
― 105 ―

よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
作
家
の
手
書
き
の
も
の

（
原
稿
、
草
稿
、
メ
モ
、
手
紙
、
日
記
、
色
紙
な
ど
）、
作
品
が
初

め
て
載
っ
た
雑
誌（
初
出
誌
）、
単
行
本
、
そ
の
挿
絵
、
作
家
や
周

辺
人
物
の
写
真
、
作
家
の
使
っ
た
筆
記
用
具
や
机
、
蔵
書
、
衣
服
、

所
蔵
品
な
ど
。
こ
れ
ら
を
展
示
す
る
意
味
を
中
島
敦
を
例
に
し
な

が
ら
考
え
て
み
よ
う
。

一　

モ
ノ
の
展
示

　

作
家
の
手
書
き
の
草
稿
・
原
稿
類
、
手
紙
な
ど
は
、
全
集
な
ど

で
は
活
字
化
し
て
収
録
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
清
書
原

稿
で
一
旦
書
い
た
文
字
を
消
し
て
書
き
直
し
た
程
度
の
推
敲
な
ら
、

活
字
化
し
て
も
分
か
る
だ
ろ
う
が
、
何
度
も
手
直
し
て
い
る
よ
う

な
場
合
は
、
再
現
不
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
活
字
は
、
文
字
情
報

以
外
は
伝
え
な
い
が
、
手
書
き
の
も
の
は
、
書
き
手
の
性
格
、
そ

の
と
き
の
心
情
な
ど
、
文
字
情
報
以
外
の
も
の
も
伝
え
る
こ
と
が

あ
る
。
近
代
で
は
、
作
品
は
、
手
書
き
の
文
字
が
活
字
化
さ
れ
、

　

本
稿
は
、「
神
奈
川
近
代
文
学
館
年
報　

二
〇
一
九
年（
令
和
元
年
）

度
」（
二
〇
二
〇
年
七
月
、
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
）に
発
表
し
た

「
文
学
を
見
せ
る
こ
と
　

―
　

「
中
島
敦
展　

魅
せ
ら
れ
た
旅
人
の
短
い

生
涯
」
を
観
て
　

―
　

」
を
元
に
、
新
し
く
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
現
在
の
所
見
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

美
術
は
一
般
に
絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
作
品
を
見
て
鑑
賞
す
る
も

の
で
、
美
術
展
は
そ
の
鑑
賞
の
た
め
に
開
か
れ
る
。
版
画
な
ど
、

ほ
ぼ
同
じ
物
が
複
数
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
作
品
は
世
界
中
に
ひ

と
つ
な
の
で
、
美
術
展
以
外
で
実
物
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
出
来
な
い
。
一
方
、
文
学
は
作
品
を
読
ん
で
鑑
賞
す
る
も
の
で
、

本
、
ま
た
は
文
字
が
読
め
る
メ
デ
ィ
ア
が
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
事

足
り
る
。
で
は
、
文
学
の
展
覧
会
は
な
ん
の
た
め
に
開
か
れ
、
人

は
何
を
目
的
に
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

文
学
の
展
覧
会
で
よ
く
展
示
さ
れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
お
お

「
文
学
を
見
せ
る
こ
と
」
を
め
ぐ
る
覚
え
書
き

山　

下　

真　

史
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い
う
敦
の
必
死
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
も
の
を
見
る
と
、

全
集
に
活
字
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
読
ん
だ
と
き
と
は
、

印
象
が
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

南
洋
か
ら
子
供
や
妻
に
宛
て
て
書
い
た
数
々
の
書
簡
も
展
示
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
も
す
で
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
が
、
小
学
校

二
年
生
に
も
読
め
る
よ
う
に
一
旦
書
い
た
漢
字
を
消
し
て
平
仮
名

に
直
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
も
見
て
取
れ
、
敦
の
父
親
と
し
て
の

心
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
は
が
き
の
余
白
に
あ
と
か
ら
小
さ
な
字

で
書
き
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
活
字
で
は
読
み
取
れ
な
い

思
い
を
感
じ
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　

作
品
の
初
出
は
、
雑
誌
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
の
雑
誌

を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
当
時
の
文
学
状
況
、
あ
る
い
は
世
相
を
知

る
上
で
大
事
で
あ
る
。
雑
誌
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
し
、
同

時
代
に
ど
ん
な
作
家
の
ど
ん
な
作
品
が
載
っ
て
い
た
の
か
を
知
る

こ
と
で
、
そ
の
作
品
を
発
表
当
時
の
状
況
に
置
い
て
考
え
直
す
こ

と
も
出
来
る
。
時
に
は
、
他
の
作
家
と
の
交
流
を
知
る
こ
と
も
出

来
よ
う
。
ま
た
雑
誌
の
表
紙
や
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
他
の
記
事
や

広
告
な
ど
も
、
時
代
状
況
を
知
る
上
で
役
に
立
つ
。

　

単
行
本
は
、
装
丁
が
興
味
深
い
。
以
前
、
日
本
近
代
文
学
館
か

ら
、
小
説
や
詩
集
な
ど
の
復
刻
本
が
出
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
の

ハ
ー
ド
と
し
て
の
側
面
を
見
る
こ
と
も
、
作
家
や
作
品
に
つ
い
て

の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
谷
崎
潤
一

郎
が
自
ら
装
丁
し
た
創
元
社
版
『
春
琴
抄
』（
昭
和
八
年
）は
贅
を

雑
誌
や
本
に
収
録
さ
れ
て
読
者
に
届
け
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
原
稿

類
を
見
る
こ
と
は
、
最
終
形
に
至
る
過
程
を
追
い
か
け
る
こ
と
が

出
来
、
作
品
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
作
家
の

思
考
を
想
像
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　

二
〇
一
九
年
の
中
島
敦
展
で
は
、
遺
稿
の
「
李
陵
・
司
馬
遷
」

が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
作
品
は
、
従
来
「
李
陵
」
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
筆
者
は
、
村
田
秀
明
氏
と
遺
稿
を
校
訂

し
直
し
、
二
〇
一
二
年
に
『
中
島
敦
『
李
陵
・
司
馬
遷
』
図
版

篇
・
定
本
篇
』（
二
〇
一
二
年
、
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
発
売
）

と
し
て
上
梓
し
た
。
こ
の
草
稿
・
原
稿
や
創
作
ノ
ー
ト
類
が
展
示

さ
れ
て
い
た
が
、
ノ
ー
ト
や
地
図
の
書
き
込
み
か
ら
は
作
品
が
生

み
出
さ
れ
て
い
く
現
場
を
覗
く
こ
と
出
来
る
し
、
お
び
た
だ
し
い

推
敲
の
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
草
稿
を
じ
っ
く
り
と
見
る
と
、
敦
の

思
考
過
程
を
追
う
こ
と
が
出
来
る
。

　

メ
モ
や
手
紙
、
日
記
の
類
い
は
、
活
字
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

創
作
の
舞
台
裏
や
作
家
の
人
間
関
係
な
ど
を
知
る
資
料
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
も
手
書
き
の
も
の
を
見
れ
ば
、
文
字
情
報
以
外

の
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
も
あ
る
。

　

中
島
敦
展
で
は
、
新
し
く
寄
贈
さ
れ
た
資
料
と
し
て
、
敦
が
南

洋
に
行
く
前
に
深
田
久
彌
を
訪
ね
、
原
稿
を
一
読
し
て
ほ
し
い
と

頼
ん
だ
書
き
置
き
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
自
分
の
名
前
だ
け
が
印

刷
さ
れ
た
名
刺
に
小
さ
な
文
字
で
長
い
文
章
を
書
き
込
ん
だ
も
の

で
あ
り
、
な
ん
と
か
作
家
デ
ビ
ュ
ー
の
き
っ
か
け
を
摑
み
た
い
と
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れ
が
仮
に
レ
プ
リ
カ
で
あ
っ
て
も
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
こ
と
を

来
場
者
が
体
験
す
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
も

し
そ
う
い
う
展
覧
会
を
や
っ
た
ら
、
来
場
者
は
か
な
り
減
る
の
で

は
な
い
か
。「
な
ん
だ
、
偽
物
か
」
と
い
う
落
胆
の
声
が
聞
こ
え

て
き
そ
う
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
来
場
者
の
中
に
は
、
展
示
を

見
る
こ
と
を
作
品
鑑
賞
の
補
完
と
は
考
え
ず
、
作
家
に
関
す
る
本

物
を
見
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
価
値
だ
と
考
え
て
い
る
人
が
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
遺
物
を
崇
拝
す
る
心
理
に
似
て

い
る
と
言
え
よ
う
か
。
た
と
え
ば
、
落
書
き
の
よ
う
な
も
の
の
書

か
れ
た
原
稿
用
紙
で
も
、
作
家
が
手
で
触
り
、
そ
の
上
に
ペ
ン
を

走
ら
せ
た
も
の
で
あ
れ
ば
価
値
を
生
じ
る
。
作
家
が
使
っ
て
い
た

旅
行
鞄
は
、
当
時
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
作
家
が
使
っ

て
い
た
こ
と
で
価
値
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

作
家
が
崇
拝
の
対
象
に
な
れ
ば
、
作
家
の
遺
物
が
フ
ェ
テ
ィ
ッ

シ
ュ（
物
神
）と
な
り
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
も
価
値
を
持
ち
、
レ

プ
リ
カ
で
は
「
あ
り
が
た
さ
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

―
文
学
館
は
、
こ
う
し
た
需
要
に
応
え
る
場
で
も
あ
る
わ
け
で
、

こ
れ
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
と
も
か
く
も
本
物
を
展
示
す
れ
ば
い
い

の
で
、
構
成
は
二
の
次
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二　

作
家
の
展
示

　

し
か
し
、
作
家
の
展
示
に
は
、
も
う
一
つ
の
要
素
が
あ
る
。
そ

の
作
家
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
作
品

こ
ら
し
た
も
の
で
、
作
品
の
雰
囲
気
作
り
に
一
役
買
っ
て
い
る
し
、

谷
崎
の
意
図
を
汲
む
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
パ
ソ
コ
ン
の
画
面

上
で
読
ん
だ
と
き
と
、
こ
の
装
丁
で
読
ん
だ
と
き
で
は
味
わ
い
に

格
段
の
違
い
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
作
家
が
装
丁
に

関
わ
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
改
造
社
の
『
新
鋭
文
学

叢
書
』（
昭
和
五
年
）な
ど
の
よ
う
な
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
場
合
は
、

装
丁
が
同
じ
な
の
で
、
個
々
の
本
か
ら
作
家
の
思
い
に
触
れ
る
こ

と
は
難
し
い
。

　

作
家
本
人
の
写
真
や
、
友
人
た
ち
と
写
っ
て
い
る
写
真
で
は
、

作
品
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
物
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
り
、
交
友

関
係
を
知
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
中
島
敦
展
で
は
、
敦
の
使
っ
て

い
た
机
や
将
棋
盤
な
ど
の
日
用
品
も
展
示
さ
れ
て
い
た
が
、
敦
の

趣
味
や
生
活
の
一
端
を
覗
く
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

展
覧
会
に
行
く
一
番
の
大
き
な
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
ノ
を

見
て
、
作
品
の
鑑
賞
を
補
完
す
る
こ
と
に
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
は
言

え
る
だ
ろ
う
。
作
家
の
展
示
で
は
、
そ
の
作
家
の
創
作
の
舞
台
裏

を
覗
く
こ
と
が
出
来
る
と
言
え
よ
う
。

　

で
は
、
仮
に
展
示
品
が
す
べ
て
レ
プ
リ
カ
で
あ
っ
た
場
合
、
ど

う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
美
術
館
で
あ
れ
ば
、
レ
プ
リ
カ
が

ど
れ
ほ
ど
精
巧
で
あ
れ
、
本
物
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
来

場
者
は
不
満
を
持
つ
だ
ろ
う（
レ
プ
リ
カ
を
多
く
展
示
す
る
徳
島

の
大
塚
国
際
美
術
館
の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
）。
し
か
し
、
文
学

の
展
覧
会
は
、
文
学
作
品
の
周
縁
に
あ
る
も
の
を
見
る
の
で
、
そ
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が
一
つ
に
統
合
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
資
料
を
用
い
て
の
展

示
で
あ
っ
た
。
展
示
の
構
成
は
「
中
島
敦
と
横
浜
」「
パ
ラ
オ
好

日
」「
ツ
シ
タ
ラ
の
語
り
」「
現
代
へ
」
の
四
部
構
成
で
あ
っ
た
。

通
常
、
生
い
立
ち
か
ら
始
め
る
と
こ
ろ
を
、
大
学
卒
業
後
に
住
み

始
め
た
横
浜
か
ら
始
め
た
の
は
斬
新
な
展
示
法
だ
が
、
こ
の
年
が

横
浜
開
港
一
五
〇
周
年
記
念
の
年
と
重
な
っ
た
た
め
の
工
夫
だ
ろ

う
。

　

四
度
目
が
二
〇
一
九
年
の
秋
の
特
別
展
で
、
池
澤
夏
樹
氏
の
編

集
に
よ
る
「
中
島
敦
展

―
魅
せ
ら
れ
た
旅
人
の
短
い
生
涯
」
で

あ
っ
た
。「
第
一
部　

彷
徨
す
る
魂
」「
第
二
部　

実
り
の
時
」

「
第
三
部　

生
き
て
い
る
中
島
敦
」
の
三
部
構
成
で
、
前
回
の
展

示
か
ら
一
〇
年
間
に
新
し
く
寄
贈
さ
れ
た
資
料
も
展
示
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、「T

im
e 
T
ravel

」
と
し
て
途
中
に
時
代
背
景
の
説

明
パ
ネ
ル
も
展
示
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
京
城
や
南
洋
と
日
本
の

関
わ
り
な
ど
の
説
明
は
、
作
品
の
理
解
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
第
三
部　

生
き
て
い
る
中
島
敦
」
は
、
敦
の
作
品
が
戦
後
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
、
ど
ん
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
か
を
紹
介
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
展
示
で
は
、
第
一
部
と
第
二
部
の
分
け
方
に
無
理
が
あ
っ

た
。「
実
り
の
時
」
の
部
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
二
冊
の
単
行
本
に

は
、
第
一
部
に
属
す
る
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
が
入
っ
て
い
る
の

で
、
生
い
立
ち
か
ら
時
間
軸
に
沿
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
思
っ

て
見
て
い
る
人
は
、
混
乱
し
た
だ
ろ
う
。
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
構

が
あ
る
か
な
ど
、
作
家
に
つ
い
て
の
知
識
を
提
供
す
る
と
い
う
要

素
で
あ
る
。

　

中
島
敦
を
例
に
取
ろ
う
。
敦
の
展
示
が
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は

一
九
九
二
年
秋
で
あ
る
。
特
別
展
「
没
後
五
〇
年　

中
島
敦
展

―
一
閃
の
光
芒

―
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
県
立
神
奈
川
近

代
文
学
館
で
開
催
さ
れ
た
。
編
集
は
日
本
大
学
法
学
部
教
授
で
あ

っ
た
田
鍋
幸
信
氏
で
、「
生
い
た
ち

―
異
郷
で
」「
文
学
へ
の
め

ざ
め

―
学
生
時
代
」「
横
浜
時
代

―
な
お
高
く
上
ら
む
」「
夢

と
現
実
の
は
ざ
ま
で

―
南
洋
へ
」「
彗
星
の
よ
う
に

―
作
家

の
誕
生
、
そ
し
て
す
ぐ
の
死
」
と
い
う
五
部
構
成
で
あ
っ
た
。
生

涯
と
作
品
を
分
け
て
展
示
・
解
説
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
軸
に

沿
っ
て
資
料
を
見
せ
る
形
で
あ
る
。
作
家
の
展
示
と
し
て
は
、
オ

ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

二
度
目
は
二
〇
〇
二
年
秋
で
、
没
後
六
〇
年
を
記
念
し
て
「
収

蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
6　

中
島
敦
文
庫
」
が
開
催
さ
れ
た
。
前
回

か
ら
一
〇
年
の
間
に
敦
の
ご
遺
族
や
ゆ
か
り
の
人
々
か
ら
寄
贈
さ

れ
た
資
料
を
中
心
に
紹
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
展
示
は
作

家
の
全
体
像
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
新
し
く
収
蔵
さ
れ
た

資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

三
度
目
の
展
示
は
、
二
〇
〇
九
年
夏
、
県
立
神
奈
川
近
代
文
学

館
の
企
画
展
「
生
誕
一
〇
〇
年
記
念　

中
島
敦
展

―
ツ
シ
タ
ラ

の
夢

―
」
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
日
大
の
「
中
島
敦
文
庫
」

の
資
料
が
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
移
管
さ
れ
て
「
中
島
敦
文
庫
」
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示
し
、
同
時
代
の
状
況
に
つ
い
て
も
資
料
を
示
し
て
解
説
を
し
た
。

こ
の
展
示
で
は
、
敦
の
原
稿
、
絵
は
が
き
な
ど
が
展
示
さ
れ
た
が
、

す
べ
て
レ
プ
リ
カ
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
展
示
は
、

展
示
す
る
側
が
あ
る
意
図
を
持
っ
て
、
想
定
さ
れ
る
来
場
者
に
モ

ノ
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
展
示
す
る
側
が
、
資
料
を
理
解
し
、

選
択
し
、
配
置
し
、
説
明
を
つ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
展
示
す
る
側

の
主
体
的
な
行
為
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
展
示
は
常
に
主
観
的

な
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
見
せ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
特
定
の
作
家
の
展
示
で
は
、
展
示
す
る
側
が
、
そ
の
作
家
や

作
品
に
つ
い
て
理
解
し
、
価
値
評
価
を
し
た
上
で
「
編
集
」
す
る

の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
館
の
職
員
が
編
集
す
る
に
せ
よ
、
別

に
立
て
ら
れ
た
展
覧
会
の
編
集
者
が
編
集
す
る
に
せ
よ
、
展
示
に

は
そ
の
編
集
者
が
持
っ
て
い
る
作
家
像
が
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

お
そ
ら
く
館
の
職
員
が
編
集
す
る
場
合
は
、
よ
り
一
般
的
な
理

解
に
近
づ
け
よ
う
と
し
、
個
別
の
編
集
者
の
場
合
は
そ
の
人
の
理

解
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
展
示
は

そ
の
編
集
者
の
持
っ
て
い
る
作
家
像
が
反
映
し
た
も
の
に
な
り
、

展
示
の
来
場
者
は
、
そ
の
作
家
像
に
従
っ
て
観
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
展
示
は
、
そ
の
点
で
は
い
わ
ゆ
る
「
文
学
ア
ル
バ
ム
」

を
三
次
元
に
し
た
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を

展
示
の
主
た
る
目
的
と
考
え
れ
ば
、
展
示
物
が
レ
プ
リ
カ
で
も
、

成
を
取
る
必
要
は
感
じ
ら
れ
ず
、
素
直
に
時
間
軸
に
沿
っ
た
紹
介

で
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

中
島
敦
が
主
人
公
の
「
文
豪
ス
ト
レ
イ
ド
ッ
グ
ス
」
と
の
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
「
文
豪
ス
ト
レ
イ
ド
ッ
グ

ス
」
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
最
近
は
か
な
り
多
く
の
展
示

で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
学
を
マ
ン
ガ
よ
り
高
尚
な
も
の

と
考
え
る
人
に
は
、
文
学
の
展
示
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
う
人

も
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
学
作
品
を
元
に
し
た
映
画
、
あ
る

い
は
ド
ラ
マ
な
ど
が
紹
介
・
展
示
さ
れ
る
こ
と
は
以
前
か
ら
あ
る
。

た
と
え
ば
、
石
坂
洋
次
郎
の
作
品
を
映
画
化
し
た
も
の
は
多
く
あ

っ
て
、
石
坂
洋
次
郎
記
念
館（
秋
田
県
横
手
市
）で
は
、
そ
う
し
た

映
画
の
ポ
ス
タ
ー
や
、
主
演
し
た
吉
永
小
百
合
の
直
筆
の
追
悼
文

な
ど
も
展
示
し
て
あ
っ
た
。
映
画
を
契
機
に
文
学
作
品
に
触
れ
る

こ
と
も
あ
り
、
映
像
化
さ
れ
た
も
の
の
紹
介
・
展
示
は
作
家
・
作

品
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　

中
島
敦
関
係
で
は
、
も
う
一
つ
、
二
〇
一
八
年
夏
に
、
日
本
近

代
文
学
館
で
「
教
科
書
の
中
の
文
学
／
教
室
の
外
の
文
学
Ⅱ　

中

島
敦
「
山
月
記
」
と
そ
の
時
代
」
と
い
う
展
示
が
行
わ
れ
た
。
日

本
近
代
文
学
館
が
四
回
に
わ
た
っ
て
、
高
校
の
定
番
教
材
と
な
っ

て
い
る
「
羅
生
門
」「
山
月
記
」「
舞
姫
」「
こ
こ
ろ
」
の
展
示
を

試
み
た
も
の
で
、
高
校
生
の
学
習
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
二
回
目
の
二
〇
一
八
年
は
、
安
藤
宏
氏
と
山
下

が
編
集
を
担
当
し
、「
山
月
記
」
や
中
島
敦
に
関
す
る
資
料
を
展
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は
主
と
し
て
「
感
性
・
情
緒
の
側
面
の
力
を
育
成
す
る
科
目
と
し

て
、
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
し
て
、
書
い
た
り
読

ん
だ
り
す
る
資
質
・
能
力
の
育
成
を
重
視
し
た
科
目
」
で
あ
る
と

い
う
。
国
語
を
こ
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
、
教
育
学
的
見
地
か

ら
妥
当
と
も
思
え
な
い
が
、「
文
学
国
語
」
が
選
択
科
目
と
な
れ

ば
、
生
徒
が
文
学
作
品
に
触
れ
る
機
会
が
減
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
し
、
国
語
の
授
業
で
文
学
の
魅
力
に
気
が
つ
く
人
も
減

る
だ
ろ
う
。
文
化
の
基
本
に
言
葉
が
あ
る
以
上
、
文
学
が
読
ま
れ

な
く
な
っ
た
り
、
書
か
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
が
、

マ
ン
ガ
も
含
め
て
映
像
文
化
の
地
位
が
高
い
日
本
文
化
の
中
で
、

さ
ら
に
文
学
へ
の
関
心
は
下
が
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
な
る
と
、
文
学
の
展
示
を
し
て
き
た
文
学
館
も
無
用
の
長

物
に
な
り
そ
う
だ
が
、
し
か
し
、
逆
に
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
文
学

館
が
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
学
館
は
作
家
や
作
品
に
つ
い
て
の
概
説
的

な
役
割
を
果
た
し
う
る
。
高
等
学
校
の
国
語
の
授
業
で
、
文
学
教

材
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
て
い
る
内
容
を
、
文
学
館
の
展
示
が
す
べ

て
代
替
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
モ
ノ
を
見
せ
る
こ
と
を
入
り

口
に
し
て
文
学
へ
の
関
心
を
拡
げ
、
さ
ら
に
文
学
講
座
・
講
演
会

な
ど
を
開
催
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
展
示

や
講
座
の
質
を
上
げ
る
こ
と
も
重
要
で
、
見
識
の
あ
る
職
員
、
編

集
者
が
関
わ
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

文
学
館
は
、
博
物
館
と
図
書
館
の
機
能
を
併
せ
持
ち
、
更
に
講

編
集
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
、
明
確
な
作
家
像
が
描
け
て
い
れ
ば
、

十
分
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
展
示
は
来
場
者
に
、
作
家
に
つ
い
て
書

か
れ
た
本
を
読
む
の
と
似
た
経
験
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
展
示
に
お
け
る
編
集
者
と
文
学
館
は
、
本
に
お
け
る
著
者

と
出
版
社
の
関
係
に
近
い
。
展
示
会
場
で
文
学
作
品
そ
の
も
の
を

読
む
の
は
、
詩
歌
以
外
で
は
難
し
い
が
、
そ
の
一
部
分
は
読
む
こ

と
が
出
来
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
作
家
に
つ
い
て
の
評
伝
・
概
説

書
に
似
て
い
る
と
言
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
提
示
さ
れ
た
作
家
像
が
編
集
者
の
個
性
が
強
く
出

て
い
る
場
合
、
来
場
者
が
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
壊
さ
れ
た
と
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
は
作
家
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
を
読
ん
で
感
じ
る
違
和

感
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
て
、
学
問
的
な
裏
付
け
が
あ
っ
て
、
恣

意
的
で
な
い
限
り
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

三　

展
示
か
ら
教
育
へ

　

周
知
の
よ
う
に
、
二
〇
二
二
年
度
か
ら
高
等
学
校
の
国
語
の
科

目
構
成
が
変
わ
り
、「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」
が
選
択
科
目
と

し
て
登
場
す
る
。「
論
理
国
語
」
は
主
と
し
て
、「
創
造
的
・
論
理

的
思
考
の
側
面
の
力
を
育
成
す
る
科
目
と
し
て
、
実
社
会
に
お
い

て
必
要
と
な
る
、
論
理
的
に
書
い
た
り
批
判
的
に
読
ん
だ
り
す
る

資
質
・
能
力
の
育
成
を
重
視
し
た
科
目
」
で
あ
り
、「
文
学
国
語
」



― 111 ―

座
な
ど
を
開
く
こ
と
す
で
に
生
涯
教
育
の
機
関
の
よ
う
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
者
を
若
者
に
拡
げ
て
い
く
工
夫
が
求

め
ら
れ
よ
う
。
若
者
も
対
象
に
含
め
た
教
育
機
関
の
役
割
が
期
待

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
従
来
、
作
家
の
展
示
は
、
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
、
本
物
を
見
た
い
と
い
う
愛
読
者
の
存
在
が
前
提
で
、
そ

の
気
持
ち
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
き
た
よ
う
に
思

う
。
だ
が
、
文
学
へ
の
関
心
も
薄
れ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

現
在
、
今
後
の
展
示
に
は
、
文
学
に
興
味
を
持
つ
人
を
増
や
す
こ

と
の
方
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
二
〇
二
〇
年
度
の
中
央
大
学
特
別
研
究
の
助
成
を
受
け
て

成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
や
ま
し
た　

ま
さ
ふ
み　

本
学
教
授
）




