
．

井
上
靖
覚
書
ー
「
花
の
あ
る
岩
場
」
を
申
心
に

渡
　
邊

二
　
味
子

七
歳
こ
ろ
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
明
る
い
春
の
、
風
の
強
い
日
、

私
は
誰
か
に
背
後
か
ら
抱
い
て
貰
っ
て
、
庭
の
隅
の
古
井
戸
を

覗
き
込
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
苔
む
し
た
古
い
石
組
と
生
ひ
茂
っ

た
羊
歯
、
ひ
や
り
と
す
る
冷
た
い
空
気
、
地
上
か
ら
落
込
ん
だ

そ
の
方
形
の
空
洞
の
底
に
は
、
動
か
ぬ
水
が
銃
び
た
鏡
の
や
う

に
置
か
れ
て
あ
っ
た
。
思
ふ
に
、
私
の
生
涯
に
大
き
い
関
係
を

も
つ
何
も
の
か
が
、
初
め
て
私
の
躯
の
中
に
這
入
り
込
ん
で
き

た
の
は
そ
の
時
で
あ
っ
た
。

若
し
私
が
幼
時
の
そ
の
春
の
日
の
一
刻
を
持
た
な
か
っ
た
ら
、

刺
客
の
冷
た
い
瞳
を
埋
め
た
地
中
の
暗
処
を
の
ぞ
か
な
か
っ
た

ら
、
ー
私
は
二
十
歳
の
時
友
の
眉
間
を
割
り
、
二
十
五
歳
の

時
思
想
運
動
に
奔
り
、
三
十
歳
の
時
恋
愛
に
生
命
を
か
け
、
三

十
五
歳
の
時
絶
望
の
思
ひ
を
も
っ
て
永
定
河
を
渡
り
、
四
十
歳

に
し
て
或
は
市
井
に
名
を
な
し
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。

併
し
す
べ
て
は
違
っ
て
ゐ
た
。
あ
の
北
支
永
定
河
の
川
波
に
乱

れ
散
る
こ
の
世
な
ら
ぬ
白
い
陽
の
輝
き
に
、
ふ
と
生
命
惜
し
か

ら
ぬ
戦
ひ
の
陶
酔
を
味
は
っ
た
以
外
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
、
私

は
怠
惰
で
あ
り
、
常
に
傍
観
老
で
し
か
な
か
っ
た
や
う
だ
。

　
こ
れ
は
詩
集
『
北
国
』
の
中
の
一
編
「
瞳
」
と
い
う
詩
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
「
私
（
井
上
靖
）
」
　
が
人
生
を
傍
観
者
で
終
わ
っ
て
し
ま
お

う
と
し
て
い
る
、
生
き
る
上
で
何
も
の
に
も
無
関
心
、
無
感
動
、
己

れ
を
何
物
に
も
染
ま
ら
せ
よ
う
と
し
な
い
強
固
な
志
向
を
覗
う
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
井
上
の
孤
独
な
精
神
は
、
彼
の
作
風
、
文
体
の
背

景
に
あ
る
そ
れ
に
ま
こ
う
か
た
な
く
共
通
す
る
。

　
井
上
靖
の
書
く
小
説
は
、
扱
う
内
容
か
ら
大
別
し
て
五
つ
の
群
に

ま
と
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ
の
一
つ
は
「
風
林
火
山
」
　
「
天
平
の
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亮
」
を
代
表
と
す
る
歴
史
物
。
次
に
「
敦
煙
」
「
楼
蘭
」
と
い
う
西

域
小
説
。
　
「
蒼
き
狼
」
な
ど
は
、
私
の
場
合
こ
の
中
に
含
め
て
み
る
。

そ
し
て
「
闘
牛
」
　
「
氷
壁
」
の
系
統
に
属
す
る
も
の
。
四
番
目
に
は

「
猟
銃
」
　
「
孤
猿
」
　
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」
と
い
っ
た
作
品
群
。

最
後
に
、
自
伝
的
な
「
し
ろ
ば
ん
ぽ
」
　
「
あ
す
な
ろ
物
語
」
　
「
北
の

海
」
な
ど
一
連
の
い
わ
ば
井
上
靖
の
青
少
年
時
代
の
体
験
が
根
底
に

あ
る
「
随
筆
」
に
ご
く
近
い
小
説
で
あ
る
。
そ
の
他
、
彼
の
場
合

『
美
し
き
も
の
と
の
出
会
い
』
　
『
わ
が
一
期
一
会
』
を
は
じ
め
と
す

る
諸
々
の
随
筆
、
　
『
北
国
』
　
『
運
河
』
　
『
季
節
』
他
の
詩
集
等
も
多

く
出
し
て
い
る
。
四
十
歳
過
ぎ
て
か
ら
本
格
的
な
創
作
活
動
に
入
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
作
品
は
驚
く
程
の
数
に
の
ぼ
る
。
こ
れ

ら
の
作
品
を
五
群
に
分
け
て
比
較
し
て
み
て
も
お
も
し
ろ
い
と
思
う

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
群
に
は
又
そ
れ
ぞ
れ
問
題
が
あ
っ
て
、

今
そ
れ
を
企
て
る
に
は
少
し
ば
か
り
資
料
不
足
で
あ
る
の
で
次
の
機

会
を
待
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
彼
の
短
編
を
二
、
三
取
り
上
げ
て
検

討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
花
の
あ
る
岩
場
」
は
昭
和
三
三
年
五
月
、
新
潮
に
発
表
さ
れ
た
。

主
な
登
場
人
物
は
、
老
登
山
荷
物
運
搬
人
の
野
本
徳
次
と
、
重
宗
時

也
と
い
う
若
い
が
暗
い
印
象
を
与
え
る
青
年
で
あ
る
。
井
上
の
得
意

と
す
る
「
山
」
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
、
野
本
徳
次
が
重
宗
時
也
に

「
道
案
内
人
」
と
し
て
呼
ば
れ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。

　
本
来
荷
物
を
運
ぶ
役
目
を
仕
事
と
す
る
徳
次
で
あ
る
の
だ
が
、
重

宗
は
彼
を
単
な
る
道
案
内
人
と
し
て
あ
つ
か
い
、
回
を
重
ね
た
今
で

は
上
高
地
か
ら
洞
沢
ま
で
の
行
程
の
話
相
手
と
し
て
連
れ
て
行
く
。

徳
次
は
徳
次
で
、
重
宗
と
い
う
青
年
が
「
妙
に
好
き
」
で
あ
っ
て
、

「
た
い
し
た
人
間
の
一
人
」
と
思
っ
て
接
し
て
い
る
。
重
宗
と
歩
き

出
す
と
コ
種
の
陶
酔
」
さ
え
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
男
性
は
、
井
上
の
作
品
に
実
に
多
い
。
特
に
先
に
分
類

し
た
三
つ
目
に
属
す
る
も
の
の
主
人
公
、
た
と
え
ば
「
闘
牛
」
の
津

上
、
　
「
射
程
」
の
諏
訪
ら
で
あ
る
。

冷
た
い
そ
の
く
せ
冷
た
い
ま
ま
で
ね
っ
と
り
と
燃
え
て
い
る
よ

う
な
、
放
悠
な
、
濡
れ
た
眼
を
し
て
い
る
（
「
闘
牛
」
）

津
上
と
別
れ
た
く
て
も
別
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
さ
き
子
に
と
っ
て
こ

ん
な
津
上
が
時
々
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
「
牛
の
勝
負

　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
賭
け
る
た
め
」
と
い
う
言
葉
を
き
い
て
こ
ん
な
顔
に
な
り
、
　
コ

枚
の
鉛
の
絵
」
を
描
く
。
生
き
る
手
懸
り
と
し
て
大
ス
タ
ン
ド
で
の

牛
の
闘
い
に
賭
け
る
人
々
が
、
そ
の
情
景
が
津
上
の
頭
に
鮮
明
に
浮

か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
戦
後
の
す
さ
み
き
っ
た
風
潮
を
何
と
か
変

え
て
し
ま
い
た
い
欲
求
、
自
分
自
身
へ
の
そ
れ
が
沸
い
て
来
る
と
、

闘
牛
大
会
開
催
の
た
め
に
彼
は
全
精
力
を
傾
け
る
。

　
こ
こ
に
は
一
見
、
井
上
自
ら
が
よ
く
言
う
「
人
生
を
、
マ
ー
ジ
ャ
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ン
で
い
え
ば
お
り
て
し
ま
っ
た
」
人
間
と
は
正
反
対
の
意
欲
的
・
積

極
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
る
。
し
か
し

実
際
に
は
、
彼
ら
が
何
か
行
動
を
起
こ
せ
ば
起
こ
す
ほ
ど
、
何
か
し

よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
孤
独
が
近
付
い
て
来
て
、
そ
れ
に
取
り

つ
か
れ
て
身
動
き
で
き
な
い
自
分
に
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
皮
肉

な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
話
を
元
に
も
ど
そ
う
。
重
宗
が
い
つ
も
い
っ
し
ょ
に
連
れ
て
い
た

千
田
成
子
と
徳
次
と
の
三
人
が
山
に
登
る
。
徳
次
は
か
ね
て
よ
り
二

人
が
結
婚
す
る
も
の
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
尋
ね
て
み
る

と
、
重
宗
は
、
　
「
そ
ん
な
わ
け
に
は
行
か
な
い
」
と
否
定
す
る
が
、

あ
き
ら
か
に
好
い
感
じ
を
持
た
ぬ
返
事
で
あ
っ
た
。
他
の
男
に
嫁
ぐ

こ
と
に
な
っ
た
成
子
を
誘
っ
て
、
も
う
二
度
と
踏
む
こ
と
の
な
い
で

あ
ろ
う
稜
線
を
彼
は
ど
ん
な
思
い
で
歩
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
途
中
、

徳
次
は
ふ
と
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
。
こ
の
二
人
の
た
め
に
、
　
「
自

分
だ
け
が
知
っ
て
い
る
あ
の
白
い
花
の
咲
く
場
所
を
披
露
し
て
や
ろ

う
」
と
。
そ
れ
は
植
物
学
者
若
原
武
と
の
二
人
だ
け
の
秘
密
と
な
っ

て
い
る
シ
コ
タ
ン
ハ
コ
ペ
畑
で
あ
っ
た
。
せ
っ
か
く
の
話
を
重
宗
は

強
い
語
調
で
さ
え
ぎ
る
。
「
た
と
え
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
そ
の
人
の
も
の
と
し
て
と
っ
て
お
き
な
さ
い
よ
。
」
　
秘
密
は

秘
密
と
し
て
あ
く
ま
で
も
守
り
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
態
度

な
の
で
あ
ろ
う
泊

　
三
人
の
下
山
は
、
天
候
も
悪
く
な
っ
た
闇
の
中
を
進
む
こ
と
に
な

る
。
自
分
が
足
を
降
ろ
し
た
岩
が
揺
れ
る
の
を
感
じ
て
、
危
な
い
か

ら
気
を
つ
け
る
よ
う
に
声
を
か
け
る
徳
次
で
あ
っ
た
。
重
宗
は
「
懐

中
電
燈
が
成
子
の
た
め
に
、
問
題
の
岩
の
上
に
当
て
ら
れ
る
の
を
見
」

た
は
ず
な
の
に
、
成
子
の
足
が
そ
れ
に
降
ろ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

の
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
一
言
の
注
意
も
与
え
な
い
。
徳
次
は
こ
の

全
く
思
い
が
け
な
い
重
宗
の
行
動
に
対
し
て
、
叉
そ
の
層
一
瞬
、
転
落

す
る
成
子
の
姿
を
た
だ
呆
然
と
見
つ
め
る
だ
け
で
、
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
や
は
り
「
重
宗
時
也
は

千
田
成
子
を
永
久
に
自
分
の
も
の
に
し
て
置
き
た
か
っ
た
」
と
い
う

こ
と
な
の
だ
と
い
う
考
え
に
突
き
当
た
っ
た
。
徳
次
は
こ
う
し
て
い

く
つ
め
か
の
自
分
し
か
知
ろ
う
は
ず
の
な
い
秘
密
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
善
良
な
平
凡
な
生
活
を
送
ろ
う
と
す
る
者
に
さ
え
、
井
上
靖
は

容
赦
な
く
「
孤
独
の
影
」
と
い
う
重
い
荷
物
を
背
負
わ
せ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
徳
次
に
比
べ
、
重
宗
時
也
の
「
傍
観
者
」
に
な
っ
た
は
ず
の

身
の
裏
側
に
「
眉
間
を
割
」
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
が
潜

ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
彼
自
身
も
こ
う
な
る

こ
と
を
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ほ
ん
の
一
瞬

の
沈
黙
ー
傍
観
者
i
を
通
し
た
こ
と
が
成
子
を
死
な
せ
た
張
本

人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
本
当
に
微
妙

な
裏
表
の
関
係
が
、
本
人
に
は
何
も
語
ら
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
よ

り
い
っ
そ
う
大
き
な
問
い
か
け
を
読
者
に
投
げ
か
け
る
。
こ
の
問
題

を
考
え
る
時
、
私
に
は
い
つ
も
心
に
浮
か
ぶ
作
品
が
あ
る
。
志
賀
直
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哉
の
「
萢
の
犯
罪
」
で
あ
る
。
＋
氾
と
い
う
支
那
人
の
奇
術
師
が
、
的

と
な
っ
て
い
た
妻
に
ナ
イ
フ
を
刺
し
て
し
ま
っ
た
。
妻
は
そ
の
場
で

死
ぬ
。
こ
の
死
は
事
故
で
あ
る
か
あ
る
い
は
過
失
で
あ
る
か
と
い
う

内
容
だ
。
裁
判
官
ひ
と
り
は
、
座
長
、
助
手
、
そ
し
て
萢
本
人
に
次

々
と
質
問
を
し
て
行
く
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
心
に
あ
る
が
ま
ま
を

正
直
に
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
過
失
な
の
か
故
意
な
の
か
は

誰
も
は
っ
き
り
申
し
述
べ
は
で
き
な
い
。
裁
判
官
は
話
を
聞
い
て
行

く
に
つ
け
「
何
か
し
れ
ぬ
興
奮
の
自
身
に
湧
き
上
が
る
の
を
感
じ
」

る
と
「
無
罪
」
と
い
う
結
果
を
出
す
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
志
賀
は
、

相
手
の
（
自
然
な
）
死
を
願
う
の
は
、
自
ら
が
手
を
掛
け
て
死
に
至

ら
し
め
る
こ
と
よ
り
も
っ
と
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と
萢
に
言
わ
せ
て
い

る
。
そ
の
点
、
重
宗
は
萢
の
背
負
っ
た
も
の
よ
り
も
か
な
り
重
い
も

の
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

私
の
近
い
従
弟
で
、
あ
の
小
説
に
あ
る
や
う
な
夫
婦
関
係
か
ら

自
殺
し
て
し
ま
っ
た
男
が
あ
っ
た
。
私
は
少
し
憤
慨
し
た
心
持

で
、
ど
う
し
て
も
二
人
が
両
立
し
な
い
場
合
に
は
自
分
が
死
ぬ

よ
り
女
を
殺
す
方
が
ま
し
だ
っ
た
と
い
ふ
よ
う
な
事
を
考
へ
た
。

気
持
の
上
で
負
け
て
自
分
を
殺
し
て
了
っ
た
善
良
な
性
質
の
従

弟
が
歯
が
ゆ
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
支
那
人
の
奇
術
を
つ
け

て
書
い
た
の
が
「
萢
の
犯
罪
」
で
あ
る
。
　
　
（
「
創
作
余
談
」
）

裏
切
り
の
行
為
を
と
っ
た
妻
と
の
生
活
は
、
萢
に
し
て
み
れ
ば
本
当

の
生
活
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
毎
日
を
た
だ
苛
々
し
た
気

持
ち
で
過
ご
し
て
い
る
。
事
件
前
日
に
は
「
殺
し
た
結
果
が
ど
う
な

ろ
う
と
そ
れ
は
今
の
問
題
で
は
な
い
。
牢
屋
へ
入
れ
ら
れ
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
も
牢
屋
の
生
活
は
今
の
生
活
よ
り
ど
の
位
い
い
か
知

れ
は
し
な
い
。
其
時
は
其
時
だ
。
其
時
に
起
る
こ
と
は
其
時
に
ど
う

に
で
も
破
っ
て
了
へ
ぽ
い
い
の
だ
」
　
（
「
萢
の
犯
罪
」
）
と
い
う
考
え

に
ま
で
す
す
む
。
志
賀
は
こ
こ
で
「
自
然
な
生
命
衝
動
に
よ
っ
て
起

こ
る
い
っ
さ
い
の
人
間
の
行
為
は
許
さ
れ
る
」
　
（
井
上
良
雄
）
と
こ

ろ
を
描
く
が
、
井
上
の
場
合
は
「
殺
し
た
結
果
」
が
背
後
姿
に
冷
た

く
重
い
何
か
を
背
負
わ
せ
て
生
き
る
男
に
し
て
し
ま
う
。
苑
の
よ
う

に
殺
し
て
し
ま
う
ま
で
の
と
く
と
く
と
し
た
内
情
の
吐
露
は
さ
せ
ず

に
、
た
っ
た
ひ
と
り
の
証
認
徳
次
を
し
て
「
ぶ
る
っ
と
身
振
い
」
さ

せ
、
彼
ま
で
も
孤
独
者
に
し
て
し
ま
う
く
だ
り
な
ど
は
い
か
に
も
井

上
ら
し
い
。
子
供
の
頃
覗
い
て
し
ま
っ
た
誘
び
た
鏡
の
よ
う
な
動
か

ぬ
水
に
は
す
で
に
そ
の
時
志
賀
で
い
う
な
ら
ば
「
罪
で
は
な
い
」
こ

と
を
犯
し
た
人
間
の
そ
の
後
の
姿
が
映
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

井
上
に
と
っ
て
「
傍
観
者
」
で
あ
り
「
孤
独
者
」
で
あ
る
こ
と
が
大

切
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
殺
人
さ
え
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
何

で
も
な
い
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
が
い
っ
そ
う
凍
る
ほ
ど
の
冷
た
さ
を

み
せ
る
。
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1
人
生
の
白
い
河
床
を
の
ぞ
き
見
た
中
年
の
孤
独
な
る
精
神

と
肉
体
の
双
方
に
、
同
時
に
し
み
入
る
や
う
な
重
量
感
を
捺
印

す
る
も
の
は
、
や
は
り
あ
の
磨
き
光
れ
る
一
箇
の
猟
銃
を
お
い

て
は
な
い
か
と
思
ふ
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詩
集
『
北
国
』
よ
り
「
猟
銃
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
と

私
は
ふ
と
、
あ
あ
、
あ
の
猟
人
の
よ
う
に
歩
き
た
い
と
思
う
こ

と
が
あ
る
。
ゆ
っ
く
り
と
、
静
か
に
、
冷
た
く
ー
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
説
「
猟
銃
」
）

こ
う
な
る
と
、
も
は
や
こ
の
「
孤
独
」
は
井
上
の
体
質
か
ら
来
る
も

の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
日
が
や
っ
て
来
た
ら
、
そ
の
比
良
に
登
っ
て
行
く
日
は
、

わ
し
に
と
っ
て
随
分
淋
し
い
日
だ
ら
う
な
と
、
わ
し
は
思
っ
た
。

な
ん
と
い
ふ
か
、
堪
ら
な
く
じ
っ
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
や
う
な
、

誰
に
語
っ
て
も
自
分
の
気
持
が
解
っ
て
貰
へ
な
い
や
う
な
ー
、

そ
う
、
孤
独
と
い
ふ
便
利
な
言
葉
が
あ
る
。
絶
望
と
い
っ
て
も

い
い
か
な
、
孤
独
、
絶
望
、
さ
う
、
こ
れ
だ
な
、
わ
し
は
大
体
、

こ
ん
な
し
ゃ
れ
た
青
っ
ち
ょ
ろ
い
言
葉
は
嫌
ひ
な
ん
だ
が
、
こ

の
言
葉
が
一
番
あ
の
時
の
気
持
を
言
ひ
現
わ
す
の
に
適
当
の
や

う
な
気
が
す
る
。
　
　
　
　
　
　
（
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」
）

こ
こ
に
も
や
は
り
井
上
が
常
に
求
め
る
「
孤
独
」
が
あ
る
。
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井
上
靖
は
戦
後
、
文
壇
で
最
も
読
者
層
の
広
い
作
家
の
一
人
と
し

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
魅
力
の
一
つ
は
彼
の
中
に
あ
る
「
孤

独
者
」
で
あ
ろ
う
。
　
「
猟
銃
」
や
「
闘
牛
」
「
比
良
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
」

な
ど
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
主
人
公
の

後
姿
は
ひ
ど
く
寂
し
い
。
猟
銃
を
か
つ
い
だ
中
年
男
の
背
後
姿
に
ひ

き
こ
ま
れ
た
「
私
」
が
、
そ
の
人
に
発
見
し
た
の
は
、
人
生
の
白
い

河
床
を
の
ぞ
き
み
た
孤
独
な
る
精
神
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
詩
「
猟

銃
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
」
も
そ
の
人
の
よ
う
に
歩
き
た
い
と
思

う
の
だ
。

生
き
も
の
の
命
断
つ
白
い
鋼
鉄
の
器
具
で
あ
の
よ
う
に
冷
た
く

武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
（
「
猟
銃
」
）

と
い
う
孤
独
を
か
か
え
た
人
物
が
井
上
靖
の
世
界
に
い
る
。
彼
ら
が
、

詩
集
『
北
国
』
に
「
私
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
　
「
私
」
の
凍
る
よ
う

な
後
姿
は
、
井
上
の
作
品
に
一
貫
し
て
深
い
孤
独
の
影
を
帯
び
た
人

物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
愛
す
る
女
の
死
を
横
に
な
が
め
な

が
ら
身
動
き
し
よ
う
に
も
で
き
な
い
で
い
る
男
で
あ
り
、
子
供
の
死

を
信
じ
ら
れ
ず
に
、
湖
を
見
よ
う
と
し
な
い
で
悲
し
む
父
親
（
「
星



と
祭
L
）
で
も
あ
る
。

　
救
い
よ
う
の
な
い
寂
し
い
人
間
を
描
き
な
が
ら
も
「
花
の
あ
る
岩

場
」
を
初
め
諸
々
の
作
品
が
、
作
品
と
し
て
は
暗
さ
だ
け
で
は
な
く
、

か
え
っ
て
淡
々
と
し
た
白
さ
を
読
者
に
与
え
る
の
は
’
井
⊥
靖
の
文

体
と
、
詩
的
で
あ
る
こ
と
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
、
太
宰
治
の
よ
う
な
作
家
を
想
い
浮
か

べ
る
時
、
は
っ
き
り
と
そ
の
色
調
の
ち
が
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
か
ら
、
井
上
の
場
合
む
し
ろ
癖
の
な
い
と
こ
ろ
、
体
臭
の
に
じ
み

出
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
を
持
と
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も

あ
る
。

あ
く
ま
で
色
の
つ
か
な
い
、
固
有
の
色
を
持
た
な
い
文
体
で
あ

ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
質
を
持
と
う
と
し
て
い

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
井
上
靖
の
文
体
」
）

と
い
う
林
巨
樹
の
言
葉
に
頷
か
ざ
る
を
得
な
い
。
固
有
の
色
を
持
た

な
い
の
は
、
井
上
の
小
説
の
文
章
で
あ
り
、
詩
で
あ
る
。
そ
ん
な
固

有
の
色
を
持
た
な
い
小
説
や
詩
の
ど
こ
に
人
々
は
魅
せ
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
第
一
に
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
の

資
質
と
、
第
二
に
は
新
聞
記
者
時
代
に
身
に
つ
け
た
文
章
作
法
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
佐
藤
春
夫
が
、

「
猟
銃
」
を
評
し
て

何
は
と
も
あ
れ
第
一
に
面
白
い
。
理
屈
な
く
面
白
い
に
相
違
な

い
。
ー
中
略
ー
小
説
の
面
白
さ
と
い
う
も
の
を
大
ぶ
ん
暫

く
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
我
国
で
そ
れ
を
久
し
ぶ
り
に
思
い
出

さ
せ
る
に
足
る
も
の
に
思
え
た
。

と
言
っ
た
り
、

井
上
靖
氏
の
小
説
作
品
は
、
戦
後
の
荒
廃
し
き
っ
た
わ
が
国
の

情
操
の
世
界
に
吹
き
入
っ
た
、
さ
わ
や
か
な
一
陣
の
微
風
で
あ

っ
た
。
　
　
　
（
新
潮
文
庫
「
あ
る
偽
作
家
の
生
涯
」
解
説
）

と
い
う
神
西
清
の
言
葉
を
み
て
も
、
井
上
が
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と

し
て
読
み
手
に
与
え
た
影
響
は
新
鮮
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
の
資
質
は
、
増
々
新
聞
記
者
と
し
て

の
仕
事
の
中
で
、
彼
の
内
面
に
培
わ
れ
て
い
っ
た
文
章
作
法
に
よ
っ

て
も
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
井
上
靖
の
書
く
詩
の
い
く
つ

か
を
読
む
と
、
そ
こ
に
詩
と
し
て
キ
ラ
リ
と
光
る
も
の
の
他
の
す
べ

て
が
、
過
去
に
彼
が
手
掛
け
た
に
ち
が
い
な
い
新
聞
記
事
の
特
色
を

そ
の
ま
ま
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
に
、
新
聞

記
者
時
代
に
獲
得
し
た
文
章
作
法
が
、
生
き
生
き
と
息
づ
い
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
北
国
』
の
中
の
「
人
生
」
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一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
こ
の
散
文
詩
で
の
、
詩
語
ら
し
い
用
語
は

「
－
私
は
突
如
語
る
ぺ
き
言
葉
を
喪
失
し
て
口
を
喋
ん
だ
。
人
生

へ
の
愛
情
が
か
つ
て
な
い
純
粋
無
比
の
清
例
さ
で
襲
っ
て
き
た
か
ら

だ
。
」
の
部
分
の
み
に
す
ぎ
な
い
。
あ
と
の
ほ
と
ん
ど
大
部
分
は
、

淡
々
と
し
た
叙
述
文
（
主
観
語
の
な
い
新
聞
記
事
そ
の
ま
ま
の
）
で

あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
詩
は
あ
る
種
の
衝
撃
を
与
え
る
。
最
初

か
ら
「
1
」
ま
で
は
、
表
面
さ
り
げ
な
く
世
の
常
の
自
然
の
あ
り

さ
ま
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
が
突
如
、
後
の
わ
ず
か
の
行
で
さ
し
示

す
隠
さ
れ
た
運
命
的
な
意
味
を
、
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
が
閃
く
よ
う
に

哲
示
さ
れ
、
人
に
戦
標
に
似
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
事
件
で
も
、
状
況
で
も
、

井
上
は
ま
こ
と
に
表
面
さ
り
げ
な
く
、
淡
々
と
描
写
し
た
り
叙
述
す

る
。
そ
れ
が
彼
の
文
体
の
基
調
を
な
し
て
お
り
、
か
な
り
主
情
的
な

散
文
詩
で
も
「
歌
う
」
こ
と
を
拒
絶
し
、
「
正
確
な
散
文
に
よ
っ
て

正
確
な
形
象
を
描
く
」
こ
と
を
自
ら
の
文
学
の
出
発
点
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
表
面
あ
く
ま
で
色
の
つ
か
な
い
、
固
有
の
色
を
持
た
な
い

文
体
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
前
出
の
林
巨
樹
は
、
井
上
靖
の
文
体
の
特
色
の
も
う
一
つ
に
、
河

盛
好
蔵
の
い
う
「
温
度
の
低
い
文
体
」
　
（
「
井
上
靖
論
」
）
を
挙
げ
て

い
る
。
「
猟
銃
」
の
よ
う
な
心
理
の
葛
藤
を
描
か
ざ
る
を
得
な
い
作

品
で
も
、
井
上
は
散
文
詩
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
文
章
で
書
い
て
い

る
。
人
物
の
内
面
描
写
や
自
然
描
写
の
場
面
で
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
さ
ら
り
と
し
た
格
調
は
、
い
つ
も
み
ご
と
な
均
質
性

を
保
ち
続
け
て
い
る
よ
う
だ
。
と
い
う
よ
り
は
、
均
質
性
を
保
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
色
調
、
音
色
を
保
と
う
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
温
度
の
低
い
文
体
と
は
、
ほ
と
ん
ど
書
き
手
の
熱
っ
ぽ
い
体

温
を
拒
む
こ
と
で
あ
っ
て
つ
ま
り
体
臭
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
て
う
に

井
上
靖
の
文
体
が
、
多
く
の
人
を
惹
き
つ
け
、
現
代
的
魅
力
を
持
つ

理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
「
花
の
あ
る
岩
場
」
は
、
短
編
な
が
ら
井
上
の
持
ち
味
が
充
分
生

か
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
お

も
し
ろ
さ
は
も
ち
ろ
ん
、
重
大
な
事
件
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
ど
こ
か

読
み
終
え
た
時
、
悲
槍
感
よ
り
も
さ
わ
や
か
さ
を
感
じ
る
。
辻
邦
夫

が
、
学
生
だ
っ
た
頃
井
上
靖
の
小
説
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
ど
、

「
ふ
ま
じ
め
な
も
の
を
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
」
と
見
も
知
ら
ぬ
女
性

に
本
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書

い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
井
上
の
小
説
の
危
険
性

を
教
え
て
く
れ
る
重
要
な
手
が
か
り
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
今
そ
の

「
ふ
ま
じ
め
」
と
い
う
意
味
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
彼
の
作
品
に
接

し
な
け
れ
ば
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
職
員
）
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