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修
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０
、「
安
全
週
間
」（
一
九
三
九
年
）

瀧
口
修
造
の
詩
と
短
文
に
写
真
を
組
み
合
わ
せ
た
フ
ォ
ト
エ
ッ
セ

イ
「
安
全
週
間
」
は
、
一
九
三
九
（
昭
一
四
）
年
美
術
雑
誌
「
ア
ト

リ
エ
」
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
雑
誌
後
記
に
よ
る
と
、
写
真
は

「
深
川
、
江
戸
川
、
城
東
の
各
区
」
に
お
い
て
ア
ト
リ
エ
編
集
部
が

撮
影
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
安
全
週
間
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ト
の
画
家
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
『
慈
善
週
間

ま
た
は
七
大
元
素
』（
一
九
三
四
年
）
が
響
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
瀧
口
の
「
安
全
週
間
」
は
い
わ
ゆ
る
《
海
抜
０

メ
ー
ト
ル
地
帯
》
と
呼
ば
れ
た
東
京
都
の
東
側
の
地
域
、
荒
川
と
墨

田
川
に
挟
ま
れ
た
工
場
地
帯
が
舞
台
と
な
っ
た
エ
ッ
セ
イ
で
、
諧
謔

を
テ
ー
マ
と
し
た
エ
ル
ン
ス
ト
と
の
共
通
性
は
見
出
せ
な
い
。
あ
る

と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
絵
（
慈
善
週
間
）
と
写
真
（
安
全
週
間
）
に

詩
や
短
文
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
安
全
週
間
」
全
体
の
構
成
は
、
一
九
二
八
（
昭
三
）
年
に
労
働

災
害
防
止
活
動
を
推
進
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
《
全
国
安
全
週

間
》
を
題
材
に
し
て
、
都
内
の
墨
田
区
、
江
東
区
付
近
の
工
場
地
帯

で
撮
影
さ
れ
た
六
葉
の
写
真
、
そ
れ
に
「
化
学
的
な
土
」「
家
」「
無

題
」「
近
代
影
像
」
と
題
さ
れ
た
瀧
口
の
文
章
が
四
篇
付
さ
れ
て
い

る
。
撮
影
さ
れ
た
対
象
は
、
汚
染
さ
れ
た
水
、
水
害
で
水
没
し
た
家

屋
、
廃
棄
さ
れ
た
鉄
の
部
品
な
ど
で
、
具
体
的
な
地
名
を
挙
げ
た
う

え
で
の
記
録
性
の
高
い
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
詩
の
中
で
も
、

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
詩
人
瀧
口
の
作
品
と
し
て
も
稀
な
も
の
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だ
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
フ
ォ
ト
エ
ッ
セ
イ

は
当
時
表
面
化
し
て
き
た
環
境
問
題
の
、
一
種
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と

し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
瀧
口
の
文
は
問
題
を

提
起
す
る
た
め
の
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
書
か
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
瀧
口
の
言
葉
は
汚
染
の
事
実
を
示
す
だ
け
で
、
そ
こ

に
警
告
や
宣
伝
の
意
図
な
ど
は
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
決
定
的
に
欠

如
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
安
全
週

間
」
は
主
題
が
明
確
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
掲
載
の
意
図
や
趣
旨
が

や
や
不
明
瞭
で
、
実
際
の
と
こ
ろ
瀧
口
は
こ
の
六
葉
の
写
真
と
と
も

に
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の

で
あ
る
。
今
回
の
論
考
で
は
具
体
的
に
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
き
な

が
ら
、
そ
の
疑
問
が
生
じ
る
理
由
を
探
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。

１
、「
安
全
週
間
」
の
構
成
と
そ
の
背
景

「
安
全
週
間
」
は
四
部
構
成
で
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
な
の
で
、
詳
し

く
検
証
し
た
い
。

１
、「
化
学
的
な
土
」・
瀧
口
の
短
文
と
三
葉
の
写
真
。
写
真
は
無

タ
イ
ト
ル
で
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
に
汚
染
さ
れ
た
水
面
、
石
炭

の
山
、
化
学
物
質
が
浮
い
た
土
の
表
面
？

２
、「
家
」・
瀧
口
の
短
文
、
水
没
し
た
家
屋
の
写
真
二
葉
。

３
、「
無
題
」・
瀧
口
の
詩
、
石
炭
殻
の
写
真
一
葉
。

４
、「
近
代
影
像
」・
瀧
口
の
短
文
、
工
場
の
煙
突
を
背
景
に
し
た

鉄
屑
の
写
真
一
葉
。

全
体
と
し
て
は
、
瀧
口
自
身
が
実
際
に
取
材
し
た
と
推
察
で
き
る

部
分
も
あ
る
が
、
写
真
を
見
な
が
ら
考
え
た
事
柄
を
述
べ
る
方
法
を

取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
最
初
の
「
化
学
的
な
土
」
は
導
入
部
の

役
目
も
果
た
し
て
お
り
、「
安
全
週
間
」
の
舞
台
と
な
っ
た
汚
染
の

ピ
ト
レ
ス
ク

フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク

進
む
工
場
地
域
は
「
絵
画
的
」
で
は
な
く
「

写
真
的
」
な
風
景
を

醸
し
、「
美
醜
の
意
識
は
無
価
値
に
等
し
い
」
場
所
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
つ
ま
り
塵
埃
の
工
場
地
帯
の
前
で
は
印
象
派
の
画
家
モ
ネ
の

作
品
が
時
代
遅
れ
の
「
貴
族
趣
味
」
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と

い
い
、
モ
ネ
の
睡
蓮
の
絵
と
汚
染
さ
れ
た
水
の
写
真
の
比
較
を
し
て

い
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
印
象
派
の
描
く
「
光
」
に
感
動
す
る
こ
と

は
な
く
な
り
、
私
た
ち
は
カ
メ
ラ
が
写
し
取
っ
た
物
体
の
映
像
に

「
亢
奮
」
す
る
、
す
な
わ
ち
現
代
は
「
物
質
的
な
圧
力
の
圏
内
」
に

入
っ
て
い
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
。

次
に
、
そ
の
定
義
の
も
と
、
撮
影
現
場
と
な
っ
た
江
東
地
区
を
訪

れ
る
と
「
地
図
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
地
形
に
差
し
か
ゝ
る
」
と
驚

き
、
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た
ゞ
安
全
週
間
の
日
に
来
合
せ
る
な
ら
ば
、
コ
バ
ル
ト
の
中
に

染
め
ぬ
い
た
白
十
字
の
表
象
旗
が
静
か
に
翻
つ
て
ゐ
る
の
を
見

出
す
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
こ
の
地
帯
の
唯
一
の
心
理
学
的
象
徴

で
あ
る
。
砲
弾
の
中
を
駆
け
め
ぐ
る
赤
十
字
紋
章
の
や
う
に
刺

激
的
で
は
な
い
が
。
（「
化
学
的
な
土
」）

と
、
こ
の
地
域
で
《
安
全
週
間
》
を
示
す
の
は
「
白
十
字
の
表
象

旗
」
の
み
で
、
そ
れ
が
「
唯
一
の
心
理
学
的
象
徴
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、
瀧
口
は
「
安
全
週
間
」
と
同
年
に
上
映
さ

れ
た
、
長
塚
節
の
小
説
を
原
作
と
し
た
映
画
『
土
』
の
話
題
に
触
れ

て
い
る
。
小
説
『
土
』
は
一
九
一
二
（
明
四
五
）
年
出
版
。
映
画
は

日
活
多
摩
川
の
制
作
で
監
督
は
内
田
吐
夢
。
当
時
の
映
画
評
で
は
あ

ま
り
良
い
評
価
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
、
瀧
口
も
そ
れ
を
踏
ま
え
な

が
ら
、こ

の
物
語
が
物
質
と
し
て
の
土
と
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い

と
こ
ろ
に
、
そ
の
映
画
化
は
意
義
を
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

主
人
公
の
心
理
過
程
は
こ
の
映
画
の
大
主
題
で
あ
る
土
を
精
密

に
反
射
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
も
つ
と
強
く
人
間
性
を
象
徴
し
、

あ
の
単
調
さ
を
破
る
事
が
出
来
た
か
も
知
れ
な
い
。
（「
化
学

的
な
土
」）

と
、
映
画
で
は
タ
イ
ト
ル
の
《
土
》
の
物
質
感
を
強
調
す
べ
き
で

あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
象
徴
と
し
て
の
《
旗
》
や

《
土
》
な
ど
物
質
性
の
強
調
を
訴
え
る
の
は
、
瀧
口
自
身
の
オ
ブ

ジ
ェ
観
の
反
映
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
芸
術
論
「
物
体
の
位
置
」

（
一
九
三
八
年
）
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
オ
ブ
ジ
ェ
の
概
念
を
ま

と
め
た
論
考
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
瀧
口
は

特
殊
な
風
景
（
そ
れ
は
岩
で
あ
ろ
う
と
、
山
で
あ
ろ
う
と
）
に

直
面
し
て
感
ず
る
説
明
し
が
た
い
不
思
議
な
顫
慄
も
、
詩
的
な

マ

マ

対
称
が
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
喚
び
覚
す
捕
捉
し
が
た
い
昂
揚
感

も
、
究
極
に
お
い
て
、
オ
ブ
ジ
ェ
の
潜
在
的
内
容
の
作
用
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
、
こ
う
し
た
物
体
的
認
識
の
再
開
発
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（「
物
体
の
位
置
」）

と
、
物
質
と
は
人
の
感
覚
や
心
理
に
働
き
か
け
る
無
言
の
力
を
有
す

る
も
の
で
、
そ
の
潜
在
的
な
力
を
逆
に
利
用
す
る
の
が
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
の
オ
ブ
ジ
ェ
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
物

質
と
し
て
の
《
土
》
を
象
徴
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
映
画
の
主
題
性

が
強
調
さ
れ
る
、
と
す
る
瀧
口
の
批
評
は
当
然
導
き
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
た
だ
気
を
つ
け
た
い
の
は
、
そ
れ
は
決
し
て
《
風
土

性
》
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
物�

質�

と�

し�

て�

の�
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《
土
》
の
強
調
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

ま
た
瀧
口
は
「
物
体
の
位
置
」
で
オ
ブ
ジ
ェ
の
機
能
を
八
項
目
に

わ
た
っ
て
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
自
然
の
オ
ブ
ジ
ェ
」

「
発
見
さ
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
」「
災
害
の
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
い
う
も
の
が
あ

り
、
こ
れ
は
自
然
界
に
存
在
す
る
物
質
全
般
を
指
す
。
偶
然
に
拾
得

さ
れ
た
り
、
噴
火
な
ど
の
大
き
な
自
然
災
害
、
大
火
な
ど
に
よ
っ
て

変
形
し
た
物
体
や
遺
物
、
つ
ま
り
人
為
的
、
人
工
的
な
創
作
物
で
な

い
も
の
も
オ
ブ
ジ
ェ
の
概
念
に
当
て
は
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
見

て
い
く
と
「
安
全
週
間
」
は
、
瀧
口
が
六
葉
の
写
真
す
な
わ
ち
六
つ

の
オ
ブ
ジ
ェ
の
写
真
を
見
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
イ
メ
ー

ジ
を
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で

き
る
。

二
番
目
の
「
家
」
で
は
、
水
没
し
た
家
の
写
真
が
瀧
口
の
幼
少
期
、

富
山
時
代
の
洪
水
の
記
憶
を
甦
ら
せ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

私
も
子
供
の
頃
、
真
夜
中
に
水
太
鼓
を
聞
き
な
が
ら
眠
つ
た
記

憶
が
あ
る
。
翌
朝
眼
が
覚
め
る
と
床
下
に
ひ
た
ひ
た
と
水
が
来

て
ゐ
る
こ
と
も
稀
れ
で
は
な
か
つ
た
。
童
心
に
は
し
か
し
年
中

行
事
の
や
う
な
懐
し
さ
を
覚
え
た
も
の
で
あ
る
。
水
の
妖
精
、

河
童
が
床
の
間
に
座
つ
て
ゐ
た
、
な
ど
と
い
う
擬
似
記
憶
ら
し

い
も
の
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
蘇
つ
て
く
る
。（
中
略
）
こ
れ

ら
の
黝
ん
だ
屋
根
の
い
ら
か
ほ
ど
、
私
に
家
の
印
象
を
強
く
与

へ
た
も
の
は
な
か
つ
た
。
（「
家
」）

瀧
口
の
出
身
地
富
山
県
富
山
市
は
、
立
山
連
峰
か
ら
市
中
を
流
れ

富
山
湾
に
注
ぐ
常
願
寺
川
、
神
通
川
な
ど
の
氾
濫
に
よ
り
水
害
が
多

く
、
戦
前
ま
で
は
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
被
害
の
で
た
地
域
で
あ
っ
た
。

瀧
口
に
は
こ
の
「
家
」
以
外
に
幼
少
期
の
洪
水
に
触
れ
た
詩
や
文
が

存
在
し
な
い
よ
う
で
、
そ
の
点
に
お
い
て
め
ず
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

三
番
目
の
「
無
題
」
と
は
無
タ
イ
ト
ル
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

無
題
と
題
さ
れ
た
詩
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
夢
の
や
う
に
無
題
で
あ
っ
た

★

誰
が
夢
の
通
路
を
検
証
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

星
で
さ
へ
そ
の
擦
過
傷
を
一
瞬
に
し
て
も
み
消
す
で
は
な
い
か
。

た
ゞ
生
命
だ
け
が
ふ
と
こ
ん
な
場
所
に
忘
れ
も
の
を
す
る
の
で

あ
る
。

岸
壁
の
上
に
、
柔
軟
な
動
物
達
の
生
態
を
素
描
し
た
原
始
人
の

芸
術
。
化
石
の
芸
術
。

石
炭
殻
の
上
に
描
か
れ
た
雨
後
の
芸
術
。

（「
無
題
」）

こ
の
最
終
行
で
「
石
炭
殻
の
上
に
描
か
れ
た
雨
後
の
芸
術
」
と
あ

る
よ
う
に
、
詩
に
添
え
ら
れ
た
写
真
は
雨
の
降
っ
た
あ
と
の
石
炭
殻
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を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
が

偶
然
に
描
い
た
題
の
な
い
芸
術
の
よ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
の
「
近
代
影
像
」
で
は
、
か
つ
て
瀧
口
自
身
が
羽
田

の
航
空
会
社
で
目
撃
し
た
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
、
ダ
グ
ラ
ス
社
製
の

飛
行
機
の
残
骸
に
つ
い
て
触
れ
、
こ
れ
を
「
生
々
し
い
同
時
代
的
古

典
」
と
定
義
し
、「
古
め
か
し
い
古
典
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
廃
墟
や
彫
刻
と
比
較
し
て
い
る
。
古
典
、
と
い
う
の
は
、

新
旧
を
問
わ
ず
、
壊
れ
る
な
ど
し
て
用
を
為
さ
な
く
な
っ
た
も
の
を

表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
瀧
口
は
古
代
の
彫
刻
や
建
築
の

よ
う
に
、
作
ら
れ
た
当
時
は
真
新
し
か
っ
た
も
の
が
長
い
時
間
の
経

過
に
よ
り
廃
墟
に
な
っ
て
い
く
様
子
を
早
回
し
で
、
あ
る
い
は
反
対

に
、
機
械
科
学
の
発
達
に
よ
り
瞬
時
に
し
て
破
壊
さ
れ
る
物
体
の
そ

の
過
程
を
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
で
見
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
そ
の
ど

ち
ら
に
お
い
て
も
「
強
暴
な
時
間
の
現
実
性
」
に
震
え
る
で
あ
ろ
う
、

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
文
末
で
は
、
こ
の
「
近
代
影
像
」
の
な
か

ト

ロ

フ

ェ

の
「
戦
利
品
」
の
よ
う
に
積
ま
れ
た
鉄
く
ず
の
写
真
、
す
な
わ
ち

「
同
時
代
的
古
典
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
鉄
く
ず
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
「
現

代
影
像
の
モ
ニ
ュ
マ
ン
」
で
あ
り
、
そ
の
モ
ニ
ュ
マ
ン
か
ら
瀧
口
は

「
生
々
し
い
古
代
人
の
足
音
を
耳
に
し
た
」
と
締
め
く
く
る
。
鉄
く

ず
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
現
代
の
記
念
碑
、
遺
物
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導

か
れ
る
の
だ
が
、
た
だ
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
《
空
耳
》
や
《
錯
覚
》

で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
「
安
全
週
間
」
は
終
わ
る
。

以
上
、
四
章
あ
る
「
安
全
週
間
」
は
、「
化
学
的
な
土
」
と
「
近
代

影
像
」
に
瀧
口
独
自
の
芸
術
観
が
示
さ
れ
て
お
り
、「
家
」「
無
題
」

で
は
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
自
由
な
連
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
二

部
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
次
に
こ
の
「
安
全
週
間
」
の
背
景
に
あ
る
問
題
だ
が
、
二
、

三
念
頭
に
お
い
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

ま
ず
当
時
、
東
京
や
神
奈
川
の
東
京
湾
付
近
に
作
ら
れ
た
化
学
工
場

な
ど
か
ら
流
れ
る
工
場
廃
水
が
多
摩
川
や
湾
内
を
汚
し
、
深
刻
な
社

会
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
江
東
地
区
で
は
、

工
場
地
帯
と
し
て
発
達
す
る
一
方
で
工
場
用
水
の
確
保
の
た
め
地
下

水
が
汲
み
上
げ
ら
れ
た
結
果
、
地
盤
沈
下
が
進
み
台
風
な
ど
に
よ
る

水
害
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
「
安
全

週
間
」
が
雑
誌
「
ア
ト
リ
エ
」
に
掲
載
さ
れ
た
年
の
前
年
、
一
九
三

八
年
九
月
一
日
に
は
、
東
京
を
台
風
が
直
撃
し
て
家
屋
の
倒
壊
が
相

次
ぎ
、
江
東
地
区
を
中
心
に
大
き
な
浸
水
の
被
害
、
疫
痢
な
ど
が
発

生
し
た
。

ま
た
、
同
年
八
月
二
四
日
に
は
羽
田
飛
行
場
（
現
・
羽
田
空
港
）

か
ら
出
発
し
た
二
機
の
民
間
機
が
空
中
で
衝
突
し
て
、
大
森
の
住
宅

地
に
墜
落
、
炎
上
し
、
付
近
の
住
人
も
含
め
百
人
以
上
の
死
傷
者
を

出
し
た
。
当
時
、
日
本
国
内
で
は
航
空
機
事
故
が
た
び
た
び
発
生
し

て
い
た
が
、
こ
れ
は
一
九
三
一
（
昭
六
）
年
開
港
の
羽
田
空
港
に

と
っ
て
初
の
事
故
と
な
っ
た
。
時
期
と
目
的
は
不
明
だ
が
、
瀧
口
が
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訪
れ
た
と
い
う
羽
田
の
航
空
会
社
と
は
日
本
航
空
輸
送
�
（
一
九
三

八
年
一
二
月
か
ら
大
日
本
航
空
）
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
は
官
営
の

会
社
で
ダ
グ
ラ
ス
社
製
Ｄ
Ｃ
‐
２
、
Ｄ
Ｃ
‐
３
旅
客
機
を
所
有
。
一

九
三
八
年
九
月
に
は
国
内
で
生
産
し
た
Ｄ
Ｃ
‐
３
の
初
飛
行
が
行
な

わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
話
題
の
重
要
さ
や
緊
急
性
か
ら
い
っ
て
、「
ア
ト
リ

エ
」
が
美
術
雑
誌
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
社
会
性
の
高
い
《
安
全
週

間
》
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
動
機
や
理
由
は
充
分
存
在
し
た
と
い

え
よ
う
。
瀧
口
は
「
家
」
の
中
で
、「
水
や
土
は
た
し
か
に
生
命
を

持
つ
て
ゐ
る
」「
秩
序
あ
る
美
し
さ
は
類
ひ
稀
れ
な
も
の
で
は
あ
る

が
、
決
裂
し
た
時
の
物
妖
し
さ
は
ど
う
だ
ら
う
」
と
語
っ
た
が
、
こ

の
「
安
全
週
間
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
猛
威
と
人
間
の
営
み

フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク

が
も
た
ら
す
悲
劇
、
そ
の
二
重
の
脅
威
を
「

写
真
的
」
に
捉
え
直

さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
起
っ
た
事

件
の
記
録
が
深
刻
さ
を
強
く
訴
え
る
の
に
対
し
て
、
瀧
口
が
連
想
し

た
も
の
が
「
幼
少
の
記
憶
（「
家
」）」「
生
命
の
忘
れ
物
（「
無

題
」）」
で
留
ま
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
小
さ

い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
安
全
週
間
」
に
お
い
て
、

六
葉
の
写
真
が
示
し
て
い
る
決
定
的
な
事
実
に
対
し
て
、
瀧
口
の
意

見
や
率
直
な
感
想
な
ど
は
ま
っ
た
く
見
出
せ
ず
、
瀧
口
は
い
わ
ば
厳

密
な
中
立
の
立
場
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

「
安
全
週
間
」
は
環
境
問
題
を
主
題
に
し
な
が
ら
も
啓
発
を
目
的
と

せ
ず
、
中
立
性
を
保
持
し
た
ま
ま
、
あ
く
ま
で
も
詩
的
な
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
た
と
い
う
位
置
づ
け
が
ひ
と
ま
ず
成
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
写
真
も
汚
染
状
況
の
証
拠
と
し
て
で
は
な
く
、
概

念
的
な
景
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク

２
、「

写
真
的
」
な
も
の
と
し
て
の
「
風
景
」

前
章
に
お
い
て
「
安
全
週
間
」
に
は
瀧
口
の
オ
ブ
ジ
ェ
観
の
反
映

フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク

が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
が
「

写
真
的
」
で
あ
る
こ
と
と
具
体

的
に
ど
う
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
詩
人
に
よ
っ
て
同
時
期
に
書

か
れ
た
詩
と
の
比
較
で
考
え
て
み
た
い
。

第
二
次
「
四
季
」
の
詩
人
、
大
木
實
の
第
一
詩
集
『
場
末
の
子
』

は
一
九
三
九
（
昭
一
四
）
年
一
二
月
発
行
で
あ
る
。
こ
の
詩
集
に
は

「
安
全
週
間
」
の
題
材
と
な
っ
た
同
じ
江
東
の
小
名
木
川
を
主
題
と

し
た
「
小
名
木
川
付
近
」
と
い
う
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
大
木
は

東
京
の
本
所
（
現
墨
田
区
）
生
れ
。
自
分
の
生
活
す
る
地
域
を
舞
台

に
し
た
「
小
名
木
川
付
近
」
は
、「
千
葉
街
道
」「
亀
戸
天
神
」
な
ど

具
体
的
な
地
域
名
を
表
題
に
し
た
計
九
篇
の
短
詩
で
形
成
さ
れ
て
い

る
。
例
と
し
て
「
小
名
木
川
」、「
埋
立
地
工
場
地
帯
」
を
次
に
引
用

す
る
。流

れ
る
と
も
な
く
水
は
動
き
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舟
の
う
へ
で
米
を
と
い
で
ゐ
る
女
が
い
る

ゆ
ふ
ぎ
り
は
い
ち
め
ん
に
灯
を
ぬ
ら
し

ガ
ス
タ
ン
ク
ふ
た
つ
鉛
色
に
暮
れ
の
こ
る
。
（「
小
名
木
川
」）

鐡
工
場
で
リ
ベ
ツ
ト
を
打
つ
鋭
い
音

ひ
と
し
き
り
野
な
か
に
響
き
は
た
と
絶
え
る

と
ほ
く
安
房
上
總
の
山
な
み
は
夕
日
に
烟
り

水
際
の
貝
殻
藻
草
の
鈍
い
ひ
か
り
。
（「
埋
立
地
工
場
地
帯
」）

右
の
よ
う
に
、
景
の
な
か
に
映
り
込
ん
で
い
る
対
象
が
「
ガ
ス
タ

ン
ク
」、「
鐡
工
場
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
ダ
ダ
イ
ズ
ム
や

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
は
一
線
を
画
し
た
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
四
季
派

的
な
抒
情
に
裏
打
ち
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
色
彩
と

音
、
光
線
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
た
風
景
で
、
瀧
口
の
言
葉
を
借
り
る

ピ
ト
レ
ス
ク

な
ら
ば
「
絵
画
的
」
で
あ
る
。「
流
れ
る
と
も
な
く
水
は
動
き
」、

「
貝
殻
藻
草
の
鈍
い
ひ
か
り
」
な
ど
の
表
現
は
、
夕
暮
れ
の
物
悲
し

さ
や
気
だ
る
さ
を
引
き
立
て
る
た
め
の
喩
で
あ
り
、
詩
人
の
意
識
も

風
景
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ピ
ト
レ
ス
ク

で
は
、「
絵
画
的
」
と
は
美
し
い
風
景
描
写
の
こ
と
だ
け
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
時
期
を
遡
る
が
、『
亜
寒
帯
』（
一
九

三
六
（
昭
一
一
）
年
）
の
石
川
善
助
が
描
い
た
風
景
を
見
て
み
よ
う
。

こ
こ
に
は
、
強
固
な
自
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
石
川
は
宮
城
県

仙
台
市
生
れ
。
詩
集
に
は
「
缶
詰
工
場
内
景
」「
金
華
山
風
光
」
な

ど
、
大
木
と
同
様
に
自
身
の
郷
里
や
場
所
を
具
体
的
に
タ
イ
ト
ル
に

挙
げ
た
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
詩
「
変
貌
」
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

雨
だ
、
雨
だ
。い

ら
ら

層
雲
は
重
く
稜
起
ぐ
屋
根
に
重
く
、

ぬ
か
る
み

泥
濘
に
灯
火
の
孤
影
は
悩
む
。

か
し
こ
を
遠
く
濃
霧
に
犯
さ
れ
、

水
邊
の
不
吉
な
支
那
街
か
と
ま
が
ふ
、

そ
れ
は
わ
が
住
む
市
街
の
変
貌
で
あ
る
。

い
め
い
ぢ

わ
れ
と
わ
が
傷
つ
け
る
心
象
で
あ
る
。

（「
変
貌
」）

こ
こ
で
の
「
不
吉
な
支
那
街
」
と
い
う
言
葉
は
侮
蔑
表
現
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
文
学
的
な
喩
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
わ
が
」「
わ
れ
と
わ
が
」
と
い
う
自
我
意
識
が
反
復
さ
れ
て

い
る
点
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
石
川
は
地
域
の
荒
廃
を
ま
さ
に
我
が

問
題
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
絶
望
感
が
真
摯
に
語

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
の
核
心
で
あ
る
。
大
木
と
比
べ
て
同

じ
灯
の
と
も
る
夕
暮
れ
の
風
景
で
も
、
手
の
施
し
よ
う
の
な
い
現
実
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の
、
そ
の
穢
れ
た
景
と
し
て
提
示
す
る
石
川
の
詩
は
よ
り
直
接
的
に

迫
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
景
は
心
情
と
重
な
っ
て
い
て
、
表
現
に
お

ピ
ト
レ
ス
ク

い
て
は
や
は
り
「
絵
画
的
」
で
あ
り
、
大
木
の
場
合
よ
り
も
い
っ
そ

う
情
動
的
な
感
覚
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
石
川
に
は
洪
水
を
テ
ー
マ
に
し
た
詩
「
冠
水
風
景
」「
洪
水

以
後
」
も
あ
る
。

エ

ー

テ

ル

依
的
兒
は
も
の
く
る
ほ
し
く
雨
後
に
匂
ひ
、

斜
立
樹
木
に
襤
褸
と
玩
具
が
か
か
つ
て
ゐ
ま
す
。

洪
水
が
の
こ
し
た
さ
て
も
侘
し
い
記
念
碑
。
（「
洪
水
以
後
」）

こ
れ
は
洪
水
が
過
ぎ
、
水
が
引
い
た
あ
と
の
風
景
の
詩
で
あ
る
。

ご
く
短
い
行
の
な
か
に
時
間
、
匂
い
、
景
、
が
描
き
込
ま
れ
小
さ
な

世
界
を
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
「
変
貌
」
同
様
、
景
は
感
情
、

す
な
わ
ち
詩
人
自
身
の
在
り
ど
こ
ろ
を
示
す
喩
と
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

で
は
大
木
や
石
川
と
比
較
し
て
、
瀧
口
の
見
る
風
景
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。「
安
全
週
間
」
で
は
、
対
象
を
指
し
示
す

言
葉
と
し
て
の
三
人
称
が
《
そ
れ
》
や
《
あ
れ
》
で
な
く
《
彼
ら
》

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
例
え
ば
、
山
の
よ
う
に
積
ま
れ

た
石
炭
の
写
真
つ
い
て
は
、

石
炭
の
堆
積
が
、
彼
ら
の
故
郷
で
あ
る
孤
独
な
遠
い
山
々
を
模

マ
マ

倣
し
た
と
し
て
も
、
私
達
は
彼
等
を
責
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
の
で
あ
る
。
（「
化
学
的
な
土
」）

と
、
石
炭
に
意
志
が
あ
る
か
の
よ
う
に
喩
え
、
一
方
で
は

家
を
探
し
て
ゐ
る
人
達
が
あ
る
。

置
き
去
り
に
さ
れ
た
家
達
が
あ
る
。（
中
略
）

毎
日
の
満
潮
に
膝
を
没
し
て
し
ま
ふ
家
。
ま
つ
青
な
水
苔
の
中

に
埋
も
れ
た
家
。
等
々
。

し
か
し
彼
ら
の
呼
吸
は
ま
だ
絶
え
て
ゐ
な
い
。
脈
は
ま
だ
波
う

つ
て
ゐ
る
の
だ
。
（「
家
」）

と
い
う
よ
う
に
、
人
と
家
を
同
等
に
扱
い
、
述
語
に
同
じ
「
あ
る
」

を
配
し
て
い
る
。
人
と
家
が
《
物
》
と
し
て
同
等
の
存
在
と
し
て
あ

り
、
石
炭
を
「
彼
ら
」
と
呼
び
、
家
を
「
家
達
」
と
い
う
よ
う
に
、

瀧
口
は
目
の
前
に
あ
る
対
象
を
皆
並
列
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

時
が
自
然
を
無
残
に
痛
め
つ
け
て
ゐ
る
。（「
化
学
的
な
土
」）

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
こ
ゝ
で
は
、
し
ば
ら
く
白
昼
夢
の
仮
睡
を
む

さ
ぼ
つ
て
ゐ
る
。
（「
近
代
影
像
」）
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と
、「
時
」、「
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
な
ど
観
念
的
な
言
葉
で
も
生
命
を

持
つ
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
す
べ
て
詩
的
な
喩
で

あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
は
物
に
魂
が
あ
る
と
考
え
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム

で
も
物
と
の
親
和
性
を
表
す
言
葉
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
対
象
を

フ
ラ
ッ
ト
に
置
い
て
即
物
的
に
扱
お
う
と
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
対
象
か
ら
主
観
を
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
制
約
か

ら
自
由
に
な
っ
た
対
象
が
自
発
的
に
語
り
出
そ
う
と
す
る
の
を
待
つ
、

と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
瀧
口
が
戦
後
本
格

的
に
取
り
組
ん
で
い
く
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
（
概
念
芸

術
）
と
し
て
の
《
言
葉
の
オ
ブ
ジ
ェ
化
》
問
題
の
萌
芽
が
確
認
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
主
観
と
対
象
が
し
っ
か
り
と
結
び
つ
い
て
い

る
大
木
や
石
川
の
詩
と
比
べ
て
、
瀧
口
の
場
合
は
対
象
と
の
あ
い
だ

に
膜
の
よ
う
な
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
詩
の

姿
と
し
て
は
大
木
、
石
川
の
方
が
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
瀧
口
は
「
化
学
的
な
土
」
で
「
時
が
自
然
を
無
残
に

痛
め
つ
け
て
ゐ
る
」
と
、
自
然
を
破
壊
す
る
の
は
《
時
間
》
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
原
因
を
問
わ
ず
現
象
の
み
を
と
ら
え
た
言

葉
で
あ
る
が
、
今
日
的
な
目
か
ら
見
れ
ば
い
さ
さ
か
消
極
的
で
詭
弁

め
い
て
映
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
姿
勢
は
い
く
つ

か
確
認
で
き
る
が
、「
安
全
週
間
」
と
い
う
元
々
の
主
題
と
、
瀧
口

が
持
つ
関
心
と
の
間
の
、
そ
の
方
向
性
の
度
合
い
に
は
微
妙
な
乖
離

が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
安
全
週
間
」
の
要
点
は
二

フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク

つ
あ
り
、
ひ
と
つ
は
「

写
真
的
」
な
風
景
、
も
う
一
点
は
物
質
の

問
題
で
あ
る
。
こ
の
二
点
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
も
の
は

《
現
実
性
》
で
あ
り
、「
近
代
影
像
」
で
の
指
摘
の
よ
う
に
時
間
の
経

過
に
よ
っ
て
は
こ
れ
が
無
残
に
も
強
暴
に
も
な
り
得
る
、
と
い
う
認

識
の
も
と
に
「
安
全
週
間
」
は
書
か
れ
た
と
い
え
る
。
テ
ク
ス
ト
で

は
六
葉
の
写
真
を
見
な
が
ら
、
瀧
口
が
取
り
留
め
の
な
い
連
想
を
展

開
さ
せ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
一

種
の
煙
幕
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
結
論
を

先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
実
は
そ
の
奥
に
あ
る
も
の
は
、
細
心
の
注
意

を
は
ら
っ
て
書
か
れ
た
軍
事
批
判
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

な
の
で
あ
る
。
化
学
物
質
で
汚
染
さ
れ
た
地
域
で
《
安
全
》
を
唱
え

て
い
る
の
は
《
安
全
週
間
》
の
旗
だ
け
だ
と
い
う
観
察
や
、

ト

ロ

フ

ェ

「
戦
利
品
」
の
よ
う
な
鉄
の
残
骸
へ
の
言
及
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

石
炭
を
採
掘
し
、
航
空
機
を
輸
入
す
る
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
軍
事

の
拡
大
で
あ
り
、
そ
の
事
態
が
収
拾
し
な
い
限
り
環
境
の
汚
染
は
続

フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク

く
の
で
あ
る
。
瀧
口
の
眼
に
よ
っ
て
「

写
真
的
」
に
切
り
取
ら
れ

た
安
全
週
間
の
《
旗
》
は
、
皮
相
的
な
も
の
の
象
徴
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
安
全
週
間
」
の
中
で
瀧
口

が
繰
り
返
し
た
主
張
と
は
、
化
学
物
質
に
よ
る
汚
染
の
写
真
や
飛
行

機
の
残
骸
な
ど
、
す
な
わ
ち
「
現
代
影
像
の
モ
ニ
ュ
マ
ン
」
か
ら
喚

起
さ
れ
る
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
る
種
の
感
動
ま
で
も
引
き
起
こ
し
て
い
る
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こ
と
を
、
も
は
や
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
現
代
人
の
心

性
に
つ
い
て
な
の
で
あ
る
。
瀧
口
は
そ
の
心
性
に
つ
い
て
否
定
も
肯

定
も
し
な
い
か
わ
り
に
、
汚
染
地
域
に
立
つ
「
コ
バ
ル
ト
の
中
に
染

め
ぬ
い
た
白
十
字
の
表
象
旗
」
を
、
あ
る
危
な
さ
を
内
在
さ
せ
て
い

る
人
間
性
の
隠
喩
と
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
。

反
戦
詩
と
し
て
は
、
瀧
口
と
は
詩
雑
誌
「
詩
と
詩
論
」
で
共
に
し

た
北
川
冬
彦
の
『
戦
争
』（
一
九
二
九
年
）
が
あ
る
が
、
そ
の
率
直

な
寓
意
や
風
刺
的
な
表
現
を
見
れ
ば
、
た
っ
た
一
〇
年
違
う
だ
け
で

も
「
安
全
週
間
」
で
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
表
現
の
自
由
が
そ
こ
に

あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
翻
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ

「
安
全
週
間
」
の
判
り
に
く
さ
と
い
う
の
は
、
表
面
的
に
は
自
由
連

想
に
よ
る
美
術
エ
ッ
セ
イ
の
形
を
と
っ
て
、
瀧
口
の
立
場
が
見
方
に

よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
故

に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
好
意
的

に
受
け
止
め
る
な
ら
ば
緻
密
で
工
夫
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る
が
、

状
況
的
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
そ
こ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
、

こ
の
よ
う
な
形
以
外
、
他
に
成
す
術
が
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。

３
、
む
す
び

最
後
に
「
安
全
週
間
」
の
「
家
」
の
章
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。
瀧
口
は
旧
制
中
学
卒
業
後
の
一
九
二
一
（
大
一
〇
）
年
冬
に
上

京
、
神
田
の
英
語
学
校
を
へ
て
二
三
年
に
慶
応
大
学
予
科
へ
入
学
し

た
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
年
九
月
に
起
っ
た
関

東
大
震
災
に
よ
り
、
瀧
口
は
被
災
民
と
な
り
大
学
を
中
退
し
て
長
姉

夫
婦
の
住
む
北
海
道
小
樽
市
に
渡
っ
た
。
長
姉
を
頼
っ
た
の
は
瀧
口

の
両
親
は
す
で
に
他
界
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
安
全
週

間
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
三
九
年
九
月
号
で
あ
る
が
、
同
年
四

月
に
瀧
口
は
危
篤
と
な
っ
た
姉
の
看
護
（
そ
の
後
死
去
）
の
た
め
再

度
小
樽
に
渡
っ
て
い
る
。
上
京
以
後
、
瀧
口
は
生
活
費
を
捻
出
す
る

た
め
に
富
山
の
家
産
を
少
し
ず
つ
売
却
し
て
い
た
の
だ
が
、
姉
の
死

の
翌
年
、
一
九
四
〇
年
に
は
最
後
に
残
っ
て
い
た
土
地
を
手
放
し
故

郷
喪
失
者
と
な
っ
た
。

瀧
口
と
い
え
ば
東
京
、
落
合
の
オ
リ
ー
ブ
の
木
の
あ
る
自
宅
を
思

い
起
こ
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
辿
り
着
い
た
の
は
瀧
口
が
五
〇
歳
、

人
生
の
後
半
期
に
な
っ
て
か
ら
で
、
富
山
時
代
か
ら
戦
前
戦
後
を
通

じ
て
お
び
た
だ
し
い
転
居
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
家
」
で
は
幼
少
期
の
洪
水
の
記
憶
に
触
れ
て
い
る
が
、
水
の
な
か

に
没
し
た
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
は
亡
く
な
っ
た
姉
へ
の
思
慕
も
重

な
り
瀧
口
を
苦
し
め
た
か
も
し
れ
な
い
。「
家
」
の
冒
頭
「
家
を
探

し
て
ゐ
る
人
達
が
あ
る
。
置
き
去
り
に
さ
れ
た
家
達
が
あ
る
」
と
い

う
の
は
、
瀧
口
自
身
と
富
山
の
家
を
投
影
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
も

い
え
よ
う
。
さ
ら
に
富
山
の
土
地
を
売
却
し
た
翌
年
、
四
一
年
に
は
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シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
が
治
安
維
持
法
違
反
に
あ
た
る
と
し
て
逮

捕
、
拘
留
さ
れ
、
四
五
年
五
月
の
東
京
大
空
襲
時
に
お
い
て
も
被
災

し
疎
開
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
「
安
全
週
間
」
は
瀧

口
に
と
っ
て
も
、
足
元
を
揺
が
す
も
の
の
到
来
を
間
近
に
予
感
さ
せ

る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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