自
ら
撮
影
し
た
そ
の
写
真
の
下
へ
「
六
月
か
ら
一
年
間
、
十

二
回
、
自
然
の
中
で
表
現
す
る
こ
と
を
開
始
し
た
、
そ
の
最
初

の
試
み
」
と
筆
者
あ
て
に
報
告
す
る
作
家
は
、
巨
大
な
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
群
を
次
々
制
作
す
る
さ
中
に
あ
っ
て
、
対
極
と
も
言
え

る
こ
の
よ
う
な
私
的
で
、
内
密
で
さ
え
あ
る
イ
ベ
ン
ト
を
通
し

て
、
実
は
芸
術
家
と
し
て
の
自
ら
の
本
質
を
宣
言
し
て
い
る
─

─
そ
れ
は
、
寄
っ
て
立
つ
自
分
た
ち
の
風
土
の
本
質
が
〈
水
〉

に
あ
る
こ
と
を
発
見
し
（
確
認
し
、
と
言
っ
て
も
よ
い
が
）、
そ

の
風
土
の
表
現
を
制
作
の
根
幹
に
据
え
よ
う
と
決
意
し
た
無
言

の
声
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
こ
と
の
証
拠
写
真
な
の
だ
。
そ

し
て
こ
の
証
拠
を
も
と
に
、
筆
者
と
し
て
は
、
描
く
一
つ
の
軌

跡
の
行
く
手
に
─
─
残
念
な
が
ら
、
行
く
手
の
最
後
に

・
・
・

と
な

っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
─
─
資
料
写
真
③
④
を
置
こ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

一
九
九
四
年
の
第
三
回
倉
敷
ま
ち
か
ど
彫
刻
展
に
出
品
さ
れ
、

第
七
回
本
郷
新
賞
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
作
品
「
連
山

夢
想
」
は
、
こ
の
丹
沢
山
中
で
の
小
イ
ベ
ン
ト
か
ら
六
年
後
に

制
作
さ
れ
た
が
、
彼
の
制
作
歴
に
お
け
る
一
頂
点
を
成
す
も
の

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
受
賞
作
品
自
体
の
写
真
は
今
こ
こ
に
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含
め
な
い
が
、
資
料
写
真
③
④
に
よ
っ
て
、
ま
た
次
の
短
い
説

明
に
よ
っ
て
、
作
品
の
本
質
を
お
お
ま
か
に
も
伝
え
る
こ
と
は

可
能
だ
ろ
う
。
そ
の
本
質
と
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
作
者

が
、
そ
し
て
我
々
が
寄
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
「
風
土
」
と
い
う

も
の
の
優
れ
た
表
現
で
あ
る
。 

  
 

石
の
肌
に
は
、
石
が
埋
ま
っ
て
い
た
大
地
の
酸
化
鉄
が
密 

 

着
し
て
い
て
、
自
然
そ
の
も
の
。
作
者
は
そ
の
自
然
を
残
せ 

 

る
だ
け
残
し
た
。
わ
ず
か
に
磨
い
た
光
沢
の
鏡
面
に
、
ま
わ 

 

り
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
映
像
が
宿
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
複 

 

雑
に
広
げ
る
。
雲
に
見
立
て
た
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
の
円
盤
に
、 

 

大
空
が
投
影
さ
れ
美
し
い
。
円
板
を
下
か
ら
仰
ぐ
と
、
円
板 

 

の
下
の
五
つ
の
石
と
、
す
そ
に
並
ぶ
三
つ
の
石
の
影
が
映
り
、 

 

そ
の
あ
り
さ
ま
は
、
山
脈
の
連
な
り
を
思
わ
せ
る
。（
…
…
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
術
評
論
家
増
田
洋
氏
の
評
《
注
３
》 

  

か
つ
て
、
水
墨
に
よ
っ
て
さ
か
ん
に
描
か
れ
よ
う
と
し
た
山

水
は
、
こ
こ
で
は
石
と
ス
テ
ン
レ
ス
（
別
な
場
所
で
は
鋼
鉄
）

に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
丹
沢
山
系
の
密
か
な
源
か
ら
湧

き
出
た
水
は
、
少
し
ず
つ
風
景
全
体
を
潤
し
、
や
が
て
水
蒸
気

と
な
っ
て
立
ち
の
ぼ
り
、
霧
や
雲
と
な
る
。「
雲
に
見
立
て
（
ら

れ
）
た
」
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
の
円
板
は
─
─
言
葉
を
置
き
換
え
る

な
ら
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
の
円
板
で
表
さ
れ
た
雲
は
─
─
最
初
は

奥
深
い
山
間
に
ほ
と
ば
し
っ
て
い
た
、
あ
の
か
細
い
谷
川
の
水

だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

ど
う
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
く
っ
き
り
と
水
と
い
う
も
の

の
輪
郭
が
現
れ
出
る
の
か
？ 

そ
れ
に
は
作
家
自
身
の
青
年
期

に
お
け
る
体
験
が
関
わ
っ
て
い
る
。
作
家
が
か
つ
て
、
自
ら
の

（
そ
し
て
我
々
の
）
地
域
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
の
こ
の
東
端
と
は
対
極
に
あ
る
別
の
地
域
、
異
質
な
風
土

の
場
に
身
を
置
い
た
、
そ
れ
も
確
実
に
置
い
た
こ
と
の
成
果
で

あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
小
文
の
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
我
々
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
風
土
と
の
基
本

的
な
違
い
を
示
す
要
素
と
し
て
の
水
が
、
く
っ
き
り
と
現
れ
出

た
の
で
あ
る
、
と
。
《
注
４
》 

 

さ
ら
に
、
こ
の
小
文
の
目
的
を
要
約
し
て
補
足
す
れ
ば
、
芸

術
家
の
中
に
は
、
自
ら
が
寄
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
風
土
の
表
現

を
使
命
と
す
る
タ
イ
プ
の
人
々
が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ

の
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、
そ
の
創
作
活
動
の
あ
る
時
期
、「
水
の

発
見
」
と
い
う
こ
と
が
、
彼
ら
の
（
そ
し
て
我
々
の
）
生
き
て
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活
動
す
る
風
土
の
本
質
を
捉
え
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
同

時
に
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
発
見
を
通
し
て
、
創
作
活
動
の
ま
さ

に
円
熟
期
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
創
作
活
動
が

本
格
的
に
始
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
）、
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
の
だ
─
─
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  
 

二 

  

金
子
光
晴
の
言
葉
を
改
め
て
借
り
る
な
ら
、
水
に
は
「
し
ほ

水
」
と
「
ま
み
づ
」
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
の
場
合

は
「
塩
水
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
「
真
水
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

塩
水
な
ら
、
眞
板
雅
文
の
場
合
も
初
め
か
ら
存
在
し
た
の
だ

っ
た
。
資
料
写
真
①
が
示
す
と
お
り
、
青
年
期
の
生
活
圏
内
と

言
え
る
湘
南
の
海
が
そ
れ
で
あ
る
。
眞
板
の
作
品
の
全
体
像
を

考
え
る
時
、
こ
の
①
の
海
か
ら
、
先
に
触
れ
た
一
九
八
四
年
の

〈
風
景
・
輪
展
〉
あ
た
り
ま
で
を
も
う
一
筋
の
別
の
軌
跡
と
捉

え
、
後
者
に
お
け
る
素
材
を
（
火
の
山
の
記
憶
で
は
な
く
）
海

洋
か
ら
の
漂
流
物
と
解
す
る
見
方
も
ま
た
、
我
々
に
残
さ
れ
て

い
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。（
こ
の
時
期
の
傾
向
を
示
す
も
の
と
し

て
、
参
考
ま
で
に
資
料
写
真
⑤
を
加
え
て
お
こ
う
） 

 

さ
て
、
金
子
に
と
っ
て
も
最
初
か
ら
水
は
存
在
し
た
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
─
─
同
じ
語
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
る
滑
稽
味
を
、
敢
え
て
無
視
し
な
が
ら
進
め
る
が
─
─
眞

板
の
場
合
と
同
じ
く
塩
水
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
最
初
の
習
作

集
『
香
爐
』（
た
だ
し
、
刊
行
は
一
九
五
四
〔
昭
和
二
九
〕
年
）

に
登
場
す
る
そ
れ
が
、
一
九
一
六
〔
大
正
五
〕
年
、
彼
が
二
十

二
才
の
時
病
気
で
慶
応
大
学
を
中
退
、「
友
人
の
石
井
有
二
と
大

島
を
旅
行
し
」《
注
５
》た
折
り
に
眺
め
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
五
十
年
後
、
わ
が
眞
板
が
レ
ン
ズ
を
向
け
た

の
と
同
じ
塩
水
の
広
が
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  
 

み
る
か
ぎ
り 

 
 

ぬ
ま
と
か
は
り
て 

 
 

水
の
は
て 

 
 

水
に
つ
づ
け
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
「
唄
」 

  
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
詩
集
後
記
の
「
古
す
ぎ
る
程
な
幼
稚

な
」
と
い
う
著
者
自
身
の
後
年
の
述
懐
を
確
認
す
る
程
度
に
と
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ど
め
て
、
む
し
ろ
続
く
詩
集
『
赤
土
の
家
』（
一
九
一
九
〔
大
正

八
〕
年
）
か
ら
、
今
回
の
水
の
点
検

・
・
・
・

を
始
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
何
と
い
う
過
剰
な
ま
で
の
（
塩
）

水
の
出
現
だ
ろ
う
か
。
作
品
の
題
名
を
な
ぞ
る
だ
け
で
も
、
こ

の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
波
浪
の
歌
」「
波
の
群
衆
」「
海
の

言
葉
」「
荒
磯
」「
島
の
生
活
」
…
… 

な
る
ほ
ど
、
金
子
光
晴

と
い
う
詩
人
は
そ
も
そ
も
の
出
発
点
か
ら
〝
水
の
詩
人
〟
だ
っ

た
の
だ
─
─
と
言
い
出
し
そ
う
に
な
る
気
持
ち
を
抑
え
て
、
当

分
は
〝
海
の
水
の
詩
人
〟
と
だ
け
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ち
な
み
に
、
こ
の
作
品
集
に
現
れ
る
海
は
、
先
の
大
島
旅
行
の

翌
年
、
既
に
家
産
も
傾
き
か
け
て
い
る
状
況
の
も
と
、「
目
的
も

な
く
、
岐
阜
か
ら
関
西
方
面
、
長
崎
、
福
江
島
に
旅
行
」《
注
５
》

と
あ
る
時
の
も
の
で
、
つ
ま
り
五
島
列
島
か
ら
眺
め
る
海
だ
ろ

う
。 

  
 

か
う
し
て
、 

 
 

こ
の
島
に
ゐ
る
う
ち
に
、 

 
 

僕
ら
に
は
、 

 
 

祈
り
だ
け
が
、
僕
ら
の
生
活
に
な
っ
て
く
る
。 

 

 
 

そ
し
て
、 

 
 

あ
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
な
い
空
を
眺
め
て
み
た
り
、 

 
 

大
き
な
波
の
音
響
に
ひ
れ
伏
し
た
り
、 

 
 

（
…
…
） 

 
 

畳
み
重
な
っ
て
ゐ
る
巨
大
な
岩
石
を
攀
じ
登
っ
て
、 

 
 

内
地
で
は
見
ら
れ
な
い
美
く
し
い
草
花
を
も
ぎ
と
っ
た
り 

 
 

め
ず
ら
し
い
果
実
の
汁
を
し
ぼ
っ
た
り
、（
…
…
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
「
島
の
生
活
」 

  

た
と
え
束
の
間
と
は
い
え
、
金
子
の
青
年
期
に
も
、
こ
の
よ

う
な
牧
歌
的
な
詩
行
を
書
き
留
め
る
こ
と
の
出
来
る
ひ
と
と
き

が
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。 

 

も
っ
と
も
、
こ
の
詩
集
の
終
り
近
く
に
な
っ
て
「
夜
」
と
題

さ
れ
た
作
品
に
出
会
う
と
、
先
ほ
ど
掲
げ
よ
う
と
し
て
止
め
た

〝
水
の
詩
人
〟
と
い
う
形
容
を
、
ふ
と
ま
た
取
り
出
し
た
く
な
る

の
も
事
実
で
あ
る
。 

  
 

そ
こ
に
、 

 
 

ギ
ラ
ギ
ラ
浮
く
獣
脂
の
う
へ
、
闇
に
は
め
込
ん
だ
四
角
い 

 
 
 

窗
、
─
─
人
気
の
な
い
窓
、
窓
か
ら
、
水
の
面
に
砕
か 
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れ
た
破
片
、
─
─
夢
よ
り
明
る
い
擾
乱
の
場
面
を
、 

  
 

私
の
小
舟
は
、
痙
攣
的
に
、
そ
の
片
方
の
足
を
ひ
き
あ
げ 

 
 
 

た
ま
ゝ
、 

 
 

わ
な
な
き
な
が
ら
通
り
過
ぎ
る
。 

  

も
し
か
す
る
と
、
金
子
の 

〝
（
塩
水
で
は
な
く
）
真
水
の
詩

人
〟
と
し
て
の
萌
芽
は
、
こ
の
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
潜

ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
今
は
ま
だ
は
っ

き
り
そ
う
と
言
い
切
れ
る
段
階
に
は
な
い
。
な
お
先
へ
進
む
必

要
が
あ
る
。 

 

こ
れ
に
続
い
て
、
あ
の
『
こ
が
ね
蟲
』
が
来
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
今
、
水
を
軸
に
し
て
読
み
返
す
時
、
そ
れ
ら
の
作
品

群
の
特
異
性
が
改
め
て
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。 

  
 

お
ゝ
、
陰
惨
な
夜

雨

よ
る
の
あ
め

は
、 

 
 

暗
闇

く
ら
や
み

の

水

辺

み
ず
の
ほ
と
り

の
朱
欄
の
廻

廊

め
ぐ
り
ど
の

を
降
続
い
て
ゐ
る
。 

 
 
 

花
菖
蒲

は
な
せ
う
ぶ

の
蔭
の
木
橋

も
く
け
う

に
、 

 
 

凄
艶
な
嬢
子
と
少
年
は
今
邂
逅
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
「
鴛
鴦
の
巻
」 

  

い
や
い
や
、
本
稿
が
求
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
工

的
な
ま
で
の
水
で
は
な
い
。
金
子
の
詩
業
の
全
体
を
貫
く
一
本

の
太
い
線
が
あ
る
と
す
れ
ば
、こ
こ
に
現
れ
た
の
は
確
か
に「
近

代
詩
の
最
後
の
人
」《
注
６
》
と
し
て
の
金
子
で
あ
っ
て
、
い
か

に
目
を
奪
う
ほ
ど
の
華
麗
な
才
を
発
揮
し
て
い
よ
う
と
、
こ
れ

は
言
う
な
ら
ば
脱
線
・
・

な
の
だ
。
遅
か
ら
ず
本
線
へ
と
戻
っ
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
の
線
へ
回
帰
し
よ

う
と
す
る
そ
の
時
、
我
々
に
と
っ
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
出

来
事
が
起
き
る
わ
け
で
あ
る
。『
こ
が
ね
蟲
』
の
末
尾
に
、
詩
人

自
ら
こ
う
記
し
て
い
る
。 

  
 

昨
年
来
、
僅
か
、
二
ヶ
月
許
の
間
に
、
過
労
症
と
、
放
神 

 

の
た
め
に
、
三
度
も
、
電
車
内
で
数
冊
の
詩
稿
を
失
っ
た
（
… 

 

…
） 

  
「
昨
年
」
と
い
え
ば
、『
こ
が
ね
蟲
』
刊
行
の
前
年
で
あ
る
か

ら
、
一
九
二
二
〔
大
正
十
一
〕
年
、
彼
が
第
一
回
渡
欧
か
ら
帰

国
し
た
翌
年
に
当
た
る
。
そ
の
渡
欧
か
ら
持
ち
帰
っ
た
『
こ
が
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ね
蟲
』
の
部
分
は
、
稿
が
定
ま
り
刊
行
の
運
び
に
至
っ
た
が
、

そ
れ
以
外
の
「
過
労
症
と
、
放
神
」
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
部
分

は
、
我
々
の
前
か
ら
完
全
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、

『
大
腐
爛
頌
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
続
い
て
日
の
目
を

見
る
は
ず
だ
っ
た
詩
集
は
「
記
憶
を
た
ど
っ
て
再
度
制
作
」《
注

７
》
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
お
ま
け
に
そ
の
刊
行
た
る
や
、

第
二
次
大
戦
も
果
て
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
、
前
回
の
「
ノ
ー
ト
１
」《
注
１
》
か
ら
の
流
れ
に

立
ち
返
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
が
起
き
た
の
か
？ 

脱
線
の
あ
と
漸
次
本
線
へ
と
戻
っ
て
い
く
過
程
の
記
録
が
失
わ

れ
た
。
言
葉
を
な
お
進
め
る
な
ら
、
前
回
の
ノ
ー
ト
で
確
認
し

た
『
こ
が
ね
蟲
』
に
欠
け
る
も
の
、
西
洋
の
好
ま
し
い
消
化

・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
で
も
言
え
る
側
面
を
示
す
は
ず
の
作
品
群
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

今
回
の
こ
の
稿
と
し
て
は
最
後
の
詩
集
、
再
制
作
に
よ
る
『
大

腐
爛
頌
』
に
差
し
か
か
っ
て
、
そ
こ
で
「
森
」
の
よ
う
な
作
品

に
出
会
う
か
ら
で
あ
る
。 

  
 

あ
あ
。
厳
め
し
い
中
世
の
精
神
の
森
。
重
た
い
表
紙
の
戒 

 
 
 

律
の
書
。 

 
 

ふ
り
つ
も
る
朽
葉
の
伽
藍
。
求
道
の
迷
路
。 

 
 

梢
、
梢
に
釣
る
古
い
龕
灯

が
ん
ど
う

に
、 

 
 

羽
ば
た
く
無
数
の
蝶
。 

 
 

昼
も
さ
び
し
い
梟
と
、
啄
木

き
つ
つ
き

の
音
。 

 
 

森
よ
。
茨
の
重
面
で
塞
が
れ
た
魔
界
の
常
闇
を
、
私
は
、 

 
 

地
獄
の
門
前
に
立
つ
ア
ィ
ネ
ィ
ウ
ス
の
や
う
に
さ
し
の
ぞ 

 
 
 

く
。 

  

電
車
内
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
作
品
の
一
つ「
森
の
幻
想
」
は
、

題
名
か
ら
し
て
、こ
れ
と
同
列
に
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
が
、

今
と
な
っ
て
は
、
こ
の
程
度
の
推
測
を
働
か
せ
る
他
な
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
我
々
と
し
て
は
、
現
在
手
元
に
ま
と
め
ら
れ

差
し
出
さ
れ
て
い
る
作
品
集
を
読
み
進
ん
で
い
く
し
か
な
い
の

で
あ
る
。 

 

そ
う
し
て
、
い
ざ
、
詩
集
『
大
腐
爛
頌
』
に
入
っ
て
い
く
と
、

今
度
は
ま
た
別
な
問
題
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
。
そ
れ
は
今
後

い
ち
だ
ん
と
顕
著
に
な
っ
て
い
く
は
ず
な
の
だ
が
、
作
品
一
つ

一
つ
の
制
作
年
次
が
明
確
で
な
い
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
実

際
、
我
々
は
次
の
よ
う
な
宣
言
を
し
て
憚
ら
な
い
詩
人
に
拍
手

な
ど
送
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 
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な
ぜ
も
っ
と
旅
行
中
に
作
品
が
な
い
か
と
人
に
き
か
れ
ま 

 

す
が
僕
は
、
文
学
の
た
め
に
旅
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
塩 

 

原
多
助
が
倹
約
し
た
や
う
に
が
つ
が
つ
と
書
く
人
間
に
な
る 

 

の
は
御
め
ん
で
す
。
よ
ほ
ど
腹
の
立
つ
こ
と
か
、
軽
蔑
し
て 

 

や
り
た
い
こ
と
か
、
茶
化
し
て
や
り
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
と 

 

き
の
他
は
今
後
も
詩
は
作
ら
な
い
つ
も
り
で
す
。
《
注
９
》 

  

あ
る
い
は
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
詩
人
の
気
っ
風
の
良
さ
に
共

感
し
た
以
上
は
、
作
品
が
仕
上
が
る
ご
と
に
一
つ
ひ
と
つ
几
帳

面
に
日
付
を
振
る
こ
と
を
望
ん
だ
り
、
ま
た
ど
ん
な
状
況
に
陥

っ
て
も
自
作
の
束
だ
け
は
し
が
み
つ
い
て
放
さ
な
い
よ
う
願
っ

た
り
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
詩
集
が
作
品
の
制
作
順
に
ま
と
め
ら

れ
、
き
ち
ん
と
段
階
を
追
っ
て
刊
行
さ
れ
る
、
な
ど
と
い
う
こ

と
を
求
め
る
べ
き
で
な
い
の
だ
ろ
う
。
金
子
の
場
合
、
特
に
こ

の
三
番
目
の
条
件
が
無
視
さ
れ
て
い
る
せ
い
で
、
彼
の
そ
の
後

の
重
要
な
旅
行
と
、
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
集
と
の
関
連
が
定
か

で
な
い
、
と
い
う
問
題
が
障
害
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
こ
と
と
は
別
に
、
こ
れ
ら
初
期
の
作

品
を
再
読
し
な
が
ら
、
後
年
の
名
作
・
名
表
現
に
つ
な
が
る
箇

所
を
発
見
す
る
喜
び
は
、
そ
こ
そ
こ
に
転
が
っ
て
い
る
。 

  
 

一
人
が
ゐ
て
台
の
う
え
に
飛
び
あ
が
っ
て
、
西
、
あ
る
ひ 

 
 
 

は
、
東
を
さ
せ
ば 

 
 

群
衆
は
、
黒
雲
に
な
っ
て
沸
上
る
。 

 
 

一
人
が
一
人
を
突
き
、
そ
れ
が
十
人
と
な
り
、
ま
た
百
人 

 
 
 

と
な
り
、
全
市
を
あ
げ
、
遂
に
国
を
こ
ぞ
り
、 

 
 

毛
氈
を
巻
く
や
う
に
、
一
つ
の
方
向
に
む
か
っ
て
な
だ
れ 

 
 
 

る
。 

  
 

あ
あ
、
こ
の
盲
目
の
う
ご
き
に
、
逆
ら
ふ
も
の
は
ふ
み
に 

 
 
 

じ
ら
れ
る
。 

 
 

目
は
う
は
ず
り
、
声
が
か
す
れ
、 

 
 

拳
、
拳
を
ふ
り
あ
げ
て
、
口
々
に
合
言
葉
を
叫
ぶ
。 

 
 

「
殿
堂
を
こ
は
せ
─
─
」 

 
 

「
自
由
を
と
り
も
ど
せ
─
─
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─
─
「
ア
ル
コ
ー
ル 

三
」 

  
『
こ
が
ね
蟲
』
か
ら
、
も
は
や
何
と
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
も
う
振
り
返
る
必
要
は
な
い
。
今
後
、
我
々
は
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も
っ
ぱ
ら
前
方
だ
け
を
見
つ
め
て
お
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
引

用
し
た
数
行
に
示
さ
れ
て
い
る
大
衆
・
・

な
る
も
の
へ
の
批
判
は
、

い
ず
れ
代
表
作
『
鮫
』
中
の
「
お
っ
と
せ
い
」
と
な
っ
て
完
成

す
る
こ
と
が
、
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。 

  

と
こ
ろ
で
、
本
稿
を
書
き
始
め
る
の
と
前
後
し
て
、
筆
者
に

は
ふ
と
、
金
子
光
晴
の
詩
業
の
全
体
を
一
つ
の
城
郭
に
喩
え
て

み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
、
と
い
う
思
い
つ
き
が
浮
か
ん
で
、
そ
れ

が
い
さ
さ
か
の
楽
し
み
に
も
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

先
ほ
ど
挙
げ
た
詩
集
『
鮫
』（
一
九
三
七
〔
昭
和
十
二
〕
年
）
な

ど
は
、
そ
の
重
要
性
か
ら
、
城
の
二
の
丸
、
三
の
丸
に
も
喩
え

ら
れ
よ
う
が
、
で
は
最
初
の
重
要
な
門
、
い・
の
門
、
ろ・
の
門
に

も
相
当
す
る
作
品
は
何
だ
ろ
う
？
と
。
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
付

く
こ
と
自
体
、
あ
る
い
は
、
既
に
そ
の
よ
う
な
作
品
に
辿
り
着

い
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
作
品
「
ア
ル
コ
ー
ル
」
は
、

『
鮫
』
の
中
の
「
お
っ
と
せ
い
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
従

っ
て
、
最
終
的
に
は
天
守
閣
に
も
通
じ
る
重
要
性
を
帯
び
て

い
る
。
け
れ
ど
も
、
引
用
の
数
行
か
ら
見
て
取
れ
る
通
り
、

完
成
度
の
点
か
ら
、
ま
だ
最
初
の
本
格
的
な
門
と
見
な
す
こ

と
ま
で
は
出
来
な
い
。
さ
ら
に
─
─
と
、
本
稿
の
目
的
か
ら
し

て

、

こ

う

も

付

け

加

え

た

い

の

で

あ

る

─

そ
こ
に
は
ま
だ
水
が
現
れ
て
い
な
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
。
そ
れ
で
は
、
実

の
と
こ
ろ
、
ど
ん
な
作
品
に
既
に
出
会
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ふ
と

視
線
が
彼
の
仕
事
の
全
体
に
向
け
ら
れ
、
城
郭
を
思
い
描
い
た

り
す
る
ま
で
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
？ 

そ
の
作
品
と
は
、
こ
の

「
ア
ル
コ
ー
ル
」
の
直
後
に
現
れ
る
、
詩
集
と
同
名
の
「
大
腐

爛
頌
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
我
々
は
城
郭
の
最

初
の
重
要
な
門
の
前
に
出
た
と
実
感
出
来
る
し
、
同
時
に
、
こ

の
作
品
の
中
で
こ
そ
、
金
子
に
と
っ
て
の
（
真ま

水
で
あ
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
）
真し

ん

の
水
が
出
現
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
一
三
〇
行
に
渡
っ
て
展
開
す
る
詩
行
の
畳

み
掛
け
る
よ
う
な
熱
っ
ぽ
さ
は
、
何
も
こ
の
作
品
に
限
っ
て
指

摘
す
べ
き
こ
と
で
も
な
い
と
は
い
え
、ま
さ
に
圧
倒
的
で
あ
る
。

し
か
も
、
褒
め
歌
は
褒
め
歌
で
も
、
天
上
的
な
も
の
の
賛
美
と

は
ほ
ど
遠
い
。
地
表
を
、
地
面
を
這
い
伝
う
存
在
と
し
て
の
詩

人
が
、
敢
え
て
万
物
の
負
の
面
を
通
し
て
歌
う
、
い
わ
ば
逆
説

的
讃
歌
で
あ
る
。 
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す
べ
て
、
腐
爛

く

さ

ら
な
い
も
の
は
な
い
！ 

 
 

（
…
…
） 

 
 
 

く
さ
っ
て
ゆ
く
。
く
さ
っ
て
ゆ
く
。 

 
 

萌
黄
に
、 

 
 

紅
に
、 

 
 

虹
色
に
、 

 
 

わ
が
地
球
も
、
林
檎
の
や
う
に
熟
れ
て
、 

 
 

に
ほ
ひ
か
ん
ば
し
く
く
さ
っ
て
ゆ
く
。 

 
 

（
…
…
） 

 
 

だ
が
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
へ
こ
た
れ
な
い
。 

 
 

私
に
と
っ
て
腐
臭
も
、
血
泥
も
、
膿
汁
も
、 

 
 

あ
の
人
を
愛
着
す
る
は
じ
め
か
ら
、 

 
 

計
算
の
な
か
に
入
っ
て
ゐ
る
の
だ
。 

  
 

清
ら
か
な
も
の
が
消
え
や
す
く
、 

 
 

う
つ
く
し
い
も
の
が
汚
れ
や
す
く
、 

 
 

春
の
嫩
芽

わ
か
め

が
蝕
ま
れ
や
す
い
の
も
、 

 
 

そ
れ
ゆ
ゑ
に
こ
そ
猶
、
心
が
焦
れ
る
こ
と
も
、 

 
 

し
り
ぬ
い
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
れ
で
も
し
か
た
が
な
い
の
だ
。 

 

 
 

散
る
葩は

な

を
追
っ
て
、 

 
 

む
か
し
の
姿
を
求
め
て 

 
 

私
は
、
こ
の
爪
を
血
だ
ら
け
に
し
て
墓
を
掘
る
。 

 
 
 

な
か
ば
朽
ち
、
骨
の
あ
ら
わ
れ
た
あ
の
人
を 

 
 

も
う
一
度
、
こ
の
胸
に
か
い
抱
か
う
と
。 

  

第
一
の
門
は
二
の
丸
、
三
の
丸
、
さ
ら
に
は
天
守
閣
ま
で
通

じ
る
関
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
ほ
ど
の
「
ア
ル
コ
ー

ル
」
と
同
じ
く
、
こ
の
作
品
も
ま
た
代
表
詩
集
『
鮫
』
に
通
じ

て
い
る
。
例
え
ば
『
鮫
』
の
中
の
作
品
「
ど
ぶ
」
に
。
今
は
ま

だ
こ
の
「
ど
ぶ
」
に
つ
い
て
語
る
段
階
に
は
な
い
が
、
敢
え
て

先
回
り
し
て
触
れ
る
な
ら
、
こ
こ
で
「
骨
の
あ
ら
わ
れ
た
あ
の

人
を
も
う
一
度
、
こ
の
胸
に
か
い
抱
こ
う
」
と
す
る
詩
人
の
決

意
は
、
散
文
詩
「
ど
ぶ
」
の
中
で
、
主
人
公
の
女
に
な
り
切
る

こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
。「
大
腐
爛
頌
」
と
い
う
詩
は
、

今
の
と
こ
ろ
決
意
が
、
信
念
が
吐
露
さ
れ
た
詩
な
の
で
あ
り
、

そ
の
実
行
・
実
践
は
い
ず
れ
場
と
状
況
を
変
え
て
、
つ
ま
り
「
ど

ぶ
」
な
ど
の
別
の
作
品
に
お
い
て
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
で
、
い
っ
ぽ
う
ま
た
、
決
意
や
信
念
と
い
う
も
の
は
具
体

で
は
な
く
、
抽
象
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
こ
う
。
抽
象
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の
み
で
作
品
の
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
詩

作
品
と
し
て
読
み
手
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
言
う

抽
象
と
具
象
が
相
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
そ
れ
と
し
て
、
さ
て
、
皮
肉
な
こ
と
に
、

こ
の
詩
を
構
成
す
る
一
三
〇
行
ほ
ど
の
う
ち
一
〇
〇
行
以
上
を

読
み
進
ん
で
も
な
お
、
ど
こ
に
も
水
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
が
起
き
て
し
ま
う
。
こ
の
長
大
で
完
成
度
も
高
い
作

品
に
お
い
て
水
が
登
場
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
末
尾
に
達
し
て

か
ら
、
具
体
的
に
は
結
び
の
六
行
前
、
し
か
も
た
っ
た
一
行
、

と
い
う
か
一
語
の
み
。
こ
こ
に
至
る
前
は
、
あ
れ
ほ
ど
た
っ
ぷ

り
と
水
が
登
場
し
て
い
た
の
に
、
で
あ
る
。 

  
 

私
が
目
を
ふ
さ
ぐ
と
、
腐
爛
の
宇
宙
は
、 

 
 

大
揚
子
江
が
西
か
ら
東
に
み
な
ぎ
る
や
う
に 

 
 

私
達
と
一
緒
に
な
が
れ
る
腐
爛
の
群
の
方
へ
、 

 
 

轟
音
を
つ
く
っ
て
た
ぎ
り
立
ち
、 

 
 

目
を
ひ
ら
け
ば
、
光

洽
あ
ま
ね

く
、
目
も
く
ら
み
、 

 
 

生
命
の
大
氾
濫
と
な
っ
て
、 

 
 

戦
ひ
の
旌
旗

せ
い
き

の
や
う
に
、
天
に
は
た
め
く
の
だ
！ 

 

 

「
水
」
と
い
う
よ
り
は
も
っ
と
具
体
的
に
、
現
実
的
に
、「
揚

子
江
」
と
い
う
三
文
字
で
成
る
固
有
名
詞
。
さ
ら
に
「
大
」
と

強
調
さ
れ
て
、
こ
れ
以
降
の
彼
の
作
品
を
読
む
者
に
は
何
の
不

自
然
さ
も
感
じ
ら
れ
な
い
こ
の
地
名
が
、
今
は
ま
た
何
と
い
う

唐
突
な
現
れ
方
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
子
の
よ
う
な

詩
人
に
と
っ
て
は
、
先
に
挙
げ
た
理
由
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
唐

突
で
あ
っ
て
も
そ
れ
で
も
し

・
・
・
・
・

か
た
が
な
い

・
・
・
・
・

の
で
あ
る
。
作

品
が
実
際
の
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
並
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
詩

集
が
制
作
の
年
次
順
に
組
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
詩
が
書
か
れ

る
前
に
、
ど
ん
な
重
要
な
旅
行
が
─
─
具
体
的
に
は
、
第
二
回

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
東
南
ア
ジ
ア
旅
行
に
先
立
つ
上
海
旅
行
が
─
─

介
在
し
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
い
や
、
と
い
う
以
上
に
、
我
々

が
今
手
に
す
る
『
大
腐
爛
頌
』
は
、
当
初
の
内
容
で
は
な
く
、

い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
加
筆
修
正
さ
れ
た
か
も
わ
か
ら

な
い
の
だ
。
従
っ
て
、
本
稿
と
し
て
今
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の

は
、
金
子
光
晴
に
と
っ
て
の
真
の
水
が
こ
こ
に
登
場
し
て
い
る
、

と
い
う
た
だ
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
金
子
の
詩
の
世
界
で
取
り
上

げ
る
べ
き
水
が
、
初
め
て
、「
揚
子
江
」
と
い
う
固
有
名
詞
の
も

と
に
出
現
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
そ
の
水
が
固
有
名
詞
の
姿

を
取
っ
て
い
る
の
も
道
理
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
─
─
今
し
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が
た
の
続
き
に
な
る
わ
け
だ
が
─
─
い
か
に
高
い
調
子
に
貫
か

れ
て
い
る
と
は
い
え
、
長
編
詩
「
大
腐
爛
頌
」
は
「
こ
の
胸
に

か
い
抱
こ
う
」
と
い
う
意
志
表
明
の
詩
、
信
念
の
詩
、
言
っ
て

み
れ
ば
抽
象
の
詩
な
の
で
あ
る
。
そ
の
抽
象
が
正
面
立
っ
た
た

め
に
、
逆
に
具
象
が
「
大
揚
子
江
が
（
…
）
や
う
に
」
と
比
喩

の
見
か
け
を
帯
び
て
背
景
に
退
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

見
か
け
に
ご
ま
か
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
百
数
十
行
に
わ
た
る

こ
の
作
品
の
重
心
は
、
実
は
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
現
実
の
水
、

た
っ
た
一
語
で
記
さ
れ
た
揚
子
江
の
ほ
う
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ

る
。 

  

〝
水
の
詩
人
〟
と
も
呼
ば
れ
る
金
子
光
晴
の
作
品
を
再
読
す

る
時
、
既
に
ご
く
初
期
の
段
階
か
ら
、
豊
か
に
水
が
扱
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
の
水
、
真
の
「
ま

み
ず
」
の
登
場
ま
で
に
は
、
こ
の
「
大
腐
爛
頌
」
と
い
う
作
品

を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
真
の
水
の
登
場
に
は
ど
う
い

う
意
味
が
あ
る
の
か
？ 

詩
人
が
自
ら
生
き
る
、
寄
っ
て
立
つ

土
地
の
風
土
の
本
質
を
現
に
今
発
見
し
て
い
る
、
と
い
う
状
況

が
、
作
品
の
制
作
と
平
行
し
て
進
行
し
て
い
る
。
彼
が
自
分
た

ち
の
風
土
の
本
質
を
掴
ん
で
、
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
彼
固
有
の

世
界
を
本
格
的
に
展
開
し
て
い
く
、
と
い
う
状
況
が
。 

 

こ
の
意
味
で
、「
一
」
に
お
い
て
紹
介
し
た
眞
板
雅
文
と
い
う

芸
術
家
と
も
一
致
点
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
の
東
側
の
、
太
平
洋
に
縁
取
ら
れ
た
こ
の
我
々
の
風
土
の

本
質
を
な
す
〈
水
〉
を
発
見
し
、
優
れ
た
風
土
の
表
現
者
と
な

り
得
て
い
く
芸
術
家
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
《
注
10
》
─
─ 

〝
水
の
詩
人
〟
と
し
て
の
自
覚
と
宣
言
が
、
そ
れ
ぞ
れ
両
者
に
あ

る
。
金
子
の
場
合
、
現
れ
方
は
い
か
に
も
唐
突
で
あ
る
が
、
そ

れ
だ
け
鮮
明
、
鮮
烈
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
第
一
回
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
旅
行
、
ベ
ル
ギ
ー
（
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
）
滞
在
と
い
う
過

程
を
経
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
鮮
や
か
に
、
直
裁
に
、
固
有
名
詞

で
示
さ
れ
た
水
の
発
見
。「
大
揚
子
江
」
と
は
、
こ
れ
は
ま
た
何

と
い
う
壮
大
な
水
だ
ろ
う
か
。
中
国
大
陸
の
地
名
に
出
会
っ
た

そ
の
弾
み
で
、
金
子
の
場
合
は
〝
水
の
詩
人
〟
に
加
え
て
、
新

し
く
〝
東
洋
の
水
の
詩
人
〟
と
い
う
冠
を
被
せ
て
も
い
い
だ
ろ

う
。
そ
ん
な
新
た
な
冠
を
詩
人
の
頭
に
置
き
な
が
ら
、
い
ち
だ

ん
と
重
要
な
青
年
期
の
作
品
群
を
辿
り
直
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

了) 
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[
注
と
資
料
写
真] 

一
、 

注
１ 
「
金
子
光
晴
の
第
一
回
滞
欧
と
『
こ
が
ね
蟲
』」
『
交
錯
す
る
文

化
と
文
学 

東
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
会
い
』 

 
 

文
教
大
学
出
版
事
業
部
（
二
〇
〇
九
年
十
一
月
） 

注
２ 

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
発
行
『
た
い
せ
つ
な
風
景
』 

 
 

第
四
号
（
二
〇
〇
五
年
九
月
） 

注
３ 

札
幌
彫
刻
美
術
館
発
行
『
眞
板
雅
文 

彫
刻
展
カ
タ
ロ
グ
』（
一

九
九
五
年
）
第
七
回
本
郷
新
賞
選
考
委
員
長
向
井
良
吉
氏
の
評
文

よ
り
引
用
。 

注
４ 

「
対
極
に
あ
る
別
の
地
域
」
の
作
品
と
し
て
、
こ
こ
に
十
九
世

紀
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
の
小
説
『
イ
ー
ル
の

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
を
挙
げ
て
み
る
の
も
面
白
い
か
知
れ
な
い
。
『
カ

ル
メ
ン
』
で
知
ら
れ
る
彼
は
、
歴
史
記
念
物
監
督
官
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
土
地
を
訪
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
タ
ロ
ニ
ア
と
も
呼
ば

れ
る
ル
シ
ヨ
ン
地
方
を
視
察
し
た
後
、
自
分
で
も
お
気
に
入
り
の

こ
の
短
い
（
文
庫
版 Le Livre de Poche 

で
四
十
ペ
ー
ジ
ほ
ど

の
）
作
品
を
書
い
た
。
銅
像
が
殺
人
を
犯
す
と
い
う
ト
リ
ッ
ク
を

巧
み
に
巡
ら
し
た
物
語
が
、
人
間
や
土
地
の
的
確
な
描
写
と
優
れ

た
文
体
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
今
な
お
読
み
継
が
れ
る
作
品
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
「
水 eau

」
と
い
う
語
は
、

た
だ
一
カ
所
、「
蒸
留
酒eau de vie

」
と
い
う
合
成
語
で
し
か
登

場
し
な
い
。
む
し
ろ
雨
が
重
要
だ
が
、
そ
れ
も
、
ト
リ
ッ
ク
を
成

立
さ
せ
る
た
め
不
自
然
な
ま
で
に
量
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
水
は
自
然
界
の
要
素
と
い
う
よ
り
、
虚
構
に
お
け
る
役
割
を

担
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

資
料
写
真
① 

題
名
な
し
（
一
九
七
四
年
）
。
写
真
パ
ネ
ル
に
紙
。 

 
 

45

×60

㌢ 

筆
者
撮
影
。 

資
料
写
真
② 

「
自
然
と
の
対
話
─
十
二
ヶ
月
」（
一
九
八
八
年
六
月
〜
）

神
奈
川
県
秦
野
町
葛
葉
に
て
。
作
家
自
身
の
撮
影
。 

資
料
写
真
③
④ 

「
連
山
夢
想
」
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
東
京
・
御
成
門
緑

地
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
。
筆
者
撮
影
（
二
〇
一
〇
年
九
月
、

十
一
月
） 

資
料
写
真
⑤ 

「
風
景N

o2

」（
一
八
八
四
年
）
ロ
ー
プ
、
布
、
糸
、
木
、

絵
の
具
な
ど
。250

× 250

× 50

㌢ 

作
家
自
身
の
撮
影
。 

二
、 

注
５ 

金
子
光
晴
年
譜
。
「
現
代
詩
読
本
『
金
子
光
晴
』」
思
潮
社
。
一

九
八
五
〔
昭
和
六
〇
〕
年
。 

注
６ 

伊
藤
信
吉
『
現
代
詩
の
鑑
賞 

下
巻
』
新
潮
文
庫
。
一
九
五
四

〔
昭
和
二
九
〕
年
。 

注
７ 

秋
山
清
『
金
子
光
晴
全
集 

第
一
巻
』
後
記
。
中
央
公
論
社
。

一
九
七
六
〔
昭
和
五
一
〕
年
。 

注
８ 

一
九
七
四
〔
昭
和
四
九
〕
年
六
月
、
昭
森
社
刊
行
の
『
金
子
光

晴
全
集 

第
一
巻
』
に
未
刊
詩
集
と
し
て
収
め
ら
れ
た
。 

注
９ 

詩
集
『
鮫 

自
序
』
人
民
社
。
一
九
三
七
〔
昭
和
一
二
〕
年
。 

注
10 
こ
の
時
、
筆
者
の
頭
の
中
に
は
、
最
終
的
に

・
・
・
・

金
子
の
記
念
碑
的

長
編
詩
「
寂
し
さ
の
歌
」
が
浮
か
ん
で
い
る
。 
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写
真
の
掲
載
と
引
用
を
快
く
認
め
て
下
さ
っ
た
眞
板
充
江
夫
人
に

感
謝
し
ま
す
。 
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