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闇の中の檸檬

投
書
家
時
代
の
三
谷
昭
は
、
そ
れ
こ
そ
何
に
で
も
手
を
出
し
た
感
じ

で
、
小
説
や
評
論
な
ど
の
散
文
を
は
じ
め
と
し
て
、
詩
や
短
歌
も
書
い

て
い
る
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
俳
句
だ
け
は
無
縁
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

（
「
三
谷
昭
に
つ
い
て
思
う
こ
と
」
、

「
俳
句
評
論
」
一
八
二
号
・
’
九
七
九
・
六
）

昭
が
そ
の
よ
う
に
熱
心
に
書
い
て
は
送
っ
て
い
た
理
由
は
、
「
心
の
寂
蓼

を
ま
ぎ
ら
わ
そ
う
」
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
（
「
自
己
を
語
る
」
、
「
現
代

文
芸
」
一
九
一
一
九
・
十
一
。
「
三
谷
昭
俳
句
史
論
集
」
所
収
）
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
な
か
な
か
叶
わ
な
か
っ
た
。
「
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
見
出

少
年
時
代
の
三
谷
昭
は
熱
心
な
投
書
家
（
投
稿
家
）
だ
っ
た
。
高
柳
重

信
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

闇
の
中
の
檸
檬

暗
が
り
に
檸
檬
浮
か
ぶ
は
死
後
の
景

三
谷
昭

み
た
に
あ
き
ら

ｌ
若
籔
ご
日
の
三
谷
昭
と
「
俳
句
月
刊
」

だ
す
ま
で
は
、
や
は
り
そ
れ
を
続
け
る
心
算
で
い
る
」
（
同
）
と
、
十
八

歳
の
昭
少
年
は
記
し
た
。

「
俳
句
だ
け
は
無
縁
の
ま
ま
」
、
若
き
三
谷
昭
は
一
九
三
○
年
（
昭
和
五
）
、

小
さ
な
出
版
社
・
素
人
社
（
そ
じ
ん
し
や
）
へ
入
社
し
、
翌
一
九
三
一
年

二
月
創
刊
の
「
俳
句
月
刊
」
の
編
集
を
手
伝
う
こ
と
に
な
る
。
昭
、
満
十

九
歳
の
と
き
で
あ
る
。
そ
の
同
誌
創
刊
号
に
「
石
楠
」
の
俳
人
た
ち
に
よ

る
座
談
会
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
座
談
会
に
お
い
て
昭
は
筆
記
役
を
つ
と

め
た
の
だ
が
、
「
花
鳥
調
詠
」
と
い
う
言
葉
が
「
一
体
な
に
を
意
味
す
る

も
の
か
、
ど
う
い
う
文
字
で
あ
ら
わ
す
も
の
か
ま
る
っ
き
り
分
ら
な
い
で

難
渋
し
た
」
（
「
素
人
社
も
の
が
た
り
Ⅲ
」
、
「
俳
句
研
究
」
一
九
六
○
・
一

月
二
月
合
併
号
）
。
こ
の
よ
う
な
俳
句
と
無
縁
な
青
年
（
少
年
と
呼
ぶ
べ

き
か
も
し
れ
な
い
）
が
、
の
ち
に
そ
の
追
悼
記
事
に
お
い
て
「
全
俳
壇
を

視
野
に
入
れ
る
幅
広
い
眼
」
を
も
つ
俳
句
史
家
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
高
橋
龍
「
書
名
の
み
の
解
題
・
三
谷
昭
『
俳
句
史
論
集
』
、

「
面
」
九
三
号
）
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
は
「
俳
句
月
刊
」
で
あ

今
泉
康
弘
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る
。

一
般
に
俳
句
総
合
誌
の
は
じ
め
は
改
造
社
の
「
俳
句
研
究
」
（
一
九
三

か
ね
こ

四
年
一
二
月
刊
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
一
一
一
年
前
に
金
児

と
け
ん
か

杜
鵤
花
に
よ
っ
て
「
俳
句
月
刊
」
は
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一
谷
昭
の
一
一
一
口
葉

に
よ
れ
ば
、
同
誌
は
「
改
造
社
の
『
俳
句
研
究
』
に
よ
る
俳
壇
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
確
立
以
前
の
、
未
開
社
会
」
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
同
誌
の
「
創

刊
の
言
葉
」
に
は
「
俳
壇
の
公
器
と
し
て
、
不
偏
不
党
厳
正
批
判
を
標
傍

し
」
、
「
綜
合
俳
句
雑
誌
と
し
て
一
望
の
下
に
俳
壇
の
動
静
が
わ
か
る
」
と

あ
る
。
だ
が
、
ひ
ど
く
貧
乏
な
出
版
社
で
あ
っ
た
た
め
、
原
稿
料
を
ち
ゃ

ん
と
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
社
主
で
あ
る
杜
鵤
花
に
対
し

て
好
意
的
な
人
に
多
く
依
頼
が
い
く
よ
う
に
な
り
、
綜
合
誌
と
し
て
の
バ

ラ
ン
ス
を
欠
く
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
、
改
造
社
と
い
う
当
時
の
一
流
出

版
社
が
「
俳
句
研
究
」
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
俳
句
月
刊
」
の
発
行

部
数
は
激
減
し
、
一
九
三
四
年
八
月
号
を
も
っ
て
廃
刊
に
い
た
っ
た
。
山

口
昌
男
風
に
言
え
ば
、
「
俳
句
月
刊
」
は
〈
「
挫
折
」
の
俳
句
史
〉
の
一
幕

を
飾
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
先
述
の
よ
う
に
同
誌
は
「
花
鳥
調
詠
」

と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
一
青
年
が
、
「
俳
壇
で
も
有
数
の
散
文
の

書
き
手
」
（
前
掲
・
重
信
の
文
）
へ
と
育
っ
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
は
同
誌
に
連
載
さ
れ
た
「
俳
壇
風
聞

録
」
で
あ
る
。
「
俳
壇
風
聞
録
」
は
幡
谷
東
吾
が
「
素
人
社
時
代
の
三
谷

昭
」
（
「
俳
句
研
究
」
一
九
七
九
・
四
）
の
中
で
も
引
用
し
て
い
る
。
だ
が
、

も
っ
と
多
く
紹
介
さ
れ
て
も
良
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
と
重
複
し
な

い
も
の
を
選
び
、
若
き
三
谷
昭
の
仕
事
と
し
て
引
用
し
紹
介
し
た
い
。

「
俳
壇
風
聞
録
」
は
、
今
日
の
俳
句
総
合
誌
に
お
け
る
「
俳
誌
月
評
」

欄
に
相
当
す
る
。
「
俳
句
月
刊
」
は
「
一
望
の
下
に
俳
壇
の
動
静
が
わ
か

る
」
誌
面
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
た
か
ら
、
「
俳
壇
風
聞
録
」
は
そ
の
一

環
で
あ
り
、
も
っ
と
も
同
誌
ら
し
さ
の
あ
る
記
事
で
あ
る
と
言
え
る
。
創

刊
号
の
同
欄
に
よ
れ
ば
、
「
俳
譜
雑
誌
」
（
一
九
一
七
～
三
○
）
誌
に
お
け

る
「
俳
壇
見
聞
録
」
（
長
谷
川
春
草
筆
）
に
範
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
「
俳
句
月
刊
」
の
「
俳
壇
風
聞
録
」
は
第
一
回
目
を
杜
鵤
花
が
担

当
し
て
い
る
。
つ
い
で
長
谷
川
春
草
や
島
東
吉
が
担
当
す
る
こ
と
も
あ
る

が
、
杜
鵤
花
に
よ
る
も
の
が
多
い
。
三
谷
昭
は
一
九
一
一
一
一
一
年
（
昭
和
七
）

十
一
月
号
で
初
め
て
同
欄
を
担
当
す
る
。
そ
の
と
き
は
杜
鵤
花
と
共
同
で

あ
る
。
翌
一
九
三
一
一
一
年
一
一
一
月
号
よ
り
昭
の
単
独
で
の
担
当
と
な
り
、
以
降

終
刊
号
ま
で
昭
に
よ
っ
て
一
年
半
続
く
。

ま
ず
、
杜
鵤
花
の
書
い
た
も
の
を
一
つ
引
用
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
を
や
ん
わ
り
と
か
ら
か
っ
て
い
る
。
「
俳
句

月
刊
」
は
反
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
は
な
く
て
、
単
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の

ホ
ト
ト
ギ
ス
二
月
号
「
露
を
見
る
」
と
い
ふ
一
文
の
中
で
素
十
氏
は

虚
子
氏
の
句

千
二
百
七
十
歩
な
り
露
の
橋

を
評
し
て
曰
く
「
こ
れ
は
単
な
る
事
実
の
報
告
で
は
な
い
。
朝
早
く
新

潟
の
万
代
橋
を
歩
い
た
時
の
虚
子
先
生
の
実
感
が
に
じ
み
出
て
ゐ
る
佳

句
で
あ
る
と
思
ふ
。
「
千
五
百
八
十
歩
な
り
」
で
は
俳
句
に
な
ら
な
い

と
恩
ふ
」
と
。
こ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
感
じ
の
相
違
が
お
判
り
に
な
り
ま

す
か
。

（
一
九
一
一
二
年
一
一
一
月
号
）
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闇の中の檸檬

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
以
外
に
も
、
例
え
ば
創
刊
号
の
同
欄
で
は
「
石
楠
」

「
都
新
聞
」
「
曲
水
」
「
春
泥
」
「
筑
波
」
「
辛
夷
」
「
海
紅
」
「
層
雲
」
「
青

壷
」
等
々
、
さ
ら
に
川
柳
の
こ
と
ま
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
毎
回
、
少
な

く
と
も
三
十
誌
ほ
ど
、
多
い
と
き
に
は
七
、
八
十
誌
ほ
ど
を
と
り
あ
げ
て
、

短
い
も
の
で
二
行
、
長
い
と
き
は
数
十
行
か
け
て
、
各
誌
の
記
事
内
容
、

動
向
な
ど
を
紹
介
す
る
。
三
谷
昭
は
、
は
じ
め
こ
の
よ
う
な
記
事
の
整
理
、

割
付
、
校
正
を
担
当
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
に
俳
壇
及

び
俳
句
に
つ
い
て
多
く
の
知
識
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
俳
句
月

刊
」
に
は
、
「
前
月
重
要
記
事
目
録
」
と
「
俳
壇
真
珠
抄
」
（
「
前
月
俳
句

抄
」
）
と
い
う
欄
が
あ
る
。
「
前
月
重
要
記
事
目
録
」
は
名
前
通
り
、
各
俳

誌
ご
と
に
評
論
・
随
筆
・
考
証
な
ど
の
文
章
の
題
名
と
筆
者
名
の
み
を
一

～
数
件
ず
つ
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
毎
月
、
五
十
～
百
誌
ほ
ど
取
り
あ

げ
て
い
る
。
「
俳
壇
真
珠
抄
」
は
各
誌
か
ら
す
ぐ
れ
た
作
品
を
紹
介
す
る

も
の
で
、
各
誌
二
～
一
一
一
句
ほ
ど
、
一
一
一
十
～
数
十
誌
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
に
加
え
て
、
他
の
様
々
な
記
事
に
つ
い
て
も
、
単
に
割

付
や
校
正
の
み
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
目
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
花

鳥
調
詠
」
と
い
う
言
葉
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
青
年
は
次
第
に
、
俳
句
の
世

界
に
深
く
引
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
昭
自
身
、

素
人
社
時
代
に
つ
い
て
こ
う
回
想
し
て
い
る
。

協
力
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
（
三
谷
昭
他
「
綜
合
俳
誌
の
今
昔
」
、
「
俳

句
研
究
」
’
九
七
五
・
八
）
と
の
こ
と
だ
が
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
文
は

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
対
す
る
「
俳
句
月
刊
」
の
態
度
を
象
徴
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
私
も
多
く
の
俳
句
雑
誌
を
目
に
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
て
、

も
と
も
と
昭
は
、
素
人
社
に
入
る
前
か
ら
文
学
青
年
だ
っ
た
。
昭
が
素

人
社
へ
入
っ
た
の
は
、
同
社
発
行
の
「
現
代
文
芸
」
誌
に
投
稿
を
し
て
い

た
と
い
う
縁
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
杜
鵤
花
は
昭
の
文
学
的
才
能
を
知
っ

て
い
た
の
だ
か
ら
、
例
え
ば
「
俳
壇
真
珠
抄
」
の
選
出
を
昭
に
ま
か
せ
る
、

な
ど
と
い
う
こ
と
も
早
く
か
ら
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に

し
て
、
環
境
に
よ
っ
て
得
た
知
識
・
見
識
と
、
投
稿
で
磨
い
た
才
能
と
が

そ
れ
に
加
え
て
、
杜
鵤
花
自
身
が
俳
人
で
も
あ
る
し
、
ま
た
昭
は
編
集
者

と
し
て
様
々
な
俳
人
に
接
す
る
わ
け
で
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
影
響
も

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
素
人
社
は
俳
句
の
本
を
主
と
し
た
古
本
屋
を

兼
ね
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
昭
青
年
の
毎
日
は
俳
句
漬
け
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
様
々
な
傾
向
の
俳
誌
に
触
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
当
時
の
杜

鵤
花
と
昭
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
発
行
所
を
越
え
て
日
本
一
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
西
東
三
鬼
は
、
素
人
社
時
代
の
昭
を
知
る
友
人
と
し
て
昭
の
性
格
に

つ
い
て
こ
う
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
彼
が
早
く
か
ら
、
当
時
唯
一
の
俳
句
綜
合
誌
の
編
集
を
や
ら

さ
れ
、
無
数
の
俳
句
を
朝
か
ら
晩
ま
で
読
ま
さ
れ
た
た
め
に
、
俳
毒
が

全
身
に
廻
っ
て
骨
に
か
ら
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

｛
三
鬼
「
俳
友
記
ｌ
三
谷
昭
の
巻
ｌ
」
、

「
俳
句
研
究
」
一
九
五
二
・
十
）

俳
句
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

（
三
谷
昭
「
俳
壇
は
乱
世
の
時
代
だ
っ
た
」
、

「
俳
句
の
す
す
め
」
有
斐
閣
選
書
、
一
九
七
六
）
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昭
の
こ
の
文
章
は
、
一
九
三
○
年
代
前
半
、
新
興
俳
句
の
青
春
期
に
お
い

て
水
原
秋
桜
子
の
作
風
が
、
「
馬
酔
木
」
以
外
の
青
年
に
も
「
非
常
に
愛

好
」
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
の
同
時
代
資
料
で
あ
る
。
な
お
、
同
号

の
「
俳
壇
真
珠
抄
」
に
は
「
馬
酔
木
」
の
欄
に
秋
桜
子
の
上
掲
句
が
載
っ

て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
「
俳
壇
真
珠
抄
」
の
選
出
は
昭

が
担
当
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
俳
壇
風
聞
録
」
を
作
成
す
る

に
は
各
誌
の
主
要
記
事
に
目
を
通
す
わ
け
だ
か
ら
、
「
前
月
重
要
記
事
目

録
」
も
昭
が
作
製
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
翌
一
九
三
一
一
一
年
（
昭
和
八
）
一
一
一
月
号
か
ら
、
昭
は
単
独
で
「
俳

壇
風
聞
録
」
を
担
当
す
る
。
同
号
か
ら
二
つ
引
用
し
よ
う
。

あ
い
ま
っ
て
、
し
だ
い
に
「
風
聞
録
」
を
執
筆
す
る
に
足
る
力
を
そ
な
え

て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
昭
は
一
九
一
一
一
二
年
（
昭
和
七
）
十
一
月
号
の
「
俳
壇
風
聞
録
」

に
杜
鵤
花
と
共
同
と
い
う
形
で
初
め
て
執
筆
す
る
（
と
い
っ
て
も
昭
が
全

体
の
八
割
を
担
当
）
。
そ
の
号
の
昭
筆
の
も
の
を
引
用
す
る
。

◇
吉
岡
禅
寺
洞
氏
の
最
近
の
動
向
に
は
妙
な
か
ら
ず
注
目
す
べ
き
も
の

「
十
和
田
」
に
は
「
み
す
ぎ
か
る
信
濃
の
国
」
と
題
す
る
秋
桜
子
氏

の
紀
行
文
が
載
っ
て
ゐ
る
が
、
清
楚
な
筆
の
間
に
も
山
へ
の
愛
着
と

云
っ
た
や
う
な
気
持
が
し
み
じ
み
と
流
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
て
、

ま
こ
と
に
快
い
文
章
で
あ
る
。
今
月
の
「
馬
酔
木
」
に
載
っ
て
ゐ
る
（
白

樺
を
幽
か
に
霧
の
ゆ
く
音
か
）
と
云
ふ
句
風
を
私
は
非
常
に
愛
好
す
る

者
だ
が
、
あ
の
句
も
や
は
り
此
の
紀
行
の
折
に
獲
た
も
の
で
あ
ら
う
。

戦
後
の
「
か
つ
ら
ぎ
」
か
ら
は
あ
ま
り
想
像
で
き
な
い
が
、
一
九
三
○
年

代
前
半
、
「
か
つ
ら
ぎ
」
は
「
馬
酔
木
」
「
天
の
川
」
に
つ
い
で
、
新
し
い

俳
句
を
作
っ
て
い
く
動
き
の
一
翼
を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

と
い
う
の
も
同
誌
は
当
時
、
山
口
誓
子
を
客
員
格
と
し
て
擁
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
誓
子
が
同
誌
に
自
選
句
と
し
て
毎
月
発
表
す
る
連
作
は
当
時

の
最
前
衛
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
誓
子
の
句
、
及
び
題
名
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
「
態
度
を
鮮
明
に
」
と
は
そ
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
当
時
の
青
年
た
ち
に
お
け
る
「
か
つ
ら
ぎ
」
へ
の
期
待
と
誓
子
へ
の

憧
慣
を
、
昭
の
文
章
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
「
天
の
川
」
と

が
あ
る
。
本
号
「
天
の
川
」
の
「
観
照
異
心
」
と
題
す
る
一
文
も
、
氏

の
立
場
を
鮮
明
に
示
し
た
点
に
於
い
て
好
感
の
持
て
る
文
章
で
あ
る
。

即
は
ち
氏
は
、
最
近
の
俳
句
が
十
七
字
詩
型
の
中
に
於
い
て
、
か
っ
て

は
予
想
も
し
な
か
っ
た
表
現
の
拡
が
り
を
持
っ
て
来
た
事
を
あ
げ
て
、

季
題
趣
味
の
そ
れ
は
一
種
の
茶
人
的
思
藻
線
内
に
溺
れ
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る
と
述
べ
、
素
十
氏
の
「
探
梅
や
枝
の
さ
き
な
る
梅
の
花
」
の
如
き

は
自
然
を
玩
弄
し
て
飽
き
ざ
る
と
こ
ろ
の
哀
れ
な
る
陳
套
図
絵
で
あ
る
、

と
ま
で
極
言
し
て
ゐ
る
。
（
略
）
氏
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
圏
内
に
あ
り
な
が

ら
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
制
肘
を
受
け
ず
し
て
、
自
己
の
主
張
を
明
瞭
に
示
し

た
態
度
を
よ
し
と
し
た
い
。

◇
冬
葉
氏
等
の
保
守
的
態
度
に
対
比
し
て
、
「
か
つ
ら
ぎ
」
「
馬
酔
木
」

等
の
グ
ル
ー
プ
が
い
よ
ノ
ー
態
度
を
鮮
明
に
し
つ
圏
あ
る
。
「
住
む
機

械
と
し
て
の
ホ
テ
ル
」
ｌ
こ
れ
は
「
か
つ
ら
ぎ
」
所
載
、
誓
子
氏
の

詠
草
の
題
名
で
あ
る
。

ト
ワ
し

暖
房
や
手
洗
場
は
水
の
し
叡
に
落
つ
誓
子
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禅
寺
洞
に
対
し
て
の
「
好
感
の
持
て
る
」
「
よ
し
と
し
た
い
」
と
い
う
言

葉
に
も
、
新
し
い
俳
句
の
動
き
へ
の
共
感
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
動
き
は
、
の
ち
に
新
興
俳
句
と
呼
ば
れ
る
も
の
へ
と
向
か
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
文
章
の
時
点
で
は
、
ま
だ

新
興
俳
句
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
概
念
も
明
確

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
何
な
の
か
は
ま
だ
不
明
瞭
だ
が
、
「
注
目
す
べ

き
」
、
「
か
っ
て
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
」
何
も
の
か
が
「
い
よ
ノ
ー
」
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
う
い
う
混
沌
と
し
な
が
ら
も
熱
い
期
待
が
こ
こ
に
あ

る
。
そ
う
し
た
期
待
を
こ
め
て
昭
は
、
の
ち
に
新
興
俳
句
と
呼
ば
れ
る
こ

と
に
な
る
も
の
の
息
吹
を
、
こ
の
誌
面
に
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

だ
が
昭
は
新
興
俳
句
系
の
こ
と
だ
け
を
「
風
聞
録
」
に
記
し
て
い
た
の

で
は
な
い
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
及
び
そ
の
傘
下
の
俳
誌
や
、
自
由
律
の
諸

誌
や
、
ま
た
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
無
縁
の
俳
誌
、
時
に
新
聞
記
事
や
政
治

家
（
松
岡
洋
右
）
の
俳
句
も
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
う
し
た
幅
広
い
と
り

あ
げ
方
は
杜
鵤
花
か
ら
承
け
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
終
刊
号
ま
で
続
い
て

い
く
。
そ
の
例
を
引
用
す
る
。

◇
田
村
木
国
氏
は
「
山
茶
花
」
に
「
両
虚
会
見
の
報
告
」
と
題
し
て
、

虚
子
氏
が
虚
肌
翁
の
病
床
を
見
舞
は
れ
た
、
そ
の
折
の
模
様
を
記
し
て

ゐ
る
が
、
と
か
く
誹
誇
の
対
象
に
さ
れ
が
ち
な
、
虚
子
氏
の
真
情
を
見

る
こ
と
が
出
来
て
嬉
し
い
読
物
の
一
つ
で
あ
る
。（
一
九
三
一
一
一
年
一
一
一
月
号
）

◇
「
筑
波
」
で
は
笠
井
芋
城
氏
が
「
神
水
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
な
る

一
文
を
執
筆
。
神
水
と
は
、
陰
暦
五
月
五
日
の
薬
の
日
（
此
の
日
一
年

分
の
薬
草
を
採
集
す
）
に
雨
が
降
る
と
、
竹
の
節
中
に
必
ず
神
水
が
あ
っ

て
、
こ
れ
を
獺
の
肝
に
依
り
丸
と
す
る
と
心
腹
の
病
を
治
す
、
と
い
ふ

難
解
至
極
な
季
題
で
あ
る
が
此
の
一
文
は
、
竹
の
節
中
に
自
然
に
水
が

貯
る
と
云
ふ
現
象
が
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
察
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
一
九
一
一
一
三
年
五
月
号
）

こ
う
し
て
昭
は
「
俳
壇
風
聞
録
」
「
前
月
重
要
記
事
目
録
」
「
俳
壇
真
珠

、
、

抄
」
作
成
の
た
め
に
、
様
々
な
俳
誌
を
毎
月
直
接
読
ん
で
い
っ
た
。
「
俳

句
月
刊
」
の
仕
事
の
た
め
に
「
三
百
」
の
結
社
誌
を
目
に
し
た
、
と
昭
は

回
想
し
て
い
る
（
前
掲
「
綜
合
俳
誌
の
今
昔
」
）
。
各
俳
誌
の
評
論
・
考
証

を
要
約
し
、
紹
介
す
る
と
い
う
作
業
は
、
当
然
各
誌
を
き
ち
ん
と
読
み
こ

ま
な
く
て
は
で
き
な
い
。
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
各
誌
・
各
俳
人
の
あ
り

方
を
よ
り
正
し
く
、
よ
り
深
く
認
識
す
る
見
識
と
能
力
が
育
っ
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、
三
谷
昭
は
、
「
全
俳
壇
を
視
野
に
入

れ
る
幅
広
い
眼
」
を
持
ち
、
「
俳
壇
史
の
理
解
に
役
立
つ
よ
う
な
綿
密
で

解
説
的
な
文
章
」
（
「
三
谷
昭
俳
句
史
論
集
』
あ
と
が
き
）
の
書
け
る
俳
人

と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
新
興
俳
句
に
共
感
し
、
参
加
し
て
い
く
青
年
と
し
て
は
、
様
々

な
俳
誌
を
読
む
仕
事
に
は
、
つ
ら
い
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
は
「
走

馬
燈
」
創
刊
号
（
’
九
一
一
一
三
年
五
月
刊
行
）
に
お
い
て
、
「
俳
誌
漫
筆
」

と
題
し
て
次
の
よ
う
な
グ
チ
を
述
べ
て
い
る
。

世
の
中
に
何
が
多
い
と
云
っ
て
も
、
俳
句
の
雑
誌
ほ
ど
数
の
多
い
も

の
は
余
り
無
い
。
（
略
）
世
の
中
に
凡
そ
意
味
が
な
い
と
云
っ
て
も
、
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相
当
欝
憤
が
溜
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
と
も
か
く
、
ル
ン
ペ
ン
以
下
に

せ
よ
、
ゴ
ミ
箱
に
せ
よ
、
実
際
に
目
を
通
し
た
人
間
だ
か
ら
言
え
る
言
葉

こ
の
文
章
は
「
青
鳳
堂
」
と
い
う
筆
名
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
秋

桜
子
が
「
白
鳳
堂
」
と
い
う
別
号
を
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
じ
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
秋
桜
子
へ
の
意
識
が
見
え
る
。
「
青
」
は
、
「
青

二
才
」
と
い
う
謙
遜
に
し
て
「
青
雲
」
と
い
う
自
負
で
あ
ろ
う
か
。
本
名

で
は
な
く
筆
名
を
使
っ
た
の
は
、
素
人
社
の
社
員
と
し
て
の
遠
慮
か
ら
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
昭
は
ま
だ
一
言
い
足
り
な
い
ら
し
く
、
同
誌
の
二
号
で

も
同
題
の
文
を
の
せ
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

活
気
に
乏
し
く
て
ゴ
ミ
箱
み
た
い
な
感
じ
の
す
る
も
の
は
ま
ず
何
と

云
っ
て
も
俳
句
雑
誌
で
あ
る
。

俳
句
雑
誌
ほ
ど
意
味
な
い
も
の
も
そ
う
沢
山
は
な
い
筈
だ
。
サ
ロ
ン
マ

ル
キ
ス
ト
よ
り
も
、
ル
ン
ペ
ン
よ
り
も
、
膳
よ
り
も
意
味
な
い
存
在
で

あ
る
。
（
略
）
む
き
に
な
っ
て
抗
弁
を
す
る
張
合
も
な
い
が
、
俳
句
雑

誌
を
読
ん
で
ゐ
る
と
、
第
一
に
頭
の
調
子
が
狂
っ
て
来
る
。
こ
な
い
だ

も
「
筑
波
」
と
云
ふ
雑
誌
を
読
ん
で
た
ら
、
「
神
水
」
と
云
ふ
も
の
に

つ
い
て
の
考
察
が
あ
っ
た
。
（
略
）
こ
ん
な
の
も
些
さ
か
ど
う
か
と
思

ふ
事
柄
だ
が
、
執
筆
者
は
大
変
マ
ジ
メ
に
考
察
さ
れ
て
を
ら
れ
る
か
ら

す
こ
し
偉
い
人
だ
な
と
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。
い
ま
に
大
学
出
の
お
医

者
さ
ん
が
、
此
の
心
腹
の
患
者
が
舞
ひ
込
む
と
、
慌
て
掻
裏
の
竹
薮
に

出
て
神
水
を
採
っ
て
来
る
や
う
な
こ
と
に
な
り
さ
う
だ
。
お
医
者
さ
ん

も
竹
薮
の
外
科
手
術
を
す
る
様
に
な
っ
て
は
忙
が
し
い
。

で
あ
る
。

翌
一
九
一
一
一
四
年
（
昭
和
九
）
二
月
、
西
東
一
一
一
鬼
が
「
走
馬
燈
」
の
同
人

と
な
る
。
昭
は
、
そ
れ
ま
で
俳
句
作
品
の
方
は
本
気
で
作
っ
て
は
い
な
か
っ

た
が
、
三
鬼
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
年
五
月
号
か
ら
同
誌
の
同
人
欄
に
作
品

を
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
作
家
と
し
て
新
興
俳
句
運
動
に
参

加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
い
う
状
況
下
の
一
九
三
四
年
、
つ
ま
り
「
俳

句
月
刊
」
最
後
の
年
、
「
俳
壇
風
聞
録
」
に
は
新
興
俳
句
台
頭
を
物
語
る

記
事
が
次
々
と
あ
ら
わ
れ
る
。

●
京
大
俳
句
。
岡
康
之
氏
は
「
馬
酔
木
」
「
天
の
川
」
二
誌
の
傾
向
を

論
じ
、
二
誌
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
自
由
な
批
判
を

発
表
す
る
こ
と
は
即
ち
ホ
ト
ト
ギ
ス
陣
営
に
刺
激
と
反
省
を
与
へ
る
も

の
と
し
て
、
む
し
ろ
ホ
ト
ト
ギ
ス
俳
壇
強
化
の
た
め
に
は
絶
大
な
寄
与

を
な
す
も
の
で
あ
る
と
な
し
、
俳
檀
に
お
け
る
自
由
主
義
的
傾
向
を
意

義
あ
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。

（
一
九
三
一
一
一
年
十
月
号
）

●
天
の
川
。
銀
漢
亭
（
禅
寺
洞
）
氏
は
誓
子
、
秋
桜
子
、
白
虹
、
影
草

氏
等
の
ラ
グ
ビ
ー
の
句
を
評
す
る
に
当
た
っ
て
、

こ
の
種
の
作
品
に
は
、
た
う
て
い
私
な
ど
で
は
手
に
つ
け
難
い
題
材

で
あ
る
と
思
ふ
も
の
が
勘
く
な
い
。

と
述
べ
（
略
）

（
一
九
三
四
年
五
月
号
）

●
士
上
。
東
京
三
氏
は
「
連
作
俳
句
の
新
造
船
」
と
題
し
て
、
例
の
草

城
氏
の
「
ミ
ヤ
コ
ホ
テ
ル
」
を
評
し
て
（
略
）
一
個
の
新
造
船
と
し
て

の
価
値
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
ゐ
る
。
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こ
こ
に
あ
げ
た
記
事
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
各
誌
が
他
誌
に
対
し
て
批

評
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
新
興
俳
句
運
動
に
関
っ
た
諸
俳
誌
は
皆
、

他
の
新
興
俳
句
諸
誌
と
の
間
で
相
互
に
批
評
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

川
名
大
が
詳
し
く
調
査
し
た
よ
う
に
新
興
俳
句
の
作
家
た
ち
は
、
結
社
（
同

人
誌
）
を
超
え
て
、
互
い
に
影
響
を
与
え
あ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
興

俳
句
運
動
に
は
超
結
社
性
が
強
く
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
超
結
社

性
が
相
互
の
批
評
と
し
て
、
上
掲
の
「
風
聞
録
」
の
四
つ
の
記
事
に
は
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
際
、
そ
の
よ
う
な
新
興
俳
句
の
傾
向
が
生
ま
れ
る
に
あ
た
っ
て
、

「
俳
句
月
刊
」
の
果
た
し
た
役
割
は
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
俳
句
月
刊
」
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
全
盛
時
代
に
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
ず

様
々
な
系
統
の
俳
誌
を
と
り
あ
げ
た
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
「
俳
壇

風
聞
録
」
で
あ
る
。
新
興
俳
句
運
動
が
、
ま
ず
反
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
し
て
起

こ
っ
て
く
る
と
、
そ
の
動
き
が
「
風
聞
録
」
に
反
映
す
る
。
す
る
と
、
そ

の
記
事
が
ま
た
、
様
々
な
新
興
俳
句
作
家
に
情
報
を
与
え
、
影
響
を
生
む
、

と
い
う
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
「
京
大
俳
句
」
一
九
三

三
年
六
月
号
に
は
「
俳
壇
プ
リ
ズ
ム
」
（
平
畑
静
塔
）
と
い
う
記
事
が
あ

り
、
俳
誌
を
二
十
一
誌
と
り
あ
げ
、
紹
介
・
論
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は

「
俳
壇
風
聞
録
」
と
全
く
同
じ
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
取
り
あ
げ
て
い
る

（
同
六
月
号
）

●
句
と
評
論
。
湊
楊
一
郎
氏
「
新
興
俳
論
の
黎
明
へ
」
な
る
一
文
は
、

如
是
閑
、
誓
子
、
井
泉
水
氏
等
の
俳
論
を
論
評
し
、
筆
致
楓
爽
た
る
も

の
が
あ
る
。
（
略
）

（
同
）

も
し
、
「
俳
句
月
刊
」
が
存
続
し
て
い
た
な
ら
ば
、
昭
は
時
お
り
グ
チ

を
言
い
な
が
ら
も
「
俳
壇
風
聞
録
」
を
書
き
続
け
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ

は
そ
の
後
の
俳
句
史
の
貴
重
な
史
料
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る

と
、
「
俳
句
月
刊
」
な
き
あ
と
、
せ
め
て
改
造
社
が
昭
を
引
き
抜
い
て
く

れ
た
ら
良
か
っ
た
の
に
…
と
思
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
も
し
本
当
に
改

造
社
が
懇
請
し
て
頼
ん
だ
と
し
て
も
、
ま
た
彼
自
身
そ
の
こ
と
に
興
味
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
昭
は
引
き
抜
き
に
応
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
は
、

杜
鵤
花
の
心
中
を
察
し
て
、
断
っ
た
に
違
い
な
い
。
僕
は
三
谷
昭
本
人
に

会
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
彼
の
書
い
た
も
の
を
読
む
か
ぎ
り
、
そ
う
思
え

て
な
ら
な
い
。

昭
は
一
九
三
五
年
、
「
扉
」
を
経
て
「
京
大
俳
句
」
に
参
加
、
新
興
俳

句
の
道
を
ひ
た
走
る
。
そ
し
て
一
九
三
六
年
に
素
人
社
を
辞
め
る
。
素
人

社
の
経
営
難
を
考
慮
し
て
、
杜
鵤
花
に
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
に
配
慮
し

て
身
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
年
後
、
金
児
杜
鵤
花
が
脳
溢
血
で
急

死
す
る
。
当
時
、
杜
鵤
花
は
「
俳
句
世
界
」
と
い
う
大
衆
向
け
俳
句
指
導

の
雑
誌
を
出
し
て
い
た
。
杜
鵤
花
の
葬
儀
の
後
の
あ
る
日
、
昭
は
、
「
俳

句
世
界
」
の
主
宰
を
引
き
つ
ぐ
よ
う
に
と
杜
鵤
花
の
親
族
か
ら
請
わ
れ
た
。

俳
誌
の
中
に
「
俳
句
月
刊
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
俳
壇
風
聞
録
」
に
示

唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
俳
句
月
刊
」
は
、
「
俳
句
研
究
」
登
場
以
前
、
新
興
俳

句
の
生
成
に
お
い
て
、
情
報
を
与
え
、
相
互
批
評
を
う
な
が
す
も
の
と
し

て
、
あ
る
程
度
の
役
割
を
果
た
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
程
度
と
は
具

体
的
に
ど
の
程
度
な
の
か
Ｉ
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
資
料
を

探
し
て
、
別
の
機
会
に
論
証
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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［
補
遺
１
］
こ
ま
か
い
こ
と
だ
が
、
一
二
谷
昭
の
素
人
社
入
社
時
期
に
つ
い

て
こ
説
あ
る
の
で
検
討
し
て
み
た
い
。
昭
自
身
が
「
昭
和
四
年
」
と
記
し
た

り
「
昭
和
五
年
」
と
記
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
俳
句
世
界
」

一
九
三
八
年
四
月
号
（
金
児
杜
鵤
花
追
悼
号
）
所
収
の
「
お
も
ひ
で
」
で
は

素
人
社
に
い
た
期
間
を
「
昭
和
五
年
か
ら
十
一
年
ま
で
、
足
か
け
七
年
」

と
記
し
て
い
る
。
次
に
、
「
ポ
ケ
ッ
ト
自
伝
」
（
「
天
籟
通
信
」
’
九
七
一

．
こ
～
七
二
・
十
一
一
）
で
は
「
昭
和
四
年
頃
」
と
し
て
い
る
。
書
か
れ
た
時

期
か
ら
し
て
「
お
も
ひ
で
」
の
方
が
素
人
社
時
代
に
は
る
か
に
近
く
、
信

想
性
が
あ
る
。
「
ポ
ケ
ッ
ト
自
伝
」
で
は
入
社
の
時
か
ら
四
十
年
以
上
た
っ

て
い
る
し
、
「
頃
」
と
い
う
語
も
記
憶
の
あ
い
ま
い
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
心
に
寂
蓼
を
か
か
え
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
い

た
少
年
は
、
素
人
社
を
舞
台
に
し
て
、
新
興
俳
句
と
い
う
自
分
の
道
を
見

つ
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
道
を
進
む
べ
く
、
素
人
社
を
巣
立
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
時
の
こ
と
を
昭
は
こ
う
記
し
て
い
る
（
「
素
人
社
も
の
が
た
り
（
七
と
）
。

情
と
し
て
は
こ
と
わ
り
き
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
が
、
私
は
最
後
ま
で

こ
と
わ
り
通
し
た
。
理
由
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
。
昭
和
十
三
年
と

い
え
ば
「
京
大
俳
句
」
に
参
加
し
て
、
新
興
俳
句
運
動
の
た
め
に
一
身

を
捧
げ
つ
く
そ
う
と
い
う
気
概
に
も
え
て
い
た
か
ら
だ
。

流
鏑
の
日
噌
を
持
つ
人
と
遇
う

昭

ま
た
、
「
自
己
を
語
る
」
（
「
現
代
文
芸
」
一
九
二
九
・
十
一
、
昭
十
八
歳
の

と
き
の
文
章
）
で
は
自
身
に
つ
い
て
「
某
新
聞
社
勤
務
」
と
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
昭
和
四
年
」
の
十
一
月
の
時
点
で
は
素
人
社
に
入
社
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
幡
谷
東
吾
は
、
新
聞
社
の
同
僚
と
し
て
三
谷
昭
に
初
め
て
遇
っ

た
と
き
を
「
昭
和
五
年
」
と
記
し
て
い
る
（
幡
谷
東
吾
「
素
人
社
の
こ
ろ
」
、

「
俳
句
」
一
九
七
九
・
三
、
及
び
「
素
人
社
時
代
の
一
一
一
谷
昭
」
、
「
俳
句
研

究
」
一
九
七
九
・
四
）
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
て
も
昭
の
素
人
社
入
社
は
一
九

三
○
年
（
昭
和
五
）
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
昭
は
投
稿
少
年
と
し
て
素
人
社

へ
顔
を
出
し
て
い
た
ら
し
い
か
ら
、
新
聞
社
勤
務
時
代
か
ら
、
併
行
す
る

よ
う
に
素
人
社
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
「
昭

和
四
年
」
の
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
昭
自
身
に
と
っ
て
は
「
昭
和
四
年
」
か

ら
働
い
て
い
た
と
い
う
認
識
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

［
補
遺
２
］
昭
は
素
人
社
を
辞
め
た
あ
と
も
、
月
に
一
回
素
人
社
で
行
わ

れ
る
句
会
に
顔
を
出
し
て
い
た
。
同
句
会
で
の
作
品
は
「
霧
笛
会
句
紗

第
１
集
」
（
’
九
三
七
・
一
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
「
素
人
社
も

の
が
た
り
（
七
上
に
よ
る
と
同
句
会
に
は
西
東
三
鬼
も
参
加
し
て
い
る
。

し
か
し
、
同
句
集
を
国
会
図
書
館
で
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
、
三
鬼
の
句
は
無

い
。
昭
の
句
は
十
二
句
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
１
集
し
か
作
ら
れ
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
同
句
集
か
ら
引
用
す
る
。

※
本
稿
は
、
「
夢
幻
航
海
」
陀
号
三
○
○
七
・
四
）
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
い
ま
い
ず
み
や
す
ひ
ろ
・
二
○
○
二
年
度
博
士
課
程
満
期
退
学
）

蛇
毎
夏
野
を
遠
く
わ
が
来
た
り

昭
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