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大
平
野
の
中
で
、
吾
々
は
或
る
錯
覚
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
丘
陵
と
か
、
森
と
か
、
工
場
の
煤
煙
と
か

が
、
視
線
を
遮
る
こ
と
な
く
、
遙
か
に
地
平
線
ま
で
見
渡
せ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
視
線
に
対
す
る
抵
抗
物

が
平
野
の
上
に
何
も
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
地
平
線
の
彼
方
に
海
が
あ
る
よ
う
な
錯
覚
を
起
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
四
方
海
に
か
こ
ま
れ
た
陸
地
に
、
そ
し
て
常
に
視
線
に
対
す
る
抵
抗
物
の
多
い
陸
地
に
住
む
者

の
、
常
態
で
あ
ろ
う
。

　
河
北
大
平
野
に
は
、
処
々
に
村
落
が
あ
り
、
木
立
が
あ
る
。
然
し
そ
の
間
を
縫
っ
て
、
地
平
線
の
彼
方

へ
ま
で
展
望
が
開
け
て
い
る
。
四
方
八
方
に
そ
う
で
あ
る
。
謂
わ
ば
、
地
平
線
の
彼
方
へ
ま
で
通
じ
る
風

窓
が
、
大
地
の
上
に
八
方
に
開
け
て
い
て
、
そ
こ
に
は
視
線
に
対
す
る
抵
抗
物
が
何
一
つ
な
い
。

　
こ
の
大
地
の
一
点
に
立
つ
と
、
吾
々
に
は
、
地
平
線
の
彼
方
に
四
方
に
海
が
あ
る
よ
う
な
錯
覚
が
起
る
。

そ
し
て
こ
の
錯
覚
は
ひ
い
て
、
海
上
に
在
る
よ
う
な
感
覚
を
持
た
せ
る
。
地
球
が
円
い
も
の
だ
と
の
実
感

を
得
る
の
は
、
海
の
沖
合
に
在
る
時
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
大
平
野
に
在
る
時
も
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
平
野
に
は
、
至
っ
て
河
が
少
い
。
河
流
は
始
終
泥
土
を
運
ん
で
き
て
、
い
つ
し
か
水
が
涸

れ
れ
ば
、
河
床
は
高
く
、
橋
の
必
要
は
な
く
、
道
路
は
じ
か
に
河
床
を
通
っ
て
い
る
。
雨
期
に
大
雨
が
あ

れ
ば
、
水
は
地
面
を
掘
っ
て
自
由
な
通
路
を
作
り
、
や
が
て
平
野
の
上
に
氾
濫
す
る
。
些
少
の
低
地
や
温
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地
帯
に
は
、
長
く
停
滞
し
て
湖
水
の
面
影
を
な
す
。

　
こ
う
し
た
河
北
平
野
に
散
在
し
て
る
村
落
は
、
人
の
住
宅
と
い
う
よ
り
も
、
人
の
窖
と
か
巣
と
か
い
う

観
が
あ
る
。
少
し
ま
と
ま
っ
た
村
落
に
は
、
土
塀
を
め
ぐ
ら
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
は
流
賊
を
防
ぐ
た
め
も

あ
ろ
う
し
、
洪
水
を
防
ぐ
た
め
は
更
に
多
か
ろ
う
。
泥
と
煉
瓦
と
で
出
来
て
る
家
は
、
入
口
が
狭
く
、
窓

は
漸
く
外
光
を
取
入
れ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
幾
重
に
も
壁
が
あ
り
戸
口
が
あ
っ
て
、
先
ず
、
日
本
の

普
通
の
住
宅
の
板
塀
や
垣
根
や
袖
垣
や
壁
な
ど
を
、
全
部
土
塀
に
し
た
も
の
と
思
え
ば
よ
ろ
し
い
。
そ
し

て
藁
屋
根
の
上
に
は
草
が
生
え
、
瓦
屋
根
の
上
に
は
埃
が
た
ま
り
、
村
落
が
擁
す
る
僅
か
な
木
立
も
、
一

杯
埃
を
あ
び
て
い
る
。
風
の
あ
る
紅
塵
の
日
に
は
、
凡
て
の
も
の
が
息
を
ひ
そ
め
る
。
そ
れ
ら
の
村
落
を
、

例
え
ば
汽
車
の
窓
な
ど
か
ら
眺
む
れ
ば
、
塵
埃
を
か
ぶ
っ
て
地
面
の
中
に
も
ぐ
っ
て
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
窖
の
中
に
、
広
漠
た
る
平
野
を
蔽
い
つ
く
す
耕
作
力
が
ひ
そ
ん
で
お
り
、
一
輪
車
で
物
を
逓

送
す
る
汽
車
以
上
の
運
輸
力
が
ひ
そ
ん
で
お
り
、
豚
が
仔
を
産
み
、
鶏
が
孵
化
し
、
穀
物
の
袋
や
酒
の
甕

が
蓄
え
ら
れ
、
時
と
す
る
と
壁
に
貨
幣
が
塗
り
こ
め
ら
れ
、
人
の
子
が
次
々
に
生
れ
て
ゆ
く
。

　
村
落
の
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
大
地
か
ら
生
れ
出
る
無
尽
の
大
衆
と
い
う
も
の
に
ま
で
発
展
す
る
。
そ
れ

は
塵
埃
を
か
ぶ
っ
て
地
面
の
中
に
も
ぐ
っ
て
る
よ
う
だ
が
、
強
靭
旺
盛
な
生
活
力
を
内
に
包
蔵
し
て
い
る
。

　
然
し
な
が
ら
、
生
活
力
自
体
は
そ
の
ま
ま
で
は
精
神
力
と
は
な
ら
な
い
。
生
活
力
の
当
面
の
要
求
は
安
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居
楽
業
で
あ
り
、
精
神
的
に
は
他
か
ら
指
導
さ
れ
る
ま
ま
に
導
か
れ
る
。
北
支
の
治
安
工
作
は
先
ず
こ
の

水
準
に
於
て
な
さ
れ
て
る
現
状
で
あ
ろ
う
。
各
地
の
匪
賊
討
伐
は
、
軍
事
上
の
問
題
よ
り
も
寧
ろ
、
大
衆

の
安
居
楽
業
の
地
域
拡
大
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
華
北
交
通
会
社
に
よ
る
鉄
路
愛
護
村

の
組
織
は
、
鉄
道
運
輸
路
の
確
保
よ
り
も
、
沿
線
地
域
大
衆
の
安
居
楽
業
を
は
か
る
の
が
主
眼
と
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
云
え
、
各
地
で
行
わ
れ
て
る
耕
作
法
改
良
の
指
導
は
、
単
に
農
業
収
穫
の
倍
加
を
来
す
こ
と
以
外

に
、
精
神
的
の
意
味
を
や
が
て
持
つ
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
農
耕
に
於
て
も
、
技
術
の
獲
得
は
や
が
て
或

る
精
神
力
の
覚
醒
と
な
る
。
こ
の
覚
醒
の
方
向
が
問
題
で
あ
る
。
更
に
各
地
に
放
置
さ
れ
て
る
小
学
校
が

将
来
あ
ら
た
め
て
開
校
さ
れ
る
場
合
の
、
そ
の
教
育
方
針
は
一
層
重
大
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
新
た
な

東
洋
文
化
の
課
題
が
あ
り
、
こ
の
課
題
の
解
決
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
北
支
農
民
大
衆
の
生
活
力
は
精
神
的

に
向
上
も
し
よ
う
し
低
下
も
し
よ
う
。

　
た
だ
、
現
在
、
河
北
平
野
に
あ
る
村
落
が
、
塵
埃
を
か
ぶ
っ
て
地
面
に
も
ぐ
っ
て
る
に
比
べ
て
、
中
支

平
野
の
村
落
は
、
ず
っ
と
地
上
に
背
を
伸
し
て
い
る
し
、
そ
の
屋
背
の
曲
線
の
美
で
人
の
目
を
楽
し
ま
せ

る
も
の
も
多
い
。
こ
の
違
い
は
、
単
に
気
候
風
土
や
貧
富
の
差
に
依
る
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
人
の
住
居

の
形
態
は
、
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
抽
出
す
れ
ば
、
住
む
人
自
体
に
じ
か
に
つ
な
が
る
。
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こ
こ
で
目
を
転
じ
て
、
北
京
の
都
市
を
眺
め
て
み
よ
う
。

　
北
京
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
讃
美
が
な
さ
れ
た
。
将
来
も
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
観
賞
の
対
象

と
し
て
は
、
北
京
ほ
ど
多
く
の
も
の
を
持
っ
て
る
都
市
は
支
那
全
土
に
な
い
。

　
地
図
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
分
る
こ
と
で
あ
る
が
、
北
京
は
内
城
地
域
と
外
城
地
域
と
か
ら
な
り
、
内
城
の

中
央
に
、
そ
の
六
分
の
一
に
当
る
広
さ
の
旧
皇
城
が
あ
る
。
そ
し
て
旧
皇
城
の
中
に
、
旧
紫
金
城
の
殿
堂

が
聳
え
て
い
る
。
そ
の
黄
瓦
朱
壁
の
宏
壮
な
堂
宇
は
、
北
京
全
市
を
翼
下
に
納
む
る
の
概
が
あ
り
、
周
囲

に
広
い
公
園
地
帯
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
外
城
も
ま
た
広
大
な
植
林
地
の
な
か
に
、
天
壇
の
紫
瓦
朱
壁
の

堂
宇
が
聳
え
て
い
る
。
市
内
を
歩
い
て
、
少
し
く
視
野
の
き
く
処
に
出
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
が

す
ぐ
目
に
つ
く
。

　
こ
の
堂
宇
、
黄
金
色
の
甍
の
屋
翼
と
、
紫
色
の
甍
の
屋
翼
と
、
そ
れ
を
支
え
る
朱
柱
朱
壁
と
は
、
五
百

年
以
前
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
そ
の
勢
威
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
西
太
后
の
栄
華
を
誇
る
郊
外
万
寿
山
の

建
造
も
、
こ
の
勢
威
の
な
か
で
な
さ
れ
て
い
る
し
、
欧
米
資
本
に
よ
る
燕
京
大
学
や
輔
仁
大
学
の
建
物
も
、

こ
の
勢
威
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
天
壇
は
市
の
殷
賑
地
区
か
ら
遠
い
一
隅
に
あ
る
が
、
紫
金
城
は
市
の
中
央
に
あ
っ
て
、
そ
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の
周
囲
に
は
ま
た
至
る
と
こ
ろ
、
楽
し
い
散
歩
場
所
が
開
か
れ
て
い
る
。
中
央
公
園
の
柏
樹
の
木
影
に
は
、

無
数
の
卓
子
と
椅
子
と
が
並
ん
で
い
る
し
、
太
廟
の
柏
樹
の
林
に
は
、
野
生
の
鷺
が
群
れ
て
い
る
し
、
中

南
海
園
の
楊
柳
の
小
枝
は
、
広
い
蓮
池
の
周
辺
に
そ
よ
い
で
い
る
し
、
北
海
公
園
の
喇
嘛
の
白
塔
の
付
近

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
小
記
念
物
が
散
在
し
て
い
る
し
、
景
山
の
頂
か
ら
は
、
全
市
の
大
観
が
指
呼
の
う
ち

に
望
み
得
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
地
域
を
中
心
に
し
て
、
市
の
街
路
は
東
西
か
南
北
か
の
方
向
に
整
然
と
開
か
れ
、
大
通
り
に

は
槐
の
並
木
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
整
然
た
る
街
衢
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
落
着
い
た

平
穏
な
相
貌
を
示
し
て
い
る
。
目
貫
の
大
通
り
た
る
王
府
井
大
街
に
東
安
市
場
が
あ
る
の
も
、
少
し
も
不

思
議
に
思
わ
れ
ず
、
そ
の
雑
沓
は
百
貨
店
内
の
そ
れ
に
似
寄
っ
て
、
而
も
上
海
の
百
貨
店
内
の
よ
う
な
喧

騒
さ
は
持
た
な
い
。
前
門
外
の
老
舗
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
豪
華
な
商
品
が
豊
富
に
並
ん
で
い
る
が
、

店
員
の
み
い
て
客
の
姿
は
め
っ
た
に
見
え
な
い
。
琉
璃
廠
の
骨
董
店
は
、
狭
い
店
先
か
ら
次
々
に
小
室
が

続
い
て
そ
の
奥
が
知
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
一
室
毎
に
店
員
が
戸
を
開
い
て
電
灯
を
つ
け
て
く
れ
る
。
天

橋
の
貧
民
街
や
安
物
市
場
に
あ
っ
て
も
、
目
に
つ
く
の
は
人
間
の
群
と
い
う
よ
り
も
人
影
の
群
で
あ
る
。

固
有
の
料
理
法
や
各
地
の
料
理
法
を
伝
え
紹
興
老
酒
の
古
甕
を
備
え
て
る
料
理
屋
も
、
上
海
や
南
京
の
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
済
南
の
そ
れ
よ
り
も
一
層
人
声
が
少
く
、
然
し
客
は
多
い
。
京
劇
の
芝
居
は
大
抵
満
員
で
、

7



よ
い
座
席
は
な
か
な
か
取
れ
な
い
。
各
国
使
館
地
域
は
ひ
っ
そ
り
し
て
い
て
、
番
兵
の
表
情
は
、
上
海
や

天
津
に
於
け
る
よ
う
な
鋭
さ
が
な
い
ば
か
り
か
、
至
っ
て
退
屈
げ
で
あ
る
。
夜
間
は
門
扉
を
閉
し
て
し
ま

う
城
壁
も
、
南
京
の
そ
れ
の
よ
う
な
厳
し
さ
は
持
た
な
い
。
こ
の
北
京
の
秋
は
、
世
界
一
の
も
の
と
云
わ

れ
て
い
る
。
然
し
そ
れ
は
、
も
の
静
か
な
秋
で
、
支
那
第
一
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
好
晴
な
日

が
続
く
故
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
く
風
の
日
に
は
、
や
は
り
埃
が
舞
い
立
ち
、
人
の
靴
は
白
く

な
り
、
喉
は
か
ら
か
ら
に
な
る
。
そ
れ
が
、
春
頃
の
紅
塵
万
丈
の
日
に
は
、
濃
霧
以
上
に
視
界
を
遮
り
、

自
動
車
は
停
止
す
る
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
斯
か
る
都
市
を
、
如
何
に
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
豊
富
に
し
っ
く

り
と
抱
擁
し
て
る
都
市
、
そ
し
て
中
央
に
輪
奐
の
美
を
誇
る
幾
多
の
殿
堂
が
聳
え
、
楽
し
い
遊
歩
場
が
広

く
展
べ
ら
れ
て
る
都
市
、
そ
れ
は
観
賞
の
対
象
と
し
て
は
実
に
高
価
で
あ
る
が
、
近
代
都
市
の
観
念
か
ら

見
れ
ば
、
そ
の
機
能
に
何
か
欠
け
た
も
の
或
は
鈍
っ
た
も
の
が
感
ぜ
ら
る
る
。
全
体
の
雰
囲
気
に
は
、
恐

ら
く
今
次
事
変
の
影
響
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
都
市
の
生
理
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
個
の
批
評
も
成

り
立
と
う
。

　
北
京
の
イ
メ
ー
ジ
を
延
長
し
て
ゆ
く
時
、
或
る
人
間
像
が
眼
に
浮
ぶ
。
教
養
も
あ
り
富
有
で
も
あ
り
、

そ
の
上
、
古
い
文
化
的
伝
統
と
社
会
的
伝
統
と
を
身
に
つ
け
て
る
人
々
、
そ
し
て
今
は
静
か
な
余
生
を
楽

8北京・青島・村落



し
ん
で
る
人
々
、
そ
う
し
た
人
間
像
な
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
支
那
の
上
層
階
級
に
も
見
る
。

　
茲
に
い
う
上
層
階
級
と
は
、
支
那
流
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
成
り
上
り
の
軍
閥
の
属
を
指
す
の
で
は

な
い
。
古
来
支
那
で
は
官
吏
は
一
流
の
文
化
人
で
あ
っ
た
。
地
方
の
土
豪
劣
紳
に
も
、
都
市
の
老
舗
に
も
、

学
府
の
長
老
に
も
、
こ
の
文
化
人
の
後
裔
は
多
く
、
そ
の
伝
統
は
濃
い
。
彼
等
は
好
人
兵
に
劣
ら
ず
と
い

う
感
懐
を
持
ち
、
成
り
上
り
の
軍
閥
に
対
す
る
反
感
も
強
い
。
然
し
政
治
的
に
は
既
に
無
力
で
あ
り
、
或

は
逃
避
し
て
、
僅
か
な
民
心
の
信
望
を
楽
し
み
に
、
静
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
等
の
思
想

の
根
底
に
は
、
支
那
人
は
結
局
支
那
の
伝
統
に
立
還
る
と
い
う
信
念
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
支
那
の
伝
統

と
は
、
見
方
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
漠
然
と
支
那
的
性
格
と
い
う
ほ
ど
の
も
の

と
な
る
。

　
支
那
的
性
格
と
い
う
も
の
は
、
固
定
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
新
た
な
発
展
を
な
し
得
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
ま
た
、
新
東
洋
文
化
に
つ
い
て
の
一
問
題
が
あ
る
。

　
支
那
人
と
個
人
的
に
交
際
す
る
時
、
大
抵
の
日
本
人
は
、
こ
ち
ら
が
ま
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
殊
に

は
、
前
述
の
意
味
の
上
層
階
級
の
人
々
と
交
際
す
る
時
、
大
抵
の
日
本
文
化
人
は
ま
い
っ
て
し
ま
う
。
何

か
し
ら
文
化
的
な
社
会
的
な
修
練
の
乏
し
さ
が
、
自
分
の
う
ち
に
意
識
さ
れ
る
。
こ
の
意
識
は
重
要
な
反

省
の
種
と
は
な
る
が
、
然
し
そ
れ
に
負
け
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
打
勝
つ
だ
け
の
別
個
の
も
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の
を
所
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
支
那
の
若
い
イ
ン
テ
リ
層
は
、
自
分
の
問
題
と
し
て
、
己
が
民
族
の

問
題
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
彼
等
は
、
私
が
前
に
描
き
出
し
た
人
間
像
に
対
し
て
、

或
は
厳
し
い
眼
を
向
け
、
或
は
優
し
い
眼
を
向
け
る
。

　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
こ
で
ま
た
、
青
島
の
都
市
に
飛
ぼ
う
。

　
青
島
は
、
都
市
の
な
か
で
の
ハ
イ
カ
ラ
な
イ
ン
テ
リ
青
年
で
あ
る
。
煉
瓦
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
赤
瓦
と

の
建
物
、
鋪
装
し
つ
く
さ
れ
た
街
路
、
ア
カ
シ
ア
や
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
並
木
、
支
那
に
は
珍
ら
し
い
青
澄
な

海
と
美
し
い
砂
浜
、
苦
心
の
植
林
に
よ
る
こ
ん
も
り
と
茂
っ
た
小
山
、
凡
て
が
若
々
し
く
、
知
的
な
眼
を

輝
か
し
て
い
る
。

　
港
へ
船
が
は
い
る
前
、
海
上
か
ら
眺
め
る
※
山
の
姿
は
絶
勝
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
が
こ
の
頂
か
ら
、

海
の
彼
方
の
蓬
莱
島
の
不
老
不
死
の
霊
薬
を
偲
ん
だ
と
い
う
伝
説
に
、
如
何
に
も
ふ
さ
わ
し
い
山
容
で
あ

る
。
こ
の
右
手
の
※
山
に
対
し
て
、
左
手
に
も
相
似
形
の
大
珠
山
が
聳
え
て
い
る
。
ま
た
、
汽
車
で
青
島

か
ら
出
発
す
る
時
、
車
窓
か
ら
見
え
る
膠
州
湾
内
の
帆
形
は
微
笑
ま
し
い
。
そ
し
て
飛
行
機
上
か
ら
眺
む

れ
ば
、
青
島
は
た
だ
赤
一
色
の
町
で
あ
る
。

　
青
島
全
体
が
半
島
の
先
に
の
っ
か
っ
て
い
る
。
半
島
の
中
央
の
小
山
は
公
園
で
あ
り
、
半
島
の
幾
つ
も
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の
岬
も
公
園
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
公
園
を
つ
な
い
で
、
海
岸
か
ら
小
山
へ
か
け
て
、
自
動
車
を
走
ら
せ
る

の
も
よ
く
、
馬
車
を
駆
る
の
も
よ
い
。
そ
し
て
片
脇
に
大
小
の
港
を
か
か
え
、
背
後
に
ま
と
ま
っ
た
工
場

地
帯
を
控
え
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
よ
る
こ
の
都
市
経
営
以
来
、
更
に
広
大
な
都
市
計
画
が
立
て
ら
れ
、
洋

風
赤
瓦
の
建
築
法
が
一
律
に
守
ら
れ
て
い
る
。
上
海
の
新
た
な
新
市
街
計
画
も
、
ま
た
済
南
の
そ
れ
も
、

恐
ら
く
こ
れ
ほ
ど
整
然
と
は
ゆ
く
ま
い
。

　
青
島
に
は
美
し
い
海
が
あ
る
か
ら
、
湖
水
も
沼
も
い
ら
な
い
。
だ
が
、
汽
車
と
船
と
が
あ
る
か
ら
、
電

車
が
い
ら
な
い
と
は
云
え
ま
い
。
然
し
今
の
と
こ
ろ
、
電
車
が
な
い
の
は
却
っ
て
騒
音
が
な
く
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
ほ
ど
で
は
あ
る
が
、
馬
車
や
洋
車
は
こ
の
都
市
で
は
変
に
古
風
に
見
え
る
。
競
馬
場
や
ゴ
ル
フ

場
は
甚
だ
立
派
で
あ
り
、
映
画
館
も
小
意
気
で
あ
る
が
、
よ
い
馬
は
な
く
、
ゴ
ル
フ
の
球
は
飛
ぶ
こ
と
少

く
、
フ
ィ
ル
ム
は
古
く
、
演
劇
の
見
る
べ
き
も
の
は
全
く
な
い
。
支
那
料
理
屋
は
甚
だ
少
く
、
そ
の
数
少

い
料
理
屋
も
、
他
の
都
会
の
も
の
に
比
べ
て
料
理
が
ま
ず
く
、
老
酒
は
お
も
に
即
墨
の
地
酒
で
あ
る
。
北

京
の
よ
う
に
公
許
の
阿
片
喫
煙
所
は
な
い
が
、
平
庚
五
里
の
遊
里
は
な
か
な
か
明
朗
で
あ
る
。
山
東
産
業

館
は
規
模
は
小
さ
い
が
、
こ
の
種
の
科
学
的
な
大
衆
的
施
設
は
他
の
都
市
に
は
あ
ま
り
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
都
市
は
ま
だ
若
く
、
支
那
的
特
殊
な
も
の
に
乏
し
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
却
っ
て
、
支
那
で
は
こ
の

都
市
の
特
殊
性
と
な
る
。
ド
イ
ツ
が
こ
れ
を
建
設
し
た
当
時
、
土
民
の
乞
い
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
と
い
う
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旧
衙
門
と
天
后
宮
と
だ
け
が
、
旧
支
那
式
建
設
で
あ
っ
て
、
他
は
悉
く
近
代
建
築
で
あ
る
。
風
光
の
美
も

そ
れ
に
加
わ
っ
て
、
何
と
な
く
知
性
的
な
眼
を
見
開
い
て
る
感
じ
が
す
る
。

　
こ
の
感
じ
は
、
近
代
思
想
に
眼
覚
め
た
支
那
青
年
を
思
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
、
青
島
市
が
建
設
さ
れ
て

る
素
材
は
支
那
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
様
式
は
外
国
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
支
那
の
若
い
イ

ン
テ
リ
青
年
に
於
て
も
、
果
し
て
そ
う
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
青
島
に
は
、
民
族
資
本
の
ね
て
い
る
も
の
が

今
の
と
こ
ろ
二
億
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
そ
れ
は
上
海
や
天
津
に
比
べ
て
は
ご
く
小
額
で
は
あ
る
が
、
然
し

青
島
と
し
て
は
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
支
那
の
若
い
イ
ン
テ
リ
青
年
の
う
ち
に
は
果
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
民

族
資
本
が
ね
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
支
那
の
民
族
遊
資
を
引
出
す
こ
と
が
、
経
済
工
作
の
一
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
支
那
の
精
神
的

遊
資
を
引
出
す
こ
と
が
、
文
化
工
作
の
一
問
題
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
遊
資
引
出
し
は

共
同
経
営
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
文
化
工
作
は
文
化
的
共
働
を
意
図
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
共
働
の
目
標
は
新
東
洋
文
化
の
確
立
に
あ
る
。

　
た
だ
、
支
那
の
イ
ン
テ
リ
青
年
は
、
そ
の
大
多
数
が
奥
地
へ
遁
入
し
、
残
っ
た
少
数
も
多
く
は
野
に
ひ

そ
ん
で
い
る
。
北
京
に
ひ
そ
ん
で
い
る
者
が
、
如
何
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
と
の
問
い
に
、
学
生
を
除
い
て
、

ま
ず
三
四
十
人
は
い
る
だ
ろ
う
と
或
人
は
答
え
た
。
上
海
に
は
少
し
多
く
い
る
だ
ろ
う
。
青
島
に
は
幾
人
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も
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
じ
か
に
つ
な
が
る
青
島
に
、
幾
人
も
い
な
い
こ
と
は
、
青
島
の
た

め
に
淋
し
い
。
然
し
、
景
色
も
よ
く
気
候
も
よ
い
青
島
の
こ
と
と
て
、
此
処
に
文
化
施
設
を
盛
ん
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
私
の
イ
メ
ー
ジ
は
案
外
実
際
的
な
も
の
と
な
り
、
新
た
な
文
化
の
発
祥
地
の
一
つ
と
な

る
か
も
知
れ
な
い
。

　
北
支
の
村
落
と
北
京
と
青
島
と
に
つ
い
て
、
私
は
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。
支
那
を

考
え
る
こ
と
は
、
ま
た
こ
の
三
つ
を
同
時
に
考
え
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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