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最
優
秀
賞
】 

 
 

青
空
に 

 

 

「
学
校
に
行
き
た
く
な
い
」
と
「
な
ん
と
な
く
」
思
っ
た
「
私
」
は
、
通
学
し
な
い
時
期
を
経
て
、
高
校
二
年
生
に

進
級
す
る
。
担
任
の
先
生
か
ら
の
連
絡
を
受
け
た
「
私
」
は
数
ヶ
月
ぶ
り
に
登
校
す
る
が
、
居
心
地
の
い
い
場
所
が
教

室
に
用
意
さ
れ
て
い
る
は
ず
も
な
い
。
先
生
に
勧
め
ら
れ
て
「
保
健
室
登
校
」（
長
期
休
み
の
生
徒
の
復
帰
を
支
援
す
る

た
め
の
制
度
）
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
「
私
」
は
、
同
じ
境
遇
の
「
き
れ
い
な
先
輩
」
に
恋
を
し
て
、
振
ら
れ
る
。

「
さ
い
あ
く
」
と
い
う
言
葉
に
着
地
す
る
ま
で
の
「
私
」
の
心
情
が
、
日
常
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
う
ま
く
切
り
取
ら
れ

て
い
る
。
不
登
校
も
ひ
と
つ
の
選
択
肢
で
あ
り
権
利
で
あ
る
時
代
に
お
い
て
は
、
教
室
や
家
庭
と
同
様
に
保
健
室
も
ま

た
彼
ら
彼
女
ら
の
青
春
の
舞
台
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
代
に
特
有
の
状
況
下
で
起
こ
り
得
る
普
遍
的
な
物
語
を
描

い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
評
価
し
た
。
（
土
屋
） 

  

【
優
秀
賞
】 

 
 

い
く
じ
な
し
！ 

 

 

自
転
車
通
学
の
何
気
な
い
ひ
と
こ
ま
を
描
い
た
作
品
だ
が
、
自
転
車
が
動
い
て
い
く
感
じ
が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
短
い
時
間
の
流
れ
の
中
に
、
高
校
三
年
生
の
主
人
公
の
そ
れ
ま
で
の
人
生
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。「
ピ

ッ
チ
ャ
ー
向
き
じ
ゃ
な
い
よ
な
」
と
い
う
友
人
の
言
葉
が
、
主
人
公
の
孤
独
感
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
な
ぜ
「
ピ
ッ
チ

ャ
ー
向
き
じ
ゃ
な
い
」
の
か
、
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ト
ル
な
の
か
は
、
充
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
理
屈
で
は
な

く
、
主
人
公
の
わ
ず
か
な
心
の
動
き
だ
け
で
、
こ
の
時
期
の
少
年
に
あ
り
が
ち
な
疎
外
感
、
無
力
感
が
気
配
と
し
て
伝

わ
っ
て
く
る
。
（
三
田
） 
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●
俳
句
部
門 

選
評 

 
 

井
上 

弘
美
、
三
浦 

一
朗 

 
一
句
単
独
の
部 

【
最
優
秀
賞
】 

オ
ー
ウ
ェ
ル
に
時
奪
わ
れ
し
五
月
闇 

 

取
り
合
わ
せ
の
手
法
を
用
い
て
詠
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
上
五
の
「
オ
ー
ウ
ェ
ル
」
は
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
、
ジ
ョ
ー

ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
た
。「
時
奪
わ
れ
し
」
と
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
作
品
に
心
を
奪
わ
れ
て
、
詠

み
浸
っ
て
い
る
状
態
だ
ろ
う
。
作
品
が
何
で
あ
る
か
は
不
明
だ
が
、
例
え
ば
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
Ｓ
Ｆ
小
説
『
１
９
８
４
年
』

な
ど
が
思
い
浮
か
ぶ
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
近
未
来
社
会
の
不
安
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
取
り
合
わ
せ
た
「
五
月
闇
」
は

梅
雨
期
の
厚
い
雲
に
覆
わ
れ
た
、
昼
夜
を
問
わ
ぬ
暗
さ
で
あ
る
。
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
俳
句
を
詠
む
場
合
、
最
も
大

切
な
こ
と
は
季
語
の
効
果
で
あ
る
。
季
語
が
内
容
と
絶
妙
に
響
き
合
う
こ
と
で
、
詩
的
な
世
界
を
描
く
こ
と
が
出
来
る
。

今
年
の
梅
雨
期
は
家
居
を
強
い
ら
れ
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
な
か
な
か
明
る
い
未
来
が
見
え
て
来
な
い
現
実
を
背
景

と
し
つ
つ
、
作
品
世
界
に
引
き
込
ま
れ
る
作
者
像
が
印
象
的
で
あ
る
。（
井
上
） 

 

季
語
「
五
月
闇
」
は
、
梅
雨
時
の
雲
に
覆
わ
れ
た
暗
さ
を
言
う
。
そ
の
暗
さ
に
見
合
う
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
作
品
と
言
え

ば
、
す
べ
て
が
管
理
さ
れ
た
社
会
の
恐
ろ
し
さ
を
描
い
た
『
１
９
８
４
年
』
で
あ
ろ
う
か
。「
五
月
闇
」
の
中
で
、
明
る

い
作
品
で
は
な
く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
暗
い
未
来
を
描
く
作
品
に
時
を
忘
れ
て
没
頭
す
る
〈
私
〉
が
い
る
。
本
好
き

で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
読
書
体
験
が
、
逆
に
先
の
見
通
せ
な
い
今
を
乗
り
越
え
る
力
を
自
分
に
与
え
て
く
れ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
句
の
ど
こ
に
も
コ
ロ
ナ
禍
を
思
わ
せ
る
語
句
は
な
い
が
、
今
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
意
志
と

力
が
作
者
の
内
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
句
で
あ
る
。（
三
浦
） 

  

【
優
秀
賞
】 

つ
り
革
に
指
一
本
や
つ
ば
く
ら
め 

 

「
つ
り
革
」
に
付
着
す
る
ウ
イ
ル
ス
が
感
染
源
と
し
て
心
配
さ
れ
た
頃
、
電
車
の
「
つ
り
革
」
に
手
を
触
れ
る
人
が

激
減
し
た
。
そ
れ
で
も
、
揺
れ
る
電
車
の
中
で
ど
こ
に
も
触
れ
る
こ
と
な
く
立
ち
続
け
る
の
は
難
し
い
。「
指
一
本
」
に

は
、
そ
ん
な
不
安
で
不
安
定
な
日
常
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
春
に
海
を
渡
っ
て
や
っ
て
き
た
「
つ
ば
く
ら
め
」

は
、
し
な
や
か
に
空
を
飛
ん
で
い
る
。 

電
車
の
外
に
広
が
る
風
景
と
、
そ
の
上
に
広
が
る
春
の
空
。
マ
ス
ク
を
離
せ
な
い
私
た
ち
の
孤
独
な
日
々
が
、
切
な
く

切
り
取
ら
れ
て
い
る
。（
井
上
） 

 

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
る
今
な
ら
で
は
の
句
。
電
車
か
バ
ス
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不

安
か
ら
つ
り
革
に
触
れ
る
の
も
「
指
一
本
」
に
と
ど
め
て
し
ま
う
と
い
う
、
頼
り
な
く
心
細
い
〈
私
〉
の
心
境
が
巧
み

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
つ
ば
く
ら
め
」
を
配
す
る
発
想
も
一
見
意
外
な
が
ら
、
説
得
力
が
あ
っ
て
よ
い
。
春

に
渡
っ
て
き
て
、
軽
や
か
に
飛
び
翔
け
る
燕
の
姿
は
、
い
つ
ま
で
も
だ
ら
だ
ら
と
自
粛
を
求
め
ら
れ
る
今
の
閉
塞
し
た

日
常
か
ら
の
解
放
を
思
わ
せ
、
快
い
。
そ
の
姿
に
憧
れ
、
あ
る
い
は
心
惹
か
れ
る
〈
私
〉
の
姿
が
思
い
描
か
れ
る
好
句

で
あ
る
。
（
三
浦
） 
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【
優
秀
賞
】 

節
分
の
夜
鬼
た
ち
の
ゆ
く
と
こ
ろ 

 
「
節
分
」
は
翌
日
の
立
春
を
迎
え
る
た
め
に
、
鬼
を
打
ち
払
う
行
事
が
行
わ
れ
る
。
「
歳
時
記
」
を
開
く
と
「
追
儺

つ

い

な

」
と
い
う
季
語
が
立
項
さ
れ
て
い
て
、
言
い
換
え
季
語
に
「
鬼
や
ら
ひ
」「
豆
撒
」「
鬼
打
豆
」
な
ど
が
あ
る
。
日
本
で

は
「
鬼
」
は
同
時
に
「
神
」
で
あ
る
と
い
う
側
面
も
も
つ
が
、
こ
の
場
合
は
「
災
厄
を
も
た
ら
す
も
の
」
と
い
う
意
味
。

し
か
し
、
鬼
た
ち
は
追
い
払
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
抹
殺
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
鬼
た
ち
の
ゆ
く
と

こ
ろ
」
と
い
う
視
点
が
生
き
る
。
節
分
の
頃
は
ま
だ
ま
だ
寒
い
。
寒
空
に
追
わ
れ
る
「
鬼
た
ち
」
を
思
い
遣
っ
て
の
一

句
で
、
作
者
の
若
く
し
な
や
か
な
感
性
が
感
じ
ら
れ
る
。（
井
上
） 

 

着
眼
点
が
よ
い
。「
鬼
は
外
」
と
、
節
分
の
夜
に
家
々
か
ら
追
い
立
て
ら
れ
た
鬼
た
ち
は
、
そ
の
後
一
体
ど
こ
に
行
っ

て
、
ど
う
や
っ
て
夜
を
明
か
す
の
で
あ
ろ
う
。
鬼
た
ち
の
そ
の
後
を
思
い
や
る
視
点
が
優
し
く
、
面
白
い
。
「
節
分
の

夜
」
の
鬼
た
ち
の
姿
が
共
感
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
節
分
を
詠
ん
だ
句
と
し
て
新
鮮
で
あ
る
。
（
三
浦
） 

  

【
佳
作
】 

嚠
喨
の
夏
の
校
舎
の
管
楽
器 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

「
嚠
喨
の
」
は
「
嚠
喨
と
」
と
使
う
の
が
正
し
い
の
で
、
言
葉
の
使
い
方
と
い
う
点
で
は
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、

「
夏
の
校
舎
」
に
響
く
楽
器
の
音
を
「
管
楽
器
」
と
具
体
的
に
表
現
し
た
点
が
良
か
っ
た
。
夏
と
い
う
季
節
の
も
つ
躍

動
感
が
、
「
管
楽
器
」
の
放
つ
光
と
と
も
に
、
音
の
煌
め
き
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
（
井
上
） 

  

「
嚠
喨
」
は
、
管
楽
器
な
ど
の
音
が
澄
み
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
語
。
難
解
な
漢
語
だ
が
、
夏
の
校
舎
を
舞
台

と
し
、
そ
こ
に
管
楽
器
の
音
を
配
す
る
こ
と
で
、
暑
い
中
で
、
管
楽
器
の
金
属
的
で
涼
し
げ
な
音
の
響
き
が
一
層
際
立

つ
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
「
嚠
喨
」
は
タ
リ
活
用
の
形
容
動
詞
で
、
音
が
響
く
の
を
形
容
す
る
の
で
あ
れ
ば

「
嚠
喨
と
」
と
す
る
の
が
正
し
い
。
「
嚠
喨
の
」
で
は
日
本
語
と
し
て
不
自
然
で
、
そ
の
点
は
惜
し
ま
れ
る
。
（
三
浦
） 

  

【
佳
作
】 

白
驟
雨
行
く
手
は
見
え
ぬ
孤
独
か
な 

 夏
の
季
語
「
夕
立
」
は
「
白
雨
」
と
も
「
驟
雨
」
と
も
言
う
が
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
「
白
驟
雨
」
と
呼
ぶ
の
は
疑
問

で
あ
る
。
季
語
は
完
成
さ
れ
た
詩
の
言
葉
な
の
で
、
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
使
う
の
が
鉄
則
。
そ
の
上
で
、

こ
の
作
品
に
は
「
驟
雨
」
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
て
、
自
身
の
「
行
く
手
」
を
見
失
っ
た
作
者
の
心
情
が
し
っ
か
り
捉
え

ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
（
井
上
） 

 

「
白
驟
雨
」
と
い
う
語
句
は
聞
き
な
れ
な
い
。「
白
雨
」
は
、
雲
が
薄
く
明
る
い
空
か
ら
降
る
雨
、
夕
立
を
言
い
、「
驟

雨
」
は
に
わ
か
雨
を
言
う
。
行
く
手
が
白
く
か
す
ん
で
見
え
な
い
ほ
ど
に
激
し
く
降
る
に
わ
か
雨
だ
と
す
れ
ば
、
先
が

見
通
せ
な
い
中
で
立
ち
尽
く
す
よ
う
な
孤
独
感
と
よ
く
見
合
う
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
把
握
は
よ
い
。
欲
を
言
え
ば
、
下

五
で
「
孤
独
」
と
直
接
言
わ
ず
に
孤
独
や
不
安
、
心
細
さ
を
表
現
で
き
る
と
、
よ
り
よ
い
句
に
な
る
。
（
三
浦
） 
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【
佳
作
】 

空
蝉
に
残
る
湿
度
よ
雲
が
ゆ
く 

 
「
空
蝉
」
は
蟬
の
抜
け
殻
だ
が
、「
空
蝉
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
あ
る
情
感
が
生
ま
れ
る
。
作
者
は
そ
こ
に
「
湿
度
」
を
感

じ
て
い
て
、
地
中
に
長
く
在
っ
た
蟬
の
命
を
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
夏
空
を
流
れ
ゆ
く
白
い
雲
と
い
う
「
動
」
と
、

止
ま
り
続
け
る
「
空
蝉
」
の
「
静
」
と
い
う
対
比
に
よ
っ
て
、
「
空
蝉
」
が
印
象
的
で
あ
る
。
（
井
上
） 

  

「
空
蝉
」
は
晩
夏
の
季
語
。
現
し
身
（
う
つ
し
み
）
、
つ
ま
り
こ
の
世
を
生
き
る
人
間
を
指
し
て
言
う
こ
と
も
あ
る

が
、
こ
の
句
で
は
蝉
の
抜
け
殻
の
こ
と
。「
空
蝉
」
に
湿
度
が
残
り
、
空
に
は
雲
が
流
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
雨
が

上
が
っ
て
か
ら
や
や
時
間
が
経
っ
た
あ
と
の
夏
の
日
の
情
景
と
理
解
で
き
る
。
木
の
幹
か
、
蝉
が
脱
皮
で
き
る
よ
う
な

物
陰
で
、
直
接
は
日
が
当
た
ら
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
蝉
の
抜
け
殻
に
、
少
し
前
に
降
っ
た
雨
の
余
韻
を
見
い
だ

し
た
観
察
眼
が
光
る
句
。
（
三
浦
） 

  

【
佳
作
】 

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
や
木
の
芽
晴
れ 

 

こ
の
作
品
は
６
６
５
音
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
、
音
読
し
た
時
の
リ
ズ
ム
感
と
い
う
点
で
は
惜
し
い
。
俳
句

は
合
計
十
七
音
に
よ
っ
て
詠
む
の
で
は
な
く
、
音
読
し
た
と
き
の
調
べ
も
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交

差
点
」
と
い
う
都
会
を
象
徴
す
る
よ
う
な
場
に
対
し
て
、「
木
の
芽
晴
れ
」
と
い
う
早
春
の
芽
吹
き
を
取
り
合
わ
せ
た
点

が
斬
新
。
信
号
が
変
わ
る
と
一
斉
に
動
く
人
と
、
枝
枝
か
ら
吹
き
出
す
芽
吹
き
の
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
句
に

躍
動
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
（
井
上
） 

  

「
木
の
芽
晴
れ
」
は
早
春
の
季
語
で
、
芽
吹
い
た
ば
か
り
の
木
々
の
枝
を
透
か
し
て
み
る
、
春
の
晴
れ
た
空
を
言
う
。

そ
の
「
木
の
芽
晴
れ
」
を
自
然
豊
か
な
森
や
公
園
で
は
な
く
、
街
の
真
ん
中
で
、
多
く
の
人
が
行
き
交
う
ス
ク
ラ
ン
ブ

ル
交
差
点
と
取
り
合
わ
せ
た
の
が
新
鮮
で
、
面
白
い
。
早
春
の
青
空
と
、
若
芽
の
柔
ら
か
い
緑
色
が
、
街
の
喧
騒
に
も

負
け
な
い
若
々
し
い
生
命
力
を
思
わ
せ
る
、
力
強
い
句
で
あ
る
。（
三
浦
） 

  

【
佳
作
】 

鍬
入
れ
て
蜻
蛉
の
来
た
る
畑
か
な 

 

単
に
「
耕
す
」
と
い
え
ば
春
の
季
語
で
、
秋
に
耕
す
の
は
「
秋
耕
」
。
こ
の
句
は
「
鍬
」
を
入
れ
て
土
を
起
こ
す
人
と
、

そ
こ
に
飛
ん
で
来
た
「
蜻
蛉
」
に
よ
っ
て
秋
耕
を
捉
え
て
い
る
。
面
白
い
の
は
「
鍬
入
れ
て
」
と 

「
て
」
に
よ
っ
て
、

「
鍬
を
入
れ
る
こ
と
」
と
「
蜻
蛉
が
や
っ
て
来
た
」
と
い
う
本
来
無
関
係
な
二
つ
を
繋
い
だ
こ
と
で
、
ま
る
で
「
蜻
蛉
」

を
呼
び
寄
せ
た
よ
う
な
親
し
げ
な
風
景
に
な
っ
た
。（
井
上
） 

  

蜻
蛉
は
夏
に
も
見
か
け
る
も
の
だ
が
、
季
語
と
し
て
は
初
秋
。
こ
の
時
期
に
畑
に
鍬
を
入
れ
る
の
は
、
根
菜
な
ど
の

収
穫
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
豊
か
な
実
り
の
秋
の
一
コ
マ
に
、
蜻
蛉
の
訪
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
畑
の
上
に
広
が

る
空
の
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
の
ど
か
な
秋
の
景
に
ふ
さ
わ
し
く
、
大
ら
か
で
爽
や
か
な
句
と
な
っ
て
い
る
。
（
三

浦
） 

  



5 
 

【
佳
作
】 

蠟
梅
の
香
り
纏
い
し
祖
父
の
墓
碑 

 
「
臘
梅
」
は
梅
よ
り
も
早
く
咲
き
、
気
品
あ
る
香
り
で
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
。
墓
碑
の
す
ぐ
傍
に
「
臘
梅
」
が
植
え

ら
れ
て
い
て
、「
墓
碑
」
が
「
臘
梅
の
香
り
」
を
纏
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
こ
の
句
は
「
臘
梅
」「
祖
父
」「
墓

碑
」
と
漢
語
を
使
用
し
た
こ
と
で
韻
律
が
調
っ
て
い
て
格
調
が
高
く
、
そ
こ
に
「
祖
父
」
な
る
人
の
面
影
が
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
（
井
上
） 

  

蠟
梅
は
冬
の
季
語
。
ま
だ
寒
い
中
、
そ
の
芳
香
で
春
の
訪
れ
が
近
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
冬
の
日
に
墓
参
し
た

の
か
、
あ
た
り
に
漂
う
蠟
梅
の
香
り
に
、
生
前
の
祖
父
の
姿
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
穏
や
か
な
小
春
日
和
を

思
わ
せ
る
句
で
、
好
感
が
持
て
る
。（
三
浦
） 

  

【
佳
作
】 

夏
の
果
１
０
０
光
年
の
闇
想
ふ 

 「
１
０
０
光
年
の
闇
」
は
、
詩
や
俳
句
で
は
す
で
に
詠
ま
れ
て
い
る
題
材
で
あ
り
、「
想
ふ
」
も
表
現
と
し
て
は
や
や

弱
い
。
し
か
し
、「
夏
の
果
」
と
い
う
季
語
に
よ
っ
て
、
自
身
の
今
後
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
、
晩
夏
の
星
々
と
、
宇
宙
の

深
い
闇
を
見
上
げ
て
い
る
作
者
の
姿
が
見
え
る
。
（
井
上
） 

  

夏
の
終
わ
り
に
夜
空
を
見
上
げ
て
、「
１
０
０
光
年
」
の
彼
方
へ
と
続
く
闇
に
思
い
を
は
せ
る
。
深
い
闇
に
思
い
を
は

せ
る
こ
と
は
、
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
自
分
の
将
来
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
と
重
な
る
。「
１
０
０
光
年
の
闇
」
は
類

似
の
表
現
が
既
に
あ
り
そ
う
だ
が
、
夏
の
終
わ
り
に
自
分
の
将
来
へ
の
希
望
と
不
安
が
入
り
交
じ
る
心
境
を
う
ま
く
句

に
ま
と
め
た
と
こ
ろ
を
評
価
し
た
い
。
（
三
浦
） 

  

【
佳
作
】 

夏
祭
り
行
燈
色
の
町
の
空 

 

今
年
の
夏
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
「
夏
祭
り
」
も
中
止
、
あ
る
い
は
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
、
作

者
の
記
憶
が
生
み
出
し
た
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
光
景
か
も
し
れ
な
い
が
、「
行
燈
色
」
と
い
う
色
彩
表
現
が
秀
抜
。
和
紙
を

通
し
た
、
柔
ら
か
い
橙
色
の
滲
む
よ
う
な
「
町
の
空
」
が
思
わ
れ
て
、
一
句
全
体
か
ら
郷
愁
が
感
じ
ら
れ
る
。（
井
上
） 

 

夏
祭
り
の
夜
、
町
の
通
り
に
飾
ら
れ
た
行
灯
の
光
が
夜
空
を
ぼ
う
っ
と
明
る
く
す
る
。
そ
の
光
の
暖
か
さ
や
柔
ら
か

さ
、
懐
か
し
さ
が
、「
行
燈
色
」
と
表
現
し
た
こ
と
で
よ
り
生
き
た
。
こ
の
２
年
ほ
ど
は
ど
こ
で
も
夏
祭
り
は
実
施
が
難

し
か
っ
た
だ
け
に
、
懐
か
し
さ
が
一
層
味
わ
い
深
い
。
（
三
浦
） 
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複
数
句
の
部 

【
最
優
秀
賞
】 

裏
庭 

 

立
冬
か
ら
春
へ
と
、
季
節
の
推
移
に
従
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
二
十
句
で
、
豊
富
な
題
材
が
明
瞭
に
切
り
取
ら
れ
て
い

る
。
表
現
手
法
と
し
て
は
一
物
（
季
語
そ
の
も
の
を
詠
む
方
法
）
に
よ
る
作
品
が
中
心
で
、
と
り
わ
け
「
杭
の
ま
は
り

に
薄
氷
の
集
ま
れ
る
」
の
対
象
凝
視
や
、「
や
は
ら
か
く
若
草
石
を
撥
ね
か
へ
す
」
な
ど
の
繊
細
で
確
か
な
描
写
に
注
目

し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
地
味
な
題
材
を
無
欲
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
俳
句
に
お
い
て
は
「
も
の
」
が
「
見
え

る
」
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
豹
の
目
の
爛
々
と
あ
る
吹
雪
か
な
」

は
「
目
が
爛
々
」
の
部
分
が
常
套
で
惜
し
い
が
、
恐
ら
く
は
動
物
園
の
檻
の
中
の
「
豹
」
で
あ
ろ
う
。「
吹
雪
」
の
中
に

捉
え
て
、
閉
塞
状
況
に
あ
る
野
生
の
輝
き
を
見
て
い
る
。
一
方
、
取
り
合
わ
せ
（
季
語
と
何
か
を
組
み
合
わ
せ
る
方
法
）

で
は
「
卓
球
台
を
水
面
と
思
ふ
蝶
の
昼
」
の
新
鮮
な
感
覚
や
、「
ミ
ニ
カ
ー
に
乗
客
の
な
し
春
の
暮
」
と
い
っ
た
軽
い
ユ

ー
モ
ア
の
感
じ
ら
れ
る
作
品
に
も
好
感
を
も
っ
た
。
さ
ら
に
、「
啓
蟄
の
パ
ン
に
染
み
ゆ
く
ミ
ル
ク
か
な
」
で
は
、「
啓

蟄
の
パ
ン
」
と
し
て
、
季
語
を
題
材
に
取
り
込
ん
で
生
か
す
手
法
や
、
表
題
句
「
裏
庭
の
古
巣
の
こ
と
を
心
か
ら
」
の

心
情
表
現
の
省
略
と
い
っ
た
点
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
す
で
に
俳
句
に
よ
っ
て
日
常
を
詠
む
こ
と
に
習

熟
し
て
い
る
作
者
で
あ
り
、
過
不
足
の
な
い
表
現
に
瑞
々
し
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。（
井
上
） 

  

冬
の
始
ま
り
か
ら
春
の
終
わ
り
ま
で
、
日
常
的
な
も
の
ご
と
や
情
景
を
題
材
と
し
て
、
何
か
一
点
を
凝
視
す
る
よ
う

な
視
点
で
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
を
印
象
鮮
明
な
形
で
切
り
取
る
句
作
り
に
特
徴
が
あ
る
。
「
や
は
ら
か
く
若
草
石
を
撥

ね
か
え
す
」
は
、
一
見
や
わ
ら
か
な
若
草
に
意
外
な
力
強
さ
を
見
て
取
り
、
生
命
力
溢
れ
る
春
の
表
現
と
し
て
秀
逸
で

あ
る
。「
卓
球
台
を
水
面
と
思
ふ
蝶
の
昼
」
で
は
、
卓
球
台
と
そ
の
周
辺
が
非
日
常
的
で
静
謐
な
別
世
界
と
し
て
捉
え
直

さ
れ
、
印
象
的
な
句
と
な
っ
て
い
る
。「
啓
蟄
の
パ
ン
に
染
み
ゆ
く
ミ
ル
ク
か
な
」
は
、
冬
眠
し
て
い
た
虫
が
活
動
を
始

め
る
啓
蟄
に
、
虫
で
は
な
く
、「
パ
ン
に
染
み
ゆ
く
ミ
ル
ク
」
の
動
き
に
目
を
止
め
て
い
る
の
が
独
特
の
視
点
で
、
面
白

い
。「
冬
日
差
す
机
の
長
き
図
工
室
」
や
「
校
庭
の
霜
へ
朝
日
の
ま
つ
す
ぐ
に
」
、「
杭
の
ま
は
り
に
薄
氷
の
集
ま
れ
る
」、

「
春
は
詩
の
季
節
な
り
け
り
窓
辺
に
陽
」
な
ど
は
、
し
っ
か
り
し
た
観
察
眼
で
日
常
の
中
に
印
象
に
残
る
一
瞬
を
捉
え

得
て
い
る
。
表
題
句
「
裏
庭
の
古
巣
の
こ
と
を
心
か
ら
」
は
、
何
の
「
古
巣
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、「
心
か
ら
」

の
先
に
あ
る
思
い
を
あ
え
て
書
か
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
二
十
句
の
中
で
は
や
や
異
質
な
表
現
の
仕
方
で
、
違
和
を
感
じ

た
。
全
体
に
確
か
な
観
察
と
、
豊
か
な
感
性
に
基
づ
い
た
佳
句
が
多
く
、
最
優
秀
賞
に
推
す
。（
三
浦
） 

 


