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本
書
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
・
写
真

家
の
星
野
博
美
氏
が
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
五
反
田
界
隈
の
戦
前
・
戦
後
の
姿
を
描
い

た
エ
ッ
セ
イ
集
で
あ
る
。

　

五
反
田
は
、
東
京
・
城
南
地
区
の
中
心
地

の
一
つ
だ
が
、
副
都
心
と
し
て
知
ら
れ
る
池

袋
、新
宿
、渋
谷
と
比
べ
る
と
や
や
マ
イ
ナ
ー

な
街
で
あ
る
。
著
者
曰
く
、
自
分
は
戸
越
銀

座
の
出
身
だ
が
、
そ
れ
は
五
反
田
駅
を
中
心

と
し
た
「
大
五
反
田
」
の
南
端
で
あ
る
と
い

う
。
戸
越
銀
座
は
五
反
田
を
起
点
と
す
る
東

急
池
上
線
で
、
五
反
田
か
ら
三
つ
目
の
駅
。

「
大
五
反
田
」
と
は
、
彼
女
が
自
分
の
「
故

郷
域
」
を
表
現
す
る
た
め
に
創
出
し
た
概
念

で
あ
り
、
著
者
の
祖
父
や
父
が
人
生
を
展
開

さ
せ
て
き
た
領
域
、
そ
し
て
著
者
が
成
長
す

る
過
程
で
過
ご
し
た
活
動
圏
が
収
ま
る
範
囲

を
指
す
。具
体
的
に
は
南
は
国
道
二
六
号
線
、

北
は
清
正
公
前
・
覚
林
寺
あ
た
り
と
し
て
、

Ｊ
Ｒ
五
反
田
駅
を
中
心
に
同
心
円
を
描
い
た

内
側
だ
と
い
う
（
三
八
頁
）。

　

こ
の
「
大
五
反
田
」
の
定
義
は
著
者
の
個

人
的
な
感
覚
に
よ
る
も
の
だ
が
、
不
思
議
と

牽
強
付
会
な
感
じ
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ

の
エ
リ
ア
は
、
戦
前
日
本
の
軍
需
産
業
を
支

え
る
工
業
地
帯
と
し
て
、
さ
ら
に
戦
後
も
製

造
業
で
栄
え
た
地
帯
と
い
う
意
味
で
、
客
観

的
に
も
一
つ
に
括
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

戦
前
の
発
展
に
重
な
る
祖
父
の
人
生

　

過
去
と
現
代
を
何
度
も
行
き
来
し
な
が
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ら
「
大
五
反
田
」
を
語
る
本
書
は
、
著
者
の

祖
父
量
太
郎
の
人
生
を
中
心
と
し
た
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
軸
に
、
近
代
日
本
の

製
造
業
、
特
に
戦
前
は
軍
需
産
業
地
帯
と
し

て
栄
え
た
「
大
五
反
田
」
の
発
展
と
変
貌
、

お
よ
び
そ
の
街
の
人
々
の
た
ど
っ
た
軌
跡
に

つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
を
描
き
出
し
て

い
る
。
手
が
か
り
と
な
っ
た
の
は
、
量
太
郎

が
晩
年
に
病
床
で
書
き
残
し
た
手
記
で
あ

り
、加
え
て
多
く
の
既
存
研
究
や
公
開
資
料
、

記
録
、
証
言
集
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

量
太
郎
は
千
葉
の
外
房
の
出
身
で
、
そ
の

ま
ま
故
郷
に
い
て
も
漁
師
に
な
る
し
か
な

か
っ
た
と
こ
ろ
、
東
京
の
芝
白
金
三
光
町
で

町
工
場
を
開
い
た
ば
か
り
の
遠
縁
の
家
で
小

僧
と
し
て
働
く
た
め
、大
正
五
（
一
九
一
六
）

年
、
一
三
歳
で
東
京
に
出
た
。
見
ず
知
ら
ず

の
人
よ
り
も
地
縁
・
血
縁
で
つ
な
が
る
人
を

雇
う
の
が
常
だ
っ
た
こ
の
時
代
の
、
地
方
か

ら
都
市
へ
の
ヒ
ト
の
移
動
の
典
型
例
で
あ

る
。

　

量
太
郎
は
そ
の
後
独
立
し
て
池
田
山
の
麓

の
低
地
地
帯
に
金
属
加
工
を
生
業
と
す
る
小

工
場
を
構
え
、
そ
れ
を
最
終
的
に
は
戸
越
銀

座
に
移
転
さ
せ
た
。こ
の
地
を
選
ん
だ
の
は
、

五
反
田
あ
た
り
に
彼
の
お
得
意
様
で
あ
る
大

企
業
の
工
場
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ほ
ど
近
い

と
こ
ろ
に
居
を
構
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
同
様
の
下
請
工
場
が
近
辺
に
は
ひ

し
め
い
て
お
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る

好
況
、
工
業
ブ
ー
ム
の
中
で
、
今
の
品
川
区

を
中
心
と
す
る
地
帯
（
大
五
反
田
は
そ
の
一

角
で
あ
る
）
に
、
機
械
・
金
属
・
化
学
な
ど

の
大
小
の
工
場
が
数
多
く
創
業
し
、
日
本
の

重
化
学
工
業
化
を
後
押
し
し
た
。
量
太
郎
の

人
生
は
近
代
日
本
に
お
け
る
製
造
業
の
発
展

と
リ
ン
ク
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

戦
争
に
お
け
る
被
害
と
加
害
の
相
克

　

本
書
の
語
り
口
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
の

時
々
の
国
策
や
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
世
の
中

の
大
き
な
流
れ
の
中
で
生
き
る
庶
民
の
苦
難

に
寄
り
添
う
姿
勢
と
、
彼
ら
が
客
観
的
に
観

れ
ば
加
害
者
の
側
面
を
持
つ
こ
と
を
冷
静
に

観
る
目
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

例
え
ば
著
者
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
期

の
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
五
月
二
四
日
、

連
合
軍
に
よ
る
城
南
空
襲
に
よ
っ
て
、
彼
女

の
祖
父
の
工
場
と
自
宅
を
含
む
「
大
五
反

田
」
は
ほ
ぼ
焼
け
野
原
に
な
っ
た
こ
と
を
語

る
。「
大
五
反
田
」
の
人
々
は
明
ら
か
に
戦

争
の
被
害
者
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
は
、
話

を
そ
こ
で
終
わ
ら
せ
な
い
。
彼
女
は
、
戦
前

日
本
の
軍
需
産
業
の
発
展
を
「
大
五
反
田
」

の
工
場
地
帯
が
支
え
て
い
た
と
指
摘
し
、
だ

か
ら
こ
そ
こ
の
人
々
は
単
な
る
被
害
者
で
は

な
く
、
国
策
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
、
ゆ

え
に
加
害
者
の
側
面
を
持
つ
こ
と
を
強
調
す

る
の
で
あ
る
。

　

犠
牲
者
と
し
て
の
庶
民
と
い
う
見
方
に
引

き
ず
ら
れ
そ
う
に
な
る
と
、
ぐ
ぐ
っ
と
襟
元

を
つ
か
ま
れ
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
る
よ
う
な

感
覚
。
第
一
三
次
満
州
興
安
東
京
荏
原
郷
開
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拓
団
に
つ
い
て
の
箇
所
で
は
、
そ
れ
を
よ
り

強
く
感
じ
た
。
こ
れ
は
、
今
で
も
日
本
最
大

の
ア
ー
ケ
ー
ド
商
店
街
と
し
て
有
名
な
武
蔵

小
山
商
店
街
の
人
々
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た

満
蒙
開
拓
団
の
こ
と
で
あ
る
。

　

戦
前
の
武
蔵
小
山
は
、
大
正
一
二

（
一
九
二
三
）
年
の
関
東
大
震
災
後
、
都
心

か
ら
の
多
く
の
移
住
者
で
人
口
が
急
増
、
目

蒲
電
鉄
（
現
在
の
東
急
目
黒
線
）
の
武
蔵
小

山
駅
を
起
点
に
発
展
を
遂
げ
、「
山
の
手
五

大
繁
華
街
」
の
一
つ
と
し
て
栄
え
て
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
の
国

家
総
動
員
法
の
施
行
に
よ
っ
て
食
料
や
生
活

必
需
品
が
配
給
制
と
な
り
、
生
活
物
資
の
製

造
・
販
売
を
生
業
と
す
る
武
蔵
小
山
商
店
街

の
人
々
の
暮
ら
し
は
立
ち
行
か
な
く
な
っ

た
。
そ
う
し
た
状
況
の
打
開
策
と
し
て
、
商

店
街
ぐ
る
み
で
転
業
開
拓
団
が
組
織
さ
れ
、

昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
一
〇
月
か
ら

一
九
（
一
九
四
四
）
年
六
月
に
か
け
、
総
勢

一
〇
三
九
名
が
送
り
出
さ
れ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
彼
ら
を
待
っ
て
い
た
運
命
は
悲

惨
で
あ
っ
た
。
満
州
国
を
支
配
し
て
い
た
関

東
軍
が
ソ
連
侵
攻
後
に
開
拓
団
を
見
捨
て
て

い
ち
早
く
撤
退
し
た
こ
と
で
、
当
時
満
州
に

い
た
民
間
人
た
ち
は
地
獄
の
よ
う
な
逃
避
行

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
多
く
が
命
を
落
と
し
た

こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
荏
原
郷
開

拓
団
も
例
外
で
は
な
く
、
彼
ら
の
多
く
が
日

本
に
戻
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
話
を
聞
く
と
、
彼
ら
に
同
情

し
た
く
な
る
。
し
か
し
著
者
は
、
そ
う
し
た

感
傷
主
義
を
許
さ
な
い
。
生
き
残
っ
た
数
少

な
い
人
々
が
書
き
残
し
た
記
録
を
丹
念
に
追

い
、
彼
ら
の
実
像
を
再
構
成
し
つ
つ
、
著
者

は
彼
ら
開
拓
団
が
「
侵
略
者
」
で
あ
り
「
加

害
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
、「
ど
う
転
ん
で

も
言
い
逃
れ
で
き
な
い
」
事
実
を
突
き
つ
け

る
。
一
般
の
団
員
は
「
彼
ら
を
『
人
間
の
盾
』

と
し
か
思
わ
な
い
関
東
軍
や
、
国
策
に
阿
る

功
名
心
や
愛
国
心
に
煽
ら
れ
た
浅
は
か
な
幹

部
た
ち
の
被
害
者
」
か
も
し
れ
な
い
と
し
な

が
ら
も
、
彼
ら
を
「
悲
劇
の
人
た
ち
」
と
し

て
「
絶
対
的
被
害
者
」
の
よ
う
に
受
け
止
め

る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
（
二
四
一

頁
）。

庶
民
の
賢
さ
、
し
た
た
か
さ

　

も
う
一
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
の
が
、
前
述

の
城
南
空
襲
と
そ
の
顛
末
に
つ
い
て
の
話
で

あ
る
。
城
南
空
襲
が
当
時
の
品
川
区
、
荏
原

区
を
ほ
ぼ
焼
き
払
っ
た
の
は
、
東
京
の
下
町

を
中
心
に
一
〇
数
万
人
の
死
者
を
出
し
た
昭

和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
三
月
の
東
京
大
空

襲
の
ほ
ぼ
二
ヵ
月
後
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

驚
く
の
は
死
者
数
の
少
な
さ
で
あ
る
。
単

位
面
積
あ
た
り
で
は
東
京
大
空
襲
の
二
倍
に

当
た
る
焼
夷
弾
が
投
下
さ
れ
た
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
城
南
空
襲
の
死
者
は
二
五
二
名

だ
っ
た
と
い
う
。
著
者
は
当
事
者
の
多
く
の

証
言
を
紐
解
き
つ
つ
、
三
月
の
東
京
大
空
襲

で
は
、「
非
国
民
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
恐

れ
る
あ
ま
り
、
お
国
の
方
針
に
背
い
て
消
火
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を
放
り
出
し
て
逃
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な

か
っ
た
人
が
多
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
地
域

の
人
々
は
学
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
す

る
。
城
南
空
襲
で
は
「
消
火
を
諦
め
て
逃
げ

る
と
い
う
、
本
能
と
し
て
当
た
り
前
の
こ
と

を
し
て
助
か
っ
た
人
が
多
か
っ
た
」。
著
者

曰
く
「
庶
民
の
知
恵
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
」
が

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
験
値
に
根
ざ
し
た
庶
民
の
賢
さ
と
は
こ

う
い
う
こ
と
か
、と
安
堵
し
た
の
も
束
の
間
、

当
時
混
乱
に
乗
じ
て
巧
妙
に
人
の
土
地
を

乗
っ
取
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
転
売
し
て
大
金

を
せ
し
め
た
悪
人
が
横
行
し
た
話
を
読
者
は

知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
生

き
残
っ
た
と
し
て
も
、戦
後
の
混
乱
の
中
で
、

焼
け
野
原
に
な
っ
た
自
分
の
土
地
を
他
人
に

取
ら
れ
、
悔
し
涙
に
暮
れ
る
人
も
少
な
く
な

か
っ
た
と
い
う
。
著
者
は
体
験
者
か
ら
の
聞

き
取
り
も
交
え
、
混
乱
期
に
お
け
る
庶
民
の

ダ
ー
ク
サ
イ
ド
に
も
光
を
当
て
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
著
者
の
祖
父
は
、
空
襲
の
当
日

は
疎
開
先
で
あ
る
埼
玉
県
の
越
ヶ
谷
に
い
た

が
、
そ
の
後
す
ぐ
に
一
人
で
家
に
帰
っ
て
焼

け
野
原
に
杭
を
打
ち
、
土
地
を
確
保
し
て
、

そ
の
後
工
場
を
再
建
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
著
者
は
幼
い
頃
か
ら
、
も
し
ま
た
家
一

帯
が
焼
け
野
原
に
な
っ
た
ら
「
戻
り
て
、
直

ち
に
杭
を
打
て
」
と
何
度
も
祖
父
か
ら
言
い

聞
か
さ
れ
た
と
い
う
。

五
反
田
の
戦
後 

製
造
業
の
盛
衰
の
中
で

　

著
者
の
祖
父
の
営
ん
だ
「
星
野
製
作
所
」

は
そ
の
息
子
、
す
な
わ
ち
著
者
の
父
に
よ
っ

て
受
け
継
が
れ
、
右
肩
上
が
り
の
高
度
成
長

期
に
は
ジ
ャ
グ
ジ
ー
や
消
火
用
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
な
ど
の
民
生
利
用
の
さ
ま
ざ
ま
な
器
具

の
部
品
を
製
造
し
た
。
本
書
の
底
流
に
は
、

そ
の
父
の
姿
を
見
て
育
っ
た
著
者
の
「
製
造

業
の
子
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

矜
持
が
流
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。
し
か
し

日
本
の
経
済
成
長
が
鈍
化
し
て
い
た
平
成

九
（
一
九
九
七
）
年
、父
は
工
場
を
閉
じ
た
。

そ
の
後
も
得
意
先
の
親
工
場
と
下
請
け
と
の

仲
介
業
と
し
て
星
野
製
作
所
は
存
続
し
て
い

た
が
、
得
意
先
の
廃
業
を
期
に
、
つ
い
に
令

和
三
（
二
〇
二
一
）
年
三
月
、
彼
は
完
全
に

引
退
し
た
。
著
者
の
家
業
の
軌
跡
か
ら
、
日

本
の
製
造
業
、
そ
し
て
工
業
地
帯
と
し
て
の

「
大
五
反
田
」
の
盛
衰
が
透
け
て
見
え
る
。

　

著
者
は
、「
大
五
反
田
」
か
ら
工
場
が
姿

を
消
し
、
再
開
発
に
よ
っ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
が

林
立
す
る
街
に
大
変
貌
を
遂
げ
る
の
を
見

て
、
自
分
が
生
き
方
を
常
に
変
え
る
よ
う

に
、
街
が
時
代
に
応
じ
て
変
化
す
る
の
は
仕

方
が
な
い
と
い
う
。
自
分
と
い
う
人
間
を

形
成
し
た
五
反
田
は
自
分
の
心
の
中
に
あ
る

―
―
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
軸
と

し
た
「
大
五
反
田
」
を
語
り
つ
つ
、
近
代
日

本
の
製
造
業
の
た
ど
っ
た
軌
跡
や
、
先
の
戦

争
と
庶
民
と
の
関
わ
り
、
そ
し
て
今
ま
さ
に

変
わ
り
ゆ
く
東
京
の
姿
を
見
つ
め
る
、
著
者

独
特
の
味
わ
い
深
い
語
り
は
、
ぜ
ひ
本
書
に

当
た
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
●




