
清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比

│
│
発
想
の
違
い
と
感
受
性
に
関
す
る
考
察
│
│

王

天

起

は

じ

め

に

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ブ
ー
ム
の
時
期
以
前
、
清
岡
卓
行
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
風
景
を
描
く
詩
を
書
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年
刊

行
の
詩
集
『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
は
清
岡
に
よ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
試
み
で
あ
る
。
だ
が
、『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
は
東
京
国
立

博
物
館
で
展
示
さ
れ
た
中
国
出
土
の
オ
ブ
ジ
ェ
を
ベ
ー
ス
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
中
国
に
お
け
る
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
の
み
で
あ
る
。

結
局
、
清
岡
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
幻
想
の
中
で
、
中
国
に
対
す
る
幻
想
が
主
な
部
分
で
あ
る
。
当
時
上
映
さ
れ
て
い
た
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
」
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
中
国
部
分
を
放
送
し
た
こ
と
と
、
清
岡
の
中
国
へ
の
憧
れ
、
こ
の
二
つ
も
理
由
に
な
ろ
う
⑴
。

東
京
国
立
博
物
館
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
文
物
展
で
あ
っ
て
も
、「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
の
第
一
部
で
あ
っ
て
も
、
中
国
と
協

力
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
清
岡
の
目
に
映
っ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
も
の
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
全
体
で
は
な

く
、
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
と
し
て
の
一
部
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
⑵
。

し
か
し
、
中
国
の
国
境
は
、
文
化
の
境
界
線
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
で
よ
く
言
及
さ
れ
て

一



い
る
町
「
敦
煌
」
は
、
漢
の
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
二
千
年
以
上
漢
民
族
の
区
域
と
ト
ル
コ
系
民
族
の
境
界
線
に
あ
る
町
で
あ
る
。
敦
煌

と
敦
煌
の
東
は
漢
民
族
の
区
域
で
あ
る
が
、
そ
の
西
の
住
民
は
、
ヴ
ィ
ー
グ
ル
民
族
を
始
め
白
色
人
種
の
人
の
土
地
で
あ
る
。
シ
ル
ク
ロ

ー
ド
は
、
中
国
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
色
豊
か
な
も
の
の
ほ
う
が
正
し
い
。

『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
十
二
点
の
出
土
品
の
中
で
、
敦
煌
と
そ
の
東
で
出
土
さ
れ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
文
化
の
境
界
線
の
西
に
対
す
る
幻
想
は
、「
穀
物
と
女
た
ち
」
と
「
絹
の
白
粉
袋
」
に
過
ぎ
な
い
。

草
野
心
平
も
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
詩
を
書
い
た
一
人
の
詩
人
で
あ
る
。
だ
が
、
二
人
の
作
品
に
お
け
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
観
が
異
な

っ
て
い
る
。
草
野
心
平
は
、
戦
前
か
ら
一
生
涯
に
わ
た
っ
て
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
詩
を
書
き
続
け
て
い
た
が
、
清
岡
は
八
十
年
代
初

頭
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ブ
ー
ム
の
時
期
で
、『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
一
冊
の
み
し
か
書
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
清
岡
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

幻
想
は
、
中
国
に
対
す
る
幻
想
の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
幻
想
は
、
草
野
の
文
業
の
中
で
、

一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

ま
た
、
二
人
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
詩
の
着
目
点
と
表
現
手
段
が
異
な
る
。
本
論
で
は
、
二
人
の
詩
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
の
特
徴

と
発
想
の
特
徴
に
着
目
し
て
論
じ
る
。

『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
以
降
、
清
岡
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
詩
を
書
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
清
岡
に
お
け
る
シ
ル
ク
ロ

ー
ド
は
『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
一
冊
の
詩
集
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
清
岡
が
中
国
に
対
す
る
愛
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
、
一
九
八
〇

年
の
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上
げ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
特
集
は
中
国
の
領
土
内
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
と

し
て
、
清
岡
文
学
に
お
け
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
中
国
幻
想
の
範
囲
に
収
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比

二



一

風
景
描
写
か
ら
見
ら
れ
る
視
点
の
差
異

草
野
心
平
は
戦
前
か
ら
、
何
十
年
間
も
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
詩
を
書
い
て
い
た
。
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
集
に
散
在
し
て
い
る

が
、
一
九
八
五
年
の
詩
集
『
絲
綢
之
路
』
一
冊
に
収
め
ら
れ
た
。
詩
に
あ
ふ
れ
て
い
る
雰
囲
気
は
、
清
岡
の
詩
と
比
べ
れ
ば
、
大
き
な
差

異
が
見
え
る
。
そ
れ
は
、
草
野
心
平
の
詩
で
取
り
上
げ
た
風
景
は
、
新
疆
ヴ
ィ
ー
グ
ル
自
治
区
の
風
景
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
も
の
が

か
な
り
多
い
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
清
岡
に
お
け
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
中
国
の
内
部
の
、
漢
民
族
と
ト
ル
コ
系
民
族
の
境
界
線
の
東
の
も
の
が
中
心
で

あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
草
野
に
お
け
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
中
国
の
内
部
に
あ
る
境
界
線
の
西
の
も
の
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。
草
野

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
詩
の
タ
イ
ト
ル
の
中
で
、
二
回
使
わ
れ
て
い
る
地
名
は
「
戈
壁
」、「
天
山
」、「
哈
密
」
の
三
つ
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
中
国
の
内
部
に
あ
る
文
化
の
境
界
線
の
西
の
、
少
数
民
族
の
区
域
の
風
景
で
あ
る
。「
天
山
」
は
新
疆
の
北
と
南
を
分
断
す
る
山

脈
で
あ
り
、「
哈
密
」
は
新
疆
の
盆
地
と
そ
の
盆
地
に
あ
る
一
つ
の
町
の
名
前
で
あ
る
。「
戈
壁
」
と
い
う
言
葉
は
両
義
性
を
持
っ
て
お

り
、
一
つ
は
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
と
モ
ン
ゴ
ル
に
あ
る
世
界
で
四
番
目
に
大
き
な
砂
漠
そ
の
も
の
を
指
す
意
味
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
砂

漠
を
指
す
意
味
で
あ
る
が
、「
天
か
ら
の
戈
壁
」
の
表
現
か
ら
、「
戈
壁
」
は
明
ら
か
に
天
山
と
近
い
砂
漠
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。ま

た
、
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
中
で
、
漢
民
族
の
住
ん
で
い
る
地
域
に
関
す
る
詩
の
割
合
が
少
な
い
が
、
中
央
ア
ジ
ア
の
土

地
に
関
す
る
詩
の
数
が
多
い
。
そ
も
そ
も
、
新
疆
は
中
国
の
一
部
で
あ
る
が
、
当
地
の
文
化
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
ト
ル
コ
系
の
民
族
の
文
化

圏
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
央
ア
ジ
ア
の
文
化
圏
の
一
部
と
考
え
て
も
よ
い
。

戦
前
か
ら
、
草
野
心
平
は
新
疆
に
対
す
る
興
味
が
深
か
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比

三



そ
の
頃
（
戦
前
、
中
国
の
嶺
南
大
学
で
留
学
し
た
時
│
引
用
者
注
⑶
）
思
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
も
し
も
黄
河
源
流
の
探
検
隊
が
組

織
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
一
員
に
自
分
も
加
え
て
も
ら
い
、
科
学
の
才
の
な
い
自
分
は
そ
の
沿
河
風
景
を
詩
に
し
た
い
も

の
だ
と
。

探
検
隊
と
い
ふ
大
袈
裟
の
組
織
が
な
く
て
も
、
源
流
は
そ
の
頃
で
も
極
め
て
少
数
の
専
門
家
に
よ
っ
て
探
検
さ
れ
て
も
ゐ
た
だ
ろ
う

と
思
は
れ
る
が
、
何
も
知
ら
な
い
自
分
は
そ
ん
な
憧
憬
を
も
っ
て
ゐ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
同
じ
自
分
が
だ
ん
だ
ん
源
流
の
峨
峨
よ
り
も
戈
壁
や
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
な
ど
の
茫
漠
に
ひ
か
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
ヘ
デ
ィ
ン
や
ス
タ
イ
ン
、
ブ
ル
ジ
ュ
ワ
ル
ス
キ
ー
な
ど
を
読
ん
だ
こ
と
の
影
響
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

も
っ
と
も
黄
河
流
域
に
し
ろ
天
山
南
北
路
に
し
ろ
、
大
き
な
意
味
で
の
隣
組
で
あ
っ
た
し
、
い
ま
も
そ
う
だ
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
ま

で
写
真
で
な
り
見
た
こ
と
の
な
い
、
無
論
行
っ
た
こ
と
の
な
い
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
を
詩
に
書
い
た
の
は
四
六
年
前
の
一
九
三
九
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。⑷

草
野
心
平
は
、
戦
前
中
国
の
広
州
で
滞
在
し
た
留
学
生
の
一
人
で
あ
っ
た
。
清
岡
の
よ
う
に
、
戦
前
の
「
中
国
の
一
角
」
で
過
ご
し
た

人
間
だ
と
言
え
る
。
草
野
心
平
が
戦
前
、
行
く
機
会
が
な
か
っ
た
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
清

岡
卓
行
が
三
十
年
以
上
行
く
機
会
が
な
か
っ
た
中
国
の
内
地
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
を
も
っ
て
い
る
点
と
は
、
相
似
性
が
あ
る
。
だ
が
、
一

九
五
六
年
に
な
る
と
、
草
野
は
中
国
側
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
行
く
機
会
を
得
た
。
詩
集
『
絲
綢
之
路
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
は
、
ほ
ぼ

中
国
訪
問
後
の
作
品
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
草
野
心
平
は
目
で
見
た
対
象
を
詩
に
描
い
た
が
、
清
岡
は
実
際
に
見
た
こ
と
が
な
い
対
象
を
描

い
た
。

こ
こ
か
ら
は
、
具
体
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
前
の
部
分
で
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
清
岡
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
詩
で
主
に
漢
民
族
地
域
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
新
疆
に
関
す
る
詩
も
な
く
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比

四



二
人
の
詩
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
新
疆
に
関
す
る
詩
を
取
り
上
げ
よ
う
。

で
は
、
草
野
心
平
の
抒
情
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
る
か
。
こ
こ
で
、
草
野
心
平
の
一
九
七
四
年
の
詩
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」⑸
を
全
文
引

用
す
る
。

自
分
も
か
つ
て
見
る
に
は
見
た
。
／
ウ
ル
ム
チ
の
満
月
。
／
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
バ
ザ
ー
ル
や
。
／
ブ
ハ
ラ
の
モ
ス
ク
の
コ
ー
ノ
ト

リ
。
／（
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
ほ
ん
の
僅
か
な
点
と
線
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
る
。）

太
陽
が
砂
か
ら
あ
が
り
砂
の
天
末
に
沈
ん
で
ゆ
き
。
／
延
延
峨
峨
の
ツ
ル
ツ
ル
雪
。

／
地
球
創
生
の
原
型
を
想
は
せ
る
や
う
な
中
国
や
中
央
亜
細
亜
の
不
毛
に
挑
ん
だ
人
間
エ
ネ
ル
ギ
ー
／
の
象
徴
・
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
。

そ
の
遠
い
深
い
文
明
史
。
／
廃
墟
に
あ
つ
た
石
仏
や
経
典
。
／
砂
の
中
に
埋
も
れ
て
ゐ
た
恐
龍
の
骨
。

／
駱
駝
や
馬
の
背
に
の
つ
か
つ
て
旅
し
た
。
皮
革
。
麻
布
。
絹
。
ル
ビ
ー
。
珍
珠
。
茶
。
香
辛
料
。
金
。
／
銀
。
陶
磁
器
。
銅
。
亀

甲
。
／
燉
煌
。
ロ
ブ
。
コ
ー
タ
ン
。
ヤ
ル
カ
ン
ド
。
ク
チ
ャ
。
ト
ル
フ
ァ
ン
。
カ
シ
ュ
ガ
ル
。
パ
ミ
ー
ル
。
／
ダ
ワ
ン
。
タ
シ
ケ
ン

ト
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
。

サ
ン
ド
ス
ト
ー
ム

砂
嵐
の
な
か
を
影
絵
の
や
う
に
す
す
む
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
騎
馬
。
／
法
顕
・
玄
奘
。
／
大
谷
光
瑞
の
一
隊
や
。
／
マ
ル
コ
ポ
ー
ル
。

／
ヘ
デ
ィ
ン
。
／
デ
ィ
ル
マ
ン
。
／
ブ
ル
ジ
ェ
ワ
ル
ス
キ
ー
。

ウ

ル

ム

チ

烏
魯
木
斉
の
ホ
テ
ル
の
三
原
色
の
絨
緞
の
敷
い
て
あ
る
部
屋
で
食
べ
た
ト
ル
フ
ァ
ン
の
葡
萄
の
味
を
／
想
ひ
出
し
な
が
ら
自
分
は
い

ま
ト
ウ
キ
ヤ
ウ
の
ホ
テ
ル
の
机
で
こ
れ
を
書
く
。
こ
れ
を
書
き
な
が
ら
。
／
中
央
亜
細
亜
の
禿
山
や
。
／
モ
ス
ク
に
咲
い
て
た
深
紅

ユ
イ

の
ケ
シ
。
／
小
学
生
か
ら
も
ら
つ
た
花
束
や
。
／
ウ
オ
ツ
カ
の
大
杯
。
／
ま
た
も
ど
つ
て
ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
の
包
の
な
か
で
の
カ
ザ
ッ

ハ

ミ

ク
族
と
の
団
欒
や
。
／
駱
駝
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
。
／
哈
密
で
見
た
ゆ
れ
る
湖
（
蜃
気
楼
）。

窓
か
ら
見
え
る
ト
ウ
キ
ャ
ウ
の
空
か
。
／
あ
の
群
青
の
空
に
つ
づ
く
の
だ
な
と
他
愛
な
い
こ
と
な
ど
思
つ
た
り
す
る
の
だ
。

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比

五



一
見
、「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
は
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
名
詞
を
羅
列
し
、
詩
で
広
大
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
第
三
連
で
羅
列
さ

れ
て
い
る
名
詞
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
地
理
的
な
広
さ
と
そ
こ
の
物
事
の
多
様
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
第
四
連
で
出
て
い
る
人
名
の
羅

列
に
よ
っ
て
、
人
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
視
点
が
複
雑
に
な
っ
て
ゆ
く
。
詩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
シ
ル
ク
ロ

ー
ド
は
、
広
い
、
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

「
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
ほ
ん
の
僅
か
な
点
と
線
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
草
野
心
平
は
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
の
広
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
詩
の
第
一
連
で
、「
ウ
ル
ム
チ
の
満
月
」、「
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
バ
ザ
ー
ル
」
と
「
ブ
ハ
ラ

の
モ
ス
ク
の
コ
ー
ノ
ト
リ
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ル
ム
チ
は
中
国
領
、
ブ
ハ
ラ
と
サ
マ
ル
カ
ン
ド
は
当
時
ソ
連
領
で
あ
る
が
、「
僅

か
な
点
と
線
」
で
羅
列
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
町
は
い
ず
れ
も
中
央
ア
ジ
ア
の
文
化
圏
の
、
ト
ル
コ
系
民
族
が
住
ん
で
い
る
町
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
国
境
を
超
え
る
広
い
文
化
圏
の
全
体
像
を
描
こ
う
と
す
る
試
み
が
見
え
る
。

第
三
連
の
「
廃
墟
に
あ
つ
た
石
仏
や
経
典
」
の
歴
史
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
文
明
史
と
合
っ
て
い
る
。
中
央
ア
ジ
ア
と
新
疆
は
も
と
も
と

大
乗
仏
教
が
中
国
、
朝
鮮
と
日
本
に
流
入
す
る
ル
ー
ト
だ
っ
た
が
、
も
う
す
で
に
イ
ス
ラ
ム
圏
の
土
地
に
な
っ
た
歴
史
の
事
実
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
続
き
の
表
現
「
砂
の
中
に
埋
も
れ
て
ゐ
た
恐
龍
の
骨
」
は
、
長
い
時
間
の
中
で
変
化
し
た
自
然
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
同
じ
連
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
お
け
る
自
然
と
人
文
の
変
遷
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
列
挙
さ
れ
て
い
る

様
々
な
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
言
葉
か
ら
、
語
り
手
の
傾
向
は
あ
る
程
度
読
み
取
れ
る
。

だ
が
、
清
岡
の
『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
と
比
べ
れ
ば
、『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
で
の
語
り
手
が
よ
り
強
烈
な
情
緒
を
持
っ
て
い
る
。

草
野
の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
の
語
り
手
は
実
在
だ
っ
た
も
の
、
特
に
ト
ル
ク
系
民
族
の
土
地
に
存
在
す
る
も
の
を
口
か
ら
言
い
出
す
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
清
岡
の
詩
の
ほ
う
が
、
語
り
手
の
存
在
感
が
よ
り
濃
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
清
岡
の
「
絹
の
白
粉
袋
」
の
目
線
は
か
な
り
一
つ
の
小
さ
な
点
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
絹
の
白
粉
袋
」
を

一
例
と
し
て
あ
げ
て
分
析
す
る
。
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岡
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タ
ク
ラ
マ
カ
ン
の
沙
漠
か
ら
現
れ
た
／
た
ぶ
ん
紀
元
少
し
前
の
／
緑
の
銹
の

逞
し
い
青
銅
の
弩
機
に
は
／
べ
つ
に
驚
か
な
か
っ
た

お
し
ろ
い
ふ
く
ろ

が
／
た
ぶ
ん
紀
元
す
こ
し
後
の
／
古
ぼ
け
た
小
さ
な

絹
の
白
粉
袋
に
は
／
虚
を
つ
か
れ
た
。
／
こ
ん
な
は
か
な
い
日
常
の
品
が
／

い
つ
ま
で
も
秘
め
ら
れ
て
い
た
と
は
！

く
れ
な
い

お
ま
け
に

袋
の
表
の
白
い
絹
に
は
／
時
間
を
か
け
て
こ
ま
や
か
な
／
夢
を
見
る
飾
り
で
あ
っ
た
。
／
緋
や
紅
や
藍
や
緑
や
黄
の

へ
た

絹
糸
で
／
沙
漠
の
う
え
を
流
れ
る
雲
が
／
す
っ
き
り
刺
繍
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
／
そ
し
て

袋
の
ふ
ち
に
／
大
き
す
ぎ
る
蔕
の
よ
う

ぎ
れ

な
／
白
い
絹
の
飾
り
裂
は
／
裏
に

紅
の
紗
羅
が
合
わ
さ
れ
／
そ
こ
で
は

愛
の
波
紋
が
／
菱
形
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

だ
。

ミ

イ

ラ

顔
の
化
粧
品
を
容
れ
る
も
の
を
／
化
粧
す
る
女
ご
こ
ろ
は
／
ど
こ
ま
で

人
間
の
過
去
に
遡
れ
る
か
？

／
あ
る
夫
妻
が
木
乃
伊
化

ニ

ヤ

し
た
／
合
葬
墓
の
乾
燥
か
ら
／
踊
り
で
た
白
粉
袋
が
／
こ
ん
な
奇
問
を
生
き
さ
せ
る
。
尼
雅
／
三
世
紀
後
半
に
捨
て
ら
れ
た
と
い
う

／
オ
ア
シ
ス
の
集
落
。⑹

『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
の
語
り
手
は
、
個
人
な
り
の
空
想
世
界
の
構
築
に
力
を
注
い
だ
。
語
り
手
は
、
自
分
の
意
識
に
よ
っ
て
作
っ

た
幻
想
世
界
の
案
内
人
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
幻
想
世
界
に
、
清
岡
の
好
み
と
個
人
意
識
の
投
影
が
見
ら
れ
る
。
清
岡

が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
見
る
と
き
、
心
の
中
で
浮
か
ん
だ
繊
細
な
感
情
は
、
詩
に
細
か
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
繊
細
さ
は
、『
駱
駝
の

う
え
の
音
楽
』
の
独
創
性
で
あ
る
。

「
絹
の
白
粉
袋
」
で
、
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
は
「
白
粉
袋
」
の
外
観
と
そ
の
出
土
地
、
尼
雅
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

の
雄
大
さ
を
表
現
す
る
つ
も
り
が
な
い
。
草
野
心
平
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
で
雄
大
な
自
然
が
詩
の
中
心
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
の
詩
で
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
の
心
で
あ
る
。「
絹
の
白
粉
袋
」
の
視
点
は
、
語
り
手
の
内
面
に
据

え
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
人
の
発
想
に
よ
っ
て
出
来
上
が
る
華
や
か
な
内
面
世
界
が
徐
々
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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第
三
連
で
の
問
い
は
、
こ
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
語
り
手
は
「
人
間
の
過
去
」
を
軽
く
問
う
。
そ
れ
に
対

し
、
草
野
心
平
の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
で
羅
列
さ
れ
て
い
る
法
顕
、
玄
奘
な
ど
の
人
名
や
、「
廃
墟
に
あ
つ
た
石
仏
や
経
典
」
な
ど
も
人

間
の
過
去
を
提
示
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
表
現
手
段
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。「
絹
の
白
粉
袋
」
の
第
三
連
の
問
い
か
ら
読
み
取
れ

る
の
は
、
一
人
一
人
の
人
間
の
時
代
を
経
て
も
変
わ
ら
な
い
情
緒
を
求
め
て
い
る
が
、
草
野
心
平
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
か
ら
読
み
取
れ
る

こ
と
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
う
歴
史
の
ス
テ
ー
ジ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
探
検
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
も
っ
て
こ
の
土
地
に
赴
く
こ
と
で
あ

る
。よ

っ
て
、
草
野
心
平
の
詩
に
あ
る
人
、
場
所
、
風
景
な
ど
の
言
葉
か
ら
、
詩
で
構
築
さ
れ
て
い
る
幻
想
世
界
の
雄
大
さ
が
見
え
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
連
想
を
引
き
出
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
国
は
描
写
の
中
心
で
は

な
い
が
、「
陶
磁
器
。
銅
。
亀
甲
。
／
燉
煌
。
ロ
ブ
」
の
詩
句
に
あ
る
言
葉
を
想
像
の
糸
口
と
し
て
、
古
代
中
国
の
文
明
を
連
想
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

ハ

ミ

草
野
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
詩
に
は
、
語
り
手
の
心
情
を
描
く
表
現
は
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
七
年
の
「
哈
密
」⑺

に
は
、
景
色
が
語
り
手
に
与
え
た
衝
撃
が
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

東
南
西
北
。
／
見
え
る
の
は
総
て
地
平
線
だ
け
で
あ
る
。
／
そ
の
東
の
天
末
に
湖
が
あ
る
。
／
薄
青
く
震
え
て
る
湖
。

ハ

ミ

て
ん

草
一
本
木
一
本
な
い
。
／
そ
の
広
漠
の
ま
ん
な
か
に
マ
ッ
チ
箱
の
形
を
し
た
赤
煉
瓦
立
て
の
中
国
民
航
局
哈
密
航
空
站
。
／
そ
の
ま

ん
前
か
ら
た
だ
一
本
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
滑
走
路
が
の
び
て
ゐ
る
。

プ
ロ
ペ
ラ
機
が
甘
粛
の
酒
泉
を
た
つ
て
か
ら
一
時
間
十
分
の
間
。
私
は
一
瞬
の
休
み
も
な
く
眼
下
に
展
け
る
大
広
茫
を
見
つ
づ
け
て

ゐ
た
が
。
あ
つ
た
の
は
溺
水
。
水
の
な
い
渇
い
た
河
。

旱
海
と
よ
ぶ
・
さ
つ
き
見
た
東
の
天
末
の
湖
は
実
に
蜃
気
楼
で
あ
る
。
／
ゴ
ビ
上
空
の
大
気
の
温
度
が
局
部
的
に
違
ふ
の
だ
ら
う
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岡
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か
。
／
地
上
は
平
ぺ
っ
た
い
こ
ん
な
途
方
も
な
い
大
国
な
の
に
。
／
ど
こ
の
屈
折
光
線
に
い
た
づ
ら
が
起
つ
て
る
の
だ
ら
う
か
。

ウ

ル

ム

チ

再
び
プ
ロ
ペ
ラ
が
廻
り
だ
し
た
。
／
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
首
郡
烏
魯
木
斉
に
向
つ
て
離
陸
し
た
。
／
天
山
の
。
五
千
六
百
米
の

バ
ガ
タ
の
麓
の
街
に
向
つ
て
。
／
バ
ガ
タ
の
雪
は
テ
ロ
テ
ロ
光
つ
て
る
だ
ろ
う
。

ハ

ミ

さ
や
う
な
ら
だ
。
／
哈
密
よ
。
震
え
る
湖
よ
。

こ
の
詩
は
、「
私
」
の
眼
で
見
た
場
面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
私
は
一
瞬
の
休
み
も
な
く
眼
下
に
展
け
る
大
広
茫
を
見
つ
づ
け
て
ゐ

た
」
と
い
う
一
文
か
ら
は
、「
私
」
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
景
色
に
対
す
る
熱
情
が
読
み
取
れ
る
。
だ
が
、
清
岡
の
「
絹
の
白
粉
袋
」
の
よ

う
に
直
接
自
分
自
身
の
問
い
を
か
け
る
形
と
比
べ
れ
ば
、「
哈
密
」
の
語
り
手
「
私
」
の
感
情
の
表
現
す
る
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
。

三
連
の
「
溺
水
」
は
、
人
が
水
に
沈
ん
で
い
る
状
態
を
示
す
言
葉
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
語
り
手
の
「
一
瞬
の
休
み
も
な
く
」「
大
広

茫
を
見
つ
づ
け
て
」
い
た
状
態
の
比
喩
で
あ
る
。
砂
漠
の
上
空
に
あ
る
飛
行
機
に
い
る
語
り
手
の
眼
に
、
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
蜃
気
楼
の

湖
が
写
る
が
、
身
の
回
り
は
実
際
に
「
大
広
茫
」、
す
な
わ
ち
砂
し
か
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
あ
っ
た
の
は
溺
水
」
は
、
語
り

手
の
こ
の
状
況
を
あ
ら
わ
す
文
で
あ
る
。

よ
っ
て
、「
水
の
な
い
渇
い
た
河
」
は
、
砂
漠
そ
の
も
の
の
暗
喩
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
比
喩
は
、
蜃
気
楼
と
砂
漠
を
見
て
生
み

出
さ
れ
た
語
り
手
の
感
動
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、「
私
」
の
心
情
が
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
。「
私
」
の
心
を
震
撼
さ
せ
た
の
は
、「
見
え
る

の
は
総
て
地
平
線
だ
け
で
あ
る
」
の
荒
寥
た
る
風
景
で
あ
る
。
ま
た
、
蜃
気
楼
も
こ
の
自
然
環
境
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
詩
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
感
情
は
、
自
然
風
景
が
人
間
に
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
清
岡
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
明
ら
か
に
違
う
。
た
と
え
ば
、
引
用
さ
れ
て
い
る
「
絹
の
白
粉
袋
」
の
語
り
手
の
心
に
響

い
て
い
る
感
情
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
暮
ら
し
て
い
る
人
間
の
活
動
を
想
像
し
て
生
ま
れ
た
感
情
で
あ
る
。
二
人
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
語
り
手
の
抒
情
は
最
初
か
ら
差
異
が
こ
こ
で
見
ら
れ
る
。
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岡
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ま
た
、
詩
句
の
長
さ
は
、
目
立
つ
表
現
手
段
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
草
野
の
新
疆
の
風
景
の
壮
大
さ
を
描
く
詩
に
は
、
長
い
詩
句
が
散

見
で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
プ
ロ
ペ
ラ
機
が
甘
粛
の
酒
泉
を
た
つ
て
か
ら
一
時
間
十
分
の
間
。
私
は
一
瞬
の
休
み
も
な
く
眼
下
に
展
け
る

大
広
茫
を
見
つ
づ
け
て
ゐ
た
が
。
あ
つ
た
の
は
溺
水
。
水
の
な
い
渇
い
た
河
」
は
語
り
手
の
心
情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
詩
の
中
心
で
あ
る

と
同
時
に
、
改
行
が
な
い
詩
の
一
連
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
風
景
の
壮
大
さ
と
合
う
手
法
の
み
な
ら
ず
、
語
り
手
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
風
景

に
対
す
る
興
奮
の
心
情
の
強
さ
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
草
野
の
詩
に
は
、
文
体
も
感
情
を
あ
ら
わ
す
手
段
に
な
る
。

清
岡
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
文
学
に
も
目
立
つ
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
漢
詩
の
引
用
で
あ
る
。
前
の
部
分
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
清
岡

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
お
け
る
詩
の
題
材
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
中
国
部
分
が
十
二
編
の
中
で
十
編
を
占
め
て
い
る
。『
駱
駝
の
う
え
の
音

楽
』
で
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
風
景
が
表
現
さ
れ
て
い
る
多
く
の
漢
詩
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
岡
が
重
視
す
る
の
は
、

漢
民
族
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
体
験
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
詩
集
に
は
、
漢
詩
文
が
数
か
所
引
用
さ
れ
て
い
る
⑻
。
こ
こ
で
は
、「
居
延

の
苣
」
の
一
部
を
一
例
と
し
て
引
用
す
る
。

り
よ
う
さ

李
白
は

唐
の
龍
沙
の
戦
士
の
秋
を
／
漢
の
そ
れ
と
し
て

凛
々
し
く
彫
り
上
げ
た
。

ヘ
ン
ゲ
ツ

ユ
ミ

カ
ゲ

シ
タ
ガ

コ
サ
ウ

ツ
ル
ギ

ハ
ナ

ハ
ラ

邊
月
ハ

弓
ノ
影
ニ
随
ヒ
／
胡
霜
ハ

剣
ノ
花
ヲ
拂
フ

「
邊
月
」
の
「
邊
」
は
、
場
所
が
漢
民
族
の
中
心
地
と
離
れ
る
場
所
を
指
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。「
弓
」
と
「
剣
」
は
、
軍
事
に
よ
っ

て
こ
の
土
地
を
征
服
す
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、「
霜
」
は
、
そ
の
土
地
の
寒
さ
と
生
活
の
苦
し
さ
を
表
出
す
る
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

李
白
の
詩
は
、
漢
民
族
が
西
の
土
地
に
対
す
る
視
点
に
基
づ
い
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
清
岡
の
視
点
は
、
お
そ
ら

く
漢
民
族
に
お
け
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
視
点
と
融
合
さ
れ
て
い
る
。

語
り
手
の
文
化
的
な
背
景
と
表
現
は
、
古
代
の
漢
民
族
の
人
の
立
場
に
置
き
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と
い
う
も
の
を

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比
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考
え
る
。
詩
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
現
地
住
民
の
穏
や
か
な
生
活
は
、
漢
民
族
の
文
学
に
あ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
対
す
る
印
象
を
受
け
入
れ

た
彼
の
期
待
で
あ
る
。
漢
詩
文
に
対
す
る
熱
情
は
、
清
岡
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
関
す
る
視
点
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
に
対
し
、
自
然
風

景
の
無
国
籍
性
が
読
み
取
れ
る
草
野
の
詩
は
違
う
。
シ
ュ
メ
ー
ル
文
明
の
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
文
化
圏
を
超
え
て
西
ア
ジ
ア
か
ら
中
国

ま
で
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
全
体
像
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
草
野
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
全
体
性
を
重
視
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
清
岡
の
『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
な
か
な
り
細
か
い
も
の
か
ら
書
き
始
め
、
ミ
ク
ロ
か
ら
マ
ク

ロ
へ
、
感
情
に
対
す
る
描
写
を
増
や
し
次
々
と
拡
張
す
る
書
き
方
で
あ
る
。
一
編
一
編
の
清
岡
の
詩
の
中
で
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
全
体
像

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
見
え
な
い
。
こ
の
点
は
、
清
岡
文
学
に
お
け
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い

で
は
な
い
か
。
彼
の
詩
か
ら
反
映
さ
れ
て
い
る
美
意
識
の
底
流
に
は
、
漢
民
族
の
歴
史
的
な
美
意
識
が
あ
る
。

二

二
人
の
詩
想
の
到
達
点
に
つ
い
て

二
章
で
は
、
二
人
の
詩
想
の
到
達
点
は
ど
こ
で
あ
る
か
、
ま
た
何
を
意
味
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
く
考
察
す
る
。

ま
ず
は
、
草
野
心
平
の
一
九
七
四
年
の
詩
「
天
山
遠
望
」⑼
を
取
り
上
げ
る
。

砂
漠
の
な
か
の
。
／
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
。

昔
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
ず
つ
と
南
。
／
駱
駝
の
キ
ャ
ラ
パ
ン
が
黄
塵
の
な
か
を
。
／
ま
た
雪
の
微
塵
の
な
か
を
延
々
一
列
に
な
つ
て

動
い
て
ゐ
た
。

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
煙
突
か
ら
は
。
／
幾
筋
の
煙
が
流
れ
。
／
亜
細
亜
ハ
イ
ウ
ェ
イ
。

即
ち
新
し
い
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
な
いoil

road

は
。
／
鋼
鉄
色
の
直
線
帯
。
／
水
す
ま
し
の
や
う
な
カ
ア
が
幾
つ
も
シ
シ
シ
シ
走

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比
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つ
て
ゐ
る
。

は
る
か
に
低
く
見
え
る
。
／
鋸
歯
の
／
雪
の
。
／
天
山
。

明
ら
か
に
、
こ
れ
は
草
野
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
訪
問
し
、
実
際
の
光
景
に
基
づ
い
て
書
い
た
詩
で
あ
る
。
地
理
的
に
は
、
天
山
の
東
の

半
分
は
中
国
に
所
属
し
、
西
半
分
は
一
九
七
四
年
の
時
点
で
ソ
連
に
所
属
し
て
い
た
。
草
野
心
平
は
一
九
五
六
年
で
中
国
の
半
分
、
一
九

六
八
年
で
ソ
連
の
半
分
を
訪
問
し
た
。「
天
山
遠
望
」
に
は
明
確
の
地
点
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
」
は
ロ
シ
ア
語
か
ら

の
外
来
語
で
あ
る
た
め
、
草
野
は
ソ
連
領
の
中
央
ア
ジ
ア
の
風
景
を
意
識
し
て
「
天
山
遠
望
」
を
書
い
た
可
能
性
が
高
い
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
詩
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
一
般
人
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
対
す
る
先
入
観
か
ら
か
な
り

逸
脱
し
て
い
る
。
ミ
ス
テ
リ
ー
が
溢
れ
て
い
る
古
代
文
明
へ
の
憧
れ
よ
り
、
こ
の
詩
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
新
し
さ
に
注
目
し
て
い
る
こ
と

が
目
立
つ
。
第
二
連
と
第
三
連
は
、
か
な
り
対
照
的
で
あ
る
。
第
二
連
で
、
一
般
人
の
印
象
の
な
か
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
風
景
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
第
三
連
に
な
る
と
、
現
代
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
沿
線
の
工
業
化
に
よ
っ
て
新
し
く
な
っ
た
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
連
の

場
面
は
現
代
に
も
見
え
る
場
面
で
あ
る
が
、
古
代
と
は
変
わ
ら
な
い
光
景
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
第
一
、
三
、
四
連
の
場
面
は
、
現
代

で
の
建
設
に
よ
り
生
じ
た
古
代
に
は
な
い
光
景
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
連
と
第
三
連
に
は
内
在
的
な
関
連
性
が
あ
る
。
第
二
連
の
駱
駝
が
一
列
に
な
っ
て
進
ん
で
い
る
場
面
は
、
三
連
の
「
煙
の

な
が
れ
」
と
「
亜
細
亜
ハ
イ
ウ
ェ
イ
」
と
同
じ
く
、
両
方
と
も
動
的
な
場
面
で
あ
る
。
現
代
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
に
よ
っ
て
資
源
を
採
掘
し

て
他
の
場
所
に
運
送
す
る
こ
と
は
、
古
代
の
駱
駝
を
使
っ
て
商
品
を
運
送
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
。
同
じ
天
山
が
見
え
る
空
間
で
あ
る

が
、
た
だ
六
行
の
詩
の
な
か
で
、
一
つ
の
土
地
の
古
代
と
現
代
の
場
面
が
鮮
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
詩
に
人
工
と
自
然
の
並
行
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
古
代
か
ら
変
わ
ら
な
い
「
昔
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と
「
天
山
」
は
自
然
物

で
あ
る
が
、「oil

road

」
と
「
カ
ア
」
は
人
工
物
と
し
て
の
現
代
の
風
景
で
あ
る
。

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
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し
た
が
っ
て
、
第
四
連
で
も
現
代
の
新
し
い
風
景
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
第
三
連
と
比
べ
れ
ば
、
対
照
が
さ
ら
に
強
く
な
っ
て
い
る
。

「
鋼
鉄
色
」
と
「
黄
塵
」
は
、
現
代
と
古
代
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
風
景
を
色
づ
け
て
い
る
。「
黄
塵
」
は
、
重
く
て
暗
い
色
彩
的
な
感
覚
を

示
す
言
葉
で
あ
り
、
景
色
を
見
え
に
く
く
す
る
機
能
が
あ
る
。
ま
た
、「
黄
塵
」
と
次
の
一
行
の
「
雪
の
微
塵
」
は
い
ず
れ
も
、
目
に
映

え
る
風
景
を
ぼ
か
す
機
能
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
鋼
鉄
色
」
は
、
明
る
い
感
じ
が
溢
れ
て
い
る
生
々
し
い
言
葉
で
あ
る
。「
水
す
ま
し
の
や
う
な
カ
ア
が
幾
つ
も
シ
シ

シ
シ
走
つ
て
ゐ
る
」
情
景
の
上
に
、
視
線
を
ぼ
か
す
も
の
が
存
在
せ
ず
、
景
色
は
は
っ
き
り
見
え
る
。
ま
た
、
二
つ
の
構
図
を
対
比
す
れ

ば
、
カ
ア
の
数
量
も
、
速
度
も
駱
駝
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
に
勝
る
。
現
代
の
カ
ア
は
、
古
代
の
一
列
の
駱
駝
に
対
応
関
係
が
あ
る
。「
天
山
遠

望
」
で
、
古
い
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
の
新
し
い
風
景
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
四
連
の
「
直
線
帯
」
と
第
五
連
の
「
鋸
歯
」
は
、
幾
何
学
図
形
的
な
印
象
が
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
簡
潔
な
言
葉
で
幕
を
閉

じ
る
第
五
連
の
描
写
の
中
心
で
あ
る
天
山
は
、
時
代
が
変
わ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
山
の
外
観
を
描
く
言
葉
「
鋸
歯
」
は
第

四
連
の
現
代
風
景
と
直
結
す
る
こ
と
ば
「
直
線
」
と
呼
応
す
る
幾
何
学
的
な
言
葉
で
あ
り
、「
雪
」
は
古
代
の
風
景
を
描
く
第
二
連
の

「
雪
の
微
塵
」
の
場
面
を
喚
起
す
る
言
葉
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
五
連
は
、
古
代
か
ら
変
わ
ら
な
か
っ
た
風
景
と
現
代
の
新
し
い
風
景
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
前
の
四
連
を
ま
と
め

る
機
能
が
あ
り
、
風
景
を
あ
ら
わ
す
言
葉
の
下
で
隠
さ
れ
て
い
る
語
り
手
の
発
想
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
連
で
あ
る
。
ま
た
、
詩
の
最
後

で
、
語
り
手
の
目
線
は
天
山
に
移
す
こ
と
が
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
第
一
連
か
ら
第
四
連
ま
で
描
か
れ
て
い
る
風
景
は
、
人
間
の
営
み

に
関
す
る
風
景
で
あ
る
が
、
第
五
連
の
天
山
は
、
人
間
の
営
み
と
は
関
係
が
な
い
自
然
の
表
象
で
あ
る
。

こ
の
点
を
さ
ら
に
説
明
す
る
た
め
に
、『
絲
綢
之
路
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
九
六
六
年
に
発
表
さ
れ
た
「
天
山
」⑽
と
い
う
詩
の
分
析

に
入
ろ
う
。「
天
山
」
は
、
中
国
側
の
天
山
を
描
く
詩
で
あ
る
。

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比
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シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
わ
か
れ
て
北
に
六
十
キ
ロ
。
／
白
ぶ
ち
た
黒
や
白
や
。
／
千
数
百
と
思
へ
る
羊
の
群
が
。
／
十
月
の
草
を
食
べ

て
ゐ
る
。
／
チ
ビ
た
雑
草
を
黙
黙
と
食
べ
て
ゐ
る
。
／
た
べ
な
が
ら
移
動
し
な
が
ら
た
だ
た
べ
て
ゐ
る
。
／
ホ
ー
シ
ン
グ
・
ジ
ャ
ー

ズ
カ
と
い
ふ
の
だ
と
い
ふ
こ
の
界
隈
。
／
コ
ン
シ
ン
チ
ュ
部
落
に
も
う
近
い
の
だ
と
も
い
ふ
。
／
コ
ン
シ
ン
チ
ュ
ど
こ
に
あ
る
か
。

／
一
望
茫
洋
ど
こ
に
も
見
え
な
い
。
／
大
葉
楊
と
楊
と
か
五
本
ぼ
ん
や
り
た
つ
て
ゐ
る
／
コ
ン
シ
ン
チ
ュ
に
は
南
京
豆
と
か
ト
ル
フ

ァ
ン
の
干
葡
萄
も
あ
る
だ
ら
う
が
ち
つ
ぽ
け
な
店
の
そ
れ
を
狙
う
か
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
わ
か
れ
て
北
に
六
十
キ
ロ
。
／
黒
豆
の
ツ
ブ
ツ
ブ
に
な
つ
て
鴉
の
群
は
ち
ら
ば
り
。
／
天
山
山
脈
は
て
ろ
て
ろ

光
る
。

こ
の
詩
に
、
荒
寥
な
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
風
景
の
雄
大
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
大
き
な
特
徴

で
あ
る
。
詩
に
は
、
羊
、
楊
、
鴉
な
ど
の
動
植
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
天
山
山
脈
の
自
然
風
景
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
名
詞
を
羅
列
し
、
様
々
な
場
面
を
詩
に
内
包
す
る
書
き
方
に
は
、
一
章
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
草
野
心
平
の
詩
の
独
創

で
あ
る
。
一
見
詩
の
中
心
が
見
え
に
く
い
が
、
草
野
の
発
想
は
、
表
現
の
下
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

描
写
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
動
植
物
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
土
地
に
あ
る
人
間
の
営
み
と
関
係
が
な
い
、
古
代
と
変
わ
ら
な
い
風
物
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
詩
を
引
用
す
る
理
由
に
な
る
。
静
か
な
羊
と
鳴
い
て
い
る
鴉
の
後
ろ
に
、「
天
山
山
脈
は
て
ろ
て
ろ
光
る
」
の
構

図
に
は
、
二
つ
の
視
点
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
無
論
、
語
り
手
が
詩
の
場
面
を
見
て
い
る
目
線
。
も
う
一
つ
は
、
長
い
歴
史
の
中
で
、
動

物
の
動
き
を
た
だ
静
か
に
見
守
っ
て
い
る
天
山
の
目
線
で
あ
る
。

第
二
連
で
「
黒
豆
の
ツ
ブ
ツ
ブ
に
な
つ
て
鴉
の
群
は
ち
ら
ば
り
」
は
動
物
の
動
き
を
表
現
す
る
一
行
で
あ
る
が
、
最
後
の
一
行
「
天
山

山
脈
は
て
ろ
て
ろ
光
る
」
は
、
急
に
詩
を
運
動
の
構
図
か
ら
、
静
止
の
構
図
に
収
斂
さ
せ
て
い
る
。
天
山
の
視
点
は
人
間
の
眼
を
超
え
る

他
者
の
視
点
と
し
て
、
語
り
手
が
含
ま
れ
る
動
植
物
を
見
て
い
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
は
「
天
山
遠
望
」
の
第
五

清
岡
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ル
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ロ
ー
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連
の
よ
う
に
、
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
の
物
事
と
発
想
を
一
つ
の
点
に
結
束
す
る
試
み
が
見
え
る
。

人
間
の
南
京
豆
と
干
葡
萄
に
対
す
る
欲
求
は
、
羊
の
草
に
対
す
る
食
欲
と
、
同
じ
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
結
局
、
も
し
視
点
は
人
間
中

心
で
は
な
く
天
山
中
心
に
置
け
ば
、
天
山
の
下
で
活
動
し
て
い
る
人
間
の
営
み
と
動
物
の
生
活
は
変
わ
ら
な
い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
詩

に
、
語
り
手
の
目
線
以
外
、
天
山
の
目
線
も
ひ
そ
か
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
山
の
目
線
こ
そ
、
歴
史
と
時
間
を
超
え
る
性
質
を

持
っ
て
い
る
。

天
山
の
目
線
は
性
質
上
、
動
物
の
動
き
と
人
間
の
営
み
を
超
え
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
お
け
る
自
然
の
目
線
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
天
山

遠
望
」
と
「
天
山
」
の
似
て
い
る
点
で
あ
る
。「
天
山
遠
望
」
の
最
後
の
一
連
で
は
、
古
代
と
現
代
の
風
景
と
人
間
の
営
み
が
天
山
の
視

点
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
間
を
超
え
る
共
通
性
を
追
求
し
て
い
る
。
も
う
一
方
、「
天
山
」
の
最
後
の
一
連
は
、
生
物
の
種

を
超
え
る
共
通
性
を
求
め
て
い
る
。

地
球
に
は
天
山
の
よ
う
な
時
間
を
超
え
て
も
変
わ
ら
な
い
存
在
が
人
間
と
動
物
の
暮
ら
し
を
見
て
い
る
こ
と
が
詩
で
提
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
二
編
の
詩
で
の
天
山
は
、
人
間
を
超
え
る
抽
象
的
な
外
部
存
在
、
つ
ま
り
自
然
界
の
視
点
の
表
象
に
な
る
。

で
は
、
清
岡
の
詩
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
青
銅
の
奔
馬
」
を
一
例
と
し
て
あ
げ
よ
う
。

見
ろ
／
青
味
が
か
っ
た
緑
に

ど
こ
ま
で
も
古
び
て
／
疾
駆
す
る
ブ
ロ
ン
ズ
の
馬
を
。
／
お
ま
え
は
／
自
転
車

オ
ー
ト
バ
イ
／
自

動
車

戦
車

そ
し
て
飛
行
機
。
／
見
ろ
／
お
そ
ら
く

西
域
の
／
ど
こ
か
の
駿
馬
が
モ
デ
ル
の
／
古
代
の
漢
族
の

熱
い
夢
を
。

河
西
走
廊
の
東
端
の
要
衝

武
威
／
そ
の
北
郊
の
丘

雷
台
。
／
そ
こ
に
ひ
そ
め
ら
れ
て
い
た
／
後
漢
時
代
の
磚
室
墓
か
ら
／
お
ま

え
は
／
二
十
世
紀
後
半
の
地
下
壕
工
事
／
日
光
の
な
か
に
飛
び
出
し
／
ほ
と
ば
し
る
そ
の
躍
動
で
／
超
音
速
機
を
知
る
ひ
と
び
と
を

／
ど
こ
ま
で
も
魅
惑
し
た
。
／
ど
こ
の
ど
ん
な
人
間
だ
ろ
う
／
お
ま
え
の

底
し
れ
ぬ
活
力
を
生
ん
だ
／
妬
ま
し
い
芸
術
家
は
？

む

見
ろ
／
か
っ
と
大
き
く
眼
を
剥
い
た
／
優
美
な
裸
の
奔
馬
を
／
も
た
げ
た
頭
は
や
や
左
に
か
し
げ
ら
れ
／
そ
の
た
め

ね
じ
れ
た
首

清
岡
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行
と
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野
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シ
ル
ク
ロ
ー
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た
ぶ
さ

ば
そ
う

の
／
な
ん
と
い
う

し
な
や
か
な
逞
し
さ
。
／
あ
ら
が
ま
し
く
開
い
た
口
。
／
髻
め
く
馬
鬃
の
束
と
／
立
て
た
長
い
尻
尾
を
／
風
に

く
つ
わ

強
く
な
び
か
せ
て
い
る
。
／
銜
や

鞍
や

手
綱
が
／
も
と
は
つ
い
て
い
る
の
も
思
わ
れ
る
。
／
し
か
し

の
ど
か
な
周
囲
の
／
停

め
る
愛
を
引
き
裂
く
よ
う
な
／
鋭
い
い
な
な
き
。
／
曠
野
の
う
た
。

見
ろ
／
細
く
き
び
し
く
引
き
し
ま
っ
て
／
未
知
の
空
間
に
挑
む
／
四
本
の
強
靭
の
足
は
／
い
ま

地
上
を
離
れ
た
。
／
右
の
後
足
の

蹄
が
／
飛
ぶ
燕
│
／
異
様
に
大
き
な
燕
を
背
に
か
か
り
／
そ
れ
を
踏
ん
で
／
ど
ん
な
ほ
か
の
馬
を
も
／
い
や

お
の
れ
自
身
を
も
／

追
い
ぬ
こ
う
と
し
て
い
る
。
／
季
節
は
夏
の
は
じ
ま
り
か
？

／
そ
れ
と
も

秋
の
は
じ
ま
り
か
？

／
驚
い
た
燕
は

ふ
り
か
え

っ
て
／
馬
の
腹
を
見
あ
げ
る
／
眼
の
諧
謔
。

か
つ
て

大
宛
国
に
求
め
ら
れ
た
／
血
の
よ
う
な
汗
の

一
日
千
里
の
馬
。
／
そ
の
幻
も

た
ぶ
ん
／
お
ま
え
の
飛
ん
で
走
る
姿
に

／
そ
っ
と

重
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
／
お
ま
え
は
／
馬
の
な
か
の
馬
。
／
飽
く
こ
と
の
な
い

人
間
の
／
移
動
の
速
度
へ
の

渇
き

そ
の
も
の
だ
。

清
岡
の
こ
の
詩
に
も
、
古
代
と
現
代
の
要
素
が
錯
綜
し
て
い
る
。
第
一
連
で
、
馬
を
現
代
の
言
葉
「
自
転
車
」、「
オ
ー
ト
バ
イ
」、「
自

動
車
」、「
戦
車
」、「
飛
行
機
」
を
用
い
て
比
喩
し
、
第
二
連
で
、「
後
漢
時
代
の
磚
室
墓
」
と
「
二
十
世
紀
後
半
の
地
下
壕
工
事
」
と
い

う
時
代
を
明
示
す
る
言
葉
が
出
て
お
り
、
馬
の
「
躍
動
」
で
「
超
音
速
機
」
を
知
る
人
を
魅
惑
し
た
表
現
も
あ
る
。
こ
こ
で
、「
青
銅
の

奔
馬
」
は
、
古
代
の
人
と
現
代
の
人
の
一
つ
の
時
代
を
超
え
る
共
通
性
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
乗
り
物
の
速
さ
を

求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
現
代
の
交
通
手
段
の
名
詞
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
が
、
草
野
心
平
の
詩
で
羅
列
さ
れ
て
い
る
名
詞
と
比
べ
れ
ば
、
目

的
が
違
う
。
草
野
心
平
が
使
っ
た
名
詞
は
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
所
属
し
て
お
り
、
様
々
な
視
点
か
ら
雄
大
な
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
場
面
を

構
築
し
て
い
る
。
言
葉
と
言
葉
に
は
、
直
接
的
な
関
係
性
が
一
見
見
え
に
く
い
。
だ
が
、
前
の
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
は
そ

清
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れ
ぞ
れ
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
一
つ
の
中
心
テ
ー
マ
に
収
斂
す
る
こ
と
が
言
え
る
。

一
方
で
、「
青
銅
の
奔
馬
」
の
第
一
連
で
羅
列
さ
れ
て
い
る
名
詞
は
、
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
に
所
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
強
調
の
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
古
代
で
、「
自
転
車
」、「
オ
ー
ト
バ
イ
」、「
自
動
車
」、「
戦
車
」、「
飛
行
機
」
の
役
割
は
、
す
べ
て
馬
が

担
っ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
第
三
、
四
、
五
連
の
個
人
的
な
連
想
の
た
め
の
下
敷
き
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
一
連
の
最
後
の
「
古
代
の
漢
族
」
の
駿
馬
に
対
す
る
「
熱
い
夢
」
は
、
語
り
手
も
共
感
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
第
二
連
の
「
超
音
速
機

を
知
る
ひ
と
び
と
を
」「
ど
こ
ま
で
も
魅
惑
し
た
」
の
叙
述
に
、
魅
惑
さ
れ
た
の
は
、
語
り
手
に
他
な
ら
な
い
。
最
後
の
一
連
で
、
人
間

の
「
移
動
の
速
度
」
へ
の
渇
き
と
い
う
主
題
を
提
示
す
る
表
現
が
出
る
。

中
身
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
語
り
手
の
目
の
前
に
あ
る
の
は
、
第
一
連
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
青
味
が
か
っ
た
緑
に
」

な
っ
た
「
ど
こ
ま
で
も
古
び
て
」「
疾
駆
す
る
ブ
ロ
ン
ズ
の
馬
」
し
か
な
い
。
だ
が
、
第
三
連
と
第
四
連
の
描
写
を
通
し
て
、
生
々
し
い

馬
の
様
子
が
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

第
三
連
の
大
部
分
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
様
子
に
従
っ
て
、
奔
馬
の
外
見
を
細
か
く
描
写
す
る
部
分
で
あ
る
。
語
り
手
の
個
人
的
な
想
像

は
、
最
後
の
四
行
に
限
ら
れ
て
い
る
。
第
四
連
と
第
五
連
も
、
似
た
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
奔
馬
に
対
す
る
即
物
的
な
描
写
は
、
長
い

紙
幅
を
占
め
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
自
転
車
」、「
オ
ー
ト
バ
イ
」、「
自
動
車
」、「
戦
車
」、「
飛
行
機
」
に
比
喩
さ
れ
て
い
る
も
の

に
対
す
る
詳
細
な
描
写
は
、
詩
の
半
分
以
上
で
あ
る
。
な
お
、「
鋭
い
い
な
な
き
」
を
連
想
す
る
こ
と
や
、
季
節
に
対
す
る
興
味
な
ど
は
、

語
り
手
が
さ
ら
に
古
代
の
奔
馬
に
関
す
る
こ
と
を
想
像
す
る
意
欲
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

語
り
手
の
連
想
は
、
古
人
か
ら
引
き
継
い
だ
乗
り
物
に
対
す
る
期
待
で
あ
ろ
う
。
詩
の
全
編
は
、
乗
り
物
に
対
す
る
期
待
と
い
う
主
題

か
ら
逸
脱
し
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、「
青
銅
の
奔
馬
」
は
、
中
心
が
把
握
し
や
す
い
詩
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
語
り
手
の
個
人
的
な
発
想
も
、
オ
ブ
ジ
ェ
と
い
う
描
写
の
中
心
に
基
づ
く
発
想
で
あ
る
。
発
想
の
中
心
は
読
み
取
り
や

す
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
草
野
心
平
の
二
編
の
詩
に
お
い
て
、
語
り
手
の
発
想
が
読
み
取
り
に
く
い
。
特
に
「
天
山
」
の
大
部
分
は
事
実

清
岡
卓
行
と
草
野
心
平
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
対
比

一
七



を
述
べ
る
だ
け
の
書
き
方
で
あ
る
た
め
、
す
ぐ
言
葉
の
下
で
隠
さ
れ
て
い
る
深
い
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

清
岡
の
詩
に
は
語
り
手
の
発
想
を
直
接
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
り
、
草
野
の
詩
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
下
で
隠
そ
う
と
す
る
表

現
手
段
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
で
、
疑
問
句
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
青
銅
の
奔
馬
」
の
二
連
に
あ
る
「
お
ま
え
の

底
し
れ
ぬ
活
力
を
生
ん
だ
／
妬
ま
し
い
芸
術
家
は
？
」
と
第
四
連
の
「
季
節
は
夏
の
は
じ
ま
り
か
？
／
そ
れ
と
も

秋
の
は
じ
ま
り

か
？
」
の
よ
う
な
問
を
か
け
る
詩
句
は
、
詩
集
『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

「
青
銅
の
奔
馬
」
に
も
数
か
所
の
疑
問
句
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
背
景
に
対
す
る
強
烈
な
好
奇
心
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
特
に
、
季
節
は
夏
か
秋
か
が
本
来
、
些
細
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
切
で
は
な
い
こ
と
ま
で
も

問
い
を
か
け
る
こ
と
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
出
土
地
で
あ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
曠
野
を
さ
ら
に
知
り
た
い
衝
動
を
意
味
し
て
い
る
。
第
三
連
と

第
四
連
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
後
の
一
文
「
曠
野
の
う
た
」
と
「
眼
の
諧
謔
」
は
、
語
り
手
の
そ
れ
ぞ
れ
の
衝
動
に
関
す
る
発
想
の
中
心
を
ま

と
め
る
文
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
清
岡
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
詩
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
と
関
連
す
る
点
は
そ
れ
ぞ
れ
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
読
み
取
り
や
す
い
明
確
な

中
心
が
存
在
し
て
い
る
。
一
方
で
、
草
野
の
詩
で
の
場
面
は
一
見
散
乱
し
て
お
り
、
中
心
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
様
々
な
風
物
に
対

す
る
描
写
は
中
心
で
あ
る
発
想
の
方
向
を
暗
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
草
野
と
清
岡
の
詩
を
そ
れ
ぞ
れ
引
用
し
、
言
葉
の
役
割
を
糸
口
に
し
て
詩
の
構
図
を
中
心
に
し
て
分
析
し
た
。
で

は
、
表
現
の
差
異
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
二
人
の
詩
に
あ
る
動
物
に
対
す
る
描
写
も
分
析
し
た
い
。

「
青
銅
の
奔
馬
」
で
、
動
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
馬
は
躍
動
感
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
オ
ブ
ジ
ェ
そ
の
も
の
は
走
っ
て
い
る
馬
の
様
子

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
隅
々
ま
で
描
く
こ
と
は
清
岡
の
好
み
だ
ろ
う
。
第
三
連
と
第
四
連
は
、
読
者
の
注
意
力
を
語
り
手
が
語
り
た
い
と
こ

ろ
に
導
く
機
能
を
持
っ
て
い
る
「
見
ろ
」
一
文
で
始
ま
り
、
馬
の
肉
体
美
と
馬
の
美
し
い
動
き
方
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。「
風
に
強

清
岡
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と
草
野
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く
な
び
か
す
」「
尻
尾
」
や
、「
鋭
い
な
き
」
な
ど
は
、
も
と
も
と
オ
ブ
ジ
ェ
の
造
形
か
ら
離
れ
た
表
現
で
あ
る
語
り
手
の
発
想
で
あ
る

が
、
発
想
は
か
な
り
馬
そ
の
も
の
に
集
中
し
て
い
る
。

も
う
一
方
で
、
草
野
心
平
の
「
天
山
」
に
も
動
物
の
動
き
が
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、「
天
山
」
で
の
動
物
の
個
性
が
表
現
さ
れ
て
お

ら
ず
、
立
体
的
な
空
間
の
中
で
散
在
す
る
点
に
す
ぎ
な
い
。
羊
も
、
鴉
も
「
群
」
を
単
位
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
羊
は
「
草

を
た
べ
て
ゐ
る
」「
移
動
し
な
が
ら
た
だ
た
べ
て
ゐ
る
」
の
よ
う
に
動
き
を
提
示
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
詩
の
仮
想
空
間
の
構
図
か
ら
見

れ
ば
、
背
景
で
あ
る
天
山
山
脈
の
前
に
、「
羊
」
と
「
鴉
」
は
白
と
黒
の
色
付
け
の
点
で
あ
る
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
一
匹
一
羽
の
個
性

が
描
か
れ
て
い
な
い
。

も
し
「
青
銅
の
奔
馬
」
の
到
達
点
が
一
人
の
人
間
の
幻
想
の
馬
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
で
あ
れ
ば
、「
天
山
」
の
到
達
点
は
永
久
に
存
在

し
て
い
る
自
然
だ
ろ
う
。「
天
山
」
の
最
後
で
、
目
線
は
天
山
に
移
動
す
る
の
は
、
一
章
で
引
用
さ
れ
て
い
る
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
の
最

後
の
一
連
「
窓
か
ら
見
え
る
ト
ウ
キ
ャ
ウ
の
空
か
。
／
あ
の
群
青
の
空
に
つ
づ
く
の
だ
な
と
他
愛
な
い
こ
と
な
ど
思
つ
た
り
す
る
の
だ
」

で
視
点
は
東
京
の
空
に
移
動
す
る
書
き
方
と
似
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
天
山
遠
望
」
の
最
後
で
も
、
視
点
は
天
山
に
な
る
。
草
野
の
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
最
後
の
一
連
は
、
よ
く
こ
の
よ
う
に
目
線
を
小
さ
い
も
の
か
ら
雄
大
な
も
の
に
移
す
。

山
も
空
も
自
然
で
あ
り
、
時
代
を
超
え
て
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
悠
久
た
る
存
在
の
表
象
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
存
在

は
、
人
間
の
経
験
と
意
識
か
ら
独
立
す
る
超
越
的
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
人
一
人
の
人
間
の
営
み
と
個
人
の
感
受
性
を
超

え
る
視
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
草
野
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
に
よ
く
あ
る
詩
想
の
到
達
点
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
清
岡
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
に
は
、
も
の
に
対
す
る
詳
し
い
描
写
が
数
多
く
用
い
ら
れ
、
そ
の
到
達
点
は
即
物
的
な
一

人
の
人
間
の
発
想
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
二
人
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
詩
の
感
受
性
が
異
な
る
。
清
岡
の
詩
の
語
り
手
は
、
個
人
的
な
感
受
性
が

あ
ふ
れ
る
世
界
を
作
り
上
げ
た
。
叙
述
に
従
っ
て
読
み
解
け
ば
、
語
り
手
が
作
っ
た
幻
想
の
世
界
の
醍
醐
味
が
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。

草
野
の
一
編
の
詩
に
は
、
動
物
、
人
工
物
や
自
然
風
景
な
ど
の
様
々
な
要
素
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
に
よ
っ
て
、
異

清
岡
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な
る
物
事
に
よ
る
刺
激
が
感
受
で
き
、
一
つ
の
広
大
な
幻
想
世
界
が
作
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
超
越
的
な
視
点
に
詩
を
収
束
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
歴
史
と
人
間
全
体
の
営
み
と
い
う
広
い
舞
台
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

注⑴

日
本
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ブ
ー
ム
が
一
九
八
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
ブ
ー
ム
の
理
由
は
様
々
あ
る
が
、
一
番
重
要
な
の
は
、
一
九
八
〇
年
か
ら
一
九

八
一
年
ま
で
の
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
特
集

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
の
放
送
か
ら
で
あ
る
。
第
一
部
の
十
二
集
の
な
か
で
、
第
一
集
か
ら
第
五
集
ま
で
は
敦
煌
と

そ
の
東
で
あ
る
漢
民
族
が
多
い
区
域
で
あ
る
が
、
第
六
集
か
ら
第
十
二
集
ま
で
は
そ
の
西
の
新
疆
ヴ
ィ
ー
グ
ル
自
治
区
で
取
材
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
第
一
集
の
上
映
日
は
一
九
八
〇
年
四
月
七
日
で
あ
り
、
第
五
集
の
上
映
日
は
一
九
八
〇
年
八
月
四
日
で
あ
る
。

『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
の
付
記
、
詩
集
の
印
刷
日
と
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
初
出
を
確
認
す
れ
ば
、『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
の
十
二
編
の
詩
の
中

で
、
前
の
六
編
一
九
八
〇
年
四
月
十
七
日
の
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
残
っ
た
六
編
は
四
月
十
七
日
か
ら
十
月
十
四
日
ま
で
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
前
の
六
編
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ブ
ー
ム
の
以
前
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
後
ろ
の
六
編
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
ブ
ー
ム
の
影

響
に
受
け
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

⑵

こ
の
時
期
、
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
の
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
だ
け
で
は
な
い
。
一
九
七
八
年
の
中
国
の
改
革
開
放
政
策
か
ら
、
一
九
八
〇
年
の
天
安
門
事

件
ま
で
は
、
中
国
ブ
ー
ム
の
時
代
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

⑶

現
在
、
学
校
名
は
中
山
大
学
に
変
わ
っ
た
。

⑷

詩
集
『
絲
綢
之
路
』
の
前
書
き
、
一
九
八
五
年
八
月
四
日

⑸

初
収
は
『
凹
凸
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
十
月

⑹

尼
雅
は
、
漢
の
時
代
の
「
精
絶
国
」
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。
一
九
〇
一
年
で
英
国
人M

arc
A
u
rel
S
tein

が
尼
雅
の
遺
跡
を
発
見
し
た
。

⑺

初
収
は
『
原
音
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
十
二
月

⑻
『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』
の
詩
で
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
詩
の
作
者
と
タ
イ
ト
ル
は
左
の
よ
う
で
あ
る
。

「
白
玉
の
杯
」：

王
翰
「
涼
州
詞
」

「
居
延
の
苣
」：

李
白
「
塞
下
曲
六
首
」

「
牡
丹
の
中
の
菩
薩
」：

杜
甫
「
楽
遊
園
歌
」、
王
維
「
夏
日
過
青
竜
寺
謁
操
禅
師
」

清
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草
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「
唐
三
彩
の
白
馬
」：

杜
甫
「
哀
江
頭
」（
二
か
所
）

「
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
」：

岑
参
「
胡
笳
歌
送
顔
真
卿
使
赴
河
隴
」、
李
白
「
宮
中
行
楽
詞
八
首
」

⑼

初
収
は
『
凹
凸
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
十
月

⑽

初
収
は
『
マ
ン
モ
ス
の
牙
』、
思
潮
社
、
一
九
六
六
年
六
月

付
記草

野
心
平
の
詩
の
本
文
引
用
は
、
詩
集
『
絲
綢
之
路
』（
思
潮
社
、
一
九
八
五
年
十
二
月
二
十
日
）
に
よ
る
。

清
岡
卓
行
の
詩
の
全
文
引
用
は
、
詩
集
『
駱
駝
の
う
え
の
音
楽
』（
青
土
社
、
一
九
八
〇
年
十
月
二
十
九
日
）
に
よ
る
。
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清
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シ
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