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か
っ
て
、
浪
漫
あ
ふ
れ
る
大
長
編
を
も
の
し
て
読
者
を
湧
か

せ
た
往
年
の
大
作
家
た
ち
が
、
年
老
い
て
、
抹
香
臭
く
な
り
、

「
孤
独
の
勧
め
」
と
か
、「
老
年
の
生
き
方
」
な
ど
と
い
う
説
教

じ
み
た
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
の
は
、
大
変
に
寂
し
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
手
の
、
人
生
の
指
南
書
は
よ
く
売
れ
て
い
る
よ

う
で
、
新
聞
広
告
で
見
る
よ
う
に
、
次
々
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
が
あ
り
、
人
生
の
過
ご
し
方

は
ま
さ
に
千
差
万
別
、
簡
単
に
エ
ッ
セ
イ
な
ど
で
指
図
す
る
よ

う
な
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。
生
き
る
指
針
を
何
か
に
求
め
た

い
の
な
ら
、
読
者
は
む
し
ろ
哲
学
、
宗
教
書
の
よ
う
な
も
の
を

学
ぶ
の
が
手
っ
取
り
早
い
の
で
は
と
思
っ
て
い
る
。
５
０
歳
そ

こ
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
哲
学
者
、
池
田
晶
子
は
哲
学
的
な
見
地

か
ら
興
味
深
く
人
生
論
を
書
い
て
い
る
の
で
私
は
お
勧
め
だ
と

思
っ
て
い
る
。
老
大
家
は
書
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
枯
渇
し
て
短
い

エ
ッ
セ
イ
の
な
か
に
逃
避
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

谷
崎
潤
一
郎
の
よ
う
に
、
最
晩
年
に
な
る
ま
で
、
壮
大
な
物
語

を
読
者
に
与
え
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

る
。 し

か
し
、
我
々
読
者
側
に
と
っ
て
も
、
高
齢
に
な
る
に
し
た

が
っ
て
長
編
を
読
む
の
は
だ
ん
だ
ん
お
っ
く
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
の
も
事
実
だ
。
本
の
厚
み
を
見
た
だ
け
で
敬
遠
し
た
く
な

る
。
こ
れ
も
や
は
り
身
体
的
老
化
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
の

せ
い
な
の
だ
ろ
う
。
若
い
こ
ろ
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ト

ル
ス
ト
イ
の
、
長
っ
た
ら
し
い
登
場
人
物
の
名
前
が
難
な
く
頭

に
入
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
河
小
説
も
夜
を
徹
し
て
わ
く
わ

く
し
な
が
ら
読
ん
だ
。
あ
の
頃
の
読
書
欲
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の

だ
ろ
う
。
老
化
に
伴
っ
て
書
く
ほ
う
も
、
読
む
ほ
う
も
次
第
に

先
細
り
に
な
り
、
残
り
火
を
掻
き
立
て
て
み
て
も
再
び
燃
え
上

が
ら
せ
る
の
に
は
格
段
の
努
力
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。 

そ
ん
な
こ
と
を
思
い
、
一
年
を
顧
み
て
わ
が
行
く
末
の
儚
い

こ
と
を
嘆
い
て
楽
し
め
な
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
今
年
、
２

０
２
０
年
の
暮
れ
、
ふ
と
、
７
月
に
、
老
衰
の
た
め
、
１
０
０

歳
で
亡
く
な
っ
た
作
家
、
久
木
綾
子
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。

２
０
０
８
年
、
８
９
歳
と
い
う
老
齢
で
、
新
進
作
家
と
し
て
デ

ビ
ュ
ー
し
た
女
流
作
家
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
ビ
ュ
ー
作
は
大
長

編
『
見
残
し
の
塔―

―

周
防
の
国
五
重
塔
縁
起
』
と
い
う
堅
苦

し
い
題
名
で
あ
る
。
当
時
、
慢
性
的
な
不
眠
症
に
な
や
ま
さ
れ

て
い
た
私
は
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
ラ
ジ
オ
を

お
い
て
、
終
夜
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
な
が
ら
深
夜
放
送
を
聞
く
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の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
た
。
明
け
方
の
４
時
、「
心
の
時
代
」
と

い
う
、
各
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
人
た
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

番
組
が
あ
り
、（
現
在
は
「
明
日
へ
の
言
葉
」
と
改
題
さ
れ
て
い

る
）
２
０
０
８
年
、
３
月
の
そ
の
夜
も
漫
然
と
聴
い
て
い
た
の

だ
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
は
誰
だ
っ
た
か
覚
え
て
い
な
い
が
、
答

弁
す
る
久
木
綾
子
と
い
う
８
９
歳
の
新
人
作
家
の
語
り
口
は
、

物
静
か
で
、
上
品
で
、
大
変
に
好
感
が
持
て
る
人
柄
が
に
じ
み

出
て
耳
に
心
地
よ
く
、
内
容
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
寝
入
っ
て
し

ま
っ
た
。
気
に
な
っ
た
の
で
、
後
日
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
知
っ
た

の
だ
が
、
放
送
内
容
の
話
題
は
彼
女
が
、
山
口
県
に
あ
る
瑠
璃

光
寺
五
重
塔
を
題
材
に
し
て
書
い
た
自
身
の
小
説
の
解
説
で
あ

っ
た
。
比
較

的
地
味
な
宣

伝
で
あ
っ
た

が
、
高
齢
新

人
作
家
と
い

う
こ
と
で
そ

の
時
す
で
に

マ
ス
コ
ミ
で

も
話
題
に
な

っ
て
い
た
よ

う
で
あ
っ
た

が
、
私
は
初
耳
で
あ
っ
た
。
検
索
の
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

久
木
綾
子
は
１
９
１
９
年
（
大
正
８
年
）、
東
京
に
生
ま
れ
た
。

旧
制
高
女
、
専
門
学
校
卒
、
戦
時
中
松
竹
大
船
の
報
道
記
者
と

な
り
、
ま
た
同
じ
こ
ろ
、
三
笠
書
房
の
同
人
誌
『
霜
月
会
』
の

メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
作
家
を
志
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
終
戦

の
年
、
山
口
県
人
の
池
田
正
と
結
婚
を
し
て
以
後
４
０
年
間
、

専
業
主
婦
と
し
て
過
ご
し
た
。
平
成
元
年
、
夫
に
先
立
た
れ
て

一
人
に
な
っ
た
と
き
、
す
で
に
７
０
歳
に
近
い
年
齢
だ
っ
た
が
、

再
び
文
学
の
道
を
志
す
。 

彼
女
は
そ
の
後
、
山
口
県
内
を
旅
し
て
、
山
口
市
郊
外
、
香

山
（
こ
う
ざ
ん
）
公
園
の
中
に
立
つ
国
宝
、「
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
」

に
出
会
う
。
こ
の
塔
は
、
室
町
幕
府
第
３
代
将
軍
足
利
義
満
と

の
戦
い
に
敗
れ
た
大
内
義
弘
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
弟
の
盛

見
（
も
り
は
る
）
が
計
画
し
た
が
、
彼
も
戦
死
し
て
、
そ
の
後
、

紆
余
曲
折
を
経
て
１
４
４
２
年
に
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
間
近
に
接
し
て
美
し
さ
に
深
く
感
動
し
た
彼
女
は
、
塔

を
建
立
し
た
名
も
な
い
人
々
の
人
生
に
想
い
を
馳
せ
た
。
塔
の

傍
に
あ
る
資
料
館
に
は
大
正
４
年
、
国
に
よ
る
大
々
的
な
塔
の

解
体
再
建
工
事
の
際
、
五
重
北
隅
の
側
柱
（
か
わ
は
し
ら
）
か

ら
墨
字
で
書
か
れ
た
巻
斗
（
ま
き
と
。
肘
木
の
上
に
あ
る
小
さ

な
斗
形
）
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
が
展
示
し
て
あ
っ
た
。
巻
斗
に

は
、
建
立
さ
れ
た
年
代
（
嘉
吉
二
年
）
と
時
間
（
む
ま
時
は
昼
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の
１
１
時
か
ら
１
３
時
の
間
）
、

ふ
で
ぬ
し
の
年
齢
（
弐
拾
七
）
。

花
押
だ
け
で
個
人
名
は
な
く
次

の
よ
う
に
書
い
て
あ
っ
た
。 

「
嘉
吉
二
年
二
月
六
日
、 

こ
の
ふ
で
ぬ
し
弐
拾
七 

年
み
ず
の
え
い
ぬ
む
ま
時 

 

き
た
の
す
ま
（
隅
）」 

す
な
わ
ち
、
応
仁
時
代
、
塔
を

建
立
し
た
２
７
歳
の
「
ふ
で
ぬ

し
」
で
あ
る
番
匠
（
大
工
）
が

残
し
た
墨
字
、
花
押
を
記
し
て

あ
る
だ
け
な
の
で
誰
の
筆
に
な

る
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
一
片
の
巻
斗
か
ら
、
一
人
の
青
年
大

工
が
久
木
綾
子
の
心
象
風
景
の
な
か
に
、
左
右
近
（
さ
う
ち
か
）

と
い
う
個
人
と
し
て
創
造
さ
れ
、
生
々
し
い
血
肉
を
持
っ
た
小

説
の
主
人
公
と
し
て
現
れ
、
立
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。「
巻
斗

を
見
た
時
か
ら
す
べ
て
は
始
ま
っ
た
」
と
作
者
は
言
っ
て
い
る
。

こ
の
番
匠
は
、
ど
こ
の
誰
な
の
だ
ろ
う
。
２
７
歳
の
若
者
は
、

自
分
の
名
前
を
明
か
す
こ
と
な
く
、
ひ
そ
か
に
巻
斗
に
書
き
残

し
た
文
字
が
五
百
年
余
も
時
を
経
た
現
代
、
大
勢
の
人
目
に
晒

さ
れ
、
塔
建
立
の
時
期
を
証
明
す
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
国
宝

に
決
ま
っ
た
こ
と
を
気
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
、
作
者
は
逢
う
こ
と
の
か
な
わ
な
い
、
い
に
し
え
の
青
年

大
工
の
姿
を
愛
し
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
彼
に
た
い
す
る
愛

し
み
が
、
作
者
の
情
熱
を
掻
き
立
て
、
彼
を
中
心
に
、
塔
を
建

立
し
た
人
た
ち
の
壮
大
な
物
語
が
ふ
つ
ふ
つ
と
広
が
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。 

７
０
歳
に
し
て
作
品
化
す
る
決
心
を
し
て
猛
烈
な
勢
い
で
勉

強
に
取
り
く
む
。「
「
日
本
史
論
文
の
書
き
方
」
を
学
び
、
中
世

史
の
講
義
を
受
け

る
た
め
に
月
に
一

度
、
東
京
か
ら
姫
路

ま
で
５
年
間
通
い

つ
め
る
。
建
築
や
文

化
財
の
専
門
家
を

訪
ね
て
、
塔
の
建
築

様
式
な
ど
を
学
ん

だ
。
主
人
公
が
宮
大

工
の
た
め
、
彼
女
自

ら
大
工
の
棟
梁
の

中
に
入
り
、
道
具
の

使
い
方
、
釘
一
本
も

使
わ
ず
、
５
０
０
年
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余
の
風
雪
に
耐
え
て
い
る
木
造
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
技
術
を

学
ぶ
た
め
に
、
取
材
に
賭
け
た
歳
月
は
１
４
年
、
執
筆
に
４
年
、

１
８
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
２
０
０
８
年
、『
見
残
し
の
塔―

周

防
の
国
五
重
塔
縁
起
』
が
完
成
し
、
新
宿
書
房
か
ら
出
版
さ
れ

て
、
８
９
歳
の
新
人
作
家
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。 

 

更
に
、
８
０
代
に
な
っ
て
か
ら
パ
ソ
コ
ン
の
ワ
ー
ド
の
使
い

方
を
学
ん
だ
。
登
場
人
物
が
歩
い
た
道
を
歩
き
、
そ
こ
の
空
気

を
吸
っ
て
自
分
自
身
で
実
感
し
た
こ
と
を
書
く
た
め
に
、
宮
崎

県
や
滋
賀
県
に
至
る
ま
で
自
分
の
足
で
歩
い
た
と
い
う
。 

 

歴
史
ロ
マ
ン
３
６
０
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
大
作
、（
定
価
２
５
２
０

円
。
新
宿
書
房
）
を
時
代
考
証
に
万
全
を
期
し
１
８
年
の
歳
月

を
か
け
、
８
９
歳
で
完
成
さ
せ
た
そ
の
情
熱
、
執
念
は
並
大
抵

の
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
早
速
書
店
に
足
を
運
び
、
購
入
し

て
一
気
に
読
ん
だ
。
あ
と
が
き
に
、
こ
の
作
品
を
書
く
に
至
っ

た
経
緯
を
丁
寧
に
し
て
い
る
。
２
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
膨
大
な
参

考
文
献
。
平
成
１
６
年
４
月
か
ら
１
９
年
ま
で
、
隔
月
発
行
の

『
文
芸
山
口
』
に
、「
諏
訪
の
国 

五
重
塔
縁
起
」
と
い
う
題
で
、

年
に
３
回
、
も
し
く
は
４
回
、
足
掛
け
４
年
、
１
１
回
に
わ
た

り
連
載
し
た
も
の
を
加
筆
、
補
正
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

各
専
門
分
野
の
学
者
、
館
長
、
識
者
と
の
出
会
い
が
あ
っ
て
幸

運
だ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の
人
数
も
半
端
で
は
な
い
。 

『
見
残
し
の
塔―

―

周
防
の
国
五
重
塔
縁
起
』
は
次
の
よ
う

な
美
し
い
文
章
で
始
ま
る
。 

「
人
は
流
転
し
、
消
え
失
せ
、
迹
に
塔
が
残
っ
た
。 

塔
の
名
前
を
「
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
」
と
い
う
。
室
町
中
期
、

寺
は
「
香
積
寺
」
と
号
し
た
。
守
護
大
名
大
内
氏
一
族
興
亡
の

歴
史
を
秘
め
た
国
宝
の
塔
で
あ
る
。
歳
月
が
塔
の
朱
を
洗
い
流

し
、
素
木
に
還
し
、
古
色
を
加
え
た
が
、
美
形
は
変
わ
ら
な
い
。

塔
は
今
日
も
中
空
に
の
び
の
び
と
五
枚
の
翼
を
重
ね
、
上
昇
の

姿
勢
を
保
ち
続
け
て
い
る
。」 

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
大
内
盛
見
の
命
に

よ
り
周
防
の
番
匠
（
宮
大
工
）
で
あ
る
棟
梁
の
清
原
盛
光
を
中

心
に
塔
を
建
て
た
人
々
の
群
集
劇
で
は
あ
る
が
、
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
風
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
「
左
右
近
」
と
い
う
架
空
の

人
物
を
配
し
た
、
壮
大
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
つ
歴
史
小
説
で
あ

る
。
細
部
は
丹
念
に
調
べ
上
げ
た
事
実
に
基
づ
い
て
い
て
、
ま

さ
に
偉
大
な
虚
構
は
細
部
の
真
実
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
を
実
証

し
て
い
る
。
九
州
椎
葉
村
か
ら
、
宮
大
工
の
修
行
に
出
て
き
た

若
者
、
左
右
近
と
、
若
狭
か
ら
逃
避
し
て
き
た
姉
妹
を
重
ね
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
周
防
に
建
立
さ
れ
る
五
重
塔
に
向
か
っ
て
見
え
な

い
糸
に
引
か
れ
て
い
く
よ
う
に
出
会
う
構
成
は
多
く
の
登
場
人

物
が
絡
み
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ら
し
い
幅
の
広
さ
を
見
せ
て
い
る

し
、
文
章
は
硬
質
で
、
凛
と
し
た
気
品
が
あ
り
な
が
ら
読
み
や

す
い
。
膨
大
な
材
料
、
斗
（
ま
す
）
の
数
、
１
８
０
０
．
側
柱
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６
０
本
、
四
天
柱
２
０
本…

垂
本
２
２
０
０
本
余
。
こ
れ
ら
を

基
礎
か
ら
順
に
塔
を
組
み
立
て
て
い
く
の
だ
が
、
塔
建
立
の
完

成
に
い
た
る
綿
密
な
描
写
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
合

間
に
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
挿
話
を
い
れ
て
い
る
の
で
飽
き
る
こ
と

が
な
い
。
歴
史
小
説
の
楽
し
み
は
そ
の
時
代
の
音
を
聞
き
、
そ

の
時
代
に
生
き
た
人
た
ち
の
息
遣
い
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

登
場
人
物
の
一
人
、
恵
海
僧
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。 

「
大
工
た
ち
は
、
神
の
手
と
仏
の
慈
悲
と
忍
耐
を
持
っ
て
い

る
。
で
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な
に
人
の
心
を
打
つ
塔
堂
伽
藍
は
立

ち
上
が
ら
ぬ
」。
作
者
自
身
も
述
べ
て
い
る
「
あ
の
バ
ラ
ン
ス
の

い
い
塔
を
み
た
ら
、
だ
れ
が
こ
の
塔
を
作
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
よ
」
と
。
何
度
も
繰
り
返
す
。
そ
れ
ま
で
家
庭
の
主
婦

で
あ
っ
た
８
０
代
の
作
者
が
よ
く
こ
こ
ま
で
綿
密
に
調
査
し
た

も
の
と
驚
い
て
し
ま
う
。
塔
の
材
料
と
な
る
ま
で
の
木
は
、
森

か
ら
伐
採
さ
れ
、
天
日
で
乾
燥
し
た
後
、
３
年
か
ら
５
年
水
に

つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
耐
え
ら

れ
る
強
靭
な
も
の
に
な
る
と
い
う
。
現
場
で
の
型
板
起
こ
し
か

ら
は
じ
ま
り
、
木
取
り
、
墨
付
け
な
ど
具
体
的
に
工
事
は
描
写

さ
れ
る
。
複
雑
極
ま
る
現
場
の
工
程
を
へ
て
完
成
に
向
か
う
の

だ
が
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
で
読
者
を
ひ
き
つ
け
て
い
く
描
写
力

が
あ
り
、
納
得
し
、
目
の
前
に
情
景
が
広
が
る
よ
う
に
物
語
上

の
工
夫
も
し
て
い
る
の
だ
。
練
り
に
練
っ
た
場
面
、
そ
れ
は
作

者
の
中
で
幾
度
と
な
く
反
芻
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
私

達
は
一
人
一
人
の
登
場
人
物
に
寄
り
添
い
、
彼
ら
の
運
命
と
足

並
み
を
そ
ろ
え
る
よ
う
に
、
共
に
歩
き
、
共
に
立
ち
止
ま
る
。

作
中
、「
誰
の
た
め
に
塔
を
建
て
る
の
か
」
と
聞
か
れ
て
左
右
近

は
答
え
る
。 

「
塔
の
為
で
す
。
塔
が
満
足
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け

を
考
え
て
造
っ
て
い
ま
す
」。
４
０
年
間
、
安
穏
と
し
て
専
業
主

婦
の
座
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
１
８
年
間
の
歳
月
を
か

け
た
力
の
、
構
想
力
の
成
果
が
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
も
全
く
作

者
の
年
齢
を
感
じ
さ
せ
な
い
描
写
の
み
ず
み
ず
し
さ
、
８
０
代

の
女
性
に
か
く
ま
で
も
創
作
意
欲
と
情
熱
を
か
き
た
て
た
瑠
璃

光
寺
五
重
塔
に
対
す
る
興
味
が
津
々
と
わ
い
て
き
た
。
京
都
や

奈
良
の
五
重
塔
は
見
学
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
足
を
運
ん
だ
が
、

山
口
県
の
国
宝
の
塔
を
是
非
こ
の
目
で
視
た
い
と
い
う
思
い
が

強
く
な
っ
て
い
っ
た
。 
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平
成
２
９
年
秋
、
加
齢
に
よ
る
体
調
の
衰
退
が
、
も
は
や
こ

れ
以
上
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
「
今
で
し
ょ
」
の
思
い
で
、
山
口

市
の
国
宝
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
の
見
学
が
旅
程
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
。
早
朝
の
飛
行
機
便
だ
っ
た
の
で
、

前
日
羽
田
の
ホ
テ
ル
に
一
泊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
お
定
ま
り

の
萩
、
津
和
野
を
経
て
の
２
泊
３
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
、
山

口
市
に
つ
い
た
の
は
秋
の
夕
暮
れ
が
迫
る
時
刻
と
な
っ
て
い
た
。

駐
車
場
で
バ
ス
を
降
り
、
瑠
璃
光
寺
の
境
内
に
入
る
。
な
ん
と
、

境
内
に
は
柵
も
な
く
自
由
に
出
入
り
で
き
る
の
だ
。
参
観
料
は

無
料
。
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
は
す
ぐ
目
の
前
に
あ
っ
た
。
あ
た
り

は
す
で
に
夕
闇
が
立
ち
込
め
る
気
配
が
あ
る
。
ガ
イ
ド
に
よ
れ

ば
日
没
間
際
が
一
番
美
し
い
と
の
こ
と
。
夜
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

を
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
む
し
ろ
、
も
う
少
し
待
っ
た
ほ
う

が
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
三
大
名
塔
（
京
都
醍
醐

寺
五
重
塔
、
奈
良
法
隆
寺
五
重
塔
）
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
国

宝
だ
。 

瑠
璃
光
寺
五
重
塔
の
第
一
印
象
は
、
ど
っ
し
り
と
か
、
豪
華

だ
と
か
い
う
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
、
全
体
が
華
奢
で
繊
細
で
ス
マ

ー
ト
だ
と
い
う
こ
と
。
人
間
で
い
え
ば
手
足
が
長
く
胴
が
ほ
っ

そ
り
し
て
い
る
こ
と
、
私
の
大
好
き
な
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト

の
ア
ス
リ
ー
ト
が
氷
上
を
舞
う
姿
を
連
想
し
た
。
ま
さ
に
美
形

だ
。
ど
ん
な
技
術
の
粋
を
尽
く
し
て
い
る
の
か
、
屋
根
の
反
り

が
大
き
く
て
優
美
で
あ
る
。
資
料
に
よ
れ
ば
、「
相
輪
の
先
端
ま

で
３
１
、
２
メ
ー
ト
ル
、
各
層
軒
が
広
く
張
り
出
し
檜
皮
葺
き

の
屋
根
の
勾
配

は
ゆ
る
い
。
塔
は

上
に
行
く
ほ
ど

間
を
縮
め
、
塔
の

胴
を
細
く
見
せ

て
い
る
」
と
あ
る
。

背
景
に
木
立
、
前

面
に
池
を
配
し
、

ま
さ
に
一
幅
の

名
画
で
あ
る
。
３
５
回
も
訪
ね
る
ほ
ど
こ
の
塔
を
恋
し
、
情
熱

を
燃
や
し
た
久
木
綾
子
と
い
う
女
性
が
天
空
に
広
が
っ
て
五
重

の
屋
根
を
覆
っ
た
。―

―

あ
な
た
は
会
う
こ
と
の
叶
わ
な
い
５

０
０
余
年
前
の
番
匠
、「
巻
斗
」
に
、
自
分
の
名
前
を
記
す
こ
と

な
く
、
建
立
の
年
代
、
時
間
だ
け
を
書
き
残
し
た
青
年
大
工
へ

の
熱
い
想
い
を
１
８
年
の
歳
月
を
か
け
て
名
作
に
残
し
た
。「
左

右
近
」
と
名
付
け
ら
れ
た
彼
は
あ
な
た
か
ら
肉
体
を
与
え
ら
れ
、

大
内
一
族
の
文
化
を
後
世
に
残
し
、
魅
力
的
な
職
人
と
し
て
あ

な
た
の
期
待
に
応
え
た
。
あ
な
た
の
恋
は
成
就
し
た―

―

。
私

の
中
の
「
左
右
近
」
は
答
え
る
。「
わ
た
し
は
取
る
に
足
り
な
い

一
職
人
で
す
。
破
壊
と
再
生
を
繰
り
返
し
、
武
士
が
世
の
す
べ
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て
を
取
り
仕
切
る
戦
乱
の
世
に
あ
っ
て
、
せ
め
て
主
君
の
文
化

を
誇
り
、
慰
め
る
よ
す
が
と
な
れ
ば
、
の
一
念
で
鑿
を
ふ
る
い

ま
し
た
。」 

 

五
重
の
塔
は
美
術
的
な
見
地
だ
け
で
な
く
、
遺
骨
を
祀
っ
て

い
る
と
い
う
宗
教
的
に
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
、
見
る
人
に

畏
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
。
宗
教
は
霊
魂
だ
け
の
世
界
で
は
な
く
、

そ
れ
を
内
蔵
す
る
建
築
物
も
人
の
心
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
神
社
仏
閣
の
厳
か
な
佇
ま
い
は
、
建
物
と
霊
が
一
体
と

な
っ
て
存
在
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
塔
は
「
こ
の
世
と
あ
の
世
の

堺
に
立
つ
結
界
に
見
え
た
」
と
作
者
も
書
い
て
い
る
。
結
界
と

は
由
緒
あ
る
古
寺
を
拝
観
し
て
い
る
と
き
、「
こ
の
先
立
ち
入
り

禁
止
」
と
い
う
意
味
で
設
置
さ
れ
て
い
る
木
棚
を
い
う
。
結
界

を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
ち
ら
か
ら
想
像
す
る
こ
と

は
で
き
る
。 

解
体
修
理
の
と
き
、
巻
斗
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
正
確
な
建
立
時
期
が
判
明
し
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
る

ゆ
え
ん
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
資
料
館
で
私
自
分
の
目
で
確

か
め
、
改
め
て
感
慨
を
新
た
に
し
た
。 

い
つ
の
時
代
で
も
、
歴
史
的
建
築
物
の
建
立
を
計
画
し
、
指

示
し
た
権
力
者
の
名
前
は
歴
史
に
刻
ま
れ
、
後
世
に
残
る
が
、

労
力
を
提
供
し
て
実
際
に
仕
事
に
携
わ
っ
た
無
名
の
、
多
数
の

職
人
た
ち
は
彼
ら
以
上
の
存
在
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
表
に
出

な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
に
着
眼
し
た
作
者
の
暖
か
い
目
が
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
感
じ
ら
れ
る
。
彼
女
が
、
長
い
人
生
を
乗
り

越
え
て
き
た
か
ら
こ
そ
見
え
る
も
の
が
あ
る
と
お
も
う
。
あ
と

が
き
に
「
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
に
出
会
い
、
人
生
を
変
え
た
一
瞬

が
、
そ
の
後
の
十
数
年
を
決
め
た
」
と
書
い
て
い
る
。
私
は
最

初
に
本
あ
り
き
で
、
触
発
さ
れ
て
実
際
に
五
重
塔
を
見
た
の
だ

が
、
今
更
の
よ
う
に
何
千
と
い
う
部
品
の
数
、
そ
れ
を
削
り
、

組
み
立
て
て
い
く
絶
妙
の
技
、
木
造
建
築
の
最
高
の
技
術
だ
ろ
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う
と
思
う
し
、
そ
れ
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
職
人
た
ち
に

た
い
し
て
畏
敬
の
念
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
み
な

ら
ず
、
世
界
遺
産
と
い
わ
れ
る
各
国
の
建
築
物
を
見
た
時
も
同

じ
感
慨
に
う
た
れ
る
。
。 

熱
中
す
る
対
象
、
そ
し
て
集
中
力
を
持
ち
続
け
る
こ
と
、
背

筋
を
の
ば
し
て
、
正
座
を
し
て
読
み
た
く
な
る
よ
う
な
小
説
に

は
そ
う
そ
う
巡
り
合
え
る
の
も
の
で
は
な
い
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組

で
は
な
い
が
「
ボ
ー
っ
と
し
て
る
ん
じ
ゃ
ね
え
よ
」
と
チ
コ
チ

ャ
ン
に
叱
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。 

久
木
綾
子
は
そ
の
２
年
後
、
２
０
１
０
年
、『
禊
の
塔 

羽
黒

山
五
重
塔
仄
聞
』
を
上
梓
し
、
本
年
２
０
２
０
年
７
月
、
１
０

０
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。 

「
美
残
し
」
と
は
地
元
で
通
用
し
て
い
る
字
名
で
あ
り
、「
五
重

塔
は
そ
の
姿
を
視
た
人
間
に
と
っ
て
は
（
美
残
し
の
塔
）
だ
が
、

巡
り
合
え
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
は
こ
の
世
に
想
い
を
残
す

（
見
残
し
の
塔
）
で
あ
る
」
と
作
者
は
説
明
し
て
い
る
。 

 

な
お
、
８
９
歳
で
新
人
作
家
と
い
う
の
も
驚
き
だ
が
、
若
干

１
４
歳
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
し
た
「
鈴
木
る
り
か
」
の
存
在
を
最

近
知
っ
た
。
鈴
木
る
り
か
は
２
０
０
３
年
東
京
生
ま
れ
、
小
学

４
年
、
５
年
、
６
年
と
３
年
連
続
で
小
学
館
主
催
の
『
１
２
歳

の
文
学
賞
』
に
入
賞
、
２
０
１
７
年
１
４
歳
の
誕
生
日
に
『
さ

よ
な
ら
田
中
さ
ん
』
を
発
刊
し
、
１
０
万
部
を
う
り
あ
げ
た
。

好
き
な
作
家
は
志
賀
直
哉
と
吉
村
昭
だ
そ
う
で
、
将
来
の
大
作

家
を
予
見
さ
れ
る
。「
ス
ト
ー
リ
ー
は
い
つ
も
勝
手
に
沸
き
上
が

り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
勝
手
に
し
ゃ
べ
り
だ
す
」
と
の
こ
と
。

１
７
歳
の
現
在
、
コ
ロ
ナ
禍
の
最
近
の
エ
ッ
セ
イ
風
の
も
の
を

読
ん
だ
が
、
着
眼
点
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
頼
も
し
い
。
才

能
の
開
花
は
年
齢
に
は
さ
ほ
ど
関
係
が
な
い
よ
う
だ
。 

も
う

〇
〇
歳
だ
か
ら
ー
と
落
ち
込
む
必
要
も
な
い
。
と
思
い
た
い
。 

 

 

２
０
２
０
年
１
２
月 

 


