
敦
煌
郊
外

野

口

武

久
（
詩
人
）

な
い

音
が
な
い

匂
い
が
な
い

動
く
も
の
が
な
い

砂
漠
を
わ
た
る
風
が
な
い

水
が
な
い

緑
が
な
い

人
が
な
い

は
て
し
な
く
続
く
不
毛
の
地

地
平
線
の
ま
じ
わ
る
と
こ
ろ

黄
色
い
砂
と
空
だ
け
が
あ
る

こ
こ
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
起
点

玄
奘
三
蔵
は
六
二
九
年

西
を
め
ざ
し
た

マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
は
一
二
七
四
年

こ
こ
に
た
ど
り
着
い
た

き
み

す
す

さ
ら

つ

い
っ
ぱ
い

さ
け

「
君
に
勧
む
更
に
尽
く
せ
一
杯
の
酒

に
し

よ
う
か
ん

い

こ

じ
ん

な

西
の
か
た
陽
関
を
出
づ
れ
ば
故
人
無
か
ら

ん
」

唐
の
詩
人
王
維
が
別
れ
に
う
た
っ
た
地
だ

砂
漠
の
か
な
た
灼
熱
が
舞
う

－１－
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週
刊
誌
よ
、
ど
こ
へ
い
く

池

井

優

（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）

こ
こ
一
、
二
年
、
電
車
の
車
内
で
週
刊
誌

を
読
む
人
を
見
か
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ

た
。
大
手
出
版
社
の
役
員
は
こ
う
嘆
く
。「
最

新
号
の
雑
誌
を
抱
え
て
東
京
の
地
下
鉄
に
乗

り
、
同
一
車
内
に
同
じ
雑
誌
を
持
っ
た
乗
客

が
ほ
か
に
い
た
ら
、
そ
の
媒
体
の
発
行
部
数

は
三
十
万
部
、
実
売
で
二
十
万
部
は
ま
ず
堅

い
と
踏
ん
で
い
た
。
が
、
残
念
な
が
ら
最
近

そ
う
し
た
光
景
は
と
ん
と
お
目
に
か
か
ら
な

く
な
っ
た
」。

日
本
で
週
刊
誌
が
創
刊
さ
れ
た
の
は
、
大

正
時
代
に
遡
る
。
一
九
二
二
年
、
朝
日
新
聞

と
毎
日
新
聞
が
「
週
刊
朝
日
」、「
サ
ン
デ
ー

毎
日
」
の
刊
行
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
当
時
は
二
誌
と
も
新
聞
社
の
副
業
に

過
ぎ
ず
、
記
事
も
新
聞
記
者
が
片
手
間
に
書

く
い
わ
ゆ
る
社
内
原
稿
で
内
容
も
さ
し
た
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
戦
後
「
週
刊

朝
日
」
に
社
会
部
か
ら
転
じ
た
扇
谷
正
造
が

編
集
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
大
き
く
変
わ
っ

た
。
東
大
仏
文
科
の
教
授
で
洒
落
た
エ
ッ
セ

イ
ス
ト
で
も
あ
る
辰
野
隆
を
起
用
し
た
連
載

対
談
「
忘
れ
得
ぬ
こ
と
ど
も
」
は
毎
回
野
村

胡
堂
、
谷
崎
潤
一
郎
、
大
仏
次
郎
、
サ
ト
ウ

ハ
チ
ロ
ー
な
ど
豪
華
な
ゲ
ス
ト
を
迎
え
、
評

判
が
よ
く
、
ホ
ス
ト
に
座
談
の
名
手
で
「
人

生
の
達
人
」
徳
川
夢
声
を
起
用
す
る
に
及
ん

で
、
夢
声
の
「
問
答
有
用
」
を
読
む
た
め
「
週

刊
朝
日
」
を
毎
号
買
う
と
い
う
読
者
ま
で
で

て
き
た
。「
週
刊
朝
日
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
目

玉
は
吉
川
英
治
の
連
載
小
説
「
新
平
家
物
語
」

で
あ
っ
た
。
連
載
も
の
と
同
時
に
�
ニ
ュ
ー

ス
大
衆
誌
�
の
面
を
打
ち
出
し
、
太
宰
治
と

玉
川
上
水
に
身
を
投
げ
た
愛
人
山
崎
富
栄
の

日
記
を
入
手
し
て
全
文
掲
載
し
た
り
、
芸
能

誌
し
か
取
り
上
げ
な
か
っ
た
美
空
ひ
ば
り
を

丁
寧
な
取
材
で
紹
介
す
る
な
ど
記
事
の
選
択

に
も
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ラ
イ
バ
ル
の
「
サ
ン
デ
ー

－４－



毎
日
」
は
、
思
い
切
っ
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
作

家
源
氏
鶏
太
を
起
用
。
流
行
語
と
も
な
っ
た

「
三
等
重
役
」
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。
や
が
て
読

売
新
聞
が
「
週
刊
読
売
」、産
経
新
聞
が
「
週

刊
サ
ン
ケ
イ
」
を
発
刊
、
こ
こ
に
新
聞
社
に

よ
る
週
刊
誌
が
出
揃
っ
た
が
、
そ
れ
に
挑
戦

し
た
の
が
「
週
刊
新
潮
」
だ
っ
た
。
一
九
五

六
年
二
月
、
二
年
間
の
準
備
を
経
て
「
週
刊

新
潮
」
が
創
刊
さ
れ
た
の
だ
。「
週
刊
朝
日
」

は
一
時
百
万
部
を
超
え
、
出
版
社
で
は
大
手

だ
が
、
取
材
網
を
持
た
な
い
新
潮
社
で
は

ニ
ュ
ー
ス
を
追
う
週
刊
誌
は
無
理
か
と
考
え

ら
れ
た
。
編
集
の
責
任
者
斉
藤
十
一
は
脱
「
週

刊
朝
日
」
の
発
想
で
出
発
し
た
。
ア
メ
リ
カ

の
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
」
を
参
考
に
「
映
画
」、

「
演
劇
」、「
音
楽
・
美
術
・
本
」、「
ス
ポ
ー

ツ
」、「
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
」
の
五
項
目
を
タ

ウ
ン
と
名
付
け
て
編
集
し
た
。
新
聞
記
者
の

ア
ル
バ
イ
ト
原
稿
に
頼
ら
ず
、
各
業
界
の
現

場
の
ひ
と
び
と
か
ら
毎
回
十
数
本
の
デ
ー
タ

原
稿
を
集
め
、
そ
の
内
の
三
本
を
リ
ラ
イ
ト

し
て
掲
載
す
る
よ
う
に
し
た
。
デ
ー
タ
原
稿

の
ギ
ャ
ラ
は
一
本
六
千
円
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
初
任
給
が
一
万
一
千
円
の
時
代
だ
か
ら
か

な
り
い
い
ア
ル
バ
イ
ト
で
、
い
い
情
報
が
集

ま
っ
て
き
た
。
同
時
に
文
芸
も
の
を
長
く
出

し
て
き
た
強
み
を
生
か
し
、
大
御
所
谷
崎
潤

一
郎
か
ら
剣
豪
作
家
五
味
康
祐
ま
で
連
載
小

説
を
充
実
し
、「
吉
田
茂
回
顧
録
」
を
掲
載
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
「
週
刊
朝
日
」
の

読
者
層
を
奪
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
グ
ル
ー

プ
取
材
と
そ
れ
を
ま
と
め
る
ア
ン
カ
ー
の
筆

力
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
重
視
の
読
み
応
え
の
あ

る
記
事
が
看
板
と
な
っ
て
い
っ
た
。

や
が
て
生
活
に
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
駅
の
売
店
で

買
っ
て
帰
宅
の
車
中
で
読
む
姿
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
女
性
専
用
、
野
球
だ
け
扱

う
週
刊
誌
な
ど
専
門
化
が
す
す
む
と
と
も
に
、

「
週
刊
文
春
」、「
週
刊
現
代
」、「
週
刊
ポ
ス

ト
」
な
ど
出
版
社
系
の
総
合
週
刊
誌
が
相
次

い
で
登
場
し
た
。
高
度
成
長
で
豊
か
に
な
る

と
週
刊
誌
も
編
集
の
方
針
を
変
え
た
。「
世
の

中
は
所
詮
イ
ロ
、
カ
ネ
、
出
世
だ
」
と
政
治

家
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
芸
能
人
の
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
を
追
っ
た
り
、
簡
単
な
利
殖
法
の
紹
介
、

上
手
に
上
司
に
ご
ま
を
す
る
方
法
な
ど
、
か
っ

て
の
じ
っ
く
り
読
ま
せ
る
手
法
か
ら
段
々
離

れ
、
つ
い
に
行
き
つ
く
先
は
グ
ラ
ビ
ア
ペ
ー

ジ
に
「
ヘ
ア
ヌ
ー
ド
」
を
載
せ
る
ま
で
に
な
っ

た
。
そ
う
し
た
姿
勢
は
電
車
の
網
棚
、
駅
の

く
ず
箱
に
週
刊
誌
が
捨
て
ら
れ
る
結
果
を
生

ん
だ
。「
家
に
持
っ
て
帰
ら
な
い
」、「
家
の
こ

ど
も
に
は
見
せ
ら
れ
な
い
」
内
容
が
並
ん
だ

か
ら
だ
っ
た
。
週
刊
誌
自
体
の
質
の
低
下
は
、

か
っ
て
熱
心
に
週
刊
誌
を
読
ん
で
く
れ
た
団

塊
の
世
代
の
定
年
退
職
、
記
事
に
対
す
る
訴

訟
も
相
次
ぎ
「
書
き
得
」
は
許
さ
れ
ず
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ケ
イ
タ
イ
な
ど
に
よ
る
情

報
入
手
の
変
化
と
相
ま
っ
て
、
週
刊
誌
は
軒

並
み
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
日
本
Ａ
Ｂ

Ｃ
協
会
の
発
表
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
下

半
期
の
週
刊
誌
は
一
位
「
週
刊
文
春
」
五
十

二
万
部
、
二
位
「
週
刊
新
潮
」
四
十
五
万
部
、

三
位
「
週
刊
ポ
ス
ト
」
三
十
万
部
、
四
位
「
週

刊
現
代
」
二
十
四
万
部
、
以
下
八
位
に
「
週

刊
朝
日
」
十
七
万
部
、「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
に

い
た
っ
て
は
十
万
部
を
大
き
く
割
り
込
み
七

万
部
に
満
た
な
い
。

今
後
週
刊
誌
は
ど
の
方
向
を
目
指
す
の
か
。

読
売
、
サ
ン
ケ
イ
の
よ
う
に
撤
退
す
る
の
か
。

ま
さ
に
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
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夏
の
公
園
二
題

高

橋

和

島

（
作
家
・
郷
土
史
家
）

ス
ズ
メ
バ
チ

わ
た
し
が
、
朝
夕
、
散
歩
を
楽
し
む
公
園

に
は
三
階
建
て
の
展
望
台
が
あ
る
。
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
の
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
、

わ
が
田
舎
町
の
中
心
部
を
見
下
ろ
す
こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
な
く
、
晴
れ
た
日
に
は
古
く

か
ら
信
仰
の
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
木
曽

の
御
嶽
山
（
標
高
三
〇
六
七
メ
ー
ト
ル
）
の

眺
望
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。

今
年
の
六
月
末
、
こ
の
展
望
台
の
階
段
入

り
口
に
ロ
ー
プ
が
張
り
渡
さ
れ
、
登
れ
な
く

な
っ
た
。
ス
ズ
メ
バ
チ
に
刺
さ
れ
る
怖
れ
が

あ
る
の
で
巣
を
取
り
除
く
ま
で
一
時
閉
鎖
す

る
、
と
記
さ
れ
た
板
き
れ
が
立
て
ら
れ
て
い

た
。散

歩
仲
間
に
よ
る
と
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣

は
展
望
台
最
上
階
の
天
井
に
あ
り
、
大
事
に

は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
被
害
者

が
一
人
出
て
い
る
と
い
う
話
だ
っ
た
。

一
週
間
ほ
ど
経
つ
と
板
き
れ
の
警
告
も
ロ
ー

プ
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
市
役
所
の
依
頼

を
受
け
た
業
者
が
蜂
の
巣
を
取
り
除
い
た
の

だ
。

ひ
と
安
心
し
て
い
る
と
、
四
、
五
日
後
に

ま
た
ロ
ー
プ
が
張
り
渡
さ
れ
、
ス
ズ
メ
バ
チ

注
意
の
板
き
れ
が
立
て
ら
れ
た
。

ス
ズ
メ
バ
チ
が
展
望
台
の
天
井
に
再
度
巣

を
作
り
始
め
た
の
だ
そ
う
だ
。
モ
ノ
知
り
の

散
歩
仲
間
に
よ
る
と
、
女
王
蜂
を
始
末
し
な

い
限
り
、
幾
度
で
も
同
じ
場
所
に
巣
を
作
る

こ
と
が
あ
る
の
で
、
業
者
は
し
ば
ら
く
様
子

見
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
か
。

そ
の
後
、
八
月
に
入
っ
て
も
、
立
ち
入
り

禁
止
の
ロ
ー
プ
も
板
き
れ
も
撤
去
さ
れ
な
い

ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
。
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ラ
ジ
オ
体
操
の
常
連
組
の
や
り
と
り
を
聞

く
と
、
八
月
い
っ
ぱ
い
蜂
の
巣
が
取
り
除
か

れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
い
う
。
理
由
は
、

誰
か
の
知
恵
で
展
望
台
を
若
者
た
ち
の
溜
ま

り
場
に
さ
せ
な
い
た
め
。
あ
え
て
除
去
作
業

を
遅
ら
せ
て
い
る
の
だ
と
か
。
そ
う
言
わ
れ

て
み
る
と
、
例
年
な
ら
、
公
園
の
芝
生
広
場

で
催
さ
れ
る
盆
踊
り
大
会
前
後
の
展
望
台
周

囲
に
は
ビ
ー
ル
の
空
き
缶
、
ス
ル
メ
や
ピ
ー

ナ
ツ
の
袋
、
花
火
な
ど
が
散
乱
し
て
い
る
の

だ
が
、
今
夏
は
実
に
き
れ
い
な
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
穿
っ
た
見
方
の
真
偽
を
確
か
め
は
し

な
か
っ
た
が
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
が
撤
去
さ

れ
た
の
は
八
月
末
だ
っ
た
。

ホ
ー
ム
レ
ス

こ
の
公
園
に
は
草
野
球
や
少
年
サ
ッ
カ
ー

に
使
わ
れ
る
グ
ラ
ン
ド
が
隣
接
し
て
い
る
の

で
、
五
、
六
十
台
は
収
容
で
き
る
駐
車
場
が

あ
る
。

三
十
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
Ｋ
市
ナ
ン
バ
ー
の

白
い
軽
乗
用
車
が
駐
車
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
七
月
初
め
か
ら
だ
っ
た
。

駐
車
場
の
外
周
に
植
え
ら
れ
た
欅
の
中
で

も
ひ
と
き
わ
枝
を
茂
ら
せ
た
木
の
下
に
駐
め

ら
れ
た
車
に
は
、
頭
髪
が
薄
く
な
っ
た
男
性

の
姿
が
あ
っ
た
。

朝
夕
の
散
歩
の
際
、
遠
く
か
ら
見
か
け
る

だ
け
な
の
で
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

歳
は
六
十
前
後
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

公
園
に
は
ト
イ
レ
も
飲
み
水
も
あ
り
、
車

で
四
、
五
分
の
距
離
に
コ
ン
ビ
ニ
、
ス
ー

パ
ー
、
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
、
さ
ら
に
十
分

余
も
走
ら
せ
れ
ば
ス
ー
パ
ー
銭
湯
も
あ
る
。

し
か
も
、
車
の
中
で
の
寝
泊
ま
り
が
可
能
な

夏
だ
。
一
週
間
ほ
ど
経
っ
て
も
、
白
い
軽
は

欅
の
下
に
駐
ま
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。

ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
見
当
は

つ
か
な
か
っ
た
が
、
彼
は
Ｋ
市
に
住
め
な
く

な
っ
て
、
こ
の
田
舎
町
の
公
園
の
駐
車
場
に

や
っ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
た
。

散
歩
仲
間
か
ら
様
々
な
情
報
が
寄
せ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

雨
が
降
っ
て
い
る
の
に
、
車
の
ド
ア
を
開

け
、
足
を
突
き
出
し
て
座
席
に
横
に
な
り
寝

て
い
る
の
を
見
た
。
運
転
席
で
新
聞
を
読
み

な
が
ら
パ
ン
を
か
じ
っ
て
い
た
。
車
か
ら
出

て
屈
伸
運
動
を
し
て
い
た
が
、
痩
せ
て
顔
色

は
ひ
ど
く
悪
か
っ
た
。
シ
ー
ト
を
倒
し
て
文

庫
本
を
読
ん
で
い
る
様
子
だ
っ
た
の
で
、
近

く
ま
で
寄
っ
て
み
る
と
、
カ
ー
ラ
ジ
オ
か
ら

歌
謡
曲
が
流
れ
て
い
た
…
…
等
々
。

彼
が
Ｋ
市
を
出
て
き
た
理
由
を
い
ろ
い
ろ

推
し
量
る
散
歩
仲
間
も
い
た
。

失
業
、
サ
ラ
金
へ
の
借
金
、
夫
婦
喧
嘩
、

不
知
の
病
…
…
。

七
月
下
旬
の
あ
る
朝
、
い
つ
も
よ
り
三
十

分
ほ
ど
遅
れ
て
公
園
に
向
か
お
う
と
し
た
わ

た
し
に
、
犬
の
散
歩
を
済
ま
せ
て
き
た
隣
人

が
、
顔
を
強
ば
ら
せ
て
教
え
て
く
れ
た
。

公
園
の
駐
車
場
に
パ
ト
カ
ー
が
駐
ま
っ
て

お
り
、
例
の
白
い
軽
の
横
に
数
人
の
警
官
が

立
っ
て
い
た
。
ど
う
や
ら
軽
乗
用
車
の
住
人

が
死
ん
で
い
た
ら
し
い
…
…
と
。

駐
車
場
に
向
か
う
と
、
確
か
に
パ
ト
カ
ー

と
警
官
の
姿
が
あ
っ
た
が
、
軽
の
中
の
様
子

は
よ
く
判
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
日
の
夕
方
に
は
、
白
い
軽
自
動
車
が

消
え
て
い
た
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
に
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
後
も

真
相
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
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堂

昌

一

夏
の
暑
さ
か
ら

よ
う
よ
う
秋
風
が
嬉
し

い
候
に
な
っ
た
。

和
服
も
單
か
ら

袷
に
衣
替
え
を
す
る
。

街
中
で
、
パ
ー
テ
ィ
ー
場
で
、
和
服
姿
を

チ
ラ
チ
ラ
と
見
か
け
る
と
、
や
っ
ぱ
り
日
本

の
、
き
も
の
の
良
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

特
に
�
中
年
の
後
姿
�
が
良
い
も
の
だ
。

季
節
感
を
こ
れ
ほ
ど
表
現
す
る
衣
類
は
、
他

国
に
は
な
い
だ
ろ
う
。

材
質
に
、
色
柄
に
、
そ
し
て
下
着
か
ら
小
物

ま
で
、
す
べ
て
、
四
季
感
を
出
し
て
い
る
。

何
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。

日
本
人
な
ら
も
っ
と
も
っ
と
和
服
を
愛
し

て
欲
し
い
も
の
だ
。
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「
気
持
ち
」
と
「
こ
ゝ
ろ
」

安

森

敏

隆

（
同
志
社
女
子
大
学
教
授
・
ポ
ト
ナ
ム
代
表
）

高
校
生
の
気
持
ち

高
校
生
か
ら
五
七
五
七
七
の
短
歌
を
募
集

す
る
「
Ｓ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
百
人
一
首
」
は
じ
め
、

数
年
に
な
る
が
、
次
の
よ
う
な
歌
に
で
あ
っ

て
「
あ
ア
ー
」
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

・
二
秒
間
逆
さ
に
な
っ
て
見
え
た
も
の
青
空

踏
ん
で
た
私
の
サ
ン
ダ
ル
（
雨
宮
杏
奈

学
習
院
女
子
高
等
科

二
年
）

こ
の
歌
、
と
て
も
す
か
っ
と
し
て
良
い
歌

な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
な
ん
と
な
く
分
か
り
ま

す
が
、
何
を
よ
ん
だ
の
か
具
体
的
に
ち
ょ
っ

と
解
り
に
く
い
で
す
ね
。
二
秒
間
逆
さ
に
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
青
空
を
サ
ン
ダ
ル
が
踏

ん
で
い
る
と
歌
っ
て
い
る
か
ら
、
て
っ
き
り

私
は
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
た
ま
ま
で
逆
立
ち
を

し
て
い
る
と
解
釈
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

入
選
者
に
は
二
〇
〇
字
の
コ
メ
ン
ト
を
書
い

て
も
ら
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
読
ん
で
ま
こ
と

に
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
、
こ
ん

な
コ
メ
ン
ト
が
附
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
逆
立
ち
で
は
な
く
、

「
私
に
と
っ
て
夏
が
四
季
の
中
で
一
番
過

ご
す
の
が
楽
し
み
な
時
間
で
す
。
暑
い
け
ど

天
気
は
毎
日
良
い
し
、
夏
な
ら
で
は
の
冷
た

い
食
物
を
口
に
で
き
た
り
涼
し
い
格
好
が
で

き
る
か
ら
で
す
。
夏
休
み
に
は
も
ち
ろ
ん
街

で
買
い
物
な
ど
も
し
て
過
ご
し
ま
す
が
、
た

ま
に
は
家
の
そ
ば
の
公
園
で
ブ
ラ
ン
コ
に
乗

り
な
が
ら
友
達
と
ア
イ
ス
を
食
べ
た
り
喋
っ

た
り
し
て
一
日
過
ご
す
の
も
好
き
で
す
。
ブ

ラ
ン
コ
を
こ
い
で
い
る
と
風
が
自
分
で
つ
く

り
だ
せ
る
の
で
涼
し
く
気
持
ち
よ
く
な
り
ま

す
！
腕
を
伸
ば
し
背
中
を
反
ら
し
こ
ぐ
と
天

地
が
さ
か
さ
ま
見
え
て
、
自
分
の
靴
が
空
の

方
に
向
か
っ
て
の
び
て
い
る
瞬
間
が
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
一
瞬
を
ふ
っ
と
思
い
出
し
て
こ

の
短
歌
を
作
り
ま
し
た
。」と
い
う
こ
と
で
、

ブ
ラ
ン
コ
を
漕
い
で
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。

う
ま
く
風
に
の
っ
て
、
自
分
の
気
持
ち
を
二

秒
間
サ
ン
ダ
ル
で
青
空
を
踏
ん
だ
と
言
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
今
の
高
校
生
は
歌
も
う
ま

い
が
、「
短
い
文
章
」
を
書
く
の
が
、
と
て
も
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う
ま
い
と
思
い
ま
す
。
風
を
つ
く
り
だ
す
と

か
、
青
空
を
サ
ン
ダ
ル
で
踏
ん
で
い
る
と
か

を
即
座
に
書
け
る
の
は
、
携
帯
電
話
の
強
さ

か
な
、
と
思
い
ま
す
。

「
自
由
」
と
か
「
雪
」

ま
た
、
具
体
的
な
「
気
持
ち
」
を
表
現
し

た
歌
に
は

・
携
帯
を
置
い
て
出
掛
け
る
そ
れ
だ
け
で
自

由
を
手
に
し
た
気
持
ち
に
な
れ
る
（
杉
崎
素

子

加
藤
学
園
暁
秀
高
校

二
年
）

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
今
回
も
、
現
代

の
「
歌
枕
」
と
も
い
え
る
「
携
帯
電
話
」（
ケ
ー

タ
イ
）
を
素
材
に
し
た
歌
が
多
く
投
稿
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
二
十
一
世
紀
の
文
化
の
中
に

と
け
こ
み
、
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
手
段
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
モ
ノ
に

ま
で
普
及
し
た
「
携
帯
電
話
」
も
、
こ
の
歌

の
よ
う
に
携
帯
電
話
を
手
放
し
「
置
い
て
出

掛
け
る
」
時
に
こ
そ
「
自
由
」
に
な
れ
た
、

と
い
う
逆
説
的
な
〈
こ
こ
ろ
〉
の
自
由
が
詠

わ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
視
点
が
見
ら
れ

ま
し
た
。
携
帯
を
持
っ
て
い
る
と
非
常
に
便

利
で
、
い
つ
で
も
離
さ
ず
に
持
っ
て
い
な
い

と
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
け
ど
、

置
い
て
出
か
け
た
と
き
だ
け
「
自
由
を
手
」

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
携
帯
は
お
互
い
の

自
由
を
う
ま
く
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
現
代
の

最
大
の
利
器
だ
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
逆
に

そ
れ
に
縛
ら
れ
て
い
て
、
置
い
て
出
か
け
た

と
き
だ
け
自
由
を
手
に
し
た
気
持
ち
に
な
れ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
息
子
も
寝
る
と

き
で
も
枕
元
に
ケ
ー
タ
イ
を
置
い
て
四
六
時

中
、
ケ
ー
タ
イ
電
話
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。

で
す
が
、
瞬
間
だ
が
置
い
た
と
き
だ
け
自
由

が
手
に
出
来
る
と
い
う
よ
う
に
、
だ
い
ぶ
そ

の
便
利
な
も
の
に
、
逆
に
束
縛
さ
れ
始
め
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ケ
ー
タ
イ
電
話
が
な
い

と
き
に
自
由
を
手
に
し
た
気
持
ち
に
な
れ
る

と
い
う
「
気
持
ち
」
も
、
と
て
も
大
事
な
瞬

間
を
掴
ん
で
い
る
。

・
決
意
し
た
気
持
ち
は
す
ぐ
に
雪
み
た
い

溶
け
て
あ
た
し
は
ま
た
水
に
な
る

（
岡
田
和
美

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
学
院
高
校

三
年
）

朝
に
な
っ
て
、
今
日
は
あ
れ
を
し
よ
う
、

こ
れ
を
し
よ
う
と
決
意
す
る
け
れ
ど
も
「
気

持
ち
」
は
雪
み
た
い
な
も
の
で
、
溶
け
て
水

に
な
っ
て
し
ま
う
。
朝
、
あ
れ
ほ
ど
決
意
し

た
気
持
ち
は
、「
雪
」
の
よ
う
に
は
か
な
く
、

「
水
」
の
よ
う
に
透
明
な
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
柔
軟
と
言
え
ば
言
え
ま
す
が
、「
気
持
ち
」

と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
に
よ
く
動
く
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば「
雪
だ
！
」

と
言
っ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、「
雪
で
も
な
い
、

水
だ
！
」
と
言
っ
て
い
る
。
決
意
し
た
気
持

ち
を
ず
っ
と
守
る
の
も
大
事
だ
け
れ
ど
も
、

心
と
か
気
持
ち
と
か
は
常
に
変
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
瞬
間
を
ま
こ
と
に
う
ま
く
具
体
的
に
、

こ
の
歌
は
と
ら
え
て
詠
ん
で
い
ま
す
。
見
え

る
よ
う
に
と
は
こ
の
こ
と
で
、
横
光
利
一
が

よ
く
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、「
見
え
な
い
心

を
目
の
前
に
見
え
る
よ
う
に
風
景
と
し
て
描

く
」
と
言
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。「
決
意
し
た

気
持
ち
」
は
す
ぐ
に
雪
み
た
い
に
溶
け
て
「
水

に
な
る
」と
具
体
化
し
て
い
ま
す
。「
気
持
ち
」

を
「
雪
」
と
「
水
」
に
し
て
非
常
に
う
ま
く

詠
み
き
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
気
持
ち
」

か
ら
「
こ
ゝ
ろ
」
に
向
か
っ
て
行
く
と
、
も

う
少
し
昇
華
し
て
い
き
ま
す
。「
気
持
ち
」
を

も
う
少
し
掴
ま
え
る
と
「
こ
ゝ
ろ
」
の
歌
に

な
っ
て
き
ま
す
。
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ほ
ろ
酔
い
詩
歌
紀
行

さ
け
さ
け
と

日日

高高

昭昭

二二

（
神
奈
川
大
学
教
授
）

今
日
も
、
明
日
も
、
酒
を
飲
ま
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
人
に
と
っ
て
、
ま
た
と
な
い
応
援

歌
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
禅
僧
良
寛
さ
ん
の
、

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
。

さ
け
さ
け
と
花
に
あ
る
じ
を
ま
か
せ
ら

れ
今
日
も
さ
け
さ
け
明
日
も
さ
け
さ
け

こ
れ
に
は
詞
書
が
あ
っ
て
、「
岩
室
の
酒
禅

師
の
許
に
ま
か
り
け
る
に
、
酒
ば
か
り
す
す

め
ら
る
る
を
」
と
あ
る
。
注
釈
書
に
よ
れ
ば
、

「
岩
室
の
酒
禅
師
」
に
つ
い
て
は
、
未
詳
で

あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、『
平
家
物
語
』
の
巻
九

に
み
え
る
忠
度
辞
世
の
歌
「
行
き
暮
れ
て
木

の
下
か
げ
を
宿
と
せ
ば
花
や
こ
よ
ひ
の
あ
る

じ
な
ら
ま
し
」
を
ふ
ま
え
た
歌
で
あ
る
こ
と

は
記
さ
れ
て
い
る
。

物
語
で
は
「
花
が
あ
る
じ
」
で
あ
る
が
、

良
寛
の
歌
で
は
、
自
分
が
居
な
け
れ
ば
当
然

花
が
こ
の
主
人
の
相
手
を
す
る
と
こ
ろ
、
今

日
は
花
に
主
人
の
相
手
を
任
さ
れ
た
と
読
み

替
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に

花
に
か
わ
っ
て
こ
の
家
の
主
人
の
酒
の
相
手

を
任
せ
ら
れ
、
今
日
も
明
日
も
酒
浸
り
だ
。

花
よ
今
日
も
明
日
も
咲
け
咲
け
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

「
花
」
と
「
あ
る
じ
」
の
関
係
で
い
え
ば
、

良
寛
の
留
守
に
訪
ね
て
き
た
貞
心
尼
が
詠
ん

だ
歌
を
思
い
起
こ
す
。「
来
て
み
れ
ば
人
こ
そ

見
え
ね
庵
守
り
て
匂
ふ
は
ち
す
の
花
の
た
ふ

と
さ
」
と
い
う
一
首
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す

る
良
寛
の
返
歌
が
あ
る
。

み
あ
へ
す
る
も
の
こ
そ
な
け
れ
小
瓶
な

る
蓮
の
花
を
見
つ
つ
し
の
ば
せ

せ
っ
か
く
お
出
で
下
さ
っ
た
の
に
、
あ
る

じ
は
留
守
。
お
も
て
な
し
を
す
る
も
の
は
何

も
な
い
が
、
た
だ
小
瓶
に
生
け
た
蓮
の
花
を

見
て
偲
ん
で
く
だ
さ
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
貞
心
尼
の
歌
の
む
す
び
「
花
の
た
ふ
と

さ
」
に
は
、
む
ろ
ん
尊
い
あ
る
じ
と
し
て
の

良
寛
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
返

し
に
良
寛
は
も
う
い
ち
ど
「
蓮
の
花
」
を
、

い
わ
ば
も
て
な
し
の
心
と
し
て
伝
え
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
も
て
な
し
の
花
が
、「
あ
る
じ
」に
替
っ

て
「
酒
」
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
酒
好
き
良
寛
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の
面
目
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
「
さ
け
」

と
い
う
言
葉
に
「
咲
け
」
と
「
酒
」
が
掛
け

ら
れ
て
、
い
っ
そ
う
興
赴
に
富
ん
だ
一
首
に

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
さ
け
」
の

く
り
か
え
し
が
、
冒
頭
か
ら
末
尾
へ
と
何
と

も
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
さ
え
生
み
だ
し
て
い
る
。

こ
の
「
さ
け
」
を
た
び
た
び
口
ず
さ
ん
で

い
る
う
ち
に
、
こ
ち
ら
の
酔
い
心
地
も
い
よ

い
よ
ま
さ
っ
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ひ
と
り
手
酌
で
飲
む
と
き
な
ど
、
こ
の
歌
を

口
に
出
し
て
飲
め
ば
、
ど
ん
な
孤
独
に
も
花

が
咲
く
。
ま
さ
し
く
応
援
歌
た
る
ゆ
え
ん
で

あ
る
。

今
日
も
、
明
日
も
、「
さ
け
さ
け
」
だ
と
い

う
歌
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
良
寛
の
酒
好
き

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
も
い
よ
う
。
そ
れ
を
示

す
酒
の
歌
も
ま
た
多
い
。

大
御
酒
を
三
杯
五
杯
た
べ
酔
ひ
ぬ
酔
ひ

て
の
の
ち
は
待
た
で
つ
ぎ
け
る

あ
す
よ
り
の
後
の
よ
す
が
は
い
さ
知
ら

ず
今
日
の
ひ
と
日
は
酔
ひ
に
け
ら
し
も

こ
う
し
た
良
寛
の
行
状
を
伝
え
る
も
の
に

手
紙
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
人
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
贈
り
物
を
い
た
だ
き
、
そ
の
御
礼
を
し

た
た
め
た
手
紙
が
あ
る
の
だ
が
、
豆
、
野
菜
、

の
り
、
こ
ん
ぶ
か
ら
、
そ
う
め
ん
、
り
ん
ご
、

よ
う
か
ん
な
ど
に
至
る
ま
で
、
品
物
の
名
が

具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
た
び
た

び
酒
も
贈
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

と
き
に
風
邪
を
ひ
い
て
い
た
こ
と
や
、
二
日

酔
い
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
伝
え
る
文
面
も

あ
る
。
手
紙
は
禅
師
の
生
活
を
知
る
う
え
で
、

ま
た
と
な
い
記
録
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
詳
細

で
、
し
か
も
心
の
息
づ
か
い
を
も
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

そ
の
一
方
、
他
人
の
書
い
た
記
録
の
類
の

な
か
に
も
、
酒
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
記
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
良
寛
の
庇
護
者
と
し

て
知
ら
れ
る
越
後
の
豪
家
の
解
良
栄
重
（
け

ら
・
よ
し
し
げ
）
と
い
う
人
の
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
人
は
、
小
さ
い
頃
に
家
に
遊
び
に
き
た

良
寛
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、

良
寛
の
庵
を
訪
ね
て
親
し
ん
だ
と
も
い
わ
れ

て
い
る
人
で
あ
る
が
、
良
寛
没
後
そ
の
行
状

を
記
録
し
た
『
良
寛
禅
師
奇
話
』
を
残
し
た

人
で
も
あ
る
。

現
在
、
こ
の
書
は
、
東
郷
豊
治
編
『
良
寛

全
集
』
下
巻
（
東
京
創
元
社
、
昭
和
三
十
四

年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
読
む
こ
と
が

で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

師
常
ニ
酒
ヲ
好
ム
。
シ
カ
リ
ト
云
ド
モ
、

量
ヲ
超
テ
酔
狂
ニ
至
ル
ヲ
見
ズ
。
又
、

田
夫
・
野
翁
ヲ
云
ハ
ズ
、
銭
ヲ
出
シ
合

テ
酒
ヲ
買
呑
事
ヲ
好
ム
。
汝
一
盃
、
吾

一
盃
、
其
盃
ノ
数
多
少
ナ
カ
ラ
ム
。

こ
れ
で
み
る
と
、
良
寛
を
た
だ
の
酒
飲
み

と
す
る
こ
と
は
、
ど
う
や
ら
慎
ま
ね
ば
な
ら

な
い
よ
う
だ
。
量
を
超
え
て
酔
っ
ぱ
ら
う
こ

と
も
な
く
、
ま
た
「
田
夫
・
野
翁
」
な
ど
相

手
を
選
ぶ
こ
と
も
な
く
、
銭
を
出
し
合
っ
て

酒
を
買
っ
て
飲
み
、
し
か
も
「
盃
ノ
数
多
少

ナ
カ
ラ
ム
」
つ
ま
り
不
公
平
に
な
ら
な
い
よ

う
に
気
遣
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と
と
「
今
日
も
さ
け
さ
け
明

日
も
さ
け
さ
け
」
と
は
矛
盾
し
ま
い
。
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八
月
十
五
日
の
こ
と

内内

野野

潤潤

子子

（
歌
人
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
激
し
い
戦
争

が
終
わ
っ
た
日
、
私
は
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

其
の
日
は
重
大
放
送
が
あ
る
と
い
う
の
で
、

父
が
学
校
工
場
に
通
っ
て
い
た
私
に
「
休
み

な
さ
い
」
と
言
っ
て
家
に
居
た
の
だ
っ
た
。

多
分
妹
も
家
に
居
た
と
思
う
。
当
時
母
と
幼

い
妹
達
は
母
方
の
祖
母
と
一
緒
に
母
の
姉
が

旅
館
を
営
ん
で
い
た
茨
城
県
潮
来
町
に
疎
開

し
て
い
た
し
、
兄
は
出
征
し
て
戦
地
に
、
弟

は
学
童
疎
開
で
山
形
の
上
の
山
に
い
て
、
家

に
残
っ
て
い
た
の
は
父
方
の
祖
母
と
父
と
、

私
と
妹
の
四
人
だ
っ
た
。

若
い
と
い
う
の
は
何
と
い
う
救
い
だ
っ
た

ろ
う
か
、
そ
ん
な
暮
ら
し
で
毎
晩
の
空
襲
に

堪
え
な
が
ら
、
ひ
ま
が
あ
る
と
妹
と
二
人
で

二
部
合
唱
な
ど
し
て
す
ご
し
て
い
た
の
で
あ

る
。「

戦
争
が
終
わ
っ
た
よ
」
と
放
送
の
後
父
が

ぽ
つ
り
と
言
っ
た
。「
よ
か
っ
た
。
死
な
な
か
っ

た
」。体
中
の
細
胞
が
い
ち
ど
き
に
緩
ん
で
い

く
よ
う
だ
っ
た
。

「
じ
ゃ
あ
居
間
の
電
気
の
黒
い
カ
バ
ー
と
っ

て
も
い
い
よ
ね
」
と
先
ず
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ

た
と
思
う
。

縛
ら
れ
て
い
た
固
い
縄
が
ほ
ど
け
た
と
い

う
の
が
十
七
歳
の
実
感
で
あ
っ
た
。
し
か
し

父
に
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
、
ど
う
な
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
先
ず
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
少

し
も
明
る
い
表
情
で
な
く
書
斎
に
入
っ
て
い
っ

た
。そ

の
夜
、
近
く
に
住
む
父
と
同
じ
く
物
書

き
の
友
人
が
尋
ね
て
き
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
が

進
駐
し
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
若
い
女
の
子
は

東
京
を
離
れ
て
い
た
方
が
い
い
と
言
い
に
来

て
く
れ
た
。

父
は
私
と
妹
を
連
れ
て
、
母
の
居
る
潮
来

に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
私
は
読
み
か
け
の

本
な
ど
持
っ
て
本
当
に
慌
し
く
妹
と
父
と
三

人
で
母
の
元
へ
辿
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。
父

は
二
、
三
日
い
た
丈
で
帰
京
し
た
。

そ
の
家
は
本
当
に
狭
く
、
す
ぐ
前
を
小
さ

な
川
が
あ
り
、
家
の
前
の
空
地
に
は
、
祖
母

が
植
え
た
ら
し
い
い
ん
げ
の
繁
み
が
あ
っ
た
。

食
べ
物
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
一
握
り
の

お
米
を
お
粥
に
し
て
祖
母
が
誰
か
に
貰
っ
た

カ
レ
ー
粉
を
入
れ
て
、
カ
レ
ー
の
匂
い
の
す
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る
粥
を
作
っ
て
く
れ
た
。

何
故
か
町
に
胡
瓜
だ
け
は
売
っ
て
い
て
、

き
り
ぎ
り
す
の
如
く
、
毎
日
胡
瓜
を
か
じ
っ

て
空
腹
を
ま
ぎ
ら
わ
し
て
い
た
。

夕
方
母
と
妹
達
と
広
い
利
根
川
の
ほ
と
り

を
散
歩
し
た
り
し
た
。
あ
る
時
「
泳
ぎ
た
い

な
あ
」
と
私
が
言
う
と
母
は
「
い
い
わ
よ
。

そ
の
ま
ま
で
泳
い
で
ご
ら
ん
」
と
言
っ
て
く

れ
た
。
洋
服
の
ま
ま
川
に
入
っ
て
み
た
が
、

体
中
に
服
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
と
て
も
泳
げ

た
も
の
で
は
な
い
。
び
し
ょ
ぬ
れ
の
私
と
妹

は
、
そ
の
ま
ま
家
に
帰
っ
た
。
母
は
厳
し
い

面
も
あ
っ
た
が
そ
う
い
う
こ
と
に
は
い
つ
も

背
中
を
押
し
て
く
れ
る
人
だ
っ
た
。
又
あ
る

日
旅
館
の
叔
母
が
食
事
の
乏
し
い
私
達
を
哀

れ
が
っ
て
、
牛
車
を
頼
み
お
ひ
つ
に
一
ぱ
い

の
白
米
の
塩
む
す
び
を
入
れ
て
鹿
島
浦
の
海

に
つ
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
。
町
の
中
を
牛
車

は
ゆ
っ
く
り
と
進
み
よ
う
や
く
浜
に
つ
い
た
。

白
米
の
塩
む
す
び
は
い
く
つ
食
べ
て
も
満
腹

を
覚
え
ぬ
お
い
し
さ
で
あ
っ
た
。
海
は
荒
れ

て
い
て
波
が
高
く
、
打
ち
寄
せ
て
は
浜
の
砂

を
削
っ
て
い
っ
た
。

幾
日
位
潮
来
に
滞
在
し
た
の
か
は
っ
き
り

し
た
記
憶
が
な
い
。
東
京
か
ら
在
京
の
叔
父

の
一
人
が
父
の
手
紙
や
私
た
ち
へ
の
品
物
な

ど
も
っ
て
き
て
く
れ
た
。
そ
の
頃
戦
時
中
勤

労
動
員
で
知
り
合
っ
た
大
学
生
が
父
の
所
に

尋
ね
て
き
た
と
書
い
て
あ
っ
た
。

東
京
に
帰
り
た
い
、
早
く
帰
り
た
い
と
、

そ
の
時
切
実
に
思
っ
た
。
当
時
の
列
車
は
本

当
に
常
に
満
員
で
、
時
間
も
不
規
則
で
一
度

は
乗
れ
ず
に
帰
っ
た
り
し
た
。
帰
り
の
列
車

に
や
っ
と
乗
れ
た
日
の
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
な

い
。
そ
れ
は
敗
戦
列
車
で
あ
っ
た
。

目
の
前
に
若
い
韓
国
の
夫
婦
が
居
て
、
手

さ
げ
か
ら
茹
で
卵
を
次
か
ら
次
に
出
し
て
食

べ
て
い
た
。

す
ぐ
傍
に
従
卒
を
つ
れ
た
軍
人
が
立
っ
て

い
て
、
彼
の
軍
帽
の
記
章
に
白
い
布
が
巻
か

れ
て
い
た
。

家
に
帰
り
つ
く
と
床
の
間
に
大
き
な
南
瓜

が
い
く
つ
か
こ
ろ
が
し
て
あ
っ
て
、
も
う
庭

こ
お
ろ
ぎ

に
蟋
蟀
の
声
が
す
る
頃
に
な
っ
て
い
た
。

戦
後
の
世
の
中
は
一
変
し
た
。
九
月
に
入

学
式
を
し
た
学
校
の
生
活
の
楽
し
さ
開
放
感
、

学
生
の
私
は
ア
ル
バ
イ
ト
で
百
万
円
の
宝
く

じ
を
売
っ
た
り
、
戦
災
孤
児
救
済
運
動
に
参

加
し
て
、
駅
に
立
っ
た
り
、
友
人
た
ち
と
の

交
流
の
、
自
由
で
快
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
は

今
思
う
と
全
く
興
謝
野
晶
子
の
次
の
歌
の
よ

う
で
あ
っ
た
。

て
ん
に
ん

ひ
と
ま
た
た

ま

天
人
の
一
瞬
き
の
間
な
る
べ
し
忘
れ
は

て
て
ん
と
し
頃
の
こ
と

そ
し
て
今
年
私
は
六
十
四
回
目
の
八
月
十

五
日
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
十
三
日
に
旧
盆

の
麻
幹
を
夫
の
た
め
に
門
を
開
い
て
娘
と
焚

い
た
。
旧
盆
に
な
る
と
例
年
の
ご
と
く
、
息

子
の
一
家
の
四
人
と
、
娘
の
一
家
が
合
流
し

て
賑
や
か
な
五
日
間
を
過
ご
す
。

八
月
十
五
日
の
朝
、
娘
婿
に
「
お
母
さ
ん

今
日
は
終
戦
記
念
日
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
て
、

は
っ
と
し
た
の
で
あ
る
。

忘
れ
る
こ
と
の
な
い
あ
の
日
の
こ
と
、
決

し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
あ
の
頃
の
こ
と
。

飽
食
の
今
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
様
な
、

辛
い
空
腹
感
、
空
襲
に
亡
く
な
っ
た
先
生
や
、

親
友
の
母
上
の
こ
と
な
ど
次
々
思
い
浮
か
ん

で
き
た
。

何
よ
り
、
空
か
ら
爆
弾
が
落
ち
て
こ
な
い

今
の
幸
せ
、
家
族
の
青
年
が
徴
兵
で
さ
ら
わ

れ
る
こ
と
の
な
い
今
の
幸
せ
を
思
っ
た
。
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